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私
は
、
昨
年
五
月
か
ら
当
研
究
所
の
所
長
に
着
任
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
能
力
は

不
充
分
で
あ
り
ま
す
が
、
故
白
川
静
先
生
へ
の
深
い
思
い
か
ら
、
引
き
受
け
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

大
学
当
局
か
ら
私
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
職
務
は
、
も
ち
ろ
ん
、
当
研
究
所
の
発
展

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
研
究
・
教
育
活
動
と
普
及
活
動
と
い
う
、
研

究
所
設
立
の
趣
旨
そ
の
も
の
で
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
私
な
り
の
新
し
い
方
向
づ
け
を
以
下
に
申
し
述
べ
ま
す
。

（
一
）
研
究
・
教
育
活
動

白
川
静
先
生
の
御
業
績
は
、
あ
ま
り
に
も
広
範
で
あ
り
ま
し
た
た
め
、
従
来
、
そ

の
全
体
に
つ
き
ま
し
て
の
適
切
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
一
般
人
・
学
生
向
け
に
、『
白
川
学
講
座
』
全
三
巻
刊
行
を
企
画
し
ま
し

た
。
第
一
巻
は
文
字
学
関
係
、
第
二
巻
は
文
学
関
係
、
第
三
巻
は
歴
史
・
思
想
関
係

を
内
容
と
し
、
多
数
の
執
筆
者
が
関
わ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
白
川
学
の
全
体
的
紹
介
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
当
研
究
所
叢
刊
二
、

同
三
、
同
四
と
し
て
平
凡
社
よ
り
出
版
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
秋
以
降
に
刊

行
の
予
定
で
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
お
求
め
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、
切
に
お
願
い
申
し
あ

げ
ま
す
。

第
二
は
、
来
年
度
四
月
よ
り
、
本
学
と
し
ま
し
て
は
始
め
て
の
「
白
川
学
の
世
界
」

と
題
す
る
講
義
科
目
（
前
期
二
単
位
）
を
衣
笠
キ
ャ
ン
パ
ス
全
学
部
に
お
い
て
開
講

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
将
来
、
び
わ
こ
・
く
さ
つ
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
き
ま
し
て

も
開
講
い
た
し
た
い
と
希
望
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
は
、
中
国
古
代
文
字
学
研
究
を
行
う
研
究
者
に
対
し
て
、
研
究
費
を
正
式
に

出
し
て
支
援
す
る
と
と
も
に
、
同
方
面
に
関
心
の
あ
る
学
生
の
指
導
を
実
質
化
し
て

ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
四
は
、
白
川
家
か
ら
御
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
、
白
川
先
生
旧
蔵
書
の
整
理
を
、

目
下
、
図
書
館
に
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
整
理
の
完
成
を
め
ざ
し
て

お
り
ま
す
。

（
二
）
普
及
活
動

研
究
所
主
催
で
、
漢
字
教
育
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
の
研
修
講
座
を
開
き
、
そ
の

修
了
者
に
対
し
て
、
修
了
認
定
を
行
な
う
べ
く
、
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
な
る
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
編
成
を
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
受
講
者
は
、
産
業
社
会
学
部
の
子
ど

も
社
会
専
攻
（
小
学
校
教
員
免
許
状
取
得
可
能
）
者
や
、
文
学
部
の
教
員
免
許
状

（
国
語
）
取
得
希
望
者
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
将
来
、
他
大
学
学
生
や
一
般
社
会
人
に

も
枠
を
広
げ
て
ゆ
く
予
定
で
お
り
ま
す
。

第
二
は
、
児
童
を
対
象
と
す
る
漢
字
探
検
隊
と
い
う
従
来
の
行
事
は
今
後
も
拡
大

的
に
続
け
、
一
般
社
会
と
の
関
係
を
緊
密
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
三
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
が
、
白
川
先
生
の
生
誕
百
周
年
に
当
り
ま
す
の
で
、

そ
の
記
念
行
事
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
は
、
卒
業
生
の
内
、
白
川
先
生
の
受
講
生
で
あ
っ
た
方
々
に
呼
び
か
け
、
昨

年
十
一
月
、
白は

く

川せ
ん

会
と
い
う
組
織
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
同
会
員
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
研
究
所
に
御
協
力
、
御
支
援
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

以
上
が
、
私
の
着
任
以
後
の
取
り
組
み
で
あ
り
ま
し
て
、
す
で
に
展
開
中
で
あ
り
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今
年
（
二
〇
〇
九
年
）
も
、
生
誕
百
年
を
迎
え
る
日
本
の
近
現
代
文
学
史
に
名
前

を
と
ど
め
る
幾
人
か
の
文
学
者
た
ち
が
い
る
。
た
と
え
ば
、
太
宰
治
、
大
岡
昇
平
、
埴

谷
雄
高
、
松
本
清
張
と
い
っ
た
人
た
ち
は
百
年
前
の
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
年
）

に
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
い
ま
挙
げ
た
人
た
ち
と
同
年
の
生
ま
れ
で
あ

り
な
が
ら
、
最
も
早
く
逝
っ
た
作
家
と
し
て
、
中
島
敦
の
名
前
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。そ

の
中
島
敦
の
作
品
に
、「
文
字
禍
」
と
い
う
短
篇
小
説
が
あ
る
。
小
品
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
人
人
に
言
及
さ
れ
、
着
目
さ
れ
て
き
て
い
る
作
品
で
、「
文
字
の
霊れ
い

な
ど
と
い
う
も
の
が
、
一
体
、
あ
る
も
の
か
、
ど
う
か
」
と
書
き
は
じ
め
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
研
究
に
携
わ
る
「
老
儒
ナ
ブ
・
ア
ヘ
・
エ
リ
バ
」
を
描
き
出
す
。
作
中
に
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

…
一
つ
の
文
字
を
長
く
見
詰
め
て
い
る
中
に
、
何
時
し
か
其
の
文
字
が
解
体
し

て
、
意
味
の
無
い
一
つ
一
つ
の
線
の
交
錯
と
し
か
見
え
な
く
な
っ
て
来
る
。
単

な
る
線
の
集
ま
り
が
、
何
故
、
そ
う
い
う
音
と
そ
う
い
う
意
味
と
を
有
つ
こ
と

が
出
来
る
の
か
、
ど
う
し
て
も
解
ら
な
く
な
っ
て
来
る
。
老
儒
ナ
ブ
・
ア
ヘ
・

エ
リ
バ
は
、
生
れ
て
初
め
て
此
の
不
思
議
な
事
実
を
発
見
し
て
、
驚
い
た
。

い
ま
、
中
島
作
品
の
一
節
を
引
い
た
の
は
、
白
川
静
先
生
の
ご
長
女
の
津
崎
史
さ

ま
す
。

そ
の
次
は
、『
白
川
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
を
作
り
、
さ
ら
に
広
く
白
川
学
の
普
及
を

め
ざ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
前
記
の
漢
字
教
育
研
修
の
修
了
認
定
は
、
広
く
小
学
校
教
員
あ
る
い
は
教

員
志
望
者
を
対
象
と
す
る
全
国
展
開
を
構
想
中
で
あ
り
ま
す
。

研
究
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
研
究
所
主
催
の
研
究
会
の
設
立
を
検
討
中
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
際
、
可
能
で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
メ
ン
バ
ー
は
全
国
的
視
野
で
考
え
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
従
来
の
『
研
究
所
紀
要
』
刊
行
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
製
等
の
活
動
は
、
も

ち
ろ
ん
、
今
後
も
継
続
い
た
し
ま
す
。

研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
当
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
大
学
院
学
生
（
中
国

文
学
専
攻
）
に
依
頼
し
ま
し
て
、
白
川
先
生
の
著
作
か
ら
、
適
宜
、
こ
と
ば
を
選
び

出
し
て
掲
載
し
、
蓄
積
し
続
け
て
い
ま
す
の
で
、
御
高
覧
下
さ
い
。

*
*

*

な
お
、
昨
年
、
松
岡
正
剛
著
『
白
川
静
漢
字
の
世
界
観
』（
平
凡
社
新
書
）
が
刊

行
さ
れ
増
刷
を
続
け
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
白
川
静
先
生
の
御
業
績
の
紹
介
と
し
て

最
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
慶
事
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
同
時
に
、
い
さ
さ
か
複
雑
な
気
持
ち
で
も
あ
り
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、

そ
の
よ
う
な
刊
行
物
は
、
本
来
、
白
川
先
生
の
受
業
生
、
あ
る
い
は
当
研
究
所
が
担

当
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
で
す
。

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
前
述
の
『
白
川
学
講
座
』
が
そ
の
役
割
の
一
端
を
務
め
る
こ

と
に
な
ろ
う
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
客
観
的
な
紹

介
を
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
執
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で

も
白
川
学
の
等
身
大
の
姿
を
示
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
は
、
教
科
書
的
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
段
階
で
は
そ
れ
が

必
要
と
思
っ
て
い
ま
す
。
白
川
学
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
そ
の
次
の
段
階
の
話
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
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ん
か
ら
聞
い
た
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
関
連
す
る
か
ら
で
あ
る
。
白
川
先
生
が
、
亡
く

な
ら
れ
る
数
週
間
前
に
ご
入
院
さ
れ
た
折
、
先
生
は
、
病
院
の
天
井
を
見
つ
め
て
、
そ

こ
に
残
る
模
様
（
お
そ
ら
く
、
シ
ミ
か
壁
の
亀
裂
な
ど
と
思
わ
れ
る
が
）
が
、
漢
字

の
一
部
に
見
え
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
呟
い
て

お
ら
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
ら
の
線
の
跡
、
も
し
く
は
線
の
交
錯
、
集

ま
り
は
、
先
生
に
と
っ
て
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
漢
字
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
こ
と
を
長
年
に
わ
た
っ
て
考
え
続
け
て
こ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
く
る
習
性
に

近
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
島
の
表
現
す
る
「
単
な
る
線

の
集
ま
り
が
、
何
故
、
そ
う
い
う
音
と
そ
う
い
う
意
味
と
を
有
つ
こ
と
が
出
来
る
の

か
」
と
、
先
生
も
考
え
続
け
ら
れ
て
、
あ
の
大
き
な
白
川
文
字
学
の
世
界
を
構
築
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
。
津
崎
史
さ
ん
か
ら
、
病
院
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
お
聞
き
し
た

時
、
私
は
、
す
ぐ
に
「
文
字
禍
」
の
文
章
の
一
節
を
思
い
浮
か
べ
た
の
で
あ
る
。

中
島
敦
と
い
え
ば
、
い
ま
ひ
と
つ
、
白
川
先
生
と
の
つ
な
が
り
を
想
起
す
る
。
そ

れ
は
、
先
生
の
『
孔
子
伝
』
で
あ
り
、
そ
の
第
五
章
中
の
「
弟
子
群
像
」
と
い
う
文

章
で
あ
る
。
こ
こ
で
先
生
は
、
孔
子
の
弟
子
の
子
路
と
顔
回
と
を
中
心
に
述
べ
て
お

ら
れ
る
が
、
特
に
子
路
を
描
出
し
た
箇
所
が
興
味
深
い
。
弟
子
の
中
で
、
孔
子
と
の

年
齢
差
が
最
も
少
な
く
（
九
年
の
差
）、
や
ん
ち
ゃ
で
、
元
「
武

不
逞
の
一
人
の

男
」（『
孔
子
伝
』）
で
あ
っ
た
子
路
は
、
ま
っ
た
く
弟
子
中
で
は
異
色
の
存
在
で
あ
っ

た
。
が
、
孔
子
は
、
最
も
こ
の
弟
子
を
愛
し
、
信
頼
し
た
。
そ
の
さ
ま
が
、
白
川
先

生
の
『
孔
子
伝
』
に
活
写
さ
れ
て
い
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
中
島
敦
に
も
「
弟
子
」

と
い
う
作
品
が
あ
り
、
こ
の
子
路
を
主
人
公
と
し
て
い
る
。

魯
の
卞べ
ん

の
游

の
徒
、
仲
由
、
字
は
子
路
と
い
う
者
が
、
近
頃
賢
者
の
噂
も
高

い
学
匠
・
陬す
う

人
孔
丘
を
辱
し
め
て
呉
れ
よ
う
も
の
と
思
い
立
っ
た
。
似え

而せ

非
賢

者
何
程
の
こ
と
や
あ
ら
ん
と
、
蓬
頭
突
鬢ぴ
ん

・
垂
冠
・
短
後
の
衣
と
い
う
服
装
で

…
…
…
…

と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
作
品
は
、
中
島
の
人
間
を
捉
え
る
見
方
が
よ
く
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
島
の
描
い
た
孔
子
の
子
路
観
は
、
白
川
先
生
の
見
方
と
近
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
言
う
よ
り
、
中
島
作
品
の
方
が
先
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
中

島
に
近
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
た
め
て
、
私
は
、
中
島
敦
と
白
川
静
と
い

う
テ
ー
マ
で
ま
と
ま
り
の
あ
る
文
章
を
書
き
た
い
と
思
う
が
、
い
ま
は
こ
う
し
た
指

摘
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

白
川
静
先
生
は
、
こ
の
中
島
敦
の
生
ま
れ
た
翌
年
、
す
な
わ
ち
一
九
一
〇
年
（
明

治
四
三
年
）
の
お
生
ま
れ
で
あ
る
。
来
年
（
二
〇
一
〇
年
）、
そ
の
生
誕
百
年
の
年
を

迎
え
る
が
、
相
つ
い
で
の
漢
字
、
古
代
中
国
学
に
通
暁
し
た
文
学
者
と
文
字
学
者
の

出
現
は
、
日
本
の
文
化
史
上
に
と
っ
て
多
大
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

（
立
命
館
大
学
文
学
部
長
）

白川靜先生『孔子伝』の基になった「孔子の生涯」「儒の源流」
（中央公論社「歴史と人物」1971年10月号と72年1月号）

『中島敦全集』（筑摩書房）
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最
近
よ
う
や
く
堰
や
農
業
用
貯
水
池
や
堰
、

防
な
ど
歴
史
的
に
有
名
な
水
利
施

設
を
現
地
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
形
図
と
文
献
と
に
頼
っ
て
進

め
る
水
利
史
研
究
に
は
不
安
が
あ
り
、
実
際
に
自
分
に
目
で
見
て
確
か
め
た
い
と
い

う
思
い
は
強
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
果
た
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
私
自

身
の
怠
惰
に
も
よ
る
が
、
歴
史
的
水
利
施
設
の
多
く
が
観
光
地
で
も
な
く
、
都
市
か

ら
か
な
り
離
れ
た
農
村
部
に
多
く
存
在
し
て
い
る
の
で
、
何
の
つ
て
も
な
い
外
国
人

に
は
近
づ
き
に
く
か
っ
た
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
る
。
た
し
か
に
実
際
行
っ
て
み
る

と
、
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
で
、
長
年
の
疑
問
が
一
瞬
に
し
て
氷
解
す
る
こ
と
も
あ

る
。
石
碑
と
の
出
会
い
も
現
地
を
訪
ね
る
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
る
。
碑
文
は
水
利
史

研
究
の
貴
重
な
情
報
源
で
、
昔
風
に
い
う
と
一
次
史
料
で
あ
る
。
目
的
地
に
着
く
と
、

施
設
を
一
通
り
見
お
わ
る
と
、
創
設
や
修
治
の
事
績
を
記
し
た
石
碑
が
な
い
か
と
あ

た
り
を
見
回
す
。
付
近
の
人
家
に
聞
き
に
い
く
こ
と
も
あ
る
が
、
大
抵
の
場
合
、
写

真
を
と
っ
た
り
ノ
ー
ト
を
と
っ
た
り
し
て
い
る
と
、
黙
っ
て
い
て
も
人
が
集
ま
っ
て

く
る
。
大
抵
は
お
じ
い
さ
ん
で
、
な
ぜ
か
女
性
や
若
者
は
遠
巻
き
に
し
て
あ
ま
り
近

寄
っ
て
こ
な
い
。
私
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
何
処
か
ら
と
も
な
く
現
れ
る
お
じ
い
さ
ん

た
ち
が
あ
り
が
た
い
情
報
提
供
者
で
、
彼
ら
の
存
在
な
く
し
て
「
調
査
」
は
成
り
立

た
な
い
。
自
分
た
ち
で
手
に
負
え
な
く
な
る
と
物
知
り
の
お
じ
い
さ
ん
を
呼
ん
で
き

て
く
れ
る
。
分
か
り
に
く
い
石
碑
の
在
り
か
を
教
え
て
く
れ
る
の
も
こ
の
お
じ
い
さ

ん
た
ち
で
あ
る
。

碑
文
は
水
利
史
に
限
ら
ず
歴
史
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
史
料
源
で
あ
る
が
、
日
本

の
中
国
水
利
史
研
究
で
は
特
別
の
意
味
を
も
つ
。
中
国
の
水
利
史
研
究
は
自
国
史
の

一
環
と
し
て
先
人
の
成
し
遂
げ
た
技
術
遺
産
を
顕
彰
し
現
代
に
役
立
て
る
と
い
っ
た

視
点
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
日
本
で
は
水
利
用
の
外
延
に
と
り
結

ば
れ
る
社
会
的
諸
関
係
、
す
な
わ
ち
水
利
組
織
・
村
落
・
王
朝
国
家
な
ど
に
強
い
関

心
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
諸
関
係
は
現
場
に
立
っ
て
も
何
も
見
え
て
こ
な
い
。

ほ
と
ん
ど
文
字
史
料
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
る
。
そ
れ
も
正
史
や
実
録
な
ど
の
官
撰
史

料
は
、
地
方
の
水
利
の
権
利
関
係
な
ど
に
は
関
心
は
な
く
言
及
す
る
こ
と
は
稀
で
あ

り
、
最
大
の
情
報
源
は
創
設
・
修
治
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
碑
文
で
あ
る
。
碑
文
の

い
く
つ
か
は
そ
の
後
、
撰
者
の
個
人
文
集
や
地
方
志
の
金
石
や
藝
文
の
項
目
に
収
録

さ
れ
こ
と
も
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
現
物
を
見
な
く
て
も
大
き
な
不
都
合
は
な
い
の

だ
が
、
た
く
さ
ん
の
論
文
が
引
用
す
る
よ
う
な
有
名
な
碑
文
に
対
面
す
れ
ば
感
動
も

あ
る
し
、
時
に
は
ど
の
文
献
に
も
引
用
さ
れ
て
い
な
い
碑
文
に
出
会
え
る
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
期
待
も
あ
る
。

そ
も
そ
も
現
存
す
る
た
く
さ
ん
の
水
利
碑
は
そ
の
造
立
に
何
を
託
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
だ
い
ぶ
前
に
見
た
中
国

映
画
で
あ
っ
た
。
邦
題
を
「
古
井
戸
」（
原
題
「
老
井
」
一
九
八
七
年
）
と
い
い
、
張

藝
謀
が
初
め
て
主
演
し
た
映
画
で
あ
り
、
映
画
と
し
て
も
い
く
つ
も
の
賞
を
と
っ
た

作
品
で
あ
る
。
舞
台
は
山
西
省
の
老
井
村
と
い
う
山
間
の
寒
村
で
、
人
び
と
は
山
腹

に
へ
ば
り
つ
く
よ
う
に
生
活
し
て
い
る
。
こ
の
村
の
悩
み
は
往
復
十
キ
ロ
の
道
を
水

汲
み
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
井
戸
を
掘
り
当
て
る
こ
と

は
村
の
悲
願
で
あ
り
、
村
人
は
清
朝
以
来
え
ん
え
ん
と
掘
り
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
し

て
今
は
以
前
に
枯
れ
て
し
ま
っ
て
放
棄
さ
れ
た
古
井
戸
を
修
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
映
画
の
な
か
で
二
度
石
碑
が
登
場
す
る
。
一
つ
は
村
の
書
記
が
若
者
た
ち
に

井
戸
を
掘
り
つ
い
で
い
く
よ
う
に
諭
す
場
面
で
、
成
功
し
た
ら
君
た
ち
の
名
前
を
碑

に
刻
っ
て
や
ろ
う
と
励
ま
す
。
成
功
し
な
か
っ
た
ら
も
う
井
戸
を
掘
る
な
と
書
く
と

い
う
。
後
世
へ
の
戒
め
の
石
碑
と
い
う
の
は
そ
の
例
を
知
ら
な
い
が
、
文
字
通
り
最
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初
に
井
戸
を
掘
っ
た
人
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
日
本
で
も

よ
く
あ
る
顕
彰
碑
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
工
事
中
の
古
井
戸
を
め
ぐ
る
隣
村
と
の
争

い
の
中
で
登
場
す
る
。
あ
る
日
隣
村
の
住
民
が
押
し
か
け
て
、
も
と
も
と
こ
の
井
戸

は
自
分
た
ち
の
村
の
も
の
で
、
老
井
村
に
は
こ
の
井
戸
を
使
う
権
利
は
無
い
と
宣
言

し
て
土
砂
を
投
げ
込
み
始
め
る
。
騒
ぎ
を
聞
き
つ
け
た
老
井
の
村
民
も
シ
ャ
ベ
ル
や

鍬
を
も
っ
て
駆
け
つ
け
、
双
方
古
井
戸
を
挟
ん
で
に
ら
み
合
う
。
老
井
村
側
は
碑
文

の
記
載
に
よ
れ
ば
こ
の
井
戸
は
昔
二
つ
の
村
が
協
力
し
て
掘
っ
た
も
の
で
あ
り
当
方

に
も
権
利
が
あ
る
と
反
論
す
る
。
隣
村
は
そ
ん
な
証
拠
は
ど
こ
に
あ
る
？
と
や
り
返

す
。
実
は
予
め
碑
面
を
削
り
取
っ
た
う
え
で
こ
の
挙
に
出
た
の
で
あ
る
。
証
拠
を
出

せ
な
い
老
井
村
は
沈
黙
す
る
。
す
る
と
群
集
の
中
か
ら
女
性
が
一
人
進
み
出
て
、
む

か
し
観
音
堂
に
あ
っ
た
石
碑
に
も
同
じ
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
石
碑

は
ど
こ
に
あ
る
？
と
隣
村
が
応
じ
る
。
一
瞬
静
ま
り
返
っ
た
あ
と
、
件
の
女
性
が
言

う
。「
う
ち
の
厠
の
踏
み
板
に
な
っ
い
る
」
と
。
ど
っ
と
笑
い
が
お
こ
る
。
さ
っ
そ
く

石
碑
が
運
び
込
ま
れ
る
。
分
が
悪
く
な
っ
た
隣
村
は
再
び
井
戸
に
石
こ
ろ
投
げ
込
み

は
じ
め
る
。
老
井
村
の
長
老
が
言
う
。「
長
い
こ
と
や
っ
て
ね
ェ
ー
が
、
こ
う
な
っ
た

ら
械
闘
す
る
し
か
な
い
。」
と
。
あ
と
は
双
方
入
り
乱
れ
て
の
大
乱
闘
と
な
る
。
水
利

を
め
ぐ
る
械
闘
は
近
年
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
っ
て
い
る
と
も
聞
く
。

こ
の
映
画
を
見
て
な
る
ほ
ど
古
人
が
水
利
碑
に
託
し
た
意
味
が
何
で
あ
っ
た
か
を

実
感
で
き
た
。
老
井
村
の
住
民
は
二
百
年
経
っ
て
も
碑
の
存
在
を
記
憶
し
そ
の
意
味

を
理
解
し
て
い
た
。
そ
し
て
必
要
な
時
に
そ
の
存
在
を
有
効
に
利
用
し
て
い
る
。
確

か
に
水
利
碑
の
記
述
は
修
築
に
要
し
た
資
金
・
労
働
力
の
量
、
拠
出
者
、
日
数
、
責

任
者
な
ど
具
体
的
で
詳
細
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
さ
が
後
世
の
研
究
者
に
大

い
に
役
立
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
出
資
、
出
役
の
記
録
の
本
当
の
意
味
は
水
の
権
益

と
表
裏
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
水
利
事
業
の
場
合
、
工
事
の
竣
工
が
そ
の

終
了
で
は
な
く
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
後
々
の
権
益
の
保
障
と
し
て
文
字
で
記
録

さ
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
事
業
は
完
結
す
る
。
そ
の
記
録
は
撰
文
者
が
著
名
で
あ
れ
ば

も
っ
と
よ
い
。
個
人
文
集
な
ど
に
再
録
さ
れ
れ
ば
、
権
益
の
根
拠
と
な
る
。
そ
の
上

石
に
刻
ま
れ
れ
ば
、
時
の
経
過
に
よ
る
風
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

二
月
と
三
月
に
寧
波
郊
外
や
隣
の
上
虞
県
の
水
利
施
設
を
見
て
歩
い
た
。
概
し
て

水
利
関
係
の
碑
は
修
復
し
て
建
て
直
さ
れ
た
り
し
て
大
事
に
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回

も
他
の
石
材
と
一
緒
に
壁
に
立
て
か
け
て
あ
る
清
代
の
茶
会
碑
を
見
つ
け
た
。
墓
石

な
ど
は
あ
ち
こ
ち
で
建
築
材
と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
る
の
も
見
か
け
た
。
私
な
ど

は
足
元
の
石
段
に
文
字
を
見
つ
け
る
と
思
わ
ず
踏
む
の
を
た
め
ら
っ
て
し
ま
う
の
は
、

小
さ
い
と
き
新
聞
を
踏
む
な
と
教
え
ら
れ
て
き
た
せ
い
だ
ろ
う
か
、
長
年
漢
字
を
相

手
に
過
ご
し
て
き
た
職
業
的
習
性
か
ら
だ
ろ
う
か
。
せ
め
て
刻
字
面
を
裏
に
す
れ
ば

良
い
の
に
と
思
っ
て
し
ま
う
が
、
漢
字
の
発
祥
の
彼
の
地
の
人
々
は
意
に
介
さ
な
い

ら
し
い
。

上
虞
県
の
新
通
明
堰
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
っ
た
。
む
か
し
そ
こ
は
三
つ
の
水
路
の

合
流
点
で
杭
州
と
寧
波
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
写
真
を
と
っ
た
り

し
て
い
る
我
々
を
日
向
ぼ
っ
こ
し
て
い
る
お
じ
い
さ
ん
が
じ
っ
と
み
て
い
る
。
い
つ

も
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
ま
ず
彼
に
水
路
の
名
前
か
ら
聞
い
て
み
る
。「
こ
の
河
は
八

里
河
で
す
よ
ね
。」
す
る
と
、「
い
や
十
八
里
河
だ
。」「
地
図
に
は
八
里
河
と
あ
り
ま

す
が
。」「
昔
か
ら
十
八
里
河
だ
。」
こ
ん
な
や
り
と
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
四
五
人
に

増
え
る
。
み
な
十
八
里
河
だ
と
い
う
。
地
図
の
方
が
間
違
っ
て
い
る
ら
し
い
。
次
ぎ

に
「
あ
ち
ら
に
河
は
地
図
に
名
前
が
な
い
の
で
す
が
、
何
と
言
い
ま
す
か
。」
と
質
問

す
る
と
「
ピ
ャ
オ
ホ
だ
」。「
ど
ん
な
字
で
す
か
」
と
言
っ
て
ノ
ー
ト
を
差
し
出
す
と

「
漂
」
と
書
い
て
く
れ
る
。
す
る
と
別
の
お
じ
い
さ
ん
が
、
い
や
確
か
「
滌
」
と
書
く

は
ず
だ
と
い
う
。
ま
た
別
の
人
物
が
別
な
字
を
書
く
。
我
々
そ
っ
ち
の
け
で
熱
い
議

論
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
う
ち
漂
の
お
じ
い
さ
ん
が
、
む
か
し
河
の
近
く
漂
の
字
を
書

い
た
石
碑
が
立
っ
て
い
た
、
だ
か
ら
漂
が
正
し
い
と
言
う
。
思
わ
ぬ
展
開
に
も
し
や

新
発
見
と
期
待
が
ふ
く
ら
む
。
す
ぐ
に
「
そ
の
石
碑
は
い
ま
ど
こ
に
あ
る
の
で
す
か
」

と
た
ず
ね
る
と
、
連
れ
て
行
っ
て
や
る
と
い
う
。
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
彼
の
後
を
つ
い
て
行

く
と
、
幅
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
水
路
に
懸
か
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
板
を
差
し
て
是

だ
と
い
う
。
石
碑
を
水
路
に
わ
た
し
て
ま
わ
り
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
塗
り
こ
め
て
し
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昨
年
の
二
月
か
ら
、
研
究
所
の
小
さ
な
活
動
と
し
て
『
甲
骨
学
一
百
年
』（
社
会
科

学
文
献
出
版
社
　
一
九
九
九
年
）
を
読
む
会
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の
書
物
は
甲
骨
文

発
見
か
ら
数
え
て
百
年
に
当
た
る
年
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
主
編
者
に
は
重
鎮
的
な

存
在
で
あ
る
王
宇
信
と
楊
升
南
が
当
た
っ
て
い
ま
す
。
全
七
一
七
頁
の
大
冊
で
す
。
他

に
孟
世
凱
・
宋
鎮
豪
・
常
玉
芝
の
三
人
が
執
筆
者
と
し
て
加
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
書
物
は
単
な
る
回
顧
的
な
文
集
で
は
な
く
、
甲
骨
学
が
こ
の
百
年
の
間
に
ど

の
よ
う
な
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
人

と
そ
の
仕
事
を
詳
細
に
紹
介
し
な
が
ら
辿
っ
て
い
ま
す
。
主
編
者
の
王
宇
信
が
甲
骨

学
の
世
界
に
お
い
て
大
変
優
れ
た
学
者
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
す
が
、
先
人

た
ち
が
甲
骨
学
の
発
展
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
に
果
た
し
た
重
要
な
役
割
に
対
し
て
も
深

い
敬
意
を
懐
い
て
い
る
こ
と
が
直
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
敬
意
が
読
者
で

あ
る
私
た
ち
の
中
に
も
い
つ
の
間
に
か
生
ま
れ
て
い
て
、
共
感
を
覚
え
る
こ
と
頻
り

で
す
。
若
い
研
究
者
は
と
か
く
自
分
の
研
究
の
新
し
さ
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
先
人

の
仕
事
を
軽
ん
ず
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
先
学
の
努
力
が
な
け
れ
ば
甲
骨
文
が
読

め
な
か
っ
た
は
ず
で
す
し
、
ま
た
甲
骨
文
が
読
め
な
け
れ
ば
資
料
と
し
て
も
用
い
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
書
物
が
単
な
る
回
顧
的
な
文
集
で
は
な
い

と
し
た
の
は
、
甲
骨
学
が
今
後
ど
の
よ
う
な
方
向
を
志
向
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
か
ら
で
す
。

「
第
一
章
　
緒
論
」
か
ら
始
め
て
「
第
二
章
　
百
年
出
土
甲
骨
文
述
要
」「
第
三
章

ま
っ
た
ら
し
い
。
ぬ
か
喜
び
で
あ
っ
た
。
ま
ァ
ー
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
こ
こ
ま
で
自

信
を
も
っ
て
言
う
の
だ
か
ら
「
漂
河
」
な
の
だ
ろ
う
。
も
う
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
だ

っ
た
け
れ
ど
も
、
名
な
し
の
河
の
名
前
が
判
っ
た
だ
け
で
も
よ
し
と
し
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
そ
う
そ
う
う
ま
い
話
は
な
い
。

船を引き上げるスロープに再利用された墓石（ 県莫枝堰）
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甲
骨
学
研
究
基
礎
工
作
的
不
断
加
強
」「
第
四
章
　
甲
骨
文
的
考
釈
及
其
理
論
化
」

「
第
五
章
　
甲
骨
文
的
分
期
断
代
」
と
進
ん
で
き
ま
し
た
。
現
在
「
甲
骨
文
的
分
期
断

代
」
が
進
行
中
で
す
。
こ
の
章
は
甲
骨
研
究
の
上
で
は
最
も
重
要
で
あ
り
な
が
ら
、
な

か
な
か
決
着
が
つ
か
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
、
じ
っ
く
り
問
題
点
を
整
理
し
な
が
ら
進

め
て
い
ま
す
。

最
初
に
我
々
の
目
を
惹
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
ま
す
。
王
宇
信
は
第
一
章
「
緒

論
」
の
中
で
、「
甲
骨
学
商
史
研
究
の
新
し
い
道
」
と
し
て
、「
新
時
代
に
は
、
新
し

い
立
場
に
立
ち
、
新
し
い
観
点
・
方
法
を
用
い
て
、
新
し
い
甲
骨
文
字
の
研
究
を
行

な
う
。」
と
し
た
後
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。

①
伝
統
的
な
文
字
考
釈
の
方
法
の
土
台
の
上
に
、
新
し
い
理
論
を
提
示
し
て
、
古

文
字
研
究
を
前
進
さ
せ
る
。

②
弁
証
法
を
運
用
し
、
文
字
の
点
画
や
偏
旁
及
び
文
字
と
音
義
の
関
係
に
分
析
を

加
え
、
新
し
い
道
を
開
く
。

③
古
文
字
だ
け
を
孤
立
的
に
研
究
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
発
展
史
の
角
度
か
ら
、

ま
た
世
界
の
古
代
史
と
少
数
民
族
志
に
保
存
さ
れ
て
い
る
原
始
民
族
の
生
産
・

生
活
・
社
会
意
識
等
の
方
面
か
ら
も
古
文
字
の
起
源
を
追
跡
し
て
は
じ
め
て
、

古
文
字
の
造
字
本
義
に
対
す
る
正
し
い
理
解
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
時

に
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
古
文
字
資
料
を
正
し
く
解
読
す
る
助
け
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
今
後
の
甲
骨
文
字
の
解
釈
に
全
く
新
し
い
道
を
開
く
の
で
あ
る
。

と
し
て
い
ま
す
。
特
に
③
の
内
容
は
、〈
白
川
文
字
学
〉
の
方
法
そ
の
も
の
で
す
。

〈
白
川
文
字
学
〉
と
い
う
名
前
こ
そ
用
い
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
中
国
の
甲
骨
学
の
志
向
す

る
方
向
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

他
に
も
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
紙
面
の
赦
す
範
囲
で
紹
介
し
て
お

き
ま
す
。

次
い
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
甲
骨
文
の
発
見
さ
れ
た
年
が
一
八
九
九
年
で

あ
る
の
は
公
式
の
認
識
で
は
あ
り
ま
す
が
、
当
初
か
ら
殷
代
の
文
字
で
あ
る
と
見
な

さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
当
初
は
「
周
文
」
す
な
わ
ち
周
代
の
文
字

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？
　
そ
れ
は
西
周
時
代
の
文
字
で
あ
る
金

文
（
青
銅
器
に
刻
さ
れ
た
文
字
）
に
非
常
に
近
い
字
形
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
字
形

だ
け
か
ら
す
れ
ば
「
周
文
」
と
呼
ば
れ
て
も
何
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
解
読
が
進
む
に
つ
れ
て
、「
周
文
」
で
記
さ
れ
た
内
容
が
西
周
時
代
よ
り
も
さ

ら
に
前
の
殷
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、「
殷
契
」
と
い
う
言
葉
も

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。
い
ま
こ
こ
に
挙
げ
ま
せ
ん
が
、
当
初
様
々

な
名
称
で
呼
ば
れ
た
殷
墟
出
土
文
字
に
「
甲
骨
文
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
一
九
二
一
年
の
陸
懋
徳
《
甲
骨
文
之
発
現
及
学
術
価
値
》
以
降
の
こ
と

で
す
。
今
と
な
っ
て
は
文
字
の
名
称
な
ど
あ
ま
り
重
要
な
事
柄
と
は
思
わ
れ
な
い
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、「
甲
骨
文
」
と
い
う
呼
び
名
に
定
着
す
る
ま
で
の
過
程
に
も
、
甲

骨
学
の
興
味
深
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
付
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
甲
骨
文
を
発
見
し
た
人
は

王
懿
栄
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た

こ
れ
ま
で
信
じ
ら
れ
て
き
た
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
も
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
マ
ラ

リ
ア
に
罹
っ
た
王
懿
栄
が
、
よ
く
効
く
薬
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
龍
骨
を
買
い
求
め

た
と
こ
ろ
何
や
ら
古
い
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
が
甲
骨
文
の
発

見
で
あ
る
。
と
い
っ
た
こ
と
が
今
で
も
事
実
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、
前
述
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
王
懿
栄
は
「
周
文
」
と
い
う
認
識
を
も

っ
た
ま
ま
、「
発
見
」
の
翌
年
で
あ
る
一
九
〇
〇
年
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
つ

ま
り
殷
代
の
文
字
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

殷
墟
す
な
わ
ち
安
陽
は
古
来
骨
董
商
が
活
発
に
往
来
す
る
地
域
で
も
あ
り
ま
し
た
。

彼
ら
は
安
陽
の
小
屯
村
か
ら
出
土
す
る
青
銅
器
な
ど
の
古
器
物
を
仕
入
れ
て
は
、
北

京
・
天
津
・
上
海
に
行
っ
て
高
値
で
売
る
と
い
う
商
い
を
し
て
い
ま
し
た
。
骨
董
商

は
古
器
物
に
関
す
る
知
識
が
豊
富
な
ば
か
り
で
な
く
、
か
な
り
の
程
度
の
学
問
的
知

識
も
も
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
青
銅
器
に
彫
ら
れ
た
金
文
に
つ
い
て
も
偽
物
と
本
物
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を
見
分
け
る
だ
け
の
鑑
識
眼
は
も
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ
う
し
た
知
識
を
持
っ
て

い
る
者
で
あ
れ
ば
、
亀
甲
や
獣
骨
に
刻
さ
れ
た
文
字
が
「
周
文
」
で
あ
る
こ
と
な
ど

一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
甲
骨
文
を
最
初
に
発
見
し
た
人

が
王
懿
栄
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
作
り
上
げ
ら

れ
た
後
世
の
作
り
話
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
で
は
最
初
に
発
見
し
た
の
は
一

体
誰
な
の
で
し
ょ
う
？

も
う
一
つ
興
味
深
く
感
じ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

欧
米
人
の
学
者
に
も
ち
ゃ
ん
と
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
で
す
。
日
本
人
が
中
国
に
関

す
る
学
問
が
で
き
る
の
は
、
訓
読
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
技
術
を
我
々
の
祖
先
が
考
案

し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
欧
米
人
が
漢
文
を
読
む
の
は
難
し
い

と
思
い
が
ち
で
、
欧
米
の
学
者
を
ど
こ
か
軽
ん
じ
る
風
潮
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
甲
骨

学
の
歴
史
に
お
い
て
も
欧
米
人
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
関
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
が
ち
で
す
。
あ
っ
た
と
し
て
も
収
蔵
家
と
し
て
名
前
を
知
っ
て
い
る
だ
け

で
、
甲
骨
学
の
学
者
と
し
て
は
一
顧
だ
に
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
い
ま
す
。

し
か
し
こ
の
書
を
読
み
進
め
る
中
で
、
収
蔵
家
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
カ
ナ
ダ
の

明
義
士
（Jam

es
M
ellon

M
enzies

）
が
優
れ
た
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
現
在
も
な
お
決
着
を
見
な
い
甲
骨
文
の
分
期
断
代
の
研
究
に
お
い

て
、
こ
の
明
義
士
が
先
駆
的
な
仕
事
を
残
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
の
は
驚
き
で
す
。

こ
の
明
義
士
の
文
章
は
一
九
二
八
年
に
書
か
れ
て
い
な
が
ら
未
発
表
の
ま
ま
埋
も
れ

て
い
た
も
の
で
、
分
期
断
代
の
議
論
が
再
燃
し
は
じ
め
た
一
九
八
一
年
に
李
学
勤
に

よ
っ
て
一
度
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
書
の
中
で
王
宇
信
に
よ
っ

て
そ
の
先
駆
性
が
改
め
て
称
揚
さ
れ
ま
し
た
。
今
で
は
す
で
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
先
学
の
業
績
が
こ
の
よ
う
な
形
で
称
揚
さ
れ
る
こ
と
は
と
て
も
重
要
で
、
こ
う

し
た
先
人
の
存
在
を
知
る
こ
と
は
一
種
の
喜
び
で
あ
る
と
同
時
に
、
先
学
へ
の
敬
意

を
新
た
に
す
る
契
機
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
出
会
い
が
学
問
を
す
る
上
で
の
謙

虚
さ
に
繋
が
り
ま
す
。

昨
年
度
に
引
き
続
き
有
志
の
学
生
諸
君
と
一
緒
に
、〈
白
川
文
字
学
の
原
点
に
還

る
〉
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
初
期
論
文
を
読
む
会
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
今
年
度
は

「
釈
史
」
を
読
み
ま
し
た
。

「
釈
史
」は
初
期
論
文
の
中
で
は
最
初
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
す
。と
り
わ
け
重
要
な
の

は
、こ
の
論
考
の
中
で
、一
般
に
口
偏
と
し
て
知
ら
れ
る「
口
」字
形
が
実
は
祝
辞（
詞
）を
入

れ
る
器
で
あ
る
こ
と
を
、実
に
綿
密
な
考
証
を
重
ね
て
論
証
さ
れ
た
こ
と
で
す
。「
口
字
形

が
祝
詞
を
入
れ
る
器
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
は
、
白
川
文
字
学
に
関
心
の
あ
る
人
で
あ

れ
ば『
字
統
』や『
字
通
』あ
る
い
は『
漢
字
』や『
漢
字
の
世
界
』と
い
っ
た
一
般
書
を
見
て
お

ら
れ
る
の
で
、わ
ざ
わ
ざ
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、結
論
自
体
は
有
名
な
の
に
、
そ

の
よ
う
な
解
釈
に
い
た
る
論
証
過
程
は
知
ら
な
い
、
と
い
う
人
が
多
い
の
が
実
状
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
白
川
文
字
学
を
学
問
と
し
て
学
ぼ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、文

字
学
が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
す
。そ
う
い
う
意
図

で
熱
心
な
学
生
諸
君
と
質
疑
応
答
を
交
え
て
読
み
進
め
て
き
ま
し
た
。
時
に
は
彼
ら
の

鋭
い
問
題
意
識
を
感
じ
る
場
合
も
あ
り
、
驚
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。こ
の「
釈

史
」は
白
川
先
生
の
初
期
論
文
の
中
で
も
と
び
き
り
難
し
い
文
章
な
の
で
、読
み
進
め
る

の
が
大
変
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、粘
り
強
く
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

な
お
、「
釈
史
」
を
少
し
で
も
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、「
読
『
釈
史
』」
と
い
う

拙
文
を
「
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
」
に
寄
稿
し
て
お
き
ま
し
た
の

で
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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研
究
員
の
主
な
研
究
活
動

○
上
野
　
隆
三

「
中
国
明
清
白
話
文
学
研
究
」

講
演
「
現
代
中
国
電
影
　
―
多
様
化
す
る
中
国
映
画
と
ネ
ッ
ト
社
会
―
」

立
命
館
土
曜
講
座
第
二
八
六
八
回
（
二
〇
〇
八
年
九
月
二
十
日
）

○
小
森
　
伸
子

論
文

「
大
学
生
の
「
読
書
」
概
念
に
関
す
る
予
備
的
検
討
」

摂
南
大
学
教
育
学
研
究,
5,
33
―
43.

○
高
島
　
敏
夫

〔
研
究
テ
ー
マ
〕「
白
川
文
字
学
の
体
系
の
研
究
」

論
文

「
殷
末
先
周
期
の
殷
周
關
係
―
―
周
原
出
土
甲
骨
讀
解
試
論
」

（「
学
林
」四
六
・
四
七
号「
白
川
靜
先
生
追
悼
記
念
論
集
」、二
〇
〇
八
年
三
月
）

研
究
会
報
告

二
〇
〇
八
年
十
一
月
三
十
日
午
後
一
時
か
ら
当
研
究
所
の
第
三
回
研
究
会
が
衣
笠

キ
ャ
ン
パ
ス
学
而
館
二
階
第
三
研
究
室
に
て
開
催
さ
れ
た
。
今
回
は
下
記
の
通
り
の

研
究
発
表
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
発
表
者
と
参
加
者
と
の
意
見
交
換
が
活

発
に
な
さ
れ
た
（
午
後
五
時
半
終
了
）。

「
稷
」
字
の
成
立
と
そ
の
義
に
つ
い
て

張
　
　
　
　
莉

金
沢
文
庫
本
白
氏
文
集
巻
三
十
一
『
中
書
制
誥
』
の
漢
字
字
体
に
つ
い
て

―
巻
十
二
『
長
恨
歌
』
と
の
対
比
の
観
点
か
ら
―

當
山
　
日
出
夫

（
敬
称
省
略
）

「
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
三
号
の
発
刊

当
研
究
所
の
研
究
誌
「
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
三

号
が
二
〇
〇
九
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
本
号
に
は
論
文
五
篇
の
ほ
か
、
譯
注
一
篇

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
細
目
は
次
の
通
り
。
大
方
の
御
一
読
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
。
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「
西
周
時
代
に
お
け
る
「
天
令
（
命
）」
と
「
大
令
（
命
）」

―
―
「
天
令
（
命
）」「
大
令
（
命
）」
の
意
義
變
遷
が
示
す
も
の
（
一
）」

（「
学
林
」
四
八
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

「
讀
「
釋
史
」
―
―
白
川
文
字
學
の
原
點
に
還
る
（
二
）」

（「
白
川
靜
記
念
　
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
」第
三
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

○
萩
原
正
樹

「
唐
宋
詞
お
よ
び
日
本
詞
學
研
究
」

二
〇
〇
八
年
度
は
、
主
に
『
欽
定
詞
譜
』
の
版
本
に
関
す
る
研
究
と
、
明
治
大

正
期
の
詞
人
を
中
心
と
す
る
日
本
詞
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
っ
た
。

論
　
　
文
　
「『
欽
定
詞
譜
』
内
府
刻
本
二
種
の
異
同
に
つ
い
て
」

（「
学
林
」第
四
六
・
四
七
号「
白
川
靜
先
生
追
悼
記
念
論
集
」、二
〇
〇
八
年
三
月
）

「
中
国
に
お
け
る
日
本
詞
研
究
に
つ
い
て
」

（「
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
三
号
、

二
〇
〇
九
年
三
月
）

研
究
成
果
報
告
書

「
日
本
に
お
け
る
詞
の
収
集
と
整
理
」

（
平
成
一
八
〜
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）

資
料
紹
介
　
「
竹

詩
詞
文
拾
遺
　
附

夢
楼
詩
集
題
詞
及
序
」

（「
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
二
号
、

二
〇
〇
八
年
三
月
）

講
　
　
演

「
日
本
詞
与
日
本
的
中
国
詞
学
―
兼
談
近
十
五
年
日
本
詞
学
研
究
的
新
発
展
―
」

（
二
〇
〇
八
年
九
月
、
武
漢
大
学
文
学
院
）

○
本
田
　
治

「
宋
代
水
利
史
研
究
」

論
　
　
文
　
「D

evelopm
entand

M
igration

in
CoastalM

ing-chou
during

the
Sung

」

（『
国
際
東
方
学
者
会
議
紀
要
』
第
五
二
冊
、
二
〇
〇
八
年
一
月
）

「
明
代
寧
波
沿
海
部
に
お
け
る
開
発
と
移
住
」

（『
立
命
館
文
学
』
六
〇
八
号
93-

129
頁
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）

研
究
発
表

「
宋
代
江
南
填
湖
与
復
湖
運
動
」

（
二
〇
〇
八
年
古
代
堰

工
程
歴
史
価
値
及
其
保
護
利
用
国
際
学
術

検
討
会
、
於
四
川
成
都
、
二
〇
〇
八
年
十
月
二
十
三
日
）

○
芳
村
　
弘
道

「
唐
代
文
学
研
究
・
漢
籍
書
誌
学
研
究
」

二
〇
〇
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
二
十
三
日
ま
で
、
上
海
の
復
旦
大
学
中

文
系
に
訪
問
教
授
と
し
て
在
外
研
究
を
行
い
、
同
大
学
図
書
館
や
上
海
図
書
館
の

古
籍
部
所
蔵
の
唐
代
文
学
関
係
の
漢
籍
古
書
を
調
査
、
研
究
し
た
。
ま
た
北
京
の

国
家
図
書
館
で
宋
版
『
白
氏
文
集
』
な
ど
の
善
本
や
天
津
の
天
津
博
物
館
所
蔵
古

鈔
本
『
文
選
集
注
』
残
巻
を
閲
覧
し
た
。

論
文
「
唐
詩
の
新
資
料
・
朝
鮮
本『
夾
注
名
賢
十
抄
詩
』
を
め
ぐ
っ
て
―『
千
載
佳
句
』と
の
関
連
―
」

（「
和
漢
比
較
文
学
」第
四
十
号
、二
〇
〇
八
年
二
月
）

「
孤
本
朝
鮮
活
字
版
『
選
詩
演
義
』
と
撰
者
曾
原
一
に
つ
い
て
」

（「
學
林
」
第
四
十
六
・
四
十
七
号
「
白
川
静
先
生
追
悼
記
念
論
集
」、

二
〇
〇
八
年
三
月
）

訳
註
「
董
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
巻
本
譯
注
（
三
）」

（「
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
」

第
三
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

講
演
「
白
居
易
《
醉
吟
先
生
墓
誌
銘
》
之
真
偽
」

（
二
〇
〇
八
年
六
月
三
〇
日
、
復
旦
大
学
。
こ
の
ほ

か
浙
江
大
学
・
南
京
大
学
・
南
開
大
学
・
西
北
大

学
・
武
漢
大
学
に
お
い
て
も
講
演
を
行
う
）

講
演
の
機
会
に
訪
れ
た
「
東
坡
赤
壁
」（
湖
北
省
黄
岡
市
）

白
川
先
生
も
愛
さ
れ
た
宋
・
蘇
東
坡
の
名
作
「
赤
壁
賦
」

の
旧
跡
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文
化
事
業
運
営
委
員
会
で
は
、
研
究
所
設
立
の
四
年
目
に
あ
た
る
二
〇
〇
八
年
度

に
、
白
川
文
字
学
の
一
般
へ
の
普
及
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
に
重
点
を
置
い
て
、
以

下
の
活
動
を
展
開
し
た
。

「
好
奇
字
展
―
白
川
静
と
東
洋
文
字
文
化
の
世
界
」
展

二
〇
〇
九
年
一
月
七
日
か
ら
十
七
日
に
か
け
て
、
立
命
館
大
学
衣
笠
キ
ャ
ン
パ
ス

以
学
館
に
お
い
て
「
好
奇
字
展
―
白
川
静
と
東
洋
文
字
文
化
の
世
界
」
を
開
催
し
た
。

白
川
静
先
生
が
生
涯
思
い
を
馳
せ
ら
れ
て
い
た
「
東
洋
」。
東
洋
の
文
化
的
な
結
び

つ
き
を
担
っ
て
き
た
漢
字
。
ま
た
各
民
族
が
産
み
出
し
て
い
っ
た
様
々
な
文
字
文
化
。

「
東
洋
」
に
魅
せ
ら
れ
、
文
字
を
通
し
て
そ
の
姿
を
解
明
さ
れ
よ
う
と
し
た
白
川
先
生

の
業
績
や
、
東
洋
文
字
文
化
に
触
れ
る
試
み
を
融
合
さ
せ
た
展
示
を
目
指
し
た
。

こ
の
展
観
は
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
第
一
部
は
「
東
洋
文
字
文
化
」
の

コ
ー
ナ
ー
。
こ
れ
は
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
が
二

〇
〇
七
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
行
っ
た
「
好
奇
字
展
―
東
ア
ジ
ア
の
文
字
周
遊
」

で
の
展
示
を
基
に
し
て
い
る
。
漢
字
は
も
と
よ
り
、
女
真
文
字
・
契
丹
文
字
・
西
夏

文
字
・
チ
ュ
ー
ノ
ム
な
ど
漢
字
か
ら
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
、
現
在
で
は
使
用
さ
れ

て
い
な
い
文
字
や
、
現
代
に
生
き
る
象
形
文
字
と
し
て
知
ら
れ
る
ト
ン
パ
文
字
（
中

国
雲
南
省
居
住
の
納ナ

西シ

族
の
文
字
）
や
モ
ン
ゴ
ル
文
字
・
ア
ラ
ビ
ア
文
字
・
チ
ベ
ッ

ト
文
字
・
ロ
ロ
文
字
（
中
国
四
川
省
を
中
心
に
居
住
の
彝い

族
の
文
字
）
・
朝
鮮
文
字

な
ど
現
在
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
、
さ
ら
に
は
中
国
湖
南
省
の
一
地
方
で
女
性

だ
け
が
用
い
て
い
る
「
女
書
」
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
の
様
々
な
文
字
を
一
堂
に
集
め
た
。

漢
文
・
契
丹
文
対
比
の
墓
碑
や
過
去
の
印
刷
資
料
か
ら
は
、
東
洋
文
字
文
化
の
源
流

を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
字
典
、
新
聞
、
チ
ベ
ッ
ト
語
版
『
ナ
ル
ニ
ア
国

物
語
』
や
ロ
ロ
語
版
「
元
素
周
期
表
」
な
ど
こ
れ
ら
の
文
字
が
現
在
で
も
生
き
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
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第
二
部
分
は
、
白
川
静
コ
ー
ナ
ー
。
白
川
先
生
の
生

涯
と
業
績
を
た
ど
る
展
示
を
行
っ
た
。
白
川
先
生
の
写

真
パ
ネ
ル
を
軸
に
、
先
生
が
行
っ
た
甲
骨
片
の
ト
レ
ー

ス
や
自
作
資
料
、
原
稿
、
著
書
を
始
め
、
先
生
が
青
年

時
代
に
読
ま
れ
た
書
籍
・
資
料
（
一
部
は
白
川
先
生
の

蔵
書
）
を
ほ
ぼ
年
代
順
に
並
べ
た
。
今
回
は
「
人
間
・

白
川
静
」
と
題
し
て
、
今
ま
で
余
り
紹
介
さ
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
先
生
の
人
と
な
り
を
語
る
品
を
多
数
展
示

し
た
。
青
年
期
の
白
川
先
生
に
強
い
印
象
を
残
し
た

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
連
載
小
説
『
緑
の
札
』、
著
作

原
稿
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
編
集
者
あ
て
の
近
況
報
告
、

つ
る
夫
人
の
臨
終
に
つ
い
て
の
手
記
や
短
歌
、
趣
味
の

謡
本
や
棋
譜
の
切
り
抜
き
、
囲
碁
や
将
棋
を
楽
し
ん
だ

ゲ
ー
ム
機
器
な
ど
を
展
示
、
関
心
を
集
め
て
い
た
。

第
三
部
分
は
、
東
洋
文
字
文
化
に
触
れ
る
コ
ー
ナ
ー
。

西
夏
文
字
六
千
字
を
す
べ
て
収
め
た
回
転
式
「
マ
ニ

車
」、
古
代
文
字
を
あ
し
ら
っ
た
ス
タ
ン
プ
や
ぬ
い
ぐ

る
み
な
ど
の
オ
ブ
ジ
ェ
が
並
び
、
来
場
者
の
人
気
を
集

め
て
い
た
。
ま
た
東
ア
ジ
ア
諸
国
国
の
世
界
地
図
や
北

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
入
場
行
進
一
覧
（
中
国
語
名
の
漢
字

の
画
数
順
）、
漢
字
学
習
教
材
、
大
学
や
高
校
の
入
試

問
題
、
韓
国
の
漢
字
検
定
な
ど
を
集
め
、
漢
字
文
化
圏

の
存
在
を
改
め
て
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
好
奇
字
展
」
は
年
明
け
早
々
の
短
期
間
の
開
催
で

は
あ
っ
た
が
、
六
百
数
十
名
の
来
場
者
を
集
め
、
白
川

先
生
と
東
洋
文
字
文
化
へ
の
関
心
の
高
さ
を
改
め
て
認

識
し
た
。

「
漢
字
探
検
隊
」

二
〇
〇
七
年
度
よ
り
始
ま
っ
た
「
京
都
漢
字
探
検
隊
」
は
、
毎
回
一
つ
の
も
の
を

テ
ー
マ
と
し
て
座
学
で
は
な
く
、
見
学
や
体
験
を
通
し
て
漢
字
の
成
り
立
ち
を
学
習

す
る
体
験
型
の
講
座
で
あ
る
。
本
年
度
の
実
施
講
座
は
以
下
の
通
り
。

人
　
体 

人
　
体 

動
　
物 

酒
造
り 

建
　
物 

植
　
物 

東
洋
文
字 

衣
　
服 

人
　
体 

植
物
・
建
物 

動
　
物 

建
物
・
歴
史 

神 
動
　
物 

酒
造
り 

衣
　
服 

人
体
か
ら
で
き
た
漢
字 

動
作
か
ら
で
き
た
漢
字 

動
作
か
ら
で
き
た
漢
字 

水
と
お
酒
と
漢
字
た
ち 

二
条
城
で
漢
字
三
昧 

植
物
園
で
漢
字
と
出
合
う 

東
洋
文
字
文
化
探
検
隊 

着
物
と
漢
字 

漢
字
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
大
会 

動
作
か
ら
で
き
た
漢
字 

動
物
園
で
漢
字
と
出
合
う 

文
の
京
で
漢
字
と
出
合
う 

神
様
に
つ
な
が
る
漢
字 

動
物
園
で
漢
字
と
出
合
う 

酒
あ
れ
ば
幸
福 

動
物
漢
字
探
検
隊 

立
命
館
大
学 

立
命
館
大
学 

京
都
市
動
物
園 

月
桂
冠
大
倉
記
念
館 

元
離
宮
二
条
城 

京
都
府
立
植
物
園 

立
命
館
大
学 

西
陣
織
会
館 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
ホ
ー
ル 

小
石
川
後
楽
園 

恩
賜
上
野
動
物
園 

文
京
区
菊
坂
界
隈 

湯
島
天
満
宮 

安
佐
動
物
公
園 

白
鶴
酒
造
資
料
館 

到
津
の
森
公
園 
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今
年
度
は
、
京
都
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
島
、
神
戸
、
北
九
州
で
の
開
催
が
実

現
し
た
。
ま
た
東
京
で
は
有
限
会
社
メ
デ
ィ
ア
・
ハ
ー
モ
ニ
ー
、
文
京
教
育
サ
ポ
ー

タ
ー
ズ
と
の
共
催
に
よ
り
「
東
京
漢
字
探
検
隊
」
開
催
が
実
現
、
京
都
と
同
じ
く
約

二
ヶ
月
に
一
度
の
定
例
開
催
と
な
っ
て
い
る
。
来
年
度
は
、
さ
ら
に
宮
城
県
で
の
開

催
が
決
ま
っ
て
い
る
。
今
後
も
共
催
者
を
求
め
て
全
国
に
拡
げ
て
い
く
べ
く
活
動
を

行
っ
て
い
る
。

学
内
他
組
織
と
の
連
携
事
業

二
〇
〇
八
年
十
月
下
旬
か
ら
十
一
月
初
旬
の
一
週
間
に
は
、
立
命
館
大
学
国
際
平

和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
の
連
携
で
平
和
と
言
葉
に
つ
い
て
考
え
、
表
現
し
よ
う
と
い
う

催
し
「
平
和
っ
て
な
に
色
　
文
字
・
活
字
文
化
の
日
　
特
別
企
画
」
を
開
催
し
た
。

平
和
へ
の
願
い
を
一
字
で
表
す
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
参
加
者
に
は
虹
の
七
色
等
の
漢

字
に
つ
い
て
解
説
し
た
カ
ー
ド
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
。

福
井
県
と
の
連
携

福
井
県
は
「
白
川
文
字
学
」
を
学
ぶ
テ
キ
ス
ト
と
字
典
を
編
纂
し
、
本
年
度
か
ら

県
内
す
べ
て
の
公
立
小
学
校
で
学
習
す
る
取
組
が
始
ま
っ
た
。
ま
た
県
立
図
書
館
跡

地
を
「
福
井
子
ど
も
歴
史
文
化
館
」
と
し
て
整
備
し
、
白
川
静
を
は
じ
め
と
す
る
郷

土
の
偉
人
の
業
績
を
展
示
す
る
こ
と
と
し
た
。（
二
〇
〇
九
年
十
一
月
開
館
予
定
）

白
川
研
も
都
度
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
、
二
〇
〇
八
年
十
月
に
行
わ
れ
た
県
教
育
委

員
会
主
催
の
「
ま
な
び
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
に
招
か
れ
、「
漢
字
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
大
会
」

を
開
催
、
好
評
を
博
し
た
。
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白
川
文
字
学
の
普
及
活
動
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

全
国
で
白
川
文
字
学
の
普
及
に
努
力
さ
れ
て
い
る
教
員
や
漢
字
研
究
者
と
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
作
り
に
着
手
。
書
籍
刊
行
や
講
座
開
催
な
ど
具
体
的
な
成
果
が
現
れ
て
い

る
。

①
小
寺
誠
氏
（
京
都
府
南
丹
市
立
西
本
梅
小
学
校
長
）
著
の
『
白
川
文
字
学
に
学
ぶ

―
漢
字
の
知
恵
を
生
き
る
力
に
（
仮
題
）』
の
監
修
。
平
凡
社
か
ら
の
刊
行
は
二
〇

一
〇
年
初
め
を
予
定
し
て
い
る
。

②
学
力
の
基
礎
を
き
た
え
ど
の
子
も
伸
ば
す
研
究
会
（
学
力
研
…
小
学
校
教
員
を
中

心
と
し
た
自
主
学
習
組
織
。
こ
こ
で
の
実
践
か
ら
「
百
マ
ス
計
算
」
な
ど
が
生
ま

れ
た
）
夏
の
全
国
大
会
で
の
発
表
。
漢
字
部
会
で
の
報
告
。
会
員
所
属
校
な
ど
で

の
漢
字
講
座
開
催
（
大
阪
市
・
大
阪
府
箕
面
市
・
神
戸
市
・
兵
庫
県
加
古
郡
・
群

馬
県
前
橋
市
）

③
出
張
講
座
…
京
都
市
立
音
羽
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
お
よ
び
広
島
県
尾
道
市
立
土
堂
小
学

校
Ｐ
Ｔ
Ａ
主
催
の
親
子
講
座
、
山
口
県
立
水
産
高
校
主
催
の
教
研
集
会
、
兵
庫
県

川
西
市
明
峰
公
民
館
の
一
般
向
け
講
座
に
招
か
れ
た
。

第
三
回
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
賞
（
立
命
館
白
川
静
賞
）

第
三
回
立
命
館
白
川
静
賞
の
選
考
は
二
〇
〇
八
年
十
一
月
に
行
わ
れ
た
が
、
今
回

は
「
該
当
者
な
し
」
と
の
結
果
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
一
月
十
一
日
に
は
「
好
奇

字
展
」
の
一
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
「
立
命
館
白
川
静
賞
記
念
講
演
会
」
を
開
催
、
石
塚

晴
通
・
北
海
道
大
学
名
誉
教
授
（
第
一
回
立
命
館
白
川
静
賞
受
賞
者
代
表
）
に
よ
る

「
漢
字
字
体
規
範
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｈ
Ｎ
Ｇ
）
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
た
。

第
四
回
か
ら
は
、
よ
り
広
い
層

の
研
究
・
実
践
な
ど
を
顕
彰
で

き
る
よ
う
、
募
集
方
法
や
表
彰

内
容
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
こ
と

に
し
て
い
る
。

二
〇
〇
九
年
度
は
、
既
存
事

業
の
継
続
・
発
展
と
と
も
に
、

一
般
向
け
講
座
の
企
画
実
施
を

目
標
に
活
動
を
展
開
し
、
引
き

続
き
「
白
川
静
文
庫
」
が
開
設

さ
れ
る
二
〇
一
〇
年
度
（
生
誕

百
周
年
）
に
向
け
て
の
企
画
構

想
期
間
と
し
た
い
。
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○
昨
年
、
本
誌
前
号
の
「
編
集
後
記
」
に
、
白
川
静
先
生
の
生
涯
や
御
業
績
を
あ
ら
た
め
て

評
価
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
こ
っ
て
い
る
、
と
記
し
ま
し
た
が
、
今
年
度
も
益
々
そ
の

動
き
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
松
岡
正
剛
氏
の
『
白
川
静
―
漢
字
の
世
界
観
』（
平
凡
社
）
が

発
売
直
後
か
ら
全
国
書
店
の
新
書
売
上
げ
一
位
と
な
り
、
十
万
部
を
突
破
す
る
勢
い
で
あ

る
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
顕
著
な
例
で
し
ょ
う
。
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
が
生
ま
れ
ま

し
た
が
、
こ
こ
で
は
特
に
注
目
す
べ
き
論
考
を
二
点
、
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
一
点
は
、
中
原
章
雄
本
学
名
誉
教
授
が
書
か
れ
た
「
小
説
家
高
橋
和
巳
再
読
―
あ
る

研
究
室
伝
説
の
誕
生
―
」（「
立
命
館
文
学
」
第
六
〇
六
号
）
で
す
。
高
橋
和
巳
の
『
わ
が

解
体
』
に
「
Ｓ
教
授
」
と
し
て
白
川
先
生
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
中
原
先
生
は
本
稿
に
お
い
て
、
そ
の
高
橋
の
記
述
の
特
に
団
交
に
関
す
る
後

半
部
分
は
作
家
高
橋
の
想
像
力
の
産
物
で
あ
り
、
虚
構
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

詳
細
は
ぜ
ひ
原
文
を
御
覧
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
中
原
先
生
は
、
当
時
学
生
主
事
代

理
と
し
て
紛
争
を
間
近
に
見
て
こ
ら
れ
た
方
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
証
言
に
は
説
得
力
が

あ
り
ま
す
。
高
橋
は
、
深
夜
の
校
庭
の
暗
闇
に
ポ
ツ
ン
と
灯
る
白
川
研
究
室
の
光
を
象
徴

的
に
描
い
て
い
ま
す
が
、
紛
争
時
の
広
小
路
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
深
夜
も
不
夜
城
の
よ
う
に

電
光
が
満
ち
て
研
究
室
の
明
か
り
な
ど
は
す
っ
か
り
埋
没
し
、
拡
声
器
か
ら
流
れ
る
大
音

響
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
や
北
京
放
送
が
キ
ャ
ン
パ
ス
を
揺
ら
す
と
い
う
、
光
と
喧
噪

に
満
ち
た
世
界
で
あ
っ
た
と
中
原
先
生
は
説
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中

に
あ
っ
て
、
研
究
室
外
の
空
気
を
敏
感
に
感
じ
と
り
な
が
ら
、
時
に
は
夜
明
か
し
を
す
る

ほ
ど
研
究
に
精
励
さ
れ
た
白
川
先
生
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。『
わ
が
解
体
』
の
「
Ｓ

教
授
」
像
は
、
現
在
に
お
い
て
も
一
般
の
方
々
が
描
く
白
川
先
生
の
イ
メ
ー
ジ
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
高
橋
和
巳
が
記
し
た
「
学
問
の
威

厳
に
よ
っ
て
学
生
た
ち
を
圧
倒
す
る
偉
丈
夫
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
も
一
面
の
真
実
が
込

め
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
固
定
化
し
一
人
歩
き
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
特
に
白
川
先
生
と
身
近
に
接
し
た
こ
と
の
あ
る
方
々
か
ら
の
発
言
や
検
証
が
今

後
お
お
い
に
現
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
注
目
す
べ
き
論
考
の
も
う
一
点

は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
白
川
先
生
の
歌
業
に
つ
い
て
論

じ
た
、
安
森
敏
隆
先
生
の
「
歌
人
・
白
川
静
の
誕
生
」（
安
森
敏
隆
・
上
田
博
編
「
ポ
ト

ナ
ム
の
歌
人
」
所
収
）
で
す
。
白
川
先
生
は
、
小
泉
苳
三
先
生
の
薫
陶
を
受
け
ら
れ
て
学

生
時
代
に
短
歌
を
は
じ
め
、「
ポ
ト
ナ
ム
」
や
「
く
さ
ふ
ぢ
」
に
作
品
を
発
表
し
、
二
〇
〇

一
年
に
は
「
ポ
ト
ナ
ム
」
の
名
誉
顧
問
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
先
生
の
歌
に
つ
い
て
安

森
先
生
は
「
短
歌
は
『
い
の
ち
』
の
根
源
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
『
い
の
ち
』
の

根
源
の
歌
が
妻
の
病
気
と
〈
死
〉
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
、
平
成
十
七
年
の
『
卯
月
抄
』
の

妻
に
捧
げ
る
歌
と
な
っ
て
結
晶
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
奥
様
の
臨
終
の
際
に
詠
ま
れ

た
歌
を
「
挽
歌
で
あ
る
が
、
相
聞
歌
に
も
通
底
す
る
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
ま
す
。
そ

の
中
の
一
首
「
飛
行
雲
西
に
崩
れ
て
流
れ
た
り
天
翔
り
ゆ
く
魂
（
た
ま
）
も
あ
る
べ
し
」

は
、
平
成
十
六
年
四
月
六
日
、
病
院
で
奥
様
の
御
臨
終
を
見
守
ら
れ
た
あ
と
自
宅
に
戻
ら

れ
る
際
の
作
と
思
わ
れ
ま
す
。
西
京
区
桂
の
上
空
は
飛
行
機
の
航
路
と
な
っ
て
お
り
、
し

ば
し
ば
飛
行
機
雲
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
一
筋
を
い
ま
ま
さ
に
天
に
帰
ろ
う
と
す
る
奥

様
の
魂
の
軌
跡
と
み
な
し
て
、
深
い
鎮
魂
の
思
い
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
先
生
の
短
歌
の
高
い
抒
情
性
や
、
た
と
え
ば
詩
経
の
訳
業
な
ど
に
見
え
る
文
学
性
等
に

つ
い
て
は
、
従
来
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
今
後
の
研
究
の
充
実
が
望
ま
れ
ま
す
。

○
本
号
冒
頭
に
は
、
昨
年
五
月
に
着
任
さ
れ
ま
し
た
加
地
伸
行
所
長
の
一
文
を
掲
載
い
た
し

ま
し
た
。
加
地
所
長
に
よ
る
新
し
い
体
制
の
も
と
、
研
究
・
教
育
活
動
と
普
及
活
動
を
二

本
の
柱
と
し
て
、
当
研
究
所
は
引
き
続
き
努
力
を
傾
け
て
い
く
所
存
で
す
。
各
位
の
さ
ら

な
る
御
理
解
と
御
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
木
村
一
信
副
所
長
に
よ
る
「
中
島
敦
と
白
川
静
先
生
と
」
で
は
、
中
島
敦
の
作
品
と
白
川

先
生
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
活
躍

の
時
期
が
異
な
る
た
め
か
、
太
宰
治
、
大
岡
昇
平
、
埴
谷
雄
高
、
松
本
清
張
、
さ
ら
に
中

島
敦
が
同
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
ま
ず
驚
か
さ
れ
ま
す
が
、
白
川
先
生
が
そ

の
一
歳
年
下
で
あ
る
と
い
う
の
も
意
外
に
思
わ
れ
ま
す
。
木
村
副
所
長
が
最
後
に
触
れ
、

ま
た
加
地
所
長
の
文
章
で
も
言
及
さ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
二
〇
一
〇
年
は
白
川
先
生

の
生
誕
百
周
年
に
当
た
り
、
当
研
究
所
で
は
そ
の
記
念
行
事
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

○
本
田
治
運
営
委
員
か
ら
は
「
水
利
碑
刻
」
と
題
す
る
文
章
を
寄
稿
頂
き
ま
し
た
。
中
国
水

利
史
を
専
門
と
さ
れ
る
立
場
か
ら
、
水
利
碑
は
当
然
貴
重
な
史
料
源
で
す
が
、
同
時
に
碑

文
の
裏
に
隠
れ
て
い
る
、
水
利
碑
の
建
立
に
託
さ
れ
た
住
民
た
ち
の
思
い
に
つ
い
て
も
、

映
画
「
古
井
戸
」
を
例
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
末
尾
に
記
さ
れ
た
、
石
段
の
文
字

を
「
踏
む
の
を
た
め
ら
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
筆
者
も
中
国
に
お
い
て

経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
漢
字
は
、
単
な
る
記
号
で
は
な
く
、
そ
の
奥
に
さ
ま
ざ
ま

な
人
々
の
生
活
や
思
考
、
感
情
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
文
字
を
大
切
に
思
う
こ
と
は
、

そ
の
国
の
人
々
や
文
化
を
尊
重
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
日
本
に
お

い
て
も
特
に
近
年
、
自
分
た
ち
の
文
化
的
伝
統
や
貴
重
な
遺
産
を
軽
視
す
る
風
潮
が
強
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
白
川
先
生
が
し
ば
し
ば
言
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
す
が
、
漢

字
や
漢
文
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
決
し
て
借
り
物
で
は
な
く
、
音
訓
を
用
い
る
以
上
い
わ

ば
国
字
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
軽
視
す
る
こ
と
は
自
ら
の
文
化
を
「
厠
の
踏
み
板
に
」

し
て
し
ま
う
行
為
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

○
高
島
敏
夫
研
究
員
に
よ
る
勉
強
会
と
読
書
会
の
報
告
、
芳
村
弘
道
運
営
委
員
、
教
育
文
化

事
業
部
・
久
保
裕
之
氏
に
よ
る
研
究
事
業
と
文
化
事
業
の
報
告
は
、
い
ず
れ
も
今
年
度
の

主
要
な
活
動
報
告
で
す
。
来
年
度
も
、
加
地
所
長
の
文
章
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
お
い
に
御
期
待
下
さ
い
。

（
萩
原
正
樹
記
）


