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対
馬
の
石

井

樹

生

口

昭
和
六
十
一
年
度
特
別
研
究
休
暇
を
申
請
す
る
に
際
し
て
、
慶
応
義
塾
大
学
に
「
研
究
課
題
」
と
し
て
、

つ
ぎ
の
二
つ
を
提
出
し
た
。

一
、
折
口
信
夫
「
神
道
概
論
」
「
国
語
史
L

の
講
義
を
、
池
田
禰
三
郎
の
ノ
！
ト
に
よ
っ
て
整
理
し
、
原
稿
を
作
成
す
る
こ
と
。

二
、
島
山
の
採
訪

一
は
、
折
口
信
夫
生
誕
百
年
を
記
念
し
、
「
折
口
信
夫
全
集
ノ

I
ト
編
追
補
」
第
一
巻
『
神
道
概
論
』
、
第
二
巻
『
言
語
伝
承
論
』
と
し
て
、

中
央
公
論
社
か
ら
出
版
す
る
こ
と
を
得
た
。

二
は
、
池
田
爾
三
郎
先
生
の
遺
稿
「
海
神
山
神
論
L

（
未
完
）
に
触
発
さ
れ
て
、
佐
渡
が
島
、
瀬
戸
内
の
島
々
な
ど
を
採
訪
し
た
が
、

五
月
に

壱
岐
お
よ
び
対
馬
を
採
訪
し
た
。
こ
の
報
告
は
そ
の
時
の
採
集
を
も
と
と
し
、
六
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日
慶
応
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会

で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
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寄
り
石
・
寄
り
神

特
別
研
究
休
暇
中
に
計
八
回
、
十
か
所
ほ
ど
の
採
集
旅
行
に
出
か
け
た
が
、
六
十
一
年
五
月
十
五
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
、
壱
岐
・
対
馬

を
採
訪
し
た
。
採
訪
す
る
に
あ
た
っ
て
、
予
め
調
査
の
対
象
を
何
に
す
る
か
を
考
え
て
み
た
が
、
あ
ま
り
に
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
民
俗
資
料

が
あ
リ
、
初
め
て
の
採
訪
に
こ
れ
だ
と
焦
点
を
絞
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
現
地
に
渡
っ
て
、

ま
ず
実
地
を
見
聞
す
る
こ
と
に

し
た
。そ

こ
で
気
が
付
い
た
こ
と
は
、
壱
岐
や
対
馬
で
は
小
さ
な
洞
に
石
を
把
つ
で
あ
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

本
土
で
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
こ
と
で
、
奇
異
に
も
感
じ
た
し
、
こ
こ
に
も
あ
る
、
こ
こ
に
も
あ
る
と
い
う
刺
激
を
ま
ず
感
じ
た
わ
け
で
あ

最
初
に
出
会
っ
た
の
は
、
壱
岐
の
筒
城
仲
触
に
あ
る
白
沙
八
幡
宮
で
、
こ
こ
は
海
神
社
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
海
神
社
の
背
後
に
あ
る
山
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る。を
海
神
山
と
い
っ
て
い
る
が
、
素
直
な
名
付
け
方
で
、
海
の
神
の
山
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
社
は
応
神
天
皇
な
ど
の
他
、
海
神
豊
玉
彦
命

が
泥
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
背
後
に
高
さ
七
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
石
の
小
さ
な
洞
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
一
扉
に
、
英
語
の
「
L
L
と
い
う

よ
う
な
文
字
が
書
い
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
「
魂
」
と
い
う
字
と
、
「
命
」
と
い
う
宇
が
書
い
て
あ
る
。
「
L
魂
命
」
あ
る
い
は
「
乙
魂
命
」
か

も
し
れ
な
い
。
漢
字
の
方
で
は
イ
ン
と
か
オ
ン
と
か
い
っ
て
、
隠
れ
る
と
か
、
隠
す
と
か
の
意
と
あ
る
が
、
あ
る
い
は
こ
の
宇
で
も
っ
て
釣

針
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
勾
玉
み
た
い
な
こ
と
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、

そ
ん
な
洞
が
あ
っ
た
。
背
面
に
文
政
元

年
の
年
号
が
刻
ま
れ
て
い
て
、
一
犀
を
聞
い
て
み
る
と
、
御
幣
の
背
後
に
、
直
径
二
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
円
形
の
石
が
一
つ
置
い
て
あ
る
。
そ
う

い
う
形
式
の
石
を
た
く
さ
ん
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。



諸
吉
南
触
の
八
幡
浦
は
海
部
の
部
落
で
あ
る
が
、
寄
八
幡
と
い
う
神
社
が
あ
る
。
神
体
は
、
文
中
二
年
に
海
か
ら
上
が
っ
た
大
き
な
石
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
本
体
自
身
は
神
社
の
下
の
方
に
な
っ
て
い
て
、
今
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
こ
も
小
さ
な
洞
が
た
く

さ
ん
あ
っ
て
、
恵
美
須
の
洞
な
ど
に
並
ん
で
や
は
り
円
形
の
石
を
洞
っ
て
い
る
。

諸
吉
仲
触
の
高
御
祖
神
社
は
、
祭
神
は
高
皇
産
霊
尊
な
ど
で
あ
っ
て
、
壱
岐
の
県
主
が
、
月
神
を
把
っ
た
社
だ
と
伝
え
て
い
る
。
背
後
に

や
は
り
小
さ
な
洞
が
あ
っ
て
、
中
は
こ
こ
で
も
丸
い
石
で
あ
る
。

ま
た
箱
崎
釘
の
尾
触
の
、
箱
崎
八
幡
は
月
読
神
社
と
も
い
っ
て
、
壱
岐
の
県
主
の
祖
先
神
と
も
伝
え
て
い
る
。
そ
の
本
殿
の
祭
神
は
見
る

こ
と
が
出
来
な
い
が
、
背
後
の
摂
社
に
行
く
と
、
中
に
は
や
は
り
丸
い
石
が
紀
つ
で
あ
る
。
こ
こ
の
は
紙
で
作
っ
た
貫
頭
衣
、

つ
ま
り
頭
か

ら
す
っ
ぽ
り
被
る
よ
う
な
も
の
で
覆
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
も
あ
る
、
こ
こ
に
も
あ
る
と
な
る
と
、
普

通
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

だ
ん
だ
ん
写
真
を
撮
る
の
も
省
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
人
に
把
ら
れ
た
石
が
、
壱
岐
に
お
い
て
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は
、
摂
社
だ
と
か
末
社
だ
と
か
、
小
さ
な
洞
に
把
つ
で
あ
っ
た
が
、
対
馬
に
い
く
と
、
祭
神
そ
れ
自
身
が
石
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
多
く

な
っ
て
く
る
。

対
馬
の
厳
原
町
の
安
神
に
木
根
神
社
と
い
う
社
が
あ
る
。
木
根
神
社
は
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
作
ら
れ
た
J
河
川
神
社
誌
』
に
よ
る

と

神
拡
井
社
無
之
。
由
緒
不
知
。

と
あ
る
。
『
対
州
神
社
誌
』
は
対
馬
の
村
々
の
報
告
を
元
に
し
て
、

加
納
幸
之
介
と
い
う
人
が
ま
と
め
た
本
で
、

要
す
る
に
神
道
神
学
に
よ

っ
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
村
の
そ
の
ま
ま
の
報
告
が
あ
が
っ
て
き
て
い
る
、

そ
う
い
う
意
味
で
非
常
に
貴
重
な
本
と
い
え
る
。
ま



た
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
、
こ
の
社
が
初
め
て
出

来
た
ら
し
い
こ
と
が
、
神
社
を
造
っ
た
大
工
の
札
が

保
管
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
の
一
番
古
い
の
に
よ
る

と
、
だ
い
た
い
そ
の
頃
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
社
を
氏
子
代
表
の
平
間
善
次
郎
氏
（
六
十
二
歳
）

に
聞
い
て
も
ら
っ
た
が
、
何
の
変
哲
も
な
い
丸
い
石

が
お
紀
り
し
で
あ
っ
た
（写真
1
Z
平
間
氏
の
話
で
も
、

本
社
は
も
と
社
は
な
く
、
た
だ
石
が
置
い
で
あ
っ
た

- 48ー

だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
は

写真1

神
体
は
、
露
出
し
た
直
径
二
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
丸
い

こ
れ
が
た
と
え
ば
、
上
対
馬
町
の
芦
見
の
天
道
神
社
に
な
る
と
、
｜
｜
こ
れ
は
『
神
社
誌
』
に
は
天
道
地
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

石
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

れ
が
神
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
拝
ん
で
い
る
。

が
、
こ
の
天
道
地
と
い
う
と
こ
ろ
が
対
馬
に
は
多
数
あ
る
｜
｜
た
だ
普
通
の
丸
石
を
三
つ
重
ね
た
そ
れ
だ
け
の
も
の
が
露
出
し
て
い
る
。
そ

あ
る
い
は
同
じ
上
対
馬
町
の
泉
に
は
、

イ
ズ
ミ
ド
ン
と
い
う
場
所
が
あ
る
。
こ
の
ド
ン
は
「
さ
ん
」
だ
ろ
う
か
ら
、
要
す
る
に
泉
の
発
祥

の
地
と
思
う
が
、

そ
こ
の
杜
は
伐
つ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
尋
ね
て
み
る
と
、
大
き
な
木
の
根
本
の
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
石
を

そ
う
し
た
拝

積
み
上
げ
て
あ
っ
て
、

そ
こ
で
泉
の
人
た
ち
が
拝
ん
で
い
る
。
拝
ん
で
い
る
こ
と
は
御
幣
や
酒
や
供
え
物
な
ど
が
あ
る
の
で
、



所
を
拝
む
信
仰
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
う
し
た
信
仰
を
採
集
し
て
、
『
対
州
神
社
誌
』
を
見
る
と
、
「
御
神
体
石
」
と
い
う
記
事
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
そ
う
い

う
土
地
な
ん
だ
、

そ
う
い
う
島
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
う
い
う
信
仰
の
対
象
に
な
る
石
を
誰

が
ど
の
よ
う
に
紀
る
の
か
が
次
の
問
題
に
な
る
。
個
々
に
よ
っ
て
色
々
な
習
俗
の
違
い
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
が
短
い
間
で
採
集
し

た
こ
と
だ
け
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

厳
原
町
の
豆
酸
瀬
に
妙
鉢
神
社
が
あ
る
。
行
政
的
に
厳
原
町
と
い
っ
て
い
る
が
、
対
馬
の
南
半
分
は
み
な
厳
原
町
で
あ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ

が
東
京
で
い
う
町
と
は
余
程
違
う
。

一
つ
一
つ
の
村
落
は
皆
孤
立
し
て
い
る
。
現
在
対
馬
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
真
ん
中
に
背
骨
み
た
い
に
道

路
が
南
北
に
通
っ
て
、

そ
こ
か
ら
一
つ
一
つ
が
枝
に
な
っ
て
、

一
つ
一
つ
の
部
落
に
下
り
て
行
く
わ
け
で
、
隣
接
し
て
い
て
も
部
落
か
ら
部

落
へ
直
接
に
は
行
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
幹
線
道
路
が
な
か
っ
た
時
代
に
は
海
路
を
頼
る
し
か
な
い
。

そ
れ
で
特
に
女
の
人
は
一
生
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そ
の
生
ま
れ
た
部
落
で
育
ち
、
嫁
ぎ
、
死
ん
で
ゆ
く
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
阿
連
と
い
う
と
こ
ろ
の
老
婆
な
ど
は
、
鎮
奨
つ
け
祝
い
の
時
に
、
加
志
と
い
う
隣
の
村
落
に
初
め
て
山
を
越
え
て
太
祝
詞
言
神

社
に
拝
み
に
行
っ
た
。

そ
の
時
に
自
分
の
村
落
以
外
の
男
に
初
め
て
ひ
や
か
さ
れ
て
、
恥
ず
か
し
か
っ
た
け
れ
ど
嬉
し
か
っ
た
。
そ
れ
が
た

っ
た
一
つ
の
い
い
思
い
出
だ
と
言
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
人
生
で
あ
る
。
男
は
船
で
も
っ
て
磯
づ
た
い
に
行
か
れ
る

か
ら
、

い
く
ら
か
は
知
っ
て
い
る
が
、
女
の
人
は
本
当
に
狭
い
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

豆
酸
瀬
の
妙
拡
神
社
は
、
宝
暦
十
年
（
一
七
五
二
に
藤
斎
長
が
作
っ
た
『
対
馬
国
大
小
神
社
帳
』
に
よ
る
と
「
祭
神
豊
玉
姫
」
な
ど
と
書

い
で
あ
る
。
だ
い
た
い
藤
（
藤
原
氏
）
の
人
た
ち
が
入
っ
て
か
ら
、

だ
ん
だ
ん
中
央
の
神
道
に
照
合
し
て
対
馬
の
土
俗
の
信
仰
が
解
釈
、
整
理

せ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
「
御
神
体
石
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
「
祭
神
豊
玉
姫
」
と
い
う
よ



う
に
習
合
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時

代
か
ら
だ
ん
だ
ん
「
対
馬
神
道
」
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
来
る
の
で
あ

る
妙
駄
神
社
に
は
寄
進
さ
れ
た
鳥
居
が
た
く
さ
ん
あ
っ

た
。
と
い
う
こ

と
は
、
大
き
な
願
い
事
が
あ
る
時
、
鳥
居
を
寄
進
す
る
こ
と
が
現
に
行

わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ

の
鳥
居
の
根
本
に
直
径
十
セ
ン
チ

ほ
ど
の
丸
い
白
い
石
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
（
写真フ
ニ。

近
く
で
農
作

業
を
し
て
い
た
人
に
聞
く
と
、
こ
の
石
は
お
参
り
す
る
人
が
持
っ
て
来

- 50ー

る
。
中
で
も
体
の
悪
い
人
が
持
っ
て
来
て
、

そ
の
石
を
社
前
に
お
供
え

す
る
の
だ
と
言
う
。

そ
の
丸
い
石
を
マ
サ
ゴ
と
い
っ
て
、

海
に
行
っ

て
、
新
し
く
寄
っ
て
来
た
石
を
持
っ
て
来
な
い
と
効
き
目
が
な
い
。

Jつ

ま
り
、
す
で
に
鳥
居
の
も
と
に
あ
る
の
を
拾
っ
て
、
も
う
一
度
お
供
え

し
で
も
効
き
目
が
な
い
。
海
に
行
っ
て
、
打
ち
寄
せ
ら
れ
た
、
な
る
た

け
新
し
い
の
を
拾
っ
て
来
て
、

そ
れ
を
社
前
に
あ
げ
る
と
効
き
目
が
あ

る
、
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。

写真2

こ
れ
で
わ
か
る
こ
と
は
、
対
馬
で
は
特
別
な
亙
女
と
か
、
神
海
部
り
す

る
人
で
は
な
く
、
ご
く
普
通
の
、

一
般
の
人
が
、
石
に
寄
り
付
く
霊
力



と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、

ま
だ
信
じ
て
い
る
。

そ
れ
が
根
底
と
な
っ
て
、
参
詣
に
寄
り
石
を
持
参
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
石

を
運
ん
で
来
る
人
が
い
ま
だ
に
、

そ
れ
も
か
な
り
多
数
で
、
豆
酸
瀬
の
人
た
ち
ば
か
り
で
な
く
対
馬
の
各
地
か
ら
、
妙
駄
神
社
に
石
を
持
つ

て
お
参
り
に
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

石
を
斎
く
も
の

こ
の
通
常
の
人
の
石
に
対
す
る
信
仰
が
、
次
に
、
あ
る
特
定
の
人
に
斎
か
れ
る
石
と
い
う
段
階
に
も
な
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
美

津
島
町
高
浜
に
は
矢
房
神
社
が
あ
る
。
こ
の
神
社
の
背
後
に
か
な
り
大
き
な
洞
が
あ
っ
て
、

そ
の
御
神
体
は
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
円
筒

形
の
白
い
石
で
あ
っ
た
。
近
所
の
女
の
人
に
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
石
は
寺
田
さ
ん
一
人
が
杷
っ
て
い
る
。
寺
田
さ
ん
は
女
の
人
だ
が

は
氏
神
で
は
な
い
か
ら
参
加
し
な
い
。

シ
マ
様
を
信
じ
て
い
る
人
た
ち
が
把
っ
て
い
る
の
で
、

だ
か
ら
自
分
は
ど
う
い
う
祭
り
か
は
知
ら
な
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毎
朝
お
祭
り
し
て
い
る
。
こ
の
神
様
は
女
の
神
で
、

シ
マ
様
と
い
う
。
年
二
回
大
き
な
祭
礼
が
あ
っ
て
大
勢
の
人
が
集
ま
る
が
、
高
浜
の
人

い
。
神
社
の
背
後
に
あ
る
薮
は
伐
つ
て
は
い
け
な
い
、
伐
る
と
崇
り
が
あ
る
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
何
か
特
定
の
石
を
把
っ
て
い
る
女
性
が
い
て
、
地
縁
、
氏
子
関
係
で
は
な
く
、
そ
の
女
の
人
に
信
者
が
つ
い
て
い
る
、

エ
と
つ
い
切
っ

形
で
石
が
和
ら
れ
て
い
る
例
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
調
べ
れ
ば
色
々
な
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
話
が
聞
け
る
と
思
う
。

こ
う
い
う
関
係
が
も
う
少
し
歴
史
的
に
な
っ
て
、
氏
子
と
い
う
か
、
地
域
の
人
た
ち
が
信
仰
の
中
心
に
な
っ
て
い
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。

上
対
馬
町
の
琴
と
い
う
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
昔
は
「
キ
ン
」
と
読
ん
だ
ら
し
い
が
、
今
は
「
コ
ト
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
琴
崎
明
神
と
い

う
神
社
が
あ
る
。
琴
の
村
落
で
、
小
島
謙
二
氏
と
い
う
八
十
歳
の
老
人
か
ら
話
を
聞
い
た
が
、
こ
の
老
人
は
、
琴
崎
明
神
を
拾
い
上
げ
た
と

と

め

い
う
乙
女
と
い
う
人
の
子
孫
だ
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
乙
女
は
命
婦
だ
と
も
い
っ
て
い
る
が
、
対
馬
で
は
、
平
安
朝
の
『
源
氏
物
語
』
な
ど
に



出
て
来
る
命
婦
と
い
う
こ
と
ば
が
、

い
ま
だ
に
使
わ
れ
て
い
る
。
命
婦
舞
を
伝
承
し
て
い
る
仁
位
の
国
分
氏
な
ど
も
あ
り
、
あ
る
い
は
、
特

別
に
神
が
濃
く
よ
う
な
女
の
人
の
こ
と
を
命
婦
と
呼
ん
で
い
る
例
も
あ
る
。

小
島
謙
二
氏
の
話
は
、
非
常
に
古
風
な
話
で
あ
っ
た
。
旧
暦
三
月
三
日
が
琴
崎
明
神
の
祭
礼
の
日
で
あ
る
。
こ
の
日
は
潮
が
干
る
。
昔
、

琴
崎
の
と
っ
ぱ
な
の
磯
の
と
こ
ろ
で
、

女
た
ち
が
三
月
三
日
に
貝
な
ど
を
拾
っ
て
い
た
。

そ
う
し
た
ら
海
の
向
こ
う
か
ら
波
が
立
っ
て
来

て
、
そ
の
波
が
黄
金
に
輝
い
た
。

で
、
他
の
女
た
ち
は
皆
逃
げ
て
し
ま
っ
た
が
、

乙
女
一
人
だ
け
が
シ
ョ
ウ
ケ
を
持
っ
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に

一
回
っ
た
。
「
上
が
っ
て
来
ら
れ
た
か
。

も
し
神
様
な
ら
こ
の
シ
ョ
ウ
ケ
に
乗
っ
て
下
さ
い
」
と
頼
ん
だ
。

す
る
と
神
様
が
乗
っ
て
く
れ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
を
持
ち
上
げ
よ
う
と
思
う
と
重
く
て
ど
う
し
て
も
持
ち
上
が
ら
な
い
、

そ
こ
で
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
た
。

「
も
し
神
様
だ
っ

た
ら
軽
く
な
っ
て
下
さ
い
」
。

そ
う
言
っ
た
ら
軽
く
な
っ
た
。

そ
れ
で
乙
女
は
神
様
を
持
つ
こ
と
が
出
来
、
背
負
っ
て
、
「
あ
な
た
の
鎮
ま
り

た
い
と
こ
ろ
に
私
を
導
い
て
下
さ
い
」
と
言
っ
て
、
導
か
れ
る
偉
に
山
に
登
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

で
、
今
の
社
は
昭
和

- 52 -

に
な
っ
て
か
ら
移
し
た
の
で
今
の
社
の
下
に
こ
び
ろ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

そ
れ
が
元
の
社
だ
と
い
う
こ
と
、
旧
暦
三
月
三
日
に
祭
り
を
行

な
っ
て
来
た
の
で
、

そ
れ
が
神
様
の
上
が
っ
た
日
で
あ
り
、

そ
の
た
め
そ
れ
か
ら
女
は
こ
の
磯
に
は
は
い
ら
な
い
。
た
だ
三
月
一
日
、
二
日

に
は
磯
に
行
き
、

お
祭
り
を
す
る
た
め
の
ご
馳
走
を
作
る
ト
コ
ブ
シ
な
ど
を
取
る
。
三
日
は
は
い
っ
て
は
い
け
な
い
。
は
い
る
と
よ
く
な
い

こ
と
が
起
こ
る
。
常
の
日
に
も
女
が
こ
の
磯
海
に
は
い
る
と
海
が
荒
れ
る
の
で
、
女
は
は
い
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
二
日
に
は
村
中

の
全
員
が
琴
崎
明
神
に
集
ま
っ
て
お
祭
り
を
す
る
。
弁
当
を
持
参
し
て
集
ま
る
。
後
に
な
っ
て
神
主
が
一
人
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
今
は

い
な
い
。
今
の
話
は
百
何
十
年
も
昔
の
話
で
あ
る
。

四
日
に
は
乙
女
の
お
祭
り
を
村
中
で
し
て
い
る
。
弁
当
を
持
ち
よ
っ
て
こ
の
家
に
集
ま

る
。
今
日
で
も
、
三
月
四
日
に
は
村
か
ら
、
泊
二
升
が
と
ど
け
ら
れ
る
。

乙
女
を
杷
っ
た
所
が
こ
の
庭
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

小
さ
な
社
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
の
後
に
石
が
あ
っ
た
。

洞
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
の
か
、

な
ん
と
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ



’－A
V

、4

、

宇

れ

カ

お
墓
で
す
か
と
聞
け
ば
、

お
墓
み
た
い
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
言
う
。

そ
れ
で
は
墓
で
す
か
と
確
か
め
る
と
、

そ
こ
の
と
こ
ろ
は

避
け
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
屋
敷
の
中
に
墓
が
あ
る
と
い
う
の
は
い
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
ば
か
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
が
、

そ
の
よ
う
な
答

で
あ
っ
た
。

こ
の
琴
崎
大
明
神
を
『
対
州
神
社
誌
』
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

神
駄
は
古
来
よ
り
見
申
た
る
者
無
之
侯
。
三
尺
九
寸
ニ
二
尺
三
寸
之
小
御
所
有
之
。
比
内
に
高
十
壱
尺
四
寸
ニ
指
渡
壱
尺
弐
寸
の
曲
物

有
。
神
鉢
比
内
ニ
在
。

神
体
は
誰
も
見
た
者
が
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
『
大
小
神
社
帳
』
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
少
し
解
釈
が
加
わ
っ
て
、
「
祭
神
海
神
」
と

天
明
年
間
に
書
い
た
も
の
で
、

」
の
書
物
な
ど
が
網
羅
的
に
対
馬
固
有
の
信
仰
を
、

日
本
の
神
道
に
習
合
し
て
い
っ
た
集
大
成
で
あ
る
が
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い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
る
。

『
対
馬
州
神
社
大
帳
』

と
い
う
｜
｜
先
程
の
『
大
小
神
社
帳
』
を
書
い
た
斎
長
の
子
の
藤
仲
郷
と
い
う
人
が
、

ー

ー

i
そ
れ
に
よ
る
と
、

祭
神
表
津
少
童
命
、
中
津
少
童
命
、
底
津
少
童
命
。
又
云
磯
良
。
神
鰹
鏡
一
面
。
古
神
韓
也
。
後
金
砂
粉
之
塊
有
四
五
丸
。
如
大
石
之

提
。
指
渡
壱
尺
由
物
ニ
入
。
為
神
韓
也
。

と
あ
る
。
砂
金
の
固
ま
り
の
よ
う
な
物
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
、

そ
れ
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
果
し
て
本
当
な
の
か
ど
う
か
。

厳
原
の
殿
様
に
仕
え
た
藤
某
が
現
地
に
行
っ
て
採
集
し
た
か
ど
う
か
は
怪
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

も
う
少
し
後
の
安
政
六
年
（
一
八
五
九

に
、
『
楽
郊
紀
間
』
と
い
う
中
川
延
良
（
号
、
楽
郊
）
と
い
う
人
が
書
い
た
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、

砂
金
の
こ
と
な
ど
は
書
い
て
い

な
い
。
磯
の
も
の
は
三
月
三
日
の
外
は
、
村
の
者
は
取
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
。
同
大
明
神
の
神
体
を
、
昔
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
は
、
命
婦



瀬
と
い
っ
て
い
る
。

そ
の
取
り
上
げ
た
者
が
命
婦
に
な
っ
た
か
ら
命
婦
瀬
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
他
に
こ
の
書
物
が
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ

は
、
三
月
三
日
の
祭
事
の
こ
と
と
、
霊
験
あ
ら
た
か
だ
と
い
う
こ
と
、
神
体
を
見
た
者
が
、
非
常
に
ま
が
ま
が
し
い
目
に
あ
っ
て
、
そ
れ
で

命
を
落
と
し
た
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
で
あ
る
。
と
も
か
く
何
か
が
海
か
ら
寄
り
付
い
た
、
寄
り
神
の
一
つ
で
、
や
は
り
石
で

は
な
い
か
と
思
う
が
、

そ
う
い
う
石
の
中
で
特
殊
な
金
塊
の
よ
う
な
も
の
が
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
和
ら
れ
て
い
る
。

琴
崎
明
神
は
先
程
の
シ
マ
様
と
は
違
っ
て
、
広
く
地
縁
の
人
、
琴
に
住
ん
で
い
る
人
の
中
心
と
な
っ
て
斎
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
も
し
中

央
で
上
代
に
起
こ
っ
た
事
実
な
ら
ば
、

か
な
り
古
神
道
的
と
言
う
か
、
中
央
の
神
道
を
形
づ
く
っ
た
神
の
物
語
に
近
い
。

そ
れ
が
百
何
十
年

と
い
う
の
は
も
う
少
し
遡
る
の
だ
ろ
う
が
、
二
、
三
百
年
昔
の
話
で
あ
る
。
現
実
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
価
値
を
感
じ
た
。

琴
よ
り
北
に
位
置
し
て
西
泊
と
い
う
村
が
あ
る
c

そ
こ
に
花
宮
御
前
と
い
う
社
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
昔
は
西
泊
の
少
し
北
に
三
宇
田
村

が
あ
っ
た
の
だ
が
、
今
は
廃
村
に
な
っ
て
西
泊
村
に
な
っ
て
い
る
。
『
対
州
神
社
誌
』
に
よ
る
と
、

宇
田
村
と
あ
っ
て
、
箇
条
書
さ
に
な
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っ
て
い
る
。

花
宮
御
前
神
鉢
石
高
六
寸
ο

勧
請
不
知
。

社
鳥
居
無
之
。

神
南
向
。
村
よ
り
東
ニ
嘗
ル
。
神
所
と
村
之
間
三
町
程
也
。

神
山
葬
六
舛
蒔
程
。
椎
木
其
外
雑
木
有
。

祭
鵡
之
儀
、
毎
年
六
月
ニ
入
吉
日
次
第
。

レ。

比
田
勝
村
法
者
藤
右
衛
門
罷
越
勤
之
。
村
人
方
よ
り
御
三
寸
花
米
少
出
之
。
神
楽
仕

『
大
小
神
社
帳
』
に
な
る
と
、
「
祭
神
木
花
開
耶
姫
神
」
と
い
う
ふ
う
に
例
の
翻
訳
化
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

『
対
馬
州
神
社
大
帳
』
に
は



「
神
櫨
石
L

と
い
う
ふ
う
に
あ
る
。

そ
れ
か
ら
『
楽
郊
紀
聞
』
で
は
、

西
泊
村
に
花
宮
御
前
と
い
ふ
神
社
有
。

に
、
か
く
は
名
を
付
し
な
る
べ
し
。

い
か
成
神
共
知
れ
ず
。

さ
ま
で
も
な
き
社
な
り
。
定
め
て
共
辺
に
花
の
咲
木
な
ど
多
か
り
し
故

と
あ
っ
て
、
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
花
宮
御
前
と
い
う
名
前
に
ひ
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
尋
ね
て
み
た
。

永
留
久
恵
さ
ん
と
い
う
方
が
、
雑
誌
「
日
本
民
俗
学
」
の
百
二
十
五
号
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
に
「
対
馬
に
お
け
る
蛇
神
の
伝
説
」
と
い
う

論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

最
近
：
：
：
西
泊
の
人
た
ち
か
ら
聞
い
た
話
で
は
花
宮
御
前
は
船
に
乗
っ
て
流
れ
て
来
た
姫
君
で
多
く
の
財
宝
を
所
持
し
て
い
た
が
、
土

地
の
者
に
殺
さ
れ
、
所
持
品
一
切
を
奪
わ
れ
て
、
こ
の
地
に
埋
め
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
種
の
話
は
対
馬
で
は
基
本
的
な
伝
説
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
檎
浜
か
ら
仁
位
に
行
く
船
で
船
員
に
聞
い
た
の

だ
が
、
対
馬
で
は
西
海
岸
に
遺
体
が
随
分
と
、
漂
着
す
る
。
韓
国
人
の
も
の
が
多
い
。

そ
れ
を
海
岸
に
埋
め
る
。
う
つ
ぼ
舟
の
伝
説
を
も
つ
の

は
海
賊
の
家
に
多
い
。
こ
れ
は
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
韓
国
で
は
第
一
子
の
女
の
子
は
、
う
つ
ぼ
舟
に
入
れ
て
流
す
。
す
る
と
幸
福
に

な
る
と
彼
等
は
信
じ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
日
本
人
の
方
が
誤
解
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
ご
承
知
願
い
た
い
。

う
つ
ぼ
船
の
中
に
は
財
宝
な
ど
が
は
い
っ
て
い
て
、
金
糸
で
織
っ
た
蚊
帳
な
ど
が
あ
る
。
財
宝
と
し
て
の
蚊
帳
の
話
は
佐
渡
が
島
で
ま
た
開

く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

と
も
か
く
、

畳
む
と
非
常
に
小
さ
く
な
る
と
い
う
蚊
帳
が
、

非
常
な
宝
物
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
、

鴻
池
の
者

は
、
そ
の
女
の
子
を
殺
し
て
、
持
っ
て
い
る
も
の
を
奪
っ
て
そ
れ
を
も
と
で
に
大
儲
け
し
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
話
が
進
展
し
て
ゆ
く
。

こ
の
種
の
話
が
非
常
に
多
く
あ
る
の
で
あ
る
。



五
月
二
十
二
日
に
、
西
泊
で
、

そ
こ
の
住
人
た
ち

に
花
宮
御
前
に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
の
だ
が
、
あ
ま

り
は
か
ば
か
し
く
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
う
つ
ぼ
舟
で

漂
若
し
殺
さ
れ
た
話
を
誰
で
も
知
っ
て
い
る
と
思
っ

て
聞
い
て
み
た
の
だ
が
知
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
花
宮
御
前
は
三
宇
田
の
こ
と
だ
。
場
所
の
名
だ
。

そ
こ
に
行
く
こ
と
を
ピ
シ
ャ
御
前
に
行
く
と
い
っ

た
。
鮫
が
多
く
て
磯
仕
事
を
し
て
い
て
さ
ら
わ
れ
た
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と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
L

。

写真3

こ
れ
で
は
あ
ま
り
た
い
し
た
採
集
で
は
な
い
が
、

た
だ
少
し
気
に
な
っ
た
の
は
、
ピ
シ
ャ
御
前
と
い
う

あ
っ
て
、

三
字
国
は
言
わ
れ
た
通
り
廃
村
で
あ
っ
て
、
今
海
水
浴
場
の
施
設
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
海
水
浴
場
に
行
く
の
に
か
な
り
急
な
崖
が

こ
と
ば
で
あ
る
。

そ
こ
は
ず
っ
と
木
が
覆
っ
て
い
る
の
だ
が
、
よ
く
探
す
と
、
く
ぼ
み
の
穴
の
あ
る
三
十
セ
ン
チ
ば
か
り
の
石
が
あ
っ
て
、
そ
の
前

に
木
で
作
っ
た
十
字
架
が
立
て
か
け
ら
れ
て
い
る
（
写真
3
）
。
傍
ら
に
、
錆
び
た
看
板
が
あ
っ
て
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
に
説
明
が
書
い
で
あ
っ
た
。
お
よ
そ

徳
川
時
代
の
初
期
、
黒
田
藩
主
の
側
室
で
、
花
宮
と
い
う
の
が
い
た
。
花
宮
は
キ
リ
シ
タ
ン
を
信
仰
し
追
放
さ
れ
た
。
玄
界
灘
を
逃
れ
て



い
る
う
ち
に
、
海
上
で
時
化
に
あ
い
、
こ
の
浜
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
。
村
人
は
こ
れ
を
助
け
た
。
花
宮
は
城
中
に
残
し
て
き
た
愛
児
を
思
っ

て
歌
を
歌
っ
た
。
村
人
に
病
人
が
出
る
と
、

マ
リ
ア
様
を
唱
え
て
、
治
癒
さ
せ
た
。
人
々
は
花
宮
を
マ
リ
ア
観
音
と
慕
っ
た
。
今
に
花
宮
御

前
の
石
塚
が
あ
る
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

花
宮
御
前
の
口
碑
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
並
べ
て
み
る
と
、
伝
説
と
い
う
の
は
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伝
説
は
物
に

つ
い
て
語
ら
れ
る
。

そ
の
物
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
人
は
、

そ
れ
を
信
仰
の
上
の
真
実
と
し
て
語
る
の
だ
が
、
こ
の
語
る
部
分
、
言
語
伝
承

の
部
分
は
、
本
来
は
不
要
で
あ
る
。

つ
ま
り
石
な
ら
石
に
対
す
る
信
仰
が
あ
っ
て
、

そ
れ
で
も
う
十
分
な
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
中
心
が
あ
っ

て
、
そ
の
石
の
霊
力
に
つ
い
て
の
語
り
は
あ
と
か
ら
つ
い
て
く
る
。

そ
の
石
を
斎
く
人
が
変
わ
る
と
、
語
ら
れ
る
内
容
が
変
化
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
花
宮
御
前
を
例
に
と
る
と
、

た
と
え
ば
対
馬
に
は
乙
宮
御
前
と
い
う
場
所
・
社
を
十
八
例
拾
う
こ
と
が
出
来
る
。
ど
う

い
う
神
か
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、

あ
る
所
で
は
、

ワ
タ
ツ
ミ
ノ
宮
の
乙
姫
だ
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
あ
る
所
で
は
恵
美
須
だ
と
い
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っ
て
い
る
。
と
も
か
く
海
の
向
こ
う
か
ら
、
漂
着
し
た
神
ら
し
く
て
、
そ
れ
が
乙
宮
御
前
と
い
う
女
性
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
す
る
と
花
宮

御
前
は
乙
宮
御
前
か
ら
の
分
派
、

あ
る
い
は
習
合
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
こ
れ
も
半
分
伝
説
化
し
て
い
る
の
だ
が
、
対
馬
の
国
主
の
宗
義
智
の
夫
人
は
小
西
行
長
の
娘
で
あ
っ
た
が
、

キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た

た
め
、
行
長
が
諒
せ
ら
れ
た
後
に
、

そ
の
禍
が
家
に
及
ぶ
の
を
恐
れ
て
慶
長
六
年
ご
六

O
こ
夫
人
を
長
崎
に
送
っ
た
。
夫
人
は
そ
の
地
で

没
し
た
が
、

そ
れ
か
ら
の
ち
崇
り
が
あ
っ
て
、

国
府
八
幡
宮
の
今
宮
神
社
に
把
つ
で
あ
る
の
は
、

こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
夫
人
で
あ

る
。
そ
の
夫
人
の
子
は
若
宮
神
で
あ
る
、

と
い
う
ふ
う
な
伝
え
に
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
そ
う
い
う
知
識
を
少
し
持
っ
て
い
る
者
が
、
花
官

御
前
な
ら
花
宮
御
前
を
斎
く
と
、
す
ぐ
に
伝
説
を
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
せ
て
い
く
。
神
怒
り
し
て
も
知
ら
な
い
こ
と
は
言
え
な

い
の
で
あ
っ
て
、
神
窓
り
し
て
自
分
の
知
っ
て
い
る
話
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
種
々
の
話
の
混
同



が
見
ら
れ
る
と
思
う
。

石
積
み
と
埋
め
墓
と

今
ま
で
取
り
上
げ
た
の
は
単
独
の
石
に
つ
い
て
の
信
仰
・
伝
説
で
あ
っ
た
が
、
石
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
石
を
積
み

上
げ
る
と
い
う
行
事
が
、
対
馬
に
ほ
見
ら
れ
る
。
峰
町
の
青
海
と
い
う
と
こ
ろ
は
石
積
み
の
ヤ
ク
マ
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
記
録
は

寄
神
神
社
に
関
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
同
じ
土
地
に
お
こ
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、

ど
こ
か
で
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
寄
神
神
社
は

『
対
州
神
社
誌
』
で
は
「
神
瞳
石
」
、
『
大
小
神
社
帳
』
に
は
「
祭
神
西
沖
ヨ
リ
来
ル
」
と
あ
る
。

こ
の
青
海
と
い
う
と
こ
ろ
は
、

仁
位
の
平

山
家
の
所
領
で
、
天
明
四
年
に
平
山
東
山
が
著
し
た
「
平
山
伝
記
」
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
神
社
は
応
安
年
中
に
建
立
さ

T
U
－－」

0

4
4
J
J
d
 

そ
の
当
時
の
当
主
だ
っ
た
国
広
と
い
う
者
が
、
夢
で
神
の
お
告
げ
を
開
い
て
、
自
分
を
把
っ
た
ら
ば
加
護
す
る
、
明
日
の
朝
浜
に
行
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け
と
言
わ
れ
た
。
海
岸
に
出
て
行
く
と
、
大
き
な
石
が
二
つ
海
に
浮
か
ん
で
や
っ
て
来
た
。
そ
れ
で
、
扇
を
広
げ
て
、
も
し
神
な
ら
こ
の
扇

の
上
に
乗
れ
と
言
っ
た
ら
、
即
座
に
乗
っ
た
。
そ
れ
で
そ
の
地
に
把
っ
た
。
こ
れ
が
寄
神
社
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
大
き
な
石
が
扇
に
乗

る
と
い
う
不
思
議
は
普
通
の
理
解
を
越
え
る
が
、
軽
石
と
い
う
例
も
あ
る
の
で
、
開
い
て
見
な
い
と
神
体
の
得
体
は
分
か
ら
な
い
。

寄
神
神
社
の
辺
り
に
行
く
と
、
磯
に
た
く
さ
ん
漂
着
物
が
流
れ
寄
っ
て
い
る
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ハ
ン
グ
ル
文
字
の
書
か
れ
て
い
る
物

で
あ
る
。
洗
剤
の
空
缶
だ
と
か
、
自
転
車
の
サ
ド
ル
だ
と
か
、

そ
う
い
っ
た
も
の
が
勝
手
に
流
れ
つ
い
て
い
る
の
だ
が
、
朝
鮮
の
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
海
岸
に
石
積
み
が
あ
る
。

そ
れ
を
ヤ
ク
マ
と
か
、

ヤ
ク
マ
ト
ウ
と
か
言
っ
て
い
る
（
写
真
4
）
。
村
の
人
た
ち
の
話
を
聞
く
と
、
「
旧
暦
六

月
初
午
の
日
に
村
中
で
積
み
上
げ
る
。
男
の
子
が
欲
し
い
人
が
積
む
。

そ
う
で
な
い
人
も
積
む
。
長
男
が
ヤ
ク
マ
を
す
る
。
積
ん
で
お
酒
を



掛
け
る
。

ヤ
ク
マ
ト
ウ
に
は
神
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
L

と
い
う
自
穴
ム
口

で
、
神
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
だ
け
は
強
調
す
る
が
、
村
に
は
老
人

ば
か
り
で
、
定
か
で
な
い
。

青
海
の
村
を
見
て
気
に
な
っ
た
の
は
、
盛
ん
に
墓
地
の
改
築
工
事
を

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

青
海
と
そ
の
隣
の
村
の
木
坂
と
の
ヤ
ク
マ
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
正
崇

氏
が
「
日
本
民
俗
学
」
の
百
四
十
号
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
に

「
対
馬

木
坂
の
祭
加
と
村
落
空
間
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
て
、

そ
れ
に
か
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な
り
要
領
よ
く
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。
木
坂
で
海
神
社
の
宮
司
に
聞
い

た
と
こ
ろ
と
合
わ
せ
る
と
、

写真4

木
坂
の
方
で
は
〉
天
道
社
祭
り
と
も
い
っ
て
い
る
。
六
月
の
初
午

に
海
か
ら
や
っ
て
来
た
マ
サ
ゴ
石
を
積
み
上
げ
る
。
長
男
は
二

回
、
た
だ
し
連
続
は
不
可
。
次
男
は
一
回
。
木
坂
、
青
海
よ
り
数

名
の
当
番
が
出
て
、
そ
れ
が
中
心
に
な
っ
て
村
の
男
た
ち
が
手
伝

い
、
積
み
上
げ
る
。
女
は
こ
の
時
参
加
し
て
は
い
け
な
い
。
昔
は

通
行
す
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
た
。
特
別
な
神
僕
を
捧
げ
ル
お
さ
が

り
は
男
の
み
で
共
食
す
る
。



だ
い
た
い
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
思
う
。

マ
サ
ゴ
と
い
う
こ
と
ば
が
、
こ
こ
で
も
出
て
来
て
注
意
さ
れ
る
。

そ
し
て
、

ヤ
ク
マ
は
厄
午
だ
と
い
っ
て
い
る
が
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

ヤ
ク
ク
マ
が
厄
午
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
、

ヤ

ク
マ
は
何
も
塔
ふ
う
の
積
み
石
だ
け
で
は
な
く
て
、

川
の
淵
の
特
定
の
岩
の
こ
と
も
ヤ
ク
マ
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

仁
位
だ
と

初
午
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

丑
の
日
の
行
事
で
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
二
十
五
日
に
行
な
う
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ど
う
し
て
行

な
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
馬
を
供
養
す
る
た
め
だ
、
こ
れ
は
ヤ
ク
ウ
マ
か
ら
来
た
解
釈
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
が
だ
い
た
い
当
た
っ
て

い
る
と
思
う
の
だ
が
、
対
馬
は
平
地
が
少
な
い
た
め
に
、
田
園
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
穀
物
は
麦
が
中
心
で
、

お
祭
り
と
い
う
と
麦
で
酒
を
作

り
、
麦
中
心
の
生
活
を
し
て
い
た
。

そ
れ
で
、
麦
の
収
穫
祭
が
ヤ
ク
マ
の
祭
り
だ
ろ
う
と
だ
い
た
い
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、

た
と
え
ば
阿
連
で
は
、
盆
踊
り
の
一
行
が
ヤ
ク
マ
と
い
う
崖
の
と
こ
ろ
で
は
必
ず
踊
る
と
い
う
、
盆
踊
り
の
対
象
の
場
所
に
な
っ
て
い
る
。

石
積
み
の
ヤ
ク
マ
は
木
坂
に
も
あ
る
が
、
採
集
し
た
前
日
に
嵐
が
あ
っ
て
、
木
坂
の
方
の
ヤ
ク
マ
は
崩
れ
て
な
く
な
っ
て
い
た
。
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と
こ
ろ
で
、
青
海
も
そ
う
だ
が
、
隣
の
木
坂
は
、
両
墓
制
が
後
ま
で
残
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
両
墓
制
は
佐
護
の
湊
と
い
う
と
こ
ろ
も
後

ま
で
残
っ
て
い
た
。
『
楽
郊
紀
開
』
に
よ
る
と
、
「
青
海
村
は
人
死
す
れ
ば
海
べ
た
の
石
原
に
葬
る
」
と
あ
っ
て
、

そ
こ
は
川
尻
に
あ
る
一
定

の
狭
い
区
域
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
ご
ろ
ご
ろ
し
た
石
の
地
で
、
深
く
掘
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
少
し
掘
る
と
古
い
骨
が
出
て
来
る
。
け
れ
ど

も
、
け
が
れ
と
も
悲
し
い
と
も
思
わ
な
い
。

そ
こ
に
ま
た
新
し
い
死
体
を
埋
め
て
し
ま
う
。
少
し
の
囲
み
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
波
の
ひ
ど
い

時
に
は
波
を
か
ぶ
る
よ
う
な
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
埋
め
て
し
ま
う
。

こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

『
楽
郊
紀
聞
』
の
著
者

は
士
分
の
人
で
あ
る
か
ら
、

そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
軽
蔑
し
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
書
き
方
で
書
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
言
っ
て
い
る

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

お
寺
に
は
家
々
の
場
所
が
あ
っ
て
、

五
輪
塔
ほ
ど
の
石
塔
を
作
っ
て
い
る
。
盆
、
彼
岸
、
年
忌
も
そ
こ
を
拝
む
。
だ
か
ら
埋
め
た
と
こ
ろ



は
一
切
こ
れ
を
拝
む
こ
と
は
な
い
、

と
ニ
一
一
口
っ
て
い
る
。

『
津
島
記
事
』
に
載
る
「
平
山
伝
記
」
で
は
、

平
山
の
家
は
他
と
は
区
別
し
た
墓
を

持
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
百
姓
な
ど
は
雑
葬
と
書
い
て
あ
る
。

つ
ま
り
家
々
に
よ
っ
て
埋
め
る
場
所
も
何
も
な
く
、
死
ん
だ
順
に
埋
め
て
し

ま
う
ら
し
い
の
で
あ
る
。
鈴
木
栄
三
氏
の
昭
和
初
期
の
報
告
だ
と
、
月
の
始
め
に
死
ん
だ
も
の
が
、
村
に
近
い
と
こ
ろ
で
、

だ
ん
だ
ん
に
遠

い
と
こ
ろ
に
埋
め
て
い
く
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
埋
め
墓
と
は
別
に
、
寺
に
は
カ
ラ
ム
シ
ョ
と
い
う
の
が
あ
る
。
川
辺
の
川
尻
を
エ
ジ

リ
と
称
し
て
、

そ
こ
の
と
こ
ろ
が
埋
葬
の
地
で
、
石
に
固
ま
れ
て
は
あ
る
け
れ
ど
、
小
さ
い
石
で
単
に
囲
っ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
九
学

会
連
合
対
馬
共
同
調
査
委
員
会
の
昭
和
二
十
九
年
刊
『
対
馬
の
自
然
と
文
化
』
の
「
葬
制
L

の
中
で
井
之
口
章
次
氏
は
、
干
潮
の
時
を
見
計

ら
っ
て
磯
づ
た
い
に
青
海
に
は
い
ら
れ
た
ら
し
い
が
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

今
に
も
浪
を
か
ぶ
り
そ
う
な
と
こ
ろ
に
、
死
体
を
埋
め
る
ワ
ボ
が
あ
り
、
：
：
：
元
は
死
体
を
こ
こ
に
石
こ
ず
み
に
し
て
、
埋
葬
後
一
切

省
み
な
か
っ
た
。
木
坂
で
は
：
：
：
や
は
り
石
こ
ず
み
に
し
て
死
体
を
埋
め
た
。
三
、
四

O
年
位
前
ま
で
は
、
付
近
を
通
る
と
死
臭
が
甚

し
か
っ
た
と
い
う
。
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別
の
機
会
で
あ
っ
た
が
、

七
月
十
七
日
に
、

瀬
戸
内
海
で
は
唯
一
両
墓
制
が
残
っ
て
い
る
佐
柳
島
と
い
う
島
に
行
っ
た
。
村
か
ら
行
っ

て
、
手
前
の
と
こ
ろ
に
拝
み
墓
が
あ
り
、
奥
の
方
に
埋
め
墓
が
あ
っ
た
。

そ
こ
も
や
は
り
石
こ
ろ
だ
ら
け
の
島
で
、
埋
め
墓
は
石
を
積
ん
だ

だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
話
が
別
の
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
は
こ
の
辺
に
し
て
お
く
。

更
に
も
っ
と
大
が
か
り
な
石
積
み
は
、
豆
酸
の
八
丁
角
と
い
う
と
こ
ろ
と
、
佐
護
の
湊
に
、
天
道
法
師
の
縁
の
石
積
み
が
あ
る
。
こ
の
天

道
法
師
と
い
う
の
は
、
『
対
州
神
社
誌
』
に
よ
る
と
、

対
馬
の
豆
酸
内
院
の
照
日
之
某
と
い
う
長
者
の
一
人
娘
が
、

天
智
天
皇
の
白
鳳
十
三

年
に
日
輪
の
光
を
感
じ
て
懐
妊
し
て
男
の
子
を
生
ん
だ
。
長
じ
て
後
に
僧
に
な
り
、
産
祝
の
術
を
得
て
天
道
法
師
と
名
告
る
。
朱
烏
六
年
十



一
月
十
五
日
に
、
上
洛
し
て
、
大
宝
三
年
に
一
度
帰
国
す
る
。
霊
亀
二
年
、
天
道
法
師
三
十
三
歳
の
時
に
元
正
天
皇
が
不
予
に
な
り
、
天
道

法
師
は
内
院
よ
り
壱
岐
に
飛
び
、
そ
こ
か
ら
筑
前
の
国
の
宝
満
獄
に
飛
び
、

そ
し
て
都
に
上
る
。
そ
し
て
天
皇
の
御
悩
を
平
癒
す
る
。
種
々

の
褒
美
を
授
か
る
が
、
帰
途
に
行
基
菩
薩
を
伴
っ
て
帰
国
し
た
。
行
基
の
作
っ
た
仏
が
六
体
あ
る
と
い
う
こ
と
も
記
し
て
い
る
。
後
に
天
道

は
ヌらご
一「

土
山

八
丁
の
問
機
れ
を
ゆ
る
さ
ず
と
い
う
の
で
、
こ
れ
を
八
丁
角
と
称
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
入
定
し
た
。
そ
の
後
、
佐
護
の
湊
山

に
菩
薩
と
な
っ
て
出
現
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
天
道
の
母
親
に
つ
い
て
は
異
説
が
あ
っ
て
、
元
禄
二
年
の
『
天
道
法
師

縁
起
己
で
は
、
そ
の
母
は
内
院
の
女
御
の
賎
稗
な
リ
、

と
あ
る
。
ま
た
土
地
の
伝
え
で
は
母
は
内
院
の
女
御
で
、
宮
中
で
不
義
を
犯
し
、
懐

妊
を
し
た
ま
ま
う
つ
ぼ
舟
で
流
さ
れ
豆
酸
に
漂
着
し
た
と
い
う
。
結
局
こ
の
形
が
わ
り
に
古
く
て
、
こ
れ
が
い
ろ
ん
な
伝
説
に
な
っ
て
い
る

の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
『
対
馬
州
神
社
大
帳
』
で
は
こ
の
入
定
の
地
を
、

以
其
廻
八
町
、
為
神
擁
磐
坂
。

又
云
神
寵
磐
坂
、
云
天
道
地
也
。
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な
ど
と
記
し
て
い
る
。

つ
ま
う
、
神
鑑
磐
坂
と
い
っ
た
よ
う
な
解
釈
が
、

こ
こ
で
加
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

た
だ
実
際
に
行
っ
て
見
る
と
、

天
道
法
師
の
墓
だ
と
い
う
石
積
み
は
、
決
し
て
墓
の
形
を
し
て
い
な
い
（
写
真
5

）

O

私
見
の
み
で
は
な
く
、

多
く
の
先
学
が
、
墓
の
形
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
れ
で
、

カ
ラ
ム
シ
ョ
と
い
わ
れ
て
い
る
拝
み
墓
が
、
今
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
な
か
っ
た
時
代
を
想
定
し
て
み
る
こ
と
が
出

来
る
と
思
う
。
案
外
そ
れ
辻
そ
う
昔
の
こ
と
で
は
な
い
。
大
名
の
宗
家
か
ら
し
て
、
墓
所
の
明
確
に
な
る
の
は
八
代
貞
盛
か
ら
で
、

お
よ
そ

室
町
時
代
中
期
に
あ
た
る
。
そ
う
い
う
状
態
を
考
え
て
み
る
と
、
石
に
埋
め
ら
れ
た
雑
居
し
て
い
る
葬
り
所
が
あ
っ
て
、

一
方
神
が
寄
り
来



る
場
所
と
し
て
の
石
積
み
が
あ
る
、

そ
う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思

う
。
ヤ
ク
マ
に
は
ど
う
も
神
が
い
る
と
い
う
ふ
う
に
現
在
で
も
信
じ
て

ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
阿
連
で
は
石
積
み
で
は
な
く
、
崖
み
た
い
な

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

盆
踊
り
の
対
象
の
場
所
に
な
っ
て
い

る
。
す
る
と
、

ヤ
ク
マ
は
あ
る
時
代
神
が
寄
り
来
る
場
所
で
あ
っ
た
も

の
が
、

そ
の
神
に
祖
霊
を
感
じ
て
く
る
と
い
う
の
も
不
思
議
で
は
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

で
は
、

そ
う
い
う
石
積
み
と
い
う
の
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
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る
。
そ
れ
は
神
催
、
磐
坂
で
あ
る
と
い
う
と
宮
廷
神
道
の
方
に
は
い
つ

て
い
く
か
ら
、
速
断
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
と
も
か
く
何
か
霊
魂

の
集
中
場
所
と
し
て
、

そ
う
い
う
石
積
み
が
築
か
れ
て
い
た
。

そ
の
形

骸
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
折
口
信
夫
の

『
神
道
概
論
』
で
は
、

大
伴
の
遠
つ
神
祖
の
於
久
都
奇
は
著
く
標
立
て

る
べ
く
（
万
葉
集
巻
十
八
・
四

O
九
六
大
伴
家
持
）

人
の
知

写真5

「
於
久
都
奇
」

に
大
伴
氏
代
々
の
骨
が
入

な
ど
と
い
う
歌
の
解
釈
で
、



っ
て
い
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
や
は
り
大
伴
氏
の
祖
霊
・
職
業
霊
が
龍
も
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
な
ん
と
か
証
明
し
よ
う
と
い
う
ふ
う
に
、
傾
い
て
お
い
で
に
な
る
こ
と
が
う
か
、
が
え
る
の
で
あ
る
。

四

海
神
と
山
神

最
後
に
、

海
と
山
と
の
関
係
で
あ
る
が
、

壱
岐
の
筒
城
仲
触
に
あ
る
海
神
社
の
背
後
に
あ
る
山
が
、

海
神
山
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
例

は
、
端
的
に
、
海
神
が
山
を
依
り
場
所
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

あ
る
い
は
対
馬
の
安
神
で
は
、
獄
の
神
祭
り
、

ま
た
は
山
の
神
祭
り
と
言
わ
れ
て
い
る
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
平
間
善
次
郎
氏
か
ら
間

い
た
話
で
は
、
次
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
。
祭
日
は
旧
暦
の
十
一
月
十
六
日
で
隔
年
で
あ
る
。
前
日
厳
原
か
ら
来
た
神
職
が
木
根
神
社
で
祝

詞
を
あ
げ
る
。
祭
事
に
直
接
関
係
す
る
者
は
七
名
で
あ
り
、
当
日
の
朝
、
海
に
出
て
み
そ
ぎ
を
す
る
。

そ
れ
以
前
に
、
祭
事
奉
仕
者
は
三
度
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の
畿
で
決
め
る
。
年
令
、
家
柄
に
関
係
な
く
畿
の
順
で
早
い
方
か
ら
上
位
と
な
る
。
七
名
の
者
は
、
鹿
の
皮
の
羽
織
と
裁
着
袴
と
を
着
用
す

る
。
神
官
と
三
名
の
み
が
山
頂
に
行
く
。
山
は
木
根
神
社
の
山
で
あ
る
。
御
幣
と
赤
飯
と
オ
ク
マ
（
お
米
の
こ
と
）
、
、
酒
を
持
っ
て
行
き
、
山

頂
で
神
主
が
神
僕
を
献
じ
祝
詞
を
あ
げ
て
か
ら
上
席
よ
り
順
次
酒
を
飲
み
、
赤
飯
を
食
べ
る
。

四
人
は
中
腹
で
、

と
が
ず
に
米
一
升
、
水
一

升
で
ご
飯
を
炊
き
、
鯛
を
串
ざ
し
に
し
て
待
っ
て
い
る
。
醤
油
も
塩
も
持
参
し
な
い
。
山
頂
の
者
は
祭
事
を
終
え
て
中
腹
に
下
っ
て
来
る
。

山
頂
の
者
は
赤
飯
と
沼
と
を
残
し
て
お
く
。
中
腹
の
者
は
鰯
と
ご
飯
で
饗
す
る
。

つ
ま
り
、

そ
こ
で
共
食
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
神
職

と
七
名
と
が
下
っ
て
来
る
と
、

川
原
（
安
神
に
は
川
が
一
つ
し
か
な
い
か
ら
、

川
原
で
通
じ
る
）
に
男
子
だ
け
が
集
ま
っ
て
い
て
、
用
意
し

し
て
い
た
鍋
で
煮
た
も
の
と
、
酒
で
共
食
す
る
。
山
に
行
っ
た
七
名
は
、
最
後
に
ま
た
木
根
神
社
に
行
っ
て
、

そ
こ
で
酒
を
い
た
だ
い
て
祭
リ

を
閉
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
祭
事
奉
仕
者
に
は
そ
う
い
う
音
山
識
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

と
も
か
く
海
に
寄
り
付
い
た
石
の
と
こ
ろ
を



出
発
点
に
し
て
、
隔
年
毎
に
鹿
の
皮
を
着
た
者
が
山
に
登
っ
て
行
き
、
神
祭
り
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
う
し
て
鹿
の
皮
を
着
る
か
に

つ
い
て
は
伝
請
は
な
い
が
、
応
神
十
三
年
紀
の
日
向
諸
県
君
牛
の
一
族
が
鹿
皮
を
着
て
賀
古
の
港
に
漂
着
し
た
話
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

仁
位
の
和
多
都
美
神
社
は
格
式
の
高
い
神
社
で
あ
る
が
、

そ
の
前
の
海
に
面
し
て
、
磯
良
恵
比
須
と
称
さ
れ
る
亀
裂
の
は
い
っ
た
岩
が
あ

る
。
安
曇
磯
良
の
墓
と
も
御
神
体
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
平
山
静
麿
氏
（
七
十
九
歳
）
か
ら
聞
い
た
話
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
磯
良
恵
比

須
は
元
は
渚
に
あ
っ
て
も
っ
と
姿
を
出
し
て
い
た
。
社
殿
以
前
は
こ
こ
が
祭
場
で
あ
っ
た
。
宮
司
は
代
々
長
岡
氏
が
つ
と
め
、
命
婦
は
山
上

氏
が
つ
と
め
た
が
、
国
分
氏
が
命
婦
の
田
畠
を
ゆ
ず
り
う
け
て
、
今
に
命
婦
舞
を
伝
承
し
て
い
る
。
旧
八
月
一
日
の
大
祭
に
長
岡
の
当
主
が

祝
詞
を
上
、
げ
、
国
分
氏
の
男
子
が
磯
良
舞
を
、
女
子
が
命
婦
舞
を
ま
う
。
長
岡
氏
は
安
曇
の
磯
良
の
子
孫
で
、
百
代
以
上
も
つ
づ
き
、
三
代

前
ま
で
は
、
確
か
に
印
の
鱗
が
三
枚
一
屑
に
つ
い
て
い
た
。
平
岡
の
家
は
長
岡
の
分
れ
で
、
自
分
は
昭
和
四
年
か
ら
十
年
間
、

ま
た
現
在
も
宮
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司
を
つ
と
め
て
い
る
。
祭
事
に
は
、
安
曇
連
平
岡
静
麿
と
名
告
る
。

旧
暦
十
一
月
の
初
酉
の
日
に
は
、
大
岳
祭
り
が
行
な
わ
れ
る
。
長
岡
の
当
主
が
大
岳
に
登
り
帰
っ
て
来
る
ま
で
、
村
人
は
音
を
立
て
な
い

で
静
寂
を
守
っ
て
い
る
。
碓
な
ん
か
も
つ
か
な
い
。
常
に
は
大
岳
の
山
頂
ま
で
は
誰
も
行
か
な
い
。
年
二
回
、
昔
は
村
人
が
道
を
作
っ
た
。

山
頂
の
洞
で
当
主
が
祝
詞
を
あ
げ
て
帰
っ
て
来
る
の
だ
ろ
う
が
、
自
分
は
長
岡
の
当
主
で
は
な
い
か
ら
そ
れ
に
は
預
か
っ
た
こ
と
が
な
い
。

大
岳
と
い
う
の
は
七
岳
の
一
つ
で
、

そ
の
お
お
も
と
で
あ
る
。

自
分
の
家
は
、

天
神
山
を
守
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
天
道
岳
と
も
い
っ
て
い

る
。
九
月
十
六
日
に
、
自
分
は
そ
の
神
様
を
把
る
た
め
に
山
に
行
く
。

そ
こ
に
は
和
多
都
美
ノ
御
子
神
社
が
あ
り
、
後
に
菅
原
道
真
を
合
加

し
た
。こ

の
話
を
簡
単
に
す
れ
ば
、
海
神
の
子
孫
が
大
岳
と
い
う
山
に
上
り
神
祭
を
行
う
こ
と
。
ま
た
天
神
山
に
は
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
ミ
コ
神
が
把
つ



で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

更
に
多
く
の
類
例
を
集
め
な
け
れ
ば
、

何
と
も
結
論
は
出
せ
な
い
が
、

「
海
神
山
神
論
」

池
田
先
生
の

は
、
海
神
と
山
神
の
論
で
は
な

く
、
海
神
イ
コ
ー
ル
山
神
論
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
今
は
考
え
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
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