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は
じ
め
に 

 
２
０
０
０
年
に
書
い
た
「
国
生
み
の
島
」
に
今
回

１
１
年
ぶ
り
に
手
を
加
え
て
み
ま
し
た
。 

当
時
、
い
ろ
ん
な
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
上

野
忠
彦
先
生
も
お
亡
く
な
り
に
な
り
、
い
ろ
ん
な
こ

と
を
教
え
て
く
れ
、
一
緒
に
調
査
研
究
を
し
て
い
た

金
山
敏
美
先
生
も
、
一
緒
に
仕
事
を
が
ん
ば
り
、
ア

ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
て
い
た
弟
克
典
も
亡
く
な

り
、
１
１
年
と
い
う
時
の
重
み
を
感
じ
て
し
ま
い
ま

す
。 私

が
な
ん
で
も
話
せ
る
お
兄
さ
ん
的
存
在
で
頂

上
石
、
家
島
の
歴
史
で
は
欠
か
せ
な
い
当
時
禰
宜
で

あ
っ
た
高
島
俊
紀
氏
は
、
宮
司
と
な
り
、
子
供
さ
ん

た
ち
も
立
派
に
な
ら
れ
て
、
一
緒
に
頂
上
石
に
行
っ

た
り
し
て
い
ま
す
。 

他
に
も
姫
路
の
コ
ウ
ナ
イ
の
石
の
超
研
究
家
の

土
井
医
師
を
は
じ
め
、
頂
上
石
の
ご
縁
で
多
く
の

方
々
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

去
年
に
は
、
「
口
語
訳
古
事
記
完
全
版
」
の
現
代

語
訳
を
さ
れ
て
い
る
三
浦
佑
之
先
生
も
一
緒
に
頂

上
石
へ
行
き
ま
し
た
。 

ひ
と
つ
の
石
か
ら
、
多
く
の
ご
縁
を
頂
い
て
、
そ

れ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
広
が
り
を
与
え
て
く
れ
て
い
ま

す
。 こ

の
研
究
は
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ま
た
１
０
年
ほ
ど
す
る
と
、
書
き
直
す
と

思
い
ま
す
。 

２
０
１
１
年 

 

こ
こ
か
ら
は
、
２
０
０
０
年
に
書
い
た
文
章
で
す
。 

家
島
は
、
古
く
か
ら
国
生
み
の
島
、
オ
ノ
ゴ
ロ
島

と
し
て
口
伝
で
、
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
降
臨
伝

説
も
あ
り
、
太
古
の
浪
漫
を
感
じ
て
し
ま
う
島
で
す
。

私
は
、
小
学
生
の
頃
に
、
こ
の
家
島
群
島
の
西
島
の

山
の
天
辺
に
あ
る
と
い
う
「
て
っ
ぺ
ん
岩
」
を
知
り
、

古
代
の
家
島
を
想
像
し
て
心
震
わ
せ
た
も
の
で
あ

る
。 「

て
っ
ぺ
ん
岩
」
と
い
う
呼
び
方
は
、
多
分
私
達

（
当
時
の
子
供
た
ち
）
が
、
こ
の
石
を
知
っ
て
、
勝

手
に
つ
け
た
呼
び
方
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
辺
の
記
憶
は
あ
い
ま
い
で･

･
･

。
年
配
の
方
々

に
聞
い
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
、
「
頂
上
石
」
、

「
頂
上
岩
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
呼
ぶ

の
が
正
し
い
よ
う
で
す
。
「
コ
ウ
ナ
イ
の
石
」
と
い

う
呼
び
方
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
石
の
下

の
地
名
が
「
コ
ウ
ナ
イ
」
と
い
う
地
名
で
あ
る
こ
と

か
ら
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
上
野
忠
彦

氏
の
貢
献
で
、
現
在
で
は
、
「
コ
ウ
ナ
イ
の
石
」
が

一
番
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

そ
も
そ
も
現
在
、
私
が
こ
う
行
動
し
て
い
る
の
も

こ
の
「
て
っ
ぺ
ん
岩
」
を
題
材
に
し
た
１
冊
の
小
説

が
き
っ
か
け
に
な
り
、
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
本
の

お
か
げ
で
、
私
と
同
じ
考
え
を
持
っ
た
人
た
ち
と
巡

り
会
う
こ
と
も
出
来
ま
し
た
。
正
直
、
運
命
さ
え
も

感
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
本
は
、
上
野
忠
彦
氏

の
書
か
れ
た
小
説
「
コ
ウ
ナ
イ
の
石
」
で
す
。 

そ
の
後
、
金
山
敏
美
氏
か
ら
頂
い
た
資
料
を
み
て
、

私
は
身
震
い
す
る
ほ
ど
興
奮
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、

今
ま
で
に
見
た
こ
と
も
な
い
古
事
記
の
解
釈
が
あ

り
ま
し
た
。
約
３
０
年
前
に
東
京
大
学
生
物
学
助
教

授
山
川
振
作
氏
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
記
紀
「
国
生

み
」
神
話
の
考
察
―
特
に
古
事
記
の
水
蛭
子
・
淡
島

に
つ
い
て
―
』
で
あ
り
ま
す
。
約
２
０
年
に
わ
た
り
、

考
え
て
い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
絶
対
的
な
証
拠
が

何
も
な
く
、
た
だ
の
憧
れ
と
し
て
時
間
だ
け
が
過
ぎ

て
い
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
私
に
今
の
行
動
を
起
こ

さ
せ
る
に
は
充
分
で
あ
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
文
章
「
国
生
み 

オ
ノ
ゴ
ロ
島
と
家
島
」
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を
作
り
、
今
回
そ
の
文
章
に
手
を
加
え
な
が
ら
、
て

っ
ぺ
ん
岩
を
中
心
に
、
古
事
記
、
風
土
記
な
ど
の
書

物
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
古
代
の
家
島
を
テ
ー
マ
に

描
い
て
い
こ
う
と
思
い
、
作
成
し
て
い
ま
す
。 

少
し
で
も
多
く
の
人
に
、
理
解
し
、
興
味
を
持
っ

て
い
た
だ
け
れ
ば
光
栄
で
す
。 

２
０
０
０
年 

高
島
一
彰   
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国
生
み
の
島 

  

古

事

記 

 

西
暦
６
８
１
年
頃
、
飛
鳥
淸
原
宮
に
て
、
天
武
天

皇
の
命
に
よ
り
、
稗
田
阿
礼
、
川
島
皇
子
を
中
心
に

各
地
の
伝
説
、
神
話
等
を
集
め
、
古
事
記
を
ま
と
め

る
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
６
８
６
年

天
武
天
皇
が
病
の
た
め
、
６
５
歳
で
亡
く
な
り
、
こ

の
事
業
が
中
止
に
な
り
ま
し
た
。 

７
１
０
年
（
和
銅
３
年
）
３
月
、
元
明
天
皇
は
、

都
を
平
城
京
に
移
し
、
天
武
天
皇
の
意
思
を
つ
い
で
、

民
部
卿
の
太
安
万
侶
を
中
心
に
、
稗
田
阿
礼
ら
に
協

力
さ
せ
、
古
事
記
編
集
の
事
業
を
再
開
さ
せ
ま
し
た
。 

太
安
万
侶
ら
は
、
古
事
記
を
完
成
さ
せ
、
７
１
０

年
（
和
銅
５
年
）
１
月
、
元
明
天
皇
に
献
上
さ
れ
ま

し
た
。 

古
事
記
は
、
日
本
に
残
っ
て
い
る
最
古
の
書
物
と

し
て
、
１
３
０
０
年
近
く
た
っ
た
今
も
多
く
の
人
に

読
ま
れ
つ
づ
け
て
い
ま
す
。 

後
に
、
日
本
書
紀
も
編
集
さ
れ
ま
す
が
、
日
本
書

紀
は
、
古
事
記
を
基
に
、
不
可
解
な
、
自
分
達
に
は

理
解
し
ず
ら
い
内
容
を
変
え
な
が
ら
、
話
を
作
り
変

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
政
治
的
意
図
も
古
事
記
よ
り
、

は
る
か
に
絡
ん
で
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
古

事
記
の
ほ
う
が
各
地
の
本
当
の
伝
説
、
神
話
に
近
い

と
考
え
、
私
は
、
主
に
古
事
記
を
参
考
に
述
べ
て
い

き
ま
す
。
た
だ
、
日
本
書
紀
で
意
図
的
に
場
所
を
示

す
た
め
に
変
更
し
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
、
注
目

し
て
い
ま
す
。 

  

国
生
み 

オ
ノ
ゴ
ロ
島 

 

国
生
み
神
話
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
（
ク
ラ
ゲ
の
よ

う
に
）
漂
え
る
国
を
修
め
固
め
よ
」
と
の
天
神
（
ア

マ
ツ
カ
ミ
）
の
命
に
よ
り
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の

二
神
が
天
の
浮
き
橋
か
ら
天
沼
矛
を
指
し
降
ろ
し

て
か
き
ま
わ
し
、
引
き
上
げ
た
そ
の
矛
先
か
ら
滴
り

落
ち
る
潮
が
、
お
の
ず
か
ら
固
ま
っ
て
で
き
た
島
が

オ
ノ
ゴ
ロ
島
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
島
で
天
御
柱

を
見
立
て
、
八
尋
殿
を
見
立
て
た
。
そ
し
て
、
天
御

柱
を
そ
れ
ぞ
れ
逆
方
向
に
ま
わ
り
、
ミ
ト
ノ
マ
グ
ワ

イ
を
し
て
水
蛭
子
を
生
む
が
、
（
島
と
は
な
れ
ず
）

葦
船
に
入
れ
て
流
し
、
次
に
淡
島
を
生
む
が
、
島
と

は
な
れ
ず
、
天
神
に
相
談
し
太
占
を
し
て
、
や
り
な

お
し
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
島
（
淡
路
島
）
、
伊
予
之

二
名
島
（
四
国
）、
隠
岐
之
三
子
島
（
隠
岐
）、
筑
紫

島
（
九
州
）
、
伊
伎
島
（
壱
岐
）
、
津
島
（
対
馬
）
、

佐
渡
島
（
佐
渡
）
、
大
倭
豊
秋
津
島
（
本
州
）
の
順

に
つ
く
り
、
最
初
の
２
つ
を
の
ぞ
き
、
大
八
島
国
と

す
る
。 

オ
ノ
ゴ
ロ
島
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
っ

て
、
日
本
で
最
初
に
作
ら
れ
た
島
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
他
の
島
は
、
生
ま
れ
て
く
る
の
に
対

し
て
、
こ
の
島
は
、
お
の
ず
か
ら
固
ま
っ
て
島
に
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
他
の
島
に
対
し
て
、
特
別

視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

仁
徳
記
歌
謡
に
も
そ
の
名
が
歌
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
実
在
の
島
で
は
な
く
、
神
話
上
の
島
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。 

淡
路
島
を
オ
ノ
ゴ
ロ
島
と
解
釈
す
る
本
も
多
い

で
す
が
、
三
番
目
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。 

ほ
と
ん
ど
の
解
釈
本
の
国
生
み
神
話
で
は
、
「
天

の
御
柱
を
立
て
、
そ
の
前
に
八
尋
殿
を
作
り
ま
し

た
。
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
式
内
大
社
家
島
神
社

宮
司
の
高
島
俊
紀
氏
の
解
釈
が
非
常
に
お
も
し
ろ
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い
。
現
在
、
文
芸
春
秋
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
三
浦

佑
之
さ
ん
の
「
口
語
訳
古
事
記
完
全
版
」
に
書
か
れ

て
い
る
の
も
同
じ
で
、
原
文
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
り

ま
す
。
「
見
立
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
柱

を
立
て
た
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
あ
っ
た
何
か
を

天
の
御
柱
と
八
尋
殿
に
見
立
て
た
の
で
あ
る
。
当
時

の
私
に
は
、
目
か
ら
ウ
ロ
コ
で
し
た
。
原
文
に
も
目

を
通
し
て
い
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
訳
さ
れ
た
文
章

で
、
見
え
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

こ
れ
が
常
識
と
思
っ
て
し
ま
う
と
、
疑
わ
な
い
だ

か
ら
こ
そ
、
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
多
く
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

私
は
、
水
蛭
子
を
島
と
解
釈
し
て
書
い
て
い
ま
す

が
、
ほ
と
ん
ど
の
解
釈
本
で
は
、
「
神
に
は
な
れ
ず
」

と
水
蛭
子
を
島
扱
い
せ
ず
、
神
と
し
て
解
釈
さ
れ
て

い
ま
す
。
醜
い
奇
形
の
神
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
ま

す
。 ヒ

ル
コ
を
「
日
子
」
と
し
て
、
葦
船
を
太
陽
の
船

と
解
釈
さ
れ
、
古
代
太
陽
神
崇
拝
の
名
残
と
言
う
意

見
も
あ
り
ま
す
。 

日
本
書
紀
で
は
、
水
蛭
子
は
「
国
生
み
」
に
は
出

て
こ
な
い
で
、
「
神
生
み
」
の
ほ
う
に
移
さ
れ
て
い

ま
す
。
古
事
記
の
水
蛭
子
が
誤
っ
て
書
か
れ
た
に
し

て
は
、
余
り
に
も
不
自
然
で
す
。
間
違
っ
て
、
「
国

生
み
」
に
入
れ
て
し
ま
う
な
ん
て
こ
と
が
あ
る
は
ず

が
な
い
。 

イ
ザ
ナ
ギ
が
ミ
ト
ノ
マ
グ
ワ
イ
の
前
に
、
「
国
土

を
生
も
う
と
思
う
」
と
、
言
っ
て
い
る
の
で
、
や
は

り
、
水
蛭
子
も
「
国
生
み
」
に
出
て
き
て
い
る
限
り
、

島
と
解
釈
す
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。 

私
の
考
え
は
、
水
蛭
子
を
「
日
子
」
と
い
う
考
え

方
に
近
く
、
蛭
子
は
、
別
の
読
み
方
を
す
れ
ば
、「
エ

ビ
ス
」
と
読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

蛭
子
は
、「
エ
ビ
ス
」
、
つ
ま
り
、
恵
比
寿
で
あ
り
、

後
に
船
で
や
っ
て
来
る
神
で
あ
る
。 

こ
れ
は
、
例
え
で
あ
っ
て
、
や
は
り
、
島
に
な
れ

な
か
っ
た
島
で
あ
り
、
後
に
オ
ノ
ゴ
ロ
島
周
辺
の
海

人
に
幸
を
与
え
る
存
在
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
考
え
方
は
、
金
山
敏
美
氏
に
頂
い
た
資
料

を
読
ん
で
、
得
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

今
か
ら
約
４
０
年
前
に
、
東
京
大
学
生
物
学
助
教

授
山
川
振
作
氏
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
記
紀
「
国
生

み
」
神
話
の
考
察
―
特
に
古
事
記
の
水
蛭
子
・
淡
島

に
つ
い
て
―
』
で
は
、
水
蛭
子
を
恵
比
寿
と
考
え
、

島
に
な
れ
な
か
っ
た
島
、
つ
ま
り
広
大
な
浅
瀬
で
瀬

戸
内
海
最
良
の
漁
場
で
あ
る
鹿
ノ
瀬
、
淡
島
を
明
石

の
瀬
戸
近
く
の
岩
と
の
、
ま
っ
た
く
新
し
い
解
釈
が

書
か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
オ
ノ
ゴ
ロ
島
は
、
家
島
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
、
解
釈
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
オ
ノ
ゴ
ロ
島
が

家
島
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
半
分
夢
物
語
的
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

た
だ
、
家
島
が
オ
ノ
ゴ
ロ
島
で
あ
る
と
い
う
決
定
的

な
証
拠
が
な
い
の
で
、
半
分
夢
物
語
で
終
わ
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。 

  

家

島

群

島 

 

家
島
群
島
は
、
兵
庫
県
南
西
部
、
姫
路
市
か
ら 

南
西
約
１
８
㎞
、
瀬
戸
内
海
播
磨
灘
の
中
央
に
位
置

し
、
東
西
２
６
．
７
㎞
、
南
北
１
８
．
５
㎞
に
わ
た

り
、
大
小
４
０
余
り
の
島
々
が
散
在
し
て
い
ま
す
。

群
島
の
総
面
積
は
、
約
２
０
．
２
３
平
方
㎞
、
そ
の

２
／
３
を
山
林
が
占
め
て
い
ま
す
。
現
在
、
人
が
住

ん
で
い
る
の
は
家
島
本
島
、
西
島
、
男
鹿
島
、
坊
勢

島
の
４
島
に
す
ぎ
ず
、
総
人
口
約
８
，
０
０
０
人
で

す
。 家

島
の
歴
史
は
古
く
、
旧
石
器
時
代
か
ら
の
遺
物
、
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遺
跡
が
群
島
の
各
地
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
日
本
列

島
で
、
人
々
が
生
計
を
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期

と
同
じ
頃
、
ま
だ
瀬
戸
内
海
が
草
原
、
湿
原
だ
っ
た

頃
、
家
島
で
も
同
様
の
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。 

 

現
在
も
、
家
島
本
島
網
手
地
区
の
海
岸
に
は
、
土

器
の
破
片
が
打
ち
上
げ
ら
れ
て
来
ま
す
。
こ
の
事
か

ら
、
海
底
に
は
、
当
時
陸
地
だ
っ
た
場
所
が
、
当
時

の
人
々
の
生
活
が
、
眠
っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
う

こ
と
が
出
来
ま
す
。 

縄
文
時
代
に
は
、
小
型
の
縄
文
土
器
を
使
っ
て
、

製
塩
を
や
っ
て
い
た
形
跡
が
見
ら
れ
ま
す
。 

日
本
列
島
が
現
在
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
か
ら

は
、
入
り
組
ん
だ
入
江
が
点
在
し
、
古
く
か
ら
、
瀬

戸
内
海
航
海
の
風
待
ち
、
潮
待
ち
、
避
難
港
と
し
て

栄
え
て
来
ま
し
た
。 

名
前
の
由
来
は
、
神
武
天
皇
東
征
の
際
、
嵐
に
あ

い
、
こ
の
島
に
避
難
さ
れ
た
時
、｢

ま
る
で
家
に
居

る
よ
う
に
穏
や
か
だ
。｣

と
言
わ
れ
た
事
か
ら
、『
家

島
』
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
言
わ
れ
て
い

ま
す
。 

古
事
記
の
中
で
、
神
武
天
皇
東
征
の
際
、
吉
備
（
岡

山
）
の
高
島
の
宮
に
八
年
間
滞
在
し
、
そ
こ
を
出
る

と
、
亀
に
乗
っ
て
釣
を
し
て
い
る
人
に
出
会
い
、
彼

に
道
案
内
を
し
て
も
ら
う
話
が
出
て
き
ま
す
。 

家
島
本
島
真
浦
港
の
側
に
は
、
「
播
磨
鑑
」
に
も

出
て
く
る
「
ど
ん
が
め
っ
さ
ん
」
と
い
う
、
亀
の
形

を
し
た
巨
石
が
あ
り
ま
す
。
古
く
か
ら
、
ず
っ
と
島

の
人
々
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
石
の
伝
説

が
こ
う
で
あ
る
。 

白
髪
長
髪
の
翁
が
、
亀
の
背
に
乗
り
、
沖
で
釣
を

し
て
い
る
と
、
吉
備
水
道
を
抜
け
出
て
き
た
船
団
が

播
磨
灘
に
向
か
っ
て
や
っ
て
来
て
、
翁
が
、
こ
の
海

に
関
し
て
詳
し
い
こ
と
を
知
り
、
翁
に
道
先
案
内
を

頼
み
ま
し
た
。
船
団
は
、
家
島
に
滞
在
し
、
船
の
修

理
や
、
兵
士
の
訓
練
、
食
料
の
補
充
を
し
て
数
年
間

が
立
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
、
翁
の
案
内
で
、
摂
津
へ

旅
立
ち
ま
し
た
。
難
波
に
着
い
て
翁
は
、
多
く
の

人
々
か
ら
、
手
柄
を
誉
め
ら
れ
て
、
翁
の
亀
は
、
手

柄
を
立
て
て
忙
し
い
主
人
を
置
い
て
、
先
に
難
波
ヶ

崎
か
ら
、
家
島
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
主
人
の
帰
り

を
待
ち
つ
づ
け
、
や
が
て
石
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

明
治
時
代
は
、
こ
の
「
ど
ん
が
め
っ
さ
ん
」
は
、

城
山
（
飯
盛
山
）
の
中
腹
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、

主
人
を
待
ち
き
れ
な
い
の
か
、
ど
ん
ど
ん
下
に
降
り

て
来
て
、
現
在
で
は
、
山
の
す
そ
ま
で
降
り
て
き
て

い
ま
す
。
こ
れ
以
上
動
か
な
い
よ
う
に
、
下
を
コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
、
玉
垣
で
囲
ま
れ
て
、
真
浦

港
の
そ
ば
で
、
水
天
宮
と
し
て
、
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
話
で
は
、
こ
の
船
団
が
神
武
天
皇
で
あ
る
と

は
、
伝
え
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
あ
ま
り

に
酷
似
し
て
い
ま
す
。
岡
山
の
高
島
と
い
う
小
さ
な

島
が
高
島
の
宮
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

「
ど
ん
が
め
っ
さ
ん
」
に
比
べ
る
と
小
型
で
は
あ
り

ま
す
が
、
亀
の
形
の
石
は
存
在
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

ち
な
み
に
当
時
、
加
古
川
辺
り
ま
で
が
吉
備
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
家
島
群
島
の
西
島
は
、
昔
の
名
前
が
高

島
、
大
高
島
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
高
島
の
宮
で

あ
っ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
宮
と
は
、

現
在
の
宮
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い



 6 

で
し
ょ
う
か
。
亀
と
は
、
漁
師
の
集
団
を
表
し
、
翁

は
、
そ
れ
を
統
率
す
る
長
、
つ
ま
り
網
元
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

東
征
中
の
神
武
天
皇
率
い
る
船
団
は
、
吉
備
水
道

を
抜
け
播
磨
灘
を
通
り
、
摂
津
を
目
指
し
て
い
た
。

嵐
（
家
島
で
は
、
「
ヤ
マ
ゼ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
南

風
と
推
測
さ
れ
る
）
に
遭
い
、
避
難
場
所
を
探
し
て

な
れ
な
い
瀬
戸
内
海
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
神
武
天

皇
の
船
団
は
、
漁
師
達
の
船
団
に
出
会
い
、
彼
ら
に

自
分
達
の
船
団
全
て
が
非
難
で
き
る
港
が
あ
る
家

島
に
案
内
し
て
も
ら
い
、
港
に
入
る
と
、
ま
る
で
外

の
嵐
が
、
ウ
ソ
の
よ
う
に
静
か
に
な
っ
て
、
（
「
ヤ

マ
ゼ
」
の
時
、
湾
内
は
、
穏
や
か
で
あ
る
）
神
武
天

皇
は
、
「
ま
る
で
家
に
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
よ
り
こ

の
島
を
家
島
と
呼
ぼ
う
。」
と
言
わ
れ
た
。 

神
武
天
皇
は
、
こ
の
島
で
、
思
い
も
よ
ら
な
い
も

の
を
見
つ
け
る
こ
と
と
な
る
。
だ
か
ら
、
８
年
を
か

け
て
、
高
島
の
宮
に
て
、
船
の
修
理
、
兵
士
の
訓
練
、

食
料
の
補
充
を
し
ま
し
た
。 

神
武
天
皇
が
見
つ
け
た
も
の
と
は
、
こ
こ
に
祀
ら

れ
て
い
る
「
ア
マ
ツ
カ
ミ
」
、
そ
し
て
、
高
島
の
山

頂
に
あ
る
ど
う
し
て
も
目
に
入
っ
て
く
る
巨
大
な

石
の
柱
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
８
年
間
も
こ
こ
に
滞

在
す
る
大
き
な
理
由
と
な
る
。 

そ
し
て
、
神
武
天
皇
の
船
団
は
、
白
髪
長
髪
の
翁

率
い
る
漁
師
達
を
先
頭
に
、
出
航
し
、
無
事
、
難
波

に
到
着
す
る
。
こ
の
神
武
天
皇
の
船
団
を
導
い
た
漁

師
達
の
長
は
、
こ
の
手
柄
に
よ
り
そ
の
ま
ま
そ
の
船

団
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
た
め
、
他
の
漁
師
達
は
、
長

を
置
い
て
、
家
島
に
帰
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
長
を
偲
ん
で
、
こ
の
「
ど
ん
が
め
っ
さ
ん
」

を
作
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
時
、
は
じ
め
て
、
家
島
と
い
う
名
前
が
つ
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

四
十
四
島
と
も
言
わ
れ
る
、
大
小
の
島
々
は
、
見

立
て
に
よ
っ
て
は
、
平
野
に
点
在
す
る
「
家
」
に
も

見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
航
海
者
に
は
、
ほ
っ
と
安
堵

で
き
る
島
影
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

風
土
記
で
は
、
群
島
全
て
を
あ
わ
せ
て
、
伊
刀
嶋

と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。 

家
島
群
島
は
、
奈
良
時
代
、
文
化
２
年
に
国
・
郡

の
制
度
が
定
め
ら
れ
て
、
針
間
国
飯
粒
郡
に
属
し
、

和
銅
６
年
（
７
１
３
年
）
に
は
、
揖
保
郡
と
改
め
ら

れ
ま
し
た
。 

平
安
時
代
に
な
る
と
、
揖
東
郡
に
編
入
さ
れ
ま
し

た
。
江
戸
時
代
、
寛
永
年
間
に
は
、
宮
浦
に
藩
士
が

置
か
れ
、
姫
路
藩
の
所
領
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。 

幕
末
１
８
５
０
年
頃
、
天
鼻
に
台
場
を
築
造
し
て
い

ま
す
。
現
在
も
、
天
神
鼻
に
は
、
そ
の
台
場
跡
が
残

っ
て
い
ま
す
。 

明
治
４
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
、
家
島
群
島
を
含

め
た
播
磨
一
円
は
姫
路
県
と
な
り
、
後
に
、
飾
磨
県

と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
は
、
漁
業
と
農

業
が
非
常
に
盛
ん
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

明
治
９
年
に
、
飾
磨
県
は
、
兵
庫
県
に
合
併
さ
れ
、

明
治
１
２
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、

飾
東
郡
に
編
入
。 

明
治
２
２
年
、
町
村
制
の
施
行
で
家
島
村
と
称
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

明
治
２
９
年
に
飾
東
郡
と
飾
西
郡
が
統
合
さ
れ
、

飾
磨
郡
家
島
村
が
誕
生
。 

昭
和
３
年
１
１
月
１
０
日
、
家
島
群
島
全
域
が
家

島
町
と
な
り
ま
し
た
。 

平
成
の
大
合
併
で
、
姫
路
市
に
な
り
現
在
に
至
り

ま
す
。 

産
業
は
、
漁
業
、
採
石
業
、
海
運
業
が
多
く
を
占

め
て
い
ま
す
。 
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式
内
大
社
家
島
神
社 

 
式
内
大
社
家
島
神
社
は
、
家
島
本
島
の
入
江
の
東
、

天
神
鼻
に
位
置
し
、
「
天
神
さ
ん
」
と
、
島
の
人
々

か
ら
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
こ
の
天
神
鼻
の
森
に
は
、
家
島
唯
一
の
原
始

林
が
現
存
し
て
い
て
、
ウ
バ
メ
ガ
シ
、
シ
イ
、
ト
ベ

ラ
、
モ
チ
な
ど
温
帯
照
葉
樹
林
の
見
事
な
植
生
を
見

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
原
生
林
は
赤
穂

沖
の
生
島
に
も
あ
り
ま
す
が
、
非
常
に
貴
重
な
も
の

で
す
。 

こ
の
原
始
林
の
中
に
は
、
古
い
社
で
使
わ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
ま
す
加
工
さ
れ
た
よ
う
な
石
、
土
器
の

よ
う
な
も
の
が
散
在
し
て
い
ま
す
。 

式
内
大
社
家
島
神
社
は
、
２
７
０
０
年
以
上
の
歴

史
を
持
つ
と
言
わ
れ
、
延
喜
式
の
式
内
と
い
う
位
を

与
え
ら
れ
て
い
る
、
日
本
有
数
の
位
の
高
い
神
社
で
、

古
く
か
ら
、
必
勝
祈
願
の
神
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い

ま
す
。 

か
の
菅
原
道
真
公
も
、
太
宰
府
に
左
還
さ
れ
る
際
、

立
ち
寄
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
由
緒
あ
る
神
社

で
す
。
道
真
公
が
、
立
ち
寄
ら
れ
て
、
社
が
立
て
ら

れ
た
よ
う
に
勘
違
い
し
て
い
る
島
民
も
多
い
で
す

が
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
家
島
神
社
は
存
在
し
て
い
ま

し
た
。 

現
在
の
式
内
大
社
家
島
神
社
は
、
石
の
階
段
、
清

水
公
園
か
ら
の
舗
装
さ
れ
た
道
路
が
あ
る
の
で
、
容

易
に
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
菅
原
道
真
公

が
立
ち
寄
ら
れ
た
時
代
は
、
切
り
立
っ
た
山
の
山
頂

に
そ
び
え
て
い
て
、
そ
う
簡
単
に
行
け
る
場
所
で
は

な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
湾
の
入
り
口
で
あ

り
、
風
当
た
り
も
強
い
そ
ん
な
危
険
な
と
こ
ろ
に
わ

ざ
わ
ざ
立
ち
寄
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、

何
か
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。 地

名
が
天
神
鼻
そ
の
由
来
は
…
。 

現
在
、
式
内
大
社
家
島
神
社
に
は
、
天
満
天
神
、

大
己
貴
命
、
少
彦
名
命
の
三
神
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
も
と
も
と
は
、
天
満
天
神
「
テ
ン
マ
ン
テ
ン
ジ

ン
」
で
は
な
く
、
天
神
「
ア
マ
ツ
カ
ミ
」
を
祀
っ
て

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
天
神
「
ア
マ
ツ
カ
ミ
」
か
ら
、

菅
原
道
真
公
が
立
ち
寄
っ
た
た
め
に
、
誤
っ
て
、
後

に
天
神
「
テ
ン
ジ
ン
」
、
天
満
天
神
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

天
「
ア
マ
」
と
は
、
海
「
ア
マ
」
海
、
も
し
く
は
、

海
人
「
ア
マ
」
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
意
見
も
あ
り
、

天
神
「
ア
マ
ツ
カ
ミ
」
は
、
海
神
「
ア
マ
ツ
カ
ミ
」

海
を
司
る
神
、
も
し
く
は
、
海
人
神
「
ア
マ
ツ
カ
ミ
」

と
し
て
海
人
に
と
っ
て
瀬
戸
内
海
上
で
は
、
重
要
な

神
だ
っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。 

天
神
鼻
の
由
来
は
、
天
満
天
神
で
は
な
く
、
天
神

「
ア
マ
ツ
カ
ミ
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

道
真
公
は
、
そ
こ
に
立
ち
寄
っ
た
の
で
は
な
く
、

天
神
「
ア
マ
ツ
カ
ミ
」
に
詣
っ
て
い
た
と
、
推
測
で

き
ま
す
。 

天
神
「
ア
マ
ツ
カ
ミ
」
の
住
ん
で
い
た
地
を
古
事

記
の
中
で
は
、
高
天
原
「
タ
カ
マ
ガ
ハ
ラ
」
と
い
い

ま
す
。
そ
れ
を
高
島
原
「
タ
カ
シ
マ
ガ
ハ
ラ
」
が
転

じ
た
も
の
。
も
し
く
は
、
そ
の
反
対
で
、
高
天
原
が
、

高
島
原
、
高
島
に
転
じ
て
い
っ
た
と
も
、
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
そ
れ
が
現
在

の
天
神
鼻
、
式
内
大
社
家
島
神
社
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
国
生
み
」
の
元
と
な
っ

た
話
の
時
代
に
は
、
海
神
「
ア
マ
ツ
カ
ミ
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
人
々
が
住
ん
で
占
い
な
ど
を
し
、
海
人

「
ア
マ
」
を
導
い
て
い
た
地
が
、
現
在
の
式
内
大
社

家
島
神
社
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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西

島 

 
西
島
は
、
家
島
本
島
の
西
側
に
あ
り
、
本
島
か
ら

見
て
西
の
島
、
す
な
わ
ち
西
島
と
い
う
わ
け
で
す
。

約
７
．
０
０
平
方
㎞
の
島
は
、
現
在
、
採
石
業
が
中

心
で
、
住
人
の
ほ
と
ん
ど
は
、
採
石
業
に
か
か
わ
っ

て
い
ま
す
。 

古
く
は
、
高
島
、
大
高
島
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
名
の
と
お
り
家
島
諸
島
の
中
で
は
最
も
高
く
、

目
立
つ
島
だ
っ
た
か
ら
、
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

西
島
は
、
現
在
の
採
石
業
が
始
ま
る
ま
で
は
、
無

人
島
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
古
代
の
人
々

の
足
跡
が
、
多
く
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
島
の
地
名
は
、
ほ
と
ん
ど
が
当
て
字
、
カ
タ

カ
ナ
で
表
さ
れ
、
意
味
も
由
来
も
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
島
の
方
言
に
も
、
ま
っ
た
く
当
て
は
ま
ら
ず
、

本
当
に
、
日
本
語
で
あ
る
か
ど
う
か
も
わ
か
り
ま
せ

ん
。
こ
こ
が
、
家
島
の
謎
に
迫
る
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。 

こ
の
島
の
コ
ウ
ナ
イ
と
呼
ば
れ
る
地
区
の
山
頂

に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
呼
び
方
を
さ
れ
て
い
る
高
さ
８

ｍ
の
巨
石
と
そ
れ
を
囲
む
い
く
つ
か
の
石
が
あ
り

ま
す
。 

西
島
の
南
の
浜
は
、
オ
ド
モ
の
浜
と
い
い
、
こ
の

浜
の
一
画
に
は
、
マ
ル
ト
バ
積
石
群
集
墳
と
い
う
浜

辺
の
石
を
組
み
上
げ
た
古
墳
が
何
基
か
残
さ
れ
て

い
ま
す
。 

坊
勢
と
西
島
の
間
に
あ
る
瀬
は
、
天
の
浮
橋
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
少
し
掘
り
下
げ
て
い
ま

す
が
、
数
年
前
ま
で
は
、
干
潮
の
時
に
は
、
西
島
と

坊
勢
を
つ
な
ぐ
道
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

  

西
島
頂
上
石
群 

 

西
島
頂
上
石
群
は
、
兵
庫
県
姫
路
市
家
島
町
西
島

地
区
高
内
（
コ
ウ
ナ
イ
）
海
抜
１
８
１
ｍ
に
位
置
す

る
、
奇
岩
群
で
あ
る
。
中
央
に
高
さ
約
８
ｍ
、
周
囲

約
２
５
ｍ
の
巨
石
を
有
し
、
い
く
つ
か
の
石
が
そ
の

巨
石
を
石
垣
の
よ
う
に
支
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
囲

む
よ
う
に
、
５
０
㎝
か
ら
２
ｍ
の
石
が
そ
れ
を
守
る

か
の
如
く
散
布
し
て
い
ま
す
。
巨
大
な
ス
ト
ー
ン
サ

ー
ク
ル
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
良
く

見
て
み
る
と
台
座
の
石
の
上
に
巨
石
が
の
っ
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
西
島
頂
上
石
群
は
、
姫
路

港
周
辺
か
ら
で
も
、
中
央
の
巨
石
を
目
で
確
認
す
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 

地
名
で
あ
る
高
内
（
コ
ウ
ナ
イ
）
は
当
て
字
で
、

古
い
地
図
で
は
、
構
内
と
な
っ
て
い
ま
す
。
意
味
、

由
来
は
や
は
り
不
明
で
あ
る
。
そ
の
発
音
「
コ
ウ
ナ

イ
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。 

も
う
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
元
坊
勢
島
の
医
師

で
、
こ
の
石
の
研
究
者
の
上
野
忠
彦
氏
に
よ
る
と
、

海
洋
民
俗
で
あ
る
シ
ュ
メ
ー
ル
の
コ
ウ
メ
イ
と
言

う
一
族
の
名
前
か
ら
、
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
上
野
氏
に
よ
る
と
、
古

代
オ
リ
エ
ン
ト
と
の
交
流
も
う
か
が
う
こ
と
が
で

1998 年の頂上石 
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き
ま
す
。
実
は
、
日
本
語
と
シ
ュ
メ
ー
ル
語
の
文
法

は
同
じ
だ
そ
う
で
す
。 

周
り
の
石
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
塀
の
よ
う
に
、
地
面

か
ら
垂
直
に
出
た
板
状
の
石
や
、
平
ら
な
台
の
よ
う

な
石
や
、
棒
状
の
石
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の

石
は
、
明
ら
か
に
そ
の
山
か
ら
産
出
さ
れ
る
石
と
は

種
類
が
違
い
、
中
央
の
巨
石
群
と
そ
れ
を
囲
む
石
群

の
種
類
も
違
う
。
中
央
の
巨
石
群
は
、
い
く
つ
も
の

小
石
を
取
り
込
み
な
が
ら
１
つ
の
巨
石
と
な
っ
て

い
ま
す
。 

 

鉱
物
科
学
研
究
所
の
調
査
に
よ
る
と
、
岩
石
中
に

は
高
温
石
英
の
斑
晶
が
認
め
ら
れ
、
半
深
成
岩
（
火

成
岩
）
の
一
種
の
石
英
斑
岩
に
相
当
す
る
と
の
こ
と

で
す
。 

１
９
５
９
年
（
昭
和
３
４
年
）
地
質
、
考
古
、
民

俗
学
な
ど
の
各
専
門
家
が
家
島
群
島
の
総
合
調
査

を
行
い
、
神
戸
新
聞
社
か
ら
、
「
家
島
群
島
」
が
発

行
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
調
査
で
は
、
こ
の
西
島
頂
上
石
群
に
つ
い
て

は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
調
査
が
十
分
に
さ
れ
ず
、
遺
跡

と
は
認
め
ら
れ
ず
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

昔
か
ら
、
こ
の
石
（
主
に
中
央
の
巨
石
の
み
）
は
、

て
っ
ぺ
ん
岩
、
頂
上
岩
、
長
老
岩
、
頂
上
石
、
コ
ウ

ナ
イ
の
石
、
天
の
御
柱
、
天
の
沼
矛
、
天
の
逆
矛
、

西
島
の
石
神
さ
ん
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
、
呼
び
名
が
つ

い
て
お
り
、
隕
石
だ
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
前
述
の

と
お
り
、
石
の
成
分
か
ら
ニ
ッ
ケ
ル
な
ど
の
隕
石
特

有
の
物
質
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
隕
石
と

言
う
説
は
、
外
れ
ま
す
。 

現
在
で
は
、
上
野
氏
の
貢
献
で
、
「
コ
ウ
ナ
イ
の

石
」
と
い
う
の
が
、
一
番
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
呼
び
方
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

頂
上
石
群
は
、
１
９
９
７
年
に
は
、
当
時
、
坊
勢

の
上
野
医
院
の
医
師
で
あ
っ
た
上
野
忠
彦
氏
に
よ

る
「
コ
ウ
ナ
イ
の
石
」
と
い
う
小
説
が
発
行
さ
れ
注

目
を
浴
び
る
。 

そ
の
後
、
上
野
氏
達
に
よ
り
、
古
代
文
字
（
ペ
ト

ロ
グ
ラ
フ
）
な
ど
が
発
見
さ
れ
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
放

送
さ
れ
て
い
る
。
上
野
氏
は
、
天
草
に
帰
ら
れ
た
後

も
こ
の
石
に
つ
い
て
研
究
し
、
「
赤
兎
」
と
い
う
本

で
「
コ
ウ
ナ
イ
の
石
の
研
究
」
を
連
載
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
志
半
ば
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。 

上
野
氏
の
貢
献
が
な
け
れ
ば
、
多
く
の
人
に
知
ら

れ
る
こ
と
は
、
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

  

マ
ル
ト
バ
積
墳
群
と
上
島 

 

マ
ル
ト
バ
積
墳
群
は
、
西
島
の
南
側
、
オ
ド
モ
の

浜
の
一
角
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
積
墳
群
は
、
石
積
の

墳
丘
墓
で
、
箱
式
石
棺
、
人
骨
を
は
じ
め
、
縄
文
土

器
、
勾
玉
、
須
恵
器
な
ど
の
副
葬
品
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
何
か
の
儀
式
の
た
め
か

こ
こ
で
発
見
さ
れ
た
ど
の
人
骨
に
も
、
頭
蓋
骨
だ
け

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

マ
ル
ト
バ
積
墳
群
も
「
家
島
群
島
」
で
、
調
査
は

さ
れ
ま
し
た
が
、
湿
地
帯
の
う
え
、
土
砂
が
崩
れ
て
、

埋
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
一
部
の
み
の
調
査

に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。 

当
時
、
上
野
氏
に
よ
り
、
多
く
の
ス
ト
ー
ン
サ
ー

ク
ル
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
や
は
り
こ
の
「
マ
ル
ト

西島頂上石群 
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バ
」
と
い
う
意
味
も
由
来
も
不
明
で
あ
る
が
、
上
野

氏
に
よ
る
と
、
マ
ル
ト
バ
と
い
う
意
味
は
、
梵
語
の

マ
ニ
ト
ゥ
バ
、
聖
な
る
玉
、
精
霊
の
墓
標
の
塔
を
表

す
言
葉
と
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
こ
と

で
あ
る
。 

播
磨
風
土
記
の
中
に
、
こ
ん
な
家
島
に
ま
つ
わ
る

こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
昔
、
伊
刀
嶋
（
家
島
）
の
東
に
あ
る
神
嶋
の

西
側
に
あ
っ
た
仏
像
の
よ
う
な
形
を
し
た
石
神
の

顔
に
つ
い
て
い
る
五
色
の
玉
が
あ
る
。
こ
の
胸
に
も

五
色
の
流
れ
る
涙
が
あ
る
。
こ
の
石
神
が
泣
く
訳
は
、

品
太
天
皇
の
御
世
に
新
羅
の
客
人
（
マ
レ
ビ
ト
）
が

来
朝
し
た
と
き
、
こ
の
神
が
非
常
に
立
派
な
の
を
見

て
、
世
の
常
な
ら
ぬ
珍
し
い
宝
玉
と
思
い
、
そ
の
顔

面
を
切
り
裂
い
て
そ
の
一
つ
を
え
ぐ
り
と
っ
た
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
神
は
泣
い
て
い
る
。
さ
て
、
神

は
、
大
い
に
怒
り
、
す
ぐ
さ
ま
暴
風
雨
を
起
こ
し
て

そ
の
客
船
を
破
壊
し
た
。
舟
は
、
高
島
の
南
の
浜
に

漂
流
し
て
沈
没
し
、
全
員
こ
と
ご
と
く
死
亡
し
た
。

そ
こ
で
遺
骸
を
そ
の
浜
に
埋
め
た
。
だ
か
ら
そ
の
浜

を
名
づ
け
て
韓
浜
と
い
う
。
今
で
も
そ
こ
を
通
行
す

る
者
（
舟
人
）
は
、
深
く
用
心
し
て
、
戒
を
固
く
守

っ
て
、
「
韓
人
」
と
い
う
言
葉
を
言
わ
ず
、
盲
目
の

こ
と
に
は
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
韓
人
の
破
船
の

漂
流
物
は
、
韓
荷
嶋
に
漂
着
し
た
。 

こ
の
話
に
出
て
く
る
韓
浜
が
、
こ
の
オ
ド
モ
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
マ
ル
ト
バ
積
墳
群
が
、

新
羅
の
人
達
の
墓
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
発
見
さ
れ
た
人
骨
に
頭
が
な
い

の
は
、
石
神
に
対
し
て
の
戒
め
と
し
て
首
を
切
っ
て

埋
葬
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
ぶ
ん
首
の
ほ
う
は
、

石
神
に
さ
さ
げ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

私
は
、
こ
の
話
に
出
て
く
る
「
神
嶋
の
石
神
」
を

西
島
頂
上
石
群
と
考
え
、
研
究
を
続
け
て
い
ま
し
た

が
、
（
「
オ
ノ
ゴ
ロ
島
と
家
島
」
の
中
で
は
、
神
嶋

を
西
島
と
書
い
て
い
ま
す
。
）
当
時
、
ち
ょ
う
ど
こ

の
、
「
神
嶋
の
石
神
」
の
話
を
書
い
た
次
の
日
、
２

０
０
０
年
５
月
１
３
日
土
曜
日
、
上
島
で
山
火
事
が

あ
り
、
私
は
消
防
団
員
と
し
て
、
消
火
に
あ
た
り
ま

し
た
。
偶
然
と
は
、
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
。
そ

の
時
、
初
め
て
西
島
の
石
神
を
見
ま
し
た
。
確
か
に
、

神
嶋
の
西
側
に
は
、
水
面
か
ら
胸
よ
り
上
を
出
し
て

悲
し
そ
う
な
顔
で
、
西
の
方
角
を
見
つ
め
て
い
る
石

神
が
そ
こ
に
そ
び
え
て
い
ま
し
た
。
伊
刀
嶋
（
家
島

群
島
）
の
東
に
あ
る
神
嶋
（
上
島
）
の
西
側
に
あ
る

仏
像
（
人
）
の
よ
う
な
形
を
し
た
石
神
、
確
か
に
、

上
島
に
は
、
風
土
記
通
り
の
石
神
が
家
島
の
方
を
向

い
て
泣
い
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
自
分
の
考
え
が
、

浅
は
か
だ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
間
違
い
を
知
る

こ
と
が
出
来
た
こ
と
は
、
良
か
っ
た
と
思
う
。 

家
島
の
郷
土
史
研
究
家
の
故
中
上
実
氏
は
、
現
在

の
上
島
か
ら
、
船
を
流
し
て
、
ど
こ
に
流
れ
着
く
か

実
験
を
し
て
、
や
は
り
オ
ド
モ
に
流
れ
着
い
た
そ
う

で
す
。 

オ
ド
モ
に
は
、
昔
か
ら
、
「
火
の
玉
」
の
話
が
あ

り
、
そ
れ
は
、
見
て
は
い
け
な
い
物
と
し
、
人
々
に

恐
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

神嶋の石神 

いし石神 
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こ
こ
か
ら
、
推
測
さ
れ
る
の
は
、
怖
い
話
を
作
る

場
所
は
、
何
か
大
切
な
場
所
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

何
ら
か
の
神
聖
な
場
所
で
あ
る
と
推
測
で
き
ま
す
。 

現
在
、
上
島
は
大
本
教
の
聖
地
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

て

っ

ぺ

ん

岩 

 

私
は
、
こ
こ
で
あ
え
て
、
頂
上
石
群
を
「
て
っ
ぺ

ん
岩
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
長
年
の
こ
の

石
群
に
対
す
る
私
の
想
い
と
理
解
し
て
い
た
だ
き

た
い
。 

私
は
、
１
９
９
８
年
６
月
７
日
に
家
島
の
郷
土
に

詳
し
い
金
山
敏
美
氏
、
当
時
、
西
島
頂
上
石
群
に
つ

い
て
調
べ
て
い
る
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
荒
木
有
希
氏
達

と
共
に
、
こ
の
石
の
調
査
と
い
う
よ
り
も
見
学
に
行

き
ま
し
た
。
こ
れ
が
私
に
と
っ
て
、
現
場
で
の
第
１

回
目
の
調
査
と
な
り
ま
す
。 

家
島
本
島
か
ら
、
船
に
揺
ら
れ
て
約
１
５
分
、
こ

の
日
は
、
普
段
見
慣
れ
て
い
る
遠
目
で
見
る
「
て
っ

ぺ
ん
岩
」
は
、
い
つ
も
の
そ
れ
と
は
違
い
、
何
か
、

初
め
て
見
る
物
の
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。 

 
 

 

西
島
に
着
く
と
、
ジ
ー
プ
で
、
砕
石
場
の
あ
る
程

度
整
地
さ
れ
た
道
を
数
分
走
り
、
最
後
の
急
斜
面
は
、

で
こ
ぼ
こ
道
で
、
水
が
流
れ
た
跡
が
、
深
い
溝
を
作

り
、
こ
ん
な
道
を
車
で
行
け
る
の
か
と
思
う
よ
う
な

道
を
一
気
に
登
り
き
り
、
つ
い
に
あ
の
「
て
っ
ぺ
ん

岩
」
が
見
え
て
き
た
。
後
は
、
少
し
の
降
り
だ
け
で

あ
る
。
相
変
わ
ら
ず
の
で
こ
ぼ
こ
道
で
、
頭
を
打
ち

な
が
ら
、
ジ
ー
プ
は
、
そ
の
地
に
到
着
し
た
。 

そ
し
て
、
私
は
、
ジ
ー
プ
か
ら
降
り
、
ゆ
っ
く
り

と
、「
そ
れ
」
を
見
上
げ
た
。 

そ
こ
に
は
、
あ
ま
り
に
雄
大
で
静
か
に
、
こ
の
瀬

戸
内
海
を
暖
か
く
見
下
ろ
す
「
彼
」
の
姿
が
あ
っ
た
。

「
彼
」
、
ま
さ
に
、
私
は
そ
う
感
じ
た
の
で
あ
る
。

ま
る
で
巨
大
な
生
き
物
が
、
そ
こ
に
鎮
座
し
て
い
る

が
如
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
仕
事
で
週
に
二
回
は
、

西
島
に
来
る
た
め
、
遠
目
に
は
よ
く
見
て
い
る
は
ず

な
の
に
、
何
か
わ
か
ら
な
い
感
動
が
あ
っ
た
。
不
思

議
と
「
や
っ
ぱ
り
、
て
っ
ぺ
ん
岩
や
。」
と
何
が
「
や

っ
ぱ
り
」
な
の
か
自
分
で
も
理
解
で
き
ず
、
た
だ
、

呆
然
と
こ
の
石
群
を
見
上
げ
た
。
こ
の
胸
の
奥
か
ら

わ
き
出
て
く
る
思
い
を
止
め
る
こ
と
な
ど
で
き
る

は
ず
が
な
か
っ
た
。 

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
眺
め
…
な
ん
と
す
ば
ら
し

い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
日
は
、
天
候
に
恵
ま
れ

瀬
戸
内
海
が
全
て
見
下
ろ
せ
る
感
じ
だ
っ
た
。
私
は
、

ま
る
で
古
事
記
の
「
国
生
み
」
の
出
来
事
に
遭
遇
し

て
い
る
気
分
だ
っ
た
。 

私
は
、
荒
木
氏
に
古
代
文
字
を
見
せ
て
も
ら
い
、

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
明
ら
か
に
何
か
絵
が
描
い
て

あ
る
。
ま
る
で
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
「
ホ
ル
ス
の
目
」、

い
や
、
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
荒
木
氏
は
、
そ
れ
を

シ
ュ
メ
ー
ル
の
「
太
陽
神
ベ
ル
」
と
語
る
。 

そ
し
て
周
り
の
石
を
探
索
す
る
と
、
次
々
と
絵
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
螺
旋
や
円
形
の

てっぺん岩 
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模
様
三
角
形
な
ど
の
幾
何
学
的
な
形
を
し
た
図
形

の
数
々
。
自
然
に
で
き
た
に
し
て
は
あ
ま
り
に
不
自

然
で
あ
る
。
ま
あ
こ
ん
な
所
に
こ
ん
な
石
群
が
あ
る

こ
と
事
態
が
、
不
自
然
で
あ
る
。
荒
木
氏
は
、
菊
の

紋
も
あ
る
と
言
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
そ
う
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
程
度
の
も
の
で
、
私
は
、
そ

の
時
点
で
は
、
そ
の
意
見
に
は
賛
成
は
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
円
形
の
も
の
が
突
出
し
て
い
る
の
は

事
実
で
あ
る
。 

そ
も
そ
も
、
日
本
に
お
い
て
の
菊
の
紋
自
体
、
歴

史
が
浅
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
古
い
遺
跡
だ

と
す
る
と
、
菊
の
紋
と
い
う
可
能
性
は
か
な
り
低
い

と
考
え
ら
れ
た
。
荒
木
氏
に
よ
る
と
シ
ュ
メ
ー
ル
の

紋
章
も
菊
の
紋
章
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
私
に
は
そ
の

時
そ
れ
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
か
っ
た
の
で
何
と

も
言
え
な
か
っ
た
。
後
に
い
ろ
ん
な
書
物
を
調
べ
た

り
、
上
野
氏
か
ら
聞
い
た
り
し
て
、
そ
の
可
能
性
も

あ
る
の
だ
と
知
っ
た
。
石
の
表
面
も
随
分
と
風
化
し

て
い
る
の
で
、
古
い
も
の
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
私
の
夢
に
描
い
て
い
る
古
代
の
家
島

の
物
語
は
、
は
る
か
に
広
大
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
。 何

の
根
拠
も
な
い
が
、
彼
は
き
っ
と
太
古
の
昔
か

ら
、
ず
っ
と
こ
こ
に
い
た
の
だ
と
、
い
う
気
が
し
て

し
ま
う
。
彼
は
、
ど
れ
ほ
ど
長
い
年
月
を
こ
の
場
所

で
過
ご
し
、
こ
う
し
て
こ
の
瀬
戸
内
海
を
見
守
っ
て

き
た
の
だ
ろ
う
。 

こ
の
石
を
つ
く
っ
た
の
が
誰
か
と
い
う
こ
と
は

わ
か
ら
な
い
、
自
然
に
で
き
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
石
は
長
き
に
わ
た
っ
て
、
人
々
か
ら

崇
拝
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ

の
ペ
ト
ロ
グ
ラ
フ
を
見
て
も
、
石
の
不
自
然
な
配
置

を
み
て
も
推
測
さ
れ
ま
す
。
何
よ
り
も
、
こ
の
存
在

感
が
証
明
し
て
い
る
。 

後
日
、
わ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
数
１
０
年
前

こ
の
石
は
半
分
ほ
ど
し
か
地
上
に
出
て
い
な
く
、
多

く
の
貝
殻
が
石
の
周
り
か
ら
出
て
き
た
そ
う
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
供
物
で
あ
っ
た
か
、
自
然
の
も
の
か

は
わ
か
ら
な
い
。
田
中
實
氏
に
よ
る
と
、
１
９
９
０

年
以
前
に
は
、
縄
文
式
土
器
も
出
土
し
て
い
る
そ
う

で
あ
る
。
そ
し
て
西
島
が
無
人
島
に
な
っ
た
の
も

（
今
は
人
が
住
ん
で
い
る
）
聖
地
と
し
て
こ
れ
を
崇

拝
す
る
た
め
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

   

頂
上
石
で
の
発
見 

 

１
９
９
９
年
３
月
１
４
日
、
私
は
、
再
び
金
山
氏
、

家
島
神
社
の
高
島
俊
紀
氏
達
と
と
も
に
訪
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。 

新
し
い
発
見
と
し
て
は
、
男
鹿
島
大
山
遺
跡
と
の

関
係
で
あ
る
。
大
山
遺
跡
と
は
、
高
地
性
遺
跡
で
、

家
島
群
島
最
大
の
弥
生
時
代
の
集
落
跡
で
あ
る
。 

こ
の
巨
石
群
の
真
東
が
、
大
山
遺
跡
に
あ
た
る
。

こ
れ
は
、
面
白
い
発
見
で
あ
る
。
大
山
遺
跡
に
住
ん

で
い
た
人
々
は
、
真
西
側
の
こ
の
巨
石
群
を
崇
拝
し

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
悲
し
い

か
な
大
山
遺
跡
は
、
も
う
存
在
し
て
い
な
い
。
大
山

遺
跡
を
調
べ
て
い
た
ら
、
関
係
に
つ
い
て
の
証
拠
的

な
も
の
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

９
９
年
の
秋
に
は
、
高
島
氏
、
荒
木
氏
の
祖
母
で

あ
る
井
上
清
子
氏
、
坊
汽
ト
ラ
ベ
ル
の
前
田
頼
光
氏

達
と
と
も
に
訪
れ
、
中
心
の
巨
石
の
西
側
の
地
面
の

磁
気
が
異
常
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
方
位
磁
石

を
持
っ
て
い
く
と
、
ぴ
た
り
と
針
が
止
ま
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。 

そ
れ
か
ら
、
毎
年
、
何
度
も
訪
れ
る
こ
と
に
な
り
、

い
ろ
ん
な
発
見
が
あ
っ
た
。 
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２
０
１
０
年
に
は
、
天
岩
戸
で
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が

身
に
着
け
て
い
た
ヒ
カ
ゲ
ノ
カ
ズ
ラ
が
石
の
周
り

に
生
え
て
い
る
こ
と
を
自
然
体
験
セ
ン
タ
ー
の
職

員
の
方
が
発
見
。 

家
島
町
時
代
の
町
花
で
も
あ
っ
た
サ
サ
ユ
リ
も

石
の
周
り
だ
け
に
生
え
て
い
る
。 

何
度
も
行
く
と
わ
か
る
の
だ
が
、
石
の
周
り
だ
け

常
に
風
が
舞
う
よ
う
に
吹
い
て
い
る
。 

２
０
１
１
年
の
５
月
に
は
、
放
射
線
測
定
器
で
石

の
周
り
を
測
る
と
０
．
２
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
の

放
射
線
を
記
録
。
自
然
界
で
は
、
高
め
の
数
値
が
測

定
さ
れ
た
。 

頂
上
石
が
夜
に
光
る
と
言
う
話
や
、
病
気
が
治
る

と
い
う
話
が
あ
る
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
磁
気
的
な

も
の
か
放
射
線
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。 

 

石
が
血
の
涙
を
流
す
と
い
う
話
も
周
辺
の
土
が

鉄
分
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
、
雨
が
降
る
と
酸
化
し

て
、
赤
く
な
る
こ
と
が
判
明
。
そ
の
影
響
か
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
西
側
で
は
、
頂
上
石
は
も
ち
ろ
ん
そ
の

横
の
木
に
ま
で
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
粉
が
つ
き
ま
す
。

そ
の
正
体
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

今
後
、
調
べ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
日
当
た
り
の
関
係
な
の
か
わ
か
ら
な
い

が
、
西
側
の
一
部
だ
け
に
き
れ
い
な
コ
ケ
が
高
級
絨

毯
の
よ
う
に
生
え
て
い
る
。 

一
般
に
は
、
南
側
が
、
中
心
の
石
に
割
れ
目
が
あ

り
、
上
野
氏
の
言
う
十
六
菊
花
弁
と
い
う
の
も
こ
の

方
向
に
あ
り
、
正
面
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
が
、
私
は
、
こ
の
西
側
が
正
面
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
中
央
の
巨
石
の
中
腹
に
は
、

台
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
場
所
が
あ
り
、
何
か
を
置

い
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
こ
の
周
辺
の
石
は
、

地
面
に
沿
っ
て
平
ら
な
石
が
多
く
、
そ
こ
か
ら
祈
り

を
さ
さ
げ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
磁
気
が
お
か
し
い
と
言
う
の
も
何
か

意
味
あ
り
げ
で
す
。
上
島
に
あ
っ
た
石
神
も
西
の
方

角
を
向
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
巨
石
を
見
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
何
か
し
ら
の
関
係
が
う
か
が
え
る
。 

他
に
こ
の
周
辺
に
は
、
池
が
あ
る
そ
う
で
す
。
現

存
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の

石
群
の
下
、
約
１
８
０
メ
ー
ト
ル
の
砕
石
場
か
ら
は
、

少
し
で
は
あ
る
が
、
常
に
水
が
流
れ
出
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
水
脈
の
存
在
も
、
何
か
し
ら
、
文
化
の
存

在
し
え
る
に
は
、
必
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ

ん
な
島
だ
か
ら
こ
そ
水
が
あ
る
と
こ
ろ
に
、
人
は
栄

え
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。   

オ
ノ
ゴ
ロ
島
は
家
島
？ 

 

私
は
、
は
じ
め
て
現
地
に
行
っ
た
際
、
あ
る
考
え

に
確
信
が
持
て
た
。
そ
れ
は
、
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い

る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
古
事
記
の
中
に
出
て
く
る
オ
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ノ
ゴ
ロ
島
が
家
島
で
、
あ
の
巨
石
が
天
の
御
柱
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、

高
島
俊
紀
氏
、
金
山
敏
美
氏
も
同
じ
考
え
で
あ
る
。 

現
在
、
オ
ノ
ゴ
ロ
島
は
神
話
上
の
島
と
言
わ
れ
な

が
ら
も
、
淡
路
島
の
沼
島
説
が
有
力
と
さ
れ
て
い
る
。

事
実
、
お
の
ご
ろ
神
社
や
、
い
ざ
な
ぎ
い
ざ
な
み
神

社
も
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
決
定
的
な
証
拠
は
、

何
も
な
い
の
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
ギ
が
亡
く
な
っ
た
場

所
で
あ
る
こ
と
は
、
わ
か
っ
て
い
ま
す
。 

面
白
い
の
は
お
の
ご
ろ
神
社
に
あ
る
イ
ザ
ナ
ギ

と
イ
ザ
ナ
ミ
を
導
い
た
鳥
が
と
ま
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
石
が
、
大
き
さ
は
小
さ
い
の
で
す
が
、
見
た

目
が
頂
上
石
と
う
り
ふ
た
つ
で
す
。
こ
れ
に
は
、
何

か
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

「
お
し
て
る
や
難
波
の
崎
よ
い
で
た
ち
て
我
が

国
見
れ
ば
ア
ワ
シ
マ
、
オ
ノ
ゴ
ロ
シ
マ
、
ア
ヂ
マ
サ

ノ
シ
マ
も
見
ゆ
サ
ケ
ツ
シ
マ
見
ゆ
」
こ
れ
は
、
仁
徳

天
皇
が
、
淡
路
島
か
ら
詠
ま
れ
た
詩
で
あ
る
。
そ
れ

に
淡
路
島
と
オ
ノ
ゴ
ロ
島
が
別
で
あ
る
こ
と
も
よ

く
わ
か
る
。
そ
し
て
淡
路
島
か
ら
見
え
る
島
で
あ
る
。

古
事
記
や
、
こ
の
詩
に
も
出
て
く
る
ア
ワ
シ
マ
は
、

上
島
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
上
島
の

別
名
は
、
粟
島
と
呼
ば
れ
、
海
底
か
ら
出
て
き
た
泡

の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
泡
の
よ
う
に
は
か
な
く
消

え
そ
う
な
島
で
、
人
が
生
活
す
る
に
は
難
し
い
島
で

あ
る
か
ら
、
「
島
に
は
な
れ
ず
」
と
、
し
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
粟
島
が
、
仁
徳
天
皇
の
詩
で
は
、

存
在
し
て
い
る
島
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。 

大
阪
を
出
て
、
粟
島
（
上
島
）
、
オ
ノ
ゴ
ロ
島
（
家

島
）
淡
路
島
が
も
見
え
る
と
考
え
る
と
ぴ
っ
た
り
で

あ
る
。 

古
事
記
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
瀬
戸
内
海
の
島
々

が
出
て
く
る
の
だ
が
、
地
理
的
に
も
地
形
的
に
も
家

島
は
、
瀬
戸
内
海
航
海
に
は
欠
か
せ
な
い
場
所
で
あ

っ
た
の
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古

事
記
の
中
に
家
島
ら
し
き
島
は
出
て
こ
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
お
か
し
な
話
で
あ
る
。 

家
島
の
遺
跡
か
ら
は
、
多
く
の
土
器
や
旧
石
器
ま

で
出
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
古
く
か
ら

人
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
家
島
と
言

う
名
前
も
神
武
天
皇
東
征
の
際
つ
け
ら
れ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
名
前
は
、
知
ら
れ
て

い
な
い
。 

家
島
は
、
「
エ
ジ
マ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
家
島

を
省
略
し
て
「
エ
ジ
マ
」
に
す
る
の
は
、
省
略
の
意

味
が
な
い
。
「
エ
ノ
シ
マ
」
と
も
言
わ
れ
て
い
た
そ

う
だ
。
日
本
書
紀
の
国
生
み
で
は
、
「
オ
ノ
ゴ
ロ
島

を
胞
（
エ
）
に
し
て
国
生
み
を
す
る
」
と
書
か
れ
て

い
る
。
胞
と
は
、
胎
盤
を
あ
ら
わ
す
の
だ
が
、
読
み

方
が
「
エ
」
つ
ま
り
、
オ
ノ
ゴ
ロ
島
は
「
エ
」
で
あ

る
と
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す

る
と
、
家
島
を
「
胞
の
島
（
エ
ノ
シ
マ
）
」「
エ
ジ
マ
」

と
呼
称
す
る
の
は
、
家
島
に
な
る
前
が
「
胞
島
」
だ

っ
た
の
で
は
、
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
れ
に
気
に
な
る
の
は
、
家
島
の
方
言
で
あ
る
。

い
ま
だ
に
、
古
典
に
出
て
く
る
よ
う
な
古
い
言
葉
を

使
っ
て
い
る
。
古
典
に
出
て
く
る
言
葉
は
、
都
を
中

心
と
し
た
言
葉
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ

ん
な
島
の
住
民
が
今
も
使
っ
て
い
る
の
か
？ 

当

時
流
行
し
た
か
ら
な
の
か
？ 

な
ら
ば
、
そ
の
後
も

違
う
言
葉
が
流
行
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
興

味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
こ
こ
か
ら
都
に
移
っ

て
い
っ
た
人
々
の
言
葉
な
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ち
な

み
に
家
島
で
ク
ワ
ガ
タ
の
こ
と
を
「
ゲ
ン
ジ
」
と
呼

ぶ
が
京
都
の
一
部
の
地
域
で
も
そ
う
呼
ば
れ
て
い

る
。
離
れ
島
な
の
で
、
あ
ま
り
言
葉
に
変
化
が
な
く

現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

家
島
出
身
の
作
家
長
尾
良
氏
は
、
子
供
の
頃
、
家
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島
は
オ
ノ
ゴ
ロ
島
だ
と
教
え
ら
れ
て
育
っ
た
そ
う

で
あ
る
。
昔
は
、
口
伝
で
そ
う
言
い
伝
え
ら
れ
続
け

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

天
神
（
ア
マ
ツ
カ
ミ
）
の
住
ん
だ
式
内
大
社
家
島

神
社
、
西
島
と
坊
勢
島
の
間
に
は
、
潮
の
干
満
に
よ

り
、
２
つ
の
島
を
結
ぶ
天
の
浮
き
橋
と
い
わ
れ
る
瀬

が
あ
り
、
ク
ラ
ゲ
の
よ
う
に
漂
う
数
々
の
小
島
。
そ

し
て
、
あ
の
石
の
所
へ
行
け
ば
、
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ

ナ
ミ
が
見
た
世
界
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
頂
上
石

を
中
心
に
し
て
周
り
を
眺
め
て
み
る
と
こ
れ
が
天

の
御
柱
だ
と
実
感
が
わ
い
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。 

巨
石
群
周
辺
で
縄
文
式
土
器
が
出
土
し
た
事
か

ら
、
縄
文
時
代
に
は
、
す
で
に
人
々
が
巨
石
群
に
対

し
何
ら
か
の
行
動
を
し
て
い
た
事
が
伺
え
る
。
縄
文

時
代
あ
た
り
は
、
現
在
よ
り
も
水
位
が
低
か
っ
た
時

と
高
か
っ
た
時
が
あ
っ
た
事
が
分
か
っ
て
い
る
。 

一
時
期
、
家
島
は
一
つ
の
巨
大
な
島
で
あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
水
位
が
高
い
時
期
が
、
イ
ザ
ナ
ギ
、

イ
ザ
ナ
ミ
達
が
訪
れ
、
水
位
が
低
く
な
っ
た
時
、
オ

ノ
ゴ
ロ
島
が
で
き
、
「
国
生
み
」
に
た
と
え
ら
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
縄
文
人
が
崇
拝
し
て
い
た
石
を

弥
生
人
（
イ
ザ
ナ
ギ
達
）
が
天
の
御
柱
と
し
て
崇
拝

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
高
天
原
や
葦
原
の
国
と
い

う
の
も
、
大
山
遺
跡
か
も
し
れ
な
い
し
、
現
在
の
宮
、

真
浦
、
坊
勢
か
も
し
れ
な
い
。
ど
れ
で
あ
っ
て
も
お

か
し
く
な
い
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

家
島
自
体
幾
度
と
名
を
変
え
て
あ
の
巨
石
は
、
古

く
は
天
の
御
柱
と
し
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
も
、
そ
れ

以
降
も
何
ら
か
の
象
徴
と
し
て
常
に
人
々
か
ら
崇

拝
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

 

た
ぶ
ん
古
事
記
の
時
も
、
風
土
記
の
時
も
す
で
に
そ

れ
は
昔
話
の
域
で
場
所
の
特
定
は
せ
ず
、
編
集
者
が

集
め
つ
づ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
時
す
で
に
オ
ノ

ゴ
ロ
島
で
は
な
く
家
島
と
言
う
名
前
に
な
っ
て
い

た
が
、
オ
ノ
ゴ
ロ
島
→
「
胞
島
（
エ
ジ
マ
）」
→
「
家

島
」
と
考
え
る
と
今
も
エ
ジ
マ
と
呼
ば
れ
て
い
る
の

も
う
な
ず
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

家
島
を
中
心
に
国
生
み
で
生
ま
れ
て
い
く
島
を

見
て
い
く
と
、
時
計
回
り
に
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
偶
然
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

家
島
が
オ
ノ
ゴ
ロ
島
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
と
い
う
確
証
も

あ
り
ま
せ
ん
。 

た
だ
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
て
い
た
だ
き
た
い
。 
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あ
と
が
き 

 
１
１
年
ぶ
り
に
、
改
訂
版
と
し
て
、
少
し
ず
つ
プ

ラ
ス
し
て
み
ま
し
た
。
私
の
勝
手
な
推
測
を
書
き
つ

づ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
研
究
は
、
何
時

ま
で
も
終
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
１
１
年
間
で
い

く
つ
か
の
発
見
も
あ
り
、
さ
ら
に
家
島
オ
ノ
ゴ
ロ
島

説
へ
の
思
い
が
強
く
な
り
ま
し
た
。
今
後
も
い
ろ
ん

な
新
発
見
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

あ
く
ま
で
ひ
と
つ
の
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
理

解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
い
ろ
ん
な
人
が
い
ろ
ん
な

考
え
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

研
究
中
の
こ
と
で
す
の
で
、
み
な
さ
ん
の
考
え
方
、

意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
よ
り
真
実

味
の
あ
る
答
え
を
探
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

今
後
も
、
古
代
か
ら
の
家
島
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る

角
度
か
ら
、
見
つ
め
な
お
し
、
多
く
の
文
献
と
比
較

し
な
が
ら
、
家
島
の
歴
史
を
再
現
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 
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