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一

　
一
九
八
五
年
一
月
下
旬
、
私
た
ち
は
中
国
雲
南
省
天
理
を
訪
ね
た
。
そ
れ
は
民

俗
採
訪
の
調
査
旅
行
で
は
な
く
、
北
京
の
日
本
語
研
修
セ
ン
タ
ー
の
講
師
を
稿
う

招
待
旅
行
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
昆
明
か
ら
天
理
に
向
か
う
車
中
で
間
い
た
王
洪
濤

氏
の
話
に
い
た
く
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
天
理
地
方
に
住
む
白
族
の
民
俗
や
民
間
伝

承
に
関
心
を
待
っ
た
。
王
洪
濤
氏
は
雲
南
省
教
育
庁
外
事
弁
公
室
に
勤
め
る
漢
族

の
一
人
で
白
族
で
は
な
か
っ
た
が
、
天
理
地
方
の
白
族
の
三
月
街
の
民
俗
に
つ
い

て
語
っ
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
旧
暦
三
月
十
五
日
か
ら
数
日
間
、
天
理
に
立
つ
と
い

う
盛
大
な
市
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
時
に
そ
の
市
が
白
族
の
若
い
男
女
を
結
び
つ

け
る
場
に
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
と
も
う
一
つ
、
白
族
は
数
多
く
の

歌
を
待
っ
て
い
て
、
そ
の
歌
い
手
が
多
く
い
る
と
い
う
こ
と
も
語
っ
て
く
れ
た
。

　
私
は
そ
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
場
面
に
遭
遇
し
、
そ
の

よ
う
な
人
々
の
歌
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
期
待
を
待
っ

た
の
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、
天
理
滞
在
中
は
そ
の
機
会
が
な
く
、
そ
の
帰
途
、
楚

雄
に
お
い
て
他
の
少
数
民
族
の
高
校
生
に
よ
る
、
そ
の
人
々
の
歌
を
聴
き
、
踊
り

を
見
た
り
、
自
ら
も
踊
っ
た
り
す
る
と
い
う
体
験
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
天
理
は
、
未
だ
一
月
の
下
旬
だ
と
い
う
の
に
、
畑
の
菜
の
花
が
美
し
く
咲

き
、
に
せ
あ
か
し
ゃ
が
鮮
や
か
な
黄
の
花
を
着
け
て
い
た
。
こ
こ
は
人
口
三
十
八

万
人
。
そ
の
う
ち
少
数
民
族
で
あ
る
白
族
が
二
十
四
万
人
住
ん
で
い
る
。
そ
う
説

工
　
　
藤

茂

明
し
て
く
れ
た
の
は
、
天
理
外
事
弁
公
室
に
勤
め
る
張
碧
濤
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は

白
族
の
父
と
漢
族
の
母
の
間
に
生
ま
れ
た
若
い
お
嬢
さ
ん
で
、
蛇
骨
塔
に
ま
つ
わ

る
段
赤
城
の
伝
説
な
ど
を
語
っ
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
白
族
は
唐
代
か
ら

漢
族
と
交
渉
が
あ
り
、
文
字
は
持
た
ず
、
後
に
漢
字
を
そ
の
族
の
文
字
と
し
て
用

い
た
こ
と
を
も
話
し
て
く
れ
た
。
た
だ
残
念
な
が
ら
宗
教
に
は
あ
ま
り
関
心
が
な

か
っ
た
ら
し
く
、
折
角
周
城
鎮
ま
で
案
内
し
て
く
れ
た
の
に
、
瑚
蝶
泉
の
伝
説
の

主
人
公
で
、
今
で
は
周
城
の
本
主
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
社
朝
選
の
土
人
形
ま
で

は
紹
介
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
の
時
、
私
自
身
も
そ
の
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
。

　
そ
れ
に
し
て
も
天
理
は
美
し
い
所
で
あ
っ
た
。
中
央
に
大
き
な
耳
の
形
を
し
た

斑
海
と
い
う
湖
が
広
が
り
、
西
に
点
蒼
山
の
山
脈
が
連
な
り
、
空
も
雲
も
水
も
綺

麗
な
、
桃
源
郷
の
よ
う
な
所
で
あ
っ
た
。

　
現
在
の
天
理
が
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
世
紀
の
こ
と
だ
と
い

う
。
天
理
は
大
理
石
の
名
産
地
で
あ
る
。
だ
か
ら
天
理
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
白
族
の
段
思
平
が
政
権
を
執
っ
て
国
号
を
天

理
と
改
め
て
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
雲
南
人
民
出
版
社
発
行
の

　
『
天
理
風
情
録
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
「
理
」
と
「
治
」
と
は
同
義

で
「
天
理
」
と
は
即
ち
「
大
治
」
の
意
昧
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
同
書
は
ま
た
、
こ
の
地
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
年
中
行
事
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
王
洪
濤
氏
の
語
っ
て
く
れ
た
三
月
街
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
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い
る
。
「
街
」
と
い
う
の
は
雲
南
方
言
で
、
「
市
」
と
か
「
墟
」
ま
た
は
「
場
」
を

意
味
す
る
語
で
あ
る
。
夏
暦
三
月
十
五
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
点
蒼
山
の
下
崇
聖

寺
の
近
く
に
大
き
な
市
が
立
つ
。
そ
こ
に
は
民
族
衣
裳
で
盛
装
し
た
老
若
男
女
が

集
い
、
物
を
買
い
、
歌
を
う
た
い
、
踊
り
を
お
ど
る
。
白
族
ば
か
り
で
は
な
く
、

彝
族
、
納
西
族
、
蔵
族
、
苗
族
な
ど
も
雲
の
よ
う
に
集
ま
り
競
馬
を
行
う
。
相
伝

え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
往
古
、
観
音
が
三
月
十
五
日
に
天
理
に
到
っ
て
伝
教
を

し
た
。
そ
こ
で
毎
年
こ
の
時
期
に
食
べ
物
を
供
え
て
観
音
を
拝
し
経
を
誦
し
た
。

こ
れ
が
三
月
街
の
起
源
で
あ
る
。

　
白
族
は
古
く
は
遊
牧
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
や
が
て
水
稲
栽
培
を
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
綾
三
吉
、
栽
秩
会
、
田
家
楽
、
火
花
節
、
嘗
新
節
と

い
っ
た
年
中
行
事
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
饒
三
雲
は
播
種
前
の
四
月
二
十

三
日
か
ら
二
ナ
五
日
に
行
わ
れ
る
そ
の
年
の
豊
作
を
祈
る
春
の
遊
び
、
栽
秩
会
は

田
植
祭
り
、
田
家
楽
は
田
植
え
が
無
事
に
終
っ
た
こ
と
を
祝
い
水
に
感
謝
を
さ
さ

げ
る
行
事
、
大
把
節
は
六
月
二
十
五
日
の
松
明
祭
り
で
、
虫
送
り
を
す
る
盛
大
な

行
事
、
そ
し
て
窟
新
節
は
辛
い
労
働
の
終
了
を
祝
っ
て
田
公
地
母
神
を
祀
る
収
穫

祭
で
あ
る
。

　
そ
の
他
に
も
白
族
は
漁
潭
会
、
松
枝
会
、
五
宝
山
歌
会
な
ど
の
年
中
行
事
を
持

っ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
若
い
男
女
の
歌
垣
が
行
わ
れ
て
い
る
。
若
い
男
女
は
お
互

い
に
歌
唱
の
や
り
と
り
を
な
し
、
結
婚
の
相
手
を
見
つ
け
る
。
そ
う
な
る
と
両
親

と
媒
妁
人
と
が
話
合
っ
て
婚
約
成
立
と
な
る
。
男
の
家
で
は
吉
日
を
選
び
、
女
の

家
に
酒
と
雄
鶏
を
届
け
る
。
次
に
男
は
数
ケ
月
女
の
家
に
働
き
に
出
か
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
時
に
は
女
の
家
に
住
み
込
み
で
働
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
男
は
女

の
家
の
年
輩
の
人
々
を
知
り
、
そ
の
環
境
を
知
る
。
し
か
る
後
に
女
は
男
の
家
に

迎
え
ら
れ
、
盛
大
な
結
婚
の
宴
が
行
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
白
族
は
数
多

く
の
伝
承
歌
謡
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
そ
の
内
容
と
形
式
に
よ
っ
て
、
打
歌
、

本
子
曲
、
串
枝
逓
、
大
本
曲
な
ど
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
収
め
た
一
冊

が
、
『
白
族
民
間
叙
事
詩
集
』
（
楊
亮
才
・
李
帯
締
選
編
）
と
し
て
中
国
民
間
文
芸

出
版
社
（
北
京
）
か
ら
出
て
い
る
。

　
一
方
白
族
は
ま
た
、
数
多
く
の
神
話
、
伝
説
、
昔
話
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら

は
『
白
族
民
間
故
事
伝
説
集
』
（
李
星
華
記
録
整
理
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
同
じ

出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
右
の
う
ち
後
者
は
既
に
、
君
島
久
子
氏
の
訳
で
『
中
国
少
数
民
族
の
昔
話
－

白
族
民
間
故
事
伝
説
集
』
と
し
て
三
弥
井
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

中
に
「
稜
角
庄
」
と
い
う
故
事
が
あ
っ
た
。

　
楊
美
清
編
『
天
理
風
物
数
記
』
（
昆
明
市
群
衆
芸
術
館
八
巻
城
芸
術
Ｖ
編
輯
部
編

印
）
に
よ
る
と
、
「
稜
角
庄
」
は
白
族
の
民
間
故
事
で
、
「
望
夫
雲
」
「
瑚
蝶
泉
」
と

共
に
、
白
族
民
間
三
天
愛
情
故
事
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
あ
る
。
後
二
者
は
愛

に
殉
ず
る
悲
劇
的
な
故
事
で
あ
る
が
、
「
稜
角
庄
」
は
ま
さ
に
め
で
た
し
め
で
た
し

で
終
わ
る
運
奇
譚
で
あ
り
、
致
富
譚
で
あ
る
。
そ
の
稜
角
庄
と
い
う
村
は
、
同
書

に
よ
る
と
現
在
の
天
理
県
七
里
橋
公
社
、
点
蒼
山
聖
応
降
下
に
あ
る
白
族
の
人
家

五
六
十
戸
の
村
落
で
、
そ
の
北
を
青
碧
渓
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
昔
、
こ
の
庄
で
炭
焼
き
を
し
て
い
た
張
保
君
の
貧
し
い
家
に
、
白
王
の
娘
白
娃

公
主
（
王
女
）
が
水
牛
に
乗
っ
て
訪
れ
、
彼
と
結
婚
す
る
。
王
女
が
母
の
薬
を
買

う
よ
う
に
と
張
保
君
に
渡
し
た
「
金
叶
子
」
が
契
機
に
な
っ
て
、
彼
が
炭
焼
く
山

や
溝
に
あ
る
も
の
も
金
銀
と
分
か
り
、
一
家
は
た
ち
ま
ち
金
持
ち
に
な
っ
て
白
娃

は
父
王
を
招
く
こ
と
が
で
き
た
。

　
以
上
が
「
稜
角
庄
」
の
故
事
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
一
見
し
て
そ
の
内
容
は
、

柳
田
国
男
が
豊
前
の
宇
佐
ハ
幡
と
関
連
す
る
豊
後
の
そ
れ
が
伝
播
さ
れ
た
と
考
え

た
、
我
が
国
の
炭
焼
長
者
譚
に
類
似
し
な
が
ら
、
そ
の
細
部
に
無
視
し
が
た
い
相

違
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
両
者
を
比
較
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
二

　
豊
前
宇
佐
ハ
幡
宮
に
祀
ら
れ
る
ハ
幡
神
に
関
し
て
、
科
学
的
に
研
究
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
の
諸
説
と
変
遷
に
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つ
い
て
、
中
野
幡
能
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
明
治
に
は
三
説
が
現
れ
、
ヒ
コ
ホ
デ
ミ
等
と
さ
れ
、

　
　
こ
れ
が
否
定
さ
れ
地
名
説
を
残
し
、
仏
教
的
神
で
僧
侶
が
利
用
し
た
と
さ
れ
、

　
　
大
正
～
昭
和
に
は
仏
教
的
神
、
母
子
神
、
鍛
冶
神
、
秦
の
氏
神
、
神
武
天
皇
、

　
　
海
の
神
と
い
う
説
が
現
れ
、
戦
後
は
仏
教
の
融
合
に
豊
国
法
師
が
指
摘
、
宗

　
　
像
神
、
鍛
冶
神
、
ハ
ル
マ
ン
信
仰
か
ら
邪
馬
台
ヒ
ミ
コ
の
信
仰
ま
で
現
れ
た
。

　
　
　
そ
れ
に
対
し
て
著
者
（
中
野
氏
）
は
神
と
氏
族
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、

　
　
宇
佐
辛
島
大
神
の
三
氏
族
の
関
係
を
と
り
あ
げ
、
さ
ら
に
宮
地
説
以
来
の
地

　
　
名
起
源
説
を
発
展
さ
せ
た
。
こ
の
見
方
は
そ
の
後
諸
氏
の
研
究
に
影
響
を
与

　
　
え
、
戦
後
の
研
究
の
主
流
に
な
っ
た
が
、
母
子
神
鍛
冶
神
の
問
題
も
引
き
つ

　
　
づ
き
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
大
正
十
四
年
に
発
表
さ
れ
た
柳
田
国
男
の
「
炭
焼
小
五
郎
が
事
」
（
『
海

南
小
記
』
）
に
つ
い
て
は
、
「
炭
焼
小
五
郎
の
伝
説
は
ハ
幡
神
最
古
の
神
話
で
あ
る

と
し
て
は
じ
め
て
ハ
幡
神
を
鍛
治
神
と
み
る
見
方
を
発
表
し
た
」
も
の
で
あ
っ
た
、

と
述
べ
て
い
る
。

　
中
野
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
柳
田
国
男
の
「
炭
焼
小
五
郎
が
事
」
の
特
色
は
、

大
分
県
大
野
郡
三
重
町
の
連
城
寺
と
臼
杵
市
深
田
の
満
月
寺
の
縁
起
に
関
わ
る
真

野
長
者
の
物
語
を
「
宇
佐
の
根
源
が
男
性
の
日
の
神
で
あ
り
、
其
最
初
の
王
子
神

が
、
賀
茂
大
神
同
系
の
別
雷
で
あ
り
、
次
の
代
の
若
宮
が
火
の
御
子
で
あ
り
炭
の

神
で
あ
っ
て
、
所
謂
鍛
冶
の
翁
は
其
神
徳
の
顕
露
で
あ
っ
た
」
と
い
う
神
話
の
残

存
と
見
な
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
神
の
比
義
が
最
初
の
巫
女
で
、

比
義
に
よ
っ
て
神
が
顕
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
近
い
神
話
が
、
玉
世
姫

の
力
に
よ
っ
て
貴
き
炭
焼
小
五
郎
が
顕
わ
れ
た
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
の
が
、

炭
焼
小
五
郎
の
物
語
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
豊
後

の
炭
焼
長
者
譚
が
本
邦
で
は
最
も
古
く
、
そ
れ
が
鋳
物
師
の
手
に
よ
っ
て
各
地
に

運
ば
れ
て
行
く
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
炭
を
イ
モ
ジ
と
謂
う
宇
佐
郡
な
ど
の
方
一
日

が
語
り
手
に
作
用
し
て
、
芋
掘
り
長
者
譚
が
派
生
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
炭
焼
長
者
の
話
と
い
う
の
は
、
柳
田
国
男
の
要
約
に
よ
る
と
、

　
　
　
第
一
に
は
極
め
て
貧
賎
な
る
若
者
が
、
山
中
で
一
人
炭
を
焼
い
て
居
た
。

　
　
豊
後
に
於
て
は
男
の
名
を
小
五
郎
と
謂
ふ
。

　
　
　
第
二
に
は
都
か
ら
貴
族
の
娘
が
、
兼
て
信
仰
す
る
観
世
音
の
御
告
げ
に
由

　
　
っ
て
、
逡
々
と
押
掛
け
嫁
に
や
っ
て
来
る
。
姫
の
名
が
も
し
伝
は
っ
て
居
れ

　
　
ば
、
玉
世
か
玉
屋
か
必
ず
玉
の
字
が
附
い
て
居
る
。

　
　
　
第
三
に
は
そ
の
炭
焼
小
五
郎
は
花
嫁
か
ら
、
小
判
又
は
砂
金
を
貰
っ
て
、

　
　
市
へ
買
物
に
行
く
造
す
が
ら
、
水
鳥
を
見
つ
け
て
そ
れ
に
黄
金
を
投
げ
付
け

　
　
　
第
四
の
点
は
即
ち
愉
快
な
る
発
見
で
あ
る
。
何
故
に
大
切
な
黄
金
を
投
げ

　
　
棄
て
た
か
と
姫
に
戒
め
ら
れ
る
と
、
あ
れ
が
其
様
な
宝
で
あ
る
の
か
、
あ
ん

　
　
な
小
石
が
宝
に
な
れ
ば
／
わ
し
が
炭
焼
く
谷
々
に
／
お
よ
そ
小
策
で
山
ほ
ど

　
　
御
座
る
／
と
謂
っ
て
、
そ
れ
を
拾
っ
て
来
て
す
ぐ
に
す
る
す
る
と
長
者
に
な

　
　
っ
て
し
ま
ふ
。

と
な
る
。

　
こ
の
話
は
さ
ら
に
採
集
さ
れ
て
、
現
在
は
『
日
本
昔
話
大
成
』
（
角
川
書
店
）
の

　
「
本
格
昔
話
」
の
五
、
「
運
命
と
致
富
」
の
項
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
初

婚
型
と
再
婚
型
に
分
け
て
載
せ
て
あ
る
が
、
同
じ
項
に
載
っ
て
い
る
芋
掘
長
者
の

昔
話
も
再
婚
型
と
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
長
者
譚
は
、

ほ
ぼ
同
じ
系
列
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
細
か
い
相
違
点
を
挙
げ
る
と
、
先

に
引
用
し
た
柳
田
国
男
の
要
約
は
、
初
婚
型
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
伊
藤
清
司
氏
の
「
炭
焼
長
者
型
説
話
の
構
造
」
に
よ
る
と
、
炭
焼

長
者
・
初
婚
型
、
再
婚
型
お
よ
び
芋
掘
長
者
の
昔
話
は
、
日
本
ば
か
り
で
は
な
く

中
国
や
朝
鮮
半
島
に
も
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
氏
は
そ
こ
で
中
国
の
十
五

話
、
朝
鮮
半
島
の
六
話
を
日
本
の
そ
れ
と
比
較
検
討
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
仮

説
を
想
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
ア
ジ
ア
の
「
炭
焼
長
者
型
」
説
話
は
、
お
そ
ら
く
「
運
命
譚
」
の
類
の
共

　
　
通
の
伝
承
が
＜
初
婚
型
▽
と
△
再
婚
型
▽
の
二
型
に
展
開
し
、
伝
承
と
伝
播

　
　
の
過
程
で
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
発
展
を
遂
げ
、
た
と
え
ば
、
一
部
の
地
方

５



　
　
で
、
夫
の
稼
業
を
芋
掘
り
と
す
る
も
の
に
変
じ
、
そ
れ
が
の
ち
、
朝
鮮
半
島

　
　
と
日
本
列
島
で
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
独
自
の
発
展
を
示
し
た
。
あ
る
い
は
ま
た

　
　
娘
を
勘
当
し
た
父
親
に
富
裕
に
な
っ
た
娘
夫
婦
が
孝
養
を
い
た
す
結
果
の
話

　
　
が
生
じ
、
そ
れ
が
中
国
と
朝
鮮
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
展
開
し
、
と
く
に
後
者

　
　
で
は
好
ん
で
語
ら
れ
て
普
及
し
、
朝
鮮
の
特
徴
と
な
っ
た
。
他
方
、
日
本
で

　
　
は
幸
福
な
結
婚
へ
の
案
内
に
神
が
介
在
し
、
そ
れ
に
反
比
例
し
て
、
父
親
の

　
　
影
が
薄
弱
化
す
る
と
い
う
特
色
を
示
し
て
い
る
、
（
略
）
。

以
上
は
結
論
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
氏
は
△
初
婚
型
∇
の
そ
れ
を
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ

の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
白
族
の
「
憤
角
庄
」
の
故
事
を
、

こ
れ
ら
の
う
ち
の
Ｂ
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
い
る
。
Ｂ
タ
イ
プ
と
は
、

　
　
高
官
な
い
し
大
金
特
に
三
人
の
娘
が
い
る
。

　
　
そ
の
末
娘
の
み
が
父
の
意
見
に
沿
わ
な
い
。

　
　
末
娘
が
勘
当
同
然
の
身
と
な
り
、
乞
食
あ
る
い
は
柴
刈
り
な
ど
の
妻
に
な
る
。

　
　
こ
の
夫
婦
が
黄
金
を
発
見
し
、
大
金
特
に
な
る
。

　
　
富
裕
と
な
っ
た
娘
が
勘
当
し
た
父
親
に
孝
養
を
尽
す
こ
と
で
結
末
と
な
る
。

と
い
う
構
造
を
特
っ
た
説
話
の
こ
と
で
あ
る
。
右
の
最
後
の
一
行
を
「
娘
を
勘
当

し
た
父
は
そ
れ
を
恥
じ
て
死
ぬ
。
ま
た
は
零
落
す
る
。
」
と
い
う
コ
打
に
変
え
れ

ば
、
こ
れ
は
た
ち
ま
ち
Ａ
タ
イ
プ
の
説
話
に
な
る
。
Ｃ
タ
イ
プ
の
そ
れ
は
、
先
に

引
用
し
た
柳
田
国
男
の
要
約
し
た
炭
焼
長
者
の
話
の
型
で
あ
る
。
も
っ
と
も
夫
の

職
業
を
炭
焼
き
と
す
る
の
は
中
国
に
は
少
な
く
十
五
話
中
二
例
、
朝
鮮
六
話
中
三

例
だ
と
い
う
。
そ
の
少
な
い
二
例
の
う
ち
の
一
例
が
「
輸
角
庄
」
の
故
事
で
あ
っ

た
。

　
　
　
　
三

　
「
愉
角
庄
」
故
事
は
中
国
雲
南
省
天
理
の
甫
源
で
採
録
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
語
り

手
は
瑞
青
と
楊
亮
才
。
故
李
星
華
女
氏
が
記
録
整
理
し
た
『
白
族
民
間
故
事
伝
説

集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
章
に
お
い
て
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
故
事
で
は
主
人
公
は
白
娃
王
女
、
つ
ま
り
女
性
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
の

炭
焼
長
者
譚
の
場
合
に
は
豊
後
の
そ
れ
の
よ
う
に
小
五
郎
、
つ
ま
り
男
性
が
主
人

公
に
な
っ
て
い
る
場
合
と
、
喜
界
島
の
そ
れ
の
よ
う
に
女
性
が
主
人
公
に
な
っ
て

い
る
場
合
と
が
あ
っ
て
一
定
し
な
い
。
朝
鮮
の
そ
れ
は
女
性
が
主
人
公
の
よ
う
で
、

そ
の
点
で
は
「
懐
角
庄
」
故
事
に
非
常
に
類
似
し
た
話
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
語

り
出
し
の
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
白
王
有
両
全
姑
娘
一
挙
児
子
、
白
総
公
主
、
白
娃
公
主
和
白
林
太
子
。
有

　
　
一
天
、
白
王
問
他
的
太
姑
娘
白
総
公
主
説
、

　
　
　
ｊ
日
鶴
、
弥
吃
弔
全
的
福
禄
？
〃

　
　
大
女
児
説
、

　
　
　
。
我
吃
父
王
的
福
禄
／
・
″

　
　
白
王
又
問
他
的
児
子
白
林
太
子
説
、

　
　
　
″
白
林
、
弥
吃
弔
全
的
福
禄
？
″

　
　
兄
子
也
説
、

　
　
　
。
我
吃
父
王
的
福
禄
／
ぶ

　
　
白
王
折
了
、
心
里
恨
高
興
。
他
又
笑
迷
迷
他
聞
小
女
児
白
娃
公
主
説
、

　
　
　
一
日
娃
、
弥
吃
弔
全
的
福
禄
？
〃

　
　
白
娃
公
主
親
日
就
説
、

　
　
　
。
我
誰
的
福
禄
也
不
吃
、
吃
自
家
的
福
禄
／
ぷ

　
　
白
王
一
吠
、
心
里
恨
生
気
、
就
説
、

　
　
　
。
吃
弥
自
己
的
福
禄
恨
好
、
弥
就
吃
作
自
己
的
福
禄
去
吃
／
・
″

　
白
王
恚
は
白
族
の
王
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
王
に
は
二
人
の
王
女
と
一
人
の

王
子
が
あ
っ
た
。
末
の
王
女
は
名
を
白
娃
と
言
い
、
こ
れ
が
こ
の
話
の
主
人
公
で

あ
る
。
日
本
の
場
合
は
こ
れ
を
、
殿
様
の
、
京
の
さ
る
大
臣
の
、
長
者
の
、
大
内

大
納
言
の
、
鴻
の
池
の
、
出
雲
大
社
の
、
あ
る
い
は
京
都
の
天
子
様
の
操
の
姫
な

ど
と
す
る
。
佐
渡
で
は
三
人
娘
の
う
ち
の
姉
娘
と
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の

主
人
公
は
、
高
貴
の
出
で
さ
え
あ
れ
ば
、
語
る
場
所
民
族
の
相
違
に
よ
っ
て
変
化

し
得
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
二
章
に
お
い
て
述
べ
た

６



柳
田
説
は
、
こ
の
姫
の
名
に
玉
（
た
ま
）
が
付
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
。

　
さ
て
、
こ
の
主
人
公
白
娃
王
女
は
、
父
の
問
い
に
姉
や
兄
と
違
う
答
え
を
し
た

た
め
に
そ
の
怒
り
を
か
い
、
自
分
で
自
分
の
運
を
開
け
と
ば
か
り
に
追
い
出
さ
れ

る
。
そ
こ
で
王
女
は
父
に
一
頭
の
水
牛
を
ね
だ
り
、
そ
の
背
に
乗
っ
て
行
く
こ
と

に
す
る
。

　
　
　
白
娃
公
主
眼
他
的
父
蛮
要
了
一
頭
大
水
牛
、
他
契
上
了
牛
背
、
軽
軽
地
拍

　
　
着
牛
背
説
、

　
　
　
″
水
牛
、
水
牛
、
伴
把
我
駄
到
郷
里
、
我
就
落
到
郷
里
／
ぷ

　
　
　
白
娃
公
主
倒
騎
在
水
牛
的
背
上
、
譲
牲
随
意
地
駄
着
走
。

青
森
県
三
戸
郡
の
炭
焼
長
者
ふ
再
婚
型
の
話
に
、
亭
主
に
離
縁
さ
れ
た
嫁
が
、
亭

主
の
呉
れ
た
牛
に
乗
っ
て
行
き
、
山
中
で
神
の
お
告
げ
を
受
け
、
そ
の
お
告
げ
ど

お
り
牛
の
行
く
と
こ
ろ
に
行
っ
て
黄
金
を
発
見
し
、
長
者
に
な
っ
た
と
い
う
話
が

あ
る
。
例
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
例
は
た
い
そ
う
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、

白
娃
王
女
が
父
か
ら
貰
っ
た
水
牛
に
乗
っ
て
水
牛
の
行
く
と
こ
ろ
に
行
き
、
そ
こ

で
後
に
本
主
と
祀
ら
れ
る
焼
炭
郎
の
張
保
君
に
会
っ
て
金
持
に
な
る
と
い
う
故
事

と
、
そ
の
牛
の
モ
チ
ー
フ
が
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
同
じ
な
の
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
重
要
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
。
『
日
本
昔
話
事
典
』
（
昭

和
5
2
・
弘
文
堂
）
の
「
炭
焼
き
長
者
」
の
項
で
、
宮
崎
一
枝
氏
は
そ
の
こ
と
を
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
昔
炭
焼
き
の
技
術
は
冶
金
師
が
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
「
炭
焼
き
長
者
」
譚

　
　
は
タ
タ
ラ
師
、
鍛
冶
師
ら
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
冶
金
技
術
は
中
国

　
　
や
朝
鮮
か
ら
入
っ
て
来
た
が
、
両
国
と
日
本
の
こ
の
型
の
話
に
は
共
通
点
が

　
　
多
い
。
（
略
）
た
と
え
ば
白
族
の
話
で
も
、
牛
が
王
女
を
炭
焼
き
の
家
に
導
く

　
　
条
や
雀
を
金
で
打
つ
条
が
あ
る
。
牛
は
小
ア
ジ
ア
の
鉄
と
関
係
の
あ
る
天
候

　
　
神
の
乗
り
物
で
あ
り
、
北
方
ア
ジ
ア
で
は
鍛
冶
屋
の
神
の
持
ち
物
と
す
る
民

　
　
族
も
あ
る
。

　
右
に
「
た
と
え
ば
白
族
の
話
で
も
」
と
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
今
問
題
に
し
て

い
る
「
悛
角
庄
」
故
事
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
人
公
が
水
牛
に
乗
っ
て
行
き
、

そ
の
水
牛
の
案
内
に
よ
っ
て
張
保
君
に
め
ぐ
り
あ
う
の
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由

と
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
述
べ
る
予
定

な
の
で
、
次
の
特
色
に
触
れ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
こ
こ
で
話
ら
れ
る
地
名
起
源
に

つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
未
到
丁
丁
子
小
村
庄
。
水
牛
就
在
小
村
庄
中
間
撤
了
一
泡
尿
、
以
后
人
椚

　
　
就
趾
送
今
村
庄
叫
歌
登
。
（
略
）

　
　
　
未
到
男
一
挙
地
方
。
忽
然
牲
浪
臥
在
一
塊
湿
漉
漉
的
泥
灘
里
。
后
未
、
当

　
　
地
人
就
叫
送
今
地
方
為
契
保
。
・
（
略
）

　
　
　
走
到
丁
一
介
地
方
、
牲
不
自
主
地
育
子
育
腰
。
人
椚
以
后
就
叫
送
金
地
方

　
　
為
墨
等
何
。
（
略
）

　
　
　
走
到
一
挙
地
方
、
大
水
牛
用
椅
角
撞
了
一
下
土
塙
、
把
塙
上
的
撞
得
嘩
嘩

　
　
地
落
了
一
地
、
人
椚
后
未
就
踏
送
今
地
方
叫
倒
處
。
（
略
）

　
　
　
又
未
到
丁
丁
子
地
方
、
公
主
騎
在
牛
背
上
巳
経
騎
得
又
飢
又
乏
了
。
那
里

　
　
的
人
椚
、
看
見
公
主
累
得
那
今
林
児
、
心
里
着
実
有
些
可
憐
。
于
是
他
椚
就

　
　
端
末
熱
気
騰
騰
的
白
米
飯
譲
公
主
吃
。
公
主
砲
砲
地
吃
了
一
頓
。
事
后
、
人

　
　
椚
就
叫
送
今
地
方
為
波
唾
作
。

　
以
上
の
他
に
輸
角
庄
の
地
名
を
入
れ
て
、
こ
こ
で
は
六
つ
の
地
名
起
源
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
右
に
挙
げ
た
五
つ
の
地
名
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
編
者

の
注
が
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
を
君
島
久
子
氏
の
訳
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
歌
登
（
シ
エ
ト
ン
）
―
白
話
（
白
族
語
）
で
「
く
さ
い
」
と
い
う
意
味
。

　
　
　
　
現
在
も
こ
の
村
は
歌
登
と
呼
ば
れ
る
。

　
　
契
保
（
チ
ー
パ
オ
）
Ｉ
白
話
で
「
半
身
を
ぬ
ら
す
」
と
い
う
意
味
。
今
も

　
　
　
　
こ
の
村
は
契
保
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
　
墨
等
何
（
モ
ト
ン
カ
）
―
白
語
で
「
牛
が
う
ず
く
ま
る
」
と
い
う
意
味
。

　
　
　
　
今
で
も
こ
の
村
は
あ
る
。

　
　
倒
處
（
タ
オ
チ
ュ
）
Ｉ
白
話
で
「
牛
が
角
で
ド
ン
と
っ
く
」
と
い
う
意
味
。

　
　
　
　
今
な
お
こ
の
村
は
あ
る
。

　
　
波
嗜
作
（
ポ
モ
ツ
オ
）
－
白
語
で
「
白
米
の
村
」
と
い
う
意
味
。
現
在
も
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こ
の
村
は
あ
る
。

　
さ
て
、
波
唾
作
で
湯
気
の
出
る
白
米
の
御
飯
を
腹
一
杯
食
べ
た
王
女
を
乗
せ
て
、

水
牛
は
元
来
た
道
を
戻
っ
て
行
く
。
そ
し
て
契
保
の
、
あ
る
狭
い
路
地
へ
入
っ
て

い
っ
た
。
水
牛
の
角
は
長
く
、
そ
の
路
地
は
あ
ま
り
に
も
狭
か
っ
た
の
で
、
水
牛

は
頭
を
水
車
の
よ
う
に
ぐ
る
ぐ
る
回
し
て
、
や
っ
と
路
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
路
地
が
稜
角
庄
で
あ
り
、
張
保
君
と
そ
の
母
親
の
住
む
家
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
稜
角
庄
の
稜
角
と
は
角
が
水
車
の
よ
う
に
ま
わ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
水
牛
と
王
女
の
行
く
途
中
、
水
牛
の
行
為
と
王
女
の
行
為
に

由
来
す
る
地
名
が
生
ま
れ
て
い
く
例
は
、
日
本
の
炭
焼
長
者
譚
に
は
無
い
。
と
こ

ろ
が
こ
れ
ら
の
村
落
は
、
後
に
焼
炭
郎
の
張
保
者
と
信
仰
上
重
要
な
意
味
を
待
つ

こ
と
に
な
る
。
が
、
そ
の
前
に
も
う
少
し
王
女
の
後
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　
白
娃
王
女
は
炭
焼
き
の
張
保
君
と
盲
目
の
母
親
と
に
無
理
矢
理
頼
み
こ
ん
で
、

張
保
君
の
嫁
に
な
っ
た
。
そ
の
話
を
聞
い
た
白
王
は
腹
を
立
て
、
娘
と
縁
を
切
る

こ
と
に
し
て
い
た
。
そ
こ
に
娘
が
夫
と
現
れ
て
王
を
招
待
し
た
。
王
は
怒
っ
て
、

銀
を
敷
き
つ
め
た
道
を
造
り
、
金
の
橋
を
か
け
た
な
ら
ば
招
待
に
応
じ
よ
う
と
言

う
。
今
度
は
王
女
が
す
っ
か
り
腹
を
立
て
て
、
何
も
言
わ
ず
に
帰
っ
て
き
た
。

　
張
保
君
は
毎
日
山
奥
に
出
か
け
て
炭
を
焼
い
て
い
た
。
し
か
し
一
家
の
生
活
は

▽
回
に
楽
に
な
ら
な
か
っ
た
。
白
娃
王
女
は
家
族
の
空
腹
を
見
か
ね
て
、
あ
る
日

自
分
の
待
っ
て
来
た
三
錠
の
銀
子
を
夫
に
渡
し
、
街
へ
行
っ
て
米
を
買
っ
て
く
る

よ
う
に
言
っ
た
。

　
張
保
君
は
こ
の
三
錠
の
銀
子
を
、
一
つ
は
こ
じ
き
を
襲
っ
た
大
き
な
赤
大
を
追

っ
ぱ
ら
う
た
め
に
使
い
、
も
う
一
つ
は
実
っ
た
稲
穂
に
群
ら
が
る
田
の
す
ず
め
を

追
い
は
ら
う
た
め
に
使
い
、
三
つ
め
は
畑
の
と
う
も
ろ
こ
し
を
盗
み
食
い
し
て
い

る
馬
を
追
い
は
ら
う
た
め
に
使
っ
て
し
ま
う
。

　
日
本
の
炭
焼
長
者
譚
で
は
、
多
く
は
水
鳥
を
ね
ら
っ
て
黄
金
を
投
げ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
以
上
の
三
つ
の
こ
と
に
使
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
Ｉ
つ
に
す
ず
め
が
含
ま
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
。
だ
が
、

す
ず
め
は
水
鳥
で
は
な
い
。
こ
こ
に
日
本
の
炭
焼
長
者
譚
と
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
、
山
中
に
お
け
る
黄
金
発
見
が
語
ら
れ
な
い
こ

と
も
、
日
本
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
が
語
ら
れ
る
の
は
、

張
保
君
の
母
親
が
病
気
に
な
っ
た
場
面
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

　
　
　
有
一
天
、
張
保
君
的
母
余
病
倒
了
。
没
銭
買
釣
治
病
、
公
主
只
得
把
自
己

　
　
最
后
的
一
今
金
叶
子
拿
了
出
来
週
給
男
人
、
叫
他
拿
到
街
子
上
売
棹
、
給
母

　
　
余
買
莉
吃
。
張
保
君
把
金
叶
子
接
到
千
里
一
着
、
説
、

　
　
　
ゴ
迭
有
什
乞
稀
奇
、
我
天
天
焼
炭
的
那
全
山
溝
里
満
溝
都
是
辿
祥
黄
閃
閃
況

　
　
知
知
的
東
西
／
‐
″

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
家
は
た
ち
ま
ち
金
持
に
な
る
。
白
娃
王
女
は
ふ
と
父
王

の
言
葉
を
思
い
出
し
、
銀
の
道
を
造
り
、
金
の
橋
を
か
け
て
父
王
を
招
待
し
た
。

父
王
は
し
き
り
に
娘
を
ほ
め
「
白
娃
女
児
真
有
福
気
、
辿
都
是
我
女
児
白
娃
的
福

気
／
」
と
言
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
結
末
も
、
日
本
の
炭
焼
長
者
譚
に
は
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
沖
永
良
部
島
の
、
あ
Ｉ
が
り
と
い
う
貧
し
い
漁
夫
の
と
こ
ろ
に
、
り
っ
ぱ
な

娘
が
嫁
に
来
た
と
い
う
話
の
中
に
、
金
の
柱
金
の
門
の
家
を
建
て
て
両
親
を
招
い

た
が
、
結
局
両
親
は
来
な
か
っ
た
と
い
う
例
が
一
例
あ
っ
た
。
し
か
し
今
の
と
こ

ろ
、
こ
の
話
と
白
娃
王
女
の
話
と
の
関
連
は
不
明
で
あ
る
。

四

　
故
李
星
華
女
史
に
よ
っ
て
採
録
整
理
さ
れ
た
「
憤
角
庄
」
の
あ
ら
ま
し
は
、
以

上
の
と
お
り
で
あ
る
。
焼
炭
郎
張
保
君
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
は
、
そ
こ
で
は

語
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
は
注
が
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
即
故
事
中
的
主
要
人
物
之
一
。
為
云
南
瓜
源
歌
登
、
契
保
、
墨
等
何
、
倒

　
　
處
、
波
嗜
作
等
村
的
本
土
（
即
瀧
西
白
族
人
民
家
家
供
奉
的
神
）
。
云
南
瓜
源

　
　
附
近
一
帯
家
家
戸
戸
講
述
着
白
娃
公
主
与
焼
炭
郎
張
保
君
的
功
人
故
事
。

　
右
の
注
に
よ
る
と
張
保
君
は
、
水
牛
と
王
女
の
行
為
が
起
源
に
な
っ
て
名
づ
け
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ら
れ
た
村
々
の
本
主
と
し
て
祀
ら
れ
心
≒
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
毛
星
氏
は
「
芙
于
白
族
的
几
点
情
況
」
に
お
い
て
、
白
族
の
宗
教
信
仰
と
し
て

本
主
、
祖
先
、
巫
、
儒
教
、
仏
教
、
道
教
の
信
仰
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
主
の
信

仰
に
つ
い
て
は
、
「
こ
れ
は
祖
先
崇
拝
と
関
係
の
あ
る
一
種
の
英
雄
崇
拝
で
、
白
族

特
有
の
信
仰
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
村
に
も
、
村
人
の
た
め
に
特
別
な
手
柄
を
た

て
た
英
雄
に
つ
い
て
の
伝
説
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
英
雄
が
皆
の
承
認
を
得
て
そ

の
村
の
本
主
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
村
中
の
人
が
み
な
、
自
分
を
本
主
の
子
孫
で
あ

る
と
思
っ
て
い
る
。
ど
の
本
主
に
も
本
主
廟
が
あ
り
、
中
に
は
本
主
の
木
像
か
塑

像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
」
（
君
島
久
子
氏
訳
、
（
組
下
同
）
と
紹
介
し
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
故
李
星
華
女
史
も
そ
の
「
解
説
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　
　
　
自
族
に
は
ま
た
、
本
主
神
の
崇
拝
と
い
う
特
殊
な
宗
教
信
仰
が
あ
る
。
こ

　
　
れ
は
、
原
始
的
な
自
然
神
崇
拝
が
部
族
首
領
崇
拝
に
ま
で
発
展
し
た
宗
教
で

　
　
あ
る
。
白
族
人
民
が
本
主
に
奉
る
条
件
と
考
え
て
い
る
の
は
、
一
般
的
に
模

　
　
範
的
人
物
ま
た
は
人
々
の
た
め
に
功
を
立
て
た
英
雄
的
人
物
に
は
か
な
ら
な

　
　
い
が
、
こ
の
他
に
龍
や
耕
作
用
の
牛
を
本
主
神
と
し
て
奉
る
こ
と
も
あ
る
。

　
　
例
え
ば
、
大
蛇
を
殺
し
た
英
雄
の
段
赤
城
は
羊
皮
村
の
本
主
と
し
て
奉
ら
れ
、

　
　
蛇
を
斬
っ
た
英
雄
杜
朝
選
は
周
城
の
本
主
に
、
小
黄
龍
は
悪
龍
に
う
ち
勝
っ

　
　
て
そ
の
地
方
の
害
を
除
い
た
の
で
、
本
人
が
緑
桃
村
の
本
主
と
し
て
崇
め
ら

　
　
れ
て
い
る
ほ
か
、
彼
の
母
も
龍
母
と
し
て
人
々
か
ら
奉
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

　
　
ら
の
英
雄
は
人
々
の
た
め
に
害
を
除
き
、
勲
功
著
し
い
た
め
に
、
そ
の
地
の

　
　
本
主
と
し
て
尊
敬
さ
れ
た
。
こ
の
他
に
模
範
と
な
る
英
雄
人
物
、
例
え
ば
、

　
　
暴
力
に
対
抗
し
た
女
性
英
雄
柏
節
夫
人
は
天
理
北
門
外
の
本
主
と
な
り
、
濤

　
　
源
の
白
米
庄
の
炭
焼
き
張
保
君
は
人
柄
が
善
良
で
働
き
者
で
情
が
厚
い

　
　
こ
と
か
ら
、
人
々
の
手
本
と
さ
れ
、
白
米
庄
の
人
々
の
本
主
と
な
っ
て
い
る
。

　
自
族
の
本
主
信
仰
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
以
上
の
解
説
で
お
お
よ
そ
理
解

で
き
よ
う
。
だ
が
張
保
者
の
場
合
は
、
ど
う
も
本
主
と
し
て
祀
ら
れ
た
理
由
が
他

の
場
合
に
較
べ
て
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
を
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、

こ
の
故
事
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
稜
角
庄
の
物
語
の
特
色
は
、
主
人
公
が
白
娃
王
女
と
い
う
女
性
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
に
、
そ
の
Ｉ
つ
が
あ
る
。
白
娃
と
は
白
王
の
娘
で
小
さ
い
子
、
ま
た
は
小
さ
い

方
の
娘
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
王
女
が
水
牛
に
案
内
を
ま
か
せ
て
自
分
の
福
禄

を
求
め
る
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
牛
（
水
牛
）
を
鉄
と
関

係
の
あ
る
天
候
神
の
乗
り
物
で
あ
る
と
す
る
地
方
や
、
鍛
冶
屋
の
神
の
持
ち
物
と

す
る
民
族
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
炭
が
日
常
生
活
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
わ
が
国
で
も
あ
ま
り
遠
く
な
い
昔
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
は

鍛
冶
・
鋳
物
用
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
白
族
の
場
合
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
周
城
鎮
の
楊
栓
氏
の
お
宅
で

は
食
事
用
の
燃
料
に
は
薪
を
燃
や
し
て
い
た
し
、
一
月
で
も
炭
火
で
暖
を
取
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
寒
く
は
な
い
常
春
の
天
理
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら

の
こ
と
に
炭
を
使
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
張
保
君
の
焼
く

炭
に
は
、
そ
の
他
の
用
途
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
地
方
は
、
か
つ

て
金
の
産
地
で
も
あ
っ
た
。
と
、
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
柳
田
国
男
が
考
え
て
い

た
炭
焼
小
五
郎
の
正
体
と
、
焼
炭
郎
張
保
君
の
そ
れ
が
奇
妙
に
重
な
っ
て
見
え
て

く
る
。
つ
ま
り
、
張
保
君
は
白
娃
に
よ
っ
て
顕
現
し
た
神
で
あ
る
。
そ
の
白
娃
は

水
牛
に
自
分
の
運
命
を
ま
か
せ
て
い
た
。
牛
の
役
割
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と

お
り
、
鍛
冶
、
鉄
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
牛
が
歩
み
を
止
め
た
の
が
張

保
君
の
家
の
門
口
で
あ
っ
た
。

　
李
女
史
の
解
説
に
「
張
保
君
は
人
柄
が
善
良
で
働
き
者
で
情
が
厚
い
こ
と
か
ら
、

人
々
の
手
本
と
さ
れ
」
、
そ
の
結
果
白
米
庄
の
人
々
の
本
主
に
祀
ら
れ
た
と
あ
っ

た
。
確
か
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
「
稜
角
庄
」
故
事
の
、
白
娃
王
女
に
手
渡
さ
れ
た

三
錠
の
銀
子
の
使
い
方
に
も
、
そ
の
よ
う
な
人
柄
は
現
わ
れ
て
い
た
。
張
保
君
は

炭
を
焼
き
、
柴
を
刈
っ
て
生
活
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
す
ず
め
の
群
れ
を
追
っ
た

田
や
馬
を
追
い
は
ら
っ
た
と
う
も
ろ
こ
し
畑
は
、
彼
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
三
錠
の
銀
子
を
自
分
の
空
腹
を
満
た
す
た
め
に
で
は

な
く
、
他
人
を
救
う
た
め
に
こ
と
ご
と
く
使
い
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
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で
は
全
く
李
女
史
の
解
説
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
白
娃
の
名
に
潜
む
小
さ
な
子
、
水
牛
に
潜
む
天
候
神
あ
る
い
は
鍛
冶

神
、
地
名
起
源
と
本
土
信
仰
の
意
味
す
る
も
の
等
を
張
保
君
の
炭
焼
き
と
結
び
つ

け
て
こ
の
故
事
全
体
を
見
直
す
時
、
そ
こ
に
は
全
く
別
の
張
保
君
の
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
大
の
神
、
あ
る
い
は
鍛
冶
神
と
し
て
の
彼

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
が
白
娃
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
顕
現
す
る
こ
と
を

物
語
っ
た
の
が
、
こ
の
「
稜
角
庄
」
の
故
事
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
す
れ
ば
こ
の

故
事
は
、
日
本
の
炭
焼
長
者
譚
と
の
間
に
相
当
の
異
同
を
持
ち
な
が
ら
、
し
か
し

柳
田
国
男
の
仮
説
の
中
心
に
お
い
て
は
、
全
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注

（
Ｉ
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
『
焙
』
第
２
号
（
一
九
八
六
年
二
月
発
行
・
福
田
正
夫
詩

　
　
　
の
会
）
に
「
天
理
に
て
ー
斑
海
賓
館
の
夜
Ｉ
Ｉ
－
」
と
し
て
発
表
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ

　
　
　
で
は
省
略
す
る
。

（
２
）
　
君
島
久
子
氏
の
訳
で
は
、
「
王
女
と
炭
焼
き
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
　
中
野
幡
能
『
宇
佐
宮
』
（
昭
和
六
十
年
十
月
ト
日
発
行
・
吉
川
弘
文
館
）
の
水
貝
、

（
４
）
　
『
海
南
小
記
』
（
昭
和
三
十
一
年
六
月
十
日
・
角
川
文
庫
）
の
「
炭
焼
小
五
郎
が
事
」
の
二

　
　
　
　
二
四
七
頁
～
一
四
八
頁
）
の
当
該
部
分
か
ら
、
必
要
な
部
分
を
抜
粋
し
た
、

（
５
）
　
『
口
承
支
社
研
究
』
第
六
号
（
昭
和
。
瓦
ト
八
年
五
月
三
十
日
・
日
本
口
承
交
替
学
会
）
所
収

　
　
　
の
論
文
。

（
６
）
　
伊
藤
氏
の
右
の
論
文
よ
り
引
用
し
た
。

（
７
）
　
伊
藤
氏
の
（
５
）
の
論
文
に
よ
る
。

（
８
）
　
関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成
』
３
（
昭
和
五
ト
三
年
五
月
。
ニ
ト
ー
日
・
角
川
書
店
）
の
∵
ハ

　
　
　
⊇
頁
。

（
９
）
　
参
考
ま
で
に
君
島
久
ｆ
氏
の
訳
を
掲
げ
て
お
く
、

　
　
　
　
張
保
君
（
チ
ャ
ン
パ
オ
千
ュ
ン
∇
‐
‐
‐
‐
－
こ
の
物
語
の
れ
人
公
の
一
人
。
雲
南
阻
源
の
欧

　
　
　
登
、
契
保
、
墨
等
何
、
倒
處
、
波
嗜
作
等
の
村
の
本
社
（
即
ち
、
滸
西
白
族
が
家
々
に
祭

　
　
　
っ
て
い
る
神
）
で
あ
る
。
阻
源
附
近
で
は
誰
も
が
、
白
娃
王
女
と
炭
焼
き
張
保
君
の
感
動

　
　
　
的
な
物
語
を
語
り
伝
え
て
い
る
。

（
1
0
）
　
李
星
華
記
録
整
理
『
白
族
民
間
故
事
伝
説
集
』
（
一
九
八
二
年
四
月
・
北
京
・
中
国
民
間
交

　
　
　
芸
出
版
社
）
所
収
の
も
の
。

（
リ
　
（
1
0
）
と
同
書
の
「
解
説
」
。

－10－
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