
手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

附
り
か
ら
く
り
「
七
化
け
」

に
つ
い
て

山
　
　
田

和
　
　
人

は
じ
め
に

　
従
来
、
絵
尽
し
『
若
水
千
歳
狐
』
は
、
寛
保
三
年
、
延
享
元
年
（
一
七
四

四
）
頃
初
演
と
推
定
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
『
並
木
正
三
一
代
噺
』
に
、
並
木

正
三
が
、
十
四
、
五
歳
の
時
、
「
若
水
千
歳
狐
」
と
い
う
手
妻
か
ら
く
り
の
水

舟
の
仕
掛
け
を
考
案
し
た
と
い
う
記
事
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
吉
永
孝

雄
氏
旧
蔵
本
は
鶴
見
誠
氏
に
よ
り
、
「
資
料
紹
介
『
若
水
千
歳
狐
』
絵
づ
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
並
木
正
三
工
夫
の
水
船
の
仕
掛
け
　
　
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

田
衛
氏
も
「
並
木
正
三
年
譜
考
」
に
お
い
て
、
今
の
と
こ
ろ
は
『
並
木
正
三
一

代
噺
』
の
記
事
か
ら
上
述
の
上
演
と
す
る
し
か
な
い
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

『
並
木
正
三
一
代
噺
』
に
は
「
親
正
兵
衛
出
羽
の
芝
居
世
話
せ
し
時
　
今
の
角

丸
芝
居
の
向
ひ
に
有
り
し
　
若
水
千
歳
狐
と
い
ふ
手
づ
ま
か
ら
く
り
の
水
船
の

し
か
け
は
、
久
太
十
四
五
才
の
工
夫
な
り
と
聞
き
お
よ
び
ぬ
」
と
あ
り
、
こ
の

　
　
　
　
　
手
妻
肝
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

「
久
太
十
四
五
才
」
か
ら
逆
算
し
て
上
記
の
初
演
年
次
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

土
田
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
記
事
の
通
り
、
伊
藤
出
羽
が
「
若
水
千

歳
狐
」
に
出
演
し
て
い
る
こ
と
が
、
絵
尽
し
『
若
水
千
歳
狐
』
で
確
認
で
き
る

こ
と
か
ら
見
て
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
『
若
水
千
歳
狐
』
の
初
演
年
次
も
寛
保

三
年
、
延
享
元
年
と
推
定
し
て
お
く
の
が
穏
当
な
よ
う
で
あ
る
。

　
な
お
、
土
田
氏
は
『
並
木
正
三
一
代
噺
』
の
「
手
づ
ま
か
ら
く
り
の
水
船
の

し
か
け
」
を
『
若
水
千
歳
狐
』
の
「
伊
藤
出
羽
橡
　
一
っ
の
人
ぎ
ゃ
う
を
持
出

舟
二
そ
う
と
な
し
、
ぶ
た
い
を
は
し
ら
す
手
づ
ま
か
ら
く
り
」
と
見
て
お
ら
れ

る
。
鶴
見
誠
氏
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
本
絵
尽
し
の
中
で
山
本
弥
八
郎
が

演
じ
て
い
る
布
晒
し
の
手
妻
芸
で
用
い
ら
れ
て
い
る
水
槽
を
、
『
並
木
正
三
一

代
噺
』
の
「
手
づ
ま
か
ら
く
り
の
水
船
の
し
か
け
」
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
「
舞
台
中
央
に
造
ら
れ
た
水
船
が
問
題
で
、
本
水
が
入
っ
て
い
る
に
も
拘

わ
ら
ず
、
人
が
出
入
り
し
て
少
し
も
濡
れ
な
い
所
が
、
正
三
の
発
明
な
の
で
あ
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六
一



　
　
　
　
　
手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

ろ
う
。
水
へ
出
入
り
す
る
よ
う
に
見
せ
て
、
実
は
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
に
工
夫

が
あ
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
本
当
に
水
か
ら
出
入
り
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

身
体
な
り
衣
裳
な
り
に
工
夫
が
あ
っ
て
濡
れ
な
い
も
の
か
、
或
は
ま
た
水
と
見

せ
て
水
で
は
な
く
、
従
っ
て
濡
れ
な
い
も
の
か
」
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
水

舟
と
い
う
言
い
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
水
槽
を
用
い
た
手
妻
か
ら
く
り
と
も
解

釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
工
夫
自
体
は
す
で
に
元
禄
期
の
歌
舞
伎
の

舞
台
な
ど
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
水
槽
を
用
い
た
仕
掛
け
を
正

三
が
考
案
し
た
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
っ
い
て

は
、
長
沢
眞
希
子
氏
の
「
元
禄
歌
舞
伎
に
お
け
る
か
ら
く
り
　
　
元
禄
年
問
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
が
ら
く
り
を
中
心
に
　
　
」
に
詳
し
い
。
こ
の
趣
向
自
体
は
す
で
に
『
巣
大

門
屋
敷
』
の
山
本
飛
騨
稼
に
関
す
る
記
事
と
し
て
「
別
し
て
水
学
の
術
を
得
、

水
中
に
入
り
て
水
中
よ
り
出
づ
る
に
、
衣
服
を
ぬ
ら
さ
ず
」
と
あ
る
。
伊
藤
出

羽
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
飛
騨
撤
の
か
ら
く
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
出
羽
座
の

伊
藤
出
羽
や
山
本
弥
八
郎
が
演
じ
て
も
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
。
絵
尽
し
『
若

水
千
歳
狐
』
は
ま
さ
に
こ
の
飛
騨
と
同
様
の
か
ら
く
り
を
遣
っ
た
演
出
を
試
み

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
種
の
か
ら
く
り
と
し
て
は
『
磯
訓
蒙
鑑
草
』
に
い

う
「
水
の
中
へ
人
形
つ
か
ひ
な
が
ら
は
い
る
　
人
形
も
人
も
ぬ
れ
ま
せ
ぬ
」
か

ら
く
り
が
あ
る
。
と
も
か
く
、
絵
尽
し
『
若
水
千
歳
狐
』
の
水
槽
を
用
い
た
仕

掛
け
は
、
こ
れ
ら
の
先
例
に
よ
っ
た
演
出
で
あ
り
、
正
三
の
独
自
に
考
案
し
た

も
の
と
い
う
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
や
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
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り
、
土
田
氏
の
解
釈
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
絵
尽
し
『
若
水
千

歳
狐
』
が
、
『
並
木
正
三
一
代
噺
』
の
記
事
に
あ
る
「
若
水
千
歳
狐
」
と
同
一

で
あ
る
限
り
で
は
あ
る
が
。
こ
の
手
妻
か
ら
く
り
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と

に
す
る
。

　
鶴
見
誠
氏
が
紹
介
さ
れ
た
吉
永
孝
雄
氏
旧
蔵
絵
尽
し
は
、
現
在
は
大
阪
女
子

大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
一
本
で
あ
る
。
同
氏
は
解
題
と
写
真
、
本
文
の
翻
刻

を
掲
載
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
資
料
紹
介
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
た
め
に
、

こ
の
絵
尽
し
に
っ
い
て
の
考
察
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
鶴
見
氏
の
関

心
は
、
『
並
木
正
三
一
代
噺
』
の
並
木
正
三
と
の
関
連
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
絵
尽
し
は
そ
う
し
た
並
木
正
三
と
の
関
連
だ
け
で
な
く
、
数
少
な
い
伊
藤
出

羽
の
絵
尽
し
と
し
て
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
手
妻
人
形
の
演
技
や
そ
の
動
き
の

変
化
を
考
察
す
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
本
書
の
資
料
価

値
に
留
意
し
な
が
ら
、
手
妻
人
形
の
動
態
や
演
技
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加

え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
な
お
、
手
妻
人
形
に
つ
い
て
は
、
祐
田
善
雄
氏
の
卓
説
が
あ
り
、
筆
者
も
改

め
て
こ
の
指
摘
に
っ
け
加
え
る
ほ
ど
の
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
た
だ
、
祐
田
氏
が
用
い
ら
れ
た
資
料
は
元
禄
期
か
ら
享
保
・
元
文
期
の

絵
画
資
料
が
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
と
現
存
す
る
文
楽
の
人
形
の
首
の
変
化
を
参

照
し
な
が
ら
の
考
証
で
あ
る
。
本
稿
で
紹
介
す
る
『
若
水
千
歳
狐
』
は
寛
延
三

年
、
延
享
元
年
初
演
か
と
推
定
さ
れ
て
き
た
絵
尽
し
で
あ
り
、
参
照
す
る
資
料



も
享
保
・
元
文
期
以
後
の
絵
尽
し
が
中
心
と
な
る
た
め
に
、
そ
の
結
果
が
い
さ

さ
か
食
い
違
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
手
妻
芸
に
つ
い
て

本
絵
尽
し
か
ら
導
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
い
く
つ
か
の
諸
問
題
を
整
理
し
て
お

き
た
い
。

　
管
見
に
入
る
限
り
、
同
絵
尽
し
は
鶴
見
氏
の
紹
介
さ
れ
た
吉
永
孝
雄
氏
旧
蔵

本
以
外
に
も
、
国
立
国
会
図
書
館
、
財
団
法
人
三
井
文
庫
に
そ
れ
ぞ
れ
現
存
し

て
い
る
。
国
会
図
書
館
本
は
『
古
今
撰
集
楽
』
「
五
之
巻
」
、
三
井
文
庫
本
は

『
絵
本
櫓
太
鼓
』
「
一
」
に
そ
れ
ぞ
れ
所
収
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
以
外

に
も
現
存
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
こ
こ
で
は
、
本
絵
尽
し
の
所
収
さ
れ
て
い
る
一
本
で
あ
る
国
会
図
書

館
本
『
古
今
撰
集
楽
』
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
体
裁
　
半
紙
本
。
袋
綴
じ
。
原
装
。
寸
法
　
二
二
・
一
Ｘ
一
五
・
九
。

　
題
蜜
　
「
古
今
撰
集
楽
」
。
寸
法
　
一
四
・
三
×
三
・
五
。

　
冊
数
　
六
冊
。
一
冊
に
つ
き
六
作
の
絵
尽
し
を
収
め
て
い
る
。
そ
の
五
冊
目

四
番
目
に
『
若
水
千
歳
狐
』
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
『
若
水
千
歳
狐
』
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

　
表
紙
は
、
共
表
紙
。
右
上
に
伊
藤
出
羽
の
紋
、
右
に
「
若
水
千
歳
狐
」
、
そ

の
下
に
「
ゑ
づ
く
し
」
と
あ
り
、
中
央
に
鳥
兜
を
被
っ
た
伶
人
姿
の
人
形
遣
い

　
　
　
　
　
手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』
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．
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が
布
晒
し
の
人
形
を
、
水
槽
の
水
の
上
で
遣
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い

る
。
ま
た
、
左
上
に
は
梅
の
咲
い
て
い
る
枝
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
以
下
、
構
成
は
次
の
三
本
建
て
で
あ
る
。

　
一
ウ
・
ニ
オ
　
「
神
い
さ
め
こ
と
ぶ
き
手
づ
な
」

　
ニ
ウ
ー
五
オ
　
「
あ
た
ご
む
こ
て
ん
ぐ
さ
か
も
り
」

　
五
ウ
ー
八
オ
　
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」

　
こ
の
三
本
建
て
の
上
演
形
態
は
、
竹
田
か
ら
く
り
子
供
芝
居
の
そ
れ
に
一
致

す
る
。
竹
田
か
ら
く
り
の
場
合
に
は
、
踊
り
、
子
供
墾
言
、
か
ら
く
り
と
の
取

り
合
わ
せ
上
演
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
子
供
廷
言
と
結
び
付
い
た
か
ら
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手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

く
り
の
一
座
と
な
っ
た
出
羽
座
の
場
合
に
は
、
子
供
蛋
言
と
の
併
演
と
い
う
形

態
は
同
じ
で
あ
る
が
、
か
ら
く
り
以
外
に
本
芸
の
手
妻
芸
も
併
せ
て
人
気
を
博

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
伊
藤
出
羽
権
稼
の
絵
尽
し
に
も
、
そ
れ

と
同
じ
上
演
形
態
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
若
水
千
歳
狐
』
の
場
合
も
、

こ
れ
ら
の
か
ら
く
り
子
供
芝
居
の
上
演
形
態
と
同
じ
で
、
「
神
い
さ
め
こ
と
ぶ

き
手
づ
な
」
は
、
幕
開
き
の
踊
り
で
、
絵
馬
に
見
立
て
て
子
供
役
者
の
所
作
事

が
演
じ
ら
れ
た
も
の
、
「
あ
た
ご
む
こ
て
ん
ぐ
さ
か
も
り
」
は
子
供
狂
一
言
、
「
わ

か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
は
、
伊
藤
出
羽
の
手
妻
芸
を
中
心
に
子
供
役
者
と

の
共
演
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。

　
上
演
の
時
期
は
、
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
の
最
後
に
旗
鉾
が
飾
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
や
『
若
水
千
歳
狐
』
の
表
題
や
、
表
紙
の
梅
や
伶
人
の
姿
な

ど
か
ら
み
れ
ば
、
鶴
見
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
上
演
は
正
月
で
あ
っ

た
か
と
推
定
さ
れ
る
。

　
な
お
、
『
若
水
千
歳
狐
』
の
諸
本
を
比
較
検
討
す
る
と
、
す
べ
て
同
版
と
思

わ
れ
る
。
後
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
書
を
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
み
る

と
、
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
の
最
初
と
最
後
に
明
ら
か
に
人
形
遣
い

を
削
り
取
っ
た
跡
が
見
受
け
ら
れ
る
。
人
形
遣
い
が
削
り
取
ら
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
か
ら
見
れ
ば
、
現
存
す
る
『
若
水
千
歳
狐
』
が
初
演
当
初
の
絵
尽
し
と

は
必
ず
し
も
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、

並
木
正
三
が
水
舟
の
工
夫
を
し
て
そ
れ
を
出
羽
座
が
初
演
し
た
時
の
絵
尽
し
と
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言
え
る
か
ど
う
か
に
っ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
。
か
り
に
初
演
当
初
の
も
の
で

あ
る
と
し
て
も
、
出
羽
座
の
な
ん
ら
か
の
特
殊
事
情
の
も
と
に
板
行
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
配
慮
し
た
上
で
資
料
と
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

　
伊
藤
出
羽
の
享
保
以
後
の
活
動
に
っ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
必
ず
し
も

そ
の
実
情
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
資
料
の
少
な
さ
が
も
っ

と
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
今
回
取
り
上
げ
る
『
若
水
千
歳
狐
』
に
収
め
ら
れ

て
い
る
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
も
、
そ
う
し
た
出
羽
座
の
活
動
を
補

う
資
料
と
し
て
、
ま
た
、
手
妻
芸
に
関
す
る
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
必

要
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
そ
の
概
要
に
っ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き

っ
ね
」
は
、
見
開
き
三
図
か
ら
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
そ
れ
ぞ
れ

の
見
開
き
図
を
順
番
に
第
一
図
（
五
ウ
・
六
オ
）
、
第
二
図
（
六
ウ
・
七
オ
）
、

第
三
図
（
七
ウ
・
八
オ
）
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
は
、
そ
の
筋
立
て
か
ら
い
え
ば
、
明
か
に

『
傾
城
反
魂
香
』
の
世
界
に
依
っ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
っ
い
て
は
限
ら
れ
た

絵
尽
し
の
記
述
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
展
開
に

な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
狩
野
四
郎
次
郎
が
勅
状
に
よ
り
白
菊
の
絵
を
受
け

取
り
、
稲
荷
へ
祈
願
を
込
め
に
行
く
。
そ
の
時
、
狐
火
が
四
郎
次
郎
を
伴
っ
て



い
く
。
ま
た
、
長
谷
部
雲
谷
の
家
来
ど
も
は
稲
荷
の
神
前
で
四
郎
次
郎
に
縄
を

掛
け
て
、
ひ
き
す
え
る
が
実
は
狐
が
身
代
わ
り
に
な
っ
て
い
る
。
縄
を
掛
け
ら

れ
た
狐
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
割
れ
て
そ
の
中
か
ら
藤
の
花
を
か
た
げ
た
娘
が

現
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
大
津
絵
の
手
妻
芸
の
芸
尽
し
へ
と
展
開
し
て
い

く
。
こ
れ
が
第
一
図
、
第
三
図
の
手
妻
芸
で
あ
る
。
そ
の
間
に
、
四
郎
次
郎
は
、

長
谷
部
雲
谷
に
殺
さ
れ
水
中
に
投
げ
込
ま
れ
、
舞
台
で
は
伊
藤
出
羽
の
手
妻
か

ら
く
り
と
山
本
弥
八
郎
の
手
妻
が
演
じ
ら
れ
る
（
第
二
図
一
。

　
『
傾
城
反
魂
香
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
記
述
は
以
上
が

す
べ
て
で
あ
り
、
四
郎
次
郎
と
長
谷
部
雲
谷
と
の
対
立
を
軸
に
、
稲
荷
の
霊
験

を
か
ら
め
て
、
雲
谷
の
家
来
た
ち
を
驚
か
す
奇
瑞
と
し
て
手
妻
芸
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。
大
津
絵
の
い
わ
ゆ
る
七
化
け
の
趣
向
を
盛
り
込
む
た
め
に
『
傾
城
反

魂
香
』
の
世
界
を
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
『
傾
城
反
魂

香
』
の
世
界
は
、
第
二
図
の
「
四
郎
次
郎
二
山
本
百
松
」
、
「
長
谷
部
雲
谷
」
に

は
「
山
本
定
介
」
が
扮
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
出
羽
座
に
所

属
し
て
い
る
子
供
役
者
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
手
妻
人
形
の
演

技
と
子
供
役
者
の
廷
言
を
共
演
さ
せ
る
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

三

　
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
の
場
合
に
即
し
て
、

及
び
そ
の
演
技
に
っ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

そ
の
手
妻
芸
の
動
態
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手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

　
ま
ず
、
本
書
に
お
け
る
「
手
妻
」
の
例
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
図
で
は
、
「
き
っ
ね
の
う
ち
よ
り
ふ
し
の
花
か
た
げ
し
女
の
す
か
た
あ

ら
は
れ
侍
ど
も
を
た
ふ
ら
か
し
後
み
き
と
く
り
と
成
手
づ
ま
」
と
あ
る
。
こ
こ

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
藤
の
花
を
か
た
げ
た
女
の
人
形
を
遣
う
人
形
遣
い
が
削

り
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
削
り
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
証
拠
は
こ
の
絵

尽
し
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
六

オ
に
削
り
取
ら
れ
た
人
形
遣
い
の
柞
の
一
部
が
残
っ
て
お
り
、
ま
た
、
藤
の
花

を
か
た
げ
た
女
の
足
元
が
下
駄
の
よ
う
に
見
え
る
の
も
、
人
形
遣
い
を
削
り
取

っ
た
時
に
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
削
り
取
っ
た
跡
が
舞
台
の
板
目

の
不
自
然
に
途
切
れ
た
線
に
現
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
人
形
遣
い
を
削
り
取
る

と
き
に
板
目
の
線
の
部
分
だ
け
を
彫
り
残
し
て
、
板
目
の
線
に
強
引
に
っ
な
げ

た
結
果
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
稚
拙
な
か
た
ち
で
人
形
遣
い
が
削
り
取
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意

味
で
は
資
料
と
し
て
は
危
険
な
要
素
を
含
む
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
こ
と
で
直
ち
に
こ
の
絵
尽
し
が
手
妻
の
研
究
資
料
と
し
て
信
頼
で
き
な
い

も
の
と
性
急
に
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
か
え
っ
て
我
々
は
こ
れ
ら
の
不

自
然
な
描
写
を
手
掛
か
り
に
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
人
形
遣
い
の

姿
を
あ
る
程
度
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
図
に
あ
る
よ
う

に
六
オ
に
残
っ
た
柞
の
一
部
、
藤
の
花
か
た
げ
し
女
の
位
置
、
雲
谷
の
家
来
の

目
線
、
そ
の
下
の
説
明
文
の
字
配
り
、
舞
台
の
板
目
の
不
自
然
な
線
の
位
置
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六

ど
を
総
合
す
る
と
、
こ
こ
に
は
片
手
遣
い
の
手
妻
人
形
遣
い
が
描
か
れ
て
い
た

と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
妻
芸
と
し
て
は
、
狐
か
ら
現
れ
た
藤
の
花
か

た
げ
し
女
が
所
作
を
し
た
後
に
御
酒
徳
利
に
変
身
す
る
と
い
う
手
妻
で
あ
る
。

六
オ
の
三
方
に
載
せ
ら
れ
た
徳
利
が
、
こ
の
女
の
人
形
が
変
身
し
た
徳
利
で
あ

る
。　

さ
ら
に
、
六
オ
に
は
、
手
妻
と
い
う
用
語
は
見
出
せ
な
い
が
、
明
ら
か
に
両

手
遣
い
の
手
妻
芸
で
あ
る
「
鬼
の
念
仏
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
お
に
の
ね
ん

ふ
っ
の
人
き
や
う
さ
ま
く
う
か
れ
て
か
た
ち
三
っ
に
あ
ら
は
れ
後
人
形
っ
か

い
共
そ
ら
へ
あ
が
る
」
と
い
う
説
明
文
が
あ
る
。
こ
の
記
述
に
従
え
ば
、
鬼
の

念
仏
の
人
形
が
三
体
に
分
か
れ
て
い
く
手
妻
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
画
証
は
複
数
の
人
形
を
早
替
わ
り
で
遣
う
手
妻
芸
の
妙
味
を
示
し
て

い
る
。

　
従
来
、
手
妻
芸
に
っ
い
て
触
れ
る
と
き
に
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
画
証

の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
玉
黒
髪
七
人
化
粧
』
の
七
つ
人
形
の
例
が
想
起
さ
れ
る
。

こ
の
絵
尽
し
で
は
「
ま
さ
ひ
め
」
人
形
が
様
々
に
姿
を
変
じ
る
手
妻
が
演
じ
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
ら
い
く
は
う
し
ん
き
ゃ
う
を
も
っ
て
き
し
や
う
の

ま
さ
ひ
め
を
お
ひ
か
け
給
ふ
」
と
頼
光
が
神
鏡
を
も
っ
て
「
ま
さ
ひ
め
」
に
迫

り
、
七
人
の
姿
に
変
じ
た
「
ま
さ
ひ
め
」
が
、
そ
の
神
鏡
の
奇
瑞
に
お
そ
れ
逃

げ
去
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
祐
田
善
雄
氏
は
こ
う
し
た
手
妻
芸
を
「
数
個
の

人
形
を
同
時
に
遣
う
早
業
芸
」
と
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
早
業
芸
で



は
あ
る
が
、
「
鬼
の
念
仏
」
の
三
っ
人
形
の
例
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
動
態
は
最

初
か
ら
七
つ
の
人
形
を
そ
の
ま
ま
同
時
に
遣
う
の
で
は
な
く
、
初
め
は
一
体
の

人
形
で
そ
れ
が
次
第
に
数
が
増
え
て
七
っ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る

と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
「
鬼
の
念
仏
」
の
場
合
は
、
鬼
の

念
仏
の
人
形
が
様
々
に
所
作
を
し
て
、
そ
の
後
に
三
体
の
人
形
に
分
か
れ
て
同

時
に
動
く
と
い
う
手
妻
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
用
例
と
し
て
も
う
一
例
を
っ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
『
竹
田
大

　
　

唐
繰
』
（
安
永
六
年
、
江
戸
結
城
座
に
て
、
竹
田
と
出
羽
の
合
同
興
行
）
所
収

の
「
手
妻
い
づ
な
七
ば
け
」
の
「
京
わ
ら
ん
べ
」
の
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

ナば七なづ

　
い一

妻手

「
わ
ら
ん
べ
の
人
形
す
へ
に
い
た
り
二
つ
に
わ
か
れ
ま
す
る
わ
か
れ
こ
ぞ
う
」

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
の
人
形
を
遣
っ
て
い
る
の
は
、
合
同

興
行
の
竹
田
の
子
供
役
者
で
あ
る
「
竹
田
利
兵
衛
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
面
白

い
例
で
、
出
羽
座
の
人
形
遣
い
で
は
な
く
、
竹
田
の
子
供
役
者
が
手
妻
芸
を
勤

め
る
と
い
う
こ
と
で
、
観
客
の
興
味
を
そ
そ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
竹
田
の
子
供

役
者
た
ち
は
時
に
は
か
ら
く
り
の
操
作
に
も
か
か
わ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
そ

う
し
た
人
形
の
操
作
に
あ
る
程
度
馴
れ
て
い
た
と
い
う
面
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
体
の
人
形
を
左
右
そ
れ
ぞ
れ
に
遣
う
両
手
遣
い
人
形
で
あ

る
が
、
そ
の
動
態
は
、
「
わ
ら
ん
べ
」
の
人
形
が
両
手
に
持
っ
た
チ
ャ
ッ
パ
を

打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
踊
り
、
や
が
て
、
そ
の
人
形
が
最
後
に
二
体
に
分
か
れ
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
前
掲
の
例
と
同
様
、
最
初
か
ら
二
体
の
人
形

を
両
手
遣
い
で
演
じ
た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
諸
例
を
参
照
す
れ
ば
、
手
妻
芸
の
中
に
は
、
数
個
の
人
形
を
同
時

に
遣
う
早
業
芸
が
あ
っ
た
が
、
現
在
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
絵
画
資
料
か
ら

見
る
か
ぎ
り
、
そ
の
数
個
の
人
形
は
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
、
同
じ
か
た
ち
を
し
て

お
り
、
最
初
は
一
体
で
あ
っ
た
人
形
が
、
後
に
数
個
に
分
か
れ
て
い
き
、
さ
ま

ざ
ま
の
所
作
を
す
る
と
い
う
動
態
を
も
っ
手
妻
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
推
測
を
重
ね
れ
ば
、
近
松
の
『
心
中
重
井
筒
』
に
「
っ
っ
む
た
も
と

の
ひ
だ
の
じ
や
う
。
ふ
た
っ
つ
が
ひ
の
手
づ
ま
に
も
」
と
あ
る
「
ふ
た
つ
っ
が

ひ
」
は
、
祐
田
善
雄
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
「
手
妻
と
あ
る
以
上
、
雌
雄
の
つ
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七



　
　
　
　
　
手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

が
い
、
す
な
わ
ち
二
個
の
人
形
を
遣
う
だ
け
で
は
な
く
、
特
別
の
仕
掛
け
の
あ

る
遣
い
方
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
六
行
本
に
『
ふ
た
つ
つ
か
ひ
』
と
あ
る
の

に
よ
っ
て
『
ふ
た
つ
遣
ひ
』
の
意
味
に
解
釈
し
て
片
手
人
形
を
両
手
に
遣
う
ふ

た
っ
遣
い
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
こ
の
文
だ
け
で
は
ど
う
に
で
も
と
る
こ
と
が

出
来
る
」
と
い
う
二
っ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
例
は
、
先
に
見
た

「
京
わ
ら
ん
べ
」
に
お
け
る
例
か
ら
見
て
、
や
は
り
、
ひ
と
つ
の
人
形
が
二
つ

に
分
か
れ
て
い
く
と
い
う
特
別
の
仕
掛
け
が
用
い
ら
れ
た
「
ふ
た
っ
っ
か
ひ
」

（
二
つ
っ
が
い
）
の
手
妻
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
ふ
た
っ
遣
ひ
」
の
可
能

性
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
両
手
遣
い
と
い
っ
た
表
記
を
と
る
の
が
普
通
で

は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
伊
藤
出
羽
の
両
手
遣
い
の
例
で
は
「
伊
藤
出
羽
水
の

上
に
て
両
手
つ
か
い
人
形
仕
御
ら
ん
に
入
れ
ま
す
る
」
（
『
竹
田
大
唐
繰
』
）
と

あ
り
、
「
両
手
つ
か
い
人
形
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

手
妻
人
形
で
は
片
手
遣
い
が
普
通
の
遣
い
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
両
手
で
遣
う
よ

う
に
な
っ
た
た
め
に
両
手
遣
い
人
形
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
飛
騨
稼
の
活
躍
時
期
よ
り
も
、
は
る
か
に
新
し
い
安

永
年
問
の
例
で
は
あ
る
が
、
飛
騨
の
手
妻
・
か
ら
く
り
を
売
り
物
に
し
て
い
た

出
羽
座
に
お
け
る
手
妻
の
用
例
と
い
う
意
味
で
も
注
目
さ
れ
る
。

　
因
み
に
、
「
鬼
の
念
仏
」
の
人
形
遣
い
が
最
後
に
「
そ
ら
へ
あ
が
る
」
と
あ

る
記
述
は
、
人
形
遣
い
が
三
体
の
人
形
を
遣
い
な
が
ら
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
く
、

い
わ
ゆ
る
宙
乗
り
の
演
技
を
想
起
さ
せ
る
。
人
形
遣
い
の
宙
乗
り
は
、
現
在
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八

文
楽
で
も
し
ば
し
ば
演
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
手
妻
尽
く
し
の
人
形
芝
居

に
お
い
て
い
か
に
も
ケ
レ
ン
み
た
っ
ぷ
り
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深

い
。

四

　
第
二
図
で
は
、
「
水
中
よ
り
れ
い
じ
ん
の
す
が
た
に
て
山
本
弥
八
郎
出
と
り

か
ふ
と
を
さ
ら
し
の
人
形
と
か
へ
る
　
二
人
の
人
形
ぬ
の
さ
ら
し
の
き
よ
く
を

っ
か
ふ
手
づ
ま
」
の
用
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
表
紙
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
伊

藤
出
羽
の
得
意
芸
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
水
槽
に
は
本
水
が
入
っ
て
い
る
こ
と

は
「
水
ま
き
あ
が
る
」
と
い
う
注
記
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
一
」
う
し
た
例
は
か

ら
く
り
絵
尽
し
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
け
っ
し
て
絵
空
事
で
は

な
い
。
こ
の
手
妻
は
水
中
よ
り
最
初
は
表
紙
に
あ
る
通
り
伶
人
の
姿
で
登
場
し

て
、
片
手
遣
い
で
布
晒
し
の
人
形
を
操
り
、
そ
の
後
、
鳥
兜
を
第
二
図
に
あ
る

通
り
、
も
う
一
体
の
女
の
布
晒
し
人
形
に
変
化
さ
せ
る
と
い
う
手
妻
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
時
、
人
形
遣
い
山
本
弥
八
郎
も
表
紙
に
あ
る
伶
人
姿
か
ら
第
二
図
に
あ

る
柞
姿
に
早
替
わ
り
し
た
よ
う
で
あ
る
。
手
妻
人
形
だ
け
で
は
な
く
、
人
形
遣

い
も
現
在
の
文
楽
の
早
替
り
と
同
じ
よ
う
に
早
替
り
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
こ
れ
は
衣
裳
の
引
き
抜
き
で
演
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、

通
常
の
舞
台
に
お
け
る
引
き
抜
き
と
は
異
な
り
、
水
槽
の
上
と
い
う
条
件
の
元

で
の
早
替
わ
り
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
な
り
に
お
も
し
ろ
い
演
出
で
あ
っ
た
の
だ
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ろ
う
。
あ
る
い
は
、
最
初
は
伶
人
姿
で
現
わ
れ
、
い
っ
た
ん
水
中
に
没
し
て
再

び
水
上
に
現
わ
れ
た
と
き
に
は
柞
姿
で
あ
る
と
い
っ
た
演
出
が
と
ら
れ
た
可
能

性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
形
遣
い
が
早
替
り
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
履
き
物
も
伶
人
の
沓
か
ら
下
駄
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。
柞
に
下
駄

と
い
う
い
で
た
ち
は
い
さ
さ
か
不
自
然
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は

布
晒
し
の
演
技
に
は
必
ず
用
い
ら
れ
る
、
足
拍
子
を
踏
む
た
め
の
小
道
具
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
歌
舞
伎
舞
踊
『
越
後
獅

子
』
『
近
江
の
お
兼
』
な
ど
の
布
晒
し
の
下
駄
の
足
拍
子
、
布
晒
し
の
舞
踊
の

浮
世
絵
、
絵
尽
し
な
ど
の
扮
装
を
は
じ
め
と
し
て
、
半
田
市
亀
崎
石
橋
組
青
龍

車
に
現
在
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
く
り
で
も
、
や
は
り
、
下
駄
を
履
い
た
娘

の
布
晒
し
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
伊
藤
出
羽
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
『
竹
田

大
唐
繰
』
の
大
切
に
演
じ
ら
れ
た
伊
藤
出
羽
の
「
手
妻
」
と
、
本
書
の
第
二
図

は
演
目
が
異
な
る
も
の
の
、
水
槽
の
上
で
伊
藤
出
羽
が
両
手
遣
い
で
人
形
を
遣

い
下
駄
を
履
い
て
足
拍
子
を
踏
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
伊
藤
出

羽
が
こ
の
水
槽
を
遣
っ
た
手
妻
を
得
意
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場

合
は
布
晒
し
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
駄
履
き
で
あ
り
、
こ
の
水
槽
を

利
用
し
た
演
技
の
時
に
は
水
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
た
め
に
下

駄
で
足
拍
子
を
踏
む
と
い
う
演
技
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

六
九



手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

五

　
次
に
「
手
妻
か
ら
く
り
」
の
例
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
第
二
図
で
は
、
「
伊
藤
出
羽
稼
」
の
遣
う
「
一
っ
の
人
ぎ
や
う
を
持
出
舟
二

そ
う
と
な
し
　
ぶ
た
い
を
は
し
ら
す
手
づ
ま
か
ら
く
り
」
と
あ
る
。
並
木
正
三

が
十
四
、
五
歳
の
時
に
考
案
し
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
手
妻
か
ら
く
り
の
よ
う

で
あ
る
。
最
初
は
ど
の
よ
う
な
人
形
で
あ
っ
た
の
か
は
こ
の
絵
か
ら
は
確
か
め

よ
う
も
な
い
が
、
一
体
の
人
形
が
舟
二
艘
と
変
じ
て
、
そ
の
後
、
舟
が
舞
台
の

上
を
走
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
手
妻
芸
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
、
一
体
の
人

形
が
舟
二
艘
に
変
化
す
る
と
こ
ろ
が
見
せ
場
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
人
形
遣
い

の
手
を
離
れ
て
舞
台
を
舟
が
自
動
的
に
走
る
と
こ
ろ
は
ま
さ
に
「
か
ら
く
り
」

で
演
じ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
手
妻
と
か
ら
く
り
が
複
合
さ
れ
た
、
文

字
通
り
「
手
妻
か
ら
く
り
」
の
例
と
い
え
る
。

　
第
三
図
で
は
、
「
か
た
て
っ
か
い
山
ぶ
し
の
人
き
や
う
を
ざ
と
う
の
す
が
た

に
か
へ
れ
ば
ぶ
た
い
を
あ
ゆ
み
行
」
「
う
ん
こ
く
が
さ
む
ら
い
ふ
し
ぎ
が
る
」

「
手
妻
か
ら
く
り
」
が
あ
る
。
こ
の
「
手
妻
か
ら
く
り
」
と
い
う
語
が
何
を
受

け
て
い
る
の
か
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
手
妻
か
ら
く
り
」
の
注

記
の
す
ぐ
上
に
は
盃
奴
の
勧
進
箱
に
変
じ
る
手
妻
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を

「
手
妻
か
ら
く
り
」
と
表
記
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
山
伏
の
人
形
に
限
っ
て
い
え
ば
、
山
伏
の
人
形
が
座
頭
に
早
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
〇

わ
り
す
る
と
い
う
演
技
は
、
や
は
り
手
妻
芸
と
し
て
演
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
後
、
舞
台
に
置
か
れ
た
座
頭
の
人
形
が
自
ず
と
歩
み
出
す
と
い
う

「
か
ら
く
り
」
で
、
こ
こ
は
あ
ら
か
じ
め
人
形
に
内
蔵
さ
れ
て
い
た
ゼ
ン
マ
イ

で
座
頭
の
人
形
が
舞
台
を
歩
む
も
の
で
、
こ
れ
は
人
形
遣
い
の
手
を
離
れ
て
、

ひ
と
り
で
に
人
形
が
歩
む
と
い
う
意
味
で
は
、
ま
さ
に
「
か
ら
く
り
」
と
い
え

る
。
こ
の
芸
態
は
、
ま
さ
に
「
手
妻
」
と
「
か
ら
く
り
」
が
ひ
と
つ
の
人
形
に

お
い
て
複
合
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
「
手
妻
か
ら
く
り
」
と
い
う
場
合
に
は
、
祐
田
氏
が
か
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
、
手
妻
と
か
ら
く
り
の
「
両
者
を
併
用
し
て
、
人
形
を
手
妻
で
遣
い
道
具

や
装
置
に
か
ら
く
り
を
用
い
る
」
手
妻
か
ら
く
り
と
い
う
規
定
が
原
則
的
に
は

正
し
い
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
の
用
例
か

ら
い
え
ば
、
人
形
の
内
部
機
構
に
お
い
て
手
妻
と
か
ら
く
り
が
一
体
化
し
て
い

る
場
合
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
場
合
に
、

手
妻
の
糸
が
、
人
形
の
お
そ
ら
く
箱
胴
に
内
蔵
さ
れ
た
ゼ
ン
マ
イ
機
構
に
絡
ま

ら
な
い
よ
う
に
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
山
伏
の
人
形
と
座
頭
の

人
形
の
姿
を
比
較
す
れ
ば
、
人
形
の
首
は
同
じ
も
の
を
使
用
し
て
お
り
、
人
形

の
衣
裳
と
手
に
持
っ
錫
杖
と
杖
の
相
違
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
大
き
な

変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。
主
に
衣
裳
の
変
化
と
い
う
か
た
ち
の
手
妻
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

　
第
三
図
の
盃
奴
の
手
妻
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。
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人
形
遣
い
は
片
手
遣
い
で
人
形
を
さ
し
上
げ
て
遣
っ
て
い
る
。
「
大
さ
か
づ

き
を
も
ち
し
や
っ
こ
の
人
ぎ
や
う
を
た
と
ん
で
く
は
ん
ぢ
ん
ば
こ
と
か
へ
人
ぎ

や
う
つ
か
ひ
の
（
以
下
本
文
が
削
ら
れ
て
い
る
）
」
そ
の
左
に
「
び
く
に
」
と

表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
「
び
く
に
」
の
上
と
下
に

本
文
を
削
り
取
っ
た
跡
が
残
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
本
文
に
は
、
人
形

遣
い
が
「
び
く
に
」
の
姿
に
早
替
わ
り
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
比
丘
尼
が
人
形
と
い
う
に
は
大

き
す
ぎ
る
の
で
、
当
然
、
こ
れ
は
人
形
遣
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、

奴
人
形
を
畳
ん
で
勧
進
箱
に
変
え
て
そ
れ
を
人
形
遣
い
が
抱
え
て
い
る
は
ず
で
、

「
人
ぎ
ゃ
う
っ
か
ひ
の
」
以
下
の
削
り
取
ら
れ
た
本
文
に
は
、
こ
う
し
た
人
形

遣
い
の
早
替
り
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
人

形
遣
い
の
衣
裳
の
早
替
わ
り
も
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
早
替
り

に
つ
い
て
は
、
我
々
は
す
で
に
第
二
図
の
布
晒
し
の
人
形
遣
い
の
早
替
り
の
例

を
確
認
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
盃
奴
の
場
合
に
は
、
人
形
の
操
作
は
片
手
遣

い
で
、
奴
人
形
を
勧
進
箱
に
変
化
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
手
妻
芸
で
あ
り
、

こ
れ
は
「
手
妻
か
ら
く
り
」
と
い
う
よ
り
も
「
手
妻
」
の
範
曝
に
入
る
も
の
と

言
え
よ
う
。
前
述
し
た
第
三
図
の
「
手
妻
か
ら
く
り
」
の
語
句
は
一
」
う
し
た
点

を
踏
ま
え
れ
ば
、
や
は
り
、
山
伏
人
形
に
対
す
る
説
明
文
と
見
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。

手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

一
七
一
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妻
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狐
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六

　
つ
い
で
に
言
え
ば
、
第
三
図
の
最
後
の
手
妻
人
形
遣
い
も
削
り
取
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
び
く
に
」
の
横
に
「
ど
う
じ
」
と
あ
り
、

「
び
く
に
」
の
下
の
雲
谷
の
家
来
の
横
に
も
「
は
た
ぼ
こ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
人
形
は
「
ど
う
じ
」
と
そ
の
左
の
禰
宜
の
二
体
で
あ
る
。

こ
れ
が
人
形
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
大
き
さ
か
ら
見
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
二

体
の
人
形
を
遣
っ
て
い
る
人
形
遣
い
が
削
り
取
ら
れ
た
。
そ
の
跡
が
こ
こ
で
も

不
自
然
な
舞
台
の
板
目
の
線
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
不
自
然
な
板
目
の
線
を
つ

な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
と
、
こ
こ
に
は
確
か
に
両
手
遣
い
の
人
形
遣
い
が
描
か
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
は
た
ぼ
こ
」
と
実
際
の
旗
鉾
と
の
間
に
は
、
や
は
り

不
自
然
な
空
問
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
問
の
舞
台
の
板
目
に
削
り
取
ら
れ
た
人
形

遣
い
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
板
目
の
線
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

両
手
遣
い
の
人
形
遣
い
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
「
ど
う
じ
」
と
「
は
た
ぼ
こ
」
と
の
間
の
板
目
に
も
何
物
か
が
削
り
取
ら
れ

た
跡
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
本
文
が
記
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
両
者
の
関
運
を
示
す
本
文
が
あ
っ

た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
両
者
の
あ
い

だ
の
不
自
然
な
問
隔
の
説
明
が
っ
か
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
童
子
の
人
形
が

姿
を
変
じ
て
旗
鉾
に
変
わ
る
「
手
妻
か
ら
く
り
」
が
演
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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童
子
と
旗
鉾
と
の
関
連
を
手
妻
芸
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
う
考
え
る

の
が
最
も
自
然
な
よ
う
に
思
え
る
。

　
童
子
が
旗
鉾
に
変
化
す
る
手
妻
か
ら
く
り
に
っ
い
て
は
、
伊
藤
出
羽
権
撤
の

絵
尽
し
『
梯
曲
伊
達
姿
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
て
づ
ま
／
か
ら
く
り
風
流
艶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
風
」
の
画
証
が
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
稿
に
お
い
て
も
指
摘
し
て
お

い
た
が
、
こ
れ
に
は
「
人
ぎ
や
う
竹
と
な
る
手
つ
ま
か
ら
く
り
」
と
い
う
用
例

が
認
め
ら
れ
、
旅
僧
か
と
思
わ
れ
る
人
形
が
竹
と
変
じ
る
と
こ
ろ
が
「
手
妻
か

ら
く
り
」
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
人
形
遣
い
が
人
形
の
背
後
か
ら
伸
び
た
糸
を
引

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
き
な
変
化
の
場
合
に
は
こ
う
し
た
操
作
方
法
も

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
手
妻
芸
の
絵
画
資
料
で
は
そ
の
大
半
は
人
形
の
内

部
に
張
ら
れ
た
引
き
糸
の
操
作
で
あ
る
た
め
に
、
引
き
糸
自
体
が
描
か
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
引
き
糸
の
操
作
方
法
は
、
特
殊

な
例
と
い
え
る
の
だ
が
、
引
き
糸
に
よ
る
手
妻
の
操
作
と
い
う
点
に
お
い
て
は

貴
重
な
画
証
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
和
歌
三
神
影
向
松
』
の
本
文
と
と
も
に
、

引
き
糸
に
よ
る
操
作
を
裏
付
け
る
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
こ

の
糸
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
人
形
が
一
瞬
の
う
ち
に
竹
に
変
じ
る
と
い
う
手
妻

芸
が
演
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
例
か
ら
い
え
ば
、
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
の
童
子
が
旗
鉾
に

変
じ
て
い
く
と
い
う
手
妻
か
ら
く
り
も
、
人
形
が
棒
状
の
も
の
に
変
化
し
て
い

　
　
　
　
　
手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

く
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、
同
種
の
手
妻
芸
が
演
じ
ら
れ
た
も
の

と
推
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
因
み
に
第
三
図
の
最
後
の
場
面
の
、
舞
台
上
に
吊
る
さ
れ
て
い
る
提
灯
は
、

か
ら
く
り
芝
居
で
し
ば
し
ば
大
切
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
く
り
の
小
道
具
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
提
灯
に
自
ず
か
ら
灯
が
と
も
る
と
い
う
か
ら
く
り
で
あ
る
。

『
竹
田
大
唐
繰
』
に
も
同
様
の
演
出
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
ち
や
う
ち
ん

へ
こ
と
く
く
ひ
を
て
ん
じ
ま
す
る
ね
ぎ
の
人
形
は
へ
い
そ
く
と
か
は
り
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

す
る
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
四
天
王
寺
伽
藍
姿
」
の
「
大
切
庚
申
堂
」
に
も

「
万
燈
会
き
れ
い
く
一
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
お
そ
ら
く
か
ら
く
り
芝
居
の
最

後
に
そ
う
し
た
提
灯
の
灯
を
点
じ
て
い
く
か
ら
く
り
が
演
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
推
定
す
れ
ば
、
出
羽
の
芝
居
で
も
や
は
り
、
最
後
に
こ

う
し
た
提
灯
の
灯
が
と
も
る
か
ら
く
り
が
演
じ
ら
れ
た
と
考
え
て
ほ
ぼ
ま
ち
が

い
は
あ
る
ま
い
。七

　
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
の
例
か
ら
、
手
妻
芸
に
っ
い
て
検
討
を
加

え
て
き
た
。
そ
の
際
、
「
手
妻
」
「
手
妻
か
ら
く
り
」
と
い
っ
た
用
語
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
手
妻
人
形
の
場
合
に
も
、
複
数
の
人
形
を

同
時
に
早
業
で
遣
う
と
き
に
、
一
体
の
人
形
が
複
数
の
人
形
に
分
れ
て
変
化
し

て
い
く
と
い
っ
た
芸
態
の
も
の
も
含
ま
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
芸
態
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三



　
　
　
　
　
手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

「
心
中
重
井
筒
』
あ
た
り
ま
で
は
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し

た
。
ま
た
、
手
妻
か
ら
く
り
の
場
合
も
、
人
形
の
手
妻
芸
と
舞
台
の
背
景
や
装

置
に
使
用
し
た
か
ら
く
り
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
形
態
ば
か
り
で
は
な
く
、
人

形
の
中
に
手
妻
の
引
き
糸
と
ゼ
ン
マ
イ
な
ど
の
か
ら
く
り
の
仕
掛
け
を
仕
組
ん

で
演
じ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
や
は
り
、
手
妻
芸
は
人
形
に
内
蔵
さ
れ
た
引
き
糸
の
操
作
に
よ
っ
て
演
じ
ら

れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
人
形
の
外
見
は
通
常
の
人
形
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
い
。
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
の
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。

祐
田
善
雄
氏
は
「
手
妻
人
形
と
い
う
の
は
外
見
上
の
区
別
で
は
な
く
て
人
形
の

機
能
か
ら
名
附
け
ら
れ
た
名
称
だ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、

普
通
の
人
形
と
見
え
て
い
た
人
形
が
見
る
も
の
の
意
表
を
つ
い
て
変
化
す
る
と

こ
ろ
に
手
妻
芸
の
手
妻
た
る
所
以
が
あ
る
。
手
妻
に
は
手
品
に
通
じ
る
意
味
が

あ
る
が
、
こ
う
し
た
一
瞬
の
変
化
が
手
妻
芸
の
場
合
に
も
見
せ
場
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
か
ら
く
り
と
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
人
形
遣
い
が
遣
っ
て
い
る

人
形
が
一
瞬
の
う
ち
に
変
化
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
か
ら
く
り
と
相
違
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
浦
部
氏
の
「
あ
た
か
も
人
が
動
か
し
て
い
な
い

よ
う
に
離
れ
て
操
作
す
る
の
が
『
か
ら
く
り
』
で
あ
り
、
直
接
人
が
遣
っ
て
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

せ
る
の
が
『
手
妻
』
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
」
と
い
う
考
え
方
に
基
本
的
に
は

賛
意
を
表
し
た
い
。
手
妻
か
ら
く
り
で
か
ら
く
り
と
複
合
す
る
場
合
に
も
、
そ

の
一
瞬
の
変
化
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
人
形
遣
い
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四

を
離
れ
る
と
、
そ
れ
は
も
は
や
「
か
ら
く
り
」
の
世
界
で
あ
っ
た
の
か
と
思
え

　
　
ゆ

て
く
る
。

　
同
絵
尽
し
の
中
に
も
、
「
か
ら
く
り
」
の
用
語
が
、
一
例
で
は
あ
る
が
認
め

ら
れ
る
。
第
二
図
の
布
晒
し
の
人
形
が
そ
の
後
に
変
化
す
る
と
こ
ろ
に
記
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
ぎ
や
う
後
花
火
手
を
け
水
と
り
と
か
へ
る
か
ら
く

り
一
「
花
火
見
事
く
一
が
そ
れ
で
あ
る
。
布
晒
し
の
人
形
が
花
火
手
桶
と
水

鳥
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
か
ら
く
り
」
は
「
手
妻
か
ら
く

り
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
な
よ
う
に
思
え
る
。

人
形
遣
い
が
布
晒
し
の
人
形
を
花
火
手
桶
と
水
鳥
に
変
化
さ
せ
て
、
そ
の
後
、

一
体
が
花
火
手
桶
と
な
り
、
第
二
図
に
描
か
れ
て
い
る
通
り
、
そ
の
手
桶
か
ら

本
火
の
花
火
が
吹
き
出
す
。
ま
た
、
水
鳥
も
水
槽
に
浮
か
ん
で
ひ
と
り
で
に
進

む
。
こ
の
よ
う
に
、
人
形
遣
い
の
手
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
後
、
自
ず
と
も
の
や

人
形
が
変
化
す
る
と
い
う
演
出
を
想
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
、
「
手
妻
か
ら
く
り
」
の
例
に
同
じ
と
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
変
化
し
た

後
の
、
花
火
手
桶
や
水
鳥
の
動
態
は
「
か
ら
く
り
」
と
い
う
表
記
で
と
ら
え
ら

れ
る
の
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
境
界
線
は
微
妙

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

お
わ
り
に

本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
『
若
水
千
歳
狐
』

や
『
竹
田
大
唐
繰
』
、

『
梯
曲



伊
達
姿
』
は
、
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
元
禄
か
ら
享
保
・
元
文
期
に
か
け

て
の
手
妻
関
連
の
絵
画
資
料
よ
り
後
の
資
料
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、

か
つ
て
の
手
妻
の
動
態
を
推
定
で
き
る
可
能
性
を
提
起
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
手
妻
芸
は
辰
松
の
活
躍
し
た
元
禄
か
ら
享
保
の
頃

に
完
成
し
て
お
り
、
そ
の
人
形
戯
が
か
ら
く
り
子
供
芝
居
の
一
座
に
な
っ
た
伊

藤
出
羽
に
伝
承
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、

時
代
が
下
る
時
期
の
絵
画
資
料
で
も
十
分
に
手
妻
の
研
究
資
料
と
し
て
価
値
を

有
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
か
ら
く
り
研
究
に
お
い
て
も
同
様
の
こ

と
が
指
摘
で
き
る
。
宝
暦
・
明
和
期
の
竹
田
の
か
ら
く
り
芝
居
の
絵
尽
し
が
元

禄
頃
の
人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
の
か
ら
く
り
演
出
を
探
る
う
え
で
有
力
な
手
掛
か

り
を
残
し
て
く
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
絵
画
資
料
を

は
じ
め
と
し
て
手
妻
関
連
資
料
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
た
め
に
十
分
な
検
討
を

加
え
る
こ
と
が
難
し
い
現
状
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
資
料
と
し
て
は
不
備
な
点

を
有
す
る
『
若
水
千
歳
狐
』
で
は
あ
る
が
、
あ
え
て
考
察
の
対
象
と
し
て
取
り

　
　
　
　
＠

上
げ
て
み
た
。

　
さ
ら
に
、
手
妻
研
究
の
難
し
さ
は
、
本
稿
で
試
み
た
よ
う
に
、
手
妻
芸
の
動

態
に
つ
い
て
画
証
を
も
と
に
推
定
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
が
、
こ

う
し
た
手
妻
人
形
の
現
存
例
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
た
め
に
、
そ
の
変
化

の
動
態
や
引
き
糸
の
操
作
の
実
際
は
十
分
に
明
か
に
は
で
き
な
い
で
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
も
、
か
ら
く
り
研
究
と
よ
く
似
た
状
況
が
あ
り
、
具

　
　
　
　
　
手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

体
的
な
手
掛
か
り
を
探
る
た
め
に
、
引
き
糸
の
操
作
を
中
心
に
現
存
し
て
い
る

か
ら
く
り
の
諸
例
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
手
妻
芸
の
調
査
を
重
ね
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
稿
は
演
劇
研
究
会
平
成
四
年
十
二
月
例
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
大
幅
に

増
補
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
い
ろ
い
ろ
と
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
ま

た
、
国
会
図
書
館
、
都
立
中
央
図
書
館
、
南
山
大
学
図
書
館
に
は
閲
覧
の
便
宜

を
は
か
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
写
真
掲
載
の
お
許
し
を
い
た
だ
い
た
。
こ

こ
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

注
¢
　
『
国
文
白
百
合
』
八
号
昭
和
五
十
二
年
三
月
。
以
下
の
鶴
見
氏
の
引
用
は
こ
の

　
論
文
に
よ
る
。

　
　
『
歌
舞
伎
研
究
と
批
評
』
十
号
　
平
成
四
年
十
二
月
。
以
下
の
土
田
氏
の
引
用
は

　
こ
の
年
譜
に
よ
る
。

　
　
『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
平
成
六
年
三
月
。
水
舟
を
利
用
し
た
舞
台
演
出
に

　
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
構
造
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
す
べ
き
も

　
の
が
あ
る
。

　
　
祐
田
善
雄
氏
「
『
曽
根
崎
心
中
』
と
辰
松
の
手
妻
人
形
」
『
山
辺
道
』
六
号
　
昭
和

　
三
十
五
年
三
月
。
以
下
の
祐
田
氏
の
引
用
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。

　
　
南
山
大
学
図
書
館
所
蔵
本
。
同
書
は
表
紙
、
題
姦
、
冒
頭
の
本
文
約
五
丁
分
が
欠

　
落
し
て
い
る
。
他
に
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
本
が
あ
る
。

＠
　
拙
稿
「
伊
藤
出
羽
権
稼
の
か
ら
く
り
絵
尽
」
『
演
劇
研
究
会
会
報
』
十
九
号
　
平

　
成
五
年
六
月
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
」

一
七
六

¢
　
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
。

＠
　
『
人
形
浄
瑠
璃
舞
台
史
』
「
人
形
操
法
と
舞
台
」
（
八
木
書
店
）
平
成
三
年
二
月
。

＠
　
手
妻
に
つ
い
て
、
信
多
純
一
氏
は
、
手
妻
芸
は
「
人
形
の
遣
い
方
の
問
題
で
あ
り
、

　
お
や
ま
人
形
な
ど
を
特
に
技
巧
的
に
遣
う
と
き
に
『
手
妻
人
形
』
と
呼
び
、
そ
の
人

　
形
遣
い
を
手
妻
人
形
遣
い
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ

　
て
い
る
。
確
か
に
現
存
す
る
舞
台
図
の
中
に
は
、
お
や
ま
あ
る
い
は
傾
城
な
ど
の
人

　
形
を
手
妻
と
は
記
さ
ず
に
、
手
妻
人
形
遣
い
が
演
じ
て
い
る
場
合
が
見
受
け
ら
れ
、

　
そ
う
し
た
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
手
妻
遣
い
は
き
わ
め
て
技
巧
的

　
な
人
形
の
遣
い
方
で
あ
り
、
一
瞬
の
変
化
を
引
き
糸
の
操
作
に
よ
っ
て
も
た
ら
す
も

　
の
で
あ
る
が
、
か
ら
く
り
と
は
異
な
り
、
手
妻
芸
の
場
合
に
は
人
形
遣
い
の
巧
み
な

　
操
り
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
か
な
り
の
遣
い
手
で
な
け
れ
ば
、
手

　
妻
芸
を
生
か
し
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
先
呈
指
商
し
た
舞
台
図
に
は
節
事
、

　
景
事
や
道
行
な
ど
の
所
作
事
の
場
面
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
う
し
た
巧
み
な

　
人
形
の
遣
い
手
の
所
作
事
こ
そ
が
手
妻
芸
の
魅
力
を
十
分
に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き

　
た
の
で
は
な
い
か
。
見
事
な
所
作
事
を
演
じ
て
い
る
普
通
の
人
形
が
、
突
然
変
化
す

　
る
と
い
う
驚
き
が
手
妻
芸
の
醍
醐
味
で
あ
っ
た
。
手
妻
は
や
は
り
、
人
形
の
働
き
の

　
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
巧
み
な
人
形
の
遣
い
方
の
技
巧
を
前
提
に
す
る
と

　
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

＠
　
最
後
に
、
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
に
お
い
て
削
り
取
ら
れ
た
人
形
遣
い

　
が
誰
で
あ
り
、
な
ぜ
、
削
り
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に
っ
い
て
触
れ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
に
応
え
る
資
料
が
な
い
。
た
だ
、
『
竹

　
田
大
唐
繰
』
（
安
永
六
年
）
に
は
「
手
つ
ま
細
工
人
伊
藤
出
羽
　
此
所
　
同
弥
三
五

　
郎
同
弥
八
郎
」
と
あ
り
、
こ
の
「
弥
八
郎
」
と
、
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」

　
に
記
さ
れ
て
い
る
「
山
本
弥
八
郎
」
が
同
一
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
、
が
手
掛
か
り

　
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
付
け
焼
き
刃
の
処
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
な
ん
ら
か
の
事
情
が
出
羽
座
内
部
に
あ
り
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
現
存
す
る
絵
尽
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し
『
若
水
千
歳
狐
』

は
時
代
が
寛
延
、
延
享
よ
り
は
下
る
可
能
性
が
残
る
。

　
付
論
　
か
ら
く
り
七
化
け
に
っ
い
て

　
「
わ
か
水
せ
ん
ざ
い
の
き
っ
ね
」
は
、
手
妻
芸
に
お
け
る
「
七
化
け
」
の
芸
態
を
示

し
て
い
る
例
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
手
妻
」
あ
る
い
は
「
手
妻
か

ら
く
り
」
の
例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
こ
で
、
最
後
に
同
じ
七
化
け
の
か

ら
く
り
の
例
に
あ
た
っ
て
、
手
妻
と
は
異
な
っ
た
か
ら
く
り
芸
の
芸
態
を
比
較
対
象
の

例
と
し
て
掲
げ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
も
、
か
ら
く
り
の
絵
に
し
を
対
象
に
考
察
し
て

い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
『
機
関
竹
の
林
』
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
「
七
化
追
分
姿
」
に
つ
い
て
紹

介
し
て
お
き
た
い
。

　
竹
田
か
ら
く
り
の
「
七
化
追
分
姿
」
は
、
『
尾
陽
戯
場
事
始
続
篇
』
宝
暦
十
年
七
月

四
日
か
ら
、
若
宮
に
お
い
て
前
か
ら
く
り
「
松
竹
梅
扇
井
」
本
操
「
珍
操
千
畳
敷
」
と

１
・
１
　
　
…
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－
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．
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榊
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．
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．
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義
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．
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振
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．
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本収所』生実の種千関機『

手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

共
に
本
操
と
し
て
興
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
の
収
め
ら
れ
て
い
る
『
機
関
竹
の
林
』
は

そ
れ
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
板
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
を
下
ら
な

い
こ
ろ
一
「
初
期
変
化
物
の
形
成
と
か
ら
く
り
・
手
妻
の
影
響
」
『
近
世
文
芸
研
究
と
評

論
』
十
二
号
　
昭
和
五
十
一
年
六
月
一
の
刊
行
で
あ
る
。

　
そ
の
本
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
か
ら
く
り
七
化
追
分
姿
　
附
り
年
始
の
盃
う
け
た
り
　
枕
の
曲
三
味
線
鬼
の
念
仏

な
ま
め
い
た
ふ
ぢ
の
ひ
と
ゑ
一
「
さ
い
し
よ
に
ふ
し
の
一
化
の
お
や
婁
ま
く
し
ほ
ら

し
き
身
ぶ
り
す
る
か
ら
く
り
」
「
お
や
ま
の
人
ぎ
ゃ
う
お
に
の
姿
に
か
は
り
寄
ね
ん
ぶ

つ
り
ん
せ
い
の
は
た
ら
き
」
「
後
ま
く
ら
か
へ
し
の
わ
か
し
ゆ
と
か
は
り
ま
く
ら
の
き

よ
く
さ
ま
く
は
た
ら
く
一
「
其
後
ざ
と
う
と
成
し
や
み
を
引
て
い
お
か
し
き
身
ぶ
り

し
よ
さ
の
か
ら
く
り
」
「
さ
か
た
る
な
ま
す
と
な
り
ぶ
た
い
を
ね
め
く
り
楽
や
ゑ
い
る

は
な
れ
も
の
」
「
後
や
っ
こ
の
人
ぎ
や
う
大
さ
か
づ
き
に
て
酒
を
の
み
か
ほ
あ
か
く
な

り
姿
ひ
や
う
た
ん
ぼ
う
す
と
成
か
ら
く
り
一
「
大
で
き
く
一

　
藤
の
花
の
お
や
ま
、
鬼
の
念
仏
、
枕
返
し
の
若
衆
、
座
頭
の
三
味
線
、
酒
樽
か
ら
輸
、

酒
飲
み
奴
、
瓢
箪
坊
主
と
七
変
化
す
る
か
ら
く
り
で
あ
る
。

　
同
じ
か
ら
く
り
が
『
機
関
千
種
の
実
生
』
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
で
も
「
七
化
追
分

姿
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
同
書
は
、
明
和
四
、
五
年
二
七
六
八
）
こ
ろ
一
子
供
役
者
が
、
明
和
四
年
閏
九
月
、

竹
田
近
江
大
橡
藤
原
清
一
　
番
付
〈
鶴
見
誠
「
並
木
正
三
と
『
か
ら
く
り
』
芝
居
と
の

関
連
」
『
白
百
合
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
七
号
　
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
〉
、
明
和
五
年

刊
の
役
者
評
判
記
『
役
者
党
紫
選
』
と
一
致
す
る
一
の
刊
行
で
あ
る
。
同
年
刊
行
の

『
若
楓
東
雛
形
』
表
紙
見
返
し
口
上
に
よ
り
、
三
月
中
の
刊
行
と
知
れ
る
。

　
そ
の
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
七
化
追
分
姿
　
此
か
ら
く
り
七
っ
ど
き
二
仕
候
」
「
御
意
に
入
ま
す
る
さ
い
く
は
大

津
ゑ
の
七
ば
け
で
ご
ざ
り
ま
す
る
」
「
ま
っ
さ
い
し
よ
は
藤
の
は
な
も
ち
し
人
き
や
う

う
た
さ
み
せ
ん
に
あ
わ
せ
し
よ
さ
仕
　
次
に
お
に
の
ね
ん
ふ
つ
と
か
は
り
　
次
は
わ
か

一
七
七



手
妻
研
究
資
料
と
し
て
の
『
若
水
千
歳
狐
』

一
七
八

し
ゆ
の
ま
く
ら
が
へ
し
れ
ん
ま
ん
い
な
か
ざ
と
う
と
な
り
ま
す
る
　
一
っ
の
人
ぎ
や
う

い
ろ
く
に
か
は
り
ま
す
る
か
ら
く
り
一
「
ゑ
い
く
よ
ふ
か
の
山
か
ら
が
お
の
が
て

わ
ざ
で
か
ご
ぬ
け
る
」

　
藤
の
花
を
持
つ
人
形
、
鬼
の
念
仏
、
若
衆
の
枕
返
し
、
座
頭
と
姿
を
変
え
、
一
つ
の

人
形
が
様
々
に
変
化
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
大
津
絵
の
七
化
け

で
あ
る
こ
と
か
皇
言
え
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
『
機
関
千
種
の
実
生
』
の
例
は
、

片
面
に
こ
の
演
目
を
収
め
る
た
め
に
、
「
機
関
竹
の
林
』
の
残
り
の
三
態
を
省
略
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
，
機
関
竹
の
林
－
に
お
い
て
吹
き
出
し
で
描
か
れ
た
人
形
と
，
機
関

千
種
の
実
生
』
の
四
態
は
一
致
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
一
体
の
人
形
が
変
化
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
他
の
三
態
は
別
の
か
ら
く
り
台
で
演
じ
ら
れ
た
も

の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
機
関
千
種
の
実
生
』
が
こ
の
三
態
を
省
略
し
た
の
に

は
そ
れ
な
り
に
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
か
ら
く
り
関
連
の
絵

画
資
料
を
用
い
る
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
複
数
の
例
と
照
合
し
な
け
れ
ば
誤
っ
た
判

断
を
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
高
い
。

　
か
ら
く
り
の
七
化
け
の
動
態
は
以
上
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
妻
の

七
化
け
が
人
形
遣
い
の
直
接
の
操
作
に
お
い
て
人
形
を
変
化
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
か

ら
く
り
芸
の
場
合
に
は
、
か
ら
く
り
台
の
上
の
人
形
が
自
動
的
に
さ
ま
ざ
ま
の
人
形
に

姿
を
変
え
て
い
く
。
こ
の
七
化
け
の
例
は
手
妻
芸
と
か
ら
く
り
の
典
型
的
な
差
異
を
明

確
に
示
し
て
い
る
。
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