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梺
釘
偽
魁
承
鰍
闇
討
く
い
わ
檮
ゆ
夢
近
世
の
部
落
が
出
来
た
の
は
近
世
の
初
頭

》
だ
と
い
ず
立
場
に
立
っ
て
い
ま
す
が
、
‐
な
ぜ
近
世
の
初
頭
と
い
う
特

別
の
時
期
に
部
落
が
作
ら
れ
た
の
か
、
分
裂
支
配
の
そ
の
時
の
あ
り

よ
う
を
き
っ
ち
り
と
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
意
識
か
ら
、
部
落
が
で
き
る
直
前
に
ど
う
い
う
状
況
が
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
調
べ
出
し
た
の
で
す
。
蓮
客
ら

そ
う
い
う
こ
と
に
ま
ず
注
目
し
た
方
が
、
船
越
白
白
さ
ん
と
い
う
丹

波
の
在
野
の
歴
史
研
究
者
で
す
。
直
接
の
き
っ
か
け
は
今
言
っ
た
よ

う
な
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
研
究
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
白
木
の

中
世
の
末
期
に
は
、
一
向
一
摸
と
い
う
非
常
に
大
き
な
民
衆
の
闘
い

が
あ
り
、
錘
既
洛
の
先
祖
の
人
々
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
た
形
跡
が
濃

い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
究
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
一
向
一
摸
と

部
落
の
起
源
に
は
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

形
で
調
べ
ら
れ
、
『
被
差
別
部
落
形
成
史
の
研
究
』
（
解
放
出
版
社
）

と
い
う
本
を
一
九
七
六
年
に
お
出
し
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
そ
の
船
越
さ
ん
の
本
に
触
発
を
受
け
な
が
ら
い
ろ
い
ろ

調
べ
て
い
く
と
、
確
か
に
一
向
一
摸
は
当
時
の
曰
本
の
歴
史
上
、
非

常
に
大
き
な
意
義
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
ろ
ん
な
研
究
者

に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
特
に
立
教
大
学

の
藤
木
久
志
さ
ん
と
い
う
方
が
そ
の
点
を
非
常
に
強
調
し
て
お
ら
れ

、
（
１
）

州瀞蕊灘川鑪植蝿烈トト鮒瀧献諭駿州燗

古
代
・
中
世
の
お
一
一
人
の
方
が
言
わ
れ
た
、
中
世
と
近
世
の
連
続

・
非
連
続
の
問
題
を
中
心
に
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。こ
こ
を
担
当
し
た
の
は
私
で
す
が
、
こ
こ
で
か
な
り
の
ペ
ー
ジ
数

を
さ
い
て
、
一
向
一
摸
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
従
来
の
部
落
史
の
概
説
書
ｌ
た
と
え
ば
『
新
版
部
落
の
歴
史
と

解
放
運
動
』
（
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
六
五
年
）
や
『
部
落
の
歴
史
と

解
放
運
動
』
前
近
代
篇
（
部
落
問
題
研
究
所
、
’
九
八
五
年
）
Ｉ
と

は
非
常
に
違
っ
た
点
で
す
。
な
ぜ
今
回
の
『
部
落
解
放
史
』
で
は
一

向
一
摸
に
つ
い
て
ス
ペ
ー
ス
を
さ
い
て
詳
し
く
説
明
し
た
の
か
と
い

部
落
史
研
究
の
到
達
点
と
課
題
（
近
世
）

「
部
落
解
放
史
』
全
三
巻
発
刊
の
意
義

秀
吉
の
時
に
作
ら
れ
た
太
閤
検
地
帳
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
参
考
に

な
よ
せ

し
て
作
ら
れ
た
名
寄
帳
と
い
う
土
地
台
帳
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に

「
か
わ
た
」
と
い
う
記
載
が
広
範
に
み
ら
れ
ま
す
。
現
在
確
認
さ
れ

る
も
の
を
一
覧
表
に
し
て
掲
げ
て
あ
り
ま
す
が
、
東
は
武
蔵
国
か

ら
、
西
は
肥
後
国
に
至
る
ま
で
太
閤
検
地
帳
の
類
に
「
か
わ
た
」
と

い
う
記
載
が
出
て
き
ま
す
。

い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

藤
木
久
志
さ
ん
は
、
織
田
政
権
あ
る
い
は
豊
臣
政
権
の
基
本
的
な

政
策
は
、
こ
の
強
大
な
一
向
一
摸
を
、
い
か
に
解
体
し
て
い
く
か
と

い
う
過
程
で
推
進
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
論
証

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
織
田
・
豊
臣
政
権
、
さ
ら
に
そ

の
後
の
徳
川
政
権
に
と
っ
て
も
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
政
策
の
一
つ

と
し
て
身
分
制
度
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
の
で
、
身
分
制
度
に
一
向
一

摸
解
体
政
策
が
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
予
想
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
で
調
べ
て
い
き
ま
し
た
。

す
る
と
、
刀
狩
り
に
し
て
も
検
地
に
し
て
も
、
さ
ら
に
兵
農
分

離
、
百
姓
の
耕
作
強
制
に
し
て
も
、
そ
の
多
く
が
一
向
一
摸
の
解
体

か
ら

政
策
と
絡
ん
で
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し

た
。 う
と
、
こ
れ
が
連
続
・
非
連
続
の
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。

従
来
、
部
落
の
起
源
を
説
明
す
る
場
合
、
よ
く
分
裂
支
配
説
と
い

う
の
が
持
ち
出
さ
れ
？
少
数
の
、
数
パ
ー
セ
ン
ト
の
支
配
者
が
圧
倒

的
多
数
の
農
民
を
、
あ
る
い
は
町
人
を
支
配
す
る
た
め
に
分
裂
支
配

の
道
具
と
し
て
部
落
と
い
う
も
の
を
作
っ
た
の
だ
と
、
こ
う
い
う
説

明
で
き
た
と
思
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
ま
ず
子
供
た
ち
の
方
か
ら
批
判
が
あ
っ
た
ら
し
い
の

で
す
。
な
ぜ
今
か
ら
三
五
○
年
な
い
し
四
○
○
年
ぐ
ら
い
前
の
豊
臣

政
権
の
頃
か
ら
江
戸
時
代
の
前
期
に
か
け
て
部
落
が
で
き
た
の
か
、

そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
子
供
の
疑
問
が
出
さ
れ
た
の
で

す
。
中
世
に
も
古
代
に
も
身
分
制
は
あ
っ
た
の
で
、
分
裂
支
配
説
だ

け
で
説
明
す
る
と
、
古
代
や
中
世
に
部
落
が
で
き
て
も
論
理
的
に
は

不
都
合
で
は
な
い
の
で
す
。
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「
か
わ
だ
」
は
職
業
名
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
身
分
名
と
し
て
も
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
理
由
を
い
ろ
い
ろ
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
が
、
既
に
太
閤
検
地

帳
に
「
か
わ
た
屋
敷
」
と
い
う
記
載
が
、
本
村
の
屋
敷
と
は
別
に
記

載
さ
れ
て
い
る
記
録
が
あ
随
）
ま
た
、
伊
丹
の
方
で
発
見
さ
れ
た
も

の
で
、
検
地
帳
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
名
寄
帳
に
、
本

村
の
百
姓
一
一
七
名
を
記
し
た
あ
と
一
一
一
名
の
「
か
わ
た
」
を
記
し
、
最（７）
 

後
に
「
あ
る
き
」
と
い
う
記
載
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

最
近
、
名
寄
帳
の
持
っ
て
い
る
意
味
が
見
直
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ

が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
う
い
う
村
内
の
記
載
順
序
か
ら
し
て
、
百
姓
ｌ
「
か
わ
た
」
ｌ

「
あ
る
き
」
と
い
う
社
会
的
序
列
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
れ
は
、
近
世
の
身
分
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
と

も
関
わ
り
ま
す
が
、
身
分
を
身
分
た
ら
し
め
て
い
ろ
と
思
わ
れ
る
職

業
、
そ
の
身
分
に
随
伴
す
る
役
負
担
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
て
い
く

と
、
江
戸
時
代
の
「
え
た
」
身
分
ｌ
私
た
ち
は
主
と
し
て
「
近
世

こ
の
「
か
わ
た
」
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
論
争
点

あ
ん
だ
ち
い
つ
ぉ

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
武
庫
川
女
子
大
学
の
安
達
五
男
さ
ん
は
、
こ

れ
は
単
な
る
皮
革
業
者
を
さ
す
職
業
名
で
、
身
分
名
で
は
な
い
、
だ

か
ら
こ
の
頃
に
は
ま
だ
部
落
は
成
立
し
て
い
な
い
、
と
言
わ
れ
ま

（
３
）
 

（
４
）
 

（
５
）
 

す
。
そ
れ
に
対
し
て
私
や
大
阪
大
学
の
脇
田
修
さ
ん
な
ど
は
、
こ
の

そ
こ
で
、
そ
の
「
か
わ
た
」
と
い
う
の
が
仮
に
身
分
で
あ
る
と
し

て
、
そ
の
身
分
に
ど
う
い
う
人
々
が
組
み
込
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と

が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
中
世
と
の
連
続
の
問
題
が
出
て

き
ま
す
。
最
近
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
古
い

絵
図
・
文
書
の
分
析
に
よ
る
と
確
実
に
中
世
の
河
原
者
、
済
目
あ
る

い
は
宿
の
一
部
と
つ
な
が
っ
て
い
る
部
落
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
京

都
と
か
奈
良
・
大
阪
・
兵
庫
県
の
一
部
な
ど
で
は
そ
う
い
う
部
落
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
か
つ
て
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
近
世
の
部
落
が
中
世
の

被
差
別
民
と
は
無
関
係
に
、
近
世
に
な
っ
て
突
如
作
り
出
さ
れ
た
と

い
う
考
え
方
は
、
明
ら
か
に
お
か
し
い
の
で
す
。
い
ま
ま
で
の
政
治

起
源
説
は
、
中
世
の
被
差
別
民
と
の
関
係
を
明
確
に
は
認
め
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
い
ま
や
文
献
で
み
る
と
確
実
に
中
世
の
被
差
別
民

と
つ
な
が
っ
て
い
る
近
世
部
落
が
各
地
に
存
在
し
て
い
ま
す
。

す
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
く
、
ま
ず
権
力
の
中
枢
地
か
ら
政
策

的
に
作
ら
れ
て
い
っ
て
、
そ
れ
が
周
辺
に
だ
ん
だ
ん
拡
延
さ
れ
て
い

く
と
い
う
経
路
を
た
ど
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の

間
、
お
そ
ら
く
半
世
紀
ぐ
ら
い
の
期
間
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

■■■■ 
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部
落
」
と
表
記
し
ま
し
た
が
ｌ
は
そ
の
身
分
固
有
の
仕
事
と
し

て
、
牛
馬
が
死
ぬ
と
そ
の
解
体
処
理
を
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に

は
先
ほ
ど
横
井
清
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
な
、
「
け
が
れ
」
の
問
題

が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ

の
身
分
に
随
伴
す
る
役
負
担
と
し
て
、
皮
革
の
上
納
、
あ
る
い
は
行

刑
（
刑
の
執
行
）
の
仕
事
を
一
部
の
部
落
が
や
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
も
、
「
け
が
れ
」
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
点
か
ら
部
落
の
成
立
を
確
定
し
て
い
く
と
、
だ
い
た
い

豊
臣
秀
吉
の
時
に
か
な
り
の
規
模
で
一
定
の
集
団
に
死
牛
馬
の
処
理

の
仕
事
が
強
制
・
固
定
化
さ
れ
、
か
つ
、
か
な
り
の
地
域
で
刑
の
執

行
の
仕
事
や
警
察
的
な
役
負
担
を
含
め
、
特
定
の
役
負
担
が
課
せ
ら

れ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。

そ
こ
で
、
私
が
書
い
た
と
こ
ろ
で
ち
ょ
っ
と
反
省
し
て
い
る
点

は
、
部
落
が
成
立
し
て
い
く
場
合
の
地
域
的
格
差
の
問
題
で
す
。
お

そ
ら
く
豊
臣
政
権
の
下
に
お
い
て
、
そ
の
権
力
の
中
枢
地
で
あ
っ
た

大
坂
と
そ
の
周
辺
で
、
ま
ず
近
世
部
落
が
作
ら
れ
て
い
き
、
そ
し
て

一
六
○
一
一
一
年
に
江
戸
幕
府
が
開
か
れ
た
の
を
一
つ
の
促
進
剤
と
し

て
、
関
東
の
方
で
も
部
落
が
広
範
に
成
立
し
て
い
き
、
次
第
に
東

北
、
北
陸
、
あ
る
い
は
四
国
・
九
州
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
い
ま
ま
で
、
豊
臣
政
権
の
下
で
い
っ
ぺ
ん
に
全
国
的
に
作

ら
れ
た
か
の
よ
う
な
理
解
を
、
実
は
私
自
身
が
し
が
ち
だ
っ
た
の
で

そ
れ
で
は
近
世
の
部
落
す
べ
て
が
中
世
の
被
差
別
民
と
つ
な
が
っ

て
い
た
と
い
え
る
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
少
な
い
研
究

の
中
で
も
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
中
世
の
河
原
者
と
か
清

目
に
結
び
付
く
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
階
層
・
身
分
の
人
と
結

び
付
く
部
落
が
い
く
つ
か
確
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
世
の
被
差
別
民
と
結
び
付
く
と
い
っ
て
も
、
主
と
し
て
河
原
者

・
漬
目
、
そ
れ
か
ら
宿
の
者
の
一
部
、
あ
る
い
は
中
世
に
も
「
え

た
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
階
層
の
人
々
に
結
び
付
く
だ
け
で
、
か
っ
て

林
屋
辰
三
郎
さ
ん
な
ど
が
研
究
を
さ
れ
て
い
た
頃
、
中
世
の
被
差
別

民
の
主
流
と
さ
れ
て
い
た
散
所
の
民
の
よ
う
な
人
々
と
は
、
あ
ま
り

つ
な
が
っ
て
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
非
常
に
難
し
い
問
題
が
介
在
し
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
中
世
の
宿
や
散
所
が
解
放
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
解
放

さ
れ
な
い
ま
ま
、
い
わ
ゆ
る
近
世
の
「
雑
賎
民
」
と
し
て
存
続
す
る

場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
で
す
か
ら
、
中
世
の
解
放
さ
れ
な
か
っ
た

被
差
別
民
が
「
え
た
」
身
分
に
再
編
成
さ
れ
た
と
い
う
言
い
方
は
、

少
な
く
と
も
事
実
と
は
合
い
ま
せ
ん
。
解
放
さ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
宿

は
夙
と
し
て
、
「
え
た
」
身
分
に
な
ら
ず
に
存
続
し
て
い
く
場
合
が

か
な
り
見
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
中
世
の
河
原
者
と
か
宿
と
、
江
戸
時
代

の
「
え
た
」
身
分
の
存
在
形
態
が
非
常
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と

い
う
点
で
す
。
も
ち
ろ
ん
系
譜
的
に
は
つ
な
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
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の
治
め
て
い
る
地
域
の
政
治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
、
宗
教
的
な
諸

要
素
を
も
と
に
、
自
分
た
ち
の
都
合
に
よ
っ
て
部
落
と
い
う
も
の
を

設
定
し
て
い
っ
た
際
、
一
向
一
摸
に
関
わ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
も
、
一
つ
の
要
素
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
う

い
う
推
測
を
し
て
い
ま
す
。

特
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
中
世
の
末
期
に
興
福
寺
が

犯
罪
人
に
対
し
て
、
「
非
人
」
処
分
（
犯
罪
を
と
が
め
、
「
非
人
」

に
落
と
す
こ
と
）
を
し
て
い
た
と
い
う
事
例
が
わ
か
っ
て
き
て
い
る

と
い
う
点
で
す
。
上
田
正
昭
さ
ん
を
委
員
長
と
し
た
奈
良
市
同
和
地

区
史
的
調
査
委
員
会
が
ま
と
め
た
『
奈
良
の
部
落
史
』
史
料
編
に
⑩

だ
い
た
い
四
○
件
ぐ
ら
い
の
「
非
人
」
処
分
の
事
例
が
出
て
き
て
い

〔
、
）

ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
一
向
一
摸
は
当
時
の
権
力
者
に
と
っ
て
は
ま
っ

た
く
許
す
こ
と
の
で
き
な
い
犯
罪
行
為
で
す
か
ら
、
参
加
し
た
人
の

身
分
を
落
と
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い

う
風
に
推
測
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

江
戸
時
代
の
身
分
制
度
の
と
こ
ろ
で
は
、
い
ま
ま
で
「
士
農
工

商
え
た
。
ひ
に
ん
」
と
い
う
形
で
図
式
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ

い
て
、
私
な
り
の
批
判
を
入
れ
て
お
き
ま
し
た
。
考
え
て
み
ろ
と
、

『
部
落
の
歴
史
と
解
放
運
動
』
の
旧
版
も
新
版
も
、
と
も
に
「
士
農

工
商
え
た
・
ひ
に
ん
」
と
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
ふ
り
か
え
っ
て

み
れ
ば
、
戦
前
か
ら
近
世
史
研
究
者
は
、
江
戸
時
代
の
身
分
を
捉
え

し
、
や
っ
て
い
る
仕
事
・
役
負
担
の
面
で
一
部
つ
な
が
る
場
合
が
あ

り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
は
原
則
と
し
て
「
え
た
」
身
分
の
人
が
死
牛

馬
を
処
理
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
う
少
し
厳
密
に
言
う
と
、
死
牛
馬
を
処
理
す
る
権
利
ｌ
草
場

株
と
か
旦
那
様
と
言
わ
れ
ま
し
た
ｌ
が
「
え
た
」
身
分
に
集
中
し

て
い
ま
す
。
関
東
の
方
で
は
「
ひ
に
ん
」
身
分
の
人
が
実
際
の
解
体

処
理
を
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
草
場
株
を
握
っ
て
い
た
の
は
関
東

で
も
や
は
り
「
え
た
」
身
分
で
す
。
こ
れ
が
他
の
身
分
に
譲
渡
あ
る

い
は
売
買
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
中
世
の
末
期
で
は
、
死
牛
馬
処
理
の
株
が
和
泉
国
の

被
差
別
民
か
ら
、
た
と
え
ば
根
来
寺
の
成
真
院
と
い
う
と
こ
ろ
に
移

（
８
）
 

動
し
て
い
た
り
、
奈
良
で
も
被
差
別
民
か
ら
、
他
の
、
後
に
つ
え

た
」
身
分
に
な
ら
な
い
人
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま

（
９
）
 

す
。そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
存
在
形
態
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す

し
、
中
世
の
河
原
者
．
「
え
た
」
が
原
則
と
し
て
刑
の
執
行
や
警
察

の
役
目
を
や
ら
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
も
ず
い
ぶ
ん

疑
問
が
あ
り
ま
す
。
河
原
者
で
や
っ
て
い
た
階
層
・
地
域
も
あ
り
ま

す
が
、
原
則
と
し
て
そ
う
い
う
役
目
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か

に
は
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

ろ
の
に
「
士
農
工
商
え
た
ｂ
ひ
に
ん
」
と
は
ほ
と
ん
ど
言
っ
て
い
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
工
商
は
、
ほ
と
ん
ど
町
人
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
百
姓
と
町
人
の
身
分
的
上
下
関
係
を
研
究
し
、
百
姓
が
上
で

町
人
が
下
だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
証
拠
を
挙
げ
て
論
証
し
て
い

る
研
究
論
文
は
、
ま
だ
見
あ
た
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
場
合
に
よ
っ

て
は
知
識
人
の
頭
の
中
で
は
、
百
姓
が
上
で
町
人
が
下
だ
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
れ
を
示
す
随
筆
の
よ
う

な
も
の
は
残
っ
て
い
ま
す
が
、
制
度
と
し
て
百
姓
と
町
人
を
比
べ
、

百
姓
が
上
で
町
人
が
下
だ
と
い
う
よ
う
な
記
録
は
、
ま
だ
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
こ
の
図
式
に
は
天
皇
が
欠
落
し
て
い
ま
す
し
、
公
家

・
僧
侶
・
神
官
が
抜
け
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
網
野
善

彦
さ
ん
が
中
世
史
研
究
に
お
い
て
強
調
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
非

農
耕
の
民
の
存
在
が
、
「
士
農
工
商
え
た
・
ひ
に
ん
」
の
図
式
か
ら

は
も
れ
て
い
ろ
と
い
う
こ
と
で
す
。
山
の
民
あ
る
い
は
海
の
民
と
い

わ
れ
て
社
会
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
階
層
の
人
々
が
、
こ

の
身
分
制
度
の
枠
組
み
か
ら
も
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し

て
い
ま
す
。

こ
の
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
切
れ
目
、
断
絶

が
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。
血
統
的
に
み
た
場
合
、
一
部
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
し
、
役
負
担
・
仕
事
の
面
で
も
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
存
在
形
態
の
大
き
な
相
違

と
か
、
あ
る
い
は
中
世
の
被
差
別
民
と
は
つ
な
が
ら
な
い
部
落
が
あ

る
と
か
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
切
れ
目
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
切
れ
目
が
作
り
出
さ
れ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
一
向

一
摸
と
、
そ
れ
を
弾
圧
し
た
支
配
権
力
と
の
、
当
時
の
階
級
闘
争
と

い
う
か
政
治
の
あ
り
よ
う
が
介
在
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う

こ
と
を
抜
き
に
し
て
安
易
に
、
た
ま
た
ま
い
く
つ
か
の
部
落
が
中
世

の
被
差
別
民
に
結
び
付
い
て
い
る
か
ら
と
か
、
あ
る
い
は
職
業
が
結

び
付
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
中
世
起
源
説
を
唱
え
る
の
は
、
間
違

っ
て
い
ろ
と
思
い
ま
す
。

さ
て
私
は
、
『
部
落
解
放
史
』
上
巻
に
お
い
て
、
直
接
、
部
落
と

一
向
一
摸
が
関
わ
っ
て
い
る
事
例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
し
た
。
部

落
の
中
に
は
古
い
お
寺
が
あ
り
、
し
か
も
浄
土
真
宗
の
場
合
が
ほ
と

ん
ど
で
す
。
そ
し
て
一
向
一
摸
に
参
加
し
た
こ
と
を
示
す
記
録
を
保

存
し
て
い
る
部
落
の
お
寺
も
確
実
に
存
在
し
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
、
当
時
の
幕
藩
領
主
が
、
自
分
た
ち

次
の
「
民
衆
支
配
と
『
賎
民
』
」
の
部
分
は
、
中
尾
健
次
さ
ん
が

五
四
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史
料
に
基
づ
き
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
皮
革
の
流
通
圏
を

三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
江
戸
時
代
の
仕
事
と
し
て
、
皮
革
業
、
農
業
以
外
に
、

せ
っ
た

と
６
ん

と
い
し

》
三
駄
づ
く
り
、
灯
心
、
竹
細
工
、
砥
石
業
、
破
魔
弓
の
製
造
、
薬
種

業
、
漁
業
、
雑
芸
能
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま

す
。次
は
部
落
の
人
口
増
加
の
問
題
で
、
こ
こ
は
生
瀬
克
己
さ
ん
の
担

当
で
す
。
長
い
目
で
見
ろ
と
曰
本
の
人
口
が
停
滞
な
い
し
、
あ
る
い

は
減
少
し
て
い
る
近
世
中
・
後
期
に
お
い
て
す
ら
、
部
落
の
人
口
の

多
く
は
順
調
に
伸
び
て
い
る
と
い
う
事
例
を
、
各
地
の
デ
ー
タ
を
紹

介
し
な
が
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
宇
和
島
藩
の
人
口
統

計
を
用
い
ら
れ
、
藩
レ
ベ
ル
の
「
え
た
・
ひ
に
ん
」
身
分
の
人
口
の

変
動
ぶ
り
と
、
百
姓
・
町
人
・
武
士
人
口
の
変
動
ぶ
り
と
の
相
違
点

を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

一
九
六
○
年
代
ご
ろ
ま
で
は
、
こ
の
人
口
増
加
の
原
因
を
社
会
増

と
自
然
増
の
両
方
に
ほ
ぼ
同
じ
ウ
ェ
イ
ト
を
も
っ
て
求
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
（
た
と
え
ば
前
掲
『
部
落
の
歴
史
と
解
放
運
動
』
）
、
最

近
の
研
究
に
よ
り
ま
し
て
、
社
会
増
と
い
う
の
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
自
然
増
が
主
な
原
因

で
あ
っ
た
こ
と
が
、
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
○

次
の
「
近
世
部
落
と
信
仰
」
の
部
分
は
中
尾
さ
ん
が
担
当
さ
れ
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
氏
神
祭
り
か
ら
の
排
除
で
あ
る
と
か
、
白
山
信
仰

担
当
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
民
衆
支
配
が
江
戸
時
代
の
前
期
に
ど

の
よ
う
に
確
立
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
詳
し
く
分
析
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
特
に
身
分
支
配
に
関
し
て
宗
門
改
制
度
を
重

視
さ
れ
、
こ
の
宗
門
改
制
度
の
実
施
を
通
じ
て
幕
藩
権
力
は
人
民
を

身
分
的
に
掌
握
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
過
程
で
「
え

た
」
身
分
が
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
注
目
す

べ
き
見
解
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
宗
門
改
制
度
の
こ
と
を
注
目

さ
れ
た
の
は
中
尾
さ
ん
が
初
め
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
体
系
的
に

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
新
し
い
研
究
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
「
賎
民
』
統
制
の
始
ま
り
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
特
に

弾
左
衛
門
の
支
配
の
確
立
過
程
を
最
近
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
な
が

ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
第
三
章
「
近
世
中
期
の
『
賎
民
』
支

配
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
幕
藩
権
力
に
よ
る
差
別
の
強
化
と
い
う
こ
と

で
、
豊
臣
時
代
に
お
け
る
「
か
わ
た
」
と
い
う
身
分
呼
称
が
ど
う
い

う
形
で
「
え
た
」
に
変
わ
っ
て
い
く
か
を
、
新
し
い
史
料
を
ふ
ま
え

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
問
題
意
識
は
原
田
伴
彦
さ
ん

が
概
説
書
を
書
か
れ
た
頃
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
頃
は
元

禄
時
代
に
「
え
た
」
と
い
う
呼
称
が
広
範
に
出
て
き
て
、
そ
の
頃
に

確
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
定
説
的
に
言
わ
れ
て
い
た

の
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
最
近
の
史
料
の
発
掘
に
よ
り
、
元
禄
時
代
よ
り
以
前
に
か
な

最
後
に
第
五
章
「
近
世
後
期
の
『
賎
民
』
支
配
と
被
差
別
民
の
闘

い
」
で
あ
り
ま
す
。
第
一
節
は
生
瀬
さ
ん
が
担
当
さ
れ
「
差
別
政

策
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

一
七
七
八
年
（
安
永
七
年
）
の
幕
令
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
、
幕
府

は
は
じ
め
て
「
え
た
・
ひ
に
ん
」
身
分
な
ど
を
対
象
に
法
令
を
出
し
た

わ
け
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
そ
の
法
令
の
位
置
づ
け
が
あ
い
ま
い
に
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
単
な
る
風
俗
規
制
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
、
京
都
大
学
の
朝
尾
直
弘
さ
ん
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
の
で
す
が
、
こ
の
法
令
に
よ
っ
て
幕
府
は
全
国
の
被
差
別
民

を
勘
定
奉
行
が
統
括
す
る
と
し
て
、
担
当
部
局
を
定
め
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
勘
定
奉

行
を
そ
の
管
轄
機
関
と
し
て
幕
府
が
全
国
の
被
差
別
民
を
統
一
的
に

把
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
最
近
の
研
究
成
果
を
紹

介
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

次
に
布
引
敏
雄
さ
ん
が
担
当
さ
れ
ま
し
た
「
封
建
的
危
機
の
深
化

と
被
差
別
民
」
「
小
前
。
無
高
層
と
一
摸
・
騒
動
」
で
あ
り
ま
す
。
今

ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
事
件
を
含
め
て
、
詳
細
に

の
問
題
、
そ
れ
か
ら
仏
教
に
対
す
る
信
仰
の
問
題
で
差
別
戒
名
に
つ

い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

り
「
え
た
」
と
い
う
言
葉
が
各
地
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
き
て
お
り
、
本
書
で
は
、
検
地
帳
や
名
寄
帳
に
出
て
く
る
「
か

わ
た
」
が
ど
う
い
う
形
で
「
え
た
」
と
い
う
よ
う
に
名
称
変
更
さ
れ

て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
差
別
の
強
化
と
か
ら
ま
せ
て
、
詳

し
く
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
居
住
地
の
強
制
移
動
の
問
題
に
つ
い
て
も
丹
念
に
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。

第
四
章
「
近
世
被
差
別
民
の
生
活
」
の
「
近
世
部
落
の
生
業
」
に

つ
い
て
も
、
中
尾
さ
ん
が
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
六
○

年
代
ご
ろ
ま
で
、
「
近
世
部
落
の
人
々
は
農
業
に
は
従
事
し
て
い
な

か
っ
た
」
と
い
う
偏
見
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
い
か
に
間
違
い

で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
事
実
で
も
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
同

時
に
、
い
く
つ
か
の
藩
で
は
、
藩
の
法
令
に
よ
っ
て
、
農
業
を
す
る

こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
わ
せ
て
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。

皮
革
産
業
に
つ
い
て
も
詳
細
に
調
べ
ら
れ
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。

原
田
さ
ん
の
時
代
に
は
、
皮
革
の
製
造
工
程
が
な
か
な
か
明
ら
か
に

な
ら
な
か
っ
た
の
が
、
最
近
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
点
が

詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の

は
、
皮
革
製
品
の
流
通
網
の
広
さ
に
つ
い
て
の
研
究
で
す
。
摂
津
の

渡
辺
村
と
九
州
の
い
く
つ
か
の
部
落
が
流
通
網
で
結
ば
れ
て
い
た
こ

と
や
、
現
在
の
広
島
、
愛
媛
な
ど
と
結
ば
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を

六
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一
摸
騒
動
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
特
に
布
引
さ
ん
が
長
い
間
研

究
さ
れ
て
い
ま
し
た
長
州
藩
内
の
被
差
別
民
の
闘
い
に
つ
い
て
詳
し

く
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
原
田
伴
彦
さ
ん
、
脇
田
修
さ
ん
の
業
績
の

中
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
幕
末
の
維
新
団
、
あ
る

ち
ゃ
せ
ん

い
は
一
新
組
、
上
の
関
の
茶
笑
隊
に
関
す
る
研
究
成
果
（
布
引
さ
ん

自
身
の
他
、
前
田
朋
章
さ
ん
、
北
川
健
さ
ん
ら
の
研
究
）
を
ふ
ま
え

ら
れ
、
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
よ
う
い
ん
だ
か
す

そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
圭
口
田
松
陰
と
高
須
久
子
と
い
う
女

性
と
の
関
係
で
す
。
こ
の
女
性
は
武
家
出
身
で
あ
り
ま
す
が
、
被
差

別
民
と
恋
愛
を
し
ま
す
。
そ
れ
が
も
と
で
処
罰
を
受
け
、
牢
獄
に
つ

な
が
れ
ま
す
。
そ
の
時
同
じ
獄
に
つ
な
が
れ
て
い
た
吉
田
松
陰
と
交

流
を
し
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
松
陰
は
被
差
別
民
に
強
い

関
心
を
よ
せ
ま
す
。
山
口
で
は
宮
番
と
い
う
の
が
被
差
別
民
の
一
つ

あ
だ
う

に
な
る
の
で
す
が
、
宮
番
の
女
性
が
仇
討
ち
を
し
た
と
い
う
こ
と
を

聞
き
、
そ
の
こ
と
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め
る
と
い
う
こ
と
を
松
陰
は

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
松
陰
が
行
っ
た
の
も
高
須
久
子

と
交
流
を
行
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て

お
ら
れ
ま
す
。

と
し
ま
る

そ
れ
か
ら
、
松
陰
門
下
か
ら
吉
田
稔
麿
と
い
う
人
が
出
て
き
ま

す
。
彼
が
維
新
団
や
一
新
組
を
つ
く
る
大
き
な
役
割
を
果
た
す
わ
け

せ
ん
し
ゆ
う
ふ
じ
あ
つ

で
す
。
加
賀
藩
で
解
放
思
想
を
展
開
し
て
有
名
な
千
秋
藤
篤
は
、
幕

つ
ま
き

臣
の
妻
木
田
宮
と
い
う
人
を
介
し
て
圭
口
田
稔
麿
と
何
ら
か
の
関
係
が

（
９
）
奈
良
市
同
和
地
区
史
的
調
査
委
員
会
編
『
奈
良
の
部
落
史
』
史
料
編

（
奈
良
市
、
一
九
八
六
年
）
三
一
四
’
七
頁
。

（
、
）
同
前
、
一
六
三
’
一
一
一
一
○
頁
。

（
４
）
『
近
世
部
落
の
成
立
と
展
開
』
（
解
放
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
。

（
５
）
「
近
世
封
建
制
と
部
落
の
成
立
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』
第
三
一
一
一
輯
、

一
九
七
二
年
五
月
）
。
「
部
落
成
立
に
関
す
る
覚
書
」
（
『
日
本
文
化
史

論
叢
』
柴
田
実
先
生
古
稀
記
念
会
、
一
九
七
六
年
）
。

（
６
）
『
河
内
国
更
池
村
文
書
』
第
三
巻
二
九
七
五
年
）
一
五
’
六
頁
。

（
８
）
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
史
料
選
集
』
第
一
巻
、
古
代
・
中
世
篇
、

（
７
）
前
掲
拙
箸
、
一
七
一
’
三
頁
。

（
一
九
八
八
年
）
三
五
○
’
四
頁
。
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あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
吉
田
稔
麿
の
い
わ
ゆ
る
部
落
民
隊
を
つ
く

る
と
い
う
提
案
は
、
加
賀
藩
士
の
千
秋
藤
篤
と
何
ら
か
の
形
で
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
注
目
す
べ
き
指
摘
を
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
布
引
さ
ん
の
研
究
に
よ
り
ま
し
て
、
江
戸
後
期
に
お

け
る
被
差
別
部
落
大
衆
の
闘
い
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し

た
。
本
書
を
お
読
み
に
な
れ
ば
、
江
戸
後
期
の
被
差
別
民
衆
が
い
か

に
差
別
に
対
し
て
、
様
々
な
形
態
で
曰
々
闘
い
を
展
開
し
て
い
た
の

か
、
お
わ
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

以
上
、
中
尾
・
生
瀬
・
布
引
さ
ん
の
執
筆
内
容
に
つ
い
て
は
、
き

わ
め
て
不
十
分
な
紹
介
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
三
人
の
方
々
に

ご
海
容
を
お
願
い
し
ま
し
て
、
私
の
拙
い
報
告
を
終
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

注（
１
）
「
統
一
政
権
の
成
立
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
９
近
世
１
、
岩
波

書
店
、
一
九
七
五
年
）
一
一
一
五
’
六
頁
。
『
織
田
。
豊
臣
政
権
』
（
小
学

館
、
一
九
七
五
年
）
一
三
○
、
一
七
七
’
八
頁
。

（
２
）
「
幕
藩
制
と
天
皇
」
（
『
大
系
日
本
国
家
史
３
近
世
』
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
七
五
年
）
一
九
七
頁
。

（
３
）
「
被
差
別
身
分
の
形
成
論
ノ
ー
ト
」
（
『
兵
庫
の
部
落
解
放
史
』
創
刊

号
、
一
九
七
六
年
）
一
一
一
’
三
頁
。
『
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』

（
一
九
八
○
年
、
明
石
書
店
）
一
一
一
三
’
六
頁
。

由
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０
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