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〔
講
演
録
〕
末
の
松
山
波
も
こ
え
な
む

ー

l
東
日
本
大
震
災
と
方
丈
記
・
源
氏
物
語
そ
し
て
古
今
和
歌
集
|
|

本木

彦

三
月
十
一
日
、
東
北
三
県
を
は
じ
め
、
日
本
列
島
の
ほ
ぼ
東
側
に
あ
た
る
広
い
地
域
を
未
曾
有
の
災
害
が
襲
い
ま
し
た
。
多
く
の
方
が
、
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お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
は
、
心
よ
り
、
お
見
舞
い
を
申
し

上
げ
ま
す
。

『
古
今
和
歌
集
』
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
り
ま
す
。

深
草
の
野
辺
の
桜
し
心
あ
ら
ば
今
年
ば
か
り
は
墨
染
め
に
咲
け
(
八
三
二
)

深
草
の
野
辺
の
桜
よ
、
思
い
や
り
の
こ
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
ば
、
せ
め
て
今
年
は
墨
染
め
の
色
に
咲
い
て
欲
し
い
。
哀
傷
部
の
一
首
で
す
。
「
哀

傷
」
と
は
人
の
死
を
悼
む
歌
、
「
墨
染
め
」
の
色
と
は
、
喪
服
の
色
で
す
。
今
年
の
春
ほ
ど
、
こ
の
「
古
今
和
歌
集
』
の
歌
が
身
に
泌
み
た
、

桜
の
季
節
は
あ
り
ま
せ
ん
。

来
年
は
、
鴨
長
明
が
『
方
丈
記
』
を
著
し
て
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
八

O
O
年
目
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
五
大
災
厄
、



と
呼
ば
れ
る
、
火
災
や
竜
巻
、
飢
鐘
、
そ
し
て
地
震
な
ど
、
当
時
、
う
ち
続
い
た
天
変
地
異
の
様
子
が
、
リ
ア
ル
に
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

な

ゐ

又
同
じ
こ
ろ
か
と
よ
、
お
び
た
た
し
く
大
地
震
ふ
る
こ
と
侍
り
き
。
そ
の
さ
ま
、
世
の
常
な
ら
ず
。
山
は
崩
れ
て
河
を
埋
み
、
海
は

ろ
く
ぢ

傾
き
て
陸
地
を
ひ
た
せ
り
。
土
さ
け
て
水
わ
き
い
で
、
巌
わ
れ
て
谷
に
ま
ろ
ぴ
い
る
。
渚
こ
ぐ
船
は
波
に
た
だ
よ
ひ
、
道
ゆ
く
馬
は
足

の
立
ち
ど
を
ま
ど
は
す
。
都
の
ほ
と
り
に
は
、
在
々
所
々
、
堂
舎
塔
廟
、
ひ
と
つ
と
し
て
全
か
ら
ず
。
或
は
崩
れ
、
或
は
倒
れ
ぬ
。
塵

灰
立
ち
上
り
て
、
盛
り
な
る
煙
の
如
し
。
地
の
動
き
、
家
の
破
る
る
音
、
雷
に
こ
と
な
ら
ず
。
家
の
内
に
を
れ
ば
、
忽
ち
に
ひ
し
げ
な

ん
と
す
。
走
り
出
づ
れ
ば
、
地
わ
れ
さ
く
。
羽
な
け
れ
ば
、
空
を
も
飛
ぶ
べ
か
ら
ず
。
竜
な
ら
ば
や
、
雲
に
も
乗
ら
む
。
恐
れ
の
な
か

に
恐
る
べ
か
り
け
る
は
、
只
地
震
な
り
け
り
と
こ
そ
覚
え
侍
り
し
か
。
か
く
お
び
た
た
し
く
ふ
る
事
は
、
し
ば
し
に
て
や
み
に
し
か
ど

も
、
そ
の
な
ご
り
し
ば
し
は
絶
え
ず
。
世
の
常
驚
く
ほ
ど
の
地
震
、
二
三
十
度
ふ
ら
ぬ
日
は
な
し
。
十
日
二
十
日
過
ぎ
に
し
か
ば
、
や

り
や
侍
り
け
む
。
四
大
種
の
中
に
、
水
火
風
は
常
に
害
を
な
せ
ど
、
大
地
に
い
た
り
て
は
こ
と
な
る
変
を
な
さ
ず
。
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う
や
う
間
遠
に
な
り
て
、
或
は
四
五
度
、
二
三
度
、
も
し
は
一
日
ま
ぜ
、
二
三
日
に
一
度
な
ど
、
お
ほ
か
た
そ
の
な
ご
り
、
三
月
ば
か

「
海
は
傾
き
て
陸
地
を
ひ
た
せ
り
」
と
は
、
津
波
を
、
ま
た
「
土
さ
け
て
水
わ
き
い
で
」
と
は
、
液
状
化
現
象
を
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
る
も
の
で

す
。
ち
り
が
舞
い
上
が
り
、
煙
の
よ
う
に
立
ち
こ
め
た
と
か
、
大
地
が
乳
み
家
が
壊
れ
る
音
が
、
雷
鳴
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
、
と
か
、
視
覚

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
時
の
、
息
ぐ
る
し
さ
や
、
響
き
わ
た
る
音
の
恐
怖
ま
で
、
長
明
は
、
迫
真
の
描
写
で
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
文
章
は
、
暖
味
さ
を
好
み
、
オ
ブ
ラ
ー
ト
で
包
み
隠
す
よ
う
な
表
現
の
多
い
、
日
本
の
古
典
作
品
に
あ
っ
て
、
異
彩
を
放
っ
て
い

る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

み
く
し

昔
、
斉
衡
の
頃
と
か
、
大
地
震
ふ
り
て
、
東
大
寺
の
仏
の
御
頭
落
ち
な
ど
、

い
み
じ
き
事
ど
も
侍
り
け
れ
ど
、
な
ほ
こ
の
度
に
は
し
か

ず
と
ぞ
。
す
な
は
ち
、
人
み
な
あ
ぢ
き
な
き
事
を
述
べ
て
、

い
さ
さ
か
心
の
濁
り
も
う
す
ら
ぐ
か
と
見
え
し
か
ど
、
月
日
重
な
り
、
年



経
に
し
後
は
、
こ
と
、
は
に
か
け
て
言
ひ
出
づ
る
人
だ
に
な
し
。

古
い
記
録
に
は
、
斉
衡
二
年
(
八
五
五
)
年
五
月
二
十
三
日
に
、
東
大
寺
大
仏
の
頭
部
が
落
ち
た
、
と
の
記
事
が
残
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
時
よ
り
も
、
今
度
(
平
安
末
期
)

の
大
地
震
の
ほ
う
が
、
す
さ
ま
じ
い
被
害
だ
っ
た
、
と

『
方
丈
記
』
は
記
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
鴨

長
明
は
、
そ
の
後
に
、
注
目
す
べ
き
こ
と
を
、
書
き
加
え
て
い
ま
し
た
。
平
安
京
を
大
地
震
が
襲
っ
た
と
き
は
、
生
き
方
を
改
め
よ
う
と
思

う
人
も
多
く
い
た
か
と
見
え
た
け
れ
ど
も
、
年
月
が
経
過
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
人
々
の
関
心
は
薄
れ
、
最
近
は
地
震
の
こ
と
を
話
題
に
す

る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
、
と
あ
り
ま
す
。

今
回
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
当
初
、
「
想
定
外
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
よ
く
耳
に
し
ま
し
た
。
実
は
、
過
去
に
も
、
東
北
の
太
平
洋
岸
、

三
陸
地
方
を
、
大
き
な
地
震
と
津
波
が
襲
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
平
安
時
代
の
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
古
い
記
録
も
あ
り
ま

り
ま
す
。
貞
観
十
一
年

五
月
に
起
こ
っ
た
、
大
地
震
そ
し
て
大
津
波
の
記
事
で
す
。

ふ

ふ

る

い

ん

え

い

し

ば

ら

く

の

あ

い

だ

た

み

さ

け

あ

た

廿
六
日
突
未
。
陸
奥
園
、
地
大
い
に
震
り
動
へ
。
流
光
昼
の
如
く
陰
映
す
。
頃
之
に
、
人
民
叫
呼
び
、
伏
し
て
起
つ
こ
と
能
は
ず
。

い

へ

た

ふ

お

し

お

ど

ろ

は

し

或
は
屋
外
れ
て
一
墜
さ
れ
死
に
、
或
は
地
裂
け
て
埋
れ
建
に
き
。
馬
牛
は
骸
き
奔
り
て
或
は
相
昇
り
て
踏
む
。
城
郭
倉
庫
、
門
、
櫓
、
培

へ

き

く

ず

く

つ

が

へ

み

な

と

ほ

い

か

づ

ち

さ

か

ま

く

な

み

う

し

ほ

わ

き

あ

が

く

る

め

み

な

ぎ

壁
類
れ
落
ち
顛
覆
る
こ
と
其
の
数
を
知
ら
ず
。
海
口
略
肌
え
、
声
雷
震
に
似
た
り
。
驚
譲
涌
潮
り
、
訴
潤
き
波
長
り
て
、
忽
ち
城
下

は

て

は

ら

み

ち

す

ベ

う

み

い

と

ま

に
至
り
、
海
を
去
る
こ
と
数
十
百
里
、
浩
々
と
し
て
其
の
涯
諸
を
弁
へ
ず
、
原
野
も
道
路
も
惣
て
槍
、
漠
と
為
り
、
船
に
乗
る
に
蓬
あ
ら

ば

か

り

た

か

ら

な

へ

ほ

と

ほ

ひ

と

つ

の

こ

る

も

の

ず
。
山
に
登
る
も
及
び
難
く
し
て
、
溺
れ
死
ぬ
る
者
千
許
、
資
産
も
苗
稼
も
殆
と
矛
遺
無
か
り
き
。

(
八
六
九
)
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し
た
が
、
「
想
定
外
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
の
こ
と
に
注
目
す
る
人
が
い
か
に
少
な
か
っ
た
か
を
、
は
か
ら
ず
も
物
語
っ
て
い
た
こ
と
に
な

(
『
日
本
三
大
実
録
』

原
漢
文
)

私
た
ち
は
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
、
三
月
十
一
日
の
痛
ま
し
い
光
景
を
、
目
の
あ
た
り
に
し
ま
し
た
。
こ
の

『
三
代
実
録
』

の
記
事
は
、
千
百

年
以
上
も
前
の
、
平
安
時
代
の
記
録
で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
が
目
に
し
た
映
像
と
、
な
ん
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ま
っ
た
く



同
じ
光
景
の
描
写
と
し
か
思
え
な
い
ほ
ど
で
す
。
こ
の
貞
観
津
波
の
記
事
は
、
今
年
の
三
月
十
一
日
以
降
、
俄
然
、
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
貴
重
な
記
録
を
、
先
人
が
綴
っ
た
文
章
を
、
十
分
に
は
い
か
せ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

『
方
丈
記
』
も
、
王
城
の
地
で
あ
る
洛
中
が
、
い
つ
地
震
に
襲
わ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
教
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
天
変
地
異
に
対
す
る
都

市
の
も
ろ
さ
を
、
冷
静
に
描
写
し
て
も
い
ま
す
。
今
年
は
、
年
明
け
早
々
に
、
九
州
の
新
燃
岳
の
噴
火
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
だ
、
火
山
活
動

は
続
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、

つ
い
最
近
も
、
台
風
十
二
号
に
よ
る
記
録
的
な
豪
雨
が
近
畿
地
方
を
襲
い
、
和
歌
山
県
・
奈
良
県
を
は
じ
め
、

各
地
に
甚
大
な
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
あ
ち
こ
ち
で
、

い
ま
な
お
、
避
難
さ
れ
て
い
る
皆
様
が
、
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
脆
弱
な
火
山
列
島
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思
い
ま
す
。
時
代
は
、
ま

さ
に
『
方
丈
記
』

の
時
代
に
入
っ
た
、
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ね
に
、
人
間
の
力
を
過
信
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
を
恐
れ
、
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警
戒
を
お
こ
た
ら
な
い
こ
と
が
、
大
切
だ
ろ
う
、
と
、
ふ
だ
ん
か
ら
『
方
丈
記
』
に
接
す
る
こ
と
の
多
い
わ
た
く
し
も
、
思
い
を
新
た
に
い

た
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
古
今
和
歌
集
』
は
巻
第
二
十
の
お
わ
り
に
「
東
歌
」
を
収
め
て
い
ま
す
。
「
東
歌
」
は
『
万
葉
集
』

の
巻
十
四
が
名
高
く
、

作
者
不
詳
の
短
歌
、

い
わ
ば
東
日
本
の
歌
謡
・
民
謡
の
類
を
集
め
、
「
防
人
の
歌
」
な
ど
個
性
的
な
作
品
も
あ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
も
、
「
東
歌
」
と
い
う
部
類
は
あ
り
ま
す
。
『
万
葉
集
』

で
は
二
四

O
首
近
い
東
歌
の
う
ち
、
陸
奥
の
歌
は
わ
ず
か
四

首
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
古
今
和
歌
集
』

で
は
、
東
歌
そ
の
も
の
が
十
三
首
と
ぐ
っ
と
少
な
く
な
る
と
は
い
え
、
半
数
以

上

(
七
首
)
が
陸
奥
の
歌
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
に
な
っ
て
、

い
ち
だ
ん
と
中
央
集
権
化
が
進
み
、
よ
り
東
北
地
方
が
身
近
に

な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
の
反
映
な
の
で
し
ょ
う
。



『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
二
十

東
歌み

ち
の
く
う
た

阿
武
隈
に
霧
立
ち
く
も
り
あ
け
ぬ
と
も
君
を
ば
や
ら
じ
ま
て
ば
す
べ
な
し
(
一

O
八
七
)

み
ち
の
く
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
塩
竃
の
浦
こ
ぐ
舟
の
つ
な
で
か
な
し
も
(
一

O
八
八
)

わ
が
せ
こ
を
都
に
や
り
て
塩
竃
の
ま
が
き
の
し
ま
の
松
ぞ
こ
ひ
し
き
(
一

O
八
九
)

を
ぐ
ろ
崎
み
つ
の
こ
じ
ま
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を
(
一

O
九
O
)

み
さ
ぶ
ら
ひ
み
か
さ
と
申
せ
宮
城
野
の
木
の
下
露
は
雨
に
ま
さ
れ
り
(
一

O
九
二
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最
上
川
の
ぼ
れ
ば
く
、
だ
る
い
な
舟
の
い
な
に
は
あ
ら
ず
こ
の
月
ば
か
り
(
一

O
九
二
)

君
を
お
き
で
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
末
の
松
山
浪
も
こ
え
な
む
(
一

O
九
三
)

さ
が
み
う
た

こ
よ
ろ
ぎ
の
磯
た
ち
な
ら
し
い
そ
な
つ
む
め
ざ
し
ぬ
ら
す
な
沖
に
を
れ
浪
(
一

O
九
四
)

ひ
た
ち
う
た

筑
波
ね
の
こ
の
も
か
の
も
に
影
は
あ
れ
ど
君
が
み
か
げ
に
ま
す
か
げ
は
な
し
(
一

O
九
五
)

筑
波
ね
の
峰
の
も
み
ぢ
ば
お
ち
つ
も
り
し
る
も
し
ら
ぬ
も
な
べ
で
か
な
し
も
(
一

O
九
六
)

か
ひ
う
た

甲
斐
が
ね
を
さ
や
に
も
見
し
が
け
け
れ
な
く
よ
こ
ほ
り
ふ
せ
る
さ
や
の
中
山
(
一

O
九
七
)



甲
斐
が
ね
を
ね
こ
し
山
こ
し
吹
く
風
を
人
に
も
が
も
や
事
づ
て
や
ら
む
(
一

O
九
八
)

伊
勢
、
っ
た

を
ふ
の
浦
に
か
た
え
さ
し
お
ほ
ひ
な
る
梨
の
な
り
も
な
ら
ず
も
ね
て
か
た
ら
は
む
(
一

O
九
九
)

こ
れ
ら
の
「
東
歌
」
の
中
に
は
、
現
在
も
意
味
の
正
確
に
わ
か
ら
な
い
歌
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

一
O
八
八
番
の
歌
、

み
ち
の
く
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
塩
竃
の
浦
こ
ぐ
舟
の
つ
な
で
か
な
し
も

の
「
か
な
し
」
は
「
い
と
お
し
い
、
愛
着
を
感
じ
る
」
と
い
う
意
味
だ
と
さ
れ
、
東
北
の
数
あ
る
名
所
の
中
で
も
、
塩
竃
の
景
色
は
特
別
だ
、

と
解
釈
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
歌
に
も
、
も
っ
と
別
の
解
釈
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
最
近
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

さ
て
、
『
百
人
一
首
』

の
「
陸
奥
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に
」
の
作
者
河
原
左
大
臣
、
源
融
は
、
と
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り
わ
け
陸
奥
を
愛
し
た
人
で
し
た
。
融
は
、
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
で
、
風
流
な
数
寄
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
鴨
川
の
西
に
、
河
原

院
と
い
う
大
邸
宅
を
造
営
し
ま
す
。
河
原
院
は
、
現
在
の
下
京
区
に
あ
り
、
八
町
の
広
大
な
敷
地
に
、
陸
奥
の
塩
竃
の
風
景
を
模
し
た
大
庭

園
が
有
名
で
し
た
。
そ
こ
に
は
毎
日
、
難
波
か
ら
海
水
を
運
ば
せ
て
、
塩
を
焼
く
製
塩
の
作
業
を
再
現
し
、
煙
を
絶
や
さ
ず
立
ち
の
ぼ
ら
せ

た
、
と
言
い
ま
す
。

河
原
院
は
、
あ
ま
り
に
大
邸
宅
す
ぎ
て
、
融
の
死
後
、
伝
え
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
維
持
管
理
が
で
き
な
く
な
り
、
次
第
に
荒
廃
し
て
ゆ
き

の
「
八
重
む
ぐ
ら
し
げ
れ
る
宿
の
さ
び
し
き
に
人
こ
そ
見
え
ね
秋
は
来
に
け
り
」
と
い
う
恵
慶
法
師
の
歌
は
、
『
拾

こ
と
ば
が
き

遺
和
歌
集
』
を
出
典
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
詞
書
(
詠
作
事
情
)
に
は
「
河
原
院
に
て
、
荒
れ
た
る
宿
に
秋
き
た
る
、
と
い
ふ
心
を
、

ま
し
た
。
『
百
人
一
首
』

人
々
よ
み
侍
り
け
る
に
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
も
と
も
と
荒
れ
た
る
宿
、
河
原
院
に
て
詠
ま
れ
た
歌
で
し
た
。
ま
た
、
紀
貫
之
に
も
、

「
君
ま
さ
で
煙
絶
え
に
し
塩
竃
の
う
ら
さ
び
し
く
も
見
え
わ
た
る
か
な
」
と
い
う
、
融
の
死
後
は
、
難
波
か
ら
海
水
が
運
ば
れ
る
こ
と
も
な
く



な
り
、
塩
を
焼
く
煙
も
絶
え
て
心
さ
び
し
い
、
と
詠
じ
た
歌
も
あ
り
ま
す
。

源
融
は
、
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
で
し
た
。
源
氏
の
姓
を
賜
っ
て
、
皇
族
を
離
れ
ま
す
。
光
源
氏
と
同
じ
で
す
ね
。
実
際
に
光
源
氏
の
モ
デ
ル

の
一
人
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
人
物
で
も
あ
り
ま
し
た
。
『
源
氏
物
語
』

の
中
で
も
、
ひ
と
き
わ
人
気
の
高
い
巻
に
、
「
夕
顔
」
が
あ
り
ま
す
。

光
源
氏
は
、
夕
顔
を
「
な
に
が
し
の
院
」
へ
と
、
ひ
そ
か
に
連
れ
出
す
の
で
す
が
、
そ
こ
で
夕
顔
は
不
幸
に
も
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
に
と

り
つ
か
れ
て
、
命
を
落
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。
物
語
の
中
で
は
「
な
に
が
し
の
院
」
と
し
て
、
匿
名
で
ぼ
か
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
場
所
は
源
氏
一
族
の
ゆ
か
り
の
邸
宅
で
あ
り
、
た
い
へ
ん
広
い
屋
敷
で
、
「

O
O院
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
し
か
も
、
五
条
六
条
の
あ
た

り
に
存
在
し
た
と
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
源
氏
一
族
ゆ
か
り
の
、
鴨
川
の
ほ
と
り
の
、
荒
廃
し
た
「
な
に
が
し
の
院
」
。

そ
れ
は
、
当
時
の
読
者
な
ら
、
あ
き
ら
か
に
「
河
原
院
」
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
。
河
原
院
は
、
融
が
亡
く
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な
っ
た
後
、
宇
多
院
へ
と
献
上
さ
れ
ま
し
た
。
宇
多
院
が
京
極
御
息
所
(
褒
子
)
と
牛
車
に
同
車
し
て
、
ひ
そ
か
に
お
渡
り
に
な
り
一
夜
を

共
に
し
た
時
に
は
、
融
の
怨
霊
が
出
現
し
て
、
女
性
に
と
り
つ
い
た
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
読
者
は
、
こ
れ
は
き
っ
と

良
く
な
い
こ
と
が
起
き
る
、
夕
顔
が
怨
霊
に
と
り
つ
か
れ
て
落
命
し
て
し
ま
う
、
と
は
ら
は
ら
し
な
が
ら
、
国
唾
を
飲
ん
で
読
み
進
め
て
い

た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
あ
ら
わ
れ
で
も
、
当
時
の
読
者
に
は
、
け
っ
し
て
唐
突
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
く
り
物
語

な
の
に
、
迫
真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
、
読
む
者
を
、
物
語
り
の
世
界
に
引
き
込
ん
で
し
ま
う
、
紫
式
部
の
構
想
は
、
実
に
巧
み
で
す
。

ひ
き
う
た

紫
式
部
は
、
「
引
歌
」
と
よ
ば
れ
る
、
当
時
の
都
、
び
と
な
ら
、
誰
も
が
知
っ
て
い
た
有
名
な
和
歌
を
、
『
源
氏
物
語
』
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

し
の
ば
せ
て
い
ま
す
。
『
古
今
和
歌
集
』

の
「
み
ち
の
く
う
た
」
も
、
数
多
く
の
場
面
で
「
引
歌
」
と
し
て
引
か
れ
て
い
ま
す
。
須
磨
・
明
石

に
流
請
の
生
活
を
送
っ
た
源
氏
が
、
都
に
帰
り
、
末
摘
花
を
訪
ね
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。
「
蓬
生
」
と
い
う
巻
で
す
。
牛
車
を
降
り
た
、
ま
さ

に
そ
の
場
面
は
次
の
よ
う
で
し
た
。



:
な
ほ
下
り
た
ま
へ
ば
、
御
さ
き
の
露
を
、
馬
の
鞭
し
て
払
ひ
つ
つ
、

い
れ
た
て
ま
つ
る
。
雨
そ
そ
き
も
、
な
ほ
秋
の
時
雨
め
き
て
、

う
ち
そ
そ
け
ば
、
「
御
傘
さ
ぶ
ら
ふ
。
木
の
下
露
は
雨
に
ま
さ
り
て
」
と
聞
こ
ゆ
。

み
な
さ
ん
も
経
験
が
お
あ
り
だ
と
お
も
い
ま
す
が
、
雨
上
が
り
な
ど
に
、
大
き
な
木
の
下
を
通
る
と
、
雨
の
滴
が
落
ち
て
か
え
っ
て
濡
れ
て

し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
、
『
古
今
和
歌
集
』

の
「
み
ち
の
く
う
た
」

み
さ
ぶ
ら
ひ
み
か
さ
と
申
せ
宮
城
野
の
木
の
下
露
は
雨
に
ま
さ
れ
り
(
一

O
九

こ

は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
う
た
っ
た
も
の
で
す
。
お
伴
の
人
よ
、
御
主
人
様
に
「
お
傘
を
ど
う
ぞ
」
と
申
し
上
げ
な
さ
い
、
な
に
し
ろ
宮
城

野
の
木
の
下
の
露
は
、
ひ
ど
く
し
ず
く
が
落
ち
て
き
て
、
雨
よ
り
も
濡
れ
る
か
ら
、
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
を
意
識
し
て
惟
光
は
、
光
源

氏
に
対
し
て
「
お
傘
が
ご
ざ
い
ま
す
。
木
の
下
か
ら
落
ち
る
し
ず
く
は
、
雨
に
ま
さ
っ
て
濡
れ
る
と
い
け
ま
せ
ん
の
で
」
と
申
し
上
げ
た
わ

け
で
す
。
気
の
利
い
た
、
雅
な
振
る
舞
い
で
す
ね
。
有
名
な
国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』

の
「
蓬
生
」
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
場
面
、
惟
光
が
鞭
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を
持
っ
て
露
払
い
を
し
て
、
後
ろ
か
ら
傘
を
さ
し
か
け
ら
れ
た
光
源
氏
が
、
歩
み
を
進
め
て
ゆ
く
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
四
(
恋
四
)
に
は
、

宮
城
野
の
も
と
あ
ら
の
こ
萩
つ
ゆ
を
お
も
み
風
を
待
つ
ご
と
君
を
こ
そ
ま
て
(
六
九
四
)

の
歌
が
あ
り
ま
す
。
宮
城
野
の
も
と
あ
ら
の
小
萩
は
、
露
が
重
く
て
風
が
吹
き
払
っ
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
。
そ
の
小
萩
の
よ
う
に
私

は
、
あ
な
た
の
お
出
で
を
ひ
た
す
ら
待
っ
て
い
る
の
で
す
。
い
い
歌
で
す
ね
。
こ
の
歌
は
た
い
へ
ん
人
気
が
あ
り
、
紫
式
部
も
た
び
た
び
引

歌
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
に
取
り
込
ん
で
い
る
く
ら
い
で
す
。
鴨
長
明
は
、
来
年
八

O
O年
を
迎
え
る
『
方
丈
記
』

の
ほ
か
に
、
『
無
名
抄
』

と
い
う
、
和
歌
に
か
か
わ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
随
筆
集
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
為
伸
、
宮
城
野
の
萩
を
堀
り
て
の
ぼ
る
事
」
と
い
う
、

短
い
の
で
す
が
、
印
象
的
な
章
段
が
あ
り
ま
す
。
橘
為
仲
は
、
『
源
氏
物
語
』

の
時
代
よ
り
は
、

一
世
代
あ
と
の
時
代
、
道
長
の
息
子
で
あ
っ



た
関
白
頼
通
の
と
こ
ろ
に
出
入
り
し
て
い
た
歌
人
で
す
。
受
領
階
級
の
人
で
、
陸
奥
の
国
守
と
な
り
、
奥
州
へ
と
下
っ
て
い
ま
し
た
。
任
期

を
終
え
て
、
都
に
戻
っ
て
く
る
時
の
話
で
す
。

為
仲
、
宮
城
野
の
萩
を
堀
り
て
の
ぼ
る
事

こ
の
為
伸
、
任
は
て
て
の
ぼ
り
け
る
時
、
宮
城
野
の
萩
を
掘
り
取
り
て
、
長
橿
十
二
合
に
入
れ
て
持
て
の
ぼ
り
け
れ
ば
、
人
あ
ま
ね

く
聞
き
て
、
京
へ
入
り
け
る
日
、
二
条
の
大
路
に
こ
れ
を
見
物
に
し
て
人
多
く
集
ま
り
て
、
車
な
ど
も
あ
ま
た
立
て
た
り
け
り
と
ぞ
。

「
受
領
は
倒
る
る
と
こ
ろ
に
土
を
も
つ
か
め
」
と
は
、
転
ん
で
も
た
だ
で
は
起
き
な
い
、
こ
の
時
代
の
受
領
の
強
欲
さ
を
表
し
た
、
有
名
な
こ

と
ば
で
す
。
ふ
つ
う
な
ら
、
た
く
さ
ん
の
財
宝
を
持
ち
帰
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
為
仲
は
、
十
二
の
長
橿
を
連
ね
て
、
そ
の
す
べ
て
に
「
宮

城
野
の
萩
」
を
、
持
ち
帰
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
す
。
到
着
す
る
前
か
ら
、
噂
は
都
中
に
広
が
り
、
多
く
の
人
が
見
物
に
訪
れ
た
と
い
い
ま

に
「
宮
城
野
の
萩
」
、
が
王
朝
び
と
の
関
心
を
集
め
て
い
た
か
、
陸
奥
の
風
物
の
人
気
の
高
さ
が
、
よ
く
わ
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
と
思
い
ま
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す
。
「
車
な
ど
も
あ
ま
た
立
て
た
り
け
り
」
と
は
、
特
に
身
分
の
た
か
い
貴
族
が
、
牛
車
で
見
物
に
や
っ
て
来
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
い
か

す。
お
な
じ
く
『
古
今
和
歌
集
』

の
恋
四
に
は
、

名
取
川
せ
ぜ
の
埋
れ
木
あ
ら
は
れ
ば
如
何
に
せ
む
と
か
あ
ひ
見
そ
め
け
む
(
六
五

O
)

と
い
う
作
品
が
見
出
せ
ま
す
。
こ
の
歌
も
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
の
歌
で
す
か
ら
、
も
と
は
陸
奥
の
民
謡
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

名
取
川
は
、
埋
れ
木
、
が
有
名
で
す
。
埋
れ
木
と
は
、
地
中
に
埋
れ
て
、
長
い
年
月
を
か
け
石
の
よ
う
に
固
く
な
っ
た
樹
木
の
こ
と
で
す
。

埋
れ
木
は
名
取
川
の
ほ
か
に
は
、
阿
武
隈
川
の
流
域
で
も
多
く
発
見
さ
れ
、
そ
れ
を
加
工
し
た
民
芸
品
は
、
埋
れ
木
細
工
と
し
て
、
東
北
の

伝
統
工
芸
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
和
歌
の
世
界
で
は
、
名
取
川
は
埋
れ
木
が
景
物
、
埋
れ
木
で
知
ら
れ
る
名
所
で
し
た
。



三
月
十
一
日
の
、
あ
の
大
震
災
の
当
日
、

テ
レ
ビ
は
名
取
川
を
逆
流
し
、
そ
の
流
域
を
呑
み
こ
み
な
が
ら
、
恐
ろ
し
い
勢
い
で
遡
る
津
波

の
姿
を
映
し
出
し
て
い
ま
し
た
。
後
で
知
っ
た
の
で
す
が
、
名
取
川
の
流
域
で
は
、
海
岸
線
か
ら
、
約
六
キ
ロ
の
内
陸
ま
で
津
波
が
到
達
し

た
の
だ
そ
う
で
す
。
京
都
の
地
下
鉄
で
、
京
都
駅
か
ら
北
大
路
ま
で
が
、
だ
い
だ
い
六
キ
ロ
少
々
で
す
。
京
都
駅
か
ら
北
大
路
ま
で
走
っ
て

逃
げ
な
い
と
、
助
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
津
波
の
速
さ
、
恐
ろ
し
さ
が
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
テ
レ
ピ
は
、
海
岸
沿
い
の
松

林
で
し
ょ
う
か
、
移
し
い
樹
木
が
な
ぎ
倒
さ
れ
て
、
名
取
川
の
奥
へ
奥
へ
と
運
ば
れ
て
い
く
様
子
を
映
し
て
い
ま
し
た
。
見
て
い
て
、
私
は
、

は
っ
と
し
ま
し
た
。
「
名
取
川
」
流
域
の
地
中
に
眠
っ
て
い
る
樹
木
は
、
ど
う
し
て
内
陸
部
へ
と
運
ば
れ
て
埋
ま
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
、

ひ
ょ
っ
と
し
て
太
古
の
昔
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
津
波
が
く
り
か
え
し
東
北
地
方
を
襲
い
、
そ
の
た
び
に
、
内
陸
へ
と
運
ば
れ
た
か
ら
で
は
な

か
っ
た
か
。
後
に
な
っ
て
、
ほ
ぼ
八

O
O年
か
ら
一
一

O
O年
に
一
度
と
い
う
長
い
間
隔
で
、
こ
の
地
域
に
は
大
津
波
が
襲
来
し
て
い
た
こ

「
百
人
一
首
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
り
ま
す
。
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と
を
知
り
ま
し
た
。
名
取
川
の
埋
れ
木
が
、
古
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
理
由
が
、
こ
う
し
て
理
解
で
き
た
の
で
す
。

契
り
き
な
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ
り
つ
つ
末
の
松
山
波
越
さ
じ
と
は

(
清
原
元
輔
)

清
少
納
言
の
父
、
清
原
元
輔
の
歌
で
す
。
約
束
し
た
は
ず
で
す
よ
ね
、
お
互
い
に
涙
で
濡
れ
た
袖
を
し
ぼ
り
な
が
ら
、
あ
の
「
末
の
松
山
」

を
け
っ
し
て
波
が
越
え
な
い
よ
う
に
、
私
た
ち
の
愛
も
永
久
に
変
わ
ら
な
い
と
、

で
も
、
あ
な
た
は
心
変
わ
り
し
て
し
ま
っ
た
。
相
手
の
心

変
わ
り
を
嘆
い
た
歌
で
す
。
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
も
『
古
今
和
歌
集
』

の
「
み
ち
の
く
う
た
」
で
す
。

君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
末
の
松
山
浪
も
こ
え
な
む
(

一

O
九
三
)

資
料
に
は
、
私
ど
も
が
大
学
の
講
義
で
、
学
生
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
す
る
、
古
典
の
代
表
的
な
注
釈
を
い
く
つ
か
あ
げ
で
あ
り
ま
す
。

ど
れ
も
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
同
じ
で
す
。
は
じ
め
の
〈
小
学
館
古
典
文
学
全
集
〉

の
訳
に
は
「
あ
な
た
を
さ
し
お
い
て
、
ほ
か
の
人
に
心



を
移
す
な
ん
て
こ
と
が
あ
ろ
う
も
の
な
ら
ば
、
あ
の
、
海
岸
に
そ
び
え
る
末
の
松
山
を
、
波
が
越
え
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
」
(
心
の
変
わ
ら
な

い
こ
と
を
誓
っ
た
、
平
易
で
明
快
な
、
民
謡
風
の
歌
で
あ
る
。
男
女
何
れ
が
う
た
っ
た
歌
と
も
と
れ
る
)
と
あ
り
ま
す
。
〈
新
潮
社
〉
や
〈
岩

波
書
店
〉

の
本
に
よ
れ
ば
「
末
の
松
山
」
に
つ
い
て
、
「
こ
の
山
を
波
は
け
っ
し
て
越
え
な
い
も
の
、
と
い
う
前
提
で
詠
ま
れ
て
い
る
」
(
新

潮
古
典
集
成
)
。
「
波
が
越
え
る
は
ず
が
な
い
と
し
て
い
う
」
(
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
)
と
い
う
語
釈
も
添
え
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
「
源

氏
物
語
』
で
も
、
こ
の
「
末
の
松
山
」
の
歌
は
人
気
が
高
く
、

う
ら
な
く
も
思
ひ
け
る
か
な
ち
ぎ
り
し
を
松
よ
り
波
は
こ
え
じ
物
ぞ
と

(
明
石
・
紫
の
上
)

「
明
石
」
の
巻
で
、
光
源
氏
が
、
明
石
の
上
に
浮
気
心
を
起
こ
し
て
通
う
頃
に
、
都
へ
と
手
紙
を
贈
り
ま
す
。
正
妻
の
紫
の
上
か
ら
、
裏
切
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
と
信
じ
て
お
り
ま
す
、
と
い
う
返
事
の
歌
が
届
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
あ
き
ら
か
に
「
末
の
松
山
」
の
歌
が
踏
ま
え
ら
れ

波
こ
ゆ
る
こ
ろ
と
も
し
ら
ず
末
の
松
ま
つ
ら
ん
と
の
み
思
ひ
け
る
か
な
(
浮
舟
・
薫
)
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て
い
ま
す
。
ま
た
、
次
の
歌

「
浮
舟
」
の
巻
で
は
、
浮
舟
が
夫
で
あ
る
薫
の
慎
重
で
落
ち
着
い
た
振
る
舞
い
に
信
頼
を
寄
せ
な
が
ら
、
一
方
で
行
動
的
で
情
熱
的
な
匂
宮
と

の
不
倫
の
愛
に
溺
れ
て
ゆ
く
の
で
す
が
、
そ
れ
が
左
の
岸
に
も
右
の
岸
に
も
舟
を
着
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
二
つ
の
岸
の
間
で
荒
波
に
た

だ
よ
う
浮
舟
の
よ
う
だ
と
、
彼
女
は
我
が
身
を
呪
う
の
で
す
。
こ
の
「
波
こ
ゆ
る
こ
ろ
と
も
し
ら
ず
」
と
い
う
歌
は
、
夫
で
あ
る
薫
が
、
浮

舟
と
匂
宮
と
の
不
倫
を
知
り
、
「
あ
あ
裏
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
ず
に
、
私
は
」
と
浮
舟
の
も
と
へ
と
贈
っ
て
き
た
歌
で
す
。
こ
れ
が
、

ま
た
、
浮
舟
を
追
い
つ
め
て
ゆ
く
、
そ
し
て
つ
い
に
宇
治
川
へ
の
入
水
へ
と
、
物
語
は
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
『
源
氏
物
語
』
で
、
『
古
今
和
歌
集
』

の
「
末
の
松
山
な
み
も
こ
え
な
む
」
が
引
歌
と
し
て
引
か
れ
た
場
面
は
、
ま
だ
ま

だ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
、
こ
の
歌
は
有
名
で
し
た
。



『
古
今
和
歌
集
』

の
歌
枕
、
「
末
の
松
山
」
は
、
ど
こ
を
指
す
の
か
。
現
在
も
な
お
、
複
数
の
説
が
存
在
し
ま
す
。
宮
城
県
多
賀
城
市
八
幡
、

同
じ
く
石
巻
市
須
江
、
岩
手
県
二
戸
市
浪
打
峠
、
福
島
県
い
わ
き
市
、
な
ど
で
す
。
通
説
で
は
、
宮
城
県
多
賀
城
市
と
す
る
説
が
有
力
で
す
。

『
奥
の
細
道
』

で
芭
蕉
が
訪
れ
た
の
も
、
多
賀
城
市
の
場
所
で
す
。

末
の
松
山
は
寺
を
つ
く
り
て
末
松
山
と
い
ふ
。
松
の
あ
ひ
あ
ひ
皆
墓
原
に
て
、
羽
を
か
は
し
枝
を
つ
ら
ぬ
る
契
り
の
末
も
、

つ
ひ
に

は
、
か
く
の
ご
と
き
と
、
か
な
し
さ
も
ま
さ
り
て
、
塩
竃
の
浦
に
い
り
あ
ひ
の
鐘
を
聞
く
。

「
末
」
の
「
松
山
」
で
「
末
松
山
」
。
現
在
の
末
松
山
宝
国
寺
の
裏
山
に
大
木
の
松
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
傍
ら
に
は
墓
地

が
広
が
り
、
少
な
く
と
も
芭
蕉
の
元
禄
時
代
に
は
、
こ
こ
が
末
の
松
山
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
す
。

奥
州
に
惹
か
れ
て
、
お
そ
ら
く
最
も
は
や
く
行
脚
の
旅
に
赴
い
た
隠
者
に
、
能
因
法
師
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
平
安
末
期
の
歌
僧

で
あ
る
顕
昭
の
『
袖
中
抄
』
に
は
、
現
在
は
散
供
し
て
伝
わ
っ
て
い
な
い

『
能
因
坤
元
儀
』
と
い
う
書
物
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
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「
能
因
坤
元
儀
に
は
、
本
の
松
山
、
中
の
松
山
、
末
の
末
山
と
て
三
重
に
あ
り
と
い
へ
り
」
と
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
は
松
の
生
い
茂
っ
た

小
高
い
丘
が
、
三
つ
ほ
ど
あ
り
、
そ
の
う
ち
最
も
遠
ざ
か
っ
た
、
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
が
末
の
松
山
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ

う
。
末
の
松
山
、
と
い
う
の
は
、
普
通
名
調
に
限
り
な
く
近
い
名
称
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
き
ほ
ど
の
、
『
日
本
三
代
実
録
』

の
記
事
は
、
陸
奥
の
海
岸
部
を
襲
っ
た
巨
大
津
波
と
、
そ
の
被
害
の
甚
大
さ
を
伝
え
て
い
ま
し
た
。
実

は
、
歴
史
地
理
学
の
碩
学
、
吉
田
東
伍
博
士
は
、
明
治
三
十
九
年
の
論
文
で
、
『
日
本
三
代
実
録
』

の
貞
観
津
波
に
注
目
さ
れ
、
「
城
下
」
と

あ
る
が
、
貞
観
十
一
年
に
、
東
北
地
方
で
公
的
な
「
城
」
と
呼
べ
る
物
は
、
ま
ず
多
賀
城
で
あ
る
こ
と
、
他
に
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、

胆
沢
城
が
あ
る
も
の
の
、
北
上
川
の
は
る
か
上
流
の
内
陸
部
で
、

い
か
に
大
津
波
で
も
遡
り
得
な
い
、
だ
か
ら
こ
れ
は
多
賀
城
の
津
波
を
描

写
し
た
文
章
だ
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
(
「
貞
観
十
一
年
陸
奥
府
城
の
震
動
洪
溢
」
〈
歴
史
地
理
第
八
巻
十
二
号
〉
)
。



私
は
、

三
月
十
一
日
か
ら
、
名
取
川
の
埋
れ
木
や
、
末
の
松
山
が
気
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ご
迷
惑
に
な
ら
な
い
、

三
か
月
以
上
過
ぎ
た

頃
に
、
現
地
へ
と
出
か
け
て
み
ま
し
た
。
多
賀
城
市
内
の
末
松
山
宝
国
寺
を
訪
れ
、
ご
住
職
か
ら
も
、
わ
ず
か
の
時
間
で
し
た
が
、
お
話
を

聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
堂
の
後
ろ
に
見
え
て
い
る
松
が
、
「
末
の
松
山
」
の
松
で
す
。
津
波
は
、
ち
ょ
う
ど
本
堂
の
階
段
の
一
段
目
ま

で
、
到
達
し
、
そ
こ
で
、
止
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た

(
図
版
1
)
。
末
の
松
山
の
松
は
立
派
な
姿
で
、
堂
々
と
立
っ
て
い
ま
し
た
。
近
く

の
二
階
建
て
の
お
宅
や
自
動
車
な
ど
と

図版 l

較
べ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
巨
大
さ

が
、
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま

す
(
図
版
2
)
。
末
の
松
山
か
ら
百
メ

l
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ト
ル
ほ
ど
海
側
に
下

っ
た
民
家
に
は
、

明
ら
か
に
津
波
の
被
害
が
見
て
と
れ
ま

図版 2

し
た
。
さ
ら
に
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
海
岸

に
近
づ
く
と
、
も
う
そ
こ
は
痛
々
し
い

瓦
礁
の
山
で
し
た
(
図
版
3
)
。
ま
た
、

日
本
地
理
学
会
の
津
波
被
災
マ
ッ
プ

(宮
片
方
一
¥
¥
自
宅

2
-・0
8
5
1
1何
回
門
・
」
空
自
宅
¥

自
宅
3
E
E
H
h
F
c
h
r
2己
H
凶
侍

mF与
H
C
)
を

参
照
す
る
と
、
さ
ら
に
驚
く
べ
き
事
実



図版 3(中央に末の松山の一部が見える)

図版4(中央部分の楕円が末の松山の所在地)
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図版 5(島崎氏の論文より引用)

~鈎の浅水緩

が
わ
か
り
ま
し
た
。
末
の
松
山
の
周
辺
域
だ
け
、
孤
島
の
よ
う
に
津
波
の
被
害
が
及
ん
で
い
な
い
の
で
す
(
図
版
4
)
。
こ
の
あ
た
り
は
、
ほ

ぼ
海
抜
は

0
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
ケ
タ
台
な
の
で
す
が
、
末
の
松
山
の
周
辺
部
の
み
、
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
だ
け
が
、
あ

た
か
も
津
波
の
避
難
ビ
ル
の
よ
う
に
、
津
波
の
被
害
を
ま
ぬ
が
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
地
で
は
、
津
波
が
来
た
ら
と
に
か
く

末
の
松
山
に
逃
げ
ろ
と
子
ど
も
の
頃
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
の
で
、
そ
の
通
り
に
し
て
助
か
っ
た
、
と
い
う
住
民
の
方
に
も
お
会
い
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
自
然
科
学
の
分
野
、
島
崎
邦
彦
博
士
の
論
文
(
「
超
巨
大
地
震
、
貞
観
の
地
震
と
長
期
評
価
」

〈
『
科
学
』
平
成
二
十
三
年
五
月
号
〉
)



を
参
照
す
る
と
、
貞
観
津
波
の
時
の
堆
積
物
の
分
布
と
、
今
回
の
津
波
到
達
域
と
が
、

致

し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
(図
版

5
)。
多
賀
城
市
周
辺
部
は
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ

る
デ

l
タ
が
な
い
そ
う
で
す
が
、
し
か
し
、
貞
観
津
波
と
今
回
の
津
波
の
到
達
域
が

一
致
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、
宝
国
寺
の
裏
山
、
す
な
わ
ち
末
の
松
山
に
は
津
波
は
押
し
寄
せ
て
は
こ

な
か
っ
た
、
末
の
松
山
に
避
難
し
て
い
れ
ば
貞
観
地
震
の
時
も
助
か
っ
た
、
津
波
の
被
害
か

図版 6

ら
ま
ぬ
が
れ
た
こ
と
は
、
か
な
り
の
確
率
で
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
度
、

『古
今
和
歌
集』

の
「
み
ち
の
く
う
た
」
を
挑
め
て
み
ま
す
と
、
阿
武
隈
川
、

最
上
川
な
ど
の
、
東
北
を
代
表
す
る
大
河
は
別
格
と
し
て
、
そ
の
ほ
か
は
、
国
府
の
あ

っ
た
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多
賀
城
周
辺
の
地
域
の
名
所
が
撰
ば
れ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
や
は
り
「
古
今
和
歌
集
』

の
「
末
の
松
山
」
は
、
こ
こ
で
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
、
と
思
う
の
で
す
。
多
賀
城
市
内
の
海
岸

部
で
は
、
現
在
も
、
末
の
松
山
は
ど
こ
か
ら
で
も
見
え
る
ラ
ン
ド
マ

i
ク
で
す

(図
版

6
)。

と
に
か
く
、
あ
そ
こ
に
逃
げ
れ
ば
助
か
る
、

い
や
助
か

っ
た
、
と
い
う
往
時
の
人
々
の
忘
れ

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
す
。

得
ぬ
体
験
が
、
け

っ
し
て
波
が
越
え
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
歌
枕
「
末
の
松
山
」
を
生
み
、
あ
の
『
古
今
和
歌
集
」
の
「
み
ち
の
く
う
た
」

そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
末
の
松
山
波
も
こ
え
な
む
」
の
歌
の
本
来
の
意
味
は
、
私
が
も
し
浮
気
心
を
起

こ
し
た
ら
、
あ
の
末
の
松
山
を
さ
え
波
が
越
え
て
し
ま
う
、
世
界
が
破
滅
す
る
よ
う
な
恐
ろ
し
い
こ
と
が
起
こ
る
、
だ
か
ら
、
私
は
永
遠
に

あ
な
た
を
心
変
わ
り
す
る
こ
と
な
く
愛
し
続
け
る
、
愛
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
強
い
決
意
、

誓
い
の
歌
だ

っ
た
の
か
も



知
れ
ま
せ
ん
。

『
古
今
和
歌
集
』

の
「
み
ち
の
く
う
た
」
に
は
、
本
来
は
貞
観
津
波
の
折
の
、
哀
し
い
記
憶
や
口
承
、
さ
ら
に
民
謡
な
ど
が
多
く
取
り
込
ま

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て
き
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
謎
が
多
く
残
さ
れ
て
い

る
、
と
痛
感
し
た
次
第
で
す
。

も
し
、
み
ち
の
く
の
歌
々
が
な
か
っ
た
な
ら
、
『
古
今
和
歌
集
』
も
、
「
源
氏
物
語
』
も
、
そ
し
て
そ
の
後
の
古
典
も
、
随
分
と
違
っ
た
も

の
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
豊
か
な
み
ち
の
く
の
歌
々
を
生
ん
だ
、
王
朝
ぴ
と
あ
こ
が
れ
の
東
北
が
、

一
日
も
は
や
く
復
興
さ
れ
る
こ
と

を
お
祈
り
し
つ
つ
、
結
び
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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〔
付
記
〕
六
月
、
慌
た
だ
し
い
中
、
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
末
松
山
宝
国
寺
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
お
住
ま
い
の
皆
々
様
に
、
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
、
御
地
の
一
日
も
早
い
復
興
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。
小
稿
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
開
催
予
定
の
「
古
典
の
日
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
(
国

立
京
都
国
際
会
館
メ
イ
ン
ホ
!
と
の
講
演
「
鎮
魂
あ
こ
が
れ
の
東
北
|
!
方
丈
記
、
源
氏
物
語
、
そ
し
て
古
今
和
歌
集
|
|
」
に
む
け
て
準
備
し

た
講
演
原
稿
を
、
そ
の
ま
ま
寄
せ
た
も
の
で
す
。
そ
の
大
半
は
京
都
市
生
涯
学
習
総
合
セ
ン
タ
ー
山
科
で
の
講
演
「
東
日
本
大
震
災
と
古
典
l
l
先

人
は
東
北
の
津
波
を
い
か
に
伝
え
た
か

l

」
(
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
)
の
内
容
と
重
な
り
ま
す
。
震
災
直
後
の
三
月
下
旬
、
「
方
丈
記
に

関
わ
る
内
容
で
七
月
二
十
日
に
・
:
」
と
の
ご
依
頼
で
し
た
が
、
そ
の
場
で
、
方
丈
記
に
末
の
松
山
・
名
取
川
な
ど
被
災
地
の
歌
枕
と
古
典
和
歌
も
テ
ー

マ
に
加
え
る
か
た
ち
で
、
と
我
が
佳
な
構
想
を
申
し
上
げ
、
ご
了
解
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現
地
調
査
の
後
、
七
月
半
ば
に
は
パ
ワ
1
ポ
イ
ン
ト
用

の
フ
ァ
イ
ル
も
資
料
も
セ
ン
タ
ー
に
送
り
準
備
は
万
全
で
し
た
が
、
「
想
定
外
」
の
台
風
襲
来
に
よ
る
警
報
発
令
に
、
二
時
間
ほ
ど
前
に
急
逮
中
止



と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
お
蔵
入
り
は
惜
し
い
」
と
年
間
計
画
の
日
程
を
や
り
く
り
し
て
一
か
月
後
に
再
び
講
演
会

を
設
定
し
て
く
だ
さ
っ
た
関
係
各
位
に
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
も
そ
も
一
連
の
講
演
は
、
お
よ
そ
三
十
年
ほ
ど
前
、
川
村
晃
生
先
生
の
第

一
回
ゼ
ミ
旅
行
で
、
末
の
松
山
ほ
か
東
北
の
歌
枕
を
各
地
に
訪
ね
歩
い
た
折
の
感
動
に
端
を
発
す
る
も
の
で
し
た
。
御
退
職
記
念
号
へ
の
寄
稿
は
、

そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。
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