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はプ
レ
テ
ク
ス
ト

じ
め
に

一
年
前
、
や
は
り
年
度
末
刊
行
と
な
る
当
紀
要
（
第
六
六
八
号
）
で
発
表
し
た
論
考

「
戯
文
ニ
真
理
ア
リ in

 lu
do veritas

」①

が
終
止
感
に
た
ど
り
着
け
な
く
て
、「
続
編
」

を
予
告
し
て
そ
の
場
を
し
の
い
だ
。
そ
の
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
読
者
に
と
っ
て
本

稿
は
断
固
、「
続
編
」
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、
そ
ん
な
御
仁
が
多
数
あ
る
と
は
思

え
な
い
。
筋
や
論
点
を
チ
ラ
と
振
り
返
る
場
面
は
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
一
話
完

結
を
目
指
し
、
本
稿
も
「
続
編
」
を
名
乗
ら
な
い
。

た
だ
、
そ
の
く
せ
一
卵
性
双
生
児
の
名
づ
け
の
よ
う
な
の
が
、
ラ
テ
ン
語
出
自
の

格
言
風0

を
気
取
っ
た
論
題
で
あ
る
。そ
れ
ぞ
れ
の
副
題
の
い
ず
れ
に
も
読
ま
れ
る「
吉

田
健
一
「
金
沢
」」
の
文
字
列
は
、去
年
の
で
は
研サ

バ
テ
ィ
カ
ル
・
イ
ヤ
ー

究
専
念
の
年
（
二
〇
一
六
年
度
）
を

金
沢
で
過
ご
し
た
経
緯
と
の
セ
ッ
ト
で
や
っ
と
最
後
に
本
文
中
に
登
場
し
た
が

―

要
は
終
止
感
に
た
ど
り
着
け
な
い
ど
こ
ろ
か
序
奏
（
堀
田
善
衛
＋
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
）
で

終
わ
っ
た
の
で
あ
る

―
、
あ
ら
す
じ
は
失
礼
に
も
「
他
人
の
褌

ふ
ん
ど
し」

を
借
り
た
う
え

難
癖
を
付
け
て
返
す
よ
う
に
し
て
確
認
し
て
い
た
。
一
話
完
結
な
れ
ば
こ
そ
本
稿
で

も
そ
の
種
の
情
報
は
不
可
欠
だ
が
、
こ
こ
は
テ
ク
ス
ト
外
情
報
も
含
ん
だ
概
要
と
し

て
そ
の
確
認
を
考
察
そ
の
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

始
動
さ
せ
た
い
。
ひ
と
は
往
々
に
し
て
吉
田

健
一
の
創
作
（
小
説
）
の
こ
と
を
そ
れ
に
記
述
の
労
を
払
う
こ
と
は
無
粋
な
、た
だ
味

わ
え
ば
良
い
美
食
の
ご
と
く
見
な
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
傾
向
へ
の
抵
抗
は

言
う
よ
り
ま
ず
実
践
す
る
の
が
賢
明
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

一　

記 

述
一
―
一　

概
観

―
あ
ら
す
じ
以
上
の
前
提
情
報

「
金
沢
」
の
初
出
は
一
九
七
三
年
（
河
出
書
房
新
社
刊
『
文
藝
』
の
同
年
三
月
号
﹇
当
時

は
月
刊
﹈、
単
行
本
も
同
社
か
ら
同
年
七
月
刊
）。
な
ら
ば
出
来
事
の
絶
対
年
代
を
示
す
指

標
が
作
品
中
に
あ
る
わ
け
で
な
し
、
同
時
代
も
し
く
は
そ
こ
か
ら
見
た
近
い
過
去
が

舞
台
、
と
書
い
て
お
け
ば
大
き
く
外
す
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

た
だ
、「
近
い
過
去
」
と
書
い
て
類
推
さ
れ
る
だ
ろ
う
範
囲
か
ら
、
考
慮
に
値
す
る

境
界
年
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
一
九
六
四
年
。
こ
の
年

の
十
月
、
東
海
道
新
幹
線
が
開
業
し
て
、
と
り
わ
け
首
都
圏
か
ら
米
原
経
由
で
北
陸

方
面
と
の
行
き
来
に
要
す
る
時
間
が
劇
的
に
短
縮
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
よ
り
も
早

い
一
九
六
〇
年
二
月
に
も
、
こ
の
の
ち
吉
田
健
一
に
と
っ
て
年
中
行
事
と
な
る
冬
の

金
沢
旅
行
の
最
初
の
も
の
が
営
ま
れ
る
件
が
年
譜
等
に
読
ま
れ
る
の
だ
が②
、
そ
ん
な

情
報
を
抜
き
に
し
て
も
作
品
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
描
写
が
い
く
ぶ
ん
懐レ

ト
ロ旧

感
覚
を
湛
え

て
い
る
。
現
に
、
似
た
原
風
景
を
脳
裏
に
刻
む
一
九
六
一
年
生
ま
れ
の
私
の
フ
ァ
ー

ス
ト
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
が
そ
う
だ
っ
た
が
、
な
か
で
も
主
人
公
の
中
年
男
、
内
山③

研
究
ノ
ー
ト市

中
ニ
深
山
ア
リ in

 u
rbe solitu

do

―
吉
田
健
一
「
金
沢
」
を
金
沢
で
読
ん
で
私
が
発
見
し
た
二
、
三
の
事
柄

―

上　

田　

高　

弘
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の
生
業
が
東
京
・
神
田
で
営
む
屑
鉄
問
屋
で
あ
る
事
実
が
発
揮
す
る
磁
力
は
、
ま
さ

に
一
九
七
三
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
で
終
焉
に
向
か
う
高
度
経
済
成
長
期
の
、
そ
の

比
較
的
初
期
の
ほ
う
へ
と
高
齢
読
者
の
類
推
を
引
き
寄
せ
な
い
で
は
お
く
ま
い
。

た
だ
、
そ
も
そ
も
こ
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
か
か
わ
る
生
業
が
、
古
い
と
同
時
に
新
し

く
も
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
。
だ
っ
た
ら
予
断
を
持
た
ぬ
こ
と
だ
。
少
な
く
と
も
作

者
に
は
勝
る
頻
度
（
年
に
数
回
程
度
の
割
合
？
）
で
東
京
〜
金
沢
を
往
来
す
る
主
人
公

の
行
動
力
も
、
さ
す
が
に
新
幹
線
開
業
に
よ
っ
て
こ
そ
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
想
定

す
る
の
が
現
実
的
な
の
か
も
し
れ
ぬ④
。
ど
っ
ち
に
せ
よ
拘
っ
て
も
詮
無
い
、
作
品
の

鑑
賞
に
さ
ほ
ど
影
響
を
与
え
な
い
議
論
で
、
現
に
こ
う
し
た
時
間
的
要
素
に
は
吉
田

健
一
自
身
も
イ
ン
ク
を
費
や
さ
な
か
っ
た
。

他
方
、
劇
中
人
物
の
移
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
空
間
は
論
点
を
多
数
、
宿
し
て
い
る
。

こ
う
述
べ
る
場
合
の
基
点

0

0

が
、
寺
町
。

―
と
書
い
た
瞬
間
、
金
沢
の
地
理
に
明

る
く
な
い
読
者
向
け
に
は
間
髪
を
入
れ
ず
、「
現
在
の
行
政
区
と
し
て
も
石
川
県
金
沢

市
寺
町
」
と
補
注
す
る
以
上
に
最
低
限
の
地
理
情
報
を
提
供
、
共
有
し
て
お
く
作
業

が
必
要
と
な
る
。（
出
来
の
悪
い
参
考
地
図
も
、
時
代
は
考
慮
し
な
い
な
ら
ば
い
っ
そ

0

0

0

と
本

稿
執
筆
時
点
の
を
、国
土
地
理
院
が
公
開
し
て
い
る
地
理
院
地
図
を
活
用
し
て
本
稿
最
終
頁
に

用
意
し
た
が
、
後
段
「
二 

探
求
」
で
ル
ー
ト
を
た
ど
る
以
前
は
こ
の
本
文
の
説
明
だ
け
で
絵

図
を
想
い
描
い
て
も
ら
う
ほ
う
が
、
む
し
ろ
望
ま
し
い
。）

北
東
側
に
位
置
す
る
も
の
か
ら
順
に
浅
野
川
、
犀さ

い
が
わ川

、
と
二
本
の
川
が
南
東
か
ら

北
西
の
方
角
へ
と
市
内
を
流
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
風
情
か
ら
女
川
（
前
者
）、男
川
（
後

者
）
と
も
渾あ

だ
な名

さ
れ
る
二
本
に
挟
ま
れ
た
地
帯
に
、
県
市
の
主
要
官
公
庁
や
金
沢
随

一
の
歓
楽
街
（
香
林
坊
〜
片
町
）
を
懐
く
中
心
部
、
そ
し
て
金
沢
城
公
園
と
そ
こ
か
ら

内
陸
方
向
へ
と
続
く
小こ

だ
つ
の

立
野
の
台
地
が
あ
る
。
寺
町
は
、
こ
の
市
内
中
心
部
以
東
の

丘
陵
地
帯
と
は
犀
川
を
挟
ん
だ
反
対
（
南
西
）
側
に
、
こ
れ
ま
た
台
地
と
し
て
在
っ

て
、
だ
か
ら
川か

わ
も面

を
見
下
ろ
す
崖
の
際き

わ

に
立
て
ば
、
―
上
流
（
南
東
）
は
両
白
山
地

の
山
々
な
ら
川
べ
り
で
も
望
め
る
が

―
北
東
は
能
登
方
面
の
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い

山
々
ま
で
を
、
金
沢
城
域
や
小
立
野
台
地
に
よ
っ
て
さ
し
て
遮
ら
れ
る
こ
と
な
く
見

透
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
眺
望
を
借
景
で
き
る
、
ま
さ
に
崖
沿
い
に
、
吉
田
健
一
が
金
沢
旅
行
時
の
定

宿
と
し
た
料
理
旅
館
「
つ
ば
甚
」
が
現
に
今
も
あ
る
。
そ
れ
が
作
品
の
主
人
公
・
内

山
が
買
い
求
め
た
仮
寓
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
だ
が⑤
、
作
中
で
は
、
開

け
た
眺
望
が
担
保
さ
れ
る
か
わ
り
に
表
通
り
か
ら
は
路
地
を
行
っ
た
先
に
隠
れ
る
よ

う
に
在
る
、
茅
葺
き
屋
根
の
小
さ
な
家
屋
に
変
じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
読
者
は
騙
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
。形な

り

は
質
素
で
も
、金
沢
に
降
り
立
っ
た
の
も
最
初
は
商
用
で
だ
っ

た
と
ト
書
き
が
証
す
る
程
度
の
「
内
山
商
会
」
の
繁
盛
が
地
方
と
は
い
え
ポ
ン
と
札

束
を
積
ん
で
地
所
を
買
い
求
め
う
る
財
を
成
さ
し
め
た
の
だ
し
、
そ
こ
で
の
生
活
全

般
も
、
以
前
の
持
ち
主
の
代
か
ら
出
入
り
し
て
い
た
骨
董
屋
の
男

―
屑
鉄
と
骨
董

の
見
事
す
ぎ
る
対
照
！

―
の
差
配
に
よ
っ
て
風
呂
を
沸
か
す
こ
と
か
ら
燗
酒
の
配

膳
に
至
る
ま
で
、何
不
自
由
の
な
い
支サ

ポ
ー
ト援

を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
男
の
、

も
ち
ろ
ん
床
の
間
に
配
置
す
る
軸
や
壺
の
選
定
の
そ
れ
ま
で
も
含
む
何
で
も
屋

0

0

0

0

ぶ
り

と
き
た
ら
、
さ
な
が
ら
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
三
部
作
に
お
け
る
「
床
屋
」
の
フ
ィ
ガ
ロ
の

よ
う
で
す
ら
あ
る
が
、
あ
の
男
み
た
い
な
お
喋
り
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
寡
黙
さ
で
、
む

し
ろ
妖パ

ッ
ク精

の
ご
と
き
神
秘
性
を
備
え
て
さ
え
い
る
。

そ
ん
な
気
儘
な
逗
留
の
合
間
に
フ
ト
思
い
立
っ
て
の
場
合
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
機
縁
と
仕
方
で
、
内
山
は
仮
寓
を
留
守
に
し
、
広
域
金
沢
圏

0

0

0

0

0

各
所
を
訪
れ
る
。
そ

う
し
て
出
会
っ
た
人
と
酒
盃
を
傾
け
な
が
ら
充
実
し
た
交
歓
の
時
間
を
過
ご
し
て
は

ま
た
仮
寓
へ
と
戻
る
、
そ
ん
な
往
還
運
動
の
そ
の
ま
た
繰
り
返
し
が
、
六
話
を
通
し

た
と
き
の
筋ア

ウ
ト
ラ
イ
ン

立
て
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
内
山
を
迎
え
る
相
手
は
、
第
五
話
ま
で
で
は
各

一
名
が
最
終
的
に
焦
点
化
さ
れ

―
以
下
で
は
そ
の
各
一
名
に
性
差
だ
け
区
別
し
た

〈
ホ
ス
ト
〉
あ
る
い
は
〈
ホ
ス
テ
ス
〉
の
分
類
名
を
宛
て
が
う
と
し
よ
う

―
、し
た

が
っ
て
交
歓
は
い
き
お
い
対
話
篇
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
語
ら
れ
る
話
題
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は
屑
鉄
問
屋
の
表
象
と
の
対
照
も
鮮
や
か
と
評
し
う
る
程
度
に
思
弁
的
、
あ
る
い
は

広
義
に
哲
学
的
で
、
そ
こ
に
作
者
、
吉
田
健
一
の
影
を
見
て
と
ら
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
ん
な
対
話
篇
は
一
転
、
最
終
第
六
話
と
な
る
や

饗
宴
へ
と
変
じ
る
こ
と
に
な
る
。

否
、
要
は
人
数
が
増
え
た
の
だ
が
、
二
人
（
対
談
）
が
三
人
（
鼎
談
）
に
な
っ
た
だ

け
で
も
言
葉
の
や
り
と
り
に
は
ど
こ
か
し
ら
変
質
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
六
人

に
ま
で
話
者
は
増
え
て

―
正
確
に
は
そ
れ
ま
で
黒
子
に
徹
し
て
い
た
骨
董
屋
も
そ

こ
に
加
わ
っ
て
七
人
に
な
る

―
、
し
か
も
内
山
（
と
骨
董
屋
）
以
外
の
五
人
は
、
五

話
ま
で
の〈
ホ
ス
ト
／
ホ
ス
テ
ス
〉た
ち
が
勢
揃
い
し
て
の
も
の
と
き
た
。
人
を
食
っ

た
作
法
は
こ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。
彼
ら
は
、
本
来
の
居
場
所
を
含
む
そ
れ
ぞ
れ
の
属

性
に
お
う
じ
た
渾あ

だ
な名

を
ト
書
き
で
与
え
ら
れ
、
以
後
は
神
の
ご
と
き
作
者
か
ら
、
ま

る
で
ヨ
ブ
の
よ
う
に
呼
び
捨
て
に
さ
れ
る
。
い
ま
、
そ
の
諸
属
性
へ
の
言
及
に
先
ん

じ
て
渾
名
だ
け
を
紹
介
し
て
お
く
な
ら
、「
女
」（
第
一
話
）、「
山
奥
」（
第
二
話
）、「
住

職
」（
第
三
話
）、「
フ
ラ
ン
ス
」（
第
四
話
）、「
鶴
来
」（
第
五
話
）
と
な
る
。
律
儀
に
そ

れ
ら
渾
名
を
イ
ン
デ
ク
ス
と
し
て
添
付
さ
れ
た
、
と
め
ど
な
い
会
話
は

―
し
た

が
っ
て
伝
統
的
な
饗
宴
譚
で
順
序
よ
く
演
説
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
と
は
す
で
に
根
本

的
に
異
な
っ
て
い
る

―
、
最
後
は
し
か
し
、
ど
の
台
詞
が
誰
の
も
の
か
識
別
す
る

の
も
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
、
さ
な
が
ら
一
枚
の
抽
象
表
現
主
義
絵
画
の
ご
と
く

全
体
化
す
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
第
五
話
ま
で
と
最
終
第
六
話
の
間0

に
か
く
も
劇
的
な
跳
躍
が
あ

る
の
に
世
の
文
芸
評
論
家
の
方
々
と
き
た
ら
ま
る
で
要
約
不
能
の
小
説
の
よ
う
に

「
金
沢
」
を
評
す
る
の
は
、作
品
を
通
読
し
て
い
な
い
と
告
白
し
て
い
る
も
同
然
の
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
見
か
け
の
曖
昧
を
指
し
て
人
は
と
き
に
朦

朧
法
と
い
っ
た
語
を
拡
張
使
用
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
私
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
、
そ
う

し
た
曖
昧
さ
そ
れ
自
体
が
徹
頭
徹
尾
、堅
固
な
構
成
意
思
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、

し
か
も
当
作
品
の
場
合
、
こ
の
意
思
の
達
成
に
は
、
書
き
込
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
地

理
的
表
象⑥
が
加
担
し
て
い
る
。
な
ら
ば
こ
れ
は
朦
朧
法
と
い
う
よ
り
は
撹
乱
法
と
評

す
べ
き
な
の
に
、
手
法
は
枝
葉
と
み
な
さ
れ
、
あ
る
い
は
ま
じ
め
に
辿
る
こ
と
は
無

粋
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

い
か
に
も
え
ら
そ
う
な
物
言
い
と
聞
こ
え
よ
う
か
。
だ
が
、
右
の
苛
立
ち
こ
そ
が

動
機
と
な
っ
て
、
以
下
で
正
式
に
仮
説
が
語
り
直
さ
れ
、
そ
の
正
し
き
が
論
証
さ
れ

る
。具

体
的
に
は
、
ま
ず
は
第
五
話
ま
で
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
異
な
る
訪
問
先
の
ロ

ケ
ー
シ
ョ
ン
情
報
に
つ
い
て
過
不
足
な
い
程
度
に
（「
一
―
二 

地
理
」）、
他
方
そ
う
し

た
情
報
に
は
理
由
あ
っ
て
拘
泥
し
な
い
最
終
第
六
話
に
つ
い
て
は
第
五
話
ま
で
の

〈
ホ
ス
ト
／
ホ
ス
テ
ス
〉ら
が
そ
こ
に
到
着
す
る
順
序
に
つ
い
て
問
題
提
起
的
に（「
一

―
三 

再
配
列
」）、
そ
れ
ぞ
れ
適
量
の
文
字
を
充
て
、
そ
う
し
て
や
っ
と
仮
説
提
示
に

達
す
る
。

「
些
末
で
面
倒
な
ら
」
ま
だ
し
も
、「
な
ん
の
こ
と
や
ら
さ
っ
ぱ
り
」
と
感
じ
る
向

き
さ
え
あ
ろ
う
が
、「
二 

探
求
」
の
段
で
敢
行
す
る
、
あ
る
特
定
の
地
理
的
表
象
に

つ
い
て
被
写
界
深
度
を
極
端
に
浅
く
し
て
お
こ
な
う
論
証
は
、
読
む
者
に
は
苦
役
と

な
る
や
も
し
れ
ぬ
こ
の
基
礎
作
業
の
う
え
に
成
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

一
―
二　

地
理

―
ホ
ス
ト
／
ホ
ス
テ
ス
た
ち
の
場
所

第
一
、
二
話
の
場
所
は
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
冒
頭

―
物
語
全
体
の
そ
れ
で

も
あ
り
個
別
第
一
話
の
そ
れ
で
も
あ
る

―
で
は
、
そ
れ
な
り
に
平
凡
に
も
、
主
人

公
・
内
山
の
未
婚
の
素
性
や
事
の
経
緯
を
説
明
す
る
序
奏

0

0

に
相
当
の
紙
幅
が
割
か
れ
、

終
盤
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
か
の
往
還
運
動
の
最
初
の
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
は
し
ご

0

0

0

酒0

に
よ
る
泥
酔
譚
と
し
て
描
か
れ
る
。
一
軒
目
は
馴
染
み
の
、
豪
華
す
ぎ
な
い
料
理

屋
で
、
そ
の
よ
う
な
店
は
金
沢
に
は
い
く
ら
で
も
あ
り
そ
う
だ
か
ら
特
定
し
よ
う
と

し
て
も
詮
無
い
話
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
ほ
ろ
酔

0

0

0

い
状
態
と
な
っ
て
入
っ
た
二
軒

目
の
「
酒
場
」（
い
わ
ゆ
る
バ
ー
）
は
、
当
地
を
そ
れ
な
り
に
知
る
読
者
に
は
、
当
時
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も
今
も
金
沢
一
の
繁
華
街
で
あ
る
香
林
坊
〜
片
町
あ
た
り

―
と
い
う
こ
と
は
内
山

の
仮
寓
が
あ
る
寺
町
台
地
と
は
犀
川
を
挟
ん
だ
「

0

0

0

0

0

0

 

目
と
鼻
の
先
」

―
だ
ろ
う
と
い

う
印
象
を
き
っ
と
抱
か
せ
ず
に
は
お
く
ま
い
。
三
軒
目
も
、
二
軒
目
か
ら
遠
い
は
ず

も
な
い
場
所
の
（
再
び
）
座
敷
の
あ
る
料
理
屋
で
、
こ
こ
で
、
こ
の
者
だ
け
は
例
外
的

に
第
二
話
以
降
も
「
顧こ

が
い
し

愷
之
の
女
」
の
表
記
で
何
度
か
神
出
鬼
没
し⑦
、
第
六
話
で
最

終
的
に
「
女
」
と
呼
び
捨
て
に
さ
れ
る
、
そ
ん
な
〈
ホ
ス
テ
ス
〉
と
出
会
う
こ
と
に

な
る
。

こ
の
第
一
話
と
較
べ
る
と
、
所
与
の
地
理
情
報
は
い
く
ぶ
ん
増
加
す
る
も
の
の
別

の
不
明
が
つ
き
ま
と
う
の
が
、第
二
話
で
あ
る
。
移
動
の
き
っ
か
け
は
骨
董
屋
の「
斡

旋
」。「
金
沢
に
住
む
或
る
人
」
が
街
で
内
山
を
認
め

―
き
っ
と
第
一
話
で
の
よ
う

な
姿
を
面
白
が
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い

―
、
一
献
交
わ
し
た
い
と
、
や
は
り
取
引

が
あ
る
の
だ
ろ
う
骨
董
屋
に
申
し
出
た
の
で
あ
る
。
少
々
身
構
え
な
が
ら
も
、
む
し

ろ
胸
踊
ら
せ
て
求
め
に
応
え
る
こ
と
に
し
た
内
山
は
あ
る
夜
、
再
び
犀
川
を
対
岸
方

向
へ
と
渡
る
が
、
骨
董
屋
の
用
意
し
た
車
で
だ
か
ら
、
今
度
の
目
的
地
は
た
ぶ
ん
第

一
話
ほ
ど
近
場
で
は
な
い
。
最
初
は
わ
か
っ
て
い
た
道
が
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て

読
者
に
も
与
え
ら
れ
る「
前
田
家
の
廟
」を
過
ぎ
た
あ
た
り
か
ら
迷ラ

ビ
リ
ン
ス路の

よ
う
に
な
っ

て
、
そ
れ
で
土
地
勘
を
失
っ
た
内
山
は
目
的
の
場
所
を
特
定
で
き
な
い
ま
ま
、
最
後

は
車
で
行
か
れ
な
い
小
道
を
歩
い
て
た
ど
り
着
い
た
屋
敷
で
、第
六
話
で
は
「
山
奥
」

と
呼
び
捨
て
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
〈
ホ
ス
ト
〉
と
会
見
す
る
。

―
否
、
こ
れ
で

は
ほ
と
ん
ど
謁
見
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
特
記
す
べ
き
は
、
問
答
で
も
酒
量
で
も
内
山
が
敵
わ
な
い
こ

の
強つ

わ
も
の者

と
ひ
と
し
き
り
飲
み
語
ら
っ
た
あ
と
、
後
段
で
何
度
と
な
く
目
撃
す
る
い
わ

ゆ
る
テ
レ
ポ
ー
ト
（
瞬
間
移
動
）
が
初
め
て
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
吉
田
健
一
の
創
作

を
し
ば
し
ば
幻
想
文
学
に
分
類
さ
せ
る

―
そ
の
こ
と
自
体
は
誤
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い

―
、
そ
の
事
由
の
一
な
の
か
も
し
れ
な
い
こ
の
超
常
現
象
は
、
た
ん
に
泥

酔
の
別
名
で
な
い
と
し
て
も
時
間
操
作
の
謂
な
の
で
は
あ
っ
て
、
だ
か
ら
単
純
な
空

間
的
、
地
理
的
問
題
と
し
て
論
じ
え
な
い
契
機
が
混
入
す
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
こ
の
最
初
の
テ
レ
ポ
ー
ト
場
面
で
は
二
人
は
、
右
記
の
よ
う
に
そ
も
そ
も
判
明
で

な
い
場
所
か
ら
、
浅
野
川
で
あ
ろ
う

0

0

0

0

川
の
岸
辺
へ
、
と
瞬
時
に
降
り
立
つ
の
で
あ
る
。

「
…
で
あ
ろ
う
」
と
書
く
の
は
、
そ
の
可
能
性
（
だ
け
）
を
暗
示
す
る
「
こ
れ
が
浅
野

川
で
な
く
て
、」
の
、
正
確
に
そ
の
表
記
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
〈
ホ
ス
ト
〉
の
台
詞

―
引
用
符
内
の
最
後
に
読
点
を
打
つ
の
は
彼
の
読
者
な
ら
皆
知
る
吉
田
健
一
の
譲

れ
な
い
書ノ

ー
テ
ー
シ
ョ
ン

記
法
で
あ
る

―
が
そ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
自
体
は
謎
め
い

て
は
い
る
が
聞ゲ

ス

ト
き
手
の
内
山
自
身
は
と
も
か
く
も
そ
れ
に
よ
っ
て
我
に
返
り
、
犀
川

べ
り
の
仮
寓
へ
と
帰
還
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

閑
話
休
題
。
第
三
話
で
は
、
仮
寓
が
あ
る
の
と
同
じ
寺
町
に
所
在
す
る
、
い
ま
で

は
す
っ
か
り
観
光
地
化
し
た
「
忍
者
寺
」
こ
と
妙
立
寺
が
、
第
二
話
の
「
前
田
家
の

廟
」
以
上
に
明
確
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
冒
頭
、
明
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
話

の
導
入
と
い
う
以
上
に
、内
山
が
こ
れ
か
ら
往
く
行
程
の
入
り
口
で
も
あ
る
。「
忍
者

寺
」
の
俗
称
の
由
来
と
な
る
複
雑
な
建
築
構
造
体
に
潜
っ
て
、
光
が
漏
れ
届
く
隧
道

を
し
ば
し
往
っ
て
川
べ
り
へ
と
た
ど
り
着
き
、
そ
こ
か
ら
舟
に
乗
る
が

―
第
二
話

で
端
緒
が
切
ら
れ
た
幻
想
性
が
こ
こ
ま
で
は
酒
の
力
に
も
テ
レ
ポ
ー
ト
に
も
よ
ら
ず

に
愚
直
に
駆
動
し
て
い
る

―
、
地
理
的
に
み
れ
ば
そ
れ
は
当
然
、
間
近
の
犀
川
が

変へ
ん
げ化

し
た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
。
そ
の
ゆ
っ
た
り
し
た
流
れ
を
下
っ
て
い
っ
た
先
に

「
支
那
風
」
の
情
緒
漂
う
館
が
あ
り
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
が
、
第

六
話
で
「
住
職
」
と
渾
名
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
こ
で
の
〈
ホ
ス
ト
〉
は
も
ち
ろ
ん

忍
者
寺
の
そ
れ
以
外
で
は
な
い
。

第
四
話
で
は
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
明
瞭
は
第
三
話
以
上
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
最

初
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
県
庁
の
手
前
の
横
丁

を
入
っ
た
奥
」
に
あ
る
馴
染
み
の
料
理
屋
に
最
初
、
内
山
は
在
っ
て
、
こ
こ
の
主
人⑧

と
の
対
話

―
そ
の
時
点
で
内
山
が
金
沢
に
仮
寓
を
構
え
て
三
年
に
は
な
る
こ
と
も

が
明
か
さ
れ
る

―
で
、
兼
六
園
内
に
あ
る
成せ

い
そ
ん
か
く

巽
閣
の
こ
と
が
話
題
に
上
る
。
い
わ
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ゆ
る
名
所
観
光
に
は
関
心
を
寄
せ
な
い
内
山
も
主
人
の
話
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
た

ぶ
ん
日
を
改
め
て
だ
が
そ
こ
を
訪
れ
て
ほ
ん
の
一
瞬
（
一
段
落
）、
名
物
の
群
青
色
の

壁
を
愛
で
た
か
と
思
え
ば
次
に
は
、

―
い
さ
さ
か
興
趣
に
は
欠
け
よ
う
が
暗
に
明

に
示
さ
れ
て
い
る
地
理
情
報
を
抽
出
す
る
の
が
目
的
な
の
だ
か
ら
許
さ
れ
よ

―
環

状
の
そ
れ
の
う
ち
小
立
野
台
地
側
で
緩
や
か
に
カ
ー
ブ
す
る
百

ひ
ゃ
く
ま
ん
ご
く
ど
お
り

万
石
通
を
挟
ん
だ
反

対
側
に
あ
っ
て
「
石
川
県
庁
舎
石
引
分
室
」
等
と
し
て
長
く
保
存
さ
れ
て
き
た
ア
レ

ら
で
あ
ろ
う
洋
館⑨
へ
と
移
動
す
る
。
も
っ
と
も
、
戦
前
は
陸
軍
第
九
師
団
が
設
計
し

て
そ
の
方
面
の
用
途
で
利
用
さ
れ
て
い
た
建
造
物
が
物
語
中
で
は
現
役
の
、
生
き
ら

0

0

0

れ
た
居
住
空
間

0

0

0

0

0

0

で
、
そ
こ
の
多
言
語
を
操
る
〈
ホ
ス
ト
〉
が
第
六
話
で
は
「
フ
ラ
ン

ス
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
五
、
六
話
は
、
片
や
対
話
篇
そ
し
て
片
や
饗
宴
、
と
様
態
が
異
な
っ
て
い
る
件

は
既
述
だ
か
ら
、
逆
に
こ
の
時
点
で
は
別
視
点
で
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
お
き
た
い
気

持
ち
に
駆
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
終
盤
の
二
話
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
明
確
に
狭

義
の
金
沢
つ
ま
り
金
沢
市
か
ら
そ
の
外
へ
の
遠
出

0

0

0

0

0

0

0

が
敢
行
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
先

に
「
広
域
金
沢
圏
」
の
表
記
を
選
ん
で
お
い
た
所
以
だ
が
、
ま
ず
第
五
話
で
は
、
距

離
よ
り
も
方
角
の
点
で
そ
れ
ま
で
と
は
一
転
、
犀
川
と
は
反
対
側
が
目
指
さ
れ
る
。

目
的
地
は
、
南
西
は
白
山
麓
ま
で
往
っ
た
鶴つ

る
ぎ来

の
、
今
風
に
言
え
ば
ジ
ビ
エ
を
出
す

料
理
屋
で
、
そ
こ
で
も
ち
ろ
ん
料
理
を
、
ま
た
猟
師
で
も
あ
る
主
人

―
第
六
話
で

は
「
鶴
来
」
と
呼
ば
れ
る

―
の
話
（
い
わ
ゆ
る
共
生
譚
）
を
も
内
山
は
堪
能
す
る
の

だ
が
、
酔
い
が
満
足
の
ハ
ー
ド
ル
を
上
げ
た
の
か
、
白
山
の
高
い
峰
の
ほ
と
ん
ど
頂

上
に
ま
で
二
人
は
つ
い
に
登
り
つ
め
る⑩
。と
い
っ
て
も
、も
ち
ろ
ん
こ
こ
は
テ
レ
ポ
ー

ト
の
作
用
に
よ
っ
て
に
決
ま
っ
て
い
る
が
。

一
―
三　

再
配
列

―
ホ
ス
ト
／
ホ
ス
テ
ス
た
ち
が
ゲ
ス
ト
に

最
終
第
六
話
で
は
内
山
は
、
お
そ
ら
く
は
鶴
来
に
も
負
け
な
い
距
離
に
あ
る
温
泉

地
に
、
そ
こ
の
名
前
も
明
か
さ
れ
な
い
ま
ま
連
れ
て
行
か
れ
る
。
最
初
、「
海
の
ほ
う

に
向
か
っ
て
走
っ
て
い
る
よ
う
」
に
感
じ
た
が
、
そ
う
い
う
感
覚
も
薄
れ
て
、
い
つ

し
か
山
道
に
な
る
。
そ
の
方
角
が
北
な
の
か
南
な
の
か
も
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
特
定

は
読
者
に
も
む
ず
か
し
い
。
第
五
話
が
南
西
だ
か
ら
逆
の
北
東
に
往
っ
た
先
の
、
た

と
え
ば
加
賀
温
泉
な
ど
を
想
定
し
た
い
欲
望
に
も
一
瞬
、
駆
ら
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り

も
、
先
述
の
と
お
り
第
五
話
ま
で
の
登
場
人
物
が
勢
揃
い
す
る
の
で
あ
る
場
所
は
む

し
ろ
、
特
定
さ
れ
な
い
た
め
の
配
慮
が
ぞ
ん
さ
い
に

0

0

0

0

0

払
わ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

あ
り
、
そ
う
い
う
行
き
方
に
は
逆
に
繊
細
に

0

0

0

0

0

応
接
し
た
い
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
こ
の
第
六
話
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
を
予
告
し
て
あ
っ
た
の

は
、
こ
の
名
指
さ
れ
な
い
温
泉
地
／
温
泉
宿
へ
の
、
元
は
〈
ホ
ス
ト
／
ホ
ス
テ
ス
〉

だ
っ
た
者
た
ち
の
〈
ゲ
ス
ト
〉
と
し
て
の
到
着
順
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
最
初
に
着
い
た
の
は
内
山
そ
し
て
、
す
べ
て
を
仕
組
ん
だ
骨
董
屋
で

―
と
い
っ
て
も
最
初
に
言
い
出
し
た
の
は
日
頃
の
面サ

ポ
ー
ト倒

の
礼
を
骨
董
屋
に
し
た
い

と
申
し
出
た
内
山
な
の
だ
が

―
、
そ
の
あ
と
、
誰
か
知
人
が
や
っ
て
く
る
と
も
聞

か
さ
れ
な
い
う
ち
内
山
が
認
め
る
の
が
、
第
二
話
の
「
山
奥
」
で
あ
る
。
予
期
せ
ぬ

再
会
を
喜
ぶ
の
も
束
の
間
、
次
に
は
第
五
話
の
「
鶴
来
」
が
到
着
。
こ
こ
ま
で
は
ま

だ
、
さ
ら
に
次0

が
あ
る
こ
と
を
早
く
も
予
感
し
つ
つ
も
偶
然
の
な
せ
る
業
と
の
思
い

を
内
山
は
拭
え
な
い
で
い
る
が
、
現
に
「
住
職
」（
第
三
話
）
と
「
フ
ラ
ン
ス
」（
第
四

話
）
の
同
伴
到
着
を
認
め
た
と
こ
ろ
で
、
入
念
に
計
画
さ
れ
た
饗
宴
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
く
。
そ
う
し
て
残
る
は
第
一
話
の
「
女
」
だ
け
と
な
っ
た
が

―
彼
女
の
到
着

は
ま
た
い
つ
の
間
に
か

0

0

0

0

0

0

の
も
の
で
あ
る

―
、気
づ
く

0

0

0

と
言
う
な
ら
読
者
こ
そ
、戻
っ

て
第
二
話
の
「
山
奥
」
の
直
後
に
第
五
話
の
「
鶴
来
」
が
到
着
す
る
、
こ
の
再
配
列

の
作
為
に
、
そ
の
よ
う
な
反
応
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
ま
で

の
駆
け
足
の
確
認
の
直
後

0

0

で
あ
れ
ば
了
解
さ
れ
よ
う
が

―
通
読

0

0

と
は
他
方
、
長
い

物
理
的
時
間
を
要
す
る
も
の
だ

―
、
ひ
と
り
「
鶴
来
」
と
い
う
具
体
的
地
名
を
与

え
ら
れ
た
第
五
話
の
〈
ホ
ス
ト
〉
こ
そ
が
真
に
山
奥
と
評
す
べ
き
峰
に
ま
で
内
山
を

誘
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
表
象
の
直
後

0

0

に
「
山
奥
」
と
名
指
さ
れ
る
別
の
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
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到
来
す
る
設
定
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
し
て
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

小
さ
な
混
乱
で
は
な
い
か
、
と
？ 

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
先
に
は
「
ど
の
台
詞
が

誰
の
も
の
か
識
別
す
る
の
も
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
…
全
体
化
す
る
」
と
表
現
し

て
い
た
饗
宴
と
し
て
の
異
形
は
こ
の
第
六
話
序
盤
、
元
は
〈
ホ
ス
ト
〉
で
あ
っ
た
二

人
の
〈
ゲ
ス
ト
〉
が
最
初
に
出
会
っ
た
瞬
間
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
吉
田
健
一
は
計
算
ず
く

0

0

0

0

で
、
つ
ま
り
私
の
指
摘
が
ク
レ
ー
マ
ー

の
仕
儀
に
あ
た
ら
な
い
、
こ
の
こ
と
の
論
証
は
長
い
考
察
の
末
に
し
か
得
ら
れ
ま
い

が
、
第
二
話
の
〈
ホ
ス
ト
〉
以
上
で
は
ま
だ
な
か
っ
た
者
が
「
山
奥
」
に
な
る

0

0

0

場
面

の
五
五
〇
文
字
、
と
く
に
そ
の
ト
書
き
は
、
人
為
の
一
つ
の
傍
証
と
し
て
、
そ
し
て

ま
た
私
の
正
式
の
仮
説
提
示
の
導
入
と
し
て
、
こ
の
時
点
で
一
瞥
を
与
え
て
お
く
価

値
が
あ
る
。

﹇
…
﹈
そ
の
骨
董
屋
が
座
敷
の
襖
を
少
し
開
け
て
か
ら
、

　
「
珍
客
が
お
見
え
に
な
り
ま
し
た
、」
と
言
っ
て
金
沢
の
山
奥
に
あ
っ
た
家
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

主
人

0

0

が
入
っ
て
来
た
後
か
ら
、

　
「
こ
こ
で
お
泊
り
だ
と
お
聞
き
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
、」
と
付
け
加
え
た
。

　
「
こ
れ
は
珍
客
、」
と
内
山
も
言
わ
ず
に
い
ら
れ
な
く
て
自
分
は
下
座
に
移
っ

た
。
そ
れ
に
山
奥
の
家
の
主
人

0

0

0

0

0

0

0

は
逆
い
も
し
な
い
で
内
山
が
そ
れ
ま
で
い
た
所

に
坐
る
と
、

　
「
あ
れ
以
来
色
々
な
人
に
お
会
い
に
な
っ
た
そ
う
で
、」
と
言
っ
た
。
そ
れ
が

今
晩
は
四
十
位
の
男
に
見
え
て
久
し
振
り
に
話
が
し
た
そ
う
に
し
て
い
る
そ
の

様
子
か
ら
内
山
は
ま
だ
客
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
た
。
例
え
ば

学
校
の
同
窓
会
の
よ
う
な
も
の
な
ら
ば
先
に
来
た
も
の
同
士
が
そ
う
し
た
感
じ

で
近
寄
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
内
山
も
山
奥
の
主
人

0

0

0

0

0

と
は
話
が
し
た
く
て
何

故
も
っ
と
前
に
骨
董
屋
に
頼
み
で
も
し
て
ど
こ
か
に
呼
ぶ
と
か
し
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
併
し
普
通
な
ら
ば
そ
れ
が
礼
儀
で
も
あ
っ
た
が
相
手
と

過
し
た
一
晩
の
記
憶
か
ら
も
そ
れ
が
一
回
限
り
と
い
う
印
象
が
強
く
て
も
う
一

度
と
い
う
の
は
前
に
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
も
う
一
度
あ
る
の
を
望

む
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
。
又
そ
れ
だ
け
に
そ
の
晩
が
或
る
時

あ
っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
現
在
で
あ
っ
て
今
こ
う
し

て
山
奥

0

0

と
向
き
合
っ
て
い
る
の
が
前
に
あ
っ
た
晩
の
続
き
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ

た
。
も
し
記
憶
が
働
か
な
け
れ
ば
現
在
も
そ
れ
が
現
在
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

吉
田
健
一
の
特
徴
的
な
文
体

―
本
稿
で
は
ま
っ
た
く
問
題
と
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
が
続

く
な
か
、
傍
点
を
引
用
者
が
振
っ
て
お
い
た
の
は
、
件
の
者

0

0

0

を
名
指
す
句
だ
っ
た
が
、

つ
ま
り
最
初
の
か
ら
数
行
お
き
に
数
字
ず
つ
を
減
じ
る
ほ
ぼ
ほ
ぼ
機
械
的
な
操
作
に

よ
っ
て
、

―
「
金
沢
の
山
奥
に
あ
っ
た
家
の
主
人
」

「
山
奥
の
家
の
主
人
」

「
山
奥
の
主
人
」

「
山
奥
」

―
と
約
め
ら
れ
、
こ
の
の
ち
別
の
方
法
で
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
も
ま
た

人
を
食
っ
た
作
法
だ
が
そ
れ
は
一
種
の
ユ
ー
モ
ア
と
解
す
る
と
し
て
、
四
つ
の
代
名

詞
句
の
う
ち
最
初
か
つ
最
長
の
も
の
が
「
金
沢
の
」
の
表
記
付
き
で
あ
る
点⑪
が
、
い

か
に
も
重
要
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
山
奥
」
が
構
え
る
地
所
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
、
特
定
で
き
ず
に
い
た
。
そ

こ
が
真
に
そ
う
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
な
ら
、
混
乱
は
相
対
的
に
小
さ
く
て
済
む

が
、
こ
こ
ま
で
明
言
を
堪こ

ら

え
て
き
た
私
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
狭
義
に
金
沢

つ
ま
り
金
沢
市
内
、
し
か
も
あ
の
中
心
街
か
ら
も
ほ
ど
近
い
場
所

―
つ
ま
り
市
中

―
に
あ
っ
て
、し
た
が
っ
て
「
金
沢
の

0

0

0

山
奥
に
あ
っ
た
家
の
主
人
」
の
表
現
に
は
、

逆
説
（
皮
肉
）
と
、作
為
を
完
全
に
隠
蔽
す
る
の
で
は
な
い
吉
田
健
一
の
小
さ
な
誠
実

の
、
両
方
が
表
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
細
部
に
込
め
た
こ
の
作
為
は
、
作
品
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全
体
が
目
指
す
ア
レ
ゴ
リ
ー
表
現
に
と
っ
て
、き
っ
と
一
種
の
換メ

ト
ニ
ミ
ー喩と

な
っ
て
い
る
。

以
上
の
見
立
て
の
正
し
さ
の
論
証
の
た
め
に
、
私
は
こ
の
折
り
返
し
地
点
以
降
で

さ
ら
に
委
細
を
尽
く
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
作
業
に
先
ん
じ
て
一
つ
の
小
さ
な
、

言
う
な
れ
ば
読
者
論
的
な
、
そ
ん
な
不
安

0

0

を
こ
の
段
階
で
表
明
し
て
お
く
。
そ
れ
は

読
者
、
と
く
に
金
沢
の
地
理
に
明
る
く
な
い
人
が
こ
こ
ま
で
付
い
て
き
て
く
れ
て
い

る
だ
ろ
う
か
、
の
不
安
で
あ
る
。

と
き
に
「
街
小
説
」
と
呼
ば
れ
た
り
も
す
る
文
学
作
品⑫
に
あ
っ
て
は
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
物
語
の
舞
台
と
な
る
現
実
の
場
所
の
地
理
に
暗
い
者
と
、
当
地
に
住
ま

わ
ぬ
ま
で
も
そ
の
地
理
に
相
当
明
る
い
者
の
、
両
者
の
間
に
理
解
の
落
差
が
発
生
す

る
の
は
致
し
方
な
い
。
ま
し
て
や
そ
の
細
部
の
理
解
に
作
品
受
容
の

の
一
つ
が
存

す
る
、
と
本
稿
に
お
け
る
私
の
よ
う
に
主
張
し
よ
う
も
の
な
ら
、
そ
の
落
差
の
解
消

を
期
待
さ
せ
る
の
も
至
極
当
然
だ
が
、
本
作
「
金
沢
」
に
つ
い
て
そ
う
し
た
解
消
を

目
標
と
し
て
掲
げ
る
の
は
偽
善
者
の
仕
儀
と
思
わ
れ
る
。

あ
ら
た
め
て
明
か
す
が
、私
自
身
が
最
初

―
ま
だ
大
学
院
を
出
た
て
の
頃

―
、

あ
る
種
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
吉
田
健
一
最
晩
年
の
「
時
間
」
や
「
変
化
」

と
い
っ
た
長
編
エ
ッ
セ
イ
類
か
ら
手
を
つ
け
、
次
に
小
説
の
代
表
作
の
一
に
取
り
組

0

0

0

ん
だ

0

0

も
の
の
途
中
で
挫
折
し
、
数
年
後
に
作
家
へ
の
関
心
が
真
に
醸
成
し
て
か
ら
再

読
す
る
と
そ
れ
な
り
の
快
速
で
通
読
で
き
た
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
二
度
の
「
金
沢
」

体
験
が
ま
ず
、
読
者
の
大
半
が
そ
う
で
あ
ろ
う
よ
う
に
金
沢
未
踏
の
時
点
の
も
の

だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
二
十
年
近
く
を
経
て
、
今
度
は
当
地
で
三み

た
び度

、
そ
し
て

四よ
た
び度

と
頁
を
繰
る
こ
と
に
な
っ
た
者
で
あ
り
、
こ
の
三
度
目
以
降
の
私
の
読
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
次

節
で
開
示
さ
れ
る
。
心
が
砕
か
れ
る
の
は
、
読
者
論
が
措
定
す
る
種
類
の
「
理
想
の

読
者
」
像
や
そ
れ
か
ら
の
懸
隔
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
提
示
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ

ま
に
あ
り
う
る
と
言
え
ば
そ
う
に
は
ち
が
い
な
い
「
特
権
的
な
読
者
」
の
う
ち
の
、

細
部
に
異
様
な
ほ
ど
反
応
し
た
者
の
一
症
例

0

0

0

を
示
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
作
品

全
体
を
強
烈
に
照
射
す
る
こ
と
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
。

ど
こ
か
し
ら
置
い
て
き
ぼ
り
感

0

0

0

0

0

0

0

を
懐
き
な
が
ら
で
も
耐
え
て
こ
こ
ま
で
読
み
進
め

て
き
て
い
る
読
者
が
あ
れ
ば

―
そ
の
存
在
の
確
認
の
し
よ
う
が
な
い
の
が
不
安
の

根
本
的
な
要
因
な
の
だ
が

―
、
だ
か
ら
安
堵
し
、
あ
る
い
は
期
待
し
、
ま
た
覚
悟

も
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
予
兆
を
看
取
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
あ
な
た

0

0

0

は
こ
こ
ま
で
読

み
継
い
で
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

二　

探 

求
二
―
一　

細
部

―
テ
ク
ス
ト
の
内
部
へ
／
か
ら

今
度
の
引
用
は
、
先
に
ざ
っ
く
り
確
認
し
て
お
い
た
地
理
情
報
を
作
品
中
の
実
際

の
記
載
に
即
し
て
検
証
す
る
の
だ
か
ら
、
い
さ
さ
か
長
く
な
っ
て
も
避
け
て
は
通
れ

な
い
。

参
考
地
図
（
一
二
一
頁
）
も
必
要
に
応
じ
て
利
用
い
た
だ
く
と
し
て

―
も
ち
ろ
ん

こ
の
段
と
な
っ
て
も
な
お
文
章
だ
け
追
っ
て
い
た
だ
く
の
も
大
歓
迎
で
あ
る

―
、

具
体
的
に
は
第
二
話
の
、約
束
の
晩
に
「
骨
董
屋
が
表
通
り
に
車
を
待
た
せ
て
迎
え
に

来
た
」
直
後
か
ら

0

0

、そ
れ
よ
り
先
は
歩
く
ほ
か
な
い
地
点
に
着
く
ま
で

0

0

の
、だ
か
ら
車

で
の
も
の
と
な
る
「
道
順
」
の
描
写
と
、車
を
降
り
て
か
ら
屋
敷
の
玄
関
に
た
ど
り
着

く
ま
で
徒
歩
で
往
く
描
写
、
の
二
段
落
、
約
八
三
〇
字
に
照
明
が
当
て
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
の
道
順
は
初
め
の
う
ち
は
内
山
に
も
解
っ
て
犀
川
の
鉄
橋
を
渡
っ
て

城
が
あ
る
方
に
向
っ
て
行
き
、
城
を
通
り
過
ぎ
て
前
田
家
の
廟
が
あ
る
近
く
ま

で
来
た
こ
と
は
確
か
だ
っ
た
が
、
そ
の
辺
か
ら
路
次
が
入
り
乱
れ
て
い
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
中
を
車
が
徐
行
し
始
め
て
ま
だ
自
分
が
知
ら
な
い
町
の
部
分
が

幾
ら
も
残
っ
て
い
る
の
を
内
山
は
感
じ
た
。
そ
こ
の
所
一
帯
に
松
そ
の
他
の
大

木
が
多
い
の
は
自
分
の
家
の
居
間
か
ら
眺
め
て
対
岸
に
木
が
茂
っ
て
い
る
こ
と
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か
ら
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
れ
程

の
大
木
が
松
も
加
え
て
空
を
隠
し
て
い
る
様
子
な
の
は
ま
だ
そ
こ
が
町
と
は
思

え
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
道
の
両
側
に
崩
れ
掛
け
て
い
た
り
手
入
れ
が
行
き

届
い
て
い
た
り
し
て
い
る
土
塀
が
続
き
、
そ
の
所
ど
こ
ろ
に
寺
の
山
門
で
あ
っ

て
も
い
い
し
っ
か
り
し
た
作
り
の
門
が
土
塀
の
単
調
を
破
っ
て
立
っ
て
い
た
。

そ
し
て
街
燈
も
付
い
て
い
た
。
併
し
道
に
落
ち
葉
が
散
り
敷
く
上
を
車
が
進
ん

で
い
る
よ
う
な
の
が
た
だ
そ
う
い
う
気
が
す
る
だ
け
な
の
か
ど
う
か
内
山
に
は

解
ら
な
か
っ
た
。

　

車
が
し
ま
い
に
止
っ
た
門
は
他
の
と
比
べ
て
目
立
た
な
い
冠
木
門
で
そ
こ
か

ら
は
車
は
入
れ
な
い
狭
い
道
が
続
い
た
。
こ
れ
に
石
が
敷
き
詰
め
て
あ
り
、
ど

こ
か
ら
明
り
が
差
す
の
か
解
ら
な
か
っ
た
が
敷
き
石
の
落
ち
葉
が
丁
度
い
い
位

の
時
刻
に
そ
こ
を
掃
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
た
。
そ
の
両
側
は
竹
垣
だ
っ
た
。
又

そ
こ
ま
で
水
の
音
が
聞
え
て
来
て
秋
な
ら
ば
虫
の
音
が
そ
れ
を
消
す
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
も
の
好
き
な
も
の
が
何
人
か
集
っ
て
町
の
真
中

に
深
山
を
買
い
占
め
、
或
は
そ
れ
を
現
れ
さ
せ
て
そ
こ
に
思
い
思
い
の
住
居
を

構
え
た
感
じ
で
そ
の
一
つ
に
自
分
が
今
入
っ
て
行
く
所
と
考
え
る
こ
と
で
も
そ

こ
の
主
人
が
内
山
の
興
味
を
惹
い
た
。
そ
の
山
だ
か
町
の
一
部
だ
か
に
住
む
他

の
も
の
達
は
た
だ
想
像
し
て
見
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
も
も
う
間
も
な
く
会
う
こ

と
に
な
る
の
が
そ
の
一
人
だ
っ
た
。
別
に
取
っ
て
食
べ
る
積
り
で
も
な
い
だ
ろ

う
と
い
う
奇
妙
な
考
え
が
内
山
の
頭
に
浮
ん
だ
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る

に
は
自
分
が
通
っ
て
い
る
両
側
の
竹
垣
に
挟
ま
れ
た
石
畳
の
道
が
余
り
に
も
落

ち
着
い
た
空
気
を
漂
わ
せ
て
い
た
。
そ
れ
も
気
に
入
っ
て
歩
い
て
行
く
内
山
の

後
か
ら
骨
董
屋
が
黙
っ
て
付
い
て
来
た
。

文
体
の
み
な
ら
ず
、
内
山
の
内
面
が
明
か
さ
れ
る
部
分
も
無
視
し
て

―
た
だ
し

骨
董
屋
の
性

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

格
が
よ
く
表
れ
た
最
後
の
三
〇
余
文
字
は
重
要
だ
か
ら
こ
こ
ま
で
引
用

し
た

―
、
そ
う
し
て
注
視
す
る
の
は
、
最
初
の
段
落
に
書
き
留
め
ら
れ
て
早
く
も

そ
れ
で
尽
き
て
し
ま
う
地
理
情
報
、そ
し
て
そ
れ
を
補
う
（
あ
る
い
は
混
乱
さ
せ
る
？
）

べ
く
第
二
段
落
ま
で
続
く
景
観
の
描
写
で
あ
る
。私
自
身
、金
沢
が
未
踏
の
地
で
あ
っ

た
時
代
に
は
読
ん
で
も
何
と
も
思
う
は
ず
も
な
か
っ
た
が
、
半
年
ほ
ど
金
沢
市
内
し

か
も
比
較
的
中
心
部
に
住
ん
で

―
こ
れ
は
二
〇
一
六
年
度
の
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
（
研

究
休
暇
）
で
の
滞
在
が
半
年
ほ
ど
経
過
し
た
同
年
秋
の
時
点
の
謂
れ
で
あ
る

―
、地

理
に
も
そ
れ
な
り
に
明
る
く
な
っ
て
再
読
し
た
と
き
は
、
寺
町
側
か
ら
犀
川
大
橋

（【
R7
】、引
用
中
で
は
「
犀
川
の
鉄
橋
」
と
表
記
）
を
渡
っ
た
あ
と
は
北
に
往
き
、香
林
坊

交
差
点
【
R5
】
付
近
で
金
沢
城
域
【
A4
】
を
右
方
向
に
目
視
し
て
や
り
過
ご
し
た
ら

百
万
石
通
（
環
状
の
そ
れ
の
う
ち
の
国
道
一
五
七
号
を
兼
ね
る
部
分
）
を
さ
ら
に
北
進
し

て
尾
山
神
社
（【
P5
】、
同
「
前
田
家
の
廟
」）
の
前
を
過
ぎ
た
の
だ
ろ
う
、
と
読
ん
で
、

し
か
し
直
後
の
「
そ
の
辺
か
ら
路
次
が
入
り
乱
れ
て
」
以
降
で
、
急
に
わ
か
ら
な
く

な
っ
た
。

そ
う
、
車
中
の
内
山
を
襲
っ
た
不
明
感
は
当
然
、
一
般
読
者
の
も
の
で
も
あ
り
え

る
わ
け
だ
が
、私
を
襲
っ
た
の
は
い
ず
れ
と
も
異
な
る
も
の
の
は
ず
だ
っ
た
。
ま
ず
、

路
地
（「
路
次
」）
な
ぞ
金
沢
な
ら
ず
と
も
都
市
で
あ
れ
ば
何
処
に
で
も
あ
る
。
そ
れ
が

迷ラ
ビ
リ
ン
ス路

状
態
に
「
入
り
乱
れ
て
」
い
る
と
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
Ｏ
・
ヘ
ン
リ
ー
「
最
後

の
一
葉
」
冒
頭
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ス
ク
エ
ア
一
角
の
描
写⑬
な
ど
を

引
き
合
い
に
出
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、「
金
沢
」
を
読
む
の
は
三
度
目
と
な
る
今
や

0

0

、

私
自
身
が
１
Ｋ
ロ
フ
ト
付
き
の
仮ア

パ
ー
ト寓

を
借
り
て
い
た
長
武
家
屋
敷
跡
周
辺【
A5
】―

尾
山
神
社
か
ら
は
百
万
石
通
を
挟
ん
だ
反
対
側
に
位
置
す
る

―
や
も
っ
と
Ｊ
Ｒ
金

沢
駅
に
近
い
地
域
に
も
そ
ん
な
感
じ
の
路
地
は
あ
っ
た
。「
松
そ
の
他
の
大
木
」が
植

わ
っ
た
お
屋
敷
、
寺
社
、
史
跡
、
…
も
あ
っ
た
し
、
香
林
坊
〜
片
町
近
辺
の
北
陸
随

一
の
ビ
ル
群
も
無
か
っ
た
だ
ろ
う
当
時
は
寺
町
か
ら
そ
こ
ま
で
見
渡
せ
た
か
も
し
れ

な
い
の
だ
が
、
だ
と
し
て
も
、
合
間
か
ら
わ
ず
か
に
空
が
覗
く
ほ
ど
木
が
茂
る
、
鬱

蒼
と
し
た
風
景
は
そ
の
付
近
に
も
、
あ
る
い
は
先
に
も
、
お
よ
そ
思
い
浮
か
べ
が
た
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い
。あ

る
い
は
告
白
を
継
い
で
、
同
じ
金
沢
で
の
読
書
経
験
か
ら
別
の
類
似
し
た
迷
路

性
の
表
象
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
吉
田
健
一
自
身
が
訳
出
に
か
か
わ
っ
た
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
「
酒
中
ニ
真
理
ア
リ
」
の
饗
宴
の
舞
台
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
首
都
コ
ペ
ン
ハ
ー

ゲ
ン
郊
外
の
森
に
た
た
ず
む
屋
敷
の
周
辺
の
描
写⑭
も
あ
り
う
る
の
だ
が
、
そ
れ
よ
り

何
よ
り
、
作
中
の
描
写
が
こ
の
の
ち
路
地
的
な
水
平
性
に
回
収
で
き
な
い
高
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
含

意
し
始
め
た
と
き

―
こ
こ
で
の
地
理
的
表
象
と
し
て
は
「
深
山
」
の
文
字
が
与
え

ら
れ
て
い
る

―
、
こ
の
方
向
に
そ
ん
な
場
所
は
な
い
、
と
醸
成
な
っ
た
わ
が
土
地

勘
が
つ
よ
く
言
い
募
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
読
み
進
め
て
こ
の
第
二
話
末
で
出
く
わ
す
、「
山
奥
」

―
こ
の
時
点
で
は
そ
う
呼
ば
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど

―
が
テ
レ
ポ
ー
ト
後
の
川

べ
り
で
発
す
る
「
こ
れ
が
浅
野
川
で
な
く
て
、」
の
意
味
深
長
な
台
詞
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
内
山
の
足
跡
を
た
ど
る
こ
と
は
「
金
沢
」
を
金
沢
で
読
む
贅
沢
を
許
さ
れ

た
者
の
特
権
だ
、
と
思
っ
て
買
い
直
し
た
文
庫
の
頁
を
繰
っ
た
私
の
こ
の
時
点
で
の

理
解
は
、「
深
山
」
は
尾
山
神
社
【
P5
】
か
ら
浅
野
川
河
岸
ま
で
、
も
し
く
は
そ
れ
を

適
度
に
過
ぎ
た
あ
た
り
ま
で
、
の
間
の
ど
こ
か

0

0

0

0

0

0

（
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
良
い
地
点⑮
）
に

仮
構
さ
れ
た
、
作
者
の
想
像
力
の
賜
物
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
こ

の
と
き
は
、
直
前
の
テ
レ
ポ
ー
ト
の
水
平
方
向
の
移
動
可
能
距
離

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
考
慮
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
ん
な
も
の
を
考
慮
に
入
れ
よ
う
が
入
れ
ま
い
が
そ
も
そ

も
文
学
＝
創
作
、
ま
し
て
泉
鏡
花
を
生
ん
だ
土
地
の
人
び
と
が
読
む
の
な
ら
実
際
の

地
理
と
多
少
異
な
ろ
う
と
も
そ
の
想
像
力
を
歓
迎
し
た
は
ず
だ
っ
た
。

だ
が
私
は
、
こ
の
理
解
の
根
本
的
な
誤
り
に
、
一
年
間
の
金
沢
住
ま
い
も
終
わ
り

に
近
づ
い
た
頃
（
二
〇
一
七
年
二
月
）、
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。

二
―
二　

さ
ら
な
る
細
部

―
深
山
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ま
す
ま
す
私
小
説
の
よ
う
に
な
る
が
、
方
法
論
と
し
て
確
信
犯

的
に
選
ん
で
私
の
発
見

0

0

0

0

を
語
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
ぞ
つ
き
あ
っ
て
ほ
し
い
。

研
究
計
画
書
に
書
か
な
い
ま
で
も
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
の
目
的
の
一
つ
に
リ
ー
ズ
ナ
ブ

ル
な
美
食
を
掲
げ
て
い
た
私
は
そ
の
日
、
前
日
に
降
っ
た
雪
も
ま
だ
わ
ず
か
に
残
る

な
か
、
卯
辰
山【
A2
】
中
腹
の
評
判
の
蕎
麦
屋【
P3
】
を
訪
ね
、
舌
鼓
を
打
っ
て
い
た
。

日
本
酒
も
入
っ
た
赤
ら
顔
で
、ふ
う
ふ
う
言
い
な
が
ら
さ
っ
き
登
っ
た
急
な
坂
道
（
子

来
坂
）
を
こ
ん
ど
は
慎
重
に
た
ど
り
返
し
、
下
り
切
っ
た
と
こ
ろ
で
、
往
路
は
い
つ

も
ど
お
り
横
目
で
ち
ら
と
見
た
だ
け
の
宇
多
須
神
社【
P1
】に
参
っ
て
み
た
。
由ゆ

ら
い
が
き

来
書

に
、
か
つ
て
前
田
家
の
墓
所
で
あ
っ
た
旨
が
書
か
れ
て
い
た
。
酔
い
が
覚
め
た
。

き
び
す
を
返
し
、下
り
て
き
た
ば
か
り
の
傾
斜
を
も
う
一
度
上
っ
て
そ
の
途
中
の
、

木
立
が
茂
る
向
こ
う
に
浅
野
川
方
面
が
見
え
そ
う
な
宝
泉
寺
な
る
寺
【
P2
】
の
敷
地

に
立
ち
入
っ
た
。
墓
所
と
伽
藍
の
脇
を
過
ぎ
、
ほ
と
ん
ど
眼
下
に
浅
野
川
河
岸
域
を

望
む
、
切
り
立
っ
た
高
台
の
境
内
か
ら
、
下
方
で
は
な
く
遠
方
を
見
た
。
金
沢
城
域

か
ら
小
立
野
方
面
へ
の
丘
陵
地
帯
が
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
に
は
寺
町
の
大

地
ま
で
が
、
ず
っ
と
見
渡
せ
た
。

―
と
い
う
こ
と
は
丘0

と
台
地

0

0

の
間0

に
は
犀
川
が

流
れ
て
い
る
は
ず
だ
っ
た
。
吉
田
健
一
の
愛
し
た
「
つ
ば
甚
」【
P8
】、
ひ
い
て
は

0

0

0

0

小

説
の
主
人
公
・
内
山
が
棲
ん
だ
の
も
あ
の
あ
た
り
か
し
ら
ん
と
思
っ
た
。
そ
れ
な
ら

ば
向
こ
う
か
ら
も
こ
ち
ら
が
見
え
て
い
る
に
違
い
な
か
っ
た
。「
そ
こ
の
所
一
帯
に
松

そ
の
他
の
大
木
が
多
い
の
は
自
分
の
家
の
居
間
か
ら
眺
め
て
対
岸
に
木
が
茂
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」
と
第
二
話
の
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
記
述
の
引
用
部
分
で
読
ま
れ
た
「
対
岸
」
は
こ
の
辺
ま
で
含
め
て
い
た
の
で

は
な
い
か
、
と
本
当
に
松
の
大
木
の
下
で
私
は
想
っ
た
。

長
町
の
仮
寓
に
戻
っ
て
、「
金
沢
」
を
読
み
直
し
た
。
都
合
四
度
目
と
な
る
こ
の
た

び
は
Ｐ
Ｃ
を
横
に
置
い
て
で
あ
る
。
検
索
窓
に
「
吉
田
健
一
」、「
金
沢
」
と
打
ち
込

ん
で
、「
浅
野
川
」
や
「
卯
辰
山
」
の
文
字
列
を
足
す
と
、
旅
や
郷
土
史
に
か
か
わ
る

ブ
ロ
グ
は
ヒ
ッ
ト
す
る
も
の
の
件
の
第
二
話
に
結
び
つ
く
有
意
な
記
述
に
は
出
会
え

な
い⑯
。
そ
の
か
わ
り
有
益
だ
っ
た
の
は
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
だ
っ
た
。
画
面
上
で
拡
大
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と
縮
小
を
繰
り
返
し
、ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
で
町ま

ち
な
か中

を
自
在
に
巡
り
、あ
る
い
は
ル
ー

ト
検
索
の
世
話
に
も
な
っ
た
。

最
初
に
引
用
し
た
部
分
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
記
述
を
思
い
起
こ
し
た
。「
犀
川
の
鉄
橋

を
渡
っ
て
城
が
あ
る
方
に
向
っ
て
行
き
、
城
を
通
り
過
ぎ
て
前
田
家
の
廟
が
あ
る
近

く
ま
で
来
た
」
だ
っ
た
。
こ
の
「
前
田
家
の
廟
」
が
尾
山
神
社
【
P5
】
で
は
な
く
宇

多
須
神
社
【
P1
】
で
あ
る
な
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
犀
川
大
橋
【
R7
】
を
渡
っ
て
か
ら

の
ル
ー
ト
に
修
正
が
生
じ
る
。
具
体
的
に
は
、「
城
を
通
り
過
ぎ
て
前
田
家
の
廟
が
あ

る
近
く
ま
で
」
往
く
に
は
、
香
林
坊
交
差
点
【
R5
】
で
、
私
が
当
初
想
定
し
た
よ
う

に
は
直
進
す
る
の
で
は
な
く
右
折
し
、
金
沢
城
域
を
左
手
に
見
な
が
ら
、
つ
ま
り
環

状
の
百
万
石
通
り
を
ま
ず
は
東
に
、
次
に
は
北
に
、
と
反0

時
計
回
り
で
進
む
こ
と
と

な
ろ
う
。
細
か
い
話
に
な
る
が
、
も
ち
ろ
ん
広
坂
交
差
点
【
R6
】
か
ら
兼
六
園
下

【
R4
】
ま
で
は
通
称
「
お
堀
通
り
」
を
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
す
る
。
兼
六
元
町
と
大
手
町

と
を
分
け
る
逆
Ｓ
字
カ
ー
ブ
を
南
か
ら
ぐ
る
ん
と
往
け
ば
、
あ
と
は
目
的
地
ま
で
一

キ
ロ
と
な
い
。

い
や
、
違
っ
て
い
る
！ 

私
は
最
初
の
引
用
中
の
「
鉄
橋
」
を
犀
川
大
橋
と
読
ん
だ

が
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
の
誤
り
な
の
で
は
な
い
か
。
否
、
そ
の
連
想
自
体
は
金
沢
人

に
と
っ
て
す
ら

0

0

0

0

0

0

、
あ
る
い
は
金
沢
人
に
と
っ
て
こ
そ

0

0

0

0

0

0

普
通
の
感
覚
だ
ろ
う
し
、
飲
兵

衛
の
内
山
が
利
用
す
る
頻
度
か
ら
す
れ
ば
な
お
さ
ら
妥
当
な
推
量
の
は
ず
だ
っ
た

が
、
こ
の
た
び
差
配
す
る
の
は
何
せ
あ
の
骨
董
屋
な
の
で
あ
る
。
庵
の
モ
デ
ル
と
さ

れ
る
「
つ
ば
甚
」
か
ら
北
西
に
行
け
ば
犀
川
大
橋
が
あ
る
が
、
南
東
に
行
け
ば
桜
橋

【
R8
】
が
あ
る
。
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
に
よ
る
か
ぎ
り
や
は
り
「
鉄
橋
」
ら
し
い
こ
の

橋
を
渡
る
な
ら
、宇
多
須
神
社
の
あ
る
浅
野
川
北
岸
ま
で
は
本
多
通
り
か
ら
先
の「
お

堀
通
り
」
を
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
と
し
て
で
は
な
く
直
進
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
兼
六
園
下
【
R4
】
の

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

を
通
過
す
れ
ば
良
い
。

数
日
後
、私
は
「
つ
ば
甚
」【
P8
】
の
前
に
現
に
在
っ
た
。
暖

を
く
ぐ
っ
て
取
材

す
る
勇
気
も
資
力
も
な
か
っ
た
が
、
事
件
記
者
の
よ
う
に
付
近
を
歩
い
て
、
地
所
の

間
の
ス
リ
ッ
ト

―
崖
下
の
犀
川
沿
い
へ
と
下
り
る
細
い
坂
も
何
本
か
見
つ
か
っ
た

―
か
ら
、
遠
く
卯
辰
山
が
目
視
で
き
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
。
東
に
向
か
い
、
新

桜
坂
【
R9
】⑰

の
美
し
い
急
傾
斜
か
ら
、歩
む
ご
と
高
さ
を
減
じ
る
風
景
を
愛
で
た
。
犀

川
大
橋
よ
り
は
る
か
に
小
ぶ
り
の
桜
橋
【
R8
】
を
初
め
て
渡
っ
て
、
通
り
か
か
っ
た

タ
ク
シ
ー
を
つ
か
ま
え
た
。
車
中
、「
城
を
通
り
過
ぎ
て

0

0

0

0

0

0

0

前
田
家
の
廟
が
あ
る
近
く
ま

で
」
と
あ
っ
た
部
分
を
違
和
感
な
く
読
ん
で
い
た
の
を
反
省
し
た
。
な
ぜ
な
ら
金
沢

城
域
【
A4
】
は
、
尾
山
神
社
【
P5
】
な
ら
そ
れ
を
過
ぎ
て
も
ま
だ
ビ
ル
群
に
隠
れ
て

い
る
だ
け
で
右
前
方
に
あ
り
続
け
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
宇
多
須
神
社
【
P1
】
方
向
に

向
か
う
タ
ク
シ
ー
が
大
手
町
手
前
の
例
の
逆
Ｓ
字
カ
ー
ブ
を
曲
が
る
と
も
う
左
後
方

へ
と
「
過
ぎ
」
ゆ
く
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

金
沢
文
芸
館
【
P4
】
が
南
西
角
に
あ
る
橋
場
交
差
点
付
近
で
タ
ク
シ
ー
を
降
り
た
。

先
に
は
浅
野
川
大
橋
【
R2
】
が
架
か
っ
て
い
る
。
目
的
地
が
こ
の
方
角
な
ら
ば
、
犀

川
大
橋
を
渡
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
香
林
坊
【
R5
】（
な
い
し
武
蔵
ヶ
辻
【
R3
】）
を
掠か

す

め
て
、

な
ん
て
い
う
ル
ー
ト
は
あ
り
え
な
い
と
確
信
し
た
。
橋
の
上
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
卯

辰
山
【
A2
】
を
右
前
方
に
仰
ぎ
見
た
。
小
ぶ
り
だ
が
、
標
高
百
四
十
一
メ
ー
ト
ル
が

低
く
偽
っ
た
も
の
で
な
い
な
ら
、
せ
め
て
真
下
の
川
の
表お

も
ては

海
面
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら

ぬ
高
さ
（
低
さ
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
日
は
そ
の
ま
ま
観
光
客
に
混
じ
っ
て
、
ひ
が
し
茶
屋
街
【
A3
】
も
初
め
て
見

て
ま
わ
っ
て
か
ら
、宇
多
須
神
社
【
P1
】
を
再
訪
し
た
。「
前
田
家
の
廟
」
と
し
て
の

地
位
を
現
在
の
尾
山
神
社
へ
と
譲
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
遷
座
」
は
、
勝
手
に
想
像
し

て
い
た
よ
り
は
る
か
以
前
の
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年

―
「
金
沢
」
初
出
の
ち
ょ
う

ど
百
年
前
！

―
と
判
明
し
た
。

神
社
を
あ
と
に
し
て
、「
山
奥
」
と
会
う
前
の
内
山
の
よ
う
に
少
し
く
胸
踊
ら
せ
て

次
に
私
が
向
か
っ
た
の
は
、
小
説
中
の
記
述
に
沿
う
、
車
な
ら
「
徐
行
」
し
て
進
ま

ね
ば
な
ら
な
い
道
だ
っ
た
。
私
は
そ
れ
を
徒
歩
で
往
っ
て
、
卯
辰
山
西
斜
面
を
上
る

細
路
（「
路
次
」）
を
見
つ
け
て
は
そ
こ
に
入
り
込
ん
で
、
行
か
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
上
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り
、
ま
た
元
の
場
所
に
下
っ
て
は
別
の
細
路
を
探
し
て
上
り
、
を
何
度
か
繰
り
返
し

た
。「
卯
辰
山
山
麓
寺
院
群
」【
A1
】
と
し
て
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

に
指
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
。
例
の
引
用
中
に
読
ま
れ
た「
土
塀
」、「
山

門
」
も
随
所
で
確
認
し
、
住
居
不
法
侵
入
に
な
ら
な
い
程
度
に
「
冠
木
門
」
の
内
側

を
覗
き
込
ん
だ
り
も
し
た
。
大
木
や
竹
や
ぶ
に
包
ま
れ
た
鬱
蒼
と
し
た
区
域
は
い
く

ら
で
も
あ
り

―
時
お
り
目
撃
し
た
ま
る
で
打
ち
棄
て
ら
れ
た
か
の
光
景
に
は
思
わ

ず
イ
ザ
ヤ
書
二
四

－

一
二
の
「
町
に
は
荒
れ
す
た
れ
た
所
の
み
残
り
、
そ
の
門
も
こ

わ
さ
れ
て
破
れ
た
」
の
聖
句
（
口
語
訳
）
が
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
た⑱

―
、か
と
思
え
ば
金

沢
卯
辰
山
工
芸
工
房
に
も
程
近
い
山
道
の
、
フ
ト
視
界
が
開
け
る
地
点
か
ら
は
、
都

市
化
が
進
む
金
沢
駅
西
側
方
面
が
眼
下
か
つ
遠
方

0

0

0

0

0

0

に
見
渡
せ
た
。
地
図
情
報
も
付
加

す
れ
ば
、山
の
下
に
は
い
ま
は
金
沢
外
環
状
道
路
（
通
称
「
山
側
幹
線
」）
の
ト
ン
ネ
ル

が
大
き
く
カ
ー
ブ
を
描
き
な
が
ら
貫
い
て
い
る
は
ず
で
、そ
う
し
て
卯
辰
山
全
体
が
、

―
そ
の
時
点
で
は
国
土
地
理
院
の
二
等
三
角
点
「
金
沢
」
が
頂
上
に
置
か
れ
て
い

る
と
い
う
特
殊
知
識
が
な
か
っ
た
の
だ
と
し
て
も

―
広
域
金
沢
圏
の
中
心
と
直
観

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
た

0

0

0

。

卯
辰
山
西
側
山
肌
を
数
時
間
め
ぐ
り
歩
い
て
棒
に
な
っ
た
足
で
最
後
に
例
の
子
来

坂
の
蕎
麦
屋
【
P3
】
に
た
ど
り
着
い
て
、
ほ
と
ん
ど
勝
利
の
美
酒
に
も
擬
え
た
い
日

本
酒
で
舌
を
濡
ら
し
な
が
ら
、
思
い
返
し
た
。
第
二
話
末
の
浅
野
川
河
岸
の
記
述
に

出
会
っ
た
と
き
、
卯
辰
山
の
こ
と
に
ま
っ
た
く
思
い
至
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た

が
、
最
初
の
道
順
の
記
述
で
、
犀
川
を
渡
っ
た
こ
と
は
書
い
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
浅

野
川
の
こ
と
は
噯お

く
びに

も
出
さ
な
い
ま
ま
次
に
は
「
前
田
家
の
廟
」
付
近
を
掠
め
る
よ

う
に
、言
い
訳
が
ま
し
い
が
ほ
か
で
も
な
い
吉
田
健
一
が
綴
っ
て
い
た
せ
い
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、早
々

に
そ
の
山
の
可
能
性
を
排
除
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
描
写
は
約
め
ら
れ
て
い

た
だ
け
で

―
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
的
に
は
む
し
ろ
認
知
の
遅
延

0

0

0

0

0

を
も
た
ら

す
操
作
の

は
た
し
か
に
埋
め
込
ま
れ
て
は
い
た
「
城
を
通
り
過
ぎ
て
」
の
句
だ
っ

た

―
、
テ
レ
ポ
ー
ト
な
ら
ず
と
も
早
、
身
体
が
宇
多
須
神
社
付
近
も
過
ぎ
て
い
た

の
で
あ
れ
ば
、「
町
の
真
中
に
深
山
を
買
い
占
め
」
の
表
現
は
も
は
や
想
像
で
は
な
く

な
る
。

「
金
沢
」
の
主
人
公
の
内
山
は
あ
の
晩
、骨
董
屋
に
卯
辰
山
【
A2
】
の
山
腹
へ
と
誘

わ
れ
、そ
こ
に
館
を
構
え
る
粋
人
ら
の
一
人
の
〈
ホ
ス
ト
〉
と
酒
宴
を
営
ん
だ
あ
と
、

ほ
と
ん
ど
直
下
と
言
い
た
い
浅
野
川
河
岸
に
と
も
に
降
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。

二
―
三　

遠
望

―
視
座
を
も
呑
み
こ
ん
で

以
上
が
「
金
沢
」
第
二
話
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
に
か
ん
す
る
私
の
発
見

0

0

0

0

で
あ
る
。

北
陸
新
幹
線
の
延
伸
も
得
て
、
成
長
止
む
こ
と
の
な
い
金
沢
は
、
い
ま
や
そ
の
後
背

に
で
は
な
く
中
心
に
深
山
を
頂
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
住
ま
う
男
が
第
六
話

で
は
「
山
奥
」
と
呼
ば
れ
た
う
え
、
直
前
の
第
五
話
「
鶴
来
」
の
も
の
で
あ
る
白
山

絶
景
の
表
象
の
一
部
を
も
奪
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
吉
田
健
一
の
作
為
は
初
出
時

以
上
の
効
果
を
現
在

0

0

、
発
揮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
し
た
私
見
は
さ
て
お
き
、
ふ
つ
う
な
ら
こ
の
読
み
の
当
否
を
検
証
す
る
段
と

な
っ
て
い
さ
さ
か
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
が
ら
こ
ん
な
反
応
が
得
ら
れ
た
ら
と
の
願

望
を
先
に
告
白
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
は
、
金
沢
の
地
理
そ
し
て
歴
史
に
詳
し
い
方
々

の
口
か
ら
「
私
ら
は
最
初
か
ら
分
か
っ
て
い
た
よ
」
風
の
感
想
が
漏
れ
聞
か
れ
る
こ

と
で
あ
る
。む
ろ
ん
こ
れ
が
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
な
ら
私
は
た
だ
の
道
化
だ
が
、

あ
る
い
は
小
説
「
金
沢
」
そ
の
も
の
を
読
む
の
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
の
私
の
恣
意
的

0

0

0

で
な
い
引
用

0

0

0

0

0

と
そ
の
分
析
（
読
み
、
推
量
、
現フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

地
調
査
）
だ
け
を
読
ん
で
、「
こ
う
書
か

れ
て
い
る
の
な
ら
そ
う
読
む
に
決
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
反
応
で
も
あ
り
が
た
い
。

後
者
の
「
金
沢
」
未
読
者
の
論
理
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

も
含
め
て
、
判
断
は
ま
だ
金
沢
の
地

理
が
わ
か
る
人
に
し
か
開
か
れ
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
私
の
発
見
を
ク
ー
ル

0

0

0

に
是
認

0

0

0

―
ほ
と
ん
ど
否
認
と
同
義

0

0

0

0

0

だ
が

―
し
て
く
だ
さ
る
方
々
に
は
、
で
は
浅

野
川
に
は
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
謎
め
い
た
言
及
が
な
さ
れ
、
卯
辰
山
に
い
た
っ
て
は
な

ぜ
名
指
さ
れ
も
し
な
か
っ
た
の
か

―
ひ
が
し
茶
屋
街
【
A3
】
す
ぐ
裏
手
の
山
と
書
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い
た
ら
読
者
の
興
を
削
ぐ
と
思
っ
た
と
で
も
？

―
、と
問
う
て
み
る
価
値
が
あ
る
。

そ
う
、
だ
か
ら
明
言
し
て
お
く
が
、
こ
れ
は
読
者
の
で
は
な
く
吉
田
健
一
の
、
つ

ま
り
は
詩
学
（
制
作
学
）
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
の
解
明
の
た
め
に
私
は
、
一
編
の
す
ぐ
れ
た
吉
田
健
一
論
を
召
喚
す
る

こ
と
に
な
る
。
私
も
そ
れ
に
よ
っ
て
最
初
に
「
金
沢
」
を
読
ん
だ

―
あ
る
い
は
今

も
一
般
的
に
は
そ
う
で
あ
ろ
う

―
、
長
く
新
刊
書
リ
ス
ト
に
載
り
続
け
る
講
談
社

文
芸
文
庫
版
『
金
沢
・
酒
宴
』（
一
九
九
〇
）
に
収
載
さ
れ
る
四
方
田
犬
彦
に
よ
る
解

説
で
、
そ
こ
に
は
吉
田
健
一
の
「
視
座
」
を
め
ぐ
る
以
下
の
文
面
が
読
ま
れ
る
。

寺
町
の
「
つ
ば
甚
」
が
古

い
に
し
えの

前
田
侯
墓
参
時
の
休
憩
所
を
契
機
と
し
て
発
展
し

た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
犀
川
を
見
下
ろ
す
視
座
は
伝
統
的
に
武
士
階

級
に
よ
っ
て
築
き
あ
げ
ら
れ
、
洗
練
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
浅
野
川
は
と
い
え

ば
、﹇
…
﹈
ど
こ
ま
で
も
町
人
の
低
い
視
座
を
前
提
と
し
て
愛め

で
ら
れ
、
謳
わ
れ

て
き
た
川
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
﹇
…
﹈
鏡
花
が
『
義
血
侠
血
』
や
『
化
鳥
』

か
ら
畢
生
の
長
編
『
由
縁
の
女
』
に
至
る
ま
で
、
浅
野
川
を
繰
り
返
し
描
き
な

が
ら
も
、
な
ぜ
か
犀
川
に
関
心
を
寄
せ
な
か
っ
た
事
実
と
も
深
く
関
係
し
て
い

る
。
浅
野
川
こ
そ
は
貧
し
い
母
子
が
思
い
つ
め
て
じ
っ
と
夜
の
水
面
に
見
入
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
川
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
借
景
と
眺
望
に
よ
る
無
意
識
的
な

空
間
支
配
の
欲
望
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
な
、
庶
民
的
な
生
活
感
情
こ
そ
が
宿
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
文
脈
で
考
え
た
場
合
、
吉
田
健
一
は
鏡

花
と
は
正
反
対
に
位
置
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。『
金
沢
』で
も
っ
ぱ
ら
言

及
さ
れ
て
い
る
の
は
犀
川
、そ
れ
も
高
所
か
ら
の
見
晴
ら
し
の
よ
さ
で
あ
っ
て
、

浅
野
川
は
不
当
な
ま
で
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。

基
礎
体
力

0

0

0

0

が
違
う
、
と
？ 

諾
。
文
士
二
人
を
並
べ
て
も
、
私
な
ぞ
は
先
に
「
泉
鏡

花
を
生
ん
だ
土
地
の
人
び
と
が
読
む
の
な
ら
…
そ
の
想
像
力
を
歓
迎
し
た
は
ず
だ
」

と
軽
々
に
親
和
性
を
語
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
し
か
し
比
較
文
学
の
分
野
で
培
わ
れ
た

豊
か
な
学
識
は
二
人
の
対
照
を
指
摘
し
た
あ
と
さ
ら
に
、「
ト
マ
ス
・
モ
ア
以
来
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説
の
伝
統
」
に
吉
田
健
一
を
定
位
さ
せ
さ
え
す
る
。
こ
の
マ
ク
ロ
な

文パ
ラ
ダ
イ
ム

学
史
観
に
依
っ
て
「
金
沢
」
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
僥
倖
だ
が

―
実
際
こ

の
示
唆
が
私
の
吉
田
健
一
体
験
を
い
く
ぶ
ん
動
機
づ
け

0

0

0

0

て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は

な
い

―
、
本
稿
は
、
被
写
界
深
度
を
浅
く
し
た
ま
ま
、
ま
だ
し
も
金
沢
滞
在
累
積

時
間
と
地
理
的
関
心
の
点
で
太
刀
打
ち
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
ミ
ク
ロ
な
問
題
に

留
ま
り
続
け
る
。

同
じ
解
説
中
に
は
、「
金
沢
と
い
う
町
は
、
一
週
間
で
も
一
月
で
も
い
い
が
、
し
ば

ら
く
滞
在
し
て
い
る
う
ち
に
、
実
に
微
妙
で
移う

つ

ろ
い
や
す
い
雰
囲
気
を
も
っ
て
い
る

と
、
わ
か
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
の
文
言
も
読
ま
れ
る
。
そ
う
書
く
資
格
を
獲

得
し
た
の
が
や
は
り
大
学
人
と
し
て
の
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
に
よ
っ
て
な
の
か
旅
人
と
し

て
な
の
か
は
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
問
う
べ
き
は
、
私
自
身
は
解
明
に
委
細
を
尽
く

し
た
満
足
感
に
浸
っ
て
い
る
「
前
田
家
の
廟
」
と
「
深
山
」
を
四
方
田
が
何
と
見
立

て
た
の
か
、
そ
れ
だ
け

0

0

0

0

で
あ
る
。

あ
り
う
る
第
一
の
も
の

―
可
能
性
は
低
い
と
踏
ん
で
い
る

―
は
、「
廟
」
は
尾

山
神
社
【
P5
】
で
、
そ
の
先
で
上
っ
た
「
深
山
」
は
想
像
の
産
物
と
見
な
す
、
私
が

三
度
目
に
読
ん
だ
と
き
採
っ
た
見
方
を
四
方
田
も
採
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
な
ら
ば
浅
野
川
へ
の
謎
め
い
た
言
及
に
も
さ
し
た
る
意
味
は
な
い
こ
と
に

な
り
、
本
稿
が
そ
れ
へ
の
反
証
と
な
る
だ
ろ
う
。

第
二
の
も
の
は
、
私
は
四
度
目
で
初
め
て
気
づ
い
た
の
だ
け
れ
ど
四
方
田
は
解
説

執
筆
時
点
で
と
っ
く
に
「
廟
」
が
宇
多
須
神
社
【
P1
】
を
指
す
こ
と
に
も
気
づ
い
て

い
て
、
だ
か
ら
「
深
山
」
も
卯
辰
山
【
A2
】、
つ
い
で
な
が
ら
寺
町
か
ら
見
て
い
た

「
対
岸
」
も
そ
の
山
一
帯
ま
で
を
指
す
と
読
ん
で
い
た
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。
浅
野

川
だ
っ
て
、
吉
田
健
一
は
内
山
に
そ
れ
を
対
岸
側
へ
と
た
し
か
に
渡
ら
せ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

の
に
そ

う
は
書
か
ず
に
暈ぼ

か

し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
も

0

0

0

0

／
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ

0

0

0

0

0

0

0

、「
不
当
な
ま
で



一
一
六

1116

に
無
視
」
と
四
方
田
は
書
い
た
。
こ
の
場
合
、私
は
た
ん
に
遅
れ
て
き
た
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、

三
十
年
後
に
採
り
う
る
の
は
、
浅
野
川
に
た
い
す
る
作
者
の
態
度
に
宛
て
る
評
言
／

表
現
と
し
て
右
は
最
適
か
、
と
小
さ
く
楯
突
く
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

名
指
さ
れ
な
か
っ
た
卯
辰
山
か
ら
だ
。
い
ま
や
私
に
と
っ
て
も
紛
れ
も
な
い
深
山

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
な
っ
た

0

0

0

0

そ
の
懐
へ
と
内
山
は
招
か
れ
、歓
待
さ
れ
た
う
え
、対
話
の
ほ
と
ん
ど
絶ア

ク
メ頂

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
退
去
、
す
な
わ
ち
「
自
身
の
居
場
所
」

―
私
は
「
視
座
」
で
は

な
く
「
基
点
」
の
語
を
選
ん
だ

―
へ
の
帰
還
を
み
ず
か
ら
選
ん
だ
。
楕
円
形
の
二

つ
の
中
心
間
の
移
動
に
も
た
と
え
た
い
こ
の
往
還
運
動
が
一
種
、
畏
敬
の
表
現
と

な
っ
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
ま
た
、
の
ち
に
「
山
奥
」
と
渾
名

さ
れ
る
〈
ホ
ス
ト
〉
に
よ
っ
て
符
牒
の
よ
う
に
名
指
さ
れ
た
だ
け
と
は
い
え
卯
辰
山

0

0

0

と
分
か
ち
が
た
く
在
っ
て
そ
の
入
口
に
し
て
出
口
で
も
あ
る
浅
野
川

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
も
、
た
し
か

に
一
種
の
「
無
視
」
な
の
だ
と
し
て
も
「
不
当
な
ま
で
に
」
の
副
詞
句
ま
で
足
し
た

評
言
／
表
現
を
宛
て
、
そ
れ
で
済
ま
せ
て
良
い
は
ず
が
な
い
。

思
う
に
一
九
七
三
年
の
吉
田
健
一
に
は
、
年
に
一
度
の
冬
の
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
滞
在

地
と
し
て
金
沢
を
十
余
年
、
選
び
続
け
る
な
か
で
、
定
住
者
の
も
の
で
も
部エ

ト
ラ
ン
ジ
ェ

外
者
の

も
の
で
も
な
い
の
は
む
ろ
ん
、定
宿
（
寺
町
）
か
ら
の
遠
近
法
的
視
座
に
満
足
す
る
の

で
も
な
い
地
歴
感
覚
が
醸
成
し
て
い
た
。
そ
う
し
て
つ
い
に
は
金
沢
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

を
題

材
と
す
る
創
作
を
手
が
け
る
に
至
っ
た
と
き
、
右
の
よ
う
な
屈
折
し
た
畏
敬
表
現
に

あ
た
っ
て
、
俗
な
表
現
だ
が
いグ

ッ
ジ
ョ
ブ

い
仕
事
を
果
た
し
た
の
が
、
ほ
か
で
も
な
い
「
前
田

家
の
廟
」
だ
っ
た
。
金
沢
の
重
要
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
も
、
ち
ょ

う
ど
一
世
紀
前
の
そ
の
移
動
（
遷
座
）
の
史
実
と
そ
れ
に
よ
る
隠

ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ

し
絵

―
い
ま
は
国

指
定
史
跡
と
な
る
「
加
賀
藩
主
前
田
家
墓
所
」
が
所
在
す
る
野
田
山
墓
地⑲
ま
で
含
め

た
ら
二
重
で
も
足
り
な
い
が

―
も
覚
知
し
、
つ
ま
り
は
理
路
に
埋
め
込
ま
れ
た

躓ス
カ
ン
ド
ロ
ン

き
の
石
を
も
足
裏
で
感
じ
な
が
ら
例
の
「
道
順
」
の
行く

だ
りを

読ク
リ
ア破

で
き
た
者
は
、
文

芸
誌
初
出
／
単
行
本
刊
行
時
に
そ
れ
を
当
地
で
読
ん
だ
読
書
人

―
四
方
田
の
よ
う

な
怪モ

ン
ス
タ
ー

物
級
で
な
い
と
し
て
も
金
沢
人
で
あ
る
だ
け
で
「
理
想
の
読
者
」
に
す
で
に
近

い

―
に
あ
っ
て
も
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
意イ

ン
テ
ン
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ァ
ラ
シ
ィ

図
に
か
ん
す
る
誤
謬
」
の
陥
穽
に
進
ん
で
落
ち
た
よ
う
に
し
て
書
い
た
が
、い

ず
れ
に
せ
よ
こ
の
作
為
（
意
図
）
の
一
定
の
成
功

0

0

0

0

0

が
、金
沢
の
人
に
よ
る
「
金
沢
」
の

読
み
に
か
ん
す
る
私
の
偽
ら
ざ
る
推
量
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
、「
な
ら
ば
、
い
ま

0

0

と

な
っ
て
は
」
と
い
く
ぶ
ん
挑
発
的
に
書
い
て
お
き
た
い
わ
け
で
あ
る
。

あ
る
い
は
こ
の
申
し
開
き
に
は
、
初
出
か
ら
四
十
年
以
上
が
経
っ
て
金
沢
市
街
の

景
観
も
お
お
き
く
変
化
を
と
げ
た
な
か
に
、
ほ
か
で
も
な
い
私
自
身
が
、
前
回

（
二
〇
〇
七
年
度
）
の
か
ら
数
え
て
八
年
ぶ
り
の
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
を
利
用
し
て
降
り
立

ち
、
仮
寓
さ
え
を
構
え
、
そ
の
意
味
の
か
ぎ
り
で
特
権
的
な
読
者
と
し
て
「
金
沢
」

を
読
み
果お

お

せ
て
あ
の
細
部
の
作
為
に
反
応
し
た
、
と
自
己
満
足
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
さ

え
付
け
加
え
た
い
の
だ
が
、
い
ま
は
も
う
こ
の
点
は
措
く
な
ら
ば
、
私
を
比
較
的
早

い
段
階

―
つ
ま
り
最
初
に
通
読
で
き
た
二
度
目
の
ト
ラ
イ
の
時
点

―
か
ら
捉
え

て
離
さ
ず
、
驚
愕
を
与
え
続
け
て
き
た
の
が
、
作
品
の
冒
頭
で
読
ま
れ
る
、
い
わ
ば

極
大
の
作
為
で
あ
り
言
明
で
あ
り
、
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
加
賀
の
金
沢
で
あ
る
。

舞
台
は
何
も
金
沢
に
限
る
必
要
も
な
い
と
い
う
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

言プ
レ
テ
ク
ス
ト

い
訳
を

継
い
だ
う
え
、「
町
を
流
れ
て
い
る
犀
川
と
浅
野
川
の
二
つ
の
川
、
そ
れ
に
挟
ま
れ
て

い
て
又
二
つ
の
谷
間
に
分
け
ら
れ
て
も
い
る
こ
の
町
と
い
う
一
つ
の
丘
陵
地
帯
、
又

そ
れ
を
縫
っ
て
い
る
無
数
の
路
次
と
い
う
も
の
が
想
像
出
来
れ
ば
そ
れ
で
こ
と
は
足

り
る
」
と
、
遠
望
に
よ
っ
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
地
理
把
握
だ
け
を
読
者
に
求
め
る
文
が

直
後
に
続
く
の
だ
が

―
「
こ
の
町
」
す
な
わ
ち
金
沢
市
街
全
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
「
一
つ
の
丘
陵

0

0

0

0

0

地
帯

0

0

」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
新
鮮
で
あ
る

―
、
た
し
か
に
「
こ
の
作
品
の
舞

0

0

0

0

0

0

台0

は
加
賀
の
金
沢
で
あ
る
」
と
い
う
凡
庸
な
文
が
そ
の
凡
庸
さ
を
隠
す
た
め
に
変
異

し
た
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、右
の
引
用
段
落
を
奢
っ
た
十
一
文
字
（
＋
句
点
）
は
ど
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う
解
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
。

一
文
一
文
が
や
た
ら
長
く
、
誰
が
最
初
に
言
っ
た
か
「
牛
の
涎よ

だ
れの

よ
う
」
と
も
直

喩
さ
れ
る
そ
の
文
体
の
コ
ー
パ
ス
の
な
か
で
も
例
外
的
に
短
く
、
そ
れ
な
の
に
日
本

語
と
し
て
も
意
味
論
的
に
は
破
綻
寸
前
の
こ
の
一
文
は
、
陳
腐
さ
を
お
そ
れ
ず
に
あ

え
て
開
く

0

0

と
す
れ
ば
「
こ
の
作
品
は
加
賀
の
金
沢
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
」
と
な
る

大
そ
れ
た
言
明
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
よ
う
に
さ
ら
に
自
重
で
収
縮
し
て
そ
の
ミ

ニ
マ
ム
な
表
現
と
な
っ
た
、
と
で
も
表
現
す
べ
き
様
相
を
帯
び
て
い
る
。

苦
役
と
恩
寵

―
結
び
に
か
え
て

ま
る
っ
き
り
循
環
的
と
な
る
が

―
し
か
し
全
体
と
部
分
に
か
か
わ
る
議
論
は
そ

う
な
る
ほ
か
な
い

―
、
こ
の
冒
頭
の
異
様
を
、
地
理
的
表
象
の
諸
細
部
が
い
っ
そ

う
強
烈
に
照
射
す
る
だ
ろ
う
こ
と
を
、
私
は
信
じ
て
疑
わ
ぬ
者
だ
。
た
だ
し
そ
の
確

信
の
表
明
に
は
す
ぐ
さ
ま
、
現
実
の
金
沢
の
地
理
を
知
ろ
う
と
知
る
ま
い
と
冒
頭
の

一
文
で
意
表
を
突
か
れ
る
感
性
を
も
ち
合
わ
せ
て
さ
え
い
れ
ば
、
読
者
は
、「
一
つ
の

丘
陵
地
帯
」
と
政
治
的
に
そ
れ
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
き
た
広
域
文
化
圏
内
を
主
人

公
の
男
と
と
も
に
行
き
来
し
、
最フ

ィ
ナ
ー
レ

終
話
で
〈
ホ
ス
ト
／
ホ
ス
テ
ス
〉
ら
が
揃
い
踏
み

す
る
光
景
に
あ
の
収
縮
な
っ
た
代
名
詞
「
こ
れ
」
の
再
膨
張
を
見
て
と
り
、
そ
う
し

て
一
個
の
異
形
の
「シ

テ
ィ
ー
ズ
・
ス
ト
ー
リ
ー

都
市
小
説
」
の
生
誕
に
見ま

み

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

―
私0

の
よ
う
に
は
細
部
に
囚
わ
れ
過
ぎ
る
こ
と
な
し
に
で
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
、
と
の
譲
歩
（
？
）
を

書
き
足
す
こ
と
に
な
る
。

さ
す
が
に
こ
の
た
び
は
終
止
感
に
た
ど
り
着
く
必
要
が
あ
る
と
は
い
え
、
こ
こ
ま

で
の
数
十
枚
の
紙
幅

―
あ
る
い
は
堀
田
善
衛
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
出
汁
に
し
た
一

年
前
の
論
考
（
序
奏
）
さ
え

―
を
費
や
し
た
者
に
と
っ
て
は
自
虐
的
か
も
し
れ
な
い

物
言
い
と
な
っ
た
が
、
か
か
る
滑コ

ン

ト
稽
譚
の
出
来
を
端
か
ら
見
透
か
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
、「
言
葉
を
色
々
と
組
み
合
わ
せ
て
あ
る
も
の
の
中
で
小
説
と
い
う
形
式
に
は
ど

う
し
て
も
馴
染
め
な
い
。﹇
…
﹈そ
の
苦
役
の
後
で
ど
う
い
う
も
の
を
得
た
か
と
言
え

ば
別
に
ど
ん
な
も
の
も
得
な
か
っ
た
と
考
え
る
し
か
な
い
」⑳

と
書
い
た
者
こ
そ
は
、

小
説
を
ま
だ
書
い
て
発
表
し
て
い
な
か
っ
た
中
期
ま
で
の
で
は
な
く
、「
金
沢
」
も
少

な
く
と
も
構
想
し
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
一
九
七
二
年
時
点
で
の
吉
田
健
一
自
身
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
問
い
は
最
終
的
に
、
一
方
に
小
説
を
読
む
苦
役
を
詠
嘆
し
て
み
せ
る
吉

田
健
一
が
い
て

―
し
か
も
彼
は
ひ
と
が
一
般
的
に
苦
役
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
読

み
を
行
使
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
る

―
、
他
方
に
そ
の
よ
う
な

細
部
を
も
つ
小
説
を
書
い
た
吉
田
健
一
が
い
る
、
こ
の
事
態
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い

う
も
の
に
な
る
。
苦
役
の
末
に
恩
寵
に
与

あ
ず
か

っ
た
自
己
満
足
に
い
ま
だ
浸
っ
て
い
る
私

の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
論
理
と
し
て
こ
れ
を
矛
盾
と
し
な
い
見
方
は
、
し
か
し
単
純

だ
。
読
む
者
に
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
よ
う
と
も
、
ほ
か
で
も
な
い
「
小
説
と
い
う
形

式
」
の
創
作
物
の
作
者

0

0

と
し
て
吉
田
健
一
が
そ
こ
に
、
文
字
と
し
て
刻
ま
れ
た
順
で

世
界
を
記
述
し
て
い
っ
た
、
そ
の
事
実
に
行
き
着
け
ば
良
い
か
ら
で
あ
る
。

注①　
同
論
考
は
、
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
（
直
リ
ン
ク
）
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
で

閲
覧
／
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
で
あ
る
。h

ttp://w
w

w
.ritsu

m
ei.ac.jp/acd/cg/lt/

rb/668/668P
D

F
/u

eda.pdf

②　

吉
田
健
一
の
に
限
ら
ず
と
も
、東
海
道
新
幹
線
開
業
前
後
の
首
都
圏
〜
北
陸
地
方
の

国
鉄
﹇
当
時
﹈
よ
る
往
来
の
件
は
、筆
者
が
少
し
く
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
関
心
を
有
す
る
鉄

道
ダ
イ
ヤ
情
報
ま
で
絡
め
る
と
一
編
の
小
エ
ッ
セ
イ
程
度
に
な
り
か
ね
な
い
。こ
こ
は

し
か
し
、
注
に
注
を
付
す
よ
う
な
愚
も
避
け
つ
つ
、
本
稿
読
者
に
と
っ
て
必
要
最
低
限

の
も
の
に
留
め
て
記
し
て
お
く
と
、年
譜
に
読
ま
れ
る
最
初
の
取
材
旅
行
（
一
九
五
七

年
）
は
別
に
し
た
初
期
の
、
つ
ま
り
一
九
六
〇
年
か
ら
右
の
開
業
の
間
の
「
年
中
行

事
」
と
し
て
の
金
沢
旅
行
は
、
当
時
は
東
京
駅
を
発
っ
て
東
海
道
本
線
を
米
原
ま
で

往
っ
て
そ
こ
か
ら
北
陸
本
線
を
北
上
し
て
い
た
夜
行
急
行
「
能
登
」
を
利
用
し
て
い
て

―
な
の
で
時
間
短
縮
に
や
は
り
一
定
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
北
陸
ト
ン
ネ
ル
の
開
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通
（
一
九
六
二
年
）
も
付
記
に
値
す
る

―
、そ
の
行
程
が
す
で
に
酒
宴
の
様
相
を
呈

し
て
い
た
こ
と
が
旅
の
同
行
者
の
一
人
、観
世
栄
夫
（
能
楽
師
）
に
よ
っ
て
証
言
さ
れ

て
い
る
。

 

　

ち
な
み
に
こ
の
「
年
中
旅
行
」
を
、
一
部
の
後
継
の
年
譜
が
読
み
誤
っ
て
「
毎
年
」

の
も
の
と
記
載
し
、現
在
は
そ
の
誤
認
状
態
の
マ
マ
一
般
化
し
て
い
る
け
っ
し
て
小
さ

く
な
い
問
題
も
あ
る
が

―
と
い
う
の
も
「
金
沢
」
初
出
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
な
る

一
九
七
三
年
二
月
も
吉
田
健
一
は
金
沢
に
行
っ
て
い
な
い
と
推
量
さ
れ
る
重
大
な
傍

証
な
ど
も
複
数
あ
る
と
お
り
「
毎
年
」
で
は
け
っ
し
て
な
い
の
だ
か
ら

―
、こ
の
種

の
年
譜
の
劣
化
傾
向

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
問
題
指
摘
に
留
め
て
お
く
。

③　

本
文
中
に
書
誌
情
報
を
掲
出
し
た
初
出
誌
面
で
は
、「
内
山
甲
三
」
と
フ
ル
ネ
ー
ム

で
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
初
出
誌
面
と
単
行
本
（
そ
し
て
現
在
「
底
本
」
扱
い
さ
れ
る

『
吉
田
健
一
著
作
集
』
第
二
〇
巻
、
一
九
八
〇
年
）
紙
面
の
間
で
異
同
（
改
訂
）
は
驚

く
ほ
ど
少
な
い
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
そ
の
最
大
の
差
が
、
こ
の
「
甲
三
」
の
名

―
下

の
名
の
「
寅
三
」
だ
け
で
呼
ば
れ
る
『
瓦
礫
の
中
』（
初
出
も
単
行
本
化
も
一
九
七
〇

年
）の
主
人
公
と
の
関
連
や
対
比
に
も
つ
い
関
心
が
向
か
う
が

―
が
捨
象
さ
れ
る
こ

と
、
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

④　

た
だ
、金
沢
お
よ
び
能
登
半
島
と
東
京
の
間
を
登
場
人
物
が
往
来
す
る
松
本
清
張
の

推
理
小
説
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』（
月
刊
誌
初
出
＝
一
九
五
八
年
、単
行
本
初
版
＝
一
九
五
九

年
、初
映
画
化
＝
一
九
六
一
年
）
で
は
も
っ
ぱ
ら
上
野
発
着
で
上
越
線
を
経
由
す
る
急

行
「
北
陸
」
が
利
用
さ
れ
て
い
て
、物
語
の
冒
頭
で
「
失
踪
」
が
明
ら
か
と
な
る
新
婚

直
後
の
男
性
登
場
人
物
、
鵜
原
憲
一
に
至
っ
て
は
、
東
京
に
本
社
の
あ
る
某
広
告
会
社

の
金
沢
出
張
所
勤
務
と
い
う
こ
と
で
、こ
の
行
程
を
月
に
何
度
も
行
き
来
し
て
い
た
設

定
に
な
っ
て
い
る
。

 

　

つ
い
で
な
が
ら
東
海
道
新
幹
線
開
業
後
は
こ
の
上
越
線
経
由
の
ル
ー
ト
を
、注
②
で

触
れ
た
「
能
登
」
の
名
を
冠
し
た
急
行
が
走
り
（
二
〇
一
〇
年
に
定
期
運
行
が
休
止
）、

そ
れ
が
多
く
の
鉄
道
フ
ァ
ン
の
記
憶
に
留
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑤　

こ
の
料
理
旅
館
の
由
来
に
つ
い
て
は
当
初
、そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
読
ま
れ
る
記
載

を
最
低
限
、
紹
介
し
よ
う
か
と
考
え
た
が
、
あ
る
先
行
研
究
が
き
わ
め
て
コ
ン
パ
ク
ト

に
言
及
す
る
の
を
後
段
、
本
文
中
で
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
そ
の
時
点
で
読
ま

れ
た
い
。

 

　

な
お
、
私
自
身
は
、
吉
田
健
一
本
人
や
観
世
栄
夫
（
注
②
）
の
エ
ッ
セ
イ
に
で
て
く

る
、や
は
り
寺
町
の
崖
側
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
個
人
宅
（
日
本
酒
「
日
栄
」
の
酒
造
元

の
経
営
者
、
中
村
栄
俊
氏
の
邸
宅
）
が
仮
寓
の
モ
デ
ル
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
踏
む
者

だ
が
、看
板
を
い
ま
も
掲
げ
て
在
る
「
つ
ば
甚
」
の
よ
う
に
は
そ
の
場
所
を
特
定
で
き

な
い
こ
と
も
あ
る
し
、
本
稿
で
は
定
説
に
従
っ
て
お
く
。

⑥　

地
理
と
い
い
、
表
象
と
い
い
、
そ
れ
自
体
は
一
般
的
な
語
で
、
本
稿
で
も
特
段
意
識

し
な
い
で
使
用
す
る
が
、
そ
れ
が
合
成
さ
れ
た
「
地
理
的
表
象
」
に
限
っ
て
は
、
新
約

聖
書
学
の
分
野
で
ド
イ
ツ
語
で
術
語
化
さ
れ
た“geographischen V

orstellungen”

を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
点
、
明
記
し
て
お
き
た
い
。

 

　

具
体
的
に
は
そ
れ
は
、編
集
史
的
方
法
に
よ
る
新
約
研
究
の
嚆
矢
と
も
位
置
づ
け
ら

れ
る
ハ
ン
ス
・
コ
ン
ツ
ェ
ル
マ
ン
『
時
の
中
心

―
ル
カ
神
学
の
研
究
』（
ド
イ
ツ
語

原
著
初
版
＝
一
九
五
二
年
、
同
書
第
四
版
に
も
と
づ
く
田
川
建
三
訳
＝
新
教
出
版
社
、

一
九
六
五
年
）
に
発
す
る
も
の
な
の
だ
が
、
こ
こ
は
、
こ
の
ル
カ
福
音
書
研
究
を
批
判

的
に
援
用
す
る
土
屋
博
「
マ
ル
コ
福
音
書
に
お
け
る
地
理
的
表
象

―
「
ガ
リ
ラ
ヤ
」

問
題
を
中
心
と
し
て
」（『
オ
リ
エ
ン
ト
』
第
九
巻
、
第
二
―
三
号
、
一
九
六
六
年
）
中

の
要
点
を
押
さ
え
た
整
理
を
、
以
下
に
紹
介
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、

―

 

　
「
ル
カ
に
お
い
て
は
、「
荒
野
」（έρημος

）、「
山
」（όρος

）、「
湖
」（λίμνη

）、「
平

地
」（τόπου πεδινοῦ

）
等
の
言
葉
は
、
単
純
な
地
理
的
意
味
よ
り
も
、
む
し
ろ
内
容

的
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
即
ち
、「
荒
野
」
は
、
禁
欲
主
義
者
の
と
ど
ま
る
場
所
と
し

て
、
預
言
者
を
指
し
示
し
、「
山
」
は
、
祈
り
の
場
所
、
秘
教
的
な
顕
現
の
場
所
、
天

上
の
世
界
と
の
交
わ
り
の
場
所
で
あ
り
、「
湖
」
は
、
イ
エ
ス
の
力
を
示
す
顕
現
の
場

所
で
あ
り
、「
平
地
」
は
、
民
衆
と
の
出
会
い
の
場
所
で
あ
る
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の

地
名
は
、
も
は
や
本
来
の
地
名
で
は
な
く
、
ル
カ
独
自
の
神
学
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ

る
」。

⑦　

顧
愷
之
は
東
晋
時
代
（
四
〜
五
世
紀
）
の
中
国
の
画
家
で
、内
山
（
吉
田
健
一
）
が

思
い
描
い
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
「
女
史
箴
図
」
な
る
作
品
が
大
英
博
物
館
に
収
蔵
さ

れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
は
、
五
人
の
〈
ホ
ス
ト
／
ホ
ス
テ
ス
〉
た
ち
の
最
初
が
こ

う
し
て
例
外
的
設
定
と
な
っ
て
い
る
件
の
、
さ
ら
な
る
例
外
性
と
し
て
、（
一
）
登
場

の
仕
方
が
ま
る
で
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
歌
劇
「
魔
笛
」
冒
頭
の
侍
女
た
ち
の
よ
う
に
三
人

で
と
な
っ
て
い
て
第
二
話
で
の
登
場
時
に
は
「
三
人
の
女
の
一
人
」
と
わ
ざ
わ
ざ
説
明

が
付
く
、（
二
）
こ
の
初
出
時
に
は
他
の
〈
ホ
ス
ト
〉
ら
の
よ
う
に
は
対
話
が
交
わ
さ

れ
な
い
、
の
二
点
を
補
遺
し
て
お
き
た
い
。
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⑧　

こ
こ
で
読
ま
れ
る
「
県
庁
」
は
、J
R
金
沢
駅
か
ら
見
て
海
側
に
移
転
し
た
現
在
の

石
川
県
庁
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
金
沢
城
の
南
は
広
坂
に
あ
っ
た
旧
県
庁
を
指
す
が
、

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
作
品
と
し
て
の
本
当
の
末
尾
で
は
こ
の
主
人
だ
け
が
、「
金
沢
で

一
時
で
も
親
し
く
し
た
相
手
で
普
通
の
意
味
で
人
間
」だ
っ
た
唯
一
の
例
外
的
な
存
在

と
し
て
、
諧
謔
的
に
特
記
さ
れ
る
。

⑨　

そ
の
う
ち
の
一
つ
が
移
設
さ
れ
、国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
と
し
て
開
館
し
た
ら
し

い
ニ
ュ
ー
ス
も
最
近
（
二
〇
二
〇
年
秋
）、
耳
に
し
た
が
、
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で

は
府
県
境
を
ま
た
い
で
確
認
し
に
行
く
こ
と
も
憚
ら
れ
る
の
で
、あ
く
ま
で
も
「
ら
し

い
」
の
語
を
添
え
て
付
記
す
る
に
留
め
て
お
く
。

⑩　

し
か
し
、
こ
こ
で
の
絶
景
の
描
写
の
大
袈
裟
は
い
さ
さ
か
空
疎
な
ほ
ど
で
、
そ
れ
は

都
市
型
し
か
も
徹
底
的
に
文
系
人
間
の
吉
田
健
一
の
ア
ス
リ
ー
ト
能
力
の
欠
如
の
ゆ

え
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
失
礼
な
、
も
し
く
は
行
き
過
ぎ
た
見
立
て

だ
ろ
う
か
。

⑪　

も
ち
ろ
ん
、概
要
確
認
の
場
面
で
引
用
し
て
い
た
「
金
沢
に
住
む
或
る
老
人
」
に
も

同
じ
文
字
列
が
入
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
序
盤
で
こ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
の
と
、
第

二
話
を
現
に
通
過
し
た
あ
と
で
謎
を
解
く
ヒ
ン
ト
の
よ
う
に
挿
入
さ
れ
る
の
と
で
は
、

ま
っ
た
く
効
果
が
異
な
っ
て
い
る
。

⑫　

都
甲
幸
治
『「
街
小
説
」
読
み
く
ら
べ
』（
立
東
舎
、二
〇
二
〇
）
と
い
う
チ
ャ
ー
ミ

ン
グ
な
本
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
も
、
金
沢
で
高
等
学
校
時
代
を
過
ご
し
た
著
者
の
視
点

で
の
吉
田
健
一
「
金
沢
」
論
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、取
り
上
げ
ら
れ
る
金
沢

以
外
の
「
街
」
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、
吉
祥
寺
、
福
岡
、
国
立
、
本
郷
、
早
稲
田
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
、い
ず
れ
も
著
者
が
そ
こ
で
「
時
を
過
ご
し
た
」
も
の
に
限
ら
れ
て

お
り
、
つ
ま
り
そ
う
し
て
八
つ
の
街
が
選
択
さ
れ
た
瞬
間
に
す
で
に
、
同
書
の
一
定
の

成
功
と
限
界
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。

⑬　

い
く
つ
も
の
翻
訳
が
あ
る
有
名
作
だ
が
、
原
文
に
含
ま
れ
る“place”

の
訳
が
私
は

ど
れ
も
気
に
入
ら
な
い
の
で
、
件
の
冒
頭
段
落
だ
け
、
意
訳
も
お
お
い
に
混
じ
え
て
私

訳
し
て
み
る
。
す
な
わ
ち
、

―

 

　
「
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ス
ク
エ
ア
の
西
に
、
入
る
と
通
り
が
複
雑
に
入
り
組
み
、
そ
れ
ば

か
り
か
ど
れ
も
最
後
は
行
き
止
ま
っ
て
し
ま
う
、小
さ
な
地
区
が
あ
っ
た
。
行
き
止
ま

り
の
細
い
街
路
を
「
プ
レ
ー
ス
」
と
呼
ぶ
の
は
先
刻
ご
承
知
の
と
お
り
だ
が
、そ
ん
な

の
が
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
と
曲
線
で
絡
み
合
う
と
、街
は
そ
れ
こ
そ
ひ
と
筋
縄
で
は
い
か

な
く
な
る
。
そ
こ
に
目
を
つ
け
た
の
が
一
人
の
画
家
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、画
材
屋

が
や
っ
て
き
た
っ
て
、こ
こ
な
ら
絵
具
や
紙
や
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
請
求
書
を
も
っ
て
ぐ
る

ぐ
る
巡
る
だ
け
で
、
一
セ
ン
ト
も
取
り
立
て
ら
れ
っ
こ
な
い
の
だ
か
ら
！
」

⑭　

こ
れ
は
本
稿
冒
頭
で
触
れ
て
お
い
た
、「
本
編
」
に
当
た
る
旧
稿
中
で
引
用
、
論
及

し
て
い
る
も
の
だ
が
、
一
話
完
結
と
言
っ
た
以
上
、「
続
編
」
相
当
の
本
稿
に
と
っ
て

有
益
と
思
わ
れ
る
若
き
吉
田
健
一
自
身
に
よ
る
訳
文
は
、三
〇
〇
字
ほ
ど
に
約
め
て
で

も
、
や
は
り
再
引
用
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、

―

 

　
「
グ
リ
プ
ス
コ
フ
の
森
の
中
に
、《
八
角
路
》
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ど

の
地
圖
に
も
書
き
示
し
て
は
な
い
の
だ
か
ら
こ
れ
を
見
付
け
る
の
は
な
か
な
か
や
さ

し
く
は
な
い
。
こ
の
名
前
自
體
が
言
葉
と
し
て
一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
。
八
つ
の
道
路
の

交

點
が
ど
う
し
て
一
つ
の
角
を
つ
く
り
う
る
で
あ
ら
う
か
？ 

又
公
の
人
の
よ
く
通

る
道
が
ど
う
し
て
孤
立
し
祕
め
ら
れ
た
場
所
と
い
う
こ
と
と
付
合
し
う
る
で
あ
ら
う

か
？ 

又
も
し
孤
寂
を
愛
す
る
者
が
恐
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
三ト

リ
ヴ
イ
ウ
ム路

に
基
く
通ト

リ
ヴ
イ
ア
リ
テ

俗
さ
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
八
つ
の
道
が
出
合
う
地
點
と
は
、こ
れ
ほ
ど
通
俗
的
な
も
の
は

な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
な
が
ら
、矢
張
り
八
つ
の
道
路
が
あ
る
の
だ
。
し
か
し
そ
れ

に
も
か
か
は
ら
ず
そ
こ
に
は
何
と
い
ふ
寂
け
さ
が
あ
る
こ
と
だ
ら
う
」。

⑮　

た
と
え
ば
、い
ま
は
Ｊ
Ｒ
金
沢
駅
か
ら
武
蔵
ヶ
辻
（
近
江
町
）
の
交
差
点
ま
で
、「
金

沢
駅
通
り
線
」な
る
大
通
り
が
ほ
ぼ
一
直
線
に
伸
び
て
い
る
。
こ
の
都
市
計
画
道
路
が

成
る
平
成
以
前
、
仮
に
一
帯
が
路
地
の
入
り
乱
れ
る
区
域
だ
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
い

か
ん
せ
ん
「
深
山
」
と
表
現
す
る
に
値
す
る
高
さ
0

0

に
は
欠
け
る
。

 

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
一
つ
の
顕
著
な
例
な
の
だ
が
、
二
つ
あ
と
の
注
⑰
で
も
う
一
つ

具
体
的
な
造
成
（
都
市
整
備
）
の
事
情
に
言
及
す
る
以
外
は
さ
し
て
そ
う
し
た
問
題
に

は
頓
着
し
て
お
ら
ず

―
わ
か
っ
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
百
万
石
通
だ
っ
て
小
立
野

台
地
側
の
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
部
分
等
が
あ
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
の
が
い
つ
か
も

知
っ
た
こ
と
で
は
な
い

―
、つ
ま
り
は
「
金
沢
」
初
出
か
ら
半
世
紀
近
く
が
経
っ
た

程
度
で
は
び
く
と
も
し
な
い
種
類
の
地
理
情
報
に
本
稿
は
着
目
し
て
い
る
の
だ
と
、あ

ら
た
め
て
了
解
し
て
も
ら
い
た
い
。

⑯　

も
ち
ろ
ん
そ
の
後
、数
は
多
く
な
い
吉
田
健
一
論
の
類
も
渉
猟
し
て
同
様
の
結
果
を

得
た
う
え
で
、
一
定
の
自
信
を
も
っ
て
本
文
の
表
記
を
確
定
さ
せ
て
い
る
。

⑰　

新
桜
坂
の
「
新
」
の
文
字
が
気
に
な
っ
て
調
べ
た
結
果
、そ
れ
は
一
九
七
〇
年
五
月

に
造
成
が
な
っ
た
も
の
で
、そ
れ
以
前
は
こ
の
坂
の
下
（
清
川
町
表
記
と
な
る
桜
橋
の
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南
端
）
と
上
（
寺
町
側
）
の
行
き
来
に
は
、
寺
町
三
丁
目
へ
と
通
じ
る
狭
隘
な
桜
坂

か
、
す
ぐ
上
の
寺
町
四
丁
目
交
差
点
に
通
じ
る
階
段
状
の
石
伐
坂
（
通
称
「
Ｗ
坂
」）

の
、
い
ず
れ
か
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
、
と
脱
稿
直
前
に
知
っ
た
。

 

　

と
い
う
こ
と
は
、「
金
沢
」
の
時
代
設
定
が
一
九
七
〇
年
五
月
以
前
で
あ
れ
ば
、
車

で
桜
橋
を
渡
る
可
能
性
は
ほ
ぼ
無
く
な
り
、「
犀
川
の
鉄
橋
」
は
や
は
り
犀
川
大
橋
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、逆
に
言
え
ば
、―
繰
り
返
す
が
「
金
沢
」
初
出
は
一
九
七
三

年
三
月
だ
か
ら

―
本
文
中
の
推
定
で
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、と
い
う
こ
と
に

も
な
る
。

⑱　

表
記
さ
れ
る
か
た
ち
で
本
文
は
確
定
さ
せ
た
が
、こ
こ
の
行く
だ
りに

は
罪
の
な
い
虚
偽

0

0

が

含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、ま
ず
は
例
の
ラ
テ
ン
語
の
格
言
風

―
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

も
選
ん
だ
「
酒
中
ニ
真
理
ア
リ in

 vin
o veritas

」
に
発
す
る

―
を
こ
の
た
び
も
標

題
の
欧
語
表
記
で
気
取
ろ
う
と
す
る
、
そ
ん
な
邪
念
0

0

が
先
に
あ
っ
た
。「
市
中
ニ
深
山

ア
リ
」
を
邦
題
と
し
、“IN

 U
R

B
E

 [in
 th

e city]”

の
二
語
を
充
て
る
と
こ
ろ
ま
で

決
め
て
、
次
に
「
深
山
」
に
相
当
す
る
語
を
探
し
、
い
ろ
い
ろ
嵌
め
込
ん
だ
り
も
し
た

の
だ
が
、ど
れ
も
し
っ
く
り
来
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
脱
稿
間
際
ま
で
思
案
し
て
い
た

と
こ
ろ
で
フ
ト
旧
約
聖
書
中
の
異
な
る
文
脈
の
聖
句（
ヴ
ル
ガ
タ
訳
の
ラ
テ
ン
語
原
文

は“relicta est in
 u

rbe solitu
do et calam

itas opprim
et portas”

）
に
出
会
っ

て
、
最
後
の
最
後
に
本
文
中
の
卯
辰
山
の
描
写
の
一
部
に
も
適
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

私
に
と
っ
て
も
愛
お
し
い
も
の
と
な
っ
た
深
山
そ
し
て
そ
こ
に
い
ま
も
住
ま
わ
れ
る

方
々
へ
の
失
礼
と
は
な
る
ま
い
か
と
一
瞬
、
ほ
ん
と
う
に
ほ
ん
の
一
瞬
、
逡
巡
も
し
た

が
、“solitu

do”

の
語
義
の
広
が
り

―
深
い
「
静
け
さ
」
の
含
意

―
か
ら
し
て
許

さ
れ
る
だ
ろ
う
、
の
判
断
に
も
す
ぐ
至
っ
た
の
で
あ
る
。

⑲　

参
考
地
図
の
範
囲
か
ら
は
外
れ
る
が
、金
沢
城
か
ら
五
キ
ロ
ほ
ど
南
に
往
っ
た
野
田

山
の
北
側
斜
面
に
あ
っ
て
、歴
代
藩
主
墓
と
そ
の
正
室
や
子
女
等
の
墓
が
約
八
〇
基
が

所
在
す
る
。

⑳　

出
典
は
、『
書
架
記
』
所
収
の
「
パ
ル
マ
の
僧
院
」（
一
九
七
二
）
だ
が
、
こ
こ
で
吉

田
健
一
が
標
題
作
品
を
ど
う
論
じ
て
い
る
か
は
さ
て
お
き
、同
作
の
作
者
ス
タ
ン
ダ
ー

ル
が
イ
タ
リ
ア
の
パ
ル
マ
を
舞
台
と
す
る
小
説
を
手
が
け
た
事
実
0

0

に
か
ん
す
る
以
下

の
文
面
の
引
用
は
、吉
田
健
一
「
金
沢
」
の
理
解
に
と
っ
て
も
意
味
が
な
い
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

―

 

　
「
長
篇
の
中
で
こ
れ
だ
け
が
舞
台
を
イ
タ
リ
イ
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
い

い
。
ス
タ
ン
ダ
ア
ル
は
イ
タ
リ
イ
を
愛
し
、そ
の
地
に
長
く
住
ん
で
最
後
に
は
領
事
と

し
て
在
任
し
て
い
た
チ
ヴ
ィ
タ
・
ヴ
ェ
ツ
キ
ア
で
死
ん
だ
。
我
々
が
愛
す
る
も
の
が
そ

れ
と
我
々
の
間
に
或
る
距
離
を
置
く
こ
と
は
我
々
の
心
を
動
か
し
た
こ
と
が
そ
の
動

か
し
た
こ
と
で
我
々
か
ら
離
れ
た
所
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
こ
れ

が
何
れ
の
場
合
も
そ
の
対
象
の
前
に
我
々
が
無
に
等
し
く
な
る
為
で
あ
る
こ
と
に
就

て
は
既
に
触
れ
た
。ス
タ
ン
ダ
ア
ル
が
イ
タ
リ
イ
に
住
ん
で
こ
の
地
を
自
分
の
故
郷
と

見
て
い
た
の
は
故
郷
の
懐
し
さ
が
こ
の
異
郷
を
包
み
、そ
れ
で
異
郷
で
は
な
い
故
郷
と

こ
れ
を
懐
し
く
思
う
も
の
の
間
に
あ
る
距
離
を
常
に
自
分
と
自
分
が
い
る
場
所
の
間

に
置
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
の
イ
タ
リ
イ
を
小
説
の
舞
台

に
選
ん
だ
こ
と
は
そ
の
時
既
に
一
篇
の
物
語
が
ス
タ
ン
ダ
ア
ル
の
頭
の
中
で
形
を
な

し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
れ
を
所
謂
、
写
実
主
義
の
反
対
と
考
え
る

も
の
は
正
確
な
眼
の
働
き
が
微
妙
な
陰
翳
も
見
逃
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う

べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
写
実
主
義
は
一
つ
の
影
像
を
構
成
す
る
に
至
る
こ

と
が
な
い
」。

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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上掲は、本稿執筆時点（2020 年 12 月）で国土地理院が公開している地理院地図を活用し、本稿通読にとっ
て有用であろう最低限の情報を、記号をもって表記したものである（記号以外は、上から浅野川、犀川となる
川の名さえも省いた）。作図技術が拙いうえ、―いかに特段に考慮は払わないとはいえ―時代も隔たってい
て、有効性は限られるが、地形や本文中で言及する主要街路には大きな変化がないと思われる。諒とされたい。
なお、記号は、エリアを指示する A1 ～ A6（北から順；以下同）、ピンポイントで場所・施設を指示する P1

～ P9、交通の要所を指示する R1 ～ R9、の 3群に分け、それぞれを【 】で括って本文に組み込んだ。また、
24 の記号の具体的な指示対象は、以下のとおりである。（P6、P7、P9 のように、地図の参照を求めない前半
「一 記述」でのみ言及する例も、ここには含めている。）
［A群］： A1 ＝卯辰山山麓寺院群、A2 ＝卯辰山山頂付近、A3 ＝ひがし茶屋街、A4 ＝金沢城公園、A5 ＝長町
武家屋敷跡周辺、A6 ＝寺町
［P群］： P1 ＝宇多須神社、P2 ＝宝泉寺、P3 ＝「子来坂の蕎麦屋」、P4 ＝金沢文芸館、P5 ＝尾山神社、P6
＝成巽閣、P7 ＝旧「石川県庁舎石引分室」、P8 ＝料理旅館「つば甚」、P9 ＝「忍者寺」こと妙立寺
［R群］： R1 ＝ JR金沢駅、R2 ＝浅野川大橋、R3 ＝武蔵ヶ辻（武蔵交差点）、R4 ＝兼六園下、R5 ＝香林坊
交差点、R6 ＝広坂交差点、R7 ＝犀川大橋、R8 ＝桜橋、R9 ＝新桜坂
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