
̶ 13 ̶

の
理
解
は
深
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
「
ゆ
く
雲
」
は
、
ま
だ
ど
こ
か
捉
え
き
れ
な

い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
山
本
欣
司
氏
（
３
）
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
も

う
一
人
の
主
人
公
と
も
い
え
る
桂
次
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て

い
る
。

こ
の
小
説
は
桂
次
の
視
点
に
添
っ
て
始
ま
り
、
そ
の
後
も
桂
次
を
お
縫
と
同

等
か
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
詳
細
に
描
き
込
ん
で
い
る
。
冒
頭
を
見
よ
う
。

酒
折
の
宮
、
山
梨
の
岡
、
塩
山
、
裂
石
、
さ
し
手
の
名
も
都
人
の
耳
に
聞

き
な
れ
ぬ
は
、小
仏
さ
ゝ
子
の
難
処
を
越
し
て
猿
橋
の
な
が
れ
に
眩
め
き
、

鶴
瀬
、
駒
飼
見
る
ほ
ど
の
里
も
な
き
に
、
勝
沼
の
町
と
て
も
東
京
に
て
の

場
末
ぞ
か
し
、
甲
府
は
流
石
に
大
厦
高
楼
、
躑
躅
が
崎
の
城
跡
な
ど
見
る

処
の
あ
り
と
は
言
へ
ど
、
汽
車
の
便
り
よ
き
頃
に
な
ら
ば
知
ら
ず
、
こ
と

更
の
馬
車
腕
車
に
一
昼
夜
を
ゆ
ら
れ
て
、
い
ざ
恵
林
寺
の
桜
見
に
と
い
ふ

人
は
あ
る
ま
じ
、
故
郷
な
れ
ば
こ
そ
年
々
の
夏
休
み
に
も
、
人
は
箱
根
伊

香
保
と
も
よ
ふ
し
立
つ
る
中
を
、
我
れ
の
み
一
人
あ
し
曳
の
山
の
甲
斐
に

は
じ
め
に

「
ゆ
く
雲
」（
明
二
八
・
五
『
太
陽
』）
は
、
不
明
瞭
な
印
象
が
強
く
、
樋
口
一

葉
の
小
説
の
な
か
で
は
あ
ま
り
高
い
評
価
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
れ

ま
で
主
人
公
の
お
縫
を
中
心
に
詳
細
な
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
、
理
解
は
深
ま
っ

て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
菅
聡
子
氏
（
１
）

は
、「
ゆ
く
雲
」
に
描
か
れ
た
「
手
紙
」

に
注
目
し
、「
桂
次
に
手
紙
を
〈
書
く
〉
と
い
う
行
為
は
、
お
縫
に
と
っ
て
初

め
て
自
ら
と
向
き
あ
い
（
略
）
自
己
を
語
る
と
い
う
行
為
を
意
味
し
た
。」
と

指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
峯
村
至
津
子
氏
（
２
）
は
、「
縫
う
こ
と
」
に
女
大
学
的
な
女

性
像
を
見
、
一
見
そ
れ
に
沿
う
よ
う
な
お
縫
の
姿
を
指
摘
し
た
上
で
、「「
冷
や

か
」
で
「
岩
木
の
や
う
な
」
お
縫
と
は
、
彼
女
の
意
志
と
努
力
に
よ
っ
て
つ
く

り
あ
げ
ら
れ
た
第
二
の
自
己
だ
っ
た
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
「
ほ
こ
ろ
び
が
切

れ
」
る
こ
と
は
、
そ
の
自
己
が
「
破
綻
」
し
「
本
来
の
」
お
縫
が
「
頭
を
も
た

げ
て
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
お
縫
に
つ
い
て

樋
口
一
葉
「
ゆ
く
雲
」
論

︱ 

桂
次
の
物
語
に
見
る
日
清
戦
争
後
へ
の
予
感 

︱
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そ
の
後
の
日
本
の
問
題
が
垣
間
見
え
る
小
説
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。一

日
清
戦
争
は
、明
治
二
七
年
七
月
か
ら
二
八
年
三
月
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
、

四
月
一
七
日
に
日
清
講
和
条
約
が
調
印
さ
れ
る
。
帰
国
が
決
ま
っ
た
桂
次
は
、

「
四
月
の
十
五
日
帰
国
に
極
ま
り
て
土
産
物
な
ど
折
柄
日
清
の
戦
争
画
、
大
勝

利
の
袋
も
の
、（
略
）
縁
類
廣
け
れ
ば
と
り
〴
〵
に
香
水
、
石
鹸
の
気
取
り
た

る
も
買
ふ
め
り
」
と
、「
日
清
の
戦
争
画
」「
大
勝
利
の
袋
も
の
」
を
土
産
物
と

し
て
買
い
そ
ろ
え
る
。「
ゆ
く
雲
」
が
日
清
戦
争
に
言
及
し
た
小
説
で
あ
る
こ

と
は
、
こ
の
場
面
か
ら
、
高
良
留
美
子
氏
や
菅
聡
子
氏
等
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
（
５
）

こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、「
四
月
の
十
五
日
帰
国
に
極
ま
り
て
」
と

い
う
箇
所
で
あ
る
。帰
国
が
四
月
一
五
日
と
い
う
こ
と
は
、「
今
の
間
に
半
年
目
、

一
年
目
、
年
始
の
状
と
暑
中
見
舞
の
交
際
に
な
り
て
」
と
、
帰
郷
後
桂
次
の
心

が
遠
ざ
か
っ
て
い
く
様
子
を
描
く
こ
の
小
説
の
時
間
が
、
初
出
時
点
を
超
え
る

未
来
の
時
間
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
ゆ
く
雲
」
の
初
出
は
、
明
治
二
八
年
五
月
五
日
の
『
太
陽
』
第
一
巻
第
五

号
で
あ
る
。
明
治
二
八
年
三
月
二
九
日
に
大
橋
乙
羽
の
依
頼
を
受
け
、
四
月
上

旬
構
想
さ
れ
、
四
月
一
一
日
か
一
二
日
頃
脱
稿
、
一
三
日
ま
で
に
は
乙
羽
の
元

へ
届
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
６
）

峯
の
し
ら
雲
あ
と
を
消
す
こ
と
左
り
と
は
是
非
も
な
け
れ
ど
、
今
歳
こ
の

度
み
や
こ
を
離
れ
て
八
王
子
に
足
を
む
け
る
事
こ
れ
ま
で
に
覚
え
な
き
愁

ら
さ
な
り
。

冒
頭
で
は
山
梨
の
名
所
や
地
名
が
描
か
れ
、
東
京
か
ら
の
遠
さ
を
意
識
さ
せ

た
後
、
今
ま
さ
に
帰
郷
し
よ
う
と
す
る
桂
次
の
「
こ
れ
ま
で
に
覚
え
な
き
愁
ら

さ
」
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
近
い
時
期
に
発
表
さ
れ
た
「
大
つ
ご
も
り
」（
明
二
七
・
一
二
『
文

学
界
』）
や
「
に
ご
り
え
」（
明
二
八
・
九
『
文
芸
倶
楽
部
』）
な
ど
の
冒
頭
が

そ
れ
ぞ
れ
に
工
夫
さ
れ
、
小
説
世
界
の
ト
ー
ン
を
決
定
す
る
重
要
な
も
の
と

な
っ
て
い
る（
４
）
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、「
ゆ
く
雲
」
の
冒
頭
も
、
一
葉
が
両
親
の

故
郷
を
名
所
巡
り
風
に
辿
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
山
梨
に
対
す
る
何
ら

か
の
強
い
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
焦
点
化
さ
れ
る
桂
次
に
、

こ
の
小
説
の
重
要
な
読
み
ど
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
ゆ
く
雲
」
の
一

つ
の
特
徴
と
し
て
日
清
戦
争
と
の
接
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
よ

う
に
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。だ
が
桂
次
に
注
目
す
れ
ば
、「
ゆ
く
雲
」

は
さ
ら
に
深
く
日
清
戦
争
に
関
わ
る
小
説
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

山
梨
か
ら
上
京
し
、
日
清
戦
争
勝
利
の
た
だ
な
か
で
帰
郷
す
る
桂
次
に
は
、

戦
後
の
資
本
主
義
の
発
展
を
受
け
、
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
政
策
の
中
で
富

豪
と
な
り
「
国
民
」
化
さ
れ
て
い
く
姿
が
予
感
さ
れ
て
い
る
。「
ゆ
く
雲
」
は
、

お
縫
と
桂
次
と
い
う
一
組
の
男
女
の
か
な
わ
ぬ
恋
の
な
か
に
、
日
清
戦
争
と
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ま
た
、
同
号
の
井
上
辰
九
郎
「
経
済
的
闘
争
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
。

経
済
的
闘
争
、
換
言
せ
ば
農
工
商
各
般
の
産
業
に
関
す
る
列
国
間
の
競
争

は
、
今
や
交
通
の
途
、
交
易
の
法
益
々
開
進
す
る
に
従
ひ
、
間
断
な
く
東

西
南
北
に
亘
り
て
益
々
熾
烈
に
行
は
る
ゝ
も
の
な
り
、（
略
）
若
し
此
際

経
済
的
闘
争
に
於
て
敗
を
招
く
か
如
き
こ
と
あ
ら
ん
歟
、
独
り
商
業
者
其

者
の
損
失
の
み
に
あ
ら
す
実
に
国
民
の
恥
辱
に
し
て
所
謂
戦
争
に
勝
つ
も

経
済
に
敗
る
ゝ
の
冷
笑
を
受
け
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
当
業
者
た
る
も
の
亦
武

人
と
等
し
く
須
ら
く
奮
闘
以
て
之
に
当
る
べ
し
、（
略
）
思
ふ
に
農
工
商
の

民
は
即
ち
兵
士
な
り
、
農
地
、
製
造
場
、
商
業
店
の
如
き
は
即
ち
堡
塁
な
り
、

（
略
）
物
産
及
び
資
金
は
即
ち
兵
器
な
り
弾
薬
な
り
又
糧
食
な
り
、
経
済
的

闘
争
を
試
み
ん
と
す
、
此
類
の
諸
物
先
つ
茲
に
具
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

世
界
の
経
済
競
争
が
熾
烈
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、「
農
工
商
の

民
」も
ま
た
「
兵
士
」と
な
っ
て
闘
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
農

工
商
業
に
対
し
て
消
極
的
方
針
よ
り
は
積
極
的
方
針
を
採
る
べ
し
、
自
由
放
任

の
主
義
よ
り
は
保
護
干
渉
の
主
義
を
以
て
実
業
政
策
に
関
す
る
国
是
と
な
す
べ

き
こ
と
是
な
り
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
同
号
に
掲
載
さ
れ
た
中
西
牛
郎
「
日
本
帝
国
の
任
務
」
に
は
、「
各

個
人
民
が
国
民
と
し
て
の
職
分
を
竭
く
す
は
、
是
れ
国
家
の
最
大
精
神
な
り
、

各
個
人
民
が
国
民
と
し
て
の
任
務
を
負
ふ
は
、
是
れ
国
家
の
最
大
生
命
な
り
、」

と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。「
国
民
と
し
て
の
職
分
」
を
尽
く
し
「
国
民
と
し

こ
の
小
説
の
時
間
が
初
出
時
点
を
超
え
る
事
は
、
一
葉
の
間
違
い
や
勘
違
い

に
よ
っ
て
起
き
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
（
７
）「

四
月
の
十
五
日
」
と
限
定
し
て

い
て
、
四
月
一
一
日
か
、
一
二
日
頃
に
脱
稿
し
た
段
階
で
そ
れ
に
気
付
か
な
い

は
ず
は
な
い
。「
ゆ
く
雲
」
に
は
、
日
清
戦
争
後
の
時
代
へ
の
予
感
が
、
描
き

込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

日
清
戦
争
終
結
以
前
か
ら
、
雑
誌
等
に
は
戦
勝
後
を
想
定
し
た
記
事
が
盛
ん

に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば「
ゆ
く
雲
」が
発
表
さ
れ
た『
太
陽
』に
も
、様
々

に
見
る
事
が
出
来
る
。
な
か
で
も
注
目
し
た
い
の
は
、
戦
勝
後
は
経
済
面
で
の

戦
争
が
始
ま
る
の
で
あ
り
、「
国
民
」
と
し
て
の
自
覚
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
説
で
あ
る
。『
太
陽
』
を
し
ば
ら
く
辿
る
。

『
太
陽
』第
一
巻
第
一
号（
明
二
八
・
一
）、千
頭
淸
臣「
戦
勝
後
の
教
育
」「（
三
）

商
事
教
育
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

知
る
べ
し
、
今
世
紀
の
争
は
戦
争
の
名
誉
其
者
に
非
ず
し
て
惟
た
利
益
其

者
な
る
こ
と
を
、
故
に
欧
州
各
国
が
互
に
其
の
戦
備
を
競
ふ
て
殆
ど
底
止

す
る
所
無
き
も
、
畢
竟
す
れ
ば
利
益
の
衝
突
に
基
因
す
る
も
の
に
し
て

（
略
）
我
帝
国
既
に
其
間
に
伍
す
、
亦
自
ら
其
用
意
無
か
る
べ
か
ら
ず
、

蓋
し
富
国
強
兵
と
い
ふ
も
、
誠
に
其
国
を
富
ま
す
に
あ
ら
ざ
れ
ば
其
兵
強

な
る
能
は
ず
、（
略
）
余
は
即
ち
将
来
に
於
て
我
商
事
教
育
を
拡
張
し
て

以
て
之
が
富
国
の
資
た
ら
し
め
ん
こ
と
を
思
は
ず
ん
ば
非
ず
、

日
清
戦
争
は
「
利
益
の
衝
突
に
基
因
」
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
「
強
兵
」
の
た
め
に
も
「
富
国
」
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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て
勝
つ
も
、
外
交
に
於
て
屈
し
、
経
済
に
於
て
負
け
な
ば
、
以
て
完
全
の
勝

利
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
、
完
全
の
勝
利
は
軍
陣
及
ひ
外
交
経
済
総
て
の
戦
争
に

於
て
占
む
る
に
在
り
、」
と
あ
る
。
ま
た
、
第
六
五
二
号
〜
第
六
五
三
号
（
明

二
七
・
一
〇
・
一
〇
〜
一
一
）「
戦
争
と
農
工
商
の
関
係
に
就
て
前
田
正
名
君
の

意
見
」
で
は
、「
夫
れ
商
工
業
の
発
達
は
多
く
は
戦
乱
、
飢
饉
、
革
命
等
の
時

に
胚
胎
す
る
を
常
と
す
左
れ
ば
今
や
日
清
戦
争
の
如
き
場
合
に
於
て
は
日
本
農

工
商
業
者
が
格
段
の
決
心
を
以
て
非
常
の
力
を
竭
く
す
べ
き
の
秋
な
り
（
略
）

此
千
載
一
遇
の
好
機
に
乗
じ
て
（
略
）
朝
鮮
半
島
国
の
利
益
を
我
商
人
中
に
掌

握
し
東
洋
に
雄
視
し
て
貿
易
場
裡
の
盟
主
と
な
り
其
が
覇
王
と
為
ら
ん
こ
と
指

顧
の
間
に
在
り
あ
ヽ
夫
れ
今
日
の
時
ぞ
」、「
日
本
実
業
家
た
る
も
の
何
ん
ぞ

貿
易
場
の
血
戦
を
試
ろ
み
名
誉
あ
る
義
軍
の
下
に
斃
る
ヽ
の
覚
悟
を
為
さ
ヾ

る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
山
梨
県
に
も
、
こ
の
よ
う
な
論
調
は
広
ま
っ
て
い
た

と
い
え
る
。

桂
次
は
、
な
ぜ
急
い
で
故
郷
に
呼
び
戻
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

養
父
清
左
衛
門
、
去
歳
よ
り
何
処
开
処
か
ら
だ
に
申
分
あ
り
て
寐
つ
起

き
つ
と
の
由
は
聞
き
し
が
、（
略
）
先
き
の
日
故
郷
よ
り
の
便
り
に
曰
く
、

大
旦
那
さ
ま
こ
と
そ
の
後
の
容
体
さ
し
た
る
事
は
御
座
な
く
候
へ
共
、
次

第
に
短
気
の
ま
さ
り
て
我
意
つ
よ
く
、
こ
れ
一
つ
は
年
の
故
に
は
御
座
候

は
ん
な
れ
ど
、
随
分
あ
た
り
の
者
御
機
げ
ん
の
取
り
に
く
ゝ
、
大
心
配
を

致
す
よ
し
、
私
な
ど
古
狸
の
身
な
れ
ば
兎
角
つ
く
ろ
ひ
て
一
日
二
日
と
過

し
候
へ
共
、
筋
の
な
き
わ
か
ら
ず
や
を
仰
せ
い
だ
さ
れ
、
足
も
と
か
ら
鳥

て
の
任
務
を
負
ふ
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
太
陽
』
第
一
巻
第
二
号
（
明
二
八
・
二
）
飯
田
旗
郎
「
亜
細
亜
の
大
商
戦
」

で
も
、「
帝
国
民
が
今
回
得
た
る
大
捷
利
は
、
帝
国
民
の
名
誉
と
権
利
と
を
保

全
せ
し
め
、
且
開
国
以
来
商
業
上
大
敗
北
の
不
名
誉
を
も
聊
か
償
ひ
た
る
が
如

く
な
る
は
甚
だ
慶
賀
す
べ
き
事
な
る
に
付
け
、
吾
人
は
此
大
捷
利
と
共
に
又
商

軍
の
大
捷
利
を
も
期
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
亜
細
亜
の
大
商
戦
に
出
で
立
つ
こ
と

を
期
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、」
と
、
戦
勝
後
の
日
本
の
経
済
発
展
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

今
日
吾
人
が
務
む
べ
き
事
は
、（
略
）
吾
人
自
己
の
直
接
の
利
益
に
就
き

て
も
大
に
画
策
す
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
則
は
ち
第
一
に
吾
人

を
し
て
富
裕
な
ら
し
め
実
力
を
有
せ
し
め
、
強
大
な
ら
し
め
ざ
る
べ
か
ら

ず
、
富
裕
に
し
て
、
強
大
に
し
て
、
而
し
て
実
力
を
備
へ
て
こ
そ
、
威
力

を
得
兵
力
を
得
権
力
を
得
、
以
て
小
朝
鮮
を
庇
護
す
べ
く
、
以
て
大
清
を

抑
制
す
べ
く
、
以
て
襲
来
コ
ー
カ
シ
ア
人
を
厭
服
す
べ
し
、

国
家
が
世
界
の
経
済
競
争
に
お
い
て
打
ち
勝
つ
た
め
に
、
国
民
そ
れ
ぞ
れ
が

「
富
裕
」
に
、「
強
大
」
に
な
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
梨
県
で
発
行
さ
れ
、
一
葉
一
家
と
関
わ
り
の
深
い
野
尻
理
作
が
主
幹
を

務
め
、
一
葉
も
「
経
つ
く
え
」（
明
二
五
・
一
〇
・
一
八
〜
二
五
）
を
掲
載
し
た

『
甲
陽
新
報
』
に
も
、
同
様
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
第
六
二
九
号
（
明

二
七
・
九
・
一
二
）「
外
交
と
経
済
」
に
は
、「
戦
争
を
以
て
単
に
干
戈
銃
砲
の

み
の
争
と
為
す
勿
れ
、
又
実
に
外
交
及
ひ
経
済
上
の
争
ひ
な
り
　
軍
陣
に
於
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事
な
く
高
砂
を
う
た
ひ
納
む
れ
ば
、
即
ち
新
ら
し
き
一
対
の
夫
婦
出
来
あ

が
り
て
、
や
が
て
は
父
と
も
言
は
る
べ
き
身
な
り
、
諸
縁
こ
れ
よ
り
引
か

れ
て
断
ち
が
た
き
絆
次
第
に
ふ
ゆ
れ
ば
、
一
人
一
箇
の
野
澤
桂
次
な
ら

ず
、
運
よ
く
は
万
の
身
代
十
万
に
延
し
て
山
梨
県
の
多
額
納
税
と
銘
う
た

ん
も
斗
り
が
た
け
れ
ど
、
契
り
し
詞
は
あ
と
の
湊
に
残
し
て
、
舟
は
流
れ

に
随
が
ひ
人
は
世
に
引
か
れ
て
、
遠
ざ
か
り
ゆ
く
事
千
里
、
二
千
里
、（
略
）

花
ち
り
て
青
葉
の
頃
ま
で
に
お
縫
が
手
も
と
に
文
三
通
、
こ
と
細
か
成
け

る
よ
し
、
五
月
雨
軒
ば
に
晴
れ
ま
な
く
人
恋
し
き
折
ふ
し
、
彼
方
よ
り
も

数
々
思
ひ
出
の
詞
う
れ
し
く
見
つ
る
、
夫
れ
も
過
ぎ
て
は
月
に
一
二
度
の

便
り
、
は
じ
め
は
三
四
度
も
有
り
け
る
を
後
に
は
一
度
の
月
あ
る
を
恨
み

し
が
、
秋
蚕
の
は
き
た
て
と
か
い
へ
る
に
懸
り
し
よ
り
、
二
月
に
一
度
、

三
月
に
一
度
、
今
の
間
に
半
年
目
、
一
年
目
、
年
始
の
状
と
暑
中
見
舞
の

交
際
に
な
り
て
、文
言
う
る
さ
し
と
な
ら
ば
端
書
に
て
も
事
は
足
る
べ
し
、

桂
次
の
心
が
離
れ
て
い
く
理
由
の
一
つ
に
、「
秋
蚕
の
は
き
た
て
と
か
い
へ

る
に
懸
り
し
よ
り
」
と
、
養
蚕
の
忙
し
さ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

10
）
。「
ゆ
く
雲
」

に
は
、
他
に
も
養
蚕
・
製
糸
業
に
関
わ
る
箇
所
が
あ
る
。「
桂
次
は
東
京
に
見

て
さ
へ
醜
る
い
方
で
は
無
い
に
、大
藤
村
の
光
る
君
帰
郷
と
い
ふ
事
に
な
ら
ば
、

機
場
の
女
が
白
粉
の
ぬ
り
か
た
思
は
れ
る
と
此
処
に
て
の
取
沙
汰
、」
と
あ
る

よ
う
に
、「
機
場
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る（

11
）
。

桂
次
は
「
山
梨
の
東
郡
」、「
大
藤
村
」
の
人
で
「
人
の
う
ら
や
む
造
酒
家
の

大
身
上
」
の
跡
取
り
で
あ
る
。
当
時
の
富
裕
層
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
家
は
酒

の
立
つ
や
う
に
お
急
き
た
て
な
さ
る
に
は
大
閉
口
に
候
、
此
中
よ
り
頻
に

貴
君
様
を
御
手
も
と
へ
お
呼
び
寄
せ
な
さ
り
度
、
一
日
も
早
く
家
督
相
続

あ
そ
ば
さ
せ
、
楽
隠
居
な
さ
れ
度
お
の
ぞ
み
の
よ
し
、

こ
こ
に
、
日
清
戦
争
後
と
い
う
、
経
済
上
の
大
き
な
転
換
点
を
察
知
し
た
養

父
の
焦
り
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
大
き
な
商
機
が
来
る
な
ら
ば
、
そ

れ
を
逃
さ
ず
家
を
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
あ
る
い
は
激
し
く
動
く
時
代
の

中
で
零
落
し
な
い
た
め
に
、
動
け
ぬ
自
分
に
代
わ
る
若
い
力
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
自
分
が
い
る
間
に
、
次
の
世
代
に
様
々
な
事
柄
を
引
き
継
い
で
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
焦
り
が
養
父
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
桂
次
は
至
急
帰
ら
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
付
け
加
え
れ
ば
、「
ゆ
く
雲
」
は
原
稿
依
頼
時
に
は
『
文
芸
倶
楽
部
』

へ
の
掲
載
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
結
局
『
太
陽
』
に
掲
載
さ
れ
る
。
（
８
）

高
良
留
美
子
氏

（
９
）
は
「
お
そ
ら
く
大
橋
の
判
断
で
、
こ
の
小
説
は
『
太
陽
』
に

発
表
さ
れ
た
。
大
橋
は
『
ゆ
く
雲
』
に
描
か
れ
た
戦
争
に
関
わ
る
景
物
に
、
読

者
を
ひ
き
つ
け
る
時
事
性
を
見
出
し
た
に
ち
が
い
な
い
。」と
述
べ
て
い
る
。「
景

物
」
の
み
な
ら
ず
内
容
面
か
ら
見
て
も
、『
太
陽
』
の
読
者
を
「
ひ
き
つ
け
る

時
事
性
」
が
あ
る
と
い
う
判
断
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

二

山
梨
に
帰
郷
し
、
定
め
ら
れ
て
い
た
許
嫁
お
作
と
結
婚
し
た
桂
次
の
心
が
、

次
第
に
お
縫
か
ら
離
れ
て
い
く
様
子
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
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ラ
ス
の
産
地
で
あ
る
。
石
井
寛
治
氏（

14
）
は
、「「
信
州
」
と
「
甲
州
」
こ
そ
は
、
当

時
の
器
械
製
糸
業
の
中
心
地
で
あ
り
、
八
八
―
九
四
年
の
七
ヵ
年
平
均
で
、
横

浜
入
荷
生
糸
の
約
三
分
の
一
を
占
め
て
い
た
地
域
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

『
山
梨
県
史
通
史
編
５
近
現
代
１
』
（
15
）に
は
、「
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
月
に

着
任
し
た
藤
村
県
令
は
、
四
月
に
「
物
産
富
殖
ノ
告
喩
」
を
発
し
、
蚕
糸
業
振

興
に
よ
る
山
梨
県
の
繁
栄
実
現
を
県
民
に
呼
び
か
け
（
略
）、そ
の
中
核
施
設
・

模
範
工
場
と
し
て
山
梨
県
勧
業
製
糸
場
が
創
設
さ
れ
」、「
官
営
富
岡
製
糸
場

に
次
ぐ
規
模
を
誇
」
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
塩
山
市
史
通
史
編
下
巻
』
（
16
）で
は
、「
塩
山
市
域
を
ふ
く
む
甲
府
盆
地
東
部
の

東
郡
地
域
で
の
明
治
期
以
降
の
産
業
発
展
は
、
そ
の
ま
ま
養
蚕
業
や
製
糸
業
の

発
展
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
塩

山
市
域
で
器
械
製
糸
工
場
が
多
か
っ
た
の
は
、
七
里
、
大
藤
の
両
村
で
あ
り
、

こ
れ
に
松
里
村
が
続
い
て
い
る
。」
と
あ
り
、
桂
次
の
出
身
で
あ
る
大
藤
村
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
甲
陽
新
報
』
に
は
、
毎
日
の
よ
う
に
養
蚕
・
生
糸
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ

れ
て
お
り
、山
梨
県
に
お
け
る
蚕
糸
業
の
重
要
性
が
見
て
取
れ
る
。『
甲
陽
新
報
』

第
二
六
四
号
〜
第
二
六
七
号
（
明
二
六
・
六
・
一
四
〜
一
七
）
で
は
、「
我
国
蚕

糸
業
家
の
覚
悟
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、

現
時
我
国
富
上
最
も
勢
力
を
有
す
る
者
は
何
ん
ぞ
と
問
ふ
人
あ
ら
ば
、
余

輩
は
一
も
二
も
な
く
蚕
糸
を
以
て
答
へ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
見
よ
我
国
の
輸

出
品
中
彼
の
製
茶
の
如
き
、
米
穀
の
如
き
、
其
の
他
種
々
あ
り
と
雖
ど
も

造
業
だ
け
で
は
な
く
い
わ
ゆ
る
多
角
経
営
を
し
て
い
た
。
明
治
二
七
年
に
刊
行

さ
れ
た
『
山
梨
鑑
上
巻（

12
）』「
山
梨
繁
昌
明
細
記
」
か
ら
、
東
山
梨
郡
の
例
を
少

し
挙
げ
る
。
松
里
村
の
武
藤
一
作
は
酒
造
業
・
農
蚕
業
、
七
里
村
の
風
間
懐
彗

は
酒
造
・
質
屋
・
養
蚕
業
、
神
金
村
の
田
邊
義
信
は
酒
造
営
業
・
糸
繭
商
、
日

川
村
の
蘆
澤
太
兵
衛
は
酒
造
業
・
質
屋
業
・
水
車
業
・
養
蚕
業
・
郵
便
切
手
売

下
所
、
等
々
力
村
の
金
丸
傳
四
郎
は
質
屋
営
業
・
清
酒
醸
造
・
養
蚕
業
・
蚕
種

製
造
販
売
を
、
そ
れ
ぞ
れ
兼
業
し
て
い
る
。
桂
次
の
養
家
も
、
酒
造
業
以
外
に

養
蚕
業
等
に
も
力
を
注
い
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
当
時
の
製
糸
業
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
生
糸
は
、
富
岡
製
糸
場

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
輸
出
を
支
え
産
業
革
命
を
も
た
ら
す
最
重
要

品
目
で
あ
っ
た
。
玉
川
寛
治
氏（

13
）は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

明
治
初
期
に
、
富
国
強
兵
を
め
ざ
し
た
絶
対
主
義
的
天
皇
制
は
、
殖
産
興

業
と
い
わ
れ
る
経
済
政
策
を
展
開
し
た
。
そ
れ
は
、
強
力
な
陸
海
軍
・
警
察

と
軍
需
工
場
を
築
き
あ
げ
る
た
め
に
、
製
糸
業
と
綿
紡
績
業
の
育
成
・
保
護

を
も
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
殖
産
興
業
政
策
は
、
財
政
基
礎
の
固
ま
ら
な
い

明
治
政
府
が
、主
と
し
て
農
民
の
負
担
に
よ
っ
て
強
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
蚕
糸
業
の
果
た
し
た
役
割
は
、
他
の
産
業
と
比
べ
て
、
際
だ
っ

て
大
き
か
っ
た
。
蚕
糸
業
は
、
富
国
強
兵
を
支
え
る
外
貨
獲
得
の
役
割
を

一
九
三
〇
年
代
末
ま
で
担
い
続
け
た
。

製
糸
業
は
、
富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
産
業

で
あ
る
。
そ
し
て
山
梨
県
は
長
野
県
に
続
く
、
あ
る
い
は
並
ぶ
国
内
ト
ッ
プ
ク
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糸
」
の
合
計
金
額
を
確
認
す
る
と
、
明
治
二
六
年28,167,411

円
、
二
七
年

39,353,156

円
、
二
八
年47,866,257

円
と
上
昇
し
て
い
る
。「
絹
織
物
」
の

合
計
金
額
で
は
、
明
治
二
六
年4,126,586

円
、
二
七
年8,489,032

円
、
二
八

年10,060,838

円
で
あ
る
。

石
井
寛
治
氏（

19
）は
、「
日
本
生
糸
の
輸
出
量
は
、
一
九
〇
五
年
に
イ
タ
リ
ア
の

生
産
量
を
、
〇
九
年
に
中
国
の
輸
出
量
を
そ
れ
ぞ
れ
凌
駕
し
、
日
本
は
世
界
最

大
の
生
糸
輸
出
国
と
な
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。

「
ゆ
く
雲
」
に
戻
る
。「
秋
蚕
の
は
き
た
て
と
か
い
へ
る
に
懸
り
し
よ
り
」
と

あ
る
よ
う
に
、桂
次
は
こ
の
殖
産
興
業
・
富
国
強
兵
の
波
に
乗
っ
て
忙
殺
さ
れ
、

次
第
に
お
縫
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三

先
に
挙
げ
た
「
ゆ
く
雲
」
の
一
節
を
、
も
う
一
度
見
る
。

事
な
く
高
砂
を
う
た
ひ
納
む
れ
ば
、（
略
）
諸
縁
こ
れ
よ
り
引
か
れ
て
断

ち
が
た
き
絆
次
第
に
ふ
ゆ
れ
ば
、
一
人
一
箇
の
野
澤
桂
次
な
ら
ず
、
運
よ

く
ば
万
の
身
代
十
万
に
延
し
て
山
梨
県
の
多
額
納
税
と
銘
う
た
ん
も
斗
り

が
た
け
れ
ど
、

語
り
手
は
、
桂
次
の
将
来
を
「
万
の
身
代
十
万
に
延
し
て
山
梨
県
の
多
額
納

税
と
銘
う
た
ん
も
斗
り
が
た
け
れ
ど
」
と
、
思
い
描
い
て
い
る
。

こ
の
「
山
梨
県
の
多
額
納
税
者
」と
い
う
言
葉
か
ら
想
起
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、

甲
州
財
閥
を
築
き
上
げ
た
若
尾
逸
平
で
あ
る
。
一
葉
は
、
日
記
「
森
の
し
た
艸

（
略
）、
蚕
糸
の
右
に
出
づ
る
者
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
、
要
す
る
に
彼
の
蚕
糸

の
如
き
、
年
々
歳
々
其
の
輸
出
を
増
進
し
て
、
既
で
に
三
千
五
百
万
円
の

外
に
上
り
、
現
に
我
が
総
輸
出
額
の
三
割
八
分
、
乃
至
四
割
を
占
む
、

と
書
か
れ
て
い
る
。
山
梨
の
蚕
糸
業
が
、
国
の
経
済
を
支
え
て
い
る
と
い
う
誇

り
や
覚
悟
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
葉
は
渋
谷
三
郎
か
ら
再
び
求
婚
さ
れ
た
際
、
日
記
「
し
の
ふ
く
さ
」（
明

二
五
・
九
・
一
）
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

さ
る
を
今
か
の
人
は
雲
な
き
空
に
の
ぼ
る
旭
日
の
如
く
実
家
ハ
聞
ゆ
る
富

豪
の
い
よ
〳
〵
盛
大
に
成
ら
ん
と
す
る
け
し
き
　
実
姉
ハ
何
某
生
糸
商
の

妻
に
成
て
此
家
又
三
百
円
の
利
潤
あ
る
頃
と
い
へ
り
　
身
ハ
新
が
た
の
検

事
と
し
て
正
八
位
に
敍
せ
ら
れ
月
俸
五
十
円
の
栄
職
に
あ
る
あ
り

「
実
姉
」
と
は
、
渋
谷
三
郎
の
姉
く
に
で
あ
り
、
生
糸
商
北
島
秀
五
郎
に
嫁

い
だ
人
物
で
あ
る（

17
）
。
一
葉
は
、
山
梨
の
蚕
糸
業
の
発
展
と
そ
れ
に
よ
っ
て
恩
恵

を
受
け
る
人
々
の
裕
福
を
肌
身
で
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
清
戦
争
は
、日
本
の
産
業
を
大
き
く
発
展
さ
せ
る
。『
日
本
貿
易
精
覧
』（

18
）で

は
、「
我
が
国
の
経
済
は
此
の
日
清
戦
争
を
機
会
と
し
て
未
曾
有
の
大
発
展

期
に
入
つ
た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
貨
物
輸
出
入
総
額
対
照
表
」
を
見
る

と
、
明
治
二
六
年
は
輸
出89,712,855

円
、
輸
入88,257,172

円
、
明
治
二
七

年
は
輸
出113,246,086

円
、
輸
入117,481,956

円
、
明
治
二
八
年
は
輸
出

136,112,178

円
、
輸
入129,260,578

円
と
、
年
々
飛
躍
的
に
伸
び
て
い
る
。

生
糸
関
連
産
業
も
大
き
く
発
展
し
て
い
る
。
同
書
「
輸
出
品
表
」
で
「
生
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を
手
中
に
収
め
、
巨
大
財
閥
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
彼
ら
の
地
縁
連
合

的
活
動
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
東
京
市
街
の
発
展
と
人
口
増
加

に
よ
る
〝
乗
り
物
と
灯
り
〞
の
需
要
拡
大
に
着
目
し
た
若
尾
が
中
心
に
な
り
、

明
治
二
十
五
年
に
す
で
に
当
時
と
し
て
は
大
会
社
で
あ
っ
た
東
京
馬
車
鉄
道
、

二
十
九
年
に
は
東
京
電
燈
の
株
式
を
買
い
占
め
、
乗
っ
取
り
に
成
功
し
た
と
き

か
ら（

23
）
」
で
あ
っ
た
。「
ゆ
く
雲
」
が
書
か
れ
た
頃
に
は
、
一
葉
も
甲
州
財
閥
に

関
心
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

当
時
の
『
甲
陽
新
報
』
を
見
る
と
、
若
尾
逸
平
の
動
向
は
常
に
記
事
に
な
っ

て
い
る
。
一
葉
の
「
経
つ
く
え
」
が
掲
載
さ
れ
た
第
七
八
号
〜
第
八
四
号
（
明

二
五
・
一
〇
・
一
八
〜
二
五
）
に
も
頻
繁
に
記
さ
れ
て
お
り（

24
）
、
一
葉
も
目
に
し

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
若
尾
逸
平
は
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー

と
し
て
語
ら
れ
る
、
山
梨
を
代
表
す
る
名
士
で
あ
っ
た
。

東
京
に
隣
接
し
て
い
る
と
い
う
地
理
的
特
徴
も
あ
っ
て
、
山
梨
に
は
東
京
に

出
て
成
功
し
よ
う
と
す
る
青
年
達
が
大
勢
い
た
の
で
あ
る
。
一
葉
の
父
則
義
も

ま
た
、
山
梨
の
中
萩
原
村
の
農
民
と
し
て
生
ま
れ
、
江
戸
に
出
て
成
功
す
る
こ

と
を
夢
見
、
一
旦
は
士
族
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
激
動
の
時
代
に
翻
弄
さ
れ

波
瀾
の
生
涯
を
終
え
た
父
の
姿
と
、
出
世
街
道
を
駈
け
上
る
若
尾
逸
平
と
を
重

ね
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

日
清
戦
争
は
、資
本
家
に
ま
す
ま
す
富
を
集
中
さ
せ
て
い
く
。
石
井
寛
治
氏（

25
）
は
、

「
日
清
戦
争
は
日
本
経
済
を
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
す
る
画
期
と
な
っ
た
。（
略
）

財
閥
を
頂
点
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
資
本
貯
蓄
は
め
ざ
ま
し
く
、
旧
大

　
一
」（
明
二
四
・
一
一
）
に
、
若
尾
逸
平
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
な
記
述
を
残

し
て
い
る（

20
）
。
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
。

若
尾
逸
平
と
い
ふ
人
は
か
ひ
の
国
山
梨
の
郡
に
い
と
か
す
か
な
る
商
人
な

ど
に
や
有
け
ん
　
其
土
地
に
も
暮
し
わ
び
て
江
戸
に
の
ぼ
り
て
な
り
は
ひ

の
道
も
と
め
ん
と
て
出
で
立
ぬ
（
略
）
そ
れ
よ
り
家
道
朝
日
の
ゝ
ぼ
る
が

ご
と
興
り
行
き
て
甲
府
の
本
宅
横
濱
の
出
店
と
も
大
方
人
の
め
を
お
ど
ろ

か
す
め
り
去
年
国
会
開
設
に
際
し
山
梨
県
下
多
額
納
税
議
員
と
し
て
撰
出

せ
ら
れ
に
た
り
　
聞
な
ら
く
江
戸
に
志
ざ
し
て
出
で
立
し
は
卅
歳
あ
ま
り

の
時
成
し
と
か

一
葉
は
、
若
尾
逸
平
の
生
き
方
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

若
尾
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
巨
摩
郡
在
家
塚
村
（
現
南
ア
ル
プ
ス
市
）

に
生
ま
れ
、
東
京
、
横
浜
へ
進
出
し
、
生
糸
・
水
晶
の
売
込
み
で
財
を
な
し
、

山
梨
県
の
養
蚕
業
界
に
地
位
を
築
く
。
そ
し
て
、
若
尾
両
替
商
（
後
の
若
尾
銀
行
）
を

開
業
、
全
国
屈
指
の
大
地
主
と
な
り
、
明
治
二
二
年
に
初
代
甲
府
市
長
、
翌
二
三

年
に
は
多
額
納
税
者
と
し
て
貴
族
院
議
員
に
選
出
さ
れ
る
の
で
あ
る（

21
）
。

若
尾
逸
平
は
甲
州
財
閥
の
中
心
人
物
と
な
る
。
甲
州
財
閥
は
、「
若
尾
逸
平
・

雨
宮
敬
次
郎
・
根
津
嘉
一
郎
ら
と
、
そ
れ
に
続
く
小
野
金
六
・
小
池
国
三
・
古
屋

徳
兵
衛
・
堀
内
良
平
な
ど
の
山
梨
県
（
甲
州
）
出
身
の
実
業
家
た
ち
が
、
明
治

中
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
形
成
し
た
郷
土
意
識
と
、
緩
や
か
な
資
本

の
連
合
に
よ
る
実
業
家
集
団
の
総
称
」
（
22
）で
あ
る
。
や
が
て
こ
の
甲
州
財
閥
は

東
京
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
鉄
道
、
電
力
、
ガ
ス
、
銀
行
等
の
重
要
な
産
業
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や
が
て
開
通
す
る
で
あ
ろ
う「
汽
車
」「
鉄
道
」が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

甲
州
財
閥
の
人
々
は
、
東
京
山
梨
間
の
鉄
道
開
通
を
推
し
進
め
た
人
々
で
も

あ
る
。『
山
梨
県
史
概
説
編
山
梨
県
の
あ
ゆ
み
』
（
27
）

に
は
、「
明
治
二
十
年
前
後
に
、

（
略
）
雨
宮
敬
次
郎
が
社
長
の
甲
武
鉄
道
の
八
王
子
（
東
京
都
）
―
甲
府
間
延

長
計
画
が
企
て
ら
れ
た
が
、
山
岳
地
帯
を
突
破
す
る
膨
大
な
工
費
が
見
込
ま
れ

て
、調
査
の
段
階
で
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。（
略
）明
治
二
十
四
年
十
一
月
、（
略
）

鉄
道
期
成
同
盟
会
が
発
足
し
、
こ
れ
に
は
若
尾
逸
平
・
根
津
嘉
一
郎
・
雨
宮
ら

も
加
わ
っ
た
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、「
路
線
位
置
決
定
の
調
査
と
日
清
戦
争
の

影
響
で
着
工
は
手
間
取
っ
た
が
、
日
清
戦
争
後
の
第
九
議
会
（
明
治
二
十
八
〜

二
十
九
年
）
で
予
算
が
つ
き
、甲
武
鉄
道
に
接
続
す
る
か
た
ち
で
工
事
が
始
ま
」

り
、「
明
治
三
十
六
年
六
月
、（
略
）
遅
れ
に
遅
れ
た
中
央
線
が
甲
府
ま
で
よ
う

や
く
開
通
」
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

一
葉
「
経
つ
く
え
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
甲
陽
新
報
』
第
八
二
号
（
明

二
五
・
一
〇
・
二
二
）「
院
外
運
動
の
勢
力
」
に
は
、「
思
ふ
に
我
が
県
民
中
誰
れ

か
鉄
道
の
速
成
を
願
は
ざ
る
者
あ
ら
ん
、
亦
た
誰
れ
か
八
王
子
路
線
の
利
益
を

知
ら
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
、
而
し
て
中
央
線
路
の
運
命
免
殆
な
る
を
聞
き
誰
れ
か

亦
た
憂
慮
せ
ざ
る
者
あ
ら
ん
」
と
あ
る
。

林
嵐
氏（

28
）は
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、「
県
内
人
の
注
目
の
焦
点
は
一
時
中
央
線

鉄
道
建
設
の
期
待
に
集
中
し
、
そ
れ
を
伝
え
た
『
甲
陽
新
報
』
は
主
筆
野
尻
理

作
の
手
に
よ
り
一
葉
の
手
元
に
郵
送
さ
れ
、
一
葉
は
そ
れ
ら
の
記
事
を
読
ん
だ

は
ず
で
あ
る
。」
と
、
指
摘
し
て
い
る
。

名
の
華
族
上
層
の
所
得
を
上
回
る
者
が
ぞ
く
ぞ
く
と
現
れ
た
。」
と
指
摘
し
て
い

る
。
石
井
氏
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
表
「
東
京
・
大
阪
・
横
浜
の
高
額
所
得
者
」
（
26
）

に
よ
れ
ば
、
一
八
八
七
（
明
二
〇
）
年
と
一
八
九
八
（
明
三
一
）
年
が
比
較
さ

れ
て
い
る
。
資
本
家
を
何
人
か
見
る
。
一
位
の
岩
崎
久
弥
（
一
族
合
計
値
）
は

947,260

円
か
ら1,213,935

円
、
二
位
の
三
井
八
郎
右
衛
門
（
一
族
合
計
値
）

は
推
定150,000

円
か
ら657,038

円
、
四
位
の
住
友
吉
左
衛
門
は77,351

円

か
ら220,758

円
、
六
位
の
安
田
善
次
郎
（
一
族
合
計
値
）
は40,220

円
か
ら

185,756

円
、
そ
し
て
一
三
位
の
、
甲
州
財
閥
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
る
雨
宮
敬

次
郎
は
推
定（
多
め
の
見
積
も
り
）20,000
円
か
ら110,196

円
と
な
っ
て
い
る
。

急
速
に
、
富
の
集
中
が
起
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

語
り
手
が
桂
次
の
将
来
に
「
山
梨
県
の
多
額
納
税
」
と
い
う
姿
を
描
い
て

み
せ
た
背
景
に
は
、
山
梨
出
身
者
が
大
き
な
財
を
得
る
と
い
う
リ
ア
ル
な
サ

ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
と
、
日
清
戦
後
資
本
家
が
富
を
蓄
積
し
て
財
閥
を
発
展

さ
せ
、
日
本
は
資
本
主
義
を
完
成
さ
せ
富
国
強
兵
を
進
め
て
い
く
と
い
う
予

感
が
あ
る
。

ま
た
「
ゆ
く
雲
」で
は
、東
京
山
梨
間
の
交
通
に
目
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、「
汽

車
」「
鉄
道
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。「
躑
躅
が
崎
の
城
跡
な
ど
見
る
処
の

あ
り
と
は
言
へ
ど
、
汽
車
の
便
り
よ
き
頃
に
な
ら
ば
知
ら
ず
」、「
又
ど
れ
ほ

ど
の
御
別
れ
に
成
り
ま
す
る
や
ら
、
夫
れ
で
も
鉄
道
が
通
ふ
や
う
に
成
り
ま
し

た
ら
度
々
御
出
あ
そ
ば
し
て
下
さ
り
ま
せ
う
か
」、「
八
王
子
ま
で
は
汽
車
の
中
、

を
り
れ
ば
や
が
て
馬
車
に
ゆ
ら
れ
て
、小
仏
の
峠
も
ほ
ど
な
く
越
ゆ
れ
ば
」
と
、
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や
む
造
酒
家
の
大
身
上
は
物
の
か
ず
な
ら
ず
、
よ
し
や
家
督
を
う
け
つ
ぎ

て
か
ら
が
親
類
縁
者
の
干
渉
き
び
し
け
れ
ば
、
我
が
思
ふ
事
に
一
銭
の
融

通
も
叶
ふ
ま
じ
く
、
い
は
ゞ
宝
の
蔵
の
番
人
に
て
終
る
べ
き
身
の
、
気
に

入
ら
ぬ
妻
ま
で
と
は
弥
々
の
重
荷
な
り
、
う
き
世
に
義
理
と
い
ふ
柵
み
の

な
く
ば
、
蔵
を
持
ぬ
し
に
返
し
長
途
の
重
荷
を
人
に
ゆ
づ
り
て
、
我
れ
は

此
東
京
を
十
年
も
二
十
年
も
今
す
こ
し
も
離
れ
が
た
き
思
ひ
、

彼
は
、
お
縫
へ
の
想
い
を
諦
め
ら
れ
ず
に
苦
し
む
。「
見
す
て
ゝ
我
れ
今
故

郷
に
か
へ
ら
ば
残
れ
る
身
の
心
ぼ
そ
さ
い
か
ば
か
り
な
る
べ
き
、」
と
お
縫
の

身
を
案
じ
、「
俯
甲
斐
な
い
も
の
は
養
子
の
我
れ
と
、
今
更
の
や
う
に
世
の
中

の
あ
ぢ
き
な
き
を
思
」
う
の
で
あ
る（

30
）
。

桂
次
は
お
縫
の
前
で
、「
そ
ん
な
処
に
我
れ
は
括
ら
れ
て
、
面
白
く
も
な
い

仕
事
に
追
は
れ
て
、
逢
ひ
た
い
人
に
は
逢
は
れ
ず
、
見
た
い
土
地
は
ふ
み
難
く
、

兀
々
と
し
て
月
日
を
送
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
思
に
、
気
の
ふ
さ
ぐ
も
道
理
と
せ

め
て
は
貴
嬢
で
も
あ
は
れ
ん
で
く
れ
給
へ
」
と
、
我
が
身
を
嘆
く
。
そ
し
て
自

分
を
、「
目
に
見
え
ぬ
縄
に
つ
な
が
れ
て
引
か
れ
て
ゆ
く
や
う
な
我
れ
」
と
表

現
す
る
の
で
あ
る
。
桂
次
は
自
由
な
恋
を
失
い
、「
家
」
に
縛
ら
れ
財
産
を
管

理
す
る
「
宝
の
蔵
の
番
人
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
は
、
個
人
と
し

て
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
挫
折
し
て
い
く
一
人
の
青
年
の
姿
が
あ
る
。

だ
が
桂
次
は
、「
我
れ
は
世
を
終
る
ま
で
君
の
も
と
へ
文
の
便
り
を
た
ゝ
ざ

る
べ
け
れ
ば
、
君
よ
り
も
十
通
に
一
度
の
返
事
を
与
へ
給
へ
、
睡
り
が
た
き
秋

の
夜
は
胸
に
抱
い
て
ま
ぼ
ろ
し
の
面
影
を
も
見
ん
」
と
約
束
す
る
。
帰
路
で
の

「
ゆ
く
雲
」
に
は
、
甲
州
財
閥
の
深
い
関
わ
り
に
よ
っ
て
東
京
山
梨
間
に
開

通
し
て
い
く
、
山
梨
か
ら
の
生
糸
輸
送
を
も
担
う
産
業
革
命
の
象
徴
と
し
て
の

鉄
道
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ゆ
く
雲
」
が
産
業
革
命
、
富
国
強
兵

に
つ
い
て
強
く
意
識
さ
れ
た
小
説
で
も
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

自
ら
の
想
い
を
ほ
と
ん
ど
語
ら
ず
、
何
事
に
も
諦
念
し
て
い
る
よ
う
な
お
縫

に
比
べ
、
桂
次
は
饒
舌
で
熱
し
や
す
く
冷
め
や
す
い
人
物
の
よ
う
に
見
え
る（

29
）
。

だ
が
上
京
し
て
い
る
間
、
彼
の
お
縫
へ
の
恋
は
「
せ
め
て
は
傍
近
く
に
心
ぞ
へ

を
も
為
し
、
慰
め
に
も
為
り
て
や
り
度
」
と
い
う
、
ひ
た
む
き
な
も
の
で
あ
っ

た
。
お
縫
に
向
か
っ
て
桂
次
は
言
う
。

我
れ
は
気
違
ひ
か
熱
病
か
知
ら
ね
ど
も
正
気
の
あ
な
た
な
ど
が
到
底
お
も

ひ
も
寄
ら
ぬ
事
を
考
へ
て
、
人
し
れ
ず
泣
き
つ
笑
ひ
つ
、
何
処
や
ら
の
人

が
子
供
の
時
う
つ
し
た
写
真
だ
と
い
ふ
あ
ど
け
な
い
の
を
貰
つ
て
、
そ
れ

を
明
け
く
れ
に
出
し
て
見
て
、
面
と
向
つ
て
は
言
は
れ
ぬ
事
を
並
べ
て
見

た
り
、
机
の
引
出
し
へ
叮
嚀
に
仕
舞
つ
て
見
た
り
、
う
わ
言
を
い
つ
た
り

夢
を
見
た
り
、

東
京
に
出
て
「
家
」
の
重
圧
か
ら
一
時
自
由
に
な
っ
た
桂
次
の
、
身
を
焦
が

す
恋
で
あ
っ
た
。
帰
郷
す
れ
ば
、養
子
で
あ
る
桂
次
は
お
作
を
妻
に
持
ち
「
家
」

の
た
め
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
妻
に
持
ち
て
山
梨
の
東
郡
に
蟄
伏
す
る
身
か
と
思
へ
ば
人
の
う
ら
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お
縫
は
そ
の
よ
う
な
「
世
」
に
置
き
去
り
に
さ
れ
、「
家
」
制
度
を
打
ち
破

る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、「
ほ
こ
ろ
び
が
切
れ
て
」
破
綻
を
き
た
す
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

桂
次
は
日
清
戦
争
講
和
の
た
だ
な
か
、
故
郷
へ
の
帰
路
に
あ
る
。
だ
が
、
彼

は
お
縫
と
の
叶
わ
ぬ
恋
に
苦
し
み
寝
ら
れ
ぬ
夜
を
過
ご
す
。
そ
の
気
持
ち
に
偽

り
は
な
く
と
も
、
桂
次
は
帰
郷
後
時
代
の
波
に
流
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
ゆ
く
雲
」
は
、
日
清
戦
争
後
へ
の
予
感
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
、
桂
次
と
お

縫
を
隔
て
て
い
く
原
因
の
一
つ
と
し
て
養
蚕
の
忙
し
さ
を
描
く
。
そ
こ
に
、
世

界
の
熾
烈
な
経
済
競
争
の
な
か
で
「
兵
士
」
と
な
っ
て
い
く
桂
次
の
姿
を
見
る

こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
彼
の
未
来
に
は
「
山
梨
県
の
多
額
納
税
」
と
い
う

富
者
の
姿
が
思
い
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
葉
は
初
期
作
品
で
繰
り
返
し
悲
恋
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
原
因
が
少
し
ず

つ
変
化
を
見
せ
て
探
ら
れ
て
い
る（

31
）。「
ゆ
く
雲
」
で
は
、
そ
の
悲
恋
の
原
因
に
、

富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
と
い
う
問
題
を
見
て
、
明
治
資
本
主
義
社
会
と
「
国
民
」

の
形
成
に
よ
っ
て
忘
れ
ら
れ
て
い
く
恋
の
約
束
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

も
は
や
、「
暗
夜
」（
明
二
七
・
七
〜
一
一
『
文
学
界
』）
の
お
蘭
が
波
崎
暗
殺
を

企
て
た
よ
う
な
熱
情
、
そ
し
て
個
人
を
対
象
と
し
た
復
讐
で
は
ど
う
に
も
な
ら

ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
「
ゆ
く
雲
」
は
、「
隣
の
寺
の
観
音
様
御
手
を

膝
に
柔
和
の
御
相
こ
れ
も
笑
め
る
が
如
く
、
若
い
さ
か
り
の
熱
と
い
ふ
物
に
あ

は
れ
み
給
へ
ば
」
と
、
観
音
の
「
世
」
を
諦
念
し
た
視
点
を
描
く
の
で
あ
り
、

彼
の
心
境
は
、「
巴
峡
の
さ
け
び
は
聞
え
ぬ
ま
で
も
、
笛
吹
川
の
響
き
に
夢
む

す
び
憂
く
、
こ
れ
に
も
腸
は
た
ゝ
る
べ
き
声
あ
り
」
と
い
う
、
悲
痛
な
も
の
で

あ
っ
た
。

お
縫
は
、「
此
時
こ
ん
な
場
合
に
は
か
な
き
女
心
の
引
入
ら
れ
て
、
一
生
消

え
ぬ
か
な
し
き
影
を
胸
に
き
ざ
む
人
も
あ
り
」
と
語
ら
れ
、
桂
次
の
言
葉
に
心

を
動
か
さ
れ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
お
縫
は
、
桂
次
の
手
紙
を
心
待
ち

に
す
る
。「
五
月
雨
軒
ば
に
晴
れ
ま
な
く
人
恋
し
き
折
ふ
し
、彼
方
よ
り
も
数
々

思
ひ
出
の
詞
う
れ
し
く
見
つ
る
」
と
あ
る
。
だ
が
、
手
紙
は
途
絶
え
て
い
く
。

桂
次
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
経
済
の
「
兵
士
」
と
な
っ
て
忙
殺
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
ゆ
く
雲
」
に
お
け
る
男
女
の
恋
の
不
成
立
に
は
、
個
人
と
し
て
解
放
さ
れ

る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
よ
り
強
固
に
な
っ
て
い
く
「
家
」
の
論
理
か
ら
逃
れ
ら

れ
ず
挫
折
し
、「
世
」
の
動
き
に
押
し
流
さ
れ
、裕
福
で
有
望
な
「
国
民
」
と
な
っ

て
い
く
一
人
の
青
年
の
姿
が
あ
る
の
で
あ
る
。

お
縫
も
ま
た
、「
家
」
の
論
理
か
ら
そ
の
身
が
自
由
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

冒
頭
で
挙
げ
た
峯
村
至
津
子
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
お
縫
は
す
で
に
女
大
学
的

な
価
値
観
に
沿
っ
て
自
ら
を
「
つ
く
り
あ
げ
て
」
い
る
。

此
処
な
る
冷
や
か
の
お
縫
も
笑
く
ぼ
を
頰
に
う
か
べ
て
世
に
立
つ
事
は
な

ら
ぬ
か
、
相
か
は
ら
ず
父
様
の
御
機
嫌
、
母
の
気
を
は
か
り
て
、
我
身
を

な
い
物
に
し
て
上
杉
家
の
安
穏
を
は
か
り
ぬ
れ
ど
。
ほ
こ
ろ
び
が
切
れ
て

は
む
づ
か
し
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（
2
）「
縫
う
こ
と
、
綻
び
る
こ
と
―
一
葉
作
「
ゆ
く
雲
」
の
基
層
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
に
つ

い
て
―
」（『
女
子
大
国
文
』
第
一
三
〇
号
、
二
〇
〇
一
・
一
二
）

（
3
）「
樋
口
一
葉『
ゆ
く
雲
』論
―「
冷
や
か
」な
ま
な
ざ
し
―
」（『
日
本
文
芸
学
』第
三
一
号
、

一
九
九
四
・
一
二
）
で
、「
ゆ
く
雲
」
を
「
た
い
へ
ん
わ
か
り
に
く
い
作
品
で
あ
る
」

と
述
べ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、「
ゆ
く
雲
」
が
「
二
重
の
構
造
を
有
す
る
作
品
で
」

あ
り
、「
表
層
に
は
、
桂
次
の
演
ず
る
悲
し
い
別
離
と
彼
の
心
が
わ
り
と
い
う
物
語
が

あ
り
、
深
層
に
は
、
お
縫
の
抱
え
る
孤
独
と
虚
無
感
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。」
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
し
て
、「
上
京
青
年
と
下
宿
の
娘
と
の
恋
」
と
い
う
点
か
ら
桂
次
を
論

じ
つ
つ
も
、
結
論
と
し
て
は
「
重
要
で
あ
る
か
の
印
象
を
受
け
る
表
層
の
ド
ラ
マ
は
、

じ
つ
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。」
と
す
る
。

（
4
）
前
田
愛
「『
大
つ
ご
も
り
』
の
構
造
」（『
文
学
』
第
四
二
号
、一
九
七
四
・
五
）
は
、「
大

つ
ご
も
り
」
の
冒
頭
に
つ
い
て
、「
金
銭
の
量
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
『
大
つ
ご

も
り
』
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
量
」
と
「
物
」
の
輪
郭
を
鮮
明
に
具
え
た
世
界
と
し
て
立

ち
あ
ら
わ
れ
」
て
い
る
と
、
効
果
を
指
摘
し
て
い
る
。「
に
ご
り
え
」
も
「
お
い
木
村

さ
ん
信
さ
ん
寄
つ
て
お
出
よ
、
お
寄
り
と
い
つ
た
ら
寄
つ
て
も
宜
い
で
は
な
い
か
、」

と
酌
婦
の
威
勢
の
よ
い
声
で
始
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
酌
婦
達
の
姿
が
前
面
に
出
さ
れ
、

そ
の
生
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
く
。

（
5
）
高
良
留
美
子
『
樋
口
一
葉
と
女
性
作
家
　
志
・
行
動
・
愛
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
三 

・

一
二
）、
初
出
「
樋
口
一
葉
『
ゆ
く
雲
』
と
日
記
の
な
か
の
日
清
戦
争
」（
新
・
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
批
評
の
会
編『
明
治
女
性
文
学
論
』翰
林
書
房
、二
〇
〇
七
・
一
一
）、菅
聡
子「
日

清
戦
争
と
い
う
〈
表
象
〉
―
一
葉
・
鏡
花
の
ま
な
ざ
し
を
め
ぐ
っ
て
」『
文
学
批
評
　

敍
説
Ⅱ
』
第
八
号
、
二
〇
〇
四
・
八
）。
ま
た
林
嵐
「
樋
口
一
葉
『
ゆ
く
雲
』
の
表
現

と
そ
の
背
景
」（『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
』
第
二
四
号
、
一
九
九
八
・
一
一
）
に
も
論
じ

ら
れ
て
い
る
。

（
6
）『
樋
口
一
葉
全
集
第
一
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
・
七
）「
ゆ
く
雲
」
補
注
、『
樋

口
一
葉
事
典
』（
前
出
）「
ゆ
く
雲
」（
一
九
九
六
・
一
一
、
お
う
ふ
う
）
等
参
照
。

ま
た
「
世
に
た
の
ま
れ
ぬ
を
男
心
と
い
ふ
」
と
い
う
、
桂
次
を
嘲
笑
す
る
か
の

よ
う
な
語
り
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
葉
は
、
日
清
戦
争
に
対
し
て
あ
ま
り
関
心
を
示
し
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る

事
が
多
い（

32
）。
ま
た
小
説
に
お
い
て
も
、
日
清
戦
争
に
関
連
す
る
言
葉
が
記
さ

れ
て
い
る
の
は
「
ゆ
く
雲
」
だ
け（

33
）で
、
そ
れ
も
小
説
世
界
に
深
く
関
る
も
の
と

し
て
読
ま
れ
て
来
た
と
は
い
え
な
い
。
だ
が
、「
ゆ
く
雲
」
を
桂
次
に
注
目
し

て
読
む
と
き
、
日
清
戦
争
終
結
に
よ
っ
て
変
貌
し
て
い
く
日
本
の
経
済
状
況
や

富
者
の
繁
栄
を
、
一
葉
が
い
か
に
鋭
く
認
識
し
て
い
た
か
が
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
。

「
大
つ
ご
も
り
」
で
、
お
峯
の
伯
父
一
家
と
山
村
家
を
対
比
さ
せ
、
貧
富
の

差
の
拡
大
を
捉
え
、貧
者
の
困
窮
と
救
済
の
夢
を
描
い
た
一
葉
は
、今
度
は
「
ゆ

く
雲
」
の
な
か
に
、
諸
外
国
と
の
貿
易
戦
争
の
「
兵
士
」
に
さ
せ
ら
れ
、
富
者

と
な
っ
て
富
国
強
兵
に
貢
献
し
て
い
く
者
の
、
自
由
な
恋
愛
の
喪
失
と
悲
哀
を

描
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

一
葉
は
、
経
済
戦
争
と
し
て
の
日
清
戦
争
を
捉
え
、
そ
の
後
の
日
本
へ
の
予

感
を
「
ゆ
く
雲
」に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
葉
が
見
つ
め
て
い
た
世
界
は
、

さ
ら
に
広
く
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

【
注
】

（
1
）「
樋
口
一
葉
『
ゆ
く
雲
』
試
論
―
心
の
ゆ
く
え
―
」（『
淵
叢
』
第
一
号
、

一
九
九
二
・
三
）
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（
17
）『
樋
口
一
葉
全
集
第
三
巻（
上
）』（
筑
摩
書
房
、一
九
七
六
・
一
二
）脚
注
に
指
摘
が
あ
る
。

（
18
）
東
洋
経
済
新
報
社
編
『
日
本
貿
易
精
覧
〈
創
立
80
周
年
記
念
復
刻
〉』（
東
洋
経
済
新

報
社
、一
九
七
五
・
五
）。
ま
た
『
世
界
大
百
科
事
典
21
』（
平
凡
社
、二
〇
〇
九
・
六
）「
日

清
戦
争
」【
日
清
戦
後
経
営
】
に
、「
農
商
務
省
も
商
工
立
国
論
を
唱
え
、
綿
糸
、
生
糸
、

茶
な
ど
の
輸
出
産
業
の
振
興
策
を
打
ち
出
し
た
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
19
）『
日
本
の
産
業
革
命
　
日
清
・
日
露
戦
争
か
ら
考
え
る
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
〇
一
二
・
一
二
）

（
20
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
24
樋
口
一
葉
』（
前
出
）「
ゆ
く
雲
」補
注「
多
額
納
税
」

に
も
こ
の
記
述
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）『
山
梨
県
史
概
説
編
山
梨
県
の
あ
ゆ
み
』（
山
梨
日
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
八
・
一
）、『
山

梨
県
史
通
史
編
5
近
現
代
1
』（
前
出
）、
内
藤
文
治
良
『
若
尾
逸
平
』（
内
藤
文
治
良
、

大
三
・
九
）
等
参
照
。

（
22
）『
山
梨
県
史
通
史
編
5
近
現
代
1
』（
前
出
）

（
23
）『
山
梨
県
史
概
説
編
山
梨
県
の
あ
ゆ
み
』（
前
出
）

（
24
）
第
七
八
号
「
多
額
納
税
者
諸
氏
若
尾
氏
を
招
待
す
」「
若
尾
氏
の
告
別
宴
会
」、
第

八
二
号
「
若
尾
貴
族
院
議
員
」、
第
八
三
号
広
告
欄
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

（
25
）『
シ
リ
ー
ズ
〈
日
本
近
代
史
〉
10
日
本
の
産
業
化
と
財
閥
』（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、

一
九
九
二
・
八
）

（
26
）
注
（
25
）
に
同
、
表
5
。
ま
た
、
こ
の
表
の
元
に
な
っ
て
い
る
石
井
寛
治
『
日
本
経

済
史
第
2
版
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
・
三
）、
表
24
「
高
額
所
得
者
一
覧
」

で
は
一
八
九
五
（
明
二
八
）
年
の
値
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、岩
崎
久
弥1,084,437

円
、

三
井
八
郎
右
衛
門528,651

円
、
住
友
吉
左
衛
門156,406

円
、
安
田
善
次
郎93,527

円
、
雨
宮
敬
次
郎68,320

円
と
な
っ
て
い
る
。

（
27
）『
山
梨
県
史
概
説
編
山
梨
県
の
あ
ゆ
み
』（
前
出
）

（
28
）「
樋
口
一
葉
『
ゆ
く
雲
』
の
表
現
と
そ
の
背
景
」（
前
出
）

（
29
）
滝
藤
満
義
「「
ゆ
く
雲
」
か
ら
「
う
つ
せ
み
」
へ
―
一
葉
に
お
け
る
小
説
の
発
想
―
」

（
7
）
林
嵐
「
樋
口
一
葉
『
ゆ
く
雲
』
の
表
現
と
そ
の
背
景
」（
前
出
）
に
、「
右
の
一
節
か

ら
そ
の
年
月
を
計
算
し
て
見
る
と
、野
沢
桂
次
が
お
縫
と
別
れ
て
か
ら
三
年
近
く
経
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
は
小
説
の
時
間
と
現
実
の
時
間
と
の
間
に
二
、三
年

の
ず
れ
が
見
え
る
。
そ
れ
は
作
者
の
疏
忽
で
は
な
い
と
思
う
。」と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
8
）『
樋
口
一
葉
全
集
第
一
巻
』（
前
出
）「
ゆ
く
雲
」
補
注
に
、「
乙
羽
は
、
三
月
二
十
九

日
附
の
書
簡
で
、『
文
芸
倶
楽
部
』
の
た
め
の
短
編
の
寄
稿
を
依
頼
し
た
」
が
、
原
稿

が
乙
羽
に
送
付
さ
れ
た
後
「
編
集
者
の
判
断
で
、
結
局
『
太
陽
』
に
掲
載
さ
れ
た
。」

と
あ
る
。

（
9
）
高
良
留
美
子
『
樋
口
一
葉
と
女
性
作
家
　
志
・
行
動
・
愛
』（
前
出
）

（
10
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
24
樋
口
一
葉
』（
岩
波
書
店
、二
〇
〇
一
・
一
〇
）「
ゆ

く
雲
」
脚
注
に
、「「
秋
蚕
」
は
、
七
月
下
旬
か
ら
晩
秋
ま
で
に
飼
う
蚕
。「
は
き
た
て
」

は
、
養
蚕
で
、
卵
か
ら
か
え
っ
た
ば
か
り
の
蚕
を
蚕
卵
紙
か
ら
掃
き
取
っ
て
他
の
紙

ま
た
は
蚕
座
へ
移
す
こ
と
。」
と
あ
る
。

（
11
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
24
樋
口
一
葉
』（
前
出
）「
ゆ
く
雲
」
脚
注
に
「
機

織
工
場
。
山
梨
県
は
、
養
蚕
・
製
糸
業
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
。「
秋
蚕
の
は
き
た
て
」

と
照
応
。」
と
あ
る
。

（
12
）『
山
梨
鑑
上
巻
』（
明
治
二
七
・
一
一
、
原
本
発
行
。
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
・
一
〇
）

（
13
）『
製
糸
工
女
と
富
国
強
兵
の
時
代
　
生
糸
が
さ
さ
え
た
日
本
資
本
主
義
』（
新
日
本

出
版
社
、
二
〇
〇
二
・
三
）。
さ
ら
に
、「
生
糸
や
絹
紡
糸
な
ど
蚕
糸
類
が
商
品
輸

出
総
額
に
占
め
る
割
合
は
、
一
八
六
八
年
の
六
六
・
六
％
を
最
高
に
し
て
、
明
治

維
新
か
ら
の
一
〇
年
間
の
平
均
は
五
〇
・
五
％
、
一
八
七
七
〜
八
六
年
の
平
均
は

四
二
・
八
％
、
一
八
八
七
〜
九
六
年
の
平
均
は
三
六
・
九
％
、
一
八
九
七
〜
一
九
二
〇

年
の
平
均
は
、
ほ
ぼ
三
〇
％
の
水
準
を
維
持
し
て
い
た
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）『
日
本
蚕
糸
業
史
分
析
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
・
九
）

（
15
）
山
梨
県
編
『
山
梨
県
史
通
史
編
5
近
現
代
1
』（
山
梨
日
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
・
三
）

（
16
）『
塩
山
市
史
通
史
編
下
巻
』（
塩
山
市
、
一
九
九
八
・
六
）
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皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

―
つ
か
も
と
・
あ
き
こ
、
甲
南
大
学
教
授
―

（『
国
語
と
国
文
学
』第
六
七
巻
一
〇
号
、一
九
九
〇
・
一
〇
）
に
「
桂
次
は
少
々
軽
薄
で
、

熱
し
や
す
く
さ
め
や
す
い
青
年
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。」
と
あ
る
。

（
30
）
金
侖
姫
「
樋
口
一
葉
『
ゆ
く
雲
』論
―
「
心
か
よ
は
」な
い
文
―
」（『
語
文
』第
九
八
号
、

二
〇
一
二
・
六
）
は
、
桂
次
が
養
子
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
桂
次
は
「
お
縫
の
も
と

を
離
れ
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
「
愁
ら
さ
」
が
作
品
の
冒
頭
か
ら
示
さ

れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、セ
ン
・
ラ
ー
ジ
・
ラ
キ
「「
ゆ
く
雲
」「
う
つ
せ
み
」

「
わ
れ
か
ら
」に
お
け
る
「
婿
／
養
子
」法
・
制
度
―
「
一
人
娘
」た
ち
の
「
煩
悶
」
―
」

（『
文
学
・
語
学
』
第
二
一
三
号
、
二
〇
一
五
・
八
）
に
、「「
婿
／
養
子
」
と
し
て
養
家

に
戻
る
こ
と
は
、
桂
次
に
と
っ
て
葛
藤
の
原
因
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
、
経
済
的
側

面
か
ら
階
級
的
な
移
動
を
も
た
ら
す
最
良
の
選
択
で
あ
っ
た
。」と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
31
）
拙
著
『
樋
口
一
葉
と
斎
藤
緑
雨
―
共
振
す
る
ふ
た
つ
の
世
界
』（
笠
間
書
院
、

二
〇
一
一
・
六
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
32
）
穴
澤
淸
次
郎
「
一
葉
さ
ん
」（『
一
葉
全
集
』第
二
回
配
本
付
録
月
報
「
一
葉
」第
二
号
、

筑
摩
書
房
、
一
九
五
三
・
九
）
に
、
日
清
戦
争
の
頃
、
穴
澤
淸
次
郎
の
質
問
に
一
葉
が

「
わ
れ
わ
れ
仲
間
で
は
、
少
し
も
戦
争
な
ん
て
影
響
さ
れ
ま
せ
ん
ね
」
と
答
え
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
も
一
葉
は
日
清
戦
争
に
あ
ま
り
関
心
を
示
し
て
い
な

い
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
33
）
菅
聡
子
「
日
清
戦
争
と
い
う
〈
表
象
〉
―
一
葉
・
鏡
花
の
ま
な
ざ
し
を
め
ぐ
っ
て
」

（
前
出
）
に
、「
ゆ
く
雲
」
は
、「
一
葉
作
品
の
な
か
で
は
唯
一
、
直
接
日
清
戦
争
に
言

及
し
た
も
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

※
付
記
　
樋
口
一
葉
の
テ
キ
ス
ト
は
、『
樋
口
一
葉
全
集
』
第
一
巻
〜
第
三
巻
（
下
）（
筑

摩
書
房
、
一
九
七
四
・
三
〜
一
九
七
八
・
一
一
）
を
使
用
し
、
原
則
と
し
て
旧
字
体

は
新
字
体
に
改
め
ル
ビ
等
は
省
略
し
た
。

な
お
、
本
稿
は
二
〇
一
六
年
度
甲
南
大
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
「
演
習

Ⅱ
」
の
ゼ
ミ
で
「
ゆ
く
雲
」
の
注
釈
研
究
を
行
う
な
か
で
想
を
得
た
。
受
講
生
の


