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い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
臼
井
寿
光
さ
ん
の
『
兵
庫
の
部

落
史
』
第
一
一
巻
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
紀
州

を
例
に
実
証
さ
れ
た
の
が
大
き
な
成
果
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。ま
た
大
熊
哲
雄
さ
ん
は
「
東
京
部
落
解
放
研
究
』
六
七
号
「
上

州
植
野
職
場
の
入
用
銭
紛
争
に
見
ら
れ
る
諸
問
題
」
で
、
「
植
野
」

と
い
う
市
場
に
来
る
商
人
か
ら
長
吏
身
分
の
者
が
上
前
銭
を
取
っ

て
い
て
、
商
人
が
上
前
銭
を
渡
す
の
は
義
務
な
の
か
単
な
る
慣
例

な
の
か
で
操
め
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
論
文
で
は
旦

那
場
の
問
題
を
い
わ
ば
支
配
領
域
に
ま
で
広
げ
、
旦
那
場
に
入
っ

て
く
る
雑
芸
や
諸
賎
民
に
対
し
て
進
退
す
る
な
ど
の
権
限
が
長
吏

に
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
議
論
し
て
い
ま
す
。
同
じ
よ

う
な
議
論
は
、
先
の
『
東
曰
本
の
近
世
部
落
の
具
体
像
』
所
収
の

論
文
「
幕
末
関
東
に
お
け
る
竹
筬
の
製
造
。
販
売
を
め
ぐ
る
動
向

に
つ
い
て
」
で
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
竹
筬
〈
た
け
お
さ
）

に
つ
い
て
は
、
こ
の
大
熊
論
文
が
契
機
に
な
っ
て
今
関
東
の
研
究

の
中
で
比
重
が
か
な
り
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
一
定
の
研
究
蓄
積
を
も
つ
旦
那
場
制
の
問
題
を
全

否
定
す
る
の
が
塚
田
孝
さ
ん
で
、
先
に
中
尾
さ
ん
が
報
告
で
触
れ

た
「
勝
扇
子
」
や
「
櫓
銭
」
の
こ
と
も
、
と
ら
え
返
し
て
み
れ
ば

こ
れ
ま
で
旦
那
場
の
問
題
と
し
て
議
論
し
て
き
た
こ
と
な
わ
け
で

す
ね
。
塚
田
さ
ん
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
新
し
い
見
解
を
出
し

次
に
、
僕
の
担
当
部
分
を
便
宜
的
に
分
け
て
、
近
年
の
研
究
動

向
を
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
第
一
点
は
、
近
年
の
研
究
の
中
で
再
び
旦
那
場
制
の
問
題

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
そ
の
取
り

上
げ
方
が
こ
れ
ま
で
と
は
少
し
違
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
す
。
た

と
え
ば
東
日
本
部
落
解
放
研
究
所
編
「
東
曰
本
の
近
世
部
落
の
具

体
像
』
の
中
の
池
田
秀
一
さ
ん
の
論
文
「
職
場
曰
割
帳
に
つ
い
て

の
一
考
察
」
が
一
番
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
議

き
て
い
ま
す
。

そ
し
て
第
四
は
、
部
落
史
研
究
者
内
部
で
の
時
代
区
分
が
あ
い

ま
い
に
な
っ
て
き
て
、
「
越
境
」
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
最
近
感
じ
ま
す
。
例
え
ば
『
部
落
問
題
研
究
』
’
二
四

輯
で
は
近
代
史
の
人
々
が
集
ま
っ
て
議
論
し
た
ほ
と
ん
ど
が
近
世

史
だ
っ
た
り
、
明
石
書
店
か
ら
出
た
『
賤
民
身
分
論
』
で
は
近
世

研
究
者
に
よ
る
中
世
に
関
す
る
発
一
一
一
一
口
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
と
い

う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
傾
向
は
部
落
史
に
限
っ
て
で
は

な
く
、
「
移
行
期
」
論
な
ど
と
い
う
独
自
の
区
分
が
で
き
る
よ
う
に

日
本
史
研
究
そ
の
も
の
が
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
き
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

二
、
旦
那
場
制
を
め
ぐ
っ
て

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
旦
那
場
権
で
も
な
ん
で
も
な
く

て
、
興
行
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
め
に
う
る
さ
い
こ
と
を
言
っ
て

く
る
連
中
に
木
戸
番
が
金
を
渡
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
な
ん
だ
と

い
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
僕
ら
は
旦
那
場
制
と
い
っ
て
も
法
的
な
裏
付
け
を
持
っ

て
い
る
な
ど
と
考
え
て
い
ま
せ
ん
し
、
長
い
間
か
か
っ
て
変
化
も

含
み
な
が
ら
作
ら
れ
た
了
解
事
項
を
、
概
念
化
し
て
旦
那
場
制
と

呼
ん
で
き
た
わ
け
で
、
し
た
が
っ
て
当
事
者
の
力
関
係
も
含
め
て

旦
那
場
制
は
成
立
す
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
暴
力
団
の
た
か
り

の
よ
う
に
と
ら
え
て
よ
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
高
埜
利
彦
さ
ん
は
『
近
世
曰
本
の
国
家
権
力
と
宗

教
」
（
東
大
出
版
）
の
な
か
で
相
撲
身
分
と
部
落
と
の
関
わ
り
を
め

ぐ
っ
て
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
先
の
こ
と
と
同
様
に
興
行
に
関

わ
る
問
題
で
、
相
撲
身
分
の
者
は
長
吏
の
手
下
と
見
な
さ
れ
て
い

た
の
が
、
賤
民
身
分
を
脱
す
る
た
め
に
長
い
間
努
力
し
、
つ
い
に

上
覧
相
撲
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
間
が
え
た
身
分

の
よ
う
な
者
と
見
な
さ
な
く
な
る
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
れ
は
こ

れ
と
し
て
面
白
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
安
達
五
男
さ
ん
は

『
ひ
ょ
う
ご
部
落
解
放
』
で
、
兵
庫
の
神
崎
郡
の
史
料
紹
介
を
し

な
が
ら
、
死
牛
馬
処
理
の
問
題
を
論
じ
て
い
ま
す
。
吉
田
栄
治
郎

さ
ん
は
『
安
堵
町
史
』
の
別
編
の
同
和
問
題
編
で
、
旦
那
場
と
い

論
さ
れ
て
い
る
の
は
詳
細
な
も
の
で
す
。
関
東
の
旦
那
場
と
い
う

の
は
、
死
牛
馬
の
処
理
を
す
る
権
利
で
あ
る
「
下
場
」
、
そ
れ
と
勧

進
場
の
権
利
を
持
つ
「
上
場
」
が
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
自
体
は
峯
岸
さ
ん
が
す
で
に
明
ら
か
に
し

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
峯
岸
さ
ん
は
「
下
場
」
は
曰
割
り
で
「
上

場
」
は
村
割
り
だ
と
し
て
い
た
の
で
す
が
、
池
田
さ
ん
は
今
回
の

論
文
で
「
上
場
」
も
曰
割
り
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
し
て
い
ま

す
。
結
論
か
ら
い
え
ば
史
料
の
根
拠
が
薄
い
の
で
、
実
証
さ
れ
た

と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
池
田
さ
ん
の
論
文
の
メ
リ
ッ
ト
は
そ

ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
関
東
に
お
け
る
旦
那
場
の

問
題
を
細
か
な
部
分
ま
で
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
に
明
ら
か
に
し
た
点

に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
僕
ら
が
こ
れ
ま
で
死
牛
馬
処
理
の
問

題
を
中
心
に
議
論
を
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
八
○
年
代
以
降
は

勧
進
場
の
問
題
に
も
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
反
省

が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
論
文
は
そ
う
い
う
流
れ
の
成
果
と

し
て
出
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
関
連
し
て
も
う
一
つ
の
成
果
は
、
死
牛
馬
の
処
理
と
い

う
中
に
は
牛
馬
だ
け
で
は
な
く
猪
や
鹿
な
ど
の
野
獣
の
処
理
権
の

問
題
も
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
、
前
田
正
明
さ
ん
の
二
つ
の
論
文

が
あ
り
ま
す
。
有
元
正
雄
さ
ん
の
退
官
記
念
論
文
集
と
「
史
学
研

究
』
の
論
文
な
ん
で
す
が
、
山
の
多
い
地
域
で
は
牛
馬
以
外
の
死

体
の
処
理
に
携
わ
る
か
わ
た
身
分
の
比
重
が
多
か
っ
た
と
の
べ
て
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．
も
し
ろ
い
く
ら
い
で
し
ょ
う
。

第
三
点
は
、
村
社
会
の
中
の
皮
田
村
に
つ
い
て
で
す
。
藤
本
さ

ん
は
少
し
前
の
『
曰
本
村
落
史
講
座
』
の
論
文
の
中
で
村
落
社
会

に
お
け
る
皮
田
村
の
位
置
付
け
と
い
う
問
題
提
起
を
行
な
い
、
そ

の
中
で
「
登
録
身
分
」
と
い
う
理
屈
を
立
て
て
報
告
し
て
い
ま
す
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
畑
中
敏
之
さ
ん
が
『
部
落
問
題
研
究
』
二

一
輯
に
「
部
落
問
題
形
成
の
歴
史
的
前
提
」
を
書
い
て
い
ま
す
。

部
落
と
本
村
と
の
間
の
関
係
を
村
領
と
い
う
実
体
で
と
ら
え
て
そ

の
支
配
を
解
こ
う
と
い
う
議
論
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
成
り
立
た

な
い
も
の
で
す
。
部
落
に
は
早
く
か
ら
独
立
し
た
村
領
を
持
っ
て

い
た
場
合
も
例
外
的
と
は
一
一
一
一
口
い
が
た
い
ほ
ど
存
在
し
た
わ
け
で
す

し
、
ま
た
播
磨
国
で
は
馬
田
と
い
う
部
落
の
枝
郷
に
百
姓
身
分
の

一
般
村
が
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
そ
こ
の
百
姓
身
分
の
村
は
部

落
の
枝
郷
と
し
て
部
落
か
ら
支
配
を
受
け
る
か
と
い
う
と
、
そ
ん

な
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
村
領
論
で
支
配
・
被

支
配
の
問
題
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

第
四
点
の
「
ケ
ガ
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
森
栗
さ
ん
の
報

告
に
委
ね
る
と
し
ま
す
。

第
二
点
は
、
近
代
の
「
下
層
社
会
」
論
の
影
響
で
し
ょ
う
か
、

最
近
は
都
市
と
賎
民
に
触
れ
る
議
論
が
い
く
つ
か
出
て
き
て
い
ま

す
。
藤
本
清
二
郎
さ
ん
は
「
近
世
中
期
の
都
市
犯
罪
と
社
会
構
造
」

で
、
和
歌
山
の
「
御
用
控
帳
」
と
い
う
牢
番
頭
の
記
録
か
ら
主
と

し
て
刑
事
罰
に
な
る
よ
う
な
事
件
を
取
り
上
げ
、
そ
の
統
計
的
な

処
理
も
含
め
て
展
開
し
て
い
ま
す
。
非
常
に
実
証
的
で
学
ぶ
べ
き

と
こ
ろ
は
個
々
に
あ
り
ま
す
が
、
結
論
と
し
て
正
徳
期
を
境
に
し

て
犯
罪
件
数
が
増
大
す
る
が
、
そ
の
基
礎
に
は
都
市
に
多
数
滞
留

し
て
く
る
非
人
、
新
非
人
の
問
題
が
あ
る
、
つ
ま
り
非
人
問
題
と

都
市
の
社
会
問
題
が
連
動
し
て
お
り
、
都
市
に
犯
罪
の
世
界
、
い

わ
ば
裏
世
界
が
あ
る
と
い
う
結
論
を
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
そ
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
方
向
付
け
や
結
論
に

は
き
わ
め
て
大
き
な
異
論
が
あ
り
達
す
。
牢
番
頭
が
犯
罪
と
見
な

す
も
の
だ
け
が
犯
罪
な
の
か
ど
う
か
、
犯
罪
の
全
体
を
理
論
的
に

整
理
せ
ず
、
奉
行
所
の
曰
か
ら
だ
け
見
て
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

う
も
の
を
い
ろ
ん
な
諸
賤
民
が
持
っ
て
い
る
様
々
な
権
利
の
統
一

と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

こ
の
『
安
堵
町
史
』
の
史
料
編
に
は
、
未
見
の
貴
重
な
史
料
も
た

く
さ
ん
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
五
点
は
生
活
・
生
業
に
関
し
て
で
す
が
、
ま
ず
皮
革
に
関
し

四
、
生
活
と
生
業

三
、
都
市
と
賎
民
、
村
社
会
と
皮
田
村

て
永
瀬
康
博
さ
ん
が
「
皮
革
産
業
史
の
研
究
」
と
い
う
大
き
な
本

を
出
し
た
こ
と
が
成
果
の
一
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
、

先
の
塚
田
さ
ん
の
「
身
分
制
社
会
の
解
体
」
も
内
容
的
に
は
渡
辺

村
の
皮
革
業
に
つ
い
て
で
す
。

塚
田
さ
ん
の
も
う
一
つ
の
論
文
は
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
良
と
賎
」

と
い
う
標
題
で
す
が
、
内
容
的
に
は
良
に
も
賎
に
も
何
も
関
係
な

い
論
文
で
す
。
中
心
は
対
馬
藩
の
皮
革
産
業
に
つ
い
て
述
べ
て
い

て
、
要
す
る
に
対
馬
藩
も
福
岡
藩
も
皮
革
産
業
に
関
し
て
は
同
じ

だ
っ
た
と
い
う
結
論
で
す
。
な
ら
ば
本
当
に
対
馬
藩
の
皮
扱
い
と

福
岡
藩
の
皮
扱
い
が
同
じ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
全
然
違
い
ま
す
。

対
馬
藩
は
毛
付
き
の
原
皮
を
播
磨
国
に
送
っ
て
加
工
さ
せ
て
、
自

分
の
と
こ
ろ
で
特
産
品
に
し
た
り
、
原
皮
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
売

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
福
岡
藩
は
毛
付
き
の
皮
を
渡
辺
村
以
外

に
は
送
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
、
何
を
か
言
わ
ん
や
、
で
す
。

こ
の
間
、
履
物
の
問
題
で
は
御
存
知
の
通
り
畑
中
さ
ん
が
『
曰

本
の
近
世
』
の
中
で
主
と
し
て
雪
駄
の
問
題
を
や
っ
て
お
り
、
論

文
は
リ
パ
テ
ィ
お
お
さ
か
の
特
別
展
の
冊
子
『
は
き
も
の
生
活
史
」

の
中
に
あ
り
ま
す
。
僕
は
雪
駄
が
部
落
と
関
係
す
る
の
は
雪
駄
の

底
の
皮
の
方
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
畑
中
さ
ん
の
論
文
に
よ
れ

ば
皮
の
部
分
は
ど
う
で
も
よ
く
て
肝
心
な
の
は
上
の
方
の
雪
駄
表

だ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
驚
い
て
い
ま
す
。
雪
駄
の
底
は
生
皮
そ
の

も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
一
般
の
者
が
扱
う
と
は
考
え
に
く
い
。

結
果
が
出
る
の
は
初
め
か
ら
分
り
き
っ
て
い
る
。
流
入
者
と
い
う

契
機
は
あ
る
に
し
て
も
、
都
市
の
内
部
に
、
呼
応
す
る
構
造
変
化

が
な
け
れ
ば
こ
う
し
た
画
期
は
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
こ
の
分
析

で
都
市
構
造
の
、
あ
る
特
徴
的
な
一
面
は
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
だ
け
で
す
。
近
年
の
都
市
下
層
社
会
論
で
も
似
た
議
論
が
出
て

く
る
の
で
す
が
、
僕
は
そ
れ
に
も
や
は
り
大
き
な
異
論
が
あ
り
ま

す
。な
お
塚
田
さ
ん
は
『
歴
史
評
論
』
三
月
号
の
「
身
分
制
社
会
の

解
体
」
と
い
う
報
告
で
渡
辺
村
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ

の
実
証
性
に
つ
い
て
は
『
部
落
史
を
考
え
る
』
所
収
の
「
瓦
版
〔
新

刊
・
旧
刊
情
報
〕
」
の
叱
皿
で
も
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら

多
く
は
あ
げ
ま
せ
ん
が
、
冗
談
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
ま
っ
た

く
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
渡
辺
村
に
二
人
の
年
寄
り
が
い

て
、
そ
の
次
に
各
町
ご
と
の
年
寄
り
が
で
き
る
こ
と
が
都
市
の
成

熟
だ
と
し
、
二
人
年
寄
り
の
と
き
に
は
忙
し
く
て
仕
事
に
な
ら
な

か
っ
た
と
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
二
人
年
寄
り
の
頃
渡
辺
村

に
は
会
所
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
恐
ら
く
町
人
身
分
の
者
が
事
務
を

執
っ
て
い
た
し
、
こ
れ
以
外
に
も
氏
が
何
か
新
し
げ
な
こ
と
を
い

っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
嘘
で
、
実
証
と
し
て
成
り
立
ち
が

た
い
。

内
田
九
州
男
さ
ん
、
中
島
久
恵
さ
ん
の
も
の
は
、
都
市
非
人
論
、

前
者
は
こ
れ
ま
た
新
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
塚
田
論
へ
の
批
判
が
お
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第
六
点
は
、
関
東
の
部
落
史
に
関
し
て
で
、
ま
ず
塚
田
さ
ん
の

第
一
一
論
集
『
身
分
制
社
会
と
市
民
社
会
』
が
出
た
こ
と
や
、
今
は

ま
だ
Ｉ
し
か
出
て
い
ま
せ
ん
が
東
曰
本
部
落
解
放
研
究
所
の
歴
史

論
集
が
Ｖ
ま
で
出
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
昨
年
五
月

の
「
部
落
解
放
』
で
は
中
尾
さ
ん
も
入
っ
て
「
部
落
史
の
西
と
東
」

と
い
う
議
論
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
関
東
で
は
死
牛
馬
の

処
理
も
含
め
て
ケ
ガ
レ
観
は
薄
い
の
で
は
な
い
か
、
同
じ
死
牛
馬

処
理
を
し
て
い
て
も
意
味
付
け
は
か
な
り
違
う
の
で
は
な
い
か
と

い
う
提
言
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
畿
内
で
は
皮
田
に
求
め
る

役
割
行
動
は
死
牛
馬
の
処
理
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
関
東
で
は
そ

う
で
は
な
く
「
番
役
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起

を
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
太
鼓
が
主
と
し
て
部
落
で
扱
わ
れ
て
き
た
の
と
同
じ
で
、

生
皮
と
い
う
原
皮
だ
か
ら
で
す
ね
。
事
実
、
大
阪
市
内
で
は
町
人

が
雪
駄
表
だ
け
を
店
で
買
い
、
道
端
の
皮
田
に
修
理
と
称
し
て
ぬ

わ
せ
て
い
る
。

履
物
に
関
し
て
は
、
都
市
周
辺
の
部
落
で
は
雪
駄
の
比
重
が
極

め
て
高
く
、
も
っ
と
広
く
み
れ
ば
履
物
産
業
そ
の
も
の
が
か
な
り

部
落
産
業
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
た
だ
そ
の
場

合
、
大
阪
な
ど
で
は
下
駄
は
部
落
と
は
違
い
ま
す
が
、
大
和
の
よ

う
に
場
所
に
よ
っ
て
は
部
落
が
下
駄
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

り
、
履
物
個
々
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
。
で
は
履
物
が
な
ぜ

賤
視
。
ケ
ガ
レ
観
と
関
わ
っ
て
部
落
産
業
的
な
意
味
合
い
を
持
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
こ
れ
は
畑
中
さ
ん
の
問
題
意

識
に
は
な
い
わ
け
で
、
論
文
で
は
ま
っ
た
く
議
論
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
近
年
、
差
別
の
視
点
ぬ
き
の
部
落
史
が
ふ
え
て
い
る
一
例
で

す
。こ
の
点
に
関
し
て
は
、
奈
良
の
下
之
庄
歴
史
研
究
会
の
『
雑
学
』

と
い
う
雑
誌
で
、
辻
本
正
敦
さ
ん
が
「
機
れ
と
清
め
、
そ
し
て
草

履
」
と
い
う
連
載
を
し
て
お
り
、
草
履
が
な
ぜ
ケ
ガ
レ
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
辻
本
さ
ん
の
理
屈
で
追
求
し
て
い
ま
す
。
そ
の
要
約

の
よ
う
な
も
の
が
全
国
大
学
同
和
教
育
研
究
協
議
会
の
一
回
目
の

奈
良
で
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
辻
本

さ
ん
は
部
落
が
草
履
そ
の
も
の
に
歴
史
的
に
関
わ
っ
て
き
た
と
い

に
お
け
る
近
世
被
差
別
部
落
の
人
口
動
態
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て

の
一
考
察
」
と
い
う
人
口
増
の
こ
と
を
書
か
れ
た
論
文
が
成
果
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
更
地
村
の
宗
門
帳
を
精
繊
に
分
析
さ

れ
た
も
の
で
大
枠
で
は
高
市
光
男
さ
ん
の
仕
事
の
穴
を
埋
め
る

形
に
な
り
ま
す
が
、
時
期
に
よ
っ
て
人
口
増
の
小
変
動
が
起
こ
る

と
か
、
部
落
で
は
父
方
の
親
戚
の
同
居
率
が
高
い
な
ど
、
細
か
い

点
を
書
か
れ
て
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

五
、
そ
の
他
の
業
績

第
七
点
目
、
解
放
と
抵
抗
に
つ
い
て
は
、
臼
井
さ
ん
の
「
兵
庫

の
部
落
史
』
三
巻
で
か
な
り
の
ペ
ー
ジ
数
を
費
や
し
て
分
村
独
立

運
動
や
村
方
騒
動
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
畑
中
さ
ん
の
『
曰

本
の
近
世
」
の
中
で
も
従
来
の
主
張
と
変
わ
ら
な
い
も
の
で
す
が
、

一
摸
の
問
題
や
竹
皮
値
下
げ
騒
動
の
一
件
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま

す
。東
曰
本
の
論
集
の
中
に
は
、
北
爪
壹
さ
ん
が
「
上
州
新
田
郡
・

村
田
村
・
小
金
井
村
の
被
差
別
部
落
の
実
像
」
と
い
う
長
い
論
文

が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
半
に
伊
勢
神
宮
の
御
師
が
来
た
こ

と
に
端
を
発
す
る
村
方
騒
動
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
関
東

の
対
本
村
村
方
騒
動
に
つ
い
て
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
論
文
も
分
析
と
い
う
よ
り
も
史
料
紹

介
が
中
心
で
す
が
、
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。そ
れ
と
『
曰
本
歴
史
』
の
豊
田
寛
三
さ
ん
の
「
文
化
年
間
豊
後

杵
築
藩
被
差
別
民
衆
逃
散
と
そ
の
発
生
年
代
に
つ
い
て
」
は
、
こ

れ
ま
で
文
化
三
年
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
き
た
杵
築
藩
の
逃
散
が
実
は
一
年

前
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
史
料
紹
介

的
な
短
い
論
文
で
す
。
そ
の
他
、
解
放
と
抵
抗
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
塩
の
乱
に
つ
い
て
大
阪
人
権
歴
史
資
料
館
の

図
録
「
大
塩
平
八
郎
と
民
衆
』
で
そ
の
再
評
価
を
し
て
い
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。

う
面
と
同
時
に
、
「
草
履
」
と
い
う
言
葉
の
字
義
に
重
点
を
置
い
て

い
ま
す
。
僕
は
辻
本
さ
ん
の
議
論
と
は
少
し
違
っ
て
、
草
履
が
ケ

ガ
レ
を
受
け
る
の
は
も
と
も
と
の
草
履
の
発
生
と
関
係
す
る
の
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
草
履
と
い
う
の
も
の
は
古
代
か
ら
あ

り
ま
す
が
、
実
際
に
普
及
す
る
の
は
室
町
期
で
、
そ
れ
以
前
の
草

履
と
い
え
ば
「
板
金
剛
」
と
い
う
板
の
上
に
草
履
を
乗
せ
た
板
草

履
で
、
こ
れ
は
葬
式
の
と
き
に
使
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
も

う
一
つ
辻
本
さ
ん
が
集
中
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
に
、
梅
戸

と
い
う
部
落
の
中
の
姫
廻
家
と
い
う
と
こ
ろ
が
作
り
禁
裏
に
ず
っ

と
納
め
て
い
た
と
い
う
「
お
れ
ぶ
と
草
履
」
が
あ
り
ま
す
。
近
代

に
な
っ
て
か
ら
は
奉
納
す
る
こ
と
を
宮
内
庁
に
断
ら
れ
る
の
で
す

が
、
一
般
的
に
は
「
緒
太
草
履
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
草
履
は
か
わ

や
草
履
、
便
所
草
履
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
草
履

が
賤
視
を
受
け
る
の
で
は
な
い
か
と
、
僕
は
推
定
を
し
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
こ
と
を
い
う
の
で
辻
本
さ
ん
な
ど
か
ら
は
唯
物
史
観
だ
と

批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
。

実
は
、
先
に
触
れ
た
竹
筬
の
問
題
も
ケ
ガ
レ
の
問
題
に
も
関
係

し
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
竹
そ
の
も
の
に
「
聖
性
」
が
あ
っ
た
か
ら

で
し
ょ
う
。
御
存
知
の
よ
う
に
沖
浦
和
光
さ
ん
の
『
竹
の
民
俗
誌
」

と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
は
竹
筬
の
こ
と
は
ま
っ
た

く
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
新
し
く
出
て
き
た
議
論
で
す
。

そ
の
他
、
生
活
に
関
わ
っ
て
、
寺
木
伸
明
さ
ん
が
「
大
阪
地
域




