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も
お
回
り
に
な
っ
て
い
る
し
、
慶
応
大
学
で
は
「
民

俗
」
の
ほ
う
の
ご
研
究
も
な
さ
っ
て
、
カ
メ
ラ
マ
ン

と
し
て
同
じ
場
所
の
祭
り
に
何
度
も
行
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
。
つ
ま
り
、
三
年
た
つ
と
お
祭
り
が
変
わ
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
お
撮
り

に
な
っ
て
い
る
。
現
実
に
二
十
年
前
に
行
っ
た
時
と

比
べ
ら
れ
る
と
、
踊
り
そ
の
も
の
は
変
わ
っ
て
い
な

い
け
れ
ど
も
、
着
る
も
の
が
全
部
変
わ
っ
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
問
題
を
し
み
じ
み
と
感
じ
て
お
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

五
條
先
生
は
、
ご
自
分
た
ち
の
日
本
舞
踊
を
活
性

化
す
る
と
い
う
か
、
江
戸
時
代
に
で
き
上
が
っ
た
舞

踊
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
全
体
の
舞
踊
の
振
興
と

い
う
こ
と
で
、
郷
土
芸
能
と
い
う
か
、
民
俗
舞
踊
に

目
を
つ
け
ら
れ
て
、
日
本
民
俗
芸
能
協
会
を
中
心
と

し
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
現
地
の
も
の
を
ご
ら
ん
に
な

っ
て
、
や
は
り
自
分
た
ち
の
身
で
習
得
す
る
た
め
に

何
回
も
足
を
運
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

足
を
運
ん
で
い
る
中
で
、
問
題
点
と
か
、
い
い
面

と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

ま
ず
最
初
に
そ
れ
ぞ
れ
お
話
し
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
芳
賀
先
生
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

芳
賀

昔
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
る
も
の
が
時
代
と

と
も
に
変
わ
っ
た
り
、
な
く
な
っ
た
も
の
も
あ
る
、

ま
た
、
盛
ん
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
と
い
う
の
が
民

俗
芸
能
で
す
。
私
が
身
近
に
感
じ
て
い
ま
す
の
は
、

東
京
の
板
橋
区
徳
丸
に
あ
る
北
野
神
社
の
「
田
遊
び
」

てい談

で
す
。
三
十
年
前
に
い
っ

ぺ
ん
見
た
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
の
当
時
は
、
神
社
の
周
り
は
全
部
田
ん
ぼ

だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
東
京
と
は
い
い
な
が

ら
、
農
家
の
生
活
で
す
。
あ
そ
こ
で
、
田
の
代
か
き

や
田
植
え
の
真
似
を
し
て
、
お
し
ま
い
に
稲
刈
り
、

蔵
入
れ
を
す
る
と
い
う
、
自
分
た
ち
の
働
く
生
活
そ

の
も
の
を
、
豊
作
を
願
い
な
が
ら
「
民
俗
芸
能
」
と

し
て
や
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
十
年
頃
に
な
り
ま
す
と
、
だ

ん
だ
ん
田
ん
ぽ
が
な
く
な
り
、
氏
子
も
お
百
姓
さ
ん

で
は
な
し
に
、
勤
め
人
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
頃
、

「
こ
ん
な
時
代
に
な
っ
た
ら
、
『
田
遊
び
』
な
ん
て
意

味
な
い
か
ら
、
や
め
ち
ま
う
だ
ろ
う
」
と
み
ん
な
思

っ
て
い
た
。
当
人
た
ち
も
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
ご
く
最
近
行
き
ま
す
と
、
ど
う
し
て

ど
う
し
て
行
事
は
き
ち
ん
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
ん
で

す
。
非
常
に
感
動
し
ま
し
た
ね
。

し
か
し
、
見
る
ほ
う
の
人
が
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き

た
ん
で
す
。
三
十
年
前
と
い
う
の
は
、
東
京
の
街
の

人
は
あ
ま
り
見
に
行
か
な
か
っ
た
。
周
り
に
住
む
人

が
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
お
祭
り
だ
と
か
、
あ
る
い
は

我
が
子
が
出
る
と
い
う
の
で
、
周
り
の
家
の
お
ば
さ

ん
た
ち
が
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
と
来
て
お
っ
た
ん
で
す
。

最
近
は
近
所
の
人
よ
り
も
、
学
生
が
た
く
さ
ん
来

る
ん
で
す
。
研
究
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
の
た
め
に
ね
。

徳
丸
の
「
田
遊
び
」
は
東
京
の
「
民
俗
芸
能
」
の
中

の
優
れ
て
い
る
も
の
の

―
つ
で
す
。
質
は
い
い
し
、

民
俗
芸
能
の

保
存
と
活
用

芳
賀
日
出
男

文
化
庁
伝
統
文
化
課
主
任
文
化
財
調
査
官

（
司
会
）
高
橋
秀
雄

民
俗
芸
能
の
保
存
の
現
状

高
橋
今
日
は
、
民
俗
芸
能
が
ど
う
い
う
形
で
保
存

さ
れ
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
活
用
さ
れ
れ
ば
、
日

本
の
全
体
の
文
化
の
向
上
な
り
、
日
本
の
文
化
の
国

際
化
の
た
め
に
役
立
つ
か
と
い
う
お
話
を
、
先
生
方

か
ら
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

．

芳
賀
先
生
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
て
世
界
の
各
国

伝
統
も
あ
る
。
研
究
の
た
め
の
文
献
も
揃
っ
て
い
ま

す
。
今
と
な
っ
て
は
、
や
っ
て
い
る
ほ
う
も
や
め
ら

れ
な
く
な
っ
て
き
た
ん
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
見
ま
す
と
、
「
民
俗
芸
能
」
と
い

う
の
は
、
生
産
と
願
い
と
一
緒
に
な
っ
て
続
け
ば
、

こ
れ
が
一
番
い
い
形
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
く

て
も
、
周
り
に
熱
心
な
質
の
い
い
観
衆
が
お
れ
ば
、

こ
れ
に
も
十
分
支
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。

今
後
、
我
が
国
の
工
業
化
が
さ
ら
に
進
み
、
農
業

や
漁
業
の
部
分
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な

條

詠

全
日
本
郷
土
芸
能
協
会
理
事
長

・
写
真
家

五

昇

日
本
民
俗
芸
能
協
会
常
務
理
事

・
舞
踊
家
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高
橋
秀
雄
氏
り
ー
し

い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
支
え
、
育
て
て
、
励
ま
す
と

い
う
い
い
環
境
r

組
織
が
あ
れ
ば
、
「
民
俗
芸
能
」
は

残
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
希
望
を
最
近
は
持
っ
て

お
り
ま
す
。

高
橋
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

五
條
先
生
は
い
か
炉
で
し
ょ
う
か
。

五
條
宗
教
的
な
面
で
支
え
ら
れ
て
い
る
民
俗
芸
能

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
今
の
若
い
人
た
ち
は
r

生
活
が
変
わ
り
、
教
育
が
変
わ
り
r

そ
し
て
宗
教
心

み
た
い
な
も
の
が
昔
の
人
と
違
っ
て
き
て
い
ま
す
か

ら
、
そ
う
い
う
宗
教
心
で
支
え
ら
れ
て
い
る
「
民
俗

芸
能
」
は
ま
す
ま
す
保
存
が
む
ず
か
し
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

し
っ
か
り
し
た
お
寺
や
神
社
で
す
と

r

そ
の
寺
と

し
て
保
存
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

一
般
的
に
は
そ
の
支
え
に
な
る
参
加
す
る
人
、
殊
に

若
い
人
が
ほ
ん
と
に
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

昔
は
若
い
人
た
ち
が
参
加
す
る
こ
と
に
誇
り
を
も

で
す
。
「
古
い
形
を
変
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
と

f

「新

し
い
生
活
」
と
の
間
の
調
和
だ
と
思
い
ま
す
。

最
近
、
伝
統
的
な
お
祭
り
へ
行
き
ま
す
と
、
峠
を

着
て
出
て
き
ま
す
°
峠
を
着
て
い
て
、
髪
の
形
は
現

代
風
で
も
、
そ
ん
な
に
違
和
感
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

体
操
着
な
ん
か
で
出
て
こ
ら
れ
る
と
、
〈
写
真
を
撮
る

の
に
困
っ
た
な
〉
と
思
う
。
祭
り
の
風
俗
に
も
調
和

を
と
る
感
覚
を
我
々
は
学
ば
な
け
れ
ば
伝
統
の
良
さ

は
維
持
さ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

高
橋
そ
う
い
う
意
味
で
、
「
民
俗
」
と
「
芸
能
」
と

い
う
の
は
、
実
は
相
反
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
土
地
の
生
活
を
豊

か
に
し
、
み
ん
な
が
仲
良
く
暮
ら
せ
る
よ
う
に
す
る

た
め
の
一
番
い
い
方
法
を
根
づ
か
せ
て
、
そ
れ
で
や

っ
て
い
け
ば
地
域
自
体
が
非
常
に
の
ど
か
に
楽
し
く

暮
ら
せ
る
ん
だ
と
い
う
＂
し
き
た
り
“
を
つ
く
っ
て

い
く
の
が
「
民
俗
」
だ
と
思
う
ん
で
す
。

逆
に
「
芸
能
」
と
い
う
の
は
、
い
み
じ
く
も
「
歌

舞
伎
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
「
傾
く
」
性
格

五
條
詠
昇
氏
心

っ
て
い
た
も
の
で
す
け
れ
ど
。

今
の
若
者
た
ち
に
宗
教
的
な
精
神
や
愛
郷
心
炉
甦

れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
こ
の
ま
ま
こ
の
風
潮
輩
ど
ん

ど
ん
進
ん
で
邸
＇
く
と
す
る
な
ら
ば
、
思
い
き
っ
て
宗

教
行
事
と
切
り
離
し
た
「
芸
能
」
と
し
て
、
せ
め
て

「
か
た
ち
」
だ
け
で
も
何
と
か
保
存
の
道
を
考
え
な

け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
、
こ
の
頃
思
っ
て
お
り
ま
す
。

高
橋
宜
條
先
生
の
お
話
し
下
さ
っ
た
例
で
、
三
月

に
静
岡
県
大
井
川
町
藤
守
の
「
田
遊
び
」
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
こ
の
間
見
て
こ
ら
れ
た
方
が

い
て
、
非
常
に
嘆
い
て
お
ら
れ
た
。
何
を
嘆
い
て
お

ら
れ
た
と
い
う
と
、
若
者
た
ち
が
自
分
の
や
る
役
の

時
に
な
る
と
オ
ー
ト
バ
イ
で
乗
り
つ
け
て
き
ま
し
て
、

自
分
の
踊
り
だ
け
を
受
け
持
っ
て
や
る
と
、
ま
た
オ

ー
ト
バ
イ
に
乗
っ
て
サ
ッ
サ
と
帰
っ
て
し
ま
う
と
い

う
わ
け
で
す
。
「
昔
は
七
日
間
ち
ゃ
ん
と
こ
も
っ
て
、

精
進
潔
斎
し
て
お
祭
り
に
参
加
し
た
。
そ
れ
な
の
に

今
の
若
者
は
そ
う
や
っ
て
い
る
」
と
い
う
嘆
き
が
最

近
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
非
常
に
問
題
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

も
う
―
つ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、
今
た
ま
た
ま
宗

教
の
話
が
出
た
ん
で
す
が
、
つ
ま
り
そ
の
若
者
た
ち

は
、
お
そ
ら
く
神
社
に
対
す
る
年
配
の
人
が
持
っ
て

い
る
宗
教
的
な
心
、
神
社
の
前
に
来
た
ら
お
じ
ぎ
を

し
て
参
拝
す
る
ん
だ
と
い
う
意
識
す
ら
も
、
も
は
や

失
っ
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
け
ど
も
、
も
し
本

芳
賀
日
出
男
氏

を
持
っ
て
い
る
。
流
行
を
追
う
と
い
う
性
格
を
持
っ

て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
の
最
た
る
も
の
が
「
風

流
」
だ
と
思
う
ん
で
す
。
「
風
流
」
の
踊
り
と
は
最
初

の
も
の
に
、
ど
ん
ど
ん
つ
け
加
え
て
い
く
。
き
ら
び

や
か
に
す
れ
ば
す
る
だ
け
神
様
が
喜
ん
で
く
れ
る
と

い
う
の
で
、
流
行
の
も
の
を
当
時
は
ど
ん
ど
ん
入
れ

込
ん
で
き
た
わ
け
で
す
。
明
治
以
前
は
そ
う
い
う
形

で
、
す
ご
い
「
風
流
」
の
踊
り
な
り
、
「
風
流
」
の
も

の
が
盛
ん
に
な
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
明
治

に
な
っ
て
か
ら
途
切
れ
た
形
に
な
っ
た
と
思
う
ん
で

す。五
條
近
頃
は
、
「
民
俗
芸
能
」
に
対
し
て
尊
敬
す
る

気
持
ち
が
み
ん
な
だ
ん
だ
ん
な
く
な
っ
て
き
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
昔
は
も
っ
と
「
民
俗
芸

能
」
に
対
し
て
尊
敬
す
る
と
い
う
よ
う
な
気
分
が
た

ぶ
ん
に
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
大
切
に
す
る
と
い

う
意
味
の
ね
。

こ
の
頃
は
、
民
俗
芸
能
も
―
つ
の
〈
芸
能
〉
と
い

う
こ
と
で
、
自
分
た
ち
が
楽
し
む
も
の
と
同
列
の
も

親
代
感
覚
と
の
調
和

当
に
何
も
な
け
れ
ば
「
行
か
な
い
」
と
い
っ
て
行
か

な
い
は
ず
な
の
州
、
オ
ー
ト
バ
イ
に
し
ろ
乗
っ
て
き

ま
し
て
、
自
分
の
役
だ
け
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
や
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
民
俗
芸
能
」
と
い
う
か
、
「
ふ

る
さ
と
の
心
」
と
い
う
も
の
を
彼
ら
は
ま
だ
持
ち
続

け
て
い
て
、
地
域
社
会
の
中
で
生
活
し
て
い
く
た
め

に
大
事
な
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
い
う
点
も
一
っ
く
み
取
っ
て
あ
げ
な
い
と
、

も
し
こ
こ
で
そ
う
い
う
青
年
た
ち
に
向
か
っ
て
r

「何

だ
、
だ
ら
し
が
な
い
。
一
週
間
の
お
こ
も
り
を
し
な

い
な
ら

f

お
ま
え
ら
来
る
な
」
と
言
っ
た
ら
、
「
じ

支
来
な
く
て
い
い
ん
で
す
か
」
と
言
っ
て
や
め
て

し
ま
っ
て
、
あ
と
だ
れ
が
や
る
か
と
い
う
と
、
や
る

人
が
い
な
く
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
ん
で
す
。

で
す
か
ら

f

「
民
俗
」
と
「
芸
能
」
と
の
問
題
点

で
、
「
民
俗
」
の
中
に
ま
つ
わ
る
部
分
の
ど
の
部
分
が

切
り
捨
て
ら
れ
、
ど
の
部
分
は
残
し
て
い
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
も

r

同
時
に
は
ら
ん
で

い
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。

芳
賀
私
は
い
つ
も
祭
り
の
場
に
行
っ
て
考
え
ま
す

こ
と
は
、
生
活
は
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
わ
け
で

す
よ
。
し
か
し
、
民
俗
芸
能
で
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、

と
に
か
く
古
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

を
ど
う
や
っ
て
う
ま
く
続
け
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

の
み
た
い
に
、
何
か
そ
う
い
う
要
素
が
な
い
と
つ
ま

ら
な
い
み
た
い
な
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
方
面
か
ら

な
が
め
て
、
お
も
し
ろ
け
れ
ば
参
加
す
る
み
た
い
な

こ
と
て
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
「
民
俗
芸
能
」
を

粗
末
に
考
え
て
い
る
人
が
多
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ

う
い
う
こ
と
も
だ
ん
だ
ん
廃
れ
さ
せ
て
い
く
大
き
な

原
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
と
指
導
す
る
方
も
、
若
い
人
た
ち
に
遠
慮
を
し
な

い
で
、
自
分
た
ち
の
芸
能
の
値
打
ち
を
し
っ
か
り
教

え
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
若
い
人
た
ち
が
も
っ

と
も
っ
と
自
分
た
ち
が
行
っ
て
い
る
民
俗
芸
能
は
価

値
が
あ
る
ん
だ
と
認
識
で
き
た
ら
安
心
で
き
る
と
思

う
ん
で
す
。

芳
賀
そ
の
辺
は
お
互
い
に
勉
強
を
も
っ
と
す
る
必

要
が
あ
る
。
自
分
た
ち
の
伝
統
の
よ
さ
と
か
、
尊
さ

を
充
分
に
よ
く
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
〈
た
だ
昔
か
ら

や
っ
て
い
る
も
の
〉
と
思
い
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
伝

統
の
意
味
と
価
値
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
う
い

う
ふ
う
に
教
え
て
く
れ
る
指
導
者
も
た
く
さ
ん
い
て

ほ
し
い
。

例
え
ば
さ
っ
き
お
話
が
あ
り
ま
し
た
藤
守
の
「
田

遊
び
」
で
、
今
の
人
は
、
”
お
こ
も
り
“
（
祭
り
に
醜

む
た
め
に
身
を
清
め

f

精
進
潔
斎
し
て
泊
り
こ
む
こ

と
）
を
し
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
あ
ま
り
意
味
を
持

た
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
r

野
球
と
か
、

ラ
グ
ビ
ー
の
選
手
は
合
宿
を
し
て
い
る
の
で
す
。
こ

れ
も
”
お
こ
も
り
“
で
す
。
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
メ

-7- - 6 -
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ン
バ
ー
の
団
結
が
で
き
な
く
て
勝
て
な
い
わ
け
だ
。

そ
の
辺
か
ら
、
同
じ
次
元
で
話
を
し
て
も
ら
っ
て
、

た
だ
単
に
豊
作
を
願
う
た
め
で
は
な
い
の
だ
、
自
分

た
ち
が
「
田
遊
び
」
で
”
変
身
“
を
し
て
、
普
段
と

異
な
っ
た
力
を
発
揮
す
る
実
験
の
場
だ
と
。
そ
の
た

め
に
は
オ
ー
ト
バ
イ
で
ス
ー
ツ
と
来
て
で
き
る
も
ん

か
、
や
っ
ぱ
り
一
晩
“
お
こ
も
り
“
し
て
、
そ
こ
で

ぉ
密
即
も
い
た
だ
い
て
、
今
ま
で
の
日
常
生
活
と
断

絶
し
、
翌
日
の
行
事
に
没
頭
す
る
。
そ
う
い
う
タ
イ

ム
ト
ン
ネ
ル
が
な
い
と
団
結
心
が
生
ま
れ
な
い
。
野

球
と
同
じ
で
そ
れ
を
や
ら
な
け
れ
ば
行
事
は
う
ま
く

ゆ
か
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
若
い
人
に
も
っ
と

知
っ
て
も
ら
い
た
い
。

高
橋
今
、
芳
賀
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
教

え
方
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
物
事
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
る
お
年
寄
り
の
方
は
少
な
い
ん
で

す
。
自
分
た
ち
が
そ
の
ま
ま
き
て
い
る
か
ら
、
そ
の

通
り
お
ま
え
た
ち
は
や
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と

だ
け
で
す
ね
。

例
え
ば
近
頃
、
風
呂
敷
が
復
活
し
て
い
る
ん
で
す
。

復
活
と
い
う
か
ね
。
風
呂
敷
と
い
う
の
は
確
か
に
非

常
に
便
利
な
も
の
で
、
自
由
に
大
き
く
も
小
さ
く
も

包
め
る
。
袋
物
と
違
っ
て
、
自
由
自
在
で
し
ょ
う
。

い
ろ
い
ろ
説
明
に
行
く
時
に
、
資
料
が
ほ
ん
と
に
た

く
さ
ん
の
時
と
少
な
い
時
が
あ
る
の
で
、
風
呂
敷
が

一
番
便
利
な
ん
で
す
。
一
番
使
っ
て
い
る
の
は
役
人

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
風
呂
敷
の
効
用
を
最

お
じ
い
ち
ゃ
ん
か
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
「
孫
に
お
稽

古
を
さ
せ
た
い
」
と
い
う
人
で
も
い
れ
ば
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
た
ち
が
連
れ
て
く
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

そ
う
い
う
人
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
今
、
社

会
の
中
心
の
層
に
な
っ
て
い
る
人
た
ち
は
そ
う
い
う

も
の
に
触
れ
た
こ
と
が
な
い
。
だ
か
ら
、
習
わ
せ
る

と
い
う
こ
と
は
ち
っ
と
も
思
わ
な
い
。
で
す
か
ら
、

民
俗
芸
能
ば
か
り
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
古
典
芸
能
の

世
界
で
も
、
後
継
者
の
こ
と
は
、
今
た
い
へ
ん
な
問

題
で
す
。

芳
賀
も
っ
と
も
で
す
。
支
持
者
が
わ
ず
か
ず
つ
で

も
増
え
て
い
か
な
い
と
、
”
土
壌
“
は
な
か
な
か
で
き

な
い
。
だ
か
ら
、
戦
争
で
失
っ
た
古
典
芸
能
の
世
代

の
損
失
は
今
に
な
っ
て
非
常
に
大
き
い
で
す
よ
。

高
橋
大
き
い
と
思
い
ま
す
ね
。
要
す
る
に
、
「
芸
」

と
か
、
「
芸
能
」
と
か
、
「
芸
術
」
と
い
う
も
の
は
、

〈
頭
で
理
解
す
る
〉
の
で
は
な
く
て
、
〈
体
で
感
じ
る
〉

も
の
な
ん
で
す
よ
ね
。
自
分
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
の
は
、
芳
賀
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う

に
、
久
保
田
万
太
郎
先
生
が
子
供
の
頃
に
歌
舞
伎
に

背
負
わ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
同
じ
よ

う
な
人
た
ち
が
か
な
り
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
何

か
わ
け
が
分
か
ら
ん
け
れ
ど
も
、
子
供
の
頃
に
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
が
行
く
か
ら
「
つ
い
て
お
い
で
」
と
言
わ

れ
て
、
歌
舞
伎
座
の
枡
席
に
座
っ
て
い
る
と
、
お
菓

子
も
食
べ
ら
れ
る
し
、
何
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

き
れ
い
だ
。
「
き
れ
い
、
き
れ
い
」
と
言
っ
て
何
か
食

；で，
9

学
校
教
育
に
取
り
入
れ
る
試
み
碍

近
の
若
者
が
見
つ
け
出
し
て
、
し
か
も
新
し
い
デ
ザ

ィ
ン
の
風
呂
敷
を
使
っ
た
り
と
い
・
う
こ
と
が
あ
り
ま

す。
そ
れ
か
ら
、
歌
舞
伎
に
関
し
て
も
、
新
し
い
色
彩

感
覚
と
か
、
そ
う
い
う
見
直
し
方
を
し
て
い
る
わ
け

で
す
。と

い
う
こ
と
は
、
伝
統
の
中
に
持
っ
て
い
る
の
に
、

実
は
そ
れ
を
教
え
る
べ
き
人
が
気
が
つ
い
て
い
な
い
。

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
、
教
え
ら
れ
な
く

て
そ
の
ま
ま
済
ん
で
い
た
こ
と
が
、
若
い
者
が
ポ
ッ

と
見
た
時
に
、
も
の
す
ご
い
新
し
い
刺
激
を
受
け
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
「
つ
い
て
こ
い
●
つ
い
て
こ

い
」
と
言
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
大
人
の
ほ
う
も
も

う
少
し
勉
強
し
直
し
を
し
て
、
「
実
は
こ
う
い
う
良
さ

が
あ
る
ん
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
る
こ

と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

芳
賀
十
七
、
八
の
多
感
的
な
時
に
、
い
ろ
ん
な
「
民

俗
芸
能
」
と
か
、
伝
統
的
な
も
の
に
触
れ
さ
せ
る
こ

と
も
い
い
ん
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
何
だ
か
分
か

ら
ん
赤
ん
坊
の
時
に
、
連
れ
て
行
っ
て
な
じ
ま
せ
る

と
い
う
こ
と
も
相
当
効
果
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

久
保
田
万
太
郎
先
生
に
お
話
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
ど
う
し
て
自
分
が
そ
ん
な
に
歌
舞
伎
の

べ
て
い
る
う
ち
に
、
眠
く
な
っ
て
寝
ち
ゃ
っ
た
。
で

も
、
寝
な
が
ら
、
常
に
歌
舞
伎
の
音
が
入
っ
て
き
て
、

育
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
必
ず
“
ふ
る
さ
と
帰
り
“

と
い
う
か
、
そ
の
音
で
も
と
へ
戻
っ
て
く
る
と
い
う

こ

と

が

あ

る

わ

け

で

す

。

．

そ
れ
か
ら
、
祭
り
好
き
と
い
う
の
も
比
較
的
そ
う

な
ん
で
す
。
あ
の
祭
り
の
音
を
聞
く
と
、
何
と
な
く

ヮ
ァ
ワ
ァ
ワ
ァ
と
飛
び
出
し
て
い
く
よ
う
な
人
た
ち

は
、
や
は
り
子
供
の
頃
に
祭
り
太
鼓
と
か
、
祭
り
囃

子
を
何
ど
な
く
聞
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
い
い
と

か
悪
い
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
聞
い
て
し
ま

っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
血
が
騒
ぐ
と
い
う
こ
と
で
す
。

”
三
子
の
魂
百
ま
で
も
“
と
言
う
よ
う
に
、
そ
う
い

う
状
況
が
必
要
だ
け
れ
ど
も
、
戦
後
そ
れ
が
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
。
「
芸
能
」
に
目
を
つ
け
さ
せ
る
た
め
に

は
、
要
す
る
に
子
供
の
頃
か
ら
や
ら
せ
る
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

高
橋
一
っ
お
も
し
ろ
い
例
を
お
話
し
ま
し
ょ
う
。

栃
木
県
の
今
市
市
に
、
「
小
林
の
獅
子
舞
」
と
い
う
の

が
あ
る
ん
で
す
。
ず
う
っ
と
や
っ
て
い
た
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
だ
れ
も
来
な
い
ん
で
す
。
そ
の
土
地
の
人

た
ち
だ
け
が
お
祭
り
の
日
に
な
る
と
笛
や
太
鼓
を
鳴

ら
し
て
、
三
匹
獅
子
を
舞
っ
て
奉
納
し
て
い
た
わ
け

で
す
。 II

三
子
の
魂
百
ま
で
も
II

脚
本
を
書
き
た
く
な
る
の
か
と
い
う
と
、
赤
ん
坊
の

時
に
お
ば
あ
さ
ん
に
お
ぶ
わ
れ
て
、
し
ば
し
ば
歌
舞

伎
を
見
に
行
っ
た
。
た
ぶ
ん
そ
の
時
は
立
派
な
歌
舞

伎
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
下
町
で
や
っ
て
い
る
よ
う

な
歌
舞
伎
だ
っ
た
。
そ
れ
を
眠
り
な
が
ら
「
ヤ
ー
ツ
」

と
か
な
ん
か
い
う
声
を
聞
い
た
よ
う
な
覚
え
が
あ
る
。

そ
の
気
持
ち
が
後
ま
で
も
お
ば
あ
さ
ん
を
慕
う
懐
か

し
さ
と
一
緒
に
自
分
の
中
に
育
っ
て
き
た
。
大
き
く

な
っ
て
か
ら
ど
ん
ど
ん
歌
舞
伎
の
世
界
へ
入
り
込
み
、

そ
の
中
で
仕
事
を
し
た
い
と
い
う
気
分
が
出
て
き
た

と
い
う
ん
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
い
い
話
だ
と
思
い

ま
し
た
ね
。

と
い
う
の
は
、
子
供
の
時
に
お
祭
り
に
連
れ
て
い

か
れ
た
り
、
踊
り
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
も
、

分
か
り
っ
こ
な
い
で
す
。
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
経
験
が
あ
れ
ば
、
後
で
物
心
が
つ
い
て
き

た
時
に
、
そ
れ
を
ま
さ
ぐ
っ
て
自
分
が
近
づ
こ
う
と

い
う
気
持
ち
が
出
て
く
る
の
で
す
。

五
條
日
本
舞
踊
の
世
界
で
も
、
子
供
の
時
の
経
験

が
大
切
な
の
で
す
が
、
今
は
子
供
が
お
稽
古
に
来
な

い
ん
で
す
。
な
ぜ
来
な
い
か
と
い
う
と
、
親
が
「
稽

古
事
」
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
で
育
っ
た
わ
け
で

す
。
戦
争
後
の
一
番
大
変
な
時
に
育
っ
て
し
ま
っ
て
、

そ
の
時
は
お
稽
古
事
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

そ
う
い
う
も
の
に
触
れ
る
機
会
が
全
く
な
か
っ
た
か

ら
、
日
本
舞
踊
な
ん
て
全
然
縁
も
ゆ
か
り
も
な
く
育

っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
ね
。

そ
こ
の
小
学
校
の
先
生
が
、
〈
こ
こ
に
“
三
匹
獅
子
“

と
い
う
郷
土
芸
能
が
あ
る
。
こ
れ
を
子
供
た
ち
に
何

と
か
し
て
教
え
た
い
〉
と
思
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
考
え

て
、
保
存
会
の
人
と
も
話
を
し
た
。
保
存
会
の
人
た

ち
は
「
放
課
後
で
い
い
か
ら
、
お
れ
た
ち
が
行
っ
て

教
え
て
や
る
か
ら
」
と
。
し
か
し
、
本
式
に
踊
る
と

い
う
の
は
、
結
構
難
し
い
ん
で
す
。
学
校
の
先
生
は

〈
と
て
も
小
学
生
に
本
式
に
踊
ら
せ
る
と
い
う
の
は

無
理
だ
〉
と
思
っ
て
、
”
三
匹
獅
子
“
を
も
と
に
し
て

「
獅
子
舞
体
操
」
と
い
う
の
を
考
え
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
学
校
の
運
動
会
の
時
に
は
、
「
獅
子
舞
体

操
」
を
や
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
獅
子
舞
の
規
則

の
足
の
踏
み
方
を
も
と
に
し
て
、
合
わ
せ
て
踊
ら
せ

た
わ
け
で
す
。

芳
賀
な
る
ほ
ど
基
本
だ
け
は
し
っ
か
り
教
え
る
こ

と

に

な

り

ま

す

ね

。

．

高
橋
そ
う
そ
う
。
そ
れ
を
始
め
た
ら
、
秋
の
お
祭

り
に
子
供
た
ち
が
本
物
を
見
に
来
た
。
お
母
さ
ん
も

つ
い
て
き
た
。
や
る
人
た
ち
が
「
オ
ッ
、
来
た
ぞ
」

と
喜
ん
で
踊
っ
た
か
ら
、
活
気
が
出
た
。
そ
れ
を
見

て
、
夜
店
ま
で
が
来
て
、
今
、
夜
店
が
出
る
よ
う
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
郷
土
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
を
う
ま

く
学
校
教
育
の
中
に
取
り
入
れ
て
、
全
体
の
地
域
の

活
性
化
と
い
う
形
で
成
功
し
た
例
と
し
て
、
大
変
お

も
し
ろ
く
感
じ
た
ん
で
す
。

五
條
中
学
校
で
そ
う
い
う
運
動
を
し
て
い
る
と
い
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う
の
は
時
々
聞
く
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
の
は
全
国
的
に
少
な
い
ん
で
す
か
。

高
橋
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
は
あ
る
も
の
の
、
全
国
的

に
は
や
は
り
ま
だ
多
く
は
な
い
よ
う
で
す
。

芳
賀
や
は
り
ジ
ュ
ニ
ア
を
、
幼
稚
園
か
ら
小
学
校

の
'I

I

、
三
年
生
ま
で
の
間
の
グ
ル
ー
プ
を
た
く
さ
ん

つ
く
っ
て
、
体
験
さ
せ
て
い
く
。
途
中
、
十
六
、
七

の
頃
は
独
立
心
旺
盛
で
す
し
、
今
は
入
学
試
験
も
あ

り
ま
す
し
9

そ
れ
か
ら
離
れ
て
も
い
い
ん
で
す
。
ま

た
四
十
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
戻
っ
て
く
れ
ば
い
い
ん
で

す
。
シ
ャ
ケ
が
卵
の
時
に
川
に
お
り
た
と
い
う
の
と

同
じ
に
、
（
笑
い
）
物
の
分
か
ら
ん
時
ぐ
ら
い
に
、
子

供
用
の
も
の
を
こ
し
ら
え
て
、
よ
く
教
え
る
。
獅
子

舞
な
ら
足
の
動
き
の
基
本
的
な
こ
と
は
し
っ
か
り
教

え
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
も
っ
と
伝
承
が
図
れ
る
と
思

い
ま
す
ね
。

五
條
早
く
種
子
を
植
え
つ
け
る
こ
と
で
す
ね
。
各

保
存
会
で
の
ジ
ュ
ニ
ア
の
養
成
は
、
実
際
に
は
な
か

な
か
難
し
い
現
状
の
よ
う
で
す
か
ら
、
何
と
か
学
校

と
提
携
し
て
、
学
校
教
育
の
枠
の
中
に
取
り
入
れ
て
、

先
々
は
コ
ン
ク
ー
ル
を
す
る
と
か
、
全
国
青
少
年
民

俗
芸
能
伝
承
大
会
と
か
、
何
と
か
し
て
振
興
す
る
と

い
う
方
向
に
持
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
ね
。
何
と

い
っ
て
も
後
継
者
養
成
が
一
番
大
切
だ
し
、
急
務
で

す
か
ら
。

そ
れ
か
ら
、
記
録
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
教
育
委

員
会
や
保
存
会
で
の
文
書
に
よ
る
記
録
は
よ
く
整
備

イ
ザ
ー
の
演
奏
者
と
結
託
を
し
ま
し
て
、
シ
ン
セ
サ

イ
ザ
ー
に
よ
る
「
八
岐
大
蛇
」
、
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
に

よ
る
「
桃
太
郎
」
と
い
う
の
を
始
め
て
い
る
ん
で
す
。

果
た
し
て
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
と
神
楽
が
ど
う
結
び
つ

く
の
か
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
問
題
で
す
け
れ

ど
も
、
徐
々
に
活
用
の
問
題
で
、
つ
ま
り
文
化
財
と

し
て
の
「
民
俗
芸
能
」
で
は
な
く
て
、
生
き
て
い
る

文
化
と
し
て
の
「
民
俗
芸
能
」
を
志
向
す
る
若
い
人

た
ち
も
だ
ん
だ
ん
出
て
き
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
す

る
ん
で
す
。

例
の
小
口
大
八
さ
ん
も
、
言
う
な
れ
ば
「
小
口
流
」

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

た
だ
私
は
演
技
の
技
法
に
つ
い
て
の
記
録
を
あ
ま

り

見

た

こ

と

が

な

い

ん

で

す

。

‘

行
事
全
体
を
と
ら
え
た
フ
ィ
ル
ム
や
ビ
デ
オ
に
よ

る
記
録
は
良
く
出
来
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
中
身

の
演
技
の
部
分
で
舞
踊
な
ら
舞
踊
の
技
法
だ
け
を
綿

密
に
正
確
に
記
録
す
る
と
い
う
目
的
で
つ
く
ら
れ
た

も
の
が
な
い
の
は
残
念
で
す
。

今
、
音
楽
や
舞
踊
の
専
門
家
に
よ
る
現
地
で
の
技

法
の
体
得
と
、
記
録
の
作
製
が
、
日
本
民
俗
芸
能
協

会
で
文
化
庁
の
助
成
事
業
と
し
て
す
す
め
ら
れ
て
い

る
ん
で
す
が
、
民
俗
芸
能
の
伝
承
者
が
ど
ん
ど
ん
少

な
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
専
門
家
に
よ
る
こ
う
し

た
作
業
を
今
の
う
ち
に
す
す
め
な
け
れ
ば
と
痛
感
し

て
い
ま
す
。
万
一
伝
承
者
が
い
な
く
な
っ
て
も
、
精

密
な
技
法
の
記
録
が
あ
れ
ば
、
復
活
さ
せ
る
こ
と
も

で
き
る
わ
け
で
す
。

い
つ
ぞ
や
も
保
存
会
の
方
々
が
「
こ
う
い
う
記
録

が
出
来
れ
ば
安
心
だ
。
将
来
私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
分

か
ら
な
く
な
っ
た
時
は
、
教
え
て
も
ら
い
に
行
き
ま

す
よ
」
と
喜
ば
れ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
本
当
に

芸
能
の
継
承
が
心
配
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
こ
と
を
よ

く
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

の
太
鼓
の
元
祖
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
方
は
ド
ラ
マ

ー
の
ジ
ョ
ー
ジ
川
口
さ
ん
と
も
競
演
す
る
わ
け
で
す
。

壮
烈
な
太
鼓
合
戦
な
ん
で
す
。
や
っ
ぱ
り
聞
い
て
い

て
震
え
る
も
の
で
す
ね
、
あ
の
二
人
が
命
を
か
け
て

張
り
合
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

そ
う
い
う
新
し
い
動
き
が
今
後
も
出
て
き
て
、
活

用
と
い
う
こ
と
で
は
、
つ
ま
り
文
化
財
を
は
み
出
し

て
、
な
お
か
つ
振
興
が
あ
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん

で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
も
と
で
あ
る
文
化
財
の
「
民

俗
芸
能
」
を
き
ち
っ
と
し
て
お
く
こ
と
。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
泉
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
若
者
が
い
い

と
こ
ろ
を
く
ん
で
き
て
、
そ
れ
に
自
分
の
ブ
レ
ン
ド

し
た
味
を
つ
け
て
み
る
と
い
う
時
代
が
や
が
て
来
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

芳
賀
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
経
験
を

し
ま
し
た
の
は
、
八
月
十
日
頃
の
高
知
市
の
「
よ
さ

こ
い
鳴
子
踊
り
」
で
す
。
見
に
行
く
と
、
若
い
人
の

団
体
が
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
出
て
く
る
ん
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
が
み
ん
な
ト
ラ
ッ
ク
に
楽
団

を
乗
せ
て
、
そ
こ
で
エ
レ
キ
を
や
る
わ
け
で
す
。
し

び
れ
る
音
楽
で
若
者
た
ち
に
人
気
が
湧
く
。

祭
り
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
商
工
会
議
所
の
人
か
ら

「
こ
れ
を
見
て
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
聞
か
れ
ま
し

た
。
若
い
人
が
た
く
さ
ん
参
加
し
て
い
る
の
は
非
常

に
い
い
こ
と
だ
。
ち
ょ
っ
と
物
足
り
な
い
の
は
、
エ

レ
キ
が
出
て
き
た
た
め
に
、
ち
ゃ
ん
と
三
味
線
を
弾

い
て
や
る
伝
統
的
な
「
よ
さ
こ
い
節
」
の
方
が
ど
っ

高
橋
次
に
「
民
俗
芸
能
」
の
活
用
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
に
は
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
芸
能
と
い
わ
れ
る
雅

楽
、
能
楽
、
歌
舞
伎
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
と
い
う
よ

う
な
、
プ
ロ
の
完
成
さ
れ
た
形
の
す
ぐ
れ
た
芸
能
も

数
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
の
「
民
俗
芸
能
」

の
中
に
あ
る
日
本
人
の
心
の
発
露
が
一
っ
の
芸
能
と

し
て
固
ま
っ
た
も
の
を
も
と
に
し
て
、
も
う
一
度
掘

り
起
こ
し
て
活
用
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

新
し
い
芸
術
表
現
な
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
つ
く
り

上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
。

芳
賀
最
近
は
ど
こ
の
町
も
だ
ん
だ
ん
特
色
を
持
と

う
と
い
う
気
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
村
や
町
の
暮
ら

し
の
中
で
も
、
グ
ル
メ
流
行
で
、
何
か
お
い
し
い
食

べ
物
を
自
分
た
ち
で
開
発
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
盛

ん
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
将
来
は
「
民
俗
芸
能
」

に
も
そ
の
波
が
く
る
と
期
待
し
て
い
る
。
村
人
が
そ

れ
ぞ
れ
の
人
生
に
特
色
を
持
と
う
と
い
う
気
持
ち
と
、

結
び
つ
い
て
く
れ
る
と
、
「
民
俗
芸
能
」
に
つ
い
て
も

熱
心
に
な
っ
て
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。

高
橋
岡
山
に
「
備
中
神
楽
」
と
い
う
の
が
あ
る
ん

で
す
が
、
そ
の
「
備
中
神
楽
」
の
社
中
で
、
ち
ゃ
ん

と
「
備
中
神
楽
」
を
踊
る
青
年
が
、
あ
る
シ
ン
セ
サ

か
へ
い
っ
ち
ま
っ
た
。
エ
レ
キ
は
エ
レ
キ
で
や
り
な

さ
い
。
し
か
し
、
一
番
最
初
に
は
模
範
と
し
て
伝
統

的
な
行
列
を
三
つ
か
四
つ
、
正
調
「
よ
さ
こ
い
節
」

で
や
り
、
よ
く
聞
か
せ
て
、
見
せ
る
。
そ
の
後
か
ら

ガ
ン
ガ
ン
や
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
と
申
し
上
げ
た
こ

と
が
あ
る
ん
で
す
。

伝
統
芸
能
は
大
切
に
保
存
す
る
。
芸
能
と
し
て
は

み
出
し
て
暴
れ
る
の
は
そ
れ
な
り
に
元
気
よ
く
や
る
。

そ
う
い
う
重
層
的
な
方
法
で
や
っ
て
い
く
こ
と
が
物

事
の
発
展
し
て
い
く
姿
で
す
。

五
條
そ
の
た
め
に
、
も
と
の
影
が
薄
く
な
っ
て
は
、

元
も
子
も
な
く
な
り
ま
す
し
ね
。

高
橋
確
か
に
「
備
中
神
楽
」
は
エ
イ
ト
ビ
ー
ト
な

ん
で
す
。
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
で
エ
イ
ト
ビ
ー
ト
で
や
1
1

ら
せ
る
と
、
踊
っ
て
る
と
合
う
こ
と
は
合
う
だ
ろ
う
6

”

-

や
っ
て
い
る
人
は
、
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
で
若
者
を
引

き
つ
け
て
、
神
楽
で
年
寄
り
を
引
き
つ
け
ら
れ
る
と

思
っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
「
そ
う
う
ま
く
は
い
か

な
い
よ
」
と
私
は
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
（
笑
い
）
で

も
、
そ
う
い
う
試
み
は
出
て
き
て
い
い
と
思
う
ん
で

す。
た
だ
、
幸
い
な
こ
と
に
、
そ
の
神
楽
を
や
っ
て
い

る
人
は
、
ご
自
分
が
ち
ゃ
ん
と
し
た
神
楽
の
社
中
で

や
っ
て
い
る
ん
で
す
。
古
典
の
神
楽
を
き
ち
っ
と
踊

れ
る
人
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
あ
っ
て
や
る
か
ら
ね
。

た
だ
盗
み
取
り
し
て
き
て
、
何
か
く
っ
つ
け
て
や
ろ

う
と
い
う
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
、
ど
う
い
う
も
の
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「
ふ
る
さ
と
の
心
」
を
育
む
だ
め
に

が
出
て
く
る
か
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

芳
賀
将
来
に
期
待
し
た
い
で
す
ね
。

五
條
今
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
音
楽
家
や
舞
踊
家
の

中
で
も
、
芸
術
活
動
に
民
俗
芸
能
の
活
用
を
心
が
け

て
い
る
人
た
ち
が
お
り
ま
す
が
、
数
は
少
な
い
で
す

ね。
民
俗
芸
能
の
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
古
典
舞
踊
や
現

代
の
舞
踊
に
な
い
素
朴
で
活
力
が
あ
っ
て
、
ハ
ッ
と

す
る
よ
う
な
新
鮮
な
動
き
を
た
く
さ
ん
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
技
法
の
面
か
ら
だ
け

で
も
、
宝
の
山
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
安

易
に
上
っ
面
だ
け
つ
ま
ん
で
「
民
俗
芸
能
」
を
取
り

入
れ
ま
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
現
地
の
も
の

に
よ
く
触
れ
て
技
法
を
よ
く
消
化
し
て
、
精
神
的
な

も
の
も
し
っ
か
り
つ
か
ま
え
て
、
自
分
の
体
を
通
し

で
の
作
品
を
生
む
と
い
う
こ
と
が
、
「
民
俗
芸
能
」
の

再
生
、
創
造
に
つ
な
が
る
芸
術
活
動
で
の
活
用
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

芳
賀
確
か
に
日
本
の
「
民
俗
芸
能
」
と
い
う
の
は
、

「
芸
能
」
の
形
だ
け
で
は
な
し
に
、
信
仰
心
が
あ
り
、

我
々
の
民
族
の
生
き
る
念
願
み
た
い
な
も
の
を
絶
え

ず
心
に
秘
め
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ

に
入
り
込
む
た
め
に
は
場
と
時
間
が
要
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
が
”
お
こ
も
り
＂
で
あ
っ
た
り
す
る
ん
だ
と
思

っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
儀
式
的
な
面
の
過
程

を
尊
重
し
な
が
ら
、
「
民
俗
芸
能
」
に
入
っ
て
い
く
こ

と
が
、
形
だ
け
よ
り
い
っ
そ
う
心
に
近
づ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
ね
。

高
橋
そ
の
辺
で
、
単
な
る
劇
場
に
お
け
る
芸
術
舞

踊
的
な
芸
能
と
、
「
民
俗
芸
能
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も

の
と
の
差
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
ま
た
、
そ
う
い
う

「
民
俗
」
と
い
う
も
の
を
背
負
っ
て
い
る
か
ら
、
地

域
の
中
で
ず
う
っ
と
生
き
長
ら
え
て
き
た
と
思
う
ん

で
す
。
単
に
芸
能
と
し
て
な
ら
ば
、
時
移
れ
ば
花
が

枯
れ
る
と
同
じ
よ
う
に
枯
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

芳
賀
「
民
俗
芸
能
」
の
中
に
は
、
幕
を
使
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
始
ま
る
前
に
幕
の
内
側
で
出
演
者
だ

け
で
御
神
酒
を
回
し
て
飲
ん
で
い
ま
す
よ
ね
。
あ
れ

が
サ
ク
レ
（
神
聖
）
の
境
地
に
入
る
―
つ
の
儀
式
で

す
。
あ
あ
い
う
儀
式
を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
体

を
強
化
す
る
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
芸
能
が
終
わ
る

と
「
お
疲
れ
さ
ま
」
と
い
っ
て
帰
る
の
で
は
な
く
、
サ

ク
レ
の
域
か
ら
現
実
の
世
界
に
も
ど
る
た
め
に
ま
た

何
ら
か
の
儀
式
を
す
る
。
そ
の
辺
ま
で
没
頭
し
て
い

か
な
い
と
本
物
に
は
な
ら
な
い
。

高
橋
そ
う
い
う
世
界
を
つ
く
り
上
げ
て
い
た
も
の

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
受
け
と
め
る
た
め
に

は
、
単
に
形
だ
け
を
真
似
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ

の
奥
底
に
眠
っ
て
い
る
日
本
人
の
心
と
い
う
か
、
ふ

る
さ
と
の
心
を
的
確
に
つ
か
み
取
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
つ
か
み
取
る

こ
と
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
も
の
を
こ
れ
か
ら
の

「
民
俗
芸
能
」
は
目
指
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な

い
の
で
は
な
い
か
。

1

そ
の
た
め
に
は
、
今
の
若
い
人
た
ち
は
教
育
的
な

面
で
そ
う
い
う
訓
練
が
な
か
っ
た
か
ら
、
今
の
指
導

者
の
立
場
の
人
が
そ
う
い
う
意
味
で
視
点
を
変
え
た

り
し
な
が
ら
、
そ
の
辺
を
き
ち
っ
と
吹
き
込
む
こ
と

が
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
。

芳
賀
こ
こ
で
「
民
俗
芸
能
」
の
世
界
か
ら
芸
能
の

技
術
指
導
を
越
え
た
精
神
的
な
指
導
者
の
出
て
く
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
は
過
去
に
あ
っ
て
、
近
年

途
絶
え
て
い
た
こ
と
で
す
。
自
分
の
小
さ
な
村
、
町

だ
け
で
な
く
て
、
全
国
的
な
視
野
を
も
っ
た
、
心
か

ら
「
民
俗
芸
能
」
の
世
界
に
打
ち
こ
め
る
た
め
の
指

導

者

に

出

て

も

ら

い

た

い

。

.

高
橋
「
民
俗
芸
能
」
が
自
分
た
ち
の
ふ
る
さ
と
に

あ
っ
て
、
い
か
に
我
々
の
き
ず
な
と
し
て
大
切
で
あ

る
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
一
体
と
な
っ
て
、

地
域
社
会
の
―
つ
の
振
興
の
た
め
に
、
“
ハ
レ
“
の
日

に
立
ち
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
っ
先
へ
進
め

る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
込
む
と
い
う
か
、
そ
れ

ぞ
れ
が
身
に
つ
け
て
や
っ
で
い
く
と
い
う
の
が
、
「
民

俗
芸
能
」
の
保
存
な
り
、
振
興
な
り
、
活
用
と
い
う
、

面
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

今
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
写
真
提
供
／
腑
芳
賀
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
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國

園

圏

國

筆
者
も
日
本
の
諸
地
方
へ
旅
し
た
経
験
が

あ
る
が
、
そ
の
際
に
各
地
域
の
踊
り
等
の
民

俗
芸
能
を
鑑
賞
さ
せ
て
も
ら
っ
た
場
合
は
強

い
印
象
が
残
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民

俗
芸
能
に
各
地
域
の
「
ふ
る
さ
と
の
心
」
、
「
日

本
人
の
心
」
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
訴
え

る
力
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
。

地
方
が
衰
退
し
、
社
会
•
国
民
生
活
が
急

速
に
変
化
し
て
い
る
中
で
、
各
地
域
の
民
俗

芸
能
の
保
存
の
危
機
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
久
し
い
が
、
昨
今
、
各
地
域
に
お
い

て
、
地
域
の
活
性
化
を
目
指
し
つ
つ
、
民
俗

芸
能
の
保
存
振
興
の
た
め
に
様
々
な
努
力
が

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い

こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
努
力
が
各
地
域
の

若
者
も
取
り
込
み
つ
つ
一
層
行
わ
れ
て
い
く

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
Y
)
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