
~ 

ギ

ジ

デ

伝
』

四
章

ン

ピ

ョ

ウ

セ

イ



マ

ツ

ラ

ガ

ワ

松
浦
川

マ

ツ

ラ

ガ

タ

松
浦
縣

見
て
い
る
人
が
羨
ま
し
い
こ
と
だ
」

「
松
浦
川
の
玉
島
の
浦
で
若
鮎
を
釣
る
娘
を

で
、
さ
ら
に
佐
用
姫
の
伝
説
は
人
々
の
心
を

が
、
の
ち
に
高
句
麗
の
女
性
を
妻
に
し
た
の

教
伝
来
に
も
功
績
の
あ
っ
た
中
央
の
武
将
だ

サ

ヨ

ヒ

メ

ヒ

レ

佐
用
姫
の
子
が
領
巾
振
り
し

山
の
名
の
み
や
聞
き
つ
つ
を
ら
む

〔
山
上
憶
良
（
万
葉
集
8
6
8
)
〕

て
し
ま
っ
た
佐
用
姫
の
伝
説
で
、
松
浦
の
山

に
領
巾
の
嶺
と
い
う
名
が
つ
け
ら
れ
た
。
夫

サ

デ

ヒ

n

の
大
伴
狭
手
彦
は
朝
鮮
半
島
で
活
躍
し
、
仏

う
っ
た
）
」

タ
マ
シ
マ

玉
島
の
浦
に

イ
モ妹

ら
を
見
ら
む ワ

カ

ユ

若
鮎
釣
る

ト
モ

人
の
羨
し
さ

〔
万
葉
集
8
6
3〕

（
任
那
へ
赴
任
す
る
夫
を
慕
っ
て
石
に
な
っ

を
聞
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

っ
て
夫
を
慕
っ
た
と
い
う
こ
の
山
の
名
だ
け

「
松
浦
国
の
佐
用
姫
が
肩
に
か
け
た
布
を
振
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◎
魏
国
の
使
者
は
北
九
州
ま
で
し
か
来
て
い
な
い

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

チ

ン
ジ
ュ

『
三
国
志
』
の
著
者
、
す
な
わ
ち
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
著
者
の
陳
壽

ギ

リ

ャ

ク

ギ

ョ

カ

ン

や
、
そ
の
元
本
『
魏
略
』
の
著
者
魚
祭
が
参
考
に
し
た
で
あ
ろ
う

史
料
が
つ
ぎ
の
二
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
う
い
に
推
察
で
き
る
。

〈
ア
〉
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
の
帰
国
報
告
の
記
録
ま
た
は
そ

の
伝
聞
。

〈
イ
〉
日
本
か
ら
の
使
者
が
帯
方
郡
や
魏
の
都
で
述
べ
た
言
葉
の

記
録
ま
た
は
そ
の
伝
聞
。

ノ

ノ

ピ

ョ

ウ

セ

イ

又
聞
き
の
信
憑
性

四• 
一

〈
ア
〉

ま

ず

に

つ

い

て

考

え

て

み

る

。

ギ

こ
の
時
代
に
倭
国
を
訪
問
し
た
魏
の
使
者
と
し
て
は
、
西
暦
二

テ

イ

シ

ュ

ン

チ

ョ

ウ

セ

イ

四
0
年
に
訪
れ
た
梯
偶
と
、

二
四
七
年
に
訪
れ
た
張
政
の
名
が
、

『
魏
志
倭
人
伝
』
に
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
二
人
の
訪

日
が
本
当
だ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
報
告
が
皇
帝
の
記
録
書
な
ど

に
残
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
書
写
を
陳
壽
や
魚
祭
が
読
ん
だ
か
、
あ

る
い
は
伝
聞
で
耳
に
し
た
か
の
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
こ
の
二
人
の
使
者
は
、
も
し
派
遣
さ
れ
た
の
が
本
当
だ

ヤ

マ

タ

イ

n
ク

っ
た
と
し
て
も
、
《
邪
馬
台
国
》
を
旅
し
て
ま
わ
っ
た
わ
け
で
も
な

〈卑
禰
呼
〉
と
面
会
し
た
わ
け
で
も
な
い
よ
う
な
の
だ
。

タ
イ
ホ
ウ

つ
ま
り
朝
鮮
半
島
の
帯
方
郡
か
ら
九
州
北
端
の
伊
都
国
ま
で
来

て
、
そ
こ
に
逗
留
し
て
、
日
本
の
役
人
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
難

升
米
ら
と
贈
り
物
の
交
換
を
し
た
り
交
渉
し
た
り
話
を
聞
い

た
り
し
た
だ
け
だ
っ
た
ら
し
い
の
だ
。

外
国
か
ら
倭
国
へ
の
使
者
が
伊
都
国
で
接
待
さ
れ
た
り
、
文
物

を
調
べ
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
は
、
前
章
に
記
し
た
と
お
り
『
魏
志

倭
人
伝
』
そ
の
も
の
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
『
魏
志
倭
人

伝
』
全
体
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

国
々
の
間
隔
の
記
述
が
、
朝
鮮
半
島
南
端
か
ら
九
州
北
部
ま
で

は
距
離
の
単
位
の
「
里
」
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
記
さ
れ
て
い
る
の

＜ ヽ
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あ
い
ま
い
な

「
日
数
」

に
よ
る
表
示
に

に
、
そ
こ
を
す
ぎ
る
と
、

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

ト

ウ

マ

ま
た
、
北
九
州
か
ら
は
遠
い
投
馬
国
や
《
邪
馬
台
国
》
の
風
物

・
人
物
の
記
録
も
、
北
九
州
の
伊
都
国
な
ど
に
く
ら
べ
て
、
き
わ

め
て
あ
い
ま
い
な
の
だ
。

使
者
は
北
九
州
に
留
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
の
推
測

に
反
論
す
る
学
者
も
お
り
、
そ
の
論
拠
は
、
印
綬
の
よ
う
な
大
切

な
も
の
を
伊
都
国
で
役
人
に
渡
し
て
帰
っ
て
し
ま
う
筈
は
な
い
1

ー
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ヤ

マ

タ

イ

n

ク

し
か
し
魏
の
使
者
が
《
邪
馬
台
国
〉
〉
ま
で
本
当
に
来
た
の
だ
と

し
た
ら
、
〈
卑
弼
呼
〉
や
男
弟
や
世
話
役
の
男
の
様
子
が
も
う
少
し

書
か
れ
て
い
る
の
が
自
然
だ
と
思
う
。

も
し
〈
卑
蒲
呼
〉
が
神
秘
性
を
保
つ
た
め
に
直
接
は
会
わ
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
か
わ
り
に
接
待
し
た
人
物
の
こ
と
や
、
建
物
の

こ
と
や
、
建
物
周
辺
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
筈
で
は
な
い
だ
ろ

、↓O

ろ
ノ
カと

こ
ろ
が
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
は
そ
れ
ら
の
こ
と
は
一
行
も
書

か
れ
て
い
な
い
の
だ
。

〈
卑
禰
呼
〉
の
容
貌
も
服
装
も
体
格
も
、
身
辺
の
男
の
様
子
も
、

建
物
の
構
造
も
、
付
近
の
風
物
も
、
何
も
な
い
。

北
九
州
の
国
々
に
つ
い
て
は
、
一
般
民
衆
の
服
装
や
食
べ
物
や

習
慣
が
か
な
り
く
ど
く
ど
と
書
か
れ
て
い
る
の
に
、
肝
心
の
《
邪

馬
台
国
》
の
人
間
や
風
物
の
様
子
が
ま
っ
た
く
無
く
、
あ
る
の
は

抽
象
的
な
こ
と
ば
か
り
な
の
だ
。

と
い
う
わ
け
で
、
魏
の
使
者
が
《
邪
馬
台
国
》
ま
で
来
た
可
能

性
は
微
弱
だ
し
、
仮
に
来
て
い
た
と
し
て
も
〈
卑
禰
呼
〉
や
弟
と

直
接
会
っ
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
え
る
。

つ
い
で
な
が
ら
、
《
邪
馬
台
国
》
に
女
王
が
い
る
と
い
う
話
自
体

も
日
本
側
は
隠
し
て
い
て
、
シ
ナ
王
朝
に
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
が

書
か
れ
る
少
し
前
に
や
っ
と
分
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
ー
ー
_
と
の

説
も
あ
る
。

ア

ス

カ

ス

イ

n

シ

ョ

ウ

ト

ク

タ

イ

シ

ソ

ガ

ノ

ウ

マ
コ

飛
鳥
時
代
の
推
古
天
皇
の
と
き
も
、
聖
徳
太
子
や
蘇
我
馬
子
ら

が
、
天
皇
が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
シ
ナ
や
朝
鮮
の
使
者
に
隠
し
た

ら
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

古
代
日
本
で
は
女
帝
は
ご
く
普
通
の
存
在
だ
っ
た
が
、
同
時
代

の
シ
ナ
で
は
軽
ん
ぜ
ら
れ
て
い
て
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。以

上
の
よ
う
な
次
第
で
、
魏
か
ら
の

＇実
質
は
帯
方
郡
か
ら

の
使
者
の
派
遣
が
本
当
だ
っ
た
と
し
て
も
、
帰
国
し
て
報
告

し
た
の
は
、
言
葉
の
よ
く
通
じ
な
い
相
手
か
ら
聞
い
た
あ
い
ま
い
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◎
難
升
米
は
漢
文
に
通
じ
て
い
た
か

な
話
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
地
理
や
政
治
や
宗
教
や
風
俗
習
慣
に
つ
い
て
は
、
現
在

の
わ
れ
わ
れ
で
も
、
外
国
人
に
説
明
す
る
の
は
難
し
い
。
む
し
ろ

誤
解
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。

本
国
に
戻
っ
て
日
本
の
こ
と
を
正
確
に
伝
え
る
旅
行
者
の
ほ
う

が
、
現
代
で
あ
っ
て
も
珍
し
い
。

だ
か
ら
、
日
本
の
役
人
が
必
死
で
説
明
し
た
と
し
て
も
、
し
ご

く
あ
い
ま
い
な
こ
と
し
か
魏
の
都
に
は
伝
わ
ら
ず
、
誤
解
も
多
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

テ

イ

シ

ュ

ン

チ

ョ

ウ

セ

イ

さ
ら
に
、
梯
偶
と
張
政
は
別
の
太
守
の
子
分
で
あ
る
た
め
、
見

聞
し
た
事
項
を
互
い
に
照
ら
し
あ
っ
て
検
討
し
た
と
は
、
と
て
も

考
え
ら
れ
な
い
。

東
洋
史
の
岡
田
英
弘
は
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
二
人

の
使
者
の
報
告
が
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
繋
ぎ
合
わ
せ

た
た
め
に
、
筋
の
通
ら
な
い
文
章
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推

理
し
て
い
る
。

こ
れ
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
〈
イ〉

の
史
料
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

ギ

ナ

シ

メ

倭
国
か
ら
魏
へ
の
使
者
と
し
て
再
三
名
前
の
出
て
く
る
難
升
米

タ
イ
ホ
ウ

が
、
魏
や
帯
方
郡
の
役
人
に
話
し
た
内
容
が
記
録
さ
れ
て
い
て
、

チ

ン

ジ

ュ

ギ

リ

ヤ

ク

そ
れ
を
陳
壽
ま
た
は
陳
壽
が
参
考
に
し
た
で
あ
ろ
う
『
魏
略
』

そ
の
他
の
文
献
の
著
者
—
|
が
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
可
能
性
が

あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

難
升
米
な
る
名
の
人
物
が
じ
っ
さ
い
に
い
た
の
か
、
あ
る
い
は

役
職
や
一
族
を
こ
う
い
っ
て
い
た
の
か
、
著
者
に
は
判
断
で
き
な

タ

ジ

マ

ノ

モ

リ

い
が
、
『
日
本
書
紀
』
で
い
う
田
道
間
守
ま
た
は
そ
の
一
族
の
な

か
の
誰
か
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
こ
と
は
す
で

に
記
し
た
。

ス
イ
ニ
ン

田
道
間
守
は
垂
仁
天
皇
の
命
令
で
不
死
の
妙
薬
で
あ
る
橘
を
求

め
て
常
世
の
国
（
た
ぶ
ん
シ
ナ
大
陸
）
に
渡
っ
た
が
、
帰
国
し
た

と
き
に
は
天
皇
は
崩
御
し
て
お
り
、
悲
観
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

そ
の
墓
は
奈
良
市
の
垂
仁
天
皇
陵
の
濠
の
な
か
に
あ
る
。

タ

ジ

マ

ノ

モ

リ

タ

ジ

マ

こ
の
田
道
間
守
は
但
馬
地
方
を
本
拠
地
と
し
た
地
方
豪
族
の
出

身
で
、
そ
の
豪
族
は
古
く
か
ら
外
交
を
仕
事
と
し
て
い
た
ら
し
い
。

シ

ラ

ギ

ア

メ

ノ

ヒ

ホ

n

朝
鮮
の
新
羅
国
の
王
子
で
日
本
に
帰
化
し
た
天
日
槍
の
曾
孫
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
朝
鮮
や
シ
ナ
の
言
葉
も
あ
る
程
度
は
理
解
し
、

漢
字
の
素
養
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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〈
卑
禰

〈
卑
禰
呼
〉
の
時
代
の
半
世
紀
後
く
ら
い
の
但
馬
地
方
の
遺
跡
か

ら
、
こ
く
さ
い
き
ん
に
な
っ
て
、
船
の
集
団
を
描
い
た
大
き
な
板

が
発
見
さ
れ
て
評
判
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
但
馬
地
方
の
人
た

ち
が
常
時
日
本
海
を
航
海
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

古
代
の
大
和
朝
廷
の
政
治
形
態
は
豪
族
（
氏
族
）
を
単
位
と
し

モ

ノ

ノ

ペ

オ

オ

ト

モ

て
お
り
、
た
と
え
て
い
え
ば
、
物
部
氏
一
族
が
防
衛
庁
、
大
伴
氏

イ

ン

ペ

セ

ン

ゲ

一
族
が
総
務
庁
、
忌
部
氏
一
族
が
文
化
庁
、
千
家
氏
一
族
が
島
根

県
知
事
・
・
・
と
い
っ
た
具
合
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
外
交
は
難

升
米
や
田
道
間
守
が
属
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
但
馬
地
方
の
豪
族
に

ま
か
せ
て
い
た
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
難
升
米
が
ど
れ
ほ
ど
シ
ナ
語
の

会
話
や
漢
字
漢
文
に
通
じ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
か
り
に

通
訳
が
い
た
と
し
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
正
確
に
訳
し
た
の
か
は
わ
か

ら
な
い
。

も
し
そ
ん
な
に
シ
ナ
語
や
漢
文
に
通
じ
た
人
物
が
日
本
側
に
い

た
と
し
た
ら
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
漢
字
漢
文
を
得
意
に
な
っ
て

書
き
ま
く
っ
た
り
喋
り
ま
く
っ
た
り
し
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
そ
う

だ
と
し
た
ら
、
古
墳
時
代
の
遺
跡
に
も
う
す
こ
し
漢
字
が
残
っ
て

い
そ
う
な
も
の
だ
が
、
銅
鏡
や
剣
な
ど
の
輸
入
品
や
そ
の
レ
プ
リ

カ
以
外
で
漢
字
の
書
か
れ
た
出
土
品
が
見
つ
か
る
の
は
、

呼
〉
の
時
代
よ
り
か
な
り
後
の
遺
跡
で
あ
る
。

漢
字
そ
の
も
の
は
、

〈卑
禰
呼
〉
も
す
で
に
見
慣
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
が
、
存
在
を
知
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
普
段
か
ら
使
う

こ
と
と
は
、
別
で
あ
る
。

ナ

シ

メ

だ
か
ら
、
か
り
に
難
升
米
が
朝
鮮
か
ら
の
帰
化
人
の
子
孫
だ
っ

た
と
し
て
も
、
漢
文
の
素
養
が
そ
ん
な
に
高
か
っ
た
と
も
思
わ
れ

ず
、
魏
の
役
人
と
の
間
で
は
、
手
振
り
身
振
り
を
加
え
て
文
章
を

や
っ
と
理
解
さ
せ
る
と
い
う
程
度
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

◎
魏
国
や
帯
方
郡
の
役
人
の
意
欲

日
本
を
ほ

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
日
本
に
お
い
て
、
ま
た
魏
国
や
帯
方

郡
に
お
い
て
、
日
本
人
と
接
し
た
先
方
の
役
人
の
能
力
や
意
欲
も

問
題
で
あ
る
。

は
る
か
遠
方
の
野
蛮
国
と
さ
れ
て
い
た
国
の
事
柄
を
ど
こ
ま
で

真
面
目
に
見
聞
し
た
か
疑
問
だ
し
、
そ
こ
の
人
間
の
話
を
ど
れ
ほ

ど
真
面
目
に
記
録
し
た
か
も
疑
問
な
の
だ
。

そ
れ
は
、
現
在
の
北
京
政
府
や
韓
国
や
北
朝
鮮
が
、
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推
理
で

と
ん
ど
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

き
る
。

チ
ノ
ジ
ュ

し
か
も
そ
の
記
録
が
陳
壽
や
、
陳
壽
が
参
考
に
し
た
か
も
し
れ

ギ
ョ
カ
ン

な
い
『
魏
略
』
を
書
い
た
魚
秦
の
耳
目
に
入
る
ま
で
に
は
、
ず
い

ぶ
ん
又
聞
き
や
反
復
書
写
が
有
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
と
は
、
こ
の
よ
う
な
し
ご
く

あ
い
ま
い
な
経
緯
で
成
立
し
た
短
い
文
章
で
あ
り
、
著
者
の
陳
壽

に
と
っ
て
は
、
長
い
史
書
の
重
要
で
無
い
部
分
の
一
部
の
ま
た
一

部
に
す
ぎ
ず
、
力
を
入
れ
て
書
い
た
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
記

述
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

著
者
も
、
読
み
下
し
文
や
現
代
語
訳
を
読
ん
で
み
て
、
と
て
も

ズ

サ

ン

杜
撰
な
印
象
を
う
け
る
。

し
か
も
、
こ
れ
が
は
じ
め
て
印
刷
さ
れ
た
の
は
十
一
世
紀
の
宋

の
時
代
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
陳
壽
が
書
い
て
か
ら
印
刷
さ
れ

る
ま
で
に
は
七
百
年
も
の
歳
月
が
あ
り
、
そ
の
間
の
転
写
回
数
は

相
当
な
も
の
で
、
写
し
間
違
い
も
か
な
り
多
い
と
想
像
さ
れ
る
。

こ
う
い
う
成
立
の
経
緯
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
戦
後
の
日
本

n

ウ

ズ

カ

で
専
門
の
学
者
か
ら
ア
マ
チ
ュ
ア
の
好
事
家
ま
で
じ
つ
に
多
く
の

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

人
が
識
論
し
て
き
た
『
魏
志
倭
人
伝
』
な
る
史
書
は
、
そ
の
記
事

シ
ン
ビ
ョ
ウ
セ
イ

の
出
所
が
じ
つ
に
あ
い
ま
い
で
、
信
憑
性
の
な
い
も
の
だ
と
、
判

断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

陳
壽
に
せ
よ
、
陳
壽
が
参
考
に
し
た
ら
し
い
魚
秦
に
せ
よ
、
「
蛮

族
の
話
な
ど
正
確
に
記
録
し
よ
う
と
い
う
熱
意
を
持
っ
て
い
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
魏
の
使
者
や
役
人
」
が
聞
い
た
あ
い
ま
い
な
話
の
、

「
又
聞
き
や
書
写
」
を
元
に
し
て
、
首
を
ひ
ね
り
な
が
ら
記
録
し

と
い
っ
た
て
い
ど
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
難
升
米
ら
の
語
学
力
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
し
た

ら
、
日
本
の
役
人
と
魏
の
役
人
と
の
間
に
は
通
訳
が
い
た
わ
け
だ

が
、
そ
の
通
訳
が
ど
れ
く
ら
い
の
実
力
を
持
っ
て
い
た
か
は
、
ま

っ
た
く
わ
か
ら
な
い
の
だ
。

む
し
ろ
実
力
十
分
な
通
訳
が
い
た
ほ
う
が
お
か
し
い
の
だ
。

そ
の
う
え
、
と
う
じ
日
本
列
島
の
内
部
で
さ
え
言
葉
が
ど
の
て

い
ど
通
じ
た
か
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
畿
内
人
と
九
州
人
と
の

会
話
も
大
変
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ま
で
も
東
北
の
方
言
と
九
州

の
方
言
と
で
は
ほ
と
ん
ど
通
じ
な
い
。

大
陸
・
半
島
の
内
部
で
も
方
言
問
題
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
外
交
を
つ
か
さ
ど
っ
た
ら
し
い
難
升
米
に
し
て
も
、

完
全
な
対
話
が
で
き
た
と
は
、
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。

身
振
り
手
振
り
を
交
え
た
会
談
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

た
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る
の
だ
。

と
い
う
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
読
む
べ
き
史
料
だ
と
思
わ
れ

伝
言
ゲ
ー
ム
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
あ
り
、
そ
れ
は
何
人
か
で
伝
え

て
ゆ
く
う
ち
に
、
何
を
い
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
う
事
を
面
白
が
る
遊
び
だ
が
、
そ
こ
ま
で
酷
く
は
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
と
は
、

「
熱
意
不
明
の
使
者
が
実
力
不
明
の
通
訳
を
介
し
て
聞
い
た
記
録

の
又
聞
き
や
書
写
と
い
う
文
献
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
信
憑
性
が
あ

る
の
か
？
・
」

◎
第
四
・

一
節
の
結
論
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◎
地
理
で
考
え
る

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

『
魏
志
倭
人
伝
』

ヒ

ミ

コ

〈
卑
禰
呼
〉

だ
っ
た
の
か

の
い
た で

常
に
話
題
に
な
り
議
論
に
な
る
の
は
、

ヤ

マ

タ

イ

コ

ク

《
邪
馬
台
国
》
と
は
い
っ
た
い
ど
の
あ
た
り

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
主
と
し
て
二
説
に
分
か
れ
、

の
ど
こ
か
」
、

も
う
ひ
と
つ
の
説
で
は

し
て
議
論
が
続
い
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
二
説
が
出
て
し
ま
う
の
は
、

『
記
述
そ
の
ま
ま
を
信
じ
る
と
、

か
ら
海
に
出
て
し
ま
う
』

ご
存
じ
の
と
お
り
で
あ
る
。

フ

ミ
不
弥
国
か
ら
先
が
、

ほ
と
ん
ど
の
国
は
九
州
の
南
端

と
い
う
こ
と
か
ら
来
て
い
る
。

こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
、

「
九
州
説
」

シ

ノ

ピ

ョ

ウ

セ

イ

地
理
的
な
信
憑
性

四• 

＿
 
一

「
大
和
」

と

「
大
和
説
」

ひ
と
つ
の
説
で
は

と
な
り
、

女
王

「九
州

延
々
と

ま
ず
、
伊
都
国
に
い
た
ら
し
い
《
邪
馬
台
国
》
の
役
人
は
、

う
ぜ
ん
、
《
邪
馬
台
国
》
と
伊
都
国
と
の
間
を
往
復
し
て
い
た
に
ち

が
い
な
い
か
ら
、
距
離
に
つ
い
て
「
歩
い
て
何
日
く
ら
い
」
と
い

う
数
字
を
桁
外
れ
に
間
違
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
太

陽
を
基
準
に
し
て
歩
く
の
で
方
角
を
九
十
度
や
百
八
十
度
も
間
違

確
さ
を
、

と
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

前
節
の
著
者
の
考
え
で
は
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
あ
る

《
邪
馬
台

国
》
の
位
置
の
記
述
は
、

「
と
て
も
信
憑
性
が
う
す
い
」
の
だ
か
ら
、

文
献
だ
け
か
ら
論
理
的
に
い
え
る
の
は
、

「
伊
都
国
の
す
ぐ
近
く
で
は
な
い
」

と
い
う
程
度
の
こ
と
な
の
だ
が
、
仮
に
あ
る
て
い
ど
の
正

こ
の
記
述
が
持
っ
て
い
た
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

[
B
]
「
《
邪
馬
台
国
》
大
和
説
」
で
は
、

確
で
あ
り
南
で
は
な
く
東
だ
。

と
す
る
し
、

[
A
]
「
《
邪
馬
台
国
》
九
州
説
」

り
も
ず
っ
と
短
い
の
だ
。 で

は
、

方
角
の
記
述
が
不
正

距
離
が
今
考
え
る
よ

と
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え
る
こ
と
は
無
い
で
あ
ろ
う
。

で
、
こ
の
あ
と
は
さ
ら
な
る
仮
定
な
の
だ
が
、
こ
の
日
本
の
役

ナ

シ

メ

人
こ
の
役
人
が
じ
つ
は
難
升
米
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が

ギ

ー
の
話
が
、
直
接
ま
た
は
通
訳
を
介
し
て
魏
の
人
間
に
だ
い
た

い
は
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
た
と
し
よ
う
。

タ
イ
ホ
ウ

そ
し
て
そ
れ
が
帯
方
郡
に
伝
言
さ
れ
た
り
役
所
で
記
録
さ
れ
た

ー
フ
ク
ヨ
ウ

り
し
て
、
さ
ら
に
魏
の
都
の
洛
陽
に
ま
で
伝
達
さ
れ
て
記
録
さ
れ
、

さ
ら
に
何
回
か
書
写
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
間
違
い

チ
ン
ジ
ュ

も
な
く
陳
壽
の
耳
や
目
に
入
っ
た
と
す
る
。

で
、
そ
の
陳
壽
が
ふ
つ
う
の
神
経
の
持
ち
主
で
、
あ
る
て
い
ど

の
学
者
だ
っ
た
と
す
れ
ば
ー
史
書
編
纂
を
ま
か
さ
れ
る
の
だ
か

ら
当
然
そ
う
だ
っ
た
の
だ
が
書
写
係
の
下
級
役
人
の
よ
う
に

何
も
考
え
ず
に
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
る
と
は
思
え
な
い
。

ト

ウ

イ

倭
国
を
含
む
東
夷
と
は
だ
い
た
い
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
地

図
を
拡
げ
て
眺
め
る
か
、
ま
た
は
す
く
な
く
と
も
頭
の
な
か
に
地

図
を
思
い
浮
か
べ
る
か
し
な
が
ら
、
記
す
に
ち
が
い
な
い
。

こ
れ
は
、
倭
国
の
中
の
国
々
の
位
置
関
係
を
記
述
す
る
の
だ
か

ら
、
当
た
り
前
の
話
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
地
図
の
問
題
に
つ
い
て
す
こ
し
記
し
て
み
る
こ
と
に

し
よ
う
。

東山道

北陸道

山陰道

山陽道

畿内
ヽI

南海道

西海道

東海道

◎
古
代
の
日
本
列
島

ol 

図4・1 日本七道（八世紀）
と四道将軍派遣先

ま
ず
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
よ
く
知
っ
て
い
る
日
本
地
図
の
外

形
に
、
昔
の
国
内
分
割
を
描
い
て
み
る
。

図
4
.
1
が
そ
れ
で
あ
る
。

日
本
列
島
の
外
形
は
、
ほ
ぼ
北
を
上
に
し
て
、
現
在
の
地
図
と
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同
じ
に
描
い
て
あ
る
。
列
島
の
内
部
の
分
割
は
、
『
記
紀
』
の
書
か

れ
た
八
世
紀
の
も
の
で
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
、
七
つ
の
「
道
」

に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
日
本
七
道
」
と
い
う
。

奈
良
時
代
に
は
東
山
道
の
北
部
か
ら
北
海
道
以
北
に
か
け
て
は

エ

ミ

シ

蝦
夷
だ
っ
た
が
、
平
安
初
期
に
は
本
州
北
端
ま
で
朝
廷
の
勢
力
下

に
は
い
り
、
蝦
夷
は
北
海
道
以
北
の
み
と
な
っ
た
。
ま
た
九
州
南

部
よ
り
南
は
朝
廷
の
勢
力
下
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

こ
の
分
割
は
、
も
ち
ろ
ん
今
と
は
異
な
る
が
、
し
か
し
そ
の
境

目
は
現
在
の
地
図
に
も
継
続
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
違

和
感
は
ま
っ
た
く
な
い
。
山
陽
・
山
陰
・
東
海
な
ど
は
名
前
も
そ

の
ま
ま
で
あ
る
。

じ
つ
は
こ
の
分
割
は
、
明
治
元
年
の
地
図
で
も
同
じ
で
あ
り
、

呼
称
も
同
じ
だ
っ
た
。
日
本
が
い
か
に
歴
史
の
断
絶
の
少
な
い
古

い
国
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。

ヤ

マ

ト

こ
の
地
図
に
《
大
和
》
を
中
心
と
し
て
四
つ
の
矢
印
が
あ
る
が
、

ス

ジ

ン

シ

ド

ウ

シ

ョ

ウ

グ

ン

こ
れ
は
三
世
紀
の
崇
神
天
皇
時
代
の
有
名
な
四
道
将
軍
の
派
遣
先

で
あ
り
、
後
述
す
る
。

さ
ら
に
、
よ
く
古
い
歴
史
に
出
て
く
る
畿
内
部
分
の
各
国
と
そ

の
周
辺
と
を
、
図
4
.
2
に
示
し
た
。

畿
内
と
は
太
線
で
か
こ
ま
れ
た
大
和
・
和
泉
・
河
内
・
摂
津
・

但馬

〔日本海〕

若狭

播磨
丹波

摂津

河内

和泉
大和

紀伊

図4・2

近江

越前

伊勢

〔熊野灘〕

畿内とその周辺の国名
（八世紀）

山
城
の
五
つ
の
国
で
あ
る
。

大
和
は
現
在
の
奈
良
県
で
あ
り
、
和
泉
•
河
内
・
摂
津
は
現
在

の
大
阪
府
で
あ
り
、
山
城
は
京
都
府
の
一
部
で
あ
る
。

こ
の
、
畿
内
や
七
道
の
内
部
に
あ
る
「
国
」
も
、
ほ
と
ん
ど
そ

の
ま
ま
、
い
ま
の
県
に
な
っ
て
お
り
、
和
泉
・
河
内
・
・
・
と
い

っ
た
国
名
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
い
ま
に
残
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
で

も
日
本
の
歴
史
の
継
続
性
が
よ
く
わ
か
る
。

大
和
国
は
広
い
が
、
南
部
は
ほ
と
ん
ど
山
岳
地
帯
で
あ
り
、
大

和
朝
廷
が
栄
え
た
の
は
こ
の
北
西
部
に
あ
る
盆
地
の
部
分
で
、
狭

い
意
味
で
の
《
大
和
》
で
あ
る
。
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図
4
.
2
に
は
『
記
紀
』
で
お
馴
染
み
の
名
前
が
た
く
さ
ん
あ

る
が
、
古
代
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
そ
こ
を
支
配
す
る

豪
族
が
お
り
、
「
国
造
」
と
い
う
大
和
朝
廷
の
地
方
官
と
し
て
の

地
位
を
世
襲
で
維
持
し
、
そ
の
地
方
の
首
長
と
し
て
、
祭
政
を
取

り
仕
切
っ
て
い
た
。

た
だ
し
大
化
改
新
以
後
は
、
近
代
化
が
す
す
ん
で
、
豪
族
単
位

の
行
政
で
は
な
く
な
り
、
国
造
は
行
政
官
的
な
役
割
を
離
れ
て
、

そ
の
地
方
の
主
要
な
神
社
の
祭
祀
を
司
る
世
襲
職
と
な
り
、
そ
の

イ

ズ

モ

セ

ン

ゲ

一
部
の
子
孫
は
現
在
に
ま
で
続
い
て
い
る
。
出
雲
大
社
の
千
家
宮

ア

マ
ペ

ア

ソ

ア

ソ

司
家
、
阿
蘇
神
社
の
阿
蘇
宮
司
家
、
籠
神
社
の
海
部
宮
司
家
な
ど

が
そ
れ
で
あ
る
。

タ

ニ

ハ

タ

ン

ゴ

タ

ジ

マ

タ

ニ
ハ

北
部
の
丹
波
と
丹
後
と
但
馬
は
、
は
じ
め
は
一
体
で
丹
波
ま
た

タ

ニ

ハ

は
但
波
と
称
さ
れ
た
が
、
但
馬
が
西
暦
六
八
四
年
に
分
か
れ
、
丹

後
は
七
一
三
年
に
分
立
し
て
い
る
。
た
だ
し
但
馬
と
い
う
地
域
名

は
古
く
か
ら
あ
っ
た
ら
し
い
。

さ
て
、

日
本
列
島
と
い
う
の
は
、
図
4
.
1
の
よ
う
に
南
西
か

ら
北
東
お
よ
び
真
北
に
か
け
て
伸
び
て
い
る
が
、
〈
卑
禰
呼
〉
の
時

代
に
比
較
的
往
来
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
北
九
州
か
ら
近
畿
に

か
け
て
は
、
北
九
州
を
起
点
と
す
る
と
、
ほ
ぼ
東
北
東
に
向
か
っ

て
い
る
。

ィ

キ

そ
し
て
西
端
の
九
州
の
北
側
と
朝
鮮
半
島
の
南
端
の
間
に
壱
岐

◎
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
著
者
が
見
た
地
図
と
は
？

ッ
シ
マ

と
対
馬
が
あ
る
。

こ
う
い
う
日
本
地
図
の
方
位
を
も
と
に
し
て
『
魏
志
倭
人
伝
』

の
記
事
を
当
て
は
め
て
推
理
す
る
と
き
に
出
て
く
る
、
前
記
の
[

A
]
と

[
B
]
の
意
見
、
お
よ
び
他
の
ユ
ニ
ー
ク
な
意
見
に
よ
る

ヤ
マ

ク

イ

n
ク

《
邪
馬
台
国
》
の
想
定
位
置
を
図
示
し
た
の
が
、
第
一
章
の
図
1

.
1
で
あ
る
。

大
和
と
九
州
に
多
く
の
意
見
が
集
中
し
て
い

見
る
と
や
は
り
、

る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
う
ち
「
大
和
説
」
に
お
け
る

《
邪
馬
台
国
》
は
、
多
少
の

ず
れ
は
あ
っ
て
も
、
せ
ま
い
意
味
で
の
《
大
和
》
地
方
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。

「
九
州
説
」
に
つ
い
て
は
、
距
離
の
解
釈
に
よ
っ
て
じ
つ
に
さ
ま

ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
九
州
本
島
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
広
が
っ
て

い
る
。

「
九
州
説
」
の
学
者
は
数
多
く
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、

ユ
ニ
ー
ク
か
つ
強
烈
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
の
が
、

と
く
に

古
田
武
彦
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国
歌

と
力
説
し

で
あ
る
。

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

氏
の
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
つ
い
て
の
著
作
は
数
多
く
出
版
さ
れ

て
い
る
の
で
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
う
。

ヤ

マ

タ

イ

n

ク

こ
の
古
田
説
に
よ
れ
ば
、
《
邪
馬
豪
國
》
は
現
存
す
る
写
本
の
と

ヤ

マ

イ

コ

ク

お
り
に
《
邪
馬
登
國
》
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
九
州
の
北
部

に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
し
て
、
畿
内
の

《
大
和
》
と
結
び
つ
け

る
説
に
徹
底
反
論
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
九
州
王
朝
が
、
ひ
じ
ょ
う
に
古
く
か
ら
あ
り
、

の
「
君
が
代
」
も
九
州
王
朝
を
讃
え
る
歌
だ
っ
た

て
い
る
。

さ
ら
に
氏
の
凄
い
の
は
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
国
々
の
最
後
に
あ

る
遠
方
の
裸
國
や
黒
歯
國
を
南
米
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
い
る
こ

と
で
、
南
米
に
土
器
や
遺
伝
子
や
寄
生
虫
が
古
代
九
州
の
住
民
と

似
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
こ
と
が
、
そ
の
証
拠
と
な
る
ら
し
い
。

南
米
に
日
本
の
九
州
の
縄
文
人
に
似
た
人
が
い
る
こ
と
は
確
か

な
よ
う
で
、
〈
卑
禰
呼
〉
の
時
代
に
太
平
洋
を
往
復
し
て
い
た
可
能

性
も
、
可
能
性
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
同
時
に
陸
を
渡
っ

た
可
能
性
も
大
き
い
し
、
第
三
の
場
所
か
ら
日
本
と
南
米
に
分
か

れ
た
可
能
性
や
偶
然
の
一
致
の
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
九
州
説
」
を
と
る
人
の
ほ
う
が
、
「
大
和
説
」

の
人
よ
り
も
個
性
的
で
ユ
ニ
ー
ク
な
意
見
の
持
ち
主
が
多
い
よ
う

で
あ
る
。

ま
た
、
皇
室
に
対
す
る
考
え
方
が
、
「
九
州
説
」
と
「
大
和
説
」

と
で
微
妙
に
違
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

著
者
の
表
面
的
な
印
象
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
後
の
「
九
州
説
」

論
者
は
お
し
な
べ
て
皇
室
へ
の
愛
情
に
乏
し
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
の
だ
。

さ
て
こ
こ
で
、
と
て
も
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

チ

ン

ジ

ュ

そ
れ
は
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
著
者
陳
壽
や
そ
の
前
に
史
書
『
魏

ギ
ョ
カ
ン

略
』
を
書
い
た
魚
象
た
ち
が
、
そ
れ
を
書
く
と
き
、
ど
れ
く
ら
い

正
確
な
地
図
を
見
て
い
た
か
、
ま
た
は
ど
の
よ
う
な
地
理
を
頭
に

描
い
て
い
た
か
—
~
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。

わ
れ
わ
れ
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
、
東
へ
何
里
と
か
南
へ
水
行

十
日
と
か
い
う
記
述
を
読
ん
で
そ
れ
か
ら
《
邪
馬
台
国
》
の
位
置

を
考
え
る
と
き
、
無
意
識
の
う
ち
に
現
在
の
日
本
地
図
を
頭
に
描

い
て
い
る
。

そ
の
地
図
は
も
ち
ろ
ん
、
図
1
.
1
や
図
3
.
1
や
図
4
.
1

の
よ
う
な
正
確
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
陳
壽
や
魚
秦
ら
が
現
在
の
よ
う
な
日
本
地
図
を
見
て

い
た
と
は
、
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。

近
世
の
日
本
で
も
、
ほ
ぼ
正
確
な
地
図
が
で
き
た
の
は
幕
末
の
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コ

コ

ン

カ

イ

ク

イ

キ

ソ

ウ

ヨ

ウ

ズ

◎
「
古
今
華
夷
区
域
総
要
図
」

か
？
 

こ
れ
は
十
一
世
紀
末
に
で
き
た
と
さ
れ
る
地
図
で
、
日
本
な
ど

は
た
ん
に
位
置
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
形
状
が
わ
か
ら
な

い
が
、
日
本
そ
の
も
の
が
い
く
つ
も
の
国
に
分
割
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
く
。

「
倭
奴
」
が
朝
鮮
半
島
の
南
に
あ
り
、

そ
の
南
西
に

(
a
)
 

「
日
本
」
が

に
つ
い
て

伊
能
忠
敬
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

チ
ノ
、
ノ
ュ

で
は
、
陳
壽
ら
は
ど
の
よ
う
な
地
図
を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

こ
れ
に
つ
い
て
も
昔
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
あ
り
、
と
く
に

有
名
な
の
は
、
「
大
和
説
」
を
と
る
古
代
史
家
・
肥
後
和
男
の
依
頼

を
う
け
て
『
魏
志
倭
人
伝
』
と
古
代
地
図
の
関
係
を
検
討
し
た
、

地
図
学
者
の
室
賀
信
夫
で
、
『
神
道
学
』
と
い
う
雑
誌
に
ま
と
ま
っ

た
考
察
を
発
表
し
て
い
る
。

図
4
.
3
は
、
室
賀
が
指
摘
し
た
古
地
図
と
、
他
の
二
つ
ほ
ど

の
古
地
図
か
ら
、
日
本
が
描
か
れ
て
い
る
周
辺
を
お
お
ま
か
に
写

し
た
も
の
で
あ
る
。

ワ

ノ

ナ

あ
る
。
倭
奴
国
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
九
州
北
端
の
国
で

あ
り
、
日
本
の
一
部
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
独
立
し
た
国
と
考
え
て

い
る
の
だ
。

「
倭
奴
」
を
独
立
国
と
す
れ
ば
、
十
一
世
紀
の
日
本
の
都
は
京
都

だ
か
ら
、
「
日
本
」
と
は
京
都
あ
た
り
を
中
心
と
し
た
国
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

さ
ら
に
そ
の
南
西
に
「
毛
人
」
と
い
う
国
が
あ
る
こ
と
に
な
っ

H

ミ

シ

て
い
る
。
毛
人
と
は
一
般
的
に
は
日
本
列
島
の
蝦
夷
の
こ
と
ら
し

ケ

ノ

い
が
、
こ
こ
で
は
た
ぶ
ん
関
東
の
毛
野
地
方
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
ま
た
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
い
う
狗
奴
国
の
こ
と
だ
ろ
う
と
い

う
人
が
多
い
。

こ
れ
は
明
ら
か
に

毛
野
と
は
現
在
の
群
馬
県
と
栃
木
県
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り

は
元
々
は
蝦
夷
の
国
々
で
、
そ
れ
が
大
和
朝
廷
の
か
な
り
初
期
に

朝
廷
の
支
配
下
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
支
配
下
に
お
さ
め
る
さ
い
の
抗
争
が
、
『
魏
志
倭
人

伝
』
に
あ
る
、
〈
卑
弾
呼
〉
が
苦
労
し
た
ら
し
い
狗
奴
国
の
王
と
の

ァ
ッ
レ
キ

軋
礫
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
一
っ
の
説
に
す
ぎ
な
い
。

リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ

「
毛
人
」
の
す
ぐ
下
に
「
流
求
」
が
あ
る
が
、

琉
球
、
す
な
わ
ち
い
ま
の
沖
縄
で
あ
る
。
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室
賀
信
夫
が
肥
後
和
男
の
依
頼
に
応
じ
て
検
討
し
た
結
果
の
な

か
で
発
表
し
た

(
b
)

は
、
「
《
邪
馬
台
国
》
大
和
説
」
を
補
強
す

イ

ツ

キ

ョ

ウ

リ

レ

キ

ダ

イ

n

ク

ト

ノ

ズ

◎
「
混
一
腫
理
歴
代
国
都
之
図
」

(
b
)
 
に
つ
い
て

ま
た
地
図
か
ら
は
み
だ
し
て
い
る
が
、
元
図
で
は
「
流
求
」
の

す
ぐ
下
に
「
蝦
夷
」
が
あ
る
。
夷
は
地
図
で
は
虫
へ
ん
だ
が
、
同

じ
で
あ
ろ
う
。

蝦
夷
と
は
、
関
東
か
ら
東
北
、
北
海
道
に
か
け
て
、
な
か
な
か

大
和
朝
廷
に
服
し
な
か
っ
た
国
々
の
総
称
で
、
時
代
が
下
が
る
に

し
た
が
っ
て
朝
廷
の
領
域
と
の
境
界
は
北
へ
移
動
し
て
ゆ
き
、
北

海
道
を
さ
い
ご
に
消
滅
す
る
こ
と
は
ご
存
じ
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
面
白
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
が
、
じ
っ
さ
い
の
日
本

列
島
に
お
い
て
は
南
西
か
ら
北
東
へ
と
並
ん
で
い
る
の
に
、
こ
の

(

a

)

の
地
図
で
は
北
か
ら
南
へ
と
並
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

北
端
の
蝦
夷
が
最
南
端
に
あ
る
の
だ
。

そ
し
て
国
々
の
中
心
は
、
い
ま
の
沖
縄
県
の
あ
た
り
に
あ
る
。

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

カ

イ

ケ

イ

ト

ウ

ヤ

ま
さ
に
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
あ
る
「
会
稽
東
冶
の
東
方
海
上
」

そ
の
も
の
で
あ
る
。

る
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

こ
の
混
一
腫
理
歴
代
国
都
之
図
と
い
う
古
地
図
は
、
十
五
世
紀

初
頭
に
朝
鮮
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
元
の
時
代
（
十
四

世
紀
半
ば
）
の
二
つ
の
地
図
を
合
わ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
日
本
最

古
の
列
島
地
図
と
さ
れ
る
行
基
図
を
挿
入
し
た
も
の
だ
と
い
わ
れ

て
い
る
。

ギ
ョ
ウ
キ
ズ

行
基
図
と
は
、
有
名
な
僧
・
行
基
（
西
暦
六
六
八
年
＼
七
四
九

年
）
が
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
地
図
で
、
原
本
は
現
存
し
て
い
な

い
が
、
そ
の
言
い
伝
え
が
信
じ
ら
れ
て
、
古
い
日
本
全
図
の
こ
と

を
総
称
し
て
行
基
図
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。

じ
っ
さ
い
に
行
基
が
描
い
た
地
図
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た

か
は
不
明
だ
が
、
現
存
す
る
最
古
の
行
基
図
は
、
鎌
倉
時
代
の
末
、

西
暦
一
三

0
五
年
に
書
写
さ
れ
た
と
さ
れ
、
形
状
か
ら
い
え
ば
、

図

(
b
)

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

じ
っ
さ
い
の
日
本
列
島
は
南
西
か
ら
北
東
に
か
け
て
延
び
て
い

る
と
ど
う
じ
に
弓
状
に
曲
が
っ
て
い
る
が
、
昔
の
日
本
人
は
東
西

に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。

し
た
が
っ
て
行
基
図
も
日
本
列
島
が
東
西
に
寝
た
形
に
な
っ
て

い
る
。
弓
な
り
の
曲
が
り
を
も
つ
図
も
あ
る
が
、
そ
の
曲
が
り
は

ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。

こ
の
行
基
図
を
シ
ナ
地
図
に
挿
入
す
る
に
際
し
て
、

地
図
の
作

124 



者
は
、
大
き
さ
を
朝
鮮
半
島
よ
り
ず
っ
と
小
さ
く
し
、
位
置
を
沖

縄
（
図
の
琉
求
）
よ
り
さ
ら
に
南
に
し
、
そ
し
て
角
度
を
ほ
ぼ
九

十
度
回
転
さ
せ
た
の
だ
。

弓
な
り
の
曲
が
り
が
か
な
り
あ
る
元
図
を
つ
か
っ
た
ら
し
く、

結
果
と
し
て
は
、
真
の
日
本
列
島
を
九
十
度
回
転
し
た
も
の
に
近

く
な
っ
て
い
る。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
九
十
度
も
回
転
さ
せ
て
、
南
の
海
に
挿
入
し

た
の
か
に
つ
い
て
、
室
賀
信
夫
は
古
い
文
献
を
検
討
し
、
古
代
か

ら
シ
ナ
で
は
、

「
日
本
は
大
陸
の
東
の
海
中
の
か
な
り
南
方
に
、
南
北
に
伸
び
る

形
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
思
い
こ
み
」

が
あ
り
、
そ
れ
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
な
ど
を
読
ん
で
そ
う

思
っ
た
の
で
は
な
く
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
が
書
か
れ
た
こ
ろ
に
は
す

で
に
そ
の
よ
う
な
地
理
概
念
が
で
き
て
い
た
ら
し
い
と
推
測

し
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
シ
ナ
王
朝
か
ら
み
て
日
本
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
の

記
述
ど
お
り
会
稽
の
東
方
海
上
に
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
古
く
か

ら
日
本
に
も
知
ら
れ
て
い
て
、
大
学
の
名
前
や
歌
の
文
句
に
な
っ

て
い
る
。
東
海
大
学
の
東
海
や
「
見
よ
東
海
の
空
あ
け
て
」
と
い

う
行
進
曲
の
東
海
が
そ
れ
で
あ
る
。

朝
鮮
半
島
の
南
端
か
ら
日
本
へ
の
行
路
は
、
対
馬
↓
壱
岐
↓
北

九
州
と
す
べ
て
南
へ
す
す
む
の
で
、
そ
の
先
さ
ら
に
南
へ
行
け
ば

日
本
の
中
心
部
に
達
す
る
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ゴ

カ

ン

ジ

ョ

ワ

デ

ン

ま
た
五
世
紀
前
半
の
シ
ナ
史
書
『
後
漢
書
倭
伝
』
に
は
、

日
本

列
島
は
北
西
か
ら
南
東
に
か
け
て
長
い
と
感
じ
て
い
た
ら
し
い
文

章
が
あ
る
が
、
だ
と
す
る
と

(
b
)

図
が
彼
ら
の
常
識
だ
っ
た
可

能
性
が
さ
ら
に
た
か
ま
る
。

こ
れ
は
一

例
と
し
て
挙
げ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
十
六
世
紀

ご
ろ
に
な
っ
て
も
、
つ
ま
り
信
長
や
秀
吉
の
時
代
に
な
っ
て
も
な

お
、
こ
の
て
い
ど
の
レ
ベ
ル
の
地
図
が
ま
じ
め
に
描
か
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
図
(

C

)

を
見
る
と
、
図

(
b
)

の
よ
う
な
日
本
列
島
へ

の
理
解
は
、
十
七
世
紀
シ
ナ
で
は
明
か
ら
清
の
初
期
、
日
本

で
は
江
戸
前
期
ま
で
続
い
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

一
部
に
室
賀
信
夫
の
意
見
へ
の
反
論
も
出
さ
れ
て

い
る
が
、
国

際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
で
古
代
の
歴
史
地
図
に
つ
い
て

チ
ュ
ウ
カ
イ
ズ
ヘ
ン

◎
「
幕
海
図
編
」
(

C

)

 

に
つ
い
て
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◎
九
十
度
ち
が
う
地
図
の
波
紋

研
究
し
て
い
る
千
田
稔
は
、
室
賀
説
や
そ
れ
へ
の
反
論
を
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
、
室
賀
説
が
正
し
い
可
能
性
が
た
か
い

こ
と
を
、
ご
く
さ
い
き
ん
も
『
卑
弥
呼
は
大
和
に
眠
る
か
』
の
な

か
で
述
べ
て
い
る
。

チ

／

ジ

ュ

ギ

ョ
カ

ン

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

い
ず
れ
に
せ
よ
、
陳
壽
や
魚
祭
が
『
魏
志
倭
人
伝
』
を
書
い
た

と
き
念
頭
に
浮
か
ん
で
い
た
の
は
、
げ
ん
ざ
い
の
よ
う
な
日
本
地

図
で
は
な
く
、
図

4
.
3
(
b
)

の
よ
う
な
地
図
の
原
形
だ
っ
た

可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
の
で
あ
る
。

だ
と
す
る
と
、

「《
邪
馬
台
国
》
大
和
説
」

が
が
ぜ
ん
有
利
に
な
っ
て
く
る
。

「
大
和
説
」
を
有
利
に
み
ち
び
く
ひ
と
つ
の
仮
説
は
、

な
も
の
で
あ
る
。

ヤ

マ

タ

・イ

コ

ク

ヤ

マ

ト

ま
ず
、
《
邪
馬
台
国
》
が
《
大
和
》
だ
っ
た
と
仮
定
す
る
。

イ

ト

ナ

シ

メ

す
る
と
、
伊
都
国
で
魏
の
使
者
と
会
談
し
た
難
升
米
ら
日
本
の

役
人
は
、
と
う
ぜ
ん
な
が
ら
《
大
和
》
と
伊
都
国
と
の
間
を
何
度

次
の
よ
う

も
往
復
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
間
の
距
離
や
方
角
は
か
な

り
正
確
に
把
握
し
て
お
り
、
東
に
何
十
日
も
い
か
ね
ば
な
ら
な
い

と
述
べ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
魏
の
使
者
や
記
録
者
に
ど
れ
ほ
ど
正
確
に
伝
わ
っ
た
か

は
ま
っ
た
く
不
明
だ
が
、
仮
に
あ
る
て
い
ど
は
正
し
く
伝
わ
り
、

そ
れ
が
そ
れ
ほ
ど
の
変
形
を
受
け
ず
に
陳
壽
や
魚
秦
に
伝
わ
っ
た

と
し
よ
う
。

そ
う
す
る
と
、
そ
の
伝
聞
を
元
に
史
書
を
書
ご
う
と
す
る
と
き
、

(
b
)
し
か
知
ら
な
い
書
き
手
は
、
頭
を
悩
ま
す
で
あ

図

(
b
)

で
東
へ
船
や
徒
歩
で
何
十
日
も
行
く
と
、
海
へ
出
て

し
ま
い
、
さ
ら
に
《
邪
馬
台
国
》
の
近
く
に
あ
る
何
十
も
の
国
も
、

ぜ
ん
ぶ
海
の
中
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

そ
こ
で
、
伝
聞
と
書
写
で
残
さ
れ
た
そ
の
資
料
は
方
角
を
間
違

フ

ミ

え
た
に
違
い
な
い
と
考
え
、
不
弥
国
か
ら
先
は
、
東
で
は
な
く
南

だ
ろ
う
と
考
え
、
南
に
変
更
し
て
書
い
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
前
記
の

[
B
]
の
「
《
邪
馬
台
国
》
大
和
説
」
を
と
て

も
合
理
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

昔
は
大
和
か
ら
伊
都
国
あ
た
り
ま
で
早
飛
脚
は
別
に
し
て

一
般
の
人
は
三
十
日
ほ
ど
か
か
っ
た
ら
し
く
、
そ
う
い
う
記

ろ
う
。

図
4
.
3
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述
が
日
本
の
古
い
書
物
（
延
喜
式
な
ど
）

る。

に
出
て
い
る
そ
う
で
あ

気
象
条
件
を
見
た
り
船
頭
の
都
合
を
見
た
り
旅
の
疲
れ
を
癒
し

た
り
し
な
が
ら
、
進
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
北
九
州
＼
投
馬
国
＼
《
邪
馬
台
国
》
が
水
上
三
十
日

陸
上
一
日
と
い
う
記
述
は
、
北
九
州
か
ら
《
大
和
》
へ
の
日
程
と

よ
く
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

ま
た
地
図

(
b
)

の
《
邪
馬
台
国
》
は
沖
縄
よ
り
ず
っ
と
南
方

に
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
の

な
か
の
倭
人
の
記
述
が
妙
に
南
方
的
で
あ
る
こ
と
と
矛
盾
し
て
い

な
い
。倭

国
の
中
心
は
か
な
り
南
方
だ
か
ら
た
ぶ
ん
こ
う
だ
ろ
う

と
陳
壽
ら
が
考
え
た
と
推
理
で
き
る
。

ク

ナ

さ
ら
に
こ
の
地
図
に
も
と
づ
く
と
、
狗
奴
国
は
九
州
南
部
の
熊

襲
で
は
な
く
大
和
よ
り
か
な
り
東
の
三
重
県
や
愛
知
県
か
ら
関
東

の
群
馬
県
・
栃
木
県
に
か
け
て
の
ど
こ
か
の
豪
族
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
『
日
本
書
紀
』
の
四
道
将
軍
の
伝
説
な
ど

と
矛
盾
し
な
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
狗
奴
国
と
は
群
馬
県
（
上
毛
野
）
か
ら
栃

木
県
（
下
毛
野
）
に
か
け
て
の

「毛
野
」
と
呼
ば
れ
た
地
方
の
豪

族
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

「
狗
奴
」
の
魏
国
読
み
と
「
毛
野
」
の
大
和
読
み
が
き
わ
め
て
似

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
遺
跡
な
ど
か
ら
は
、
愛
知
県
を
中
心
と
し
た
東
海
地
方
で

は
な
い
か
と
の
説
も
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

一
方

(
b
)
の
地
図
で
前
記

[
A
]
の
「
《
邪
馬
台
国
》
九
州
説
」

を
と
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

「
九
州
説
」
の
場
合
に
は
、
陳
壽
ら
は
地
理
は
現
在
と
同
じ
正
確

な
も
の
を
知
っ
て
お
り
、
た
だ
距
離
に
つ
い
て
間
違
え
て
い
た
り

現
在
の
常
識
と
は
か
け
離
れ
た
表
示
を
し
て
い
た
の
だ
、
と

た
ぶ
ん
あ
り
え
な
い
推
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
距
離
は
長
さ
の
単
位
の
「
里
」
だ
け
で
は
な
く
陸
行
何

日
、
水
行
何
日
と
い
う
時
間
を
単
位
と
し
た
記
述
が
た
く
さ
ん
あ

る
の
で
、
こ
れ
を
う
ま
く
九
州
に
当
て
は
め
て
解
釈
す
る
の
は
大

変
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
水
行
二
十
日
と
は
二
十
日
に
一
度
船
が
出
た
の
だ

と
い
っ
た
苦
し
い
解
釈
ま
で
飛
び
出
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
古
地
図
で
面
白
い
の
は
、
朝
鮮
半
島
や
大
陸
か

ら
見
る
と
ほ
ぼ
九
十
度
の
ち
が
い
1

ー
つ
ま
り
東
と
南
の
ち
が
い

ッ

シ

マ

イ

キ

l

が
あ
る
が
、
対
馬
と
壱
岐
を
基
準
に
し
て
日
本
本
土
を
見
る

と
、
け
っ
こ
う
正
確
な
こ
と
で
あ
る
。
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つ
ま
り
朝
鮮
半
島
か
ら
見
た
対
馬
と
壱
岐
の
位
置
関
係
が
違
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
対
馬
か
ら
先
の
相
対
的
位
置
関
係
は
そ
れ

ほ
ど
違
っ
て
は
い
な
い
の
だ
。

図
4
.
3
(
b
)

の
対
馬
を
正
し
い
地
図
の
対
馬
と
一
致
さ
せ

た
上
で
壱
岐
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、

(
b
)
全
体
を
九
十
度

ほ
ど
回
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
日
本
列
島
に
関
し
て
は
大
き
さ
は
ま
っ
た

く
違
っ
て
い
る
が
列
島
の
角
度
そ
の
も
の
は
真
実
に
近
い
も

の
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
半
島
か
ら
見
た
壱
岐
の
位
置
を
間
違
え
た

た
め
に
、
日
本
列
島
の
角
度
が
九
十
度
ず
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に

も
み
え
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
方
角
の
九
十
度
違
い
に
つ
い
て
の
強
力
な
論
拠

あ
る
。

マ
ッ

ロ

そ
れ
は
、
北
九
州
に
到
着
し
て
か
ら
の
末
鷹
国
↓
伊
都
国
↓
奴

国
の
現
実
の
方
位
は
、
図
3
.
1
で
明
確
な
よ
う
に
「
北
東
」
を

向
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
で
は
す
べ
て
「
南

東
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
の
三
国

間
の
位
置
関
係
が
、
じ
っ
さ
い
と
記
述
と
で
ち
ょ
う
ど
九
十
度
だ

け
違
っ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
こ
こ
で
い
い
た
い
の
は
、

◎
第
四
・
ニ
節
の
結
論

「
《
邪
馬
台
国
》
大
和
説
」

の

こ
れ
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
完
全
な
事
実
な
の
で
、
そ
の
後
の

フ

ミ
不
弥
国
以
降
も
、
九
十
度
違
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
か
な
り
の
妥

当
性
を
も
っ
て
推
理
で
き
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
奴
国
↓
不
弥
国
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
で
は
東
な
の
で
、

九
十
度
変
更
し
て
北
と
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
候
補
地
の
う
ち
図

ツ

ヤ

フ

ク

マ

3
.
1
の
楕
円
の
北
側
に
小
円
で
示
し
た
津
屋
岬
（
お
よ
び
福
間
）

が
最
有
力
と
な
る
。
こ
れ
も
興
味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
陳
壽
ら
が
見
て
い
た
地
図
は
真
実
と

は
大
き
く
異
な
り
、
仮
に
「
《
邪
馬
台
国
》

1
1

《
大
和
》
」
と
す
れ

ば
東
と
南
の
書
き
換
え
で
な
ん
と
か
説
明
が
つ
く
が
、
「
九
州
説
」

で
は
と
て
も
苦
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
地
図
の
問
題
は
「
大
和
説
」
の
人
た
ち
の
大
き
な

支
え
と
な
っ
て
い
る
。

著
者
も
、
こ
の
地
図
の
問
題
は
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
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る
の
だ
。 と

い
う
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
読
む
べ
き
史
料
だ
と
思
わ
れ

推
奨
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
要
す
る
に
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
編
者
の
地

理
的
知
識
は
ご
く
あ
い
ま
い
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑

う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
い
た
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

て
い
て
、

て
も
、

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

『
魏
志
倭
人
伝
』
と
は
、
日
本
列
島
が
九
十
度
も
違
っ

し
か
も
は
る
か
南
方
に
あ
る
シ
ナ
の
古
い
地
図
か
ら
み

「
不
正
確
な
地
理
的
知
識
を
元
に
し
て
書
か
れ
た
文
献
に
、
ど
れ

ほ
ど
の
信
憑
性
が
あ
る
の
か
？
」
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も
ち
ろ
ん
ほ
と
ん
ど
の
国
の
歴
史
の
教
科
書
は
、
自
国
に
有
利

さ
て
次
に
、
そ
も
そ
も
シ
ナ
の
正
史
に
お
け
る
周
辺
国
の
記
述

シ
ン
ピ
ョ
ウ
セ
イ

が
ど
れ
ほ
ど
信
憑
性
の
あ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
を
探
っ
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。

現
代
の
中
国
の
教
科
書
に
あ
る
自
国
以
外
の
国
に
つ
い
て
の
記

述

と

く

に

日

本

や

台

湾

に

つ

い

て

の

記

述

が

強

く

偏

向

し
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
る
。

中
国
の
指
導
者
た
ち
に
は
、
隣
国
の
歴
史
や
社
会
を
正
確
に
調

べ
て
記
述
し
よ
う
と
い
う
意
欲
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
あ
る
の
は
自

国
中
心
の
中
華
思
想
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

の
歴
史
的
伝
統
な
の
だ
。
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自
虐
的
な
こ
と
を
書
い
て
生
徒
の
気
持
ち
を
傷
つ
け
て
い
る
日

本
の
教
科
書
は
世
界
で
も
珍
し
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と

し
て
、
自
国
の
誇
り
を
中
心
に
書
く
の
が
あ
た
り
ま
え
の
歴
史
教

科
書
の
な
か
で
も
、
中
国
の
そ
れ
は
際
だ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

日
本
の
古
森
義
久
や
台
湾
の
研
究
者
た
ち
は
、
現
代
中
国
の
教

科
書
を
精
密
に
研
究
し
て
、
そ
れ
が
徹
底
し
て
一
方
的
な
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
で
埋
め
ら
れ
、
真
実
を
隠
蔽
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

◎
奇
々
怪
々
な
『
明
史
日
本
伝
』

そ
う
い
う
シ
ナ
の
歴
代
権
力
者
た
ち
の
習
性
か
ら
み
て
、
古
典

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

だ
け
、
あ
る
い
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
だ
け
が
正
確
で
良
心
的
に
記

さ
れ
て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。

西
尾
幹
二
の
『
国
民
の
歴
史
』
で
は
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
信
憑

性
に
つ
い
て
の
節
で
、
岡
田
英
弘
『
日
本
史
の
誕
生
』

か
ら
次
の

シ
ナ
正
史
の

一
文
を
引
用
し
て
、
シ
ナ
王
権
の
特
質
を
扶

っ
て
い

る
。

あ
る
。

な
こ
と
を
中
心
に
し
て
書
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
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の

明
智
に
殺
さ
れ
た
。
秀
吉
は
ち
ょ
う
ど
阿
奇
支
を
攻
め

り
し
て
飛
び
起
き
た
と
こ
ろ
を
つ
か
ま
え
て
問
い
た
だ

こ
の
引
用
文
は
有
名
で
、

で
言
及
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
渡
部
昇
一
も
著
書
の
な
か

そ
れ
は
、
光
秀
が
信
長
を
討
ち
、
そ
の
光
秀
を
秀
吉
が
討
っ
た
、

「
敵
は
本
能
寺
に
あ
り
」
と
い
う
例
の
事
件
に
つ
い
て
の
記
述
で

あ
る
。

江
戸
時
代
に
な
っ
て
著
さ
れ
た
『
明
史
日
本
伝
』
と
い
う
シ
ナ

「
正
史
」
の
な
か
に
、
そ
れ
が
あ
る
の
だ
。

「日
本
に
は
も
と
王
が
あ
っ
て
、
そ
の
臣
下
で
は
関
白

と
い
う
の
が
一
番
え
ら
か
っ
た
。
当
時
、
関
白
だ
っ
た

の
は
山
城
守
の
信
長
で
あ
っ
て
、
あ
る
日
、
猟
に
出
た

と
こ
ろ
が
木
の
下
に
寝
て
い
る
や
つ
が
あ
る
。
び
っ
く

す
と
、
自
分
は
平
秀
吉
と
い
っ
て
、
薩
摩
の
国
の
下
男

だ
と
い
う
。
す
ば
し
っ
こ
く
て
口
が
う
ま
い
の
で
、
信

長
に
気
に
入
ら
れ
て
馬
飼
い
に
な
り
、
木
下
と
い
う
名

を
つ
け
て
も
ら

っ
た
。

・
・
・

信
長
の
参
謀
の
阿
奇
支
と
い
う
の
が
落
ち
度

が
あ
っ
た
の
で
、
信
長
は
秀
吉
に
命
じ
て
軍
隊
を
ひ
き

い
て
攻
め
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
突
然
、
信
長
は
家
来
の

も
し
信
長
、
秀
吉
や
本
能
寺
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人

が
こ
れ
を
読
ん
だ
ら
、
当
時
の
日
本
の
歴
史
に
つ
い
て
ど
う
理
解

す
る
だ
ろ
う
か
？
・

サ

ッ

マ

秀
吉
の
本
拠
地
は
九
州
の
薩
摩
な
の
か
、
そ
れ
と
も
大
阪
城
の

あ
る
近
畿
な
の
か
と
、
議
論
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
か

ら
、
阿
奇
支
は
シ
ナ
の
発
音
で
ア
ケ
チ
で
、
明
智
は
日
本
の
発
音

で
ア
ケ
チ
だ
か
ら
、
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
阿
奇
支
と
明
智
は
同
族
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
ま
さ
か
兄
弟
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
親
戚
か

も
し
れ
な
い
な
ど
と
議
論
す
る
か
も
し
れ
な
い
。ヤ

マ

タ

イ

n
ク

こ
う
い
う
実
例
を
見
て
し
ま
う
と
、
た
と
え
ば
《
邪
馬
豪
國
》

ヤ

マ

イ

コ

ク

で
は
な
く
《
邪
馬
翌
國
》
だ
と
い
っ
た
議
論
は
ほ
と
ん
ど
ナ
ン
セ

ン
ス
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

邪
馬
が
ヤ
マ
と
読
め
れ
ば
、
そ
の
次
が
憂
だ
ろ
う
が
登
だ
ろ
う

が
、
お
な
じ
て
い
ど
の
重
み
で
そ
れ
は
大
和
だ
ろ
う
と
い
え
る
し
、

同
時
に
ま
た
大
和
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
も
い
え
て
し
ま
う
。

マ
ッ
ロ

末
薩
国
に
せ
よ
伊
都
国
に
せ
よ
最
初
の
読
み
の
マ
ツ
と
か
イ
ト

と
か
が
現
在
に
残
る
地
名
と
合
っ
て
い
る
こ
と
が
北
九
州
地
方
と

い
て
帰
り
、

明
智
を
ほ
ろ
ぽ
し
た
」

行
長
ら
と
と
も
に
、
勝
っ
た
い
き
お
い
で
軍
隊
を
ひ
き

滅
ぽ
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
が
、
変
事
を
聞
い
て
武
将
の
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．． 
」

す
る
ひ
と
つ
の
根
拠
だ
し
、
奴
国
に
い
た
っ
て
は
、
ナ
が
一
致
し

ク

マ

ソ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
狗
奴
国
1
1
九
州
熊
襲
説
」
に
し
て
も
、
ク

が
合
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
〈
卑
禰
呼
〉
に
し
て
も
、
ヒ
や
ミ
コ
が
合
っ
て
い
れ
ば
、

そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
だ
れ
そ
れ
だ
ろ
う
と
い
え
る
し
、

ま
た
そ
う
で
は
な
い
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
く
ど
い
よ
う
だ
が
、
こ
の
て
い
ど
の
レ
ベ
ル
の
史
書
を

元
に
詳
細
な
議
論
を
す
る
ナ
ン
セ
ン
ス
さ
を
、
も
う
ー
つ
の
た
と

え
で
書
い
て
み
よ
う
。

も
し
ロ
ー
マ
字
で
の
史
料
の
断
片
し
か
分
か
ら
ず
、
真
面
目
に

検
討
し
よ
う
と
い
う
意
欲
の
な
い
未
来
の
歴
史
家
が
、
明
治
維
新

前
後
の
日
本
の
首
都
の
名
前
に
つ
い
て
書
い
た
と
す
る
と
、
次
の

よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

「
.
.
.
 T
O
K
Y
O
と
い
う
都
市
名
は
昔
は
K
Y
O
T
O
と
い

っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
を
明
治
維
新
と
い
う
革
命
が
あ
っ
た
の

で
名
前
を
変
え
る
必
要
が
生
じ
、

K
Y
O
と
T

0
を
逆
転
さ
せ
て

T
O
K
Y
O
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
異
議
を
唱
え
て
、

後
々
ま
で
し
つ
こ
<
K
Y
O
T
O
と
呼
ぶ
人
間
が
い
た
ら
し
い
・

こ
れ
は
笑
い
話
だ
が
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
は
そ
う
い
う
側
面
が

あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
樋
口
清
之
、
渡
部
昇
一
、
西
尾
幹
二
、
岡
田
英
弘
と

い
っ
た
論
客
た
ち
が
、
「
B
級
資
料
に
す
ぎ
な
い
」
と
喝
破
し
て
、

一
字
一
句
を
問
題
に
す
る
愚
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。

明
智
光
秀
の
本
能
寺
の
事
件
を
デ
タ
ラ
メ
に
書
い
た
興
味
ぶ
か

い
『
明
史
日
本
伝
』
は
、
く
り
か
え
す
が
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ

た
シ
ナ
の
「
正
史
」
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
シ
ナ
の
伝
統
的
な
正
史
と
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ

て
も
こ
の
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。

秀
吉
の
時
代
に
は
、
日
本
と
明
国
と
の
交
流
は
有
り
す
ぎ
る
ほ

ど
有
っ
た
の
だ
か
ら
、
も
し
正
史
の
編
者
が
本
気
に
な
っ
て
調
べ

よ
う
と
し
た
ら
、
も
っ
と
ず
っ
と
正
確
な
記
述
に
な
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
本
気
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
シ
ナ
の
役
人
の
周
辺

国
へ
の
態
度
は
、
大
昔
か
ら
こ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
信
憑
性
も

◎
対
日
蔑
視
と
誇
大
数
字

明
史
よ
り
千
五
百
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年
も
前
の
も
の
だ
か
ら

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
上
品
な
文
字
を

ト

ウ

イ

ま
た
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
が
『
東
夷
伝
』
の
な
か
に
あ
る
こ
と
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
昔
か
ら
シ
ナ
王
朝
で
は
、
周
囲
の
国
々
を
、

「
東
夷
」
「
西
戎
」
「
南
蛮
」
「
北
秋
」
と
呼
ん
で
い
た
。

す
べ
て
野
蛮
な
国
と
い
う
侮
蔑
し
た
意
味
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
間
な
み
に
は
考
え
て
お
ら
ず
、
良
く
て
貢
ぎ
物
を
持

っ
て
く
る
蛮
族
と
い
っ
た
扱
い
で
し
か
な
か
っ
た
。

O
D
A
と
い
う
名
の
大
金
を
貢
ぐ
現
在
の
日
本
も
、
北
京
政
府

か
ら
見
れ
ば
そ
の
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
昔
は
な
お
の
こ

と
そ
う
だ
っ
た
の
だ
。

《
邪
馬
台
国
》
の
「
邪
」
に
し
て
も
〈
卑
禰
呼
〉
の
「
卑
」
に
し

ヮ

て
も
、
ま
た
倭
国
、
倭
人
の
「
倭
」
に
し
て
も
、
当
て
は
め
ら
れ

て
い
る
漢
字
は
下
品
な
意
味
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

差
別
意
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、

あ
て
は
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
わ
け
な
の
で
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
信
憑
性
を
客
観
的

に
論
証
す
る
た
め
に
は
、
「
東
夷
」
の
な
か
の
日
本
以
外
の
国
々
や
、

「
東
夷
」
以
外
の
外
国
に
つ
い
て
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
を
見
て
、

そ
れ
ら
が
事
実
と
ど
の
て
い
ど
違
っ
て
い
る
か
を
検
証
す
る
必
要

良
く
て
こ
の
レ
ベ
ル
だ
、

と
考
え
な

が
あ
る
。

そ
れ
は
著
者
の
力
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
歴
史
資
料

と
し
て
批
判
に
耐
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し

、。
し

ざ
っ
と
読
ん
で
み
て
も
、
「
女
人
国
」
や
「
顔
が
二
つ
あ
る
人
間

の
国
」
が
東
の
海
（
つ
ま
り
日
本
の
本
州
の
方
角
）
に
あ
る

な
ど
と
い
う
記
述
が
い
き
な
り
出
て
く
る
の
だ
。

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

『
魏
志
倭
人
伝
』
そ
の
も
の
に
戻
っ
て
、
そ
の
あ
や
ふ
や
さ
は
、
『
明

史
日
本
伝
』
を
読
ま
な
く
て
も
、
そ
れ
自
体
だ
け
か
ら
で
も
わ
か

る。

石
と
木
の
二

た
と
え
ば
、
樋
口
清
之
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
〈
卑
蒲
呼
〉

ヌ

ヒ

の
墓
を
つ
く
っ
た
と
き
、
奴
婢
百
余
人
が
殉
葬
さ
れ
た
と
あ
る
が
、

三
世
紀
の
墓
の
発
掘
調
査
か
ら
は
そ
う
い
う
殉
葬
が
な
さ
れ
た
証

拠
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。ヒ

ツ
ギ

ま
た
死
者
を
葬
る
の
に
棺
は
つ
く
る
が
、
そ
れ
を
入
れ
る
施
設

（
櫛
）
は
つ
く
ら
ず
直
接
地
中
に
埋
め
る
1

と
あ
る
が
、
地
位

の
高
い
人
の
墓
に
は
、
弥
生
時
代
で
あ
っ
て
も
ち
ゃ
ん
と
榔
が
あ

っ
た
事
も
、
遺
跡
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。

し
か
も
シ
ナ
大
陸
や
朝
鮮
半
島
に
も
例
の
な
い
、

重
の
榔
さ
え
発
見
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

牛
や
馬
が
い
な
か

っ
た
と
い
う
話
も
、

骨
の
発
掘
か
ら
き
わ
め
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て
疑
問
で
あ
る
し
、
百
ま
で
生
き
る
と
い
う
の
も
信
じ
が
た
い
。

衣
服
な
ど
に
つ
い
て
も
、
南
方
で
し
か
あ
り
え
な
い
よ
う
な
、
い

い
か
げ
ん
な
話
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
信
じ
に
く
い
数
字
に
、
戸
数
が
あ
る
。

ト

ウ

マ

ヤ

マ

タ

イ

n
ク

投
馬
国
が
五
万
余
戸
、
《
邪
馬
台
国
》
が
七
万
余
戸
な
ど
と
な
っ

て
お
り
、
数
値
の
あ
る
す
べ
て
の
国
を
合
わ
せ
る
と
十
五
万
戸
ほ

ど
で
あ
る
。

一
戸
あ
た
り
の
人
数
は
、
奈
良
時
代
に
つ
い
て
概
算
さ
れ
て
お

り
、
平
均
二
十
二
人
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

〈
卑
禰
呼
〉
の
時
代
は
も
っ
と
多
か
っ
た
と
推
理
さ
れ
る
が
、
か

り
に
こ
の
二
十
二
を
戸
数
に
か
け
る
と
、
主
要
な
国
々
の
人

口
の

合
計
は
、
三
百
万
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
奈
良
時
代
に
な
っ
て
も
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
書
か
れ

た
地
域
の
人
口
は‘

_
|
_
沢
田
吾
一
ら
の
研
究
か
ら
1

ー
た
か
だ

か
数
百
万
で
あ
ろ
う
と
推
理
さ
れ
る
。

奈
良
時
代
よ
り
五
百
年
ほ
ど
前
の

〈卑
禰
呼
〉
の
時
代
に
は
、

こ
れ
よ
り
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
計
算
が
あ
わ
な
い
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
シ
ナ
王
朝
が
つ
く
る
日
本
に
つ
い
て
の
記
事
は
、

間
違
い
が
多
く
、
あ
い
ま
い
で
、
か
つ
下
品
な
の
だ
。

る
の
だ
。 と

い
う
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
読
む
べ
き
史
料
だ
と
思
わ
れ

ギ

シ

ワ

ジ

ン

デ

ン

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
『
魏
志
倭
人
伝
』
と
は
、
江
戸
時
代
に

書
か
れ
た
シ
ナ
正
史
の
凄
い
中
身
か
ら
推
察
し
て
も
、
ま
た
倭
人

伝
そ
の
も
の
を
考
古
学
で
検
証
し
て
み
て
も
、

「
周
辺
国
に
つ
い
て
は
伝
統
的
に
侮
蔑
的
で
間
違
い
の
多
い
正
史

を
書
く
シ
ナ
の
古
い
史
書
中
の
ご
く
短
い
文
献
に
、
ど
れ
ほ
ど

の
信
憑
性
が
あ
る
の
か
？
・
」

◎
第
四
・
三
節
の
結
論

． 
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