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自
然
の
寂
に
、

月
明
の
湖
。

霧
の
低
い
日
だ
。

無
加
川
の
畔
に
、
あ
た
上
か
い
旅
握
を
結
ば
し
て
も
ら
っ
た
中
村
君
と
私
は
、
野
付
牛
で
、
牢
塚
君
と
落
合
ひ
、
昨
夜
は
こ
の
和
生
に
宿
っ

た
。
そ
し
て
夜
は
木
倉
岳
に
つ
い
て
の
話
や
、
附
近
の
森
林
の
こ
と
に
つ
い
て
色
々
の
こ
と
を
聞
い
た
。

湖
へ
ｏ
さ
う
心
に
叫
ぶ
私
達
の
旅
心
は
煙
か
っ
た
。
耕
し
て
間
も
な
い
山
畑
に
は
、
よ
く
燕
萎
が
み
の
っ
て
、
大
地
の
む
れ
た
様
な
香
が
た

霧
の
旅
、
森
の
旅
。

し
ん
み
り
呼
び
か
け
た
い
旅
愁
を
考
へ
な
が
ら
、
私
は
、
初
秋
に
近
い
湖
を
次
か
ら
次
へ
と
描
い
て
み
た
。
私
は
自
ら
の
さ
だ
め
を
考
へ
つ

然
の
寂
に
、
ひ
た
っ
て
ゐ
た
い
ざ
希
ふ
自
身
に
、
よ
り
多
く
旅
人
と
し
て
時
を
典
へ
て
ゐ
た
。

私
の
心
に
、
と
け
こ
む
あ
の
光
の
一
つ
一
つ
を
思
ふ
て
は
、
私
は
ひ
と
り
な
る
が
故
の
自
ら
の
存
在
に
よ
ろ
こ
び
彫
感
す
る
。

か
く
て
三
度
の
阿
寒
の
日
の
思
出
を
こ
う
記
さ
し
て
も
ら
ほ
ふ
。

霧
降
る
湖

相
生
よ
り
湖
畔
へ

三
度
阿
寒
に
（
八
、
中
旬
眠
り
下
旬
）

１

に

館
脇

操
１
１
１
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こ
上
し
ば
し
。

ま
ら
な
い
。
轍
の
く
っ
き
り
浮
い
た
新
道
に
は
、
ど
こ
さ
な
く
殖
民
地
と
い
ふ
感
じ
が
に
じ
み
出
て
ゐ
る
。

匂
８
冒
昌
弓
旨
．
こ
の
言
葉
彰
愛
さ
な
い
で
は
居
ら
れ
な
い
一
群
は
、
一
里
と
た
上
い
ま
に
樹
林
に
吸
ひ
こ
ま
れ
て
行
っ
た
。
こ
Ａ
に
．
、
私

は
生
き
甲
斐
の
あ
る
自
ら
を
拾
ひ
勝
に
す
上
む
。
森
を
懐
ふ
男
は
、
森
の
お
ひ
か
ぶ
さ
る
様
な
無
気
味
さ
と
，
沈
静
に
こ
も
る
力
の
リ
ズ
ム
が

好
き
で
な
ら
な
か
っ
た
。
森
は
死
を
め
ぐ
っ
て
、
生
く
る
難
を
つ
け
る
。
怪
奇
な
表
徴
溌
言
は
、
器
い
線
に
大
き
な
波
を
う
つ
。

針
葉
樹
は
，
エ
ゾ
や
ト
や
を
主
に
し
て
、
図
壌
ま
で
埋
め
つ
く
し
て
ゐ
る
。
森
に
塔
ひ
得
た
彼
等
が
祁
先
へ
の
心
は
、
今
か
の
野
性
の
呼
盤

に
、
原
始
に
か
へ
り
つ
上
、
牧
民
の
唱
に
熟
れ
て
行
く
。

国
境
、
そ
し
て
湖
。

シ
ァ
ン
ヌ
。
と
う
ノ
ー
私
達
は
叉
来
た
。

湖
に
直
而
し
て
，
言
葉
も
な
く
、
む
さ
ま

阿
寒
。

し
け
ノ
ー
と
お
前
の
名
を
呼
ば
せ
て
く
れ
。

時
は
私
に
許
さ
れ
や
う
と
し
て
ゐ
る
。

暗
を
こ
め
て
、
ひ
と
さ
せ
の
精
進
を
、
こ
↓
一
に
捧
げ
、
月
夜
の
聖
鯉
を
胸
に
し
め
て
、
先
づ
私
を
湖
に
典
へ
や
う
。

お
前
の
典
へ
て
く
れ
る
も
の
を
、
純
楕
の
う
ち
に
正
し
く
う
け
や
う
。

愛
り
易
い
空
は
い
つ
か
冷
い
雨
さ
へ
ふ
く
む
だ
。
私
達
は
走
せ
る
様
に
し
て
シ
リ
コ
マ
ベ
ッ
に
下
っ
た
。

湖
畔
の
ひ
る
は
、
木
立
に
う
す
ら
光
を
う
け
て
、
ほ
の
ぼ
の
と
土
の
香
話
に
じ
ま
せ
た
。
水
港
に
咲
く
秋
草
の
影
を
遥
へ
ば
、
露
が
キ
ラ
リ

と
流
れ
に
流
れ
た
。
そ
し
て
、
赤
あ
き
つ
が
、
あ
て
ど
な
く
群
れ
た
。
白
樺
に
添
ふ
旅
の
心
は
、
再
び
、
木
の
間
越
し
の
湖
に
眠
ら
ふ
さ
す
る

図
蕊
、
そ
し
一

お
上
、
三
度
。

む
さ
ぼ
る
如
く
に
、
汀
に
立
っ
て
、
水
の
而
を
み
や
っ
た
。

聯
、
ｉ
・
恩

ｴ7８陽



鼻

行
橋
、
旅
人
に
は
そ
れ
を
聞
い
て
く
れ
る
な
。

旅
人
は
、
典
へ
ら
る
上
も
と
に
、
彼
等
が
汲
み
得
べ
き
、
湿
雁
の
過
程
を
よ
ぎ
っ
て
ゆ
く
の
だ
。

湖
の
日
を
、
私
達
は
幾
度
も
霧
に
透
り
、
露
に
迎
へ
た
。
な
じ
み
に
な
っ
た
湖
畔
の
人
や
、
牧
場
の
人
達
と
、
夜
は
夜
で
、
ゐ
ろ
り
を
か
こ

む
だ
。
族
伴
は
族
伴
に
語
る
言
葉
も
な
か
っ
た
が
，
い
つ
も
心
は
お
互
に
働
き
か
け
て
ゐ
た
。

ポ
ッ
ケ
に
は
、
霧
の
晴
れ
間
に
遊
び
に
行
っ
た
。
ア
イ
ヌ
の
漁
す
る
ア
ミ
は
，
ぬ
れ
た
ま
上
，
か
け
ら
れ
て
ゐ
た
。
冬
い
け
ど
ら
れ
た
仔
能

の
な
き
蝉
が
、
無
邪
気
に
、
し
か
も
妙
に
悲
し
く
ひ
蛍
く
、
午
さ
が
り
。
思
出
の
小
石
で
も
拾
ふ
様
に
、
汀
か
ら
灯
を
塗
ひ
な
が
ら
、
岬
ま
で

と
思
っ
た
足
は
、
途
ツ
ポ
ク
ま
で
、
向
っ
て
し
ま
っ
た
。

ポ
ッ
ケ
に
は
、
其
の
日
も
、
も
く
ノ
ー
と
湯
が
た
ぎ
っ
て
ゐ
た
。
ジ
ッ
と
し
て
，
そ
の
湯
の
湧
く
響
に
聞
き
ほ
れ
て
ゐ
る
と
、
自
然
の
歩
み

の
深
い
麓
が
、
ど
こ
か
ら
さ
も
な
く
標
っ
て
く
る
。

秋
。
ふ
と
か
へ
っ
て
、
空
の
心
を
談
む
だ
時
、
動
き
の
と
れ
な
く
な
っ
た
私
の
心
は
、
涙
を
に
じ
ま
せ
て
ゐ
た
。

ｏ
も
深
か
っ
た
。

湖
の
日
に
、
い
つ
も
私
は
ひ
と
り
で
私
の
旅
心
を
よ
み
勝
で
あ
っ
た
。
清
純
な
泉
の
た
ぎ
ろ
様
に
、
汲
む
で
も
汲
む
で
も
汲
み
き
れ
な
い
そ

の
心
を
、
ど
れ
だ
け
い
と
ほ
し
む
で
抱
い
た
ら
ふ
。

影
に
光
を
感
ず
、
自
然
に
は
、
は
堂
か
ら
ぬ
私
の
姿
を
、
そ
の
ま
上
に
呼
吸
さ
せ
た
。
放
浪
の
孤
影
に
も
、
郷
し
い
喜
び
が
あ
る
。
時
ょ
。

じ
っ
と
お
前
の
蝉
に
き
よ
い
ら
ほ
ふ
。
そ
し
て
聖
像
の
前
、
獣
示
勝
の
自
己
の
裸
像
に
、
じ
っ
と
み
い
っ
て
も
や
ら
ふ
。
私
の
族
の
眠
は
い
つ

湖
畔
の
日

｡

1７９ §‘
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阿
寒
に
は
四
つ
の
島
が
、
お
さ
ぎ
話
の
様
に
浮
い
て
ゐ
る
。
小
舟
潅
や
れ
ば
、
稚
い
日
の
思
出
を
一
つ
ノ
ー
た
ど
る
情
操
を
抱
か
せ
ら
れ
る

汀
に
凱
れ
る
秋
草
、
森
か
け
に
み
の
る
紅
玉
の
木
の
資
、
獅
木
舟
。
お
前
が
島
の
心
を
一
番
よ
く
知
っ
て
ゐ
る
の
だ
ら
ふ
か
。
不
思
議
に
も
つ

れ
た
胸
が
、
細
い
線
の
糸
に
く
入
ら
れ
て
行
く
。
私
は
、
満
澄
な
初
秋
の
湖
に
か
へ
り
つ
、
こ
の
烏
の
か
け
橋
を
悠
々
と
め
ぐ
り
め
ぐ
る
。
た

づ
ね
て
み
つ
る
ひ
賀
き
を
、
う
け
な
が
ら
、
霧
の
ゆ
ら
ぎ
に
、
心
が
ゆ
れ
る
。

私
は
一
つ
の
草
に
も
、
美
と
敬
慶
を
感
じ
た
Ｊ
一
つ
の
土
、
一
つ
の
石
に
も
．
よ
り
来
る
生
存
の
意
義
と
慣
値
遼
、
卒
直
に
孝
へ
た
。
冥
撫

に
は
、
立
体
的
な
う
る
ほ
み
が
あ
っ
た
。
私
は
許
さ
れ
ぬ
人
生
に
は
無
開
心
で
ゐ
た
い
。
で
も
、
自
然
に
は
、
働
き
か
け
る
自
分
の
い
と
ほ
し

み
と
こ
上
ろ
を
‐
み
ん
な
典
へ
て
や
り
た
い
。

「
お
早
う
」
私
は
湖
に
挨
拶
し
た
。
け
む
っ
た
湖
は
、
小
波
す
ら
た
上
ず
．
し
と
や
か
に
．
承
は
り
の
翠
を
お
と
し
て
、
明
け
や
う
と
し
て
ゐ
る

と
き
め
き
た
る
朝
の
い
の
ち
の
よ
ろ
こ
び
。
「
御
機
嫌
い
か
壁
」
湖
は
ほ
上
え
み
つ
、
私
に
お
も
む
ろ
に
話
し
か
け
る
。
さ
あ
、
今
日
へ
。

朝
は
い
つ
か
く
る
。

こ
の
ま
ひ
る
卿
ふ
と
し
の
び
く
る
自
ら
の
感
鯛
の
足
音
に
、
私
は
腿
い
執
着
を
お
ぼ
え
出
し
た
。
い
つ
か
は
明
日
の
日
の
太
陽
待
つ
自
分
で

あ
っ
た
が
、
今
の
私
は
、
無
限
へ
の
微
路
を
歩
む
私
で
あ
る
の
を
知
っ
て
ゐ
る
。

た
ま
ゆ
ら
も
、
た
え
ざ
る
霧
の
た
上
ず
ま
ひ

臓
瀞
に
も
似
て
な
つ
か
し
き
な

静
か
な
る
微
笑
。
霧
に
た
ゆ
た
ひ
つ
、
私
は
湖
に
み
い
る
。
再
び
湖
心
へ
・
私
の
魂
は
凝
覗
か
ら
、
感
賑
の
世
界
に
入
っ
た
。
冷
や
か
秋
の

底
は
に
眠
る
な
や
ま
し
き
悟
性
よ
。
今
ぞ
寂
に
澱
む
輝
し
き
郷
に
か
へ
り
、
妄
却
の
幸
を
す
て
よ
、
私
は
私
の
描
か
む
夢
の
夢
に
生
き
や
う
。

８
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夜
が
来
る
。

儒
感
の
階
程
か
ら
，
静
止
の
職
域
に
、
洗
凍
さ
れ
た
間
の
沈
欝
か
、
旅
人
を
待
つ
。
す
く
ふ
も
の
、
す
ぐ
は
る
も
の
。
灯
は
満
え
た
。
死
と

は
。
青
水
晶
の
光
が
、
星
に
生
き
て
く
る
。
幻
は
生
き
づ
い
て
、
全
く
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。

み
ど
り
の
野
に
ふ
さ
せ
，
い
こ
ひ
の
水
演
に
と
も
な
ひ
た
ま
ふ
。

魂
の
放
射
線
、
夜
は
め
ぐ
り
、
祭
壊
に
始
め
て
、
永
遠
の
虹
が
か
上
っ
た
。

み
つ
め
な
が
ら
、
香
を
た
く
一
つ
の
生
活
峰

い
つ
も
、
ゆ
く
り
な
く
か
も
さ
れ
て
ゐ
た
。

霧
降
る
森
、
雌
阿
寒
の
木
立
に
、
今
め
ぐ
く
む
旅
心
、
人
影
も
な
い
こ
の
朝
の
樹
林
は
、
山
鵡
の
胸
に
ふ
れ
る
様
な
、
お
ち
つ
き
と
う
る
ほ

み
を
典
へ
初
め
た
。
一
歩
、
叉
一
歩
。
ひ
と
Ａ
き
、
叉
ひ
と
Ａ
き
、
影
の
影
、
命
の
命
。

私
は
叉
倫
堂
の
閑
寂
を
愛
し
た
。
蕊
繊
に
と
ぎ
す
ま
さ
れ
・
た
私
の
孤
猫
は
、
楕
命
と
受
難
に
洗
れ
て
、
燃
え
つ
く
様
な
ひ
ざ
り
の
純
怖
か
、

「
雌
阿
寒
」
私
は
吹
雪
の
夜
、
ひ
と
り
居
の
心
の
ま
上
に
、
香
を
だ
く
気
持
が
、
忘
れ
ら
れ
な
い
。
人
の
好
い
老
人
と
、
す
き
な
山
の
線
で
も

密
つ
め
な
が
ら
、
番
を
た
く
一
つ
の
生
活
は
、
彼
の
鯉
い
し
づ
か
な
希
ひ
で
あ
っ
た
。
そ
の
雰
域
は
、
夏
の
日
に
は
、
木
立
の
深
い
森
の
中
で

樹
林
艇
て

い
つ
も
夕
雲
溌
み
い
る
様
な
気
持
で
す
ご
し
た
い
、
聯
一
音
も
な
い
大
気
の
中
に
、
澄
む
だ
自
分
を
生
か
し
て
や
り
た
い
、
明
る
い
笑
も
人
生

に
は
あ
る
。
輝
し
い
笑
も
あ
ら
ふ
、
で
も
人
生
的
に
そ
ん
な
も
の
は
．
識
く
不
用
の
私
で
あ
る
。
人
生
よ
，
喜
劇
，
悲
劇
、
で
も
ど
の
人
も
ど

の
人
も
、
出
き
る
な
ら
惜
し
み
合
は
す
そ
の
日
を
送
っ
て
下
さ
い
。
私
は
じ
っ
と
、
手
を
つ
な
ぎ
あ
っ
た
人
生
を
、
旅
人
と
し
て
ほ
上
ゑ
み
つ

見
て
ゐ
た
い
の
で
す
。
深
い
脆
の
底
か
ら
な
け
ら
れ
る
所
り
、
森
に
包
ま
れ
た
湖
の
夕
葬
は
今
日
も
静
か
に
す
ぎ
て
行
く
。
撒
臓
の
雲
は
画
境

越
え
の
近
く
か
ら
、
動
き
初
め
る
、
フ
ッ
プ
シ
、
あ
を
き
の
山
は
動
か
ず
に
私
に
迫
っ
た
。

噺

。
’
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■
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彼
は
自
然
と
死
む
だ
。

私
達
は
い
つ
か
、
マ
チ
ネ
シ
リ
の
肩
に
出
て
ゐ
た
。
そ
し
て
森
瀧
通
し
て
、
や
が
て
全
く
山
の
ふ
と
こ
ろ
に
入
っ
た
。
火
川
の
背
に
、
地
の

創
造
を
聞
き
な
が
ら
．
極
や
か
に
迫
る
灰
色
の
大
気
を
わ
け
て
、
私
達
は
硬
上
に
進
む
だ
。

生
き
生
き
し
て
ゐ
る
。
人
生
は
避
け
な
い
。
で
も
人
生
の
内
に
あ
っ
て
、
人
生
の
外
に
、
ひ
と
り
自
身
を
抱
く
心
こ
そ
、
私
が
愈
む
私
の
心
で

あ
る
。
群
衆
の
孤
職
。
私
は
高
ら
か
に
自
由
を
う
た
ふ
こ
の
ひ
と
り
の
内
分
に
、
耐
え
が
た
い
愛
着
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

森
に
は
明
日
に
も
し
れ
な
い
コ
ィ
チ
ャ
ゥ
ラ
ン
が
今
咲
い
て
ゐ
る
。
霧
の
低
迷
に
、
私
は
そ
の
命
に
、
凝
覗
を
災
へ
た
。
い
の
ち
、
い
の
ち

呼
び
か
は
し
つ
上
‐
た
ま
ゆ
ら
の
感
鯛
な
が
ら
そ
こ
に
は
は
か
な
い
生
命
と
は
思
へ
な
い
し
づ
け
さ
が
味
は
さ
れ
る
。

息
影
の
殿
守
は
、
森
の
放
浪
に
瞳
を
あ
け
た
。
蘇
苔
に
ま
つ
は
る
く
ち
木
の
か
ほ
り
は
、
胸
か
ら
血
管
に
し
み
こ
む
で
ゆ
く
。
め
ざ
め
た
愛

あ
を
詳

擢
腫

欝
は
自
由
の
蕊
を
か
つ
て
、
針
葉
樹
の
蕊
を
、
奥
か
ら
奥
に
と
わ
け
い
る
。
密
の
郷
，
森
の
お
く
が
、
嘘
斑
の
古
城
を
め
ぐ
っ
て
や
霧
は
ふ
り

に
。
旅
人
な
る
が
抽

光
花
求
め
さ
せ
た
。

７
レ
ュ
さ
一
ｂ
Ｃ

彼
は
自
然
を
兇
た

彼
は
自
然
と
語
っ
た
。

「
雄
阿
寒
」
の
燭
蕊
の
灯
は
燃
え
つ
蝉
け
た
。
桃
焔
に
う
つ
る
か
け
が
陰
櫛
に
眠
り
つ
嘆
け
る
。
弗
唄
の
ひ
堂
き
が
、
伽
簾
に
生
き
る
。
骨
壷

が
鳴
っ
た
。
闇
が
揺
れ
る
。
力
。
私
の
魂
は
、
さ
ん
け
の
ほ
こ
り
に
、
砥
く
そ
の
力
に
ふ
れ
る
。

今
日
も
霧
深
く
、
森
は
、
ま
ひ
る
の
閑
寂
に
、
し
づ
み
か
へ
っ
て
ゐ
る
。
不
可
思
議
の
美
し
い
謎
の
中
に
、
森
の
放
浪
を
た
ど
る
。
い
づ
ち

に
。
旅
人
な
る
が
故
、
旅
人
は
族
の
こ
上
ろ
を
，
い
と
ほ
し
む
。
鈴
振
ら
ば
、
鈴
に
か
へ
り
く
る
と
き
め
き
が
、
間
の
淵
か
ら
、
間
の
洲
に
、

そ
し
て

に己

ａ
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哲
人
の
瞳
に
輝
く
異
総
の
ふ
か
さ
は
、
今
日
は
木
立
の
中
に
全
く
、
澄
み
切
っ
て
ゐ
る
。
慾
ひ
鞍
お
と
な
ひ
て
、
郷
や
か
に
ま
ど
ろ

む
あ
き

森
の
愛
撫
に
お
の
Ａ
く
。
無
の
奇
蹟
は
か
け
を
浮
べ
て
、
流
韓
の
透
徹
が
、
晴
れ
や
か
に
ほ
上
え
む
。
私
は
バ
ン
ク
の
畔
．
針
葉
樹

つ
か
、
碧
塞
に
吟

耳
を
す
ま
し
つ
、

憩
ひ
、
哲
人
（

む
心
は
、
森
の
毒

の
中
に
た
っ
た
。

生
き
て
ゐ
る
。

Ⅲ
族
も
果
て
な
む
。
私
は
口
を
つ
ぐ
む
だ
。
森
に
は
術
、
霧
が
降
り
し
き
る
。
さ
る
の
を
が
せ
に
ょ
ひ
派
り
つ
、
私
は
、
狂
瀧
の
様
に
迫
る

し
づ
か
な
情
操
に
，
自
身
を
ゆ
だ
ね
つ
、
森
か
ら
森
を
縫
ひ
，
霧
か
ら
霧
を
さ
ま
よ
ひ
歩
い
た
。

懐
域
の
日
に
新
し
く
生
れ
た
魂
は
、
腰
嘘
に
育
ひ
た
っ
て
、
み
と
せ
を
す
ご
し
た
。
な
や
み
の
更
生
は
、
彼
に
は
全
く
澄
み
か
へ
っ
て
、
冷

や
か
な
る
情
熱
は
、
ひ
ざ
り
に
燃
え
さ
か
っ
た
。
旅
。
つ
上
ま
し
く
、
言
ひ
終
へ
た
時
、
言
ひ
し
れ
ぬ
心
が
、
に
じ
み
湧
い
て
き
た
。
今
日
の

私
は
、
歩
み
つ
そ
う
肩
身
の
墓
標
を
静
か
に
刻
む
で
ゐ
る
。
刻
み
終
へ
た
時
、
私
の
愛
す
る
父
の
も
と
に
、
か
く
自
然
さ
生
き
得
た
一
つ
の

よ
ろ
こ
び
を
た
づ
さ
へ
て
、
私
は
か
へ
つ
て
ゆ
く
の
だ
ら
ふ
。

す
べ
て
は
混
然
た
る
統
一
で
あ
る
。
私
は
た
え
ま
な
く
墓
標
を
刻
む
。
霧
は
ま
だ
森
に
全
く
た
れ
こ
め
て
ゐ
る
。
影
の
み
が
、
や
は
ら
か
く

日
を
歩
む
姿
。

「
バ
ン
ヶ
面
ペ
ン
ヶ
の
畔
」
動
か
な
い
霧
に
、

一
か
、
碧
塞
に
ぬ
ぐ
は
れ
て
、
微
動
だ
に
し
』

↓
を
す
ま
し
つ
、
こ
の
日
も
森
の
旅
を
行
く
。

森
の
も
る
ノ
ー
の
す
が
た
は
、
湖
の
而
に
戯
れ
出
て
、
雄
阿
寒
の
山
は
、
大
室
に
躍
っ
た
、
一
つ
の
渓
に
も
，
一
つ
一
つ
の
樹
の
も
の
が
た

り
を
き
ざ
ま
せ
て
、
秋
近
む
噌
紫
の
謡
調
を
ひ
そ
め
た
。
私
は
問
ふ
こ
と
も
な
く
、
答
ふ
る
こ
と
も
な
く
、
湖
と
山
に
み
ま
も
ら
れ
な
が
ら
、

汀
沿
ひ
の
道
を
た
ど
っ
た
。

動
か
な
い
霧
に
、
水
の
而
の
深
い
い
ぶ
き
。
朝
の
湖
に
、
モ
ー
タ
ー
を
か
つ
て
シ
リ
コ

、
微
動
だ
に
し
な
い
爽
か
さ
が
、
僻
へ
聞
く
チ
ロ
ー
ル
の
山
を
お
も
は
せ
勝
で
あ
る
。

Ｐ

§

マ
ベ
ッ
に
向
ふ
。
霧
は
い

光
を
逐
ふ
群
、
地
の
盤
に
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自
然
は
猫
占
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
土
地
の
繁
柴
は
、
個
人
の
感
怖
か
ら
、
と
や
角
言
ふ
ぺ
き
も
の
で
も
な
い
。
私
は
そ
れ
恋
ふ
く

知
っ
て
ゐ
ろ
Ｏ
で
も
純
朴
な
日
を
知
っ
て
ゐ
ろ
私
に
は
、
や
っ
ぱ
り
、
随
分
な
寂
し
さ
が
湧
い
て
ゐ
ろ
○

郡
境
近
く
の
樹
林
は
、
た
ち
そ
る
ふ
て
、
北
な
る
交
響
は
、
い
よ
い
よ
‐
お
ち
つ
い
て
く
る
。
ゆ
か
り
に
し
づ
む
森
の
念
相
は
、
大
室
の
底

に
、
け
が
さ
れ
ざ
る
地
の
と
き
め
き
を
描
く
。
原
始
林
に
し
て
得
ら
る
ろ
、
ほ
こ
る
べ
き
お
ご
そ
か
な
殻
律
は
、
樹
の
間
に
生
れ
る
。
流
浪
、

私
は
そ
の
言
葉
も
忘
れ
て
、
生
命
の
樹
立
に
た
っ
て
、
自
己
は
全
く
森
に
か
へ
つ
て
し
ま
つ
た
Ｕ
一
鮎
の
雲
影
す
ら
な
い
空
は
蒼
い
弧
の
中
に

私
達
は
ペ
ン
ヶ
に
》

泥
め
ぐ
っ
て
行
っ
た
。

私
は
そ
の
言
葉
も
忘
れ
て
、
生
命
の
函

す
べ
て
を
や
は
ら
か
く
包
む
で
ゐ
る
。

私
達
は
ペ
ン
ケ
に
下
り
、
光
生
き
。

私
に
だ
ま
っ
て
、

め
て
ゐ
る
。

い
つ
と
せ
の
か
み
に
、
抱
い
た
パ
ン
ヶ
は
、
い
つ
も
私
に
、
山
湖
の
夢
を
生
か
し
て
く
れ
て
ゐ
た
。
思
出
の
泉
か
ら
汲
む
幽
い
水
郷
の
夢
は

に
だ
ま
つ
て
、
寂
し
い
よ
ろ
こ
び
を
典
へ
て
く
れ
た
。
今
、
秤
ぴ
、
そ
の
小
遜
に
よ
っ
て
、
私
は
旅
の
メ
モ
に
、
想
ふ
べ
き
記
憶
を
、
ふ
か

附
記
阿
塞
も
と
う
ノ
、
私
の
呼
ぶ
阿
塞
で
な
く
な
り
相
に
な
っ
て
ゐ
ろ
。
私
が
こ
の
上
阿
塞
を
訪
れ
て
も
、
竹
て
の
日
に

湧
い
れ
様
な
、
純
朴
な
自
然
は
、
失
ば
れ
勝
に
な
る
で
あ
ら
ふ
Ｏ
ひ
能
す
ら
に
し
づ
か
な
る
さ
か
ひ
な
も
と
む
る
私
は
、
さ
Ｌ
や
か
な

り
と
も
、
阿
寒
に
う
ご
め
い
て
善
飛
混
濁
と
騒
香
を
、
み
の
が
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
Ｏ

新
批
に
依
り
、
北
見
相
生
か
ら
は
馬
車
が
、
叉
釧
路
舌
卒
か
ら
は
、
自
伽
車
が
毎
日
一
往
復
し
て
ゐ
ろ
。
丸
木
の
湖
に
は
、
い
つ
か
、

モ
ー
ダ
ー
が
、
二
鯉
も
浮
い
て
し
ま
つ
液
。
今
迄
に
見
え
な
か
つ
拒
官
聡
の
人
達
が
、
い
か
め
し
い
一
屑
番
を
も
っ
て
急
に
あ
ら
ば
れ
だ

－

し
飛
○

か
け
ま
た
躍
る
，
初
秋
の
日
の
山
湖
を
こ
上
で
も
め
で
つ
上
，
山
と
湖
と
森
の
陶
酔
に
‐
雄
阿
寒
の
麓

動

墨
画
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先
づ
板
状
馨
崩
の
憧
例
に
就
て
轡
．
弓
．
厚
。
自
及
び
弓
．
〕
・
国
．
ｇ
〕
目
雨
氏
が
記
す
る
所
は
吾
等
を
盆
す
ぁ
蕊
大
で
あ
る
。
南
氏
の
言
ふ
が

如
く
、
固
よ
り
孤
立
せ
ろ
二
三
の
事
情
に
よ
り
て
決
定
的
な
る
結
論
を
得
る
事
は
不
可
能
な
事
で
あ
る
が
、
以
下
ア
ル
プ
ス
に
於
け
る
板
状
雪

崩
に
鋤
す
る
両
氏
の
二
三
の
佃
人
的
経
慰
に
就
て
記
す
る
所
の
も
の
も
此
れ
を
以
て
全
然
本
邦
の
事
描
に
勝
て
は
め
得
べ
く
も
な
き
こ
と
は
な

い
が
故
に
、
叉
利
盆
無
き
事
で
は
な
い
。

版
状
雪
崩
の
例

久
、

雪
瀧

（
特
に
板
状
雪
崩
に
開
し
て
）

時
期
、
二
月
。
ベ
ル
ニ
ナ
・
バ
ッ
ス
地
方
の
ヴ
ァ
ル
・
ラ
ゴ
ー
ネ
（
ぐ
畠
ぽ
い
○
ｇ
）
略
ぼ
東
面
せ
る
凹
形
、
斜
面
。
斜
面
の
垂
直
の
涜
度
約

一
五
○
沢
。
標
高
八
○
○
○
沢
。
午
後
一
時
。
斜
而
は
其
の
上
部
急
に
し
て
、
其
の
下
部
は
平
面
と
連
緬
す
。
三
１
四
吋
の
厚
さ
あ
る
風
に
依

っ
て
形
成
せ
ら
れ
し
所
謂
ウ
ィ
ン
ド
ク
ラ
ス
ト
の
表
面
。

此
の
凸
形
斜
而
を
避
け
る
偏
め
へ
斜
而
の
右
手
に
直
ぐ
さ
綾
け
る
紛
雲
に
深
く
埋
ま
れ
る
狭
谷
を
其
の
側
緯
の
岩
に
浴
ふ
て
降
っ
た
。
狭
谷

が
斜
而
と
一
緒
に
な
ら
ん
と
す
る
個
所
迄
降
り
た
。
其
虚
で
は
斜
而
同
様
雪
質
は
ウ
イ
ン
ド
ク
ラ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
除
の
最
後
の
一
員
は
此
の

｡

大
島
亮
吉
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ク
ラ
ス
ト
の
上
を
シ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
グ
リ
ッ
セ
ー
ド
（
の
曽
侭
怪
協
昌
の
）
の
方
法
を
以
っ
て
、
先
頭
を
切
っ
た
。
そ
し
て
傾
斜
度
が
此
の
方
法

で
下
降
す
る
の
に
は
不
充
分
と
成
っ
た
時
に
ス
キ
ー
を
附
け
、
左
手
に
例
の
凹
形
斜
面
を
封
角
線
的
に
横
断
す
る
行
路
を
探
っ
た
。
其
の
路
の

傾
斜
度
は
五
度
よ
り
十
度
に
逓
減
し
行
く
如
く
に
孝
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
キ
ー
痕
が
此
の
メ
ー
ン
・
ス
ロ
ー
プ
の
右
手
下
部
に
醤
る

一
角
の
雲
而
な
裁
断
し
た
時
、
即
ち
其
の
地
紬
に
先
頭
が
這
入
る
や
否
や
、
全
斜
而
の
ク
ラ
ス
ト
は
頂
部
よ
り
底
部
に
到
る
迄
脱
皮
し
た
。
即

ち
板
状
雪
崩
を
惹
起
し
た
。
此
の
雪
崩
は
其
の
時
少
し
も
一
晋
馨
を
惹
起
し
な
か
っ
た
。
隊
の
残
除
の
人
員
は
其
の
瞬
間
に
於
て
斜
面
か
ら
偶
ま

ノ
ー
其
の
方
向
に
振
り
向
か
ん
と
し
て
居
た
の
で
あ
っ
た
が
、
其
の
事
が
惹
起
し
た
と
云
ふ
事
に
●
は
全
く
気
付
か
無
か
っ
た
。
そ
し
て
前
行
者

の
ス
キ
ー
痕
が
雪
崩
の
デ
ブ
リ
イ
の
中
に
導
か
れ
て
消
え
て
行
っ
て
居
る
の
と
、
ス
キ
ー
症
の
一
線
と
偏
っ
て
居
為
僅
か
下
方
に
ス
キ
ー
杖
だ

け
が
落
ち
て
居
る
の
を
見
て
、
始
め
て
後
よ
り
来
た
除
員
は
雪
崩
が
惹
起
し
て
、
先
頭
が
埋
没
せ
ら
れ
た
事
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
狭
容
の

中
と
下
部
の
零
膳
は
全
然
此
の
影
騨
を
蕊
ら
な
か
っ
た
。

ス
キ
ー
痕
の
終
黙
と
な
っ
て
居
る
地
鮎
と
ス
キ
ー
杖
と
の
間
の
達
錘
底
を
繋
ぐ
線
上
に
は
埋
没
さ
れ
た
隊
員
が
何
麗
に
居
る
か
と
云
ふ
事
は

全
然
表
ば
れ
な
か
っ
た
。
然
し
ス
キ
ー
杖
か
ら
上
方
を
注
覗
し
た
時
、
雲
板
の
破
片
の
間
に
片
手
が
出
て
居
る
の
を
見
付
け
た
。
埋
浸
者
の
頭

上
を
敬
ふ
雲
而
を
踏
む
様
な
事
を
し
た
ら
、
埋
没
者
淀
直
ち
に
窒
息
せ
し
め
て
仕
舞
ふ
と
云
ふ
率
は
明
白
な
事
だ
が
、
同
様
に
埋
没
者
の
身
体

或
ひ
は
ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
上
を
徹
ふ
雲
而
上
に
封
し
て
加
へ
ら
れ
た
座
力
も
叉
同
結
果
を
生
ず
る
か
と
云
ふ
事
は
事
賃
除
り
明
白
で
は
な
い
。
然
し

此
の
時
の
純
験
の
示
す
如
く
、
若
し
も
其
の
事
が
そ
う
で
あ
る
さ
し
た
な
ら
ば
（
特
に
ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
の
場
合
に
於
て
は
尚
更
ら
に
）
斯
為
場
合

に
於
て
は
最
も
出
来
る
だ
け
速
か
に
埋
浸
者
の
身
体
の
横
は
っ
て
居
る
方
向
を
知
る
と
云
ふ
事
が
望
ま
し
い
事
で
あ
る
。
此
の
場
合
に
起
っ
た

事
が
ら
は
又
此
れ
と
同
性
質
の
他
の
場
合
に
於
て
も
同
様
に
確
か
な
事
で
あ
ら
う
。
埋
浸
宥
の
ス
キ
ー
は
雪
崩
の
テ
プ
リ
ィ
に
埋
め
ら
れ
て
あ

っ
た
。
そ
し
て
全
く
ス
キ
ー
痕
と
同
線
上
に
な
っ
て
居
た
。
雪
崩
雲
が
次
第
に
多
く
落
下
し
て
来
た
時
に
，
此
叩
埋
没
さ
れ
た
先
頭
の
隊
員
は

職
ざ
ま
に
、
雲
の
重
み
に
打
ち
倒
さ
れ
、
結
局
頭
は
斜
而
に
封
し
て
多
少
下
向
き
に
、
身
体
は
ス
キ
ー
。
ご
直
角
か
或
ひ
は
雪
崩
落
下
の
練
と
己

れ
の
向
ふ
方
向
（
即
ち
凹
形
斜
而
を
封
角
線
的
に
横
断
し
た
線
の
方
向
）
と
の
中
間
に
向
っ
て
、
識
腹
淀
水
平
に
し
て
埋
没
さ
れ
た
の
で
あ
る

勘

こ
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比
岐
的
雪
崩
の
雪
厨
が
薄
か
っ
た
篤
め
，
斯
く
の
如
く
辛
ふ
じ
て
埋
没
者
の
身
体
を
蕨
ひ
隠
す
程
度
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
説

明
せ
る
所
を
記
臆
し
て
、
一
度
埋
没
者
の
埋
没
せ
ら
れ
た
個
所
が
確
賞
に
陵
見
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
其
の
埋
没
せ
ら
れ
た
車
体
の
大
概
の
姿
勢

と
云
ふ
も
の
は
蓮
か
に
推
測
す
●
る
こ
と
が
出
来
る
．
此
の
場
合
に
は
頭
は
一
吹
程
の
雲
に
蔽
は
れ
、
ス
キ
ー
は
二
沢
程
の
深
さ
に
埋
め
ら
れ
て

あ
っ
た
ｏ
身
体
は
ス
キ
ー
に
封
し
て
直
角
で
あ
り
、
そ
し
大
略
雪
崩
の
落
下
し
た
方
向
と
同
方
向
で
あ
っ
た
。

亦
次
ぎ
の
様
な
事
が
此
の
際
の
経
験
か
ら
し
て
護
兇
さ
れ
た
。
と
云
ふ
の
は
、
先
づ
埋
没
者
の
頭
が
雲
に
職
は
れ
ず
に
居
て
、
其
れ
が
護
見

せ
ら
れ
た
際
に
は
、
最
も
迅
迩
に
埋
没
者
溌
堀
り
出
す
と
云
ふ
甑
よ
り
も
よ
り
以
前
に
埋
没
者
の
ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
の
量
革
紐
の
最
上
部
を
切
断
せ

ね
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
事
で
あ
っ
た
。
此
の
事
を
行
ふ
や
否
や
埋
没
者
の
窒
息
に
謝
す
る
総
て
の
徴
候
と
云
ふ
も
の
は
直
ち
に
消
滅
し
て
し
ま

っ
た
ｃ
叉
一
プ
プ
リ
ィ
の
板
状
ご
成
っ
た
雪
を
砕
い
て
仕
舞
は
な
い
様
に
す
る
篤
め
に
大
な
る
注
意
を
要
す
る
。
其
の
理
由
は
シ
ャ
ヴ
ル
の
無
い

場
合
に
於
て
粉
搬
雲
を
除
去
す
る
と
云
ふ
事
は
長
い
経
過
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
板
状
の
デ
ブ
リ
ィ
を
其
侭
堀
り
出
す
事
が
出
来
な
か
っ
た

ソ
ー
ス
パ
ン

な
ら
ば
、
ス
キ
ー
杖
を
以
っ
て
雲
塊
は
切
り
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
柄
附
手
鍋
は
粉
雪
淀
取
り
除
く
の
に
非
常
に
役
立
っ
た
。
然
し
粉
状
と

成
っ
た
な
ら
ば
如
何
な
る
雪
質
の
雲
で
も
板
欣
雲
に
比
較
し
て
其
れ
を
除
去
す
る
に
際
し
て
は
紗
く
と
も
五
屑
倍
の
時
間
を
要
す
る
と
云
ふ
事

は
決
し
て
誇
大
の
言
で
は
無
い
と
信
ず
る
、
員
革
紐
を
切
っ
た
後
、
ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
が
堀
り
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
身
体
に
掛
ろ
以
前
に
堀
り
上
け

ら
れ
て
仕
舞
っ
た
。
ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
を
取
り
除
い
た
事
は
、
埋
没
者
の
肺
臓
に
完
全
な
自
由
を
典
へ
た
の
み
な
ら
ず
、
叉
其
の
偏
め
に
雲
中
に
嘘

さ
れ
た
穴
が
以
後
身
体
に
沼
ふ
た
側
の
雲
を
除
去
す
る
鯛
め
に
便
利
な
手
初
め
と
偏
っ
た
。
頭
と
か
其
他
身
体
の
裸
出
し
て
居
る
部
分
に
封
し

て
は
衣
服
の
如
何
な
る
種
類
の
も
の
で
も
好
い
か
ら
し
て
、
其
れ
等
の
部
分
を
砿
ひ
包
ん
で
、
頂
接
雲
に
鯛
れ
し
め
て
、
体
温
を
奪
は
れ
な
い

や
，
に
す
る
事
は
勿
論
言
ふ
ま
で
も
な
い
事
で
あ
る
。

ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
を
除
去
し
た
後
で
は
身
体
の
主
部
は
現
は
れ
た
。
そ
し
て
ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
の
埋
ま
っ
て
居
た
穴
を
脊
よ
り
上
腿
部
に
亘
る
全
部
の

長
さ
に
達
す
る
ま
で
の
識
を
形
成
す
る
迄
砿
張
し
た
。
肺
部
は
完
全
に
堀
り
出
す
必
要
は
無
か
っ
た
。
膝
か
ら
足
に
亘
っ
て
ト
ン
ネ
ル
を
堀
り

其
れ
よ
り
し
て
足
は
ス
キ
ー
の
ピ
訓
ン
デ
ィ
ン
グ
か
ら
外
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
一
届
の
下
を
少
し
堀
っ
て
‐
腕
の
下
竿
部
を
自
由
に
し
て
や
り
、
典
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れ
に
依
っ
て
埋
没
者
が
手
を
突
い
て
起
き
上
れ
る
襟
に
嬬
し
て
や
っ
た
。
ス
キ
ー
を
雛
り
出
す
篇
め
に
ス
キ
ー
杖
は
ス
キ
ー
の
談
は
っ
た
線
を

旋
角
に
切
る
馬
め
の
鋸
と
し
て
役
立
っ
た
。
そ
し
て
凝
結
せ
し
雲
の
篤
め
堅
く
抑
へ
ら
れ
た
ピ
少
デ
報
ン
グ
を
外
す
篇
め
に
ト
ン
ネ
ル
の
屋
根

花
壊
し
た
後
ス
キ
ー
は
堀
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

此
の
零
崩
災
祁
の
隙
に
於
て
埋
浸
者
が
護
見
せ
ら
ち
迄
に
要
し
た
時
問
は
僅
か
に
二
分
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
其
れ
と
云
ふ
の
は
、
埋
没
せ

ら
れ
た
先
頭
の
除
負
は
、
鐸
崩
に
身
体
の
自
由
腔
奪
は
れ
る
迄
に
ャ
典
の
埋
没
せ
ら
れ
た
る
佃
所
を
可
能
的
後
緬
の
隙
員
に
知
ら
し
め
ん
が
馬

め
、
恐
ら
く
ス
キ
ー
杖
を
握
っ
た
椎
の
腕
の
最
上
部
（
左
手
）
を
出
来
る
だ
け
雲
崩
の
デ
ブ
リ
ィ
の
表
而
に
露
は
れ
る
様
に
と
高
く
差
し
上
げ

る
や
う
に
努
力
す
る
程
の
沈
着
さ
老
有
し
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。
ス
キ
ー
杖
は
其
の
畔
探
り
落
し
た
。
そ
し
て
斜
而
の
数
砺
下
に
落
ち
運
ば
れ

た
。
然
し
乍
ら
其
の
ス
キ
ー
杖
は
デ
プ
リ
ィ
の
表
而
匡
手
の
露
れ
て
届
た
個
所
を
示
す
こ
さ
に
役
立
っ
た
故
、
其
の
目
的
を
務
め
た
理
で
あ
る

如
何
な
れ
ば
斯
く
の
如
く
ス
ラ
ッ
プ
・
ア
ヴ
ァ
ァ
ラ
ン
シ
ュ
に
於
て
或
る
斜
而
が
安
全
で
あ
り
，
他
の
或
る
斜
而
で
さ
う
無
き
か
と
云
ふ
事
の

多
く
の
理
由
を
塾
け
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
筆
者
の
冬
季
に
於
け
る
ス
ラ
ァ
プ
・
ア
ヴ
ッ
ァ
ラ
ン
シ
墨
に
就
て
の
個
人
的
継
験
よ
り
す
る
寡
少
な

③
③
肋
Ｏ
Ｇ
ｓ
ｏ
⑥
⑥
ｏ
Ｇ
ｅ
○
⑥
①
⑲
。
③
ｏ

ろ
場
合
に
於
て
の
結
果
か
ら
で
は
あ
る
が
、
其
れ
よ
り
し
て
翠
け
得
る
一
理
由
と
し
て
は
，
恐
ら
く
雲
が
そ
の
以
前
よ
り
次
第
に
冷
却
し
行
き

。
●
⑦
●
○

つ
Ｌ
あ
っ
た
ご
』
云
ふ
事
で
あ
る
。
即
ち
其
の
様
な
場
合
と
は
斜
面
が
其
れ
以
前
は
日
光
の
照
射
を
蕊
っ
て
居
た
が
、
今
は
陰
影
下
に
篇
っ
て
居

る
と
云
ふ
時
か
、
叉
は
斜
面
が
筒
日
光
の
照
射
を
蕊
つ
て
は
居
る
が
次
第
に
其
れ
が
斜
光
線
と
成
り
行
き
つ
上
あ
る
か
の
場
合
の
何
れ
か
で
あ

る
。
其
の
際
雪
而
は
攻
縮
し
行
く
に
も
拘
は
ら
す
、
叉
一
方
雲
而
は
ス
キ
ー
の
裏
の
比
較
的
僅
少
な
雪
而
に
濁
し
て
の
切
断
、
僅
か
の
震
動
作

用
・
撹
凱
作
用
に
も
直
ち
に
破
壊
さ
れ
易
い
様
な
緊
縮
歌
態
に
（
雷
、
夏
。
・
旨
ｇ
、
旨
）
な
る
傾
向
が
あ
る
如
く
推
測
さ
れ
る
。
一
度
其
の
雲
面

の
緊
縮
状
態
が
破
壊
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
其
の
影
饗
は
斜
面
全
体
に
速
か
に
波
及
し
、
斯
て
大
な
る
雪
崩
を
惹
起
せ
し
め
る
結
果
と
成
る
の
で

あ
る
。
雲
而
に
封
し
て
撹
乱
作
用
の
及
ん
だ
雁
域
内
の
最
上
部
境
界
線
に
沼
ふ
た
雲
暦
に
殆
ん
ど
不
愛
的
に
常
に
鋭
利
に
切
断
せ
ら
れ
た
面
の

存
在
す
る
と
云
ふ
事
蜜
が
恥
多
少
な
り
と
も
雲
而
が
緊
縮
状
態
に
置
か
れ
て
あ
る
と
云
ふ
鎮
者
の
個
定
を
カ
ブ
け
る
に
役
立
つ
如
く
思
は
れ
る

の
で
あ
る
０



Ｉ

以
上
の
雪
崩
災
澗
の
際
バ
ァ
テ
ィ
は
埋
没
者
を
完
全
に
堀
り
出
し
て
後
八
時
間
の
行
動
を
総
絃
し
た
。
（
〕
．
割
．
胃
。
言
鰻
昌
弓
．
〕
・
国
．
ｄ
目
謹
》

言
旨
冒
倭
邑
冒
。
一
一
陽
甘
昏
。
と
富
．
怪
一
胃
。
営
○
昌
邑
ぐ
。
］
・
因
賞
目
．
雪
。
・
圏
。
、
旨
暑
乞
蹟
．
弓
宅
屋
冒
孟
）

ブ
ラ
ウ
ン
、
ア
ン
ナ
雨
氏
の
以
上
の
ス
ラ
ッ
プ
・
ア
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
ュ
に
鋤
す
る
愛
例
は
叙
事
精
細
を
極
め
叉
右
効
な
る
教
訓
的
簡
僚
あ
り
て
私
等

を
盆
す
る
事
大
で
あ
る
。
由
来
雪
崩
災
蒲
の
賞
例
は
其
の
文
献
紗
か
ら
す
と
雌
も
、
ス
ラ
ッ
プ
・
ア
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
ュ
（
聖
号
‐
冒
己
目
ｇ
ｏ
（
し
旨
ｏ
冨

曽
旨
）
》
弓
冒
９
用
号
曙
烏
。
（
旨
員
。
の
］
冒
忌
）
》
ぬ
。
］
旨
の
ｇ
喫
昌
．
）
に
鋤
す
る
笹
例
は
甚
だ
寡
少
で
あ
る
。
最
も
各
種
の
聖
一
崩
の
中
判
断
し
雌
く
、

且
冬
季
特
有
の
雪
崩
で
あ
る
ス
ラ
ッ
ブ
・
ア
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
ュ
に
就
て
、
如
上
の
資
例
は
次
ぎ
に
記
す
る
同
じ
く
雨
氏
の
賞
際
的
経
験
ざ
共
に
雲
崩
文

以
上
の
雪
崩
災
澗
の
綴
嬢
よ
り
し
て
次
言
の
如
き
主
た
ら
結
論
が
生
ず
る
。
・
郡
．

、
一
、
雪
崩
を
惹
起
す
る
疑
ひ
あ
る
斜
雲
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
際
に
は
、
片
腕
が
ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
の
董
革
紐
か
ら
素
早
く
外
さ
れ
る
様
に
、
或

ひ
は
負
革
紐
を
麓
め
緩
め
て
置
く
様
に
す
る
が
好
い
。
窒
息
せ
ん
と
す
る
傾
向
あ
る
場
合
、
其
の
原
因
重
言
ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
に
封
す
る
雲

の
雁
力
と
五
革
紐
の
は
く
力
で
あ
る
。
量
革
紐
が
切
断
せ
ら
れ
て
か
ら
数
秒
に
し
て
埋
没
者
の
下
唇
は
赤
色
に
鍵
じ
た
。

．
二
、
ス
キ
ー
が
雪
崩
雲
の
篇
め
に
全
く
捉
へ
ら
れ
て
仕
舞
う
や
否
や
の
際
に
は
、
ス
キ
ー
杖
を
持
っ
た
片
腕
は
出
来
る
だ
け
上
方
に
延
ば
さ

三
、
災
澗
の
後
秩
序
な
く
編
制
さ
れ
た
多
人
数
の
救
助
除
が
埋
没
者
の
身
体
捜
索
の
馬
め
矢
鱈
屡
雪
の
上
を
踏
み
歩
く
榛
な
事
は
、
却
っ
て

人
婦
的
に
埋
没
者
に
封
し
て
危
険
潅
祇
す
事
に
成
る
。

四
、
埋
没
者
は
多
く
の
場
合
デ
プ
リ
イ
の
端
に
於
て
ス
キ
ー
痕
の
向
っ
て
居
る
線
よ
り
多
少
下
方
に
於
て
蕊
見
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

五
、
自
ら
が
雪
崩
を
惹
起
せ
し
め
る
誘
因
を
作
り
，
然
か
も
自
ら
が
斜
面
の
底
部
近
く
に
在
っ
た
際
に
埋
没
せ
ら
れ
た
際
に
は
，
埋
没
者
の

身
体
の
位
置
は
ス
キ
ー
疲
の
線
と
は
大
略
直
角
に
、
頭
は
下
向
き
に
偏
る
で
あ
ら
う
。

六
、
ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
の
負
革
紐
は
出
来
る
だ
け
連
か
腫
切
断
せ
ら
れ
ね
ば
馬
ら
ぬ
。
そ
し
て
ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
は
其
の
後
直
ち
に
堀
り
出
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
。

ね
ば
な
ら
ぬ
。
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献
と
し
て
大
な
る
慣
値
あ
る
も
の
と
信
ず
る
。
然
し
て
其
れ
以
外
筆
者
の
特
に
注
目
し
た
い
黙
は
雨
氏
の
雪
崩
災
禍
に
際
し
て
の
虚
置
方
法
の

事
で
あ
る
。
此
れ
は
彼
の
函
の
侭
言
目
身
圃
菖
冨
８
の
ｇ
の
の
畠
言
目
冒
．
』
］
胃
］
中
に
含
ま
れ
た
る
雲
崩
の
牽
中
に
於
け
る
雪
崩
災
祇
に
際

し
て
の
周
到
な
る
鰹
置
方
法
を
説
け
る
も
の
と
、
フ
リ
ッ
ッ
・
ル
ー
ト
ゲ
ル
ス
の
目
①
冒
弓
冒
冒
胆
§
胃
露
胃
門
目
鳥
目
の
第
五
準
「
雪
崩
危

険
時
の
一
般
方
法
」
第
六
章
「
雪
崩
に
際
し
て
の
旅
行
者
の
態
度
」
第
七
章
「
雪
崩
災
澗
の
際
の
他
の
隊
員
の
態
度
」
の
三
章
の
峡
け
る
所
を

補
填
し
、
及
び
其
の
説
く
所
を
蜜
際
に
蕊
講
す
る
所
大
で
あ
る
。
前
掲
二
等
の
各
噛
該
章
と
併
読
す
る
に
於
て
其
の
私
等
の
雪
崩
に
封
す
る
知

識
の
上
に
念
す
る
事
多
し
と
信
ず
る
。
次
ぎ
に
更
ら
に
雨
氏
の
ス
ラ
ッ
ブ
・
ア
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
ュ
に
封
し
て
の
萱
例
を
移
し
記
す
る
事
と
す
る
。
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多
少
例
外
的
な
雪
崩
状
態
の
下
に
同
じ
く
本
年
惹
起
し
た
第
二
の
雪
崩
に
就
て
の
歌
汎
を
示
す
は
償
値
あ
る
事
で
あ
ら
う
。
其
れ
は
一
一
月
初

旬
、
約
五
日
間
に
亘
り
て
吹
け
る
弧
き
北
方
寄
り
の
風
が
、
多
く
の
斜
而
に
厚
き
ク
ラ
ス
ト
諾
形
成
せ
し
め
た
時
に
於
け
る
も
の
で
あ
る
。
其

の
雪
崩
は
全
く
小
な
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
然
し
賞
例
と
し
て
記
す
る
に
足
る
も
の
と
思
ふ
。
去
る
登
山
隊
が
ヴ
ァ
ル
レ
・
デ
ラ
ル
・
フ
溝
ル
コ

ラ
。
デ
イ
。
リ
ヴ
恋
ギ
ョ
を
日
々
村
人
が
登
る
山
蓮
に
よ
り
て
ス
キ
ー
に
て
登
り
つ
上
あ
っ
た
。
約
六
七
○
○
沢
の
商
距
に
於
て
、
蓮
は
南
向
斜
而

を
縦
断
す
る
。
道
の
其
の
南
向
斜
而
を
縦
断
す
る
臓
冊
に
於
け
る
斜
而
の
傾
度
は
、
其
の
蓮
の
上
方
に
於
て
は
彼
で
あ
り
、
其
の
下
方
に
於
て

も
叉
同
・
様
大
部
分
は
綾
で
あ
る
。
然
し
シ
ャ
レ
ヱ
よ
り
約
竿
哩
を
隔
り
た
る
地
馳
に
於
て
、
此
の
道
路
は
約
三
○
沢
下
の
谷
底
迄
急
傾
斜
を
以

て
落
ち
て
居
る
小
な
る
独
谷
の
頭
部
を
越
え
る
。
此
の
地
熱
に
達
せ
し
は
約
午
後
五
時
で
あ
っ
た
。
共
故
太
陽
も
殆
ん
ど
沈
み
、
一
日
の
大
部

分
太
陽
の
照
射
を
受
け
る
べ
き
雲
而
も
既
に
彩
っ
て
届
た
。
先
頭
が
此
の
狭
容
に
霞
隙
に
並
行
し
な
い
戒
前
に
於
て
、
彼
れ
の
龍
簸
が
ク
ラ
ス

ト
の
大
な
る
而
積
に
封
し
て
動
揺
を
輿
へ
た
の
で
、
数
尺
の
厚
さ
を
有
せ
る
雪
府
は
狭
谷
の
中
に
崩
落
し
た
。
勿
論
パ
ー
テ
ィ
は
絶
封
的
に
安

全
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
道
路
の
上
方
の
雲
而
は
崩
落
す
る
程
其
の
傾
斜
が
急
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
し
若
し
も
道
路
の
上
方
斜
面

が
普
通
の
急
傾
斜
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
何
故
先
頭
が
後
綴
の
者
の
様
に
行
動
し
な
か
っ
た
の
だ
と
云
ふ
事
に
封
し
て
理
由
は
な
い
様
で
あ
る
。

此
の
論
件
が
正
鴬
な
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
雲
而
が
風
に
依
り
て
不
良
に
ク
ラ
ス
ト
を
形
成
せ
し
め
た
際
に
於
て
は
、
蓮
常
夏
誼
を
行
く
事
が



安
全
と
せ
ら
れ
て
居
る
原
則
も
無
効
で
あ
る
事
と
成
る
。

例
へ
雪
而
が
確
貧
に
冷
却
し
つ
上
あ
っ
た
さ
し
て
も
以
上
に
述
ぶ
る
が
如
き
二
つ
の
雪
崩
が
惹
起
し
た
と
云
ふ
事
変
よ
り
し
て
は
、
吾
等
は

何
等
決
定
的
な
結
論
ぞ
得
る
事
は
出
来
ぬ
。
如
何
と
な
れ
ば
、
其
の
斜
而
を
営
日
の
よ
り
早
き
時
間
に
於
て
同
じ
く
桃
断
し
た
な
ら
ば
如
何
な

⑨
０
．
。
②
②
Ｇ
③
０
。
◎

ろ
事
が
起
り
得
た
で
あ
ら
う
と
言
ふ
事
に
就
て
言
ふ
く
く
不
可
能
な
る
が
故
で
あ
る
。
此
の
雲
而
の
冷
却
し
つ
上
あ
る
時
③
。
。
〕
旨
い
８
昌
霞
目
）

の
議
論
は
唯
だ
斜
面
が
午
前
通
過
し
た
時
は
何
と
も
無
く
て
、
午
後
の
所
謂
８
。
冒
署
ｏ
昌
農
ｏ
旨
に
於
て
再
び
其
虚
を
通
過
せ
し
際
雪
崩
を
生

ぜ
り
と
謂
ふ
の
で
な
け
れ
ば
償
値
あ
る
罵
護
を
享
け
る
事
は
出
来
ぬ
。
錐
者
の
一
人
は
一
九
一
三
年
一
月
に
於
て
此
の
如
き
も
の
を
資
見
し
た

七
人
の
パ
ー
テ
柵
が
ア
ロ
ウ
ザ
ー
・
ロ
ー
ト
ホ
ル
ン
を
南
稜
よ
り
登
り
つ
ょ
あ
っ
た
。
此
の
山
稜
は
頂
上
に
合
す
る
迄
可
成
な
長
い
距
離
の

雲
間
多
少
水
平
で
災
の
西
側
は
急
峻
で
岩
崖
な
れ
ど
、
東
側
の
傾
斜
は
綾
で
あ
る
。
雪
崩
を
生
ぜ
し
は
其
の
東
側
で
あ
っ
た
。
東
側
は
幅
員
歎
百

砺
、
高
さ
数
百
沢
の
雪
の
大
斜
面
を
有
し
て
居
た
。
其
の
上
部
の
傾
斜
度
は
約
一
一
○
ｌ
或
ひ
は
二
五
度
程
で
あ
つ
・
た
。
然
し
て
斜
面
は
底
部
に

到
る
に
従
っ
て
平
坦
に
な
っ
て
居
た
。
斜
而
は
正
午
過
ぎ
で
も
或
る
時
間
太
陽
に
照
射
さ
れ
て
ゐ
た
故
，
幾
分
南
向
に
篤
っ
て
居
た
か
も
知
れ

ぬ
。
事
資
、
其
の
斜
而
は
雪
崩
の
惹
起
し
た
少
し
前
に
陰
影
下
と
儲
っ
た
。
と
し
て
其
の
以
前
は
可
成
り
の
時
間
太
陽
の
直
射
を
享
け
て
居
た

筈
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
商
距
は
九
○
○
○
吠
弱
で
あ
っ
た
。
雪
質
は
ク
ラ
ス
ト
で
な
か
っ
た
と
謂
ふ
紬
で
上
述
の
二
つ
の
甥
合
と
棚
異
し
て

居
た
。
然
し
乍
ら
西
側
に
雪
庇
の
存
在
す
る
事
か
ら
、
確
賛
に
或
る
時
期
間
東
側
に
風
が
作
用
し
た
さ
察
す
る
事
が
出
来
よ
う
。
登
行
間
パ
ー

テ
ィ
は
バ
ラ
バ
ラ
に
（
ｇ
ｇ
ｏ
員
の
尾
）
な
っ
て
、
稜
線
に
接
近
し
た
東
斜
亜
の
上
端
を
横
断
し
た
。
全
パ
ー
テ
ィ
が
斜
面
に
同
時
に
居
っ
た
事
も

あ
っ
た
。
叉
先
登
の
ス
キ
ー
痕
に
他
の
者
は
随
つ
た
。
其
れ
は
凡
そ
正
午
で
あ
っ
た
。
錦
路
に
於
て
同
斜
面
に
達
し
た
の
は
二
時
間
半
乃
至
三

時
間
後
で
あ
っ
た
。
先
降
者
が
同
斜
面
に
於
け
る
登
行
の
際
の
ス
キ
ー
痕
の
約
十
砺
程
を
過
ぎ
た
隙
、
そ
し
て
バ
ー
テ
ー
の
他
の
メ
ム
パ
ー
が

同
斜
而
に
達
し
な
い
。
以
前
に
、
紗
く
と
も
二
沢
の
厚
さ
あ
る
雲
屑
が
全
斜
而
か
ら
剥
落
し
た
。
幸
ひ
先
降
者
は
其
の
瞬
間
斜
而
中
に
露
出
し

て
居
た
唯
一
の
岩
石
に
達
し
た
所
で
あ
っ
た
。
各
人
は
斜
而
を
横
切
っ
て
雪
而
に
裂
目
の
入
っ
て
居
る
の
を
認
め
た
。
其
れ
は
ス
キ
ー
痕
に
沿

ふ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
其
の
終
端
迄
達
す
る
に
は
一
分
乃
至
一
一
分
要
し
た
。
此
の
雪
崩
の
賓
例
は
雲
府
冷
却
の
事
変
に
封
し
て
は
よ
り
大
な
る

師
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以
上
最
後
に
述
べ
ら
れ
た
二
つ
の
雪
崩
は
、
必
ず
古
き
ス
キ
ー
痕
の
存
在
が
安
全
を
意
味
す
る
や
否
や
、
と
云
ふ
問
題
に
答
へ
る
に
役
立
つ
も

の
で
あ
る
。
此
の
問
題
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
今
日
ア
ル
プ
ス
に
於
て
は
ス
キ
ー
ィ
ン
グ
が
甚
だ
盛
ん
な
る
に
も
拘
は
ら
す
、
災
澗
は
少
な

い
。
此
れ
は
主
と
し
て
ス
キ
ー
痕
の
比
較
的
永
存
す
る
率
に
依
る
の
で
あ
ら
う
。
ス
キ
ー
浪
は
一
部
分
は
消
域
も
す
る
。
然
し
蛮
際
に
大
な
る

降
雲
が
超
ろ
迄
は
、
ス
キ
ー
症
は
此
虚
，
彼
虎
に
と
兇
出
す
事
が
出
来
ら
の
は
確
か
で
あ
る
。
可
成
り
の
幅
に
古
き
ス
キ
ー
痕
が
総
縦
し
て
居

て
も
充
分
其
れ
雅
兄
出
し
能
ふ
と
云
ふ
事
愛
は
、
夏
期
に
於
け
為
雪
線
以
下
に
於
て
ス
キ
ー
行
路
を
見
出
す
悶
難
を
除
く
に
全
く
充
分
で
あ
る

そ
し
て
百
の
中
九
十
九
の
場
合
ま
で
は
雲
の
安
全
と
云
ふ
事
に
鋤
す
る
疑
惑
を
消
失
せ
し
む
る
。
或
る
地
方
に
於
て
は
睡
々
ス
キ
ー
痕
な
き
ス

キ
ー
行
路
を
見
出
す
と
云
ふ
事
は
困
難
な
事
で
あ
る
。
然
し
古
き
ス
キ
ー
痕
あ
る
故
を
以
っ
て
常
に
必
ず
其
の
行
路
は
信
頼
し
得
べ
き
も
の
で

あ
ら
う
か
。
答
解
は
「
否
」
で
あ
る
。
百
の
場
合
が
百
ま
で
そ
う
で
は
な
い
。
ア
ロ
ウ
ザ
ー
・
ロ
ー
ト
ホ
ル
ン
に
於
け
る
雪
崩
は
、
朝
附
け
ら

れ
た
ス
キ
ー
痕
が
其
の
日
の
午
後
に
於
て
は
必
ず
安
全
で
あ
る
と
云
ふ
事
を
示
さ
ぬ
愛
例
で
あ
る
。
然
し
其
れ
は
笠
日
に
於
て
も
叉
同
様
で
あ

ち
う
か
。
イ
ヴ
釧
ギ
コ
の
谷
に
於
け
る
雪
崩
は
其
の
答
解
に
役
立
つ
。
彼
の
リ
ヴ
ィ
ギ
ョ
の
場
合
，
翼
の
道
路
上
に
は
ス
キ
ー
痕
が
あ
っ
た
。
雪
質

が
粉
雲
で
あ
る
虚
に
於
て
は
、
其
の
ス
キ
ー
痕
は
風
の
吹
き
蓮
ぷ
粉
雪
の
潟
め
に
埋
め
ら
れ
て
仕
舞
ふ
で
あ
ら
う
と
思
っ
た
。
然
し
反
封
に
其

の
様
な
現
象
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
此
の
場
合
・
確
貧
に
安
全
で
あ
る
と
云
ふ
推
測
は
得
る
事
は
出
来
ぬ
。
此
れ
に
鋤
す
る
正
噛
な
答
解
は
左

の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
一
日
以
上
の
古
き
ス
キ
ー
痕
に
し
て
，
其
れ
が
附
け
ら
れ
た
以
後
、
表
而
の
状
態
が
悪
化
せ
し
め
ら
れ
て
居
な
い
な

ら
ば
、
其
の
古
き
ス
キ
ー
痕
の
資
際
に
認
め
得
る
部
分
は
安
全
で
あ
る
。
そ
し
て
叉
、
以
前
粉
雪
の
際
印
せ
ら
れ
た
ス
キ
ー
痕
が
、
其
佳
潰
滅

せ
す
に
残
っ
て
、
雪
而
は
風
の
馬
め
に
ク
ラ
ス
ト
を
形
成
せ
し
め
ら
れ
た
と
云
ふ
様
な
場
合
に
於
て
の
斯
や
う
な
ス
キ
ー
痕
は
必
ず
安
全
で
あ

る
と
は
云
へ
ぬ
。
〔
前
描
宮
．
弓
．
匂
。
言
及
び
堀
．
］
・
胃
．
ｇ
§
而
氏
稲
。
胃
．
邑
冒
３
．
）

讃
擬
を
典
へ
る
も
の
と
思
は
る
。

以
上
を
以
て
ブ
ラ
ウ
ン
、
ア
ン
ナ
雨
氏
の
冬
雪
崩
に
封
す
る
狂
例
の
説
明
は
終
っ
て
届
る
が
、
更
ら
に
該
稿
の
終
尼
に
於
て
南
氏
は
斯
る
ァ
Ⅲ１

３

匝呂

唾

ｴ9２

、



ヴ
ァ
ラ
ン
シ
ュ
・
ク
ラ
フ
ト
の
登
山
者
に
封
し
て
の
必
要
と
、
ア
ル
パ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
斯
る
ス
キ
ー
ィ
ン
グ
に
閲
す
る
記
率
を
掲
載
す
る
の

必
要
あ
る
件
を
説
い
て
居
る
。
此
鹿
に
於
て
更
に
其
れ
等
を
も
叉
記
す
る
は
敢
へ
て
蛇
足
に
は
非
す
と
忠
ふ
故
，
此
に
併
せ
記
す
る
事
と
す
る

陣

§

1７－エ9３

ｈ

縄
て
以
上
の
事
填
が
登
山
術
と
し
て
篇
す
べ
き
も
の
か
，
叉
ｂ
何
故
ア
ル
パ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
が
斯
る
唯
だ
ス
キ
ー
ィ
ン
グ
に
の
み
開
す
る

事
項
を
も
負
推
し
て
掲
救
せ
趣
ば
な
ら
ぬ
か
、
と
云
ふ
事
に
封
し
て
答
へ
る
。
解
答
は
二
つ
で
あ
る
。
第
一
に
は
、
高
距
の
地
に
於
け
る
雲
は

ア
ル
プ
ス
に
於
け
る
夏
季
の
雲
よ
り
も
冬
季
に
於
け
る
雪
に
多
く
類
似
す
と
云
ふ
事
は
屡
々
言
は
れ
て
居
る
。
其
故
冬
雲
の
研
究
は
登
山
者
に

と
り
て
有
用
で
あ
る
と
云
ふ
事
。
第
二
に
は
ス
キ
ー
ィ
ン
グ
に
於
け
る
安
全
と
云
ふ
事
は
登
川
術
の
一
科
と
し
て
必
要
な
知
識
を
成
す
と
云
ふ

事
と
、
冬
季
状
態
に
於
け
る
雪
質
姥
判
断
す
る
と
云
ふ
能
力
は
決
し
て
其
の
独
得
に
容
易
な
も
の
で
な
い
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
そ
し
て
糞
れ
は

唯
だ
直
接
に
経
験
し
、
誤
り
花
す
る
事
に
依
っ
て
得
る
事
が
出
来
る
の
み
で
あ
る
。
然
し
僅
か
の
誤
り
は
人
を
し
て
無
駄
に
其
の
知
識
を
多
く

没
さ
し
め
ぬ
で
あ
ら
う
。
典
故
其
の
誤
り
と
云
ふ
も
の
は
記
録
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
て
ア
ル
パ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
は
斯
ろ
侭
め
に
は
不

迩
営
な
も
の
と
は
忍
は
れ
ぬ
。
然
し
乍
ら
冬
雪
の
各
種
の
型
の
も
の
を
分
類
し
、
且
つ
其
等
の
雪
の
諸
型
式
の
起
因
を
握
っ
て
居
る
天
候
舷
態

を
判
断
し
、
碓
避
に
存
す
る
安
定
と
云
ふ
も
の
に
於
け
る
脹
汎
な
範
園
内
の
愛
化
に
封
し
て
、
其
の
原
因
を
見
出
す
と
云
ふ
様
な
事
は
、
物
象

の
構
成
や
特
質
を
試
験
す
る
事
に
縦
れ
た
新
し
い
テ
ィ
ン
．
ダ
ル
の
様
な
人
の
成
す
べ
き
範
園
で
あ
る
。
若
し
其
れ
等
の
事
が
完
成
さ
れ
た
暁
に

は
、
冬
雪
崩
を
避
け
る
事
に
封
す
る
原
則
と
云
ふ
も
の
も
抽
出
せ
ら
れ
る
様
な
立
派
な
基
礎
と
云
ふ
も
の
が
作
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
〔
前
場
買

急
．
国
。
ヨ
ョ
及
び
砲
．
〕
・
胃
．
ｑ
自
浄
雨
氏
稿
。
圃
弔
．
］
ｇ
‐
】
零
・
）

・
ア
ル
プ
ス
に
於
け
る
以
上
の
資
例
の
み
に
て
は
吾
等
に
探
り
て
は
甚
だ
物
足
ら
ざ
る
が
、
錐
者
は
未
だ
今
日
迄
本
邦
に
於
て
板
状
雪
崩
に
就

て
の
災
澗
の
貧
例
も
叉
筆
者
自
身
此
の
種
の
雪
崩
に
開
し
て
の
経
験
も
皆
無
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
ラ
ン
の
記
述
に
依
り
て
、
ス
ラ
ヅ
ブ
・
ア

ヴ
ァ
ラ
ン
シ
ュ
の
惹
起
率
の
低
率
な
る
を
知
り
て
、
是
迄
此
の
雪
崩
に
淵
し
て
の
注
意
は
紗
し
く
他
の
種
の
雪
崩
に
比
し
て
は
困
却
し
乗
た
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
筆
者
を
し
て
主
さ
し
て
板
歌
雪
崩
に
開
し
て
の
注
意
を
喚
起
せ
し
め
し
も
の
は
大
正
十
四
年
一
月
並
び
に
大
正
十
五
年



己

差
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一
月
に
於
て
錐
者
の
友
人
青
木
勝
、
渡
遜
三
郎
、
大
蟹
道
涛
の
諸
氏
の
立
山
蓮
峯
に
於
け
る
登
山
の
結
果
と
し
て
板
欣
雪
崩
に
開
し
て
の
棚
察

を
筆
者
の
馬
め
に
典
へ
呉
れ
し
に
起
因
す
る
。
其
れ
に
閲
し
て
些
か
左
に
鋒
せ
ん
と
す
る
。

先
づ
如
上
筆
者
友
人
の
二
冬
二
回
に
一
旦
る
立
山
連
峯
に
於
け
る
恕
鹸
に
依
り
て
，
冬
季
間
板
賊
雪
崩
の
惹
起
卒
の
甚
だ
蝶
少
な
ら
ざ
る
と
言

ふ
一
事
は
、
此
れ
を
特
記
す
る
に
足
る
も
の
と
恩
ふ
。
即
ち
蕊
者
友
人
の
変
見
せ
し
も
の
は
前
記
板
欺
雪
崩
の
説
明
中
に
蛮
例
と
し
て
班
け
た

る
も
の
に
過
ぎ
ざ
り
し
も
、
同
友
人
等
の
件
ひ
た
る
芦
崎
寺
村
の
案
内
者
の
言
に
擬
り
て
一
屑
其
れ
は
確
め
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
芦
帆

寺
村
に
は
元
来
立
山
蓮
峯
、
器
部
然
谷
方
面
に
封
し
て
、
豊
嵩
な
る
雪
崩
に
鋤
す
る
維
鹸
と
積
雲
期
に
於
け
る
山
地
の
炊
態
に
詳
し
き
、
有
能

な
る
狩
猟
溌
業
と
す
る
者
が
多
い
。
而
し
て
其
れ
等
の
者
は
皆
卿
統
的
に
「
組
」
を
作
り
て
、
餐
組
は
夫
々
固
有
の
知
識
を
有
し
、
小
な
る
歴

史
を
有
す
る
が
加
く
に
忍
は
れ
る
。
喜
左
術
門
、
禰
三
太
郎
〔
共
に
姓
を
知
ら
ず
〕
其
他
の
組
さ
佐
伯
躯
職
、
同
築
作
、
同
築
作
弗
宗
作
其
他
の

者
の
組
は
就
中
蚊
も
右
能
な
る
狩
猿
仲
間
で
あ
る
が
、
如
上
筆
者
友
人
等
の
伴
ひ
し
は
後
者
の
組
の
者
で
あ
る
が
、
佐
伯
蝿
職
の
言
と
し
て
彼

れ
の
言
ひ
た
る
一
鮎
を
架
け
る
事
を
要
す
る
。
即
ち
、
冬
季
間
に
於
て
恐
怖
寸
べ
き
も
の
は
板
状
雪
崩
で
あ
る
と
。
履
れ
等
に
は
板
状
雪
崩
に

鋤
す
る
方
言
的
名
稲
無
き
曲
な
れ
ど
、
該
雪
崩
の
存
す
る
事
は
知
れ
り
と
ｏ
〕
然
し
て
該
登
伽
中
同
人
も
著
し
く
此
の
板
献
雪
崩
に
閥
し
て
注
意
を
柳
ひ

届
た
り
と
の
事
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
其
れ
を
聞
き
し
は
、
筆
者
の
兵
役
に
在
り
て
閑
暇
甚
だ
紗
か
り
し
際
な
れ
ば
、
錐
者
は
更
に
本
邦
に
於
て

最
も
高
度
な
る
雪
崩
に
封
す
る
知
識
を
有
せ
る
も
の
と
思
惟
せ
ら
ろ
可
き
芦
峨
寺
の
狩
猿
肴
等
よ
り
文
通
に
よ
り
て
該
雪
崩
に
封
す
る
知
識
資

料
を
得
る
躯
適
は
ざ
り
し
所
、
不
幸
に
し
て
燕
れ
よ
り
間
も
な
く
大
正
十
五
年
二
月
初
旬
常
願
寺
川
谷
に
於
て
雪
崩
の
漏
め
に
惨
死
し
て
仕
舞

っ
た
ｏ
（
同
惨
祁
に
閲
し
て
ば
親
し
く
該
地
に
赴
き
て
右
に
就
て
の
詳
細
を
友
人
青
木
勝
謡
が
蒲
ら
さ
れ
龍
。
其
れ
は
又
他
の
横
倉
に
於
て
溌
表
せ
ら
ろ
私
諜
て

あ
ら
う
ｏ
〕
共
れ
が
馬
め
今
日
に
於
て
も
未
だ
明
確
に
立
山
地
方
に
於
け
る
板
欣
雪
崩
に
開
し
て
の
資
料
は
得
ら
れ
ぬ
も
、
其
れ
は
今
後
の
該
地

方
の
冬
季
登
山
者
に
依
り
て
漸
次
吾
等
に
衝
ら
せ
ら
る
人
事
で
あ
ら
う
。
筆
者
又
其
れ
を
期
望
し
て
止
ま
ざ
る
者
で
あ
る
。

、
籾
て
筆
者
の
是
迄
除
り
其
の
惹
起
率
の
低
度
な
る
も
の
な
り
ざ
思
惟
し
て
注
意
す
る
事
な
か
り
し
全
雪
崩
中
特
殊
な
る
も
の
に
属
す
べ
き
板

欣
雪
崩
の
本
邦
高
山
に
於
て
冬
季
間
に
は
叉
妙
か
ら
ざ
る
を
聞
き
、
然
か
も
斯
る
特
殊
な
る
雪
崩
に
脚
し
て
は
何
等
知
る
所
な
か
ら
ん
と
思
惟



今
日
冬
季
に
於
て
本
邦
の
南
山
に
登
山
せ
ん
と
す
る
登
山
者
諸
氏
は
固
よ
り
極
め
て
有
能
に
し
て
、
斯
ろ
知
識
に
閲
し
て
は
何
等
筆
者
の
継

述
に
侯
つ
も
の
な
き
と
雌
も
、
斯
る
「
冬
雪
崩
」
に
開
す
る
記
述
の
あ
る
を
機
織
に
、
雪
崩
の
知
識
中
現
在
最
も
理
解
に
難
き
該
雪
崩
に
淵
す

る
各
個
の
蛮
例
謹
験
の
記
述
を
藍
表
せ
ら
れ
、
後
至
の
者
に
多
少
な
り
と
も
盆
せ
ら
れ
ん
事
を
併
せ
て
此
虚
に
筆
者
は
希
望
す
る
の
除
り
、
比

較
的
冬
季
蓋
山
，
ス
キ
ー
登
山
に
興
味
遊
右
せ
ら
る
上
登
川
者
諸
兄
に
讃
ま
る
些
事
多
し
と
思
惟
せ
ら
ろ
上
「
由
と
ス
キ
ー
」
誌
に
掲
載
を
諦

ふ
た
る
次
第
で
あ
る
。
（
星
雪
崩
」
板
朕
雪
崩
に
開
ろ
稿
・
完
。
〕
（
未
完
）

『
登
山
』
（
日
本
体
脊
叢
識
錐
十
流
緬
大
正
十
四
年
七
〃
謹
行
口

季
言
朋
に
開
す
る
文
献
（
補
遼
〕

黒
書
店
）
に
は
此
れ
に
就
て
の
引
用
あ
れ
ば
参
照
せ
ら
ろ
可
し
Ｏ
〕

画
．
国
図
目
目
》
ｇ
畠
＄
画
の
、
身
昌
自
呂
の
“
号
、
ｏ
目
○
号
》
誤
‐
甥

］
・
巨
賦
曾
骨
団
．
Ｐ
冒
冒
。
胃
切
．
冒
自
５
の
８
嘱
息
匡
邑
国
①
乱
昌
．

農
。
§
言
。
》
這
麗
．
冒
園
色
．
ｍ
ｏ
ｏ
，
易
２
号
一
号
黒
。
鴨
．
砲
．
篭
．

圃
圃
．
蜜
ご
‐
ｇ
壷
昌
（
易
昌
剖
ｏ
爵
○
９
．
忌
哩
も
田
中
薫
氏
藷
９
句
旬
．
ｇ
‐
陰
邑
隠
．

で
あ
る
。

可

与

ｴ9月 1９

せ
る
本
邦
に
於
け
る
狩
猟
者
間
に
も
其
れ
の
知
悉
せ
ら
れ
居
る
彰
知
り
て
、
錐
若
は
些
か
意
外
の
感
に
打
た
れ
た
ろ
次
錐
で
あ
っ
た
。
閲
よ
り

其
れ
の
今
日
迄
筆
者
の
知
る
所
は
軍
に
立
山
連
峰
に
限
ら
れ
た
が
、
此
は
勿
論
同
級
の
北
ア
ル
プ
ス
、
否
全
図
諸
満
山
に
も
叉
同
様
な
り
と
推

測
す
る
に
難
く
な
き
所
よ
り
凡
て
、
大
い
に
該
雪
崩
に
就
き
て
戒
心
す
る
要
あ
り
と
感
じ
、
筆
滞
自
ら
の
嬬
め
、
引
い
て
は
一
部
冬
季
登
山
を

試
み
ん
ざ
す
る
人
々
の
一
顧
を
煩
は
す
に
足
る
可
き
参
考
に
も
な
ら
ん
や
と
、
多
少
文
献
並
び
筆
者
友
人
の
浅
峨
上
よ
り
以
上
に
録
し
た
る
次

第
で
あ
る
。
文
献
よ
り
得
る
十
の
知
識
は
間
よ
り
賞
際
に
得
る
一
の
経
験
に
も
及
ば
ざ
る
遠
し
と
錐
も
，
恩
ふ
に
一
個
人
の
謹
験
の
範
園
た
る

や
甚
だ
微
少
に
し
て
，
且
つ
特
殊
な
る
も
の
に
到
り
て
は
霧
易
に
求
め
得
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
殊
に
板
状
雪
崩
の
如
き
に
於
て
は
其
の

然
ろ
を
墨
ゆ
。
然
れ
ば
吾
等
の
不
幸
に
し
て
該
雪
崩
の
災
澗
（
英
は
吾
等
の
生
死
に
開
す
ろ
も
の
な
れ
ば
）
に
逢
著
せ
ん
以
前
に
多
少
な
り
と

も
求
め
て
得
ら
ろ
可
き
先
張
研
究
希
の
経
駿
と
研
究
の
集
積
を
無
嬬
な
る
も
の
と
偏
さ
ざ
る
は
又
其
れ
等
の
人
々
に
封
す
る
大
な
る
見
地
よ
り

の
恩
訓
の
一
に
し
て
、
且
つ
叉
吾
等
に
と
り
て
の
変
盆
と
な
る
可
き
も
の
で
あ
ら
う
と
筆
者
の
秘
か
に
感
じ
て
、
自
ら
を
願
余
筆
執
り
た
る
者
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園
＠
斤
胃
》
属
．
弓
．
乏
営
意
岳
呂
口
の
①
巨
昌
圃
畏
『
目
の
号
睦
冒
侭
．
○
の
“
‐

苗
胃
臼
呂
曾
冒
跨
ぎ
ｇ
蜘
風
冨
侭
．
邑
急
》
嵐
○
・
○
副
》
ｍ
・
巨
罵
．

］
津
ｇ
］
〕
》
句
．
ご
ざ
賎
鎮
武
戸
９
．
侭
昌
憲
〕
昌
津
号
唾
己
．
厚
○
。
．
シ
Ⅱ
ぐ
．

］
や
つ
ｍ
ｏ
ｍ
ｐ
唖
句
怜
掩
。

国
○
鼻
》
国
の
昌
胃
》
己
端
．
○
口
晋
。
弓
跨
ぐ
皆
屋
農
。
唖
．
陰
己
甘
の
笥
呂
冒
昌

］
○
・
試
句
の
一
〕
．

（
其
の
諏
要
な
ろ
部
分
の
引
用
は
ア
ー
ノ
ル
ド
．
ラ
ン
藩
の
蔵
‐
旨
い

（
］
っ
畠
〕
の
『
雪
崩
』
の
催
下
に
有
り
Ｏ
〕

圃
冒
旨
》
‐
陛
巨
○
旨
．
ｍ
嵐
‐
旨
函
．
Ｈ
置
蝉
．
句
弔
．
］
い
○
‐
］
唖
要

旨
畠
］
ｇ
関
．
己
．
跨
．
鶴
．
屋
冨
‐
拳
、
．
』
ｇ
魚
．

○
⑦
鼻
⑦
］
》
画
．
ご
ぢ
ぽ
皇
く
旨
の
鴨
曹
］
胃
冒
昼
罰
風
の
負
の
跨
ぎ
冒
営
粋
胃

一
〕
の
、
侭
目
鼻
．
ｍ
・
冨
・
旨
替
５
肩
口
》
園
目
黒
》
邑
隠
．

罰
菖
内
冒
阿
、
』
二
『
．
園
．
自
署
ｏ
跨
ぐ
畠
自
呂
＄
跨
ぎ
旨
の
聖
働
９
号

跨
口
昌
口
昌
邑
９
．

国
昌
函
骨
、
》
与
晦
．
司
曙
．
跨
ぎ
旨
穆
ろ
９
．
ｍ
．
Ｈ
菖
胃
．

巴
自
。
旨
》
ご
滝
．
○
ご
○
己
．
ｑ
の
宮
尾
の
一
色
浄
旦
呂
拳
Ｂ
ｍ
ｏ
陸
巨
巨
角

げ
昌
詞
甘
曾
．
ｍ
斤
苧
○
胃
◎
巳
］
肉
．
曽
穆
彦
号
９
戸
今
＄
己
２
房
目
９
戸
ロ
邑

○
の
、
毎
月
①
旦
鳥
号
自
、
嵐
‐
剣
①
号
昌
号
、
、
軌
．
冒
冨
眼
目
的
．
、
．
怠
‐
患
．

群
。
』
酌
０

呂
目
序
⑦
津
》
男
．
園
．
接
．
国
鐸
８
描
胃
属
の
、
怪
宮
冒
の
胃
。
胃
口
昌
］
切
剥
．

〕
汽
拳
弓
．
陰
口
角
倭
吋
旨
巨
の
男
旨
唾
息
Ｈ
嵐
哩
岸
堤
巨
罵
．
〔
の
急
冨
』
ず
冒
量
、
、

岸
．
国
．
○
○
。
〕
量
岨
巳
邑
９
．
層
．
ｇ
苧
函
忌
．

弓
爵
目
》
○
旨
昌
の
》
旨
．
ご
●
》
ぬ
ｇ
弓
跨
司
己
自
呂
吊
営
負
旨
。
ｇ
雷
苧

昌
胃
目
、
》
》
Ｂ
旨
跨
］
］
‐
園
己
唱
目
角
、
胃
旨
“
ご
眉
．
瞳
，
埼
一
］
切
扇
．

（
夏
期
に
於
け
る
蕊
山
宥
の
知
識
に
の
み
止
ま
る
ｏ
）

画

詞

瞳
．
二
吋
ｏ
巳
》
屑
．
○
①
、
怪
．
観
、
息
９
．
ｍ
・
副
廟
・
・

鼠
．
○
８
］
匙
鴨
》
缶
．
雪
，
、
園
．
）
臼
彦
の
、
障
罵
甘
以
鼻
胃
の
自
律
員
尉
さ
曇
．

○
冨
辱
．
旨
．
門
冨
啓
○
署
笥
園
の
唱
目
。
尚
農
①
怪
巷
、
、
弓
．
ｇ
‐
路
．

】
＠
つ
、
。

（
雪
崩
な
る
語
の
起
原
、
器
種
類
の
識
字
の
も
の
を
歴
史
的
に
訓

ぺ
派
ろ
も
の
な
り
。
雪
崩
共
も
の
に
就
て
は
従
前
と
同
様
の
見
解

蹴
り
Ｏ
〕

邑
．
屋
胃
睡
辱
．
嵩
胃
匡
尉
・
》
国
の
Ｂ
ｇ
碁
号
尾
目
身
旨
曾
涛
昌
号
．
一
霞
ｇ

弓
．
○
の
号
巳
．
園
．
》
己
ざ
ぽ
菖
罰
甘
呂
砲
島
皇
月
巨
屋
Ｐ
司
乱
の
角
胃
．
匡
冨
ロ
黛

建
月
言
い
の
的
ロ
の
庁
．
目
忌
月
屋
ｇ
一
目
冒
昇
（
邑
湧
〕

易
．
腸
］
〕
陳
》
堤
百
号
い
、
耐
用
葛
昌
昌
呂
の
唾
号
邑
隠
‐
邑
罷
ｇ

ご
自
嘗
目
⑨
．
Ｈ
ロ
再
亀
》
恩
。
鴨
．
身
・
》
の
鳥
屋
○
画
の
》
邑
隠
．

畠
・
門
己
甘
晦
胃
》
耳
。
驚
局
．
》
弓
郵
胃
曾
』
ｏ
錘
＄
園
の
潰
黒
の
侭
９
．
ｍ
．
ぢ
や
‐
］
鼠
．

〔
特
に
見
る
可
き
も
の
無
し
Ｏ
〕

邦
語
の
文
献
に
は
左
の
如
き
者
が
あ
る
。

一
、
林
畢
郷
士
新
島
蕃
直
藩
『
新
編
森
林
保
護
皐
』
下
巻
六
四
四
’
六

五
一
一
頁

二
、
林
畢
跡
士
諸
戸
北
郎
藩
『
理
水
並
に
砂
防
エ
難
』
本
論

三
、
林
皐
博
士
誌
戸
北
郎
『
菰
雪
の
原
因
と
共
擦
防
法
』
『
科
畢
知
識
』

大
正
十
一
年
剛
月
跳
五
○
’
五
五
頁

四
、
工
畢
士
江
雛
甚
一
『
寒
雲
書
と
蛾
迩
保
綴
曽
科
畢
知
識
』
大
正
十

四
年
二
月
雛
、
五
函
’
六
一
頁

（
以
上
邦
文
の
諸
文
献
の
雪
崩
分
瓶
に
閲
し
て
は
、
主
と
し
て
皆

冒
ｏ
冒
目
ｇ
畠
の
苓
書
に
依
れ
る
も
の
で
あ
る
）

１
以
下
汁
八
頁
へ
綾
く
Ｉ

〕〔０６2０
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庚
田
戸
七

一
般
ス
キ
ー
術
の
指
導
ご
講
習
に

就
て
の
一
端

篭

画
に
言
ふ
な
ら
ば
、
合
宿
と
い
ふ
こ
と
と
、
誰
審
含
と
い
ふ
こ
と
も
、

字
義
的
解
瀞
か
ら
云
っ
て
も
、
事
柄
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
無
論
異

る
も
の
で
あ
り
、
瞳
別
せ
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ス
キ
ー

術
の
誰
智
含
が
多
く
の
人
に
ス
キ
ー
術
を
数
ふ
る
本
磯
で
あ
っ
て
，

合
宿
は
其
目
的
を
達
す
る
篇
め
の
一
手
段
、
便
策
に
過
ぎ
な
い
こ
と

は
、
誰
し
も
是
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
意
義
の
異
な
る
こ

さ
は
営
然
で
あ
る
。
私
は
関
体
的
ス
キ
ー
術
指
導
方
法
と
い
っ
た
様

な
方
而
の
意
味
か
ら
、
講
習
と
い
ふ
事
柄
を
第
一
義
に
、
こ
れ
を
論

焦
に
と
っ
て
考
へ
や
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
が
陽
・
罵
烏
自
律
国
．
ｍ
ｇ
旨
農
曾
雨
氏
等
の
著
講
、
《
《
三
目
冒

号
ｍ
ｍ
ｏ
冒
胃
駕
冨
頁
、
》
》
を
手
に
入
れ
た
時
、
計
ら
す
も
私
共
の
ス
キ
ー

合
宿
乃
至
は
講
習
命
に
つ
い
て
詳
述
し
た
い
希
望
も
私
に
は
あ
る

が
、
継
述
し
て
行
く
と
除
り
問
題
が
複
雑
に
な
る
か
ら
．
私
は
簡
箪

に
自
分
の
悲
謝
の
一
端
を
述
べ
、
最
後
に
、
号
〕
昌
昌
氏
等
の
著
書

中
に
あ
る
教
目
の
分
類
と
そ
し
て
組
分
け
方
法
と
を
附
加
し
た
い
と

田
心
ふ
Ｏ

合
宿
と
か
誰
智
曾
と
か
と
云
っ
た
事
柄
は
、
先
づ
其
文
字
、
叉
は

内
容
の
表
す
事
柄
か
ら
考
へ
て
、
鴬
然
之
を
定
義
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
一
体
字
護
の
定
義
と
か
解
綴
な
ど
き
云
ふ
も
の
は
、
人
に
よ
っ

て
異
り
勝
の
者
で
私
は
字
義
か
ら
の
定
義
解
繰
を
此
庭
で
は
致
し
た

く
な
い
。
私
は
軍
に
疫
隙
の
即
ち
幣
迩
世
間
で
合
楕
と
か
誰
習
愈
さ

云
っ
て
居
る
事
柄
の
躯
賛
を
さ
ら
へ
て
行
き
た
い
と
思
ふ
。
尚
厳
密

郎

、
、
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術
の
合
宿
乃
至
は
ス
キ
ー
術
の
講
習
で
、
と
っ
て
居
た
様
な
組
分
け

と
，
そ
し
て
指
導
方
法
を
と
っ
て
居
る
の
を
見
て
、
少
か
ら
す
愉
快

に
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
唾
際
久
キ
ー
術
の
講
習
乃
至
は
指
導
と
い

ふ
も
の
は
、
人
数
が
三
○
名
’
五
○
名
’
一
○
○
名
’
一
五
○
名
と

靖
加
す
る
に
つ
れ
て
、
統
一
が
困
難
で
あ
り
指
導
に
も
苦
心
せ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
或
揚
合
に
は
殆
ん
ど
目
的
が
達
せ
ら
れ
ず
に
指
導
す

る
こ
と
さ
へ
も
不
可
能
に
な
る
こ
と
は
、
多
く
の
人
達
の
己
に
継
臓

せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

夫
れ
故
特
殊
の
意
義
を
附
せ
ら
れ
勝
の
合
宿
で
の
指
導
き
か
、
講

習
と
い
ふ
問
題
は
、
此
虚
で
は
論
ぜ
ぬ
積
り
で
あ
る
。

＆侭

あ

あ
る
き
か
、
指
導
の
方
法
が
ど
う
で
あ
る
き
か
と
い
っ
た
風
に
、
な

か
ノ
ー
深
く
考
究
す
れ
ば
、
六
ケ
倣
い
こ
と
に
な
ら
う
。
ま
し
て
何

怠
流
な
ど
と
云
ふ
流
儀
な
ど
い
ふ
、
堅
苦
し
い
問
題
が
起
っ
て
来
様

も
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
之
に
附
随
し
た
事
柄
が
、
複
雑
し
て
来
る
こ

と
に
な
る
。
先
づ
私
は
そ
ん
な
除
り
機
微
に
渉
つ
た
こ
と
を
論
究
す

る
こ
と
を
欲
し
な
い
積
り
で
あ
る
。
か
う
ゆ
う
問
題
は
他
に
孝
へ
て

届
ら
る
る
、
多
く
の
専
門
的
挫
職
を
持
た
る
関
人
建
、
斯
遁
の
先
輩

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

然
し
先
づ
普
通
に
誰
に
も
孝
へ
ら
れ
、
事
貧
き
う
あ
る
べ
き
と
溌

然
に
考
へ
ら
る
上
事
柄
が
あ
ら
う
。

即
ち
指
導
と
い
ふ
こ
と
に
は
、
人
の
篇
に
自
分
が
一
腿
は
或
蓮
、

否
或
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
一
日
の
長
と
し
て
、
議
す
と
こ
ろ
が
必
要
さ
せ

ら
る
上
で
あ
ら
う
。
兎
に
角
自
分
で
経
験
し
、
研
究
し
た
こ
と
花
説

明
し
、
教
へ
て
や
る
と
い
ふ
黄
柾
が
あ
る
Ｊ

指
導
さ
る
上
と
い
ふ
人
に
も
亦
、
丁
度
之
と
反
劉
の
立
場
か
ら
同

じ
様
な
こ
と
が
云
ひ
得
ら
る
上
で
あ
ら
う
。
即
ち
拓
導
者
が
指
導
す

る
と
い
ふ
こ
と
に
封
し
て
、
責
任
を
以
て
醤
ろ
な
ら
ば
、
指
導
花
受

け
る
と
い
ふ
人
に
は
、
そ
の
責
任
に
封
し
て
、
義
務
が
な
け
れ
は
な

ら
な
い
と
思
ふ
。
指
導
者
の
無
責
任
な
指
導
と
か
、
被
指
導
者
の
非

ｴ9８”

講
習
と
振
導
と
い
ふ
こ
と
は
、
指
導
す
る
人
と
指
導
さ
る
人
々
ざ

の
加
互
開
係
か
ら
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
雨
瀞
の
立
場

も
自
然
異
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
詣
導
す
る
人
と
い
っ
た
様
な
こ
と
も
、
考
へ
て
行
け
ば
編

謀
す
る
だ
け
の
資
絡
も
必
要
で
あ
ら
う
し
、
経
験
で
あ
る
さ
か
、
資

力
如
何
と
か
‐
人
物
が
ど
う
と
か
と
い
ふ
事
柄
も
巻
へ
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ら
う
。

叉
指
導
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
も
、
説
明
の
仕
方
が
ど
う
で



聖

回

互
の
勢
力
ば
か
り
が
、
多
過
ぎ
て
、
却
て
不
結
果
に
な
る
こ
と
が
多

い
。
そ
れ
で
先
づ
指
導
者
一
人
に
封
し
て
、
被
据
導
者
十
人
位
多
く

て
十
五
人
位
迄
が
ｎ
大
へ
ん
成
績
が
あ
が
る
と
い
ふ
こ
ご
に
な
る
の

で
あ
る
。

所
が
普
通
の
壊
合
、
巷
間
に
開
か
れ
る
誰
脅
含
な
ど
で
あ
る
と
，

指
導
者
一
人
、
精
々
二
人
位
に
封
し
て
五
・
六
十
人
も
の
講
習
希
望

者
が
押
寄
せ
て
来
る
と
い
ふ
形
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
短
時
日
で

潜
ま
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
な
る
と
終
了
謹
書
な
ど
や
検
定
譜
な
ど

出
せ
た
も
の
で
な
い
。
一
年
間
の
講
義
を
一
ヶ
月
で
潜
ま
せ
て
，
試

験
を
せ
よ
な
ん
て
云
っ
た
っ
て
、
そ
ら
あ
無
理
な
こ
と
で
あ
る
と
は

吾
々
の
或
先
生
か
ら
よ
く
聞
く
話
で
あ
る
。

今
五
十
人
の
人
が
一
人
の
指
導
者
に
よ
っ
て
、
指
導
を
受
け
る
と

す
る
と
，
指
導
者
は
先
づ
自
分
の
指
導
し
や
う
さ
す
る
こ
と
を
，
説

明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
人
づ
ょ
を
つ
か
ま
へ
て
か
う
や
る
ん
で
す

と
、
誰
明
す
る
課
に
も
行
く
ま
い
か
ら
、
皆
の
人
を
寄
せ
集
め
て
読

明
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
う
す
る
と
其
説
明
が
徹
底
す
る
腿
か
、
全

く
聞
え
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
そ
し
て
ま
あ
中
に
聞
え
な

い
人
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
賑
説
明
が
終
っ
て
愈
演
習
と
い
こ
と

に
な
っ
て
、
一
人
の
講
習
者
が
、
一
分
畳
し
て
一
つ
の
動
作
を
す

2３ｴ９９

義
務
的
行
動
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
、
論
外
で
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
は

何
等
慣
値
の
な
い
、
本
営
の
ま
あ
さ
う
云
っ
て
は
語
弊
が
あ
る
と
云

は
る
Ａ
か
も
知
れ
な
い
が
、
職
業
的
場
合
に
見
ら
る
上
こ
と
が
多
い

そ
れ
は
誰
の
罪
で
も
あ
る
ま
い
、
お
互
の
罪
で
あ
る
。

講
習
と
い
ふ
こ
と
は
、
何
時
も
多
人
数
で
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い

も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
別
に
一
概
に
さ
う
も
云
ひ
切
る
課
に
は

行
く
ま
い
。
小
人
数
だ
か
ら
と
て
一
人
の
措
導
者
が
あ
っ
て
被
指
導

者
が
あ
れ
ば
成
立
す
る
と
恩
ふ
。
た
蟹
被
指
導
者
の
人
数
が
多
く
蹴

る
と
講
習
と
い
ふ
意
味
が
、
濃
厚
に
な
り
、
よ
り
狸
く
懇
く
さ
い
ふ

の
が
普
通
の
兄
方
で
あ
ら
う
。

講
習
の
意
義
と
い
ふ
錨
か
ら
い
ふ
と
却
て
、
人
数
の
少
い
方
が
よ

り
効
果
あ
る
と
い
ふ
位
の
も
の
で
あ
る
。

十
人
の
人
に
、
一
人
の
指
導
者
が
つ
い
て
捲
導
す
あ
場
合
と
，
五

人
の
被
指
導
者
に
向
っ
て
，
指
導
す
る
の
と
は
，
可
成
り
指
導
者
の

努
働
に
は
、
隔
り
が
あ
る
。
叉
一
方
か
ら
考
へ
る
と
十
人
前
後
で
あ

る
と
却
て
叉
詣
導
に
便
利
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ

の
被
指
導
者
の
披
価
が
互
に
相
似
て
居
る
と
か
、
叉
少
し
で
も
差
別

が
あ
っ
て
、
お
互
が
や
る
の
を
見
て
塁
え
る
と
い
ふ
黙
で
好
都
合
に

な
る
こ
と
が
、
多
い
の
で
あ
る
。
之
が
人
数
が
除
り
少
過
ぎ
る
と
，
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⑫

熟
練
者
の
組

勿
論
近
頃
の
様
に
ス
ポ
ー
ト
的
と
か
、
蓋
山
的
と
か
と
い
っ
た
風

に
専
門
的
の
練
智
研
究
の
篤
に
は
、
別
に
夫
々
班
別
は
し
て
来
て
居

る
が
。
之
は
叉
専
門
的
に
分
れ
た
人
の
人
数
が
、
纏
っ
て
来
た
場
合

に
は
、
勝
然
さ
う
す
る
必
要
が
あ
る
。
が
一
般
ス
キ
ー
術
の
指
導
、

講
習
に
は
前
記
の
三
つ
の
様
な
分
け
方
が
自
然
で
あ
る
と
思
ふ
。
そ

し
て
そ
の
方
法
が
互
に
好
都
合
な
の
で
あ
る
。

指
導
と
誰
雷
に
大
切
な
役
を
つ
と
む
る
も
の
に
、
日
敷
が
あ
る
。

日
数
が
五
日
間
言
か
、
一
週
間
と
か
、
十
日
間
壱
か
、
二
週
間
と
か

云
っ
た
様
な
工
合
で
、
日
数
に
よ
っ
て
も
亦
講
習
の
方
法
は
、
再
考

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
講
習
者
を
分
っ
て
、
や
る
方
法
を
さ

る
な
ら
ば
此
三
つ
の
分
け
方
が
靭
先
づ
好
い
方
法
で
あ
る
と
思
ふ
。

此
虎
で
考
へ
る
こ
と
が
一
つ
あ
屋
。
即
ち
同
じ
事
を
同
じ
程
度
の

人
に
指
導
し
て
居
て
も
，
ズ
ン
ノ
、
伸
び
て
行
く
人
と
．
な
か
ノ
ー

伸
び
ぬ
人
と
が
、
ど
う
し
て
も
あ
り
勝
で
あ
る
。
か
う
ゆ
う
場
合
に

伸
び
て
行
く
人
と
、
普
通
に
行
く
人
と
伸
び
な
い
人
と
の
人
数
が
、

如
何
程
異
る
か
と
い
ふ
と
、
伸
び
て
行
く
人
の
数
と
伸
び
な
い
人
の

数
と
殆
ん
ど
似
て
、
普
通
の
伸
び
方
（
伸
び
と
は
こ
上
で
は
上
達
程

度
を
表
す
言
葉
）
を
す
る
と
い
ふ
人
が
其
他
の
大
部
分
と
い
ふ
こ
と

2４ 一日gＩＵＩｑ

ろ
と
な
る
と
、
五
十
人
届
れ
ば
五
十
分
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
に
一
人
一
人
の
人
が
盛
間
し
て
、
之
を
一
々
懇
切
に
説
明
し
て
居

て
一
人
に
そ
の
馬
に
三
分
か
上
る
と
見
て
も
、
百
五
○
分
勘
二
時
間

半
費
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
う
す
る
と
一
つ
の
テ
ク
ニ

ッ
ク
の
説
明
ざ
演
習
が
一
通
り
潜
む
ま
で
に
、
三
時
間
位
は
優
に
、

饗
す
こ
と
に
な
る
。
一
日
に
多
く
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
指
導
す
る
様
に

依
頼
さ
れ
た
甥
合
な
言
は
、
倒
底
や
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
に
被
指
導
者
の
技
価
が
、
全
く
初
歩
で
あ
る
と
か
、
未
だ
練
習
日

尚
浅
い
様
な
、
人
達
ば
か
り
の
場
合
な
ら
、
一
日
に
一
つ
か
，
二
つ

の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
‐
指
導
す
る
だ
け
で
潤
ま
せ
て
も
ょ
か
ら
う
が
、

な
か
ノ
、
技
価
に
相
違
が
あ
っ
た
り
、
未
だ
初
心
か
ら
幾
何
程
も
進

歩
せ
ぬ
の
に
、
六
ケ
倣
い
技
術
を
歌
へ
る
様
に
、
依
頼
さ
れ
る
様
な

場
合
に
は
、
ど
う
し
で
も
其
庭
に
便
利
な
方
法
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら

な
い
に
と
に
な
る
．
そ
こ
で
講
習
員
を
技
術
の
相
迷
と
か
噺
練
智
振

り
と
か
、
程
度
に
よ
っ
て
分
つ
必
要
が
起
っ
て
来
る
。

そ
れ
で
吾
々
の
甥
合
で
は
、
大
体
次
の
様
な
分
け
方
を
し
て
、
合

宿
講
習
を
や
っ
て
来
て
居
る
。

初
心
者
の
組

中
等
度
の
組



指
導
と
指
導
課
目
の
こ
と
を
次
に
述
ぶ
る
必
要
が
あ
る
が
、
之
は

私
も
多
少
の
悲
泌
は
持
合
せ
て
も
居
り
、
叉
私
共
の
屈
し
て
居
る
部

の
方
法
に
つ
い
て
、
其
の
全
部
を
記
し
て
も
良
い
と
は
思
ふ
が
、
除

り
，
我
田
引
水
的
に
な
る
と
い
け
な
い
と
思
ふ
か
ら
、
私
は
、
次
に

、
。
旨
の
菖
璽
．
氏
の
も
の
を
列
記
し
た
い
と
恩
ふ
。
要
は
技
術
の
進
歩

の
程
度
に
よ
っ
て
指
導
課
目
は
指
導
者
の
考
へ
に
ょ
る
こ
と
が
多
い

と
恩
ふ
。

啓
冒
の
匙
冒
氏
の
指
導
課
目
は
次
の
様
に
な
っ
て
居
る
。

・
ス
キ
ー
誰
習
で
は
、
二
組
に
分
つ
の
が
良
い
方
法
で
あ
る
。

一
、
初
心
者
の
組

二
、
中
等
程
潅
の
組

三
、
熟
練
者
の
組

＄

座

此
三
分
類
の
方
法
は
、
ｌ
少
く
と
も
多
人
数
の
大
誰
習
の
時
に
ｌ

必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
何
故
と
い
ふ
に
．
五
房
は
、
己
に
ス
キ
ー
淵

走
に
開
す
る
根
本
的
概
念
を
有
し
、
而
し
て
最
初
の
演
習
を
終
了
し

て
居
る
と
こ
ろ
の
熟
練
者
に
比
べ
て
、
初
心
者
と
い
ふ
も
の
を
多
少

全
く
特
別
に
取
扱
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

何
れ
の
組
に
あ
っ
て
も
一
○
か
ら
一
五
人
以
上
に
超
え
ぬ
や
う
に

し
て
、
之
に
一
人
の
指
導
者
が
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
こ
の
方
法
に
よ

る
と
、
指
導
者
は
同
時
に
一
同
に
、
同
じ
事
を
示
す
こ
と
が
出
来
、

そ
し
て
同
じ
動
作
を
演
習
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

指
導
者
は
、
自
分
の
指
導
の
能
率
を
高
む
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て

有
効
に
時
間
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
一
組
初
心
者
の
課
目

準
備

ス
キ
ー
の
携
帯

ス
キ
ー
の
立
て
方

ス
キ
ー
締
具
の
締
め
方

平
地
行
進

登
商
法

斜
登
高

2５越UＦ１

に
な
る
。
そ
こ
で
う
ん
と
伸
び
る
人
と
一
向
伸
び
ぬ
人
の
仕
末
で
あ

る
が
、
う
ん
と
伸
び
て
行
く
人
は
、
伸
び
方
と
一
共
に
魁
よ
り
優
れ

た
組
へ
送
る
所
謂
秀
才
教
育
濯
施
し
て
や
っ
た
方
が
、
良
い
様
で
あ

る
。
一
向
に
伸
び
ぬ
人
は
先
づ
困
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
普
通
の

伸
び
の
人
達
の
歩
調
に
漕
ぎ
つ
け
さ
せ
る
標
努
力
さ
せ
て
、
そ
こ
に

止
め
て
置
く
よ
り
詮
方
な
い
と
思
ふ
。



少
》

牟
斜
枝
登
高

半
開
脚
鴬
行

淡
登
行

開
脚
登
行

平
地
の
方
向
愛
換

普
通
斜
而
の
方
向
愛
換

滑
降
法

縛
倒
及
び
起
立

除
雪
沿
降

制
動
滑
降

斜
而
の
自
由
滑
降

制
動
廻
縛

■

勺

右
方
全
制
動
廻
聴

第
二
組
中
等
程
度
の
組

平
地
の
方
向
愛
換

傾
斜
面
の
方
向
愛
換

斜
面
の
左
右
自
由
滑
降

斜
而
の
左
右
滑
降
（
跳
躍
に
よ
る
）

ス
ク
Ｉ
卜
滑
走

テ
レ
マ
ー
ク

以
上
の
様
な
方
法
に
大
体
シ
ュ
ナ
ィ
デ
ル
氏
等
は
分
っ
て
居
る
様

で
あ
る
。
而
し
て
ス
ブ
ル
ン
グ
の
指
導
方
法
や
紗
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
レ

ー
ス
の
練
習
方
法
は
特
殊
な
方
面
に
入
れ
て
居
る
や
う
で
あ
る
。

ス
プ
リ
ン
グ
の
方
法
を
ど
ん
な
風
に
す
る
か
は
、
資
際
シ
ュ
ナ
ィ

デ
ル
氏
か
ら
、
指
導
を
受
け
ら
れ
た
麻
生
氏
の
ジ
ャ
ム
プ
の
研
究
解

読
（
本
誌
第
六
十
三
銃
参
照
）
で
祁
営
理
解
し
得
ら
る
上
と
老
へ
ら

れ
る
。
（
八
、
二
○
）

・
・
山
向
き
テ
レ
マ
ー
ク

卿
叫
動
ク
リ
ス
チ
ア
ニ
ア

鉄
ク
リ
ス
チ
ァ
ー
ー
ァ
（
開
脚
ク
リ
ス
チ
ア
ニ
ア
）
（
ス
テ
ム
ク
リ

ス
チ
ア
ニ
ア
）

開
脚
廻
縛
滑
降

急
動
ク
リ
ス
チ
ァ
ー
ー
ア

跳
躍
廻
縛

聖
の
旨
冒
自
切
暦
］
］
ｇ

ｄ
営
再
の
言
眉

縛
換
法

第
三
組
熟
練
者

山
地
叉
は
峡
野
滑
走
の
資
際

ゲ
レ
ン
デ
ス
プ
リ
ン
ゲ
ン

2６ 矧｡鹿



愚

北
大
ス
キ
ー
部
に
於
て
は
十
一
月
杜
五
日
に
は
、
ス
キ
ー
部
創
立

十
五
週
年
祇
賀
曾
を
、
大
畢
権
内
畢
生
集
含
所
に
於
て
盛
大
に
催
し

創
立
欝
時
の
帯
先
輩
も
多
数
遠
近
よ
り
参
含
せ
ら
る
上
由
。

倫
営
日
は
過
般
落
成
せ
る
「
手
稲
パ
ラ
ダ
イ
ス
・
ヒ
ュ
ッ
テ
」
落

／
／
／
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
Ｚ
／
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ

皇
累
報
抄
録

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

一
一

二
一
口

町
型

北
大
ス
キ
ー
部
創
立
十
五
周
年
紀
念
事
業
の
「
山
岳
及
び
ス
キ
ー
」

に
開
す
る
展
魔
含
開
催
の
日
時
、
場
所
決
定
せ
り
。

日
時
十
一
月
廿
二
日
’
十
一
月
廿
四
日
（
三
日
間
）

塞
所
札
幌
南
一
像
通
り
今
井
呉
服
店
四
階

尚
出
品
物
は
「
山
岳
及
ス
キ
ー
」
に
開
す
る
各
種
の
篤
興
、
総
謹
、

統
計
、
登
山
及
ス
キ
ー
用
具
各
種
、
そ
の
他
我
国
へ
ス
キ
ー
渡
来
以

後
、
現
今
ま
で
に
蕊
達
し
て
来
た
径
路
を
物
語
る
歴
史
的
出
品
物
等

興
味
深
き
も
の
ば
か
り
に
て
華
々
し
く
開
催
の
由
。

燕
て
募
集
中
な
り
し
ス
キ
ー
部
十
五
週
年
記
念
出
版
は
、
シ
ー
ズ

ン
を
前
に
し
て
ゐ
ろ
開
係
か
、
内
外
よ
り
多
大
の
期
待
を
受
け
、
侭

に
橡
約
注
文
は
諸
方
よ
り
殺
到
す
る
の
有
様
に
て
、
委
員
は
忙
し
が

っ
て
ゐ
る
Ｏ

筒
諜
約
注
文
の
部
職
よ
り
少
し
多
く
印
刷
す
る
由
な
れ
ば
、
少
数

の
人
に
限
り
灘
約
締
切
後
の
申
込
の
注
文
に
も
砥
ぜ
ら
れ
る
と
の
話

で
あ
る
。
少
部
数
で
あ
る
か
ら
一
刻
で
も
早
く
申
込
ま
れ
た
い
と
噛

事
者
が
云
っ
て
ゐ
た
こ
と
淀
御
偲
へ
す
る
。

成
祇
賀
式
を
も
兼
ね
て
催
さ
れ
、
幻
燈
そ
の
他
に
て
今
シ
ー
ズ
ン
の

人
気
者
に
な
る
で
あ
ら
う
所
の
、
美
事
に
藩
成
せ
る
ス
イ
ス
風
の
ヒ

ュ
ッ
テ
を
紹
介
せ
ら
る
上
と
の
由
。

函
圃

2７203
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ペ
デ
ス
ッ
リ
ャ
ン
第
八
十
六
雛
祁
戸
徒
歩
倉

、
丙
瞬
閏
冒
自
浄
毒
侭
鱒
旨
瞬
再
思
の

ご
胃
量
型
巨
胃
胃
韓
冒
娠
画
ご
晦
逼
園
国
の
守
昌
．
鼠

援
護
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
○
且
．
］
・
伊
昌
目
氏
よ
り
寄
附
せ
ら
る
。

本
粥
に
は
麻
生
氏
の
ラ
ン
グ
ラ
ウ
フ
婆
の
篤
掘
が
載
っ
て
ゐ
る
。

北
海
這
帝
国
大
豊
文
武
雪
山
岳
郡
設
堂

藤
て
北
大
川
岳
部
設
立
を
希
望
し
，
種
々
計
謹
中
の
所
、
此
度
許

節
一
日
十
五
粁
三
十
粁

第
二
日
ジ
ャ
ン
プ
競
技
リ
レ
ー
〔
廿
八
粁
〕

全
日
本
ス
キ
ｉ
選
手
擢
大
含
開
催
地
決
定

国
ｑ
、
い
く
．
新
著
園
害

全
日
本
ス
キ
ー
聯
盟
は
十
月
十
七
日
束
束
に
名
代
表
者
参
集
、
今

シ
ー
ズ
ン
の
選
手
砿
大
倉
開
催
地
は
議
論
緬
出
の
結
果
、
投
票
に
よ

り
札
幌
に
決
定
・
日
時
は
多
分
明
年
二
月
五
、
六
日
頃
な
ら
ん
と
。

種
口

， 可
せ
ら
れ
、
絃
に
設
立
を
見
る
に
至
れ
り
。

北
大
山
岳
部
に
と
っ
て
は
猫
壇
揚
の
観
あ
る
北
海
道
各
部
の
山
岳

叉
樺
太
、
千
鳥
等
を
擁
し
て
、
今
後
の
謹
腿
は
四
季
を
通
じ
て
目
礎

し
き
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。

尚
こ
れ
が
華
々
し
き
護
曾
式
は
十
一
月
初
旬
に
行
は
れ
る
溌
定
に

て
、
術
各
種
計
譜
も
護
表
さ
る
る
筈
で
あ
る
。

（
廿
瓦
眠
り
識
く
〕

五
、
錐
三
両
等
畢
校
山
侭
部
報
告
節
四
銑
（
大
正
十
五
年
五
凡
透
行
）

一
六
一
ｉ
一
六
九
頁
所
栽
「
横
山
岳
ス
キ
ー
登
山
」
の
中
菰
に
於

ろ
雲
蹴
避
難
の
記
事
（
執
錘
者
今
西
錦
司
氏
）

（
非
常
に
周
到
巨
細
に
前
後
の
頚
情
が
誌
さ
れ
あ
り
て
、
今
後
の

吾
等
に
益
す
る
所
大
で
あ
る
。
惹
起
せ
し
雪
崩
そ
の
も
の
に
閲
し

て
ば
特
別
に
得
る
所
は
多
か
ら
ざ
る
に
し
て
も
、
遡
雌
後
の
虚
祇

或
ひ
は
洩
場
を
狐
察
し
て
雪
崩
惹
起
の
原
因
を
探
究
せ
ら
れ
、
間

解
を
以
て
吾
人
に
示
さ
れ
龍
ろ
ば
糊
に
淡
き
見
地
よ
り
槻
て
感
鮒

す
可
き
鮎
と
す
る
Ｏ
斯
る
場
合
避
難
後
の
顛
末
に
脇
し
て
ば
多
く

の
場
合
本
邦
に
於
て
は
其
の
詳
細
に
亘
ろ
事
備
は
是
迄
除
り
公
表

せ
ざ
る
が
如
く
成
り
居
る
に
も
拘
ら
ず
、
敢
然
細
ぺ
て
の
事
情
を

公
表
せ
ら
れ
淀
ろ
の
態
匪
は
吾
人
の
今
後
も
期
製
し
て
止
ま
ざ
る

所
で
あ
る
Ｏ
〕
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我
燕
は
術
過
波
時
代
に
あ
る
日
本
ス
キ
ー
界
の
た
め
大
い
に
研
究
を
萩

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ふ
り
よ
く
す
る
に
は
何
で
も
同
じ
だ
が
研
究
に

ふ
る
よ
り
外
は
な
い
か
ら
で
あ
る
Ｏ

本
誌
は
諸
溌
の
ス
キ
ー
に
閲
す
る
研
究
を
渡
表
さ
れ
ん
こ
と
を
切
望
す

る
。
そ
し
て
ス
キ
ー
を
合
理
的
に
各
方
而
か
ら
研
究
し
誰
い
。

来
る
べ
き
シ
ー
ズ
ン
を
前
に
し
て
以
上
を
以
て
編
戦
後
記
に
換
ふ
○

又
フ
ェ
ル
ド
ペ
ル
グ
山
上
の
鰯
填
は
、
フ
ラ
イ
プ
ル
グ
の
○
国
。
の
噌
曾
氏

が
閃
。
｝
〕
２
国
⑦
留
氏
を
介
し
て
寄
聴
せ
ら
れ
液
ろ
も
の
で
あ
る
。

叉
木
雛
よ
り
の
表
紙
は
美
術
界
の
泰
斗
京
都
の
河
合
卯
之
助
鴎
が
執
筆

需
照
せ
ら
れ
龍
も
の
で
、
あ
の
美
し
い
駒
草
か
脇
案
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
・
他
．

零

魂

雑

!）

に

も
う
方
“
て
雲
が
降
つ
菰
と
云
ふ
報
を
手
に
す
る
時
に
な
つ
龍
。
そ
し

て
間
も
な
く
町
も
、
野
も
、
畠
も
、
山
も
、
木
も
、
草
も
、
凡
て
地
悲
恋

ふ
も
の
は
白
い
雪
の
下
に
埋
れ
て
し
ま
ふ
。
即
ち
我
奔
の
天
地
が
展
開
さ

れ
る
の
だ
０
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甚

コースを只、駈足で滑走し、杖は左右交互に推進する。

Ｘ･Ｓ･氏は瑞西のGotthardIIl謎に届る職業兵で長年間斥候指揮官をやってる

人であるが、呼吸は一分間廿二一･け三回で、登りでは廿八回でそれ以上には増

さぬ､何となればそれ以上に聯して来ると苦痛を感じて来るからで､そうなると徐

々に弱め一番良い敬に迄下げる。そして一般練習中は平地では凝りでも此の状態

を保綾する様にして居る。練習中は全力を出すと五三六米の満さで冊八キロの地

黙迄一五五一一一五七分で登られる。平地と登りでは杖は何時も交互に推進し

て使ひ、決してStav1mggはやらない。

Ｇ氏は伊太利人で･仏年以来スキーをやり、今は四十才で、厭洲大戦中は斥候指

押官として従軍して居った。今迄呼吸に就いて考へたことが無い。身長は僅かに

一五○籾、重い漁った雲の日に次の試峨をやってみた。結果は如次。

第一試験ｇ歩敷は一分間に七六、杖も七六回、杖は交互に出して推進するが其

の時は足と反勤の側、即ち前に出した杖の側の肩を覗く前に出し、杖を推進する

時は前跡を肘開節で曲げた侭胴に引きつける様にして力を節約する。猫、上体は

弧く前に倒し、顔は下を向く様にする。一呼吸には約五歩蓮ばれ、速める時は四

歩であるから一分間には全部で廿一廿五回呼吸する事となる。

第二試駿．速い。一分間一二○歩で、杖は交互に推進し一二○回、杖は平地で

は出畿の時以外にはStavlmggなやらぬ。長距離を走る時は呼吸は一分間廿回以

上に成らぬ様にする。何となれば呼吸困難が常に伴って来る篇めである。

斯様に、我等の前にやった試験は速さの黙でも商さの鮎でも此等の試職の時よ

り大きかったが、得た数値は此等の良く練習に積んだ、良い技術を持てる人々の

敷値より少しも劣勢でない。

と云ふ様な理由であるから、私は、長距離を走る時には、上記の様な用杖法

を探れば、一分間に二○一二八回の呼吸を以てnoimnjlなものと認め度い

勿論個人々 の々素質叉は上達龍力に由って、二○と廿八との間に種海の差異

は有る。

（SkiWettl皿胞ｒより）
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大きい。一分間廿八1m以上の吸呼を領けなければならぬ様なスポーツは、より少

数の呼吸数で潜む他のスポーツよりは時間的に禰緬性が著しく減ずるものであ

る。此の黙から考へるとスキー競技は各種の禰緬的競技DalleISPO此中の最高位

に在るのである。

故に、そればかりでも身体の要求さるム鍔働の大さも推量される。してみると

是叉以前から起って居る全競走参加者は瞥者の診察を受け、叉出来得るならば競

走練需中でも監督を受けよ、との要求に科畢的の根艦を典へる事に成る。呼吸筋

に加はる大なる貢播は勿論分り切った事であるが、胸園を測ったりレントケン検

査を吐たりする事も必要である。

以上述べた事柄からして分る様に、呼吸の方法と云ふ物は、好レコードと言

った様な剃那々々の牧渡を得る傭めにも、亦スキーイングの際の術生の傭め

にも滑走法と用杖法と密接に開連して最大の意義を有するのである。である

からスキーランナーが呼吸法の極めて重要なる事を良く理解して居っても、

綱ての人々が其の事を体得しないでスキーランニングに従事する時は、スキ

ー動作にも、健康にとっても、不利盆を識す事となるのである。

次に、私は二三の最も優れたランナーの呼吸と歩敷を述べ上記の我等の試験の

時のランナーのそれと較べて見よう。

Ｊ･〕〔'．Ｂ､氏は数年以来スキー競走に参加して好成績を示して居るが或る一定の

滑走法､用杖法､呼吸法を用ひて居る。即ち三調子と穂し二歩進み吸気しSt〔Whtigg

と共に呼気をし、引緬いて雨脚で長く滑る事にして居る。長距離の速さでは一分

間に六六一七八歩で、其の中廿二一廿六はStav1mggであるが、呼吸激は廿

二一廿六回である。

斯様に歩数と杖激と呼吸数は互いに正確に運ばれてゐるため、自然的に或る

リズムが生じ、体力の消饗が経涛となるものである。

野．Ｓ･氏は瑞西の大家であるが、氏はランニングの初めには一分間に十五一一

十二回、後には、約五分後で獄、十八一什回の呼吸をするが、四一五キロ走

った後では雌大駁の呼吸をする。併し決して一分什回以上の呼吸をしない様にし

て居る。一番ゆっくりと走る時で一呼吸に八歩を進ませ、長距離の時には一呼吸

毎に二一・三歩を進む。即ち一分間に八十一一百廿歩蓮ふことになる。そして全

2o７ Ｈ

色

鎌
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に曲りどうしても差異有るものであるから、此の瓢にも注意する必要が有る。叉

呼吸数も体重により差異有る事も注意す可き事である。第四の人の数値の大なる

ものである。

叉優秀な耐久力の大なる登山家は決して或る程度以上に速さ歴噂して登行す

るものではない。

一般に摩擦に劉・抗して行はれるスポーツは他の物よりはより大なる呼吸激を必

要とするもので水泳、淋艇では水、スキーでは雲が摩擦を起すので共に呼吸数も
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トハ三段滑走

時ノ汲後ノ動

作ノ様二雨杖

ｦ･同時二列二

出シ推進スル
コトナリ

此の表の中の第五の人は先の試駿の時の第四の人で、滑走法も宜しきを得る矯

め最小の数値を示して居る。

氏は二歩で吸気をしStavhuggで呼気し雨脚で長く動作を正しく繰り返した

叉第五の人を除いては他の人〃では試職回数が重なると共に呼吸回敬が減少し

て来るのが目立って居る。何とななれば充分な姿勢を取ってない人や練習不充分

なる人では、滑走と呼吸とを互いに正しく調和せしむる迄に相営に時間を要する

所篤である。雨者は併し第三回目の試騒の時には雌も良く調和して居った様であ

る雲がもっと良かったらもつと具合ひの良い呼吸数を示れて走れたと我々は信じ

て居る。

此の試験からして用ひられた技術に差異が少しく有ったが、それは一呼吸毎に

運ばれる歩敷、百米間に運ばれた歩数、及び百米に篤された呼吸数の開係から起

る物である。猫百米を走り抜くに要した時間も開係して居る。次の四つの表が此

の消息を樽へて居る。（次表参照）

此等の表で分る様に第五の人は良好なる成被を示し、一呼吸で最大数の加之、

最大長さの数を蓮び百米で最小の呼吸数を示して居る。

此等の我等の至らない試駿からしても、呼吸数は上記のＬ及びS雨氏の賛醗が

数ふるより以上の差異が人々によって有る事が分る。表の雨極端を見ると一目瞭

然たる様に練習の充分不充分は大なる差異の源となるものである。叉歩敷は身長

209 ４
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一樫ハ15米ナリ

同‘海一試験ハ静

蕊嬢溺性名|年齢|練雷|試験回数|呼吸|滑走鰻離|榔脈｜杖｜瀧意
ｌｌｌｌ'回目’331(総〕''361哩寧子|時間午後3－４

11,.Z1201充分'2回図’311(縦〕'1281同僅新雪､柔､若干

Ｉ

２１Ｗ,Sch.｜２７不充分

例
一
Ｎ
一
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一
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３
－
１
ｌ
２
ｌ
３

哩
一
蝉
一
睡
一
皿
一
凶
一
幽

私は敷年乗自分に就いて観察したが、安静なる呼吸の時には呼気には約四秒、吸

気には同榛に四秒叉は五秒を笠やし、呼気と次に来る吸気との間の時間、即ち呼

吸休止時間は三秒である。然るに運動する時、殊に急激なる通勤をする時は、休

止時間は一秒の何分の一と言ふ分敷に迄も縮少され、吸気時間も次に短縮され、

最後に呼気時間が小さくなる。而して此の漂な時間の切迫する事は上記の試慰の

時も著明に表はれた。即ちコースの後半部で傾斜が噸し始めた遥では休止時間は

殆んど零になり、事賞上呼気に引き綴いて休みもなく直ちに吸気が行った。こん

な事は呼吸に注意してる人々で、運動中調整に留意してる人は誰でも見得る事で

ある。

要するに、呼吸に就いて良く観察する事は、一般の人冷が考へてる以上に、

スボートの際の肉鵠運動に封して大なる侭値が有るもので、競走、長距離競

走、斥候等に従事して優れた成績を示す多蝋の人は、微細に呼吸法に注意し

練習し髄其の結果好成績を漣得するものであると私は敢言し度いのであるｏ

籾、同年四月十八日に談向きの雲が降ったので、前に三月廿八日に行った試職

を前と同じ人誼及び新しい人を交へて後試験して見た。それには千七百米の高さ

で、除り行き難くはない、生ず卒坦な谷間の地を選んだ｡、

左に其の結果を示す。

〔137形〕

３

聖|舞祷霧
錐三試験ハ長

同｜蛎祷霧不充分

路顕ら

，卜wl訓陰陸
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４ＩＩ３５１充

〃１００皿’〃 ２６

表
試験者’試 職

呼吸回数’

２

|番雅||年齢 走距離智
分
分
分
分

充
充

練
不
不
充
充

淵

分間ｌＵＯＭＩＩ分間２８
１１１４７

４１１都合ニヨリ測ラズ

層

〃１１２Ｍ〃２１

吸回澱

２ １ ２ ７

３１１１７

〃124皿’〃１８

〃ｌ ＯＯＭＩ〃 ２６

３１１２７１充

１０

スキーを藷けて走る時より、一分間の呼吸数が非常に少ない事を見たが此は誰で

も貸隙に経職する事である。

資際方法に就いては人により意見も有る事であらうが、今迄の賞駿の様に罪呼

吸を無くし、只口呼吸のみ許した事は一考を要する事で、殊に呼吸数増加を老へ

る時に然りである。

私は呼吸回数に就いて概念を得るため四人の人を以て、上記のI』及びＳ雨氏の

成績の中で呼吸回数に開する部分だけを後試験をして見た。

先ず規定ざして一分間だけ滑走させ、その時杖は左右交互に使用したり、叉は

三段滑走の了りにする様に雨杖を同時に隈の前方に突き出し弧く後方に押す方法

を探ることにした。此の方法は平地には用ひられるが、登りには地勢上からして

只杖を交互に突く方法のみ用ひられろ。

一九二三年三月廿八日午前十一時に試職が行はれた。滑走距離は一五○米で、

十米毎に標識を置き、コースの始まりの部分では傾斜は殆んど無いが、後半部か

らは百米毎に二米登る割合の傾斜を示した。気温は飛氏十五度、背には何等荷重

を貢はす、複杖を使用した。四人の試験者中一と四の人は同じスキー、二と三の

人は同じスキーを使用し、全員皆一度づ瞳走った。其の結果は次の様であった。

２１１

２１１３

１１１１３＄’５－６

〃１２５皿Ｉ〃１５

而して試騒終了後の呼吸同敷は一分間には表

次の様だ。

表（一）に見る様に最小の呼吸数を示して

る第四の人は、以前から長距離スキー滑走海

やり、呼吸方法に留意して束た人で、二歩毎

に吸ひ二歩毎に呼<事にしてあったのである

]０分後’１時間後

一一全一塾

番鱗|了,悪
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スキーテクニヅクの研究
●蓋③噂配◎琴尋。

デイスタンスレースの呼吸法に就て

Dr．Ｗ，Ｋｎｏｎ氏通

山口毒一毒
吋

此の問題に就いて私はLiljestrand及びStenst''6ｍ雨氏のやった興味有る新陳

代謝試験を詳しく述べやう。

氏等は先ず雲中に於けるスキーの摩擦を試職した。それに依って正確なる成祇

は得られなかったが、摩擦はスキーの通勤の始めよりは運動中の方が小さい事、

及び、運動速度を或る程度以上に増すと再びずっと減る樵に見えると、言ふ事が

明かに分った。併し之は私の考へでは恐らく資験の誤りで、私は愛成したくない

のである。即ち或る日は二人の試職者の成彼の差異は彼等の体重に比例し、叉、

或る日はそんな事が無かった。叉、二人のﾊﾘひたスキーは同じ物でなかったから

此ればかりでも誤りは起り得るのである．上記のＬ及びＳの雨氏は一分間に於け

る呼吸数と空気の肺への出入堂並びに使用されたる醗素壁、殊に綾生せる炭酸瓦

斯の堂に就き研究し次の結果を得た。

平地で0.6--1.2分間の試験の際は、各試験共に呼吸激は速さ言共に増加するが

決して正確に連繊的の塘加をするものでない。叉、各試験瀞及び同一人でもその

試繊の度毎に呼吸増加の様子は一定してない。Ｎとｓなる二人の人に就き二回宛

試駿をしたのに最大速さの時の呼吸戯は却って最大速さの前の速さの時より少な

かった。此の際併し呼吸試験器RespiIatiollsaPp風ratを背量って居ったと云ふ事ば

かりでも､充分な深い呼吸を多少共妨け､それが篇めにも何時かは疲勢が起きると

言ふ事を念頭に澄く必要が有る。Loewy氏の最近の愛職も呼吸試職器を口にのみ

連絡し鼻を閉じて行はれた。氏は斯くして渡験して、スキー諾着けずに走る時は

I ２DＰ
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