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一

　
は
じ
め
に

　

會
津
八
一
（
一
八
八
一
―
一
九
五
六
）
は
印
癖
、
す
な
わ
ち
自
身
の
作
品
に
押
印
す

る
刻
印
に
、
異
常
な
興
味
と
関
心
を
い
だ
い
て
い
た
。
そ
れ
は
會
津
の
自
用
印
の
印
影

を
掲
載
し
て
い
る
『
秋
艸
堂
印
譜
』
（
註
１
）
に
、
二
百
七
十
七
顆
も
の
印
影
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
う
考
え
ら
れ
る
。
會
津
は
篆
刻
家
の
山
田
正
平
（
一
八
九
九

―
一
九
六
八
）
や
銭
痩
鉄
（
一
八
九
七
―
一
九
六
七
）
と
、
親
し
く
交
わ
っ
た
。
そ
こ

で
會
津
と
ふ
た
り
の
篆
刻
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
検
討
し
て
み

た
い
。
以
下
、
會
津
の
年
齢
に
つ
い
て
は
数
え
年
で
表
記
す
る
。
な
お
、
文
中
の
會
津

八
一
書
簡
か
ら
の
記
述
は
、
註
を
付
し
た
も
の
以
外
『
會
津
八
一
全
集
』
か
ら
の
引
用

で
あ
る
。

一
、
山
田
正
平
と
の
関
わ
り

　

會
津
八
一
が
篆
刻
家
の
山
田
正
平
と
は
じ
め
て
対
面
し
た
の
は
大
正
二
年
の
夏
の
こ

と
で
（
註
２
）
、
會
津
は
そ
の
と
き
三
十
三
歳
、
正
平
は
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

当
時
早
稲
田
中
学
に
勤
め
て
い
た
會
津
が
、
夏
季
休
暇
で
新
潟
に
帰
省
の
折
、
刻
印
の

依
頼
の
た
め
に
正
平
の
住
む
新
潟
市
古
町
の
自
宅
を
訪
問
し
た
こ
と
に
よ
る
。
會
津
は

正
平
の
実
父
で
あ
る
木
村
竹
香
や
、
の
ち
に
養
父
と
な
る
山
田
寒
山
と
面
識
が
あ
っ
た

の
で
、
正
平
の
存
在
は
知
っ
て
い
た
が
、
弱
冠
十
五
歳
の
正
平
に
二
顆
の
刻
印
を
依
頼

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
の
正
平
の
刻
印
の
実
力
を
會
津
が
認
め
て
い
た
こ

と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
と
き
會
津
が
正
平
に
依
頼
し
た
二
顆
の
白
文
印
で
あ
る

「
秋
艸
堂
」
（
図
１
）
と
「
獅
子
宮
人
」
（
図
２
）
は
、
『
秋

艸
堂
印
譜
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
図
１
の
「
秋
艸
堂
」
は

楕
円
形
の
印
面
に
、
一
行
目
「
秋
」
、
二
行
目
「
艸

堂
」
が
篆
書
で
配
字
さ
れ
、
「
秋
」
の
の
ぎ
偏
は
旁

の
「
火
」
よ
り
も
太
く
縦
長
に
刻
し
、
の
ぎ
偏
の
縦

画
の
終
筆
は
鋭
い
。
「
艸
」
は
、
く
さ
冠
の
「
屮
」

が
左
右
に
並
ば
ず
に
、
左
側
の
「
屮
」
が
や
や
下
、

右
側
が
や
や
上
に
配
置
さ
れ
、
左
右
の
「
屮
」
の
終
筆
も
と
も
に
鋭
角
で
あ
る
。

「
堂
」
は
一
般
的
な
篆
書
体
の
字
形
で
あ
る
が
、
冠
の
左
側
縦
画
の
終
筆
と
、
「
堂
」

の
最
終
画
で
あ
る
横
画
の
終
筆
も
鋭
角
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
１
の
「
秋
艸
堂
」

の
印
に
は
、
画
の
終
筆
部
分
が
鋭
角
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
正

平
は
終
筆
部
分
で
鋭
い
刀
法
を
も
ち
い
て
い
た
と
い
え
る
。

　

図
２
の
「
獅
子
宮
人
」
は
、
こ
の
四
文
字
の
篆
書
が
縦
長
の
印
面
に
縦
一
行
で
刻
さ

れ
て
い
る
。
一
字
目
「
獅
」
は
、
け
も
の
偏
以
外
ほ
ぼ
水
平
垂
直
の
直
線
で
刻
さ
れ
、

「
獅
」
の
最
終
画
の
縦
画
は
始
筆
と
中
央
部
が
太
く
、
そ
れ
に
く
ら
べ
終
筆
は
細
い
。

「
子
」
は
三
本
の
横
画
に
く
ら
べ
て
縦
画
は
細
い
が
、
こ
の
こ
と
は
「
宮
」
「
人
」
に

も
同
様
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
図
２
の
「
獅
子
宮
人
」
は
、
縦
画
の

終
筆
や
、
縦
画
全
体
に
、
横
画
よ
り
も
細
い
線
を
も
ち
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二

　

こ
の
よ
う
に
「
秋
艸
堂
」
と
「
獅
子
宮
人
」
の
印
影
を
み
る
と
、
難
解
な
篆
書
体
の

字
形
を
、
十
五
歳
と
は
思
え
な
い
鋭
い
刀
法
を
も
ち
い
、
細
線
を
主
体
に
し
な
が
ら
繊

細
に
仕
上
げ
て
い
る
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
會
津
は
十
五
歳
の
正
平
と
初
対
面
す
る
以

前
に
、
早
熟
な
正
平
の
作
品
を
知
り
、
そ
の
将
来
を
見
据
え
二
顆
依
頼
す
る
こ
と
に
し

た
と
思
わ
れ
る
。

　

『
會
津
八
一
全
集
』
（
註
３
、
以
下
『
全
集
』
と
略
記
す
る
）
に
は
、
二
人
の
交
流

を
し
め
す
正
平
宛
の
會
津
書
簡
が
十
七
通
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
最
初
の
書
簡
は
初
対

面
の
約
五
年
後
の
大
正
七
年
八
月
十
六
日
付
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
正
七
年
、
つ
ま

り
山
田
正
平
が
二
十
歳
の
こ
ろ
か
ら
本
格
的
な
交
流
が
は
じ
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
大
正
七
年
八
月
十
六
日
付
正
平
宛
會
津
書
簡
の
内
容
は
、
依
頼
し
て
い
た
刻
印

が
出
来
上
が
っ
て
き
た
こ
と
へ
の
礼
状
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
融
会
無
礙
は
、
そ
も

そ
も
四
字
と
も
繁
画
の
文
字
の
み
な
れ
ば
小
生
も
心
も
と
な
く
存
じ
居
り
し
に
、
果
し

て
あ
ま
り
面
白
く
も
拝
見
致
さ
ず
候
。
依
て
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
其
内
御
改
刻
（
無
礙
の

二
字
と
し
て
）
を
わ
づ
ら
は
す
こ
と
と
致
す
考
に
御
座
候
」
と
あ
る
。
こ
の
書
簡
に
よ

る
と
會
津
は
、
依
頼
し
て
い
た
印
「
融
会
無
礙
」
の
四
字
す
べ
て
の
画
数
が
多
い
こ
と

か
ら
、
印
面
に
こ
の
四
字
を
そ
の
ま
ま
配
字
す
れ
ば
窮
屈
と
な
る
。
つ
ま
り
、
四
文
字

の
布
字
が
難
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
印
と
し
て
美
し
く
み
え
な
い
こ
と
を
不
安
に
思
っ

て
い
た
。
し
か
も
出
来
上
が
っ
た
正
平
の
印
は
會
津
の
不
安
通
り
面
白
く
な
い
仕
上
が

り
な
の
で
、
そ
の
内
に
改
刻
し
て
も
ら
い
た
い
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
大
正
七
年
、
当
時
三
十
八
歳
の
會
津
が
、
自
身
は
篆
刻
が
で
き
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
二
十
歳
の
正
平
に
、
画
数
の
多
い
文
字
の
配
字
、
つ
ま
り
布
字
が
充
分
に
出

来
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ご
ろ
の
會
津
は
、
印
の
歴
史
に
た
い

す
る
研
究
が
深
ま
っ
て
お
り
（
註
４
）
、
そ
の
研
究
に
も
と
づ
い
た
布
字
に
つ
い
て
の

考
え
に
は
自
信
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
正
平
に
そ
う
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
、
画
数
の
多
い
文
字
を
い
く
つ
か
並
べ
る
場
合
に
は
、
布
字
に
問
題
が
あ
る
と

い
う
指
摘
か
ら
、
当
時
の
會
津
は
正
平
の
刻
印
制
作
に
対
し
、
も
の
が
言
え
る
立
場
を

と
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

つ
づ
く
半
年
後
の
大
正
八
年
二
月
十
九
日
付
の
式
場
益
平
宛
會
津
書
簡
に
は
「
印
は

自
ら
布
篆
し
て
正
平
に
刻
せ
し
も
の
御
評
可
被
下
候
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
會
津
み

ず
か
ら
布
篆
、
つ
ま
り
篆
書
で
布
字
す
る
作
業
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
を
正
平
に
刻
さ

せ
、
そ
れ
で
で
き
た
印
を
式
場
に
評
価
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

式
場
益
平
は
會
津
と
新
潟
中
学
か
ら
の
親
友
で
、
式
場
も
俳
句
を
た
し
な
む
関
係
か

ら
終
生
交
流
が
あ
っ
た
。
式
場
と
は
印
や
書
画
に
つ
い
て
の
趣
味
が
共
通
し
て
い
た
か

ら
、
會
津
は
式
場
に
印
の
批
評
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
會
津
み
ず
か
ら
篆
書
で

布
字
を
し
た
の
は
、
こ
の
時
点
で
も
正
平
の
布
字
を
未
熟
で
あ
る
と
、
會
津
が
判
断
し

て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
會
津
は
布
字
に
は
自
信
が
あ
っ
た
が
、
刻
す
技
術
は
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
彫
り
は
正
平
に
任
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
一
方
で
會
津
が
正

平
の
刻
す
技
量
に
つ
い
て
認
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

つ
づ
く
十
箇
月
後
の
大
正
八
年
十
二
月
二
十
四
日
付
の
伊
達
俊
光
宛
會
津
書
簡
に
は

「
拙
者
門
下
に
出
入
り
す
る
木
村
正
平
と
申
す
天
才
は
」
と
あ
り
、
の
ち
に
山
田
寒
山

の
養
子
と
し
て
山
田
姓
に
改
名
す
る
木
村
正
平
が
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
會
津
の
も
と

へ
門
下
生
と
し
て
出
入
り
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
會
津
は
こ
の

こ
ろ
の
正
平
を
、
門
人
と
み
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
會
津
は
篆
刻
が
で
き
な
い

の
で
正
平
は
篆
刻
に
つ
い
て
の
門
人
で
は
な
い
。
大
正
八
年
当
時
の
會
津
か
ら
正
平
が

学
ん
だ
こ
と
は
、
中
国
の
古
い
書
蹟
や
碑
文
、
刻
石
、
ま
た
は
奈
良
美
術
、
つ
ま
り
東

洋
美
術
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
會
津
は
正
平
を
、
書
や
東
洋
美
術
に
関
す
る
門
人
と
み

な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
同
書
簡
で
會
津
は
、
二
十
一
歳
の
若
き
正
平
を
「
天
才
」
と
記
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
布
字
に
つ
い
て
は
未
熟
か
も
し
れ
な
い
が
、
印
刀
を
自
在
に
使
い
こ
な

す
正
平
の
篆
刻
家
と
し
て
の
技
量
は
、
會
津
の
眼
か
ら
す
る
と
、
他
の
追
随
を
許
さ
な

い
ほ
ど
輝
い
て
み
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
大
正
八
年
の
秋
に
正
平
は
、
篆
刻
の
大
家
で
あ
る
河
井
荃
廬
（
註
５
）
に
と
も

な
わ
れ
、
上
海
に
住
む
中
国
篆
刻
界
の
第
一
人
者
で
あ
る
呉
昌
碩
（
註
６
）
に
面
会
し

指
導
を
あ
お
い
で
い
る
。
河
井
は
日
本
人
唯
一
の
呉
昌
碩
入
室
の
弟
子
で
あ
り
、
明
治

三
十
三
年
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
呉
昌
碩
の
も
と
を
訪
れ
て
い
た
。
ま
た
、
正
平
の
上
海

行
き
の
資
金
は
、
日
魯
漁
業
の
創
業
者
で
正
平
の
刻
印
の
よ
き
理
解
者
で
あ
っ
た
堤
清

六
（
註
７
）
が
提
供
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
平
の
呉
昌
碩
へ
の
入
門
は
、
河
井

と
堤
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

正
平
の
呉
昌
碩
入
門
の
数
箇
月
前
と
思
わ
れ
る
、
大
正
八
年
三
月
三
日
付
の
坪
内
逍

遥
宛
て
書
簡
で
會
津
は
、
正
平
に
つ
い
て
「
早
速
上
海
に
送
り
て
彼
地
現
存
第
一
人
た
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る
呉
昌
碩
の
教
を
受
け
し
め
ん
と
存
じ
候
」
と
記
し
、
正
平
を
早
速
上
海
に
送
っ
て
、

呉
昌
碩
に
教
え
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
記
す
。
こ
の
會
津
の
記
述
は
、
正

平
の
上
海
行
き
の
数
カ
月
も
前
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
正
平
を
上
海
に

送
っ
た
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
河
井
と
堤
で
あ
る
。
つ
ま
り
會
津
は
、
正
平
の
上
海
行

き
に
何
も
関
わ
っ
て
い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
箇
月
前
に
坪
内
に
あ
て
て
、
正

平
を
呉
昌
碩
に
入
門
さ
せ
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
坪
内
に
あ
て
た
こ
の

會
津
書
簡
の
内
容
は
、
事
実
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
會
津
は
坪
内
に
た
い

し
て
、
正
平
に
呉
昌
碩
の
教
え
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
む
ね
記
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
私
の
推
測
で
は
あ
る
が
、
會
津
は
正
平
が
上
海
に
む
か
う
数
箇
月
前
か
ら
、

河
井
や
堤
に
よ
っ
て
呉
昌
碩
へ
の
入
門
が
実
現
に
む
か
っ
て
い
る
こ
と
を
漏
れ
聞
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
正
平
の
上
海
行
き
は
急
な
話
で
は
な
く
、
数
箇
月
、
半
年
も

前
か
ら
現
地
と
の
綿
密
な
遣
り
取
り
を
し
な
が
ら
、
実
現
し
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら

そ
の
計
画
が
、
早
い
時
点
で
會
津
の
耳
に
達
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ

れ
ま
で
正
平
に
対
し
親
身
に
な
っ
て
き
た
會
津
が
、
自
分
を
さ
し
お
い
て
、
河
井
と
堤

に
よ
っ
て
上
海
行
き
が
実
現
さ
れ
る
と
知
っ
た
と
き
、
い
た
た
ま
れ
な
い
気
持
に
な
っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
こ
で
會
津
は
坪
内
に
あ
て
て
、
正
平
の
上
海
行
き
は

最
初
か
ら
自
分
の
計
画
で
あ
る
か
の
よ
う
な
内
容
の
書
簡
を
送
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

し
か
し
当
時
の
會
津
は
、
呉
昌
碩
と
一
面
識
も
な
い
ば
か
り
か
、
中
国
へ
行
っ
た
こ

と
も
な
か
っ
た
。
一
方
正
平
を
と
も
な
っ
て
呉
昌
碩
の
も
と
へ
向
か
っ
た
河
井
は
、
こ

の
大
正
八
年
の
時
点
で
呉
昌
碩
に
入
門
し
て
か
ら
二
十
年
目
を
む
か
え
て
い
る
。
つ
ま

り
先
述
の
よ
う
に
、
正
平
の
呉
昌
碩
入
門
を
実
行
で
き
た
の
は
河
井
な
の
で
あ
り
資
金

提
供
も
堤
で
あ
る
か
ら
、
呉
昌
碩
へ
の
伝
手
も
な
く
資
金
も
な
い
會
津
に
は
、
何
も
で

き
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
実
際
に
呉
昌
碩
に
入
門
さ
せ
た
河

井
と
資
金
を
提
供
し
た
堤
が
、
會
津
以
上
に
正
平
の
こ
と
を
認
め
て
い
た
と
い
え
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

正
平
は
大
正
八
年
の
秋
か
ら
翌
年
の
五
月
ま
で
上
海
に
滞
在
し
、
そ
の
間
呉
昌
碩
の

指
導
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
約
八
箇
月
の
あ
い
だ
、
呉
昌
碩
の
指
導
を
受

け
ら
れ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
呉
昌
碩
の
指
導
に
つ
い
て
正
平
は
の
ち
に
「
私

は
書
画
を
作
る
の
を
色
々
見
せ
て
貰
っ
た
が
、
篆
刻
の
様
子
は
つ
い
に
見
な
か
っ
た
」

と
記
す
（
註
８
）
。
こ
の
記
述
に
よ
る
と
正
平
は
、
呉
昌
碩
が
書
画
を
制
作
す
る
と
こ

ろ
は
み
た
が
、
八
箇
月
も
の
あ
い
だ
に
一
度
た
り
と
も
、
呉
昌
碩
の
篆
刻
制
作
を
み
て

い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
正
平
の
記
述
か
ら
は
、
呉
昌
碩
の
刻
法
を

身
に
つ
け
た
い
と
い
う
、
つ
よ
い
意
気
込
み
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
帰
国
後
間
も

な
い
大
正
十
一
年
に
刻
し
た
「
賛
仰
三
昧
」
を
み
て
も
、
そ
の
刻
風
に
呉
昌
碩
の
影
響

は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
正
平
は
、
八
箇
月
に
も
わ
た
る
上
海
滞
在

で
呉
昌
碩
と
交
流
は
し
た
も
の
の
、
肝
心
の
篆
刻
の
制
作
に
つ
い
て
、
呉
昌
碩
に
傾
倒

し
て
い
な
い
と
い
え
る
。

　

正
平
が
約
八
箇
月
間
の
上
海
滞
在
か
ら
帰
国
し
て
以
降
、
正
平
の
篆
刻
の
指
導
は
、

お
そ
ら
く
寒
山
な
き
あ
と
河
井
が
そ
の
任
を
お
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
正
平
の

呉
昌
碩
へ
の
対
面
が
河
井
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
や
、
河
井
が
呉
昌
碩
入
室
の
弟

子
な
の
で
、
篆
刻
の
本
場
で
あ
る
中
国
で
通
用
す
る
技
量
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
も
そ
う
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
河
井
は
正
平
の
養
父
で
あ
る
山
田
寒
山
と
も
懇
意
で

あ
っ
た
の
で
、
正
平
に
対
し
指
導
や
助
言
を
す

る
こ
と
は
、
当
時
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
河
井
が
大
正
六
年
に
制
作
し
た
朱
文
印

「
画
沙
」
（
図
３
）
を
み
る
と
、
篆
書
の
公
式

書
体
で
あ
る
小
篆
の
字
形
を
も
と
に
、
文
字
を

肉
太
に
刻
し
て
い
る
。
つ
ま
り
河
井
は
す
で

に
、
師
で
あ
る
呉
昌
碩
の
古
典
に
と
ら
わ
れ

な
い
自
由
な
刻
風
か
ら
離
れ
、
清
朝
の
趙
之
謙

の
厳
格
な
刻
風
に
傾
倒
し
て
い
た
。
河
井
の
印

は
、
篆
書
本
来
の
厳
格
な
特
質
を
い
か
し
つ

つ
、
独
自
の
重
厚
な
作
風
を
確
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

一
方
、
大
正
十
五
年
の
正
平
の
朱
文
印
「
不

老
亦
休
」
（
図
４
）
を
み
る
と
、
河
井
の
よ
う

に
肉
太
で
は
な
く
、
細
く
繊
細
な
線
を
主
体
と

し
な
が
ら
、
「
休
」
の
に
ん
偏
に
み
ら
れ
る
よ

図３図４
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四

う
に
、
線
に
微
妙
な
太
細
の
変
化
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の
太
細
の
変
化
は
、
篆
書
の
公

式
書
体
で
あ
る
小
篆
に
は
み
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
点
で
も
河
井
の
手
法
と
は
異
な

る
。
し
か
も
「
不
老
亦
休
」
を
み
る
と
、
入
門
し
た
は
ず
の
呉
昌
碩
の
字
形
の
影
響
が

ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
た
め
、
す
で
に
こ
の
時
点
で
正
平
独
自
の
表
現
を
試
み
て
い
る

と
い
え
る
。　

　

つ
ま
り
正
平
の
「
不
老
亦
休
」
を
み
る
限
り
、
入
門
し
た
は
ず
の
呉
昌
碩
や
、
帰
国

後
の
実
技
の
師
で
あ
る
は
ず
の
河
井
の
影
響
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
正
平
は
、

せ
っ
か
く
河
井
に
よ
っ
て
、
上
海
に
住
む
呉
昌
碩
の
も
と
へ
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
呉
昌
碩
の
影
響
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
正
平

に
と
っ
て
呉
昌
碩
は
興
味
が
持
て
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
い

か
え
れ
ば
、
呉
昌
碩
の
刻
風
に
反
発
し
て
、
独
自
の
刻
風
を
模
索
し
て
い
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

　

ま
た
正
平
の
「
不
老
亦
休
」
に
は
、
先
述
の
よ
う
に
河
井
の
影
響
も
認
め
ら
れ
な
い

た
め
、
や
は
り
河
井
に
た
い
し
て
も
呉
昌
碩
同
様
、
興
味
が
な
く
な
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
正
平
に
と
っ
て
河
井
に
は
、
呉
昌
碩
へ
の
入
門
に
た
い
す
る
恩
義
が
あ

り
、
ま
た
技
術
的
に
も
当
時
の
正
平
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
技
量
を
も
っ
て
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
正
平
の
指
導
者
と
し
て
は
申
し
分
の
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
正
平

は
、
そ
の
河
井
の
指
導
や
刻
風
を
あ
え
て
退
け
、
独
自
の
刻
風
を
模
索
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

正
平
の
実
技
の
師
で
あ
っ
た
は
ず
の
河
井
は
篆
刻
家
、
す
な
わ
ち
実
作
者
で
あ
る
。

會
津
は
書
に
つ
い
て
は
実
作
者
で
あ
る
が
、
東
洋
美
術
学
者
、
す
な
わ
ち
研
究
者
な
の

で
あ
る
。
そ
の
會
津
と
親
し
く
接
し
て
い
た
こ
と
が
、
先
の
大
正
七
年
と
大
正
八
年
の

書
簡
よ
り
読
み
と
れ
る
の
で
、
正
平
は
実
作
者
の
河
井
よ
り
も
研
究
者
の
會
津
に
興
味

を
い
だ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
正
平
の
態
度
か
ら
會
津
は
、
研
究
と
実
作

を
両
立
さ
せ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
方
向
性
に
、
自
信
を
深
め
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
正
平
の
刻
印
が
、
呉
昌
碩
や
河
井
に
反
発
す
る
か
の
よ
う
な
、
独

自
の
表
現
を
試
み
て
い
る
点
か
ら
、
正
平
は
上
海
か
ら
の
帰
国
後
、
河
井
の
指
導
を
熱

心
に
う
け
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

　

先
に
あ
げ
た
大
正
七
年
の
書
簡
で
會
津
は
正
平
に
対
し
、
画
数
の
多
い
文
字
ど
お
し

の
配
置
で
あ
る
布
字
が
、
よ
く
な
い
と
し
て
改
刻
を
指
示
し
、
大
正
八
年
の
書
簡
で
は

未
熟
な
正
平
の
布
字
を
會
津
が
手
が
け
、
そ
れ
を
正
平
に
刻
さ
せ
る
と
い
う
記
述
が

あ
っ
た
。
ま
た
大
正
八
年
一
月
七
日
付
の
式
場
益
平
宛
の
會
津
書
簡
に
は
「
昨
夜
正
平

来
訪
、
印
四
顆
刻
し
て
今
朝
去
る
」
と
あ
り
、
正
平
は
こ
の
と
き
會
津
の
家
に
泊
ま
り

こ
ん
で
、
徹
夜
で
印
を
四
顆
刻
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
會
津
は
正
平
に
改
刻
の

指
示
を
し
、
と
き
に
は
會
津
が
布
字
し
て
正
平
に
彫
ら
せ
、
さ
ら
に
會
津
宅
に
泊
ま
り

込
み
徹
夜
で
四
顆
制
作
す
る
な
ど
、
ふ
た
り
に
は
篆
刻
を
介
し
た
親
密
な
関
係
が
あ
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
會
津
と
正
平
の
関
係
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
正
平
は
お
そ
ら
く
篆
刻
に
つ
い

て
、
大
家
で
あ
る
河
井
よ
り
も
む
し
ろ
素
人
で
は
あ
る
が
、
篆
刻
に
つ
い
て
の
知
見
、

さ
ら
に
は
奈
良
美
術
、
つ
ま
り
東
洋
美
術
に
造
詣
の
深
い
学
識
の
あ
る
會
津
の
こ
と

を
、
信
頼
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

河
井
は
あ
る
と
き
會
津
に
「
ど
う
も
正
平
は
素
人
っ
ぽ
い
印
ば
か
り
彫
っ
て
い
て
困

る
。
何
と
か
あ
な
た
か
ら
も
言
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
も
ら
し
た
と
い
う
（
註
９
）
。

も
し
こ
の
河
井
の
発
言
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
河
井
の
、
正
平
が
篆
刻
の
で

き
な
い
會
津
と
親
密
な
関
係
で
あ
る
こ
と
を
、
苦
々
し
く
思
う
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
受
け
と
れ
る
。
お
そ
ら
く
河
井
の
「
素
人
っ
ぽ
い
印
」
と
い
う
表
現
は
、

素
人
の
會
津
が
指
導
し
て
い
る
か
ら
「
素
人
っ
ぽ
い
印
」
に
な
っ
た
の
だ
と
言
い
た
い

の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
当
の
正
平
は
河
井
の
技
術
的
な
指
導
よ
り
、
會
津
の
学
識
や
美
に
対
す
る
考

え
方
に
共
感
す
る
面
が
多
か
っ
た
。
だ
か
ら
泊
ま
り
込
み
を
し
て
、
會
津
が
布
字
、
正

平
が
彫
り
と
い
う
分
業
を
受
け
入
れ
る
な
ど
し
な
が
ら
、
自
身
の
刻
風
を
構
築
し
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
正
平
が
上
海
か
ら
帰
国
し
た
大
正
九
年
以
降
の
大
正
期
、
い
わ

ゆ
る
正
平
が
自
分
の
作
風
を
構
築
し
て
い
た
時
期
に
、
最
も
影
響
を
与
え
た
人
物
は
會

津
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

『
全
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
正
平
宛
の
會
津
書
簡
は
十
七
通
あ
り
、
そ
の
う
ち
の

半
数
以
上
で
あ
る
九
通
が
、
終
戦
か
ら
會
津
の
な
く
な
る
昭
和
三
十
一
年
ま
で
の
、

十
二
年
間
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
會
津
と
正
平
の
関
係
は
終
戦

以
降
に
、
よ
り
親
密
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

戦
後
の
書
簡
で
、
新
潟
市
會
津
八
一
記
念
館
（
以
下
、
記
念
館
と
略
記
）
に
所
蔵
さ
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五

れ
て
い
る
會
津
に
宛
て
た
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
三
十
日
付
の
山
田
正
平
書
簡
に
は

「
拝
命
の
処
所
謂
栄
養
失
調
に
て
一
つ
も
御
使
用
に
相
立
ち
そ
う
も
な
く
存
ぜ
ら
れ
つ

ひ
つ
ひ
大
失
敗
と
相
成
り
候
。
御
迷
惑
の
こ
と
を
思
い
慚
汗
三
斗
只
々
平
伏
致
し
居
り

候
」
と
あ
る
。
こ
の
書
簡
で
正
平
は
、
會
津
が
依
頼
し
た
印
の
出
来
に
つ
い
て
、
栄
養

失
調
の
た
め
に
役
に
立
ち
そ
う
に
な
い
ぐ
ら
い
大
失
敗
し
た
と
記
し
、
さ
ら
に
會
津
の

迷
惑
を
思
い
平
伏
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
正
平
の
表
現
は
、
当
然
謙
遜
の

意
味
も
あ
ろ
う
が
、
何
よ
り
正
平
の
最
大
の
関
心
は
、
刻
印
に
厳
し
い
目
を
も
っ
た
會

津
が
、
正
平
の
出
来
を
い
か
に
評
価
す
る
か
に
あ
る
。

　

會
津
は
こ
れ
に
対
し
、
二
日
後
で
あ
る
昭
和
二
十
一
年
の
元
旦
に
早
速
、
正
平
に
刻

印
の
礼
状
を
認
め
る
。
そ
こ
に
は
「
御
刻
の
印
四
枚
正
に
落
手
。
格
別
精
妙
に
御
奏
刀

被
下
忝
く
存
候
」
と
あ
り
、
正
平
の
刻
印
四
顆
が
格
別
に
精
妙
な
出
来
で
あ
る
と
記
し

て
い
る
。
會
津
は
正
平
の
印
を
格
別
精
妙
と
評
価
す
る
が
、
こ
の
表
現
は
手
紙
の
常
套

句
で
あ
り
、
書
簡
の
内
容
は
い
わ
ゆ
る
礼
状
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
約
二
週
間
後
で
あ
る
、
昭
和
二
十
一
年
一
月
十
四
日
付
正
平
宛
書
簡
で
會

津
は
「
前
回
御
刻
を
わ
づ
ら
は
し
た
る
諸
印
は
、
非
常
に
御
謙
退
に
も
か
か
は
ら
ず
、

い
ず
れ
も
上
出
来
に
て
早
速
使
用
致
し
候
。
つ
き
て
は
御
迷
惑
な
が
ら
尚
ほ
四
五
顆
御

頼
申
し
た
く
候
」
と
記
し
、
前
回
謙
遜
し
て
い
た
刻
印
四
顆
が
上
出
来
で
あ
る
か
ら
、

さ
ら
に
四
、
五
顆
追
加
注
文
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
會
津
は
、
正

平
の
刻
印
を
、
申
し
分
な
し
と
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
四
、
五
顆
追

加
注
文
を
し
た
の
は
、
正
平
の
印
が
以
前
に
も
ま
し
て
成
長
著
し
い
と
感
じ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

　

書
簡
の
後
半
に
は
五
顆
依
頼
し
て
百
五
十
円
支
払
う
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
會

津
は
一
顆
あ
た
り
三
十
円
を
正
平
に
支
払
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
月
の
昭

和
二
十
年
十
二
月
一
日
付
の
書
簡
で
、
篆
刻
家
の
乙
川
大
愚
に
は
三
顆
で
六
十
円
、
つ

ま
り
一
顆
二
十
円
を
支
払
う
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
註
10
）
。

　

篆
刻
家
の
乙
川
大
愚
と
は
、
新
潟
県
津
川
の
正
法
寺
住
職
で
、
正
平
の
一
歳
年
長
に

あ
た
り
、
正
平
の
養
父
で
あ
る
山
田
寒
山
に
篆
刻
を
師
事
し
て
い
た
。
い
わ
ば
正
平
の

先
輩
格
に
あ
た
る
が
、
そ
の
乙
川
に
対
し
會
津
は
一
顆
二
十
円
を
支
払
い
、
年
少
の
正

平
に
五
割
増
し
で
あ
る
三
十
円
を
支
払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ふ
た
り
に
支

払
っ
た
金
額
の
差
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
會
津
は
正
平
の
刻
印
を
同
時
期
の
篆
刻

家
よ
り
も
、
は
る
か
に
高
く
評
価
し
て

い
る
と
い
え
る
。

　

そ
れ
か
ら
約
四
年
後
の
昭
和
二
十
五

年
一
月
四
日
付
の
正
平
宛
會
津
書
簡
に

は
「
印
箋
を
見
る
に
『
渾
齋
古
稀
』
は

豊
潤
に
し
て
し
か
も
高
古
、
真
に
傑
作

と
存
じ
大
に
喜
び
居
り
候
」
と
あ
り
、
會
津
は
正
平
の
刻
し
た
「
渾
齋
古
稀
」
（
図

５
）
の
印
が
豊
潤
に
し
て
し
か
も
高
古
で
あ
り
、
真
に
傑
作
で
あ
る
と
正
平
に
対
し
最

高
の
賛
辞
を
お
く
る
。
こ
の
會
津
書
簡
の
記
述
か
ら
は
も
は
や
、
大
正
七
年
の
書
簡
に

あ
っ
た
改
刻
を
指
示
し
た
と
き
の
よ
う
な
、
上
か
ら
の
態
度
は
失
せ
、
真
に
正
平
の
刻

印
に
心
酔
し
て
い
る
よ
う
に
う
け
と
れ
る
。

　

こ
の
印
が
作
ら
れ
た
昭
和
二
十
五
年
と
い
え
ば
正
平
は
五
十
二
歳
に
あ
た
る
が
、

「
渾
齋
古
稀
」
印
の
四
文
字
の
篆
書
は
、
縦
一
行
に
無
理
の
な
い
配
字
で
刻
さ
れ
、
し

か
も
「
渾
」
と
「
古
」
を
小
さ
く
、
「
齋
」
と
「
稀
」
を
大
き
く
刻
す
こ
と
で
文
字
の

大
小
に
粗
密
を
つ
け
つ
つ
、
四
文
字
の
調
和
を
た
く
み
に
は
か
り
、
こ
れ
ま
で
の
粗
密

の
変
化
の
あ
ま
り
な
い
単
調
な
作
風
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
の

眼
か
ら
み
て
も
、
正
平
の
六
十
四
年
に
わ
た
る
生
涯
の
中
で
「
渾
齋
古
稀
」
は
、
ま
さ

し
く
傑
出
し
た
作
品
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
正
平
の
刻
印
を
目
の
当
た
り
に
し
た
會

津
は
、
正
平
を
一
人
の
自
立
し
た
篆
刻
家
と
認
め
、
こ
こ
ま
で
成
長
し
た
正
平
を
誇
ら

し
く
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

昭
和
五
十
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
秋
艸
堂
印
譜
』
に
は
會
津
の
自
用
印
二
百
七
十
七

顆
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
正
平
が
會
津
の
た
め
に
刻
し
た
印
は
四
十
顆
あ

る
。
そ
の
四
十
顆
の
う
ち
制
作
年
の
判
明
し
て
い
る
印
は
二
十
六
顆
あ
り
、
そ
れ
ら
は

大
正
三
年
か
ら
昭
和
二
十
六
年
の
あ
い
だ
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
十
六

顆
を
戦
前
と
戦
後
の
制
作
に
わ
け
る
と
、
戦
前
の
も
の
が
六
顆
、
戦
後
の
も
の
が
二
十

顆
で
あ
る
か
ら
、
戦
後
の
わ
ず
か
六
年
間
で
、
戦
前
の
三
倍
以
上
の
刻
印
が
制
作
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
制
作
時
期
が
特
定
で
き
な
い
刻
印
が
十
四
顆
存
在
す
る
の
で
、

い
ち
が
い
に
は
い
え
な
い
が
、
制
作
年
の
判
明
し
て
い
る
印
に
限
れ
ば
、
會
津
は
あ
き

ら
か
に
戦
後
の
正
平
の
刻
印
に
強
い
興
味
と
関
心
を
い
だ
き
、
数
多
く
の
刻
印
を
依
頼

し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

図５
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た
し
か
に
戦
後
の
會
津
書
簡
を
み
る
と
、
正
平
を
ひ
と
り
の
篆
刻
家
と
み
と
め
て
高

く
賞
賛
し
、
そ
の
活
動
を
後
押
し
す
る
か
の
よ
う
に
多
く
の
印
を
依
頼
し
て
い
る
（
註

11
）
。
會
津
は
、
正
平
の
後
援
者
も
し
く
は
愛
好
者
と
し
て
、
最
後
ま
で
あ
た
た
か
く

支
援
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

昭
和
三
十
一
年
十
一
月
の
會
津
の
葬
儀
の
際
に
か
か
げ
ら
れ
た
晩
聯
や
、
菩
提
寺
で

あ
る
新
潟
市
瑞
光
寺
の
墓
石
の
題
字
は
、
い
ず
れ
も
正
平
の
揮
毫
に
よ
る
。
こ
れ
は
二

人
の
関
係
が
大
正
二
年
か
ら
會
津
の
な
く
な
る
ま
で
の
四
十
三
年
間
、
途
切
れ
る
こ
と

な
く
、
極
め
て
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
た
だ
し
、
親
密
で
は
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
ふ
た
り
の
あ
い
だ
に
不
穏
で
あ
っ
た
形
跡
が
な
い
こ
と
や
、
他
の
門
人
と
の
関
係

を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
會
津
と
正
平
の
関
係
は
い
わ
ゆ
る
師
弟
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ

は
會
津
が
大
正
八
年
の
書
簡
で
、
出
会
っ
て
間
も
な
い
正
平
を
す
で
に
「
天
才
」
と
認

識
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
自
身
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
篆
刻
に
長
じ
た

正
平
へ
の
畏
敬
の
念
が
、
終
生
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か

ら
こ
そ
會
津
と
正
平
は
、
四
十
三
年
間
も
の
永
き
に
わ
た
り
、
平
穏
な
関
係
を
維
持
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
、
銭
痩
鉄
と
の
関
わ
り

　

『
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
會
津
書
簡
に
、
は
じ
め
て
篆
刻
家
で
あ
る
銭
痩
鉄
の

名
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
吉
江
喬
松
に
宛
て
た
昭
和
四
年
九
月
三
日
付
書
簡
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
「
支
那
か
ら
銭
痩
鉄
と
い
ふ
篆
刻
家
来
り
本
日
面
会
致
し
候
と
こ
ろ
、
書
画

も
よ
く
し
人
物
も
温
雅
に
て
こ
と
に
篆
刻
精
妙
に
て
候
」
と
あ
り
、
中
国
か
ら
来
朝
し

た
篆
刻
家
の
銭
痩
鉄
と
面
会
し
た
と
こ
ろ
、
書
画
は
も
と
よ
り
人
格
が
温
雅
で
、
と
く

に
篆
刻
の
力
量
が
精
妙
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
以
前
の
會
津
書
簡
に
は
、
銭
痩

鉄
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
會
津
は
こ
の
と
き
、
す
な
わ
ち
昭

和
四
年
九
月
三
日
に
は
じ
め
て
銭
痩
鉄
に
対
面
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
會
津
は

四
十
九
歳
で
、
銭
痩
鉄
は
十
六
歳
年
少
の
三
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
同
書
簡
で
會
津
は
「
先
日
逍
遥
先
生
及
び
小
生
の
も
の
刻
せ
し
め
い
ず
れ
も

満
足
い
た
し
候
」
と
記
し
て
お
り
、
先
日
刻
し
て
も
ら
っ
た
坪
内
逍
遥
と
自
身
の
印
の

出
来
が
満
足
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
會
津
は
昭
和
四
年
九
月
三
日
以
前
に
刻
印

の
依
頼
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
會
津
は
画
家
の
小
杉

放
庵
か
ら
、
銭
痩
鉄
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
（
註

12
）
、
昭
和
四
年
九
月
三
日
以
前
に
依
頼
し
た
印
と
は
、
小

杉
の
す
す
め
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

『
秋
艸
堂
印
譜
』
に
は
、
二
百
七
十
七
顆
の
會
津
の
自
用

印
の
印
影
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
銭
痩
鉄
の
刻
し
た
印
が
二
十
九
顆
あ

る
。
そ
の
な
か
の
白
文
方
印
「
會
朔
審
定
」
（
図
６
）
の
側
款
に
は
「
己
巳
夏
為
會
津

先
生
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
印
は
「
己
巳
夏
」
、
つ
ま
り
昭
和
四
年
の
夏
に
制
作
さ
れ

て
い
る
。
夏
と
は
陰
暦
で
四
月
か
ら
六
月
ま
で
を
さ
す
の
で
「
會
朔
審
定
」
印
は
、
初

対
面
の
九
月
三
日
よ
り
前
に
制
作
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
秋
艸
堂
印
譜
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
銭
痩
鉄
が
刻
し
た
二
十
九
顆
の
な
か
に
、
「
會
朔
審
定
」
印
の
刻

さ
れ
た
昭
和
四
年
夏
以
前
に
制
作
さ
れ
た
印
は
な
い
こ
と
か
ら
、
さ
き
の
昭
和
四
年
九

月
三
日
以
前
に
依
頼
し
た
印
と
は
「
會
朔
審
定
」
印
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

前
に
あ
げ
た
吉
江
宛
書
簡
で
會
津
は
つ
づ
け
て
「
此
際
一
顆
御
た
の
み
な
さ
れ
候

て
は
如
何
」
と
記
し
、
吉
江
に
対
し
刻
印
を
一
顆
依
頼
し
て
み
る
よ
う
す
す
め
て
い

る
。
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
刻
印
を
す
す
め
る
内
容
の
書
簡
を
同
日
付
で
、
佐
渡
電
灯
会

社
社
長
の
渡
辺
湖
畔
（
註
13
）
に
も
送
り
、
さ
ら
に
九
月
九
日
付
関
塚
惣
吉
宛
、
九
月

二
十
一
日
付
相
馬
御
風
宛
の
會
津
書
簡
で
も
、
銭
痩
鉄
の
刻
印
を
す
す
め
て
い
る
（
註

14
）
。
つ
ま
り
、
會
津
は
銭
痩
鉄
と
の
初
対
面
か
ら
三
週
間
弱
の
あ
い
だ
に
、
複
数
の

友
人
や
知
人
に
あ
て
て
刻
印
を
す
す
め
る
書
簡
を
精
力
的
に
送
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
か
ら
推
測
す
る
と
、
會
津
は
初
対
面
の
と
き
に
、
銭
痩
鉄
の
こ

と
を
よ
ほ
ど
気
に
入
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

會
津
は
初
対
面
か
ら
お
よ
そ
一
箇
月
後
の
昭
和
四
年
の
十
月
に
、
銭
痩
鉄
の
印
譜
で

あ
る
『
痩
鉄
印
存
』
（
註
15
）
へ
、
わ
ず
か
百
三
十
二
文
字
で
は
あ
る
が
、
漢
文
に
よ

る
跋
文
を
よ
せ
、
し
か
も
そ
の
跋
文
は
會
津
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
印
譜

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
跋
文
に
は
「
己
巳
十
月
君
東
遊
来
訪
吾
盧
」
と
あ
り
、
そ

こ
に
は
「
己
巳
」
の
年
で
あ
る
昭
和
四
年
の
十
月
に
、
吾
盧
の
下
落
合
秋
艸
堂
を
銭
痩

鉄
が
訪
れ
た
と
記
す
。

　

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
初
対
面
か
ら
わ
ず
か
一
、
二
箇
月
の
あ
い
だ
に
銭
痩
鉄
は
秋

艸
堂
を
訪
れ
て
『
痩
鉄
印
存
』
の
跋
文
を
依
頼
し
、
會
津
は
そ
れ
を
出
会
っ
て
間
も
な 図６
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い
に
も
か
か
わ
ら
ず
承
諾
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
昭
和
四
年
九
月

の
會
津
書
簡
に
は
、
銭
痩
鉄
の
刻
印
を
す
す
め
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
が
、
こ
の
よ

う
な
刻
印
の
推
奨
や
跋
文
の
揮
毫
か
ら
、
ふ
た
り
の
交
友
は
短
期
間
の
う
ち
に
深
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

會
津
は
先
の
渡
辺
湖
畔
宛
書
簡
で
銭
痩
鉄
に
つ
い
て
「
書
画
と
も
に
よ
く
人
物
も
温

雅
、
篆
刻
最
も
蒼
古
自
然
に
て
禹
域
近
時
稀
に
見
る
と
こ
ろ
と
存
じ
候
」
と
記
し
、
前

に
あ
げ
た
吉
江
宛
書
簡
と
同
様
に
、
銭
痩
鉄
の
書
画
、
篆
刻
、
人
格
の
三
点
に
つ
い
て

賞
賛
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
初
対
面
か
ら
約
七
年
後
の
昭
和
十
一
年
十
月
十
四
日
付
の
関
塚
惣
吉
宛
會
津

書
簡
に
も
「
支
那
人
は
と
か
く
変
な
人
多
く
交
際
し
に
く
く
候
へ
ど
も
、
銭
君
は
実
に

高
雅
な
る
君
子
に
て
、
且
つ
金
石
文
学
上
の
造
詣
相
当
に
有
之
候
」
と
あ
り
、
會
津
は

初
対
面
か
ら
七
年
が
経
過
し
た
時
点
で
も
、
銭
痩
鉄
が
一
般
的
な
中
国
人
と
は
か
け
離

れ
た
、
高
雅
な
君
子
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
く
わ
え
て
銭
痩
鉄
の
金
石
文
学
上
の

造
詣
が
、
相
当
に
深
い
こ
と
に
會
津
は
共
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
書
画
、
篆

刻
の
力
量
だ
け
で
な
く
、
銭
痩
鉄
の
人
格
が
高
雅
で
あ
り
、
金
石
文
学
上
の
造
詣
に
深

い
こ
と
が
研
究
者
の
會
津
を
刺
激
し
、
ふ
た
り
の
関
係
を
よ
り
親
密
に
し
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

會
津
を
そ
こ
ま
で
心
酔
さ
せ
る
銭
痩
鉄
は
、
一
八
九
七
年
に
中
国
無
錫
に
生
ま
れ
、

十
二
歳
の
と
き
に
、
中
国
蘇
州
の
老
舗
で
碑
帖
店
で
あ
る
漢
貞
閣
へ
丁
稚
奉
公
に
で

た
。
こ
こ
で
鄭
文
焯
や
呉
昌
碩
ら
の
知
遇
を
え
て
師
事
し
、
上
海
を
活
動
の
拠
点
と
す

る
。
大
正
十
二
年
、
二
十
六
歳
の
と
き
に
、
京
都
に
住
む
日
本
画
家
の
橋
本
関
雪
の
招

き
に
応
じ
て
、
橋
本
邸
で
あ
る
白
沙
村
荘
に
寄
宿
す
る
。
そ
の
後
は
日
本
と
中
国
を
往

復
し
な
が
ら
、
橋
本
関
雪
や
谷
崎
潤
一
郎
ら
の
後
援
で
、
京
都
や
大
阪
、
東
京
な
ど
で

個
展
を
開
催
し
た
。
し
か
し
昭
和
十
二
年
八
月
、
郭
沫
若
の
日
本
脱
出
に
加
担
し
た
と

し
て
、
ス
パ
イ
容
疑
で
検
挙
さ
れ
投
獄
さ
れ
る
。
昭
和
十
六
年
五
月
に
三
年
九
箇
月
に

お
よ
ぶ
刑
期
を
終
え
出
獄
し
帰
国
し
た
。
戦
後
の
昭
和
二
十
一
年
に
使
節
団
の
一
員
と

し
て
来
日
し
て
以
降
、
昭
和
二
十
四
年
ご
ろ
ま
で
日
本
を
何
度
か
訪
れ
、
作
品
頒
布
会

を
開
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

會
津
と
銭
痩
鉄
と
の
初
対
面
か
ら
約
二
年
後
に
あ
た
る
、
昭
和
六
年
七
月
七
日
付
の

渡
辺
湖
畔
宛
會
津
書
簡
に
は
「
銭
痩
鉄
も
だ
い
ぶ
秋
艸
道
人
の
筆
意
に
近
づ
き
来
り
し

や
う
な
り
と
先
日
も
大
咲
致
し
候
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
（
註
13
）
。
こ
れ
は
、
會
津

の
毛
筆
に
よ
る
筆
意
に
、
銭
痩
鉄
の
筆
意
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
會
津
は
大
笑

い
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
會
津
は
、
昭
和
六
年
ご
ろ
の
自
身
の
字
と
、
銭
痩

鉄
の
字
が
似
て
き
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
銭
痩
鉄
の
筆
跡
に
つ
い

て
も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
か
ら
約
五
年
三
箇
月
後
に
あ
た
る
、
昭
和
十
一
年
十
月
十
四
日
付
の
関
塚
惣
吉

宛
の
會
津
書
簡
に
は
「
扨
て
又
御
熟
知
の
銭
痩
鉄
本
月
末
新
潟
に
到
り
て
個
展
相
開
き

其
の
際
拝
眉
致
し
き
よ
し
を
申
来
り
候
間
、
御
紹
介
の
名
刺
相
渡
し
お
き
候
。
参
上
致

し
候
は
ば
御
多
忙
の
際
に
て
も
何
卒
御
面
会
被
下
度
御
依
頼
申
上
候
」
と
あ
り
、
新
潟

で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
銭
痩
鉄
の
個
展
に
多
忙
を
ぬ
っ
て
で
も
出
向
い
て
も
ら

い
た
い
と
、
會
津
は
新
潟
県
五
泉
市
在
住
の
関
塚
に
対
し
て
、
銭
痩
鉄
と
の
面
会
を
要

請
し
て
い
る
。

　

こ
の
新
潟
で
の
個
展
は
、
銭
痩
鉄
書
画
篆
刻
個
展
と
銘
打
ち
、
昭
和
十
一
年
の
十
一

月
七
、
八
日
の
両
日
、
新
潟
市
の
新
潟
新
聞
社
三
階
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
。
個
展
の

初
日
に
あ
た
る
同
年
十
一
月
七
日
付
の
新
潟
新
聞
夕
刊
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
「
痩
鉄
氏

個
展
、
作
画
と
篆
刻
の
発
表
」
で
銭
痩
鉄
は
、
同
新
聞
社
の
取
材
に
対
し
「
今
回
新
潟

の
個
展
は
西
湖
に
因
縁
深
き
柳
郷
の
遊
歴
を
會
津
八
一
博
士
に
薦
め
ら
れ
て
開
い
た
の

で
す
」
と
答
え
て
い
る
の
で
、
新
潟
で
の
個
展
は
會
津
の
す
す
め
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ

た
よ
う
だ
。

　

さ
ら
に
同
紙
の
取
材
に
対
し
銭
痩
鉄
は
「
私
の
美
術
に
対
す
る
信
念
は
、
美
術
は
人

生
安
慰
の
高
貴
な
も
の
で
、
和
平
と
博
愛
の
本
源
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
故
に
同

種
、
同
文
、
同
一
仏
の
日
支
の
両
大
民
族
が
文
化
、
美
術
を
通
じ
て
、
親
善
、
提
携
し

て
行
く
と
こ
ろ
に
東
西
の
和
平
が
保
た
れ
よ
う
と
確
信
し
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
こ
の

取
材
で
銭
痩
鉄
は
、
和
平
と
博
愛
の
本
源
で
あ
る
高
貴
な
美
術
を
通
し
、
日
中
の
文
化

交
流
を
推
し
進
め
た
い
と
い
う
心
境
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
銭
痩
鉄
の
新
潟
に
お
け
る
個
展
は
、
會
津
が
新
潟
の
知
己
や
新
聞
社
な
ど
に
声

を
か
け
て
実
現
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
會
津
自
身
も
こ
の
個
展
に
あ
わ
せ
て
、
同
年

十
一
月
六
日
付
の
新
潟
新
聞
に
「
個
展
を
ひ
ら
く
銭
痩
鉄
君
を
伝
ふ
」
と
題
し
た
千
字

を
こ
え
る
紹
介
文
を
よ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
會
津
は
銭
痩
鉄
に
つ
い
て
「
そ
の
非
凡
の

才
能
は
年
と
共
に
伸
び
て
、
今
で
は
南
支
那
に
於
け
る
斯
界
の
最
高
峰
の
一
と
し
て
尊
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敬
を
受
け
て
居
ら
れ
ま
す
。
（
中
略
）
流
石
に
多
端
な
才
学
と
高
邁
な
識
見
と
に
は
敬

服
し
た
が
、
殊
に
深
く
感
じ
た
の
は
、
眉
目
秀
雋
、
態
度
の
優
雅
な
そ
し
て
温
乎
と
し

て
の
玉
の
如
き
人
格
者
で
あ
る
点
で
し
た
。
そ
れ
以
来
、
特
別
懇
意
に
交
友
を
続
け
て

居
ま
す
」
と
記
し
、
や
や
大
げ
さ
で
は
あ
る
が
、
銭
痩
鉄
は
南
中
国
、
す
な
わ
ち
江
南

の
文
人
で
、
最
高
峰
の
一
人
と
し
て
尊
敬
を
受
け
て
い
る
と
述
べ
る
。

　

ま
た
會
津
は
銭
痩
鉄
の
多
端
な
才
学
と
高
邁
な
識
見
と
に
敬
服
し
た
と
記
し
な
が

ら
、
や
は
り
こ
こ
で
も
、
銭
痩
鉄
の
玉
の
如
き
人
格
者
で
あ
る
点
を
強
調
し
な
が
ら
、

懇
意
に
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
會
津
は
銭
痩
鉄
の
玉
の
如
き
人
格
、
つ
ま
り
美
し
く
愛

し
む
べ
き
人
格
、
換
言
す
れ
ば
不
偏
性
を
も
つ
人
間
性
に
、
よ
ほ
ど
ほ
れ
込
ん
で
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
會
津
は
新
潟
で
の
個
展
を
思
い
立
ち
、
成
功
す
る
よ
う
記

事
を
書
く
な
ど
會
津
な
り
の
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

先
述
の
よ
う
に
『
秋
艸
堂
印
譜
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
銭
痩
鉄
の
刻
印
は
、
二
十
九

顆
存
在
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
制
作
年
の
判
明
し
て
い
る
印
は
、
昭
和
四
年
製
一
顆
、

昭
和
五
年
製
二
顆
、
昭
和
十
一
年
製
四
顆
、
昭
和
十
二
年
製
一
顆
の
八
顆
あ
る
。
つ
ま

り
制
作
年
の
判
明
し
て
い
る
印
に
限
れ
ば
、
昭
和
十
一
年
に
制
作
さ
れ
た
印
が
一
番
多

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
會
津
と
銭
痩
鉄
の
関
係
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
新
潟

で
の
個
展
が
開
催
さ
れ
た
昭
和
十
一
年
ご
ろ
も
っ
と
も
深
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
れ
以
降
も
ふ
た
り
は
、
順
調
に
交
流
を
つ
づ
け
て
い
く
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
翌
年

の
昭
和
十
二
年
八
月
に
銭
痩
鉄
が
ス
パ
イ
容
疑
で
検
挙
さ
れ
入
獄
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
表
だ
っ
た
交
流
は
途
絶
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
銭
痩
鉄
が
釈
放
さ
れ
る
約
二
週
間

前
に
あ
た
る
、
昭
和
十
六
年
四
月
二
十
七
日
付
の
日
夏
耿
之
助
（
註
16
）
に
宛
て
た
會

津
書
簡
に
「
銭
痩
鉄
近
作
印
影
」
と
記
し
て
、
銭
痩
鉄
が
新
し
く
刻
し
た
印
影
が
十
一

顆
押
印
さ
れ
て
い
る
。
釈
放
二
週
間
前
の
會
津
書
簡
に
、
銭
痩
鉄
の
新
作
の
印
影
が
押

印
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
銭
痩
鉄
は
獄
中
で
刻
印
を
制
作
し
、
完
成
し
た
印
を
會
津

に
送
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
會
津
は
獄
中
で
制
作
さ
れ
た
銭
痩
鉄
の
刻
印
の
印
影

を
、
大
学
の
同
僚
で
あ
る
日
夏
な
ど
に
紹
介
の
意
味
を
こ
め
て
、
送
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

つ
ま
り
銭
痩
鉄
の
拘
留
は
三
年
九
箇
月
に
も
お
よ
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
刻
印
の
制

作
を
通
し
て
會
津
と
の
関
係
は
、
細
々
と
で
は
あ
る
が
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
銭
痩
鉄
は
昭
和
十
六
年
五
月
十
五
日
に
釈
放
後
、
た
だ
ち

に
帰
国
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
ふ
た
り
の
交
流
は
こ
れ
以
降
、
し
ば
ら
く
途
絶
え
る

こ
と
と
な
る
。

　

昭
和
十
六
年
五
月
の
銭
痩
鉄
の
釈
放
後
、
ふ
た
り
が
直
接
ま
み
え
る
の
は
、
會
津
の

新
潟
退
隠
後
で
あ
る
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
の
こ
と
で
、
會
津
は
新
潟
で
の
再

会
の
様
子
を
、
当
時
自
身
が
社
長
を
つ
と
め
て
い
た
夕
刊
ニ
ヒ
ガ
タ
に
「
銭
痩
鉄
と

私
」
と
題
し
て
寄
稿
し
て
い
る
（
註
17
）
。
そ
こ
で
會
津
は
「
昨
日
の
午
後
、
私
は
電

話
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
相
手
が
銭
痩
鉄
君
で
あ
る
の
で
ひ
ど
く
驚
い
た
。
今
駅
前
（
新

潟
）
の
住
吉
屋
に
い
る
が
、
道
が
わ
か
ら
な
い
の
で
行
か
れ
な
い
と
い
う
の
で
車
を
飛

ば
し
て
会
い
に
行
っ
た
」
と
記
し
、
會
津
が
銭
痩
鉄
か
ら
の
突
然
の
電
話
に
驚
い
て
い

る
の
で
、
こ
の
と
き
の
銭
痩
鉄
の
新
潟
訪
問
は
、
事
前
連
絡
の
な
い
突
然
の
出
来
事
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
會
津
に
よ
る
寄
稿
文
に
は
、
銭
痩
鉄
の
新
潟
訪
問
の
こ
れ

と
い
っ
た
目
的
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
過
去
の
ふ
た
り
の
思
い
出
話
に
終
始
す
る
内
容

な
の
で
、
銭
痩
鉄
は
何
か
の
つ
い
で
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
會
津
に
再
会
す
る
た
め

に
新
潟
に
来
た
よ
う
で
あ
る
。

　

會
津
は
こ
の
新
潟
で
の
再
会
の
翌
年
に
あ
た
る
、
昭
和
二
十
三
年
十
月
に
も
東
京
で

銭
痩
鉄
に
会
っ
て
い
る
こ
と
が
、
同
年
十
月
十
八
日
付
の
中
山
蘭
子
宛
の
會
津
書
簡
に

記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
會
津
は
こ
の
と
き
、
翌
年
に
計
画
さ
れ
て
い
た
新
宿
中
村

屋
に
お
け
る
個
展
の
賛
助
出
品
の
依
頼
を
し
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
個
展
は
、
翌
昭
和

二
十
四
年
三
月
十
六
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
新
宿
中
村
屋
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。
こ

の
個
展
に
、
銭
痩
鉄
の
賛
助
作
品
も
展
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
個
展
の
初
日
で
あ
る
三
月
十
六
日
に
は
、
中
央
公
論
社
の
主
催
で
、
會
津
と
銭

痩
鉄
の
対
談
が
お
こ
な
わ
れ
、
こ
の
対
談
の
内
容
は
、
同
年
六
月
号
の
『
中
央
公
論
』

に
、
「
の
こ
る
美
術
の
こ
す
美
術
」
と
題
さ
れ
掲
載
さ
れ
た
。
個
展
の
初
日
に
お
こ
な

わ
れ
た
銭
痩
鉄
と
の
対
談
は
、
新
潟
か
ら
長
時
間
を
か
け
て
上
京
し
た
ば
か
り
で
当
時

六
十
九
歳
の
會
津
に
は
、
肉
体
的
に
相
当
こ
た
え
た
と
思
わ
れ
る
。
現
に
會
津
は
、
対

談
当
日
の
夜
行
便
で
新
潟
に
帰
っ
て
い
る
。

　

こ
の
対
談
か
ら
約
一
箇
月
半
後
の
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日
付
の
吉
池
進
宛

の
會
津
書
簡
に
は
「
来
月
に
は
書
家
西
川
寧
君
、
陶
芸
家
小
山
富
士
夫
君
、
画
家
銭
痩

鉄
君
等
そ
れ
ぞ
れ
拙
者
を
た
よ
り
て
当
地
へ
個
展
を
持
ち
来
る
こ
と
に
相
成
り
居
り

候
」
と
あ
り
、
昭
和
二
十
四
年
の
五
月
に
西
川
寧
、
小
山
富
士
夫
、
銭
痩
鉄
が
新
潟
で
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個
展
の
計
画
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
會
津
は
、
新
潟
で
第
二
回
目
と
な
る
、

銭
痩
鉄
の
個
展
を
計
画
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
西
川
寧
の
個
展
は
、
同
年
五
月
十
四
、
十
五
日
の
二
日
間
、
新
潟
市
萬
松

堂
の
二
階
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
西
川
の
個
展
の
前
日
に
あ
た
る
、
同
年
五
月
十
三
日

に
安
藤
更
生
に
宛
て
た
書
簡
で
會
津
は
、
「
尚
ほ
、
小
山
富
士
夫
、
銭
痩
鉄
等
の
諸
君

は
今
月
か
ら
来
月
ま
で
の
間
に
自
作
を
携
へ
来
り
て
展
観
の
筈
に
て
候
」
と
記
し
て
い

る
の
で
、
西
川
の
個
展
に
続
い
て
五
月
か
ら
六
月
ま
で
の
間
に
、
小
山
富
士
夫
と
銭
痩

鉄
の
個
展
を
開
催
す
る
と
、
會
津
が
意
気
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
西
川
の
個
展
が
終
了
し
て
十
二
日
後
の
、
昭
和
二
十
四
年
五
月
二
十
七
日
付

の
安
藤
更
生
に
宛
て
た
會
津
書
簡
に
は
「
拙
者
は
近
日
中
再
び
レ
ン
ト
ゲ
ン
に
て
診
察

を
受
け
、
た
ぶ
ん
狭
窄
せ
る
幽
門
に
手
術
を
受
く
る
こ
と
に
可
相
成
候
」
と
あ
り
、
以

前
か
ら
受
け
て
い
た
レ
ン
ト
ゲ
ン
診
察
に
よ
っ
て
異
常
が
み
つ
か
り
、
狭
窄
す
る
幽
門

を
手
術
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

　

結
局
、
同
年
六
月
六
日
か
ら
十
日
ま
で
新
潟
医
大
病
院
に
入
院
し
た
だ
け
で
、
手
術

は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
以
降
の
會
津
書
簡
に
、
小
山
富
士
夫
と
銭
痩
鉄
の

個
展
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
ま
た
會
津
が
社
長
を
つ
と
め
て
い
た
、
夕
刊
ニ
ヒ
ガ
タ

に
も
、
小
山
や
銭
痩
鉄
が
新
潟
で
個
展
を
開
催
し
た
と
い
う
記
事
は
掲
載
さ
れ
て
い
な

い
。
つ
ま
り
會
津
が
計
画
し
て
い
た
小
山
や
銭
痩
鉄
の
個
展
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
會
津

の
急
な
入
院
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
出
来
事
以
降
、
そ
れ
ま
で
頻
繁
に
銭
痩
鉄
の
名
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
會
津
書
簡

に
、
ま
っ
た
く
銭
痩
鉄
の
名
は
み
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
銭
痩
鉄
も
會
津
と

対
談
し
た
昭
和
二
十
四
年
よ
り
後
に
、
来
日
し
た
形
跡
が
な
い
。
す
る
と
會
津
と
銭
痩

鉄
は
、
先
述
し
た
昭
和
二
十
四
年
三
月
十
六
日
の
中
央
公
論
社
に
お
け
る
対
談
が
、
ふ

た
り
が
直
接
会
話
す
る
最
後
の
機
会
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
対
談
が
最
後
に
な

る
と
は
、
會
津
も
銭
痩
鉄
も
ま
っ
た
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の

対
談
以
降
、
二
度
と
ふ
た
り
が
会
う
こ
と
は
な
く
、
書
簡
の
往
来
も
認
め
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
會
津
と
銭
痩
鉄
の
交
流
は
、
昭
和
四
年
か
ら
昭
和
二
十
四
年
ま
で
の
、

二
十
年
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

銭
痩
鉄
は
、
同
じ
篆
刻
家
で
あ
る
山
田
正
平
の
二
歳
年
長
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
會
津

に
と
っ
て
銭
痩
鉄
と
正
平
は
、
ほ
ぼ
同
年
代
の
篆
刻
家
と
い
え
る
。
正
平
に
た
い
し
て

會
津
は
、
先
に
あ
げ
た
大
正
七
年
の
書
簡
で
印
の
改
刻
を
指
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
會

津
は
正
平
に
自
由
に
も
の
が
言
え
る
立
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
會
津
と
銭
痩
鉄
の
交

流
を
み
る
限
り
、
會
津
は
銭
痩
鉄
に
た
い
し
て
、
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
こ
と
は

一
切
な
い
。

　

昭
和
十
年
六
月
二
十
二
日
付
け
の
渡
辺
湖
畔
宛
會
津
書
簡
（
註
13
）
に
は
、
銭
痩
鉄

の
刻
料
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
た
記
述
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
會
津
は
、
銭
痩
鉄
の

刻
印
一
字
に
た
い
し
て
、
四
円
支
払
う
と
記
し
て
い
る
。
一
方
、
正
平
の
刻
料
は
、
同

じ
年
の
昭
和
十
年
九
月
三
十
日
付
會
津
書
簡
に
、
一
文
字
あ
た
り
一
円
支
払
う
と
あ

る
。
つ
ま
り
會
津
は
昭
和
十
年
の
時
点
で
、
銭
痩
鉄
は
一
字
四
円
、
正
平
は
一
字
一
円

と
、
銭
痩
鉄
の
刻
料
を
正
平
の
四
倍
に
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
會
津
は
、
正
平
と
の
付
き
合
い
の
ほ
う
が
銭
痩
鉄
よ
り
長
く
、
し
か
も
正

平
と
は
懇
意
で
あ
っ
た
か
ら
、
正
平
に
は
通
常
よ
り
も
安
い
価
格
で
印
の
依
頼
が
で
き

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
銭
痩
鉄
の
刻
料

を
正
平
の
四
倍
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
お
し
て
、
會
津
は
銭
痩
鉄
の
印
を
、
極
め

て
高
く
評
価
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
お
そ
ら
く
中
国
か
ら
き
た
愛

す
べ
き
人
格
の
持
ち
主
で
あ
る
銭
痩
鉄
に
、
會
津
は
出
来
る
限
り
の
敬
意
を
は
ら
い
な

が
ら
、
温
雅
な
交
流
を
つ
づ
け
よ
う
と
配
慮
を
お
し
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
作
品
に
使
用
し
た
印

　

二
玄
社
の
編
に
よ
る
『
秋
艸
堂
印
譜
』
に
は
、
山
田
正
平
と
銭
痩
鉄
が
、
會
津
の
た

め
に
制
作
し
た
自
用
印
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
正
平
の
作
が
三
十
八
顆
、
銭

痩
鉄
の
作
が
二
十
九
顆
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
被
災
な
ど
で
失
わ
れ
て
『
秋
艸

堂
印
譜
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
印
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
正
平
と
銭
痩
鉄
の
印

は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
上
の
数
が
刻
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

『
秋
艸
堂
印
譜
』
に
も
っ
と
も
多
く
印
影
が
収
録
さ
れ
て
い
る
篆
刻
家
は
、
石
川
蘭

八
（
註
18
）
で
五
十
六
顆
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
正
平
の
三
十
八
顆
と
銭
痩
鉄
の
二
十
九

顆
が
つ
づ
く
。
し
か
し
會
津
が
使
用
し
た
落
款
印
を
み
る
と
、
必
ず
し
も
『
秋
艸
堂
印

譜
』
に
も
っ
と
も
多
い
石
川
蘭
八
の
印
が
、
高
い
頻
度
で
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
會
津
の
作
品
集
か
ら
制
作
年
の
判
明
し
て
い
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一
〇

る
作
品
を
と
り
あ
げ
、
會
津
は
だ
れ
の
制
作
し
た
印
を
い
つ
ご
ろ
好
ん
で
使
用
し
て
い

た
の
か
検
討
し
て
み
た
い
。

　

今
回
、
制
作
年
の
わ
か
る
會
津
の
作
品
を
あ
つ
め
る
た
め
に
、
三
十
一
種
の
作
品

集
お
よ
び
図
録
（
註
19
）
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
制
作
年
の
判
明
し
て
い
る
作
品
が

三
百
七
十
四
点
存
在
し
た
。
そ
の
三
百
七
十
四
点
は
、
明
治
四
十
一
年
の
二
十
八
歳
作

か
ら
、
會
津
の
な
く
な
る
昭
和
三
十
一
年
の
七
十
五
歳
ま
で
の
四
十
九
年
間
に
制
作
さ

れ
た
も
の
で
、
こ
の
う
ち
の
六
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
二
百
四
十
一
点
が
、
戦

後
の
昭
和
二
十
年
以
降
に
制
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
い
か
に
會
津
の
制
作

が
、
戦
後
で
あ
る
昭
和
二
十
年
か
ら
會
津
の
な
く
な
る
昭
和
三
十
一
年
ま
で
の
、
十
二

年
間
に
集
中
し
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
。

　

そ
の
制
作
年
の
判
明
し
て
い
る
三
百
七
十
四
点
の
中
に
は
、
落
款
印
を
押
し
て
い
な

い
か
、
図
版
が
不
鮮
明
で
落
款
印
の
刻
者
が
わ
か
ら
な
い
作
品
が
八
十
四
点
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
落
款
印
が
押
さ
れ
、
し
か
も
落
款
印
の
制
作
者
が
わ
か
る
作
品
は
、

三
百
七
十
四
点
か
ら
八
十
四
点
を
の
ぞ
く
二
百
九
十
点
で
あ
る
。

　

こ
の
検
討
で
は
、
會
津
が
だ
れ
の
制
作
し
た
印
を
好
ん
で
使
用
し
て
い
た
の
か
明
ら

か
に
し
た
い
の
で
、
今
回
は
落
款
印
の
み
と
り
あ
げ
、
作
品
の
右
上
に
押
す
引
首
印

や
、
作
品
の
右
下
に
押
す
押
脚
印
は
と
り
あ
げ
な
い
。
そ
れ
は
會
津
が
引
首
印
や
押
脚

印
を
押
す
場
合
に
、
落
款
印
の
よ
う
な
正
方
形
で
は
な
い
、
長
方
形
や
楕
円
形
の
変
形

の
印
を
も
ち
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
変
形
の
印
は
、
正
方
形
の
印
よ
り
も
會
津
の
所

蔵
数
が
圧
倒
的
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
會
津
が
引
首
印
や
押
脚
印
を
押

す
と
き
に
は
、
数
少
な
い
変
形
印
か
ら
選
択
せ
ざ
る
を
え
な
い
た
め
、
使
用
す
る
印
に

偏
り
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
の
検
討
か
ら
引
首
印
と
押
脚
印
は
外

す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
記
し
た
制
作
年
が
わ
か
り
落
款
印
の
あ
る
會
津
の
作
品
二
百
九
十
点
に
は
、
一

作
品
に
つ
き
一
顆
な
い
し
二
顆
の
落
款
印
が
押
印
さ
れ
て
い
る
。
二
百
九
十
点
の
作
品

に
押
さ
れ
て
い
る
落
款
印
の
印
影
の
総
計
を
知
る
た
め
に
、
一
作
品
に
落
款
印
が
一
顆

押
さ
れ
て
い
る
も
の
を
一
点
、
一
作
品
に
二
顆
押
さ
れ
て
い
る
も
の
を
二
点
と
数
え
、

そ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
、
印
影
は
四
百
五
十
二
点
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
ら
四
百
五
十
二
点

の
印
影
は
、
二
十
人
の
篆
刻
家
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
二
十
人
の
篆
刻
家

を
使
用
時
期
の
早
い
順
か
ら
あ
げ
る
と
、
足
立
畴
村
、
富
山
天
池
、
石
川
蘭
八
、
山
田

寒
山
ら
の
名
が
あ
る
。

　

そ
の
二
十
人
の
篆
刻
家
の
う
ち
、
會
津
の
作
品
に
最
も
多
く
押
さ
れ
て
い
る
印
影
の

制
作
者
は
、
山
田
正
平
で
、
そ
の
印
影
は
今
回
検
討
対
象
と
し
た
印
影
四
百
五
十
二
点

中
に
百
四
十
四
点
存
在
し
た
。
つ
ま
り
正
平
の
印
影
は
、
全
体
の
三
十
二
パ
ー
セ
ン
ト

を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
回
の
検
討
対
象
で
あ
る
落
款
印

四
百
五
十
二
点
の
印
影
に
限
れ
ば
、
會
津
が
落
款
に
も
っ
と
も
多
く
使
用
す
る
印
の
作

者
は
山
田
正
平
で
、
會
津
が
落
款
に
押
す
三
割
以
上
の
印
が
、
山
田
正
平
の
制
作
に
よ

る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

山
田
正
平
に
つ
づ
い
て
、
多
く
押
さ
れ
て
い
る
落
款
印
の
印
影
の
作
者
は
、
徐
星
州

（
註
20
）
で
九
十
七
点
あ
り
、
こ
れ
は
全
体
の
二
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
。
つ
ま

り
會
津
は
落
款
印
を
押
す
時
に
二
割
以
上
の
割
合
で
、
徐
星
州
の
刻
印
を
選
ん
で
い
る

こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
徐
星
州
に
つ
づ
い
て
多
い
印
影
の
作
者
は
銭
痩
鉄
で
、
六
十
一
点
あ
り
、
こ
れ

は
全
体
の
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
。
す
る
と
、
先
に
あ
げ
た
山
田
正
平
三
十
三

パ
ー
セ
ン
ト
、
徐
星
州
二
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
銭
痩
鉄
の
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
ま
と

め
る
と
、
正
平
、
徐
星
州
、
銭
痩
鉄
の
三
人
で
會
津
が
作
品
に
使
用
し
た
印
の
六
十
六

パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
會
津
の
使
用
す
る
落
款
印
は
、
七
割

近
い
割
合
で
、
正
平
、
徐
星
州
、
銭
痩
鉄
の
三
人
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

　

今
回
検
討
し
て
い
る
印
影
の
作
者
は
二
十
名
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
か
ら
正
平
、
徐

星
州
、
銭
痩
鉄
を
の
ぞ
く
十
七
名
の
篆
刻
家
で
、
の
こ
り
の
三
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
制

作
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
数
字
か
ら
、
會
津
が
い
か
に
他
の
篆
刻
家
を
圧
倒
し

て
、
正
平
、
徐
星
州
、
銭
痩
鉄
の
三
人
の
篆
刻
家
の
印
を
集
中
的
に
使
用
し
て
い
た
か

が
理
解
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
、
今
回
最
多
の
使
用
で
あ
っ
た
正
平
の
百
四
十
四
点
の
印
影
で
あ
る
が
、
そ

の
使
用
の
時
期
を
戦
前
と
戦
後
に
わ
け
る
と
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
百
四
十
四

点
の
印
影
の
う
ち
、
戦
前
の
作
品
に
押
さ
れ
て
い
た
印
影
が
わ
ず
か
七
点
で
あ
り
、
戦

後
に
押
さ
れ
て
い
た
印
影
が
百
三
十
七
点
と
、
會
津
は
極
端
な
ほ
ど
に
正
平
の
印
を
戦

後
に
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

戦
前
の
會
津
が
、
も
っ
と
も
多
く
使
用
し
て
い
た
印
の
制
作
者
は
徐
星
州
で
、
印
影
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一
一

の
数
は
五
十
八
点
あ
る
。
戦
前
に
二
番
目
に
多
い
の
は
銭
痩
鉄
で
二
十
七
点
、
こ
の
銭

痩
鉄
に
つ
づ
く
三
番
目
に
多
い
印
影
の
作
者
が
石
川
蘭
八
で
二
十
五
点
あ
る
。
し
か
し

石
川
の
印
は
、
戦
前
に
は
三
番
目
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
戦
後
の
使
用
例

は
六
点
と
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
る
。

　

先
述
し
た
が
、
會
津
の
自
用
印
を
収
録
し
て
い
る
『
秋
艸
堂
印
譜
』
に
、
も
っ
と
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
印
影
の
数
の
多
い
篆
刻
家
が
石
川
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と

は
、
會
津
が
最
も
多
く
所
持
し
て
い
た
刻
印
の
作
者
が
、
石
川
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
石
川
は
大
量
に
刻
し
た
も
の
の
、
実
際
に
會
津
が
作
品
に
押
し
た
石

川
の
印
影
の
数
は
、
戦
前
戦
後
を
と
お
し
て
三
十
一
点
し
か
な
く
、
こ
れ
は
正
平
の

百
四
十
四
点
の
五
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
會
津
が
落
款
印
を
数
多

く
所
蔵
し
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
篆
刻
家
の
印
を
好
ん
で
作
品
に
押
し
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

戦
後
に
目
を
む
け
る
と
、
徐
星
州
の
印
影
は
三
十
九
点
で
、
戦
前
よ
り
十
九
点
減
少

し
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
戦
後
に
激
増
す
る
正
平
の
場
合
と
は
異
な
る
。
も
っ
と
も
會

津
の
戦
後
は
わ
ず
か
十
二
年
間
で
、
戦
前
の
ほ
う
が
断
然
長
い
期
間
な
の
で
あ
る
か

ら
、
戦
後
の
印
影
の
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
な
ん
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
の
短
い
戦
後
の
期
間
に
、
正
平
の
印
影
が
激
増
し
て
い
る
こ
と
が
、
特
異
な

現
象
な
の
で
あ
る
。

　

戦
後
の
銭
痩
鉄
の
印
影
も
三
十
四
点
で
、
徐
星
州
と
も
に
戦
前
の
数
よ
り
減
少
し
て

い
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
戦
後
と
い
う
短
い
期
間
で
あ
る
こ
と
と
、
戦
後
圧
倒
的
に
正

平
の
印
が
激
増
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
徐
星
州
と
銭
痩
鉄
と
も
に

戦
後
の
ほ
う
が
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
正
平
や
石
川
ほ
ど
の
急
激
な
変
化
で
は

な
い
こ
と
か
ら
、
會
津
が
徐
星
州
や
銭
痩
鉄
の
印
に
興
味
が
薄
れ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま

い
。
つ
ま
り
會
津
は
戦
前
か
ら
戦
後
ま
で
変
わ
ら
ず
に
徐
星
州
や
銭
痩
鉄
の
印
を
使
用

し
て
い
た
が
、
戦
後
に
正
平
の
印
に
傾
倒
す
る
あ
ま
り
、
徐
星
州
と
銭
痩
鉄
の
印
の
使

用
を
若
干
ひ
か
え
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
と
の
真
相
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
先
に
記
し
た
よ
う
に
會
津
は
、
正
平
、
徐
星
州
、
銭
痩
鉄
の
制
作
し

た
印
を
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
わ
た
り
、
他
の
篆
刻
家
よ
り
も
重
要
視
し
て
い
た
の
は
ま

ち
が
い
な
い
。
會
津
は
中
国
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
上
海

に
住
む
徐
星
州
と
の
直
接
の
交
流
は
な
か
っ
た
。
徐
星
州
は
師
で
あ
る
呉
昌
碩
の
代
作

を
任
さ
れ
る
ほ
ど
、
師
の
刻
風
に
似
た
印
を
生
涯
に
わ
た
り
刻
し
て
い
る
。
一
方
、
會

津
と
直
接
交
流
の
あ
っ
た
正
平
や
銭
痩
鉄
は
、
呉
昌
碩
に
弟
子
入
り
し
な
が
ら
も
、
呉

昌
碩
の
字
形
や
布
字
に
と
ら
わ
れ
ず
、
や
や
荒
々
し
い
刻
法
に
よ
っ
て
、
独
自
の
刻
風

を
確
立
さ
せ
て
い
る
。

　

正
平
は
泊
ま
り
込
み
を
し
て
ま
で
、
研
究
者
で
あ
る
會
津
と
親
密
に
付
き
合
い
、
會

津
の
学
識
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
っ
た
。
銭
痩
鉄
も
、
會
津
が
昭
和
十
一
年
の
書
簡

で
、
銭
痩
鉄
の
こ
と
を
金
石
文
学
上
の
造
詣
が
相
当
に
深
い
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

二
人
の
あ
い
だ
に
は
、
金
石
文
や
文
学
の
み
な
ら
ず
日
本
美
術
史
や
東
洋
美
術
史
に
関

す
る
知
識
、
教
養
に
つ
い
て
認
め
あ
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
正
平
や
銭
痩
鉄
は
、
會
津
の
学
識
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
師
風
に
追
縦
す
る
必

要
が
薄
れ
、
独
自
の
方
向
性
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
独
自

の
方
向
性
を
み
い
だ
し
た
二
人
の
作
品
に
、
會
津
も
ま
た
、
自
身
の
学
識
が
反
映
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
実
感
し
、
そ
れ
こ
そ
が
自
身
の
作
品
に
一
番
調
和
す
る
印
と
考
え
、
正

平
と
銭
痩
鉄
に
印
を
依
頼
し
、
そ
の
印
を
高
い
頻
度
で
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

今
回
の
検
討
に
よ
る
と
、
會
津
と
直
接
交
流
が
あ
っ
た
篆
刻
家
に
限
れ
ば
、
會
津
の

作
品
に
押
さ
れ
た
印
影
の
数
が
一
番
多
い
の
が
山
田
正
平
の
印
で
あ
り
、
次
に
多
い
の

が
銭
痩
鉄
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
會
津
と
直
接
交
流
の
あ
る
多
く
の
篆
刻
家
の
な
か
で

も
、
ふ
た
り
の
印
を
會
津
が
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
自
身
の
作
品
に

頻
繁
に
使
用
し
た
の
で
あ
る
。
會
津
に
と
っ
て
正
平
と
銭
痩
鉄
の
印
は
、
互
い
の
共
感

に
よ
っ
て
、
書
と
印
が
も
っ
と
も
協
調
し
あ
う
、
ま
さ
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
要
素
と

い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
お
わ
り
に

　

會
津
が
山
田
正
平
と
銭
痩
鉄
の
刻
印
を
、
い
つ
頃
に
ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
で
使
用
し

て
い
た
の
か
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
。
會
津
が
石
川
蘭
八
の

印
を
多
く
所
蔵
し
て
い
た
か
ら
、
會
津
が
石
川
の
印
を
好
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て

き
た
向
き
も
、
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
今
回
、
會
津
の
作
品
に
押
印
さ
れ

て
い
る
印
影
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
で
、
會
津
が
山
田
正
平
や
銭
痩
鉄
に
深
い
関
心

を
寄
せ
、
自
身
の
作
風
に
合
う
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
っ
た
。
會
津
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一
二

が
、
山
田
正
平
や
銭
痩
鉄
の
印
を
押
印
し
て
い
る
作
品
こ
そ
、
會
津
自
身
が
傑
作
に
属

す
る
と
認
め
た
名
品
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
註
１
）『
秋
艸
堂
印
譜
』（
昭
和
五
十
三
年
、
二
玄
社
）

（
註
２
）
山
田
正
平
「
會
津
先
生
と
私
」（『
書
品
』
七
十
九
号
、
昭
和
三
十
二
年
、
東

洋
書
道
協
会
）

（
註
３
）『
會
津
八
一
全
集
』（
昭
和
五
十
六
年
、
中
央
公
論
社
）

（
註
４
）『
全
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
大
正
七
年
前
後
の
書
簡
に
は
、
會
津
が
様
々

な
印
譜
を
購
入
し
て
い
る
記
述
が
あ
る
。

（
註
５
）
河
井
荃
廬
（
一
八
七
一
―
一
九
四
五
）
は
、
京
都
寺
町
の
印
判
師
河
井
仙
右

衛
門
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
十
八
歳
の
こ
ろ
篆
刻
家
篠
田
介
津
に
入
門
す

る
。
明
治
三
十
年
二
十
七
歳
の
と
き
に
、
呉
昌
碩
へ
手
紙
を
送
り
、
三
十
歳

の
と
き
に
上
海
に
住
む
呉
昌
碩
と
は
じ
め
て
対
面
す
る
。
そ
の
後
は
日
本
の

書
壇
印
壇
の
発
展
に
、
大
き
く
貢
献
し
た
。
昭
和
二
十
年
の
空
襲
で
、
収
蔵

し
て
い
た
書
画
と
と
も
に
運
命
を
共
に
し
た
。

（
註
６
）
呉
昌
碩
（
一
八
四
四
―
一
九
二
七
）
は
、
名
を
俊
卿
と
い
い
、
浙
江
省
安
吉

県
に
生
ま
れ
た
。
中
国
は
も
と
よ
り
日
本
に
お
け
る
人
気
が
高
く
、
犬
養
毅

や
西
園
寺
公
望
ら
が
作
品
を
収
蔵
し
て
い
た
。

（
註
７
）
堤
清
六
（
一
八
八
〇
―
一
九
三
一
）
は
、
現
新
潟
県
三
条
市
出
身
で
、
現
株

式
会
社
ニ
チ
ロ
の
創
業
者
で
あ
る
。
新
潟
県
知
事
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院

議
員
な
ど
を
歴
任
し
た
。

（
註
８
）
山
田
正
平
「
呉
昌
碩
を
訪
ね
る
」（『
好
古
』
昭
和
十
四
年
、
日
本
美
術
社
）

（
註
９
）
渡
辺
秀
英
『
會
津
八
一
逸
話
集
』（
昭
和
五
十
六
年
、
新
潟
日
報
事
業
社
）

（
註
10
）『
全
集
』（
第
九
巻
、
書
簡
編
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
昭
和
二
十
年
十
二
月
一

日
付
け
乙
川
大
愚
宛
會
津
八
一
書
簡
（
書
簡
番
号
一
五
二
〇
）
に
は
、「
會

朔
」「
渾
齋
」「
秋
痩
」
三
顆
の
印
を
依
頼
し
て
「
恐
縮
乍
ら
金
六
十
円
小
為

替
封
入
潤
資
と
し
て
御
咲
納
被
下
度
候
」
と
あ
る
。

（
註
11
）『
全
集
』（
第
十
巻
、
書
簡
編
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
會
津
が
正
平
に
宛
て
た

昭
和
二
十
一
年
一
月
十
四
日
付
の
書
簡（
書
簡
番
号
一
五
四
一
）
に
は
五
顆
、

昭
和
二
十
五
年
一
月
四
日
付
の
書
簡
（
書
簡
番
号
一
八
四
一
）
に
も
五
顆
の

印
を
依
頼
し
て
い
る
記
述
が
あ
る
。

（
註
12
）
安
藤
更
生
『
書
豪
會
津
八
一
』（
昭
和
四
十
年
、
二
玄
社
）

（
註
13
）
渡
辺
湖
畔
宛
會
津
八
一
書
簡
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
未
見
の
會
津
八
一
書
簡
」

（『
書
叢
』
第
十
六
号
、
新
潟
大
学
書
道
研
究
会
、
平
成
十
三
年
）
や
、
同

じ
く
拙
稿「
渡
辺
湖
畔
宛
會
津
八
一
書
簡
―
銭
痩
鉄
に
関
す
る
も
の
―
」（『
全

国
大
学
書
道
学
会
紀
要
平
成
十
四
年
度
』、
全
国
大
学
書
道
学
会
編
、
平
成

十
四
年
）
に
詳
述
し
て
い
る
。

（
註
14
）
関
塚
惣
吉
宛
會
津
書
簡
は
『
全
集
』
第
九
巻
（
書
簡
番
号
七
八
八
）
に
、
相

馬
御
風
宛
會
津
八
一
書
簡
は
『
相
馬
御
風
宛
書
簡
Ⅰ
歌
人
・
詩
人
・
俳
人
の

書
簡
』（
平
成
十
四
年
、
糸
魚
川
市
教
育
委
員
会
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
註
15
）『
痩
鉄
印
存
』（
昭
和
四
年
、
出
版
社
不
明
）

（
註
16
）『
日
夏
耿
之
助
宛
書
簡
』（
平
成
十
二
年
、
飯
田
市
立
美
術
博
物
館
）

（
註
17
）
た
だ
し
こ
の
會
津
の
寄
稿
に
は
「
私
は
先
年
、一
盃
を
銭
君
に
勧
め
な
が
ら
」

と
あ
る
の
で
、先
年
に
も
ふ
た
り
の
対
面
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
會
津
書
簡
の
中
に
、
先
年
の
ふ
た
り
の
対
面

に
関
す
る
記
述
が
な
い
の
で
、
こ
の
対
面
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
は
っ

き
り
し
た
日
時
や
場
所
が
わ
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
論
で
は
、
ふ
た
り

の
対
面
の
日
時
や
場
所
が
明
確
に
わ
か
る
、
昭
和
二
十
二
年
の
対
面
を
戦
後

の
初
対
面
と
し
た
。

（
註
18
）
石
川
蘭
八
（
一
八
六
七
―
一
九
三
一
）
は
、
篆
刻
を
初
世
中
村
蘭
台
、
河
井

荃
廬
に
師
事
す
る
。
會
津
を
は
じ
め
日
下
部
鳴
鶴
や
比
田
井
天
来
の
印
を
刻

し
た
。

（
註
19
）
今
回
の
検
討
対
象
と
し
た
、
會
津
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
三
十
一
種
の

作
品
集
や
図
録
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。『
會
津
八
一
墨
蹟
集
』（
昭
和

五
十
三
年
、
新
潟
日
報
事
業
社
）、『
會
津
八
一
遺
墨
』（
昭
和
四
十
八
年
、

東
出
版
）、『
秋
艸
道
人
墨
蹟
』（
昭
和
四
十
年
、
二
玄
社
）、『
秋
艸
道
人
會

津
八
一
墨
蹟
』（
平
成
十
四
年
、二
玄
社
）、『
秋
艸
道
人
の
書
』（
昭
和
四
十
年
、

中
央
公
論
美
術
出
版
）、『
続
秋
艸
道
人
の
書
』（
昭
和
五
十
五
年
、
中
央
公

論
美
術
出
版
）、『
會
津
八
一
の
書
』（
昭
和
三
十
二
年
、
中
央
公
論
社
）、『
會

津
八
一
遺
宝
』（
昭
和
五
十
六
年
、
新
潟
日
報
事
業
社
）、『
遊
神
帖
』（
會
津
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八
一
著
、
昭
和
二
十
二
年
、
日
本
美
術
出
版
）、『
渾
齋
近
墨
』（
會
津
八
一

著
、
昭
和
十
六
年
、
春
鳥
会
）、『
會
津
八
一
近
作
展
目
録
』（
昭
和
二
十
九

年
、
中
央
公
論
社
）、『
越
佐
の
墨
芳
』（
昭
和
五
十
四
年
、
新
潟
日
報
事
業

社
）、『
奈
良
の
詩
情
會
津
八
一
展
』（
昭
和
四
十
七
年
、
毎
日
新
聞
社
）、『
大

和
路
の
詩
と
こ
こ
ろ
會
津
八
一
展
』（
昭
和
六
十
一
年
、
毎
日
新
聞
社
）、『
坪

内
逍
遥
・
會
津
八
一
展
』（
平
成
二
年
、
早
稲
田
大
学
）、『
逆
境
か
ら
の
再

出
発
―
中
条
時
代
の
會
津
八
一
』（
平
成
十
二
年
、
新
潟
市
會
津
八
一
記
念

館
）、『
會
津
八
一
と
奈
良
』（
平
成
十
八
年
、
新
潟
市
會
津
八
一
記
念
館
）、

『
會
津
八
一
展
―
刻
ま
れ
た
八
一
の
文
字
―
』（
平
成
十
六
年
、
早
稲
田
大

学
會
津
八
一
記
念
博
物
館
）、『
會
津
八
一
と
早
稲
田
大
学
』（
平
成
十
九
年
、

早
稲
田
大
学
會
津
八
一
記
念
博
物
館
）、『
會
津
八
一
と
信
州
』（
平
成
十
一

年
、
郷
土
出
版
社
）、『
會
津
八
一
と
棟
方
志
功
』（
平
成
十
五
年
、
新
潟
市

會
津
八
一
記
念
館
）、『
富
岡
周
吉
郎
氏
寄
贈
會
津
八
一
墨
蹟
図
録
』（
平
成

五
年
、
早
稲
田
大
学
會
津
八
一
博
士
紀
念
東
洋
美
術
陳
列
室
）、『
會
津
八
一

と
吉
野
秀
雄
』（
平
成
十
四
年
、
新
潟
市
會
津
八
一
記
念
館
）、『
會
津
八
一

絵
画
の
世
界
』（
平
成
十
七
年
、
新
潟
市
會
津
八
一
記
念
館
）、『
書
論
』
第

七
号
（
昭
和
五
十
年
、
書
論
研
究
会
）、『
會
津
八
一
の
書
』（
平
成
十
四
年
、

春
日
井
市
小
野
道
風
記
念
館
）、『
會
津
八
一
の
書
と
風
土
』（
長
坂
吉
和
著
、

昭
和
五
十
九
年
、
新
潟
日
報
事
業
社
）、『
良
寛
と
會
津
八
一
』（
小
島
政
芳

著
、
昭
和
五
十
八
年
、
新
潟
日
報
事
業
社
）、『
會
津
八
一
中
国
へ
の
ま
な
ざ

し
』（
平
成
十
六
年
、
新
潟
市
會
津
八
一
記
念
館
）、『
書
論
』
第
十
五
号
（
昭

和
五
十
四
年
、
書
論
研
究
室
）、『
書
論
』
三
十
三
号
（
平
成
十
五
年
、
書
論

研
究
室
）、『
會
津
八
一
近
墨
展
』（
昭
和
三
十
年
、
上
野
松
坂
屋
）、『
會
津

八
一
墨
蹟
展
』（
平
成
二
十
一
年
、
八
木
書
店
）、『
會
津
八
一
生
誕
百
二
十

年
記
念
展
』（
平
成
十
三
年
、
早
稲
田
大
学
會
津
八
一
記
念
博
物
館
・
新
潟

市
會
津
八
一
記
念
館
）、『
新
資
料
付
注
會
津
八
一
書
簡
集
』（
和
泉
久
子
編
、

昭
和
四
十
三
年
、
笠
間
書
院
）、『
會
津
八
一
と
高
村
光
太
郎
』（
平
成
十
九

年
、
新
潟
市
會
津
八
一
記
念
館
）、『
會
津
八
一
が
見
た
ラ
ス
ト
エ
ペ
ラ
ー
の

至
宝
』（
平
成
二
十
年
、
新
潟
市
會
津
八
一
記
念
館
）、『
會
津
八
一
人
と
書
』

（
長
坂
吉
和
著
、
昭
和
五
十
年
、
新
潟
日
報
事
業
社
）、『
墨
ス
ペ
シ
ャ
ル
會

津
八
一
』（
平
成
二
年
、
芸
術
新
聞
社
）

（
註
20
）
徐
星
州
（
一
八
五
三
―
一
九
二
五
）
は
、
江
蘇
省
呉
県
に
生
ま
れ
、
呉
昌
碩

に
篆
刻
を
師
事
し
た
。
呉
昌
碩
に
依
頼
さ
れ
た
印
を
師
に
代
わ
っ
て
刻
す
代

刻
を
任
さ
れ
る
ほ
ど
、
師
風
に
追
従
し
た
作
風
で
あ
っ
た
。


