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は
じ
め
に 

 
 
 
 
 

    

所
長 

広
嶋 

進 

本
年
四
月
か
ら
広
嶋
が
所
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。

加
藤
正
春
前
所
長
に
引
き
続
き
、
研
究
所
の
活
動
と
し
て

「
生
活
文
化
講
演
会
」
の
開
催
、
『
生
活
文
化
研
究
所
年

報
』
の
発
行
、
そ
し
て
こ
の
「
生
活
文
化
研
究
所
報
（
生

文
研
メ
ー
ル
）」
の
発
行
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

本
年
六
月
に
は
さ
っ
そ
く
「
講
演
会
」
の
講
師
と
し
て

神か
ん

田だ

由
築

ゆ

つ

き

先
生
を
お
招
き
し
て
、
瀬
戸
内
の
芸
能
文
化

に
つ
い
て
お
話
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ

ろ
し
く
御
参
集
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
（
六
月
二
十
五

日
〈
土
〉
十
四
時
、
６
３
０
Ｎ
Ｄ
）。 

ま
た
、
こ
の
「
生
文
研
メ
ー
ル
」
に
は
、
昨
年
本
学
を

御
退
職
な
さ
っ
た
新
田
義
之
先
生
に
、
続
け
て
ご
執
筆
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
ご
愛
読
下

さ
い
。
皆
様
の
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

日
本
人
と
海
藻
の
か
か
わ
り(

3) 

ワ
カ
メ
利
用
の
歴
史
と
伝
統
料
理 

今
田
節
子 

現
在
の
食
生
活
の
な
か
に
あ
っ
て
も
ワ
カ
メ
は
毎
日
の

食
卓
に
欠
か
せ
な
い
一
番
身
近
な
海
藻
で
あ
る
。
歴
史
的

に
み
て
も
コ
ン
ブ
が
高
貴
な
食
べ
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し

ワ
カ
メ
は
庶
民
の
食
べ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。 

ワ
カ
メ
も
コ
ン
ブ
と
同
様
に
古
代
に
は
「
租
庸
調
」
の

調
と
し
て
、
ま
た
、
供
御
、
供
養
料
、
交
易
雑
物
な
ど
と

し
て
各
地
か
ら
貢
献
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
『
延
喜
式
』

（
九
二
七
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
コ
ン
ブ
が
慶

事
に
使
わ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
ワ
カ
メ
は
『
東
大
寺
要

録
』(

一
一
三
四)

な
ど
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
御
斎
会
の

供
物
や
廬
舎
那
大
仏
の
供
養
料
な
ど
仏
事
で
の
利
用
が
中

心
で
あ
っ
た
。
日
常
で
の
利
用
を
記
し
た
資
料
は
少
な
い

が
『
三
代
実
録
』(

一
五
六
八)

に
は
、
貧
し
い
人
へ
の
施

し
や
職
人
の
給
料
と
し
て
も
使
用
し
て
い
た
と
記
載
さ
れ
、

庶
民
の
普
段
の
食
材
と
し
て
利
用
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ワ
カ
メ
は
コ
ン
ブ
と
異
な

り
仏
事
の
精
進
材
料
、
庶
民
の
日
常
食
と
し
て
の
性
格
が

強
く
、
人
々
の
生
活
に
よ
り
身
近
な
海
藻
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。 

ワ
カ
メ
の
味
や
食
べ
方
に
関
し
て
は
比
較
的
詳
し
い
資

料
が
残
さ
れ
て
い
る
。『
倭
名
類
聚
抄
』（
九
三
五
）
に
は

味
は
塩
か
ら
く
苦
い
と
あ
る
が
、
近
世
の
資
料
で
は
味
は

よ
く
、
甘
か
ら
い
と
あ
り
、
表
現
は
異
な
る
。
『
令
義

解
』(

八
三
三)

や
『
延
喜
式
』
に
は
ワ
カ
メ
の
他
に
「
海

藻
根
」
が
記
載
さ
れ
、
現
在
の
メ
カ
ブ
に
あ
た
る
も
の
と

考
え
ら
れ
、
す
で
に
メ
カ
ブ
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
は
興

味
深
い
。
ま
た
、
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
灰
干
し
法
が

工
夫
さ
れ
、『
雲
錦
随
筆
』(

一
八
六
二)

に
は
「
灰
に
糢

し
干
乾
を
灰
干
の
和
布
と
号
す
、
幾
許
の
年
を
重
ね
共
湿

る
こ
と
な
く
、
用
い
る
と
時
は
熱
湯
を
か
く
れ
ば
、
怱
ち

和
か
に
な
り
、
色
よ
く
味
変
わ
ら
ず
美
也
」
と
説
明
し
て

い
る
。
食
用
と
す
る
ワ
カ
メ
の
部
位
、
加
工
法
の
違
い
に

よ
っ
て
ワ
カ
メ
の
味
も
異
な
り
、
そ
の
性
質
を
考
慮
し
た

食
べ
方
が
工
夫
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

具
体
的
に
食
べ
方
が
示
さ
れ
る
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ

て
か
ら
で
、『
庖
厨
備
用
倭
名
本
草
』(

一
六
四
八)

で
は

生
で
も
煮
て
も
柔
ら
か
で
美
味
し
い
こ
と
が
示
さ
れ
、
ほ

ぼ
同
時
代
の
『
大
和
本
草
』(

一
七
〇
八)

で
は
茹
で
た
り
、

生
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煮
て
吸
物
に
、
茎
も
吸
物
に
し
た
り
塩
や
ひ
し
お
味
噌
に

付
け
て
食
べ
る
と
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
採
取

時
は
青
く
、
煮
る
と
鮮
や
か
な
青
色
に
な
る
、
日
に
晒
す

と
黒
く
な
る
な
ど
の
詳
し
い
性
質
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
『
雲
錦
随
筆
』
に
は
熱
湯
を
か
け
て
用
い
る
と
柔
ら
か

く
な
り
色
も
き
れ
い
で
味
も
良
い
こ
と
が
、『
本
朝
食
鑑
』

（
一
六
九
七
）
に
は
、
ワ
カ
メ
は
コ
ン
ブ
に
劣
る
こ
と
な

く
味
が
良
い
と
記
載
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ワ
カ
メ
の
性

質
や
調
理
法
は
現
在
に
も
通
じ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。 

ワ
カ
メ
の
加
工
保
存
法
の
基
本
は
乾
燥
で
あ
る
が
、
す

で
に
江
戸
時
代
に
灰
干
し
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
乾
燥
法
が
工
夫
さ
れ
て
き
た
。
産
地
が
広
い
関

係
で
あ
ろ
う
か
、
地
域
独
自
の
乾
燥
法
が
伝
承
さ
れ
て
い

る
。
聞
き
取
り
調
査
か
ら
代
表
的
な
も
の
を
紹
介
し
て
み

る
と
、
例
え
ば
山
陰
沿
岸
地
域
や
北
近
畿
沿
岸
一
帯
の
の

し
ワ
カ
メ
（
板
ワ
カ
メ
）、
鳴
戸
周
辺
の
灰
干
し
ワ
カ
メ

の
ほ
か
、
各
地
で
自
慢
の
乾
燥
法
の
工
夫
が
行
わ
れ
て
い

る
。
素
干
し
ワ
カ
メ
は
生
ワ
カ
メ
を
海
水
で
洗
い
、
浜
の

砂
の
上
や
小
石
の
上
に
広
げ
て
干
し
た
も
の
で
、
磯
の
香

り
も
強
く
、
ワ
カ
メ
本
来
の
お
い
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
が

で
き
る
が
、
磯
臭
い
と
い
う
人
も
あ
る
。
塩
抜
き
ワ
カ
メ

は
真
水
で
洗
っ
て
塩
を
抜
き
乾
燥
し
た
も
の
で
、
梅
雨
を

こ
し
て
も
カ
ビ
が
生
え
に
く
い
が
、
洗
い
す
ぎ
る
と
香
り

や
ワ
カ
メ
ら
し
さ
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
湯
抜
き
ワ
カ
メ

は
生
ワ
カ
メ
を
熱
湯
に
く
ぐ
ら
せ
て
冷
水
に
浸
し
、
中
筋

を
除
い
て
陰
干
し
し
た
も
の
で
、
鮮
や
か
な
緑
色
が
特
徴

で
あ
る
。
の
し
ワ
カ
メ
は
生
わ
か
め
を
真
水
で
洗
っ
た
後

に
熨
斗
板
や
ご
ざ
に
張
り
付
け
て
干
し
た
も
の
を
い
う
。

透
明
感
を
も
つ
緑
色
の
板
状
の
乾
燥
ワ
カ
メ
が
で
き
あ
が

る
。
柔
ら
か
て
色
の
よ
い
塩
気
の
な
い
も
の
が
上
品
質
と

さ
れ
、
主
に
山
陰
地
方
や
北
近
畿
沿
岸
地
方
で
作
ら
れ
て

い
る
が
、
芽
立
ち
の
若
い
ワ
カ
メ
が
最
適
と
さ
れ
て
い
る
。

食
べ
方
は
他
の
ワ
カ
メ
と
異
な
り
、
海
苔
と
同
様
に
あ
ぶ

っ
て
飯
と
一
緒
に
食
べ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。 

灰
干
し
ワ
カ
メ
は
生
ワ
カ
メ
に
木
灰
を
ま
ぶ
し
乾
燥
し

た
も
の
で
、
生
産
地
が
主
に
鳴
戸
で
あ
る
た
め
に
鳴
戸
ワ

カ
メ
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
筆
者
は
富
山
県
の
朝
日
町
で

の
聞
き
取
り
調
査
で
、
ワ
カ
メ
の
灰
干
し
ワ
カ
メ
に
つ
い

て
教
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
江
戸
時
代

か
ら
行
わ
れ
て
き
た
灰
干
し
の
方
法
は
、
古
く
は
広
い
地

域
で
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
現
在
で
は
購
入
し

た
灰
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
稲
わ
ら
の
灰
を
使
っ

て
い
た
。
朝
日
町
で
は
稲
の
収
穫
が
す
べ
て
終
わ
る
と
、

乾
燥
し
た
稲
わ
ら
を
浜
に
持
ち
寄
り
焼
き
、
灰
干
し
用
の

灰
を
共
同
で
作
る
の
が
恒
例
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は

自
給
用
の
灰
干
し
ワ
カ
メ
を
作
る
た
め
の
も
の
で
、
半
農

半
漁
を
営
む
地
域
で
稲
作
と
磯
漁
が
合
理
的
に
組
み
合
わ

さ
れ
た
加
工
保
存
法
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

日
常
食
、
非
日
常
食
を
通
し
て
汁
物
や
酢
の
物
、
煮
物

な
ど
ワ
カ
メ
料
理
は
簡
単
な
も
の
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、

郷
土
料
理
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
和
歌
山
県
の
メ
巻
き

ず
し
（
板
ワ
カ
メ
を
使
っ
た
巻
き
ず
し
）、
京
都
府
大
江

町
や
福
井
県
越
前
町
の
ワ
カ
メ
ず
し
（
す
し
飯
に
焼
き
ワ

カ
メ
を
混
ぜ
た
も
の
）、
そ
し
て
山
口
県
の
日
本
海
沿
岸

地
域
の
ワ
カ
メ
む
す
び
（
に
ぎ
り
飯
に
小
さ
く
刻
ん
だ
ワ

カ
メ
を
ま
ぶ
し
た
も
の
）
な
ど
の
よ
う
に
、
祭
り
や
農
繁

期
の
ご
馳
走
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
は
、
貴
重
な
米
と
組

み
合
わ
せ
た
飯
料
理
で
あ
る
。
行
事
食
と
し
て
の
意
義
は

米
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
飯
の
淡
泊
な
旨
味
に
ワ
カ

メ
の
香
り
や
色
が
調
和
し
た
伝
承
料
理
で
あ
る
。 

ワ
カ
メ
は
近
世
の
頃
か
ら
採
取
地
も
広
く
、
農
山
漁
村

を
問
わ
ず
各
地
に
流
通
し
た
海
藻
で
あ
っ
た
。
安
価
で
入

手
し
や
す
く
、
し
か
も
保
存
性
が
高
く
、
食
べ
方
も
多
彩

で
あ
っ
た
な
ど
の
好
条
件
か
ら
庶
民
の
日
常
食
と
し
て
の

習
慣
が
定
着
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

〔
主
な
参
考
文
献
〕 

（
１
）『
復
刻
日
本
古
典
全
集 

延
喜
式
』、
正
宗
敦
夫
編
、

現
代
思
潮
社
、
一
九
七
八
。（
２
）『
古
事
類
苑
』
植
物
部 

普
及
版
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
。（
３
）『
諸
本
集
成

和
名
類
聚
抄
』
本
文
編
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文

学
研
究
室
編
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
七
。
（
４
）
『
毛
吹

草
』、
新
村
出
校
閲
・
竹
内
若
校
訂
、
岩
波
書
店
、
一
九

四
三
。（
５
）『
本
朝
食
鑑
』
一
巻
、
人
見
必
大
著
・
島
田

勇
雄
訳
注
、
平
凡
社
、
一
九
七
六
。（
６
）『
食
物
本
草
本

大
成 

庖
厨
備
用
倭
名
本
草
』、
吉
井
始
子
編
、
臨
川
書
店
、

一
九
八
〇
。（
７
）
今
田
節
子
著
『
海
藻
の
食
文
化
』、
成

山
堂
書
店
、
二
〇
〇
三
。 

 

日
本
の
霊
場
３ 

伊
豆 

伊
豆
山
神
社
（
静
岡
県
熱
海
市
） 

小
嶋
博
巳 

 

伊
豆
は
静
岡
県
東
部
の
半
島
の
名
で
あ
り
、
東
海
道
一
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五
国
の
う
ち
の
一
つ
の
国
名
で
あ
る
。
富
士
火
山
帯
が
貫

く
こ
の
地
は
随
所
に
温
泉
が
湧
出
し
、
熱
海
・
伊
東
・
修

善
寺
・
長
岡
・
湯
ケ
島
等
々
、
著
名
な
温
泉
地
だ
け
で
も

数
え
上
げ
れ
ば
十
指
に
余
る
。「
い
ず
」
は
「
湯ゆ

出い

づ
」

に
由
来
す
る
と
の
説
は
了
解
し
や
す
い
。
明
治
以
降
、
東

京
都
に
属
し
た
も
の
の
、
多
く
の
火
山
島
か
ら
な
る
伊
豆

七
島
も
伊
豆
の
国
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
国
の
霊
場
と
し
て
は
、
三
島
明
神
（
現
・
三
島
大

社
）
と
伊
豆
権
現
（
伊い

豆ず

山さ
ん

権
現
ま
た
は
走そ
う

湯と
う

権
現
・

走そ
う

湯と
う

山さ
ん

権
現
と
も
。
現
・
伊
豆
山
神
社
）
が
双
璧
を
な

す
。
前
者
は
伊
豆
半
島
の
西
の
付
け
根
に
あ
た
る
三
島
の

町
に
、
後
者
は
東
の
熱
海
市
内
に
鎮
座
す
る
。
伊
豆
一
宮

の
称
は
国
府
に
隣
接
す
る
三
島
明
神
が
独
占
し
た
が
、
伊

豆
権
現
も
、
古
人
の
よ
せ
た
信
仰
の
篤
さ
、
神
験
の
あ
ら

た
か
さ
に
お
い
て
劣
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は

伊
豆
権
現
の
方
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
平
安
末
期
の
今

様
が
、
「
四よ

方も

の
霊
験
所
は
、
伊
豆
の
走
は
し
り

湯ゆ

。
信
濃
の

戸
隠
、
駿
河
の
富
士
の
山
、
伯
耆
の
大
山
…
…
」（『
梁
塵

秘
抄
』）
と
、
霊
験
所
の
筆
頭
に
あ
げ
て
い
た
の
は
、
ほ

か
な
ら
ぬ
こ
の
神
社
で
あ
っ
た
。 

 

伊
豆
最
大
の
（
と
い
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
日
本
最
大

の
）
温
泉
街
を
誇
る
熱
海
温
泉
の
す
ぐ
北
に
、
別
の
泉
源

に
よ
る
伊
豆
山
温
泉
が
あ
る
。
熱
海
の
中
心
か
ら
国
道
一

五
三
号
線
を
北
に
一
キ
ロ
も
行
く
と
、
相
模
灘
に
面
し
た

海
岸
に
旅
館
・
ホ
テ
ル
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。
こ
こ
が
伊

豆
山
神
社
の
参
道
の
起
点
で
あ
る
。
社
殿
は
海
を
背
に
六

百
数
十
段
の
長
い
石
段
を
登
っ
た
先
、
海
抜
一
七
〇
メ
ー

ト
ル
の
伊
豆
山
の
上
に
鎮
座
す
る
。
境
内
か
ら
は
温
泉
街

や
相
模
灘
に
浮
か
ぶ
初
島
は
も
と
よ
り
、
伊
豆
大
島
も
遠

望
さ
れ
る
。 

 

こ
の
神
社
も
ま
た
、
神
仏
習
合
の
長
い
歴
史
を
も
っ
て

い
る
。
こ
と
に
古
代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
こ
こ
で

は
密
教
教
学
が
盛
ん
に
学
ば
れ
、
真
言
密
教
の
地
方
セ
ン

タ
ー
の
一
つ
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
伊
豆
修
験
と
呼
ば

れ
る
修
験
道
の
拠
点
と
も
な
っ
て
い
た
。
一
山
は
、
別
当

の
密
厳
院
（
江
戸
時
代
以
降
は
般
若
院
）
を
中
心
に
、
多

く
の
支
坊
と
、「
走
湯
山
大
衆
」
と
称
さ
れ
た
多
数
の
僧

徒
を
擁
し
た
。
室
町
以
降
は
熊
野
修
験
と
の
関
係
も
深
か

っ
た
と
い
う
。
例
に
よ
っ
て
明
治
の
神
仏
分
離
は
こ
う
し

た
様
相
を
一
掃
し
て
し
ま
い
、
い
ま
は
境
外
に
移
さ
れ
た

般
若
院
が
ひ
っ
そ
り
と
残
る
の
み
で
あ
る
。 

 

た
だ
し
、
多
く
の
人
に
こ
の
神
社
が
記
憶
さ
れ
て
い
る

の
は
、
そ
う
し
た
こ
と
よ
り
も
源
頼
朝
と
の
関
係
に
お
い

て
で
あ
ろ
う
。
平
家
の
た
め
に
伊
豆
に
流
さ
れ
た
頼
朝
は

密
厳
院
の
覚
淵
と
親
し
く
交
わ
り
、
挙
兵
に
際
し
て
は
政

子
に
般
若
心
経
一
九
巻
を
神
前
に
奉
納
さ
せ
、
社
領
寄
進

を
誓
っ
た
。
の
ち
に
願
が
成
就
す
る
と
、
社
領
寄
進
は
も

と
よ
り
、
当
社
と
箱
根
権
現
・
三
島
明
神
に
み
ず
か
ら
参

詣
し
、
以
後
、
こ
の
社
参
は
「
二
所
詣
も
う
で

」
と
し
て
鎌
倉

将
軍
の
毎
年
の
恒
例
行
事
と
な
っ
た
（
二
所
は
伊
豆
・
箱

根
を
さ
す
）。
ま
た
、
こ
こ
が
頼
朝
と
政
子
の
密
会
の
場

で
あ
っ
た
と
か
、
父
時
政
か
ら
望
ま
ぬ
結
婚
を
強
い
ら
れ

た
政
子
が
逃
れ
て
き
た
と
い
っ
た
話
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

現
在
の
伊
豆
山
神
社
は
頼
朝
・
政
子
に
ち
な
む
縁
結
び
の

神
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
境
内
に
は
「
頼
朝

・
政
子
の
腰
掛
け
石
」
な
る
も
の
も
あ
る
。 

 

伊
豆
権
現
の
信
仰
が
、
走は
し

り
湯ゆ

と
日ひ

金が
ね

山さ
ん

、
つ
ま
り

温
泉
と
山
を
源
と
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
断
定
し
て
よ
い
。
走

り
湯
は
、
さ
き
に
参
道
の
起
点
と
書
い
た
場
所
に
あ
る
伊

豆
山
温
泉
の
源
泉
で
、
熱
い
湯
が
海
に
向
か
っ
て
走
る
よ

う
に
噴
き
出
る
さ
ま
か
ら
こ
う
名
付
け
ら
れ
た
。
現
在
も
、

奥
行
き
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
洞
窟
の
奥
か
ら
摂
氏
七
〇
度

の
湯
が
湧
き
出
て
お
り
、
湯
量
は
毎
分
五
ト
ン
に
達
す
る

と
い
う
。
源
実
朝
は
こ
れ
を
、「
伊
豆
の
国 

山
の
南
に

出
づ
る
湯
の 

早
き
は
神
の
し
る
し
な
り
け
り
」（『
金
槐

集
』）
と
詠
ん
で
い
る
。
温
泉
の
薬
効
に
対
す
る
信
仰
と

い
う
よ
り
も
、
噴
出
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
に
古
人

は
偉
大
な
神
威
を
幻
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
た
わ
ら
に

摂
社
の
走
湯
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。 

 

も
う
一
つ
の
信
仰
の
源
で
あ
る
日
金
山
は
、
神
社
の
鎮

座
地
か
ら
い
う
と
西
北
西
の
方
角
に
そ
び
え
る
山
で
あ
る
。

高
さ
は
七
六
六
メ
ー
ト
ル
と
と
り
た
て
て
高
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
眺
望
が
開
け
、
東
に
相
模
・
武
蔵
・
下
総
・
上

総
・
安
房
、
西
に
駿
河
・
遠
江
、
北
に
甲
斐
・
信
濃
、
そ

れ
に
足
下
の
伊
豆
を
加
え
て
一
〇
の
国
が
見
渡
せ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
「
十
国
峠
」
の
異
称
が
あ
る
（
十
穀
聖
に
由

来
す
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
）。
社
伝
で
も
、
神
の
最
初

の
鎮
座
地
は
こ
の
山
頂
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。 

 

特
筆
す
べ
き
は
、
静
岡
県
東
部
か
ら
神
奈
川
県
西
部
に

か
け
て
の
一
帯
で
、
こ
の
山
が
死
者
の
霊
魂
の
赴
く
と
こ

ろ
と
し
て
信
仰
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
山
頂
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近
く
に
は
走
湯
山
の
奥
院
と
い
っ
て
よ
い
日
金
山
東
光
寺

が
あ
り
、
人
が
亡
く
な
る
と
、
遺
族
は
三
年
間
、
春
秋
の

彼
岸
に
参
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
参
れ
ば
か
な
ら

ず
死
者
に
会
え
る
（
境
内
に
立
ち
並
ぶ
数
百
体
の
地
蔵
の

な
か
に
死
者
の
顔
が
あ
る
）
と
い
い
、
参
道
と
境
内
は
多

く
の
参
詣
者
で
賑
わ
う
。
参
道
の
随
所
に
も
大
小
の
石
の

地
蔵
が
立
ち
並
び
、
東
光
寺
に
向
か
う
人
び
と
が
菓
子
や

ジ
ュ
ー
ス
類
、
あ
る
い
は
真
新
し
い
ス
ニ
ー
カ
ー
や
帽
子

を
手
向
け
て
や
っ
た
り
し
て
い
る
。 

 

死
者
の
霊
は
山
に
鎮
ま
る
と
い
う
山
中
他
界
観
は
日
本

人
の
他
界
観
念
の
最
基
層
に
あ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、

列
島
の
各
地
に
、
民
俗
学
者
が
と
く
に
「
死
霊
の
行
く

山
」
と
呼
ぶ
山
々
、
具
体
的
な
習
俗
や
伝
承
に
よ
っ
て
他

界
イ
メ
ー
ジ
が
再
生
産
さ
れ
続
け
て
い
る
山
々
が
あ
る
。

特
定
の
山
が
他
界
と
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
た
背
景
に
は
、

そ
こ
を
拠
点
と
し
た
修
験
者
た
ち
の
関
与
を
想
定
し
う
る

こ
と
が
多
い
。
日
金
山
の
場
合
も
、
伊
豆
権
現
の
僧
徒
・

修
験
ら
の
唱
導
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
う
。 

 

伊
豆
権
現
が
こ
の
よ
う
な
山
に
対
す
る
ナ
イ
ー
ブ
な
信

仰
を
基
層
に
も
つ
こ
と
は
、
も
う
一
方
の
三
島
明
神
が
も

と
も
と
三
宅
島
に
鎮
座
し
た
島
の
神
、
海
の
神
（「
み
し

ま
」
は
お
そ
ら
く
「
御
島
」
で
あ
ろ
う
）
で
あ
っ
た
の
と
、

あ
る
意
味
で
対
照
的
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
海
と
山
と
温

泉
と
い
う
伊
豆
の
環
境
を
、
見
事
に
神
々
が
表
現
し
て
い

る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

  

体
験
的
生
活
文
化
史 

昭
和
編 

そ
の
三 新

田
義
之 

 

私
の
家
は
江
戸
時
代
に
加
賀
藩
か
ら
土
地
を
与
え
ら
れ
、

合
わ
せ
て
加
賀
河
北
郡

か
ほ
く
ご
お
り

の
多
数
の
農
村
を
統
制
す
る
役

職
を
仰
せ
つ
か
っ
て
い
た
。
加
賀
藩
と
富
山
藩
に
は

「
十
村

と

む

ら

」
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
制
度
が
あ
り
、
お
お
よ
そ

十
ほ
ど
の
村
を
一
ま
と
め
に
し
て
農
村
行
政
の
一
単
位
と

し
て
い
た
が
、
私
の
家
は
更
に
幾
つ
か
の
十
村
を
差
配
す

る
役
目
だ
っ
た
ら
し
い
。
明
治
維
新
に
よ
っ
て
こ
の
制
度

は
解
体
し
、
祖
父
は
金
沢
に
置
か
れ
た
歩
兵
第
七
連
隊
出

入
り
の
馬
糧
会
社
を
起
し
て
、
日
清
日
露
の
両
役
が
終
わ

る
頃
ま
で
は
、
可
な
り
の
成
功
を
収
め
て
い
た
そ
う
で
あ

る
。
し
か
し
日
露
戦
争
が
終
わ
っ
た
直
後
に
急
死
し
た
の

で
、
残
さ
れ
た
家
族
の
収
入
は
、
農
民
か
ら
納
め
ら
れ
る

年
貢
米
の
み
と
な
っ
た
。 

 
年
貢
米
は
秋
に
な
る
と
現
物
で
持
ち
込
ま
れ
、「
お
式

台
」
と
呼
ん
で
い
た
広
い
板
敷
き
の
間
で
、「
一
斗
枡
」

と
い
う
大
き
な
計
量
枡
で
量
り
な
が
ら
、
一
人
一
人
か
ら

米
を
受
け
取
っ
て
行
く
。
そ
し
て
誰
か
ら
ど
れ
だ
け
の
米

が
納
入
さ
れ
た
か
を
、
父
が
帳
面
に
記
載
す
る
の
だ
っ
た
。

受
け
取
っ
た
米
は
、
お
式
台
か
ら
階
段
を
五
六
段
上
が
っ

た
と
こ
ろ
に
あ
る
広
い
板
の
間
に
、
米
商
人
が
引
き
取
っ

て
ゆ
く
ま
で
俵
の
ま
ま
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ

ん
私
た
ち
家
族
が
一
年
間
食
べ
る
分
は
、
取
り
分
け
て
別

の
と
こ
ろ
に
蓄
え
ら
れ
た
。 

 

こ
う
し
た
年
貢
米
の
物
納
は
、
私
が
小
学
校
の
何
年
生

か
の
頃
に
姿
を
消
し
た
。
つ
ま
り
物
納
か
ら
金
納
に
制
度

が
変
わ
り
、
そ
の
内
に
終
戦
と
な
っ
て
、
小
作
制
度
そ
の

も
の
が
消
失
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
の
後
に
農
地
改
革
と
呼
ば
れ
る
大
規
模
な
変
革

が
実
施
さ
れ
、
自
ら
耕
作
に
従
事
し
な
い
地
主
か
ら
一
切

の
農
地
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
今
ま
で
の
小
作
農
に
分
け

与
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
地
主
階
級
は
突
然
土
地
の
所
有

権
と
、
土
地
か
ら
生
じ
る
収
入
と
を
失
い
、
農
民
は
従
来

地
主
か
ら
借
り
て
い
た
土
地
の
所
有
権
を
、
ま
っ
た
く
無

償
で
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
変
革
は
地
方
に
よ
っ
て
か
な
り
実
施
方
法
に
違
い

が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
私
た
ち
の
地
方
で
は
実
に
厳
密
に

実
行
さ
れ
た
。
父
は
慶
応
義
塾
の
出
身
で
、
も
と
も
と
経

済
史
に
詳
し
か
っ
た
か
ら
、
地
主
の
土
地
所
有
権
が
世
襲

で
あ
る
こ
と
の
不
正
を
感
じ
て
い
た
の
で
、
こ
の
変
革
を

時
代
の
推
移
の
生
ん
だ
必
然
と
受
け
止
め
、
淡
々
と
し
て

い
た
が
、
こ
の
変
革
を
不
正
と
感
じ
た
人
も
、
当
然
な
が

ら
少
な
く
な
か
っ
た
。
例
え
ば
私
の
大
叔
父
は
医
者
で
、

金
沢
で
有
数
の
結
核
専
門
の
病
院
を
営
ん
で
お
り
、
自
分

の
努
力
で
生
み
出
し
た
財
力
で
、
米
ど
こ
ろ
と
し
て
知
ら

れ
る
石
川
平
野
に
、
多
く
の
田
畑
を
購
入
し
て
、
老
後
に

備
え
て
い
た
。
そ
の
田
畑
を
彼
は
老
齢
に
な
っ
て
か
ら
、

自
分
に
何
の
落
度
も
な
い
の
に
突
然
失
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
更
に
不
都
合
だ
っ
た
の
は
、
彼
の
か
つ
て
の
小

作
た
ち
が
、
こ
の
改
正
で
得
た
土
地
を
工
場
建
設
地
と
し

て
売
り
払
い
、
多
額
の
資
産
を
得
た
こ
と
だ
っ
た
。 

 

こ
の
時
代
は
農
村
が
急
に
繁
栄
し
、
何
世
代
に
も
わ
た

っ
て
虐
げ
ら
れ
、
困
窮
に
耐
え
て
き
た
農
民
た
ち
が
、
自
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分
た
ち
に
も
支
配
者
階
級
に
劣
ら
な
い
力
の
あ
る
こ
と
を

自
覚
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
戦
後
の
猛
烈
な
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
と
食
料
難
に
直
面
し
て
、
都
会
的
消
費
階
級
や

不
耕
作
地
主
た
ち
は
飢
え
た
。
貨
幣
価
値
が
ど
ん
ど
ん
下

落
し
、
銀
行
預
金
が
凍
結
さ
れ
て
い
た
間
、
か
つ
て
の
富

裕
階
級
は
食
料
生
産
者
で
あ
る
農
民
に
頭
を
下
げ
、
こ
れ

ま
で
農
民
の
手
が
届
か
な
か
っ
た
衣
類
や
骨
董
な
ど
を
、

箪
笥
や
押
入
れ
か
ら
取
り
出
し
て
き
て
農
民
に
捧
げ
、
代

わ
り
に
僅
か
の
米
を
手
に
入
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。 

や
が
て
実
施
さ
れ
た
米
の
配
給
制
、
外
食
券
制
な
ど
も
、

国
民
を
飢
え
か
ら
救
う
ほ
ど
の
効
力
は
発
揮
せ
ず
、
戦
争

中
の
無
理
と
戦
後
の
食
料
難
で
、
大
人
ば
か
り
で
な
く
、

多
く
の
子
ど
も
が
死
ん
だ
。
本
来
は
長
閑
で
あ
る
は
ず
の

田
園
地
方
で
さ
え
、
こ
れ
ほ
ど
戦
中
戦
後
の
生
は
悲
惨
で

あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
軍
の
空
爆
に
よ
っ
て
、
東
京
を
始
め

と
し
て
、
岡
山
を
含
む
大
中
小
の
地
方
都
市
が
壊
滅
し
た

が
、
私
に
は
、
都
会
の
戦
中
戦
後
を
語
る
の
に
必
要
な
直

接
体
験
が
な
い
。
だ
が
、
家
族
を
失
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
、

浮
浪
児
と
呼
ば
れ
な
が
ら
必
死
に
毎
日
を
生
き
抜
い
た
話

な
ど
を
聞
け
ば
、
ど
れ
ほ
ど
の
悲
惨
が
支
配
し
た
か
は
想

像
が
つ
く
。
昭
和
史
を
語
る
に
は
、
こ
れ
ら
の
悲
惨
を
見

過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

し
か
し
悲
惨
を
通
り
抜
け
た
先
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
な

い
明
る
さ
と
自
由
と
が
待
っ
て
い
た
。
終
戦
の
年
で
あ
る

昭
和
二
十
年
の
八
月
に
肋
膜
炎
で
倒
れ
た
私
は
、
一
年
間

学
校
を
休
ん
で
翌
年
復
学
し
、
二
十
二
年
三
月
に
卒
業
し

て
、
四
月
に
新
制
中
学
に
進
学
し
た
。
前
回
に
述
べ
た
よ

う
に
、
新
制
中
学
は
こ
の
年
四
月
に
、
小
学
校
高
等
科
が

変
身
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
私
の
出
た
小
学
校

に
は
高
等
科
が
無
か
っ
た
の
で
、
村
の
中
央
に
あ
る
笠
野

小
学
校
高
等
科
の
変
身
で
あ
る
笠
谷
中
学
校
に
通
っ
た
。

こ
の
学
校
も
、
も
ち
ろ
ん
尋
常
小
学
校
と
同
じ
校
舎
に
あ

り
、
先
生
た
ち
も
同
じ
職
員
室
に
い
て
、
戸
を
あ
け
て
入

る
と
左
手
に
中
学
校
の
先
生
た
ち
、
右
手
に
小
学
校
の
先

生
た
ち
と
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
机
を
並
べ
て

い
た
。 

先
生
が
た
の
顔
ぶ
れ
は
、
当
時
な
か
な
か
多
彩
で
あ
っ

た
。
師
範
学
校
出
の
古
手
・
若
手
の
先
生
た
ち
に
加
え
て
、

戦
時
中
に
青
年
団
を
指
導
す
る
教
師
の
養
成
の
た
め
作
ら

れ
た
、
青
年
師
範
学
校
の
卒
業
生
や
、
旧
高
等
小
学
校
を

出
て
代
用
教
員
試
験
を
通
っ
た
青
年
や
、
戦
争
中
に
東
京

か
ら
こ
の
村
に
疎
開
し
て
き
た
家
の
、
高
等
女
学
校
出
の

お
嬢
さ
ん
や
、
学
徒
動
員
で
兵
隊
に
な
り
、
敗
戦
後
よ
う

や
く
外
地
か
ら
日
本
に
帰
っ
た
ば
か
り
の
人
な
ど
、
そ
れ

ぞ
れ
に
個
性
的
で
あ
っ
た
。
ま
だ
新
し
い
制
度
で
使
う
教

科
書
が
出
来
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
が
教
科
書
の

到
着
す
る
ま
で
勝
手
に
授
業
を
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て

先
生
が
た
を
規
制
す
る
も
の
は
何
も
無
か
っ
た
か
ら
、
教

え
方
も
内
容
も
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
で
、
時
に
は
間
違
い

も
多
か
っ
た
が
、
し
か
し
権
威
が
な
い
だ
け
自
由
で
、
明

る
か
っ
た
。
生
徒
と
先
生
の
間
も
ま
る
で
友
達
で
、
一
緒

に
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
を
し
た
り
卓
球
を
し
た
り
、
中
に
は
家

に
遊
び
に
や
っ
て
来
て
、
泊
ま
っ
て
ゆ
く
人
も
あ
っ
た
。

そ
の
頃
特
に
仲
の
良
か
っ
た
先
生
と
、
授
業
が
終
わ
っ
て

か
ら
夕
方
遅
く
ま
で
、
生
齧
り
の
知
識
を
振
り
回
し
て
語

り
合
っ
た
記
憶
が
今
で
も
残
っ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
敗

戦
後
の
開
け
っ
放
し
の
自
由
が
、
ど
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い

教
育
環
境
で
あ
っ
た
か
を
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

 

恋
愛
結
婚
へ
の
疑
問
・
西
鶴
研
究
こ
ぼ
れ
話
３ 

広
嶋 

進 

授
業
で
受
講
生
に
「
将
来
結
婚
す
る
と
し
た
ら
、
恋
愛

結
婚
が
い
い
で
す
か
、
お
見
合
い
結
婚
が
い
い
で
す
か
」

と
尋
ね
る
と
、
大
多
数
の
学
生
は
「
恋
愛
結
婚
が
い
い
」

と
答
え
る
。 

し
か
し
、
日
本
で
い
つ
か
ら
「
恋
愛
結
婚
」
が
盛
ん
に

な
り
、
そ
の
「
恋
愛
結
婚
」
を
支
え
て
い
る
思
想
を
、
誰

が
ど
の
よ
う
に
説
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
あ

ま
り
よ
く
知
ら
な
い
学
生
が
多
い
よ
う
だ
。 

あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
現
在
の
日
本
の
結
婚
は
「
恋
愛

結
婚
」
が
86.6
％
、「
見
合
い
結
婚
」
が
8.1
％
で
あ
る
と
い

う
。
太
平
洋
戦
争
中
は
、「
恋
愛
結
婚
」
が
13.4
％
、「
見

合
い
結
婚
」
69
％
だ
っ
た
の
が
、
戦
後
「
恋
愛
結
婚
」

が
次
第
に
増
え
、
一
九
六
○
年
後
半
に
は
逆
転
し
て
、
現

在
の
「
恋
愛
結
婚
」
優
勢
に
な
っ
た
と
い
う
。「
恋
愛
結

婚
」
優
位
に
な
っ
た
の
は
約
四
十
年
前
で
あ
る
か
ら
、
長

い
日
本
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
「
恋
愛
結
婚
」
全
盛
は
最
近

の
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

江
戸
時
代
は
、
社
会
階
層
が
上
で
、「
家
」
が
裕
福
で

あ
る
ほ
ど
、
結
婚
は
「
家
」
と
「
家
」
と
が
と
り
結
ぶ
も

の
で
、
経
済
を
第
一
目
的
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
武
士
も
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商
人
も
農
民
も
同
じ
で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
、
こ
の
結
婚
観
を
大
き
く
変
革
し
、
結
婚
は
個

人
と
個
人
と
の
「
恋
愛
」
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

を
説
い
て
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
書
が
あ
っ
た
。

厨
川
白
村

く
り
や
が
わ
は
く
そ
ん

の
『
近
代
の
恋
愛
観
』
で
あ
る
。 

た
ま
た
ま
古
書
店
で
購
入
し
た
私
の
右
の
本
に
は
、
奥

付
に
「
大
正
十
一
年
十
月
廿
六
日
印
刷
／
大
正
十
三
年
二

月
廿
九
日
百
三
十
版
」
と
あ
る
。
こ
の
書
が
大
正
末
年
の

大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
著
者
の
厨

川
白
村
は
大
正
時
代
の
英
文
学
者
で
文
明
批
評
家
で
あ
っ

た
（
明
治
十
三
年
〈
一
八
八
○
〉
年
〜
大
正
十
二
年
〈
一

九
二
三
〉）。 

本
書
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
豊
富
な
例
を
挙
げ
た
近
代

の
恋
愛
を
巡
る
エ
ッ
セ
イ
集
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
同

一
の
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、 

「
両
性
間
の
恋
愛
が
性
欲
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
事
は
今
人

の
誰
し
も
疑
は
な
い
所
で
あ
る
が
、
唯
だ
夫
れ
が
動
物
と

ち
が
つ
て
、
人
間
へ
の
進
化
と
共
に
、
浄
化
せ
ら
れ
醇
化

せ
ら
れ
て
最
高
至
上
の
道
徳
と
な
り
芸
術
と
な
つ
て
ゐ
る

事
は
考
へ
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。」 

右
の
引
用
文
に
「
性
欲
」
の
語
が
あ
り
驚
く
が
、
実
は
、

こ
の
語
は
明
治
四
十
年
前
後
か
ら
の
当
時
の
流
行
語
で
あ

り
、
日
本
の
自
然
主
義
の
文
学
運
動
と
と
も
に
一
般
化
し

て
い
っ
た
新
語
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
性
欲
」
が
「
浄

化
」「
醇
化
」
し
「
道
徳
」「
芸
術
」
と
な
る
に
は
ど
う
し

た
ら
よ
い
か
と
い
う
疑
問
に
は
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
答

え
て
い
る
。 

「
霊
肉
二
元
の
生
活
の
不
調
和
に
悩
む
人
間
が
、
性
的

本
能
（
即
ち
性
欲
）
と
性
的
理
想
（
即
ち
恋
愛
）
と
の
間

に
合
一
点
を
見
出
し
、
両
者
の
矛
盾
衝
突
な
き
を
得
し
む

る
の
は
、
何
に
よ
つ
て
で
あ
る
か
。
そ
こ
に
即
ち
節
欲
自

制
の
必
要
を
生
ず
る
。」 

白
村
は
、「
節
欲
自
制
」「
抑
制
」
に
よ
っ
て
、「
肉
」

か
ら
「
霊
」
、
「
性
欲
本
能
」
か
ら
「
性
的
理
想
」
へ
と

「
浄
化
」
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
結
婚
」
に
つ
い
て

は
次
の
よ
う
に
言
う
。 

「
双
方
と
も
に
自
由
な
個
人
で
あ
る
男
と
女
と
の
結
合
、

そ
し
て
此
結
合
に
よ
つ
て
自
己
を
完
成
し
、
ま
た
更
に
新

し
き
生
命
を
創
造
し
得
る
生
活
は
唯
だ
相
互
間
の
恋
愛
に

よ
つ
て
の
み
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。
恋
愛
な
き
結
婚
は

人
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
無
意
味
な
ら
し
む
る
」 

こ
の
恋
愛
結
婚
至
上
主
義
は
、
大
正
か
ら
昭
和
へ
か
け

て
、
日
本
の
知
識
階
級
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
現
在
の
恋

愛
結
婚
隆
盛
は
そ
の
普
及
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
恋
愛
結
婚
の
賛
美
に
対
し
、

伊
藤
整
は
、
根
本
的
な
疑
問
を
投
げ
掛
け
て
い
た
。 

伊
藤
は
、
現
代
の
男
女
の
大
多
数
は
「
実
質
上
の
性
の

束
縛
の
強
制
を
愛
と
い
う
言
葉
」
で
表
現
し
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、「
愛
し
て
な
ど
い
る
の
で
は
な
く
、
恋
し
、
慕
い
、

執
着
し
、
強
制
し
、
束
縛
し
合
い
、
や
が
て
飽
き
、
逃
走

し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
」
と
批
判
し
た
。
伊
藤
は
、

「
祈
り
」
や
「
信
仰
」
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
恋
愛
や
結
婚

に
お
い
て
「
愛
」
は
成
立
し
難
い
こ
と
を
主
張
し
た
。 

「
信
仰
に
よ
る
祈
り
、
懺
悔
な
ど
な
い
時
に
、
夫
婦
の

関
係
を
「
愛
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
に
は
、
大

き
な
、
根
本
的
な
虚
偽
が
実
在
し
て
い
る
。」（「
近
代
日

本
に
お
け
る
「
愛
」
の
虚
偽
」
昭
和
三
十
三
年
、『
近
代

日
本
人
の
発
想
の
諸
形
式
』
岩
波
文
庫
、
昭
和
五
十
六
年

刊
、
所
収
） 

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
も
し
て
い
る
。 

「
十
九
世
紀
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
娘
を
結
婚
さ

せ
る
と
き
、
父
母
は
娘
の
生
涯
を
保
証
す
る
に
足
る
持
参

金
を
持
た
せ
、
経
済
的
独
立
人
と
し
て
人
妻
に
し
て
や
っ

た
の
だ
。
…
彼
ら
に
お
い
て
は
、「
愛
」
に
よ
る
結
婚
生

活
は
、
十
分
な
る
経
済
条
件
と
い
う
暗
黙
の
、
し
か
も
強

靱
な
習
慣
の
上
に
の
み
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」 

日
本
の
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
、
娘
の
結
婚
に
際
し
、

町
人
た
ち
は
「
敷
銀

し
き
が
ね

」
を
娘
に
持
た
せ
た
。「
敷
く
」
と

い
う
語
は
「
保
証
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
敷
銀

＝
持
参
金
」
は
、
離
婚
の
際
に
は
、
娘
の
親
に
全
額
返
却

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
敷
銀
」
が
多
い
ほ
ど
、

離
婚
と
い
う
事
態
が
発
生
し
に
く
く
な
り
、
娘
の
「
嫁
」

と
し
て
の
身
分
を
保
証
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味

で
「
十
九
世
紀
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
江
戸
時
代
の
日

本
の
結
婚
に
は
、
実
は
、
人
間
の
現
実
と
実
態
に
対
す
る

洞
察
に
基
づ
い
た
、
共
通
の
知
恵
が
機
能
し
て
い
た
。 

す
な
わ
ち
、
恋
愛
に
よ
る
結
婚
が
永
続
す
る
に
は
、

「
経
済
」
と
「
祈
り
」
と
い
う
二
つ
の
条
件
が
必
要
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
ゼ
ミ
生
に
い
つ
も
見
合
い
結

婚
を
す
す
め
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
夢
が
な
い
な
ど
と

言
わ
れ
、
け
む
た
が
ら
れ
て
い
る
。 
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不
思
議
な
出
会
い
（
そ
の
三
） 

 
 

 

横
山 

學 
こ
の
春
休
み
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
米
国
議
会
図
書

館
へ
調
査
に
出
か
け
ま
し
た
。
戦
前
そ
こ
で
勤
務
し
て
い

た
ひ
と
り
の
日
本
人
の
個
人
記
録
を
調
べ
る
た
め
で
し
た
。

二
週
間
程
度
の
滞
在
で
、
土
・
日
曜
日
は
近
く
の
ス
ミ
ソ

ニ
ア
ン
博
物
館
や
近
郊
の
町
々
を
見
て
回
り
ま
し
た
が
、

そ
の
ほ
か
は
毎
日
、
終
日
図
書
館
で
資
料
調
査
に
没
頭
し

ま
し
た
。
図
書
館
職
員
の
手
で
簡
単
に
区
分
さ
れ
た
書
類

の
束
に
目
を
通
し
、
記
録
に
残
し
ま
す
。
日
米
開
戦
ま
で

の
十
二
年
間
、
在
職
中
に
届
い
た
書
簡
と
、
仕
事
上
も
し

く
は
個
人
的
な
書
類
で
す
。
そ
の
中
に
、
わ
た
く
し
が
存

じ
上
げ
て
い
た
方
か
ら
の
書
簡
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

前
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
わ
た
く
し
は
学
生
時
代
か
ら

琉
球
史
料
の
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
道
の
先
輩
か

ら
是
非
ご
教
示
を
得
た
い
こ
と
が
あ
り
、
面
識
の
無
い
そ

の
方
に
会
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。

す
ぐ
に
、「
こ
ち
ら
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
い
う
葉
書
が

届
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
週
末
に
出
か
け
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
東
伊
豆
の
別
荘
地
が
そ
の
方
の
お
住
ま
い
で
し

た
。
昼
過
ぎ
に
お
訪
ね
す
る
と
、
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
ら
れ

な
が
ら
も
や
さ
し
い
笑
顔
で
迎
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

持
参
し
た
質
問
の
史
料
は
『
御ご

膳ぜ
ん

本ほ
ん

草ぞ
う

』。
冒
頭
に
「
中な
か

城
ぐ
す
く

御お

殿ど
ん

」
と
「
宝
玲

ほ
ー
れ
ー

文
庫

ぶ

ん

こ

」
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い

る
大
型
の
一
冊
本
で
す
。『
御
膳
本
草
』
は
琉
球
国
王
の

た
め
に
編
纂
さ
れ
た
、
琉
球
に
お
け
る
食
べ
合
わ
せ
の
事

典
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
詳
し

く
ご
存
じ
で
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
話
題
が
琉
球
史

料
や
琉
球
研
究
の
こ
と
に
な
る
と
、
ご
高
齢
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
若
々
し
く
輝
く
よ
う
な
お
顔
で
話
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
話
は
、
様
々
な
方
向
へ
飛
び
ま
す
。
初
め
て

お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
な
ど
忘
れ
て
し
ま
い
、
長
年
指
導

を
受
け
て
い
る
恩
師
か
ら
教
え
て
頂
い
て
い
る
よ
う
な
気

持
ち
と
な
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、「
こ
こ
の
風

呂
に
は
温
泉
が
引
い
て
あ
る
か
ら
、
今
日
は
泊
ま
っ
て
ゆ

き
な
さ
い
」、
さ
ら
に
「
あ
な
た
の
寝
る
部
屋
に
あ
る
本

は
自
由
に
御
覧
な
さ
い
」
と
の
こ
と
で
す
。
大
喜
び
で
お

言
葉
に
従
い
ま
し
た
。
枕
元
に
山
積
み
さ
れ
て
い
る
の
は
、

江
戸
初
期
の
読
本
や
挿
絵
本
、
浄
瑠
璃
本
。
上
質
な
摺
り

の
、
と
て
も
綺
麗
な
も
の
が
揃
っ
て
い
ま
し
た
。
宝
の
山

に
囲
ま
れ
た
幸
福
感
で
し
た
。
翌
日
に
は
、
名
古
屋
か
ら

古
書
店
の
主
人
と
、
早
稲
田
大
学
の
近
世
国
文
学
の
教
授

が
訪
問
さ
れ
、
ご
紹
介
を
受
け
ま
し
た
。
帰
り
し
な
に
そ

の
方
が
「
大
田
南
畝
全
集
を
持
っ
て
い
な
い
な
ら
、
こ
こ

に
あ
る
全
集
を
お
持
ち
な
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

と
っ
さ
に
、
全
集
を
頂
い
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
の
方
と
の

ご
縁
が
無
く
な
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、「
次
に
参
り
ま

し
た
と
き
に
、
お
借
り
し
ま
す
」
と
応
え
、
夕
方
に
東
京

へ
帰
り
ま
し
た
。
伊
豆
か
ら
帰
っ
て
ほ
ぼ
一
ヶ
月
経
っ
た

と
き
に
、
一
通
の
封
書
が
届
き
ま
し
た
。
奥
様
か
ら
で
し

た
。
伊
豆
に
持
参
し
た
わ
た
く
し
の
論
文
の
抜
刷
り
に
、

先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
旨
の
手
紙
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
大
学
院
の
学
生
で
あ
っ
た
わ
た
く
し
の
事
情
を
汲
み

取
ら
れ
、
返
送
し
た
抜
刷
は
就
職
活
動
に
役
立
て
る
よ
う

に
、
と
の
お
言
葉
で
し
た
。 

 

そ
の
方
の
書
簡
の
束
が
、
図
書
館
の
ア
ジ
ア
読
書
室
の

卓
上
に
あ
る
の
で
す
。
便
箋
や
巻
紙
に
び
っ
し
り
と
ペ
ン

書
き
さ
れ
た
、
達
筆
な
が
ら
読
み
や
す
い
文
字
で
す
。
書

物
の
こ
と
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
り
上
げ
る
こ
と
の
大
切

さ
と
そ
の
苦
労
、
当
時
の
古
書
市
場
の
様
子
、
平
易
な
言

葉
で
丁
寧
に
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
研
究
仲
間
の

先
輩
が
後
輩
に
や
さ
し
く
手
ほ
ど
き
を
す
る
よ
う
に
、
冗

談
も
交
え
な
が
ら
、
語
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
文

面
か
ら
お
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
し
た
。 

こ
れ
ら
の
書
簡
が
交
わ
さ
れ
た
当
時
、
こ
の
方
は
書
物

収
集
に
熱
心
な
、
四
十
代
の
研
究
者
で
し
た
。
全
国
の
図

書
館
や
古
書
店
を
、
目
指
す
書
物
を
求
め
て
探
索
し
続
け

て
い
ま
し
た
。
議
会
図
書
館
が
日
本
関
係
の
蔵
書
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
方
の
協
力
を
求
め
た
の
で
す
。

現
在
の
蔵
書
の
う
ち
、
近
世
の
書
物
の
多
く
は
こ
の
方
の

献
身
的
な
努
力
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
ま
し
た
。
書
簡
に
次

ぎ
の
よ
う
な
意
味
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
わ
た

し
が
こ
の
集
書
に
協
力
す
る
の
は
、
良
い
（
上
質
の
）
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
（
文
庫
）
を
作
り
上
げ
た
い
、
そ
の
仕
事
に

自
分
が
関
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
満
足
の
た
め
な
の
だ
。

ビ
ジ
ネ
ス
で
は
な
い
」。
こ
れ
を
目
に
し
た
と
き
、「
伊
豆

の
一
日
」
が
鮮
や
か
に
よ
み
が
え
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、

書
簡
を
交
わ
し
た
二
人
の
間
に
ど
の
よ
う
な
お
付
き
合
い

が
あ
っ
た
の
か
は
調
査
中
で
す
。 

帰
国
し
て
数
日
後
、
テ
レ
ビ
番
組
製
作
の
会
社
か
ら
依

頼
が
あ
り
ま
し
た
。『
御
膳
本
草
』
に
つ
い
て
知
り
た
い
、
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『
生
活
文
化
研
究
所
年
報
』
に
掲
載
し
て
い
る
史
料
（『
御

膳
本
草
』）
を
利
用
し
た
い
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ

の
企
画
は
、
沖
縄
の
薬
膳
料
理
で
有
名
な
ホ
テ
ル
を
紹
介

す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
番
組
は
、
五
月
十
五
日
の
深
夜

に
衛
星
放
送
（「
Ｃ
Ｓ
日
テ
レ
」）
で
放
映
さ
れ
ま
す
。 

史
料
調
査
の
醍
醐
味
は
、
史
料
を
記
し
た
本
人
に
「
出

会
う
」
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
色
焼
け
し
た
紙
面
、
イ
ン
ク

や
筆
の
筆
跡
、
そ
の
ひ
と
の
書
き
入
れ
、
手
ズ
レ
。
書
簡

で
あ
れ
ば
、
消
印
や
発
信
元
。
鋏
を
使
用
し
た
り
、
引
き

破
ら
れ
た
開
封
の
状
態
。
返
信
の
控
え
文
。
変
色
し
た
イ

ン
ク
や
紙
面
、
そ
し
て
綴
じ
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
ク
リ
ッ

プ
の
錆
に
も
時
間
の
経
過
を
感
じ
ま
す
。
文
面
は
勿
論
の

こ
と
、
筆
跡
か
ら
も
そ
の
人
の
心
の
動
き
が
感
じ
ら
れ
る

の
で
す
。
酸
化
し
て
黄
色
変
し
た
新
聞
の
切
り
抜
き
。
本

人
の
も
の
も
の
か
、
書
簡
に
添
え
ら
れ
た
も
の
か
。
裏
返

す
と
、
記
事
の
断
片
に
当
時
の
世
相
が
顔
を
出
す
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
書
物
で
あ
れ
ば
、
文
字
や
紙
質
、
蔵
書
印
や

書
物
の
体
裁
で
、
そ
の
書
物
の
格
付
け
が
分
か
り
、
表
紙

の
汚
れ
や
擦
れ
で
遍
歴
を
知
り
ま
す
。
現
物
か
ら
し
か
知

り
え
な
い
情
報
を
、
原
本
は
沢
山
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
ら
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
内
容
を
読
み
、
記
事
に

登
場
し
て
く
る
関
連
事
項
に
調
査
を
広
げ
て
ゆ
き
ま
す
。

そ
の
時
代
に
分
け
入
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
楽
し
み
は
、
体
験

し
て
み
な
く
て
は
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

現
代
の
「
記
録
」
は
、
過
去
の
も
の
と
大
き
く
変
わ
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
十
年
ほ
ど
で
、
記
録
の
媒
体
の

多
く
は
紙
で
は
な
く
電
子
化
さ
れ
た
も
の
に
移
り
ま
し
た
。

書
簡
を
取
り
交
わ
す
機
会
も
激
減
し
、
パ
ソ
コ
ン
を
利
用

し
た
電
子
メ
ー
ル
で
す
。
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
保
存
さ
れ

ず
に
消
去
さ
れ
ま
す
。
保
存
さ
れ
た
と
し
て
も
、
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
の
急
速
な
発
展
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
半
世
紀
も

後
に
、
そ
の
デ
ー
タ
ー
は
解
読
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
こ
と
の
意
味
と
価
値
が
、
社
会
的
に
理
解
さ
れ
る
で
し

ょ
う
か
。
事
実
、
二
十
年
前
の
ワ
ー
プ
ロ
で
作
成
さ
れ
た

デ
ー
タ
ー
さ
え
、
古
い
ソ
フ
ト
で
あ
る
こ
と
や
記
録
媒
体

を
読
み
取
る
機
器
が
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と
で
、
利
用

で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

わ
た
く
し
た
ち
の
研
究
上
の
記
録
も
、
そ
の
殆
ど
が
電

子
化
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
時
々
で
も
利
用
す
る
も

の
は
新
し
い
形
式
に
置
き
換
え
ら
れ
、
利
用
可
能
な
形
で

何
と
か
手
元
に
あ
り
ま
す
が
、
二
十
年
前
に
作
っ
た
講
義

用
の
参
考
資
料
は
、
た
ま
た
ま
そ
の
時
に
印
字
し
た
も
の

が
残
っ
て
い
る
他
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
資
料
の
多
く
は
、

画
像
と
し
て
電
子
化
し
、
記
憶
媒
体
で
保
管
し
て
い
ま
す
。

ソ
フ
ト
の
会
社
が
そ
れ
を
存
続
さ
せ
る
限
り
は
利
用
で
き

ま
す
。
よ
り
確
実
に
残
し
た
い
と
願
い
、
必
要
な
資
料
は

カ
ラ
ー
の
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
に
写
真
撮
影
し
て
、
フ
ィ
ル
ム

で
保
管
し
て
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
も
、
五
十
年
程
度
の

生
命
で
す
。 

先
日
、
ハ
ワ
イ
の
図
書
館
か
ら
こ
ん
な
話
を
聞
き
ま
し

た
。
三
十
〜
四
十
年
ほ
ど
前
に
作
成
し
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
が
一
斉
に
異
臭
ガ
ス
を
放
ち
、
経
年
に
よ
る
酸
化
が

始
ま
っ
た
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
ガ
ス
は
他
の
フ
ィ
ル

ム
に
も
影
響
を
与
え
る
の
で
、
該
当
す
る
フ
ィ
ル
ム
を
す

べ
て
廃
棄
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
数
万
コ
マ
を
超
え
る

分
量
の
マ
イ
ク
ロ
資
料
が
消
え
ま
し
た
。
米
国
で
は
、
Ｃ

Ｄ
Ｒ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
形
の
利
用
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
先
、
何
年
間
利
用
で
き
る
か
、
経
験
的
な
裏
づ
け
が
無

い
と
い
う
の
で
す
。
書
物
に
用
い
ら
れ
た
料
紙
の
酸
化
も

深
刻
な
問
題
で
す
。
明
治
時
代
の
洋
紙
は
製
紙
の
過
程
で

酸
化
し
や
す
い
材
料
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
、

酸
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
一
方
で
、
和
紙
に
記
さ
れ
た
物

は
ま
っ
た
く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
資
料
保
存
の
現
状
は
こ

の
よ
う
な
も
の
で
す
。 

米
国
議
会
図
書
館
で
働
い
て
い
た
、
書
簡
の
持
ち
主
は
、

坂さ
か

西に
し

志し

保ほ

と
い
い
ま
す
。
明
治
二
十
九
年
生
ま
れ
、
大

正
十
一
年
に
渡
米
し
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
博
士
号
を
取
得

し
、
図
書
館
に
就
職
し
た
後
は
、
東
洋
部
長
に
な
り
ま
し

た
。
戦
時
交
換
船
で
帰
国
し
、
戦
後
の
日
本
で
評
論
家
と

し
て
活
躍
し
ま
し
た
。
伊
豆
で
一
度
だ
け
お
目
に
か
か
っ

た
の
は
、
横よ
こ

山や
ま

重
し
げ
る

と
い
う
か
た
で
、
書
誌
学
者
と
し
て
、

室
町
・
江
戸
期
の
集
書
家
と
し
て
著
名
で
す
。『
琉
球
史

料
叢
書
』
の
編
纂
者
で
す
。
こ
の
二
人
は
同
じ
年
の
生
ま

れ
で
す
。『
御
膳
本
草
』
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
ホ

ー
レ
ー
の
集
め
た
琉
球
資
料
で
、「
宝
玲
文
庫
」
と
い
う

の
は
彼
の
蔵
書
印
で
す
。
現
在
は
ハ
ワ
イ
大
学
ハ
ミ
ル
ト

ン
図
書
館
の
「
坂
巻
・
ホ
ー
レ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に

保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
と
坂
西
志

保
と
は
、
書
物
を
介
し
た
友
人
で
し
た
。 


