






’

る
が
、
今
で
は
と
り
の
ぞ
か
れ
て
ア
ー
チ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

当
罰
等
．
を
仕
層
と
美
Ｌ
し
松
並
木
が
あ
る
。
元
禄
年
間
に
赤
穂
義
士
の
快
挙
に
な

ぞ
ら
っ
て
四
十
七
本
の
松
を
植
え
た
と
い
う
松
並
木
の
一
部
で
あ
る
。

戦
時
中
、
松
根
油
採
集
の
た
め
伐
採
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。

コ
モ
ヒ
は
、
歩
道
の
上
に
軒
を
一
間
ほ
ど
前
に
出
し
、
冬
の
積
雪
を
妨
ぎ
歩
行
者

の
便
を
は
か
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
木
造
町
を
通
り
抜
け
、
森
田
村

に
入
る
。

蓮
川
を
あ
と
に
田
園
風
景
を
見
な
が
ら
木
造
へ
向
か
う
。
太
宰
治
「
津
軽
」
の
中

に
「
木
造
ゑ
た
い
に
町
全
部
が
コ
モ
ヒ
に
依
っ
て
貫
通
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
っ
て

応
二
年
（
一
八
六
六
）
、
明
治
二
十
六
年
の
三
回
で
、
什
物
な
ど
焼
失
し
て
し
ま
っ

た
。
現
在
の
庫
裡
は
明
治
二
十
六
年
、
本
堂
は
三
十
三
年
に
完
成
し
た
。

薬
師
堂
は
昭
和
三
十
年
に
完
成
し
た
．
こ
れ
を
記
念
し
て
蓮
川
村
出
身
の
彫
刻
家
、

中
野
桂
樹
氏
に
依
頼
し
て
い
た
等
身
大
の
薬
師
如
来
像
が
で
き
上
が
っ
た
。
ガ
ン
ダ

ラ
文
化
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
仏
像
で
あ
る
。

仏
像
の
前
に
「
瑠
璃
光
」
の
掲
額
が
あ
る
。
文
字
は
永
平
寺
の
熊
沢
泰
禅
貫
首
が

書
き
、
中
野
氏
が
ノ
ミ
を
ふ
る
っ
た
も
の
で
、
宝
物
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

寺
宝
と
し
て
大
般
若
経
六
百
巻
も
あ
る
。
昭
和
六
一
年
に
三
百
年
祭
が
行
な
わ
れ
た
。

全
龍
寺
を
出
る
と
美
し
い
松
並
木
が
あ
る
。
元
禄
年
間
に
赤
穂
義
士
の
快
挙
に
な

ぞ
ら
っ
て
四
十
七
本
の
松
を
植
え
た
と
い
う
松
並
木
の
一
部
で
あ
る
。

戦
時
中
、
松
根
油
採
集
の
た
め
伐
採
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
に

寺
十
六
世
船
里
徒
泊
大
和
尚
に
依
頼
し
て
開
山
、
小
山
内
作
衛
門
が
ほ
と
ん
ど
独
力

で
建
立
し
た
と
い
う
。

建
立
以
来
こ
れ
ま
で
三
回
火
災
に
遭
っ
て
い
る
。
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
、
慶

』
入
る
。

田
の
中
に
、
ぼ
つ
ん
ぼ
つ
ん
と
島
の
よ
う
に
村
が
あ
っ
た
。
蓮
川
は
南
北
に
細
長
い

村
で
左
手
の
出
精
川
沿
に
南
に
進
む
と
、
川
向
う
に
大
銀
杏
に
囲
ま
れ
た
月
夜
見
神

社
が
あ
っ
た
。
境
内
に
は
三
十
三
観
音
堂
の
石
像
が
あ
り
、
二
間
四
面
の
御
堂
に
、

ご
本
尊
の
聖
観
世
音
が
奉
安
さ
れ
て
い
た
。

縁
起
に
よ
れ
ば
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
村
人
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
、
正
徳
三

○
月
夜
見
神
社
．
十
二
番
蓮
川
観
音
堂

吉
出
村
に
入
り
、
尚
避
道
を
真
直
ぐ
西
に
進
む
と
蓮
川
に
入
る
。
一
望
千
里
の
水

本
人
は
不
在
で
、
場
所
な
ど
不
明
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
無
通
告
で
来
訪
す
る
私
た

ち
の
非
を
悟
り
、
車
で
田
圃
の
中
を
捜
し
廻
っ
た
が
、
ぶ
つ
か
ら
ず
結
局
断
念
、
次

の
散
歩
地
へ
と
向
う
。
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○
弥
三
郎
節
の
碑

下
相
野
の
高
城
八
幡
宮
に
到
着
は
午
前
十
時
で
あ
る
。
鳥
居
の
そ
ば
に
弥
三
郎
節

之
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
た
。
今
で
は
「
津
軽
民
謡
」
や
「
津
軽
三
味
線
」
は
全
国
的

に
有
名
な
民
謡
と
し
て
唄
わ
れ
て
い
る
。
民
謡
の
大
家
成
田
雲
竹
氏
が
森
田
村
月
見

野
の
生
ま
れ
だ
が
、
「
弥
三
郎
節
」
も
同
じ
森
田
村
の
発
祥
で
し
か
も
十
一
番
の
観

音
霊
場
が
あ
る
下
相
野
で
あ
る
。

○
瑞
光
山
全
龍
寺
（
曹
洞
宗
）

太
宰
治
の
「
津
軽
」
の
中
に
「
こ
こ
か

ら
見
た
姿
と
少
し
も
違
わ
ず
、
華
著
で

頗
る
美
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
山
容

が
美
し
く
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
お

米
と
美
人
が
産
出
す
る
と
い
ふ
伝
説
が

あ
る
と
か
直

私
た
ち
は
、
美
し
い
岩
木
山
を
眺
め

川
添
い
に
三
百
米
程
進
む
。

右
手
に
津
軽
藩
士
小
山
内
作
衛
門
が

独
力
で
建
立
し
た
と
い
う
全
龍
寺
が
端

然
と
構
え
て
い
た
。

蓮
川
村
が
開
村
に
な
っ
た
翌
年
の
貞

享
三
年
（
一
六
八
六
）
、
越
後
か
ら
き

た
宗
鉄
（
号
は
随
応
）
が
弘
前
の
長
勝

年
（
一
七
一
二
）
に
正
徳
院
と
と
も
に
再
建
さ
れ
た
。
そ
れ
が
明
治
初
期
、
神
仏
分

離
で
御
堂
は
解
体
さ
れ
、
ご
本
尊
は
上
納
、
そ
し
て
月
夜
見
神
社
と
な
っ
た
。

明
治
四
十
二
年
観
音
堂
を
建
立
し
、
村
内
に
あ
っ
た
ご
本
尊
を
奉
安
し
、
十
二
番

目
の
霊
場
に
復
活
し
た
。
昭
和
五
年
に
は
御
堂
を
再
建
し
、
慈
霊
園
と
も
称
し
た
。

県
内
は
勿
論
、
北
海
道
や
秋
田
県
よ
り
の
巡
拝
者
も
見
受
け
ら
れ
内
札
が
幾
百
枚

も
垂
れ
下
り
、
一
’
二
回
目
は
白
紙
、
三
回
目
は
板
札
、
四
回
目
は
黄
紙
、
五
回
目

は
青
紙
、
六
回
目
は
赤
紙
、
七
’
九
回
目
は
銀
紙
、
十
回
目
は
金
紙
（
安
産
、
守
札
）

と
な
っ
て
い
る
。
金
紙
も
数
枚
見
受
け
ら
れ
た
。

バ
ー
つ
あ
エ
ー
木
造
新
田
の
下
相
野
、
村
の
端
ソ
ず
れ
．
の
弥
三
郎
エ
ー

コ
レ
モ
弥
三
郎
エ
ー
（
以
下
略
）

孤
二
つ
あ
エ
ー
ふ
た
り
二
一
人
と
人
頼
ん
で
大
開
の
万
九
郎
か
ら
嫁
も
ら
っ
た

狐
三
つ
あ
エ
ー
三
つ
物
揃
え
て
貰
っ
た
嫁
貰
っ
て
ゑ
た
ど
ご
ァ
気
に
あ
わ
ぬ

酬
四
つ
あ
エ
ー
夜
草
朝
草
か
が
ね
ど
も
お
そ
ぐ
戻
れ
ば
叱
ら
れ
る

八
五
つ
あ
エ
ー
い
び
ら
れ
は
ず
が
れ
に
ら
め
ら
れ
日
に
三
度
の
口
つ
も
る

「
こ
こ
か
ら

去
万
３
夕
ぞ
４
号
Ｔ
ｂ
司
令
蛙
。
、
と
安
ど
争
い
Ｆ
亜
悪
恐

熟
《
熟
《

（
木
造
）
見
た
津
軽
富
士
も
、
金
木
か

馨馨

』&
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嘉
瀬
の
山
河
ま
で
様
相
を
変
え
た
。
昔
は
裸
山
で
あ
っ
た
嘉
瀬
山
は
今
密
林
に
な

っ
て
頼
母
し
い
限
り
で
あ
る
。
不
整
区
画
の
田
圃
は
整
理
し
て
美
田
に
、
川
も
昔
の

何
倍
も
広
げ
て
直
線
部
分
が
多
く
、
集
落
内
の
道
路
は
舗
装
と
な
り
、
住
宅
も
改
善

さ
れ
て
昔
の
お
も
か
げ
が
少
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
農
作
業
も
四
つ
ん
這
い
艇
業
が

消
え
て
、
機
械
化
農
業
に
発
達
し
た
。
こ
う
し
た
発
展
の
裏
で
は
、
減
反
転
作
で
大

豆
畑
に
転
々
と
耕
地
を
変
え
て
、
政
府
の
転
作
奨
励
に
更
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
る
。

昔
あ
っ
て
の
今
日
だ
か
ら
、
過
去
を
探
る
も
の
も
当
然
で
す
が
、
前
向
に
な
っ
て

明
日
を
探
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
昨
今
で
あ
る
。
「
嘉
瀬
の
貌
」
異
色
の
『
か
た
り
べ
』

を
も
つ
と
間
口
を
広
げ
て
、
発
言
の
場
を
大
き
く
し
た
い
が
ど
う
だ
ろ
う
。

沢
田
菫

〃
金
木
は
、
私
の
生
れ
た
町
で
あ
る
。
津
軽
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
し
、
人
口
五
、

六
千
の
、
こ
れ
と
い
う
特
徴
も
な
い
が
、
ど
こ
や
ら
都
会
ふ
う
に
ち
ょ
っ
と
気
取
っ

た
町
で
あ
る
。
善
く
言
え
ば
、
水
の
よ
う
に
淡
泊
で
あ
り
、
悪
く
い
え
ば
、
底
の
浅

い
見
栄
坊
の
町
と
い
う
事
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
〃

以
上
は
太
宰
治
「
津
軽
」
の
序
編
の
一
部
で
あ
る
。
要
す
る
に
（
旧
）
金
木
町
は

乙
に
す
ま
し
て
い
る
町
と
も
と
れ
る
。

あ
し
た

隣
の
我
が
嘉
瀬
は
ど
う
か
、
嘉
瀬
は
明
日
に
食
う
米
が
無
く
て
も
、
今
日
祭
り
が

あ
れ
ば
村
を
挙
げ
て
ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
を
す
る
気
風
が
あ
る
と
、
何
か
の
本
で
見
た

の
か
、
誰
か
に
聞
い
た
の
か
、
私
の
耳
に
こ
び
り
つ
い
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ケ

嘉
瀬
の
人
含
は
人
情
や
義
理
に
も
厚
く
、
又
、
井
戸
の
水
が
良
い
の
か
お
米
が
良

い
の
か
昔
か
ら
県
内
は
勿
論
県
外
に
出
て
中
央
で
活
躍
し
た
人
々
が
沢
山
お
っ
た
。

一
例
を
上
げ
る
と
「
早
大
」
を
出
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
大
学
に
学
び
帰
国
後
「
や
ま
と

新
聞
」
副
社
長
、
又
、
プ
ロ
ボ
ク
シ
ン
グ
ジ
ム
日
米
挙
闘
倶
楽
部
創
立
者
の
山
中
利
一
氏
、

京
都
立
命
館
大
学
卒
後
、
立
命
館
大
学
講
師
、
花
園
大
学
主
任
教
授
を
し
、
学
術
研
究

で
京
都
府
知
事
の
表
彰
を
受
け
た
土
岐
武
治
氏
、
ア
メ
リ
カ
で
柔
道
の
師
範
を
し
て
居

る
木
立
智
士
・
宰
兄
弟
、
そ
の
妹
で
イ
ラ
ン
国
で
随
筆
や
小
説
を
執
筆
さ
れ
て
居
る
木

立
志
雅
子
、
苦
学
で
先
生
の
座
を
得
て
中
央
の
寒
風
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
綴
方
教
室

の
教
育
に
走
り
廻
っ
た
土
岐
兼
房
先
生
、
東
京
で
大
活
躍
を
し
て
い
る
湯
本
正
美
社

長
、
映
画
や
歌
謡
界
で
日
本
全
国
に
放
映
さ
れ
、
一
世
を
風
廃
し
て
お
る
吉
幾
三
、

津
軽
民
謡
の
草
分
け
黒
川
桃
太
郎
等
が
輩
出
し
て
い
る
。

昔
の
嘉
瀬
は
一
寸
と
し
た
町
風
的
な
村
で
あ
っ
た
。

僻
地
の
村
か
ら
見
る
と
同
じ
水
田
地
帯
で
も
町
風
を
し
た
嘉
瀬
に
は
魅
力
が
有
り

羨
望
の
的
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
昔
か
ら
嘉
瀬
の
人
口
を
増
加
さ
せ
た
一
因
で
も
あ
る
と
私
は
信
じ
、
又
、

嘉
瀬
の
自
慢
で
も
あ
り
誇
り
を
も
っ
て
も
良
い
と
思
う
と
同
時
に
、
こ
れ
が
嘉
瀬
の

「
貌
」
で
も
あ
る
と
思
う
。

「
嘉
瀬
は
良
い
と
こ

悪
し
が
ら
く
で

嫁
に
や
る
な
ら
嘉
瀬
さ
こ
い
」

「
嘉
瀬
の
井
戸
の
水
呑
め
ば

Ｌ
」
↓
↑
母

八
十
年
寄
り
も
若
く
な
る
」

嘉
瀬
の
貌

あ
し
た
あ
し
た

セ
ラ
セ
ー
フ
、
明
日
は
明
日
の
風
が
吹
く
、
な
る
よ
う
に
な
る
さ
、
の
意
味
ら
し

い
。
自
分
も
入
れ
て
考
え
て
み
れ
ば
充
分
に
そ
の
気
が
う
か
が
わ
れ
る
。

昨
今
、
三
割
減
反
、
米
価
値
下
げ
等
々
農
業
の
死
活
問
題
の
只
中
に
あ
り
な
が
ら
、

米
ど
こ
ろ
の
嘉
瀬
で
は
、
ヶ
、
セ
ラ
、
セ
ラ
、
ど
う
に
か
な
る
さ
－
の
空
気
で
あ
る
。

こ
れ
は
全
国
の
農
家
に
も
通
ず
る
事
で
も
あ
る
が
、
反
面
金
木
の
商
店
の
方
た
ち
は
、

農
業
問
題
を
も
ろ
に
受
け
と
め
、
自
分
ご
と
の
よ
う
に
心
配
し
て
い
る
。
近
辺
の
農

家
が
駄
目
に
な
れ
ば
売
上
げ
減
が
必
至
、
店
替
え
倒
産
が
も
う
目
に
見
え
て
い
る
と

言
う
。
農
家
思
考
は
一
つ
の
嘉
瀬
－
津
軽
だ
け
で
な
く
全
国
的
な
も
の
と
は
思
う
が
、

消
極
的
な
、
「
長
い
も
の
に
は
巻
か
れ
ろ
」
主
義
が
、
虐
げ
ら
れ
た
当
時
の
ま
ま
で

残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

あ
し
た

明
日
食
う
米
が
無
く
て
も
、
お
祭
り
騒
ぎ
が
好
き
だ
と
言
う
指
向
か
ら
、
そ
の
縁

を
深
ぐ
っ
て
ゆ
け
ば
、
嘉
瀬
は
芸
能
人
－
歌
手
が
多
く
輩
出
さ
れ
て
い
る
。
民
謡
の

黒
川
桃
太
郎
、
鎌
田
稲
一
は
別
格
と
し
て
、
歌
謡
（
流
行
歌
）
歌
手
と
し
て
、
既
に

レ
コ
ー
ド
を
出
し
た
歌
手
と
し
て
は
、
平
川
幸
夫
（
亡
平
川
由
八
さ
ん
の
息
子
）
五

所
川
原
あ
き
（
鳴
海
繁
さ
ん
の
娘
）
浜
木
じ
ゅ
ん
（
原
田
源
太
郎
さ
ん
の
息
子
）
三

田
圭
二
（
亡
長
利
育
造
さ
ん
の
息
子
）
最
後
に
は
ド
オ
オ
ン
と
、
吉
幾
三
は
皆
さ
ん

御
存
じ
の
通
り
、
五
人
と
も
誰
は
ば
か
ら
な
い
生
粋
の
嘉
瀬
ッ
子
で
あ
る
。

文
化
面
か
ら
は
、
敗
戦
直
前
疎
開
中
の
太
宰
治
に
師
事
し
た
の
は
嘉
瀬
の
人
ば
か

り
。
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
続
け
て
き
た
俳
句
人
の
人
脈
。
い
ち
早
く
郷
土
歴
史
を

掘
り
起
こ
し
、
今
「
か
た
り
べ
」
第
七
集
目
を
発
刊
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
嘉
瀬
ふ

る
さ
と
を
深
ぐ
る
会
の
面
々
・

よ
っ
て
嘉
瀬
の
貌
は
保
守
色
も
進
歩
色
も
含
め
て
多
面
的
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら

素
晴
し
い
可
能
性
の
花
が
咲
く
は
ず
。

嘉
瀬
の
貌
そ
れ
は
種
々
の
角
度
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
嘉
瀬
は
私

の
掛
け
替
え
の
な
い
ふ
る
さ
と
で
あ
る
。
雲
雀
野
二
七
六
番
地
は
私
の
本
籍
地
で
あ

り
現
住
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
生
れ
て
育
ち
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
六
十
五
年
、
そ
の

問
戦
争
中
に
兵
隊
に
行
き
外
地
で
暮
し
た
二
年
、
身
は
中
国
の
山
奥
に
在
っ
て
片
時

も
ふ
る
さ
と
を
忘
れ
ず
、
望
郷
の
念
が
強
ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ふ
る
さ
と
か
ら

の
手
紙
や
、
新
聞
な
ど
は
肌
身
か
ら
離
さ
ず
、
汗
で
汚
れ
文
字
が
読
め
な
く
な
っ
て

も
、
お
守
り
の
よ
う
に
下
着
の
ポ
ケ
ッ
ト
な
ど
に
入
れ
て
歩
い
た
。

私
の
身
心
は
嘉
瀬
一
色
で
あ
る
。
嘉
瀬
に
生
れ
た
こ
と
を
幸
福
に
思
い
、
や
が
て

嘉
瀬
の
土
に
な
る
こ
と
念
願
し
て
い
る
。
母
校
は
嘉
瀬
小
学
校
だ
け
、
友
人
、
知
人

も
嘉
瀬
が
圧
倒
的
に
多
く
、
他
町
村
に
は
数
え
る
程
度
よ
り
居
な
い
、
い
わ
ば
井
の

中
の
蛙
で
あ
る
。
経
済
的
に
は
貧
し
く
と
も
、
嘉
瀬
に
住
ん
で
い
る
だ
け
で
も
満
足

し
て
い
る
。

今
は
情
報
化
時
代
、
黙
っ
て
家
に
居
て
も
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
新
聞
、
テ
レ
ビ
な

ど
で
入
手
で
き
る
。
そ
れ
で
も
嘉
瀬
の
友
人
、
知
人
ほ
ど
私
に
情
報
を
提
供
し
て
く

れ
な
い
。
ふ
る
さ
と
嘉
瀬
の
貌
は
ど
ん
な
貌
で
も
問
題
で
は
な
く
、
無
条
件
に
何
で

も
良
く
見
え
る
、
嘉
瀬
は
私
の
わ
が
ま
ま
を
許
し
て
く
れ
た
。
時
に
は
厳
し
く
叱
っ

て
も
く
れ
た
。
勝
手
気
ま
ま
に
振
る
ま
っ
た
私
を
他
村
だ
っ
た
ら
地
域
外
に
追
放
さ

れ
た
と
思
う
。
私
の
両
親
も
義
理
の
親
た
ち
も
既
に
亡
く
、
小
学
校
の
恩
師
も
大
半

が
他
界
し
て
、
た
っ
た
お
一
人
だ
け
健
在
で
あ
る
。
嘉
瀬
の
人
々
も
子
供
の
代
に
な

っ
た
り
、
孫
の
代
に
な
っ
て
い
る
家
も
多
く
な
っ
た
。

嘉
瀬
は
私
の
ふ
る
さ
と

小
山
内
嘉
一
郎
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