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① 
甲
斐
星
石
考 

甲
府
盆
地
の
東
端
に
星
石
と
呼
ば
れ
て
い
る
石
が
あ
る
。
が
、
別
に
隕
石
と
は
な
ん
の
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
星
石
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
の
石
の
最
初
に
見
た
人
物
が
、
そ
の
石
の

表
面
に
小
穴
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
星
だ
と
理
解
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。 

こ
こ
で
ま
ず
そ
の
星
石
の
説
明
を
す
る
こ
と
に
す
る
。 

そ
の
星
石
と
呼
ば
れ
て
い
る
石
は
、
実
は
巨
石
で
あ
り
、
形
は
長
方
形
で
あ
る
。 

ど
れ
ほ
ど
巨
石
か
と
い
え
ば
、
横
一
米
三
十
セ
ン
チ
、
縦
三
十
五
セ
ン
チ
、
奥
行
三
十
セ
ン
チ
、
そ
の
重
さ
は
四
百
キ

ロ
で
あ
る
。 

あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
か
ん
た
ん
に
一
人
の
人
間
が
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。 

こ
の
巨
石
が
現
在
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
山
梨
県
八
代
郡
御
坂
町
竹
居
の
公
民
館
前
に
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
で
展
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
公
民
館
は
盆
地
を
取
り
ま
く
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
曾
根
丘
陵
に
あ
る
。 

こ
の
巨
石
が
ど
こ
か
ら
出
土
し
た
か
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
だ
け
の
巨
石
で
あ
る
。
か
ん
た
ん
に
は
移
動
で
き
な

い
し
、
ま
し
て
利
用
価
値
が
な
く
な
っ
た
ら
、
あ
っ
た
場
所
に
放
置
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

こ
の
公
民
館
の
あ
る
場
所
は
曽
根
丘
陵
で
、
古
代
の
甲
斐
の
国
が
存
在
し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
と
こ
ろ
で
、
も
し

こ
の
星
石
の
中
に
、
古
代
の
甲
斐
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
こ
の
星
石
の
出
土
は
、
こ
の
公
民
館
の
近
く
の
ど
こ

か
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

さ
て
こ
こ
で
、
こ
の
星
石
の
内
容
に
入
る
こ
と
に
す
る
。
以
前
に
こ
の
星
石
に
は
、
星
の
よ
う
な
小
穴
が
こ
の
石
の
表

面
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
が
、
こ
の
星
石
の
表
面
に
は
、
字
や
絵
が
え
が
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
か
も
そ
の
字
は
文
に
な
っ
て
い
る
し
、
絵
は
い
わ
ゆ
る
絵
で
は
な
く
、
独
特
の
個
性
的
な
絵
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
星
石
は
、
い
わ
ゆ
る
星
が
中
心
で
は

な
く
、
そ
の
文
と
絵
が
中
心
の
石
碑
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

ま
ず
そ
の
文
の
説
明
か
ら
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

文
は
そ
の
石
の
表
面
の
右
側
に
二
行
で
次
の
よ
う
に
彫
ら
れ

て
い
る
。 

一
流
襌
道 

八
百
万
神 

し
か
も
こ
の
二
行
の
文
字
は
、
一
行
目
が
二
行
目
に
遠
慮
す

る
よ
う
に
小
さ
め
で
あ
る
。
わ
た
し
は
最
初
に
そ
れ
を
見
た

時
、
な
ん
の
理
由
も
う
か
ん
で
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
こ
の
二
行
の
文
の
意
味
が
見
当
も
つ
か
な
か
っ
た
。
か
ろ

う
じ
て
想
像
で
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
は
石
碑
な
の
で
、
こ
の
地

の
王
の
思
想
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

だ
け
だ
っ
た
。 

た
だ
全
部
漢
字
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
石
碑
が
な
ん
の
た
め
に

つ
く
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
に
は
、
文
や
絵
の
意
味
が
わ
か
ら

な
け
れ
ば
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
と
思
っ
た
。 

引用：『甲斐路 季刊 NO.43』山梨郷土研究会 
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そ
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
こ
の
星
石
が
ど
の
よ
う
に
、
ど
こ
で
つ
く
ら
れ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
問
題
を
追
求

し
て
い
く
と
、
こ
の
星
石
を
つ
く
っ
た
人
物
像
が
い
や
で
も
実
像
と
し
て
浮
き
あ
が
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。 

ま
ず
こ
の
星
石
を
一
見
し
た
だ
け
で
わ
か
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
自
然
石
で
は
な
く
人
に
よ
っ
て
自
然
石
に
手
が
加
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

当
然
そ
こ
に
は
な
ん
人
も
の
人
の
姿
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
最
初
は
こ
の
よ
う
な
文
や
絵
を
石
に
彫
ろ
う
と
思
い
た
っ

た
人
物
で
あ
る
。
当
然
こ
の
よ
う
な
人
物
は
国
王
で
あ
ろ
う
。
次
に
そ
の
国
王
は
こ
の
よ
う
な
文
や
絵
が
え
が
け
る
長
方

形
の
石
を
け
ら
い
に
さ
が
さ
せ
る
。
け
ら
い
は
山
や
川
に
入
っ
て
石
を
さ
が
す
。
な
ん
と
か
そ
の
よ
う
な
自
然
石
を
さ
が

し
あ
て
る
と
、
そ
の
石
を
加
工
す
る
た
め
の
場
所
に
は
こ
ぶ
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
の
巨
石
で
あ
る
。
な
ん
人
も
人
間
が
必

要
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
所
に
自
然
石
の
巨
石
を
は
こ
ん
だ
ら
、
そ
の
巨
石
に
、
文
や
絵
が
彫
れ
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
彫
る
の
は
も
ち
ろ
ん
石
工
の
よ
う
な
職
人
の
仕
事
で
あ
る
が
、
彫
る
文
や
絵
を
つ
く
る
の
は
そ
う
し
た
職
人
に

で
き
る
わ
け
で
な
い
。
文
や
絵
を
つ
く
る
の
は
、
国
王
を
中
心
と
し
た
人
々
で
あ
る
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
石
碑
を
つ
く
る
に
は
、
大
ぜ
い
の
人
々
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

さ
て
こ
の
星
石
の
文
や
絵
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
地
に
、
つ
ま
り
甲
斐
の
東
部
の
こ
の
丘
陵
地
帯
に
、
ど
の
よ

う
な
国
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
国
王
が
い
た
か
を
、
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

わ
た
し
は
こ
の
問
題
に
こ
れ
か
ら
入
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
こ
の
論
文
の
副
題
と
し
て
甲
斐
王
朝
と
い
う

こ
と
ば
を
使
っ
た
。
こ
の
こ
と
ば
を
ど
う
し
て
使
っ
た
の
か
、
前
も
っ
て
説
明
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。 

わ
た
し
は
古
代
の
甲
斐
に
、
古
代
の
大
和
天
皇
家
に
相
当
す
る
国
が
存
在
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

② 

甲
斐
鹵
鹽
考 

 

塩
山
と
名
前
の
町
が
山
梨
県
に
あ
る
と
知
っ
た
の
は
、
わ
た
し
が
山
梨
県
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
で
も
そ

の
町
名
を
知
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
町
名
に
も
、
ま
し
て
塩
に
も
な
ん
ら
興
味
を
ひ
か
れ
な
か
っ
た
。
あ
あ
、
料
理

の
味
つ
け
に
使
わ
れ
る
も
の
だ
と
思
う
だ
け
だ
っ
た
。 

し
か
し
、
し
だ
い
に
古
代
甲
斐
に
ひ
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
中
に
は
塩
が
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
。 

そ
う
し
た
あ
る
日
、
塩
と
は
全
く
関
係
な
く
、
甲
府
の
古
本
屋
で
『
甲
斐
国
志
』
と
い
う
三
巻
本
を
見
つ
け
、
何
が
書

い
て
あ
る
の
だ
ろ
う
と
手
に
入
れ
た
。
ま
さ
か
塩
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
な
ど
夢
に
も
考
え
な
か
っ
た
。 

そ
の
本
は
、
松
平
定
能
と
い
う
人
が
江
戸
末
期
に
ま
と
め
た
甲
斐
の
歴
史
だ
っ
た
。
ま
さ
か
甲
斐
の
歴
史
の
中
に
塩
が

あ
る
と
は
、
当
時
の
わ
た
し
の
頭
で
は
と
う
て
い
思
い
及
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
家
に
帰
っ
て
、
『
甲
斐
国
志
』
を
ぺ
ら

ぺ
ら
め
く
っ
て
い
る
と
、
塩
山
と
い
う
字
が
と
び
こ
ん
で
き
た
。
あ
あ
、
塩
山
の
町
の
歴
史
か
と
、
わ
た
し
は
塩
山
の
説

明
を
読
み
だ
し
、
わ
た
し
は
し
ば
し
呆
然
と
な
っ
た
。
そ
の
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
鹽
山
」
千
野
、
於
曽
、
鹽
後
、
井
尻
、
三
日
市
場
、
五
村
ノ
堺
ニ
ア
リ
古
昔
詣
レ

之
五
箇
村
、
山
ノ
周
囲
壹
里
高
拾
町

鹵
鹽

ろ

え

ん

ヲ
産
ス
囚
テ
為
レ

名
し
ほ
の
山
又
エ
ン
ザ
ン
ト
モ
云
乾
隅
に
小
鹽
山
又
鹽
川
ト
云
モ
ア
リ 

こ
こ
で
シ
オ
の
字
に
ひ
と
こ
と
説
明
し
て
お
く
と
、
『
甲
斐
国
史
』
で
は
説
明
の
と
こ
ろ
で
は
シ
オ
を
本
字
の
鹽
を
使

い
、
和
歌
や
歌
で
は
し
お
の
山
の
よ
う
に
ひ
ら
仮
名
を
使
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
シ
オ
を
略
字
の
塩
を
使
っ
て
い
る
。 

さ
て
こ
こ
で
引
用
文
の
説
明
に
入
る
こ
と
に
す
る
。
山
ノ
周
囲
壹
里
と
い
う
の
は
、
し
お
山
の
周
囲
が
四
キ
ロ
で
、
高

拾
町
と
い
う
の
は
山
の
髙
さ
が
千
メ
ー
ト
ル
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
し
お
山
の
大
き
さ
は
あ
て
に
な
ら
な

い
。
こ
の
本
が
書
か
れ
た
江
戸
時
代
に
は
、
し
お
山
は
す
で
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 
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こ
の
文
で
い
ち
ば
ん
問
題
に
な
る
の
は
鹵
鹽
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
最
初
塩
は
口
に
入
れ
て
ハ
で
か
み
し
め
る
の

で
、
ハ
塩
と
い
う
の
か
と
鹵
の
字
を
理
解
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
わ
た
し
自
身
納
得
で
き
な
か
っ
た
の
で
鹵
と
い
う
字

を
調
べ
た
ら
と
ん
で
も
な
い
意
味
が
漢
和
辞
典
に
あ
っ
た
、
字
の
発
音
が
「
ろ
」
で
意
味
が
岩
塩
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

さ
て
こ
の
塩
山
の
こ
と
が
『
甲
斐
国
志
』
の
古
蹟
部
に
あ
れ
こ
れ
記
録
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
塩
が
記
録
に
相
当
す

る
だ
け
の
価
値
の
あ
る
存
在
だ
と
わ
た
し
は
気
が
つ
い
た
。 

が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
『
甲
斐
国
志
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
多
く
の
し
お
の
山
の
和
歌
や
歌
を
見
て
、
古
代
甲
斐
に

は
国
が
存
在
し
て
い
た
の
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
そ
の
和
歌
や
歌
を
記
す
る
こ
と
に
す
る
。 

雪
ふ
れ
ば
み
や
こ
の
う
ち
も
よ
も
な
が
ら 

み
な
し
ほ
山
の
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ 
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二
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家
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友
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後
徳
大
寺
左
大
臣 

こ
の
よ
う
な
和
歌
が
『
甲
斐
国
志
』
に
は
二
十
近
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
平
安
時
代
に
は
大
和
の
都
か
ら
、
都
人
が
大

ぜ
い
甲
斐
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
三
つ
の
和
歌
か
ら
も
わ
か
る
。 

古
代
甲
斐
に
大
和
と
同
じ
よ
う
な
国
が
甲
斐
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
『
梁
塵
秘
抄
』
の
二
つ
の
歌
か
ら
も
わ
か
る
の

で
あ
る
。 

『
梁
塵
秘
抄
』
と
い
う
作
品
は
、
平
安
時
代
、
大
和
の
都
で
歌
わ
れ
た
歌
を
、
後
白
河
上
皇
が
集
め
た
も
の
で
、
ほ
と

ん
ど
が
都
の
仏
教
や
神
教
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
東
国
の
甲
斐
の
歌
は
め
ず
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
。
甲

斐
の
塩
が
大
和
の
人
々
を
甲
斐
に
引
き
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
歌
の
一
つ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

甲
斐
に
を
か
し
き
山
の
名
は
白
根
波
埼
鹽
の
山 

室
伏
柏
尾
山
篠
の
茂
れ
る
ね
は
ま
山 

こ
の
歌
を
見
て
わ
た
し
が
理
解
し
た
こ
と
は
、
し
お
の
山
は
さ
て
お
き
、
わ
た
し
の
知
ら
な
い
山
ま
で
当
時
の
大
和
の

都
の
人
々
は
歌
に
し
て
う
た
っ
て
い
た
。
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
山
が
甲
斐
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

先
の
和
歌
を
含
め
て
、
想
像
以
上
に
当
時
、
大
和
の
都
の
人
々
は
甲
斐
と
交
流
し
て
い
た
し
、
し
お
の
山
の
し
お
を
利
用

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
又
次
の
『
梁
塵
秘
抄
』
の
歌
を
見
る
と
、
こ
の
歌
は
『
甲
斐
国
志
』
に
は
な
い
が
、
甲
斐
に

は
大
和
の
都
に
比
敵
す
る
よ
う
な
町
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。 

甲
斐
の
国
よ
り
罷
り
出
で
て
信
濃
の
御
坂
を
く
れ
く
れ
と
遙
々
と 

鳥
の
子
に
し
も
あ
ら
ね
ど
も 

産
毛
も
変
は
ら

で
帰
れ
と
や 

ど
う
や
ら
古
代
甲
斐
は
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
独
立
国
と
し
て
の
古
代
甲
斐
国
と
大
和
天
皇
家
に
支
配
さ
れ
た
甲
斐
国

と
で
あ
る
。
し
お
の
山
も
そ
う
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
和
歌
や
歌
は
、
甲
斐
国
が
大
和
天
皇
家
に
従
属
し
た
時
代
の
も
の

と
思
わ
れ
る
。 

な
お
甲
斐
の
岩
塩
に
つ
い
て
の
い
ち
ば
ん
古
い
記
録
と
い
う
の
は
、
『
先
代
旧
事
本
紀
』
で
あ
る
。 
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こ
の
作
品
は
い
ろ
い
ろ
の
点
で
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
が
、
塩
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
部
分
は
、
そ
の
塩
が
そ
こ
に
存

在
し
て
い
た
と
信
じ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
平
安
初
期
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
次
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

甲
斐
国
造
纒 ま

き

向 む
き

日 の
ひ

代 し
ろ

朝
み
か
ど

の
世 み

よ

に…

塩 し
ほ

海 つ
み

足 す
く

尼 ね

を
も
て
、

国

造

こ
く
の
み
や
つ
こ

に
定
め
賜
ふ
。 

冒
頭
の
纒
向
日
代
の
世
と
は
、
十
二
代
景
行
天
皇
の
治
世
で
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
甲
斐
の
酒
折
宮
で
御
火
焼

之
老
人
と
酒
折
宮
問
答
歌
を
か
わ
し
た
時
で
あ
る
。 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
甲
斐
の
国
造
の
名
前
に
塩
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
甲
斐
の
塩
山
が

わ
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『
先
代
旧
事
本
紀
』 

に
は
国
造
の
名
が
百
三
十
五
書
か
れ
て
い
る
が
、
名
に
塩
が
入
っ

て
い
る
の
は
甲
斐
だ
け
で
あ
る
。
甲
斐
の
塩
の
山
が
古
代
か
ら
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
、

と
い
う
の
は
、
甲
斐
に
国
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
岩
塩
が
あ
る
と
こ
ろ
に
国
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
次
の
作
品
で
わ

か
る
の
で
あ
る
。 

そ
れ
は
、
『
塩
鉄
論
』
で
あ
る
。 

こ
の
作
品
は
中
国
の
漢
の
国
で
紀
元
前
百
年
近
く
前
に
桓
寛
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
塩
の
専
売
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

塩
・
鉄
の
専
売
、
圴
輪
こ
そ
、
蓄
積
し
た
戝
貨
を
流
通
さ
せ
、
急
場
の
必
要
に
間
に
合
わ
せ
る
も
の
で
す
。 

こ
の
塩
と
鉄
以
外
に
も
酒
も
専
売
に
し
た
と
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
専
売
に

し
て
と
い
う
の
は
、
民
衆
に
売
り
、
そ
の
金
で
漢
と
い
う
国
が
な
り
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

お
そ
ら
く
日
本
で
も
、
い
や
、
甲
斐
で
も
塩
の
山
が
あ
っ
た
の
で
、
中
国
と
古
く
か
ら
交
流
し
て
い
た
の
で
塩
の
専
売

制
度
に
よ
り
、
甲
斐
に
古
く
か
ら
国
を
作
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ど
の
よ
う
に
古
代
国
家
を
作
っ
て
い
た
か
こ
れ

か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
わ
た
し
は
塩
が
甲
斐
に
あ
っ
た
の
で
、
古
代
に
、
大
和
以
上
の
国
が
甲
斐
に
つ
く
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

 

③ 

甲
斐
漢
字
考 

 

星
石
に
は
文
字
が
、
文
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
漢
字
で
彫
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
字
を
そ
れ
な
り
に
理
解
す
る
た
め
に

は
、
甲
斐
の
古
代
に
漢
字
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

わ
た
し
は
こ
の
甲
斐
で
は
ず
い
ぶ
ん
昔
か
ら
中
国
文
字
が
使
わ
れ
て
い
た
の
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
い
き
さ
つ
を
こ
れ

か
ら
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

そ
れ
は
一
枚
の
銅
鏡
か
ら
だ
っ
た
。 

そ
の
銅
鏡
と
い
う
の
は
明
治
時
代
甲
府
盆
地
の
西
南
に
あ
る
三
珠
町
の
狐
塚
古
墳
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

銅
鏡
に
多
く
の
中
国
文
字
が
え
が
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
甲
斐
に
と
っ
て
、
と
い
う
よ
り
、
日
本
に
と
っ
て
と
い
う
べ
き

か
も
し
れ
な
い
が
、
い
や
、
わ
た
し
に
と
っ
て
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
う
ち
の
四
文
字
、
赤
烏
元
年
と
い
う
文
字
が
衝

撃
だ
っ
た
。
一
瞬
わ
が
目
を
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。 

こ
ん
な
年
号
を
も
っ
た
銅
鏡
が
、
甲
斐
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
な
ん
て
で
あ
る
。 

赤
烏
元
年
と
い
う
の
は
、
三
国
時
代
の
呉
の
国
の
年
号
で
、
西
暦
二
三
八
年
で
あ
る
。
し
か
も
日
本
に
は
こ
の
よ
う
な

年
号
の
え
が
か
れ
た
銅
鏡
は
こ
れ
一
枚
し
か
な
い
。
字
が
え
が
か
れ
た
銅
鏡
と
い
っ
て
も
三
枚
ぐ
ら
い
し
か
な
い
の
で
あ

る
。 
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し
か
も
赤
烏
と
い
う
と
古
代
中
国
語
で
太
陽
で
あ
る
。
呉
の
皇
帝
孫
権
は
、
自
分
が
太
陽
の
申
し
子
だ
と
信
じ
て
い
た

の
で
赤
烏
と
い
う
年
号
を
作
っ
た
と
『
三
国
志
』
に
書
か
れ
て
い
る
。 

こ
の
赤
烏
元
年
鏡
が
甲
斐
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
が
、
日
本
で
は
た
だ
一
枚
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
わ
か
る
と
、
甲
斐

の
古
代
に
あ
る
特
別
な
、
と
い
う
の
は
、
太
陽
鏡
を
必
要
と
す
る
人
物
が
い
て
、
そ
の
人
物
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
銅
鏡
を
と

り
よ
せ
た
の
だ
と
わ
た
し
は
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

わ
た
し
は
す
で
に
甲
斐
に
塩
の
山
が
、
岩
塩
が
あ
っ
た
か
ら
古
代
の
甲
斐
に
、
古
代
の
大
和
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
国
が

存
在
し
た
と
述
べ
た
が
、
当
然
そ
の
国
に
も
大
和
の
天
皇
に
相
当
す
る
よ
う
な
国
王
が
存
在
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。 も

っ
と
も
、
甲
斐
の
古
墳
か
ら
赤
烏
元
年
銅
鏡
が
出
土
し
た
だ
け
で
も
、
古
代
の
甲
斐
に
漢
の
よ
う
な
古
代
王
朝
が
存

在
し
た
と
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
の
だ
が
、
こ
の
話
は
、
さ
ら
に
他
方
面
か
ら
も
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

い
ず
れ
に
し
ろ
、
古
代
甲
斐
人
は
中
国
文
字
を
中
国
人
と
同
じ
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
た
し
、
甲
斐
人
と
い
う
よ

り
、
大
和
人
独
有
の
読
み
方
が
で
き
た
の
だ
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
わ
か
る
か
と
い
え
ば
、
次
の
『
甲
斐
国
志
』
の
記
事
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
次
の
記
事
は
『
甲
斐
国
志
』
の
記
事
な
の
で
、
も
ち
ろ
ん
甲
斐
に
つ
い
て
の
も
の
だ
が
、
当
時
の
大
和

に
も
同
じ
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

古
蹟
部
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
古
蹟
部
と
い
う
の
は
古
代
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
作
品
が

作
ら
れ
た
の
は
江
戸
時
代
な
の
で
、
江
戸
時
代
か
ら
見
て
古
代
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

〔
学
校
址
〕
諸
国
ニ
在
ル
ヲ
国
学
ト
云
教
授
二

学
生
一

上
国
ニ
ハ
学
生
四
十
人
ナ
リ…

天
智
帝
ノ
御
時
諸
国
二

学
校
ヲ
建

テ
ラ
レ…

古
今
の
典
籍
ヲ
備
へ
学
校
田
、
観
学
田
ヲ
寄
セ
ラ
レ
志
ア
ル
者
ハ
入
リ
テ
物
学
ビ
ヲ
成
サ
シ
ム…

学
校
モ

衰
廃
二

及
ビ
タ
リ
ト
ナ
ン
。 

こ
の
文
を
解
説
す
る
と
、
国
学
と
い
う
学
校
が
各
国
に
あ
っ
て
、
生
徒
は
四
十
人
ほ
ど
。
天
智
天
皇
の
時
に
各
国
に
つ

く
ら
れ
た
と
い
う
が
、
六
百
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
古
今
の
典
籍
と
い
う
の
は
、
こ
の
六
百
年
代
に
は
ま
だ
本
ら
し

い
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
が
中
国
の
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
日
本
の
、
倭
国
の
も
の
を
書
い
た
『
「
三
国

志
』
な
ど
で
あ
ろ
う
。
古
代
甲
斐
人
は
一
部
の
人
た
ち
だ
が
、
『
三
国
志
』
の
倭
人
伝
ぐ
ら
い
は
読
ん
で
い
た
に
ち
が
い

な
い
。 

さ
て
そ
の
『
魏
志
倭
人
伝
』
だ
が
、
女
王
の
名
前
を
倭
人
が
語
る
場
合
、
倭
人
は
文
字
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
と
ば
で

「
ヒ
ミ
コ
」
と
伝
え
た
。
そ
の
倭
人
の
ヒ
ミ
コ
と
い
う
こ
と
ば
を
中
国
人
が
「
卑
彌
呼
」
と
書
き
、
倭
人
も
女
王
を
卑
彌

呼
と
書
く
よ
う
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

こ
の
い
き
さ
つ
が
、
日
本
に
お
け
る
、
古
代
甲
斐
に
お
け
る
王
を
、
卑
彌
呼
と
書
い
た
に
ち
が
い
な
い
。 

い
ず
れ
に
し
ろ
、
二
三
八
年
に
作
ら
れ
た
中
国
の
呉
の
国
の
赤
烏
元
年
鏡
が
た
っ
た
一
枚
だ
け
、
古
墳
時
代
の
甲
斐
に

も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
ん
な
甲
斐
に
、
そ
ん
な
銅
鏡
が
作
ら
れ
た
の
を
知
り
、
そ
れ
を
と
り
よ
せ
る

こ
と
の
で
き
る
人
物
が
、
甲
斐
国
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
人
物
が
甲
斐
国
王
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い

が
、
今
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
現
在
の
甲
斐
に
残
存
し
て
い
る
中
国
文
字
、
漢
字
を

ど
う
読
む
か
で
あ
る
。 

そ
の
文
字
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
酒
折
宮
の
裏
山
で
あ
る
。
そ
の
山
は
『
甲
斐
国
志
』
に
よ
れ
ば
、
御
室
山
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
御
室
山
と
い
う
の
は
、
王
宮
の
あ
る
山
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
古
代
甲
斐
の
王
宮
で
あ
る

が
、
こ
の
山
を
中
心
に
多
く
の
岩
室
、
古
代
甲
斐
人
の
住
居
の
記
録
が
『
甲
斐
国
志
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。
石
で
作
ら
れ

た
そ
の
古
代
甲
斐
人
の
住
居
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
『
甲
斐
国
志
』
の
岩
室
の
説
明
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は
そ
れ
な
り
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
。
そ
の
大
き
さ
を
見
る
に
、
家
族
の
住
居
で
は
な
く
一
族
の
住
居
で
あ
っ
た
よ
う

だ
。 

一
、
石
室
・
上
岩
下
村
、
村
内
二
拾
五
ヶ
所
ア
リ
凡
ソ
石
室
ハ
皆
南
向
キ
ニ
作
レ
リ
地
形
ニ
ヨ
リ
テ
希
ニ
ハ
東
向
ノ

者
モ
ア
リ
洞
口
八
九
尺
大
小
ア
リ
三
方
石
ヲ
畳
ミ
テ
壁
ト
ナ
ス
入
ル
事
七
八
間
或
四
五
間
巨
石
三
四
校
ヲ
以
テ
蓋
ト

ス
其
石
長
貳
間
許
幅
五
六
尺
許
厚
准
レ

之
容
易
二

動
力
ス
ベ
キ
者
ニ
非
ス
他
ニ
ア
ル
処
大
抵
斯
ノ
如
シ
一
々
具
列
セ
ズ

其
内
夕
狩
沢
二
二
場
ア
ル
ヲ
上
人
窟
ト
云
昔
一
道
人
年
来
此
二
籠
居
シ
テ
終
リ
シ
故
二

名
ト
ス
ト
云--

落
合
村
二

五
輪

石
塔
、
卒
土
原
、
大
波
院
、
堂
場
、
塚
田
、
立
石
、
等
ノ
地
名
ア
リ
桑
戸
村
ニ
金
塚
ト
云
ア
リ
皆
石
室
、
廃
寺
ノ
ノ

迹
ナ
ル
ベ
シ
古
事
ヲ
伝
ヘ
ズ 

こ
れ
は
い
ず
れ
も
酒
折
宮
と
其
の
背
後
の
御
室
山
を
中
心
と
し
た
地
域
で
、
そ
の
他
に
も
石
室
の
記
録
は
こ
の
地
域
に

見
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
古
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
地
域
に
古
代
甲
斐
国
の
中
心
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ

の
『
甲
斐
国
志
』
の
記
録
だ
け
か
ら
も
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。 

 

さ
て
そ
の
本
題
に
入
る
前
に
、
も
う
一
つ
古
代
に
使
わ
れ
て
い
た
字
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
土
人

と
い
う
字
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
の
土
人
を
見
た
時
、
ド
ジ
ン
と
読
ん
で
南
方
の
原
住
民
か
と
思
っ
た
。
し
か
し
こ
の
土

人
の
字
が
あ
っ
た
の
は
、
『
日
本
書
紀
』
や
『
甲
斐
国
志
』
で
あ
る
。
そ
の
ド
ジ
ン
で
あ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
わ
た
し

は
し
ば
ら
く
土
人
の
読
み
方
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
し
ば
ら
く
し
て
わ
か
っ
た
。
ク
ニ
ビ
ト
と
読
む
の
だ
と
い

う
こ
と
が
判
明
し
た
。
大
和
が
征
服
し
た
国
を
土
と
い
い
、
そ
こ
の
人
を
土
人
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
か
ら
い
よ
い
よ
本
題
に
入
る
。 

 

現
在
の
酒
折
宮
か
ら
裏
の
山
御
室
山
の
山
頂
に
登
っ
て
い
く
と
、
山
道
ら
し
い
も
の
は
な
く
、
た
だ
ヤ
ブ
を
わ
け
て
登

っ
て
い
く
だ
け
だ
が
、
そ
の
ヤ
ブ
に
埋
ま
っ
た
ひ
と
か
か
え
も
あ
る
石
に
、
漢
字
を
彫
り
こ
ん
だ
石
が
、
わ
か
る
だ
け
で

三
つ
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
石
の
あ
る
場
所
は
、
山
の
入
り
口
に
あ
た
る
も
の
が
二
個
、
山
の
裏
側
に
一
個
で
あ
る
。
一

つ
だ
け
は
山
頂
に
あ
り
、
草
に
う
も
れ
て
な
か
っ
た
。 

 

山
の
入
口
に
相
当
す
る
二
個
の
石
の
う
ち
、
一
字
の
石
は
光
と
い
う
字
と
わ
か
る
が
、
も
う
一
個
の
石
は
四
字
ほ
ど
で

字
と
は
わ
か
る
が
な
ん
の
字
か
わ
か
ら
な
い
。
山
の
裏
の
字
は
境
と
な
っ
て
い
る
。
山
頂
の
字
は
埤
だ
っ
た
。 

 

い
ず
れ
に
し
ろ
こ
う
い
う
石
に
彫
ま
れ
た
、
そ
れ
も
時
間
が
た
っ
て
読
め
な
く
な
る
ほ
ど
風
化
し
て
い
る
の
を
見
れ

ば
、
甲
斐
の
古
代
に
彫
ら
れ
た
の
だ
と
わ
か
る
。
そ
の
光
と
い
う
字
を
見
れ
ば
、
甲
斐
の
古
代
に
国
家
が
存
在
し
、
太
陽

を
神
と
し
て
う
や
ま
っ
て
い
た
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
答
え
と
な
る
の
が
、
最
後
に
残
っ
た
一
文
字
で
あ
る
。 

そ
の
一
文
字
は
「
埤
」
で
あ
る
。
こ
の
字
が
山
の
頂
上
に
あ
る
だ
け
で
、
こ
の
お
か
れ
た
意
味
が
ち
が
う
と
考
え
ら
れ

る
。
他
の
石
よ
り
重
要
な
意
味
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

そ
れ
な
ら
こ
の
埤
の
中
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
字
は
光
と
か
境
で
よ
く
見
な
れ
て
い
る
字
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
山
の
頂
上
の
字
は
、
わ
た
し
た
ち
の
見
な
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
字
を
こ
こ
に
お

い
た
人
物
が
、
こ
の
字
を
一
字
で
作
っ
て
お
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

ど
の
よ
う
に
作
っ
た
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
土
と
い
う
つ
く
り
で
あ
る
。
こ
の
土
は
文
字
通
り
ク
ニ
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
。
つ
ま
り
古
代
甲
斐
王
朝
そ
の
も
の
が
、
こ
の
山
そ
の
も
の
だ
と
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
右
に
あ
る
の
が
卑
、

ヒ
、
つ
ま
り
太
陽
で
、
こ
の
国
の
王
だ
と
告
げ
て
い
る
の
だ
。
お
そ
ら
く
こ
の
甲
斐
王
は
、
こ
の
頂
上
の
平
地
に
居
を
構

え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
わ
た
し
が
い
い
た
い
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
漢
字
を
こ
の
よ
う
に
日
本
人
が
、

古
代
の
甲
斐
人
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
光
と
い
う
山
の
石
文
字
も
、
と
ゆ
う
よ
り
、
光
文
字

石
も
古
代
に
お
い
て
神
と
し
て
、
太
陽
神
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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④ 
甲
斐
酒
折
宮
考 

 

酒
折
宮
を
論
ず
る
前
に
、
ま
ず
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
を
、
特
に
『
古
事
記
』
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

『
古
事
記
』
は
、
『
日
本
書
紀
』
も
そ
う
だ
が
、
こ
の
両
書
が
書
か
れ
た
当
時
、
日
本
に
は
ま
だ
文
字
が
な
か
っ
た
の

で
、
す
べ
て
中
国
文
字
、
漢
字
で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
中
国
文
で
す
べ
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
説
明
文
は
す
べ
て
中
国
文
で
あ
る
。
し
か
し
歌
の
部
分
は
こ
れ
は
そ
う
と
う
多
い
が
、
漢
字
の
音
を
利
用
し
て

日
本
語
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
漢
字
は
中
国
人
に
は
皆
目
わ
か
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
う
一
つ
中

国
人
に
わ
か
ら
な
い
漢
字
の
利
用
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
生
物
な
ど
の
よ
み
方
で
あ
る
。
牛
の
字
を
「
ウ
シ
」
と

読
む
な
ど
で
あ
る
。 

さ
て
わ
た
し
が
こ
の
よ
う
な
字
の
説
明
を
し
た
の
は
、
『
古
事
記
』
の
漢
字
の
表
記
を
問
題
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
『
古
事
記
』
で
は
、
と
い
っ
て
も
漢
字
の
原
文
で
は
と
い
う
こ
と
だ
が
、
「
ヤ
マ
ト
」
と
は
「
夜
麻
登
」
と
書
い
て

い
る
。
こ
れ
以
外
に
は
ヤ
マ
ト
の
漢
字
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
ヤ
マ
ト
」
と
歌
で
は
「
夜
摩
苔
」

と
書
い
て
い
る
が
、
説
明
文
で
は
「
ヤ
マ
ト
」
は
「
日
本
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
説
明
が

『
日
本
書
紀
』
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

冒
頭
の
国
生
み
神
話
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

大
日
本
・
日
本
、
こ
れ
お
ば
耶
麻
騰
と
云
ふ
・
下
皆

シ
モ
ミ
ナ

此 コ
レ

に
效 な

ら

へ
。 

日
本
は
ヤ
マ
ト
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
で
る
す
べ
て
の
日
本
は
す
べ
て
ヤ
マ
ト
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
ヤ
マ

ト
」
は
す
べ
て
「
日
本
」
に
す
る
と
き
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
字
音
を
き
め
た
説
明
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
く
。
そ
の
字
は
「
倭
」
の
字
で
あ
る
。
岩
波
の
『
古

事
記
』
『
日
本
書
紀
』
と
い
え
ば
、
そ
の
中
で
は
「
倭
」
の
字
音
は
す
べ
て
「
ヤ
マ
ト
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
日
本
書

紀
』
の
「
倭
」
の
字
音
の
説
明
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

仍 よ

り
て
日
の
少
宮
に

留
と
ど
ま

り
宅 す

み
ま
し
き
と
い
ふ
。
少
宮
、
此
を
ば
倭 わ

枸 か

美 み

野 や

と
い
う
。 

 

「
倭
」
の
字
を
「
ワ
」
と
発
音
せ
よ
と
い
う
の
が
こ
の
詿
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
で
も
『
日
本
書
紀
』
で
も
「
倭
」
の

字
は
た
い
へ
ん
多
い
。
日
本
語
の
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
倭
」
の
字
を
す
べ
て
「
ヤ
マ
ト
」
と
し
て
い
る

が
、
『
日
本
書
紀
』
の
原
文
で
は
こ
の
よ
う
に
倭
を
ワ
と
発
音
せ
よ
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
『
古
事
記
』
の
倭
建
命
は
ワ
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
り
、
『
日
本
書
紀
』
の
日
本
武
尊
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
る
。 

こ
こ
で
甲
斐
酒
折
宮
間
答
歌
の
も
う
一
つ
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
大
和
の
天
皇
家
が
ど
う
し
て

天
皇
家
と
対
等
に
問
答
を
交
わ
す
相
手
と
し
て
甲
斐
国
を
選
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

そ
の
答
え
は
、
『
古
事
記
』
で
も
『
日
本
書
紀
』
で
も
そ
の
漢
字
で
書
か
れ
た
原
文
に
あ
る
と
わ
た
し
は
信
じ
て
い

る
。 

 

原
文
で
は
「
ヤ
マ
ト
」
は
「
日
本
」
を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
字
で
書
か
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
「
大
和
」
で

は
書
か
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
カ
イ
」
と
は
原
文
で
も
「
甲
斐
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
酒

折
宮
問
答
歌
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
代
、
景
行
天
皇
の
時
代
と
い
う
こ
と
だ
が
、
す
で
に
甲
斐
と
い
う
国
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
を
し
め
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
そ
の
王
国
が
大
和
に
相
当
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
酒
折
宮
が
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
「
宮
」
と
い
う
住
居
は
、
た
と
え
ば
神
武
天
皇
の
住
居
を
高
千
穂
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宮
と
い
う
よ
う
に
、
天
皇
の
住
居
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
作
者
は
当
然
の
ご
と
く
そ
う

考
え
て
、
酒
折
宮
と
書
い
て
い
た
は
す
だ
。 

 

さ
て
こ
こ
で
、
わ
た
し
が
書
こ
う
と
し
た
主
題
に
入
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
酒
折
宮
問
答
歌
の
結
論
に
つ
い
て
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
、
酒
折
宮
問
答
歌
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
わ
た

し
の
酒
折
宮
問
答
歌
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
従
来
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
説
明
、
こ
れ
は
岩
波
書
店

の
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
説
明
で
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
酒
折
宮
ま
で
い
く
日
か
か

っ
た
か
わ
か
る
か
と
き
き
、
そ
れ
に
ミ
ヒ
キ
タ
キ
ノ
オ
キ
ナ
が
九
夜
十
日
で
す
と
答
え
た
と
い
う
の
が
こ
の
歌
の
説
明
で

あ
る
。
こ
の
説
明
が
お
か
し
い
の
は
、
酒
折
宮
へ
や
っ
て
き
た
の
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
そ
ん
な
質
問
を
す
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。 

そ
れ
に
こ
の
問
答
歌
は
原
文
を
見
る
と
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
字
の
問
答
歌
を
見
る
と
そ
ん
な
ふ
う
に

は
書
か
れ
て
な
い
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
か
は
、
わ
た
し
の
前
の
論
文
で
詳
細
し
た
の
で
、
そ
れ
に
、

こ
こ
で
は
問
答
歌
を
論
じ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
わ
た
し
の
結
論
だ
け
を
説
明
し
て
先
に
進
む
こ
と
に
す
る
。 

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
ミ
ヒ
タ
キ
ノ
オ
キ
ナ
に
、
わ
た
し
は
い
く
つ
の
国
を
征
服
し
た
か
わ
か
る
か
と
た
ず
ね

た
。
そ
れ
に
対
し
ミ
ヒ
タ
キ
ノ
オ
キ
ナ
は
、
す
べ
て
の
国
で
す
と
答
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

そ
の
答
が
よ
か
っ
た
と
い
う
の
で
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
、
『
古
事
記
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
答
え
た
と
い
う

の
で
あ
る
。 

是
を
以
ち
て
其
の
老
人

お

き

な

を
誉
め
て
、
即
ち

東
あ
ず
ま

の

国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

を
給
ひ
き
。 

こ
こ
で
い
う
老
人
と
は
、
御
火
焼
之
老
人
の
こ
と
で
、
御
火
焼
之
老
人
と
は
酒
折
宮
の
主
人
、
す
な
わ
ち
、
甲
斐
国
の

当
時
の
王
で
あ
る
。
そ
の
王
さ
ま
が
戦
か
わ
ず
し
て
大
和
に
降
服
し
た
と
い
う
の
で
、
甲
府
盆
地
の
東
側
の
丘
陵
地
帯
の

国
の
政
治
を
ま
か
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、
前
の
論
文
で
あ
る
。
国
造
と
い
う
の
は
、
古
代
に
お
い
て
は
国
王
の
こ
と
で
あ

る
。 い

ず
れ
に
し
ろ
、
甲
斐
に
は
塩
が
あ
っ
た
。
古
代
に
あ
っ
て
は
、
塩
が
古
代
の
国
を
つ
く
っ
て
い
た
こ
と
は
、
塩
の
専

売
で
漢
と
い
う
中
国
が
作
ら
れ
た
こ
と
で
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
甲
斐
と
い
う
国
が
塩
が
あ
っ
た
の
で
、
大
和
は
な
ん
と

し
て
も
甲
斐
と
い
う
国
で
は
な
く
、
甲
斐
の
塩
が
欲
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

た
だ
こ
の
文
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
甲
斐
国
と
い
う
の
は
、
「
埤
」
と
い
う
文
字
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
完
全
な
独
立

し
た
国
の
時
代
と
、
大
和
王
朝
に
支
配
さ
れ
た
国
の
二
つ
の
面
を
も
っ
た
古
代
の
国
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

⑤ 

甲
斐
星
石
終
考 

 

わ
た
し
が
星
石
の
論
文
を
書
こ
う
と
思
い
た
っ
た
の
は
、
星
石
の
右
側
に
字
が
、
そ
れ
も
四
文
字
ず
つ
漢
字
で
二
行
彫

ま
れ
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
か
ら
だ
。
し
か
も
そ
の
字
は
、
一
行
目
が
人
目
を
は
ば
か
る
よ
う
に
小
さ
く
、
二
行
目
が

大
き
い
の
だ
。
石
に
彫
ま
れ
た
文
字
で
、
こ
ん
な
差
の
あ
る
文
字
を
わ
た
し
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
そ
の
上
、
こ
の
星
石

の
左
側
に
は
絵
が
、
そ
れ
も
な
ん
と
も
奇
妙
な
絵
が
彫
ま
れ
て
い
た
。
奇
妙
と
い
う
の
は
太
陽
と
月
が
、
し
か
も
そ
の
月

が
、
三
ケ
月
が
並
ん
で
彫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
文
字
と
絵
の
間
に
、
小
穴
が
二
十
七
彫
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
星
石
の
名
前
は
こ
こ
か
ら
き
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
星
石
の
中
心
は
こ
の
小
穴
が
中
心
で
は
な
く
、
字

と
絵
が
中
心
で
あ
る
。
小
穴
は
そ
の
字
や
絵
が
わ
か
っ
て
は
じ
め
て
わ
か
る
の
で
あ
る
。 

そ
の
甲
斐
の
古
代
に
字
で
あ
る
の
は
、
赤
烏
元
年
銅
鏡
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
銅
鏡
は
赤
烏
元
年
、
二
三
八
年
に
作

ら
れ
た
も
の
な
の
で
、
甲
斐
に
あ
る
文
字
と
し
て
は
い
ち
ば
ん
古
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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た
だ
数
が
多
い
と
い
え
ば
、
酒
折
宮
の
背
後
に
そ
び
え
て
い
る
御
室
山
に
あ
る
石
文
字
で
あ
る
。
今
で
は
埤
と
光
と
境

し
か
読
み
と
れ
な
い
が
、
そ
の
他
に
字
の
跡
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
が
い
く
つ
も
認
め
ら
れ
る
。 

古
代
甲
斐
人
が
中
国
の
字
、
漢
字
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
で
き
た
と
い
う
の
が
わ
か
る
の
は
『
甲
斐
国
志
』
に
そ
の
記

述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

そ
こ
に
は
、
古
代
甲
斐
に
は
学
校
が
存
在
し
て
い
た
と
書
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
学
校
で
は
生
徒
が
学
ん
で
い
た

し
、
典
籍
も
そ
ろ
っ
て
い
た
と
書
い
て
あ
る
。
た
だ
し
生
徒
が
な
に
を
学
ん
で
い
た
か
は
書
い
て
な
い
。
た
だ
文
字
の
な

い
古
代
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
す
で
に
中
国
の
影
響
を
受
け
て
い
た
古
代
甲
斐
の
こ
と
だ
、
文
字
を
、
と
い
っ
て

も
中
国
の
文
字
、
漢
字
を
学
び
、
そ
の
文
字
を
使
っ
て
中
国
文
を
書
い
た
り
、
中
国
字
の
字
音
を
利
用
し
て
日
本
文
を
書

い
た
り
す
る
こ
と
を
学
ん
で
い
た
に
ち
が
い
な
い
。 

こ
こ
ま
で
わ
か
れ
ば
星
石
の
二
行
の
文
に
挑
戦
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
二
行
の
文
を
あ
ら
た
め
て
書
く
と
次
の
よ

う
に
な
る
。 

一
流
襌
道 

八
百
万
神 

し
か
も
こ
の
二
行
の
字
は
、
も
ち
ろ
ん
漢
字
だ
が
、
八
百
万
神
の
方
が
ど
う
ど
う
と
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

意
味
あ
り
げ
で
、
一
流
禪
道
の
方
が
八
百
万
神
に
気
を
つ
か
っ
て
肩
を
す
く
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
石
に
彫

ら
れ
た
字
で
あ
る
。
石
に
字
を
彫
っ
て
の
こ
と
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
常
人
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
し
て
そ
れ

が
二
行
の
文
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
必
要
が
あ
る
の
は
、
そ
の
地
域
の
国
の
王
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。 

だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
地
域
の
古
代
の
国
王
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
が
、
こ
の
二
行
の
石
文
字
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
と
す
れ
ば
そ
の
答
え
は
と
い
え
ば
、
八
百
万
神
に
ま
ず
目
が
い
く
。 

八
百
万
神
と
い
え
ば
「
ヤ
オ
ヨ
ズ
ノ
カ
ミ
」
と
読
ま
れ
て
い
る
が
、
別
に
そ
ん
な
に
多
く
の
神
が
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
た
だ
大
ぜ
い
の
氏
族
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
使
っ
て
い
る
の
は
『
古
事
記
』
で
あ
る
。
次
の
よ

う
に
使
っ
て
い
る
。 

故
、
天
照
大
御
神
出
で
坐ま

し
し
時
、
高
天

た
か
あ
ま

の
原
も
葦
原

あ
し
は
ら

中

国

な
か
つ
く
に

も
、

自
お
の
ず
か

ら
照 て

り
明 あ

か

り
き
。
是 こ

こ

に
八
百
万
神
共
に
議 は

か

り
て⋯  

こ
の
文
は
、
天
照
大
御
神
が
天 あ

ま

の
石
屋

い

い

や

戸 と

か
ら
出
て
、
高
天
の
原
で
八
百
万
神
が
よ
ろ
こ
ん
で
出
む
か
え
て
、
こ
れ
か

ら
ど
う
し
よ
う
か
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。 

さ
て
こ
こ
ま
で
わ
か
れ
ば
、
星
石
の
次
の
文
は
、
ま
さ
に
こ
の
文
そ
の
も
の
だ
と
わ
か
る
。 

一
流
襌
道 

八
百
万
神 

甲
斐
国
は
大
和
の
天
皇
家
が
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
、
甲
斐
の
酒
折
宮
に
、
つ
ま
り
甲
斐
の
王
宮
に
き
て
、
戦
わ

ず
し
て
甲
斐
王
が
屈
服
し
た
時
、
そ
の
一
族
は
、
つ
ま
り
甲
斐
の
八
百
万
神
は
絶
望
し
た
。
そ
れ
は
天
照
大
御
神
が
天
の

石
屋
戸
に
入
り
、
八
百
万
神
と
い
う
天
照
の
一
族
が
絶
望
し
た
の
と
そ
っ
く
り
だ
。
し
か
し
甲
斐
王
の
御
火
焼
之
老
人

は
、
そ
の
一
族
、
八
百
万
神
が
い
ろ
い
ろ
と
手
を
打
ち
、
東
の
国
造
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
お
そ
ら
く
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

ノ
ミ
コ
ト
が
、
御
火
焼
之
老
人
に
つ
か
え
て
い
る
一
族
が
、
あ
ま
り
に
甲
斐
の
国
王
に
忠
実
な
の
に
気
が
つ
い
て
、
星
石

の
残
存
し
て
い
た
東
側
の
地
域
、
『
古
事
記
』
で
は
た
だ
東
と
い
っ
た
国
の
支
配
を
ま
か
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
一
時
、
国
王
で
な
く
な
っ
た
甲
斐
国
王
は
一
族
に
支
え
ら
れ
て
、
八
百
万
神
に
支
え
ら
れ
て
、
星
石
の

残
存
し
た
東
側
の
国
の
王
と
な
っ
た
。 
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し
か
し
こ
の
王
は
、
従
来
の
王
と
ち
が
い
、
と
い
う
の
は
酒
折
宮
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
が
進
入
し
て
き
た
の

で
、
そ
れ
ま
で
独
立
国
の
甲
斐
国
王
だ
っ
た
が
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
に
戦
わ
ず
屈
服
し
た
の
で
、
そ
の
時
点
で
は

た
だ
の
老
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
甲
斐
の
一
族
に
支
え
ら
れ
て
、
ど
う
に
か
星
石
の
残
存
し
た
国
の
王
と
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
王
だ
と
い
っ
て
も
、
大
和
王
朝
に
頭
を
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
甲
斐
の
一
族
に
も
頭
を
お

さ
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
石
に
自
分
の
こ
と
を
、
王
と
い
う
字
を
、
堂
々
と
彫
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。 

こ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
八
百
万
神
と
あ
れ
ば
『
古
事
記
』
で
は
そ
の
前
に
く
る
こ
と
ば
は
天
照
大
御
神
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
星
石
で
も
同
じ
で
あ
る
。
八
百
万
神
の
前
に
あ
る
一
流
襌
道
は
、
こ
の
国
の
天
照
大
御
神
で
あ
る
。 

一
流
と
い
う
の
は
最
高
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
次
に
あ
る
襌
と
い
う
字
は
襌
譲
、
天
子
が
位
を
ゆ
ず
る
こ
と
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
国
王
の
こ
と
で
あ
る
。
道
と
い
う
の
は
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
一
流
襌
道
と
は
、
最
高
の
国
王
が
こ
の
国
に
存
在
し
て
い
る
と
石
文
字
で
甲
斐
の
国
王
が
し
る
し
た
の

で
あ
る
。
だ
が
一
族
に
さ
さ
え
ら
れ
て
国
王
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
族
に
、
八
百
万
神
と
敬
意
を
は
ら
っ
て
、
自
分
の

尊
大
さ
を
誇
示
す
る
の
で
は
な
く
、
一
族
の
り
っ
ぱ
さ
を
示
す
た
め
に
、
八
百
万
神
の
方
を
り
っ
ぱ
に
描
い
た
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
東
に
、
東
側
に
移
さ
れ
た
甲
斐
国
は
、
そ
の
国
の
支
配
者
は
実
質
一
族
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
も
う
星
石
と
い
わ
れ
た
中
央
に
あ
る
小
穴
の
説
明
は
す
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
。
実
権
を
に
ぎ
っ

て
い
る
一
族
を
中
央
の
小
穴
と
し
て
え
が
い
た
の
で
あ
る
。 

最
後
に
奇
妙
な
絵
、
太
陽
と
月
が
、
そ
れ
も
三
ケ
月
が
並
ん
で
え
が
か
れ
て
絵
の
説
明
で
あ
る
。
こ
の
絵
も
、
国
王
と

そ
の
国
王
を
支
え
て
い
る
一
族
を
え
が
い
た
も
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
こ
の
絵
も
天
照
大
御
神
を
描

い
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
に
し
ろ
天
照
大
御
神
は
太
陽
神
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
星
石
を

作
っ
た
甲
斐
の
国
王
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

わ
た
し
は
古
代
に
お
い
て
次
の
『
古
事
記
』
の
文
が
か
な
り
普
及
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ

れ
が
星
石
に
刻
ま
れ
て
い
る
太
陽
と
月
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。 

是
に
左
の
御
目
を
洗
ひ
た
ま
ふ
時
に
、
成
れ
る
神
の
名
は
、
天
照
大
御
神
、
次
に
右
の
御
目
を
洗
ひ
た
ま
う
時
に
、

成
れ
る
神
の
名
は
、
月
読
命
。 

こ
の
目
の
主
は
伊
邪
那
伎
命
だ
が
、
お
そ
ら
く
古
代
人
は
、
昼
と
夜
を
同
一
の
も
の
で
、
昼
が
、
つ
ま
リ
太
陽
で
、
夜

に
な
る
と
月
に
な
る
と
考
え
て
た
ふ
し
が
あ
る
。
だ
か
ら
太
陽
と
月
が
左
と
右
の
目
に
た
と
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
太
陽
と
月
を
並
べ
て
え
が
い
た
の
は
、
そ
れ
も
三
ケ
月
と
え
が
い
た
の
は
、
ま
る
い
の
が
太
陽
だ
と
示
す
た
め
だ

か
ら
に
ち
が
い
な
い
。 

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
絵
は
太
陽
が
天
照
大
御
神
で
こ
の
国
、
東
に
移
さ
れ
た
甲
斐
国
の
王
が
中
心
の
国
で
あ
り
と
い

う
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

最
後
に
ひ
と
こ
と
そ
え
る
と
、
わ
た
し
は
甲
斐
王
朝
と
対
立
し
た
り
、
甲
斐
王
朝
を
征
服
し
た
国
を
大
和
と
し
た
が
、

こ
の
大
和
は
元
平
室
字
元
年
以
降
使
わ
れ
た
国
名
だ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
以
前
で
も
大
和
天
皇
家
の
よ
う

に
使
っ
て
い
る
。
そ
の
時
代
に
応
じ
て
「
ヤ
マ
ト
」
を
変
え
る
の
は
、
読
み
に
く
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。 

 

さ
て
こ
の
論
文
を
終
る
に
あ
た
り
、
わ
た
し
が
い
い
た
い
の
は
、
わ
た
し
が
論
文
を
書
こ
う
と
思
っ
た
時
と
、
書
き
終

わ
っ
た
と
き
で
は
結
論
が
ま
っ
た
く
別
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
少
な
く
と
も
わ
た
し
が
こ
こ
に
書
い
た
よ
う
に

一
つ
に
つ
な
が
っ
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
て
ペ
ン
を
お
く
こ
と
に
す
る
。 
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