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る
か
に
注
目
す
る
。
被
害
事
実
が
、
被
害
記
憶
と
し
て
ど
の
よ
う
に
形
象

さ
れ
、
ま
た
地
域
環
境
で
継
承
さ
れ
て
い
る
か
を
、
具
体
的
な
事
例
を
も

と
に
報
告
す
る
。
た
だ
、
災
害
伝
承
を
従
来
の
口
承
文
芸
の
枠
組
み
で
と

ら
え
る
こ
と
の
限
界
を
指
摘
し
つ
つ
、
集
合
的
記
憶
の
概
念
を
用
い
た
分

析
か
ら
新
た
な
被
害
記
憶
の
解
釈
を
提
示
す
る
。

矢
部
敦
子
は
、
生
家
で
お
も
に
祖
母
か
ら
日
常
会
話
の
延
長
線
上
に
い
ろ

い
ろ
の
話
を
聞
い
て
育
っ
た
。
家
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
部
で
あ

る
そ
れ
ら
の
話
を
『
矢
部
敦
子
の
語
り
』（
日
本
民
話
の
会
）
な
ど
に
ま
と

め
て
い
る
。
伝
承
的
な
語
り
手
が
消
え
て
し
ま
い
つ
つ
あ
る
現
在
、
最
後
の

貴
重
な
語
り
手
で
あ
る
矢
部
が
、
自
分
が
保
存
し
て
い
る
祖
母
の
昔
話
を
、

語
り
手
の
立
場
か
ら
対
象
化
し
、
さ
ら
に
継
承
の
問
題
へ
と
進
め
て
い
く
。

認
知
心
理
学
者
で
あ
る
廣
瀨
清
人
は
、昔
話
の
記
憶
を
対
象
と
し
た
『
集

団
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
け
る
意
味
世
界
と
心
理
機
能
』（
三
弥
井
書
店
）
を
刊

行
し
て
い
る
。
記
憶
の
権
威
と
さ
れ
る
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
の
理
論
は
、
昔
話

に
お
い
て
は
通
用
し
な
い
こ
と
を
、
そ
の
著
書
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
こ
で
昔
話
の
記
憶
を
「
場
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
お
け
る
社
会
化
過
程
の
問

題
と
し
て
と
ら
え
、
ま
た
、
よ
く
生
き
る
た
め
の
豊
潤
な
意
味
世
界
で
あ

る
昔
話
を
心
理
学
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
以
上
の
伝
説
研
究
や
語
り
手
、
心
理
学
の
立
場
か
ら

の
報
告
を
も
と
に
、
口
承
の
記
憶
と
継
承
の
問
題
を
議
論
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
と
も
す
れ
ば
、
個
人
的
営
為
と
思
わ
れ
が
ち
な
口
承
文
芸
を
、
聞
き

手
や
社
会
集
団
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と
し
て
深
め
て
い

け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。 

（
は
な
べ
・
ひ
で
お
／
國
學
院
大
學
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
第
三
九
回
大
会
「
口
承
の
記
憶
と
継
承
」

被
害
記
憶
の
形
象
と
継
承花 

部　
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は
じ
め
に

大
き
な
自
然
災
害
の
被
害
体
験
は
、
事
故
の
直
後
に
は
生
々
し
く
語
ら

れ
る
が
、
そ
れ
が
世
代
間
を
越
え
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言

え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
今
度
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
大
津
波
に
遭
遇
し

た
際
に
も
、
こ
れ
ま
で
の
被
害
体
験
を
知
識
と
し
て
十
分
に
継
承
し
て
い

た
か
と
思
う
と
そ
う
で
は
な
い
。「
一
代
に
一
度
は
大
き
な
津
波
に
襲
わ
れ

る（
１
）」

と
言
わ
れ
る
津
波
常
襲
地
帯
の
三
陸
地
方
に
お
い
て
も
、
そ
れ
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
前
代
の
経
験
知
が
生
か
さ
れ
た
と
は
聞
か
な
い
。
被
害
の

甚
大
さ
に
比
し
て
備
え
の
不
十
分
さ
は
ど
う
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

防
災
の
立
場
か
ら
災
害
の
記
憶
を
継
承
し
よ
う
と
人
為
的
な
「
災
害
か

た
り
つ
ぎ
研
究
塾
」
の
活
動
に
取
り
組
む
佐
藤
翔
輔
は
、
災
害
の
継
承
は

難
し
い
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
「
世
代
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
る
効
果
的

な
伝
承
方
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
て
い
く
（
２
）」

必
要
が
あ
る
と

述
べ
る
。
賛
成
で
あ
る
が
、
な
ぜ
に
災
害
記
憶
の
継
承
が
難
し
い
の
か
、
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改
め
て
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
災
害
知
識
は
そ
れ
を
専
門
と
す
る
者

以
外
の
人
々
に
は
、
時
間
と
と
も
に
通
常
の
生
活
関
心
か
ら
外
れ
て
い
く

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
口
承
文
芸
の
研
究
に
携
わ
る
立
場
と
し
て
は
、

被
害
記
憶
の
伝
承
に
無
力
を
覚
え
る
。
人
間
は
忘
れ
る
動
物
だ
、
な
ど
と

呑
気
に
し
て
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
無
関
心
の
裏
側
に
あ
る
も
の
を
探
っ
て

み
る
必
要
が
あ
る
。

一
方
で
、
災
害
を
事
実
そ
の
も
の
と
し
て
の
継
承
で
は
な
く
、
災
害
の

原
因
や
理
由
の
脚
色
を
ま
じ
え
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
め
い
た
も
の
と
し
て
の

伝
承
は
多
い
。
筆
者
が
編
集
を
担
当
し
た
『
伝
承
の
想
像
力　

災
害
と
事

故
か
ら
の
学
び（
３
）』

の
中
の
、「
災
害
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
か
ら
学
ぶ
」「
説
話
・

伝
説
か
ら
学
ぶ
」
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
に
は
、
そ
う
し
た
事
例
が
多
く
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
事
実
と
虚
構
の
問
題
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

静
岡
県
沼
津
市
柳
沢
地
区
に
あ
る
赤あ
け
の野

観
音
堂
に
は
十
一
面
観
音
菩
薩

が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
観
音
さ
ん
に
ま
つ
わ
る
こ
ん
な
話
が
あ
る
。

柳
沢
集
落
の
中
を
流
れ
る
高
橋
川
は
、
普
段
は
水
量
は
少
な
い
が
、
あ
る

年
に
大
雨
が
降
り
鉄
砲
水
が
押
し
寄
せ
た
。
そ
の
時
、
観
音
さ
ん
が
「
東

の
者
は
東
の
山
に
上
が
れ
、
西
の
者
は
西
の
山
に
上
が
れ
」
と
声
を
掛
け

て
く
れ
た
の
で
、
み
ん
な
助
か
っ
た
と
い
う
。
高
橋
川
を
挟
む
東
西
の
山

に
そ
れ
ぞ
れ
避
難
し
て
無
事
だ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
一
説
に
赤
野

観
音
堂
に
行
く
山
道
に
弘
法
大
師
を
祀
っ
た
石
塔
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
弘

法
大
師
が
声
を
掛
け
た
と
も
伝
え
て
い
る
。

こ
の
話
の
現
実
的
な
解
釈
と
し
て
、
防
災
関
係
者
な
ど
の
避
難
指
示
の

命
令
や
懸
命
な
活
動
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
い

つ
し
か
観
音
さ
ん
や
弘
法
大
師
の
掛
け
声
に
形
象
さ
れ
て
伝
承
さ
れ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
災
害
が
い
つ
、
ど
う
い

う
状
況
で
起
こ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
事
実
そ
の
も
の
の
正
確
な
伝
達
よ
り

も
、
現
在
の
地
域
の
信
仰
対
象
の
ご
利
益
の
話
に
仮
構
し
た
方
が
、
イ
ン

パ
ク
ト
を
持
っ
て
継
承
さ
れ
や
す
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
深
刻
な
事
態

を
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
象
徴
的
な
言
葉
や
身
近
で
共
通
認
識
の
得
ら
れ
や

す
い
事
物
に
転
化
し
、
単
純
化
さ
れ
た
虚
構
の
物
語
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
伝
承
が
可
能
に
な
る
と
い
う
結
論
に
導
か
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
果
た

し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
本
報
告
は
被
害
記
憶
を
、
被
害
事
実
と
記
憶
の
形
象
、
そ
し
て

記
憶
の
継
承
の
三
つ
の
要
素
に
単
純
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
ど
の
よ

う
に
関
連
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
に
基
づ
き
な
が
ら
分

析
し
て
い
く
。
続
い
て
、
そ
う
し
た
被
害
記
憶
の
伝
承
の
形
態
や
目
的
な

ど
の
特
性
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
被
害
記
憶
を
口
承
文
芸
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
く
か
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
き
た
い
。
従
来
の

口
承
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ら
わ
れ
ず
、
新
た
な
解
釈
を
提
示
で
き
れ
ば

と
考
え
て
い
る
。

一　

名
立
崩
れ

最
初
に
取
り
上
げ
る
話
題
は
、
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
に
新
潟
県
の

高
田
地
震
に
よ
る
上
越
市
名
立
小
泊
地
区
で
起
こ
っ
た
崩
落
事
故
で
あ
る
（
４
）。

集
落
の
裏
山
が
崩
落
し
、
土
石
が
人
や
家
屋
を
呑
み
込
み
海
へ
と
流
失
し
、
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死
者
四
百
二
十
人
余
、
崩
壊
家
屋
百
二
十
数
戸
の
大
惨
事
で
あ
る
。

被
害
事
実
の
概
略
は
以
上
で
あ
る
が
、
そ
の
事
故
か
ら
二
百
五
十
年
も

経
っ
た
時
点
に
、
た
ま
た
ま
こ
こ
を
訪
れ
て
事
故
の
こ
と
を
知
っ
た
。
一

集
落
が
突
然
に
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
悲
劇
を
、
現
在
、
地
域
で
ど
の

よ
う
に
伝
え
て
い
る
の
か
尋
ね
て
回
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
家
に
お
け
る
被

害
記
憶
の
伝
承
は
聞
け
な
か
っ
た
。
事
故
を
知
る
人
の
多
く
は
、『
名
立
町

史
』
や
近
く
に
あ
る
慰
霊
碑
等
に
よ
っ
て
知
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
現
在

そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
は
、
崩
落
事
故
で
亡
く
な
っ
た
人
々
の
末
裔

で
は
な
く
、
事
故
後
に
入
居
し
て
き
た
人
た
ち
の
子
孫
に
あ
た
る
た
め
に
、

直
接
の
先
祖
に
か
か
わ
る
話
で
は
な
い
。
し
か
も
、
二
百
五
十
年
も
前
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
場
所
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
事
故
の

こ
と
を
継
承
す
る
方
が
お
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
冷
静
な
判
断
は
そ
う

で
は
あ
る
が
、
聞
い
て
歩
い
た
時
に
は
、
被
害
記
憶
の
伝
承
は
そ
ん
な
も

の
か
と
肩
透
か
し
を
食
っ
た
感
じ
だ
っ
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
伝
承
に
寄
せ

る
筆
者
の
過
剰
な
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
に
文
献
を
調
べ
た
り
、
関
係
す
る
所
を
訪
ね
た
り

し
て
い
る
う
ち
に
、
大
き
な
疑
問
が
生
じ
て
き
た
。「
名
立
崩
れ
」
を
伝
説

と
し
て
扱
っ
て
い
る
記
述
が
、す
べ
て
大
正
二
年
の
岡
本
綺
堂
の
脚
本
「
名

立
崩
れ（
５
）」
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
劇
作
品
が
伝
説
の
素
材

に
な
る
と
は
意
外
な
こ
と
で
あ
る
。
綺
堂
は
作
品
の
あ
と
が
き
で
橘
南
谿

の
『
東
遊
記（
６
）』

を
参
考
に
し
た
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
綺
堂
自
身
の
独
自

の
創
作
で
は
な
い
。
南
谿
は
崩
落
事
故
か
ら
三
十
年
後
の
天
明
の
初
め
ご

ろ
に
、
こ
の
地
を
旅
行
し
た
際
の
土
地
の
人
か
ら
の
聞
書
き
に
基
づ
い
て

い
る
。

南
谿
の
記
事
に
よ
る
と
、
地
震
の
起
こ
る
日
の
昼
に
、
沖
に
出
て
い
る

船
が
名
立
の
空
が
「
一
面
に
赤
く
な
り
、
夥
お
び
た
ゞ
し
き敷

火く
わ
じ事

と
見
」
え
た
の
で
、

た
だ
ち
に
陸
に
戻
る
が
何
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
南
谿
は
事
故
の
こ
と
を

記
し
た
つ
い
で
に
「
大だ
い
ぢ
し
ん

地
震
す
べ
き
地
は
、
遠ゑ
ん
ぽ
う方

よ
り
見
れ
ば
赤あ
か

気き
た
ち立

の

ぼ
り
て
火
事
の
ご
と
く
な
る
」
と
い
う
他
で
聞
い
た
話
も
取
り
上
げ
て
い

る
か
ら
、
地
震
の
予
兆
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ

で
、
そ
の
夜
中
に
惨
事
が
起
こ
り
、「
あ
る
家
の
女
房
、
木
の
枝
に
か
ゝ
り

な
が
ら
、
波
の
上
に
浮う
か

み
て
命
助
か
り
ぬ
」
と
あ
り
、
す
べ
て
の
事
実
は

「
此
の
女
の
物
語
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
生
き
証
人
が
い
る
こ
と
で
話
の
信

憑
性
は
高
ま
る
が
、
こ
れ
が
聞
い
た
ま
ま
な
の
か
、
南
谿
の
叙
述
で
あ
る

の
か
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。

綺
堂
の
作
品
で
は
、
主
人
公
を
一
人
だ
け
生
き
残
っ
た
娘
の
お
今
と
す

る
と
こ
ろ
が
共
通
す
る
。
村
の
有
力
者
の
五
郎
兵
衛
の
家
で
休
ん
で
い
た

旅
僧
が
、
こ
の
地
は
大
昔
に
埋
没
し
た
所
だ
と
予
言
め
い
た
こ
と
を
言
う

の
で
、
不
吉
だ
と
言
っ
て
五
郎
兵
衛
に
追
い
返
さ
れ
る
が
、
娘
の
お
今
は

追
い
か
け
て
さ
ら
に
事
情
を
聞
き
、「
旧
い
世
界
が
亡
び
て
し
ま
っ
て
、
新

し
い
世
界
が
出
来
る
前し
ら
せ兆

」
と
謙
虚
に
受
け
止
め
、
そ
の
日
に
村
か
ら
離

れ
て
い
て
助
か
る
。
旧
弊
に
と
ら
わ
れ
る
父
母
の
世
代
か
ら
、
覚
醒
す
る

精
神
の
お
今
に
、
未
来
を
託
す
と
い
う
テ
ー
マ
設
定
と
い
え
る
。

さ
て
、
南
谿
の
紀
行
に
新
た
な
解
釈
や
思
想
を
盛
り
込
ん
だ
綺
堂
の
作

品
が
、
こ
の
地
の
伝
説
や
民
話
と
し
て
出
版
さ
れ
、
ま
た
地
元
の
劇
団
グ

ル
ー
プ
に
よ
り
「
名
立
崩
れ
」
と
し
て
町
内
外
で
公
演
さ
れ
て
い
る
。
被
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害
事
実
を
紀
行
・
劇
作
家
の
興
味
や
関
心
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
創
作
が
、

や
が
て
被
災
地
に
降
下
し
て
土
地
の
物
語
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
図

式
化
で
き
る
。
こ
う
し
た
事
実
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

悲
惨
な
事
故
を
、
直
接
に
見
聞
き
し
た
人
々
か
ら
の
口
コ
ミ
に
よ
り
自

然
発
生
的
に
生
ま
れ
て
く
る
の
が
伝
説
で
あ
る
と
す
る
見
方
か
ら
は
大
き

く
か
け
離
れ
て
い
る
。
伝
承
は
個
人
の
創
作
と
は
対
極
を
な
す
も
の
で
、

あ
る
事
実
に
基
づ
い
た
伝
承
が
個
人
の
偏
向
を
極
力
補
正
し
、多
く
の
人
々

の
興
味
関
心
に
よ
る
最
大
公
約
数
と
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
考
え
は
、
こ
こ
で
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
が
特
異
な
も
の
で
あ
る

の
か
、
あ
る
い
は
納
得
し
や
す
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
説
明
で
あ
れ
ば
、

そ
の
出
自
は
問
わ
ず
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
問
題
は
二
つ
に
分

か
れ
る
。
伝
承
は
真
正
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
伝
承
観
に

修
正
を
加
え
る
べ
き
か
、
難
し
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
他
の
事
例
も
含
め

て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
名
立
崩
れ
の
記
憶
の
継
承
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お

く
。
現
在
、
被
害
の
あ
っ
た
場
所
の
中
心
地
に
供
養
碑
と
案
内
板
が
立
っ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
五
十
年
ご
と
の
「
弔
と
む
ら
い

法
要
」
が
被
害
に
あ
っ

た
宗
龍
寺
を
中
心
に
営
ま
れ
て
い
る
。

二　

浅
間
山
の
噴
火

次
の
話
題
は
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
起
こ
っ
た
浅
間
山
の
噴
火

に
よ
る
鎌
原
村
の
埋
没
事
故
で
あ
る
（
７
）。

地
震
等
の
兆
候
は
四
月
頃
か
ら
あ

り
、
そ
れ
が
七
月
八
日
巳
の
刻
（
午
前
十
時
ご
ろ
）
の
大
噴
火
に
よ
っ
て
、

鎌
原
村
は
流
れ
て
き
た
土
石
流
に
よ
っ
て
五
、六
メ
ー
ト
ル
下
に
埋
も
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
死
者
四
百
七
十
七
人
、
生
存
者
九
十
三
人
と
い
う

大
惨
事
で
あ
る
。
事
故
の
記
録
資
料
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
当
時
幕
府
の

勘
定
吟
味
役
に
あ
っ
た
根
岸
鎮や
す

衛も
り

が
、
現
地
に
出
か
け
て
救
済
に
あ
た
っ

た
時
の
見
聞
を
、
後
に
『
耳
嚢（
８
）』

に
載
せ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
事
故
の
後
に
近
村
の
三
人
の
富
裕
者
が
、
住
居
や
食

糧
等
の
援
助
な
ど
、
生
存
者
の
救
済
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
献
身
的
な
活
動

を
果
た
し
た
と
記
述
す
る
。
そ
の
記
事
の
一
部
に
、
こ
ん
な
記
述
が
あ
る
。

「
か
ゝ
る
大
変
に
逢あ
い

て
は
生
残
り
し
九
十
三
人
は
誠
に
骨
肉
の
一
族
と
お
も

ふ
べ
し
」
と
し
て
、「
九
十
三
人
之
内
夫
を
失
ひ
し
女
え
は
女
房
を
流
さ
れ

し
男
を
取
り
合
あ
わ
せ、

子
を
失
ひ
し
老
人
え
は
親
の
無
き
者
を
養
は
せ
、
不の
こ
ら
ず残

一
類
に
取
合
せ
け
る
」
と
あ
る
。
村
の
復
興
に
向
け
、
夫
婦
お
よ
び
養
子

縁
組
を
積
極
的
に
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
そ
の
年
の
十
月
二
十
四

日
に
七
組
、
十
二
月
十
三
日
に
三
組
が
結
婚
し
祝
儀
が
贈
ら
れ
た
記
録

（『
浅
間
山
恐
慌
一
件（
９
）』）

も
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
記
事
に
か
か
わ
る
内
容
が
、
明
治
初
年
作
製
の
「
浅
間
山

噴
火
大
和
讃
）
10
（

」
に
も
あ
る
。
死
者
の
供
養
の
た
め
に
江
戸
の
東
叡
寺
の
僧

侶
が
来
て
、「
念
仏
施
餓
鬼
供
養
」
を
行
っ
て
く
れ
た
と
い
う
内
容
が
、
歌

詞
の
中
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
記
念
に
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
帰き
み
ょ
う命

頂ち
ょ
う
ら
い礼

鎌か
ん
ば
ら原

の
／
月つ
き

の
七な
の
か日

の
念ね
ん
ぶ
つ仏

を
／
由ゆ
ら
い来

を
委く
わ

し
く
尋た
ず

ぬ
れ

ば
」
か
ら
始
ま
り
、
噴
火
と
と
も
に
人
や
家
屋
が
埋
没
し
、
生
き
残
っ
た

九
十
三
人
が
観
音
堂
に
集
ま
っ
て
泣
き
あ
か
し
、「
南な
む無

や
大だ
い
ひ悲

の
観か
ん
ぜ
お
ん

世
音
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／
助た
す

け
給た
ま

え
と
一い
つ
し
ん心

に
／
念ね
ん

じ
上あ

げ
た
る
甲か
い斐

あ
り
て
／
結む
す

ぶ
縁
え
に
しも

つ
き

果は

て
ず
／
隣り
ん
そ
ん村

有ゆ
う
し志

の
情
な
さ
けに

て
／
妻つ
ま

な
き
人ひ
と

の
妻つ
ま

と
な
り
／
主ぬ
し

な
き
人ひ
と

の

主ぬ
し

と
な
り
／
細ほ
そ

き
煙
け
む
りを

営い
と

な
み
て
‥
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
部
分
は
、

根
岸
の
記
し
た
箇
所
を
踏
ま
え
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
和
讃
は
現
在
「
廻
り
念
仏
」
の
供
養
の
際
に
詠
わ
れ
て
い
る
。
廻

り
念
仏
と
は
鎌
原
地
区
の
民
俗
行
事
で
、
噴
火
に
よ
る
犠
牲
者
の
供
養
と

し
て
、
死
亡
帳
・
弘
法
大
師
の
掛
軸
、
そ
れ
に
十
三
仏
の
掛
軸
を
セ
ッ
ト

に
し
て
、
月
毎
の
当
番
の
家
を
順
々
に
回
す
の
で
あ
る
。
当
番
の
家
で
は

七
日
と
十
六
日
に
掛
軸
を
掛
け
て
、
そ
の
前
で
参
加
者
一
同
が
和
讃
や
御

詠
歌
、
経
を
詠
ん
だ
り
し
て
供
養
す
る
。
常
連
の
参
加
者
の
一
人
に
よ
る

と
、
和
讃
の
歌
詞
の
内
容
に
い
つ
も
胸
が
詰
ま
っ
て
く
る
と
い
う
。
歌
詞

が
血
肉
化
し
て
い
る
証
拠
の
で
あ
ろ
う
。
事
故
の
記
憶
の
継
承
の
一
端
を

示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
鎌
原
地
区
の
あ
る
嬬
恋
郷
土
資
料
館
に
文
化
十
年

（
一
八
一
三
）
に
描
か
れ
た
鎌
原
村
図
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
事
故
か
ら

三
十
年
経
っ
た
時
期
に
代
官
所
に
提
出
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
村
の
復
興

状
況
を
示
す
た
め
に
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
道
路
の
両
脇
は
四
十
六

に
屋
敷
区
分
さ
れ
、
そ
こ
に
持
ち
主
の
名
前
が
書
か
れ
、
そ
の
う
ち
二
十

軒
に
家
の
マ
ー
ク
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
家
マ
ー
ク
は
被
災
後
に
建
て
た

家
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
復
興
絵
図
に
現
在
の
住
宅
位
置
を
重

ね
れ
ば
、
当
時
誰
が
所
有
し
て
い
た
屋
敷
跡
に
、
現
在
誰
が
住
ん
で
い
る

の
か
大
よ
そ
見
当
は
つ
く
。

し
か
し
、
鎌
原
地
区
で
会
っ
た
人
た
ち
か
ら
は
、
事
故
時
の
先
祖
が
誰

で
あ
る
か
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
た
だ
、
一
人
の
方
が
、
祖

父
か
ら
自
分
の
家
は
名
主
の
家
柄
で
、
五
代
目
太
郎
左
衛
門
（
仮
称
）
に

当
た
る
と
言
わ
れ
た
そ
う
だ
が
、
当
時
か
ら
計
算
す
る
と
七
、八
代
に
相
当

す
る
の
で
、
真
偽
が
危
う
い
と
も
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
お
宅
に
は

天
明
三
年
の
銘
の
あ
る
位
牌
が
あ
る
が
、
明
治
以
前
の
位
牌
に
比
べ
る
と

新
し
く
、
作
ら
れ
た
の
は
明
ら
か
に
明
治
以
後
で
あ
る
。
近
代
以
降
に
、

先
祖
と
の
関
係
を
強
く
持
と
う
と
す
る
意
思
の
表
れ
と
思
わ
れ
る
。

家
に
お
け
る
事
故
の
記
憶
の
継
承
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
集
落
の

共
同
墓
地
で
天
明
三
年
の
七
月
八
日
の
日
付
の
あ
る
墓
を
数
基
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
墓
に
文
化
や
安
政
の
年
号
も
刻
ま
れ
て
い
た
か
ら
、

建
立
の
年
を
明
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
噴
火
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
先

祖
を
祀
っ
た
も
の
で
、
戒
名
が
二
人
の
も
の
も
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
族
事
情
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
被
害
記
憶
を
墓
石
と
い
う
形
を
通

し
て
伝
え
て
い
る
。

次
に
、
先
述
し
た
「
廻
り
念
仏
」
以
外
の
被
害
記
憶
の
継
承
に
つ
い
て

も
触
れ
て
お
こ
う
。
そ
の
一
つ
に
鎌
原
観
音
堂
に
お
け
る
奉
仕
活
動
が
あ

る
。
観
音
堂
は
村
の
高
台
に
あ
っ
た
の
で
被
災
を
ま
ぬ
が
れ
た
。
村
人
は

観
音
堂
を
村
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
と
し
て
大
切
に
管
理
し
て
い
る
。
昭
和

五
十
四
年
に
鎌
原
地
区
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
際
に
、
観
音
堂
の
階
段

の
土
に
埋
も
れ
た
階
段
の
十
三
段
目
か
ら
女
性
の
白
骨
が
二
体
発
見
さ
れ

た
。
こ
れ
を
機
縁
に
、
観
音
堂
奉
仕
会
が
結
成
さ
れ
、
お
も
に
お
年
寄
り

が
観
音
堂
を
訪
れ
る
参
拝
客
に
向
け
て
、
被
害
の
説
明
や
お
茶
の
摂
待
等

に
関
わ
っ
て
い
る
。
半
ば
現
役
を
引
退
し
た
立
場
の
者
が
、
常
時
三
、四
名



99

待
機
し
て
奉
仕
に
当
た
っ
て
い
る
。

そ
の
観
音
堂
の
下
手
に
「
浅
間
山
焼
け
三
十
三
回
供
養
塔
」
が
建
っ
て

い
る
。
篤
志
家
の
慈
善
に
よ
る
も
の
ら
し
く
、
四
百
六
十
四
名
の
戒
名
が

刻
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
塔
の
右
手
の
空
き
地
に
「
聖
観
世
音
菩
薩

像
」
が
、
二
百
回
忌
（
昭
和
五
十
七
年
）
の
村
の
記
念
事
業
と
し
て
建
立

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
観
音
堂
の
上
の
高
台
に
白
亜
の
「
嬬
恋
郷
土
資
料
館
」

が
昭
和
五
十
八
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
中
に
は
浅
間
山
噴
火
に
ま
つ
わ
る

遺
品
や
パ
ネ
ル
展
示
、
映
像
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
、
見
学
者
へ
の
便
宜

を
は
か
っ
て
い
る
。
噴
火
に
よ
る
被
害
記
憶
の
継
承
の
た
め
に
、
村
行
政

も
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。

三　
「
山
鳩
不
孝
」
の
昔
話

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
「
名
立
崩
れ
」「
浅
間
山
噴
火
」
は
、
被

害
事
実
を
も
と
に
ど
の
よ
う
に
被
害
の
記
憶
を
形
象
し
、
そ
し
て
ま
た
継

承
し
て
き
た
か
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
次
に
上
げ
る
の
は
「
山
鳩
不
孝
」

の
昔
話
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
伝
説
に
対
し
て
伝
承
の
形
態
も
異
な
り
、

同
列
に
論
じ
る
に
は
無
理
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
被
害
記
憶

の
継
承
を
物
や
形
で
は
な
く
、
言
葉
と
い
う
手
段
を
用
い
る
点
で
は
同
様

と
い
え
る
し
、
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
の
違
い
が
逆
に
新
た
な
一
面
を
照
ら
し

出
し
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
話
題
に
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

昔
あ
っ
た
ず
も
な
。
南
部
の
あ
る
村
に
、
父あ
や

と
母
あ
っ
ぱど

子わ
ら
し供

、
三
人

あ
っ
た
ず
も
な
。
あ
る
年
、
飢け
が
じ渇

で
、
六
月
の
土
用
に
も
、
蒲よ
う
ぎ団

を
着

な
き
ゃ
な
ら
な
い
ほ
ど
、
寒
い
。
た
ぶ
ん
、
天
保
の
飢
渇
の
こ
と
だ
べ
。

作
物
は
何
年
も
と
れ
な
い
へ
ん
で
、
松
の
皮
は
い
で
、
煎
っ
て
、
香
煎

に
し
て
食
べ
た
り
、
藁
切
っ
て
、
香
煎
に
し
て
食
べ
た
り
、
蕨
の
根
さ

掘
っ
て
、
晒さ
ら

し
て
、
澱
粉
に
し
て
食
べ
た
り
し
て
だ
ず
も
な
。
あ
る
と

き
、
父
、
畑
さ
蕎
麦
ま
き
に
行
っ
た
。
米
は
と
れ
な
い
で
、
ヘ
っ
ち
ょ

は
い
で
、
蕎
麦
を
作
り
に
畑
さ
行
っ
だ
ず
も
な
。
母
、
家
に
い
て
、
父

の
弁
当
に
、
炒い
れ

粉っ
こ

こ
さ
え
た
。
麦
炒
っ
て
、
引
臼
で
ひ
い
て
、
藁
を
ま

ぜ
て
、
粉
に
し
た
も
の
を
炒
粉
と
い
う
ん
だ
が
、
そ
れ
を
子
供
に
持
た

せ
て
、
父
の
と
こ
さ
行
か
せ
た
。
途
中
に
川
っ
こ
あ
っ
て
、
き
れ
い
な

水
が
流
れ
て
る
。
そ
こ
さ
小じ
ゃ
こ魚

い
っ
ぱ
い
泳
い
で
い
る
。
子
供
ァ
、「
こ

り
ゃ
面
白
い
」、
母
こ
さ
え
た
炒
粉
川
っ
こ
さ
ま
い
た
。
小
魚
た
く
さ
ん

寄
っ
て
き
て
、
カ
プ
カ
プ
食
べ
る
。
ま
た
、
ま
く
。
カ
プ
カ
プ
食
べ
る
。

遊
ん
で
い
る
う
ち
に
、
炒
粉
な
く
な
る
。「
さ
あ
、
大
変
な
こ
と
に
な
っ

た
。
父
の
と
こ
さ
、
早
く
行
か
ね
ば
」。
子
供
、
畑
走
っ
て
行
っ
た
が
、

父
、
腹
減
っ
て
死
ん
で
い
た
ず
も
な
。
昔
は
、
父
の
こ
と
「
テ
テ
」
と

言
っ
た
。「
父て
て

、
粉こ
け食

。
こ
れ
け
っ
て
よ
こ
し
た
」、
子
供
、
な
ん
ぼ
叫

ん
で
も
、
父
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
子
供
、
な
ん
ぼ
泣
い
て
も
、
ど
う

も
な
ら
な
い
。「
テ
テ
、
コ
ケ
、
ア
ッ
パ
言へ

っ
た
」
子
供
、
喉
か
ら
血
を

吐
い
て
、
死
ん
だ
。

　

な
ん
ぼ
か
、
父
ま
い
だ
蕎
麦
か
ら
芽
っ
こ
出
し
て
き
た
。
血
が
流
れ
た

と
こ
ろ
か
ら
生お

が
っ
た
。
へ
で
、
蕎
麦
の
根
は
赤
い
。「
テ
テ
コ
ケ
、
ア
ッ

パ
ヘ
タ
」。
子
供
は
山
鳩
に
な
っ
た
ず
も
な
。
こ
れ
で
、
ど
っ
と
は
ら
い）

11
（

。
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こ
れ
は
青
森
県
八
戸
市
の
伝
承
で
あ
る
。
八
戸
市
は
江
戸
時
代
に
南
部

領
に
属
し
、
し
ば
し
ば
凶
作
に
よ
る
飢け
が
じ渇

（
飢
饉
）
に
襲
わ
れ
た
地
域
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は
昔
話
の

構
成
と
分
布
に
つ
い
て
概
括
し
て
お
く）

12
（

。
飢
渇
で
食
べ
る
も
の
が
無
く
蕨

な
ど
の
根
で
作
っ
た
炒い
れ

粉っ
こ

を
、
畑
に
い
る
父
の
昼
飯
に
届
け
る
途
中
、
川

の
小
魚
が
炒
粉
を
食
べ
る
の
が
お
も
し
ろ
く
夢
中
に
な
っ
て
す
べ
て
上
げ

て
し
ま
う
。
そ
の
無
邪
気
な
行
為
が
、
結
果
と
し
て
父
を
死
に
追
い
や
っ

て
し
ま
う
。
子
ど
も
は
激
し
く
動
揺
し
自
発
変
身
し
て
山
鳩
に
な
っ
て
し

ま
う
。
山
鳩
の
鳴
き
声
の
「
テ
デ
コ
ッ
ケ
ー
」
を
「
父て
で

、
炒こ粉
食け

ー
」
の

聴
き
な
し
を
用
い
た
結
末
に
な
っ
て
い
る
。
以
前
に
人
間
で
あ
っ
た
者
が
、

事
件
に
よ
っ
て
鳥
に
化
す
昔
話
を
「
小
鳥
前
世
譚
」
と
呼
び
、
一
つ
の
話

群
を
作
っ
て
い
る
。

同
じ
「
小
鳥
前
世
」
の
話
群
の
中
に
、
親
の
意
見
に
こ
と
ご
と
く
反
対

す
る
性
格
の
子
が
い
て
、
こ
れ
を
見
極
め
た
親
が
、
自
分
の
亡
骸
を
山
に

埋
め
て
も
ら
う
た
め
に
「
川
の
傍
に
埋
め
て
く
れ
」
と
遺
言
を
残
す
。
親

の
死
に
接
し
た
子
は
、
遺
言
だ
け
は
守
ろ
う
と
川
の
傍
に
埋
め
、
雨
で
川

が
増
水
す
る
こ
と
を
心
配
す
る
あ
ま
り
鳶
に
変
身
し
た
と
い
う
「
鳶
不
孝
」

の
昔
話
が
あ
る
。
主
人
公
を
蛙
と
し
た
同
型
の
「
蛙
不
孝
」
も
あ
り
、
両

話
は
全
国
的
に
分
布
し
、
ま
た
、
古
く
中
国
の
文
献
に
見
ら
れ
る
な
ど
、

人
間
心
理
を
突
い
た
普
遍
的
な
話
と
さ
れ
る
。

現
在
、「
山
鳩
不
孝
」
の
昔
話
は
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
秋
田
県
の
三
県

に
の
み
伝
承
さ
れ
、
三
十
話
ほ
ど
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
岩
手
県

で
は
「
鳶
不
孝
」
と
「
山
鳩
不
孝
」
の
両
方
が
見
ら
れ
る
が
、
大
ま
か
な

地
域
分
布
を
見
れ
ば
北
は
山
鳩
、
南
は
鳶
と
地
域
の
差
が
あ
る
。
全
国
的

な
「
鳶
不
孝
」
が
岩
手
県
か
ら
「
山
鳩
不
孝
」
に
な
り
、
さ
ら
に
北
奥
羽

の
み
「
山
鳩
不
孝
」
が
分
布
す
る
の
は
、
本
来
的
な
「
鳶
不
孝
の
」
の
派

生
的
変
化
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
う
派
生
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
こ
の
昔
話
が
抱
え
る
問
題
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。

枠
組
は
「
鳶
不
孝
」
だ
が
、
背
景
に
は
地
域
の
常
襲
で
あ
る
飢
饉
が
取

り
込
ま
れ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
添
え
て
い
る
。
た
だ
、
昔
話
で
は
深
刻
な
現

実
と
は
真
逆
の
無
邪
気
な
子
ど
も
の
行
為
が
対
置
さ
れ
る
。
一
見
安
易
な

発
想
の
よ
う
で
あ
る
が
、
共
通
す
る
昔
話
が
あ
る
。
グ
リ
ム
童
話
の
「
赤

ず
き
ん
」
で
は
、
祖
母
の
家
に
食
べ
物
を
届
け
る
赤
ず
き
ん
が
、
狼
に
祖

母
の
家
に
行
く
こ
と
話
し
て
し
ま
っ
た
後
で
、
小
鳥
の
さ
え
ず
り
に
誘
わ

れ
て
森
の
中
で
花
を
摘
む
の
に
夢
中
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
先
回
り
し
た

狼
に
祖
母
を
食
べ
ら
れ
、
自
ら
も
窮
地
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
無

邪
気
な
振
る
舞
い
は
物
語
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
こ
の

行
為
を
「
快
楽
原
則
」
と
名
づ
け
、
抑
圧
等
を
解
放
す
る
無
意
識
の
働
き

で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
対
す
る
「
現
実
原
則
」
は
、
外
界
に
適
応
す
る
傾

向
の
心
理
で
あ
る
と
い
う
。
山
鳩
不
孝
の
「
小
魚
の
炒
粉
」
は
、
赤
ず
き

ん
の
「
花
摘
み
」
と
同
様
に
快
楽
原
則
の
モ
チ
ー
フ
化
と
い
え
る
。

「
山
鳩
不
孝
」
の
昔
話
は
、
飢
饉
の
悲
惨
さ
を
後
景
に
配
置
し
、
快
楽
原

則
を
前
景
に
押
し
出
す
こ
と
で
、
昔
話
の
形
を
整
え
る
。
本
来
、
団
欒
や

寝
物
語
に
語
ら
れ
る
昔
話
に
お
い
て
、
悲
惨
な
記
憶
を
事
実
に
即
し
て
深

刻
に
語
る
語
り
方
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
し
か
し
、
無
邪
気
さ
の
も
つ
過
ち
の
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結
果
を
、
小
鳥
に
変
身
さ
せ
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
昔
話
と
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
の
問
題
は
、
こ
の
「
山
鳩
不
孝
」
の
昔
話
に
、
被
害
記
憶
が
ど
の
よ

う
に
形
象
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
昔
話
の
中
で
山
や
畑
に
行
っ
た
父
に

昼
飯
を
届
け
に
行
く
こ
と
に
な
る
が
、
い
っ
た
い
父
は
何
の
た
め
に
山
や

畑
に
行
く
の
か
で
あ
る
。
前
掲
の
例
話
で
は
、
畑
へ
蕎
麦
ま
き
に
行
く
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
平
時
の
発
想
で
、
飢
饉
で
餓
え
が
逼
迫
し

て
い
る
状
況
で
は
、
翌
年
の
収
穫
を
あ
て
に
し
た
仕
事
を
す
る
な
ど
あ
り

え
な
い
。
蕨
や
葛
の
根
を
掘
り
に
行
っ
た
と
説
明
す
る
伝
承
も
あ
る
の
で
、

食
べ
物
が
全
く
無
く
な
っ
た
最
後
の
手
段
と
し
て
、
山
に
蕨
や
葛
の
根
掘

り
に
行
っ
た
現
実
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

岩
手
南
部
領
の
和
賀
町
の
「
山
口
村
古
撰
書
留
覚
）
13
（

」
に
、
寛
延
三
年

（
一
七
五
〇
）
の
飢
饉
の
惨
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。
昨
年
の
不
作
の
た
め
こ

の
正
月
末
か
ら
葛
の
根
や
麦
、
み
つ
ば
の
根
掘
り
に
明
け
暮
れ
、
作
付
け

の
準
備
を
す
る
者
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
乞
食
も
多
く
な
り
、「
四
五
日

も
喰
わ
ず
、
山
江へ

み
づ
取
り
な
ど
に
行
、
た
お
れ
死
も
有
。
く
つ
の
根
を

堀
、
家
ま
で
参
着
兼
、
道
中
に
て
た
お
れ
死
も
有
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
飢
饉
の
実
情
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
平
成
八
年
ご
ろ
に

青
森
県
田
子
町
の
宇
藤
順
平
氏
に
聞
い
た
話
で
も
、
近
く
の
山
に
野と
こ
老ろ

芋

を
掘
り
に
き
た
人
が
、
自
ら
の
墓
穴
を
掘
る
よ
う
に
穴
に
落
ち
て
死
ん
で

い
た
と
い
う
。
厳
し
い
飢
饉
の
地
で
あ
れ
ば
、
近
代
に
入
っ
て
も
そ
う
し

た
状
況
が
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
失
わ
ず
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
南
部
五
郡
小
史
』
に
、
八
戸
の
支
店
か
ら
江
戸
の
井
筒
屋
に
送
ら
れ
た

書
簡
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

在
に
於
て
蕨
・
野
老
・
葛
等
を
堀
り
、
食
事
に
仕
候
。
夫
も
幾
千
万

人
と
申
、
限
な
き
事
に
御
坐
候
間
、
さ
し
も
の
大
山
を
忽
に
堀
尽
し
申

候
。
葛
・
蕨
の
粕
、
あ
も
・
さ
ゝ
め
な
と
申
も
の
計
り
食
事
に
仕
り
候

に
付
、
右
の
毒
に
中
り
五
体
腫
れ
大
小
便
不
通
に
し
て
忽
ち
に
相
果
候

も
の
其
敷
を
知
ら
ず
。
当
九
月
頃
乞
食
共
犬
猫
猿
な
と
を
食
に
仕
候
事

承
り
候
て
、
肝
を
潰
し
候
処
、
去
月
よ
り
は
犬
猫
は
不
及
申
、
牛
馬
を

打
殺
食
に
仕
候
。
非
人
乞
食
等
は
眼
前
犬
描
を
と
ら
へ
、
塩
も
付
け
ず

喰
候
体
、
誠
に
鬼
と
も
申
可
哉
、
お
そ
ろ
し
く
何
と
も
可
申
様
御
座
候
）
14
（

。

八
戸
の
飢
餓
の
様
子
を
本
店
に
報
告
し
た
内
容
で
あ
る
。
葛
蕨
の
根
を

掘
り
命
を
つ
な
い
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
葛
・
蕨
の
澱
粉
を
根
餅
や
く

ず
湯
に
用
い
る
他
に
、
根
の
か
す
で
あ
る
「
あ
も
」
や
「
さ
ゝ
め
」
も
食

べ
、
食
中
毒
に
罹
り
、
死
に
い
た
る
者
も
い
た
と
指
摘
す
る
。
引
用
以
外

の
部
分
で
は
、
根
の
他
に
松
の
皮
や
藁
、
豆
殻
、
イ
ヌ
タ
デ
な
ど
を
擂す

り

つ
ぶ
し
食
べ
た
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
植
物
の
根
以
外
だ
け
で
な
く
、
あ

げ
く
に
は
家
畜
や
犬
猫
の
殺
害
、
そ
し
て
、
そ
の
食
用
と
い
っ
た
凄
惨
な

様
子
は
、
食
糧
の
欠
乏
が
す
ぐ
さ
ま
人
心
の
荒
廃
に
い
た
る
こ
と
を
生
々

し
く
伝
え
て
い
る
。

旅
人
が
目
に
し
た
光
景
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
天
明
の
飢
饉
の
時
に
、

津
軽
を
旅
し
て
い
た
菅
江
真
澄
は
、
道
端
に
積
ま
れ
た
白
骨
を
目
に
し
、

通
り
が
か
り
の
人
に
尋
ね
る
と
、
牛
馬
だ
け
で
な
く
人
間
ま
で
食
べ
た
と
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聞
き
驚
愕
す
る
。
な
お
、
そ
の
人
は
去
り
際
に
、
自
分
は
「
藁
を
搗
て
餅

と
し
て
く
ら
ひ
、
葛
蕨
の
根
を
ほ
り
は
み
て
、
い
ま
ま
で
の
い
の
ち
を
な

が
ら
へ
て
侍
る
）
15
（

」
と
述
べ
る
。
状
況
は
南
部
領
と
変
わ
ら
な
い
。

一
方
、飢
饉
は
東
北
地
方
に
限
ら
ず
遠
く
離
れ
た
九
州
で
も
同
様
で
あ
っ

た
。
橘
南
谿
は
『
西
遊
記
』
で
、
天
明
二
年
の
九
州
各
地
も
飢
饉
の
悲
惨

な
状
況
で
、
盗
賊
が
横
行
し
旅
そ
の
も
の
も
危
険
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い

る
。
食
糧
難
に
陥
っ
た
「
村
々
在
々
は
、
か
ず
根ね

と
い
ひ
て
、
葛く
ず

の
根
を

山
に
入い
り

て
掘ほ
り

来き
た

り
食
せ
し
が
、
是
も
暫
し
ば
ら
くの

間
に
皆
掘ほ
り

つ
く
し
、
か
な
づ

ち
と
い
ふ
も
の
を
掘
て
食
せ
り
。
是
も
す
く
な
く
成な
り

ぬ
れ
ば
、
す
み
ら
と

い
ふ
も
の
を
掘
て
其そ
の

根
を
食
せ
り）

16
（

」
と
、
あ
ら
ゆ
る
根
を
掘
っ
て
食
べ
て

い
た
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
根
掘
り
に
家
族
総
出
で
往
復
十
六
里
の
道
を

山
に
出
か
け
、
僅
か
ば
か
り
手
に
す
る
と
い
っ
た
過
酷
な
実
情
を
伝
え
て

い
る
。

「
山
鳩
不
孝
」
の
昔
話
に
形
象
さ
れ
た
「
根
掘
り
」
が
、
飢
饉
の
過
酷
さ

の
象
徴
を
意
味
す
る
こ
と
を
被
害
の
実
例
か
ら
確
認
し
て
き
た
。
昔
話
は

現
実
そ
の
も
の
を
話
題
に
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
背
景
に
織
り
交
ぜ
る

よ
う
に
し
て
過
酷
な
現
実
を
被
害
記
憶
と
し
て
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

集
合
的
記
憶
と
子
ど
も
の
環
境

こ
れ
ま
で
三
つ
の
具
体
的
事
例
を
取
り
上
げ
、
被
害
記
憶
の
ケ
ー
ス
ス

タ
デ
ィ
ー
と
し
て
分
析
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
個
別
に
と
ら
え
る
だ

け
で
は
被
害
記
憶
の
全
体
性
が
見
え
て
こ
な
い
。
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
評

価
し
て
い
く
方
向
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
三
つ
の
例
の

要
点
を
整
理
し
た
表
を
も
と
に
し
て
論
を
進
め
た
い
。
ま
ず
、
三
つ
の
例

を
「
伝
承
の
形
態
」
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
口
承
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
で

い
う
伝
説
お
よ
び
昔
話
と
規
定
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
仔
細
に
見
れ
ば
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

被
害
記
憶
の
伝
承
表

被
害
の
事
実

記
憶
の
形
象

記
憶
の
継
承

伝
承
の

形
態

名
立
崩
れ

宝
暦
元
年
の

名
立
崩
落
事

故

橘
南
谿
『
東
遊
記
』

岡
本
綺
堂
「
名
立
崩

れ
」

慰
霊
碑

五
十
年
忌
「
弔
法

要
」

伝
説

浅
間
山
噴
火
天
明
三
年
の
鎌

原
村
の
埋
没

根
岸
鎮
衛
『
耳
嚢
』

浅
間
山
噴
火
大
和
讃
廻
り
念
仏
供
養

観
音
堂
／
記
念
碑

／
資
料
館

伝
説

山
鳩
不
孝

江
戸
後
期
の

凶
作
飢
饉

蕨
・
葛
な
ど
の
根
掘

り

昔
話
の
伝
承

昔
話

た
と
え
ば
、「
名
立
崩
れ
」「
浅
間
山
噴
火
」
に
お
け
る
「
記
憶
の
形
象
」

は
、
個
人
の
随
筆
や
作
品
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
口
頭
伝
承
は
文
字

と
没
交
渉
で
は
な
い
が
、
素
材
そ
の
も
の
が
書
か
れ
た
記
録
に
基
づ
い
て

い
る
と
い
う
の
は
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
山
鳩
不
孝
」
の
中
の
蕨

や
葛
の
根
掘
り
と
い
っ
た
救
荒
植
物
の
採
取
の
民
俗
知
識
が
、
そ
の
ま
ま

昔
話
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
も
珍
し
い
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す

れ
ば
、
純
然
た
る
伝
説
、
昔
話
と
は
い
え
な
い
部
分
が
あ
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
見
方
は
、
口
承
文
芸
の
概
念
か
ら
見
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
、
翻
っ
て
考
え
て
、
こ
れ
ら
を
口
承
文
芸
の
枠
組
み
に
押
し
込
め
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る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
、
ジ
ャ
ン

ル
を
取
り
は
ら
っ
て
で
も
被
害
記
憶
が
持
つ
積
極
的
な
意
義
を
見
出
し
て

い
く
こ
と
の
方
が
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
被
害
が
ど
の
よ
う
に
記
憶

と
し
て
形
象
さ
れ
、
そ
れ
が
一
般
化
し
、
後
世
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か

と
い
っ
た
面
か
ら
、
記
憶
の
仕
組
み
を
と
ら
え
評
価
し
て
い
く
方
が
生
産

的
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
の
方
法
的
な
試
み
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
集

合
的
記
憶
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
考
え
て
み
た
い
。

集
合
的
記
憶
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
「
集
合
表
象
」
を
、
弟

子
の
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
独
自
な
視
点
か
ら
発
展
さ
せ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。

災
害
伝
承
を
集
合
的
記
憶
と
い
う
面
か
ら
と
ら
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
集
合
的
記
憶
を
、
口
承
文
芸
の
問
題
と

し
て
見
て
い
こ
う
と
す
る
時
に
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
記
憶
を
子
ど
も
の

環
境
か
ら
と
ら
え
て
い
る
点
に
、
ま
ず
注
目
し
た
い
。「
子
供
の
生
活
は
、

考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
深
く
社
会
的
な
環
境
に
根
を
お
ろ
し
て
お
り
、

そ
の
環
境
に
よ
っ
て
子
供
は
多
か
れ
少
な
か
れ
隔
た
っ
た
過
去
と
つ
な
が

り
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
環
境
は
、
そ
の
子
供
の
最
も
個
人

的
な
想
い
出
が
そ
こ
に
生
ず
る
枠
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
、

子
供
の
記
憶
が
頼
み
に
す
る
の
は
、
書
か
れ
た
歴
史
で
学
ん
だ
過
去
で
は

な
く
、
こ
の
体
験
さ
れ
た
過
去
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
。
記
憶
は
子
ど
も
の

社
会
的
体
験
が
べ
ー
ス
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
そ
の
役
割
に
祖
父
母
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

　

子
供
は
ま
た
、
そ
の
祖
父
母
た
ち
と
接
触
を
し
て
い
る
し
、
祖
父
母

を
通
じ
て
か
な
り
古
い
過
去
に
ま
で
遡
る
。
祖
父
母
た
ち
は
子
供
た
ち

に
似
て
い
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
理
由
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
子

供
も
祖
父
母
も
両
親
た
ち
の
注
意
が
向
け
ら
れ
る
現
代
の
出
来
事
に
は
、

関
心
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
…
…
子
供
は
、
自
分
に
か
か
わ
り

が
あ
り
、
そ
れ
に
加
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
出
来
事
に
対
し
て
と
同
じ
よ

う
に
、
時
間
の
隔
た
り
を
忘
れ
、
現
在
を
越
え
て
、
過
去
を
未
来
へ
と

結
び
直
す
老
人
た
ち
の
物
語
の
中
に
、
今
再
び
現
れ
て
く
る
こ
と
の
す

べ
て
に
、
関
心
を
抱
か
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
子

供
の
記
憶
の
中
に
固
定
す
る
の
は
、
単
に
昔
の
事
実
で
は
な
く
て
、
昔

の
あ
り
方
、
考
え
方
な
の
で
あ
る）

17
（

。

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
一
八
七
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
に
生
ま
れ
、
特
に
祖
父

か
ら
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
ロ
マ
ン
主
義
の
風
潮
を
聞
い

て
い
た
と
す
る
が
、
同
じ
頃
の
フ
ラ
ン
ス
の
農
村
の
子
ど
も
た
ち
を
、
歴

史
家
の
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
文
章
を
引
い
て
、「
農
村
社
会
で
は
、
昼
間

は
父
や
母
が
田
畑
の
仕
事
や
家
の
雑
事
に
と
り
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
小

さ
い
子
供
た
ち
の
面
倒
は
『
年
寄
り
』
た
ち
に
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

子
供
た
ち
は
、
そ
の
直
系
の
両
親
と
同
じ
く
ま
た
は
そ
れ
以
上
に
、
年
寄

り
か
ら
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
風
習
や
伝
統
の
遺
産
を
受
け
と
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。（
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
「
集
合
的
記
憶
、
伝
統
お
よ
び
風
習
）
18
（

」）」
と

記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
国
を
日
本
に
代
え
て
も
、
同
じ
よ
う
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な
光
景
は
随
所
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

子
ど
も
は
祖
父
母
に
寄
り
添
い
な
が
ら
地
域
が
保
持
し
て
き
た
「
風
習

や
伝
統
」
を
知
識
と
し
て
で
は
な
く
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
い
う
「
昔
の

あ
り
方
、
考
え
方
」
を
呼
吸
す
る
よ
う
に
す
ん
な
り
受
け
入
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
集
合
的
記
憶
の
基
礎
は
こ
の
よ
う
な
自
然
環
境
で
醸
成
さ
れ
て

き
た
と
い
え
る
。
成
人
後
に
想
起
す
る
過
去
の
記
憶
は
、祖
父
母
の
イ
メ
ー

ジ
に
彩
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

五　

集
合
的
記
憶
と
口
承
文
芸

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
い
う
集
合
的
記
憶
と
口
承
文
芸
と
の
関
係
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
次
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ア
ル

ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
歴
史
と
集
合
的
記
憶
と
の
違
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　

集
合
的
記
憶
は
歴
史
と
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
点
で
区
別
さ
れ
る
。

そ
れ
は
連
続
的
な
思
考
の
流
れ
、
あ
る
連
続
し
た
流
れ
で
あ
っ
て
、
何

ら
人
為
的
な
も
の
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
集
合
的
記
憶

は
、
過
去
か
ら
、
そ
の
記
憶
の
中
で
、
今
な
お
生
き
て
い
る
も
の
し
か
、

あ
る
い
は
、
そ
の
記
憶
を
保
っ
て
い
る
集
団
の
意
識
の
中
で
生
き
る
も

の
し
か
保
持
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
定
義
上
、
こ

の
集
団
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
学
者
が
行
う
歴
史
は
、
歴
史
的
事
実
を
年
代
順
に
並
べ
、
そ
の
記

事
が
前
後
の
関
係
で
客
観
的
意
味
を
も
つ
よ
う
に
人
為
的
に
解
釈
し
直
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
集
合
的
記
憶
は
「
連
続
的
な
思
考
の
流
れ
、

あ
る
連
続
し
た
流
れ
」
で
、
人
為
的
に
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
。
そ
れ
は
、
口
承
文
芸
で
い
う
昔
話
や
伝
説
に
近
い
も
の
で
、
山
口
昌

男
も
「
歴
史
的
記
憶
が
、
容
易
に
、
昔
話
あ
る
い
は
伝
説
的
な
形
式
に
溶

解
す
る
の
は
、
口
碑
に
お
け
る
型
が
意
識
の
流
れ
に
一
定
の
枠
を
与
え
る

リ
ズ
ム
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
か
ら
で
あ
る
）
19
（

。」
と
述
べ
る
。「
意
識
の

流
れ
」
に
ふ
さ
わ
し
い
形
が
昔
話
、
伝
説
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
が
集
合
的

記
憶
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
意
識
の
流
れ
」
が
、
ど
の
よ
う
に
集
合
的
記
憶
と

し
て
形
象
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス

は
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
文
化
人
類
学
者
の
関
本

照
夫
の
次
の
よ
う
な
発
言
が
参
考
に
な
ろ
う
。

　

出
来
事
か
ら
歴
史
が
生
成
し
て
く
る
過
程
の
途
中
に
は
、〈
テ
キ
ス
ト

化
〉（
テ
ク
ス
チ
ャ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
と
い
う
べ
き
、
流
れ
去
る
意
味

の
固
定
作
業
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
時
、
そ
の

場
に
お
け
る
私
と
あ
な
た
と
の
二
者
的
個
別
性
に
関
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の

一
回
的
な
出
来
事
か
ら
、
そ
の
意
味
内
容
が
固
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を
比

喩
的
な
意
味
で
テ
キ
ス
ト
化
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
に
な
る

と
個
別
の
二
者
性
や
一
回
性
か
ら
離
れ
、
誰
に
で
も
開
か
れ
た
意
味
内

容
を
も
つ
も
の
に
な
る
。
そ
の
時
、
そ
の
場
、
私
と
あ
な
た
、
と
い
っ
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た
一
回
性
の
限
定
さ
れ
た
出
来
事
か
ら
自
由
に
な
り
、
誰
に
も
開
か
れ

た
も
の
に
な
る
過
程
を
経
て
、
日
常
わ
れ
わ
れ
が
ご
く
常
識
的
な
意
味

で
い
う
歴
史
が
作
り
出
さ
れ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す）

20
（

。

こ
こ
で
い
う
「
歴
史
」
と
は
、
歴
史
学
で
い
う
歴
史
で
は
な
く
、「
文

化
人
類
学
的
歴
史
」
の
意
味
で
あ
る
。
関
本
は
別
の
と
こ
ろ
で
「
出
来
事

か
ら
歴
史
意
識
が
定
着
し
て
い
く
過
程
」
と
も
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、

あ
る
出
来
事
が
普
遍
的
な
意
味
を
帯
び
た
も
の
に
な
る
こ
と
を
、
こ
こ
で

は
「
歴
史
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
意
識
の
過
程
に
お
け
る
「
流
れ

去
る
意
味
の
固
定
作
業
」
が
〈
テ
キ
ス
ト
化
〉
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に

よ
っ
て
一
回
性
の
限
定
さ
れ
た
出
来
事
が
、
多
く
の
人
に
開
放
さ
れ
た
普

遍
性
を
帯
び
た
も
の
に
な
り
、
口
承
文
芸
で
い
う
と
こ
ろ
の
昔
話
、
伝
説

と
な
る
。
関
本
は
そ
の
テ
キ
ス
ト
化
の
作
業
に
は
、
語
り
だ
け
で
な
く
文

字
化
を
も
含
め
た
内
容
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
指
摘
を
敷
衍
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て

き
た
「
名
立
崩
れ
」
や
「
浅
間
山
噴
火
」
に
お
け
る
被
害
記
憶
が
、
橘
南

谿
や
岡
本
綺
堂
、
根
岸
鎮
衛
の
作
品
に
よ
っ
て
形
象
さ
れ
て
い
た
こ
と
の

説
明
が
つ
く
。
多
く
の
人
の
意
向
を
汲
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
、
個
人
の
作

品
で
あ
る
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
い
か
に
多
く
の
共
感
と
一

般
性
を
獲
得
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
「
テ
キ
ス
ト
化
」
に
と
っ
て
重
要
な

こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
に
し
て
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
た
集
合
的
記
憶
の
性

格
に
つ
い
て
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

集
合
的
記
憶
は
、
集
団
に
対
し
て
、
も
ち
ろ
ん
時
間
の
中
で
展
開
さ

れ
る
集
団
自
身
の
情
景
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
問
題
は

過
去
に
関
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
、
集
団
が
い
つ

も
そ
の
継
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
自
己
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
仕
方
で
示
す
の
で
あ
る
。
集
合
的
記
憶
と
は
類
似
の
場
面
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
集
合
的
記
憶
が
、
集
団
は
同
じ
ま
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
、

と
確
認
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

集
合
的
記
憶
は
、
集
団
の
過
去
の
出
来
事
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
現
在
の
集
団
の
不
変
性
を
確
認
す
る
手
立
て
で
も
あ
り
、「
そ
の
イ

メ
ー
ジ
の
中
に
自
己
を
認
め
る
こ
と
」
が
肝
腎
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

記
憶
は
過
去
を
想
起
す
る
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、
現
在
の
集
団
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
「
集
合

的
記
憶
と
は
類
似
の
場
面
で
あ
る
」
と
述
べ
る
の
は
、
記
憶
を
想
起
し
よ

う
と
す
る
主
体
の
現
在
の
文
脈
か
ら
の
類
ア
ナ
ロ
ジ
ー似に

よ
っ
て
過
去
が
構
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
川
田
順
造
の
い
う
「
無
文
字
社
会
で
は
、
過
去
と
の
会
話
の
言

語
表
現
と
し
て
の
歴
史
伝
承
は
過
去
が
絶
え
ず
解
釈
し
な
お
さ
れ
て
現
在

に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
共
時
態
の
中
の
歴
史
の
ひ
と
つ
の
様
相
を

見
る
こ
と
が
で
き
る）

21
（

」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
過
去
を
現
在
と
の
共
時
態

と
し
て
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

集
合
的
記
憶
は
心
理
学
で
い
う
記
憶
の
種
類
に
し
た
が
え
ば
、「
エ
ピ
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ソ
ー
ド
記
憶
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
と
は
、
時

間
や
場
所
が
記
憶
の
要
件
と
な
る
も
の
で
、
そ
の
う
ち
個
人
の
経
験
に
関

わ
り
の
深
い
の
が
「
自
伝
的
記
憶
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
「
過
去
の

自
分
と
現
在
の
自
分
、
そ
し
て
未
来
の
自
分
を
つ
な
い
で
い
る
も
の
が
自

伝
的
記
憶
で
あ
る）

22
（

」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
個
人
の
一
生
に
深
く
関
わ
っ
て

い
る
記
憶
な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
災
害
の
三
つ
の
事
例
に
お
い

て
、
表
の
「
記
憶
の
継
承
」
に
記
し
た
年
忌
法
要
や
念
仏
供
養
、
観
音
堂

で
の
摂
待
、
昔
話
伝
承
な
ど
と
い
っ
た
形
で
、
過
去
の
記
憶
が
現
在
と
の

対
話
の
形
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
。
集
合
的
記
憶
を
単
に

過
去
の
知
識
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
今
に
生
き
て
い
て
、
想
起

す
る
者
の
現
在
を
不
断
に
確
認
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
注
意

す
べ
き
で
あ
る
。

お
わ
り
に

さ
て
、
本
報
告
で
は
、
自
然
災
害
に
お
け
る
被
害
記
憶
の
解
明
に
あ
た
っ

て
、
過
去
の
三
つ
の
災
害
を
例
に
上
げ
、
被
害
記
憶
が
ど
の
よ
う
に
形
象

さ
れ
、
そ
し
て
、
現
在
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
問
題
に
し
て

き
た
。
被
害
記
憶
は
、
被
害
経
験
を
元
に
、
口
コ
ミ
な
ど
の
伝
達
過
程
を

経
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
や
感
想
を
ま
じ
え
た
物
語
と
し
て
形
成
さ
れ
伝

承
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
事
例
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
部
外
者
の
見
聞
な
ど
が
イ
ン
パ
ク
ト
と
な
っ
て
被
害
記
憶
が

構
成
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
被
害
事
実
を
先
行
話
型
に
溶
解
さ
せ
て
仮
構
し

た
り
す
る
な
ど
、
再
構
成
の
一
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
れ

を
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
理
解
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
「
集

合
的
記
憶
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。

集
合
的
記
憶
は
社
会
学
や
文
化
人
類
学
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
で
、
戦

争
被
害
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
の
政
治
的
問
題
）
23
（

の
分
析
等
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
が
、
口
承
文
芸
研
究
に
も
応
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
見
通
し
か
ら
、
災
害
伝
承
を
話
題
に
し
て
取
り
上
げ
た
。
災
害
に
よ

る
被
害
記
憶
は
、
単
な
る
過
去
の
事
実
で
は
な
く
、
地
域
が
過
去
と
結
ぶ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
で
存
在
す
る
。
災
害
に
ま
る
わ
る
記
憶
を
地

域
や
現
在
と
切
り
離
し
、
孤
立
し
た
口
頭
伝
承
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、

伝
承
の
過
小
評
価
と
い
え
る
。
伝
承
を
過
去
の
知
識
と
し
て
と
ら
え
る
だ

け
で
な
く
、
地
域
や
現
在
と
の
共
属
感
情
と
し
て
掬
い
上
げ
て
い
く
視
点

が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
人
間
の
記
憶
の
問
題
と
深
く
結
び
つ

い
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

口
承
文
芸
を
所
与
の
も
の
と
し
て
、
民
俗
社
会
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

伝
承
し
て
き
た
か
と
い
う
客
観
的
見
方
か
ら
眺
め
る
だ
け
で
な
く
、
主
体

的
に
対
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
た
め
の
方
法
と
し
て
、
集
合
的
記
憶

を
問
題
に
し
て
き
た
。
口
承
文
芸
を
支
え
て
き
た
民
俗
社
会
の
変
質
に
遭

遇
し
た
現
在
、
膠
着
し
た
伝
承
研
究
を
新
た
な
方
向
へ
と
進
め
る
こ
と
を

意
図
し
て
本
報
告
を
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。
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注（
1
） 

近
代
に
お
け
る
三
陸
地
方
の
被
害
の
大
き
か
っ
た
津
波
を
調
べ
る

と
、
一
八
九
六
年
、
一
九
三
三
年
、
一
九
六
〇
年
に
大
津
波
が
あ
り
、

お
お
よ
そ
三
十
年
平
均
で
起
こ
っ
て
い
る
。
一
生
に
一
度
出
会
う
計

算
に
な
る
。

（
2
） 

佐
藤
翔
輔
「「
災
害
の
経
験
を
伝
え
る
」
活
動
の
最
新
動
向
│
「
災

害
か
た
り
つ
ぎ
研
究
塾
」
の
合
宿
活
動
を
も
と
に
し
て
│
」（『
口

承
文
芸
研
究
』
第
三
十
八
号
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
、
二
〇
一
五
）

（
3
） 

花
部
英
雄
・
松
本
孝
三
編
『
伝
承
の
想
像
力　

災
害
と
事
故
か
ら
の

学
び
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
五
）

（
4
） 

花
部
英
雄
「
伝
説
の
生
成
と
被
害
記
憶
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
一
〇

巻
第
五
号
、
二
〇
〇
九
）

（
5
） 「
名
立
崩
れ
」（『
岡
本
綺
堂
戯
曲
選
集
4
』
青
蛙
房
、
一
九
五
八
）

（
6
） 『
東
遊
記
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
四
）

（
7
） 

花
部
英
雄
「
浅
間
山
噴
火
と
被
害
記
憶
」。
注
（
3
）『
伝
承
の
想
像

力　

災
害
と
事
故
か
ら
の
学
び
』
に
同
じ
。

（
8
） 

根
岸
鎮
衛
『
耳
嚢
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
）

（
9
） 

萩
原
進
『
浅
間
山
天
明
噴
火
史
料
集
成
Ⅱ　

記
録
編
』（
群
馬
県
文

化
事
業
振
興
会
、
一
九
八
六
）

（
10
） 

萩
原
進
『
天
明
三
年
浅
間
山
噴
火
史
』（
鎌
原
観
音
堂
奉
仕
会
、

一
九
八
二
）

（
11
） 

榛
谷
泰
明
『
か
ら
う
と
物
語
』（
草
風
社
、
一
九
八
〇
）

（
12
） 

花
部
英
雄
「
鳥
の
昔
話
と
飢
饉
」（『
本
格
昔
話
と
植
物
』（
日
本
昔

話
学
会
編
、
二
〇
〇
一
）

（
13
） 『
和
賀
町
史
』（
和
賀
町
、
一
九
七
七
）

（
14
） 

太
田
弘
三
『
南
部
五
郡
小
史
』（
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
九
）

（
15
） 「
そ
と
が
は
ま
か
ぜ
」 （『
菅
江
真
澄
全
集　

第
一
巻
』
未
来
社
、

一
九
七
一
）

（
16
） 『
西
遊
記
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
四
）

（
17
） 『
集
合
的
記
憶
』（
小
関
藤
一
郎
訳
、
行
路
社
、
一
九
八
九
）

（
18
） 

注
（
17
）『
集
合
的
記
憶
』
に
同
じ
。

（
19
） 「
歴
史
と
身
体
的
記
憶
」（『
山
口
昌
男
著
作
集
2
』（
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
二
）

（
20
） 

関
本
照
夫
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
歴
史
」（
関
一
敏
他
『
文
化

人
類
学
歴
史
と
は
何
か
』
海
鳴
社
、
一
九
八
六
）

（
21
） 

川
田
順
造
「
無
文
字
社
会
に
お
け
る
歴
史
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」 

注

（
20
） 『
文
化
人
類
学
歴
史
と
は
何
か
』
に
同
じ

（
22
） 

伊
藤
裕
司
「
自
己
と
記
憶
」（『
記
憶
の
心
理
学
』（
日
本
放
送
出
版

協
会
、
二
〇
〇
八
）

（
23
） 

関
沢
ま
ゆ
み
『
戦
争
記
憶
論
│
忘
却
、
変
容
そ
し
て
継
承
』（
昭
和

堂
、
二
〇
一
〇
）

 

（
は
な
べ
・
ひ
で
お
／
國
學
院
大
學
）


