
一さ
か
さ
す
ぎ

大
岡
昇
平
「
逆
杉
」
は
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
一
月
号
『
群
像
』
に

「
創
作
特
集
」
の
一
作
と
し
て
は
じ
め
て
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
神
奈

川
近
代
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
草
稿
「
逆
杉
」」
に
つ
い
て
は
詳
し

く
は
後
述
す
る
が
、
同
草
稿
の
枚
数
は
、
ノ
ン
ブ
ル
「
１
」
か
ら
ノ
ン
ブ
ル

「
１０２
」
ま
で
が
う
た
れ
て
い
る
も
の
の
、
ノ
ン
ブ
ル
「
５
」
か
ら
「
３１
」
の

二
七
枚
を
欠
い
た
全
七
五
枚
で
あ
る
。
満
寿
屋
製
Ｂ
４
判
薄
緑
罫
（
経
年
変

化
に
よ
り
現
在
や
や
黄
変
）、
２０
×
２０
四
百
字
詰
縦
書
原
稿
用
紙
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。「
紅
葉
山
人
」「「
金
色
夜
叉
」」
や
「
塩
原
」
に
言
及
し
て
は
い

る
も
の
の
、
所
蔵
の
七
五
枚
は
、
現
行
の
「
逆
杉
」
と
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。

草
稿
一
枚
目
（
ノ
ン
ブ
ル
「
１
」）
に
は
、
右
下
欄
外
か
ら
三
行
目
下
部

に
か
け
て
、
時
を
お
い
た
後
に
書
か
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
、
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

（
■
は
判
読
不
能
か
つ
除
去
箇
所
。
／
は
改
行
。
中
線
は
削
除
。
□
は

判
読
不
能
。
傍
注
（
＊
）
は
花
﨑
。）

六

■
二
十
■
年
九
月
？
／

最
初
の
四
枚
は
二
十
七
年
な
ら
ん
／

三
十
四
年
十
一
月
加
筆
（
十
九
│
二
八
■
）
群
像
三
十
五
年
一
月

号
／

五
■
│
三
一
■
を
四
十
四
枚
に
改
■
（
残
三
二
│
一
〇
二
）
は
／

使
ひ
も
の
に
な
ら
ず
／

別
■
に
独
立
し
た
物
語
と
す
／

第
一
部

逆
杉
／

第
二
部

棺
／

（
＊
）

第
三
部

□
□
（
□
□
□
□
）

（
＊
）
…
…
「
姫
蜂
」
か

た
と
え
ば
詳
細
な
年
譜
で
あ
る
筑
摩
書
房
版
全
集
第
２３
巻
所
収
「
大
岡
昇

平
伝
記
年
譜
」（
吉
田
凞
生
作
成
、
大
岡
昇
平
全
集
編
集
部
補
筆
）
の
「
一

大
岡
昇
平
「
逆
杉
」

│
│
草
稿
か
ら
の
変
容
│
〈
人
事
と
自
然
の
一
致
〉
の
ゆ
く
え
│
│

花

﨑

育

代
一



九
五
一
年
（
昭
和
二
十
六
年
）」「
九
月
」
の
項
に
「
こ
の
月
、「
逆
杉
」
未

定
稿
一
〇
二
枚
を
執
筆
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
右
の
草
稿
の
記
述
が

ひ
と
つ
の
証
左
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
右
の
草
稿

「
１
」
欄
外
記
述
に
従
え
ば
、
じ
っ
さ
い
に
『
群
像
』
に
用
い
ら
れ
た
の
は

こ
の
「
草
稿
」
と
し
て
は
欠
落
し
て
い
る
「
５
」
か
ら
「
３１
」
ま
で
、「
第

一
部
」
と
し
た
箇
所
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。

そ
の
初
出
以
降
、
新
潮
社
か
ら
の
単
行
本
『
逆
杉
』（
一
九
六
二
・
一
）

を
経
て
現
行
に
至
る
刊
行
さ
れ
た
「
逆
杉
」
は
、
作
中
の
「
私
」
が
、
旅
先

で
同
宿
の
客
に
関
心
を
持
ち
つ
つ
行
動
す
る
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、「
私
」

は
尾
崎
紅
葉
「
続
金
色
夜
叉
」
末
尾
の
「
夢
」、
お
よ
び
「
続
続
金
色
夜
叉
」

冒
頭
の
塩
原
行
の
く
だ
り
を
引
用
し
つ
つ
論
評
す
る
い
わ
ば
文
芸
批
評
で
も

あ
り
、
か
つ
、
奥
蘭
田
『
塩
溪
紀
勝
』（
明
２３
・
６
）
や
紅
葉
「
塩
原
紀
行
」

（
�
）

を
引
用
し
な
が
ら
旅
程
を
歩
む
紀
行
文
で
も
あ
る
。

「
草
稿
「
逆
杉
」」
に
は
、
冒
頭
「
最
初
の
四
枚
」
で
「
私
」
が
「
地
理
と

民
族
を
愛
す
る
老
書
生
」（
ノ
ン
ブ
ル
「
１
」
八
行
目
）
で
あ
る
こ
と
、「
文

学
と
は
一
向
に
門
外
漢
で
あ
る
」
が
、
そ
の
「
私
」
に
と
っ
て
は
「
山
本
健

吉
先
生
の
説
」
の
通
り
、「
金
色
夜
叉
」
は
「
明
治
の
文
学
の
傑
作
の
一
つ
」

で
あ
り
「
自
然
主
義
の
圧
殺
し
た
一
可
能
性
で
あ
つ
た
」
と
明
言
す
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
冒
頭
の
箇
所
を
翻
刻
し
て
お
こ
う
。

（
一
行
二
十
字
で
示
す
。﹇

﹈
内
は
吹
き
出
し
挿
入
）

・
ノ
ン
ブ
ル
「
１
」
八
行
目
〜
ノ
ン
ブ
ル
「
２
」
十
一
行
目

に
す
ぎ
ず

私
は
地
理
と
民
俗
を
愛
す
る
一
家
の
老
書
生
で
、

と

文
学
は
は
一
向
に
■
門
外
漢
で
あ
る
が
、
紅
葉
山
人

（
＊
１
）

の
傑
作
「
金
色
夜
叉
」
が
、
日
本
的
自
然
主
義
■
圧

殺
し
た
明
治
文
学
の
一
可
能
性
で
あ
つ
た
と
い
ふ
、

山
本
健
吉
先
生
の
説
に
賛
成
で
あ
る
。
流
行
の
「
ロ

マ
ネ
ス
ク
」
を
引
か
ず
と
も
い
か
に
も
紅
葉
山
人
の

大
差

抱
懷
し
た
文
学
の
概
念
は
為
永
春
水
の
そ
れ
と
徑
庭

な
か
つ
た
ら
し
■
い
が
、
彼
が
そ
の
才
能
の
涯
に
、

（
＊
２
）

間
貫
一
の
如
き
一
主
人
公
を
空
想
し
■
■
■
■
を

■
■
■
■
、
■
■
■
■
、
力
を
盡
し
て
倒
れ
た
と
い

ふ
こ
と
│
│

文
学
が
い
つ
の
時
代
に
も
、
そ
の
時
代
を
構
成
し
た

い
つ
の
時
代
に
も
流
行
る
小
説
と
い
ふ
も
の
は
、
そ

れ
ぞ
れ
小
説
本
来
の
活
力
を
具
へ
て
ゐ
る
も
の
で
、

江
戸
軟
文
学
と
い
へ
ど
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
從

つ
て
そ
の
後
継
者
で
あ
つ
た
紅
葉
が
、
若
年
に
し
て

あ
れ
だ
け
風
靡
す
る
文
章
を
も
の
し
得
た
と
い
ふ
こ

と
は
、
そ
れ
だ
け
具
つ
た
も
の
が
あ
つ
た
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。
■

主
と
し
て

（
マ
マ
）

論
よ
り
証
據
、
外
国
小
説
の
換
骨
脱
胎
か
ら
成
り

立
つ
て
ゐ
た
彼
の
小
説
の
弟
子
共
の
作
は

新
聞
小

説
も
書
き
、
そ
れ
ぞ
れ
一
家
を
な
し
得
た
の
に
対

し
、

二



へ
ぬ

花
袋
の
亜
流
た
る
大
正
の
私
小
説
作
家
は
「
食
は
ず

（
マ
マ
）

■
■
覚
悟
で
文
学
を
や
る
」
袋
小
路
へ
追
ひ
越
ま
れ

た
で
は
な
い
か
。

＊
１
…
…
左
傍
に
﹇
明
治
の
■
文
学
の
傑
作
の
一
つ
で
あ
り
、﹈

＊
２
…
…
右
傍
に
﹇
得
て
、﹈

「
地
理
と
民
俗
を
愛
す
る
」
人
間
が
、
自
然
主
義
以
降
の
「
日
本
の
小
説

が
失
っ
た
最
大
の
も
の
」
に
つ
い
て
語
る
芸
術
批
評
と
い
え
ば
、（
合
本
）

『
俘
虜
記
』（
昭
２７
・
１２
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
俘
虜
演
芸
大
会
」（
昭
２６

・
１
、
改
題
「
演
芸
大
会
」）
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
浪
花
節
で
私
が
気
が
付
い
た
の
は
書
割
と
し
て
大
き
な
自

然
を
使
ふ
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
へ
ば
私
が
憶
え
た
玉

川
勝
太
郎
『
天
保
水
滸
伝
』
の
冒
頭
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
／
／
千
早

ふ
る
、
神
代
か
ら
な
る
不
二
筑
波
、
あ
ひ
を
流
れ
る
坂
東
太
郎
、
懸
け

（
マ
マ
）

渡
し
た
る
虹
の
橋
、
足
掛
け
十
年
、
血
で
血
を
洗
ふ
、
利
根
の
逆
流
、

男
の
意
気
地
、
さ
れ
ば
天
保
水
滸
伝
。
／
／
あ
ま
り
い
ゝ
出
来
で
は
な

く
、
不
二
と
筑
波
の
対
象
も
少
し
段
違
ひ
で
滑
稽
で
す
ら
あ
る
が
、
と

に
か
く
こ
ゝ
に
は
自
然
と
人
事
が
、
一
種
の
観
照
を
通
じ
て
一
貫
し
て

ゐ
る
。
こ
れ
こ
そ
『
破
戒
』
を
最
後
と
し
て
、
日
本
の
小
説
が
失
つ
た

最
大
の
も
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
私
小
説
の
自
然
は
要
す
る
に
葛
西

善
蔵
の
『
椎
の
若
葉
に
光
あ
れ
』
の
袋
小
路
を
出
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。

（『
人
間
』
昭
２６
・
１
）

た
と
え
ば
近
代
文
学
に
お
け
る
「
風
景
の
発
見
」「
内
面
の
発
見
」
に
つ

い
て
は
、
周
知
の
柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
を
挙
げ
る
ま
で
も

な
い
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
戦
後
最
初
期
、
草
稿
「
最
初
の
四
枚
」
を
昭
和

「
二
十
七
年
な
ら
ん
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
草
稿
「
逆
杉
」
│

「
演
芸
大
会
」
│
実
作
「
逆
杉
」、
と
い
っ
た
昭
和
三
十
年
前
後
の
大
岡
に
お

い
て
、「
自
然
と
人
事
」
を
小
説
と
し
て
い
か
に
描
く
か
、
が
、
重
要
な
課

題
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
草
稿
の
三
十
二
枚
目
（
ノ
ン
ブ
ル
「
３２
」）
以
降
で
は
、
主
軸
は
、

元
華
族
一
家
の
没
落
お
よ
び
嫂
と
義
弟
の
姦
通
の
ゆ
く
た
て
を
「
私
」
が
語

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
逆
杉
」
を
含
む
「
塩
原
七
不
思
議
」（
ノ
ン
ブ
ル

「
３３
」
二
行
目
）
な
ど
に
つ
い
て
も
、
と
り
わ
け
塩
原
で
出
会
っ
た
彼
ら
の

心
情
が
逆
杉
の
象
徴
性
と
と
も
に
語
ら
れ
て
は
い
て
、
そ
こ
に
強
い
思
い
い

れ
も
あ
っ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

神
奈
川
近
代
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
草
稿
で
は
、
公
刊
に
際
し
て
用

い
た
と
お
も
わ
れ
る
部
分
は
わ
ず
か
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
刊
行
箇
所
に
近

似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
お
そ
ら
く
は
「
第
一
部

逆
杉
」
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
存
在
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
当
該
草
稿
七
五
枚
に
つ
い
て
、

細
部
に
わ
た
る
分
析
と
考
察
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
し
か
し
、
初
出
以
降
現

行
に
至
る
刊
行
さ
れ
た
「
逆
杉
」
は
、
こ
う
し
た
具
体
的
人
間
関
係
を
追
う

か
た
ち
を
持
つ
「
草
稿
」
の
多
く
の
部
分
を
「
使
ひ
も
の
に
な
ら
ず
」
と
放

大
岡
昇
平
「
逆
杉
」

三



棄
し
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
私
」
が
旅
先
の
塩

原
で
出
会
っ
た
男
女
の
話
を
全
面
的
に
削
除
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
公
刊
さ
れ
た
「
創
作
」
と
し
て
の
「
逆

杉
」
で
は
な
に
が
目
指
さ
れ
、
ま
た
、
実
現
し
て
い
る
の
か
。

二

「
一
」
で
引
用
し
た
草
稿
に
は
、「
私
」
が
「
為
永
春
水
」
を
引
き
つ
つ
、

尾
崎
紅
葉
の
文
業
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
「
私
」
は
、
書
き
手
の
大
岡

と
、
そ
の
〈
文
学
観
〉
に
お
い
て
径
庭
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。

大
岡
は
「
逆
杉
」
初
出
の
わ
ず
か
五
か
月
前
に
「
自
然
描
写
に
つ
い
て
」

と
い
う
文
章
を
、
連
載
中
の
「
現
代
小
説
作
法
」
第
二
十
回
と
し
て
発
表
し

て
い
る
（『
文
学
界
』
昭
３４
（
一
九
五
九
）・
８
）。
径
庭
が
な
い
と
い
う
の

は
、
そ
こ
で
は
小
説
に
お
け
る
自
然
と
人
物
の
交
流
と
の
描
き
方
を
詳
述

し
、
な
か
で
も
永
井
荷
風
の
「
ふ
ら
ん
す
物
語
」
や
「
お
も
か
げ
」
の
他
、

「
為
永
春
水
」
を
挙
げ
て
、
荷
風
の
春
水
「
絶
讃
」
を
首
肯
し
つ
つ
引
用
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
お
も
か
げ
」
の
一
節
を
引
用
し
「
日
本
伝
来
の
花

鳥
風
月
の
趣
味
と
、
西
欧
風
の
個
人
の
人
間
的
な
悩
み
が
、
混
然
と
し
て
一

体
に
な
っ
て
い
る
例
」
と
し
て
掲
げ
た
大
岡
は
、
つ
づ
け
て
荷
風
「
為
永
春

水
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
こ
の
「
第
二
十
回
」
の
結
び
と
し
て
い

る
。

春
水
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
梅
ご
よ
み
」
な
ど
で
、
江
戸
末
期
の
退

廃
し
た
男
女
関
係
を
描
い
た
作
家
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、「
真
夏
の
日
盛
り
向
嶋
の
別
荘
に
閑
居
の
日
を
送
つ
て
ゐ
る
心
易

い
男
の
許
に
、
突
然
さ
ら
ひ
の
帰
途
、
道
成
寺
の
衣
装
を
つ
け
た
ま
ま

浮
気
性
の
生
娘
が
案
内
も
乞
は
ず
元
気
よ
く
駈
け
込
ん
で
来
る
。
其
光

景
を
叙
し
た
筆
端
に
は
、
人
物
の
活
躍
す
る
の
み
な
ら
ず
、
騒
々
し
く

鳴
き
し
き
る
蝉
の
声
、
燃
ゆ
る
が
如
き
百
日
紅
や
凌
霄
花
の
色
ま
で

（
�
）

が
、
歴
然
と
し
て
人
の
耳
目
を
動
か
す
力
が
あ
る
」（「
為
永
春
水
」）

と
荷
風
は
絶
賛
し
て
い
ま
す
。
／
共
感
と
同
類
を
求
め
る
心
か
ら
、
過

剰
に
ま
で
行
つ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
こ
う
い
う
人

事
と
自
然
の
一
致
は
、
荷
風
の
よ
う
な
レ
ア
リ
ス
ト
だ
か
ら
出
来
た
こ

と
で
あ
り
、
世
界
文
学
の
な
か
で
も
、
珍
ら
し
い
達
成
の
例
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
わ
け
で
す
。（
傍
線
引
用
者
）

た
と
え
ば
、「
自
然
描
写
に
つ
い
て
」
発
表
当
時
に
刊
行
さ
れ
、
大
岡
作

品
も
三
島
由
紀
夫
作
品
と
共
に
第
「
２３
」
巻
に
収
録
さ
れ
た
（
昭
２８
・
１０
）

角
川
書
店
版
『
昭
和
文
学
全
集
』、
そ
の
第
「
５
」
巻
は
『
永
井
荷
風
集
』

（
昭
２８
・
１
）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
も
「
為
永
春
水
」
は
収
録
さ
れ
て
お
り
、

大
岡
も
再
読
し
あ
ら
た
め
て
荷
風
の
春
水
讃
に
賛
同
し
、
引
用
言
及
し
た
可

能
性
も
高
い
。

そ
し
て
荷
風
、
さ
ら
に
彼
が
絶
賛
す
る
為
永
春
水
を
「
人
事
と
自
然
の
一

致
」
の
観
点
か
ら
注
目
し
称
賛
し
て
い
た
の
が
少
な
く
と
も
「
逆
杉
」
当
時

の
大
岡
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
塩
原
紀
行
」
の
明
治
三
十
年
代
は
「
紀
行
文

（
�
）

の
隆
盛
期
」
と
い
わ
れ
る
が
、
紀
行
文
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、
明
治
期
に
も
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塩
原
に
関
し
て
た
と
え
ば
徳
富
蘆
花
「
両
毛
の
秋
」（
明
３０
・
１１
）
や
大
町

桂
月
「
那
須
野
」（
明
４１
・
１０
）
の
例
も
あ
る
。
し
か
し
春
水
│
紅
葉
│
荷

風
を
掲
げ
る
大
岡
は
、
や
は
り
「
人
事
と
自
然
の
一
致
」
を
重
視
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
で
は
大
岡
自
身
は
実
作
「
逆
杉
」
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
造

詣
し
た
の
か
。三

大
岡
が
戦
後
出
発
期
の
小
説
第
一
作
「
俘
虜
記
」（
昭
２３
・
２
）
を
含
む

『
俘
虜
記
』
の
連
作
で
、
す
で
に
「
人
事
と
自
然
の
一
致
」
を
重
視
す
る
姿

勢
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
「
一
」
で
引
用
言
及
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
大
岡
に
お
け
る
「
人
事
と
自
然
」
を
軸
に
、
塩
原
の
地
を
訪
れ

る
体
裁
を
も
つ
「
逆
杉
」
を
、
あ
ら
た
め
て
み
て
ゆ
こ
う
。

公
刊
さ
れ
た
「
逆
杉
」
は
全
四
章
か
ら
成
る
。
す
な
わ
ち
「
第
一
章

夢
」、「
第
二
章

渓
谷
」、「
第
三
章

紅
葉
の
間
」、「
第
四
章

逆
杉
」
で

あ
る
。

冒
頭
、「
第
一
章

夢
」
で
は
尾
崎
紅
葉
「
続
金
色
夜
叉
」
末
尾
の
間
貫

一
の
「
渓
流
に
身
を
躍
ら
せ
た
宮
を
背
に
負
」
う
夢
と
、「
続
続
金
色
夜
叉
」

の
冒
頭
、
塩
原
行
が
引
用
さ
れ
つ
つ
論
評
さ
れ
る
。
大
岡
は
戦
後
昭
和
二
十

年
十
二
月
に
兵
士
│
俘
虜
と
し
て
過
ご
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
よ
り
帰
還
し
た
の

ち
、
兵
庫
県
明
石
に
住
み
な
が
ら
、
創
作
し
つ
つ
明
治
大
正
の
近
代
文
学
に

も
接
し
て
い
た
。
さ
ら
に
「
逆
杉
」
の
三
年
後
に
尾
崎
紅
葉
に
つ
い
て
「
紅

葉
一
面
」
な
る
文
章
を
も
の
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
戦
後
に
春
陽
堂
版

「
明
治
大
正
文
学
全
集
」
を
読
ん
で
「
な
か
な
か
面
白
か
っ
た
」
と
い
う
感

想
に
加
え
、
自
作
「
逆
杉
」
に
言
及
し
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

な
ん
や
か
や
ず
っ
と
紅
葉
に
興
味
を
つ
な
い
で
い
た
の
だ
が
、
十
年

ば
か
り
前
の
夏
塩
原
の
友
人
の
別
荘
で
夏
を
過
し
た
時
、
紅
葉
の
「
金

色
夜
叉
」
中
、
貫
一
が
泊
っ
た
と
い
う
伝
説
の
旅
館
「
清
琴
楼
」
に
泊

っ
て
、
興
味
を
新
た
に
し
た
。
／（
中
略
）／
塩
原
に
お
け
る
紅
葉
に
か

ら
ま
せ
た
「
逆
杉
」
と
い
う
短
篇
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ど
う
も

作
意
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
私
の
中
の
紅
葉
も
ま
た
終
戦
直
後
の
ま
ま
ぼ

ん
や
り
し
た
状
態
に
あ
る
。
岡
保
生
氏
の
精
緻
な
研
究
を
読
ん
で
も
、

な
お
そ
う
な
の
で
あ
る
。

（「
紅
葉
一
面
」、
昭
３８
・
３
）

『
日
本
現
代
文
学
全
集
５

尾
崎
紅
葉
集
』
に
附
さ
れ
た
「
月
報
」

（「
３０
」）
で
は
あ
り
、
む
ろ
ん
好
意
的
に
書
く
の
が
基
本
で
は
あ
る
に
せ
よ
、

「
そ
ん
な
つ
ま
ら
な
い
紅
葉
た
ち
の
文
学
が
な
ぜ
あ
あ
も
一
世
を
風
靡
し
た

か
、
と
い
う
疑
問
」
を
記
し
て
い
る
。

本
稿
冒
頭
に
翻
刻
し
た
「
逆
杉
」「
草
稿
」
に
も
「
私
」
が
、
紅
葉
文
学

の
一
世
を
風
靡
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
大
岡
の
紅
葉
評
は
「
草
稿
」

中
の
「
私
」
と
ほ
ぼ
同
様
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
事
は
前
章
「
二
」
で
も

述
べ
た
が
、
こ
れ
と
併
せ
考
え
れ
ば
、「
作
意
が
は
っ
き
り
せ
ず
」
と
自
作

評
価
は
マ
イ
ナ
ス
な
が
ら
、
春
水
や
紅
葉
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
こ
の
「
人

事
と
自
然
」
の
描
き
方
を
探
究
し
実
作
に
活
か
し
た
い
強
い
意
思
が
明
確
に

看
取
さ
れ
よ
う
。

大
岡
昇
平
「
逆
杉
」
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大
岡
が
「
逆
杉
」
執
筆
時
に
、「
金
色
夜
叉
」
等
紅
葉
の
著
作
を
ど
の
本

で
読
み
、
ま
た
引
用
等
を
ど
の
本
文
に
拠
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

し
か
し
戦
後
に
明
石
で
読
ん
だ
と
い
う
『
明
治
文
学
全
集

第
五
巻

尾
崎

紅
葉
』（
昭
２
・
６
）
は
「
疎
開
日
記
」
に
拠
れ
ば
貸
本
で
は
あ
り
、
ま
た

「
塩
原
紀
行
」
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。「
塩
原
紀
行
」
を
「
仮
題
」
と
し
つ

つ
活
字
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
の
は
柳
田
泉
「
解
題
」
の
付
さ
れ
て
い
る
昭
和

十
七
（
一
九
四
二
）
年
九
月
刊
行
の
『
尾
崎
紅
葉
全
集

第
九
巻
』（
中
央

公
論
社
）
で
あ
る
。
大
岡
が
「
逆
杉
」
作
中
で
紅
葉
の
塩
原
行
を
明
治
三
十

（
�
）

二
年
六
月
九
日
出
発
と
し
て
い
る
の
も
柳
田
の
「
推
定
」
に
拠
ろ
う
。「
塩

原
紀
行
」
に
関
し
て
は
、
大
岡
は
こ
の
書
に
拠
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

大
岡
の
「
逆
杉
」
は
、
以
下
の
一
文
か
ら
始
ま
る
。

尾
崎
紅
葉
が
、
間
貫
一
を
塩
原
に
遊
ば
せ
る
の
は
、
明
治
三
十
三
年

（
マ
マ
）

十
二
月
に
書
き
継
い
だ
「
続
々
金
色
夜
叉
」
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）

旅
行
と
夢
が
、
小
説
常
套
の
窮
余
の
策
と
な
る
の
は
、
昔
も
今
と
か
は

り
な
く
、
こ
ゝ
で
は
旅
行
が
夢
を
な
ぞ
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

（「
逆
杉
」、「
第
一
章

夢
」、『
群
像
』
昭
３５
・
１
、
以
下
「
逆
杉
」
に

引
用
は
同
誌
）

周
知
の
通
り
、「
続
金
色
夜
叉
」
は
貫
一
の
夢
に
お
い
て
、
宮
が
「
巌
頭

よ
り
渓
流
に
身
を
躍
ら
せ
」
自
死
、
そ
れ
を
背
負
う
貫
一
、
振
り
返
れ
ば
宮

の
顔
貌
が
白
百
合
に
見
え
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
終
わ
り
、
続
く
「
続
続
金

色
夜
叉
」
で
、
要
事
に
て
塩
原
を
訪
れ
、
清
琴
楼
に
泊
ま
る
貫
一
は
、
床
の

間
の
山
百
合
に
宮
を
認
め
、
塩
原
の
渓
谷
に
宮
が
入
水
し
た
渓
流
を
お
も

う
。
大
岡
の
引
用
で
引
い
て
お
く
。

は
た
お
り

大
網
よ
り
畑
下
に
到
る
ま
で
の
塩
原
の
渓
谷
を
眺
め
、「
宮
が
息
絶

え
て
浮
び
出
で
た
り
し
其
処
の
景
色
に
、
似
た
り
と
も
酷
だ
似
た
る
岸

の
布
置
、
茂
の
状
況
、
乃
至
は
漾
ふ
る
水
の
文
も
、
透
徹
る
底
の
岩
面

も
、
広
大
の
程
も
、
位
置
も
、
趣
も
、
子
細
に
看
来
れ
ば
逾
よ
違
は

ず
」
と
「
眦
を
決
き
て
寒
慄
」
す
る
。
／（
中
略
）
夢
と
現
実
の
一
致

の
モ
チ
フ
は
、
そ
の
後
は
追
求
さ
れ
ず
、
温
泉
地
に
遊
ぶ
主
人
公
の
、

心
境
の
一
端
を
暗
示
す
る
に
止
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
逆
杉
」
の
「
私
」
は
紅
葉
の
苦
衷
か
ら
の
「
旅
行
や
夢
」
の
「
旅
行
」

の
箇
所
が
「
暗
示
」
に
終
わ
り
、
心
境
の
展
開
と
リ
ン
ク
し
て
い
か
な
か
っ

た
こ
と
に
遺
憾
の
念
を
覚
え
て
い
る
。
し
か
し
夢
と
共
に
塩
原
の
「
仙
境
」

を
よ
く
描
い
た
こ
と
は
評
価
し
て
い
る
。

夢
や
旅
行
に
の
が
れ
る
に
当
つ
て
、
小
説
家
の
心
す
べ
き
点
で
あ
る

が
、
し
か
し
紅
葉
は
窮
地
に
あ
つ
て
も
、
夢
を
夢
ら
し
く
、
仙
境
を
仙

境
ら
し
く
描
く
た
め
に
、
精
魂
を
傾
け
て
ゐ
る
。

「
金
色
夜
叉
」
は
清
琴
楼
隣
室
の
男
女
の
心
中
阻
止
に
話
が
展
開
し
て
い

く
が
、「
逆
杉
」
の
「
私
」
は
、
こ
う
し
た
紅
葉
の
筆
致
か
ら
む
し
ろ
旅
の

記
録
で
あ
る
「
塩
原
紀
行
」
へ
と
関
心
を
移
し
つ
つ
、
あ
た
か
も
「
塩
原
紀
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行
」
と
と
も
に
「
地
形
描
写
へ
の
興
味
か
ら
」
塩
原
に
赴
く
。
そ
れ
が
「
第

二
章

渓
谷
」
で
あ
る
。

こ
の
章
題
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
「
私
」
は
近
代
、
県
令
三
島
通

庸
が
主
導
し
て
通
し
た
「
東
北
本
線
西
那
須
野
と
塩
原
温
泉
を
繫
ぐ
舗
装
道

路
」
に
よ
っ
て
、
都
市
の
人
間
が
渓
谷
の
美
を
見
出
し
、
奥
蘭
田
が
こ
の
地

に
別
荘
を
設
け
、「
塩
溪
紀
勝
」（
明
治
二
十
三
年
六
月
）
に
よ
っ
て
、
広
く

知
ら
し
め
た
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
一
大
別
荘
地
と
な
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、

昭
和
戦
後
間
も
な
い
今
日
、
す
で
に
避
暑
地
と
し
て
の
人
気
需
要
は
「
渓

谷
」
で
は
な
く
「
高
原
」
へ
と
遷
移
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
く
。

そ
れ
で
も
、「
金
色
夜
叉
」
や
奥
蘭
田
「
塩
溪
紀
勝
」
の
記
述
に
「
三
島

の
新
道
路
に
よ
つ
て
、
険
し
い
渓
谷
に
分
け
入
る
こ
と
を
得
た
文
人
の
讃
歌

で
あ
る
」
と
そ
の
「
美
」
を
嘆
賞
す
る
。
こ
う
し
た
引
用
を
行
い
な
が
ら
、

作
品
「
逆
杉
」
は
、「
軽
井
沢
や
上
高
地
の
冷
気
を
知
ら
ず
、
緑
の
高
原
や

白
樺
の
感
傷
を
持
た
な
か
つ
た
明
治
大
正
の
避
暑
人
種
」
に
思
い
を
は
せ
、

「
塩
原
の
岩
の
形
と
渓
流
」「
渓
谷
の
美
」
を
綴
っ
て
い
く
。

「
塩
溪
紀
勝
」
に
関
し
て
は
、「
私
」
は
「
三

紅
葉
の
間
」
で
借
出
し
て

読
ん
で
お
り
、「
二

渓
谷
」
で
も
「
山
環
谷
転
、
水
走
石
鳴
、
怪
枝
指
天
、

全
集
「
蟠
」

路
根
抜
地
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
箇
所
を
「
塩
溪
紀
勝
」
に
よ
っ

て
も
う
少
し
引
い
て
お
く
（
／
は
改
行
）。

古
坊
門
前
、
以
箒
川
為
界
、
有
板
橋
、
曰
蓬
莱
、
長
／
十
五
間
、
闊
四

間
、
凭
欄
俯
仰
、
山
環
谷
転
、
水
走
石
鳴
、
傍
橋
有
樹
、
怪
枝
指
天
、

蟠
根
抜
地
、
蛇
驚
／
龍
騰
、
方
弗
、
于
旭
素
云
狂
草
、
有
瀑
隔
溪
面

橋
、
／
其
形
似
琴
之
懸
壁
、
曰
七
弦
、
少
北
又
有
小
瀑
、
／
曰
玉
振
、

東
北
望
吐
月
峯
、
寺
山
、
及
披
雲
峡
、
旧
名
大
窪

西
／
南
有
山
三
、
曰
喜

壽
、
曰
塙
、
曰
鞍
下
、
倉下

風
景
絶
／
佳
、
詩
材
畫
料
、
聚
在
一
橋
之

上
、
従
倚
不
忍
去
、
／
披
雲
峡
麓
有
溪
、
曰
飛
来
平井

澤
、
古
坊
在

橋
西
／
北
、
浴
館
酒
楼
菜
行
魚
牙
二
十
二
戸
、
駢
軒
成
／
街
農
樵
漁
牧

群
處
誼
譁
、
為
塩
溪
第
一
市
、
温
／
泉
六
曰
不
動
湯
、
在
七
弦
瀑
北
、

（
�
）

穿
石
作
諨
、
刻
／
阿
遮
羅
尊
像
、
不
動
尊

曰
瀑
湯
、

「
塩
溪
紀
勝
」
の
大
岡
が
引
用
し
た
前
後
は
、
箒
川
沿
い
塩
原
の
山
瀧
や

温
泉
街
の
具
体
的
な
と
こ
ろ
を
記
し
て
「
絶
佳
」
等
と
ほ
め
た
た
え
て
い
る

箇
所
で
あ
る
。
大
岡
は
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
と
こ
ろ
を
読
み
な
が
ら
、
端
的

に
塩
原
の
峻
厳
な
山
谷
、
渓
流
記
述
箇
所
を
引
用
し
自
身
の
描
出
に
伴
奏
さ

せ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
大
岡
に
お
い
て
男
女
の
小
説
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
水
の
流

れ
と
と
も
に
あ
っ
た
の
は
、
姦
通
し
な
い
姦
通
恋
愛
小
説
と
も
い
え
る
「
武

蔵
野
夫
人
」（
昭
２５
・
１
│
〜
９
、
８
は
休
）
の
恋
人
た
ち
│
道
子
と
勉
で

（
�
）

あ
っ
た
。「
勉
は
道
子
を
誘
っ
て
水
源
の
探
索
を
試
み
た
」（「
第
四
章

恋

ヶ
窪
」）。
二
人
の
歩
度
は
共
鳴
す
る
。

流
水
の
形
と
音
の
リ
ズ
ム
に
伴
奏
さ
れ
て
、
二
人
の
足
は
自
然
に
合

っ
た
。

土
地
の
人
間
か
ら
こ
の
場
所
を
「
恋
ヶ
窪
」
と
知
ら
さ
れ
て
、
道
子
が
自

大
岡
昇
平
「
逆
杉
」
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身
の
感
情
に
名
を
与
え
ら
れ
る
場
面
で
あ
っ
た
。
周
知
の
と
お
り
小
説
は
、

道
子
の
み
の
自
死
と
そ
れ
を
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
の
勉
を
描
い
て
幕
を
閉
じ

る
。塩

原
へ
の
旅
の
年
、「
武
蔵
野
夫
人
」
連
載
中
に
発
表
さ
れ
た
「
来
宮
心

中
」（
昭
２５
・
５
）
は
、
姦
通
す
る
賢
吉
と
房
枝
が
死
に
赴
く
小
説
で
あ
る
。

逆
杉
が
「
神
木
」
で
あ
る
よ
う
に
、「「
来
宮
」
と
は
「
木
の
宮
」
の
意
で
あ

ろ
う
。」
と
記
し
、
大
楠
を
有
す
る
来
宮
神
社
に
立
ち
寄
っ
た
後
、
心
中
の

（
�
）

道
行
き
と
な
る
小
説
で
あ
っ
た
。

で
は
、
肝
心
の
表
題
に
も
掲
げ
ら
れ
た
〈
逆
杉
〉
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

四

奥
蘭
田
や
紅
葉
の
著
述
か
ら
「
渓
谷
の
美
」
に
関
し
て
引
用
を
行
い
つ
つ

描
出
し
て
い
た
作
品
「
逆
杉
」。
し
か
し
大
岡
は
一
方
で
、
参
照
引
用
し
た

紅
葉
の
言
及
も
奥
蘭
田
の
「
塩
溪
紀
勝
」
も
、「
逆
杉
」
に
関
し
て
は
こ
れ

を
引
い
て
い
な
い
。

奥
蘭
田
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

怪
杉
二
株
、

腫
屏
立
、
大
隠
數
牛
、
周
囲
一
則
／
三
丈
二
尺
、
一
則

（
�
）

二
丈
八
尺
、
枝

指
地
、
因
有
／
逆
杉
之
稱
、

（『
塩
溪
紀
勝

享
』
明
２３
・
６
）

一
方
の
、
約
十
年
後
の
紅
葉
は
次
の
よ
う
に
書
き
と
め
て
い
た
。
源
三
窟

を
経
て
、
木
の
葉
石
の
断
層
方
向
へ
と
向
か
う
途
中
で
八
幡
宮
内
の
逆
杉
を

見
て
い
る
。
こ
れ
は
大
岡
「
逆
杉
」
の
「
私
」
と
同
様
の
コ
ー
ス
で
あ
る
。

と
い
う
よ
り
作
品
「
逆
杉
」
の
「
私
」
が
、
紅
葉
と
同
様
の
コ
ー
ス
を
な
ぞ

る
よ
う
に
辿
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

食
後
御
殿
山
下
な
る
源
三
穴
を
看
る
。
見
料
三
銭
と
註
す
。
窟
内
は
梯

子
を
下
り
て
奥
は
塞
れ
り
、
巌
石
頭
上
を
蔽
ひ
、
暑
中
逾
々
寒
し
と
い

（
マ
マ
、
命
か
）

ふ
、
団
子
を
名
ず
。
糸
切
の
小
粒
な
る
を
似
て
白
砂
糖
を
か
け
た
る
者

也
。
是
よ
り
三
町
北
に
邨
社
八
幡
宮
あ
り
、
七
不
思
議
の
一
な
る
逆
杉

を
見
る
境
内
の
荒
れ
た
る
こ
と
言
語
に
絶
え
た
り
。
帰
途
平
井
沢
を
逍

（

）

遙
し
石
な
ど
採
り
て
帰
宿
す
。

（「
塩
原
紀
行
（
仮
題
）」
明
治
三
十
二
年
六
月
十
一
日
の
項
）

「
怪
杉
」
と
記
し
た
奥
蘭
田
。「
境
内
の
荒
れ
た
る
こ
と
言
語
に
絶
え
た

り
」
と
書
い
た
尾
崎
紅
葉
。

「
渓
谷
の
美
」
と
と
も
に
あ
る
文
章
を
愛
で
、
か
つ
紅
葉
と
同
じ
ル
ー
ト

を
「
私
」
に
辿
ら
せ
な
が
ら
、
し
か
し
「
逆
杉
」
で
、
大
岡
は
「
私
」
に
、

奥
蘭
田
や
尾
崎
紅
葉
を
引
用
し
つ
つ
境
内
の
逆
杉
と
人
事
と
を
合
わ
せ
て
書

く
、
と
い
う
方
法
を
採
用
し
な
か
っ
た
。

各
�
直
径
三
米
は
あ
る
で
あ
ら
う
。
根
は
密
着
し
て
ゐ
る
。
高
さ
は

（
単
行
本
以
降「
な
が
」ら
）

二
十
米
か
。
下
枝
が
風
雪
の
重
み
に
耐
え
て
、
半
ば
枯
れ
る
か
ら

尽
く
地
を
指
し
て
ゐ
る
の
で
、
逆
杉
と
呼
ば
れ
る
。
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奥
蘭
田
『
塩
溪
紀
勝
』
の
「
枝

指
地
」
を
も
思
わ
せ
る
文
章
で
あ
り
な

が
ら
、
引
用
し
た
上
で
の
記
述
と
い
う
形
式
は
取
ら
な
い
。
続
け
て
の
記
述

を
少
し
長
い
が
引
用
し
て
お
こ
う
。

伝
説
に
は
源
義
家
が
後
三
年
役
後
の
往
路
こ
こ
に
戦
勝
を
祈
願
し
、

し
め
竹
の
代
り
杉
の
若
枝
を
折
つ
て
逆
さ
に
挿
し
た
も
の
が
育
つ
た
と

い
ふ
。
／
し
か
し
幹
の
中
程
よ
り
上
の
枝
は
順
当
に
天
を
指
し
、
境
内（）

を
埋
め
る
栃
、
柏
よ
り
高
く
聳
え
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
大
正

十
二
年
「
天
然
記
念
物
」
に
指
定
、
樹
齢
七
百
年
、
樹
皮
に
厚
く
苔
を

つ
け
、
一
條
の
溝
が
梢
よ
り
根
元
ま
で
落
ち
て
ゐ
る
の
は
、
雨
水
を
素

早
く
地
上
に
落
と
す
た
め
か
。
／
伝
説
は
信
じ
難
い
と
し
て
も
、
老
木

が
下
枝
を
枯
ら
し
つ
ゝ
、
な
ほ
梢
で
生
き
よ
う
と
し
て
、
天
を
覆
つ
て

枝
を
張
り
め
ぐ
ら
し
て
ゐ
る
様
は
、
壮
観
に
は
ち
が
ひ
な
い
。
／
か
つ

て
私
も
こ
の
樹
の
や
う
に
生
き
よ
う
と
思
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
尽
く

枯
死
せ
し
め
た
過
去
に
か
ら
ま
せ
な
が
ら
、
な
ほ
無
限
に
枝
を
出
し
葉

を
拡
げ
て
、
い
つ
ま
で
も
生
き
続
け
よ
う
と
意
志
し
た
こ
と
が
あ
つ

た
。
こ
の
二
本
の
大
木
の
よ
う
に
、
根
を
共
に
す
る
伴
侶
が
あ
れ
ば
、

世
に
逆
つ
て
生
き
て
も
よ
い
と
、
幻
想
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
の
で
あ

る
。

奥
蘭
田
が
ま
ず
「
怪
杉
二
株
」
と
記
し
た
逆
杉
の
「
自
然
」
描
出
と
と
も

に
、
突
然
の
よ
う
に
「
私
」
の
告
白
的
「
幻
想
」
│
「
人
事
」
が
記
さ
れ
る

の
は
き
わ
め
て
特
異
で
あ
る
。
あ
た
か
も
間
貫
一
の
塩
原
で
の
行
動
を
な
ぞ

る
か
の
よ
う
に
、
同
宿
の
男
女
に
興
味
を
持
ち
、
実
際
こ
の
後
も
こ
の
男
女

の
や
り
取
り
を
見
聞
き
す
る
「
私
」
が
描
か
れ
る
の
だ
が
、
間
貫
一
と
異
な

る
の
は
、
同
宿
の
男
女
に
関
わ
り
な
く
、
外
部
を
見
つ
め
る
の
み
で
あ
っ
た

か
の
よ
う
な
「
私
」
に
お
い
て
、
そ
の
男
女
の
行
動
と
は
関�

わ�

り�

な�

く�

、

「
私
」
の
、
過
去
を
含
む
感
情
的
「
感
慨
」
が
こ
こ
で
急
に
記
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
書
き
方
は
、
先
述
も
し
た
よ
う
に
小
説
に
お
け
る
「
人
事
と
自
然
の

一
致
」
を
志
向
す
る
戦
後
の
大
岡
に
と
っ
て
は
、
め
ざ
す
べ
き
も
の
で
は
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
先
行
文
献
の
引
用
で
は
な
く
、
地
の
文
で
試
み

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
引
用
を
交
え
た
紀
行
文
的
部
分
、
尾
崎
紅
葉

「
金
色
夜
叉
」
の
引
用
と
批
評
、
と
い
っ
た
書
き
方
で
い
わ
ば
淡
々
と
進
ん

で
き
た
作
品
は
、
終
盤
で
「
私
」
の
過
去
を
含
む
内
的
「
人
事
」
に
も
踏
み

込
ん
で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
私
」
の
「
感
慨
」
の
あ
と
、
他
の
観
光
客
た
ち
の
な
か
に
「
私
」

は
件
の
同
宿
客
の
男
女
を
見
出
す
。
作
品
は
、「
神
木
」
で
あ
る
逆
杉
に
、

巡
ら
さ
れ
て
い
る
垣
を
乗
り
越
え
て
近
づ
く
同
宿
の
女
客
を
記
し
て
い
く
。

神
木
で
あ
る
か
ら
、
鉄
鎖
を
結
ん
だ
垣
を
め
ぐ
ら
し
て
ゐ
る
。
／

（
中
略
）／
女
は
黙
つ
て
鉄
鎖
の
垣
を
ま
た
い
で
幹
に
近
づ
い
た
。
拡
げ

た
手
の
指
先
を
優
美
に
延
ば
し
て
、
樹
皮
に
つ
け
た
。
常
に
人
に
見
ら

れ
る
の
を
意
識
し
た
動
作
で
あ
る
。

女
客
の
神
木
│
神
域
へ
の
い
わ
ば
〈
越
境
〉
の
あ
と
、「
人
事
と
自
然
」

大
岡
昇
平
「
逆
杉
」
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へ
の
記
述
ス
タ
ン
ス
は
明
ら
か
に
変
貌
す
る
。（
な
お
、
単
行
本
以
降
は

「
樹
皮
に
つ
け
た
」
は
「
逆
杉
を
抱
い
た
」
と
改
稿
さ
れ
て
い
る
。）
む
ろ

ん
、
神
域
へ
の
侵
犯
と
い
う
よ
う
な
信
仰
へ
の
冒
瀆
に
因
る
、
と
い
う
こ
と

は
で
き
ま
い
。
し
か
し
「
人
事
と
自
然
」
の
保
つ
べ
き
相
互
の
距
離
感
に
対

す
る
越
境
│
侵
犯
へ
の
違
和
の
表
出
は
な
さ
れ
て
い
る
。
今
一
度
「
金
色
夜

叉
」
を
俎
上
に
、
自
然
と
人
事
の
マ
イ
ナ
ス
面
が
採
り
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ

の
記
述
が
あ
く
ま
で
も
「
私
」
が
体
験
と
し
て
女
客
の
越
境
│
侵
犯
を
見
た

記
述
の
後
で
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

自
然
に
つ
く
と
、
人
間
は
大
抵
見
す
ぼ
ら
し
く
見
え
る
。
小
説
中
に

自
然
を
取
り
入
れ
る
の
は
、
危
険
で
あ
る
。
い
く
ら
愛
と
は
い
へ
、
塩

原
の
渓
谷
を
行
く
貫
一
を
描
い
た
時
、
紅
葉
も
同
じ
危
険
を
冒
し
て
ゐ

た
。
尻
端
折
し
た
貫
一
が
宮
の
死
骸
を
求
め
て
巌
頭
に
佇
む
有
様
は
挿

画
の
効
果
で
、
多
く
の
貫
一
を
恋
す
る
女
性
の
フ
ァ
ン
を
失
望
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
／
自
然
の
観
照
は
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
感
動
者

の
肉
体
は
、
醜
悪
で
あ
つ
た
り
滑
稽
だ
つ
た
り
す
る
。
こ
の
関
係
は
恋

愛
で
も
同
じ
で
あ
る
。

か
つ
て
の
「
私
」
は
「
逆
杉
」
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
思
っ
た
と
い
う
。

「
壮
観
」
だ
と
描
出
さ
れ
る
逆
杉
だ
が
、
大
岡
は
「
私
」
に
、
そ
れ
を
抱
え

る
女
客
と
つ
れ
の
男
客
、
さ
ら
に
幹
の
く
ぼ
み
に
信
仰
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
女
の
髪
の
束
を
見
つ
け
て
「
き
た
な
い
」
と
い
う
女
客
、
そ
れ
ら
を
見
さ

せ
る
。
そ
し
て
「
私
」
に
、「
密
通
す
る
嫂
と
義
弟
」、「
偶
然
眼
の
前
に
現

は
れ
た
女
の
髪
に
よ
つ
て
も
呪
は
れ
る
や
う
な
不
義
」
と
ま
で
断
じ
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
八
幡
宮
を
出
る
「
私
」
は
さ
ら
に
男
女
と
同
様
に
「
木
の
葉

石
」
の
方
角
へ
と
歩
き
、
逆
杉
を
遠
望
す
る
。

逆
杉
も
よ
く
見
え
た
。
そ
れ
は
対
岸
一
帯
に
連
な
る
段
丘
の
緑
の
中

か
ら
、
黒
い
巨
大
な
生
き
物
の
や
う
に
、
際
立
つ
て
ゐ
た
。
下
枝
は
垂

ら
し
、
梢
の
枝
を
か
ら
ま
せ
つ
ゝ
、
天
に
延
し
た
そ
の
姿
は
、
あ
た
か

も
巨
大
な
杵
を
立
て
た
や
う
に
見
え
た
。
／
私
は
そ
の
姿
も
醜
い
と
思

つ
た
。

「
壮
観
」
だ
と
記
さ
れ
、「
私
」
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
生
き
た
い
と
す
ら

願
わ
れ
た
逆
杉
は
、
作
品
末
尾
で
改
行
ま
で
し
て
は
っ
き
り
と
「
醜
い
」
と

書
か
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
ま
で
み
て
く
れ
ば
、
も
は
や
「
醜
い
」
の
は
「
自

然
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
こ
に
と
も
に
あ
る

「
人
事
」
こ
そ
が
「
醜
い
」
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

「
不
義
」
の
男
女
の
み
な
ら
ず
、
逆
杉
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
し
た
と
い
う

「
自
然
」
に
自
己
を
仮
託
し
た
「
私
」
に
も
あ
て
は
ま
る
苦
い
も
の
な
の
で

あ
る
。

大
岡
は
「
逆
杉
」
の
翌
年
、「
磐
梯
愁
色
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
３１
・
１
、

改
題
「
檜
原
」）
を
発
表
す
る
。
維
新
に
際
し
江
戸
開
城
に
反
対
し
た
大
鳥

圭
介
の
敗
走
を
軸
に
、「
保
成
峠
」（
昭
２８
・
８
）
の
続
編
と
し
て
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。
大
岡
は
、
大
鳥
が
後
に
獄
舎
で
記
し
た
「
南
柯
紀
行
」
を
傍

ら
に
、
こ
れ
の
逐
語
訳
を
行
う
よ
う
な
か
た
ち
で
書
い
て
い
く
。
し
か
し

一
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「
千
山
萬
山
、
食
糧
な
く
弾
薬
な
く
涕
涙
時
に
下
る
」
の
箇
所
に
至
り
、
こ

こ
に
異
文
「
萬
山
千
峰
愁
色
を
帯
び
」（「
大
日
本
地
名
辞
書
」）
が
あ
る
こ

と
を
発
見
、「
こ
の
一
句
の
有
無
は
、
少
な
く
と
も
私
に
と
つ
て
重
大
」
と

記
し
、
以
降
、
逐
語
訳
調
の
記
述
を
や
め
て
し
ま
う
。

「
弾
薬
な
く
食
糧
な
く
」
は
描
き
得
て
簡
明
で
あ
つ
て
、
愁
色
を
帯

び
た
の
は
千
山
萬
峰
で
は
な
く
、
正
に
人
間
の
側
に
弾
薬
が
な
く
食
糧

が
な
か
つ
た
せ
ゐ
だ
と
思
は
し
め
る
。
し
て
見
れ
ば
私
の
表
現
は
尽
く

誤
謬
で
あ
る
。

「
私
の
表
現
」
へ
の
反
省
は
、
大
岡
自
ら
一
兵
卒
と
し
て
赴
い
た
敗
色
濃

い
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
戦
場
を
描
い
た
「
敗
走
紀
行
」（
昭
２５
・
１０
）
や
、
田
村

一
等
兵
を
主
人
公
と
し
た
「
野
火
」（
昭
２６
・
１
〜
８
）
が
想
起
さ
れ
て
の

こ
と
で
あ
る
。
先
に
「
こ
ん
な
美
し
い
風
景
色
を
見
た
以
上
死
ん
で
も
よ

い
、
と
私
は
秘
か
に
思
つ
た
」（「
敗
走
紀
行
」
初
出
、『
讀
賣
評
論
』
昭
２５

・
１０
）
と
記
し
て
い
た
大
岡
だ
が
、
そ
れ
を
「
磐
梯
愁
色
」
で
は
「
敗
走
中

自
然
が
屢
々
「
愁
色
を
帯
び
る
」
の
を
認
め
」「
そ
の
多
少
の
文
学
的
表
現

を
試
み
た
」
と
述
べ
て
い
る
。「
磐
梯
愁
色
」
と
い
う
作
品
自
体
が
、
以
後

は
感
傷
に
よ
っ
て
自
然
に
寄
物
的
に
仮
託
し
た
「
愁
色
」
の
よ
う
な
書
く
こ

（

）

と
は
も
う
行
わ
な
い
こ
と
の
決
意
表
明
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い

は
、
自
然
に
「
愁
色
」
を
感
じ
る
こ
と
を
自
ら
に
禁
忌
と
し
て
つ
よ
く
も
っ

て
い
た
時
期
で
も
あ
ろ
う
か
。

作
品
「
逆
杉
」
で
は
逆
杉
を
「
醜
い
」
と
思
う
と
い
う
、
む
し
ろ
自
然
の

姿
に
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
で
応
じ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
幕
を
閉
じ
る
。
逆
杉
に

自
身
の
理
想
を
観
て
い
た
「
私
」、
と
い
う
意
味
で
理
想
と
し
て
の
「
人
事

と
自
然
の
一
致
」
で
あ
っ
た
は
ず
が
、
逆
杉
を
見
に
来
た
「
不
義
の
」
男
女

に
、
さ
ら
に
は
想
起
し
た
過
去
の
「
私
」
に
さ
え
、「
醜
」
さ
を
看
取
し
て

し
ま
う
。

む
ろ
ん
こ
れ
を
も
っ
て
、「
人
事
と
自
然
の
一
致
」
は
プ
ラ
ス
に
も
マ
イ

ナ
ス
に
も
な
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
云
う
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
深
山
幽
谷
や
渓
流
の
「
美
」
を
先
行
す
る
紀
行
文
を
引
用
し
な
が
ら
記
述

は
し
て
も
、
表
題
で
も
あ
る
逆
杉
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
行
わ
な
ず
、
同
宿
男

女
の
行
動
見
聞
の
記
述
の
後�

に�

、「
人
事
と
自
然
」
併
走
に
お
け
る
陥
穽
の

い
わ
ば
注
意
喚
起
と
、「
醜
い
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
価
値
と
、
が
付
与
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
人
事
と
自
然
の
一
致
」
に
つ
い
て
の
醒

め
た
認
識
、
一
定
の
距
離
を
も
っ
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
表

（

）

明
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

紀
行
文
的
で
あ
り
文
芸
批
評
的
で
も
あ
る
小
説
。
こ
う
し
た
要
素
を
も
つ

「
逆
杉
」
は
、「
人
事
と
自
然
」
を
併
走
さ
せ
「
一
致
」
さ
せ
る
試
み
を
行
い

な
が
ら
、
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
「
私
」
に
、
書
き
手
に
、
痛
感
さ
せ

る
小
説
で
あ
る
。「
自
然
」
が
人
間
を
「
見
す
ぼ
ら
し
く
」「
醜
い
」
も
の
に

し
て
し
ま
う
こ
と
を
、「
私
」
の
見
聞
に
よ
る
思
考
想
念
と
し
て
書
き
記
し

た
。
そ
れ
は
「
自
然
」
と
と
も
に
見
ら
れ
る
他
者
の
み
な
ら
ず
、
自
然
に
仮

託
し
た
過
去
の
「
私
」
│
さ
ら
に
は
そ
れ
を
想
起
し
た
書
き
手
を
も
「
醜

い
」
と
断
じ
ざ
る
を
得
な
い
、
苦
い
も
の
と
し
て
刻
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

大
岡
昇
平
「
逆
杉
」
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注（
１
）
な
お
、
た
と
え
ば
塩
原
の
文
学
散
歩
の
解
説
に
お
い
て
も
、
同
様

の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
小
説
で
あ
り
な
が
ら
文
学
評
論
か
つ
紀

行
文
と
い
う
の
が
一
般
的
な
評
価
で
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
よ
う
。

「
小
説
と
い
う
よ
り
も
塩
原
の
地
形
美
と
紅
葉
の
「
金
色
夜
叉
」
を

考
証
し
な
が
ら
、
塩
原
で
過
ご
し
た
一
日
を
さ
り
げ
な
く
紀
行
文
風

に
ま
と
め
た
作
品
で
あ
る
。」（
平
２２
・
４
、
塩
原
文
学
研
究
会
（
会

長＝

千
葉
昭
彦
）
編
集
・
発
行
『
よ
う
こ
そ
文
学
散
歩
Ⅱ
│
文
豪
の

愛
し
た
郷
「
塩
原
」
│
』、（
無
署
名
）「
大
岡
昇
平
」
の
項
）

（
２
）
神
奈
川
近
代
文
学
館
に
大
岡
昇
平
手
稿
や
蔵
書
等
が
寄
贈
さ
れ
た

の
は
、
筑
摩
書
房
版
の
全
集
刊
行
の
目
途
が
た
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
筑
摩
書
房
版
全
集
の
「
逆
杉
」「
解
題
」
に
も
引
用
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、「
逆
杉
」
を
収
録
す
る
岩
波
書
店
『
大
岡
昇
平
集

５
』（
一
九
八
二
・
七
）
の
「
解
題
」、
中
央
公
論
社
『
大
岡
昇
平
全

集

第
四
巻
』（
一
九
七
四
・
四
）
の
「
解
題
」
に
は
以
下
の
記
述

が
あ
る
。「
著
者
は
一
九
五
〇
年
と
一
九
五
一
年
の
夏
、
塩
原
に
滞

在
し
、
五
一
年
の
九
月
、
一
〇
二
枚
の
未
定
稿
を
書
い
た
。
本
稿
は

そ
の
三
十
八
枚
ま
で
に
当
る
。「
逆
杉
」
の
題
名
も
そ
の
時
か
ら
決

定
し
て
い
た
。」

（
３
）
大
岡
の
文
章
で
春
水
の
作
品
は
「
梅
ご
よ
み
」
の
み
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
荷
風
の
「
為
永
春
水
」
に
お
い
て
大
岡
が
引
用
し
た
箇

所
は
「
春
暁
八
幡
鐘
」（「
春
暁
八
幡
佳
年
」）
に
つ
い
て
言
及
し
た

後
の
箇
所
で
あ
る
。「
逆
杉
」「
自
然
描
写
に
つ
い
て
」
│
「
現
代
小

説
作
法
」
と
同
時
代
の
『
昭
和
文
学
全
集

５

永
井
荷
風
集
』

（
昭
２８
・
１
、
角
川
書
店
）
か
ら
大
岡
が
引
い
た
前
の
箇
所
を
段
落

初
め
か
ら
引
用
し
て
お
く
。「「
春
暁
八
幡
鐘
」
で
は
閑
雅
な
深
川
八

幡
境
内
の
酒
亭
松
本
の
奥
座
敷
で
女
の
来
る
の
を
待
つ
あ
ひ
だ
、
更

け
行
く
夜
の
庭
を
一
人
遣
瀬
無
な
げ
に
眺
め
な
が
ら
、
三
味
線
を
引

き
か
け
る
男
の
後
姿
。
見
る
と
も
な
く
そ
れ
を
見
て
、
覚
え
ず
胸
を

轟
か
す
女
の
様
子
。
是
亦
画
中
に
声
あ
り
曲
中
に
色
彩
を
生
ず
る
底

の
も
の
で
あ
ら
う
。」
こ
の
あ
と
に
大
岡
が
引
い
た
「
真
昼
の
日
盛

り
向
嶋
の
別
荘
に
」
以
下
が
続
く
。

（
４
）
た
と
え
ば
吉
田
昌
志
氏
は
明
治
三
十
年
代
半
ば
の
新
聞
の
時
評
を

引
き
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
新
聞
の
時
評
に
「
夏
に
な

つ
て
例
の
紀
行
物
が
出
は
じ
め
た
」（
星
月
夜
「
雑
俎
・
紀
行
物
」

『
読
売
新
聞
』「
月
曜
文
学
」
欄
、
明
治
三
四
年
七
月
二
九
日
付
）
と

あ
る
ご
と
く
、
明
治
三
〇
年
代
は
紀
行
文
の
隆
盛
期
だ
っ
た
。」

（「
紅
葉
の
紀
行
文
」、
令
２
（2020

）・
１０
、
翰
林
書
房
、
山
田
有
策

・
木
谷
喜
美
枝
・
宇
佐
美
毅
・
市
川
紘
美
・
大
屋
幸
世
編
『
尾
崎
紅

葉
事
典
』）

（
５
）
な
お
、
柳
田
泉
「
解
題
」
の
昭
和
十
七
年
中
央
公
論
社
版
『
尾
崎

紅
葉
全
集

第
九
巻
』
を
底
本
と
す
る
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
一

月
刊
行
の
岩
波
書
店
版
『
紅
葉
全
集

第
十
一
巻
』
所
収
の
「
塩
原

紀
行
」
は
「
日
記
」
に
分
類
さ
れ
「
明
治
三
十
二
年
六
月
〔
塩
原
紀

行
〕」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
原
本
は
尾
崎
家
旧
蔵
だ
が
、
現

在
そ
の
所
在
は
不
明
。」（
同
巻
、
岡
保
生
「
解
題
」）

一
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（
６
）
奥
三
郎
兵
衛
（
蘭
田
）『
塩
溪
紀
勝

享
』（
明
２３
・
６
）
四
十
五

丁
ウ
〜
四
十
六
丁
オ
。

（
７
）
〈
姦
通
し
な
い
姦
通
恋
愛
小
説
〉
と
し
て
の
『
武
蔵
野
夫
人
』
に

つ
い
て
は
、「〈
永
劫
回
帰
〉
を
超
え
て
│
「
武
蔵
野
夫
人
」
論
」」

（
平
１５
・
１０
、
双
文
社
出
版
、
花
﨑
育
代
『
大
岡
昇
平
研
究
』
所
収
。

初
出
は
『
昭
和
文
学
研
究
』
第
２４
集
、
平
４
・
２
）
な
ど
で
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
。

（
８
）
「
来
宮
心
中
」
に
つ
い
て
は
「「
来
宮
心
中
」
考
│
│
大
岡
昇
平
・

昭
和
二
十
五
年
前
後
│
│
」（『
創
造
と
思
考
』（
湘
南
短
期
大
学
国

語
国
文
学
会
）
第
４
号
、
平
６
・
３
）
に
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
９
）
同
注
（
６
）『
塩
溪
紀
勝

享
』、
た
だ
し
五
十
七
丁
オ
。

（
１０
）
引
用
は
大
岡
が
参
照
し
た
可
能
性
の
あ
る
中
央
公
論
社
版
『
尾
崎

紅
葉
全
集

第
九
巻
』（
昭
１７
・
９
）
に
拠
っ
た
。
傍
注
は
原
文
。

な
お
「
日
記
〔
塩
原
紀
行
〕」
と
し
て
、
底
本
を
中
央
公
論
社
版
全

集
と
す
る
岩
波
書
店
版
『
紅
葉
全
集

第
十
一
巻
』（
平
７
・
１
）

も
参
看
し
た
。

（
１１
）
国
に
よ
る
天
然
記
念
物
指
定
は
昭
和
十
二
（
一
九
三
二
）
年
（
那

須
塩
原
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ホ
ー
ム
／
那
須
塩
原
市
（nasushio-

bara.lg.jp

）（「
逆
杉
」
の
項
は
「
更
新
日：

二
〇
二
一
年
一
一
月
三

〇
日
」
と
あ
る
。
最
終
閲
覧
二
〇
二
三
年
九
月
一
八
日
）
等
）。

（
１２
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
戦
後
第
二
期
の
第
二
次
大
戦
小
説
欠
落

理
由
を
求
め
て
」
│
│
「
磐
梯
愁
色
」」（
花
﨑
『
大
岡
昇
平
研
究
』

同
注
（
７
）
所
収
。
初
出
は
『
目
白
近
代
文
学
』
第
７
号
、
昭
６２
・

３
）
に
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
１３
）
後
年
作
品
か
ら
の
逆
照
射
的
な
も
の
言
い
は
避
け
る
べ
き
で
は
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
は
「
ミ
ン
ド
ロ
島
ふ
た
た
び
」（
昭
４４
・
８
）
に

お
い
て
、
戦
地
再
訪
に
「
他
人
の
土
地
」
で
戦
争
を
行
っ
た
と
い
う

苦
さ
か
ら
な
つ
か
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
私
」
に
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
カ
タ
ル

シ
ス
の
不
可
能
性
│
│
「
ミ
ン
ド
ロ
島
ふ
た
た
び
」」（
花
﨑
『
大
岡

昇
平
研
究
』
同
注
（
７
）
所
収
。
初
出
は
『
湘
南
短
期
大
学
紀
要
』

第
十
号
、
平
１１
・
３
）
に
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

附
記神

奈
川
近
代
文
学
館
蔵
「
草
稿
「
逆
杉
」」
は
同
館
お
よ
び
著
作
権
継
承

者
で
あ
る
ご
遺
族
に
よ
っ
て
部
分
翻
刻
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
記
し

て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

特
記
し
な
い
限
り
引
用
は
『
大
岡
昇
平
全
集
』
全
二
三
巻
別
巻
一
（
平
６

・
１０
〜
平
１５
・
８
）
に
拠
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
引
用
に
お
い
て
は
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略

し
た
。

＊
こ
の
研
究
は
科
研
費
（
課
題
番
号18K

00337

お
よ
び23K

00286

）
の

助
成
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

（
は
な
ざ
き
・
い
く
よ

本
学
教
授
）

大
岡
昇
平
「
逆
杉
」
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