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ち
の
尊
敬
を
う
け
て
い
る
。
土
地
の
漁
師
は
、
朝
夕
鴨
島
を
拝
す
る
習

と
こ
ろ
で
、
こ
の
水
没
し
た
「
鴨
島
」
は
、
土
池
の
漁
師
た
ち
の
あ

い
だ
で
は
、
大
瀬
と
よ
ば
れ
、
こ
の
「
鴨
島
」
の
隣
に
あ
り
、
共
に
水

没
し
た
八
幡
社
の
あ
っ
た
「
鍋
島
」
は
小
瀬
と
い
わ
れ
て
漁
師
の
人
た

あ
る
。 ｀

 

記
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、

い
っ
た
い
石
見
の

ど
こ
で
死
ん
だ
か
と
い
う
と
、
現
在
は
定
説
が
な
い
。
現
在
は
定
説
が

な
い
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
は
定
説
ら
し
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
の

そ
こ
に
改
め
て
人
麿
を
祀
っ
た
。
徳
川
時
代
の
初
め
、
学
問
を
重
ん
じ

た
津
和
野
藩
主
、
亀
井
公
は
、
そ
の
地
の
風
浪
の
害
を
恐
れ
て
、
高
津

城
址
に
神
社
を
移
し
た
。
そ
れ
が
現
在
の
柿
本
神
社
で
あ
る
。

益
田
市
に
は
、
今
―
つ
、
人
麿
を
祭
る
神
社
が
あ
る
。
戸
田
に
あ
る

柿
本
神
社
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
麿
に
つ
い
て
こ
の
地
に
来
た
と
い
わ

れ
る
語
部
の
綾
部
氏
の
子
孫
と
称
す
る
人
が
宮
司
と
な
っ
て
人
麿
を
祀

っ
て
い
る
神
社
で
あ
る
。
こ
の
神
社
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
人
麿
は
、
七
、

八
歳
の
と
き
孤
児
と
な
り
、
こ
の
綾
部
氏
に
養
わ
れ
た
。
そ
し
て
後
に

こ
の
綾
部
氏
は
人
麿
と
共
に
石
見
に
下
り
、
人
麿
が
死
ん
で
そ
の
骨
の

一
部
を
も
ら
い
う
け
、
こ
の
地
に
祀
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
神
社
の
伝
承
は
、
共
に
、
人
麿
が
こ
の
地
と
深
い
関
係

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
語
る
。
こ
の
二
つ
の
神
社
の
関
係
は
、
公
と
私

の
関
係
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
●
高
津
の
柿
本
神
社
は
国

家
が
祀
る
人
麿
神
社
、
戸
田
の
人
麿
神
社
は
個
人
が
祀
る
人
麿
神
社
で

柿
本
人
麿
は
石
見
で
死
ん
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
万
葉
集
に
は
っ
き
り

イ
バ
ー
を
含
め
て
約
十
五
人
、
私
が
そ
の
団
長
で
あ
る
。

る
。
こ
の
旅
館
に
実
は
、
五
日
前
か
ら
滞
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

こ
の
益
田
市
の
旧
高
津
町
の
沖
合
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
人
麿
終
焉
の

地
「
鴨
島
」
を
調
査
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
調
査
団
は
、
ダ

今
こ
の
原
稿
を
、
私
は
島
根
県
の
益
田
市
の
あ
る
旅
館
で
書
い
て
い

地

域

社

会

と

文

化

財

病
気
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
鴨
島
に
幽
閉
し
た
。
し
か
し
島
か
ら
出
て

た
と
え
ば
、
土
地
の
漁
師
の
伝
え
る
伝
承
に
よ
れ
ば
、
人
麿
様
が
悪
い

ま
た
、
伝
承
そ
の
も
の
が
、

ら、

―
つ
の
文
化
財
な
の
で
あ
る
。

＇ 
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定
説
は
否
定
さ
れ
た
の
で
定
説
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

こ
の
益
田
市
に
は
、
二
つ
の
有
名
な
柿
本
神
社
が
あ
る
。

万
寿
三
年

沖
合
に
あ
る
鴨
島
に
彼
を
祀
っ
た
。
し
か
し
こ
の
島
は
、

(

1

0

二
六
年
）
の
大
津
波
で
水
没
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
神
像
が
松

と
共
に
少
し
西
へ
行
っ
た
松
崎
と
い
う
と
こ
ろ
に
流
れ
て
い
た
の
で
、

慣
が
あ
っ
た
と
い
う
。
私
た
ち
の
調
査
団
が
入
っ
た
と
き
、
漁
師
の
中

か
ら
、
聖
地
を
け
が
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
反
対
の
声
が
あ
が
っ
た
ほ

ど
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
万
寿
三
年
の
大
津
波
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
あ

り
、
雪
舟
の
書
で
有
名
な
万
福
寺
に
は
そ
の
時
流
れ
つ
い
た
と
い
う
シ

ャ
レ

n
ウ
ベ
や
仏
像
が
あ
る
。
ま
た
、
船
越
山
と
い
う
所
に
は
、
そ
の

と
き
流
れ
つ
い
た
観
音
像
が
あ
る
が
、
そ
の
観
音
像
は
沖
の
方
に
あ
る

船
を
よ
び
、
沈
め
る
の
で
手
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
、
益
田
市
は
、
人
麿
に
関
す
る
多
く
の
文
化
財
を
も
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
文
化
財
と
い
う
の
は
、
単
に
、
古
い
美
術
品
、
た
と
え

ば
、
あ
の
万
福
寺
に
あ
る
仏
像
を
い
う
の
で
は
な
く
、
神
社
も
文
化
財

で
あ
り
、
ま
た
、
あ
の
手
の
な
い
観
音
像
や
、
シ
ャ
レ

n

ウ

ベ

で

す

―
つ
の
文
化
財
で
あ
る
と
す
ら
い
え

る
。
益
田
市
の
人
は
、
人
麿
に
関
す
る
多
く
の
伝
承
を
も
っ
て
い
る
。

き
た
の
で
、
石
を
つ
け
て
水
に
沈
め
た
。
け
れ
ど
、
ま
た
、
不
思
議
な

力
を
も
っ
て
い
て
、
水
か
ら
は
い
上
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
、
今
度
は
神

神
亀
元
年
（
七
二
四
年
）
に
聖
武
天
皇
は
行
基
を
派
遣
し
て
、

高
津
の

本
人
麿
は
、
こ
の
高
津
で
死
ん
だ
。
そ
し
て
彼
が
死
ん
で
ま
も
な
く
、

高
津
山
に
あ
る
柿
本
神
社
で
あ
る
。
こ
の
神
社
の
縁
起
に
い
わ
く
。
柿

―
つ
は
、

゜

A

つ

梅
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そ
の
伝
承
が
か
く
も
多
く
、
こ
の
池
に
残
る
の
か
。

湯
抱
の
鴨
山
に
は
、
何
―
つ
人
麿
に
関
す
る
伝
承
も
な
く
、
人
麿
を

祀
る
神
社
も
な
い
。
茂
吉
が
こ
の
地
を
終
焉
池
と
し
た
と
き
は
、
土
地

の
人
は
は
な
は
だ
驚
い
た
が
、
こ
の
地
に
温
泉
も
あ
り
、
土
地
の
繁
盛

の
た
め
に
も
、
人
麿
の
終
焉
地
と
言
っ
た
ら
し
い
。

茂
吉
は
、
は
な
は
だ
名
声
の
高
い
歌
人
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

茂
吉
説
は
多
く
の
人
に
認
め
ら
れ
、
あ
の
高
津
の
鴨
山
に
代
わ
っ
て
、

こ
の
湯
据
の
鴨
山
が
地
図
に
も
、
人
麿
終
焉
地
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な

こ
う
し
て
益
田
市
に
あ
る
多
く
の
人
麿
に
関
す
る
文
化
財
は
意
味
を

失
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
た
い
し
て
、
矢
富
熊
一
郎
氏
と

い
う
地
元
の
史
家
が
高
津
の
柿
本
神
社
の
宮
司
、
中
島
匡
弥
氏
の
援
助

で
「
柿
本
人
麿
公
と
鴨
山
」
と
い
う
著
書
を
書
き
、
茂
吉
説
を
否
定
し

た
。
矢
富
氏
は
地
元
に
残
る
有
形
、
無
形
の
文
化
財
か
ら
い
っ
て
も
こ

の
茂
吉
説
の
誤
謬
を
確
信
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
矢
富
氏
の
著
書

は
、
長
い
間
、
学
界
で
黙
殺
さ
れ
て
い
た
が
、
私
は
「
水
底
の
歌
」
で

矢
富
氏
の
茂
吉
批
判
を
正
し
い
と
し
て
、
人
麿
の
終
焉
地
は
、
高
津
の

鴨
島
以
外
に
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
。

今
回
の
調
査
は
、
こ
の
氷
没
し
た
島
の
実
在
を
確
か
め
よ
う
と
す
る

っ
た
。

＇` 

,
 

社
を
つ
く
っ
て
島
に
と
じ
こ
め
た
と
い
う
。
、
こ
こ
で
は
、
人
麿
様
は
、

け
っ
し
て
歌
の
神
様
で
は
な
く
疫
病
の
神
様
で
あ
る
。

こ
う
い
う
伝
承
も
、
私
は
、
は
な
は
だ
貴
重
な
文
化
財
で
あ
る
と
思

う
。
も
と
よ
り
、
そ
の
す
べ
て
が
真
実
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
一
旦

水
に
沈
め
ら
れ
た
人
麿
様
が
、
ま
た
出
現
し
た
と
い
う
の
は
、
現
実
と

し
て
起
こ
り
に
く
い
こ
と
で
あ
る
が
、
、
そ
こ
に
は
ど
こ
の
ど
う
い
う
文

献
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
、
歴
史
の
真
実
が
か
く
れ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

だ
い
た
い
、
記
録
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
多
く
権
力
者

た
ち
で
あ
る
。
特
に
古
代
に
お
い
て
は
、
地
方
で
は
字
を
書
く
人
も
少

な
く
、
紙
も
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
い
う
状
況

に
お
い
て
、
権
力
の
暗
い
秘
密
に
ふ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
麿
の
話
が
、

ど
う
し
て
中
央
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
よ
う
か
。
こ
の
人
麿
の

秘
密
が
地
元
の
人
に
よ
っ
て
、
秘
か
に
保
存
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
す

れ
ば
伝
承
そ
の
も
の
が
大
き
な
文
化
財
な
の
で
あ
る
。

柳
田
国
男
や
折
口
信
夫
は
、
こ
の
伝
承
の
文
化
財
的
性
格
に
目
を
つ

け
た
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
に
よ
っ
て
、
日
本
の
多
く
の
伝
承
が
採
集

さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
重
要
な
意
味
が
改
め
て
再
認
識
さ
れ
た
。
伝
承
の

文
化
財
的
性
格
は
、
柳
田
、
折
口
に
よ
っ
て
、
初
め
て
発
見
さ
れ
た
と

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
仏
像
、
神
社
、
伝
承
な
ど
益
田
市
に
は
多
く
の

人
麿
に
関
す
る
文
化
財
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
守
っ
て
き
た
の
は
、
地
元

の
人
た
ち
な
の
で
あ
る
。

あ
の
い
わ
ば
公
の
柿
本
神
社
の
方
は
、
鴨
島
沈
没
以
後
、
国
家
の
保

護
を
失
っ
て
、
地
元
の
権
力
者
の
保
護
の
も
と
に
あ
っ
た
し
、
ま
た
、

戸
田
の
柿
本
神
社
に
至
っ
て
は
、
ず
っ
と
人
麿
ゆ
か
り
の
人
の
子
孫
と

称
す
る
土
地
の
人
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
徳
川
時
代
に
な

っ
て
、
や
っ
と
藩
の
わ
ず
か
な
補
助
を
え
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
に
益
田
市
は
、
人
麿
に
関
す
る
豊
か
な
文
化
財
を
も
っ
て

い
た
の
に
、
国
家
的
見
地
か
ら
は
、
こ
の
文
化
財
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん

ど
顧
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
特
に
斎
藤
茂
吉
の
「
鴨
山
考
」
が
出
て
、

人
麿
終
焉
地
が
、
湯
抱
の
鴨
山
に
決
定
さ
れ
、
多
く
の
学
者
が
そ
の
説

に
従
っ
た
た
め
、
ま
さ
に
益
田
市
の
二
つ
の
柿
本
神
社
は
歌
人
柿
本
人

お
お
ち

麿
と
全
く
関
係
の
な
い
神
社
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
の
邑
智
郡
の
、

今
で
さ
え
め
っ
た
に
人
の
行
か
ぬ
、
あ
る
い
は
人
の
行
け
な
い
山
中
に

あ
る
湯
据
の
鴨
山
で
死
ん
だ
人
麿
が
ど
う
し
て
高
津
の
地
に
祀
ら
れ
、

も
の
で
あ
る
が
、
も
し
、
こ
の
島
が
本
当
に
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ

の
水
没
し
た
島
こ
そ
ま
さ
に
最
高
の
文
化
財
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は

数
奇
な
人
麿
の
運
命
に
似
た
運
命
を
た
ど
り
、
水
中
深
く
、
千
古
の
謎

を
秘
め
て
眠
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
島
に
い
ど
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
り
、
調
査
は
ち

ょ
う
ど
予
定
の
半
分
を
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
、
調
査
の
結
果

に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
公
言
で
き
な
い
け
れ
ど
、
島
は
た
し
か
に
存
在

い
。
ず
っ
と
周
囲
は
平
ら
な
土
地
で
あ
る
の
に
、
こ
の
と
こ
ろ
の
み
凹

ま
た
、
ダ
イ
バ
ー
は
一
様
に
、
こ
れ
が
島
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
信
し

て
い
る
。
ダ
イ
バ
ー
の
中
に
は
、
日
本
周
囲
の
海
ば
か
り
か
、
世
界
の

多
く
の
国
の
海
を
も
ぐ
っ
て
経
験
を
も
つ
人
も
多
か
っ
た
が
、
そ
の
経

験
に
照
ら
し
て
、
こ
ん
な
海
は
な
い
と
い
う
。

N
H
K
の
好
意
で
テ
レ
ビ
を
借
り
た
が
、
テ
レ
ビ
で
映
し
出
さ
れ
た

海
中
の
風
景
は
、
ま
さ
に
、
廃
址
の
風
景
で
あ
る
。
大
き
な
石
、
四
角

い
石
や
、
五
角
の
石
、
あ
る
い
は
丸
い
石
が
一
面
に
散
乱
し
て
い
る
。

そ
し
て
参
道
ら
し
い
も
の
、
谷
川
ら
し
い
も
の
、
そ
う
い
う
風
景
が
至

凸
が
激
し
い
。

ま
ず
、
そ
の
実
測
の
結
果
に
よ
る
そ
の
形
状
が
、
は
な
は
だ
島
ら
し

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＇ 

l
1

＇ ー

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
地
元
の
人
は
大
切
に
保
存
し
た
の
で
あ
っ
た
。

あ
の
手
の
な
い
仏
像
と
い
い
、

シ
ャ
レ
コ
ウ
ベ
と
い
い
、

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

へ
ん
な
も
の

-5- - 4 -
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ど
完
全
に
無
視
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。

の

の
文
化
財
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
意
誡
的
に
、
あ
る
い
は
熊

意
職
的
に
池
元
の
入
た
ち
は
、

た
。
古
く
か
ら
伝
承
さ
仇
て
き
た
も
の
に
対
し
て
徳
川
時
代
の
末
ま
で

入
々
は
実
に
つ
つ
ま
し
い
態
度
を
と
っ
た
。

｀

一

ノ

、

し
力
1ー

こ
の
よ
う
な
文
化
財
を
大
切
に
し
て
き

明
治
以
後
の
人
間
は
、

伝
歪
に
対
し
て
い
さ
さ
か
違
っ
た

態
度
を
と
っ
た
。
伝
承
を
人
間
の
坦
性
の
眠
で
合
涅
的
に
解
釈
し
直

し
、
合
連
的
に
解
釈
出
来
な
い
も
の
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
。

入
麿
を
め
ぐ
る
あ
の
奇
怪
な
伝
承
と
、
江
戸
国
学
の
全
く
伝
承
を
類

恩
し
r

屯釈
は
、

万
葉
集
の
文
献
学
的
解
釈
ー
］
＇
そ
う
い
っ
伝
承
を
認
め
な
い

恣
意
に

い
り
易
い
に
よ
っ
て
作
り
上
け
た
人
麿
像
と

は
両
立
し
が
た
い
。
そ
九
ゆ
え
、

そ
う
い
う
伝
承
は
江
戸
国
学
叉
び
そ

の
解
釈
を
＇
て
の
ま
ま
保
存
す
る
現
代
の
国
文
学
者
に
よ
っ
て
、

ほ
と
ん

私
は
そ
こ
に
、
詞
代
入
の
さ
か
し
ら
が
あ
る
を
思
う
。
私
は
、
こ
れ

か
ら
真
の
古
代
世
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
そ
う
い
う
さ

か
し
ら
を
す
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
ど
ん
な
奇
怪
に
見
え
る
伝
承

に
も
、
や
は
り
何
ら
か
の
意
味
の
真
混
炉
含
ま
九
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
在
、
わ
れ
わ
れ
の
浅
い
理
性
で
は
判
断
で
き
な
い
、
暗
く
隠
れ
た
歴

史
の
真
廻
を
伝
桑
は
含
ん
で
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
も
の

：
｀
~
、
J
~
忌
息
：
t
g
i·3i
§
角
:
:
'
も
食
＼
1

g
后
贔
召
ふ
餡
応
§
n
．
を
羞
~
忍
i

3

目

l二
羞
t
!
-
目
を
i
さ
―
~
く
臼
弓
き
i

5
~
日
）
芝
ぎ
足
ー
刃
ぶ

x
ふ
ぇ
く
じ
9
茫
'
S
·ゞ

委
，
；
t
ふ
；
出
尉
f

"
d一暑
＿r忍
こ
―
←
J
；
を
‘
,
q
ょ
t
£
し
t
i
i
i
i
r
i
d
i
i
a
i
l
'
b
i
i
i
i
・

は
、
島
の
跡
を
神
聖
な
土
池
と
し
て
あ
が
め
、
あ
の
大
津
波
の

は
、
莫
然
と
で
あ
る
が
f
十
分
認
織
し
て
い
た
。

歪
免
、

t

t

 

彼

大
の
文
化
財
な
の
で
あ
る
。
こ
の
文
化
財
の
価
値
を
池
元
の
人
た
ち

原
則
で
あ
る
と
私
は
思
う
。

る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

あ
っ

t
‘
}
,
6

、

1了
i
t

の
体
内
に
保
存
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

坦
方
の
民
衆
の
生
活
を
知
る
に
役
立
つ
ば
か
り
か
中
央
の
政
治

の
秘
密
を
知
る
材
闘
に
な
る
の
で
あ
る
。
私
は
思
う
、

た
ら
、

も
し
鴨
島
の
存

国
家
は
こ
の
島
の
保
存
に
力
を
借
す
べ
き
で
あ

る
と
｛
、
そ
れ
が
放
力
で
こ
の
よ
う
な
文
化
財
を
守
り
続
け
た
池
域
社
会

の
住
民
の
長
い
間
の
労
苦
に
酬
い
る
こ
と
で
あ
る
と
忌
う
。
地
域
社
会

の
文
化
財
は
池
域
社
会
に
残
し
、

そ
の
地
域
の
人
に
よ
っ
て
手
厚
く
保

護
さ
汎
る
の
が
一
番
良
い
の
で
あ
る
。

昔
は
よ
く
＼
地
方
に
出
土
し
た
文
化
財
を
中
央
に
取
り
上
げ
た
例
が

は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
中
央
の
学
者
炉
こ
う
い
う
も
の

の
発
郷
に
力
を
貸
し
て
も
そ
れ
を
わ
が
研
究
所
や
わ
が
大
学
に
も
ち
屈

池
域
の
も
の
は
、
地
域
の
入
た
ち
に
と
い
う
の
が
、
文
化
財
保
襲
の

（
京
都
市
立
芸
術
大
学
長
）

こ
の
例
の

、
日
本
の

、
中
央
に
も
な
い

熙
形

。

と

っ

ぁ

こ
の
話
は
こ
の
題
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思

い
意
味
を
回
復
す
る
と
思
う
。

て
何
よ
り
も
島
そ
の
も
の
が
、
最

類
の
中
に
あ
る
も
の
は
、

こ
の
鴨
島
の
こ
と
の
み
歳
の
で
そ
れ
を
書
い

こ
の
翫
明
と
共
に
r

益
田
盲
に

の
文
化
財
も
、
そ
の
正
し

今
＇
「
池
域
社
会
と
文
化
財
」
と
い
う
懸
で

の
実
在
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
る
の
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
と
恩
う
。

か
：
江
に
違
い
迂
い
。

え
な
い
が
r

し
か
し
、
そ
れ
は
時
間
炉
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
島

で
あ

3
9

〔
．
う
。
あ
る
い
は
、

あ
ら
わ
に
な
っ
-
'
も
r

決
定
的
証
拠
に
乏
し

は
℃
科
学
と
い
う
も
の
の
ま
ど
ろ
こ
し
さ
を
感
ぜ
ざ
る
を

っ
た
ら
、
そ
の

っ
た

ヽ
'
,
、
s
0

っ
カ
ー
i
.
し

益
田
市
の
人
た
ち
は

r

の
で
あ
る
。
も
し
、
こ

身
が
、
浩
水
の
で
き
な
い
状
況
で
一
つ
の
も
の
を
鑑
定
す
る
こ
と

た
こ
と
に
な
る
。
歴
史
の
中
に
埋
め
ら
訊
て
い
た
入
麿
の
真
実
を
こ
の

る
が
、

何
分
、
千
年
と
い
う
時
の
流
礼
は
大
き
く

ま
た
、
闘
査
員
自

そ
れ
は
益
田
市
の
池
元
の

の
文
化
財
保
存
の
態
度
が
正
し
か
っ
~

い
。
何
ら
か
の
考
古
学
的
遺
品
あ
る
い
は
地
質
学
的
証
拠
が
必
要
で
あ

も
し
も
、
今
こ
の
島
の
存
在
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

的
証
明
が
い
る
。
そ
の
直
観
を
科
学
的
に
詞
明
す
る
の
は
容
易
で
は
な

し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
之
島
と
祈
定
す
る
に
は
、
科
学

で
あ
る
。
謡
が
見
て
も
、
そ
れ
は
、

）
。
r̀,

グ

の
伝
承
が
疑
わ
れ
、
｀
果
て
は

r

．
水
没
し
た
島
の
存
在
ま
で
事
実
で
は
な

い
と
さ
九
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
r

こ
の
よ
う
な
文
化
財
を
大
切
に
守

っ
て
き
た
旭
方
の
人
々
に
対
す
る
は
な
は
だ
深
い
侮
蔑
で
は
な
い
か
。

島
の
あ
と
に

い
は
い
と
思

謡
よ
り
も
益
田
の
人
で
あ
る
。

J
う
い
う
風
景
を
普
通
の

る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
無
理

つ
ま
り
益
田
市
に
残
る

た
風
景
が
あ
る
。

ロ

る
よ
う
な
伝
承
を
子
々
葵
心
伝
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

闘
す
る
文
化
財
を
保
存
し
た
の
は
、

し
、
中
央
の
学
者
に
よ
っ
て
、
そ

る
と
こ
ろ
に
見
ら
九
る
。

狡
い

で
は
な
は
だ
異
な
っ

あ
る

r

ジ
ャ
レ
コ
ウ
ベ
ま
で
大
切
に
保
存
し
、
あ
ま
り
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・・・・・・・' 
＇ 
i集
,....... 

後i
・・・・・・・・' 

i記
,....... 

◇
巨
人
軍
の
王
選
手
が
つ
い
に
七
五
六
号
ホ

ー
ム
ラ
ン
を
打
ち
、
世
界
新
記
録
を
達
成
し

た
。
十
九
年
間
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ン

ク
・
ア
ー
ロ
ン
よ
り
短
い
期
間
だ
そ
う
だ

が
、
こ
の
間
に
七
五
六
本
も
ホ
ー
ム
ラ
ン
を

打
っ
た
の
だ
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
は
た
い
ヘ

ん
な
偉
業
だ
と
思
う
。
日
米
間
の
レ
ベ
ル
の

違
い
と
か
球
場
の
広
さ
の
違
い
と
か
い
う
こ

と
も
そ
れ
は
厳
密
に
言
え
ば
影
響
は
あ
ろ
う

が
、
そ
ん
な
こ
と
は
度
外
視
し
て
、
日
本
の

王
選
手
が
七
五
六
本
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ

た
の
だ
か
ら
、
一
プ
ロ
野
球
フ
ァ
ン
と
し

て
、
い
や
一
国
民
と
し
て
こ
の
偉
業
を
祝
福

し
た
い
。

◇
政
府
は
こ
の
大
偉
業
に
対
し
て
国
民
栄
誉

章
を
授
与
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
こ
の
章

の
意
味
は
も
う
こ
こ
で
は
触
れ
な
く
て
も
皆

さ
ん
ご
存
知
の
こ
と
と
思
う
が
、
こ
の
中
に

「
社
会
を
明
る
＜
し
、
国
民
に
親
し
ま
れ
る

人
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
王
選
手
の
偉

業
と
と
も
に
、
王
選
手
の
人
柄
に
つ
い
て
は

特
に
、
こ
の
「
国
民
に
親
し
ま
れ
る
」
と
い

う
く
だ
り
が
ピ
ッ
タ
リ
あ
て
は
ま
る
よ
う
な

気
が
す
る
。

◇
一
般
に
、
人
に
親
し
ま
れ
る
、
人
に
好
か

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、

こ
こ
で
一
っ
ひ
と
つ
触
れ
な
く
て
も
ご
理
解

い
た
だ
け
る
と
思
う
が
、
自
分
の
こ
と
し
か

考
え
な
い
若
者
が
増
え
た
と
い
わ
れ
る
昨

今
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
る

ゆ
と
り
の
あ
る
学
校
教
育
に
よ
っ
て
、
子
供

達
が
少
し
で
も
幅
広
い
人
間
に
育
つ
こ
と
を

期
待
し
た
い
。

(

H

)
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