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は
じ
め
に

　

祭
祀
遺
跡
の
顕
著
な
遺
構
で
あ
る
磐
座
は
、
そ
こ
に
神
を
招
い
て
祀
り
、
目
に

み
え
な
い
神
の
存
在
を
顕
在
化
す
る
施
設
で
あ
る
依よ
り

代し
ろ

と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

神
は
、
特
定
の
祭
り
の
日
に
祭
場
に
降
臨
し
、
祭
り
が
終
わ
れ
ば
い
ず
こ
か
へ
と

帰
っ
て
い
く
と
考
え
る
の
が
常
識
的
な
見
解
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
つ

ま
り
、
祭
祀
遺
跡
に
代
表
さ
れ
る
か
つ
て
の
祭
場
は
、
あ
く
ま
で
も
臨
時
の
施
設

で
あ
り
、
そ
こ
に
神
を
招
い
て
祭
祀
を
お
こ
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
神
が
常
住
す
る
施
設
と
し
て
神
社
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
ま
で

の
去
来
す
る
神
の
観
念
が
徐
々
に
薄
れ
、
遂
に
は
神
が
神
社
に
常
住
す
る
も
の
と

観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
見
解
に
対
し
て
、
近
年
、
笹
生
衛
は
、
祭
場

に
神
霊
を
招
く
と
い
う
神
観
念
が
、
実
は
折
口
信
夫
が
構
想
し
た
依
代・

招
代
と

い
う
考
え
方
に
依
拠
す
る
も
の
で
、
所
詮
近
代
の
分
析
概
念
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘

し
た（
１
）。

そ
し
て
、「
古
代
の
神
観・

祭
祀
を
考
え
る
場
合
、
こ
れ
ま
で
民
俗
学
等
が

提
示
し
て
き
た
祭
祀
像・

神
観
を
離
れ
、
考
古
資
料
の
遺
構・

遺
物
に
つ
い
て
組

成・

変
遷・

分
布
の
傾
向
を
抽
出
し
、
そ
の
結
果
を
論
理
的
に
可
能
な
範
囲
で
文

献
史
料
を
使
い
意
味
付
け
、
そ
こ
か
ら
歴
史
叙
述
を
行
う
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
」

と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
従
来
の
民
俗
学
に
依
拠
し
た
祭
祀
遺
跡
の
理
解
の
仕
方

は
見
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
考
古
資
料
と
文
献
史
料
を
基
軸
と
し
た
新
た
な
見
解

を
構
築
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
参
照
枠
と
し
て
き
た
依
代
論
は
、
近
代
の

誤
っ
た
解
釈
を
引
き
ず
る
理
解
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

と
こ
そ
当
面
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
神
道
考
古
学
に
お
け
る
依
代
の
概
念
を
取
り
上
げ
、
折

口
信
夫
や
柳
田
國
男
の
民
俗
学
的
な
理
解
と
の
関
係
を
鮮
明
に
し
、
そ
の
う
え
で

神
道
考
古
学
に
お
け
る
依
代
の
問
題

時
　
枝
　
　
　
務
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改
め
て
笹
生
の
問
題
提
起
を
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
を
考
え
た
い
と
思
う
。

一
、
大
場
磐
雄
の
依
代
概
念

　

ま
ず
、
神
道
考
古
学
の
樹
立
者
で
あ
る
大
場
磐
雄
が
、
依
代
を
ど
の
よ
う
に
理

解
し
て
い
た
の
か
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

大
場
に
よ
れ
ば
、「
民
俗
学
の
教
示
す
る
点
と
も
一
致
し
て
、
わ
が
国
古
代
の
神

霊
奉
斎
形
式
は
、
後
世
の
ご
と
く
一
定
不
変
の
社
殿
等
に
鎮
ま
り
ま
し
た
の
で
は

な
く
、
祈
る
人
々
の
招
き
に
応
じ
て
随
時
に
天
上
ま
た
は
山
上
等
か
ら
招
代
に
憑

依
せ
ら
れ
来
て
、
祭
を
享
け
給
う
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
祭
が
終
れ
ば
そ
の
ま

ま
天
空
に
神
さ
り
給
う
を
習
わ
し
と
し
た
」
と
い
う（
２
）。

こ
こ
で
は
、
招
代
、
す
な

わ
ち
依
代
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
神
が
祭
り
に
際
し

て
降
臨
し
、
終
わ
れ
ば
戻
る
よ
う
な
去
来
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い

る
。
し
か
も
、
祭
場
は
臨
時
の
も
の
で
、
恒
久
的
な
社
殿
を
も
た
な
か
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
祭
祀
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
神
を
招

く
の
で
あ
る
か
ら
招
代
、
神
の
側
か
ら
す
れ
ば
憑
依
す
る
の
で
あ
る
か
ら
依
代
で
、

両
者
は
同
じ
物
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

ま
た
、
別
の
論
文
で
は
、「
民
俗
学
の
示
す
と
こ
ろ
、
わ
が
国
古
代
の
神
霊
奉
斎

様
式
は
、
け
っ
し
て
後
世
の
ご
と
く
一
定
不
変
の
場
所
に
、
恒
久
的
に
神
々
が
鎮

ま
り
ま
し
た
の
で
は
な
く
、
随
時
に
天
上
ま
た
は
山
上
か
ら
、
招
代
を
通
じ
て
憑

来
せ
ら
る
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
に
大
規
模
な
恒
久
的
な

設
備
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
路
傍
の
樹
木
や
所
在
の
石
塊
が
こ
れ
に
充
て
ら
れ
、

ま
た
は
簡
単
な
一
種
の
施
設
―
す
な
わ
ち
祭
祀
終
了
後
は
撤
却
す
る
―
で
事
足
り

た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り（
３
）、

依
代
が
具
体
的
に
は
樹
木・

石
塊・

簡
易
な
施

設
な
ど
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
樹
木
や
石
塊
は
自
然
物
で
あ
る
が
、
人

為
的
に
植
樹
や
設
置
が
お
こ
な
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、
純
粋
に
自
然
の
も
の
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
、
人
工
物
で
あ
る
簡
易
な
施
設
と
、
基
本
的
に
は

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
二
つ
の
文
章
で
、

大
場
は
、
依
代
論
が
民
俗
学
の
成
果
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
具
体
的
に
誰
の
論
文
な
の
か
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
依
代
論
は
、
民
俗
学
の
定
説
で
あ
り
、

そ
れ
が
折
口
信
夫
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
実
は
周
知
の
こ
と
に
属

す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

同
様
な
説
明
は
繰
り
返
し
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
一
般
向
け
の
講
演
を
記
録
し

た
文
章
で
は
、「
と
に
か
く
何
か
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
時
に
は
、
あ
る
方
法

で
も
っ
て
神
様
を
お
招
き
す
る
、
そ
の
お
招
き
を
す
る
目
標
を
立
て
ま
し
て
、
木

と
か
石
を
立
て
る
と
そ
こ
に
神
様
が
お
い
で
に
な
り
、
そ
こ
で
お
祭
を
し
て
お
願

い
を
す
る
。
そ
し
て
お
願
い
が
済
む
と
神
様
は
お
立
ち
に
な
る
、
こ
う
い
う
よ
う

に
随
時
や
っ
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
建
物
は
要
ら
な
い（
４
）」
と
き
わ
め

て
わ
か
り
や
す
い
こ
と
ば
で
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
祭
り
を
執
行
す
る
側

の
立
場
で
、
祭
り
の
過
程
を
考
慮
し
つ
つ
説
明
さ
れ
て
お
り
、
厳
密
に
は
招
代
の

説
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
実
際
に
発
掘
調
査
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
依
代
は
、
石
な
ど
ご

く
限
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
当
然
、
具
体
的
な

説
明
は
、
磐
座
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
場
の
説
明
を
い
く
つ
か
列
挙
し
て

お
こ
う
。

「
磐
座
」
と
い
う
、
磐
と
い
う
字
は
石
で
も
よ
ろ
し
い
わ
け
で
す
が
、
磐
座

信
仰
と
申
し
ま
す
か
石
神
に
よ
く
似
た
信
仰
で
あ
り
ま
す
が
、
結
局
、
石
と

い
う
も
の
が
特
殊
な
そ
う
い
う
精
霊
を
も
つ
と
い
う
観
念
か
ら
、
石
に
神
の

御
魂
を
依
り
付
か
せ
て
、
つ
ま
り
招
降
し
ま
し
て
お
祀
り
を
す
る
と
い
っ
た

際
の
、
つ
ま
り
依
代
と
し
て
、
石
と
い
う
も
の
が
古
代
人
に
非
常
に
多
く
用

い
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
い
い
か
え
れ
ば
、
依
代
と
し
て
石
が
非

常
に
適
当
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す（
５
）。

　

磐
座
に
つ
い
て
は
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
元
来
石
を
も
っ
て
神
の

座
と
す
る
意
で
あ
る
が
、
転
じ
て
石
神
と
同
様
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
最
初
は
神
の
座
に
ふ
さ
わ
し
い
形
の
自
然
石
を
、
祭
の
お
り
に
神

の
降
臨
石
と
し
て
使
用
し
た
が
、
こ
れ
を
繰
返
す
中
に
石
神
と
同
じ
性
格
を

も
つ
に
至
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
磐
境
は
少
し
意
味
が
異
な
っ

て
お
り
、
石
を
も
っ
て
祭
場
を
舗
説
し
た
臨
時
の
祭
場
で
あ
り
、
石
そ
れ
自

身
に
霊
の
存
在
は
認
め
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
祭
が
終
了
す
れ
ば
除
去
し
、
あ

る
い
は
一
定
の
期
間
だ
け
設
け
て
お
い
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
た
だ
し
そ

の
中
に
樹
と
か
石
と
か
神
の
憑
代
を
置
く
場
合
は
、
そ
の
憑
代
自
身
が
神
霊

の
宿
る
霊
的
な
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る（
６
）。

　

所
在
の
大
石
ま
た
は
奇
巌
等
に
対
し
、
神
霊
の
存
在
を
認
め
、
あ
る
い
は

神
霊
の
憑
り
ま
す
座
と
信
じ
、
こ
れ
を
中
心
に
祭
祀
を
行
っ
た
こ
と
で
、
往
々

祭
祀
阯
の
一
部
に
自
然
の
巨
石
や
立
石
の
存
在
す
る
も
の
を
見
る
の
が
こ
れ

で
あ
る（
７
）。

　

大
場
の
磐
座
に
対
す
る
考
え
方
で
特
徴
的
な
の
は
、
本
来
神
の
座
で
あ
っ
た
自

然
石
が
後
に
石
神
と
観
念
さ
れ
る
例
が
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
祭
祀
遺

跡
に
お
け
る
磐
座
は
あ
く
ま
で
も
神
が
降
臨
す
る
石
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
石
神
は
、
石
自
体
が
霊
性
を
帯
び
、
神
そ
の
も
の
と
し
て
の
性
質
を
も
つ

の
に
対
し
て
、
磐
座
は
あ
く
ま
で
神
が
降
臨
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
座
で
あ
っ
て
、

神
で
は
な
い
。
神
は
石
に
憑
依
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
だ
け
磐
座
は
神
祀
り

の
場
と
な
り
、
神
が
離
脱
す
る
と
同
時
に
聖
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
大
場
の
磐

座
論
は
、
去
来
す
る
神
の
信
仰
を
前
提
に
、
祭
場
の
あ
り
方
を
考
察
し
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
依
代
の
概
念
の
根
底
に
は
、
去
来
す
る
神
の
観
念
が
あ

り
、
臨
時
の
祭
場
を
基
本
と
し
た
神
祀
り
の
あ
り
方
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
依
代
で
も
あ
る
磐
座
は
、
自
然
状
態
で
存
在
し
た

も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
人
為
的
に
設
置
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。
自
然
状
態
で
、

複
数
の
磐
が
露
出
し
て
い
る
場
合
、
な
に
を
も
っ
て
そ
こ
が
磐
座
で
あ
る
と
識
別

で
き
た
の
か
、
な
ど
不
明
な
点
が
多
く
残
る
。
も
っ
と
も
、
大
場
は
、「
神
の
座
に

ふ
さ
わ
し
い
形
の
自
然
石
」
が
磐
座
の
原
初
形
と
み
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

も
そ
も
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
形
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
常
、
考
古
学
者
が
問
題
と

す
る
よ
う
な
モ
ノ
に
即
し
た
議
論
が
、
こ
こ
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
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く
。
大
場
の
概
念
は
、
考
古
資
料
か
ら
一
端
離
れ
た
と
こ
ろ
で
生
み
出
さ
れ
、
そ

の
後
考
古
資
料
に
当
て
嵌
め
る
と
い
う
過
程
を
経
て
練
ら
れ
て
い
る
た
め
、
考
古

資
料
論
の
レ
ベ
ル
で
適
用
す
る
こ
と
に
困
難
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
、
大
場
自
身
が

明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
依
代
の
概
念
が
、
本
来
的
に
考
古
学
の
も
の

で
は
な
く
、
民
俗
学
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

二
、
折
口
信
夫
の
依
代
概
念

　

そ
れ
で
は
、
笹
生
が
近
代
の
概
念
と
し
て
批
判
す
る
折
口
信
夫
の
依
代
概
念
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
具
体
的
に
検
証
し
て
み
よ
う
。

　

依
代
の
用
語
は
、
一
九
一
五
年
（
大
正
四
）
四
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
郷
土
研

究
』
第
三
巻
二
号・

三
号
に
掲
載
さ
れ
た
折
口
信
夫
「
髯
籠
の
話
」
で
初
め
て
使

用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
折
口
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

の
続
編
と
し
て
、
翌
年
十
二
月
一
日
発
行
の
『
郷
土
研
究
』
第
四
巻
一
二
号
に
「
依

代
か
ら
『
だ
し
』
へ
」
を
発
表
し
た
が
、
後
に
『
古
代
研
究
』
と
し
て
一
冊
に
ま

と
め
た
際
に
は
、
二
本
の
論
文
を
併
せ
て
「
髯
籠
の
話
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が

完
成
形
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、「
髯
籠
の
話
」
に
お
け
る
折
口
の
依
代
論

を
辿
る
こ
と
で
、
依
代
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
た
い
と
思
う
。
な
お
、
引
用
は
、

折
口
自
身
の
加
朱
が
あ
る
『
郷
土
研
究
』
を
底
本
と
し
た
折
口
博
士
記
念
古
代
研

究
所
編
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻
（
中
公
文
庫
版
）
に
拠
る
。

　

折
口
は
、
依
代
の
説
明
に
入
る
前
に
、
ま
ず
標
山
と
い
う
概
念
を
提
出
す
る
。

避
雷
針
の
な
か
つ
た
時
代
に
は
、
何
時
何
處
に
雷
神
が
降
る
か
訣
ら
な
か
つ

た
と
同
じ
く
、
所
謂
天
降
り
著
く
神
々
に
、
自
由
自
在
に
土
地
を
占
め
ら
れ

て
は
、
如
何
に
用
心
を
重
ね
て
も
、
何
時
神
の
標
め
た
山
を
犯
し
て
祟
り
を

受
け
る
か
知
れ
な
い
。
其
故
に
な
る
べ
く
は
、
神
々
の
天
降
り
に
先
だ
ち
、

人
里
と
の
交
渉
の
尠
い
比
較
的
狭
少
な
地
域
で
、
さ
ま
で
迷
惑
に
な
ら
ぬ
土

地
を
、
神
の
標
山
と
、
此
方
で
勝
手
に
極
め
て
迎
へ
奉
る
の
を
、
最
完
全
な

手
段
と
昔
の
人
は
考
へ
た
ら
し
い
。
即
、
標
山
は
、
恐
怖
と
信
仰
と
の
永
い

生
活
の
後
に
、
や
つ
と
案
出
せ
ら
れ
た
無
邪
気
に
し
て
、
而
も
敬
虔
な
る
避

雷
針
で
あ
つ
た
の
で
あ
る（
８
）。

　

日
常
生
活
に
支
障
の
な
い
場
所
に
標
山
を
設
置
し
、
そ
こ
で
祭
祀
を
お
こ
な
う

の
で
あ
る
か
ら
、
標
山
は
祭
場
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
神
が
勝
手
に
降
臨

し
な
い
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
神
が
降
臨
す
る
場
所
を
決
め
、
日
常
と
非
日
常
の

領
域
を
空
間
的
に
識
別
し
よ
う
と
い
う
の
が
標
山
で
あ
っ
て
、
祭
場
以
外
の
何
物

で
も
な
い
。
筆
者
は
、
あ
え
て
標
山
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
を
必
要
と
感

じ
ず
、
む
し
ろ
標
山
は
山
車
の
一
種
を
さ
す
用
語
と
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
依
代

が
祭
場
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
点
で
、
引
用
部
分
の
内
容
は
大
き
な
意
味

を
も
つ
と
考
え
る
。

　

引
き
続
き
、
依
代
の
説
明
に
移
り
、
折
口
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

さ
て
、
右
の
如
く
人
民
の
迷
惑
も
大
な
ら
ず
、
且
神
慮
に
も
協
ひ
さ
う
な
地

が
見
た
て
ら
れ
て
後
、
第
一
に
起
る
べ
き
問
題
は
、
何
を
以
て
神
案
内
の
目

標
と
す
る
か
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
後
世
に
は
、
人
作
り
の
柱・

旗
竿
な
ど

も
発
明
せ
ら
れ
た
が
、
最
初
は
や
は
り
、
標
山
中
の
最
神
に
触
れ
さ
う
な
處
、
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つ
ま
り
ど
こ
か
最
天
に
近
い
處
と
言
ふ
こ
と
に
な
つ
て
、
高
山
の
喬
木
な
ど

に
十
目
は
集
つ
た
こ
と
ゝ
思
ふ
。
此
の
如
く
し
て
、
松
な
り
杉
な
り
眞
木
な

り
、
神
々
の
依
り
ま
す
べ
き
木
が
定
つ
た
上
で
、
更
に
第
二
の
問
題
が
起
る
。

即
、
其
木
が
一
本
松・

一
本
杉
と
言
ふ
様
に
注
意
を
惹
き
易
い
場
合
は
と
に

か
く
、
さ
も
な
い
と
折
角
標
山
を
定
め
た
為
に
、
雷
避
け
が
雷
よ
び
に
な
つ

て
、
思
は
ぬ
邉
り
に
神
の
降
臨
を
見
る
こ
と
に
な
る
と
困
る
か
ら
、
茲
に
神

に
と
つ
て
は
、
よ
り
し
ろ
、
人
間
か
ら
言
へ
ば
を
ぎ
し
ろ
の
必
要
は
起
る
の

で
あ
る（
９
）。

　

折
口
は
、
祭
場
が
決
ま
っ
た
後
、
そ
の
場
所
で
も
っ
と
も
目
立
つ
樹
木
な
ど
に

神
の
降
臨
場
所
が
指
定
さ
れ
た
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
が
一
本
松
な
ど
の
よ
う

に
間
違
え
る
こ
と
の
な
い
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
な
ら
ば
と
も
か
く
、
周
囲
に
紛
ら
わ
し

い
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
降
臨
場
所
を
特
定
す
る
た
め
、
依
代・

招
代
を
設
置

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
依
代
は
、
そ
こ
が
神
の
降
臨
場
所
で
あ

る
こ
と
を
特
定
す
る
た
め
の
標
識
で
あ
り
、
樹
木
な
ど
と
い
う
一
般
的
な
限
定
で

は
な
く
、
こ
こ
が
憑
依
地
点
で
あ
る
と
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
顕
著
な

標
識
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
依
代
は
、
一
般
的
な
樹
木
や
岩
石

で
は
な
く
、
個
別
的
な
地
点
を
指
示
す
る
印
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
折
口
は
「
元
来
空
漠
散
漫
た
る
一
面
を
有
す
る
神
霊
を
、
一
所
に
集
注
せ
し

め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
適
当
な
招
代
が
無
く
て
は
、
神
々
の
憑
り
給
は
ぬ
は
も
と

よ
り
で
あ
る
）
（1
（

」
と
も
主
張
す
る
。
要
は
、
神
霊
が
依
り
つ
く
先
を
明
示
す
る
こ
と

が
、
依
代
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
で
あ
っ
た
。

　

折
口
は
、
依
代
の
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
樹
木
の
先
端
に
つ
け
ら
れ
た
御
幣

を
掲
げ
て
い
る
。

一
昨
年
熊
野
巡
り
を
し
た
節
、
南
牟
婁
郡
神
崎
茶
屋
な
ど
の
村
の
人
の
話
を

聞
い
た
の
に
、
お
浅
間
様・

天
王
様・

夷
様
な
ど
、
何
れ
も
高
い
峯
の
松
の

頂
に
降
ら
れ
る
と
言
ふ
こ
と
で
、
其
梢
に
き
り
か
け
（
御
幣
）
を
垂
で
ゝ
祭

る
と
の
話
で
あ
つ
た
。
神
の
標
山
に
は
必
神
の
依
る
べ
き
喬
木
が
あ
つ
て
、

而
も
其
喬
木
に
は
更
に
或
よ
り
し
ろ
の
あ
る
の
が
必
須
の
條
件
で
あ
る
ら
し

い
）
（（
（

。

　

こ
こ
で
は
、
樹
木
が
依
代
な
の
で
は
な
く
、
樹
木
の
先
端
に
つ
け
ら
れ
た
御
幣

こ
そ
が
依
代
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
樹
木
に
限
る
こ
と
で

は
な
く
て
、
祭
場
に
目
立
つ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
即
依
代
な
の
で
は

な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
そ
こ
に
人
為
的
に
つ
け
ら
れ
た
目
印
が
依
代
で
あ
る
と
、

折
口
は
考
え
て
い
た
。
依
代
と
は
、
神
霊
が
降
臨
す
る
地
点
を
明
示
す
る
た
め
に
、

神
霊
降
臨
の
目
的
物
に
つ
け
ら
れ
た
目
印
な
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
、
折
口
は
、「
標
山
系
統
の
だ
し・

だ
ん
じ
り
又
は
だ
い
が
く
の
類
に

は
、
必
中
央
に
経
棒
が
あ
つ
て
、
其
末
梢
に
は
更
に
何
か
の
依
代
を
附
け
る
の
が

本
體
か
と
思
ふ
）
（1
（

」
と
い
い
、「
依
代
の
本
體
は
、
や
は
り
天
幕
に
掩
は
れ
た
髯
籠
で

あ
つ
た
）
（1
（

」
と
断
言
す
る
。
つ
ま
り
、
髯
籠
は
、
祭
場
を
指
し
示
す
機
能
を
も
っ
て

お
り
、
依
代
の
典
型
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
次
の
よ

う
に
述
べ
、
髯
籠
の
原
義
を
説
い
て
い
る
。

然
ら
ば
其
髯
籠
の
本
意
は
如
何
と
言
ふ
と
、
地
祗・

精
霊
或
は
一
旦
標
山
に
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招
ぎ
降
し
た
天
神
な
ど
こ
そ
、
地
上
に
立
て
た
所
謂
一
本
薄
（
郷
土
研
究
二

の
四
）、
さ
て
は
川
戸
の
さ
ゝ
ら
荻
に
も
、
榊
葉
に
も
、
木
綿
し
で
に
も
、
樒

の
一
つ
花
（
一
本
花
と
も
）
の
類
に
も
惹
か
れ
よ
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
青
空

の
そ
き
へ
よ
り
降
り
来
る
神
に
至
つ
て
は
、
必
何
か
の
目
標
を
要
し
た
筈
で

あ
る
。
尤
後
世
に
な
つ
て
は
、
地
神
の
よ
り
し
ろ
を
も
木
や
柱
の
尖
に
結
び

附
け
た
こ
と
は
あ
つ
た
が
、
古
代
人
の
考
へ
と
し
て
は
、
雲
路
を
通
ふ
神
に

は
、
必
或
部
分
ま
で
太
陽
神
の
素
質
が
含
ま
れ
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今

日
遺
つ
て
居
る
髯
籠
の
形
こ
そ
、
最
大
昔
の
形
に
近
い
も
の
で
あ
る
か
と
思

ふ
。
木
津
の
故
老
な
ど
が
、
ひ
げ
こ
と
は
日
の
子
の
意
で
、
日
神
の
姿
を
寫

し
た
も
の
だ
と
申
し
傳
へ
て
居
る
の
は
、
民
間
語
原
説
と
し
て
軽
々
に
看
過

す
る
事
が
出
来
ぬ
。
其
語
原
の
當
否
は
と
も
か
く
、
語
原
の
説
明
を
藉
り
て

復
活
し
た
前
代
生
活
の
記
憶
に
は
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
）
（1
（

。

　

要
は
、
髯
籠
が
日
輪
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
折
口
は

「
我
々
の
眼
に
は
單
な
る
目
籠
で
も
同
じ
こ
と
の
様
に
見
え
る
が
、
以
前
は
髯
籠
の

髯
籠
た
る
編
み
餘
し
の
髯
が
最
重
要
で
あ
つ
た
の
で
、
籠
は
日
神
を
象
り
、
髯
は

即
、
後
光
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
）
（1
（

」
と
明
言
し
て
い
る
。
太
陽
の
表
現

で
あ
る
髯
籠
が
、
核
を
な
す
籠
の
部
分
と
、
そ
の
一
部
が
派
生
す
る
光
線
か
ら
な

る
表
現
物
で
あ
る
と
、
折
口
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

や
が
て
、
髯
籠
が
、
目
籠
や
鎌
、
あ
る
い
は
梵
天
や
旗
竿
、
遂
に
は
鯉
幟
に
さ

え
変
化
す
る
こ
と
は
、
折
口
が
予
測
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
依
代
は
髯
籠
に
限
ら

な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
神
霊
の
す
べ
て
が
太
陽
神
で
な
い
以
上
、
神
霊

の
性
質
に
応
じ
た
依
代
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
実
際
依
代
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
形
態
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
折
口
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、

折
口
は
、
す
べ
て
の
依
代
の
根
源
に
髯
籠
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
節

が
あ
る
。
天
上
か
ら
降
臨
す
る
以
上
、
依
代
は
天
上
に
あ
る
も
の
の
形
を
採
用
す

る
で
あ
ろ
う
と
折
口
が
予
測
し
た
可
能
性
が
、「
雲
路
を
通
ふ
神
に
は
、
必
或
部
分

ま
で
太
陽
神
の
素
質
が
含
ま
れ
て
居
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
に
現
れ
て
い
る

よ
う
に
読
め
な
い
こ
と
も
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
折
口
自
身
は
意
識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
髯
籠
を
目
印

と
し
て
降
臨
す
る
神
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
去
来
す
る
神
で
あ
る
。
神
が
、
い

ず
こ
か
ら
降
臨
し
、
手
厚
く
祀
ら
れ
、
や
が
て
帰
還
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、

依
代
論
の
前
提
で
あ
る
。
当
然
、
神
が
一
所
に
常
住
し
、
そ
こ
で
祀
ら
れ
る
と
い

う
形
態
は
、
折
口
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
一
歩
後
退
し
た
現
象
と
し
て
考
え
ら

れ
た
で
あ
ろ
う
。
去
来
す
る
神
か
ら
常
住
す
る
神
へ
と
い
う
図
式
は
、
明
確
で
は

な
い
も
の
の
、
依
代
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
折
口
の
依
代
の
概
念
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
常
識
的
に
抱
い
て

い
る
依
代
の
そ
れ
と
は
微
妙
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
樹
木
や
磐
座
が
、
そ
れ

自
体
が
依
代
な
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た
聖
な
る
印
こ
そ
が
依
代
で
あ
っ

て
、
そ
の
原
型
は
太
陽
神
を
象
徴
的
に
示
す
日
輪
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

折
口
ら
し
い
隠
喩
に
満
ち
た
表
現
を
も
つ
議
論
で
、
わ
か
り
に
く
い
点
を
多
々
残

す
が
、
依
代
と
は
な
に
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
明
晰
で
あ
る
と
い
っ
て
過

言
で
は
な
い
。
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三
、
柳
田
國
男
の
依
代
概
念

　

と
こ
ろ
で
、「
髯
籠
の
話
」
の
『
郷
土
研
究
』
へ
の
掲
載
を
め
ぐ
っ
て
は
、
柳
田

國
男
に
よ
る
介
入
が
あ
っ
た
。
そ
の
掲
載
を
め
ぐ
っ
て
は
、『
郷
土
研
究
』
の
編
集

者
で
あ
っ
た
柳
田
國
男
が
、
論
文
の
書
き
換
え
に
関
与
し
た
複
雑
な
経
緯
が
あ
り
、

掲
載
さ
れ
た
内
容
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
よ
い
の
か
と
い
う
点
に
ま
で
踏
み
込

ん
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
『
郷
土
研
究
』
第
三
巻
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
折
口
論
文
の
末
尾
に
は
、「
○
編
者

申
す
。
折
口
氏
の
原
稿
は
優
美
な
書
簡
體
の
文
章
で
あ
つ
た
が
、
雑
誌
の
調
子
を

保
持
す
る
為
に
不
本
意
な
が
ら
書
改
め
た
。
感
想
に
亘
る
十
数
句
を
削
つ
た
の
は

相
済
ま
ぬ
。
但
し
論
旨
に
は
些
少
の
異
動
を
及
ぼ
し
て
居
ら
ぬ
筈
だ
が
、
も
し
著

者
の
意
に
合
は
ぬ
點
を
注
意
せ
ら
れ
た
ら
、
必
ず
厳
密
に
訂
正
す
る
つ
も
り
で
あ

る
。
柱
松
考
の
著
者
は
髯
籠
の
問
題
に
論
及
せ
ぬ
由
で
あ
る
。
柱
に
関
し
て
両
考

に
相
異
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
読
者
と
し
て
却
つ
て
興
味
の
多
い
こ
と
で
あ
ら
う
と

考
へ
、
両
氏
に
対
し
共
に
続
稿
の
愈
々
詳
し
か
ら
ん
こ
と
を
望
む
）
（1
（

」
と
い
う
編
者

の
註
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
最
初
候
文
で
あ
っ
た
原
稿
を
、

編
集
者
で
あ
る
柳
田
國
男
が
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の

柳
田
に
よ
る
書
き
改
め
に
つ
い
て
、
福
田
ア
ジ
オ
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い

る
。

投
稿
し
た
折
口
信
夫
の
文
章
が
あ
ま
り
に
も
素
晴
ら
し
い
の
で
、
柳
田
国
男

は
自
分
で
編
集
し
て
い
た
雑
誌
『
郷
土
研
究
』
に
出
す
の
を
ず
ら
し
て
、
そ

の
前
に
頑
張
っ
て
自
分
の
論
文
を
出
し
た
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
け
ど
、
少
な
く

と
も
柳
田
は
折
口
信
夫
の
投
稿
論
文
を
読
ん
で
大
変
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
書
い
た
折
口
信
夫
に
対
し
て
は

当
時
は
ま
だ
面
識
も
な
い
、
存
在
を
知
ら
な
い
。
名
前
が
い
か
に
も
う
さ
ん

く
さ
い
。「
折
口
」
は
口
を
折
っ
て
い
る
。「
信
夫
」
は
忍
ぶ
で
あ
り
隠
れ
て

い
る
。
口
を
折
っ
て
隠
れ
て
い
る
ん
だ
か
ら
誰
か
有
名
な
学
者
か
、
す
ご
い

人
が
名
前
を
秘
し
て
投
稿
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
実
名
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
分
か
る
わ
け
で
す
）
（1
（

。

　

と
い
う
こ
と
で
、
柳
田
は
、
折
口
の
文
章
を
書
き
改
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

の
際
元
の
原
稿
に
は
な
か
っ
た
「
尾
芝
氏
の
柱
松
考
（
郷
土
研
究
、
三
の
一
）
も

ど
う
や
ら
此
に
関
聯
し
た
題
目
で
あ
る
ら
し
い
。
因
つ
て
、
自
分
の
此
に
就
て
の

考
へ
を
、
少
し
纏
め
て
批
判
を
願
ひ
た
い
と
思
ふ
）
（1
（

」
と
い
う
一
文
を
付
け
足
し
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
郷
土
研
究
』
第
三
巻
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
尾
芝
古
樟
こ
と
柳
田

國
男
の
論
文
に
触
発
さ
れ
て
、
折
口
が
一
文
を
草
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
は

逆
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
三
月
一
日
に
出
た
論
文
を
み
て
か
ら
執
筆
し
た
論
文

が
、
四
月
一
日
に
刊
行
さ
れ
た
『
郷
土
研
究
』
第
三
巻
二
号
に
載
る
こ
と
自
体
が
、

実
質
的
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
辺
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
池
田
弥
三
郎
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
「
髯
籠
の
話
を
中
心
に
」『
私
説
折
口
信

夫
』
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
び
で
池
田
が
折
口
と
柳
田
の
関
係
に
つ

い
て
「
そ
の
、
真
底
で
は
生
涯
の
師
と
思
い
な
が
ら
、
も
う
一
歩
、
近
づ
か
な
か
っ
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た
の
は
、
な
に
が
原
因
な
の
か
。
近
づ
か
な
か
っ
た
の
か
、
近
づ
け
な
か
っ
た
の

か
。
近
づ
け
さ
せ
な
い
も
の

0

0

が
対
折
口
の
柳
田
の
側
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
、
処
女
論
文
と
い
う
べ
き
『
髯
籠
の
話
』
の
改
変
に
対
す
る
、
折
口
の
こ
だ
わ

り
か
、
警
戒
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
）
（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
意
味
深
長

で
あ
る
。
し
か
も
、
柳
田
の
論
文
「
柱
松
考
」
は
、
依
代
に
対
し
て
折
口
と
は
異

な
る
理
解
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
柱
松
考
」
は
、
播
州
（
兵
庫
県
）
の
ヒ
ア
ゲ
と
い
う
盆
行
事
か
ら
説
き
起
こ

し
、
長
門
（
山
口
県
）
の
柱
松
行
事
の
様
相
を
示
し
た
う
え
で
、
柱
松
と
い
う
地

名
が
西
日
本
を
中
心
に
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
此
風
習
が
少
な
く

も
或
時
代
に
は
全
国
一
般
の
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
上
に
、
更
に
進
ん
で
考

へ
る
と
、
柱
松
を
執
行
ふ
べ
き
地
点
が
一
定
し
て
居
た
こ
と
も
推
測
し
得
ら
れ
る

か
と
思
ふ
）
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（

」
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
柱
松
の
由
来
を
説
い
た
後
、
柱
松
と
「
諸

国
の
盆
灯
籠
や
門
火
の
魂
送
り
）
1（
（

」
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
戸
隠

山・

妙
高
山
の
柱
松
、
羽
黒
山
の
松
例
祭
の
事
例
を
紹
介
し
、
修
験
者
や
聖
が
柱

松
に
関
与
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
論
文
で
は
、
依
代
の
用
語
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
見
依
代
論
と
は
無

関
係
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
柱
松
を
神
の
依
代
と
考
え
た
研
究
で
あ
っ
た
。

後
に
関
連
論
文
と
合
わ
せ
て
ま
と
め
た
論
文
集
の
タ
イ
ト
ル
が
『
神
樹
篇
』（
実
業

之
日
本
社
、
一
九
五
三
年
）
で
あ
る
こ
と
が
物
語
る
よ
う
に
、
依
代
と
い
う
用
語

を
避
け
つ
つ
、
神
が
憑
依
す
る
樹
木
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
柳
田
は
、
樹
木
に
神
が
憑
依
す
る
と
そ
れ
が
神
木
に
な
る
と
考
え
、
目
印
と

し
て
の
依
代
に
つ
い
て
は
考
察
し
な
か
っ
た
。
柳
田
の
理
解
で
は
、
神
が
憑
依
す

る
樹
木
自
体
が
依
代
に
該
当
し
、
目
印
は
さ
ほ
ど
重
要
で
な
い
と
考
え
た
よ
う
で
、

検
討
を
加
え
る
こ
と
さ
え
し
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
に
、
折
口
の
依
代
論
と
柳
田
の
そ
れ
が
、
微
妙
に
食
い
違
う
こ
と
に
な
っ

た
。
依
代
は
、
折
口
に
と
っ
て
は
目
印
、
柳
田
に
と
っ
て
は
憑
依
す
る
物
自
体
を

意
味
し
た
。
こ
の
考
え
方
は
そ
の
後
も
変
わ
ら
ず
、
後
に
『
神
樹
篇
』
に
収
録
さ

れ
た
「
柱
祭
と
子
供
」「
竜
灯
松
伝
説
」「
旗
鉾
の
こ
と
」「
大
柱
直
」「
諏
訪
の
御

柱
」「
勧
請
の
木
」「
腰
掛
石
」「
左
義
長
問
題
」「
杖
の
成
長
し
た
話
」「
楊
枝
を
以

て
泉
を
卜
す
る
事
」「
争
ひ
の
樹
と
榎
樹
」「
天
狗
松・

神
様
松
」「
地
蔵
木
」「
花

と
イ
ナ
ウ
」「
信
州
の
祭
の
木
」「
祭
の
木
」「
鳥
柴
考
要
領
」
な
ど
一
連
の
論
文

は
、
一
部
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
文
字
通
り
神
樹
な
ど
に
つ
い
て

専
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
折
口
の
提
唱
し
た
依
代
は
、
ま
っ
た

く
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
民
俗
学
は
、
柳
田
の
決
定
的
な
影
響
力
の
も
と
に
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
多
く
の
民
俗
学
者
は
依
代
を
柳
田
に
近
い
理
解
の
も
と
に
使
用
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
大
塚
民
俗
学
会
編
『
日
本
民
俗
事
典
』（
弘
文
堂
、
一

九
六
二
年
）
を
引
く
と
、「
よ
り
し
ろ　

依
り
代
」
の
項
目
が
西
垣
晴
次
に
よ
っ
て

執
筆
さ
れ
て
い
る
が
、「
神
霊
の
よ
り
つ
く
も
の
」
と
規
定
し
、「
樹
木・

石・

御

幣
な
ど
」
を
具
体
例
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
柳
田
説
に
よ

る
理
解
の
う
え
に
立
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
柳
田
説
の
影
響
の
大
き
さ
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
辺
の
事
情
を
、
福
田
ア
ジ
オ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
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い
る
。

　

こ
の
「
髯
籠
の
話
」
の
優
れ
た
内
容
に
柳
田
国
男
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る

と
同
時
に
、
対
抗
心
を
燃
や
し
て
一
連
の
論
文
を
書
く
こ
と
に
な
る
ん
で
す

が
、
柳
田
国
男
は
髯
籠
の
解
釈
を
も
ち
ろ
ん
採
用
し
ま
せ
ん
。
依
代
と
い
う

言
葉
も
採
用
し
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
お
弟
子
さ
ん
た
ち
が
依
代
と
い
う
用

語
を
使
っ
て
い
く
。
使
い
は
す
る
け
ど
、
折
口
信
夫
の
説
明
は
柳
田
の
影
響

下
で
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
神
が
依
り
付
く
た
め
の
喬
木
に
目
印
と
し
て

付
け
た
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
ー
で
付
け
た
神
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
う
意
味

は
ま
っ
た
く
消
え
て
し
ま
っ
た
。
で
す
か
ら
、
墓
石
も
依
代
、
鯉
の
ぼ
り
も

依
代
と
い
う
よ
う
に
、
神
が
依
り
付
く
も
の
は
み
ん
な
依
代
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
依
代
は
、
折
口
に
よ
っ
て
創
案
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
と
は
異
な
る
柳
田
の
理
解
を
敷
衍
す
る
か
た
ち
で
受
容
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
、
当
初
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
は
消
え
失
せ
、
西
垣
の
定
義
に
あ
る
「
神

霊
の
よ
り
つ
く
も
の
」
と
い
う
一
般
的
な
内
容
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
折
口
の
提
案
は
忘
れ
去
ら
れ
、
柳
田
の
理
解
を
盛
り
込
ん
だ
こ
と
ば
と

し
て
、
依
代
が
常
識
化
し
た
の
で
あ
る
。
要
は
、
こ
と
ば
の
内
容
が
提
唱
者
の
も

の
と
は
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
わ
け
で
、
ま
さ
に
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
用
語
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

四
、
神
道
考
古
学
に
お
け
る
依
代
概
念
の
位
相

　

さ
て
、
折
口
と
柳
田
の
依
代
概
念
の
違
い
を
確
認
し
た
目
で
、
も
う
一
度
大
場

磐
雄
の
依
代
概
念
を
見
直
し
て
み
よ
う
。
大
場
は
、
樹
木・

石
塊・

簡
易
な
施
設

な
ど
が
依
代
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
神
が
降
臨
す
る
際
の
目
印
で
あ
る
と
は

一
言
も
い
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
大
場
に
と
っ
て
の
依
代
は
、
あ
き
ら
か
に
柳

田
の
理
解
に
近
く
、
折
口
説
を
踏
ま
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

鳥
居
龍
蔵
の
弟
子
で
あ
る
大
場
が
、
早
く
か
ら
民
俗
学
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と

は
疑
い
な
く
、
國
學
院
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
か
ら
は
折
口
と
の
親
し
い
関
係
が
予

測
で
き
る
。
し
か
し
、
柳
田
國
男
も
國
學
院
大
学
で
講
義
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、

そ
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
も
い
え
な
い
。
し
か
も
、
大
場
が
依
代
に
つ
い
て

意
識
的
に
記
述
し
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
祭
祀
遺
蹟
―
神
道
考

古
学
の
基
礎
的
研
究
―
』
に
収
録
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
で
あ
り
、
一
九
四
三
年

に
刊
行
さ
れ
た
『
神
道
考
古
学
論
攷
』
に
は
み
ら
れ
な
い
。
と
す
る
と
、
大
場
の

依
代
論
は
、
お
も
に
戦
後
に
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
。
戦
後
活
発
に
活
動
し
た
民
俗
学
研
究
所
の
若
い
民
俗
学
者
な
ど
か
ら
学
ん

だ
可
能
性
も
た
ぶ
ん
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
依
代
概
念

に
関
し
て
い
え
ば
、
折
口
で
は
な
く
柳
田
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
大
場
よ
り
も
後
の
世
代
の
考
古
学
者
た
ち
は
、
依
代
を
ど
の
よ
う

に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
祭
祀
遺
跡
を
論
じ
な
が
ら
も
依
代
に
言
及
し



立
正
大
学
大
学
院
紀
要
　
三
十
一
号

二
二

な
い
論
文
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
依
代
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
を
い
く
つ
か
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

一
九
五
九
年
、
佐
野
大
和
は
、
円
筒
埴
輪
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
か
で
、

国
境
に
甕
を
埋
め
た
と
い
う
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
記
事
を
「
そ
れ
は
単
に
境
を

画
す
る
標
識
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
甕
な
り
壺
な
り
に
境
界
を
守
る
神
、
精
霊
、

外
界
か
ら
災
を
運
び
込
む
も
の
を
攘
い
退
け
て
、
自
分
た
ち
の
世
界
の
平
和
を
守

る
神
が
依
り
憑
き
宿
る
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
）
11
（

」
と
し
、
東
日
本
の

再
葬
墓
の
壺
に
注
目
し
て
「
神
や
精
霊
が
壺
に
依
り
憑
く
も
の
と
信
じ
、
そ
の
壺

を
神
や
精
霊
の
表
徴
と
し
、
こ
れ
を
中
心
と
し
て
、
供
物
が
捧
げ
ら
れ
又
は
香
が

焚
か
れ
、
或
は
舞
踏
が
行
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
未
開
社
会
の
習
俗
を
考
え
併
せ

る
と
、
人
面
を
表
現
し
た
壺
の
形
は
、
そ
の
ま
ま
神
の
姿
と
見
ら
れ
た
の
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
と
思
わ
れ
て
く
る
）
11
（

」
と
説
い
た
。
神
や
精
霊
が
憑
依
す
る
の
は
、

壺
そ
の
も
の
で
あ
り
、
壺
は
標
識
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
柳
田
説
を
敷
衍
し
た
理

解
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
依
代
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
折
口
説
と
も
柳
田
説
と
も
無
縁
の
可
能
性
も
あ
る
。

　

一
九
六
二
年
、
藤
森
栄
一
は
、
諏
訪
大
社
な
ど
の
鉄
鐸
に
つ
い
て
論
じ
た
際
に
、

鉄
鐸
を
鳴
ら
す
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
湛
と
い
う
聖
地
に
つ
い
て
、「
祭
る
人
々
の

聚
落
に
近
い
古
社
、
恐
ら
く
さ
ら
に
古
く
は
ミ
シ
ャ
グ
ジ
ン
な
る
地
点
、
そ
の
巨

木
、
ま
た
は
巨
石
、
そ
の
他
の
憑
代
た
る
べ
き
独
立
物
象
の
あ
っ
た
地
を
考
え
て

い
い
で
あ
ろ
う
」
と
説
き
、「
あ
ら
ゆ
る
姿
よ
き
、
よ
り
高
き
木
に
は
、
す
べ
て
神

が
降
り
た
も
う
た
の
で
あ
る
）
11
（

」
と
い
っ
た
。
古
社・

巨
木・

巨
石
な
ど
が
「
憑
代
」

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
目
印
と
し
て
の
依
代
で
は
な
い
こ
と
が
あ
き
ら

か
な
の
で
、
や
は
り
柳
田
説
と
の
親
縁
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
藤
森
は
、
一
九
六
五
年
に
『
諏
訪
大
社
』
と
い
う
概
説
書
を
公
刊
し
た

が
、
そ
の
な
か
で
下
社
秋
宮
の
建
物
に
つ
い
て
「
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
、

立
川
富
棟
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
楼
門
造
り
の
拝
殿
の
奥
の
最
秘
所
に
は
、
憑
代

と
し
て
の
神
座
の
神
木
が
見
え
、
古
い
信
仰
形
態
を
と
ど
め
て
い
る
）
11
（

」
と
述
べ
た
。

こ
れ
は
、
神
木
を
「
憑
代
」
と
す
る
も
の
で
、
一
九
六
二
年
の
研
究
の
延
長
線
上

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
七
四
年
、
佐
野
大
和
は
、
神
道
考
古
学
の
概
観
の
な
か
で
、「
神
の
憑
り

代
」
と
題
し
て
、「
神
が
そ
の
霊
力
を
発
揮
し
、
神
威
を
い
や
増
す
た
め
に
必
要
と

し
た
呪
具
は
、
当
然
常
世
渡
り
の
珍
宝
、
舶
載
の
鏡
鑑
類
、
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
剣
、

鉾
、
戈
と
い
っ
た
利
器
の
類
、
あ
る
い
は
南
の
海
の
潮
の
八
百
路
の
八
潮
路
を
越

え
て
来
た
ス
イ
ジ
ガ
イ
や
テ
ン
グ
ニ
シ・

オ
ニ
ニ
シ・

イ
モ
ガ
イ
等
の
貝
類
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ら
は
神
の
持
ち
も
の
と
し
て
の
高
い
霊
性
を
具
備
し
て
い
た
が
た
め
に
、

お
の
ず
か
ら
神
降
臨
の
標
識
と
な
り
、
あ
る
場
合
に
は
神
の
憑
り
代
と
し
て
、
ま

た
あ
る
時
は
神
威
を
副
え
る
呪
具
と
し
て
儀
器
化
し
た
の
で
あ
っ
た
）
11
（

」
と
述
べ
た
。

佐
野
は
、
呪
具
を
「
憑
り
代
」
と
し
て
捉
え
た
が
、「
神
降
臨
の
標
識
」
と
す
れ
ば

折
口
説
に
よ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
あ
る
場
合
に
は
神
の
憑
り
代
」
と
い

う
言
い
方
を
し
て
お
り
、
そ
う
捉
え
て
よ
い
の
か
疑
問
が
残
る
。
と
は
い
え
、
柳

田
の
発
想
か
ら
は
遠
い
位
置
に
あ
る
と
い
え
、
折
口
の
影
響
を
読
み
込
ん
で
も
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。
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一
九
八
〇
年
、
小
出
義
治
は
、
神
道
の
起
源
を
考
古
資
料
か
ら
論
じ
た
「
原
神

道
の
世
界
」
を
発
表
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
福
岡
県
宗
像
市
沖
ノ
島
二
一
号
遺
跡

を
「
当
初
は
鉄
器
類
と
玉
類
を
別
々
に
区
別
し
て
奉
献
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

ま
た
鉄
器
類
は
実
用
品
と
雛
形
と
の
両
方
が
供
献
さ
れ
、
さ
ら
に
玉
類
の
出
土
の

状
態
か
ら
、
祭
壇
の
中
心
に
あ
る
磐
座
と
考
え
る
大
石
に
玉
類
を
つ
け
た
木
の
枝

を
立
て
か
け
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
降
臨
す
る
神
の

座
と
し
て
の
磐
座
と
、
神
の
依
代
と
し
て
の
『
ひ
も
ろ
ぎ
』
が
と
も
に
し
つ
ら
え

ら
れ
た
祭
場
と
し
て
、
そ
の
初
現
の
状
態
を
伝
え
る
重
要
な
遺
構
と
な
ろ
う
）
11
（

」
と

説
い
た
。

　

こ
の
小
出
の
考
察
は
、
祭
場
に
お
け
る
依
代
の
実
態
を
論
じ
た
非
常
に
貴
重
な

も
の
で
あ
り
、
十
分
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
磐
座

と
依
代
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
、
自
然
の
岩
場
で
あ
る
磐
座
に
、
人
工

的
に
依
代
を
設
え
る
こ
と
で
、
祭
場
を
造
成
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
磐
座
を
依
代
と
み
る
大
場
と
見
解
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

点
へ
の
言
及
は
な
く
、
相
違
点
が
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、
明
言
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
依
代
が
目
印
と
し
て
設
置
さ
れ
た
と
考
え

れ
ば
、
折
口
説
を
採
用
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
依
代
は
、「
玉
類
を
つ
け
た
木
の

枝
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
玉
類
の
出
土
状
態
か
ら
推
測
さ
れ
る
と
い
う
。
髯
籠
で

こ
そ
な
い
が
、
依
代
で
あ
る
可
能
性
は
、
確
か
に
考
え
ら
れ
る
。「
ひ
も
ろ
ぎ
」

は
、
古
典
に
み
え
る
神
が
降
臨
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
り
、
そ
の
実
態
は
よ
く
わ

か
っ
て
い
な
い
が
、「
玉
類
を
つ
け
た
木
の
枝
」
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
十
分
に

あ
る
。

　
「
降
臨
す
る
神
の
座
」
と
「
神
の
依
代
」
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が

問
題
で
あ
る
が
、
折
口
説
に
近
い
見
解
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

一
九
八
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
神
道
考
古
学
講
座
』
第
一
巻
に
収
録
さ
れ
た
佐

野
大
和・

乙
益
重
隆
「
神
道
考
古
学
用
語
解
説
」
で
、「
ヨ
リ
シ
ロ
（
依
代・

憑

代
）」
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
た
。

　

祭
り
に
際
し
て
、
神
霊
が
降
臨
し
給
う
標
示
物
が
憑
代
で
あ
る
が
、
森
や

樹
木
や
岩
石
の
如
き
自
然
物
の
場
合
と
、
柱・

幟
幡・

御
幣・

花
ま
た
は
ヒ

ト
ガ
タ
（
人
形
）
の
如
き
舗
設
な
い
し
採
物
の
場
合
と
が
あ
る
。
神
の
降
臨

を
待
ち
望
ん
で
こ
れ
を
祭
る
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
オ
ギ
シ
ロ
（
招
代
）
で
あ

り
、
そ
れ
が
人
間
の
場
合
に
は
ヨ
リ
マ
シ
（
尸
童
）
と
い
い
、
多
く
は
童
児

で
あ
る
。
考
古
学
的
に
は
、
岩
石
（
磐
座
）
以
外
は
資
料
と
し
て
遺
存
し
な

い
場
合
が
多
い
が
、
鏡
や
剣・

鉾・

玉
の
如
き
祭
器
、
ま
た
は
斎
瓮
な
ど
が

神
聖
視
さ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
ヨ
リ
シ
ロ
と
し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と

は
十
分
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。

　

こ
こ
で
は
、
依
代
は
「
神
霊
が
降
臨
し
給
う
標
示
物
」
と
規
定
さ
れ
、
字
面
だ

け
み
れ
ば
折
口
説
が
彷
彿
と
浮
か
ぶ
が
、
森・

樹
木・

岩
石・

柱・

幟
幡・

御
幣・

花・
ヒ
ト
ガ
タ
な
ど
多
様
な
も
の
が
掲
げ
ら
れ
、
ヨ
リ
マ
シ
の
よ
う
な
目
印
と
は

い
え
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
や
は
り
柳
田
説
を
基
調
に
概
念

を
拡
大
さ
せ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
依
代
を
祭
祀
の
対
象
で
あ

る
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
目
印
と
し
て
の
依
代
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
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『
神
道
考
古
学
講
座
』
が
、
大
場
の
圧
倒
的
な
影
響
の
も
と
に
企
画
さ
れ
た
本
で
あ

る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
規
定
は
大
場
の
見
解
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
強
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
神
道
考
古
学
に
お
け
る
依
代
の
概
念
は
、
こ
の

規
定
を
基
準
に
考
え
て
も
あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。

　

二
〇
一
〇
年
、
広
瀬
和
雄
は
、
古
墳
時
代
を
中
心
と
し
た
カ
ミ
観
念
と
霊
魂
観

に
考
古
資
料
か
ら
迫
っ
た
『
カ
ミ
観
念
と
古
代
国
家
』
を
公
刊
し
た
が
、
そ
の
「
第

四
章　

古
墳
時
代
の
祭
祀
遺
跡
」
で
、「
五
世
紀
に
盛
行
し
た
祭
祀
遺
跡
の
特
徴
は

第
一
、
海・

湖
や
山
に
浮
遊
し
て
い
た
カ
ミ
を
、
巨
岩
や
特
別
に
設
け
ら
れ
た
祭

場
に
憑
依
さ
せ
、
実
物
や
滑
石
製
模
造
品
な
ど
を
奉
献
し
て
儀
礼
を
お
こ
な
う
も

の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
沖
ノ
島
や
石
上
神
宮
禁
足
地
な
ど
の
祭
式
の
継
承
で
あ
っ
て
、

カ
ミ
の
居
所
に
近
接
し
た
空
間
で
祭
祀
儀
礼
が
実
施
さ
れ
た
。
カ
ミ
は
そ
の
つ
ど
、

一
定
期
間
、
踏
襲
さ
れ
た
場
所
に
勧
請
さ
れ
、
巨
岩
な
ど
の
依
代
に
憑
依
し
た
。

祭
祀
が
終
了
す
れ
ば
、
再
び
カ
ミ
は
去
っ
て
い
く
）
11
（

」
と
主
張
し
た
。「
巨
岩
な
ど
の

依
代
」
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
依
代
を
目
印
と
考
え
て
い
る
節
は
な
く
、

柳
田
説
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
考
古
学
者
に
よ
る
依
代
概
念
を
検
討
し
て
み
る
と
、
佐
野・
小

出
を
除
い
て
は
、
柳
田
の
理
解
の
延
長
線
上
に
あ
る
見
解
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら

か
に
な
る
。
依
代
の
概
念
を
創
案
し
た
折
口
の
概
念
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な

い
ま
ま
議
論
が
進
ん
で
き
た
の
で
あ
り
、
折
口
が
神
道
考
古
学
に
与
え
た
影
響
は

少
な
か
っ
た
と
見
積
も
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

五
、
依
代
の
考
古
学
的
研
究
の
可
能
性

　

さ
て
、
依
代
に
つ
い
て
言
説
論
的
な
検
討
を
お
こ
な
っ
た
結
果
、
誤
っ
た
依
代

概
念
が
普
及
し
、
議
論
が
混
乱
し
た
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か

に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
考
古
学
と
し
て
は
ど
う
対
応
し
た
ら
よ
い
の
か
、
考
え

る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
学
術
用
語
の
概
念
は
、
提
唱
者
の
原
典
に
帰
っ
て
確
認
す
る
こ
と
を

励
行
し
た
い
。

　

依
代
の
場
合
、
柳
田
に
よ
る
折
口
説
の
無
視
が
、
以
後
の
研
究
者
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
柳
田
に
よ
る
民
俗
学
の
組
織
化
が
進
め
ら
れ
る

な
か
で
、
柳
田
を
中
心
と
す
る
学
問
観
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
、
日
本
民
俗
学
の

成
立
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
折
口
が
生
涯
の
師
と
仰
い
だ

柳
田
の
意
向
を
無
視
し
て
、
若
い
研
究
者
が
折
口
の
独
自
な
用
語
を
使
用
す
る
こ

と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
憚
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
柳
田
の
強
い

自
我
と
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
意
識
す
れ
ば
、
若
い
研
究
者
が
折
口
の
概
念
で
あ

る
依
代
を
う
か
つ
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
代
と
い
う
用
語
は
民
俗
学
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

い
つ
の
間
に
か
定
着
し
た
。
し
か
も
、
創
案
者
で
あ
る
折
口
の
概
念
と
は
異
な
っ

た
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
あ
き
ら
か

に
柳
田
説
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
折
口
の
容
器
に
柳
田
の
学
説
を

盛
り
込
ん
で
、
若
い
研
究
者
た
ち
が
便
利
な
用
語
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
が
推
測
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で
き
る
。
便
宜
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
今

と
な
っ
て
は
知
る
由
も
な
い
が
、
当
初
の
概
念
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
受
容
さ

れ
た
。

　

神
道
考
古
学
の
樹
立
者
で
あ
る
大
場
は
、
い
ま
だ
経
路
は
不
明
で
あ
る
が
、
お

そ
ら
く
國
學
院
大
学
関
係
の
身
近
な
民
俗
学
者
か
ら
依
代
の
概
念
を
学
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
す
で
に
折
口
の
依
代
概
念
で
は
な
く
、
手
垢
に
ま

み
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
場
は
、
折
口
の
当
初
の
意
図
を
汲
む
こ

と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
自
分
の
学
問
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
原

典
で
確
認
し
な
か
っ
た
の
か
疑
問
が
残
る
が
、
大
場
が
依
代
を
知
っ
た
頃
に
は
、

雑
誌
『
郷
土
研
究
』
や
折
口
の
単
著
『
古
代
研
究
』
が
入
手
し
づ
ら
か
っ
た
た
め

か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
で
原
典
を
確
認
し
、
正
確
な
概
念
を
導

入
し
て
お
け
ば
、
神
道
考
古
学
に
お
け
る
概
念
の
混
乱
は
防
げ
た
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
も
、
そ
の
後
の
世
代
も
、
原
典
の
精
読
は
お
こ
な
わ
ず
、
師
説
を
繰
り
返

す
だ
け
の
説
明
を
お
こ
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
も
し
か
す
る
と
、
佐
野・

小
出

が
原
典
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
注
記
な
ど
で
明
示
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
も
し
、
佐
野・

小
出
が
折
口
説
の
個
性
を
意
識
し
た
な
ら
ば
、
こ
こ
で
指
摘

し
て
お
い
て
欲
し
か
っ
た
。

　

今
回
は
、
依
代
だ
け
を
対
象
と
し
た
が
、
日
本
考
古
学
に
お
い
て
は
、
同
じ
よ

う
な
事
例
が
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
。
神
道
考
古
学
や
仏
教
考
古

学
な
ど
、
特
殊
な
用
語
が
跋
扈
す
る
分
野
に
お
い
て
は
、
な
お
の
こ
と
概
念
の
正

確
さ
を
期
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

第
二
に
、
も
し
折
口
説
に
立
ち
返
る
の
が
ベ
ス
ト
だ
と
す
れ
ば
、
依
代
を
考
古

資
料
で
示
す
こ
と
が
課
題
と
な
ろ
う
。

　

佐
野
大
和・

乙
益
重
隆
「
神
道
考
古
学
用
語
解
説
」
の
よ
う
に
「
考
古
学
的
に

は
、
岩
石
（
磐
座
）
以
外
は
資
料
と
し
て
遺
存
し
な
い
場
合
が
多
い
」
と
い
っ
て

し
ま
え
ば
、
検
出
で
き
る
可
能
性
が
低
い
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
た
ぶ
ん
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
な
か
ろ
う
。

　

小
出
義
治
が
、
遺
物
出
土
状
態
か
ら
「
玉
類
を
つ
け
た
木
の
枝
」
を
認
定
し
た

よ
う
に
、
考
古
資
料
の
精
緻
な
観
察
に
よ
っ
て
依
代
を
発
見
で
き
る
可
能
性
は
高

い
。
確
か
に
、
依
代
が
磐
座
の
よ
う
な
磐
石
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か

に
な
っ
た
以
上
、
依
代
概
念
を
誤
解
し
て
い
た
と
き
ほ
ど
、
依
代
の
痕
跡
を
簡
単

に
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
玉
類

な
ど
の
出
土
状
態
を
あ
き
ら
か
に
で
き
れ
ば
、
依
代
の
存
在
が
明
白
に
な
る
可
能

性
は
高
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
そ
う
し
た
事
例
は
、
す
で
に
長
野
県
坂
城
町
青
木

下
遺
跡
Ⅱ
な
ど
各
地
で
検
出
さ
れ
て
お
り
、
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
が
実
証
さ
れ

て
い
る
。

　

問
題
は
、
依
代
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
十
分
に

把
握
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
玉
類
を
つ
け
た
木
の
枝
」
に
つ
い
て
さ
え
、

い
ま
だ
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
に
違
い
な

い
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
把
握
で
き
て
い
な
い
。
木
製
品
や
貝
製
品
な
ど
、
思

わ
ぬ
依
代
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
未
知
数
で
あ
る
。
長
年
に
わ
た
っ
て
、
依

代
の
概
念
を
ま
ち
が
え
て
い
た
た
め
に
、
依
代
の
姿
が
い
ま
だ
み
え
て
い
な
い
の
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で
あ
る
。
依
代
の
実
態
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
依
代
論
を
批
判
す
る
だ
け
で
は
、

問
題
の
解
決
に
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
笹
生
の
批
判
は
、
的
を
射
て
い
る
。
依
代
論
が

仮
説
で
あ
る
こ
と
は
、
笹
生
の
い
う
通
り
だ
し
、
実
証
で
き
て
い
な
い
こ
と
も
確

か
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
依
代
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
依
代
を
設
置
し
た
当
事
者
に

し
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ず
、
実
証
は
困
難
を
極
め
る
に
違
い
な
い
。
だ

が
、
そ
れ
以
上
に
問
題
な
の
は
、
依
代
を
付
け
た
場
所
に
神
が
い
る
か
い
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

折
口
は
、
依
代
を
目
指
し
て
神
が
降
臨
し
た
と
考
え
、
神
の
去
来
を
予
想
し
た
。

と
こ
ろ
が
、『
出
雲
国
風
土
記
』
を
み
る
と
石
神
が
祭
場
に
い
る
よ
う
に
記
し
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
神
が
出
産
し
た
洞
窟
が
、
祭
場
と
な
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い

る
。
い
ま
、
こ
の
問
題
を
具
体
的
に
検
証
す
る
紙
幅
が
な
い
が
、
要
は
、
神
が
去

来
す
る
場
所
に
祭
祀
遺
跡
が
営
ま
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
神
が
本
来
い
る
場
所
に

営
ま
れ
た
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
再
考
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
古
代
人
の
神
観
念
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
直
結
す
る

も
の
で
、
考
古
学
だ
け
で
答
え
が
出
せ
る
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
時
代
史

料
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
古
代
史
か
古
代
文
学
、
そ
れ
に
考
古
学
の
い
ず
れ
か
が
、

問
題
解
決
の
た
め
の
手
が
か
り
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
、
先
に
進
ま
な
い
問
題
で
は

あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
考
古
資
料
の
解
釈
を
、
同
時
代
史
料
と
の
整
合
性
を
も

た
せ
つ
つ
、
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
、
民
俗
資
料
は
、
あ
く
ま
で
も
参
照

枠
に
留
ま
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
笹
生
の
批
判
に
謙
虚

に
耳
を
傾
け
、
問
題
解
決
の
た
め
に
総
力
を
結
集
す
る
必
要
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
依
代
を
め
ぐ
っ
て
検
討
し
て
き
た
が
、
最
後
に
民
俗
学
と
考
古
学
の
関

係
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
こ
う
。

　

考
古
学
と
民
俗
学
で
は
、
そ
の
出
発
点
が
違
う
た
め
、
発
想
は
あ
き
ら
か
に
異

な
る
。
考
古
学
で
は
、
古
代
な
ど
当
時
の
資
料
を
も
と
に
、
現
代
と
過
去
の
対
話

が
お
こ
な
わ
れ
る
。
対
し
て
、
民
俗
学
は
、
現
代
の
民
俗
資
料
を
も
と
に
、
過
去

へ
遡
ろ
う
と
努
力
す
る
。
過
去
か
ら
現
代
へ
の
ベ
ク
ト
ル
と
、
現
代
か
ら
過
去
へ

の
ベ
ク
ト
ル
は
、
ど
こ
か
で
交
差
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
き
ら
か
に
方
向
を

異
に
す
る
。
ま
た
、
考
古
学
は
物
言
わ
ぬ
土
器
や
石
器
な
ど
を
相
手
に
す
る
が
、

民
俗
学
は
饒
舌
な
話
者
の
語
り
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
か
ら
研
究
を
始
め
る
。
物
質

的
な
世
界
と
こ
と
ば
の
世
界
は
、
異
質
な
世
界
を
そ
れ
ぞ
れ
保
持
し
、
交
差
す
る

部
分
は
意
外
と
少
な
い
。
さ
ら
に
、
考
古
学
が
か
た
ち
や
技
術
な
ど
目
で
捉
え
や

す
い
こ
と
が
得
意
で
あ
る
の
に
対
し
、
民
俗
学
は
眼
前
の
事
象
を
手
が
か
り
に
人
々

の
心
意
に
分
け
入
る
こ
と
を
目
指
す
。
最
初
か
ら
、
目
的
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
が
、
近
い
面
も
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
も
、
時
間
の
新
古
は
わ
か
る
が
、
絶
対
年
代
に
疎
く
、
変

化
が
緩
や
か
で
、
こ
れ
と
い
っ
た
画
期
が
か
な
ら
ず
し
も
あ
き
ら
か
で
な
い
。
あ

る
い
は
、
日
常
生
活
主
体
で
、
歴
史
的
大
事
件
と
無
縁
な
こ
と
な
ど
、
列
挙
す
れ

ば
き
り
が
な
い
ほ
ど
共
通
す
る
。
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実
は
、
兄
弟
の
よ
う
な
学
問
な
の
だ
が
、
研
究
者
の
交
流
は
少
な
い
。
そ
う
し

た
な
か
に
あ
っ
て
、
大
場
は
、
積
極
的
に
民
俗
学
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ

る
が
、
依
代
に
関
す
る
限
り
、
民
俗
学
の
複
雑
な
事
情
を
汲
み
得
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
大
場
が
不
十
分
な
ま
ま
終
始
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
あ

き
ら
め
る
必
要
は
な
い
。
神
道
考
古
学
の
よ
う
な
宗
教
を
テ
ー
マ
と
す
る
考
古
学

に
お
い
て
は
、
民
俗
学
的
な
研
究
方
法
を
射
程
に
収
め
る
こ
と
は
、
必
須
の
課
題

で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
序
説
に
過
ぎ
な
い
。

註

（
１
）
笹
生
衛
『
日
本
古
代
の
祭
祀
考
古
学
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
二
年
、
二
～
三

頁
。

（
２
）
大
場
磐
雄
「
磐
境
の
信
仰
と
遺
蹟
」『
史
迹
と
美
術
』
第
二
三
号　

一
九
五
三
年

（『
祭
祀
遺
蹟
―
神
道
考
古
学
の
基
礎
的
研
究
―
』
角
川
書
店　

一
九
七
〇
年
所
収
、

三
五
五
頁
）。

（
３
）
大
場
磐
雄
『
祭
祀
遺
蹟
―
神
道
考
古
学
の
基
礎
的
研
究
―
』
角
川
書
店　

一
九
七

〇
年
、
四
七
頁
。

（
４
）
大
場
磐
雄
「
神
社
の
成
立
ち
」『
汎
交
通
』
第
六
〇
巻
一
号　

一
九
六
〇
年
（『
祭

祀
遺
蹟
―
神
道
考
古
学
の
基
礎
的
研
究
―
』
角
川
書
店　

一
九
七
〇
年
所
収
、
二
二

七
頁
）。

（
５
）
大
場
磐
雄
「
日
本
に
お
け
る
石
信
仰
の
考
古
学
的
考
察
」『
日
本
文
化
研
究
所
紀

要
』
第
八
輯　

一
九
六
一
年
（『
祭
祀
遺
蹟
―
神
道
考
古
学
の
基
礎
的
研
究
―
』
角

川
書
店　

一
九
七
〇
年
所
収
、
三
二
八
～
三
二
九
頁
）。

（
６
）
大
場
磐
雄
「
考
古
学
上
か
ら
見
た
古
代
祭
祀
の
様
相
」『
神
道
宗
教
』
第
四
四
号　

一
九
六
六
年
（『
祭
祀
遺
蹟
―
神
道
考
古
学
の
基
礎
的
研
究
―
』
角
川
書
店　

一
九

七
〇
年
所
収
、
二
五
九
～
二
六
〇
頁
）。

（
７
）
大
場
磐
雄
『
祭
祀
遺
蹟
―
神
道
考
古
学
の
基
礎
的
研
究
―
』
角
川
書
店　

一
九
七

〇
年
、
一
四
四
頁
。

（
８
）
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
編
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻
（
中
公
文
庫
）
中
央

公
論
社　

一
九
七
五
年
、
一
八
三
頁
。

（
９
）
同
右
、
一
八
三
～
一
八
四
頁
。

（
10
）
同
右
、
一
八
四
頁
。

（
11
）
同
右
、
一
八
五
頁
。

（
12
）
同
右
、
一
八
七
頁
。

（
13
）
同
右
、
一
八
九
頁
。

（
14
）
同
右
。

（
15
）
同
右
、
一
九
〇
頁
。

（
16
）『
郷
土
研
究
』
第
三
巻
二
号　

郷
土
研
究
社　

一
九
一
五
年

（
17
）
福
田
ア
ジ
オ
『
民
俗
学
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
』
岩
田
書
院　

二
〇
一
四
年
、

五
四
頁
。

（
18
）
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
編
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻
（
中
公
文
庫
）
中
央

公
論
社　

一
九
七
五
年
、
一
八
二
～
一
八
三
頁
。

（
19
）
池
田
弥
三
郎
『
私
説
折
口
信
夫
』
中
央
公
論
社　

一
九
七
二
年
、
一
一
六
頁
。

（
20
）
柳
田
國
男
「
柱
松
考
」『
柳
田
國
男
全
集
』
第
十
九
巻　

筑
摩
書
房　

一
九
九
九

年
、
四
三
五
頁
。

（
21
）
同
右
、
四
三
六
頁
。

（
22
）
福
田
ア
ジ
オ
『
民
俗
学
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
』
岩
田
書
院　

二
〇
一
四
年
、

五
六
頁
。

（
23
）
佐
野
大
和
「
壺
に
よ
り
憑
く
も
の
」『
國
學
院
雑
誌
』
六
〇
巻
一
一
号　

一
九
五

九
年
（『
呪
術
世
界
と
考
古
学
』
続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
九
二
年
、
一
五
七
頁
）。

（
24
）
同
右
、
一
五
九
頁
。

（
25
）
藤
森
栄
一
「
鉄
鐸
―
そ
の
古
代
史
上
の
意
義
―
諏
訪
神
社
の
考
古
学
的
研
究
（
四
）

―
」『
信
濃
』
第
一
四
巻
第
四
号　

一
九
六
二
年
（『
藤
森
栄
一
全
集
』
第
一
四
巻　

学
生
社　

一
九
八
六
年
、
一
五
一
頁
）。

（
26
）
藤
森
栄
一
『
諏
訪
大
社
』
中
央
公
論
美
術
出
版　

一
九
六
五
年
（『
藤
森
栄
一
全



立
正
大
学
大
学
院
紀
要
　
三
十
一
号

二
八

集
』
第
一
四
巻　

学
生
社　

一
九
八
六
年
、
二
二
四
頁
）。

（
27
）
佐
野
大
和
「
原
始
氏
族
社
会
の
思
想
」『
日
本
思
想
史
の
基
礎
知
識
』
有
斐
閣　

一

九
七
四
年
（『
呪
術
世
界
と
考
古
学
』
続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
九
二
年
、
七
頁
、

「
序
論　

神
道
考
古
学
序
説
」
に
改
題
）。

（
28
）
小
出
義
治
「
原
神
道
の
世
界
」『
講
座
日
本
の
古
代
信
仰
１
神
々
の
思
想
』
学
生

社　

一
九
八
〇
年
、
四
八
～
四
九
頁
。

（
29
）
佐
野
大
和・
乙
益
重
隆
「
神
道
考
古
学
用
語
解
説
」『
神
道
考
古
学
講
座
』
第
一

巻　

雄
山
閣
出
版　

一
九
八
一
年
、
三
四
〇
頁
。

（
30
）
広
瀬
和
雄
『
カ
ミ
観
念
と
古
代
国
家
』
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
〇
年
、
一
五
三

頁
。


