
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り

藤
田
眞
作
著

湘
南
情
報
数
理
化
学
研
究
所



ii

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

藤
田
眞
作
〔
ふ
じ
た
し
ん
さ
く
〕。
一
九
四
四
年
〔
昭
和
十
九
年
〕
北
九

州
市
生
ま
れ
。
学
生
・
大
学
助
手
と
し
て
、
十
年
間
、
京
都
で
生
活
。

工
学
博
士
を
取
得
後
、
二
十
五
年
間
、
富
士
写
真
フ
イ
ル
ム
（
株
）
足

柄
研
究
所
に
て
、
記
録
材
料
用
の
有
機
化
合
物
の
開
発
に
従
事
。
次
の

十
年
間
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
と
し
て
、
有
機
合
成
化
学
・
情

報
材
料
化
学
・
化
学
情
報
学
・
数
理
化
学
の
研
究
教
育
に
従
事
。
著
書

は
、「S

y
m

m
etry

a
n
d

C
o
m

b
in

a
to

ria
l
E

n
u
m

era
tio

n
in

C
h
em

-

istry

」(S
p
rin

g
er-V

erla
g
,

一
九
九
一)

、「C
o
m

p
u
ter-O

rien
ted

R
ep

resen
ta

tio
n

o
f

O
rg

a
n
ic

R
ea

ctio
n
s

」(Y
o
sh

io
ka

-S
h
o
ten

,

二
〇
〇
一)

、「L AT
E
X

2
ε

コ
マ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」(

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
、
二

〇
〇
三)

、「O
rg

a
n
ic

C
h
em

istry
o
f
P

h
o
to

g
ra

p
h
y

」(S
p
rin

g
er-

V
erla

g
,

二
〇
〇
四)

、「D
ia

g
ra

m
m

a
tica

l
A

p
p
ro

a
ch

to
M

o
lecu

-

la
r
S
y
m

m
etry

a
n
d

E
n
u
m

era
tio

n
o
f
S
tereo

iso
m

ers

」(K
ra

g
u
-

jeva
c,

二
〇
〇
七)

な
ど
。
ま
た
、
化
学
構
造
式
の
描
画
ソ
フ
ト
ウ
ェ

アX ΥM
T
E
X

〔
キ
ュ
ム
テ
ッ
ク
〕、L AT

E
X

用
の
縦
書
ス
タ
イ
ル
フ
ァ
イ

ル
な
ど
を
開
発
し
、
無
償
配
布
。
そ
の
か
た
わ
ら
和
菓
子
を
も
と
め
て

京
都
市
内
を
徘
徊
し
、
仁
丹
の
町
名
看
板
に
興
味
を
も
つ
。
二
〇
〇
七

年
よ
り
、
湘
南
情
報
数
理
化
学
研
究
所(h

ttp
:/

/
x
y
m

tex
.co

m
)

を

主
宰
。

取
材
協
力

安
福
由
貴
実

キ
ュ
ー
・
コ
レ
ッ
ク
ス

小
野
英
治
　

ス
タ
ジ
オ
　
エ
ス
ペ
ラ
ン
サ

若
杉
収
子

W
a
ka

su
g
i
P

la
n
n
in

g
O

ffi
ce

郡
司
か
お
る

森
下
仁
丹

「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」

c©
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藤
田
眞
作http://xym

tex.com
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は
し
が
き

　
大
扉
の
裏
に
記
し
た
経
歴
で
わ
か
る
と
お
り
、
合
計
で
ち
ょ
う
ど
二
十

年
、
京
都
に
住
ん
だ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
く
に
前
半
の
十
年
は
、
鞠
小
路

近
衛
の
吉
田
西
寮
か
ら
始
ま
っ
て
、
東
大
路
近
衛
の
吉
田
寮
、
吉
田
二
本
松

町
、
釜
座
御
池
、
浄
土
寺
真
如
町
。
ず
い
ぶ
ん
、
転
居
し
た
も
の
だ
と
、
今

更
な
が
ら
思
い
ま
す
。
後
半
の
十
年
は
、
猪
熊
十
条
で
、
さ
す
が
に
一
箇
所

に
定
住
し
ま
し
た
。

釜
座
御
池
に
下
宿
し
た
と
き
な
ど
は
、
御
所
を
抜
け
、
荒
神
橋
を
渡
っ
て
、

京
都
大
学
の
吉
田
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
通
っ
て
お
り
ま
し
た
。
自
転
車
で
京
都
の

街
中
を
走
り
ぬ
け
る
の
で
す
が
、
途
中
、
辻
々
で
琺
瑯
引
の
仁
丹
町
名
看
板

が
目
に
つ
き
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
、
よ
そ
者
で
す
か
ら
、
京
都
に
土
地
勘
は

な
く
、
通
り
の
名
前
は
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
大
き
な
字
の
町
名
看

板
に
は
、
何
度
も
助
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

二
十
五
年
後
、
縁
あ
っ
て
、
京
都
に
職
を
得
て
、
も
う
一
度
住
む
こ
と
に

な
り
ま
し
た
が
、
市
電
が
全
廃
さ
れ
る
な
ど
、
京
都
の
町
も
随
分
、
変
わ
っ

て
い
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
期
に
古
い
町
家
が
壊
さ
れ
て
、
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
作
り
の
事
務
所
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
変
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
久

し
ぶ
り
に
戻
っ
て
き
た
身
に
は
、
よ
き
時
代
の
町
並
み
が
消
え
て
い
る
こ
と

が
、
こ
と
さ
ら
に
さ
び
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

町
家
が
ど
ん
ど
ん
壊
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
っ
て
あ
っ
た
仁
丹
町
名
看

板
が
消
え
て
い
る
こ
と
も
随
分
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
新
し
い
家
に
変

わ
っ
て
も
、
町
名
看
板
を
貼
り
直
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
ま
た
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
も
と
も
と
は
宣
伝
の
た
め
に
貼
っ
た
町
名
看
板
が
、
堅
牢
な
造
り

故
に
八
十
年
以
上
も
残
り
、
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
の
を
み
る
と
、
も
は
や
、
京

都
の
文
化
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

十
年
前
に
京
都
に
戻
っ
て
き
た
と
き
に
、
健
康
の
た
め
に
、
週
末
に
京
都

市
街
を
歩
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
好
き
な
和
菓
子
を
求
め
て
、
歴
史
探
訪
を

兼
ね
て
、
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
は
歩
く
こ
と
、
つ
い
で
に
仁
丹
の
町
名
看

板
を
探
す
こ
と
を
目
標
に
し
ま
し
た
。
こ
の
散
歩
の
な
か
で
は
、
方
丈
記
に

あ
る
「
安
元
の
大
火
」
の
火
元
「
樋
口
富
小
路
」
を
探
し
当
て
た
こ
と
と
、

い
ま
は
な
い
「
樋
口
小
路
」
を
括
弧
書
き
で
記
し
た
町
名
看
板
を
見
つ
け
た

こ
と
が
、
い
ち
ば
ん
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

今
年
に
な
っ
て
、
大
学
の
同
窓
会
が
あ
り
ま
し
た
。
同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
す

わ
っ
た
同
窓
の
加
藤
正
雄
さ
ん
に
「
安
元
の
大
火
」
と
仁
丹
の
町
名
看
板
の

話
を
し
ま
し
た
ら
、
こ
の
話
を
、
知
己
の
森
下
仁
丹
の
社
長
さ
ん
に
取
り
次

い
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、「
森
下
仁
丹
の
広
報
誌
に
、
仁

丹
の
町
名
看
板
探
訪
記
の
記
事
を
載
せ
た
い
。
そ
の
案
内
役
に
な
っ
て
ほ
し

い
」
と
の
話
が
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
話
が
進
ん

で
、
九
月
中
旬
に
現
地
ロ
ケ
を
敢
行
し
、
十
一
月
号
に
記
事
が
載
る
と
い
う

段
取
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

案
内
役
の
責
任
も
あ
り
ま
す
の
で
、
多
少
下
調
べ
を
し
ま
し
た
。
現
今
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
の
で
、
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
仁

丹
の
町
名
看
板
に
興
味
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
か
な
り
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
方
々
の
記
事
は
、
実
地
の
調
査
に
抜
け
を
な
く
す
る

上
で
大
変
に
役
に
立
ち
ま
し
た
。
匿
名
の
場
合
が
多
い
の
で
、
名
前
を
あ
げ
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る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま

た
、
文
中
で
、
江
戸
時
代
の
旅
行
案
内
記
『
都
名
所
図
会
』
な
ど
か
ら
引

用
し
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
引
用
は
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
「
平
安

京
都
名
所
図
会
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
収
録
さ
れ
た
文
献
お
よ
び
そ
の
翻
刻
文

に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
便
利
な
索
引
エ
ン
ジ
ン
を
作
ら
れ
た
国

際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
各
位
に
、
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
篤
く
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
調
査
の
た
め
京
都
に
行
っ
た
夜
に
、
行
き
つ
け
の
飲
み
屋
「
味

呂
」
で
、
町
名
看
板
の
話
を
し
ま
し
た
ら
、
お
か
み
さ
ん
や
常
連
の
方
々
か

ら
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
篤
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
現
地
ロ
ケ
で
、
遅
れ
が
ち
な
わ
た
し
を
い
た
わ
り
つ
つ
、
同
行
し
て

い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
に
も
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
文
中
に
謡
曲
の
詞
章
を
引

用
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、『
観
世
流
百
番
集
』〔
観
世
左
近
、
五
十
四

版
、
檜
書
店
、
一
九
七
六
〕
お
よ
び
『
謡
曲
集
』
上
下
〔
横
道
萬
里
雄
、
表

章
校
注
、
岩
波
書
店
、
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
九
六
〇
〕
に
よ
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
和
歌
の
引
用
は
主
と
し
て
、『
合
本
　
八
代
集
』〔
久
保
田
淳
、

川
村
晃
生
編
、
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
六
〕
に
よ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
調
査
の
中
で
、
森
下
仁
丹
の
広
報
誌
「
仁
丹
堂
」
に
載
せ
き
れ
な
い

く
ら
い
、
た
く
さ
ん
の
資
料
が
集
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の

も
も
っ
た
い
な
い
の
で
、「
仁
丹
堂
」
の
記
事
の
詳
し
い
版
と
し
て
ま
と
め

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に

京
め
ぐ
り
」
で
す
。
み
て
の
と
お
り
与
太
話
に
類
す
る
話
が
ほ
と
ん
ど
で
す

が
、
酒
の
肴
に
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

二
〇
〇
七
年
十
一
月

神
奈
川
の
片
田
舎
に
て
、
藤
田
眞
作



1

第
1
回

方
丈
記
・
樋
口
富
小
路
の
謎

■

「
安
元
の
大
火
」
の
火
元

受
験
勉
強
は
だ
れ
し
も
う
っ
と
う
し
い
も
の
。
い
ま
だ
に
「
解
答
で
き
な

い
、
ど
う
し
よ
う
」
と
い
う
試
験
場
で
の
悪
夢
を
見
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

わ
た
し
が
大
学
を
受
験
し
た
こ
ろ
は
、
理
科
系
と
い
え
ど
も
古
文
を
履
修

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
定
番
は
、
方
丈
記
、
徒
然
草
な
ど
。
嫌
々

学
習
し
て
い
た
古
文
の
中
で
、
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
鴨
長
明
〔
か
も
の
ち
ょ
う
め
い
。
一
一
五
三
〜
一
二
一
六
。

名
を
音
読
み
に
す
る
こ
と
を
　ゆ
う
そ
く
よ

有
職
読　
み
と
い
う
の
だ
そ
う
で
す
。
恥
ず
か
し

な
が
ら
、
な
が
ら
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
〕
の
『
　ほ
う
じ
ょ
う
き

方
丈
記　
』
の
中
の
一
節
で

す
。
鴨
長
明
が
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
へ
の
転
換
期
に
お
こ
っ
た
変
事
を

あ
げ
て
い
る
中
に
、
安
元
の
大
火
（
一
一
七
七
年
、
安
元
三
年
、
八
月
に
改

元
し
て
治
承
元
年
。
ち
な
み
に
こ
の
年
の
六
月
に
は
、
俊
寛
僧
都
の
鹿
ケ
谷

陰
謀
が
発
覚
し
て
い
ま
す
。）
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
箇
所
を
引
用
し
て
み
ま

し
ょ
う
。い

ん
し
安
元
三
年
　う
づ
き

四
月　
廿
八
日
か
と
よ
。
風
は
げ
し
く
吹
き

て
、
静
か
な
ら
ざ
り
し
夜
、
　い
ぬ戌　
の
と
き
ば
か
り
、
都
の
　た
つ
み

東
南　
よ
り

火
出
で
来
て
、
　い
ぬ
ゐ

西
北　
に
至
る
。
は
て
に
は
朱
雀
門
・
大
極
殿
・
大

学
寮
・
民
部
省
な
ど
ま
で
移
り
て
、
　ひ
と
よ

一
夜　
の
う
ち
に
　ち
り
は
い

塵
灰　
と
な
り

に
き
。
　ほ火　
も
と
は
、
樋
口
富
の
小
路
と
か
や
、
　ま
い
び
と

舞
人　
の
宿
せ
る
仮

屋
よ
り
出
で
来
る
と
な
ん
。

『
方
丈
記
徒
然
草
』
岩
波
古
典
文
学
大
系
。
西
尾
實
校
注
〔
一
九
五
七
〕

た
だ
し
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
変
更
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
「
　ひ
ぐ
ち

樋
口　
　と
み
の
こ
う
じ

富
小
路　
」
と
は
、
現
在
の
京
都
市
の
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
。

詮
索
し
て
も
天
下
の
大
勢
に
は
か
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
皮
切
り

に
、
仁
丹
の
町
名
看
板
を
手
が
か
り
に
し
て
、
無
駄
ば
な
し
、
与
太
ば
な

し
を
重
ね
な
が
ら
、
京
都
の
辻
々
を
歩
い
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
シ

リ
ー
ズ
も
く
ろ
み
で
す
。

■

そ
れ
は
万
寿
寺
富
小
路
か
？

ま
ず
突
き
当
た
る
謎
は
、
樋
口
小
路
が
現
在
の
京
都
地
図
な
い
こ
と
。
こ

の
謎
と
き
は
簡
単
で
、
平
安
京
の
復
元
地
図
に
は
載
っ
て
い
る
こ
と
が
す
ぐ

に
わ
か
り
ま
す
。
復
元
地
図
を
仔
細
に
み
る
と
、
樋
口
小
路
は
、
現
在
の
万

寿
寺
通
に
あ
た
る
と
あ
り
ま
す
。

現
在
、
万
寿
寺
〔
正
式
に
は
万
寿
禅
寺
〕
は
、
東
大
路
が
九
条
通
り
に
曲

が
る
陸
橋
の
手
前
、
第
一
日
赤
病
院
の
斜
向
か
い
に
あ
り
ま
す
が
、
古
く
は

「
左
京
六
条
四
坊
三
町
」
の
地
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
遺
跡
の
一
部
（
下
京

区
五
条
通
間
ノ
町
東
入
ル
）
が
、
ご
く
最
近
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
の

手
で
発
掘
さ
れ
て
、
庭
園
の
跡
な
ど
が
出
現
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
説
明
会
の

資
料
に
使
わ
れ
た
『
　う
え
す
ぎ
ぼ
ん

上
杉
本　
　ら
く
ち
ゅ
う
ら
く
が
い
ず
び
ょ
う
ぶ

洛
中
洛
外
図
屏
風　
」（
一
五
七
四
年
に
織
田
信

長
か
ら
上
杉
謙
信
に
贈
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
）
の
万
寿
寺
の
部
分
を
図
1

・
1
に
引
用
し
ま
す
。

万
寿
寺
の
前
身
で
あ
る
六
条
御
堂
は
、
白
河
上
皇
が
、
嘉
保
三
年
〔
一
〇

九
六
年
〕
に
、
皇
女
の
冥
福
を
祈
っ
て
、
そ
の
御
所
で
あ
る
六
条
内
裏
の
中
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図
1
・
1

上
杉
本
洛
中
洛
外
図
屏
風
部
分
〔
万
寿
寺
・
五
条
橋
〕。

（
旧
万
寿
寺
遺
跡
説
明
会
の
資
料
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ブ
ロ
グ
「
歴
史
ロ
マ
ン
探
検
隊
」
か
ら

一
部
切
り
取
っ
て
引
用
）

に
建
立
し
た
も
の
で
す
。
六
条
内
裏
は
、
東
は
高
倉
小
路
、
西
は
東
洞
院
大

路
、
北
は
、
六
条
坊
門
小
路
（
現
在
の
五
条
通
）、
南
は
六
条
大
路
に
囲
ま
れ

た
一
角
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
北
端
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
現
在
の
万
寿

寺
通
に
面
し
て
い
ま
せ
ん
。
面
し
て
い
る
の
な
ら
、
樋
口
小
路
が
万
寿
寺
通

に
変
わ
っ
た
理
由
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
ま
た
、

詮
索
好
き
の
虫
が
動
き
だ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

万
寿
寺
の
年
譜
を
み
る
と
、
一
三
三
〇
年
〔
元
徳
二
年
〕
に
報
恩
寺
が
万

寿
寺
北
の
地
に
開
か
れ
、
さ
ら
に
一
三
四
〇
年
〔
暦
応
三
年
〕
に
万
寿
寺
と

報
恩
寺
を
合
併
し
た
と
あ
り
ま
す
。
多
分
、
こ
の
と
き
に
、
敷
地
の
北
端
が

万
寿
寺
通
に
面
し
た
の
で
し
ょ
う
。
万
寿
禅
寺
と
し
て
京
都
五
山
に
列
し
た

の
は
そ
の
あ
と
の
一
三
五
八
年
〔
延
文
三
年
〕
で
す
か
ら
、
敷
地
が
広
が
っ

た
あ
と
に
有
名
に
な
っ
て
、
現
在
の
通
り
の
名
前
と
し
て
残
っ
た
と
考
え
れ

ば
辻
褄
が
あ
い
ま
す
。

『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
の
赤
丸
で
囲
ん
だ
建
物
が
万
寿
寺
で
す
。
そ
の
左

上
に
、
五
条
橋
（
現
在
の
松
原
橋
の
位
置
）
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時

は
中
州
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
の
が
興
味
ぶ
か
い
。
万
寿
寺
の
左

側
に
描
か
れ
て
い
る
は
、
　い
な
ば
や
く
し

因
幡
薬
師　
〔
平
等
寺
〕
と
お
も
わ
れ
る
の
で
、
こ

の
図
の
位
置
関
係
か
ら
推
測
す
る
と
、
屏
風
の
作
ら
れ
た
時
代
に
は
、
万
寿

寺
の
北
端
が
、
樋
口
小
路
（
現
在
の
万
寿
寺
通
）
に
面
し
て
い
る
ら
し
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

現
在
の
万
寿
寺
富
小
路
の
十
字
路
の
西
北
角
に
、
仁
丹
の
町
名
看
板
「
富

小
路
通
萬
壽
寺
上
ル
本
上
神
明
町
」
1©
、
東
南
角
に
「
萬
壽
寺
通
富
小
路
東

入
本
神
明
町
」
2©
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
の
詮
索
の
虫
も
満
足
し
た
の
で
、

一
時
期
、
安
元
の
大
火
の
火
元
は
こ
こ
だ
と
堅
く
信
じ
て
お
り
ま
し
た
。



3 ■ ほんとうの火元は万寿寺麩屋町

　と
み
の
こ
う
じ
ど
お
り

富
小
路
通　

　ま
ん
じ
ゅ
じ
あ
が
る

萬
壽
寺
上
ル　
　も
と
か
み
し
ん
め
い
ち
ょ
う

本
上
神
明
町　
1©

　ま
ん
じ
ゅ
じ
ど
お
り

萬
壽
寺
通　
　と
み
の
こ
う
じ

富
小
路　
　ひ
が
し
い
る

東
入　

　も
と
し
ん
め
い
ち
ょ
う

本
神
明
町　
2©

■

ほ
ん
と
う
の
火
元
は
万
寿
寺
麩
屋
町

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
で
一
件
落
着
と
は
ゆ
か
な
い
。
平
安
京
の
復
元
地
図
と

現
在
の
地
図
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
富
小
路
が
西
に
ず
れ
て
い
る
こ
と
に
気

が
つ
い
た
と
き
は
、
さ
す
が
に
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。
な
ぜ
、
こ
ん
な
こ
と
に

な
っ
た
の
か
。

こ
れ
は
、
わ
た
し
が
知
ら
な
か
っ
た
だ
け
。
旧
富
小
路
が
　ふ麩　
　や屋　
　ち
ょ
う
ど
お
り

町
通　
に

変
わ
っ
た
の
は
、
　て
ん
し
ょ
う

天
正　
の
　じ地　
　わ
り割　
（
一
五
九
〇
年
、
天
正
十
八
年
）
が
原
因

で
す
。
も
と
も
と
、
平
安
京
の
地
割
の
最
小
単
位
は
一
町
で
、
正
方
形
の

敷
地
で
す
。
貴
族
の
大
邸
宅
や
寺
社
な
ど
が
、
こ
の
一
町
を
占
め
る
と
き
は

問
題
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
分
割
し
て
利
用
す
る
と
な
る
と
、
通
り
に
面
し
た

と
こ
ろ
だ
け
に
町
家
が
建
ち
、
中
央
の
部
分
に
空
地
が
で
き
ま
す
。
南
北
の

通
り
を
追
加
し
て
短
冊
形
に
し
、
通
り
に
面
す
る
部
分
を
多
く
す
る
都
市
改

こ
こ
で
、
仁
丹
看
板
の
町
名
表
示
に
つ
い
て
、
念
の
た
め
書
き

添
え
ま
し
ょ
う
。
京
都
は
お
お
む
ね
碁
盤
状
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

南
北
の
通
り
の
名
称
と
東
西
の
名
称
を
組
み
合
わ
せ
て
場
所
を
表

示
し
ま
す
。
こ
の
と
き
「
通
」
を
付
け
た
道
筋
に
該
当
の
場
所
が

あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
通
常
「
通
」
を
つ
け
た
通
り
を
、
東
西
、

南
北
に
か
か
わ
ら
ず
、
先
に
書
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
最
初
に
あ
げ
た
町
名
看
板
「
富
小
路
通
萬
壽
寺
上

ル
本
上
神
明
町
」
1©
の
場
合
は
、
南
北
の
富
小
路
通
に
面
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
上
ル
〔
あ
が
る
〕
は
北
へ
、
下
ル
〔
さ
が

る
〕
は
南
は
、
西
入
ル
〔
に
し
い
る
〕
は
西
方
向
へ
、
東
入
ル
〔
ひ

が
し
い
る
〕
は
東
方
向
へ
そ
れ
ぞ
れ
移
動
し
た
と
こ
ろ
を
差
し
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
で
は
、
富
小
路
「
通
」
を
上
ル(

北
へ

ゆ
く)

こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
う
一
つ
の
町
名
看
板
も
、
こ
の
原

則
を
忠
実
に
守
っ
て
い
る
こ
と
が
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
。

そ
の
あ
と
に
町
名
（
こ
の
例
で
は
本
上
神
明
町
）
を
書
き
加
え

ま
す
。
京
都
の
町
名
は
、
だ
い
た
い
両
側
町
（
道
筋
を
挟
ん
だ
向

か
い
側
と
が
一
つ
の
区
域
に
な
る
）
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
富
小
路
を
挟
ん
だ
万
寿
寺
通
よ
り
北
側

の
地
域
が
本
上
神
明
町
、
南
側
の
地
域
が
本
神
明
町
で
す
。
東
京

な
ど
の
町
名
番
地
が
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
な
っ
て
い
る
の
と
異
な
っ

て
い
ま
す
。
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仁
丹
町
名
看
板
の
所
在
（
安
元
の
大
火
の
火
元
☆
付
近
）

造
が
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
天
正
の
地
割
で

す
。
こ
の
と
き
　や
な
ぎ
の
ば
ん
ば
ど
お
り

柳
馬
場
通　
〔
旧
　ま
で
の
こ
う
じ

万
里
小
路　
〕
と
旧
富
小
路
の
間
に
、
追
加

さ
れ
た
の
が
、
現
在
の
富
小
路
通
で
す
。
旧
富
小
路
は
名
前
が
変
わ
っ
て
麩

屋
町
通
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
麩
屋
町
押
小
路
に
あ
る
白
山
神
社
に
ち
な
ん

で
、
江
戸
時
代
に
は
、
麩
屋
町
通
を
　は
く
さ
ん

白
山　
通
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
旧
富
小
路
と
　ひ
が
し
き
ょ
う
ご
く

東
京
極　

　お
お大　
　じ路　
〔
今
の
寺
町
通
〕
の
間
の
南
北
に
は
、
　ご御　

　こ
う幸　
　ま
ち町　
通
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
万
寿
寺
は
、
こ
の
改
造
に
連
動
し
て
、
一
五

九
一
年
〔
天
正
十
九
年
〕
に
、
東
福
寺
塔
頭
に
格
下
げ
移
転
し
て
い
ま
す
。

　ふ
や
ち
ょ
う
ど
お
り

麩
屋
町
通　
　ま
ん
じ
ゅ
じ

万
寿
寺　
　あ
が上　
ル
　か
み
う
ろ
こ
が
た
ち
ょ
う

上
鱗
形
町　
3©

そ
ん
な
わ
け
で
、
方
丈
記
の
「
樋
口
富
小
路
」
は
、
現
在
の
万
寿
寺
麩

屋
町
な
の
で
す
。
万
寿
禅
寺
が
移
転
さ
せ
ら
れ
た
の
も
、
富
小
路
が
麩
屋
町

に
改
名
さ
せ
ら
れ
た
の
も
、
も
と
は
と
い
え
ば
豊
臣
秀
吉
の
せ
い
。
ま
っ
た

く
、
太
閤
さ
ん
は
罪
作
り
な
こ
と
を
な
さ
る
。

こ
の
辻
の
北
、
お
地
蔵
さ
ん
の
　
ほ
こ
ら祠　
の
そ
ば
に
、
仁
丹
の
町
名
看
板
「
麩
屋

町
通
万
寿
寺
上
ル
上
鱗
形
町
」
3©
を
見
つ
け
ま
し
た
。
お
地
蔵
さ
ん
の
祠

（
京
都
で
は
、「
地
蔵
盆
」
が
子
供
の
た
め
の
行
事
と
し
て
、
町
内
を
あ
げ
て

お
こ
な
わ
れ
ま
す
）
と
仁
丹
町
名
看
板
の
組
み
合
わ
せ
も
、
京
都
な
ら
で
は

の
風
景
で
す
。「
安
元
の
大
火
」
の
火
元
を
、
や
っ
と
、
さ
が
し
あ
て
た
と

い
う
こ
と
で
、
記
念
撮
影
を
い
た
し
ま
し
た
。
お
見
苦
し
い
こ
と
は
承
知
し

て
お
り
ま
す
が
、
仁
丹
町
名
看
板
の
概
略
の
寸
法
を
示
す
た
め
に
あ
え
て
載

せ
た
も
の
で
す
の
で
、
ご
容
赦
の
ほ
ど
。
ち
な
み
に
、
わ
た
し
は
中
肉
と
は

申
し
ま
せ
ん
が
、
中
背
で
ご
さ
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、「
な
ぜ
旧
富
小

路
を
麩
屋
町
に
変
え
た
の
か
」
と
い
う
謎
は
残
っ
た
ま
ま
で
す
。

■

京
都
の
大
火

安
元
の
大
火
は
、
　た
ろ
う

太
郎　
　し
ょ
う
ぼ
う

焼
亡　
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
お
お
よ
そ
の
焼
失
区
域

は
、
東
南
は
火
元
の
万
寿
寺
麩
屋
町
、
西
北
は
千
本
丸
太
町
を
対
角
線
と
す



5 ■ 朝日神明宮にも謎がある

「
安
元
の
大
火
」
の
火
元
で
記
念
撮
影

る
矩
形
の
範
囲
で
す
。
千
本
丸
太
町
付
近
は
、
か
っ
て
は
大
極
殿
な
ど
多
く

の
官
庁
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
ま
し
た
。
方
丈
記

に
は
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
翌
年
の
一
一
七
八
年
〔
治
承
二
年
〕
に
も
、

　じ
ろ
う

次
郎　
　し
ょ
う
ぼ
う

焼
亡　
と
呼
ば
れ
る
大
火
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
大
火
は
、
七
条
東
洞

院
付
近
か
ら
出
火
し
て
、
七
条
大
路
沿
い
に
朱
雀
大
路
ま
で
達
し
ま
し
た
。

太
郎
は
　あ
た
ご
さ
ん

愛
宕
山　
　た
ろ
う
ぼ
う

太
郎
坊　
、
次
郎
は
　ひ
ら
さ
ん

比
良
山　
　じ
ろ
う
ぼ
う

次
郎
坊　
の
こ
と
で
、
両
　だ
い
て
ん
ぐ

大
天
狗　
が

相
計
っ
て
、
悪
さ
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の

二
つ
の
大
火
は
、
貴
族
政
治
か
ら
武
家
政
治
へ
の
移
行
す
る
象
徴
的
な
事
件

で
、
安
元
の
大
火
の
際
に
焼
け
た
政
治
中
枢
の
建
物
は
、
二
度
と
再
建
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
の
ち
、
京
都
は
何
回
か
の
大
火
に
み
ま
わ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
に

限
っ
て
も
、
宝
永
の
大
火
（
一
七
〇
八
年
、
宝
永
五
年
）、
天
明
の
大
火
（
一

七
八
八
年
、
天
明
八
年
）、
ど
ん
ど
ん
焼
け
（
一
八
六
四
年
、
元
治
元
年
、
蛤

御
門
の
変
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
び
に
、
市
街
地
の
再
編
成
が
お
こ

な
わ
れ
て
お
り
、
痕
跡
が
地
名
に
残
っ
て
い
ま
す
。

■

朝
日
神
明
宮
に
も
謎
が
あ
る

　
く
だ
ん
件　
の
万
寿
寺
麩
屋
町
の
十
字
路
か
ら
南
に
下
が
っ
た
と
こ
ろ
に
、
　あ
さ朝　
　ひ日　

　し
ん
め
い
ぐ
う

神
明
宮　
（
下
京
区
麩
屋
町
五
条
上
ル
下
鱗
形
町
）
が
あ
り
ま
す
。
駐
車
場

の
南
、
南
隣
り
に
ビ
ル
が
迫
っ
た
狭
い
境
内
で
す
が
、
よ
く
手
入
れ
が
行
き

届
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
通
常
は
、
無
住
の
よ
う
で
す
の
で
、
ど

な
た
か
定
期
的
に
ご
奉
仕
す
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
。

社
伝
に
よ
れ
ば
、
祭
神
は
　あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

天
照
大
神　
。
わ
た
し
の
つ
た
な
い
鉛
筆
画
を

よ
く
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
祭
神
に
応
じ
て
、
円
柱
の
　か
さ
ぎ

笠
木　
を
乗
せ
た
神

明
鳥
居
で
す
。
神
社
（
元
亀
三
年
〔
一
五
七
二
年
〕
に
遷
座
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
）
の
か
つ
て
の
境
内
は
、
南
北
は
五
条
通
か
ら
松
原
通
、
東
西
は
河
原

町
通
か
ら
富
小
路
通
に
至
る
広
大
な
も
の
で
、「
　
さ
い
の
か
み

幸
神　
の
森
」
と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
天
明
の
大
火
（
一
七
八
八
年
、
天
明
八
年
）
お
よ
び
ど
ん
ど
ん
焼
け

（
一
八
六
四
年
、
元
治
元
年
）
に
よ
っ
て
そ
の
大
半
が
焼
失
し
、
八
つ
の
末

社
の
う
ち
、
猿
田
彦
社
〔
　
さ
い
の
か
み
の
や
し
ろ

幸
神
社　
〕
た
だ
一
社
だ
け
が
残
る
の
み
と
、
鳥

居
前
の
　こ
ま
ふ
だ

駒
札　
（
正
式
名
称
は
、
名
所
説
明
立
札
）
に
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
の
旅
行
案
内
書
で
あ
る
『
　み
や
こ
め
い
し
ょ
ず
え

都
名
所
図
会　
』
巻
之
二

〔
一
七
八
六
年
、
天
明
六
年
の
再
板
本
〕
に
は
、
現
在
の
朝
日
神
明
宮
の
位
置

に
、
　あ
さ
ひ
の
み
や

朝
日
宮　
が
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
、
朝
日
神
明
宮
は
、

も
と
も
と
は
こ
の
名
称
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た
ま
た
、
詮
索
の
虫
が

　う
ご
め
蠢　
き
だ
し
ま
し
た
。
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朝
日
神
明
宮
の
茅
の
輪

朝
日
神
明
宮
本
殿

『
都
名
所
図
会
』
の
記
載
と
比
べ
る
と
、
上
記
駒
札
の
社
伝
は
、
ほ
ぼ
朝

日
宮
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
駒
札
に
は
、
　ま
す
ほ

増
穂　
　の
こ
ぐ
ち

残
口　
〔
一
六

五
五
〜
一
七
四
二
〕
が
、『
　え
ん
ど
う
つ
が
ん

艶
道
通
鑑　
』
な
ど
を
刊
行
し
、
通
俗
的
な
神
道

講
釈
を
行
な
っ
て
人
気
を
博
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
残
口
は
、
江

戸
中
期
（
一
七
一
九
、
享
保
四
年
）
に
朝
日
宮
社
司
を
継
い
だ
と
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
朝
日
神
明
宮
の
社
司
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

こ
の
回
の
も
と
の
版
（2007/11/01)

で
は
、「
で
は
、
な
ぜ
朝
日
宮
が
、

朝
日
神
明
宮
に
変
わ
っ
た
の
か
。
ど
う
も
、
上
述
の
天
明
の
大
火
が
関
係
し

て
い
る
よ
う
で
す
。『
都
名
所
図
会
』
に
は
、
朝
日
宮
と
は
別
に
、
富
小
路

五
条
の
北
に
　し
ん
め
い
ぐ
う

神
明
宮　
が
あ
っ
た
と
の
記
載
が
あ
り
ま
す
の
で
、
天
明
の
大
火

の
あ
と
両
者
が
合
祀
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
仁
丹
町
名
看
板
に
あ
っ
た
「
本

神
明
町
」
は
、
こ
の
歴
史
の
痕
跡
と
推
測
さ
れ
ま
す
。」
と
書
き
ま
し
た
が
、

事
は
そ
ん
な
に
簡
単
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

『
京
都
市
の
地
名
』〔
日
本
歴
史
地
名
体
系
二
七
、
平
凡
社
、
一
九
七
九
〕

の
「
本
神
明
町
」
の
項
に
は
、『
京
都
坊
目
誌
』〔
碓
井
小
三
郎
編
、
一
九
一

五
〕
を
引
用
し
て
、
富
小
路
五
条
上
ル
本
神
明
町
の
「
神
明
宮
」
に
つ
い
て

の
記
載
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
神
明
町
の
「
神
明
宮
」
は
、
天

明
の
大
火
〔
一
七
八
八
年
〕
と
ど
ん
ど
ん
焼
〔
一
八
六
四
年
〕
の
際
に
類
焼

し
ま
し
た
が
、
そ
の
の
ち
も
存
続
。
明
治
十
五
年
〔
一
八
八
二
年
〕
に
、
元

の
有
隣
小
学
校
が
移
転
し
て
き
た
た
め
、
　い
ま
く
ま
の

今
熊
野　
の
　
つ
る
ぎ剣　
神
社
の
境
内
に
遷
座

し
た
そ
う
で
す
。

実
際
に
、
今
熊
野
の
剣
神
社
に
は
、「
朝
日
神
明
宮
」
が
あ
り
、
社
殿
に

は
本
神
明
町
か
ら
の
供
物
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
扁
額
に
は
、「
神
明
宮
」

で
は
な
く
て
、「
朝
日
神
明
宮
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
た
ま
た
混

乱
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

一
方
、『
京
都
市
の
地
名
』
の
「
朝
日
神
明
宮
」
の
項
で
は
、
昭
和
三
六

年
〔
一
九
六
一
年
〕
に
旧
称
「
朝
日
神
明
社
」
を
廃
し
、「
朝
日
神
明
宮
」
と

改
称
し
た
と
あ
り
ま
す
。
混
乱
は
一
層
深
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

以
上
を
わ
た
し
な
り
に
整
理
す
る
と
、
元
の
朝
日
神
明
社
（
社
伝
の
元
亀

三
年
〔
一
五
七
二
年
〕
の
状
態
、
境
内
は
、
南
北
五
条
通
か
ら
松
原
通
、
東

西
河
原
町
通
か
ら
富
小
路
通
）
は
、
朝
日
宮
と
神
明
宮
の
両
社
殿
を
含
む
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
、
現
時
点
で
は
も
っ
と
も
ら
し
い
。
元
の
朝
日

神
明
社
（
朝
日
宮
・
神
明
宮
）→

朝
日
宮
と
神
明
宮
（
分
離
、『
都
名
所
図

会
』〔
一
七
八
六
年
〕
の
状
態
）。
そ
の
あ
と
、「
朝
日
宮
」
の
ほ
う
は
、
朝

日
宮→

朝
日
神
明
社
（
時
期
不
明
）→

朝
日
神
明
宮
（
一
九
六
一
年
改
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称
）。
一
方
、「
神
明
宮
」
の
ほ
う
は
、
神
明
宮→

朝
日
神
明
宮(

剣
神
社

境
内
に
遷
座
、
一
八
八
二
年
）。
ど
う
も
、
す
っ
き
り
し
な
い
が
、
謎
解
き

は
こ
の
程
度
に
と
ど
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

■

同
じ
陰
暦
四
月
に

つ
い
で
に
い
う
と
、「
安
元
の
大
火
」
の
火
元
の
万
寿
寺
麩
屋
町
は
、
ど

ん
ど
ん
焼
け
（
一
八
六
四
年
、
元
治
元
年
）
の
少
し
前
の
一
八
五
〇
年
〔
嘉

永
三
年
〕
に
、
も
う
一
度
大
火
の
火
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
か

わ
ら
版
の
『
京
都
焼
場
方
角
付
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

頃
は
嘉
永
三
戌
の
年
四
月
十
六
日
ひ
る
九
ツ
と
き
、
京
都
万
寿

寺
通
ふ
や
町
西
へ
入
町
、
南
が
は
四
軒
目
よ
り
出
火
に
て
、
折
ふ

し
西
南
の
風
は
げ
し
く
、
松
原
通
へ
焼
ぬ
け
、
火
二
口
に
な
り
、

東
は
高
せ
川
を
こ
へ
、
か
も
川
限
。
西
の
方
は
柳
馬
場
裏
と
な
り

迄
。
高
辻
通
は
西
に
て
と
ミ
小
路
北
じ
り
ま
で
。（
後
略
）

小
野
秀
雄
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〔
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
・
学
際
情
報

学
部
〕『
京
都
焼
場
方
角
付
』〔
火
事
No.

39
〕

　く奇　
し
く
も
、
安
元
の
大
火
と
同
じ
陰
暦
四
月
。
同
じ
く
、
南
寄
り
の
風
。
と

き
は
、
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
転
換
期
（
ち
な
み
に
、
ペ
リ
ー
の
黒
船
来
航
は
、

一
八
五
三
年
〔
嘉
永
六
年
〕）。
バ
ン
バ
ン
・・・
講
談
だ
と
こ
こ
で
　は張　
り
　せ
ん扇　
が

は
い
る
と
こ
ろ
。「
嘉
永
三
年
の
大
火
」
か
ら
明
治
新
政
府
樹
立
（
一
九
六

八
年
、
明
治
元
年
）
ま
で
十
八
年
。「
安
元
の
大
火
」
か
ら
鎌
倉
幕
府
開
府

（
一
一
九
二
年
、
建
久
三
年
）
ま
で
十
五
年
。
よ
く
似
た
状
況
で
、
よ
く
も

ま
あ
、
同
じ
場
所
が
火
元
に
な
っ
た
も
の
で
す
。「
嘉
永
三
年
の
大
火
」
で

は
、
焼
失
の
西
北
限
は
綾
小
路
富
小
路
を
越
え
た
と
こ
ろ
。
一
方
、「
安
元

の
大
火
」
の
西
北
限
は
、
千
本
丸
太
町
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
火
元

が
同
じ
で
も
、「
安
元
の
大
火
」
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

時
代
の
転
換
な
ど
と
大
風
呂
敷
を
ひ
ろ
げ
た
あ
と
は
、
例
に
よ
っ
て
瑣
末

な
詮
索
。
か
わ
ら
版
に
は
、「
嘉
永
三
年
の
大
火
」
の
焼
失
地
図
が
載
っ
て

い
ま
す
が
、
朝
日
神
明
宮
の
所
在
地
は
焼
失
範
囲
の
南
限
す
れ
す
れ
の
場
所

で
す
。
か
わ
ら
版
の
文
面
で
は
「
市
中
御
や
し
き
神
社
多
く
焼
」
と
あ
り
ま

す
の
で
、
詮
索
好
き
の
わ
た
し
に
は
、
こ
の
火
事
で
朝
日
神
明
宮
が
被
災
し

た
か
ど
う
か
が
気
に
な
り
ま
す
。
神
社
前
の
駒
札
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ

の
と
き
は
被
災
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
（
も
う
一
つ
の
可
能
性

と
し
て
、
被
災
し
た
け
れ
ど
も
再
建
さ
れ
て
、
再
度
ど
ん
ど
ん
焼
で
被
災
し

た
こ
と
も
あ
り
う
る
）。

■

石
門
心
学
脩
正
舎
跡

朝
日
神
明
宮
の
門
前
に
、
　
せ
き
も
ん
し
ん
が
く
し
ゅ
う
せ
い
し
ゃ
あ
と

石
門
心
学
脩
正
舎
跡　
の
石
碑
が
建
っ
て
い
ま

す
。
石
門
心
学
は
、
　い
し
だ

石
田　
　ば
い
が
ん

梅
岩　
〔
一
六
八
五
〜
一
七
四
四
〕
が
始
め
た
処

世
哲
学
で
、
神
儒
仏
の
三
教
を
平
易
に
説
い
て
、
町
人
農
民
に
大
き
な
思
想

的
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
脩
正
舎
は
、
そ
の
弟
子
　て
じ
ま

手
島　
　と
あ
ん

堵
庵　
〔
一
七
一
八
〜

一
七
八
六
〕
が
東
洞
院
松
原
に
開
い
た
心
学
講
舎
で
、
天
明
の
大
火
な
ど
焼

失
、
移
転
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
心
学
者
　し
ば
た

柴
田　
　き
ゅ
う
お
う

鳩
翁　
〔
一
七
八
三
〜
一
八
三

九
〕
が
、
五
条
東
洞
院
に
脩
正
舎
を
再
興
、
鳩
翁
の
孫
　け
ん
ど
う

謙
堂　
が
、
一
九
一
一

年
〔
明
治
四
四
年
〕
に
、
こ
の
石
碑
の
あ
る
麸
屋
町
通
五
条
上
る
東
側
に
移

し
、
学
統
を
伝
え
ま
し
た
。

石
門
心
学
の
話
題
に
な
っ
た
つ
い
で
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
感
想
。
日
本
人
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石
門
心
学
脩
正
舎
跡
の
碑
（
駒
札
は
朝
日
神
明
宮
の
も
の
）

は
無
信
教
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
む
し
ろ
逆
で
、
無
意
識
の
中
に
、
宗

教
的
な
も
の—

一
神
教
と
は
異
な
る
寛
容
な
信
仰
心—

を
色
濃
く
も
っ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
宗
教
的
な
も
の
の
一
つ
の
あ
り
か
た
が
石
門
心

学
で
、
こ
れ
に
近
い
心
情
が
、
お
し
な
べ
て
日
本
人
の
基
底
に
あ
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

■

明
王
院
不
動
寺—

石
不
動

松
原
麩
屋
町
東
南
の
か
ど
に
、
　み
ょ
う
お
う
い
ん
ふ
ど
う
じ

明
王
院
不
動
寺　
〔
通
称
、
松
原
不
動
、
石

不
動
〕
が
あ
り
ま
す
。『
　し
ゅ
う
い
み
や
こ
め
い
し
ょ
ず
え

拾
遺
都
名
所
図
会　
』
巻
一
〔
一
七
八
七
年
、
天
明

七
年
〕
で
は
、「
　み
な
み
い
わ
く
ら
い
し
ふ
ど
う

南
岩
倉
石
不
動　
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
寺
伝
で
は
、

明
王
院
不
動
寺—

石
不
動

持
統
天
皇
の
朱
雀
五
年
に
　ど
う
か
ん
だ
い
と
こ

道
観
大
徳　
が
開
き
、
の
ち
平
安
京
が
で
き
た
と
き

に
、
弘
法
大
師
が
石
像
不
動
明
王
を
本
尊
と
し
た
と
あ
り
ま
す
。
平
安
京
鎮

護
の
た
め
四
方
に
経
王
を
石
蔵
に
お
さ
め
た
と
き
の
、
南
岩
倉
で
あ
る
と
の

言
い
伝
え
が
あ
り
、
お
堂
の
扁
額
に
も
「
南
岩
倉
」
の
文
字
が
読
め
ま
す
。

天
暦
年
間
に
鴨
川
の
氾
濫
に
よ
り
、
一
時
荒
廃
。
比
叡
山
の
僧
　た
い
え
ん

苔
筵　
が
勅

を
受
け
て
再
興
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
応
仁
の
乱
で
再
度
荒
廃
し
、

こ
の
石
像
も
塵
芥
の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
ま
し
た
。
豊
臣
秀
吉
が
天
正
年
間

に
　じ
ゅ
ら
く
だ
い

聚
楽
第　
を
造
営
し
た
と
き
に
、
　い
し
か
り

石
狩　
と
称
し
て
、
奇
石
を
多
く
集
め
ま
し

た
。
こ
の
石
像
を
掘
り
出
し
て
、
聚
楽
第
に
移
し
た
と
こ
ろ
、
夜
な
夜
な
光

を
放
っ
て
、
多
く
の
怪
異
が
お
こ
っ
た
の
で
、
も
と
あ
っ
た
こ
の
地
に
小
堂

を
た
て
て
安
置
す
る
と
怪
異
も
収
ま
っ
た
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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　ふ
や
ち
ょ
う
ど
お
り

麩
屋
町
通　
　ま
つ
ば
ら

松
原　
　さ
が下　
ル
　
い
し
ふ
ど
う
の
ち
ょ
う

石
不
動
町　
4©

お
堂
の
柱
に
は
、「
　と
り
ど
し

酉
歳　
一
生
の
守
本
尊
」
の
札
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
酉

年
生
ま
れ
の
人
に
ご
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
十
二

支
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
　
ま
も
り
ほ
ん
ぞ
ん

守
本
尊　
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
　ね子　
年
は
千
手
観
世
音
菩

薩
、
　う
し
と
ら

丑
寅　
年
は
虚
空
蔵
菩
薩
、
　う卯　
年
は
文
殊
菩
薩
、
　た
つ
み

辰
巳　
年
は
普
賢
菩
薩
、

　う
ま午　
年
は
勢
至
菩
薩
、
　
ひ
つ
じ
さ
る

未
申　
年
は
大
日
如
来
、
　と
り酉　
年
は
不
動
明
王
、
　い
ぬ
い

戌
亥　
年
は

阿
弥
陀
如
来
で
す
。
北
（
子
）、
北
東
（
　
う
し
と
ら
艮　
、
丑
寅
）、
東
（
卯
）、
東
南(

　
た
つ
み巽　
、

辰
巳
）、
南
（
午
）、
南
西
（
　
ひ
つ
じ
さ
る

坤　
、
未
申
）、
西
（
酉
）、
西
北
（
　
い
ぬ
い乾　
、
戌
亥
）

の
八
方
角
と
組
み
合
わ
せ
て
、
仏
様
を
割
り
当
て
い
ま
す
が
、
わ
た
し
に
わ

か
る
の
は
こ
こ
ま
で
。
多
く
の
仏
様
の
な
か
か
ら
、
こ
れ
ら
の
仏
様
を
選
ん

だ
理
由
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

■

さ
て
、
ど
う
読
む
か
？

不
動
寺
の
西
側
の
壁
に
、「
麩
屋
町
通
松
原
下
ル
石
不
動
町
」
4©
の
町
名

看
板
が
あ
り
ま
す
。
地
図
を
み
る
と
、
　い
し
ふ
ど
う
の
ち
ょ
う

石
不
動
之
町　
と
あ
り
、「
之
」
に
よ
っ

て
読
み
を
固
定
し
て
、「
い
し
ふ
ど
う
ち
ょ
う
」
と
読
ま
な
い
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
不
動
寺
に
由
来
し
た
地
名
で
す
。

ち
な
み
に
、「
の
」
を
入
れ
る
か
ど
う
か
は
、
読
み
の
揺
れ
の
範
囲
で
、
あ

ま
り
目
く
じ
ら
を
た
て
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
意
見
に
、
わ
た
し
も
　く
み与　
し
ま

す
。
今
回
出
て
き
た
通
り
の
名
前
に
つ
い
て
も
、「
富
小
路
通
」
は
「
と
み

•　の
こ
う
じ
ど
お
り
」
と
も
「
と
み
こ
う
じ
ど
お
り
」
と
も
読
む
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
さ
す
が
に
「
柳
馬
場
通
」
は
「
の
」
を
入
れ
て
「
や
な
ぎ

•　の
ば
ん

ば
ど
お
り
」
と
読
み
、「
や
な
ぎ
ば
ん
ば
ど
お
り
」
と
は
い
わ
な
い
よ
う
で

す
。「
石
不
動

•　之
町
」
の
場
合
は
、
ど
う
し
て
も
「
の
」
を
い
れ
た
い
と
い

う
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

松
原
富
小
路
の
十
字
路
を
挟
ん
で
、
松
原
通
に
面
し
た
と
こ
ろ
二
箇
所

に
、
仁
丹
町
名
看
板
が
あ
り
ま
す
。
二
つ
の
看
板
は
、
十
字
路
の
表
示
と
し

て
は
「
松
原
富
小
路
」
5©
と
「
松
原
柳
馬
場
」
6©
と
で
異
な
っ
て
い
ま
す

が
、
町
名
は
同
じ
「
　ま
つ
ば
ら

松
原　
　な
か
の
ち
ょ
う

中
之
町　
」
で
す
。
両
側
町
の
原
則
に
忠
実
に
で
き

る
だ
け
共
通
部
分
を
多
く
表
示
す
る
な
ら
、
二
番
目
は
、「
　
ま
つ
ば
ら
ど
お
り

松
原
通　

　と
み
の
こ
う
じ

富
小
路　

　に
し
い
る

西
入　
　ま
つ
ば
ら
な
か
の
ち
ょ
う

松
原
中
之
町　
」
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
と
は
い
う
も
の
の
、
原
則
論

を
振
り
か
ざ
し
て
あ
げ
つ
ら
う
の
が
無
粋
な
こ
と
は
、
重
々
承
知
し
て
お
り

ま
す
。
む
し
ろ
、
仁
丹
町
名
看
板
が
数
あ
る
中
で
、
町
名
が
同
じ
で
十
字
路

の
表
示
が
違
う
、
め
ず
ら
し
い
例
と
し
て
、
記
憶
に
と
ど
め
て
お
い
た
ほ
う

が
よ
ろ
し
い
よ
う
で
。

お
っ
と
、
本
題
を
忘
れ
て
お
り
ま
し
た
。「
の
」
を
入
れ
る
か
ど
う
か
の
詮

索
に
戻
り
ま
す
と
、「
　ま
つ
ば
ら
な
か
の
ち
ょ
う

松
原
中
之
町　
」
の
場
合
は
、「
之
」
を
入
れ
な
い
と
、

「
中
町
」
と
な
っ
て
、「
な
か
ま
ち
」
あ
る
い
は
「
な
か
ち
ょ
う
」
と
し
か
読

め
な
い
。
そ
れ
で
、「
中

•　之
町
」
と
す
る
の
は
、
順
当
で
し
ょ
う
。
石
不
動

之
町
と
松
原
中
之
町
は
隣
り
あ
っ
て
い
る
の
で
、
も
し
か
し
た
ら
、
単
に
釣

り
合
い
の
う
え
か
ら
、「
石
不
動

•　之
町
」
と
し
た
と
、
考
え
直
し
た
ほ
う
が

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
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ま
つ
ば
ら
ど
お
り

松
原
通　
　と
み
の
こ
う
じ

富
小
路　
　
ひ
が
し
い
る

東
入　
　ま
つ
ば
ら
な
か
の
ち
ょ
う

松
原
中
之
町　
5©

　
ま
つ
ば
ら
ど
お
り

松
原
通　

　
や
な
ぎ
の
ば
ん
ば

柳
馬
場　

　
ひ
が
し
い
る

東
入　
　ま
つ
ば
ら
な
か
の
ち
ょ
う

松
原
中
之
町　
6©

読
み
の
揺
れ
に
関
し
て
は
、
伸
ば
す
か
伸
ば
さ
な
い
か
の
違
い
も
あ
り
ま

す
。「
御
幸
町
通
」
は
、「
ご
こ

•　う
ま
ち
ど
お
り
」
の
「
う
」
を
短
縮
し
て
、

「
ご
こ
ま
ち
ど
お
り
」
と
も
い
う
よ
う
で
す
。
今
回
は
「
万
寿
寺
通
」
を
「
ま

ん
じ
ゅ
じ
ど
お
り
」
と
読
ん
で
き
ま
し
た
が
、
逆
に
「
う
」
を
入
れ
て
、「
ま

ん
じ
ゅ

•　う
じ
ど
お
り
」
と
も
い
う
よ
う
で
す
。

■

松
原
通
、
万
寿
寺
通
の
こ
の
界
隈

松
原
通
と
万
寿
寺
通
の
こ
の
界
隈
は
、
仏
壇
仏
具
屋
が
目
立
ち
ま
す
。
そ

の
ほ
か
に
も
、
伝
統
工
芸
の
工
房
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
直
接
取
材
を
し

た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
参
考
ま
で
と
い
う
こ
と
で
列
挙
し
ま
す
。「
加
藤

小
兵
衛
商
店
」（
松
原
通
富
小
路
西
入
ル
松
原
中
之
町
。
こ
の
町
名
表
示
は
、

さ
っ
き
理
屈
を
こ
ね
た
と
お
り
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
）
は
、
漆
液
を
需
要
者

（
漆
器
、
仏
具
、
家
具
、
建
具
、
釣
竿
、
和
楽
器
）
向
に
精
製
販
売
。「
井

助
」（
柳
馬
場
通
五
条
上
ル
柏
屋
町
）
は
、
京
漆
器
の
販
売
。「
御
弓
師
柴
田

勘
十
郎
弓
店
」（
御
幸
町
通
万
寿
寺
上
ル
須
浜
町
）
は
、
京
弓
。「Y

O
U

K
O

K
A

B
A

N

」（
万
寿
寺
通
富
小
路
東
入
ル
堅
田
町
）
は
、
町
家
で
オ
リ
ジ
ナ

ル
バ
ッ
グ
製
作
。
伝
統
工
芸
体
験
工
房
に
登
録
し
て
い
る
工
房
を
あ
げ
て
お

き
ま
し
ょ
う
。「
榊
漆
工
芸
」（
万
寿
寺
通
柳
馬
場
西
入
ル
堅
田
町
）
は
、
蒔

絵
体
験
。「
京
扇
子
と
く
の
」（
富
小
路
通
松
原
下
ル
本
上
神
明
町
）
は
、
京

扇
子
の
手
描
き
体
験
教
室
。「
絞
彩
苑
種
田
」（
柳
馬
場
通
五
条
上
ル
柏
屋

町
）
は
、
京
鹿
の
子
絞
り
工
程
見
学
。
最
後
に
京
煎
餅
の
紹
介
。「
清
水
製

菓
」（
万
寿
寺
通
御
幸
町
西
入
ル
須
浜
町
）。
定
番
の
煎
餅
の
中
で
は
、
野
菜

煎
餅
が
目
と
舌
の
両
方
を
楽
し
ま
せ
ま
す
。
こ
の
店
に
、
京
都
煎
餅
組
合
の

事
務
所
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

■

時
空
を
超
え
て
、
京
め
ぐ
り

京
都
は
、
七
九
四
年
〔
延
暦
十
三
年
〕
に
桓
武
天
皇
が
平
安
京
を
造
営
し

て
か
ら
東
京
遷
都
の
一
八
六
九
年
〔
明
治
二
年
〕
ま
で
、
約
一
一
〇
〇
年

間
、
実
質
的
あ
る
い
は
象
徴
的
に
「
み
や
こ
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
さ

ら
に
、
明
治
時
代
以
降
一
〇
〇
年
余
り
は
、
古
い
伝
統
の
中
に
新
機
軸
を
取

り
入
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
京
都
の
ど
の
地
点
に
た
た
ず
ん

で
も
、
約
一
二
〇
〇
年
の
歴
史
が
重
層
的
に
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
変
好

都
合
な
こ
と
に
、
古
い
町
並
み
の
辻
々
に
は
、
少
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、

ま
だ
ま
だ
仁
丹
の
町
名
看
板
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
よ
す
が
に
、
京
都

の
歴
史
や
民
俗
を
訪
ね
る
こ
と
は
、
時
空
を
越
え
て
飛
翔
す
る
感
覚
が
味
わ
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え
、
大
変
お
も
し
ろ
い
。
し
か
も
、
ど
の
界
隈
に
も
和
菓
子
屋
が
あ
り
、
古

都
散
策
の
疲
れ
を
ほ
ど
よ
く
癒
し
て
く
れ
る
こ
と
が
、
甘
党
の
わ
た
し
に
は

あ
り
が
た
い
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

藤
田
眞
作
〔
ふ
じ
た
し
ん
さ
く
〕。
一
九
四
四
年
〔
昭
和
十
九
年
〕
北
九

州
市
生
ま
れ
。
学
生
・
大
学
助
手
と
し
て
、
十
年
間
、
京
都
で
生
活
。

工
学
博
士
を
取
得
後
、
二
十
五
年
間
、
富
士
写
真
フ
イ
ル
ム
（
株
）
足

柄
研
究
所
に
て
、
記
録
材
料
用
の
有
機
化
合
物
の
開
発
に
従
事
。
次
の

十
年
間
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
と
し
て
、
有
機
合
成
化
学
・
情

報
材
料
化
学
・
化
学
情
報
学
・
数
理
化
学
の
研
究
教
育
に
従
事
。
そ
の

か
た
わ
ら
和
菓
子
を
も
と
め
て
京
都
市
内
を
徘
徊
し
、
仁
丹
の
町
名
看

板
に
興
味
を
も
つ
。
二
〇
〇
七
年
よ
り
、
湘
南
情
報
数
理
化
学
研
究
所

(h
ttp

:/
/
x
y
m

tex
.co

m
)

を
主
宰
。

「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」（
第
1
回
）2007/11/1

改2007/12/20
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