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「
馬
地
獄
」

「
近
代
大
阪
』

織
田
作
之
助

i
i北
尾
錬
之
助

の
方
法

を
手
が
か
り
に

織
田
作
之
助
の
伝
記
や
回
想
記
を
ひ
も
と
く
と
、
こ
の
作
家
が
日
々
の
経

験
や
見
聞
で
得
た
素
材
を
か
た
っ
ば
し
か
ら
創
作
に
つ
ぎ
こ
ん
で
い
た
と
い

う
逸
話
を
頻
繁
に
自
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
谷
晃
一
氏
は
、
主
人
婦
設
問

を
は
じ
め
多
く
の
小
説
が
笑
は
体
験
や
肉
殺
か
ら
聞
き
こ
ん
だ
話
を
膨

（

2）
 

ら
ま
せ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
詳
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤
沢
綴
夫
は

「
ぼ
く
ら
の
仲
間
で
は
「
書
こ
う
と
思
う
こ
と
は
絶
対
に
織
田
作
に
し
ゃ
べ

っ
た
ら
あ
か
ん
」
と
い
っ
て
い
ま
し
た
よ
（
笑

つ
い
う
と
舎
か
れ
る
か

ら
、
織
悶
作
に
は
い
わ
ん
と
こ
、
い
わ
ん
と
こ
。
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
よ

（
笑
こ
な
ど
と
回
一
顧
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
織
聞
は
、
小
説
制
作
の
助
け
と
し
て
、
体
験
や
見
聞
の
み
に
こ

だ
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
篠
沢
は
前
述
の
回
想
記
で
、
「
も
し
織
問

世
相
が
、
何
か
を
読
ん
で
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
感
心
し
た
ら
、
そ
の
感
心
を

自
分
の
次
か
そ
の
次
の
作
品
の
中
に
生
か
す
わ
け
で
す
」
と
述
べ
、
ヴ
消

織
図
作
之
助
「
馬
地
獄
」
の
方
法

斎

藤

生

理

が
夏
目
激
石
室
口
輩
は
仲
俄
で
あ
る
」
の
、
「
十
五
夜
物
諸
国
が
セ
ル
パ

ン
テ
ス
「
ド
ン
・
キ
ホ
i
テ
』
の
強
い
彩
響
下
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
他
に
も
、
織
問
に
は
パ
ロ
デ
ィ
作
品
が
多
く
あ
る
。
井
原
問
鶴
や
ス
タ

ン
ダ
i
ル
に
傾
倒
し
、
務
秘
的
に
絞
り
こ
ん
で
い
た
こ
と
は
自
ら
吹
聴
し
て

い
た
し
、
織
閉
じ
し
ん
は
明
示
し
て
い
な
い
も
の
の
、
近
年
の
研
究
か
ら

は
、
向
時
代
作
家
の
小
説
ゃ
、
あ
っ
か
う
テ
！
マ
に
関
す
る
導
内
的
な
文
献

資
料
か
ら
も
少
な
か
ら
ぬ
摂
取
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ

あ
る
。こ

う
し
た
小
説
作
法
は
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
舘
の
織
白
文
庫
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
「
創
作
ノ
！
ト
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ノ
！
ト
の

部
こ

は
、
「
ゴ

l
ゴ
リ
の
券
。
縫
夢
笑
（
日
本
の
笑
）
首
の
こ
と
／
こ
れ
を
綴
り

ム
口
は
せ
て

つ
の
短
編
」
（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
「
／
」
は
改
行
を
示

す
。
以
下
向
じ
）
と
い
う
メ
モ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
織
田
は
ゴ

l
ゴ
リ
の

と
、
や
は
り
蔵
書
に
あ
る
「
日
本
人
の
笑

i
文
学
綴
」

議
刺
小
説

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
誌
の
切
損
じ
（
初
期
の
笑
話
集
そ
の
凶
）
」
l
i
i盗
み

五



織
間
作
之
助
「
限
内
地
獄
」
の
方
法

に
入
っ
た
家
の
、
五
人
に
首
を
新
り
つ
け
ら
れ
て
、
逃
げ
る
途
中
ぶ
ら
ぶ
ら
す

る
首
が
邪
魔
だ
か
ら
懐
へ
入
れ
て
走
っ
た
と
い
う
滑
稽
諮
l
iー
を
組
み
合
わ

せ
て
短
編
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
一
…
一
則
前
は
実
現
し
な
か
っ
た
よ
う
だ

が
、
興
味
を
惹
か
れ
る
話
に
触
れ
る
と
、
そ
れ
ら
を
積
緩
約
に
切
り
貼
り
し

て
小
説
を
仕
立
て
よ
げ
よ
う
と
す
る
織
自
の
姿
勢
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い

る。
断
っ
て
お
け
ば
、
こ
う
し
た
い
さ
さ
か
性
急
に
も
思
わ
れ
る
創
作
態
度

は
、
必
ず
し
も
作
品
の
劣
化
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
伊
吹
武

彦
は
、
「
小
説
家
が
日
常
の
見
聞
を
小
説
化
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

り
、
あ
え
て
特
筆
す
る
に
値
し
な
い
が
、
織
間
作
の
場
合
は
、
そ
の
。
小
説

化
。
が
は
な
は
だ
敏
捷
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
織
問
に
話
し
た
内
容
や
共
に

体
験
し
た
出
来
事
が
？
あ
っ
と
い
う
問
に
十
分
よ
く
消
化
さ
れ
て
」
連
載
中

（

8）
 

の
吋
そ
れ
で
も
私
は
行
く
』
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
証
一
一
一
目
し
て
い

（

9
v
 

る
。
ま
た
、
杉
山
平
一
氏
は
、
織
聞
が
得
意
と
し
た
大
阪
の
町
並
み
を
挙
制
服

か
に
摘
出
す
る
方
法
も
、
こ
う
し
た
小
説
作
法
の
賜
物
だ
っ
た
と
指
織
し
て

い
る
。

「
ア
ド
バ
ル
ー
ン
」
の
夜
店
の
一
軒

軒
の
情
景
の
羅
列
の
美
し
さ

は
、
彼
の
文
学
の
根
本
で
あ
っ
て

一
人
の
人
間
に
か
ら
ま
る
挿
話
を

械
に
な
ら
べ
て
ゆ
く
、
商
売
を
な
ら
べ
て
ゆ
く
と
い
ふ
方
法
｜
｜
こ
れ

ノ、

を
彼
は
放
浪
牲
と
自
ら
は
呼
ん
で
ゐ
た
が
、
こ
れ
は
主
人
公
の
運
命
で

は
な
く
て
さ
き
か
ぢ
っ
た
色
々
の
話
を
む
す
ぶ
テ
ク
ニ
ッ
ク
な
の
で
あ

る
大
阪
の
情
景
に
せ
よ
、
「
放
浪
性
」
に
せ
よ
、
い
か
に
も
〈
オ
ダ
サ
ク
〉

ら
し
い
と
一
般
に
評
価
さ
れ
て
い
る
表
現
は
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
手
に
入
れ
た

材
料
を
織
田
が
廷
し
合
わ
せ
て
ゆ
く
過
程
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で

ホ
り
ヲ
ハ
v

。
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
窓
き
つ
つ
、
本
論
で
は
、
織
問
の
代
表
的
な
作
口
問

の

つ
で
あ
る
「
潟
地
獄
」
に
典
拠
と
思
し
き
永
田
物
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
作
品
と
当
該
の
敢
闘
物
と
を
比
較
し
て
、

絡
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
織
田
の
創
造
の
営
み
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る

だ
け
で
な
く
、
近
代
大
阪
の
貯
や
人
情
を
丹
念
に
描
い
た
胤
俗
作
家
と
し
て

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち
な
〈
オ
ダ
サ
ク
〉
像
を
向
い
直
す
こ
と
に
も
な
る
は
ず

で
あ
る
。

大
阪
の
堂
島
川
に
架
か
る
玉
江
橋
に

一
人
の
出
力
が
件
ん
で
い
る
。
日
々

の
廃
労
に
疲
れ
た
「
彼
」
は
、
弓
な
り
の
橋
を
隣
ぎ
つ
つ
渡
る
荷
馬
車
の
潟

を
見
て
「
側
隠
の
憐
」
を
覚
え
て
い
る
。
あ
る
日
「
彼
」
は
河
ん
す
ぼ
ら
し
い
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「
男
」
に
声
を
か
け
ら
れ
る
。
無
一
文
の
「
聞
己
は
、
弱
か
ら
何
も
食
べ
な

い
ま
ま
遠
く
の
親
戚
そ
徒
歩
で
訪
ね
よ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
。
同
情
し
た

「
彼
」
は
、
な
け
な
し
の
五
十
銭
を
「
男
」
に
差
し
出
す
。
と
こ
ろ
が
三
日

後
、
向
じ
「
男
」
に
、
問
じ
よ
う
に
声
を
か
け
ら
れ
た
。
失
敗
に
気
づ
い
た

「
努
」
が
あ
わ
て
て
逃
げ
た
方
向
か
ら
や
っ
て
き
た
夜
間
向
車
の
潟
に
、
「
彼
」

は
驚
き
と
苦
痛
の
表
情
を
見
出
す
。

こ
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
「
潟
地
獄
」
は
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
に
発
表

さ
れ
た
吋
動
物
集
」
の
中
の
、
問
O
O字
詰
め
原
稿
用
紙
で
悶
枚
ほ
ど
の
掌

編
で
あ
る
。
「
動
物
袋
い
会
体
は
、
「
十
姉
妹
」
「
土
佐
犬
」
「
務
会
」
「
潟
地

獄
」
「
染
」
「
狽
」
「
猟
の
蚤
」
と
い
う
七
つ
の
掌
編
か
ら
成
る
。
い
ま
だ
駆

け
出
し
の
作
家
で
あ
っ
た
織
田
が
、
「
大
阪
文
学
」
と
い
う
中
央
文
壇
か
ら

離
れ
た
同
人
雑
誌
に
発
表
し
た
作
品
で
は
あ
っ
た
が
、
正
系
白
鳥
か
ら
「
い

ろ
／
＼
な
鳥
獣
を
題
目
に
採
っ
て
、
人
間
を
仲
招
い
た
小
口
問
で
あ
る
。
自
の
っ

け
所
が
郡
白
い
。
少
し
舌
足
ら
ず
の
者
振
り
だ
が
、
そ
こ
に
愛
矯
が
あ
る
と

一
言
っ
て
も
い
い
」
と
－
評
価
さ
れ
た
。
織
田
じ
し
ん
も
「
古
木
雄
呂
志
」
の
祭

名
で
「
彼
に
と
っ
て
は
無
数
に
雑
作
な
く
書
け
る
小
説
を
放
べ
た
と
い
ふ
だ

け
の
も
の
」
と
批
判
し
て
み
せ
る

方
、
「
作
の
出
来
栄
え
か
ら
ぎ
へ
ば

従
来
の
彼
の
も
の
よ
り
、

一
段
垢
ぬ
け
し
て
来
て
ゐ
る
。
七
つ
の
う
ち

「
土
佐
犬
」
「
潟
地
獄
」
「
狼
」
の
三
つ
が
よ
い
。
小
説
家
魂
が
感
じ
ら
れ
る

の
だ
」
と
肯
定
的
に
取
り
あ
げ
て
い
る
。

織
田
作
之
効
「
潟
地
獄
」
の
方
法

ゃ
、
吋
織
田
作
之
効
選
集
第
一

吋
動
物
集
」
は
、
そ
の
後
も

と
い
っ
た
単
行
本

集
第

巻
』
の
中
央
公
論
社
出
版
部
に
よ
る
「
後
記
」
に
は
、
「
特
に
「
馬

地
獄
」
な
る

絡
は
着
想
す
ぐ
れ
、
繋
跡
も
ま
た
鋭
い
、
作
者
の
全
作
品
中

で
も
出
色
の
小
口
巴
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
吋
現
代
日
本
文
学
大
系
叩

武
田
鱗
太
郎
・
織
田
作
之
助
・
怠
仰
木
健
作
・
極
一

日
本
文
学
金
集
織
間
作
之
助
」
に
は
、
「
馬
地
獄
」
が
吋
動
物
訪
米
』
か
ら
独

ゃ
、
ア
り
く
ま

支
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
「
動
物
銭
円
こ
と
に

「
潟
地
獄
」
が
織
田
の
作
品
の
中
で
も
s
一
括
い
評
価
を
受
け
て
き
た
こ
と
が
わ

か
る
。
研
究
史
で
も
、
大
谷
晃
一
氏
が
「
七
つ
の
話
の
う
ち
「
馬
地
獄
」
が

最
も
す
ぐ
れ
」
て
い
る
と
述
べ
、
潟
西
和
彦
氏
も
「
人
間
の
慾
や
会
の
や
り

く
り
を
動
物
の
名
に
か
ぶ
せ
て
描
い
た
小
品
集
で
、
着
惣
の
面
白
さ
に
、
織

田
の
才
気
が
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
「
潟
地
獄
」
な
ど
秀
作
で
あ
る
」
）
と
述
べ

て
い
る
。

」
の
よ
う
に
織
問
の
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
「
馬
地
獄
」

だ
が
、
こ
の
小
説
を
本
格
的
に
考
察
し
た
研
究
は
、
現
夜
の
と
こ
ろ
宮
川
康

氏
の
「
織
間
作
之
助
「
潟
地
獄
」
の
教
材
性
｜
！
現
代
文
分
野
に
お
け
る

〈叩）

「
大
阪
の
文
学
」
の
教
材
と
し
て
i
i
l」
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
宮
川
氏
は

「
大
阪
の
文
学
」
と
し
て
の
教
材
価
値
を
や
心
に
論
じ
て
お
り
、
「
本
稿

は
、
決
し
て
「
阻
同
地
獄
」
の
作
品
論
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
断
っ
て
い

ずじ
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織
間
作
之
助
「
潟
地
獄
」
の
方
法

る
。
し
か
し
、
あ
る
べ
き
本
文
の
確
定
や
構
成
の
把
握
を
は
じ
め
、
こ
の
論

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
こ
れ
か
ら
「
潟
地
獄
」
を
分
析
し
よ
う

と
す
る
者
に
と
っ
て
大
い
に
参
考
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

宮
川
氏
は
、
「
潟
地
獄
」
が
「
は
っ
き
り
と
し
た
起
承
転
結
構
成
」
を
俄

え
て
い
る
と
し
て

一
綴
を
「
｛
起
］
絡
の
様
子
と
、
主
人
公
「
彼
」
の
紹
介

／
［
承
］
苦
労
す
る
荷
馬
車
の
「
潟
」
を
眺
め
る
「
彼
」
／
｛
転
〕
「
努
」

に
だ
ま
さ
れ
る
「
彼
」
／
［
結
］
「
お
」
に
苦
A

紛
の
表
情
を
見
る
「
彼
」
」
と

区
分
け
し
て
い
る
。
本
論
も
、
こ
の
分
け
方
に
従
い
た
い
。

ま
た
、
宮
川
氏
は
「
「
落
ち
」
の
あ
る
起
承
転
結
構
成
は
、
こ
の
小
説
の

中
で
独
立
性
の
強
い
〔
い
ね
〕
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
や
に
も
見
ら
れ
る
」
と
し

て
、
［
紙
〕
の
部
分
を
「
〈
起
〉
「
彼
」
と
「
印
刀
」
と
の
出
会
い
／
〈
承
〉
「
男
」

に
会
を
ー
泌
す
「
彼
」
／
〈
転
〉
「
彼
」
と
「
男
」
と
の
再
会
／
〈
結
〉
逃
げ

て
い
く
「
閉
己
」
と
細
分
化
し
て
い
る
。
こ
の
区
分
に
も
、
で
」
の
よ
う
な
起

添
い
ね
給
の
一
一
援
の
構
成
に
よ
っ
て
、
こ
の
掌
編
は
、
テ
ン
ポ
の
良
い
展
開
を

与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
否
応
な
し
の
完
結
感
を
批
判
つ
」
と
い
う
指
摘
に
も

賛
成
す
る
。

た
だ
、
そ
の
う
え
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
の
中
核
に
あ
た
る
「
転
」
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
典
拠
と
思
し
き
設
物
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
脅

物
と
は
、
北
日
時
絞
之
助
の
吋
近
代
大
阪
い
で
あ
る
。

｝＼ 

北
開
地
鈴
之
効
吋
近
代
大
阪
」
は
、
昭
和
七
年
十
二
月
に
創
元
社
か
ら
「
近

畿
景
観
」
シ
リ
！
ズ
の
「
第
三
一
編
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
、
「
昭
和
沼
年
ご

ろ
か
ら
、
七
年
に
か
け
て
、
議
き
た
め
て
霞
い
た
部
会
没
歩
の
記
録
」

（
「
序
」
）
で
あ
る
。
梅
的
・
心
斎
橋
・
千
日
前
・
天
王
寺
な
ど
の
中
心
部
は

も
ち
ろ
ん
、
淀
川
や
安
治
川
な
ど
の
河
川
や
絡
の
様
子
も
写
し
取
り
、
か
つ

大
阪
城
や
新
除
問
介
や
宝
塚
歌
劇
団
や
デ
パ
ー
ト
の
食
堂
な
ど
に
も
日
を
配
る

こ
と
で
、
大
阪
と
い
う
都
市
を
多
角
的
に
観
察
し
た
二
十
七
彩
か
ら
成
る
。

ま
た
、
口
絵
を
は
じ
め
計
凶
十
一
枚
の
写
真
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
点
に
は
、

名
古
震
新
聞
社
お
よ
び
大
阪
毎
日
新
聞
社
で
記
者
と
し
て
活
践
し
、
「
サ
ン

デ
ー
毎
日
」
編
集
長
と
し
て
表
紙
写
真
も
担
当
し
て
い
た
北
尾
の
持
ち
味
が

発
悦
押
さ
れ
て
い

織
田
作
之
助
が
、
北
尾
の
こ
の
著
作
か
ら
淡
厚
な
彩
榔
官
官
受
け
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
地
滋
学
者
の
加
藤
政
洋
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。
加
藤
氏

は
「
消
資
さ
れ
る
都
市
空
間
ー
ー
ー
遊
歩
公
た
ち
の

や

「
都
市
・
放
浪
・
故
郷
i
i
e近
代
大
阪
と
織
間
作
之
助
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア

に
お
い
て
、
織
田
を
「
没
歩
者
・
北
尾
絞
之
助
の
影
響
を
受
け
て

「
近
代
大
阪
」
の
景
観
を
多
く
の
作
品
に
捕
き
込
ん
で
い
っ
た

｛

お

｝

（

お

－

家
」
と
捉
え
、
織
田
の
「
大
阪
の
山
政
」
や
「
大
阪
発
見
」
と
い
っ
た
随
筆
に

：
、
、
、
ノ
い
い
γ

ノ

u
f
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お
け
る
「
法
務
寺
桜
町
」
の
描
き
方
に
、
「
近
代
大
仮
」
の
「
千
日
前
逃
透

記
」
の
点
取
の
「
蕗
わ
」
な
彩
響
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
加
藤
氏
は
、

具
体
的
な
記
述
に
却
し
て
「
ほ
と
ん
ど
間
意
の
文
京
」
や
「
あ
か
ら
さ
ま
に

北
尾
を
パ
ラ
フ
レ
i
ズ
し
た
」
あ
る
い
は
「
表
現
を
な
ぞ
っ
て
い
る
」
文
章

が
見
ら
れ
る
こ
と
ま
で
論
証
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
織
田
の
独
自
性

が
、
「
法
品
一
静
止
ザ
横
町
」
の
よ
う
な
「
路
地
空
間
の
な
か
に
「
大
阪
の
伝
統
」

と
い
う
綬
史
性
を
敏
感
に
喫
ぎ
と
」
り
「
「
大
阪
ら
し
さ
」
、
「
大
阪
的
」
な

る
も
の
を
表
象
H

代
表
す
る
空
間
と
し
て
」
位
鼠
づ
け
た
こ
と
や
、
「
表
尚
一

り
か
ら
畿
通
り
へ
と
移
動
す
る
際
に
惹
起
さ
れ
た
奇
妙
な
感
党
」
の
よ
う
な

細
部
の
「
祭
閥
的
メ
タ
フ
ァ
！
」
に
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

も
っ
と
も
加
藤
氏
は
、
織
阪
の
数
々
の
随
筆
や

な
ど
に
は
言
及
し
つ
つ
も
、
「
潟
地
獄
」
に
つ
い
て
は

一
一
一
－
口
も
触
れ
て
い
な

ぃ
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
「
近
代
大
阪
い
中
の

間
交
体
制
附
近
」
お
よ
び

「
川
口
風
景
」
と
い
う
翠
を
「
馬
地
獄
」
と
の
関
迷
で
取
り
あ
げ
た
い
。

ま
ず
「
仮
設
橋
附
近
」
を
見
る
。
こ
の
壊
で
北
尾
は
、
「
淀
屋
橋
以
西
の

土
佐
抑
制
川
南
岸
（
大
川
町
）
波
法
橋
以
阪
、
間
交
橋
支
江
橋
、
堂
烏
大
橋
な

ど
の
架
っ
て
ゐ
る
堂
島
川
筋
な
ど
」
を
「
橋
と
、
建
物
と
、
河
と
の
調
和
美

に
よ
っ
て
、
作
り
期
さ
れ
た
近
代
都
市
風
景
i
」
と
讃
え
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
白
装
橋
か
ら
見
た
タ
蒸
れ
の
風
景
は
次
の
よ
う
に
活
写
さ
れ
て
い
る
。

織
凶
作
之
叫
削
「
潟
地
獄
」
の
方
法

午
後
m
問
符
墳
に
な
る
と
、
機
の
間
の
快
に
タ
ク
シ
！
が
集
る
。
附
近

の
大
建
築
か
ら
凶
方
に
流
れ
出
す
退
け
時
の
会
社
員
を
犯
ふ
の
だ
。

実
際
、
こ
の
辺
り
ほ
ど
、
交
り
気
の
な
い
俸
給
生
活
者
を
、

吐
き
出
す
と
こ
ろ
も
す
く
な
か
ら
う
。
大
阪
ピ
ル
は
目
下
の
と
こ
ろ
、

大
阪
に
お
け
る
大
建
築
の
最
高
の
も
の
、
そ
れ
か
ら
大
波
帝
国
大
学
に

し
ろ
、
仮
大
附
属
病
院
に
し
ろ
、
中
点
入
浴
一
一
防
局
に
し
ろ
、
商
工
会
議
所

に
し
ろ
、
み
な
す
く
な
か
ら
ぬ
通
勤
者
を
や
ん
で
ゐ
る
。
試
み
に
間
交

織
の
上
に
立
っ
て
夕
暮
れ
の

時
、
こ
、
に
部
会
風
景
を
織
り
出
す
と

こ
ろ
の
お
き
イ
ン
テ
リ
の
歩
み
を
兇
給
へ
。
そ
し
て
、
そ
の
中
か
ら
、

近
代
女
性
の
溌
剃
た
る
…
つ
の
階
級
性
を
拾
う
て
ほ
、
笑
む
の
だ
。
ハ

イ
ヒ
ル
、
ブ
ヱ
ル
ト
、
ノ
ン
・
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
、
ボ
ツ
ブ
、
口
紅
、
そ

し
て
紫
の
袴
、
白
い
看
護
衣
な
ど
あ
ら
ゆ
る
働
く
女
性
の
鮮
れ
が
、
洛

日
に
向
っ
て
、
白
き
、
赤
き
パ
ラ
ソ
ル
を
織
の
上
に
一
斉
に
咲
か
せ

る。
こ
の
「
田
町
公
橋
附
近
」
に
切
り
取
ら
れ
た
都
市
風
景
は
、
「
潟
地
獄
」
で

描
出
さ
れ
た
風
景
と
は
大
き
く
異
な
る
。
「
町
内
地
獄
」
で
は
、
「
東
よ
り
服
に

大
江
橋
、
波
漣
様
、
団
設
係
、
そ
し
て
玉
江
橋
ま
で
来
る
と
、
橋
の
感
じ
が

に
は
か
に
見
す
ぼ
ら
し
い
」
と
さ
れ
、
「
川
口
界
隈
の
煤
燥
に
く
す
ん
だ
空

の
缶
こ
を
は
じ
め
、
「
調
和
美
」
と
は
ほ
ど
迷
い
空
間
が
捕
か
れ
て
い
る
。

1L 
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綴
聞
作
之
助
「
潟
地
獄
」
の
方
法

「
附
近
の
大
慾
築
」
が
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
大
学
病
院

の
建
物
も
橋
の
た
も
と
の
附
属
建
築
物
だ
け
は
、
道
き
忘
れ
ら
れ
た
や
う
に

う
ら
淋
し
い
」
と
、
視
野
が
板
度
に
限
定
さ
れ
、
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
細
部

が
拡
大
さ
れ
る
。

一
方
で
、
「
橋
の
よ
を
通
る
男
女
や
荷
馬
車
」
が
取
り
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
会
社
員
が
乗
る
「
タ
ク
シ
ー
」
や
「
イ
ン
テ

リ
の
歩
み
」
や
「
近
代
女
性
」
の
「
ハ
イ
ヒ
ル
い
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
。

む
ろ
ん
「
回
笈
橋
附
近
」
と
ち
が
っ
て
「
潟
地
獄
」
は
玉
江
橋
を
中
心
に

し
て
い
る
。
同
じ
川
に
架
か
る
隊
の
橋
と
は
い
え
、
異
な
る
橋
を
悲
点
に
し

た
風
景
で
あ
る
点
は
無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
、
北
尾
銭
之
助
は
「
回
蓑
橋

附
近
」
の
光
景
と
し
て
、
玉
江
崎
愉
も
視
野
に
収
め
て
い
る
。
そ
れ
は
「
閣
の

方
は
玉
江
橋
の
黒
い
橋
欄
の
よ
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
風
の
四
角
な
側
燈
が
も
う
点

っ
て
ゐ
る
が
、
磁
の
空
は
ま
だ
明
る
い
。
橋
の
よ
を
行
く
す
べ
て
の
人
が
、

み
な
彩
簡
を
描
く
。
対
岸
に
は
、
電
車
が
す
さ
ま
じ
い
榔
す
き
を
上
げ
て
ゐ

る
。
自
動
家
が
非
常
な
ス
ピ
i
ド
で
、
黄
金
虫
の
や
う
に
そ
の
電
車
を
か
け

抜
け
て
行
く
」
と
描
か
れ
る
。

一
方
「
潟
地
獄
」
に
は
、
「
ゴ
シ
ッ
ク
風
の

四
角
な
側
燈
」
も
、
電
車
も
自
動
車
も
出
て
来
な
い
。
や
は
り
同
作
品
の
語

り
手
は
、
近
接
し
た
場
所
か
ら
奥
な
る
景
色
を
切
り
取
っ
て
い
る
と
言
、
つ
べ

き
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
台
、
だ
か
ら
こ
そ
注
8
し
た
い
の
は
、
同
じ
吋
近
代
大
阪
」
の

。

「
川
口
風
景
」
と
い
う
索
の
叙
述
で
あ
る
。
こ
の
章
で
北
尾
は
、
玉
江
橋
の

さ
ら
に
酋
に
位
置
す
る
「
新
船
津
橋
、
端
建
絞
橋
の
よ
に
立
っ
て
、
安
治
川

筋
の
山
慨
を
遠
く
み
る
夕
暮
の
風
景
が
好
き
」
だ
と
述
べ
た
あ
と
、
次
の
よ
う

な
出
会
い
を
描
い
て
い
る
。

私
は
あ
る
日
、
橋
上
の
’
B
い
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
聞
に
描
き
出
さ
れ
る
、
知
…

数
の
彩
の
う
ご
き
を
こ
主
に
求
め
て
、

六
ミ
リ
の
撮
影
機
を
動
か
し

て
ゐ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
る
と
突
然
耳
も
と
で

・・
J
h
u
I
レ、

J
m
l
レ、

一
寸
お
尋
ね
し
ま
す
が
。

と
い
ふ
声
が
問
え
た
の
で
、
ふ
り
返
る
と
、
一
一
一
十
前
後
の
兇
す
ぼ
ら

し
し、

人
の
悶
刀
が
、
日
や
け
し
て
禁
問
中
…
な
顔
を
き
ょ
と
ん
と
さ
せ
な
が

ら

」
れ
か
ら
堺
ま
で
ど
の
位
あ
り
ま
す
か
。

と
訊
く
の
で
あ
る
。

－
堺
ま
で
？
、
堺
ま
で
は
可
な
り
遠
い
が
、
君
は
ど
こ
か
ら
来
た

の
だ
ね
。・

・
堺
へ
帰
り
ま
す
。
昨
日
神
戸
の
方
へ
仕
事
を
採
し
に
行
き
ま
し

た
が
、
お
も
ふ
や
う
に
な
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
多
い
て
帰
り
ま
す
。

で
、
そ
の
男
の
い
ふ
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
神
戸
か
ら
何
で
も
広
い
道
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を
、
ま
っ
す
ぐ
に
歩
い
て
、
ゃ
う
や
く
、
こ
B

中
正
で
辿
っ
て
来
た
の
で

あ
る
が

一
銭
の
金
子
も
も
た
ぬ
の
で
、
朝
か
ら
一
校
の
飯
も
口
に
し

て
ゐ
な
い
。
空
腹
で
ど
う
に
も
歩
け
な
い
。
し
か
し
、
仕
方
が
な
い
の

で
、
こ
れ
か
ら
夜
徽
し
、
堺
ま
で
歩
い
て
行
く
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
潟
怠
を
つ
い
て
、
ぢ
っ
と
、
首
を
垂
れ
た
ま
＼
橋
の
下

を
見
下
し
て
ゐ
る
。

私
は
や
に
は
に
膝
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
銭
入
れ
を
掘
み
出
し
て
、
中
か
ら

十
銭
銀
貨
ニ
ツ
を
取
出
し
た
。

・
：
・
こ
れ
で
何
か
食
べ
て
行
き
給
へ
。

：
：
あ
り
が
た
う
、
ど
う
も
あ
り
が
た
う
。

さ
う
云
ひ
な
が
ら
、
閉
刀
は
、
気
力
も
何
も
笈
へ
尽
し
た
や
う
に
、
と

ぽ
／
＼
と
昭
和
橋
の
方
へ
歩
い
て
行
っ
た
。

そ
の
問
私
等
二
人
の
傍
ら
を
、
幾
百
台
の
自
動
車
が
懇
筋
を
鳴
ら
し

な
が
ら
疾
駆
し
て
行
っ
た
。

橋
欄
の
彩
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
落
ち
る
影
の
う
ご
き
も
、
そ
の
日

は
、
地
平
線
低
く
は
び
こ
っ
た
横
雲
に
さ
へ
ぎ
ら
れ
て
、
つ
ひ
に
意
に

満
た
ぬ
う
ち
に
暮
れ
か
、
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
は
別
立
る
日
も
、
ま
た
、
同
じ
ゃ
う
な
時
刻
に
、
再
び
こ
B

の
橋
の

ょ
に
立
っ
た
。

橋
の
快
に
話
し
て
ゐ
る
二
人
の
男
の
姿
が
尽
に
う
つ
、
た
。

人
は

綴
m
悶
作
之
助
「
潟
地
獄
」
の
方
法

四
十
前
後
の
紳
士
風
の
人
で
あ
っ
た
が
、
も
一
人
の
見
す
ぼ
ら
し
い
男

の
顔
令
み
る
と
、
私
は
閣
内
然
と
し
た
。

・
・
・
昨
日
の
男
だ
。

そ
の
男
は
、
け
ふ
も
同
じ
ゃ
う
に
、
路
傍
の
慈
護
家
か
ら
、
幾
子
か

を
釣
り
上
げ
た
の
で
あ
ら
う
。
や
が
て
と
ぼ
と
ぼ
と
、
あ
ぶ
な
げ
な
足

ど
り
で
こ
ち
ら
に
や
っ
て
来
た
が
、
そ
こ
に
立
っ
て
ゐ
る
私
の
顔
を
み

る
と
、
い
き
な
り
、
く
る
り
と
廻
れ
右
を
し
て
、
そ
れ
こ
そ
、
魂
が
入

っ
た
や
う
に
、
勃
然
と
し
て
、
風
の
ご
と
く
彼
方
に
走
り
去
っ
た
。

私
は
西
の
設
に
務
ち
か
‘
っ
た
、
巨
大
な
、
真
赤
な
太
紡
と
向
ひ
ム
ロ

っ
て
、
践
の
底
か
ら
こ
み
上
げ
て
来
る
苦
笑
を
、
ど
う
と
も
す
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
。

宮
沢
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
北
尾
が
「
川
口
風
景
」
の
殺
を
閉
じ
る
に
あ
た

っ
て
採
用
し
た
こ
の
す
借
詐
欺
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
次
に
掲
げ
る
「
烏
地

獄
」
終
盤
と
酷
似
し
て
い
る
。

あ
る
日
、
そ
ん
な
風
に
や
っ
と
の
努
力
で
渡
っ
て
行
っ
た
轍
の
音
を

き
き
な
が
ら
、
ほ
っ
と
し
て
樹
子
を
は
な
れ
よ
う
と
す
る
と

人
の

男
が
寄
っ
て
来
た
。
貧
乏
た
ら
し
く
薄
汚
い
。
哀
れ
な
芦
で
、
針
中
野

ま
で
行
く
に
は
ど
う
行
け
ば
よ
い
の
か
と
、
紀
州
設
で
き
い
た
。
波
透
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総
m
凶
作
之
叫
叫
「
間
内
池
内
航
」
の
方
法

儲
か
ら
市
電
で
何
倍
野
ま
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
大
欽
浴
車
で
［
i
lと
説

明
し
か
け
る
と
、
い
や
、
歩
い
て
行
く
つ
も
り
だ
と
設
ふ
。
そ
ら
、

君
、
無
茶
だ
よ
。
だ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
針
中
野
ま
で
何
盟
・
：
あ
る
か

も
わ
か
ら
ぬ
迷
さ
に
あ
き
れ
て
ゐ
る
と
、
実
は
、
私
は
和
歌
山
の
者
で

す
が
、
知
人
を
頼
っ
て
西
宮
ま
で
訪
ね
て
行
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
礼
町
中

野
と
い
ふ
と
こ
ろ
へ
移
転
し
た
と
か
で
、
沼
宮
ま
で
の
電
車
笠
は
あ
り

ま
し
た
が
、
あ
と
一
文
も
な
く
、
朝
か
ら
何
も
食
べ
ず
、
空
腹
を
か
か

へ
て
西
宮
か
ら
や
っ
と
こ
こ
ま
で
歩
い
て
や
っ
て
来
ま
し
た
、
あ
と
何

思
ぐ
ら
ゐ
あ
り
ま
す
か
。
半
分
泣
き
声
だ
っ
た
。

思
は
ず
、
沼
、
失
礼
だ
け
れ
ど
こ
れ
を
泡
率
笠
に
し
た
ま
へ
と
、
よ

れ
よ
れ
の
五
十
銭
札
を
男
の
手
に
握
ら
せ
た
。
け
っ
し
て
そ
れ
は
あ
り

余
る
金
で
は
な
か
っ
た
が
、
側
隠
の
備
は
ま
だ
滋
く
尾
を
ひ
い
て
ゐ
た

の
だ
。
男
は
ぺ
こ
ぺ
こ
頭
を
下
げ
、
頭
を
下
げ
、
立
ち
去
っ
た
。
す
り

き
れ
た
草
履
の
足
音
も
な
い
哀
れ
な
後
姿
、
だ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
三
臼
経
っ
た
夕
方
、
れ
い
の
や
う
に
徹
子
に
免
れ
て
、
汚

い
川
水
を
な
が
め
て
ゐ
る
と
、
う
し
ろ
か
ら
戸
を
か
け
ら
れ
た
。
も

し
、
も
し
、
ち
ょ
っ
と
お
伺
ひ
し
ま
す
が
の
し
、
札
山
中
野
ち
ゅ
う
た
ら

こ
こ
か
ら
・
・
・
振
り
向
い
て
、
あ
っ
設
は
こ
の
聞
の
1
1
1努
は
足
音
高

く
逃
げ
て
行
っ
た
。
そ
の
方
向
か
ら
荷
民
家
が
来
た
。
印
刷
が
い
な
な
い

た
。
彼
は
も
う
そ
の
男
の
こ
と
を
忘
れ
、
び
っ
く
り
し
た
や
う
な
苦
痛

の
表
情
を
開
仰
の
制
閣
に
見
て
ゐ
た
。

な
る
ほ
ど
阿
作
品
に
は
差
異
も
あ
る
。
内
容
函
で
は
、
ま
ず
荷
馬
率
の
馬

の
有
無
に
気
づ
く
。
ま
た
、
神
戸
と
閥
復
、
堺
と
針
中
野
、

一J
i
銭
と
五
十

銭
と
い
う
凱
綴
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
男
」
は
仕
事
を
採
し
に
行
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
知
人
に
会
い
に
行
っ
た
の
か
と
い
う
点
や
、
翌
日
に
「
男
」

を
脇
か
ら
見
た
の
か
、

一
一
日
後
に
再
び
戸
を
か
け
ら
れ
た
の
か
等
の
点
が
異

な
る
。
形
式
砲
に
お
い
て
は
、
北
岡
崎
の
文
章
で
は
、
直
接
話
法
と
間
接
話
法

が
駆
使
さ
れ
、

つ
一
つ
の
発
一
一
…
一
口
の
、
主
体
が
明
瞭
で
あ
る
の
に
対
し
、
織
田

の
小
説
で
は
、
二
人
の
発
言
ば
か
り
か
地
の
文
ま
で
が
部
分
約
に
融
け
ん
口
つ

て
い
る
、
と
い
う
ち
が
い
が
あ
る
。

し
か
し
、
堂
島
川
に
架
か
る
橋
の
上
で
夕
方
、
見
知
ら
ぬ
男
に
由
仰
を
か
け

ら
れ
、
朝
か
ら
何
も
食
べ
ぬ
ま
ま
遠
方
ま
で
歩
こ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
そ

文
無
し
の
男
に
金
を
恵
む
が
、
加
の
日
に
再
会
す
る
こ
と
で
寸
借
詐
欺

に
遭
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
、
と
い
う
恭
本
的
な
プ
ロ
ッ
ト
i
i
l宮
川
波
氏
が

の指
摘
し
て
い
た
〔
転
〕
の
部
分
の
起
承
転
結
1
1
1
の
共
通
性
は
明
ら
か
で
あ

る。
む
ろ
ん
、
織
閉
が
北
尾
と
同
じ
寸
借
詐
欺
の
話
を
別
の
方
法
で
知
っ
た
可

能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
織
問
も
北
尾
と
同
様
、
実
際
に
こ

の
よ
う
な
体
験
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
可
能
性
を
完
全
に
排
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除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

だ
が
、
織
聞
の
機
会
が
絞
め
ら
れ
て
い
る
大
阪
府
立
中
之
島
閲
書
館
の
織

罰
文
肉
体
に
は
、
「
近
代
大
阪
い
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
織
聞
の
第
…

リ
H
リ
い
い

rJZ店
、

合
相
μ

？
μ
M
1

の
巻
米
に
は
、
問
じ
創
元
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
た

吋
近
代
大
阪
い
の
広
告
が
掲
殺
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
鑑
み
れ

ば
、
少
な
く
と
も
織
問
が
「
近
代
大
絞
同
を
読
ん
で
い
た
こ
と
自
体
は
確
実

で
あ
る
。

な
ら
ば
、
「
馬
地
獄
」
は
吋
近
代
大
阪
い
を
典
拠
と
し
て
成
交
し
た
作
品

だ
と
断
言
す
る
こ
と
ま
で
は
困
統
で
あ
る
に
せ
よ
、
織
凶
が
「
川
口
界
線
」

と
い
う
一
殺
を
使
用
し
て
い
る
こ
の
小
説
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
手
も
と

に
あ
っ
た
は
ず
の
吋
近
代
大
阪
い
の
「
川
口
風
景
」
か
ら
何
ら
示
唆
を
得
て

い
な
い
と
考
え
る
ガ
が
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
前
述
し
た

加
藤
政
洋
氏
に
よ
る
織
田
の
大
絞
論
と
吋
近
代
大
阪
い
と
の
努
な
関
わ
り
を

踏
ま
え
れ
ば
、
「
路
地
獄
」
が
北
尾
の
著
作
を
鋲
取
し
て
脅
か
れ
た
可
能
性

は
お
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
、
寸
借
詐
欺
の
話
そ
の
も
の
が
寸

批
附
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

匹l

で
は
、
「
潟
地
獄
」
に
は
か
氾
代
大
阪
い
の
一
部
が
摂
取
さ
れ
て
い
た
と

し
て
、
織
悶
は
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
改
変
を
施
す
こ
と
で
独
自
の
小
説
に
し

織
凶
作
之
助
「
潟
地
獄
」
の
方
法

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
た
め
て
吋
近
代
大
仮
い
の
該
当
部
分
を
見
注
し

争－、
a

O

J

ム
し

「
近
代
大
阪
い
に
お
い
て
、
北
尾
の
「
私
」
は
必
↑
本
的
に
級
品
料
小
者
の
ム
メ
場

を
取
っ
て
い
る
。
橋
本
党
之
氏
は
、
織
田
の

を
論
じ
る
に
あ

た
っ
て
「
近
代
大
阪
い
の
「
梅
田
、
品
川
υ
狼
附
」
の
辛
を
援
用
、
川
問
者
の
差
異

を
確
認
し
、
「
北
尾
鋭
之
助
が
見
せ
て
く
れ
た
キ
タ
の
別
に
は
、
ど
こ
に
も

「
大
阪
の
詩
情
」
は
見
い
だ
せ
な
い

と
し
て
、
そ
の
「
筏
断
な
ま
で
に
術

制
刊
に
な
吋
近
代
大
阪
い
の
抑
制
市
の
摘
き
方
と
対
比
す
る
こ
と
で
、
吋
中
大
口
縦
川
一
川
口

後
い
に
拙
か
れ
た
大
波
が
、
当
時
の
災
際
の
大
阪
と
い
か
に
へ
だ
た
っ
た

「
架
空
の
大
阪
」
で
あ
っ
た
か
を
説
明
し
て
い

し
か
し
、
北
尾
は
「
川
口
胤
糸
」
の
殺
で
は
、
む
し
ろ
絞
桜
約
に
「
詩

情
」
を
探
し
求
め
て
い
る
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
織
聞
の
多
く
の

作
品
に
拙
か
れ
た
「
大
阪
の
詩
消
」
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

昭
和
橋
は
次
の
よ
う
に
拙
か
れ
て
い
る
。

数
あ
る
大
坂
の
他
の
橋
に
く
ら
べ
て
ど
こ
か
に
一
種
の
品
格
を
も
っ
て

ゐ
る
。
同
じ
ゃ
う
な
タ
イ
ド
・
ア
！
チ
を
も
っ
械
は
い
く
ら
も
あ
る
。

し
か
し
、
堂
島
大
橋
に
も
、
大
疋
橋
に
も
、
ま
た
桜
設
大
橋
に
も
な

い
、
モ
ダ
ア
ン
さ
と
務
っ
き
と
を
も
っ
て
ゐ
る
。

一
ツ
は
ま
だ
新
し
く

架
け
ら
れ
て
、
多
く
の
交
通
設
を
印
し
な
い
済
浮
き
も
あ
る
の
で
あ
ら
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織
間
作
之
助
「
店
内
地
獄
」
の
方
法

う
が
、
こ
の
辺
り
に
お
け
る
、
河
川
橋
梁
の
交
錯
と
、
大
建
築
物
、
大
道

路
の
背
景
と
が
、
こ
の
橋
の
美
抑
制
を
引
立
て
冶
ゐ
る
の
で
あ
る
。
水
路

交
錯
の
関
係
で
、
タ
イ
ド
・
ア
1
チ
の
天
畿
の
檎
扶
が
、
斜
め
に
架
け

ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
も
、
単
調
酬
を
破
っ
て
、
非
常
な
モ
ダ
ア
ン
味
を

感
じ
さ
せ
る
o

別
に
大
き
く
は
な
い
が
、
美
し
い
橋
梁
風
景
を
作
っ
て

ゐ
る
。

」
の
よ
う
に
北
尾
は
、
「
橋
梁
風
衆
」
に

:JL 

0
年
代
か
ら
一
一
一

O
年

代
に
か
け
て
世
界
各
地
の
建
築
に
見
ら
れ
た
「
モ
ダ
ア
ン

な
紘
一
ん
し
さ
を
見

出
し
て
い

そ
の
た
め
「
私
」
は
、
こ
の
日
も
「
橋
上
の
白
い
ア
ス
フ
ア

ル
ト
閣
に
描
き
出
さ
れ
る
、
無
数
の
影
の
う
ご
き
を
こ
冶
に
求
め
て
」
カ
メ

ラ
を
採
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
と
き
に
「
見
す
ぼ
ら
し
い
一
人
の
男
」
に
遭
遇

し
、
防
備
し
て
金
を
恵
ん
だ
。
そ
れ
は
、
自
分
が
カ
メ
ラ
に
収
め
よ
う
と
し

た
美
し
い
近
代
都
市
風
景
が
隠
し
持
つ
一
聞
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ

っ
た
は
ず
だ
。
だ
か
ら
「
労
」
を
見
送
っ
た
あ
と
、
「
私
」
が
写
そ
う
と
し

て
い
た
「
橋
欄
の
彩
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
落
ち
る
彩
の
う
ご
き
」
は
、
「
地

平
線
低
く
は
び
こ
っ
た
横
雲
に
さ
へ
ぎ
ら
れ
て
」
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
私
」

の
観
祭
者
の
視
線
が
、
生
活
者
で
あ
る
「
男
」
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
た
の

だ
と
一
甘
問
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
「
凶
己
は
笠
日
も
姿
を
見
せ
、
別
加
の
紳
士
か
ら
金
を
巻
き
あ

問

げ
て
い
た
。
そ
の
様
子
を
見
て
、
「
私
」
は
「
閉
刀
」
が
寸
借
詐
欺
を
働
い
て

い
た
こ
と
を
理
解
す
る
。
近
代
都
市
風
景
の
美
の
背
後
に
は
設
し
い
人
々
の

現
実
が
あ
る
、
と
気
づ
い
た
直
後
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
項
対
立
的
な
認
識
そ

の
も
の
を
突
き
放
し
て
見
夜
さ
、
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら

が
堪
能
し
て
い
た
美
の
裳
側
に
気
づ
い
た
と
思
っ
た
途
端
、
そ
う
し
た
単
純

な
構
図
に
よ
る
現
実
理
解
の
甘
さ
を
思
い
知
、
わ
さ
れ
る
と
い
う
皮
肉
。
だ
か

ら
こ
そ
、
こ
の
章
の
終
わ
り
で
「
私
」
は
「
腹
の
成
か
ら
こ
み
上
げ
て
来
る

苦
笑
を
、
ど
う
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
馬
地
獄
」
の
語
り
手
が
焦
点
化
し
て
い
る
「
彼
」
は
、
風
景
を

見
る
者
で
は
あ
る
も
の
の
、
北
尾
の
「
私
」
の
よ
う
な
綴
察
者
と
は
性
質
を

異
に
し
て
い
る
。
「
彼
」
は
「
一
つ
会
社
に
十
何
年
間
か
こ
つ
こ
つ
と
勤

め
、
し
か
も
地
位
が
あ
が
ら
ず
、
依
然
と
し
て
平
社
員
の
ま
ま
で
ゐ
る
人
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
メ
ラ
を
携
え
た
モ
ダ
ン
美
の
探
索
者
と
は

対
照
的
な
、
こ
の
土
地
に
な
じ
ん
だ
生
活
者
で
あ
る
。
「
彼
」
は
側
馴
れ
た
橋

に
美
を
見
出
す
よ
う
な
心
境
に
は
な
い
。
円
随
一
玖
か
ら
小
説
役
界
に
映
し
出
さ

れ
る
の
は
「
と
も
か
く
、
陰
気
」
な
風
景
で
あ
る
。
「
同
ん
す
ぼ
ら
し
い
」

橋
、
「
薄
汚
い
」
飲
食
店
、
「
陰
気
く
さ
い

事
務
所
、
「
薄
汚
れ
て
ゐ
る
」

病
院
、
「
灰
色
に
う
づ
く
ま
っ
た
り
し
て
ゐ
る
」
患
者
、
「
く
す
ん
だ
空
の

色
」
、
「
濁
っ
て
ゐ
る
い
川
の
水
・
：
・
。
低
界
は
「
彼
」
の
心
を
反
映
し
、
陥

く
、
灰
色
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
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「
彼
」
は
、
橋
の
傾
斜
に
苦
し
む
荷
馬
車
の
馬
の
表
情
を
見
て
、
胸
を
痛

め
る
こ
と
が
「
自
虐
め
い
た
習
慣
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
潟
の
苦
し
む

姿
に
自
ら
を
投
影
し
て
し
ま
う
。
、
だ
か
ら
「
以
前
は
ち
ら
と
見
て
、
通
り
過

ぎ
て
ゐ
た
」
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
近
頃
」
は
凝
視
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は

「
彼
」
の
疲
労
が
よ
り
深
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
ま
さ
に
苦
し

み
の
綾
地
に
い
る
馬
を
見
つ
め
、
憐
れ
む
こ
と
で
、
わ
ず
か
の
間
で
あ
れ
自

八
刀
を
蝕
む
疲
労
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

同
じ
心
理
が
「
聞
と
と
出
会
っ
た
と
き
に
も
働
い
て
い
る
。
「
彼
」
に
と

っ
て
「
け
っ
し
て
そ
れ
は
あ
り
余
る
会
で
は
な
か
っ
た
が
」
渡
そ
う
と
い
う

気
分
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
分
以
上
に
閑
嫌
に
夜
面
し
て
い
る
者
に
「
側

隠
の
情
」
を
覚
え
た
こ
と
で
、
ひ
と
と
き
自
分
の
窮
状
を
忘
れ
ら
れ
た
か
ら

だ。
し
か
し
、
「
努
」
は

日
後
に
も
河
じ
口
上
で
「
彼
」
に
語
り
か
け
、
失

敗
に
気
づ
く
と
、
「
す
り
き
れ
た
草
履
の
足
音
も
な
い
哀
れ
な
後
姿
」
を
一
不

し
て
い
た
前
凶
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
「
足
音
高
く
逃
げ
て
行
っ
た
」
。
馬

や
「
閉
刀
」
を
憐
れ
む
こ
と
で
、
’
g
分
の
疲
労
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
た

「
彼
」
の
「
側
隠
の
消
」
は
抑
制
対
化
さ
れ
る
。

「
川
口
風
景
」
が
「
私
」
の
「
苦
笑
」
で
終
わ
っ
て
い
た
の
に
対
し
、

「
路
地
獄
」
は
「
彼
」
が
馬
に
驚
き
と
苦
痛
の
表
情
を
見
出
す
と
こ
ろ
で
終

わ
る
。
同
じ
寸
借
詐
欺
に
気
づ
く
話
で
は
あ
る
が
、
己
の
認
識
の
甘
さ
に
頬

織
田
作
之
助
「
潟
地
獄
」
の
方
法

を
歪
め
る
「
川
口
風
景
」
の
「
私
」
に
比
べ
て
、
「
潟
地
獄
」
の
「
彼
」
の

内
聞
は
よ
り
深
刻
で
あ
る
。
末
尾
で
「
彼
」
は
「
も
う
そ
の
身
の
こ
と
を
忘

れ
」
て
い
た
。
そ
れ
は
、
す
で
に
欺
か
れ
た
こ
と
自
体
と
は
別
の
こ
と
に
気

を
取
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
憐
れ
ん
で
い
た
「
附
記
に
陰
で
舌
を
出
さ
れ
て

い
た
と
知
っ
た
こ
と
。
そ
れ
は
、
「
側
隠
の
情
」
を
か
け
る
、
主
体
で
あ
っ
た

つ
も
り
の
自
分
が
、
実
は
か
け
ら
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
と
自
覚
さ
せ
ら

れ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「
側
隠
の
情
」
を
感
じ
る
こ
と
で
些
少
な
慰
め

を
得
て
い
た
自
分
こ
そ
、
真
に
憐
れ
ま
れ
る
べ
き
存
在
で
は
な
い
の
か
。
そ

の
こ
と
に
気
づ
い
た
驚
き
と
官
官
加
を
「
彼
」
は
味
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

｛
品
川
康
氏
は
、
「
［
承
〕
に
お
い
て
「
側
隠
の
情
」
の
対
象
で
あ
っ
た

「
馬
」
が
、
｛
転
〕
に
お
い
て
「
男
」
に
だ
ま
さ
れ
た
後
、
日
目
に
お
い
て

「
彼
」
自
身
の
身
の
上
に
二
章
一
写
し
に
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
し

か
に
「
び
っ
く
り
し
た
や
う
な
苛
痛
の
表
情
を
町
内
の
顔
に
見
て
ゐ
た
」
と
い

、
っ
「
彼
」
は
、
か
つ
て
憐
れ
ん
で
い
た
対
象
と
今
や
悶
じ
位
相
に
あ
る
。
寸

借
詐
欺
師
に
だ
ま
さ
れ
た
「
彼
」
は
、
あ
や
つ
、
」
つ
れ
、
無
理
を
さ
せ
ら
れ
、

空
回
り
し
て
い
た
点
で
も
、
玉
江
織
の
傾
斜
に
苦
し
む
荷
馬
車
の
馬
に
近
か

っ
た
と
震
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
「
男
」
が
「
彼
」
よ
り
俊
佼
に
立
っ
て
い
る
と
も
見
な
し
が

た
い
。
「
彼
」
に
た
か
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
詐
欺
仰
の
「
男
」
は
、
「
彼
」

と
同
等
以
下
の
困
難
な
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

五
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織
田
作
之
川
叫
「
民
地
獄
」
の
方
法

る
。
ま
た
、
「
男
」
が
ん
必
を
も
ら
っ
て
「
ぺ
こ
ぺ
こ
…
践
を
下
げ
」
て
み
せ
た

と
い
う
叙
述
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
川
口
風
景
」
に
は
な
い
、
「
潟
地

獄
」
で
加
わ
っ
た
描
写
で
あ
る
。
こ
の
「
労
」
の
姿
は
、
長
年
「
外
交
」
の

仕
事
を
し
て
き
た
「
彼
」
の
日
常
の
姿
を
怒
起
さ
せ
る
。
前
述
し
た
、
両
者

の
発
話
文
が
融
合
し
て
い
る
こ
と
も
、
「
彼
」
と
「
男
」
と
の
な
外
な
近
さ

を
脱
明
示
し
て
い
よ
う
。

な
ら
ば
、
宮
川
氏
が
「
〔
転
］
の
部
分
で
「
馬
」
と
入
れ
終
わ
り
に
「
男
」

が
登
場
す
る
こ
と
は
、
［
承
〕
の
「
潟
」
の
位
訟
に
「
閉
刀
」
が
据
え
ら
れ
る

（沼）

こ
と
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
努
」
も
町
内
に
似
て
い
る
。

潟
の
「
び
っ
く
り
し
た
や
う
な
背
術
の
表
情
」
は
、
寸
借
詐
欺
を
さ
れ
、

「
側
隠
の
情
」
を
相
対
化
さ
れ
た
「
彼
」
の
表
情
と
対
応
し
て
い
る
が
、
向

時
に
そ
れ
は
、
迂
隠
に
も
防
じ
相
手
に
戸
を
か
け
て
し
ま
っ
て
あ
わ
て
て
逃

げ
た
「
男
」
が
絵
で
浮
か
べ
て
い
た
ー
阪
で
も
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

「
川
口
風
景
」
で
は
、
「
私
」

て
い
た
。

一
人
の
内
問
の
変
化
に
焦
点
が
当
て
ら
れ

で
は
、
そ
の
変
化
が
当
人
の
自
我
を
脅
か
す
、
よ
り

痛
切
な
も
の
に
さ
れ
る
と
共
に
、
臨
す
者
と
附
制
さ
れ
る
者
と
が
馬
を
媒
介
に

品
問
中
ね
合
わ
さ
れ
る
仕
掛
け
が
総
み
こ
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
緩
い
小
説
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
局
間
で
、
し
か
し
同
じ
よ
う
に
悲
し
む
〈
潟
〉
ど
も
が
拙
か
れ

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
一
筋
の
タ
イ
ト
ル
は
「
潟
地
獄
」
な
の
で
あ
る
。

」ノ、

五

く
り
返
せ
ば
、
「
近
代
大
阪
い
こ
そ
「
店
内
地
獄
」
の
典
拠
で
あ
る
、
と
断

定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
内
動
物
袋
い
に
収
め
ら
れ
た
短
編
の
ゆ

に
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
他
に
も
典
拠
ら
し
き
も
の
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と

一泊
v

が
あ
る
。
織
問
作
之
助
は

執
筆
に
際
し
て
、
さ
ま
、
答
ま
な
創
造

の
稜
を
活
用
し
た
よ
う
な
の
だ
。
そ
の
一
環
と
し
て
「
潟
地
獄
」
を
も
の
す

に
あ
た
り
吋
近
代
大
阪
」
中
の
「
川
口
風
波
」
を
下
敷
き
に
し
た
可
能
性

は
、
こ
こ
ま
で
論
説
し
て
き
た
よ
う
に
、
非
常
に
高
い
と
忍
わ
れ
る
。

し
か
し
、
織
泊
が
そ
の
と
き
取
り
こ
ん
だ
の
は
、
あ
く
ま
で
印
象
深
い
逸

稀
で
あ
り
、
大
阪
の
風
景
で
は
な
か
っ
た
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
橋
本

究
之
氏
は

と
つ
む
代
大
阪
い
の
「
続
出
、
品
問
絞
附
」
の
取

と
を
比
較
し
、

が
「
梅
田
、
曾
根
崎
」
に
拙
か
れ
た
よ
う
な

「
近
代
的
な
都
市
の
風
景
や
騒
音
」
を
窓
識
的
に
排
除
し
た
「
加
氷
山
公
の
大

阪
」
を
描
い
た
小
説
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い

本
一
例
で
論
じ
て
き
た
よ

う
に
、
モ
ダ
ン
都
市
と
し
て
の
大
仮
の
姿
を
綴
力
側
削
除
し
よ
う
と
い
う
傾
向

は
、
「
潟
地
獄
」
に
も
う
か
が
え
る
。

〈お
v

た
だ
し
、
織
田
は
「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
い
と
い
う
小
説
を
す
N
く
う
え
で

は
、
内
近
代
大
阪
」
に
対
し
て
m？
な
る
態
皮
で
臨
ん
で
い
る
よ
う
に
兇
え

る
。
「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
い
は
、
一
治
り
手
「
私
」
こ
と
長
藤
十
台
が
、
生
後
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す
ぐ
か
ら
大
阪
を
中
心
に
各
地
を
転
々
と
し
た
放
浪
の
半
生
を
語
る
物
語
で

場
関
、
彼
が
「
昭
和
六
年
八
月
十
日
の
夜
、
中
之
島
公
閣
の

あ
る
。
そ
の

河
岸
に
件
ん
で
」
挑
め
た
風
景
は
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

川
の
向
ふ
正
樹
は
ち
ゃ
う
ど
羽
凶
三
丁
包
と
ニ
了
日
の
中
程
の
あ
た
り

の
、
支
那
料
理
震
の
裳
側
に
当
っ
て
ゐ
て
、
明
け
は
な
し
た
池
下
室
の

料
淑
場
が
殆
ど
川
の
水
と
す
れ
す
れ
で
し
た
。
そ
の
料
捌
技
場
で
は
鈍
い

電
燈
の
光
を
浴
び
た
襟
か
の
料
理
人
が
彩
絵
の
や
う
に
滋
い
て
ゐ
ま
し

つ
つ
い
て
ゐ
ま
す
。

こ
の
光
景
は
、
「
近
代
大
阪
』
の
「
中
之
島
公
図
タ
渋
」
と
い
う
京
に
お

け
る
次
の
織
な
と
似
通
っ
て
い
る
。

品
五
島
川
の
北
岸
よ
り
も
、
制
民
を
控
へ
た
土
佐
抑
制
川
の
溺
岸
の
方
に
ず

っ
と
関
白
味
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
裁
ち
切
っ
た
や
う
な
殴
態
の
断
層
間

が
、
川
に
向
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
例
へ
ば
支
那
料
理

屋
の
三
階
に
は
、
若
い
安
君
を
速
れ
た
、
船
場
辺
の
ポ
ン
チ
が
、
っ
、

そ
の
ま
た
下
で
は
、

狭
又
一
つ
に
な
っ
た
文
相
即
人
の
料
迎
人
が
、

流
る
、
汗
を
拭
き
な
が

綴
凶
作
之
助
「
印
刷
地
獄
」
の
方
法

ら
、
動
物
の
肉
を
切
っ
て
、
と
き
ん
＼
ペ
ツ
／
＼
と
、
仰
の
中
へ
淡
味

を
耽
い
て
ゐ
る

内
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
の
「
私
」
と
北
問
団
絞
之
助
の
「
私
」
と
は
、
近
い

場
所
に
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
似
た
よ
う
な
光
栄
が
拙
か
れ
る
の
は
当
た
り

前
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
主
人
公
の
「
私
」
を
昭
和
六
年
の
中
之
烏
公

閣
に
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
た
昭
和
二
十
年
の
吋
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
い
執
第

中
の
織
間
の
手
も
と
に
、
北
践
に
よ
る
「
昭
和
四
年
ご
ろ
か
ら
、
七
年
に
か

け
て
、
書
き
た
め
て
ぼ
い
た
部
会
没
歩
の
記
録
」
が
あ
っ
た
の
な
ら
、
そ
の

（出｝

風
景
を
描
く
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
可
能
性
は
低
く
な
い
。

つ
ま
り
、
織
田
は

を
、
そ
の
時
々
の
ね
ら
い
に
恭
づ
い
て

大
問
問
に
摂
取
し
た
り
、
部
分
的
に
参
考
に
し
た
り
、
あ
え
て
無
悦
し
た
り
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
織
聞
は
、
や
は
り
同
時
代
に
お
け
る
代
表
的
な
大
阪
を
め
ぐ
る

も
し
ば
し
ば
摂

取 紀
し行
て 文
いで
るあ
。る
た 宇
と野
え；＃；.

ば三
一一寸 ←弘子匂

大 1c
竪阪
」品

｛土
砂c
oコ
ょ
っ
な

節
が
あ
る
。

大
波
の
言
葉
に
「
や
や
こ
し
い

と
い
ふ
変
挺
な
言
葉
が
あ
る
が

」
れ
ほ
ど
大
阪
の
性
総
を
、
つ
ま
り
大
絞
的
な
も
の
を

一
一
治
で
表
現

し
得
た
一
言
葉
は
、
ち
ょ
っ
と
ほ
か
に
見
当
ら
ぬ
だ
ら
う
。
し
か
し
、
で

じ
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織
間
作
之
助
「
潟
地
獄
」
の
方
法

は
こ
の
「
や
や
こ
し
い
」
と
い
ふ
一
百
十
数
は
、
ど
ん
な
意
味
か
と
き
か
れ

る
と
、
ち
ょ
っ
と
説
明
に
困
る
。
い
は
ば
「
や
や
こ
し
い
」
と
い
ふ
一
言

葉
ほ
ど
「
や
や
こ
し
い

言
葉
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば

大
阪
の
性
格
ほ
ど
説
明
し
に
く
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

（却｝

」
の
主
張
は
「
大
阪
の
憂
畿
」
で
も
、
ヱ
や
や
こ
し
い

説
明
す
る
こ
と
ほ
ど
や
や
こ
し
い
も
の
は
な
い

と
い
ふ
一
一
商
業
を

と
く
り
返
さ
れ
、
「
「
あ
の

銀
行
は
こ
の
頃
や
や
こ
し
い
。
」
／
「
あ
の

人
の
仲
は
や
や
こ
し
い
仰

ゃ
。
」
／
「
あ
の
道
は
や
や
こ
し
い

ι
／
「
ま
ノ
井
テ
や
や
こ
し
い
と
こ
や

な
ア
。
」
／
「
や
や
こ
し
い
芝
居
ゃ
。
」
／
み
ん
な
意
味
が
逮
ふ
の
だ
。
そ
し

て
そ
の
意
味
を
他
の
一
豆
険
制
で
説
明
す
る
奈
は
出
来
な
い
の
だ
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
複
数
の
随
鐙
で
「
や
や
こ
し
い
」
と
い
う
一
夜
業
を
大
阪
と
結
び
つ
け

見
こ
の
発
想
は
織
田
が
考
え
つ
い
た
も
の
の
よ
う
に
映
る
。

て
い
る
た
め

と
こ
ろ
が
、
宇
野
が

の
「
さ
ま
ざ
ま
の
大
阪
気
質

l
i或
ひ
は

大
阪
魂
の
二
つ
の
担
｜
｜
l
」
と
い
う
率
で
、
小
出
楢
震
に
よ
る
「
「
や
や
こ

し
し五

と
い
ふ
一
言
葉
に
就
い
て
開
明
瞭
な
解
説
」
の
「
姿
領
」
を
写
し
た
部
分

に
、
「
近
頃
あ
の
銀
行
は
や
や
こ
し
い
」
と
い
う
織
閉
が
使
っ
て
い
る
用
例

が
、
そ
っ
く
り
な
形
で
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
織
田
の
主
張

も
、
宇
野
が
そ
こ
で
「
結
論
し
て
去
ふ
と
、
「
や
や
こ
し
い
都
と
や
や
こ
し

い
人
」
郎
ち
「
大
阪
及
び
大
阪
人
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
」
と
惑
い
て
い
る

J¥ 

こ
と
と
、
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。

（

m
w
v
 

方
、
織
田
の
「
水
の
抑
制
」
富
一
践
の
「
大
阪
は
水
の
な
い
都
だ
と
い
は

れ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
私
の
幼
時
の
記
憶
は
不
思
議
に
木
と
結
び
つ
い
て
ゐ

る
」
と
い
う

文
は
、
直
接
そ
れ
と
言
及
さ
れ
て
こ
そ
い
な
い
が
、
明
ら
か

に
宇
野
の
吋
大
阪
い
の
最
初
の
占
禁
の
タ
イ
ト
ル
「
木
の
な
い
都
｜
｜
北
自
の
ま

ま
の
姿
l
iム
と
、
そ
の
中
の
一
連
の
叙
述
を
踏
ま
え
て
い
る
。
た
だ
、
高

橋
俊
郊
氏
が
つ
大
大
阪
。
イ
メ
ー
ジ
と
文
学
」
で
、
「
上
町
の
高
ム
口
に
立
つ

て
、
聞
を
望
む
、
郎
ち
旧
一
一
一
郷
を
見
や
れ
ば
「
水
の
な
い
都
」
、
振
り
返
っ

て
東
を
望
め
ば
「
木
の
都
」
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宇
野
と
向
じ

場
所
に
立
ち
つ
つ
も
異
な
る
視
角
を
選
ぶ
こ
と
で
、
正
反
対
の
景
色
が
見
え

て
く
る
こ
と
を
示
し
た
点
に
、
織
田
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
織
限
は
先
行
す
る
大
阪
に
つ
い
て
の
諸
一
言
説
を
適
笈
と
り

こ
み
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず

か
ら
の
〈
大
阪
〉
を
織
り
上
げ
て
い
る
。
「
私
の
描
く
「
大
阪
」
は
琉
突
の

地
理
的
大
阪
を
意
味
し
な
い
。
私
は
大
阪
と
い
ふ
も
の
を
つ
く
り
上
げ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
も
、
そ
の
よ
う
な
一
言
説
上
の
操
作
と
関
わ
っ
て

の
発
言
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ら
ば
、
織
田
と
大
仮
と
の
関
係
は
、
彼
の
作
品
に
在
り
し
臼
の
現
実
の

都
市
の
反
映
会
読
み
と
る
よ
う
な
形
ば
か
り
で
は
な
く
、
何
の
た
め
に
、
ど

の
よ
う
に
〈
大
仮
〉
を
表
現
し
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
も
検
討
さ
れ
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（
川
村
v

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
宮
川
出
版
氏
は
、
織
問
が
長
続
「
わ
が
町
』
に
お
い

て
、
自
作
を
再
利
用
し
つ
つ
、
時
局
に
合
わ
せ
た
設
定
も
盛
り
こ
み
、
大
阪

と
マ
ニ
ラ
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
仕
組
み
を
作
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
「
南
十
字
星
に
と
り
つ
か
れ
た
努
が
「
わ
が
町
」
大
阪
と
マ
ニ
ラ
を
こ

議
写
し
に
す
る
小
説
を
織
田
は
書
い
た
。
こ
の
男
の
ま
な
ざ
し
こ
そ
が
、
太

平
洋
戦
争
下
に
お
け
る
わ
が
留
の
ま
な
ざ
し
と

致
す
る
こ
と
に
疑
問
を
差

し
挟
む
余
地
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
阿
と
し
て
織
聞
は
大
阪
を
再
構

築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
目
。
こ
の
よ
う
に
、
織
田
が
ど

の
よ
う
な
ね
ら
い
で
〈
大
阪
〉
を
「
構
築
」
し
て
い
る
の
か
を
作
品
ご
と
に

問
う
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
の
考
祭
を
稼
み
震
ね
る
こ

と
で
、
大
阪
の
事
物
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
作
家
と
し
て
の
像
と
、
さ
ま

ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
寄
せ
集
め
、
切
り
貼
り
し
て
作
品
を
も
の
す
作
家
と

し
て
の
像
と
、
さ
ら
に
は
、
こ
と
さ
ら
に
方
法
的
な
実
験
を
試
み
て
み
せ
た

作
家
と
し
て
の
像
と
を
貫
く
〈
織
自
作
之
助
〉
と
い
う
創
作
主
体
の
貌
を
浮

よ
さ
せ
ら
れ
る
は
、
ず
な
の
で
あ
る
。

八
日
ぽ
〉

（1
）
「
海
風
」
昭
和
十
五
年
臨
月

（2
）
吋
織
問
作
之
助
i
i
l生
き
、
愛
し
、
設
い
た
。
い
沖
抑
制
会
、
平
成
十
年
七
月

（3
）
吋
岡
山
想
の
大
阪
文
学
｜
｜
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
大
阪
文
学
を
話
る
l
l
l」
ブ

レ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
、
紹
和
五
十
八
年
八
月

織
凶
作
之
助
「
馬
地
獄
」
の
方
法

（4
）
綴
文
館
、
昭
和
十
八
年
九
月

（5
）
「
産
業
総
済
新
開
」
昭
和
二
十
年
九
月
五
i
十
九
臼

（6
）
鈴
木
貞
美
氏
「
二
O
役
紀
の
芸
人
｜
｜
織
田
作
之
効
の
佼
霞
」
（
「
季
刊
ア
l
ガ

マ
」
平
成
八
年
十
一
月
）
、
中
石
孝
吋
織
田
作
之
助
雨
飲
食
木
浮
い
（
編
後
工
一
野

ノ
ァ
、
平
成
十
年
六
月
）
、
斎
総
理
生
「
織
凶
作
之
助
と
太
宰
リ
mill
主人衣相川’

縫
い
認
側
議
慾
悪
い
に
お
け
る
「
皮
燃
と
心
」

7
cり
ぎ
り
す
い
の
摂
取
i
i
l」

（
「
波
大
近
代
文
学
研
究
」
平
成
十
八
年
一
一
一
同
月
）
、
宮
川
市
附
氏
「
「
わ
が
町
」
の
前

テ
ク
ス
ト
i
i
i織
凶
作
之
効
の
「
わ
が
町
」
に
つ
い
て
・
総
選
i
i；」（「文同月」

平
成
十
九
年
七
月
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（7
）
一
一
一
省
党
、
昭
和
十
七
年
二
汚

（8
）
「
京
都
白
日
新
間
関
」
昭
和
一
一
十
一
年
問
月
一
一
十
六
B
i七
月
二
十
五
日

（9
）
「
織
間
作
の
ぷ
孔
ィ
っ
か
い
し
（
「
定
本
織
田
作
之
助
金
集
第
一
巻
」
文
泉
堂
、

昭
和
五
十
一
年
限
月
）

（
ω）
「
織
m
間
作
之
助
君
を
偲
ぶ
」
（
「
文
学
雑
誌
」
昭
和
二
十
一
一
年
五
月
）

（
日
）
「
年
末
一
昨
感
」
（
「
文
懇
」
昭
和
十
七
年
一
一
月
）

（
ロ
）
「
創
刊
号
作
品
評
」
（
「
大
統
文
学
」
昭
和
十
七
年
一
月
）

（
日
）
綴
文
館
、
昭
和
十
七
年
十
月

（
凶
）
生
活
社
、
昭
和
二
十
二
年
三
月

（
日
）
中
央
公
論
社
、
昭
和
二
十
一
一
年
十
月

（
日
）
筑
僚
懇
務
、
昭
和
額
十
五
年
六
月

（
げ
）
筑
惨
殺
茂
一
、
平
成
五
年
五
月

（
時
）
（
2
）
に
同
じ

（mm
）
「
動
物
袋
」
（
時
間
活
和
彦
氏
綴
吋
織
泊
作
之
助
文
指
数
事
政
ハ
い
和
相
自
治
決
同
院
、
平
成
凶

年
七
月
）

（
お
）
「
大
阪
教
育
大
学
的
問
料
学
校
池
閉
校
舎
研
究
紀
要
」
平
成
七
年
一
一
…
月

（
幻
）
本
務
の
「
潟
地
獄
」
の
引
用
は
、
宮
川
氏
が
前
掲
論
で
「
織
凶
の
手
に
よ
る
一
一
一
つ

の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
紋
も
完
成
皮
の
お
い
も
の
」
と
し
て
い
る
双
箆
担
に
拠
る
。

（
勾
）
北
庭
的
問
之
助
と
「
近
代
大
阪
い
に
つ
い
て
は
、
海
野
弘
氏
「
モ
ダ
ン
・
シ
テ
ィ

大
阪
の
没
歩
者
」
（
勺
泡
代
大
阪
（
復
刻
版
）
」
創
元
役
、
平
成
一
光
年
一
一
一
月
）
や
「
北

ブL
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総
凶
作
之
助
「
路
地
獄
」
の
方
法

即
応
脱
却
之
助
吋
近
代
大
阪
」
と
。
火
大
阪
ム
（
綴
爪
節
山
山
氏
編
「
大
大
阪
イ
メ
i
ジ

羽
附
加
す
る
マ
ン
モ
ス
／
モ
ダ
ン
都
市
の
幻
像
い
創
元
社
、
平
成
十
七
年
4
2
二
月
）

を
参
照
し
た
。

（
お
）
加
総
政
洋
氏
「
大
問
似
の
ス
ラ
ム
と
織
り
場
1
1
1近
代
郊
市
と
場
所
の
系
諮
川
之

（
創
元
社
、
平
成
十
四
年
間
間
月
）
所
収

（
剖
）
「
流
通
科
今
大
学
部
制
終
1
1
1人
間
・
社
会
・
自
然
抑
制
i
i
i」
平
成
十
七
年
一
一
一
月

（
お
）
初
出
発
表
総
紙
名
・
発
表
年
月
不
明
。
一
等
級
凶
作
之
助
名
作
選
終
6
い
（
現
代

社
、
紹
和
一
一
一
十
一
年
七
月
）
、
内
総
凶
作
之
助
金
集
8
い
（
講
談
社
、
昭
和
問
十
五

年
十
月
）
な
ど
に
収
録
。

（
お
）
「
改
造
」
昭
和
十
五
年
八
月

（
幻
）
「
人
間
」
昭
和
二
十
一
年
問
月

（
お
）
剣
先
制
、
昭
和
十
五
年
八
月

（
鈎
）
「
加
市
内
以
の
阿
」
（
「
都
市
大
阪

O
文
学
の
印
刷
引
必
双
文
相
出
版
、
平
成
十
四
年
七
月
）

（
初
）
こ
う
し
た
、
大
阪
の
橋
梁
に
モ
ダ
ン
な
炎
を
丸
山
山
す
後
線
は
、
花
開
地
ひ
と
り
に

切
ま
ら
ぬ
、
何
時
代
に
共
通
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
伊
東
孝
氏
編
者
吋
水
の

材
開
、
橋
の
都
ー
ー
モ
ダ
ニ
ズ
ム
東
京
大
阪
の
検
梁
写
真
終
」
（
東
京
山
初
出
版
、

平
成
六
年
七
月
）
や
、
橋
爪
節
惚
氏
「
巡
湾
沿
い
の
ぷ
人
大
阪
ψ

イ
メ
ー
ジ
ー
ー

だ
人
大
絞
徽
梁
選
訪
米
ご
（
（
辺
）
の
体
制
爪
氏
紙
芝
人
大
阪
イ
メ
ー
ジ
的
制
限
す
る
マ

ン
モ
ス
／
モ
ダ
ン
岬
州
市
の
幻
像
い
に
所
以
）
を
参
照
の
こ
と
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ

え
て
そ
う
し
た
拡
大
を
扮
除
し
た
と
こ
ろ
に
織
凶
の
作
品
の
材
徴
が
際
立
つ
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

（
幻
）
（
お
）
に
附
じ

（
辺
）
（
初
）
に
開
門
じ

（
お
）
大
谷
田
光
一
氏
は
（
2
）
の
務
作
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
コ
動
物
袋
い
の

中
の
完
治
」
は
、
月
給
七
十
円
で
貧
乏
し
、
付
け
で
続
本
を
穴
つ
て
は
台
本
箆
に

売
り
払
う
男
の
日
縦
で
あ
る
。
ど
や
、
こ
れ
が
お
前
や
、
と
作
之
助
は
広
伺
万
栄
雄

に
雑
誌
を
日
比
せ
て
笑
っ
た
。
広
m
悶
の
打
ち
明
け
話
を
附
脚
色
し
て
い
た
」
。
ま
た
、

吉
郎
総
一
は
「
織
間
作
之
助
と
西
線
」
（
「
解
釈
と
鐙
食
」

mm
和
三
十
四
布
十
二
月
）

。

で
「
「
」
i

姉
妹
」
の
一
郎
に
は
、
永
代
政
巻
一
の
「
…
…
代
目
に
絞
る
凶
の
風
」
か

ら
ヒ
ン
ト
を
符
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
「
仲
捌
の
漆
｛
」
も
亦
西
綴
の
「
織
印
刷
」
巻
一
一
一

「
仰
に
で
も
知
訟
の
採
光
」
に
拠
っ
て
い
る
。
「
向
…
川
金
」
は
市
出
納
関
税
似
で
は
な
い

が
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
逐
命
が
ひ
ら
け
る
転
機
と
な
る
の
は
、
市
出
始
附
の
町
人
物

に
よ
く
あ
る
筋
だ
」
と
述
べ
て
い
る
c

「
十
姉
妹
」
と
「
仲
仰
の
孫
こ
に
つ
い
て

は
、
奥
津
市
文
「
武
郎
幾
太
郎
・
織
m
凶
作
之
助
i
i
i間
約
か
ら
の
系
総
」
（
「
仰
山
和
文

学
会
終
日
間
月
抑
制
お
」
昭
和
六
十
四
布
十
一
月
）
で
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
お
）
（
mm
）
に
田
川
じ

（
お
）
「
級
文
学
」
昭
和
二
十
一
年
一
…
・
三
月
。
な
お
、
こ
の
小
説
の
校
総
み
お
よ
び

大
間
以
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
斎
藤
理
生
「
大
阪
・
脱
線
・
総
1
1
1線
開
作
之
助

吋
ア
ド
・
パ
ル
i
ン
」
の
諮
り
」
（
「
認
文
」
平
成
一
…
イ
三
年
十
二
月
）
を
参
照
さ

L

二、。

’才
J

’h
し

（
叩
叫
）
織
凶
作
之
助
は
「
あ
と
が
き
」
（
荘
一
州
知
一
一
八
主
役
浴
、
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
）

で
、
「
「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
は
昭
和
二
十
年
三
月
、
大
阪
が
純
明
け
た
院
後
、
大
阪

情
愛
の
p

窓
際
で
、
空
縦
攻
勢
μ
相
靴
下
に
、
こ
つ
こ
つ
と
ふ
泣
い
た
作
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
釘
）
小
山
市
川
店
、
昭
和
十
一
年
四
汚

（
お
）
初
出
発
表
誌
紙
名
・
発
表
布
十
月
不
明
。
引
閣
は
門
可
能
性
の
文
学
い
（
カ
ホ
リ

答
一
段
、
昭
和
二
十
二
年
八
月
）
よ
り
。

（
鈎
）
「
文
明
数
春
秋
」
昭
和
一
一
十
一
年
八
月

（
必
）
「
新
潮
」
昭
和
十
九
年
…
一
一
月

（H
U
）
（
泣
）
の
橋
爪
氏
脳
細
吋
大
大
間
以
イ
メ
ー
ジ
椴
附
加
す
る
マ
ン
モ
ス
／
モ
ダ
ン
都
市

の
幻
陥
庄
一
所
収

（
必
）
「
防
総
の
以
と
手
」
、
「
台
北
図
的
同
学
会
会
報
」
昭
和
十
九
年
一
月

（
必
）
鋭
域
防
版
社
、
昭
和
十
八
年
間
月

（
必
）
「
織
開
作
之
助
の
「
わ
が
町
」
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
一
平
成
十
七
年

十
月
）

さ
い
と
う
ま
さ
お
・
訴
印
刷
大
店
ナ
准
教
授
）




