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51┃芳賀直哉「いのちの森を守る闘い」

は
じ
め
に

　

南
方
熊
楠
は
、
今
か
ら
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
、
当
時
は
ま
だ
誰
も
緑

を
保
護
し
よ
う
な
ど
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー

に
つ
な
が
る
非
常
に
先
駆
的
な
活
動
を
し
、
実
際
に
森
林
を
守
る
活

動
を
行
い
ま
し
た
。

　

三
重
県
御
浜
町
の
引
作
と
い
う
集
落
に
、
大
き
な
楠
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
引
作
神
社
の
大
楠
は
、
南
方
熊
楠
が
奔
走
し
て
守
っ
た
、
本
当

な
ら
切
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
象
徴
的
な
楠
で
す
（
図

１
）。
一
方
、
静
岡
県
に
も
意
外
と
大
き
な
楠
が
あ
り
ま
す
。
有
名
な

の
は
熱
海
の
来
宮
神
社
に
あ
る
ご
神
木
の
楠
で
、
こ
れ
も
一
五
〇
〇

年
ぐ
ら
い
た
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
函
南
か
ら
三
島
に
か

け
て
も
千
年
を
超
え
る
よ
う
な
大
き
な
楠
が
何
本
か
残
っ
て
い
る
と

伺
っ
て
い
ま
す
。

　

昔
か
ら
だ
い
た
い
ど
こ
の
神
社
に
も
楠
が
あ
っ
て
、
ご
神
木
と
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
一
〇
〇
〇
年
～
一
五
〇
〇
年
前
に
ど
な
た
か
が
植

え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
楠
は
か
な
り
長
生
き
を
す
る
植
物
の
一

つ
で
す
。
し
か
も
樹
高
が

三
〇
～
四
〇
メ
ー
ト
ル
と

非
常
に
高
く
な
り
、
両
側

に
枝
を
張
っ
て
、
葉
が
落

ち
な
い
常
緑
樹
で
す
。
ま

た
、
楠
に
は
防
虫
効
果
が

あ
り
ま
す
。
樟
脳
の「
樟
」

は
楠
と
い
う
意
味
で
、
楠

の
木
を
切
っ
た
も
の
を
た

ん
す
に
入
れ
て
お
け
ば
、

虫
が
寄
り
付
き
ま
せ
ん
。

第
３
回　

　い
の
ち
の
森
を
守
る
闘
い

　
　
　─
─
南
方
熊
楠
の
思
想
─
─

芳
賀
　直
哉図1　引作神社の大楠
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昔
の
人
も
こ
こ
か
ら
生
命
力
を
感
じ
取
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」と
い
う
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
に
楠
が
出
て
き
ま
す
。
メ
イ
と
サ
ツ
キ
が
お
母
さ
ん
の
病
気
療
養

の
た
め
に
移
り
住
ん
だ
家
の
裏
山
に
は
鎮
守
の
森
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
に
締
め
縄
を
渡
し
て
あ
る
楠
の
大
木
が
あ
り
ま
す
。
ご
神
木
で

す
。
こ
の
木
に
は
大
き
な
洞う
ろ

が
あ
り
、
そ
こ
を
の
ぞ
く
と
、
下
の
方

に
ト
ト
ロ
が
寝
て
い
る
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
し
て
、
ト
ト
ロ
は
実

在
し
ま
せ
ん
が
、
昭
和
二
〇
年
代
後
半
か
ら
昭
和
三
〇
年
代
に
か
け

て
の
、
日
本
の
農
村
の
原
風
景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
引
作
の
大
楠
の
隣
に
は
立
派
な
説
明
文
が

あ
っ
て
、
幹
回
り
が
一
五
・
七

メ
ー
ト
ル
、
樹
高
が
三
一
・
四

メ
ー
ト
ル
、
推
定
樹
齢
が

一
五
〇
〇
年
で
「
南
方
熊
楠
先

生
の
調
査
」
と
書
い
て
あ
り
ま

す
（
図
２
）。

　

南
方
熊
楠
は
、
四
〇
歳
以

降
、
亡
く
な
る
ま
で
の
三
十
数

年
間
、
和
歌
山
県
の
田
辺
と
い

う
町
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、

彼
が
四
〇
歳
ぐ
ら
い
の
と
き

に
、
明
治
政
府
が
全
国
の
神
社
を
つ
ぶ
す
と
い
う
政
策
を
取
り
ま
す
。

な
ぜ
そ
ん
な
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
こ
と
を
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
理
由

も
も
ち
ろ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
神
社
は
普
通
、
広
大
な
境
内
、
広
い

森
を
持
っ
て
い
ま
す
。
特
に
田
舎
の
神
社
は
一
つ
の
山
そ
の
も
の
が

境
内
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
神
社
を
つ
ぶ
す
と
い
う

こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
山
の
木
を
切
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う

い
う
こ
と
が
、
実
際
に
明
治
の
終
わ
り
に
全
国
的
に
起
こ
っ
た
の
で

す
。
歴
史
上
、
こ
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
今
か

ら
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
前
、
日
本
は
今
日
で
い
う
自
然
破
壊
を
大
々

的
に
行
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
南
方
熊
楠
が
率
先
し
て
反
対
し
た

と
い
う
こ
と
で
、
日
本
で
一
九
九
〇
年
ご
ろ
に
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
」「
自

然
保
護
」
と
言
わ
れ
始
め
た
時
期
に
、
自
然
保
護
活
動
の
先
駆
者
と

し
て
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
知
る
人
ぞ
知
る
方
で
、
一
般
的
に
は
な
じ
み
が
な
い
と

思
い
ま
す
。
ま
ず
読
み
方
が
難
し
い
で
す
ね
。「JIN

―
仁
―
」
と
い

う
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
南
方
先
生
と
い
う
医
師
が
出
て
き
た
そ
う
で
す

が
、
南み
な

方か
た

と
い
う
名
字
は
和
歌
山
県
に
結
構
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

熊く
ま

楠ぐ
す

と
い
う
名
前
は
珍
し
く
、「
熊
」
は
動
物
、「
楠
」
は
楠
で
す
か
ら
、

動
物
と
植
物
と
両
方
を
持
っ
て
い
る
名
前
で
す
。

　

動
物
の
名
前
を
持
っ
て
い
る
人
は
今
で
も
多
く
、
辰
巳
さ
ん
、
辰

子
さ
ん
の
よ
う
に
、
生
ま
れ
た
年
の
干
支
を
自
分
の
名
前
に
持
っ
て

図2　大楠の説明板
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い
る
方
も
い
ま
す
。「
熊
」
は
十
二
支
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
恐
ら
く

熊
野
と
い
う
地
名
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
楠
」
は

も
ち
ろ
ん
楠
の
こ
と
で
す
。
生
命
力
が
非
常
に
強
い
植
物
で
す
の
で
、

こ
の
名
前
を
子
ど
も
に
当
て
て
長
生
き
を
願
う
と
い
う
風
習
が
、
和

歌
山
の
方
で
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
熊
楠
が
生
ま
れ
た
の
は
現
在
の
和
歌
山
市
で
す
が
、

和
歌
山
市
か
ら
南
に
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
下
っ
た
と
こ
ろ
に

海
南
市
と
い
う
町
が
あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
工
業
地
帯
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
昔
の
面
影
が
な
い
の
で
す
が
、
こ
こ
に
藤
白
王
子
と
い
う
名

前
の
神
社
が
あ
り
ま
し
て
、
一
本
の
楠
の
大
木
が
残
っ
て
い
ま
す
。

別
名
「
楠
神
社
」
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
近
郊
の
人
た
ち
は
、

子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
こ
こ
に
お
参
り
を
し
て
、「
楠
神
社
」
の
「
楠
」

の
字
を
も
ら
っ
て
名
前
を
付
け
る
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
恐

ら
く
現
在
で
も
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、熊
楠
の
「
楠
」
も
、

ご
両
親
が
海
南
市
の
藤
白
王
子
に
お
参
り
を
し
て
名
前
を
も
ら
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

熊
楠
は
、
自
分
が
動
物
と
植
物
の
名
前
を
二
つ
と
も
も
ら
っ
て
い

る
こ
と
を
後
々
ま
で
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
推
測
で
す

が
、
彼
が
生
命
に
対
し
て
学
問
的
な
研
究
だ
け
で
な
く
、
気
持
ち
の

上
で
の
共
感
を
抱
い
た
の
も
、
動
物
と
植
物
の
名
前
が
付
い
て
い
た

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

本
日
は
、
最
初
に
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
お
話
を
簡
単
に
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
そ
の
後
、
南
方
熊
楠
の
細
か
い
お
話
に
行
く
前
に
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
環
境
問
題
が
全
世
界
的
に
ど
う
い
う
形
で
こ

ん
な
に
関
心
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
ま
で
二
千
数

百
年
の
自
然
と
人
間
と
の
関
係
と
ま
っ
た
く
違
う
新
し
い
自
然
観
が

二
〇
世
紀
の
終
わ
り
に
出
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
の
考
え
方
、
新
し

い
思
想
を
少
し
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
欧

米
が
中
心
で
す
の
で
、
少
し
南
方
熊
楠
の
話
か
ら
離
れ
ま
す
が
、
後

半
に
ま
た
今
日
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
南
方
熊
楠
の
お
話
を
い
た

し
ま
す
。

エ
コ
ロ
ジ
ー
と
は

†
語
源
―
―
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
のecology

　

エ
コ
ロ
ジ
ー
（ecology

）
と
い
う
言
葉
は
、今
日
で
は
誰
で
も
知
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
元
に
な
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
語
で
す
。
一
九

世
紀
の
終
わ
り
に
ド
イ
ツ
人
の
生
物
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル

が
、
生
物
と
生
物
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
新
し
い
学
問
分
野
と

し
て
「O

ekologie

（
エ
コ
ロ
ギ
ー
）」
と
い
う
言
葉
を
作
っ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
れ
は
ご
く
新
し
い
単
語
で
、
最
初
の
う
ち
は
生
物
学

の
一
分
野
と
し
て
出
て
き
ま
し
た
。
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言
葉
の
成
り
立
ち
を
少
し
紹
介
し
ま
す
と
、
今
、
エ
コ
（eco

）
が

付
く
言
葉
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の

oikos
と
い
う
言
葉
か
ら
来
て
い
ま
す
。「ideology

」
な
ど
に
使
わ

れ
て
い
る
、「
―
学
」「
―
論
」
と
訳
すlogy

も
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の

logos

と
い
う
言
葉
か
ら
来
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、エ
ル
ン
ス
ト
・

ヘ
ッ
ケ
ル
が
作
っ
たO

ekologie

は
ギ
リ
シ
ャ
語
が
起
源
で
、「oikos

に
つ
い
て
の
学
問
」「oikos
に
つ
い
て
の
考
え
方
」
と
い
う
よ
う
な

意
味
で
す
。

　

oikos

と
は
「
家
」
と
い
う
意
味
で
す
。
家
と
い
い
ま
し
て
も
広
く
、

house

やhom
e

と
い
っ
た
一
軒
一
軒
の
家
庭
や
建
物
も
も
ち
ろ
ん
家

で
す
。
し
か
し
、
地
球
全
体
も
、
生
物
が
運
命
共
同
体
と
し
て
生
息

し
て
い
る
大
き
な
家
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
も
う
少

し
中
間
の
レ
ベ
ル
と
し
て
は
、
日
本
や
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
国
も
家

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

自
然
保
護
活
動
と
い
う
と
き
のecology

は
、「
生
態
学
」
と
訳
し

て
し
ま
う
と
生
物
学
の
一
分
野
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
片
仮
名
で

「
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と
い
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
は
、
地
球
全
体
、
生
物

界
全
体
を
一
つ
の
家
（oikos

）
と
見
立
て
て
、
そ
こ
で
の
生
物
と
生

物
の
関
係
（
人
間
と
ほ
か
の
生
物
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
）
と
い

う
意
味
だ
と
理
解
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
二
つ
め
の
レ
ベ
ル
で
国
を
一
つ
の
家
と
見
立
て
た
場
合

は
、econom

y

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。econom

y

は
「
経
済
学
」

と
訳
し
ま
す
が
、
こ
れ
はoikos

（
家
）
のnom

os

（
ギ
リ
シ
ャ
語
で

「
ル
ー
ル
」
の
意
）
と
い
う
こ
と
で
、ecology

のeco

とeconom
y

のeco

は
、
実
は
一
緒
で
す
。
だ
い
た
い
、ecology

とeconom
y

は
相
対
立
す
る
も
の
で
、
経
済
活
動
を
考
え
れ
ば
自
然
は
少
し
ぐ
ら

い
破
壊
し
て
も
い
い
、
経
済
発
展
の
方
が
重
要
だ
と
い
う
よ
う
に
い

つ
も
対
立
す
る
の
で
す
が
、
実
際
に
は
経
済
学
（econom

y

）
のeco

も
生
態
学
（ecology

）
のeco

も
、
同
じ
「
家
」
と
い
う
意
味
な
の

で
す
。

　

econom
y

と
は
「
家
の
ル
ー
ル
」
と
い
う
意
味
で
す
。
経
済
学
は
、

一
八
世
紀
ご
ろ
に
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
て
成
立
し
て
き
た
、
当
時

と
し
て
は
新
し
い
学
問
で
す
。
今
日
の
経
済
学
は
国
際
的
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
最
初
の
経
済
学
は
一
国
経
済
学
（national 

econom
y

）
で
、
国
の
中
の
物
流
、
お
金
の
流
れ
の
こ
と
を
い
っ
て

い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、経
済
学
が
二
つ
目
の
レ
ベ
ル
のoikos

で
す
。

　

最
も
小
さ
い
レ
ベ
ル
の「
ハ
ウ
ス
」や「
ホ
ー
ム
」も
当
然
、家
で
す
。

そ
の
家
の
い
ろ
い
ろ
な
ル
ー
ル
を
決
め
る
学
問
が
、
家
政
学
と
い
う

分
野
で
す
。
英
語
で
はdom

estic econom
y

（
家
庭
の
経
済
学
）
と

い
い
ま
す
が
、
や
は
り
こ
れ
もoikos

な
の
で
す
。

　

言
葉
の
話
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
最
初
に
作
ら
れ
た

と
き
のecology
のeco

は
、
一
番
大
き
な
レ
ベ
ル
で
の
地
球
全
体
、
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自
然
全
体
を
一
つ
の
家
と
考
え
て
、
そ
こ
で
ど
う
い
う
関
係
が
望
ま

し
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
生
物
と
生
物
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て

い
こ
う
と
い
う
学
問
をecology

と
呼
ん
で
き
ま
し
た
。

†
エ
コ
ロ
ジ
ー
＝
植
物
棲
態
学

　

こ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
言
葉
が
日
本
に
い
つ
ご
ろ
入
っ
て
き
た

か
と
い
う
と
、
実
は
、
言
葉
そ
の
も
の
の
歴
史
は
意
外
と
古
く
、
南

方
熊
楠
は
一
九
一
一
年
に
柳
田
国
男
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
二
回
ほ

ど
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
一
番
早
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る

人
か
ら
、
も
っ
と
早
く
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
人
が
い
る
と
教
わ
り
ま

し
た
。
一
九
〇
六
年
ご
ろ
、
熊
楠
が
書
い
た
五
年
前
に
、
三
好
学
と

い
う
人
が
「
生
態
学
」
と
い
う
訳
語
を
紹
介
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

三
好
学
は
東
京
帝
国
大
学
の
植
物
学
の
教
授
で
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し

て
い
た
と
き
に
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
が
新
し
く
打
ち
立
て
た

ecology

（O
ekologie

）
を
い
ち
早
く
吸
収
し
、
日
本
に
帰
っ
て
き
て

か
ら
、「
生
態
学
」
と
い
う
今
日
と
同
じ
訳
語
を
付
け
た
よ
う
で
す
。

で
す
か
ら
、
南
方
熊
楠
よ
り
も
っ
と
早
い
段
階
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
紹

介
し
た
人
が
い
る
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
は
今
日
、
具
体
的
な
自
然
を
守
る
と
い
う
行
動

や
、
行
動
し
な
い
ま
で
も
そ
う
い
う
気
持
ち
を
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。「
生
態
学
」
と
言
っ
て
し
ま
う
と
学
問
の
一
分
野
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
大
学
で
学
ぶ
分
野
は
一
般
の
人
に
は
あ
ま

り
関
係
が
な
く
、
片
仮
名
で
言
う
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
の
方
が
身
近
で

す
。
確
か
に
静
岡
大
学
に
も
生
態
学
と
い
う
研
究
室
は
あ
り
ま
す
が
、

あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
感
じ
が
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

自
然
保
護
の
具
体
的
な
活
動
の
中
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
唱
え
た
の

は
、
や
は
り
南
方
熊
楠
が
日
本
で
最
初
の
人
で
、
今
か
ら
ち
ょ
う
ど

一
〇
〇
年
前
の
一
九
一
一
年
に
、
書
簡
の
中
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
、
熊
楠
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
「
植
物
棲
態
学
」
と
訳
し
て
い

ま
す
。
本
当
は
植
物
だ
け
で
は
な
い
の
で
「
生
態
学
」
の
方
が
正
し

い
の
で
す
が
、
植
物
が
「
棲
息
」
し
て
、
植
物
同
士
の
い
ろ
い
ろ
な

関
係
が
あ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
を
込
め
て
い
る
よ
う

で
す
。
先
ほ
ど
、
自
然
保
護
活
動
の
中
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
紹
介
し
た

と
言
い
ま
し
た
。
そ
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
後
半
で
詳
し
く
お
話
し

し
ま
す
が
、
神
社
合
祀
反
対
活
動
の
中
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
唱
え
て
い

る
と
い
う
意
味
で
は
、や
は
り
今
日
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
先
駆
者
と
言
っ

て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
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二
〇
世
紀
の
新
し
い
生
命
観
・
自
然
観

†
人
間
と
自
然
の
関
係
を
表
す
二
つ
の
立
場
―
―
人
間
中
心
主
義
と
生
命

中
心
主
義

　

新
し
い
自
然
観
に
つ
い
て
、
西
洋
の
幾
つ
か
の
思
想
家
を
紹
介
し

な
が
ら
、
簡
単
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
西
洋
で
は
、
人
間

は
自
然
を
支
配
す
る
も
の
と
い
う
位
置
付
け
が
ず
っ
と
続
い
て
い
ま

し
た
。
人
間
は
自
然
を
自
由
に
利
用
し
て
、
そ
こ
か
ら
た
く
さ
ん
の

富
を
得
て
人
類
が
幸
福
に
な
る
の
だ
、
こ
れ
は
神
様
か
ら
与
え
ら
れ

て
い
る
人
間
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
紀
元
前
か
ら
あ
っ
た

の
で
す
。

　

一
九
七
〇
年
ご
ろ
に
、
自
然
破
壊
を
引
き
起
こ
す
発
想
の
元
凶
は

ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
、
旧
約
聖
書
の
「
創
世
記
」
に
あ
る
と
批
判

す
る
学
者
が
出
て
き
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
ま
す
と
、
な
る

ほ
ど
そ
う
い
う
考
え
方
が
「
創
世
記
」
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
神
が

天
と
地
を
つ
く
り
、
動
物
と
植
物
を
つ
く
り
、
最
後
に
人
間
を
つ
く
っ

た
。
神
は
そ
の
人
間
を
祝
福
し
て
、「
生
め
よ
、
増
え
よ
、
地
に
満
ち

よ
。
お
ま
え
た
ち
人
間
は
す
べ
て
の
鳥
と
獣
と
地
に
這
う
も
の
を
治

め
な
さ
い
」
と
言
っ
て
、
そ
の
権
利
と
能
力
を
人
間
に
与
え
た
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。「
支
配
し
な
さ
い
」「
従
わ
せ
な
さ
い
」
と
い
う
非

常
に
強
い
口
調
の
言
葉
が
、「
創
世
記
」
の
あ
る
個
所
に
三
回
続
け
て

出
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
指
し
て
、
人
間
が
自
然
を
支
配
す
る
と

い
う
最
初
の
考
え
方
が
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
だ
と
言
っ
た

の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
、
紀
元
前
三
世

紀
ご
ろ
出
て
き
た
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
、
セ
ネ
カ
が
書
い
た
文
章
の

中
に
も
、
同
じ
よ
う
に
「
人
間
は
自
然
を
自
由
に
使
え
る
。
そ
れ
は

人
間
の
権
利
で
あ
る
。
自
然
か
ら
人
間
は
第
二
の
自
然
を
つ
く
り
出

す
の
だ
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。そ
う
い
う
考
え
方
が
、ギ
リ
シ
ャ

思
想
の
中
に
も
出
て
く
る
の
で
す
。
ど
ち
ら
が
先
か
と
い
う
問
題
で

は
な
く
、ど
う
も
西
洋
で
は
紀
元
前
か
ら
人
間
が
自
然
の
中
心
に
あ
っ

て
、
自
然
を
利
用
す
る
こ
と
は
当
た
り
前
だ
と
い
う
考
え
方
が
支
配

的
だ
っ
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
考
え
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
実
際
に

大
々
的
に
自
然
破
壊
に
つ
な
が
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
産
業
革
命

で
機
械
化
が
始
ま
っ
て
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
自
然
を
破
壊
す
る

と
い
っ
て
も
手
で
畑
や
山
を
掘
る
程
度
で
す
か
ら
、
自
然
に
と
っ
て

は
痛
く
も
か
ゆ
く
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
産
業
革
命
以
降
は
機
械

で
大
々
的
に
大
き
な
穴
を
掘
り
、
地
下
に
眠
っ
て
い
た
石
炭
、
石
油
、

ウ
ラ
ニ
ウ
ム
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
取
り
出
し
ま
し
た
。
こ
こ

か
ら
、
本
当
の
意
味
で
自
然
破
壊
が
起
こ
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

現
在
は
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
、
温
暖
化
が
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進
ん
で
い
る
と
多
く
の
科
学
者
が
言
っ
て
い
ま
す
。
温
暖
化
で
は
な

く
冷
却
化
だ
と
言
う
学
者
も
い
ま
す
が
、地
球
の
平
均
気
温
は
上
が
っ

て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
主
流
で
、
実
感
的
に
も
そ
う
だ
と
思
い
ま

す
。
子
ど
も
時
代
と
最
近
を
考
え
て
み
た
ら
、
冬
が
あ
ま
り
寒
く
あ

り
ま
せ
ん
。
私
は
名
古
屋
で
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
子
ど
も
時
代
は
よ

く
雪
が
降
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
は
あ
ま
り
雪
が
降
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
感
覚
的
に
ど
う
も
温
暖
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
、

夏
も
最
近
は
ち
ょ
っ
と
暑
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
産
業
革
命
以
降
の
石
油
や
石
炭
の
利
用
に
よ
っ
て
二
酸
化
炭
素

が
排
出
さ
れ
、
温
暖
化
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

ほ
ぼ
常
識
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
国
際
的
に
温
暖
化
を
引

き
起
こ
す
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
削
減
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る

わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
う
何
千
年
も
続
い
て
き
た
人
間
中
心
の
自
然
観
を
見
直
さ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
こ
の
ま
ま
で
は
人
類
の
存
続
そ
の
も
の
が
危

ぶ
ま
れ
る
と
、
期
せ
ず
し
て
一
九
七
〇
年
ご
ろ
に
い
ろ
い
ろ
な
学
者

が
言
い
だ
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
人
間
中
心
」
で
は

な
く
、「
生
命
中
心
」
の
自
然
観
が
何
人
か
の
思
想
家
に
よ
っ
て
打
ち

出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

人
間
中
心
の
発
想
で
は
、
真
ん
中
に
あ
る
の
が
人
間
、
周
り
に
あ

る
の
が
自
然
で
、
図
形
と
し
て
は
円
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
長
年
の

西
洋
の
自
然
観
で
し
た
。
一
方
、
生
命
中
心
に
な
る
と
、
確
か
に
人

間
も
大
事
だ
け
れ
ど
、
ほ
か
の
動
植
物
も
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
、

二
つ
の
中
心
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
図
形
と
し
て
は
楕
円
形

に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
言
葉
の
呪
縛
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
日
本

語
の
「
環
境
」
と
い
う
言
葉
は
「
環わ

」
と
「
境さ
か
い」
か
ら
で
き
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
環
境
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
き
て

い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
日
本
語
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
英
語
の

environm
ent

を
直
訳
す
る
と
、「
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
状
態
」
で
す
。

ド
イ
ツ
語
のum

w
elt

は
「
周
り
の
世
界
」、
フ
ラ
ン
ス
語
のm

ilieu

も
「
周
囲
」「
周
辺
」
と
い
う
意
味
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
言
語

で
も
み
ん
な
、
人
間
が
一
番
真
ん
中
に
い
て
周
り
に
自
然
が
あ
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
で
環
境
を
と
ら
え
て
き
た
の
で
す
。
生
命
中
心
の
新

し
い
自
然
観
で
は
、
ほ
か
の
言
葉
が
な
い
の
で
「
環
境
」
と
い
う
言

葉
は
ず
っ
と
使
い
ま
す
が
、
発
想
は
違
い
ま
す
。

†
生
命
中
心
主
義
の
モ
デ
ル
―
―net

とknots
　

生
命
中
心
の
考
え
方
を
思
考
の
モ
デ
ル
で
表
す
と
、
網
の
目
に
な

り
ま
す
。
網
は
、
一
本
の
糸
で
は
な
く
、
お
互
い
に
結
び
目
を
持
っ

て
い
ま
す
。
最
近
は
全
部
ナ
イ
ロ
ン
に
な
っ
て
い
る
の
で
結
び
目
が

な
い
の
で
す
が
、
昔
の
漁
師
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
網
は
、
麻
で
作
っ
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て
い
た
の
で
結
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
結
ぶ
と
、
破
れ
て
も
ま
た
直
せ

る
か
ら
で
す
。
ナ
イ
ロ
ン
で
も
も
ち
ろ
ん
直
せ
な
い
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
女
性
の
ナ
イ
ロ
ン
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

一
ヶ
所
が
切
れ
る
と
伝
線
し
て
全
部
切
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
で

は
な
く
、
結
び
目
（knots

）
が
あ
る
よ
う
な
大
き
な
網
（net

）
と
い

う
モ
デ
ル
で
自
然
を
考
え
て
み
る
と
、
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

　

結
び
目
の
一
個
一
個
が
、
こ
の
地
球
上
に
生
存
し
て
い
る
種
で
す
。

人
類
も
一
つ
の
種
で
す
。
ゴ
キ
ブ
リ
も
、
ラ
イ
オ
ン
も
、
ト
ラ
も
、

全
部
種
で
す
。
こ
れ
が
結
び
目
を
構
成
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

毎
日
毎
日
こ
の
地
球
上
か
ら
種
が
絶
滅
し
て
い
ま
す
。
こ
の
例
え
で

言
う
と
、
結
び
目
が
ほ
ど
け
て
穴
が
開
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
ヶ
所
穴
が
開
く
と
、
放
っ
て
お
く
と
周
り
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

生
物
界
は
食
物
連
鎖
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
る
種

が
絶
滅
す
れ
ば
、
そ
れ
を
餌
と
し
て
い
た
種
も
絶
滅
し
ま
す
。
そ
の

よ
う
に
し
て
、
一
つ
の
結
び
目
の
周
辺
か
ら
穴
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く

な
っ
て
、
修
復
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
が
、
今
一

番
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

人
類
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
で
穴
が
開
い
て
も
、
直
接
の
影
響
は
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
す
べ
て
関
係
し
合
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

や
が
て
人
類
の
方
に
来
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
生
命
中
心
主
義

の
考
え
方
は
、
そ
の
よ
う
に
関
係
と
し
て
自
然
を
見
る
こ
と
が
大
事

だ
と
い
う
も
の
で
す
。
す
べ
て
の
生
命
は
網
の
目
の
よ
う
つ
な
が
っ

て
い
る
、
関
係
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
発
想
で
、
網
の
目
モ
デ
ル
が

あ
る
わ
け
で
す
。

†
新
し
い
自
然
観
の
先
駆
者
―
―
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド

　

新
し
い
自
然
観
を
最
初
に
唱
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
、
ア
ル

ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
で
す
（
図
３
）。
ア
メ
リ
カ
人
で
、
森
林
生
態
学
と

で
も
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
農
学
部
を
出
た
人
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は

非
常
に
有
名
な
の
で
す
が
、
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

一
九
世
紀
の
終
わ
り
に
生
ま
れ
て
、
二
〇
世
紀
の
半
ば
に
亡
く
な
り

ま
し
た
の
で
、
い
わ
ゆ
る
地
球
環
境
問
題
が
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い

段
階
の
人
で
す
。

　

い
わ
ゆ
る
地
球
環
境
問
題
が
い
わ
れ
始
め
た
の
は
、
一
九
七
〇
年

代
以
降
で
す
。一
九
七
三
年
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
国
連
環
境
サ
ミ
ッ

ト
が
開
か
れ
、
一
九
九
三
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
、

よ
り
深
刻
な
状
況
で
国
連
の
環
境

問
題
の
サ
ミ
ッ
ト
が
開
か
れ
ま
し

た
。
日
本
は
こ
の
と
き
に
初
め
て

首
脳
を
送
っ
て
い
ま
す
。
当
時
は

海
部
首
相
で
し
た
が
、
そ
れ
以
前

は
、
環
境
問
題
と
い
っ
て
も
日
本

図3　アルド・レオポルド
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人
は
ピ
ン
と
来
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

話
は
脱
線
す
る
の
で
す
が
、
西
洋
人
の
発
想
と
違
っ
て
、
日
本
人

は
も
と
も
と
自
然
と
の
関
係
が
極
め
て
無
意
識
的
に
一
体
化
さ
れ
て

い
て
、
こ
れ
だ
け
自
然
が
豊
か
な
国
土
に
い
る
の
で
、
自
然
が
破
壊

さ
れ
て
い
る
と
は
あ
ま
り
感
じ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、

公
害
は
一
九
七
〇
年
代
の
日
本
に
当
然
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ア
メ
リ

カ
人
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
よ
う
に
環
境
問
題
と
は
そ
れ
ほ
ど
言
っ
て

こ
な
か
っ
た
の
で
す
。
一
九
七
〇
年
代
の
日
本
は
、「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク

ア
ニ
マ
ル
」
と
い
う
言
葉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
環
境
よ
り
経
済
が

中
心
で
し
た
が
、
九
〇
年
代
に
な
る
と
が
ら
っ
と
雰
囲
気
が
変
わ
り
、

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
な
ど
に
も
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
と
い
う
言
い
方
が

出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

†
倫
理
概
念
の
拡
大
と
共
同
体
概
念
の
拡
張

　

レ
オ
ポ
ル
ド
は
、
一
九
四
六
年
に
発
表
し
た
「
土
地
倫
理
」
と
い

う
論
文
の
中
で
、
そ
れ
ま
で
の
倫
理
と
違
う
、
新
し
い
発
想
の
倫
理

が
必
要
だ
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
倫
理
は
、
う
そ
を
つ
い
て

は
い
け
な
い
、
殺
し
て
は
い
け
な
い
な
ど
、
同
世
代
の
人
間
同
士
の

関
係
を
律
す
る
も
の
で
し
た
が
、
新
し
い
倫
理
観
は
自
然
を
対
象
に

し
て
い
ま
す
。
動
物
や
植
物
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
行
動
を

し
た
ら
い
い
か
、
ど
ん
な
行
動
を
す
る
こ
と
が
倫
理
的
か
と
い
う
こ

と
で
、
倫
理
と
い
う
考
え
方
を
従
来
よ
り
も
か
な
り
広
げ
て
い
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
に
、
彼
は
共
同
体
と
い
う
言
葉
の
概
念
も
広
げ
ま
し
た
。

地
域
共
同
体
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
も
一
定
の
地
域
、
例
え
ば
町
内
会

に
住
ん
で
い
る
お
隣
さ
ん
や
お
向
か
い
さ
ん
、
同
じ
組
の
人
な
ど
だ

と
理
解
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
大
き
く
な
る
と
、
自
治
体

も
国
も
共
同
体
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
の
構
成
員
は
す
べ
て
人
間
で

す
。「
う
ち
の
町
内
会
で
は
、
犬
や
猫
も
会
員
で
す
」
と
い
う
と
こ
ろ

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
レ
オ
ポ
ル
ド
は
人
間
だ
け
で
な
く
、

犬
や
猫
も
共
同
体
の
一
員
だ
と
考
え
た
の
で
す
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く

新
し
い
考
え
方
で
す
。

　

た
だ
し
、
実
際
に
は
人
間
だ
け
が
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
ろ
い

ろ
な
も
の
が
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
網
の
目
モ
デ
ル
を
思
い
出
し
て
い

た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
一
つ
一
つ
の
結
び
目
を
保
持
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
、
今
、
盛
ん
に
「
種
の
保
存
」
を
叫
ん
で
い
る
わ
け

で
す
。
絶
滅
し
か
け
た
種
は
貴
重
だ
か
ら
、
少
数
で
あ
っ
て
も
と
に

か
く
保
存
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
だ
か
ら
絶
滅
危
惧
種
は
捕
っ
て

は
い
け
な
い
、
殺
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
条
約
を
作
っ
て
、
種
の

保
存
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
ん
な
も
の
が
必
要
な
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
弱
小
な
種
も
一
個
の
結
び
目
で
あ
り
、
そ

れ
が
大
き
なnet
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
穴
が
開
い
て
し
ま
っ

た
自
然
は
、
も
う
自
然
と
し
て
は
機
能
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
だ
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か
ら
全
部
の
結
び
目
が
そ
ろ
っ
て
い
る
よ
う
な
網
を
維
持
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
、
好
き
嫌

い
も
あ
り
ま
す
。
ゴ
キ
ブ
リ
の
好
き
な
人
は
い
ま
せ
ん
。
大
嫌
い
な

人
は
、
ゴ
キ
ブ
リ
も
一
つ
の
種
だ
、
だ
か
ら
ゴ
キ
ブ
リ
を
守
ろ
う
な

ん
て
と
ん
で
も
な
い
、
ゴ
キ
ブ
リ
は
こ
の
地
上
か
ら
絶
滅
す
れ
ば
い

い
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ゴ
キ
ブ
リ
を
殺
し
て
は
い
け

な
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
ゴ
キ
ブ
リ
を
見
る
と
条
件
反
射
の
よ
う
に

ス
リ
ッ
パ
で
た
た
い
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
絶
滅
さ
せ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
笑
い
話
で
す
が
、
確
か
に
人
類
に
と
っ
て
あ
ま
り
役
に
立

た
な
い
も
の
も
あ
り
、
か
え
っ
て
害
に
な
る
よ
う
な
も
の
も
も
ち
ろ

ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
も
の
も
含
め
て
全
部
結
び
目
な

の
だ
と
い
う
発
想
で
す
か
ら
、
例
え
ば
ト
キ
は
貴
重
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
ト
キ
だ
け
守
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

†
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
良
心
（conscience

）

　

も
う
一
つ
、
レ
オ
ポ
ル
ド
は
、
私
た
ち
人
間
が
同
じ
自
然
界
（
共

同
体
）
を
構
成
す
る
他
の
動
物
や
植
物
に
対
し
て
配
慮
す
る
、
倫
理

的
な
行
動
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
か
か
ら
命
じ
ら
れ
て
や
る
の

で
は
な
く
、人
間
が
「
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
良
心
」
を
生
ま
れ
つ
き
持
っ

て
い
る
か
ら
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

普
通
の
意
味
の
良
心
は
分
か
り
ま
す
ね
。
人
間
は
誰
で
も
良
心
を

持
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
に
は
良
心
の
か
け
ら
も
な
い

よ
う
な
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
同
じ
人
間
な
ら
少
し
ぐ

ら
い
は
持
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。「
良
心
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
の
は

難
し
い
の
で
す
が
、
こ
の
社
会
が
成
り
立
つ
に
は
、
一
般
的
に
良
心

と
い
う
も
の
が
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
良
心
は
人

間
同
士
の
中
で
行
動
し
て
出
て
く
る
も
の
で
、
自
然
（
動
物
や
植
物
）

を
尊
重
し
た
り
愛
し
た
り
と
い
う
も
の
は
、
今
ま
で
良
心
と
い
う
発

想
の
中
に
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
、
レ
オ
ポ
ル
ド
は

新
し
い
良
心
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
良
心
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

良
心
は
、
日
本
語
で
は
「
良
い
心
」
と
書
き
ま
す
。
中
国
語
で
も
、

漢
字
だ
か
ら
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
意
味
は
「
道
徳
的
な
心
」「
倫
理

的
な
心
」
で
す
が
、
英
語
で
はconscience

と
い
い
ま
し
て
、「
み

ん
な
が
一
緒
に
何
が
善
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で

使
っ
て
い
ま
す
。science

は
「
知
」
と
い
う
意
味
で
す
。
お
お
む
ね
、

英
語
で
も
ド
イ
ツ
語
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
み
ん
な
良
心
と
は「
知
」、

す
な
わ
ち
何
が
善
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
中
国
人
の
解
釈
は
非
常
に
立
派
で
、
良
心
と
は
す
な

わ
ち
「
良
知
良
能
」、
よ
く
知
っ
て
お
り
、
か
つ
、
よ
く
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
、「
で
き
る
」
と
い
う
要
素
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
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い
ま
す
。
確
か
に
、「
こ
う
い
う
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
」

と
分
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
怖
い
の
で
、
つ
い
つ
い
そ
の

ま
ま
す
っ
と
逃
げ
て
し
ま
う
と
、
後
で
そ
の
行
動
に
対
し
て
良
心
が

自
分
を
責
め
ま
す
。
良
心
の
痛
み
で
す
。
初
め
か
ら
で
き
な
い
な
ら
、

良
心
が
痛
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
き
る
の
に
し
な
か
っ
た
か
ら
、

良
心
が
批
判
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
何
が
正
し
い
か
を
知
っ

て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
能
力

が
あ
っ
て
良
心
で
す
。

　

し
か
も
レ
オ
ポ
ル
ド
は
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
良
心
を
人
間
は
生
ま

れ
つ
き
持
っ
て
い
る
と
言
い
ま
し
た
。
こ
の
点
は
非
常
に
心
す
べ
き

考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。

†
自
然
の
権
利
（rights of nature

）
に
つ
い
て

　

も
う
一
つ
だ
け
、
レ
オ
ポ
ル
ド
の
言
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。
今
、
ア
メ
リ
カ
で
も
日
本
で
も
、
あ
ち
こ
ち
の
裁
判
所
で

自
然
の
権
利
訴
訟
が
起
き
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
有
明
海
の
諫
早
湾

に
堰
を
造
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
干
潟
に
い
る
ム
ツ
ゴ
ロ
ウ
な
ど
の

い
ろ
い
ろ
な
海
洋
小
動
物
が
生
息
環
境
を
失
っ
て
絶
滅
し
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
で
、
自
然
保
護
団
体
が
堰
の
建
設
を
差
し
止
め
る
裁
判

を
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
原
告
に
は
ム
ツ
ゴ
ロ
ウ
が
入
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
「
自
然
の
権
利
訴
訟
」
と
い
い
ま
す
。

　

裁
判
と
い
う
も
の
は
普
通
、
人
間
が
や
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
、
レ
オ
ポ
ル
ド
は
自
然
に
も
そ
の
権

利
が
あ
る
と
言
っ
て
、「
土
地
倫
理
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
（
動
植

物
種
と
い
う
）
資
源
の
改
変
や
管
理
、
利
用
を
止
め
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
生
存
し
続
け
る
権
利
（their rights to 

continued existence

）
を
、
少
な
く
と
も
場
所
に
よ
っ
て
は
、
自
然

の
状
態
の
ま
ま
に
存
続
す
る
こ
と
を
是
認
す
る
」
と
い
う
文
章
を
残

し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
現
実
の
訴
訟
の
場
で
初
め
て
争
わ
れ
た
の
は
、
一
九
七
〇

年
初
め
に
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
社
が
ミ
ネ
ラ
ル
キ
ン
グ
渓
谷
に

一
大
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー
ク
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
と
き
で
す
。

ロ
ッ
キ
ー
山
系
の
国
立
公
園
の
非
常
に
風
光
明
媚
な
場
所
に
パ
ー
ク

を
造
る
こ
と
を
州
知
事
が
許
可
し
た
と
聞
い
て
、
自
然
環
境
保
護
団

体
は
そ
ん
な
も
の
が
造
ら
れ
る
と
貴
重
な
自
然
が
失
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
、そ
こ
に
生
え
て
い
る
木
や
岩
な
ど
を
原
告
に
し
て
テ
ネ
シ
ー

州
の
州
知
事
を
相
手
に
建
設
許
可
差
し
止
め
訴
訟
を
起
こ
し
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
初
め
て
木
が
原
告
に
な
っ
て
い
ま
す
。
木
は
、
切
ら

れ
て
し
ま
う
と
い
う
直
接
の
被
害
を
受
け
る
か
ら
で
す
が
、
当
然
、

裁
判
長
は
「
ば
か
な
こ
と
を
言
っ
て
は
い
け
な
い
。
木
が
な
ぜ
訴
え

る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
だ
い
た
い
、
木
は
し
ゃ
べ
れ
な
い

で
し
ょ
う
。
木
は
法
廷
に
来
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
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す
。
確
か
に
も
っ
と
も
な
意
見
で
す
が
、
よ
く
考
え
る
と
、
実
際
に

本
人
が
裁
判
所
に
行
か
な
い
と
裁
判
は
で
き
な
い
の
か
と
い
う
と
、

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
裁
判
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
代
理
人
の

弁
護
士
が
原
告
の
利
害
を
代
弁
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
本
人
が
行
か

な
く
て
も
い
い
の
で
す
。
も
う
一
つ
、
人
間
で
な
け
れ
ば
訴
え
る
権

利
が
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
お
か
し
な
話
で
す
。
人
間
で
は

な
い
の
に
、
例
え
ば
法
人
格
を
持
っ
た
も
の
は
裁
判
を
起
こ
せ
ま
す

ね
。
会
社
は
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
会
社
の
利
害
を
裁

判
で
堂
々
と
訴
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
考
え
た
ら
、
木
も
訴

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
裁
判
官
が
実
際
に
出
て
き
ま
し

た
。
面
白
い
で
す
ね
。
し
か
も
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
判
所
で
す
。

　

し
か
し
、
や
は
り
木
は
原
告
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
意
見
が
多
数

だ
っ
た
の
で
、こ
の
訴
え
は
却
下
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、ウ
ォ
ル
ト
・

デ
ィ
ズ
ニ
ー
社
は
、法
的
に
は
正
々
堂
々
と
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー

ク
を
造
れ
た
の
で
す
が
、
結
局
は
造
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
か
と

い
う
と
、
こ
の
論
争
の
中
で
、
や
は
り
貴
重
な
自
然
を
切
っ
て
公
園

を
造
る
の
は
よ
く
な
い
と
、
世
論
が
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
社
を

非
難
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
開
園
し
て
も
客
が
来
な
け
れ

ば
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
社
は
計

画
を
断
念
し
た
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ネ
ラ
ル
キ
ン
グ
渓
谷

は
非
常
に
風
光
明
媚
な
と
こ
ろ
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
自
然
の
権
利
訴
訟
と
い
う
も
の
で
、
日
本
で
も
あ
ち
こ
ち

で
闘
わ
れ
て
い
ま
す
。
静
岡
県
で
言
う
と
、
静
岡
空
港
の
建
設
反
対

訴
訟
が
そ
う
で
、
こ
こ
で
は
里
山
に
営
巣
し
て
い
る
オ
オ
タ
カ
が
原

告
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
オ
オ
タ
カ
は
裁
判
所
に
行
け
ま
せ
ん

の
で
、
オ
オ
タ
カ
に
な
り
代
わ
っ
て
、
私
が
原
告
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
最
高
裁
ま
で
行
っ
て
否
決
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
裁
判
的
に
は

駄
目
で
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
あ
れ
ば
こ
こ
で
世
論
が
沸
騰
し
ま
す

か
ら
、
空
港
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
は
そ
の
あ
た
り

が
い
ま
い
ち
な
の
で
、
実
際
に
は
空
港
が
で
き
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

レ
オ
ポ
ル
ド
は
そ
う
い
う
か
な
り
新
し
い
考
え
方
を
提
起
し
ま
し
た
。

†
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
―
―deep ecology

　

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
哲
学
者
、
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
も
新
し
い
自
然
観
を
広

め
た
人
で
す
。「deep ecology

（
深
い
エ
コ
ロ
ジ
ー
）」
は
一
九
七
三

年
に
ネ
ス
が
発
表
し
た
宣
言
文
の
中
に
出
て
く
る
考
え
方
な
の
で
す

が
、今
日
、こ
の
考
え
方
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
政
治
的
勢
力
に
な
っ

て
い
る
「
緑
の
党
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。「
緑
の
党
」

は
環
境
政
策
を
メ
ー
ン
と
す
る
政
党
で
、
ド
イ
ツ
で
は
も
は
や
弱
小

政
党
で
は
な
く
、
連
邦
政
府
の
政
権
に
入
り
、
外
務
大
臣
を
出
し
て

い
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
あ
る
州
で
は
第
一
党
で
、
そ

の
州
の
政
策
を
決
定
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
や
イ
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タ
リ
ア
に
も
同
様
の
環
境
政
党
が
あ
り
ま
す
の
で
、deep ecology

は
単
な
る
思
想
哲
学
で
は
な
く
、
現
実
的
な
政
治
的
勢
力
の
形
成
に

も
影
響
力
を
与
え
て
き
ま
し
た
。

†
生
命
中
心
思
想
の
先
駆
者
―
―
ア
ル
バ
ー
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
ー

　

も
っ
と
根
本
的
な
考
え
方
か
ら
言
い
ま
す
と
、
二
〇
世
紀
後
半
に

出
て
き
た
生
命
中
心
の
価
値
観
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ

ア
ー
が
二
〇
世
紀
初
め
に
「
生
へ
の
畏
敬
」
の
倫
理
と
い
う
発
想
を

し
て
以
降
、
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
す
か
ら
、
ご
く
最
近
に
な
っ
て
生

命
中
心
の
自
然
観
が
立
ち
現
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
思
想
家
・
実
践
家
　南
方
熊
楠

†
南
方
熊
楠
の
人
と
な
り

　

南
方
熊
楠
は
多
方
面
で
活
躍
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
単
な
る
自
然
保

護
活
動
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、
南
方
熊
楠
の
全
貌
を
語
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
神
社
合
祀
反
対
活
動
が
自
然
保
護
活
動
に
つ
な
が
る

と
こ
ろ
な
の
で
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
彼
は
神
社
の
森
を
守
る
活
動
を
し

た
の
か
、
そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
簡

単
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

熊
楠
は
ユ
ニ
ー
ク
な
人
で
い
ろ
い
ろ
な
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
小
さ
い
と
き
か
ら
記

憶
力
抜
群
で
、
い
ろ
い
ろ
な
言

葉
を
読
み
書
き
で
き
た
そ
う

で
す
。
小
学
校
高
学
年
、
一
〇

～
一
一
歳
の
こ
ろ
に
は
友
達

の
家
の
書
斎
に
あ
る
江
戸
時

代
の
植
物
図
鑑
「
和
漢
三
才
図

会
」
を
読
ん
で
覚
え
、
家
に

帰
っ
て
か
ら
記
憶
だ
け
で
そ

れ
を
紙
に
写
し
た
と
い
う
逸

話
が
あ
り
ま
し
て
、
現
在
も
実

物
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
４
）。
よ
ほ
ど
記
憶
力
が
良
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
私
も
見
ま
し
た
が
、
鳥
や
獣
の
挿
絵
も
全
部
、
本
当
に
細

か
い
と
こ
ろ
ま
で
正
確
に
書
き
取
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
地
元
の

旧
制
和
歌
山
中
学
校
を
出
て
上
京
し
、
現
在
の
東
京
大
学
の
予
備
門

と
い
う
と
こ
ろ
に
入
学
す
る
の
で
す
が
、
学
問
は
好
き
だ
け
れ
ど
も

勉
強
は
嫌
い
な
人
で
す
の
で
落
第
し
ま
す
。
結
局
、
上
の
帝
国
大
学

に
は
進
め
ず
、
故
郷
の
和
歌
山
に
帰
っ
た
の
で
す
が
、
家
が
お
金
持

ち
だ
っ
た
の
で
、
両
親
が
お
金
を
出
し
て
く
れ
て
、
そ
の
後
、
ア
メ

リ
カ
に
遊
学
し
て
い
ま
す
。

　

熊
楠
が
東
京
帝
国
大
学
予
備
門
に
入
学
し
た
と
き
の
同
窓
生
に
は
、 図4　少年時代の南方熊楠
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有
名
な
夏
目
漱
石
、
正
岡
子
規
な
ど
が
い
ま
す
。
一
八
六
七
年
、
つ

ま
り
明
治
維
新
の
年
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
み
ん
な
同
じ
年
で

す
。†

熊
楠
の
原
点
・
粘
菌
に
み
る
生
命
の
不
思
議

　

熊
楠
は
神
社
合
祀
反
対
と
い
う
活
動
を
通
し
て
自
然
を
守
ろ
う

と
し
た
わ
け
で
す
が
、
な
ぜ
そ
う
い
う
活
動
を
し
た
の
で
し
ょ
う

か
。
実
は
、
こ
の
人
は
粘
菌
と
い
う
非
常
に
原
始
的
な
生
物
を
た
く

さ
ん
集
め
て
分
類
し
て
い
て
、
本
人
に
よ
る
と
新
種
も
含
め
て
約

五
〇
〇
〇
種
集
め
た
そ
う
で
す
。

　

粘
菌
は
、
植
物
を
枯
ら
す
バ
ク
テ
リ
ア
を
食
べ
る
の
で
、
枯
れ
た

葉
や
枝
に
付
き
ま
す
（
図
５
）。
ど
の
よ
う
な
一
生
を
送
る
か
と
い
う

と
、
綿
帽
子
が
上
に
載
っ

て
い
る
よ
う
な
「
子
実

体
」
と
い
う
形
態
が
一
番

目
立
っ
て
い
て
、
何
ミ
リ

と
い
う
世
界
な
の
で
よ
ほ

ど
目
を
凝
ら
さ
な
い
と
見

え
ま
せ
ん
が
、
一
応
肉
眼

で
も
見
え
ま
す
。
そ
し
て
、

上
の
と
こ
ろ
が
割
れ
て
、

粘
り
気
の
あ
る
液
体
が
出
ま
す
。
そ
れ
が
乾
燥
す
る
と
、
胞
子
が
風

で
飛
ば
さ
れ
て
、
ど
こ
か
の
森
や
林
に
落
ち
て
、
枯
れ
た
枝
や
木
に

付
き
ま
す
。

　

こ
の
粘
菌
は
、
植
物
と
も
動
物
と
も
言
い
難
い
よ
う
な
生
物
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ア
メ
ー
バ
の
よ
う
に
動
き
回
っ
て
、
バ
ク
テ
リ

ア
を
食
べ
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
子
孫
を
残
す
た
め
に
集
ま
っ
て

き
て
、
子
実
体
に
な
っ
て
、
ま
た
胞
子
を
出
す
と
い
う
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
を
、
ず
っ
と
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
雄
と
雌
の
区
別
も
あ
り
ま

せ
ん
。
生
と
死
の
境
目
が
ど
こ
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

南
方
熊
楠
は
、
そ
う
い
う
非
常
に
単
純
な
生
命
現
象
の
研
究
を
自

分
の
学
問
と
し
ま
し
た
。
お
金
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
面
白
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
彼
は
粘
菌
を
求
め
て
山
の
中
に
入
っ
て

い
っ
た
り
、
自
分
の
屋
敷
に
あ
る
柿
の
木
か
ら
新
種
の
粘
菌
を
採
取

し
た
り
し
ま
し
た
が
、
人
が
踏
み
入
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
貴
重
な
粘

菌
は
い
ま
せ
ん
。
じ
め
じ
め
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
、
神

社
の
境
内
は
粘
菌
の
格
好
の
生
息
場
所
で
す
。
昔
は
、
境
内
の
森
林

で
木
を
切
っ
た
り
木
の
実
を
取
っ
た
り
す
る
と
神
罰
が
当
た
る
と
い

わ
れ
て
い
た
の
で
、
あ
ま
り
人
が
入
り
込
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う

い
う
神
社
の
境
内
林
は
、
熊
楠
に
と
っ
て
大
切
な
粘
菌
の
生
息
環
境

な
の
で
す
が
、
そ
こ
に
神
社
合
祀
と
い
う
政
策
が
出
て
き
た
の
で
、

自
分
の
研
究
上
、
大
打
撃
に
な
る
と
考
え
ま
し
た
。

図5　粘菌の生活環（ライフサイクル）
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そ
う
言
う
と
、
か
な
り
自
己
中
心
主
義
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
、
人
間

と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
動
き
ま
せ
ん
。
熊
楠
は
学
問
研
究
の
原
点

で
あ
る
粘
菌
の
危
機
を
ま
さ
に
自
分
の
こ
と
と
し
て
と
ら
え
た
わ
け

で
、
神
社
合
祀
と
い
う
政
策
に
反
対
し
て
神
社
や
緑
の
森
を
守
る
活

動
を
し
た
の
も
、
そ
の
根
本
に
は
粘
菌
と
い
う
生
命
の
不
思
議
の
探

求
が
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

実
際
に
、彼
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
生

命
の
大
不
思
議
」
を
追
求
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
二
八
歳
ぐ
ら
い
の

と
き
に
は
幼
稚
園
児
が
描
い
た
よ
う
な
図
を
描
い
て
、「
こ
れ
が
ま

さ
に
宇
宙
の
森
羅
万
象
を
表
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が

（
71
ペ
ー
ジ
図
８
参
照
）、
そ
の
説
明
文
に
は
、
何
か
一
個
で
い
い
か

ら
突
き
詰
め
て
研
究
し
て
い
く
と
、
自
然
の
法
則
が
う
っ
す
ら
分
か

る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
宇
宙
の
法
則
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
、
彼

の
場
合
は
粘
菌
が
研
究
対
象
で
す
が
、
何
で
も
い
い
の
で
突
き
詰
め

る
こ
と
が
大
事
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
あ
る
人
は
、
こ
れ
を
「
南

方
曼
荼
羅
」と
呼
び
ま
し
た
。確
か
に
密
教
の
お
寺
に
あ
る
曼
荼
羅
は
、

大
日
如
来
が
真
ん
中
に
い
て
、
そ
の
周
辺
に
い
ろ
い
ろ
な
仏
が
描
か

れ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
宇
宙
を
表
し
て
い
ま
す
。
彼
は
こ
れ
で
宇

宙
が
分
か
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
熊
楠
が
描
い
た

絵
も
曼
荼
羅
で
す
。

†
神
社
合
祀
令

　

熊
野
地
方
に
は
非
常
に
深
い
森
が
あ
り
ま
す
。
村
と
い
っ
て
も
、

隣
の
字あ
ざ

ま
で
行
く
の
に
ず
い
ぶ
ん
か
か
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
に
神
社
合
祀
令
が
出
さ
れ
て
、
か
な
り

強
制
的
に
神
社
の
数
を
減
ら
せ
と
言
わ
れ
、
一
町
村
一
社
と
数
が
制

限
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
社
あ
る
村
は
一
社
に
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
住
民
に
と
っ
て
み
る
と
、
こ
ん
な
に
ひ
ど
い
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

日
本
の
神
社
の
成
り
立
ち
を
考
え
て
み
る
と
、
明
治
の
こ
ろ
の
村

は
相
当
面
積
が
広
い
の
で
、
行
政
区
画
を
細
か
く
す
る
た
め
に
幾
つ

か
の
大
字
に
区
切
り
、さ
ら
に
字
に
区
切
っ
て
い
ま
し
た
。で
す
か
ら
、

○
○
村
大
字
○
○
字
○
○
と
い
う
番
地
に
な
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ

ん
字
の
中
で
さ
ら
に
集
落
で
細
分
化
さ
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、
字
を
最
小
の
集
落
単
位
と
考
え
る
と
、
一
つ
の
村
に
二
〇
ぐ
ら

い
あ
る
の
が
普
通
で
し
た
。
そ
の
字
に
い
つ
の
こ
ろ
か
分
か
ら
な
い

ぐ
ら
い
昔
か
ら
住
み
始
め
た
の
で
す
が
、
最
初
は
同
族
が
住
む
わ
け

で
、
自
分
た
ち
の
氏
神
さ
ま
を
そ
の
土
地
に
祀
っ
て
字
ご
と
に
神
社

が
建
て
ら
れ
る
の
で
、
神
社
が
二
〇
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
強
制
的
に
合
併
し
て
、
だ
い
た
い
の
場
合
は
村
役
場
近
く

の
神
社
だ
け
を
残
し
て
一
九
社
は
廃
止
せ
よ
と
い
う
の
が
い
わ
ゆ
る

神
社
合
祀
令
で
す
。
明
治
の
終
わ
り
で
す
か
ら
、ま
だ
過
疎
に
は
な
っ
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て
い
ま
せ
ん
。
確
か
に
一
〇
軒
ほ
ど
し
か
な
い
小
さ
い
部
落
も
あ
り

ま
す
が
、
農
林
業
を
営
ん
で
、
貧
し
い
と
は
い
え
神
社
を
中
心
に
生

活
し
て
い
ま
し
た
。
む
し
ろ
神
社
を
唯
一
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い

る
住
民
に
、
祀
っ
て
い
る
神
様
を
移
せ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

神
様
は
目
に
見
え
な
い
の
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
集
め
る
こ
と
は

で
き
ま
す
。
こ
ち
ら
の
神
様
も
あ
ち
ら
の
神
様
も
一
つ
の
神
社
に
集

め
て
き
て
、
良
心
的
な
と
こ
ろ
は
小
さ
な
祠
を
作
っ
て
お
祀
り
す
る

け
れ
ど
も
、
ぞ
ん
ざ
い
な
と
こ
ろ
は
紙
だ
け
貼
っ
て
本
殿
に
す
る
と

い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
一
方
、
廃
止
さ
れ
た
神
社
は
ど
う
な

る
か
と
い
う
と
、
建
物
か
ら
境
内
に
生
え
て
い
る
松
や
樫
の
木
ま
で

全
部
切
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
丸
裸
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
当
然
、

粘
菌
も
生
息
で
き
ま
せ
ん
。
文
化
財
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
で
し
ょ
う
が
、

ど
ん
な
小
さ
な
神
社
と
は
い
え
数
百
年
の
歴
史
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、

昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
古
文
書
は
あ
る
わ
け
で
、
貴
重
な
歴
史
文
献

も
こ
の
と
き
に
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

†
神
社
の
減
少

　

た
だ
し
、県
に
よ
っ
て
、減
少
し
た
神
社
の
数
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

和
歌
山
県
は
隣
の
三
重
県
に
次
い
で
神
社
が
廃
止
さ
れ
た
数
が
多
く
、

約
五
〇
〇
〇
社
あ
っ
た
神
社
が
一
〇
〇
〇
社
ぐ
ら
い
し
か
残
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
熊
楠
は
「
七
分
の
一
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
書
い
て

い
ま
す
か
ら
、
わ
ず
か
五
年
の
間
に
四
〇
〇
〇
社
が
な
く
な
っ
た
の

で
す
。

　

神
社
合
祀
令
が
出
さ
れ
る
前
は
、
日
本
全
国
で
一
九
万
社
の
神
社

が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
に
法
律

が
出
さ
れ
て
か
ら
、
一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
か
一
九
一
四
年
（
大

正
三
）
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
約
一
〇
年
弱
の
間
に
、
七
万
社
が
廃

止
に
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
は
、
都
市
化
に
よ
る
自
然
減
が
あ
り
な

が
ら
、
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
）
ま
で
は
一
二
万
社
と
い
う
状
態

が
続
き
、
そ
の
後
、
ま
す
ま
す
大
き
な
都
市
化
が
あ
っ
て
過
疎
化
が

広
が
り
、
現
在
は
大
小
併
せ
て
九
万
社
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
減
っ
た
の
は
、
や
は
り
法
律
に
よ
っ
て
強
制
的
に
、
わ
ず

か
数
年
の
間
に
減
ら
さ
れ
た
こ
と
が
一
番
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
静

岡
県
は
幸
い
な
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
影
響
が
な
か
っ
た
の
で
、
神
社
の

数
は
そ
れ
ほ
ど
減
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
和
歌
山
県
と
三
重
県
で
は
か

な
り
減
っ
て
い
ま
す
。

†
神
社
合
祀
令
の
影
響

　

た
だ
、
実
は
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
し
た
。
広
い
境
内
林
、
つ
ま
り

一
山
が
神
社
の
所
有
な
の
で
、
そ
こ
の
木
を
切
っ
て
薪
と
し
て
売
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
明
治
の
終
わ
り
で
す
か
ら
石
炭
・
石
油
は

ま
だ
燃
料
と
し
て
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ご
飯
を
炊
く
に
し
て
も
お
風
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呂
を
沸
か
す
に
し
て
も
主
な
燃
料
は
薪
で
し
た
の
で
、
大
阪
あ
た
り

の
薪
問
屋
が
切
っ
た
木
を
買
い
取
っ
て
、
何
千
円
と
い
う
収
益
が
上

が
り
ま
す
。
そ
の
収
益
は
全
部
、
合
祀
先
の
神
社
に
あ
げ
な
く
て
は

い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
神
社
が
残
っ
た
部
落
は
い
い
け
れ
ど
、
廃
止
さ
れ

た
と
こ
ろ
は
当
然
怒
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
合
祀
し
た
先
の
神
社
と

元
の
集
落
の
氏
子
た
ち
と
の
間
で
、
祭
り
の
お
金
を
出
せ
、
出
さ
な

い
と
い
っ
た
こ
と
で
争
い
が
頻
発
し
ま
し
た
。
神
社
が
な
く
な
り
、

自
分
た
ち
の
神
様
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
お
祭
り
が
で
き

ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
無
形
文
化
財
と
し
て
ず
っ
と
継
承
さ
れ
て

き
た
お
祭
り
が
、
こ
の
時
期
に
一
挙
に
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

†
神
社
合
祀
令
の
内
容

　

一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
に
出
さ
れ
た
法
律
は
、
た
っ
た
三
行
、

「
神
社
寺
院
仏
堂
ノ
合
併
ニ
因
リ
不
用
ニ
帰
シ
タ
ル
境
内
官
有
地
ハ
官

有
財
産
管
理
上
必
要
ノ
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
内
務
大
臣
ニ
於
テ
之
ヲ
其

ノ
合
併
シ
タ
ル
神
社
寺
院
仏
堂
ニ
譲
与
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
も

の
で
し
た
。

　
「
譲
与
」
と
は
無
償
で
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
つ
ま
り
は
、
廃

止
し
た
神
社
の
木
を
切
っ
た
お
金
、
五
〇
〇
〇
円
は
、
合
祀
先
の
神

社
に
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
あ
ち
こ
ち

か
ら
一
〇
万
円
ぐ
ら
い
の
お
金
が
集
ま
り
ま
す
。
そ
れ
を
基
金
に
し

て
、
利
子
で
神
主
の
給
料
を
出
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

神
主
は
自
分
た
ち
の
経
済
基
盤
が
強
固
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ

の
政
策
に
賛
成
し
て
い
ま
す
。
地
方
自
治
体
も
賛
成
し
て
い
て
、
こ

れ
は
神
社
が
一
つ
だ
け
な
ら
村
の
お
金
で
お
祭
り
の
経
費
が
出
せ
る
、

二
〇
個
も
あ
る
と
出
せ
な
い
と
い
う
思
惑
で
す
。

　

誰
が
考
え
た
の
か
、
明
治
の
終
わ
り
の
こ
の
政
策
は
一
石
三
鳥
を

狙
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
地
域
の
実
情
や
地
域
の
人
た
ち
の
気
持
ち

を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
、
強
制
的
に
や
っ
た
と
こ
ろ
が
問
題
で
し
た
。

基
本
財
産
五
〇
〇
〇
円
を
作
れ
ば
神
社
を
残
す
と
い
う
の
で
す
が
、

一
〇
軒
や
二
〇
軒
し
か
な
い
貧
し
い
村
で
は
無
理
な
の
で
、
泣
く
泣

く
氏
神
さ
ま
を
よ
そ
の
神
社
に
合
祀
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
情
で

す
か
ら
、
非
常
に
不
満
が
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
今
の
よ
う
に

住
民
運
動
が
で
き
る
よ
う
な
時
代
で
は
な
く
、
お
上
が
言
う
こ
と
に

は
逆
ら
え
な
い
と
い
う
感
じ
で
し
た
。

†
熊
楠
の
「
神
社
合
祀
反
対
意
見
」

　

熊
楠
が
神
社
合
祀
反
対
活
動
を
し
た
の
は
、彼
が
特
別
信
仰
深
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
粘
菌
の
生
息
環
境
を
守
る
こ
と
が
第
一

の
理
由
で
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
九
項
目
に
わ
た
っ
て
政
策
が
間

違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
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神
社
合
祀
反
対
意
見
の
最
初
に
、
合
祀
に
よ
っ
て
敬
神
思
想
が
高

ま
っ
て
は
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま
す
。狐
や
天
狗
や
生
霊
を
祀
っ

て
い
る
よ
う
な
神
社
は
、
諸
外
国
か
ら
は
迷
信
だ
と
言
わ
れ
て
し
ま

う
の
で
、
そ
う
い
う
神
社
は
な
く
し
て
氏
素
性
の
立
派
な
神
社
だ
け

残
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
政
府
の
言
い
分
で
、
神
社
を
整
理
す
る

の
は
敬
神
思
想
を
高
め
る
た
め
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ

は
事
実
に
反
す
る
と
、
最
初
に
彼
は
反
論
し
て
い
ま
す
。

　

氏
神
さ
ま
を
お
参
り
す
る
た
め
に
は
、
役
場
の
あ
る
と
こ
ろ
ま
で

谷
越
え
山
越
え
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、お
参
り
し
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
お
祭
り
の
と
き
の
お
金
は
納
め
な
い
し
、
遠
い
と
こ

ろ
で
お
祀
り
す
る
な
ら
、近
い
と
こ
ろ
に
新
し
く
天
狗
や
生
霊
を
祀
っ

て
祠
を
造
り
、
そ
こ
で
お
参
り
し
て
お
こ
う
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
は

神
社
合
祀
の
直
接
の
影
響
で
は
な
い
の
で
す
が
、
新
し
く
成
立
し
た

新
興
宗
教
に
入
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

国
が
言
う
よ
う
な
効
果
は
上
が
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

合
祀
に
よ
っ
て
、
村
民
の
融
和
が
妨
げ
ら
れ
た
と
も
言
っ
て
い
ま

す
。
特
に
漁
師
は
命
懸
け
の
営
業
な
の
で
、
何
か
縁
起
が
悪
い
こ
と

が
あ
れ
ば
、
災
い
を
取
り
除
く
た
め
に
氏
神
さ
ま
に
お
参
り
を
し
た

り
、
大
漁
で
あ
れ
ば
感
謝
し
た
り
、
非
常
に
信
仰
心
が
篤
い
の
で
す
。

そ
の
漁
師
の
神
様
、
え
び
す
さ
ん
が
移
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
で
、
合
祀
先
の
住
民
と
け
ん
か
に
な
っ
て
、
警
察
ざ
た
、
刃
傷
ざ

た
が
起
こ
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
薪
を
売
っ
た
何
千
円
と
い
う
お

金
を
、
神
主
や
有
力
者
ら
が
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
と
い
う
話

が
結
構
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
神
社
は
憩
い
の
場
で
あ
り
、
社
交
の
場
で
す
。
神
社
の
神

殿
の
前
に
は
お
祭
り
が
で
き
る
よ
う
に
広
場
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
集

ま
っ
て
き
て
は
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
っ
た
り
、
子
ど
も
が
チ
ャ
ン
バ
ラ
ご
っ
こ
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、子
ど
も
た
ち
が
畑
で
チ
ャ

ン
バ
ラ
ご
っ
こ
を
し
、
畑
を
荒
ら
さ
れ
た
人
が
首
根
っ
こ
を
捕
ま
え

て
、親
に「
お
ま
え
の
と
こ
ろ
の
子
は
何
だ
」と
言
っ
て
争
い
が
起
こ
っ

た
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
お
祭
り
は
地
域
経
済
に
と
っ
て
は
決
し
て
小
さ
く
な

い
営
業
活
動
で
す
。
い
く
ら
春
と
秋
だ
け
と
い
っ
て
も
、
三
日
間
ぐ

ら
い
は
お
祭
り
を
し
ま
す
か
ら
、
今
年
は
久
し
ぶ
り
に
晴
れ
着
を
作

り
ま
し
ょ
う
、
ご
ち
そ
う
を
食
べ
ま
し
ょ
う
、
旗
や
の
ぼ
り
を
作
り

ま
し
ょ
う
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
で
営
業
す
る
よ
う
な
人
が
地

元
に
は
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
神
社
が
な
く
な
り
、
お
祭
り
が
行
わ

れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
だ
か
ら

合
祀
は
地
域
の
経
済
活
動
を
そ
ぐ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
県
民
性
な
の
で
す
が
、
和
歌
山
あ
た
り
の
人

は
、
前
に
海
が
広
が
っ
て
い
ま
す
の
で
進
取
の
気
風
が
あ
っ
て
、
県
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外
へ
出
て
い
っ
て
い
ろ
い
ろ
出
世
を
す
る
人
も
出
て
き
ま
す
。
例
え

ば
、
和
歌
山
だ
と
大
阪
が
一
番
近
く
の
大
都
市
で
す
か
ら
、
そ
こ
へ

小
さ
い
と
き
か
ら
で
っ
ち
奉
公
に
行
っ
て
、
立
派
に
な
る
と
、
お
祭

り
の
と
き
な
ど
に
、
故
郷
の
神
様
に
か
な
り
多
額
の
寄
付
を
す
る
人

が
ど
の
村
に
も
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
神
社
が
な
く
な
る
と
、
寄

付
を
し
た
く
て
も
そ
の
対
象
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
愛
郷
心
、
愛

国
心
が
失
わ
れ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
文
化
財
が
失
わ
れ
る
、
今
日
で
言
う
自
然
が
減
少
し
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
い
て
、
だ
い
た
い
八
項
目
に
わ
た
っ

て
合
祀
政
策
は
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
を
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
合

祀
反
対
論
で
、
熊
楠
は
何
種
類
も
こ
れ
を
書
い
て
い
ま
す
。
東
京
で

出
て
い
る
一
流
紙
に
載
せ
た
も
の
が
一
番
有
名
で
す
が
、
地
元
の
新

聞
に
も
掲
載
し
ま
し
た
。

　

熊
楠
が
神
社
合
祀
反
対
を
主
張
し
始
め
た
の
は
一
九
〇
九
年
（
明

治
四
二
）
で
、
法
律
そ
の
も
の
は
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
に
発

布
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
三
年
ほ
ど
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
最

初
の
う
ち
は
静
観
し
て
い
た
の
で
す
が
、
お
上
の
強
制
的
・
画
一
的

な
や
り
方
に
業
を
煮
や
し
て
反
対
し
た
の
が
実
情
の
よ
う
で
す
。

　

今
日
的
な
観
点
か
ら
、
こ
の
人
は
ど
こ
が
ユ
ニ
ー
ク
か
と
い
う
と
、

外
国
に
長
く
い
た
の
で
、
英
語
で
も
ド
イ
ツ
語
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
で

も
、
言
葉
は
自
由
に
で
き
ま
す
し
、
非
常
に
学
識
も
深
く
、
当
時
日

本
人
と
し
て
は
読
ん
だ
こ
と
も
見
た
こ
と
も
な
い
、
イ
ギ
リ
ス
の
大

英
博
物
館
に
蔵
書
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
文
献
を
読
み
、
た
く
さ
ん
の

ノ
ー
ト
に
抜
き
書
き
し
て
日
本
に
持
っ
て
帰
り
、
そ
の
お
宝
を
元
に
、

民
俗
学
の
分
野
で
い
ろ
い
ろ
な
文
章
を
書
き
ま
し
た
。
柳
田
国
男
は

ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
彼
の
名
前
を
知
っ
て
、
ぜ
ひ
教
え
て
い
た
だ
き

た
い
と
手
紙
を
出
し
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
神
社
合
祀
反
対
活
動
を
し
て

い
た
時
期
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
答
え
て
熊
楠
も
、
柳
田
に
何
と
か

協
力
し
て
ほ
し
い
と
頼
み
、
柳
田
も
、
忙
し
い
人
だ
っ
た
の
で
す
が
、

き
ち
ん
と
そ
れ
な
り
に
協
力
し
て
い
ま
す
。

　

結
局
、
彼
は
亡
く
な
る
ま
で
ど
こ
に
も
就
職
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
幸
い
な
こ
と
に
家
が
多
少
お
金
持
ち
だ
っ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら

の
援
助
を
受
け
て
、
必
ず
現
場
に
行
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
か
の
神
社

が
廃
止
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
聞
く
と
、
そ
こ
へ
行
っ
て
現
場
を

見
た
り
、
自
分
が
行
け
な
く
て
も
写
真
を
送
ら
せ
た
り
し
て
、
少
し

で
も
守
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
成
功
し
た
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、駄
目
だ
っ

た
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
成
功
し
た
例
が
、
冒
頭
に

申
し
上
げ
た
引
作
神
社
の
大
楠
で
す
。

†
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
の
先
駆
者

　

一
〇
〇
年
前
に
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
発
想
に
立
っ
て
、
粘
菌
や

木
を
含
め
た
森
林
の
命
を
守
ろ
う
と
し
た
南
方
熊
楠
の
活
動
は
、
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一
〇
〇
年
後
の
今
日
、
も
う
一
度
見
直
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

次
の
文
章
は
、
彼
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
言
及
し
た
実
際
の
文
章
で
す
。

柳
田
国
男
宛
て
の
書
簡
で
、
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）
八
月
の
文

章
で
す
。

（
神
島
は
）
実
に
奇
特
希
有
の
も
の
多
く
、
昨
今
各
国
競
う
て
研

究
発
表
す
る
植
物
棲
態
学ecology

を
、
熊
野
で
見
る
べ
き
非
常

の
好
模
範
島
な
る
に

　

ま
た
、
同
じ
く
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）
年
に
は
、
和
歌
山
県

知
事
宛
て
の
書
簡
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

千
百
年
来
斧
斤
を
入
れ
ざ
り
し
神
林
は
、
諸
草
木
相
互
の
関
係

は
な
は
だ
密
接
錯
雑
致
し
、
近
ご
ろ
は
エ
コ
ロ
ギ
ー
と
申
し
、

こ
の
相
互
の
関
係
を
研
究
す
る
特
種
専
門
の
学
問
さ
え
出
で
来

た
り
お
る
こ
と
に
御
座
候
。

　

こ
こ
で
、
六
三
歳
、
死
ぬ
一
〇
年
ぐ
ら
い
前
の
熊
楠
の
写
真
を
ご

覧
く
だ
さ
い
（
図
６
）。
非
常
に
有
名
な
写
真
な
の
で
あ
ち
こ
ち
で
出

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
熊
楠
が
住
ん
で

い
た
家
は
、
あ
た
か
も
熊

楠
が
そ
こ
で
今
勉
強
し
て

い
る
よ
う
な
形
で
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

田
辺
市
郊
外
の
お
寺
に

熊
楠
の
お
墓
が
あ
り
ま
す

（
図
７
）。
そ
ん
な
に
立
派

な
お
墓
で
は
な
く
、
ご
く

普
通
で
す
が
、
こ
の
お
墓

か
ら
田
辺
湾
の
神
島
が
見

え
ま
す
。

　

今
は
、
彼
の
家
の
横
に

南
方
熊
楠
顕
彰
館
と
い
う

建
物
が
で
き
て
い
て
、
紀

伊
田
辺
は
そ
れ
ほ
ど
交
通

の
便
が
い
い
と
こ
ろ
で
は

な
い
の
で
、
ぼ
つ
ぼ
つ
と

見
学
者
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
温
泉
街
で
有
名
な
隣
の
白
浜
に

は
南
方
熊
楠
記
念
館
が
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
、
熊
楠
が
宇
宙
の
全
体
を
表
し
た 図6　晩年（63歳）の熊楠図7　熊楠の墓
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と
い
う
「
南
方
曼
荼
羅
」
と
呼

ば
れ
る
絵
を
ご
覧
く
だ
さ
い

（
図
８
）。
一
つ
の
テ
ー
マ
を
ど

ん
ど
ん
追
求
し
て
い
く
と
、
最

終
的
に
は
森
羅
万
象
が
分
か
る

自
然
法
則
に
到
達
で
き
る
と
説

明
し
て
い
ま
す
。
彼
に
と
っ
て

の
自
然
法
則
、
森
羅
万
象
の
法

則
は
、別
の
言
葉
で
言
う
と
「
生

命
の
大
不
思
議
」
で
す
。
こ
の

「
生
命
の
大
不
思
議
」
を
自
然
科
学
で
は
十
分
に
は
解
け
な
い
、
最
も

よ
く
解
け
る
の
は
大
乗
仏
教
だ
と
書
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
仏
教
と

科
学
は
対
立
し
な
く
て
も
い
い
、
科
学
は
仏
教
よ
り
も
少
し
下
だ
け

れ
ど
も
、
宇
宙
の
森
羅
万
象
を
解
き
明
か
す
一
つ
の
手
段
に
な
る
、

だ
か
ら
仏
教
徒
は
も
っ
と
自
然
科
学
を
勉
強
し
ろ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

質
疑
応
答

質
問
―
―
資
料
に
は
町
村
合
併
の
反
対
運
動
も
し
た
と
書
い
て
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
、
神
社
の
合
併
と
絡
め
て
の
反
対
で
す
か
。

芳
賀
―
―
実
は
、
明
治
の
終
わ
り
ご
ろ
に
、「
平
成
の
大
合
併
」
と

同
じ
よ
う
に
町
村
合
併
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
工
場
の
誘
致
も
あ

り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
熊
楠
が
四
四
歳
の
一
九
一
一
年
に
は
、
今
の

紀
勢
線
が
田
辺
の
隣
の
御
坊
町
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
し
か
来
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
当
然
、
鉄
道
の
誘
致
運
動
が
起
こ
り
ま
し
た
が
、
熊

楠
は
反
対
し
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
結
局
同
じ
こ
と
で
、
地

域
の
共
同
体
が
崩
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
工
場
誘
致

に
つ
い
て
は
当
然
、
自
然
が
破
壊
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

　

明
治
終
わ
り
に
政
府
が
町
村
合
併
を
進
め
た
の
は
、
強
固
な
行
政

的
統
一
体
を
作
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
日
露
戦
争
が
終
わ
っ
て
、

当
時
は
不
況
で
し
た
。
ま
た
、
東
北
地
方
で
は
飢
饉
が
あ
り
、
食
い

詰
め
た
人
が
都
会
に
流
れ
て
き
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
明
治
の
終

わ
り
こ
ろ
「
ル
ン
ペ
ン
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
と
い
う
言
葉
が
出

て
き
ま
し
た
。
石
川
啄
木
も
そ
の
一
人
で
す
が
、
政
府
は
そ
れ
を
引

き
締
め
る
た
め
に
、
天
皇
の
名
前
で
戊
申
詔
書
を
出
し
ま
し
た
。
要

す
る
に
、
華
美
に
流
れ
る
な
、
刹
那
主
義
的
な
考
え
方
を
取
る
な
、

親
に
孝
行
し
な
さ
い
、
つ
ま
り
昔
か
ら
の
封
建
道
徳
を
守
れ
と
い
う

内
容
の
訓
令
を
天
皇
の
名
前
で
出
し
た
の
で
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
引
き

締
め
を
し
な
い
と
国
家
が
も
た
な
い
事
態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
神
社
合
祀
政
策
と
一
緒
に
思
想
善
導
運
動
を
進
め
た
の
で
す

が
、
実
は
そ
れ
と
町
村
合
併
は
一
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。
シ
ン
ボ
ル

的
に
、
村
の
中
心
に
一
個
の
神
社
と
学
校
と
役
場
を
セ
ン
タ
ー
の
よ

図8　南方曼荼羅
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う
に
し
て
残
し
、そ
こ
を
中
心
に
し
て
思
想
善
導
運
動
を
広
げ
て
い
っ

た
の
で
す
。
そ
れ
が
報
徳
運
動
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
て
、
あ
れ

は
二
宮
尊
徳
を
う
ま
く
利
用
し
た
も
の
で
す
。

　

何
よ
り
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
そ
う
い
う
引
き
締
め
の

中
で
、
幸
徳
秋
水
の
大
逆
事
件
が
捏
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
同
じ
時
期
に
あ
っ
て
、
全
然
別
の
話
な
の
で
す
が
、
流
れ
と
し

て
は
一
体
で
す
。
和
歌
山
県
で
は
田
辺
の
隣
の
新
宮
と
い
う
町
に
、

大
逆
事
件
で
捕
ま
っ
た
人
が
六
人
も
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
死
刑
に

な
っ
た
大
石
誠
之
助
は
、
地
元
で
は
非
常
に
人
望
の
あ
る
人
で
、
熊

楠
と
も
や
り
と
り
を
し
て
い
た
の
で
、
大
逆
事
件
が
起
こ
っ
た
と
き

に
は
熊
楠
も
警
察
に
取
り
調
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
警
官
や

権
力
が
嫌
い
で
、講
習
会
場
で
偉
い
役
人
が
講
演
を
し
て
い
る
と
、「
何

だ
、
お
ま
え
」
と
言
っ
て
信
玄
袋
を
投
げ
つ
け
、
警
察
に
捕
ま
え
ら

れ
て
監
獄
に
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
情
熱
的
な
人
だ
っ
た
の

で
す
。

　

要
す
る
に
、
熊
楠
は
地
域
に
古
く
か
ら
あ
る
ま
と
ま
り
を
大
事
に

し
よ
う
と
考
え
て
、
も
ち
ろ
ん
自
然
の
保
護
も
大
事
で
す
が
、
先
ほ

ど
言
っ
た
「
地
域
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
観
点
で
、
神
社
合
祀
政

策
は
そ
う
い
う
も
の
も
破
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
か
ら
反
対
し
た

よ
う
で
す
。
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