
い
い
じ
ま
と
し
か
ず
：
地
歴
・
公
民
科
教
諭

5

が
可
能
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
が
身
近
に
あ
る
文
化
財
の
価
値
に
気
づ
き
、
親
し

み
を
抱
い
て
も
ら
う
モ
デ
ル
教
材
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
校
の
建
学
精
神
に
根
ざ

し
た
、
特
色
あ
る
「
日
本
文
化
理
解
教
育
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
嚆
矢
と
し
た
い
。

　

こ
の
映
像
教
材
は
、
平
成
二
八
年
度
か
ら
、「
歴
史
教
室
」（
一
年
生
の
希
望

者
を
対
象
に
し
た
二
泊
三
日
の
研
修
行
事
）
に
参
加
す
る
生
徒
た
ち
の
事
前
学

習
に
活
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
授
業
の
実
践
と
成
果
を
報
告
し

よ
う
。

　
　
　
　

二　

文
化
財
の
「
保
存
」
と
「
復
元
」
と
は
？

　

資
料
館
に
は
、
原
始
・
古
代
か
ら
お
よ
そ
近
世
ま
で
貴
重
な
文
化
財
が
多
く

収
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
か
ら
題
材
に

選
ん
だ
の
は
、
鶴
岡

八
幡
宮
に
伝
来
し
た

「
女
房
装
束
」
の
復
元

模
造
品
で
あ
っ
た
。

映
像
教
材
の
制
作
に

あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、

資
料
館
の
収
蔵
品
か

ら
何
を
学
ば
せ
る
べ

学

行
校

事
・
授
業

践
実

報
告

映
像
教
材
「
今
に
伝
わ
る
、
よ
み
が
え
る
─

鶴
岡
八
幡
宮
の
女
房
装
束
」

�
「
歴
史
教
室
」
事
前
学
習
と
し
て
の
活
用
と
成
果

飯
島
　
利
一

Toshikazu IIJIM
A

　
　
　
　

一　

は
じ
め
に

　

本
校
で
は
、
平
成
三
〇
年
の
開
校
七
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
日

本
文
化
史
資
料
館
（
以
下
、
資
料
館
）
の
映
像
教
材
を
制
作
し
た
。
本
校
の
資

料
館
は
「
学
校
博
物
館
」
と
い
う
枠
を
越
え
、
学
会
や
研
究
機
関
か
ら
も
注
目

さ
れ
る
貴
重
な
品
々
を
数
多
く
収
蔵
し
て
い
る
が
、
そ
の
価
値
を
生
徒
の
学
習

に
い
か
せ
て
い
な
い
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
校
の
財
産
を
も
っ
と
有
効
に

活
用
し
、
教
育
活
動
に
資
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
、「
今
に
伝
わ
る
、
よ
み

が
え
る　

鶴
岡
八
幡
宮
の
女
房
装
束
」
と
題
し
た
映
像
に
よ
る
教
材
化
を
企
画

し
た
。
ス
ト
ー
リ
ー
仕
立
て
の
展
開
と
分
か
り
や
す
い
ビ
ジ
ュ
ア
ル
効
果
を
実

現
す
る
に
は
、
予
想
以
上
に
多
く
の
苦
労
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
映
像
教
材
を
利

用
す
れ
ば
、
普
段
は
体
験
で
き
な
い
よ
う
な
授
業
を
何
度
で
も
再
現
す
る
こ
と

鶴岡八幡宮御神宝（復元模造品）
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き
か
を
話
し
合
い
、
最
初
に
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
と
し
て
、
文
化
財
の
保
存
と

復
元
の
重
要
性
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
女
房
装
束
が
経
て
き
た

歴
史
を
た
ず
ね
れ
ば
、
制
作
さ
れ
た
当
時
の
時
代
背
景
の
み
な
ら
ず
、
長
年
に

わ
た
り
、
こ
の
品
を
守
り
続
け
て
き
た
人
々
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
考
え

た
か
ら
で
あ
る
。

　

と
く
に
「
復
元
模
造
品
」
と
い
え
ば
、
単
な
る
コ
ピ
ー
品
や
ニ
セ
モ
ノ
に
す

ぎ
な
い
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
す
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
参
加
し
た
生
徒
の
一
人
は
「
と
て
も
き
れ
い
だ
っ
た
の
で

感
動
し
ま
し
た
が
、
複
製
と
知
っ
て
少
し
が
っ
か
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
明

日
、
本
物
が
見
ら
れ
る
の
か
!?　

と
て
も
楽
し
み
で
す
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
残

し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
の
が
、
本
教
材

の
ね
ら
い
で
あ
る
。

　

実
は
、
負
の
先
入
観
は
生
徒
だ
け
の
話
で
は
な
い
。
私
自
身
、
学
生
時
代
に

博
物
館
を
訪
れ
た
際
に
「
復
元
品
」
と
の
記
載
が
あ
れ
ば
、
一
瞥
し
て
通
り
過

ぎ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
が
大
学
で
歴
史
学
を
学
ぶ
う
ち
に
、
文
化
財
の
復
元

模
造
品
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
学
問
な
の
だ
と
知
っ
た
。
た
と
え
ば
、

古
代
の
銅
鐸
な
ど
を
、
現
在
の
鋳
物
師
と
研
究
者
が
共
同
で
再
現
を
試
み
な
が

ら
、
使
用
さ
れ
た
材
質
や
技
法
を
解
明
し
、
果
て
は
そ
こ
か
ら
古
代
の
人
々
や

物
資
の
交
流
ま
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
れ
は
「
実
験
考
古
学
」
と
し
て
一

分
野
を
確
立
し
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
現
在
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
技
法
を
調

査
・
研
究
し
、
忠
実
な
か
た
ち
で
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
は
、
先
人
の
こ
こ
ろ

を
知
り
、
ま
た
次
世
代
に
継
承
し
て
い
く
重
要
な
役
割
が
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
装
束
の
も
と
に
な
っ
た
原
品
は
、
現
在
、
東
京
国
立
博
物
館
に

保
管
さ
れ
て
お
り
、
現
存
最
古
の
女
房
装
束
と
し
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
鎌
倉
時
代
に
つ
く
ら
れ
七
〇
〇
年
以
上
の
時
を
経
た
装
束
は
劣
化
を
免
れ

ず
、
昭
和
三
〇
年
代
末
に
、
修
復
と
復
元
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
現
し
た
。

　

そ
の
際
、
本
校
の
副
校
長
だ
っ
た
鈴
木
敬
三
先
生
（
一
九
一
三
〜
一
九
九

二
）
が
こ
の
研
究
に
参
与
し
て
い
た
こ
と
で
、
貴
重
な
復
元
品
の
一
つ
が
資
料

館
に
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
復
元
に
あ
た
っ
た
の
は
、
い
わ

ゆ
る
「
人
間
国
宝
」
で
西
陣
織
の
第
一
人
者
で
あ
る
喜
多
川
平
朗
氏
（
一
八
九

八
〜
一
九
八
八
）。
喜
多
川
氏
は
、
装
束
の
実
物
を
丹
念
に
調
査
す
る
ば
か
り

で
は
な
く
、
神
社
仏
閣
を
自
ら
訪
ね
歩
く
と
い
う
徹
底
し
た
職
人
魂
の
持
ち
主

で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
努
力
が
実
り
、
鎌
倉
時
代
の
驚
く
べ
き
技
術
の
高
さ

を
世
に
知
ら
し
め
、
失
わ
れ
て
い
た
中
世
の
織
物
技
法
を
現
代
に
復
興
さ
せ

た
。

　

具
体
的
に
映
像
教
材
の
展
開
内
容
を
説
明
し
よ
う
。

（
１
）�

ま
ず
、
生
徒
た
ち
が
鶴
岡
八
幡
宮
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
い
、

装
束
の
由
緒
・
歴
史
背
景
に
つ
い
て
学
び
、「
こ
の
装
束
が
な
ぜ
、
ど
の

よ
う
に
現
代
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
」
に
つ
い
て
考
え
る
。

（
２
）�

つ
ぎ
に
東
京
国
立
博
物
館
を
訪
ね
て
、「
現
在
、
装
束
は
ど
の
よ
う
な
状

態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
？
」
さ
ら
に
「
復
元
模
造
品
を
つ
く
る
意

味
は
何
な
の
か
？
」
を
考
え
、
保
存
と
復
元
の
両
輪
が
重
要
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
る
。

（
３
）�
学
校
に
帰
っ
た
生
徒
た
ち
は
、
あ
ら
た
め
て
資
料
館
で
女
房
装
束
を
目

の
あ
た
り
に
し
、
さ
ら
に
サ
プ
ラ
イ
ズ
企
画
と
し
て
、
代
表
の
生
徒
一
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映像教材「今に伝わる、よみがえる─鶴岡八幡宮の女房装束」7

人
が
装
束
を
実
際
に
着
装
す
る
。
一
連
の
体
験
学
習
を
通
じ
て
、
考
え

た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

　
　
　
　

三　

授
業
展
開
の
な
が
れ

　

授
業
は
、
映
像
教
材
を
視
聴
さ
せ
な
が
ら
、
映
像
に
登
場
す
る
生
徒
た
ち
の

学
習
活
動
を
追
体
験
す
る
形
で
進
め
た
。
映
像
は
四
つ
の
チ
ャ
プ
タ
ー
に
分
か

れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
チ
ャ
プ
タ
ー
で
テ
ー
マ
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。

　

映
像
資
料
そ
の
も
の
は
二
十
三
分
間
だ
が
、
生
徒
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ど

の
作
業
の
時
間
を
と
り
、
あ
わ
せ
て
約
六
〇
分
間
で
お
こ
な
っ
た
。
担
当
教
員

が
映
像
中
の
出
題
場
面
で
一
時
停
止
し
な
が
ら
、
学
習
課
題
に
取
り
組
ま
せ

る
。
生
徒
た
ち
は
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
発
表
し
た
う

え
で
、
全
体
で
共
有
し
た
答
え
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。

１　

導
入　

　

ま
ず
、
映
像
教
材
を
視
聴
さ
せ
る
前
段
階
と
し
て
、
生
徒
に
は
こ
の
授
業
の

テ
ー
マ
に
対
す
る
興
味
や
関
心
を
引
き
出
し
た
い
。
そ
こ
で
、
教
科
書
等
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
国
宝
指
定
の
文
化
財
を
事
例
に
あ
げ
、
次
の
〈
テ
ー
マ
問
題
〉

に
取
り
組
ま
せ
た
。（
ア
）
〜
（
エ
）
の
事
例
に
つ
い
て
は
写
真
・
図
版
な
ど

を
用
意
し
た
。
名
称
を
知
ら
な
く
て
も
テ
レ
ビ
や
本
の
写
真
で
見
た
こ
と
が
あ

る
と
い
う
生
徒
が
多
か
っ
た
。

テ
ー
マ
問
題

　

次
の
資
料
は
い
ず
れ
も
「
国
宝
」
で
す
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
共
通
す
る
こ
と

で
、
下
の
○
○
に
入
る
語
句
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
（
ア
）　

法
隆
寺
五
重
塔

　
　
　
（
イ
）　

鶴
岡
八
幡
宮
蔵　

女
房
装
束

　
　
　
（
ウ
）　

徳
川
美
術
館
蔵　

源
氏
物
語
絵
巻

　
　
　
（
エ
）　

犬
山
城
天
守　
　
　
　
　
　

　
（
ア
）
～
（
エ
）
は
、
い
ず
れ
も
「
◯
◯
最
古
」
の
も
の
で
あ
る
。　

　

グ
ル
ー
プ
（
四
人
程
度
）
ご
と
に
話
し
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

記
入
さ
せ
て
か
ら
、
生
徒
数
人
を
指
名
し
て
答
え
さ
せ
た
。
○
○
に
入
る
語
句

と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は
「
現
存
（
最
古
）」
と
回
答
し
、
そ
の
意
味
も

調べ学習にとりくむ生徒たち
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理
解
し
て
い
た
よ
う
だ
。
な
か
に
は
、「
世
界
（
最
古
）」「
日
本
（
最
古
）」
の

回
答
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

◆�
教
師
の
説
明
「
○
○
に
入
る
語
句
は
、〈
現
存
〉
が
正
解
で
す
。（
ア
）
〜

（
エ
）
い
ず
れ
も
現
存
す
る
最
古
の
歴
史
遺
産
な
の
で
す
。〈
現
存
最
古
〉
と

は
、
現
在
ま
で
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
残
っ
た
文
化
財
の
な
か
で
、
最
も
古

い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
法
隆
寺
五
重
塔
が
現
存
す
る
世
界
最
古
の
木
造

建
築
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
貴
重

な
文
化
遺
産
が
、
長
い
歳
月
の
な
か
で
消
失
す
る
こ
と
な
く
、
今
に
伝
わ
っ

た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
長
い
年
月
の
な
か
で
は
、
戦
乱

に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
り
、
火
災
で
焼
失
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
伝
来
し

た
の
は
、
な
に
か
特
別
な
理
由
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今

日
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
み
ん
な
で
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
」。

◆
生
徒
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
次
の
点
を
補
足
し
た
。

　

�（
1
）
国
宝
と
は
、「
世
界
文
化
の
見
地
か
ら
価
値
の
高
い
も
の
で
、
た
ぐ
い

な
い
国
民
の
宝
た
る
も
の
」（
文
化
財
保
護
法
二
七
条
）
で
、
文
化
財
保
護

法
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
重
要
文
化
財
の
う
ち
、
と
く
に
国
（
文
部
科
学
大

臣
）
が
指
定
し
た
も
の
。
文
化
庁
に
よ
れ
ば
、「
文
化
財
は
、
我
が
国
の
長

い
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
、
は
ぐ
く
ま
れ
、
今
日
ま
で
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た

貴
重
な
国
民
的
財
産
」
で
、
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
い
て
重
要
な
も
の
を
国

宝
、
重
要
文
化
財
、
史
跡
等
と
し
て
登
録
し
て
い
る
。

　

�（
2
）
文
化
財
の
焼
失
の
事
例
と
し
て
有
名
な
も
の
に
、
昭
和
二
四
年
の
法

隆
寺
金
堂
の
火
災
に
よ
り
壁
画
が
焼
傷
し
た
例
が
あ
る
。
こ
れ
が
文
化
財
を

保
護
す
る
法
律
を
つ
く
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
文
化
財
保
護
法
は
、
文
化

財
の
保
存
と
活
用
、
さ
ら
に
国
民
の
文
化
的
な
生
活
の
向
上
を
目
的
と
し
て

制
定
さ
れ
た
。

２　

映
像
教
材
に
よ
る
授
業
展
開

◆�

教
師
の
説
明
「
今
回
の
授
業
は
、
本
校
で
制
作
し
た
映
像
資
料
を
使
っ
て
、

（
イ
）
鶴
岡
八
幡
宮
の
女
房
装
束
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。
女
房
装
束

と
は
俗
に
い
う
〈
十
二
単
〉
の
こ
と
で
す
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
や
「
か
ぐ

や
姫
」
な
ど
平
安
宮
廷
の
華
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
平
安
時
代
の
装
束
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
女
房
装
束
と
し
て
現
存

最
古
の
も
の
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
の

作
に
な
り
ま
す
。
さ
て
、
こ
の
女
房
装
束
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て

今
日
に
伝
わ
っ
た
の
か
、
資
料
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
」（
映
像
を
視
聴
さ
せ

る
）。

映
像
教
材
チ
ャ
プ
タ
ー
①　

内
容
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

①
鶴
岡
八
幡
宮　

現
存
最
古
の
女
房
装
束　

　

な
ぜ
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
に
伝
わ
っ
た
の
か
？　
　

②
生
徒
が
鶴
岡
八
幡
宮
へ
調
査
（
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
）
に
行
く

→
神
職
の
方
か
ら
「
八
幡
宮
で
ず
っ
と
大
切
に
保
存
さ
れ
て
き
た
」
と
聞
く

→
八
幡
宮
ゆ
か
り
の
特
別
な
女
性
の
た
め
に
作
ら
れ
た
装
束
に
違
い
な
い

→
い
っ
た
い
誰
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
の
か
？
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映像教材「今に伝わる、よみがえる─鶴岡八幡宮の女房装束」9

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◆�
教
師
の
説
明
「
た
し
か
に
特
別
な
人
物
の
装
束
だ
っ
た
の
な
ら
、
貴
重
な
も

の
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
問
題
１
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
下
の
〈
＊
推
理
す
る
手
が
か

り
〉
を
ヒ
ン
ト
に
、
歴
史
辞
典
や
人
名
事
典
な
ど
を
フ
ル
活
用
し
て
、
大
胆

に
、
発
想
豊
か
に
話
し
合
っ
て
推
測
し
て
み
ま
し
ょ
う
」。

問
題
１

　

�

鶴
岡
八
幡
宮
の
女
房
装
束
は
、
誰
の
た
め
に
つ
く
っ
た
の
か
？
（
歴
史
辞

典
・
人
名
事
典
な
ど
使
用
可
。）

＊
推
理
す
る
手
が
か
り

　

①�

女
房
装
束
と
は
公
家
女
子
の
服
装
の
ひ
と
つ
。
平
安
時
代
以
降
、
朝
廷
に

仕
え
る
な
ど
高
位
の
官
女
が
着
用
。
俗
に
「
十
二
単
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

②�

鶴
岡
八
幡
宮
は
、
神
奈
川
県
鎌
倉
市
に
あ
る
神
社
。
鎌
倉
幕
府
の
初
代
将

軍
源
頼
朝
ゆ
か
り
の
神
社
で
、
源
氏
お
よ
び
鎌
倉
武
士
の
守
り
神
と
し

て
、
武
士
の
尊
崇
を
集
め
た
。

　

③�

社
伝
で
は
、
こ
の
装
束
は
後
白
河
上
皇
あ
る
い
は
亀
山
上
皇
が
つ
く
ら
せ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
奉
納
さ
れ
て
か
ら
は
、
ず
っ
と
鶴
岡
八
幡
宮
に
保

存
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
授
業
は
「
歴
史
教
室
」
の
参
加
希
望
者
が
対
象
で
あ
る
た
め
、
も
と
も

と
歴
史
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
生
徒
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
自
分
の
知
識
を
互

い
に
出
し
合
い
、
活
発
な
議
論
に
な
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
思
い
つ
い
た
人

物
の
名
前
を
発
表
さ
せ
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
た
か
？　

そ
の
理
由
や
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
の
話
を
さ
せ
た
。
生
徒
の
回
答
に
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
と
深
い
関
係

が
あ
る
源
頼
朝
に
注
目
し
て
、
そ
の
妻
北
条
政
子
の
装
束
な
の
で
は
な
い
か
と

い
う
説
が
最
も
多
く
、
ほ
か
に
は
静
御
前
、
大
姫
（
頼
朝
の
娘
）
な
ど
の
女
性

の
名
が
挙
が
っ
た
。
ま
た
、
朝
廷
に
関
係
す
る
女
性
説
。
社
伝
に
注
目
し
て
、

後
白
河
・
亀
山
両
上
皇
の
「
侍
女
」、「
愛
し
た
女
性
」、
清
少
納
言
や
紫
式
部

な
ど
古
典
の
授
業
で
お
馴
染
み
の
名
前
も
登
場
し
た
。
ご
く
少
数
だ
が
、
天
照

大
神
な
ど
女
性
の
神
さ
ま
に
奉
納
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
鋭
い
意
見
も
あ

っ
た
。

◆�

教
師
の
説
明
「
い
ろ
ん
な
説
が
出
て
き
ま
し
た
ね
。
愛
す
る
女
性
の
た
め
に

つ
く
っ
た
と
い
う
説
は
ロ
マ
ン
を
か
き
た
て
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
映
像
で
正

解
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
」（
映
像
を
視
聴
さ
せ
る
）。

鶴岡八幡宮の権禰宜さまの解説
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映
像
教
材
チ
ャ
プ
タ
ー
② 

内
容
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

①
鶴
岡
八
幡
宮
の
女
房
装
束
の
由
緒　
　

�　

蒙
古
襲
来
の
脅
威
に
対
し
て
、
社
寺
が
行
っ
た
「
戦
勝
」
や
「
安
寧
」
の
祈
り

→
鶴
岡
八
幡
宮
の
ご
祭
神
で
あ
る
神
功
皇
后
へ
の
捧
げ
物
だ
っ
た

　

以
来
、
御
神
宝
の
装
束
と
し
て
大
切
に
保
管
さ
れ
現
在
に
至
る　
　

②
現
在
、
女
房
装
束
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
か
？

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◆�

教
師
の
説
明
「
正
解
は
意
外
な
も
の
で
し
た
ね
（
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は
実
在

の
人
物
が
着
用
す
る
も
の
と
予
想
し
て
い
た
の
で
、
意
外
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
）。
鶴
岡
八
幡
宮
の
ご
祭
神
で
あ
る
神
功
皇
后
と
い
う
神
さ
ま
の
た
め
に

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
神
さ
ま
の
衣
料
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
御
神
宝
だ

か
ら
こ
そ
、
今
日
ま
で
ず
っ
と
大
切
に
保
存
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
時
代
を
経
て
も
連
綿
と
続
い
て
き
た
神
へ
の
信
仰
心
が
貴
重
な
装
束
を

守
り
継
い
で
き
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
」。

◆�

次
の
点
を
説
明
し
て
、
生
徒
の
理
解
を
深
め
た
。

�　

�（
１
）
神
功
皇
后
と
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
仲
哀
天
皇

の
皇
后
で
応
神
天
皇
の
母
。「
三
韓
征
伐
」
を
指
揮
し
、
海
戦
を
勝
利
に
導

い
た
逸
話
で
知
ら
れ
て
い
る
。
全
国
の
八
幡
宮
（
八
幡
神
社
）
に
は
、
応
神

天
皇
・
比
売
神
・
神
功
皇
后
を
合
わ
せ
て
八
幡
三
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

　

�（
２
）
御
神
宝
と
は
、
一
般
に
、
社
の
祭
神
に
由
緒
の
深
い
宝
物
や
調
度
品
、

装
束
類
の
こ
と
。
伊
勢
神
宮
で
は
、
式
年
遷
宮
に
あ
わ
せ
て
御
神
宝
も
新
調

さ
れ
る
こ
と
が
有
名
。

◆�

教
師
の
説
明
「
そ
れ
で
は
、
次
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の

女
房
装
束
は
、
現
在
、
ど
の
よ
う
な
姿
で
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
」。

　

鎌
倉
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
装
束
が
、
七
〇
〇
年
以
上
た
っ
た
現
在
、
一
体
ど

の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
傷
ん
だ
状
態
に

な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
実
際
は
ど
う
な
の
か
。
御
神
宝
へ
の
人
々
の

思
い
や
、
先
人
が
大
切
に
し
て
き
た
文
化
や
技
術
を
受
け
継
ぐ
こ
と
の
意
味
に

気
づ
か
せ
た
い
。

問
題
２

七
〇
〇
年
以
上
も
受
け
継
が
れ
て
き
た
女
房
装
束
。
現
在
、
ど
の
よ
う
な
状
態

に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、
予
想
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
話
し
合
っ
た
結
果
を
発
表
さ
せ
る
と
、
大
き
く
分
け
て
二

つ
の
方
向
性
が
あ
っ
た
。
①
装
束
が
か
な
り
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
る
と
い
う

意
見
（
黄
ば
み
・
色
落
ち
し
て
い
る
、
糸
が
ほ
つ
れ
や
す
く
な
っ
て
い
る
、
虫

食
い
で
穴
が
あ
い
て
い
る
、
生
地
が
触
れ
た
ら
ボ
ロ
ボ
ロ
の
状
態
に
な
っ
て
い

る
、
縮
ん
で
い
る
）。
②
工
夫
し
な
が
ら
上
手
く
保
存
し
て
い
る
（
で
き
る
だ

け
空
気
に
触
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
、
乾
燥
を
防
ぐ
、
最
低
限
の
修
復
を
し

て
い
る
）
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
一
方
で
、
問
題
１
と
の
関
係
で
、
神
さ
ま
へ
の
捧
げ
物
な
の
で
一
切
修

理
す
る
の
は
許
さ
れ
ず
、
自
然
の
ま
ま
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
発

言
も
あ
っ
た
。
他
に
は
神
秘
的
な
力
が
働
い
て
い
て
、
意
外
と
キ
レ
イ
な
ま
ま
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映像教材「今に伝わる、よみがえる─鶴岡八幡宮の女房装束」11

な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
声
や
、
祭
祀
の
折
に
誰
か
が
舞
を
踊
る
な
ど
着

用
し
て
お
り
、
か
え
っ
て
生
地
の
傷
み
が
少
な
い
、
な
ど
の
ユ
ニ
ー
ク
な
見
方

が
あ
っ
た
。

◆�

教
師
の
説
明
「
た
し
か
に
長
い
歴
史
を
経
て
い
ま
す
か
ら
、
大
分
傷
ん
で
い

る
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
ま
す
ね
。
修
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
見
や
、
で
き

る
限
り
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
い
ろ
ん
な
答
え
が
あ

り
ま
し
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
文
化
財
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
保
存
さ
れ

る
の
か
、
資
料
で
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
」（
映
像
を
視
聴
さ
せ
る
）。

映
像
教
材
チ
ャ
プ
タ
ー
③ 

内
容
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

①
女
房
装
束
の
現
在
の
状
態　

生
徒
の
考
え
た
推
測　

②�

生
徒
が
原
品
を
保
管
し
て
い
る
東
京
国
立
博
物
館
へ
調
査
（
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
）
に
行
く

→
上
席
研
究
員
池
田
宏
氏
の
「
文
化
財
の
保
存
・
復
元
」
に
つ
い
て
の
解
説　

（
１
）
装
束
劣
化
の
た
め
合
成
樹
脂
加
工
に
よ
る
修
理　

（
２
）
復
元
模
造
と
い
う
方
法

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
◆�

教
師
の
説
明
「
装
束
の
繊
維
が
粉
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
劣
化
を
防
止
す

る
た
め
に
、
せ
め
て
形
を
残
そ
う
と
合
成
樹
脂
に
よ
っ
て
修
理
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
文
化
財
は
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
や
は

り
、
き
ち
ん
と
修
理
・
修
復
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
一
方
で
、
貴
重

な
歴
史
遺
産
を
保
存
す
る
た
め
に
は
復
元
模
造
（
レ
プ
リ
カ
）
を
つ
く
る
と

い
う
方
法
が
あ
る
よ
う
で
す
」。

問
題
３

文
化
財
の
復
元
模
造
を
制
作
す
る
こ
と
に
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　

グ
ル
ー
プ
ご
と
の
話
し
合
い
に
お
い
て
、
劣
化
が
す
す
ん
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な

り
、
形
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
実
物
が
も
と
も
と
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
将
来
の
た
め
に
同
じ

も
の
を
残
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
見
が
共
有
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
次
の

二
点
の
考
え
方
が
出
さ
れ
た
。

　

�（
１
）
本
物
（
文
化
財
）
を
大
切
に
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
物
の
本
来
の
機
能

や
目
的
が
果
た
せ
な
い
時
に
復
元
模
造
品
が
代
用
で
き
る
。
複
数
の
模
造
品

東京国立博物館での池田先生の解説
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を
つ
く
れ
ば
、
消
失
し
て
し
ま
っ
た
場
合
の
保
険
と
な
る
。
ま
た
多
く
の
人

に
展
示
し
て
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
�（

２
）
復
元
模
造
品
を
制
作
当
時
と
同
じ
方
法
で
つ
く
る
こ
と
で
、
原
品

（
文
化
財
）
を
作
っ
て
い
た
当
時
の
技
術
や
、
そ
の
時
の
人
々
の
生
活
や
思

い
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
復
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
方
な
ど

新
た
な
歴
史
的
発
見
や
研
究
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

◆�

教
師
の
説
明
「
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。
そ
れ
で

は
、
文
化
財
を
扱
う
立
場
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
」（
映
像
を
視
聴
さ
せ
る
）。

映
像
教
材
チ
ャ
プ
タ
ー
④　

内
容
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

①
喜
多
川
平
朗
氏
に
よ
る
復
元
模
造
の
制
作

　

失
わ
れ
た
技
術
の
再
生　

浮
織
・
縫
取
織
の
技
術

　

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
（
い
わ
ゆ
る
人
間
国
宝
）　

　

→
古
典
的
技
術
の
解
明
や
継
承
を
め
ざ
す　

②
日
本
文
化
史
資
料
館
専
門
委
員　

鈴
木
眞
弓
氏
に
よ
る
女
房
装
束
の
着
装　

　

→
復
元
模
造
の
女
房
装
束
を
実
際
に
着
て
み
る

③
専
門
家
の
先
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ　

生
徒
た
ち
の
感
想

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◆�

教
師
の
説
明
「
手
触
り
や
質
感
、
色
合
い
に
至
る
ま
で
忠
実
に
再
現
す
る
。

喜
多
川
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
復
元
模
造
を
作
る
の
は
非
常
に
大
変
な

こ
と
だ
と
分
か
り
ま
す
ね
。
復
元
模
造
は
、
単
に
形
だ
け
を
模
し
た
も
の
で

は
な
く
、
①
材
料
や
技
術
も
制
作
当
時
の
も
の
を
使
っ
て
、
忠
実
に
再
現
す

る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
②
そ
れ
が
古
典
技
術
の
解
明
と
継
承
の
役

割
を
担
っ
て
い
る
、
と
い
う
重
要
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
喜
多
川
さ
ん
が

復
元
に
挑
戦
し
た
こ
と
で
、
こ
の
女
房
装
束
に
は
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
の
高

度
な
技
術
が
使
わ
れ
て
い
た
と
判
明
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
こ
の
上
な
い
高

貴
な
存
在
、
神
さ
ま
へ
の
切
実
な
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
し
ょ

う
」。

◆
生
徒
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
次
の
点
を
補
足
説
明
し
た
。

　
�（

１
）
喜
多
川
平
朗
氏
は
、
こ
の
装
束
の
復
元
模
造
に
成
功
し
た
西
陣
の
職

人
。
有
職
織
物
を
丹
念
に
調
査
・
研
究
し
、
浮
織
・
縫
取
織
な
ど
失
わ
れ
て

い
た
中
世
の
織
物
技
術
を
復
興
さ
せ
た
。
こ
の
功
績
に
よ
っ
て
「
有
職
織

物
」
の
分
野
で
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
に
指
定
さ
れ
た
。

　

�（
２
）
無
形
文
化
財
と
は
、
演
劇
・
音
楽
、
工
芸
技
術
な
ど
無
形
の
文
化
的

喜多川平朗氏

鈴木敬三先生
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「
わ
ざ
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
き
重
要
無
形
文
化
財

保
持
者
が
認
定
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
人
間
国
宝
」
は
通
称
で
あ
っ
て
、
正

式
な
言
い
方
で
は
な
い
。

３　

女
房
装
束
の
着
装
と
ま
と
め

◆�

教
師
の
説
明
「
と
こ
ろ
で
み
な
さ
ん
。
本
校
の
教
員
だ
っ
た
鈴
木
敬
三
先
生

が
文
化
財
の
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
、
本
校
に
あ
る
女
房
装
束
が
こ

ん
な
に
貴
重
な
も
の
だ
っ
た
と
知
っ
て
、
驚
き
ま
せ
ん
で
し
た
か
？　

こ
れ

ば
か
り
で
な
く
、
資
料
館
に
は
と
て
も
貴
重
な
収
蔵
品
が
他
に
も
数
多
く
あ

る
の
で
す
。
映
像
の
な
か
の
女
子
生
徒
が
、
復
元
装
束
を
着
て
い
た
の
は
印

象
的
で
し
た
ね
。
自
分
も
着
て
み
た
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
か
ら
そ
の

装
束
を
見
に
資
料
館
へ
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」。

　

授
業
当
日
、
資
料
館
委
員
会
の
専
門
委
員
の
田
中
潤
先
生
に
依
頼
し
て
、
女

房
装
束
の
着
装
を
お
願
い
し
て
い
た
。
田
中
先
生
は
、
映
像
の
な
か
の
生
徒
と

同
様
の
手
順
で
、
装
束
の
解
説
を
加
え
な
が
ら
着
装
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
生
徒

に
と
っ
て
は
サ
プ
ラ
イ
ズ
企
画
と
な
り
、
実
際
に
袖
を
通
し
た
生
徒
の
多
く
は

感
動
の
声
を
あ
げ
た
。
最
後
に
教
室
に
も
ど
り
、
生
徒
に
今
日
の
授
業
の
感
想

を
書
か
せ
た
。

◆�

教
師
の
説
明
「
最
後
に
、
今
日
、
学
習
し
た
こ
と
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。
感

じ
た
こ
と
・
考
え
た
こ
と
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
い
て
く
だ
さ
い
」。

問
題
４

鶴
岡
八
幡
宮
の
女
房
装
束
の
資
料
映
像
を
鑑
賞
し
て
、
歴
史
的
な
文
化
遺
産
の

伝
来
と
保
存
、
そ
し
て
復
元
模
造
に
つ
い
て
、
み
な
さ
ん
が
学
ん
だ
こ
と
は
何

で
し
ょ
う
か
。

　

映
像
に
出
て
い
た
生
徒
の
発
言
や
、
ご
出
演
頂
い
た
先
生
方
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
、
ま
た
喜
多
川
平
朗
氏
の
資
料
か
ら
「
先
人
た
ち
の
想
い
、
生
き
て
き
た
証

を
後
世
に
」「
今
も
昔
も
未
来
も
変
わ
ら
ず
に
あ
る
と
い
う
こ
と
」「
も
の
を
通

じ
て
日
本
文
化
を
学
ぶ
」「
体
験
を
通
じ
て
歴
史
の
重
み
を
あ
ら
た
め
て
見
直

す
」
な
ど
に
注
目
さ
せ
て
、
こ
の
教
材
か
ら
汲
み
取
っ
て
欲
し
い
テ
ー
マ
、
す

な
わ
ち
文
化
遺
産
の
保
存
・
復
元
模
造
の
意
義
を
確
認
し
た
。
次
の
二
点
を
ま

と
め
て
授
業
を
終
え
た
。

（
1
）
ま
ず
、
こ
の
装
束
を
つ
く
っ
た
人
、
守
り
継
い
で
き
た
人
々
の
想
い
が

女房装束の着装

資料館での鈴木真弓先生の解説
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あ
り
、
そ
れ
が
脈
々
と
継
承
さ
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
歴
史
的
な
文
化
遺
産
と

し
て
現
代
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

（
2
）
そ
し
て
、
そ
の
意
識
が
復
元
模
造
に
よ
る
再
生
を
実
現
し
、
今
に
よ
み

が
え
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
歴
史
的
な
文
化
遺
産
を
次
の
世
代
に

伝
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　

四　

生
徒
の
感
想

　

授
業
終
了
時
間
を
過
ぎ
て
も
、
生
徒
は
黙
々
と
書
き
続
け
て
い
た
。
内
容
は

①
歴
史
遺
産
の
保
存
・
復
元
に
関
す
る
も
の　

②
神
へ
の
捧
げ
も
の
・
信
仰
心

に
関
す
る
も
の　

③
実
際
の
着
装
体
験
に
感
動
し
た
も
の
と
大
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
素
晴
ら
し
い
感
想
を
書
い
て
く
れ
た
の
で
、
少
々
長
く
な
る
が
そ
の

ま
ま
紹
介
し
た
い
。

○
昔
の
文
化
を
い
か
に
し
て
守
り
継
い
で
い
く
か
、
大
切
な
こ
と
を
改
め
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
て
勉
強
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
歴
史
が
好
き
に
な
り
ま
し
た
。

昔
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
保
存
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
大
事
だ
け
れ
ど
、
そ

れ
を
後
世
に
残
す
た
め
に
は
、
時
に
手
を
加
え
時
に
模
造
品
を
作
る
と
い
っ
た

こ
と
も
必
要
な
の
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。
本
日
、
復
元
さ
れ
た
女
房
装
束
を
着

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
直
に
触
れ
る
こ
と
で
当
時
の
人
は
、
神
様
に
つ
い
て
こ

ん
な
風
に
考
え
て
い
た
の
か
な
と
か
、
昔
の
技
術
っ
て
す
ご
い
な
と
か
、
た
く

さ
ん
の
こ
と
を
感
じ
ら
れ
て
と
て
も
興
味
深
か
っ
た
し
、
貴
重
な
体
験
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
國
學
院
高
校
に
あ
る
あ
の
装
束
が
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と

残
っ
て
い
け
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。（
一
年
十
二
組　

Ｆ
．Ｏ
．さ
ん
）

○
女
房
装
束
と
い
う
一
つ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
じ
っ
く
り
見
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
女
房
装
束
の
作
ら
れ
た
意
外
な
背
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
り
、

ま
た
こ
こ
ま
で
伝
わ
っ
て
く
る
た
め
に
、
多
く
の
人
間
が
関
わ
っ
て
き
た
こ
と

を
知
っ
た
。
復
元
品
は
所
詮
コ
ピ
ー
だ
と
軽
く
見
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
け

れ
ど
、
実
は
た
く
さ
ん
の
研
究
と
工
夫
と
努
力
の
賜
物
で
あ
り
、
私
た
ち
が
歴

史
を
理
解
し
て
い
く
の
に
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
な
と
わ

か
っ
た
。
初
め
て
着
た
女
房
装
束
は
、
ど
こ
ま
で
も
丁
寧
に
美
し
く
織
ら
れ
た

布
地
で
、
纏
う
と
身
が
引
き
締
ま
る
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。
あ
ん
な
に
高
度
な

技
術
が
七
〇
〇
年
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
も
驚
き
だ
け
れ
ど
、
い
ち
ど
失

わ
れ
か
け
た
そ
れ
を
再
現
し
た
現
代
の
技
術
者
た
ち
に
も
感
服
し
た
。（
一
年

十
組　

Ｍ
．Ｙ
．さ
ん
）

○
先
人
た
ち
の
技
術
が
、
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
し
た
。
今
ま
で
は
修
復
や
復
元
等
に
対
し
て
あ
ま
り
良
い
も
の
だ
と
思
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
技
術
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
と
て

も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
女
房
装
束
を
着
て
み
て
、
と
て
も
貴
重
な

体
験
が
で
き
ま
し
た
。
見
た
感
じ
重
そ
う
で
し
た
が
、
思
っ
た
よ
り
軽
く
、
生

地
も
触
り
心
地
が
普
通
の
も
の
と
は
違
い
ま
し
た
。
模
様
も
す
ご
く
凝
っ
て
い

て
繊
細
で
し
た
。
と
て
も
貴
重
な
体
験
が
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
。
普
段
の
授

業
の
よ
う
に
暗
記
な
ど
で
は
な
く
そ
こ
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
体
験
し
調
べ

て
い
く
の
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
出
雲
が
よ
り
楽
し
み
に
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な
り
ま
し
た
。（
一
年
十
一
組　

Ｎ
．Ｍ
．さ
ん
）

○
復
元
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
と
て
も
よ
く
わ
か
っ
た
。
多
く
の
人
に
広
め
る

と
い
う
こ
と
も
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
昔
に
あ
っ
た
技
術
の
再
現
や
継
承
と
い
う

こ
と
も
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
女
房
装
束
と
今
の
機
械

で
作
っ
た
も
の
と
比
べ
て
手
触
り
や
文
様
の
感
じ
が
全
く
異
な
り
、
神
様
の
た

め
に
と
て
も
良
い
も
の
を
作
っ
た
の
だ
な
と
感
じ
た
。
そ
う
し
た
も
の
の
技
術

を
今
再
現
す
る
だ
け
で
な
く
後
世
に
も
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
切
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。（
一
年
四
組　

Ｙ
．Ｔ
．く
ん
）

○
女
房
装
束
と
い
う
名
前
だ
っ
た
の
で
、
天
皇
の
近
く
の
女
の
人
に
捧
げ
た
も

の
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
神
様
へ
の
も
の
だ
と
知
り
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
最

初
の
説
明
を
聞
く
中
で
、
ず
っ
し
り
と
し
て
い
て
か
な
り
固
め
の
生
地
だ
と
思

っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
来
て
み
て
そ
こ
ま
で
重
く
も
な
く
、
ざ
ら
ざ
ら
感

は
あ
り
ま
し
た
が
、
少
し
硬
い
位
の
生
地
で
、
不
思
議
な
感
じ
で
し
た
。
鳳
凰

の
模
様
の
と
こ
ろ
と
か
よ
く
見
て
み
る
と
や
っ
ぱ
り
手
織
り
っ
て
い
う
感
じ
が

し
て
、
肌
ざ
わ
り
も
違
っ
た
。
昔
の
人
は
、
こ
の
装
束
の
下
に
七
、
八
枚
ほ
ど

衣
を
重
ね
て
い
っ
た
と
知
っ
て
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。
神
様
に
捧
げ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
人
間
が
着
る
も
の
で
は
な
い
の
で
内
側
が
普
通
の
服
の
よ
う
に
整

っ
て
な
く
、
外
か
ら
見
る
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
内
側
も
近
く
で
見
ら
れ
た

り
、
貴
重
な
体
験
が
で
き
て
本
当
に
良
か
っ
た
で
す
。（
一
年
十
二
組　

Ｈ
．

Ｓ
．さ
ん
）

○
Ｄ
Ｖ
Ｄ
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、
女
房
装
束
を
実
際
に
着
て
み
て
、
昔
の
人
た

ち
が
当
時
か
ら
今
の
世
ま
で
残
し
た
も
の
の
凄
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
今

ま
で
残
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い
う
の
は
、
多
分
、
歴
史
上
何
ら
か
の
重
要
性
が

あ
っ
た
た
め
、
大
切
に
保
管
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
思
う
。
長
い
歴
史
が
紡
が
れ

て
き
た
女
房
装
束
も
復
元
す
る
ま
で
に
大
変
な
こ
と
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
と
思

う
。
高
校
で
そ
ん
な
女
房
装
束
を
着
て
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
一
生
に
一

度
あ
る
か
な
い
か
く
ら
い
の
貴
重
な
体
験
に
な
っ
た
。
十
二
単
は
一
枚
一
枚
が

重
く
、
そ
れ
を
重
ね
る
た
め
と
て
も
重
く
な
る
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
実
際

に
着
て
み
る
と
そ
れ
ほ
ど
重
量
は
な
く
着
心
地
も
か
な
り
良
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
ま
だ
知
識
が
あ
る
だ
け
で
実
際
の
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
は
た
く
さ
ん

あ
る
の
で
は
と
感
じ
た
の
で
歴
史
の
衣
装
や
作
法
を
体
験
で
き
る
機
会
が
あ
れ

ば
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
。（
一
年
一
組　

Ａ
．Ｓ
．さ
ん
）

○
普
段
考
え
も
し
な
い
も
の
、
あ
ま
り
気
に
も
留
め
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
題

材
に
し
た
授
業
だ
っ
た
の
で
、
問
題
に
対
す
る
自
分
の
意
見
が
、
い
か
に
浅
は

か
だ
っ
た
の
か
よ
く
わ
か
っ
た
。「
技
術
の
解
明
、
継
承
」
と
い
う
文
化
を
守

っ
て
い
く
側
の
視
点
と
し
て
の
意
義
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
新
鮮
で
歴

史
的
な
も
の
に
興
味
が
わ
い
た
。
実
際
に
女
房
装
束
を
着
て
み
て
、
洋
服
や
浴

衣
と
は
違
う
重
み
や
光
沢
な
ど
も
感
じ
、
昔
の
人
の
広
大
な
技
術
を
実
感
し

た
。D

V
D

を
見
た
と
き
に
刺
繍
か
な
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
本
当
に
織
る

時
に
一
緒
に
織
ら
れ
た
も
の
だ
と
わ
か
り
感
動
し
た
。（
一
年
八
組　

Ｍ
．Ｔ
．

さ
ん
）
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○
日
本
に
と
っ
て
、
蒙
古
襲
来
と
い
う
大
き
な
危
機
が
訪
れ
た
と
き
に
神
様
に

助
け
て
も
ら
お
う
と
、
自
分
た
ち
の
感
覚
で
最
上
級
の
も
の
を
捧
げ
た
と
い
う

話
が
と
て
も
心
に
残
り
ま
し
た
。
と
て
も
文
化
的
で
美
し
い
と
思
い
ま
す
。
女

房
装
束
の
復
元
模
造
は
、
機
械
で
織
っ
た
も
の
に
比
べ
厚
み
が
あ
り
、
し
っ
か

り
と
し
た
作
り
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軽
く
て
着
心
地
が
と
て
も
良
か
っ
た

で
す
。
細
か
い
模
様
、
裏
地
ま
で
丁
寧
に
で
き
て
い
て
、
本
当
に
感
動
し
ま
し

た
。
過
去
の
技
術
、
失
わ
れ
か
け
た
技
術
や
文
化
を
蘇
ら
せ
、
後
世
へ
と
つ
な

い
で
い
く
こ
と
の
難
し
さ
、
大
切
さ
も
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
当

時
の
感
覚
、
流
行
な
ど
が
、
着
物
の
研
究
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
解
明
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
も
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
田
中
先
生
の
話
か
ら
模
様
も
種
類
だ
け
で

な
く
、
大
き
さ
、
着
物
の
重
さ
、
色
を
と
る
染
料
に
至
る
ま
で
、
階
級
に
よ
っ

て
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
日
本
人
の
心
の
細
や
か
さ
を
感
じ
ま
し

た
。（
一
年
六
組　

Ｙ
．Ｓ
．さ
ん
）

○
今
日
ま
で
残
っ
て
い
る
も
の
で
、
神
様
に
納
め
る
た
め
の
も
の
は
と
て
も
貴

重
に
何
百
年
も
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
日
本
の
神
様
に
対
す
る

信
仰
心
、
そ
し
て
い
か
に
神
様
を
大
切
に
し
て
き
た
か
が
、
身
を
も
っ
て
感
じ

る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
貴
重
な
そ
れ
ら
の
技
術
を

残
し
て
い
く
た
め
に
、
現
代
の
人
々
が
敬
意
を
持
っ
て
保
存
、
修
理
し
、
後
世

に
も
残
し
て
い
く
た
め
に
そ
の
技
術
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
も
含
め
て
す
ご

い
と
感
じ
ま
し
た
。
一
つ
一
つ
の
歴
史
的
な
資
料
に
は
、
当
時
と
現
代
の
多
く

の
人
々
が
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
な
と
思
う
と
感
慨
深
い
も
の
だ
と
思
い
ま
し

た
。（
一
年
八
組　

Ｈ
．Ｓ
．さ
ん
）

○
と
に
か
く
興
奮
し
た
の
は
、
女
房
装
束
の
復
元
品
を
実
際
に
着
て
み
て
触
っ

て
み
た
こ
と
で
し
た
。
ま
ず
着
て
み
て
思
っ
た
よ
り
も
軽
く
、
し
か
し
な
が
ら

と
て
も
緻
密
に
織
り
込
ま
れ
て
い
て
硬
く
ザ
ラ
ザ
ラ
し
て
い
ま
し
た
。
中
の
衣

は
三
重
か
ら
四
重
に
な
っ
て
い
て
折
り
返
し
て
い
た
と
こ
ろ
と
切
り
っ
ぱ
な
し

の
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
描
か
れ
て
い
た
模
様
の
鳳
凰
が
一
番
柔
ら
か

く
、
ふ
わ
っ
と
し
た
触
り
心
地
で
規
則
正
し
く
並
ん
で
い
た
。
ほ
と
ん
ど
実
際

に
服
を
着
た
感
想
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
本
当
に
価
値
が
あ
る
も
の
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
初
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で

こ
れ
ほ
ど
の
感
激
が
で
き
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。（
一
年
十
二
組

　

Ｄ
．Ｓ
．く
ん
）

○
女
房
装
束
を
実
際
に
着
て
み
て
と
て
も
重
み
を
感
じ
た
。
裏
地
ま
で
し
っ
か

り
し
て
、
触
っ
て
み
る
と
と
て
も
ざ
ら
ざ
ら
し
た
。
鶴
岡
八
幡
宮
の
女
房
装
束

は
神
様
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
納
得
し
た
。
こ
れ
を
復
元
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
古
典
的
な
技
術
が
分
か
り
、
継
承
し
て
い
く
と
い
う
意
味
が
あ

っ
た
こ
と
に
感
動
し
た
。
さ
て
私
た
ち
に
で
き
る
事
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
多
く
の
人
に
広
め
将
来
に
伝
え
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
日
本
の
文
化
の
劣
化
を
防
ぐ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
て

も
良
い
経
験
が
で
き
た
。（
一
年
二
組　

Ｍ
．Ｙ
．さ
ん
）
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〈
参
考
文
献
〉

○
國
學
院
高
等
学
校
「
学
校
博
物
館
の
資
料
映
像
の
制
作
と
教
材
化
の
研
究
」『
東
京

私
学
教
育
研
究
所
紀
要
』
第
六
四
集
（
二
〇
一
六
）

○
鈴
木
敬
三
（
編
著
）『
古
典
参
考
図
録
』
國
學
院
高
等
学
校
・
改
訂
新
版
（
一
九
九

九
）

○
鈴
木
敬
三
（
編
著
）『
有
職
故
実
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
（
一
九
九
六
）　

○
千
家
和
比
古
「
学
校
博
物
館
の
実
相
と
諸
問
題
－
國
學
院
高
等
学
校
を
例
と
し
て
」

『
博
物
館
雑
誌
』
８
－
１
・
２
（
一
九
八
三
）

○
文
化
庁
企
画
・
工
芸
技
術
記
録
映
画
「
有
職
織
物
－
喜
多
川
平
朗
の
わ
ざ
」（
一
九

七
三
）

○
日
本
経
済
新
聞
文
化
部
（
編
）『
日
本
人
の
手
』
展
望
社
（
一
九
六
三
）

○
『
美
を
伝
え
る
－
京
都
国
立
博
物
館
文
化
財
保
存
修
理
所
の
現
場
か
ら
』
京
都
新

聞
出
版
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
一
一
）

○
中
村
哲
編
著
『
学
校
を
活
性
化
す
る
伝
統
文
化
の
教
育
』
学
事
出
版
（
二
〇
〇
九
）

○
栗
原
澄
子
「
鶴
岡
八
幡
宮
の
御
神
宝
の
装
束
に
つ
い
て
」『
被
服
史
か
ら
み
た
御
神

宝
装
束
の
基
礎
的
研
究
』
ブ
レ
ー
ン
出
版
（
二
〇
〇
一
）

※
こ
の
授
業
実
践
は
、
資
料
館
委
員
会
の
小
川
澄
人
教
諭
・
笠
原
卓
巳
教
諭
・
鈴
木

聡
史
教
諭
の
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
授
業
当
日
に
は
、
専
門
委
員

の
田
中
潤
先
生
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
女
房
装
束
の
着
装
の
企
画
を
実
現
で
き

た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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