
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

堀
辰
雄
の
「
大
和
路
」

を
中
心
に
据
え
て

熊
　
　
谷

昭
　
　
宏

は
じ
め
に

　
堀
辰
雄
は
昭
和
一
八
年
か
ら
昭
和
一
九
年
に
か
け
て
、
「
大
和
路
・
信
濃
路
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

と
い
う
総
題
を
つ
け
た
小
品
の
シ
リ
ー
ズ
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ

に
属
す
る
の
は
、
「
十
月
」
「
古
墳
」
「
斑
雪
」
「
榛
の
上
に
て
」
「
辛
夷
の
花
」

「
浄
瑠
璃
寺
の
春
」
「
『
死
者
の
書
』
古
都
に
お
け
る
、
初
夏
の
夕
ぐ
れ
の
対
話
」

「
樹
下
」
の
八
つ
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
初
出
誌
は
「
樹
下
」
を
除
い
て
全
て
「
婦
人
公
論
」
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
一

単
行
本
へ
の
収
録
の
時
点
に
注
目
す
る
と
、
昭
和
二
一
年
に
『
花
あ
し
び
』
に

収
録
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
後

『
花
あ
し
び
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
は
、
配
列
順
に
あ
げ
る
と
、
「
樹
下
」
「
十

月
」
「
古
墳
」
「
浄
瑠
璃
寺
の
春
」
「
『
死
者
の
書
』
　
　
古
都
に
お
け
る
、
初
夏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
）

の
夕
ぐ
れ
の
対
話
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
集
『
花
あ
し
び
』
の
後
記
で
堀
は
、

　
　
　
　
　
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

　
　
　
こ
の
数
年
問
、
私
は
し
ば
し
ば
大
和
の
は
う
へ
旅
を
し
た
。
さ
う
し
て

　
　
そ
の
を
り
を
り
に
書
い
た
日
記
や
手
紙
や
小
品
を
集
め
て
、
こ
の
小
さ
な

　
　
書
を
編
ん
だ
。

　
　
　
さ
う
し
て
そ
れ
へ
「
大
和
路
」
と
い
ふ
題
を
無
造
作
に
つ
け
て
お
い
た

　
　
儘
に
し
て
あ
つ
た
が
、
い
ま
上
梓
す
る
に
あ
た
つ
て
、
も
う
す
こ
し
私
の

　
　
も
の
ら
し
い
、
さ
う
し
て
そ
の
古
い
、
な
つ
か
し
い
大
和
へ
の
思
慕
の
表

　
　
象
と
し
て
、
も
う
す
こ
し
一
鼻
ぎ
Ｏ
な
「
花
あ
し
び
」
と
い
ふ
題
を
選
ぶ

　
　
こ
と
に
し
た
。

と
書
い
て
い
る
。
っ
ま
り
、
シ
リ
ー
ズ
全
体
を
「
大
和
路
」
と
「
信
濃
路
」
に

分
け
た
場
合
、
「
大
和
路
」
系
列
に
相
当
す
る
の
が
『
花
あ
し
び
』
収
録
の
小

品
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
中
で
も
「
大
和
路
」
は
、
昭
和
一
〇
年
代
に
堀
辰
雄
が
行
っ
た
、
数
回

に
わ
た
る
奈
良
の
旅
を
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
。
堀
辰
雄
の
奈
良
旅
行
に
っ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
　
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

て
は
、
早
く
か
ら
谷
田
昌
平
氏
が
実
際
の
旅
程
と
「
大
和
路
・
信
濃
路
」
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
４
）

関
係
を
実
証
的
に
考
察
し
て
い
る
。
谷
田
氏
の
考
察
は
、
「
大
和
路
・
信
濃
路
」

そ
の
も
の
と
、
堀
が
知
人
や
妻
に
宛
て
た
書
簡
を
資
料
と
し
て
用
い
て
い
る
よ

う
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
堀
は
昭
和
二
一
年
六
月
か
ら
昭
和
一
八
年
五
月
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
５
一

間
に
、
六
回
奈
良
を
訪
れ
て
お
り
、
「
大
和
路
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
そ

の
問
の
旅
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
堀
文
学
に
お
け
る
「
大
和
路
」
の
一
群
の
位
置
付
け
と
し
て
は
、
「
か
げ
ろ

ふ
の
日
記
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
王
朝
小
説
」
執
筆
の
い
き
さ
っ
を
探
る
重
要

な
資
料
、
あ
る
い
は
古
典
へ
の
関
心
か
ら
大
和
の
地
に
赴
き
、
そ
の
時
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
６
）

を
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
従
来
言
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
７
）

れ
ら
は
戦
時
の
危
機
感
と
は
無
関
係
な
小
品
群
と
す
る
研
究
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
「
大
和
路
」
を
す
べ
て
「
王
朝
小
説
」
に
還
元
し
て
し
ま
う
と
、

小
説
の
よ
う
に
、
し
か
も
連
載
と
い
う
形
で
発
表
さ
れ
た
「
大
和
路
」
各
篇
の

独
自
性
を
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
厳
し
く
な
っ
て

い
た
太
平
洋
戦
争
下
の
出
版
事
情
の
中
、
数
カ
月
に
わ
た
っ
て
連
載
を
続
け
て

　
　
　
　
　
　
一
８
）

い
た
と
い
う
事
実
は
、
裏
を
返
せ
ば
「
大
和
路
・
信
濃
路
」
が
あ
る
程
度
時
局

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

戦
争
と
は
一
定
の
距
離
を
と
ろ
う
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
一
作
家
の
名
を
冠
し

た
テ
ク
ス
ト
が
、
そ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
何
ら
か
の
力

が
働
く
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
大
和
路
」
で
描
か
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

は
確
か
に
私
的
な
旅
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
旅
を
簡
単
に
堀
辰
雄
な
ら
で

は
の
旅
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
は
同
時
代
の
一
般
的

な
知
識
人
に
よ
る
観
光
の
、
一
つ
の
実
践
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
奈
良
観
光
に
つ
い
て
の
同
時
代
の
言
説
と
「
大
和
路
」
各
篇
を

比
較
対
照
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
旅
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
昭
和
一
〇
年
代
の
知
識
人
の
旅
と
文
学
の
問
題

の
一
側
面
を
照
ら
し
出
し
て
み
た
い
。

昭
和
一
〇
年
代
の
奈
良
観
光
と
「
大
和
路
」

　
同
時
代
の
観
光
の
一
っ
の
実
践
を
「
大
和
路
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
述

べ
た
が
、
こ
こ
で
観
光
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
、
旅
行
者
（
見
る
側
）
の

近
代
的
な
ま
な
ざ
し
や
、
そ
の
ま
な
ざ
し
に
期
待
ど
お
り
こ
た
え
よ
う
と
す
る

観
光
地
（
見
ら
れ
る
側
）
の
戦
略
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
近
代
の
旅
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
９
）

テ
ク
ス
ト
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
大
和
路
」
に
関

し
て
言
え
ば
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
作
家
の
旅
自
体
に
は
そ
れ
ほ
ど
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
大
和
路
」
の
旅
の
観
光
と
し
て
の
性
格
は
ど
の
よ
う
な
点
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
昭
和
一
〇
年
代
の
典
型
的
な
奈
良
観
光
と
「
大

和
路
」
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
て
み

る
こ
と
に
す
る
。



　
従
来
、
「
大
和
路
」
を
観
光
と
い
う
行
為
の
観
点
か
ら
、
あ
る
い
は
「
大
和

路
」
で
描
か
れ
る
旅
を
観
光
で
あ
る
と
し
て
論
じ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
川
一

わ
ず
か
に
小
川
和
佑
氏
が
そ
の
論
文
で
触
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

作
家
堀
辰
雄
の
旅
を
高
尚
で
文
学
的
な
（
こ
こ
に
も
高
尚
と
い
う
意
味
が
付
与

さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
）
旅
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
一
般
化
し
て
い
る
と
い
う
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
１
一

究
の
状
況
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
花
あ
し
び
』
の
〈
後
記
〉
や

『
堀
辰
雄
作
品
集
第
六
・
花
を
持
て
る
女
』
一
昭
和
二
一
二
年
四
月
一
日
、
角
川
書

店
）
の
「
あ
と
が
き
」
で
の
堀
の
「
小
説
を
書
き
に
ゆ
き
、
そ
れ
を
考
へ
な
が

ら
」
と
い
う
自
注
が
、
観
光
で
は
な
く
取
材
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
強
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
十
月
」
な
ど
に
描
か
れ
た
小
説
の
構
想
を
得
る
た
め
の
旅
を
、

単
に
取
材
の
た
め
の
特
異
な
旅
と
片
付
け
る
の
は
早
計
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
下
、
同
時
代
、
特
に
昭
和
一
〇
年
代
の
奈
良
観
光
と
「
大
和
路
」
と
の
関

係
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
奈
良
は
平
安
京
よ
り
古
い
都
の
あ
っ
た
場
所
、
古
都
、
旧
都
、
廃
都
と
し
て

日
本
の
歴
史
の
中
で
動
か
し
が
た
い
位
置
に
あ
る
が
、
観
光
地
と
し
て
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
２
一

に
観
光
客
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
明
治
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
奈
良
の

観
光
地
化
に
は
、
そ
の
初
期
か
ら
や
は
り
明
治
政
府
の
力
が
大
き
く
働
い
て
い

た
。
奈
良
が
日
本
国
民
全
体
の
共
有
財
産
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
は
、
明
治
二
二
年
の
奈
良
公
園
開
設
の
認
可
で
あ
ろ
う
。
奈
良
公
園

　
　
　
　
　
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

は
、
当
時
明
治
政
府
太
政
官
の
内
務
卿
で
あ
っ
た
伊
藤
博
文
が
、
堺
県
令
税
所

篤
か
ら
内
務
省
に
上
申
さ
れ
て
い
た
公
園
地
確
定
を
認
可
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

誕
牛
し
た
。
そ
の
後
、
奈
良
に
は
、
た
び
た
び
細
か
な
法
令
が
与
え
ら
れ
て
い

く
こ
と
に
な
り
、
奈
良
公
園
も
当
初
は
興
福
寺
近
辺
に
限
ら
れ
て
い
た
区
域
を

徐
々
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治
三
九
年
の
鉄
道
国
有
化
以
後
、
遠

隔
地
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
に
な
っ
た
奈
良
は
、
同
四
二
年
の
奈
良
ホ
テ
ル

開
業
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
気
に
日
本
有
数
の
観
光
地
へ
と
変
貌
し
て
い

っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
観
光
地
と
し
て
の
奈
良
の
変
化
は
昭
和
一
〇
年
前
後
ま

で
続
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
発
表
さ
れ
た
の
が
、
和
辻
哲

　
　
　
　
　
一
１
３
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
４
一

郎
の
『
古
寺
巡
礼
』
や
、
「
十
月
」
で
登
場
す
る
水
原
秋
桜
子
の
『
葛
飾
』
、
高

　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

浜
虚
子
の
「
斑
鳩
物
語
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
大
和
路
」
の

先
行
テ
ク
ス
ト
と
平
行
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
奈
良
観
光
に
関
す
る
書
物
が
世
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
６
一

出
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
は
、
昭
和
八
年
刊
行
の
『
日
本
案
内
記
　
近
畿
下
』

な
ど
の
よ
う
に
、
鉄
道
省
な
ど
の
省
庁
が
編
集
に
あ
た
っ
て
い
る
も
の
が
後
の

同
種
の
書
物
よ
り
も
多
い
。

　
だ
が
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
時
期
に
す
で
に
名
所
旧
跡
の
鑑
賞

の
モ
デ
ル
が
で
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
十
月
」
な
ど
に
も
登
場
す

る
唐
招
提
寺
に
っ
い
て
の
説
明
を
、
便
宜
上
こ
こ
で
比
較
の
対
象
と
し
て
あ
げ

て
み
る
。
例
え
ば
明
治
三
六
年
刊
行
の
『
大
和
巡
』
で
は
、
寺
の
沿
革
に
加
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

「
仏
体
亦
多
く
優
秀
な
る
も
の
を
遺
し
」
「
絵
画
等
猶
見
る
べ
き
も
の
あ
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
７
一

「
優
秀
の
宝
器
を
蔵
す
る
も
の
少
か
ら
ず
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
美
術

品
と
し
て
の
寺
宝
を
紹
介
す
る
と
い
う
、
現
在
の
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
見
ら

れ
る
ス
タ
イ
ル
は
、
こ
の
頃
す
で
に
確
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
案
内
書
が
、
「
大
和
路
」
の
先
行
テ
ク
ス
ト
に
あ
た
る
数
々
の
紀
〒

文
そ
の
他
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
二
八
年
の
亀
井
勝
一
郎
と
の

対
談
で
、
そ
の
歌
が
「
十
月
」
で
引
用
さ
れ
る
歌
人
会
津
八
一
は
、
奈
良
に
つ

い
て
の
思
い
出
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
亀
井
今
日
は
、
先
生
が
初
め
て
法
隆
寺
に
お
い
で
に
な
つ
た
頃
、
あ
の

　
　
辺
の
斑
鳩
の
里
の
景
色
と
か
、
そ
の
頃
の
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
お
伺
ひ
し

　
　
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
会
津
　
私
は
こ
の
前
も
申
し
上
げ
た
や
う
に
、
法
隆
寺
に
関
す
る
知
識
と

　
　
言
ひ
ま
し
て
も
、
第
一
、
読
む
べ
き
本
も
な
か
つ
た
ん
で
す
ね
。
近
代
的

　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

　
　
な
本
は
な
か
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
十
月
」
で
「
僕
」
が
法
隆
寺
で
口
ず
さ
む
歌
を
詠
ん
だ
歌
人

も
、
最
初
は
法
隆
寺
に
関
す
る
「
近
代
的
な
」
案
内
書
を
求
め
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
旅
人
（
特
に
知
識
人
）
は
「
読
む
べ
き
本
」
を
読
ん
で
旅
に
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
９
）

る
必
要
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
観
光
地
奈
良
の
草
創
期
に
あ
っ

て
、
彼
ら
の
旅
は
奈
良
の
発
見
・
発
掘
と
い
う
性
格
が
強
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
代
の
観
光
書
と
の
相
互
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
『
古
寺
巡
礼
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

な
ど
の
テ
ク
ス
ト
が
、
結
果
的
に
は
次
の
世
代
の
旅
人
の
「
読
む
べ
き
本
」
と

な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
大
和
路
」
に
描
か
れ
た
旅
も
そ
の

例
に
も
れ
な
い
。

　
昭
和
一
〇
年
代
に
入
る
と
、
観
光
地
奈
良
の
性
各
が
変
化
し
て
い
く
。
そ
の

変
化
を
象
徴
し
て
い
る
文
章
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
引
用
し
て
み
る
。

　
　
　
今
や
時
局
は
非
常
時
で
あ
る
。
皇
軍
は
北
支
に
上
海
に
戦
つ
て
居
る
。

　
　
　
（
中
略
）
東
洋
の
安
定
、
延
い
て
は
世
界
の
平
和
が
齎
さ
れ
る
ま
で
は

　
　
戦
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
に
対
処
す
る
た
め
国
民
精
神
総
動
員
運
動
も
開
始

　
　
さ
れ
た
。
国
体
観
念
の
再
認
識
と
酒
養
、
之
が
此
の
総
動
員
の
大
い
な
役

　
　
割
を
し
て
居
る
。
「
大
和
の
史
跡
」
の
全
部
と
は
言
は
ぬ
が
大
部
は
そ
れ

　
　
を
教
へ
て
居
る
。
か
・
る
秋
に
此
の
書
を
新
装
を
こ
ら
し
て
発
行
す
る
こ

　
　
と
は
感
銘
深
き
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
０
一

　
　
　
　
昭
和
十
二
年
十
一
月
　
　
　
上
海
占
領
の
日

こ
れ
は
、
昭
和
一
二
年
に
発
行
さ
れ
た
坂
田
静
夫
の
『
大
和
史
跡
名
勝
案
内
』

の
く
改
訂
版
の
序
Ｖ
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
文
中
に
「
観
光
課
」

「
非
常
時
」
「
国
民
精
神
」
「
国
体
観
念
」
と
い
っ
た
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
こ

れ
ら
は
そ
の
ま
ま
昭
和
一
〇
年
代
の
奈
良
観
光
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
言
葉
で

も
あ
る
。

　
奈
良
市
で
は
、
昭
和
四
年
に
市
制
三
五
周
年
を
記
念
し
て
「
観
光
と
産
業
博

覧
会
」
を
開
催
し
、
同
年
す
で
に
観
光
課
を
設
置
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
遅
れ



て
、
昭
和
二
年
の
一
月
、
奈
良
県
に
観
光
課
が
設
置
さ
れ
た
。
同
じ
く
昭
和

二
一
年
に
は
県
政
調
査
が
行
わ
れ
、
観
光
行
政
と
そ
の
計
画
が
ま
と
め
ら
れ
た
。

そ
こ
に
は
、
一
般
県
民
・
公
務
員
・
学
校
生
徒
・
軍
人
・
接
客
業
者
な
ど
に
対

す
る
「
観
光
教
育
」
や
、
県
外
へ
の
観
光
地
奈
良
の
紹
介
、
観
光
施
設
・
飲
食

料
・
土
産
物
な
ど
の
改
善
、
国
宝
等
の
保
存
な
ど
に
っ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
計
画
、

訓
告
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
年
、
県
で
は
最
初
の
風
致
地
区
指
定
が

行
わ
れ
た
。
こ
の
時
の
指
定
の
内
容
は
県
政
調
査
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
奈
良
市
な
ど
の
市
町
村
の
中
に
風
致
地
区
が
設
け
ら
れ
た
。
「
十
月
」

で
、　

　
　
い
ま
、
唐
召
提
寺
の
松
林
の
中
で
、
こ
れ
を
書
い
て
ゐ
る
。
け
さ
新
薬

　
　
師
寺
の
あ
た
り
を
歩
き
な
が
ら
、
「
或
門
の
く
づ
れ
て
ゐ
る
に
馬
酔
木
か

　
　
な
」
と
い
ふ
秋
櫻
子
の
句
な
ど
を
口
ず
さ
ん
で
ゐ
る
う
ち
に
、
急
に
矢
も

　
　
楯
も
た
ま
ら
な
く
な
つ
て
、
此
処
に
来
て
し
ま
つ
た
。

と
、
ま
た
「
『
死
者
の
書
』
　
　
古
都
に
お
け
る
、
初
夏
の
夕
く
れ
の
対
話
」

で
、　

　
当
分
は
ま
あ
折
を
見
て
は
、
か
う
や
つ
て
こ
ち
ら
に
来
て
、
で
き
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
こ
あ
と
　
　
　
　
に
し
　
　
き
よ
う

　
　
慶
ミ
み
ご
と
な
田
園
と
化
し
た
都
趾
や
、
西
の
京
あ
た
り
の
松
林
の
な

　
　
か
な
ど
を
ぶ
ら
ぶ
ら
す
る
や
う
に
し
て
ゐ
る
。

と
語
ら
れ
る
西
ノ
京
一
帯
も
、
実
は
同
年
五
月
に
風
致
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い

た
。
そ
こ
は
古
都
ら
し
く
整
備
・
保
存
さ
れ
た
空
間
な
の
で
あ
る
。
こ
の
県
の

　
　
　
　
　
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

観
光
課
設
置
や
風
致
地
区
の
指
定
は
、
三
年
後
に
控
え
て
い
た
紀
元
二
千
六
百

年
奉
祝
事
業
と
い
う
国
家
的
一
大
イ
ヴ
エ
ン
ト
を
準
備
す
る
た
め
の
、
奈
良
県

の
戦
略
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

　
問
題
の
昭
和
一
五
年
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
三
年
前
、
昭
和
二
一
年
に
紀
元

二
千
六
百
年
奉
祝
会
と
い
う
財
団
法
人
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
自
治
体
な
ど

に
委
託
し
た
り
し
な
が
ら
政
府
の
制
定
し
た
諸
事
業
を
施
行
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
奉
祝
会
設
立
後
か
ら
奈
良
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
動

き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
堀
の
奈
良
へ
の
旅

も
そ
の
昭
和
一
二
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
昭
和
一
五
年
に
は
、
従
来
の
観
光
案
内
の
よ
う
に
名
所
旧
跡
を
紹
介
し
な
が

ら
も
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
二
千
六
百
年
と
い
う
創
造
さ
れ
た
歴
史
の
中
に
位
置

付
け
よ
う
と
す
る
内
容
の
書
物
が
多
数
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
年
は
、
太
平
洋
戦

争
開
戦
の
前
年
で
、
日
中
戦
争
が
泥
沼
化
の
様
相
を
強
め
て
い
た
。
政
府
を
は

じ
め
と
し
た
国
家
権
力
の
中
枢
に
よ
っ
て
、
日
本
人
全
体
が
「
同
一
の
起
源
を

持
つ
国
民
」
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
非
常
時
に
臨
む
こ
と
を
、
一
層
強
く
期
待

さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
紀
元
二
千
六
百
年
の
記
念
諸
事

業
は
も
っ
て
こ
い
の
イ
ヴ
ェ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
わ
る
言
説
に
も
、
「
国

民
」
あ
る
い
は
「
民
族
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
、
昭
和
一
五
年
に
発
行
さ
れ
た
『
肇
国
の
聖
跡
を
巡
る
』
の
冒
頭
に
は
、

文
学
博
士
佐
々
木
信
綱
が
、
「
聖
戦
」
「
皇
国
」
「
建
国
以
来
二
千
六
百
年
」
「
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
１
一

民
」
と
い
う
言
葉
を
ち
り
ば
め
た
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
他
の
紀
元
二
千

六
百
年
関
連
の
書
物
で
も
、
序
文
な
ど
で
こ
れ
と
同
様
な
文
章
を
目
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
事
業
に
参
与
し
た
の
は
国
や
奈
良
県
ｆ
」
う

し
た
書
物
だ
け
で
な
く
、
鉄
道
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
昭
和
四
年
に
生

駒
山
上
遊
園
地
を
開
設
し
、
早
く
か
ら
奈
良
周
辺
の
観
光
事
業
に
責
極
的
に
関

与
し
て
き
た
大
阪
電
気
軌
道
（
現
近
畿
日
本
鉄
道
）
は
、
昭
和
一
五
年
に
は
、

国
鉄
や
奈
良
電
気
鉄
道
な
ど
と
提
携
し
て
、
全
国
か
ら
の
伊
勢
神
宮
、
橿
原
神

宮
、
熱
田
神
宮
の
「
三
聖
地
」
参
拝
客
の
た
め
に
増
発
な
ど
の
便
宜
を
図
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
２
一

大
き
な
収
益
を
あ
げ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
諸
事
業
の
施
行
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
新
聞
で
あ
る
。
古

川
隆
久
氏
は
、
奉
祝
会
と
新
聞
社
と
の
共
催
イ
ヴ
ェ
ン
ト
が
事
実
上
一
つ
も
な

か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、

　
　
　
さ
て
、
当
然
政
府
及
び
奉
祝
会
と
し
て
は
、
奉
祝
会
開
催
イ
ベ
ン
ト
に

　
　
少
し
で
も
多
く
の
国
民
が
直
接
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
間
接
的
に

　
　
で
も
参
加
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
速

　
　
報
性
と
い
う
点
で
当
時
最
も
効
果
的
な
メ
デ
ィ
ア
が
ラ
ジ
オ
と
新
聞
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
３
一

　
　
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

と
、
諸
事
業
に
お
け
る
新
聞
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
実
際
に
奉
祝
諸

事
業
が
当
時
の
日
本
国
民
全
体
の
一
大
関
心
事
で
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

が
、
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
し
ば
し
ば
橿
原
神
宮
な
ど
の
様
子
を
記
事
に
し

て
、
そ
れ
を
読
む
者
に
奉
祝
ム
ー
ド
を
想
像
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
さ
に
官
民
一
体
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
、
鉄
の
レ
ー
ル
が
巡
礼
の
道

と
な
り
、
紙
面
が
奉
祝
事
業
の
現
場
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
大
和
路
」
で
回
想
さ
れ
る
旅
も
例
に
漏
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
政

府
・
自
治
体
・
企
業
・
地
元
住
民
・
観
光
客
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
交
錯
す
る

現
場
で
行
わ
れ
た
の
だ
。
前
述
し
た
風
致
地
区
の
問
題
を
は
じ
め
、
「
大
和
路
」

で
は
人
々
の
思
惑
の
交
錯
は
語
ら
れ
ぬ
空
白
と
し
て
存
在
す
る
。
前
述
し
た
風

致
地
区
の
問
題
も
そ
の
一
っ
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
、
「
十
月
」
で
語
ら
れ
る
、

　
　
　
が
、
道
が
い
っ
か
川
と
分
か
れ
て
、
ひ
と
り
で
に
西
大
寺
駅
に
出
た
の

　
　
で
、
も
う
こ
れ
ま
で
と
思
ひ
切
つ
て
、
奈
良
行
の
切
符
を
買
つ
た
が
、
ふ

　
　
い
と
気
が
か
は
つ
て
郡
山
行
の
電
車
に
乗
り
、
西
の
京
で
下
り
た
。

と
い
う
気
ま
ぐ
れ
な
行
動
や
、
「
古
墳
」
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
二
で
う
の

　
　
帰
り
み
ち
、
途
中
で
日
が
と
つ
ぷ
り
と
昏
れ
、
五
條
野
あ
た
り
で
道
に
迷

　
　
っ
た
り
し
て
、
や
っ
と
月
あ
か
り
の
な
か
を
岡
寺
の
駅
に
た
ど
り
っ
き
ま

　
　
し
た
。

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
す
べ
て
観
光
、
巡
礼
を
め
ぐ
る
需
要
と
供
給
が
も
た

ら
し
た
鉄
道
網
が
可
能
に
し
た
出
来
事
で
あ
り
、
記
述
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
大
和
路
」
で
回
想
さ
れ
る
一
知
識
人
の
牧
歌
的
な
旅
は
、
い
ろ
い
ろ
な
政
治

的
な
力
を
基
盤
に
も
つ
観
光
の
受
け
皿
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の



で
あ
る
。

二
　
知
識
人
に
と
っ
て
の
奈
良
と

「
大
和
路
」

　
し
か
し
、
知
識
人
の
中
に
は
積
極
的
に
そ
の
よ
う
な
観
光
の
受
け
皿
を
問
題

に
す
る
人
々
も
い
た
。
昭
和
一
〇
年
代
に
は
、
日
本
に
お
け
る
奈
良
と
い
う
都

市
の
位
置
付
け
が
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
。
作
家
や
評
論
家
も
そ
の

よ
う
な
、
奈
良
を
位
置
付
け
る
言
説
を
担
っ
て
い
た
。
「
大
和
路
」
の
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
を
考
え
る
た
め
に
も
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
奈
良
の
位
置
付
け
を
め

ぐ
る
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
例
え
ば
、
大
正
一
四
年
か
ら
奈
良
に
在
住
し
て
い
た
志
賀
直
哉
は
、
昭
和
一

三
年
一
月
一
日
発
行
の
「
観
光
の
大
和
」
創
刊
号
に
、
「
奈
良
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
近
代
化
す
る
奈
良
に
つ
い
て
の
提
言
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
志
賀
は
、

　
　
　
奈
良
の
欠
点
は
税
金
の
高
い
事
だ
が
、
県
或
ひ
は
市
が
も
つ
と
有
福
に

　
　
な
れ
ば
い
い
の
だ
ら
う
が
、
産
業
を
盛
ん
に
す
る
為
め
、
煙
突
が
無
闇
に

　
　
多
く
な
る
や
う
で
も
奈
良
と
し
て
矢
張
り
考
へ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
結
局
観
光
都
市
と
し
て
健
全
に
発
達
す
る
事
が
い
い
の
だ
ら
う
が
、
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
４
一

　
　
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
ふ
事
は
私
に
は
分
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
二
月
二
四
日
、
二
五
日
の
「
東
京

日
日
新
聞
」
に
は
、
「
置
土
産
」
と
題
し
て
ご
く
短
い
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
て

い
る
が
、
そ
の
中
で
は
、

　
　
　
　
　
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

　
　
　
奈
良
公
園
か
ら
公
園
と
云
ふ
称
呼
を
去
つ
て
、
奈
良
神
苑
、
或
ひ
は

　
　
何
々
苑
と
い
ふ
や
う
な
、
何
か
い
い
名
を
考
へ
、
他
の
市
に
あ
る
普
通
の

　
　
公
園
か
ら
は
つ
き
り
と
此
公
園
を
区
別
し
て
了
ふ
が
い
い
と
思
つ
た
。

　
　
一
中
略
）
或
る
広
さ
さ
へ
あ
れ
ば
何
処
に
で
も
作
れ
る
公
園
と
奈
良
の
や

　
　
う
な
千
何
百
年
の
歴
史
を
持
ち
、
更
に
そ
れ
以
前
か
ら
の
原
始
林
を
ひ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

　
　
へ
て
ゐ
る
自
然
の
庭
の
や
う
な
公
園
は
一
緒
に
な
ら
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
県
や
市
の
観
光
課
の
積
極
的
な
働
き
か
け
に
は
、
若
干
の
難

色
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
特
別
に
選
ば
れ
た
場
所
と
し
て
奈
良
を
み
つ
め
る

ま
な
ざ
し
は
、
こ
の
時
期
と
し
て
は
典
型
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
も
う
一
人
、
奈
良
の
位
置
付
け
に
関
与
し
た
知
識
人
の
代
表
に
、
保
田
與
重

郎
が
い
る
。
彼
の
評
論
や
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
日
本
の
古
典
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
が
数
も
多
く
有
名
で
あ
る
が
、
奈
良
と
い
う
都
市
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の

エ
ッ
セ
イ
で
触
れ
て
い
る
。
昭
和
二
二
年
四
月
、
日
本
人
と
奈
良
の
関
係
に
っ

い
て
述
べ
た
「
ふ
る
さ
と
の
大
和
」
で
保
田
は
、

　
　
　
千
三
百
年
の
古
都
奈
良
も
こ
の
頃
で
は
近
代
化
し
た
。
さ
う
し
て
土
地

　
　
の
識
者
た
ち
に
は
、
古
都
の
近
代
化
の
必
要
を
考
へ
る
人
も
あ
つ
た
。

　
　
（
中
略
）
む
し
ろ
古
い
遊
覧
都
市
で
よ
い
で
は
な
い
か
。
（
中
略
）

　
　
　
奈
良
は
日
本
の
故
郷
で
あ
る
、
最
も
古
い
歴
史
の
形
で
あ
る
。
こ
こ
だ

　
　
け
は
永
久
に
日
本
の
古
さ
に
止
め
た
い
と
、
私
は
思
ふ
。
（
中
略
）
日
本

　
　
に
も
、
我
々
の
民
族
の
一
つ
の
故
郷
と
、
一
つ
の
形
を
も
つ
歴
史
を
残
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
６
一

　
　
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

と
力
説
し
て
い
る
。
保
田
は
奈
良
を
「
日
本
の
故
郷
」
、
「
我
々
の
民
族
の
一
つ

の
故
郷
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

　
実
は
志
賀
も
「
置
土
産
」
の
中
で
、
奈
良
に
つ
い
て
、
「
日
本
人
は
誰
し
も

同
じ
や
う
に
吾
々
の
も
の
と
い
ふ
や
う
な
気
持
で
見
て
ゐ
る
」
と
い
う
考
え
を

述
べ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
全
国
の
観
光
地
の
頂
点
と
し
て
奈
良
を
位
置
付

け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
た
だ
、
「
古
き
よ
き
大
和
」
に
こ
だ
わ
る
こ
う
し
た
知
識
人
の
態
度
は
、
皮

肉
に
も
彼
ら
が
嫌
う
近
代
化
を
行
っ
て
い
っ
た
県
や
市
が
積
極
的
に
運
営
に
携

わ
っ
た
、
昭
和
一
五
年
の
イ
ヴ
ェ
ン
ト
に
よ
る
奈
良
の
「
聖
地
化
」
の
お
か
げ

で
一
層
強
ま
り
、
一
般
ヒ
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
「
大
和
路
」
の
旅
人
で
あ
る
作
家
堀
辰
雄
は
、
近
代
化
す
る
奈
良
の
姿

や
聖
地
へ
の
巡
礼
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
し
な
い
。
時
期
的
に
当
然
視
野
に
入

っ
て
い
た
は
ず
の
そ
れ
ら
の
問
題
を
黙
殺
し
、
空
白
に
し
て
お
く
と
い
う
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
謎
を
解
く
ヒ
ン
ト
は
、
『
花
あ
し
び
』

の
中
で
最
後
尾
に
配
さ
れ
た
「
『
死
者
の
書
』
　
　
古
都
に
お
け
る
、
初
夏
の

夕
ぐ
れ
の
対
話
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
い
つ
ま
で
も
そ
の
仕
事
（
「
客
」

の
構
想
す
る
新
し
い
小
説
　
引
用
者
注
）
を
っ
づ
け
て
く
れ
た
ま
へ
」
と
い
う

「
王
」
の
言
葉
に
対
す
る
「
客
」
の
答
え
は
一
」
う
で
あ
る
。

　
　
　
う
ん
、
あ
り
が
た
う
。
ひ
と
つ
一
生
を
か
け
て
も
や
る
か
な
。
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

　
　
い
つ
の
日
に
か
大
和
を
大
和
と
も
お
も
は
ず
に
、
た
だ
何
ん
と
な
く
い
い

　
　
小
さ
な
古
国
だ
と
お
も
ふ
位
の
云
ひ
知
れ
ぬ
な
つ
か
し
さ
で
一
ぱ
い
に
な

　
　
り
な
が
ら
、
歩
け
る
や
う
に
な
り
た
い
と
も
お
も
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
た
わ

　
　
わ
に
柑
喬
類
の
み
の
っ
た
山
裾
を
い
い
香
り
を
か
い
で
歩
き
な
が
ら
、
あ

　
　
あ
こ
れ
も
古
墳
の
あ
と
か
な
と
考
へ
出
す
の
は
、
ど
う
も
ね
。

観
光
客
で
あ
り
な
が
ら
、
自
ら
が
観
光
客
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
去
り
た
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
７
一

う
矛
盾
し
た
欲
望
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
彼
は
折
口
信
夫
の
「
死
者
の
書
」
な
ど

か
ら
触
発
さ
れ
た
想
像
力
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
た
、
想
像
上
の
大
和
に
同
一
化

す
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
が
、
そ
の
同
一
化
は
、
先

に
問
題
と
し
て
あ
げ
た
政
治
的
な
力
に
満
ち
た
観
光
の
受
け
皿
の
上
で
許
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
大
和
路
」
各
篇
に
は
、
保
田
や
志
賀
が
声
高
に
主
張
し
た
よ
う
な
矛
盾
し

た
近
代
批
判
は
な
い
。
し
か
し
、
「
何
と
な
く
」
想
像
の
大
和
を
安
ら
ぎ
の
場

所
で
あ
る
と
感
じ
よ
う
と
す
る
こ
だ
わ
り
は
、
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
近
代
人

と
し
て
の
日
常
生
活
の
忘
却
を
伴
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
鹿
鳴
集
」
の
歌
な
ど
を
口
ず
さ
ん
で
は
、
自
分
の
心
の
う
ち
に
、
さ

　
　
う
い
つ
た
古
代
び
と
の
物
静
か
な
生
活
を
蘇
ら
せ
て
み
た
り
し
て
ゐ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
十
月
」
）

　
　
い
っ
し
か
ま
だ
す
こ
し
も
知
ら
な
い
大
和
の
国
に
切
な
い
ほ
ど
心
を
誘
は

　
　
れ
る
や
う
に
な
つ
て
来
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
古
墳
」
）



　
　
か
つ
て
の
寺
だ
つ
た
そ
の
お
ほ
か
た
が
既
に
廃
滅
し
て
わ
づ
か
に
残
つ
て

　
　
ゐ
る
き
り
の
二
一
二
の
古
い
堂
塔
を
と
り
か
こ
み
な
が
ら
一
中
略
）
其
処
に

　
　
い
か
に
も
平
和
な
、
い
か
に
も
山
問
の
春
ら
し
い
、
し
か
も
そ
の
何
処
か

　
　
に
す
こ
し
く
悲
惰
な
懐
古
的
気
分
を
漂
は
せ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
浄
瑠
璃
寺
の
春
」
一

　
　
も
と
よ
り
旅
に
あ
っ
て
は
ほ
ど
よ
く
感
傷
的
に
な
る
の
も
好
い
と
お
も
っ

　
　
て
ゐ
る
私
の
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
が
単
な
る
自
己
の
感
傷
に
過
ぎ
な
く
て

　
　
も
、
そ
れ
も
そ
れ
で
好
い
と
お
も
つ
て
ゐ
大
。
　
　
　
　
　
（
「
樹
下
」
）

こ
れ
ら
の
個
人
的
な
大
和
へ
の
憧
慣
や
な
つ
か
し
さ
の
背
後
に
は
、
取
材
を
も

と
に
小
説
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
近
代
知
識
人
の
一
っ
の
姿
が

隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
東
京
生
ま
れ
の
堀
に
あ
っ
て
、
大
和
に
対
す
る
憧

憶
や
な
つ
か
し
さ
は
、
教
育
機
関
で
受
け
た
講
義
や
読
書
に
よ
っ
て
得
た
知
識

に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
「
大
和
路
」
に
見
ら
れ
る
こ
の
憧
慢
や
な
つ
か
し
さ

は
、
ブ
ッ
キ
ッ
シ
ュ
な
知
識
が
記
憶
と
不
可
分
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
て
し
ま

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
「
大
和
路
」
に
描
か
れ
た
旅
と
同
時
代
の
観
光
と
の
関
係
、
同
時
代

の
奈
良
を
め
ぐ
る
想
像
力
と
の
関
係
な
ど
を
考
え
て
き
た
。

堀
辰
雄
は
全
く
個
人
的
な
動
機
か
ら
、
全
く
個
人
的
な
旅
を
し
、
全
く
個
人

　
　
　
　
　
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

的
な
旅
を
描
い
た
「
大
和
路
」
の
シ
リ
ー
ズ
を
書
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
個
人

的
な
旅
の
内
容
を
詳
し
く
分
析
す
る
と
、
決
し
て
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
大
和
路
」
の
旅
は
、
古
典
文
学
か
ら
想
像

さ
れ
る
古
代
生
活
を
追
体
験
す
る
試
み
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
奈
良
を
歩

い
た
会
津
八
一
を
は
じ
め
と
し
た
近
代
知
識
人
の
旅
を
追
体
験
す
る
試
み
で
も

あ
る
。

　
ま
た
、
同
時
代
の
政
府
や
、
奈
良
県
、
奈
良
市
な
ど
地
方
自
治
体
に
よ
る
奈

良
の
観
光
地
化
や
聖
地
化
の
状
況
と
対
置
す
る
と
、
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
権
力

の
網
の
目
の
中
で
の
行
動
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
「
大

和
路
」
の
旅
は
近
代
的
な
観
光
の
一
つ
の
実
践
で
あ
る
と
言
え
る
。
旅
先
で
の

感
動
は
、
半
ば
保
護
さ
れ
、
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
だ
。

　
そ
し
て
、
「
大
和
路
」
の
旅
人
は
想
像
の
大
和
に
同
一
化
す
べ
く
自
己
を
意

識
的
に
観
光
か
ら
引
き
離
そ
う
と
す
る
が
、
む
し
ろ
想
像
力
の
限
界
と
古
代
日

本
へ
の
「
回
帰
」
の
不
可
能
性
と
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
そ
の
よ

う
な
限
界
の
自
覚
は
、
保
田
與
重
郎
の
よ
う
に
古
き
良
き
時
代
と
の
断
絶
、
つ

ま
り
想
像
力
の
限
界
を
悲
観
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
大
和
路
」
は
古
典
文
学

の
世
界
や
古
代
日
本
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
回
帰
」
す
る
旅
人
の
回
想
の
記
で
は

な
い
。
し
か
し
、
日
本
国
民
共
通
の
聖
地
と
し
て
の
意
味
を
付
与
さ
れ
た
奈
良

（
大
和
）
と
い
う
地
名
の
も
つ
力
が
、
「
大
和
路
」
を
少
な
く
と
も
昭
和
一
八
年

前
半
に
お
い
て
時
局
に
適
合
す
る
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
忘
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
さ
ら
な
る
考
察
を
加

え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
「
大
和
路
」
各
篇
の
発
表
、
そ
れ
は
、
文
学
か
ら
観
光
へ
、
観
光
か
ら
文
学

へ
と
い
う
、
現
在
も
繰
り
返
さ
れ
る
、
国
民
が
そ
の
国
土
を
代
替
不
可
能
な
か

け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
確
認
す
る
知
識
・
教
養
を
媒
介
と
し
た
行
為
の
中

で
起
こ
っ
た
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

注（
１
）
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
発
表
順
に
初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
等
を
示
す
。

　
　
　
「
大
和
路
・
信
濃
路
　
一
」
（
「
婦
人
公
論
」
二
八
－
一
、
昭
和
一
八
年
一
月
一

　
　
日
）

　
　
　
「
大
和
路
・
信
濃
路
　
二
」
（
「
婦
人
公
論
」
二
八
－
二
、
昭
和
一
八
年
二
月
一

　
　
日
）

　
　
　
「
大
和
路
信
濃
路
　
三
」
（
「
婦
人
公
論
」
二
八
－
三
、
昭
和
一
八
年
三
月
一
日
）

　
　
　
「
大
和
路
信
濃
路
野
辺
山
原
」
（
「
婦
人
公
論
」
二
八
－
四
、
昭
和
一
八
年
四

　
　
月
一
日
）

　
　
　
「
大
和
路
信
濃
路
　
雪
」
（
「
婦
人
公
論
二
八
－
五
、
昭
和
一
八
年
五
月
一
日
）

　
　
　
「
大
和
路
・
信
濃
路
　
辛
夷
の
花
」
（
「
婦
人
公
論
」
二
八
－
六
、
昭
和
一
八
年

　
　
六
月
一
日
）

　
　
　
「
大
和
路
信
濃
路
　
浄
瑠
璃
寺
」
（
「
婦
人
公
論
」
二
八
－
七
、
昭
和
一
八
年
七

　
　
月
一
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
－
　
と

　
　
　
「
大
和
路
信
濃
路
死
者
の
書
１
１
古
都
に
お
け
る
、
初
夏
の
夕
く
れ
の
対
話
」

　
　
（
「
婦
人
公
論
」
二
八
－
八
、
昭
和
一
八
年
八
月
一
日
）

　
　
　
「
樹
下
」
（
「
文
芸
」
二
一
－
一
、
昭
和
一
九
年
一
月
一
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

（
２
）
昭
和
二
一
年
三
月
一
五
日
、
青
磁
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

（
３
）
　
『
花
あ
し
び
』
収
録
時
ま
で
に
タ
イ
ト
ル
等
が
変
わ
っ
た
も
の
を
以
下
に
示
す
。

　
　
　
「
大
和
路
・
信
濃
路
　
一
」
、
「
大
和
路
・
信
濃
路
　
二
」
↓
「
十
月
」

　
　
　
「
大
和
路
信
濃
路
　
三
」
↓
「
古
墳
」

　
　
　
「
大
和
路
信
濃
路
　
浄
瑠
璃
寺
」
↓
「
浄
瑠
璃
寺
の
春
」

（
４
）
谷
田
昌
平
「
堀
辰
雄
と
大
和
」
（
「
国
文
学
」
八
－
九
、
昭
和
三
八
年
七
月
二
〇

　
　
日
）

（
５
）
谷
田
氏
の
「
堀
辰
雄
と
大
和
」
（
前
掲
）
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
一
年
六
月
、
昭

　
　
和
一
四
年
五
月
、
昭
和
ニ
ハ
年
一
〇
月
、
昭
和
一
六
年
二
一
月
、
昭
和
一
八
年
三

　
　
月
、
昭
和
一
八
年
五
月
の
六
回
と
な
る
。
浅
田
隆
氏
は
、
「
堀
辰
雄
　
　
鎮
魂
の

　
　
旅
・
奈
良
」
（
帝
塚
山
短
期
大
学
日
本
文
芸
研
究
室
編
『
奈
良
と
文
学
　
　
古
代

　
　
か
ら
現
代
ま
で
』
、
昭
和
六
三
年
七
月
二
〇
日
、
和
泉
書
院
）
に
お
い
て
、
昭
和

　
　
二
一
年
六
月
の
二
度
の
日
帰
り
の
旅
を
厳
密
に
分
け
、
七
回
と
し
て
い
る
。

（
６
）
塚
田
満
江
「
堀
辰
雄
の
文
学
に
現
わ
れ
た
王
朝
美
　
　
作
家
研
究
の
試
み
２
」

　
　
（
「
女
子
大
国
文
」
三
八
、
昭
和
四
〇
年
七
月
五
日
）
、
佐
藤
泰
正
「
〈
堀
辰
雄
・
位

　
　
置
と
方
法
〉
堀
辰
雄
に
お
け
る
近
代
と
反
近
代
ー
そ
の
文
学
史
的
位
相
」
（
「
国

　
　
文
学
」
二
二
－
九
、
昭
和
五
二
年
七
月
二
〇
日
）
、
谷
田
昌
平
「
堀
辰
雄
と
大
和
」

　
　
（
前
掲
）
な
ど
多
数
。

（
７
）
谷
田
昌
平
「
〈
昭
和
十
年
代
の
作
家
と
批
評
家
〉
堀
辰
雄
　
　
昭
和
十
年
代
の

　
　
堀
辰
雄
」
（
「
国
文
学
」
　
一
０
１
七
、
昭
和
四
〇
年
六
月
二
〇
日
）
、
飯
島
耕
一

　
　
「
堀
辰
雄
へ
の
違
和
感
」
（
「
ユ
リ
イ
カ
」
一
〇
１
一
〇
、
昭
和
五
三
年
九
月
一
日
）

　
　
な
ど
。

（
８
）
松
田
ふ
み
子
『
婦
人
公
論
の
五
十
年
』
（
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
一
八
日
、
中
央

　
　
公
論
社
）
に
よ
れ
ば
、
「
大
和
路
・
信
濃
路
」
が
連
載
さ
れ
た
昭
和
一
八
年
の

　
　
「
婦
人
公
論
」
は
、

　
　
　
　
巻
頭
（
新
年
号
－
引
用
者
注
）
に
は
「
若
き
人
達
に
寄
せ
る
　
　
奉
公
の



一
９
）

一
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

一
１
４
）

（
１
５
）

　
　
誠
に
つ
い
て
　
　
」
（
天
野
貞
祐
）
が
、
「
公
と
は
自
己
を
否
定
し
て
普
遍
的

　
　
客
観
的
な
る
も
の
に
自
己
を
捧
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
的
と
い
う

　
　
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職
域
に
お
い
て
誠
を
尽
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
国

　
　
家
全
体
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
奉
公
で
あ
る
」
と
説
き
、
個
と
全
体
の

　
　
っ
な
が
り
と
矛
盾
に
解
決
を
与
え
よ
う
と
努
力
し
た
。
月
を
追
い
、
日
に
日

　
　
に
戦
争
は
ま
す
ま
す
苛
烈
に
な
り
、
十
八
年
の
七
月
号
を
組
む
こ
ろ
に
は
、

　
　
目
次
は
わ
ず
か
一
頁
で
十
分
と
い
う
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

と
い
う
苛
酷
な
状
況
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
「
婦
人
公
論
」

は
翌
年
、
昭
和
一
九
年
三
月
号
を
も
っ
て
休
刊
し
た
。

本
稿
で
は
シ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
が
『
観
光
の
ま
な
さ
し
　
　
現
代
社
会
に
お
け
る

レ
ジ
ャ
ー
と
旅
行
』
（
加
太
宏
訳
、
平
成
七
年
二
月
二
二
日
、
法
政
大
学
出
版
局
一

に
お
い
て

　
　
最
低
限
、
観
光
客
が
行
く
場
所
に
は
、
日
常
生
活
で
習
慣
的
に
遭
遇
し
て
い

　
　
る
も
の
と
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
、
な
ん
ら
か
の
様
相
が
あ
る
は
ず

　
　
で
あ
る
。

と
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
観
光
と
い
う
用
語
を
用
い
た
。

小
川
和
佑
「
堀
辰
雄
『
花
あ
し
び
』
試
論
」
（
「
昭
和
文
学
研
究
」
九
、
昭
和
五

九
年
七
月
一
〇
日
）

谷
田
氏
の
前
掲
論
文
な
ど
。

　
以
下
、
奈
良
の
観
光
に
関
す
る
法
制
等
の
記
述
は
『
奈
良
公
園
史
』
（
昭
和
五

七
年
三
月
三
一
日
、
奈
良
県
一
に
拠
る
。

初
版
は
大
正
八
年
五
月
二
一
二
日
、
岩
波
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

初
版
は
昭
和
五
年
四
月
一
日
、
馬
酔
木
発
行
所
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

　
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
明
治
四
〇
年
五
月
号
（
明
治
四
〇
年
五
月
一
日
、
ほ
と
・
ぎ

す
発
行
所
）
に
発
表
、
後
明
治
四
一
年
一
月
一
日
、
春
陽
堂
よ
り
刊
行
の
『
鶏

頭
』
に
収
録
。

（
１
６
）

（
１
７
）

（
１
８
）

一
１
９
）

一
２
０
）

一
２
１
）

（
２
２
）

（
２
３
）

一
２
４
）

　
鉄
道
省
編
『
日
本
案
内
記
　
近
畿
下
』
一
昭
和
八
年
三
月
二
八
日
、
博
文
館
）

　
水
木
要
太
郎
『
大
和
巡
』
（
明
治
三
六
年
四
月
一
日
、
奈
良
県
協
賛
会
）

　
亀
井
勝
一
郎
と
の
対
談
「
奈
良
の
思
ひ
出
」
（
昭
和
二
〇
年
三
月
五
、
六
、
七

日
の
三
日
問
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
「
趣
味
の
時
問
」
に
放
送
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
る
。

引
用
は
三
月
六
日
放
送
分
か
ら
で
、
『
会
津
八
一
全
集
』
第
＝
一
巻
一
昭
和
五
九

年
五
月
二
五
日
、
中
央
公
論
杜
一
に
拠
る
。
全
集
で
は
録
音
テ
ー
プ
を
底
本
と
し

て
い
る
。

　
井
上
政
次
『
大
和
古
寺
』
（
昭
和
一
六
年
九
月
三
〇
日
、
日
本
評
論
杜
）
の
序

に
は
、

　
　
　
河
合
栄
治
郎
氏
が
、
一
般
教
養
人
の
奈
良
へ
の
関
心
と
理
解
を
少
し
で
も

　
　
高
め
る
為
に
是
非
書
く
や
う
に
と
熱
心
に
す
す
め
て
く
だ
す
つ
た
の
で
、
私

　
　
も
其
の
熱
意
に
動
か
さ
れ
て
つ
い
書
く
気
に
な
つ
た
の
だ
が
、
果
し
て
多
少

　
　
で
も
其
の
御
期
待
に
副
ひ
得
た
か
ど
う
か
。

と
あ
る
。
知
識
人
や
「
一
般
教
養
人
」
が
奈
良
に
っ
い
て
の
し
か
る
べ
き
書
物
を

読
む
必
要
を
感
じ
て
い
た
と
同
時
に
、
読
む
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　
坂
田
静
夫
『
大
和
史
跡
名
勝
案
内
』
一
昭
和
＝
一
年
二
一
月
二
二
日
、
東
洋
図

書
一　

安
達
忠
一
郎
『
肇
国
の
聖
跡
を
巡
る
』
一
昭
和
一
五
年
一
一
月
三
日
、
大
阪
宝

文
館
）

　
『
近
畿
日
本
鉄
道
　
　
８
０
年
の
あ
ゆ
み
』
一
近
畿
日
本
鉄
道
編
、
平
成
二
年
一
〇

月
一
日
、
近
畿
日
本
鉄
道
）

　
古
川
隆
久
「
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
会
開
催
イ
ベ
ン
ト
と
三
大
新
聞
社
」
一
津

金
澤
聰
廣
・
有
山
輝
雄
編
『
戦
時
期
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
・
イ
　
ベ
ン
ト
』
、
平
成

一
〇
年
九
月
一
日
、
世
界
思
想
社
）

　
『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
七
巻
一
昭
和
四
九
年
一
月
一
八
日
、
岩
波
書
店
）

想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

四
七



（
２
５
）

（
２
６
）

（
２
７
）

　
　
想
像
の
大
和
路
を
行
く
旅
人
た
ち

　
『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
七
巻
（
前
掲
）

　
「
日
本
文
化
時
報
」
四
一
（
昭
和
：
二
年
四
月
、
日
本
文
化
協
会
出
版
部
）
に

発
表
さ
れ
た
。
引
用
は
『
保
田
與
重
郎
全
集
』
第
四
巻
（
昭
和
六
一
年
二
月
一
五

日
、
講
談
社
）
に
拠
る
。

　
初
出
は
「
日
本
評
論
」
一
四
－
一
上
二
（
昭
和
一
四
年
一
月
一
日
、
同
年
二
月

一
日
、
同
年
三
月
一
日
）

四
八

〔
付
記
〕
　
「
大
和
路
」
各
篇
の
引
用
は
筑
摩
書
房
版
『
堀
辰
雄
全
集
』
第
三
巻
（
昭
和

　
　
　
五
二
年
一
一
月
三
〇
日
）
、
『
花
あ
し
び
』
後
記
の
引
用
は
同
全
集
第
四
巻
（
昭

　
　
和
五
三
年
一
旦
二
〇
日
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
旧
漢
字
に
つ
い
て
は
人
名
以
外

　
　
は
す
べ
て
新
漢
字
に
改
め
た
。
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