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「
圏
外
」
で
な
い
豪
の
辺
地 
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澄 

（
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屋
山
志
明
院
住
職
） 

 

一
昨
年
、
私
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
行
く
機
会
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
目
的

の
一
つ
に
旧
友
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
さ
ん
を
訪
ね
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
は

「
源
氏
物
語
」
五
十
四
帖
を
英
訳
し
て
話
題
に
な
り
、
特
に
千
年
紀
で
は
さ
ま
ざ

ま
な
セ
レ
モ
ニ
ー
に
登
場
し
、
脚
光
を
浴
び
た
学
者
で
あ
る
。 

 

京
都
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
自
然
の
風
景
が
好
き
で
志
明
院
に
も
来
山
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
い
つ
も
変
わ
り
ゆ
く
京
の
景
観
、
環
境
を
心
配
し
、
二
十
年
前
に
起

き
た
鴨
川
ダ
ム
問
題
の
反
対
運
動
に
も
加
わ
っ
て
く
れ
た
。 

 

若
い
時
か
ら
日
本
文
学
を
研
究
し
、
そ
こ
に
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
、
専
門
家

達
を
驚
か
す
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

そ
の
彼
が
日
文
研
の
客
員
教
授
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
各
大
学

で
教
鞭
を
と
っ
た
後
、
九
〇
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
に
移
っ
た
。
そ
の
時

彼
は
キ
ャ
ン
ベ
ラ
市
か
ら
約
二
百
キ
ロ
離
れ
た
辺
地
に
五
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど

の
土
地
を
手
に
入
れ
、
ア
ル
パ
カ
の
飼
育
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
ん
な
奥

地
で
と
驚
い
た
が
老
齢
期
に
な
っ
て
の
暮
ら
し
を
奥
さ
ん
の
ス
ー
ザ
ン
さ
ん
と

考
え
た
揚
げ
句
の
決
断
で
彼
ら
し
い
選
択
だ
っ
た
と
思
う
。 

都
会
生
活
に
は
馴

染
め
な
い
二
人
に
と
っ
て
自
然
の
中
で
の
営
み
が
最
優
先
で
あ
っ
た
。 

 

レ
ン
タ
カ
ー
で
市
街
地
を
過
ぎ
る
と
民
家
は
少
な
く
な
り
、
見
渡
す
限
り
平
原

と
丘
陵
地
が
広
が
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
ん
な
辺
地
で
と
暮
れ
ゆ
く
な
か
を
不
安

を
も
ち
つ
つ
牧
場
に
着
い
た
の
は
夜
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。 

 

三
日
間
の
短
い
滞
在
で
あ
っ
た
が
ア
ル
パ
カ
の
ゆ
っ
た
り
し
た
歩
く
風
景
、
彼

ら
を
守
る
一
匹
の
犬
。
隣
家
も
人
も
見
え
ぬ
視
界
、
満
天
の
星
が
今
に
も
降
っ
て

き
そ
う
な
夜
の
世
界
、
星
明
り
に
動
く
ウ
ォ
ン
バ
ッ
ト
、
ま
さ
し
く
別
天
地
で

あ
る
。 

 

大
自
然
の
辺
地
で
の
生
活
に
不
便
は
つ
き
も
の
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
通
信

機
能
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
地
デ
ジ
、
携
帯
電
話
な
ど
情

報
の
共
有
は
都
会
と
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
り
、
辺
地
で
の
生
活
を
支
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
一
地
域
の
事
だ
け
で
と
や
か
く
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
ふ
と

日
本
の
こ
と
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
比
べ
れ
ば
二
十
分
の
一
ほ
ど
の
小
さ
な
島
国
で
あ
る
。

古
来
、
豊
か
な
森
、
川
の
恵
み
が
あ
り
、
農
林
漁
業
と
と
も
に
文
化
、
歴
史
を

培
い
な
が
ら
、
山
村
、
田
舎
と
し
て
の
豊
か
な
暮
ら
し
が
あ
っ
た
。
だ
が
今
や
、

都
会
か
ら
百
キ
ロ
は
お
ろ
か
十
数
キ
ロ
で
辺
地
と
い
わ
れ
、
山
村
は
疲
弊
し
、

限
界
集
落
な
ど
と
い
わ
れ
る
地
域
も
都
会
の
近
く
ま
で
迫
っ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
今
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
地
デ
ジ
、
モ
バ
イ
ル
な
ど
の
機
能
も
「
圏

外
地
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
数
年
前
ま
で
は
こ
こ
に
集
落
が
あ
り
、

文
化
、
歴
史
を
育
ん
で
い
た
と
何
度
聞
か
さ
れ
た
事
か
。
都
会
も
山
村
も
お
互

い
に
つ
な
が
り
あ
っ
て
社
会
が
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も

科
学
技
術
の
整
備
は
山
村
に
こ
そ
不
可
欠
で
あ
る
。
当
山
の
あ
る
北
区
雲
ケ
畑

で
さ
え
も
僻
地
と
い
わ
れ
、
携
帯
電
話
も
「
圏
外
」
が
多
い
。 

 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
今
、
初
秋
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
タ
イ
ラ
ー
さ
ん

は
平
家
物
語
の
英
訳
に
励
み
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
取
引
し
、
六
百
キ

ロ
離
れ
た
地
に
ア
ル
パ
カ
を
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ぶ
と
い
う
。
七
十
歳
を
過
ぎ
た
彼

の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
行
動
は
、
多
く
の
不
便
は
あ
っ
て
も
生
活
環
境
の
基
盤

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 
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第
十
六
回 

国
際
京
都
学
体
系
研
究
会
（
二
〇
〇
九
年
四
月
十
六
日
） 

「
京
都
か
ら
の
日
本
史
」 

―
鎌
倉
時
代
は
本
当
に
鎌
倉
の
時
代
だ
っ
た
の
か
？ 

 
 

井 

上 

章 

一
（国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
） 

 
  

歴
史
を
つ
く
っ
て
い
る
の
は
誰
か
。
時
代
区
分
に
弥
生
時
代
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
明
治
十
七
年
、
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
の
人
類
学
者
が
本
郷
の
弥
生
町
で
土

器
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
弥
生
式
土
器
、
弥
生
時
代
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
だ
が
、
あ
の
土
器
の
第
一
発
見
者
は
京
都
の
藤
貞
幹
と
い
う
好
事
家
で
、
そ
の
一

〇
〇
年
ほ
ど
前
に
岡
山
で
同
じ
土
器
を
見
つ
け
図
録
を
出
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
岡
山
式
土
器
と
は
呼
ば
れ
ず
弥
生
式
土
器
と
言
い
ま
す
。
実
は
、
明
治
二
〇
年

代
に
は
弥
生
式
土
器
と
言
う
の
は
東
大
だ
け
の
隠
語
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
大
学
の
意
向

に
よ
り
、
明
治
三
〇
年
代
中
ご
ろ
か
ら
弥
生
式
と
い
う
言
い
方
が
交
わ
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
歴
史
教
科
書
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

 

古
墳
時
代
を
特
徴
づ
け
る
の
は
前
方
後
円
墳
で
、
最
初
に
前
方
後
円
墳
が
で
き
始

め
る
の
は
奈
良
の
纏
向
で
、
い
ま
邪
馬
台
国
の
本
拠
地
だ
ろ
う
と
言
い
出
し
て
い
る
。
し

だ
い
に
巨
大
な
古
墳
は
南
大
阪
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
教

科
書
は
纏
向
時
代
と
か
河
内
時
代
と
言
わ
ず
古
墳
時
代
と
言
う
。
纏
向
時
代
は
と

も
か
く
、
河
内
時
代
と
い
う
言
い
方
は
勘
弁
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
。 

 

た
か
が
弥
生
町
で
見
つ
か
っ
た
だ
け
で
弥
生
時
代
と
い
う
名
前
が
全
国
津
々
浦
々
に

流
れ
る
。
実
際
に
河
内
に
巨
大
な
古
墳
が
あ
る
の
に
、
河
内
時
代
と
言
わ
ず
に
古
墳

時
代
と
言
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
ら
あ
た
り
に
歴
史
教
育
を
左
右
し
て
い
る
の
は
、
ど
う
い

う
人
た
ち
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
透
け
て
見
え
て
こ
な
い
か
。 

 

 

本
題
の
鎌
倉
時
代
に
入
る
が
、
私
は
幼
い
こ
ろ
、
こ
ん
な
風
に
聞
い
た
。
平
清
盛
は
京

都
に
残
っ
て
い
た
の
で
公
家
風
の
文
化
に
染
ま
り
、
武
人
と
し
て
は
堕
落
し
て
ふ
抜
け

の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
源
頼
朝
は
関
東
地
方
に
残
っ
た
の
で
武
家
と
し
て

の
健
や
か
な
魂
を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
お
か
げ
で
武
家
の
都
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ 

れ
は
何
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
京
都
に
い
る
と
人
間
は
腐
る
。
関
東
平
野
に
い
る
と
人

間
は
健
康
に
は
ぐ
く
ま
れ
る
。
い
っ
た
い
こ
ん
な
情
操
教
育
を
歴
史
に
名
を
借
り
て
、
誰

が
や
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
清
盛
は
京
都
に
残
っ
た
の
で
武
人
と
し
て
は
腐
っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
言
い
方
が
、
も
の
の
本
に
登
場
す
る
の
は
明
治
時
代
よ
り
あ
と
に
な
っ
て
か

ら
。
少
な
く
と
も
私
が
調
べ
た
限
り
、
そ
れ
以
前
に
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 

学
校
で
平
安
時
代
ま
で
を
古
代
史
と
し
て
習
い
、
鎌
倉
時
代
を
中
世
の
始
ま
り
と
し

て
教
わ
り
ま
す
。
公
家
と
寺
が
支
配
し
て
い
た
古
い
古
代
を
、
武
家
が
打
ち
倒
し
て
新

し
い
中
世
を
つ
く
る
。
そ
れ
が
鎌
倉
時
代
、
中
世
の
幕
開
け
で
あ
り
、
「
い
い
く
に
（
一
一

九
二
年
）
つ
く
ろ
う
鎌
倉
幕
府
」
と
言
っ
て
こ
と
ほ
い
だ
わ
け
で
す
。
新
し
い
近
世
は
江

戸
時
代
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
乱
れ
き
っ
た
戦
国
の
世
を
最
終
的
に
ま
と

め
上
げ
て
安
定
し
た
時
代
を
こ
し
ら
え
た
の
は
江
戸
幕
府
。
そ
し
て
近
代
は
明
治
の
東

京
奠
都
以
降
。
こ
の
歴
史
を
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
か
。
新
し
い
中
世
、
新
し
い
近
世
、
新

し
い
近
代
は
常
に
関
東
地
方
で
始
ま
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
誰
が
こ
ん
な
歴
史
を
組
み
立

て
た
の
か
。
中
心
の
勢
力
が
関
東
に
移
れ
ば
、
世
の
中
は
新
し
く
新
鮮
に
さ
わ
や
か
に

な
る
。
近
畿
に
残
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
腐
っ
て
よ
ど
ん
だ
腐
敗
し
た
古
い
時
代
が
続
く
と

言
わ
ん
ば
か
り
の
歴
史
教
育
を
私
た
ち
は
受
け
て
き
た
わ
け
で
す
。 

 
 

 

鎌
倉
に
は
警
察
力
に
あ
た
る
も
の
や
軍
事
力
に
あ
た
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

意
味
で
、
現
代
風
に
言
え
ば
市
ヶ
谷
と
桜
田
門
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
た

ち
が
国
政
の
中
枢
と
し
て
考
え
る
の
は
永
田
町
で
あ
り
、
霞
が
関
で
は
な
い
か
。
鎌
倉
は

小
さ
い
ま
ち
で
永
田
町
や
霞
が
関
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
メ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
若

宮
大
路
は
二
キ
ロ
ほ
ど
し
か
な
い
。
平
安
京
の
ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
く
、
商
業
も
文
化 

も
物
流
も
京
都
を
中
心
に
し
て
回
転
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鎌
倉
時
代
と
言
い

ま
す
が
、
あ
ん
な
も
の
は
平
安
時
代
後
期
で
い
い
と
思
う
。
実
は
、
明
治
一
〇
年
ぐ
ら
い

ま
で
は
鎌
倉
時
代
も
含
め
て
摂
関
時
代
と
教
え
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
が
い
つ
の 
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間
に
か
鎌
倉
の
時
代
だ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

 
古
代
の
イ
メ
ー
ジ
は
ギ
リ
シ
ャ
の
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
。
ロ
ー
マ
の
水
道
橋
、
コ
ロ
シ
ア
ム
。
地

中
海
で
紀
元
前
五
〇
〇
年
ご
ろ
に
、
ア
テ
ネ
や
テ
ー
ベ
な
ど
の
都
市
国
家
が
で
き
、
ピ

タ
ゴ
ラ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
科
学
、
プ
ラ
ト
ン
を
は
じ
め
と
す
る
哲
学
、
そ
し
て
芸
術
が

は
ぐ
く
ま
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
ロ
ー
マ
時
代
の
彫
刻
、
建
築
、
あ
る
い
は
キ
ケ
ロ
、
セ
ネ
カ

を
は
じ
め
と
す
る
古
典
文
献
へ
の
尊
敬
を
込
め
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
は
、
そ
れ
を
古

代
と
言
い
習
わ
し
て
き
ま
し
た
。
小
さ
い
都
市
国
家
が
紀
元
前
四
，
五
世
紀
に
で
き
、

最
終
的
に
強
大
な
ロ
ー
マ
帝
国
が
一
つ
に
ま
と
め
上
げ
る
。
こ
れ
が
古
代
史
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
北
東
か
ら
ゲ
ル
マ
ン
人
が
移
っ
て
き
ま
し
た
。
西
ロ
ー
マ
帝
国
は
最
終
的
に

壊
さ
れ
、
ロ
ー
マ
の
文
化
遺
産
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
ゲ
ル
マ
ン
人
が
フ
ラ
ン
ク
王
国
、
ゴ

ー
ト
王
国
、
ブ
ル
グ
ン
ト
王
国
と
か
を
つ
く
っ
て
い
く
の
が
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
り
変

わ
り
で
す
。
地
中
海
の
ロ
ー
マ
帝
国
を
北
方
か
ら
や
っ
て
き
た
言
葉
は
悪
い
が
野
蛮
人

た
ち
が
壊
し
て
い
く
こ
と
で
中
世
が
幕
を
開
け
る
。 

 

ほ
ぼ
同
じ
歴
史
が
中
国
に
も
あ
り
、
紀
元
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
、
丘
の
上
に
神
殿
が
あ

っ
て
、
そ
の
ま
わ
り
に
市
民
が
住
み
、
周
辺
を
城
壁
で
囲
っ
た
小
さ
い
都
市
国
家
が
い
く

つ
も
で
き
ま
し
た
。
こ
の
春
秋
時
代
に
孔
子
や
孟
子
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
が
で
き

る
。
そ
の
意
味
で
は
春
秋
時
代
の
中
国
の
都
市
国
家
は
、
地
中
海
の
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市

国
家
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
都
市
国
家
が
戦
国
時
代
の
争
乱
を
経
て
、
始
皇
帝
の

秦
と
い
う
国
に
統
一
さ
れ
漢
と
い
う
帝
国
に
な
る
。
黄
河
流
域
の
中
国
に
北
方
か
ら

匈
奴
や
鮮
卑
な
ど
異
民
族
が
入
っ
て
き
た
。
漢
帝
国
は
瓦
解
し
、
魏
・
呉
・
蜀
と
言
わ

れ
る
三
国
時
代
を
経
て
、
五
胡
十
六
国
と
言
わ
れ
る
異
民
族
の
小
さ
い
国
が
乱
立
す

る
乱
世
を
迎
え
る
。 

小
さ
い
都
市
国
家
が
で
き
て
、
現
代
に
伝
わ
る
古
典
が
そ
こ
で
は
ぐ
く
ま
れ
る
。
そ

れ
が
強
大
な
帝
国
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
。
そ
し
て
北
方
か
ら
入
っ
て
き
た
異
民
族
が
ロ

ー
マ
を
ま
ね
な
が
ら
自
分
の
国
を
つ
く
る
。
こ
こ
ま
で
も
そ
っ
く
り
で
す
。
地
中
海
と
中

国
の
黄
河
流
域
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
歴
史
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
匈
奴
が
鮮
卑
と
の
勢

力
争
い
に
負
け
て
西
に
移
動
し
ス
ラ
ブ
地
方
に
ま
で
移
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
か
ら

フ
ン
族
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
フ
ン
族
が
ゲ
ル
マ
ン
人
を
追
い
落
と
し
て
ロ
ー
マ
帝
国
を
崩
壊

に
追
い
や
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
は
ま
っ
た
く
別
の
歴
史
を
経
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
こ
に

は
世
界
史
が
あ
る
。
北
方
の
異
民
族
が
強
大
な
帝
国
を
壊
す
歴
史
は
、
た
ま
た
ま
似

て
い
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
遊
牧
民
に
よ
っ
て
事
態
は
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

 

私
が
歴
史
家
と
し
て
一
番
尊
敬
し
て
い
る
京
都
大
学
の
宮
崎
市
定
先
生
は
、
ゲ
ル
マ

ン
人
が
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
を
倒
し
て
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
か
た
ち
づ
く
る
の
と
同
じ
よ

う
に
、
中
国
で
は
北
方
か
ら
入
っ
て
き
た
異
民
族
、
匈
奴
と
鮮
卑
が
漢
帝
国
を
壊
し

て
、
以
後
、
魏
・
呉
・
蜀
の
三
国
時
代
、
あ
と
五
胡
十
六
国
時
代
に
な
る
、
こ
れ
を
中
国

の
中
世
史
だ
と
位
置
付
け
た
。
都
市
国
家
か
ら
帝
国
、
帝
国
が
異
民
族
に
よ
る
崩

壊
、
こ
れ
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
共
通
す
る
中
世
史
だ
と
考
え
た
わ
け
で
す
。 

内
藤
湖
南
は
三
世
紀
の
漢
帝
国
の
崩
壊
以
降
を
中
世
史
に
し
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
は
五
世
紀
で
す
。
で
す
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
五
世
紀
か
ら

中
世
に
な
り
、
中
国
、
東
ア
ジ
ア
は
三
世
紀
か
ら
中
世
に
な
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
見

通
し
を
京
都
大
学
は
持
っ
て
い
ま
す
。
東
京
大
学
は
こ
う
い
う
見
通
し
を
持
た
ず
、
漢

帝
国
以
降
の
魏
・
呉
・
蜀
の
三
国
時
代
も
、
隋
・
唐
も
含
め
て
古
代
史
に
し
て
い
ま
す
。

も
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
ロ
ー
マ
帝
国
が
壊
れ
て
ゲ
ル
マ
ン
人
の
国
が
で
き
る
こ
と
で
中
世
と

言
う
の
な
ら
ば
、
東
ア
ジ
ア
も
漢
帝
国
が
壊
れ
、
北
方
異
民
族
の
国
々
が
で
き
る
こ
と

が
中
世
と
呼
ば
れ
る
べ
き
だ
。
こ
れ
は
も
う
ま
こ
と
に
理
に
か
な
っ
た
時
代
区
分
だ
と

私
は
考
え
ま
す
。 

そ
う
す
る
と
、
中
国
の
三
国
時
代
、
魏
・
呉
・
蜀
の
三
国
志
の
時
代
は
中
世
な
の
で

す
。
日
本
の
邪
馬
台
国
は
魏
と
い
う
国
と
国
交
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
邪
馬
台
国
の
話

が
載
っ
て
い
る
の
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
日
本
中
世
史
は
卑
弥
呼
の 
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時
代
か
ら
始
め
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
わ
け
で
す
。
東
ア
ジ
ア
で
も
、

弥
生
時
代
以
降
、
古
墳
時
代
に
入
っ
て
ど
ん
ど
ん
大
陸
か
ら
人
が
や
っ
て
来
て
倭
国
が

で
き
あ
が
る
と
す
れ
ば
、
ブ
ル
グ
ン
ト
王
国
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
位
置
付
け

に
な
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
中
世
を
始
め
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
九
〇
〇
年
も
離
れ
た
鎌
倉
時
代
で
中
世
を
始
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。

一
〇
世
紀
か
ら
が
中
国
の
中
世
だ
と
言
い
出
し
た
理
由
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
中
国
に
学
び
、
唐
の
律
令
を
取
り
入
れ
て
「
大
宝
律
令
」
を
つ
く
っ
た
八
世
紀

は
日
本
史
で
は
古
代
に
な
り
ま
す
。
唐
の
長
安
を
ま
ね
て
平
城
京
が
で
き
る
わ
け
で

す
。
中
国
の
中
世
都
市
を
ま
ね
な
が
ら
、
日
本
の
平
城
京
と
い
う
古
代
都
市
が
で
き

る
と
い
う
話
は
変
で
す
か
ら
、
日
本
中
心
主
義
的
に
中
国
史
を
並
べ
よ
う
と
い
う
思

惑
が
は
た
ら
い
た
。
日
本
の
八
世
紀
が
古
代
で
あ
る
以
上
、
中
国
の
八
世
紀
も
古
代
だ

と
い
う
考
え
方
が
根
っ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
だ
が
、
中
国
の
唐
が
中
世
な
ら
ば
、
い
ま
ま

で
の
平
城
京
を
古
代
だ
と
言
っ
て
き
た
日
本
史
が
間
違
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
は
五
世
紀
、
中
国
は
三
世
紀
か
ら
中
世
が
始
ま
る
な
ら
ば
、
七
〇
〇
年
か
ら

九
〇
〇
年
も
遅
れ
て
日
本
中
世
史
が
始
ま
る
と
い
う
の
は
変
な
の
で
は
な
い
か
。 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
に
わ
た
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
世
界
史
を
構
想
す
る
宮
崎
史
学
に
、
な

る
ほ
ど
と
、
ふ
に
落
ち
る
も
の
を
感
じ
ま
す
。
世
界
に
先
駆
け
て
ル
ネ
サ
ン
ス
を
成
し
遂

げ
た
の
は
、
ア
ラ
ビ
ア
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
で
あ
り
、
続
い
て
中
国
の
宋
で
あ
り
、
ず
い
ぶ
ん

遅
れ
て
イ
タ
リ
ア
に
始
ま
る
と
い
う
。
日
本
の
研
究
者
た
ち
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
一
番
だ
と

い
う
思
い
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
ア
ラ
ビ
ア
や
中
国
が
ル
ネ
サ
ン
ス
を
始
め
る
と
い
う
見

方
に
な
じ
め
な
か
っ
た
。
宮
崎
先
生
は
そ
う
い
う
思
い
込
み
に
流
さ
れ
ず
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
の
民
衆
化
と
い
う
趨
勢
も
、
中
国
で
は
北
宋
の
時
代
に
始
ま
り
、
ア
ラ
ビ
ア

で
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
時
代
に
始
ま
る
と
。
こ
れ
を
近
世
、
近
代
と
考
え
、
そ
れ
は
世
界
史

に
先
駆
け
て
い
る
と
考
え
た
わ
け
で
す
。 

 

宗
と
交
易
を
持
っ
て
い
た
の
は
平
清
盛
で
し
た
。
日
本
史
の
い
ま
ま
で
の
枠
組
み
に
従

 

う
と
、
日
宗
交
易
は
古
代
の
日
本
と
近
世
の
中
国
の
国
際
交
流
に
な
る
。
こ
れ
は
お
か

し
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
何
で
西
洋
の
中
世
史
は
五
世
紀
に
始
ま
っ
て
、
日
本

の
中
世
史
は
十
二
世
紀
に
始
ま
る
の
か
。
そ
う
い
う
疑
問
を
は
ぐ
く
ん
で
く
れ
な
い
歴

史
教
育
に
憤
り
を
感
じ
ま
す
。(

文
責
編
集
部) 

 

第
十
七
回 

国
際
京
都
学
体
系
研
究
会
（
二
〇
〇
九
年
六
月
三
日
） 

大
文
字
五
山
送
り
火
に
お
け
る
コ
ス
モ
ス
創
造
と
伝
統
の
生
成
継
承 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

和 

崎 

春 

日 

（
中
部
大
学
教
授
）  

 

左
大
文
字
を
中
心
に
大
文
字
の
五
山
を
三
〇
年
前
か
ら
調
査
し
て
き
ま
し
た
。
京

都
の
西
の
等
持
院
で
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
、
左
大
文
字
は
地
元
で
す
が
保
存
会
会
員
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
左
大
文
字
は
、
歴
史
学
の
井
上
定
幸
さ
ん
や
林
屋
辰
三
郎
先
生
の

研
究
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
米
山
先
生
の
祇
園
祭
、
薗
田
稔
先
生
の
江
戸

三
社
祭
と
い
っ
た
都
市
人
類
学
か
ら
切
り
込
ん
で
み
よ
う
と
関
心
を
持
ち
ま
し
た
。 

都
市
文
化
に
お
け
る
開
閉
と
い
う
こ
と
、
伝
統
文
化
の
開
く
、
閉
じ
る
と
い
う
こ
と

を
焦
点
に
し
て
話
を
し
ま
す
。
都
市
論
と
し
て
京
都
は
閉
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
、
あ
る

部
分
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
閉
じ
て
い
る
と
い
う
の
が
聖
な
る
も
の
を
担
っ
て
い
く
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
も
な
る
わ
け
で
、
京
都
で
も
都
市
で
あ
る
限
り
は
、
ど
こ
か
で
開
い
て
い
な

い
と
都
市
の
行
事
と
は
な
り
得
な
い
の
で
す
。 

百
万
人
、
百
五
十
万
人
と
い
う
市
民
が
何
百
年
の
あ
い
だ
聖
な
る
も
の
を
保
っ
て
い

る
と
い
う
意
味
で
は
閉
鎖
性
や
伝
統
性
と
い
う
論
理
で
説
明
で
き
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
そ
の
一
方
、
祇
園
祭
で
あ
ろ
う
と
五
山
送
り
火
で
あ
ろ
う
と
、
開
か
れ
た
都
市
社

会
の
文
化
だ
と
い
う
論
理
が
ち
ゃ
ん
と
説
明
で
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。 

 
 

起
源
論
に
つ
い
て
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
右
の
如
意
ヶ
嶽
の
大
文
字
が
も
っ
と
も
古
い

と
い
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
左
大
文
字
、
左
と
い
う
修
飾
語
が
付
い
て
い
る
わ 
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け
で
す
の
で
、
民
間
信
仰
論
的
に
は
宮
中
、
御
所
の
池
に
映
っ
た
と
か
、
相
互
に
照
ら

し
合
う
の
だ
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
銀
閣
寺
と
の
関
係
や
金
閣

寺
と
の
関
係
も
間
違
い
な
く
あ
り
ま
す
。
妙
法
は
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
い
う
日
蓮

系
、
法
華
系
の
地
域
文
化
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
船
形

は
諸
説
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
麓
の
和
尚
が
中
国
に
修
行
に
行
っ
て
帰
り
の
船
が
難

破
し
て
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。 

 

 

歴
史
的
に
は
近
世
の
文
書
が
た
く
さ
ん
出
ま
す
の
で
、
三
百
年
、
四
百
年
の
歴
史
は

間
違
い
な
く
あ
り
ま
す
。
伝
承
で
は
も
っ
と
古
く
に
さ
か
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
、
市
原
野

の
「
い
」
と
い
う
の
も
あ
っ
た
し
、
「
蛇
」
の
形
を
し
た
山
も
あ
っ
て
、
五
山
以
外
に
い
く
つ

か
の
山
で
灯
し
て
い
た
こ
と
も
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
的
に
ど
う
こ
う
言
う
よ
り

も
、
何
百
年
も
の
あ
い
だ
間
違
い
な
く
続
い
て
き
た
と
い
う
、
民
衆
の
歴
史
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
す
ご
い
も
の
だ
。
都
市
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
民
衆
が
趣
を
競

い
合
っ
た
と
い
う
、
そ
れ
は
ま
さ
に
都
市
文
化
そ
の
も
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
デ
ザ
イ
ン
競

争
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

二
番
目
に
、
大
文
字
の
行
事
を
見
て
い
て
出
て
く
る
の
が
、
脱
モ
デ
ル
と
再
モ
デ
ル
の

二
つ
で
す
。
都
市
の
文
化
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、
も
と
も
と
あ
っ
た
村
性
と
か
集
団

性
と
か
、
閉
じ
た
凝
集
的
な
力
が
都
市
に
な
っ
て
い
っ
て
開
か
れ
る
と
い
う
考
え
方
を

脱
モ
デ
ル
と
い
い
ま
す
。
脱
モ
デ
ル
で
都
市
は
考
え
ら
れ
や
す
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
趣
を

競
い
合
い
な
か
で
、
も
と
も
と
自
分
の
持
っ
て
い
た
文
化
を
も
う
い
っ
ぺ
ん
再
構
成
す
る

こ
と
が
起
こ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
自
分
の
伝
統
と
い
う
も
の
が
都
市
に
お
い
て
よ
り
強
く

意
味
づ
け
ら
れ
て
、
も
う
い
っ
ぺ
ん
強
く
主
張
さ
れ
再
構
成
さ
れ
る
と
い
う
の
が
再
モ

デ
ル
で
す
。
も
と
も
と
の
歴
史
性
や
文
化
性
が
抜
け
て
い
っ
て
、
他
者
と
交
わ
る
よ
う

な
都
市
性
が
う
ま
れ
る
と
い
う
論
は
よ
く
あ
る
の
だ
け
ど
そ
う
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
化
は
い
わ
ば
競
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
主
張
し
合
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り

得
る
。
そ
れ
を
「
再
モ
デ
ル
」
と
い
う
言
葉
で
言
っ
て
い
ま
す
。
祇
園
祭
で
あ
っ
て
も
、
大

 

文
字
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
主
張
し
て
い
た
ら
、
全
体
の
都
市
像
と
い
う
の
は
出
な

い
わ
け
で
す
。
ど
こ
か
で
、
こ
の
空
間
を
共
有
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
軸
も
出
る

は
ず
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
都
市
の
お
祭
り
に
な
る
わ
け
で
す
。 

 

三
番
目
は
、
地
域
儀
礼
と
都
市
祭
礼
と
い
う
観
点
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
儀
礼
過

程
を
見
て
い
く
と
大
文
字
行
列
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
山
で
朝
か
ら
昼
と
準
備
を
し

て
戻
り
、
夕
刻
に
な
る
と
松
明
行
列
で
登
っ
て
い
き
ま
す
。
衣
笠
街
道
町
、
高
橋
町
、

北
高
橋
町
、
尊
上
院
町
な
ど
の
ま
ち
ま
ち
に
灯
火
を
、
松
明
の
篝
台
を
付
け
て
お
り

ま
す
。
そ
れ
が
旧
大
北
山
と
い
う
大
文
字
保
存
会
の
地
元
に
な
る
わ
け
で
す
。
法
音

寺
は
左
大
文
字
保
存
会
の
人
た
ち
の
菩
提
寺
で
、
こ
こ
に
火
の
道
が
で
き
ま
す
。
夕

方
、
篝
台
の
火
を
つ
け
る
と
道
が
で
き
て
、
お
精
霊
（
し
ょ
ら
い
）
さ
ん
が
帰
っ
て
く
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
集
め
て
、
こ
こ
の
地
域
一
帯
に
集
合
的
な
火
を
山
に
と
も

す
、
あ
げ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

法
音
寺
で
お
経
を
唱
え
て
も
ら
っ
て
、
施
餓
鬼
、
餓
鬼
に
施
し
を
与
え
て
、
迷
え
る

霊
を
鎮
め
て
、
こ
の
地
域
一
帯
の
祖
先
霊
が
帰
る
よ
う
に
し
ま
す
。
保
存
会
会
長
が
塔

婆
を
受
け
取
っ
て
、
松
明
行
列
を
し
て
山
に
登
っ
て
い
く
と
い
う
手
続
き
に
な
り
ま
す
。

そ
の
年
に
市
長
表
彰
を
受
け
た
人
や
二
十
年
、
三
十
年
奉
仕
し
た
人
が
大
松
明
を

抱
え
、
隊
列
を
組
ん
で
大
文
字
山
に
上
っ
て
い
く
。
北
山
地
域
社
会
が
こ
こ
に
あ
る
わ

け
で
す
。
北
山
金
閣
寺
不
動
講
。
尼
講
（
北
山
尼
講
）
、
北
山
観
音
講
の
よ
う
に
み
ん

な
北
山
が
付
い
て
い
ま
す
。 

 

だ
ん
だ
ん
と
地
元
の
ま
ち
ま
ち
を
歩
い
て
い
る
と
き
に
、
「
頼
む
で
」
と
か
「
何
々
ち
ゃ

ん
、
お
め
で
と
う
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
自
分
た
ち
の
ま
ち
の
精
霊
、
お
精
霊
さ

ん
を
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
と
い
う
、
土
着
の
地
元
の
儀
礼
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ぎ
に
、

行
列
に
手
を
合
わ
す
人
と
か
出
て
き
て
、
市
民
の
儀
礼
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
か
た
ち

に
な
り
一
般
に
開
か
れ
て
く
る
の
で
す
。 

 

松
明
行
列
が
西
大
路
通
を
渡
る
の
で
す
が
、
信
号
が
あ
っ
て
も
西
陣
警
察
署
の
警
察 
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官
が
二
十
名
ほ
ど
来
て
隊
列
の
道
を
つ
く
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
域
社
会
の
日
で
は
な

く
て
も
う
す
で
に
市
民
の
日
で
あ
る
。
市
民
全
体
の
、
あ
る
い
は
観
光
、
旅
人
も
含
め

て
、
全
国
の
代
表
的
な
盆
行
事
と
い
う
意
味
で
普
遍
性
の
高
い
日
に
な
っ
て
い
ま
す
。

伝
統
的
な
北
山
地
域
社
会
の
儀
礼
か
ら
、
市
民
の
、
あ
る
い
は
全
国
の
人
々
も
祈
る

盆
儀
礼
と
い
う
開
か
れ
た
市
民
文
化
に
な
り
、
日
本
文
化
の
代
表
と
さ
れ
る
と
い
う

ふ
う
に
開
い
て
い
く
の
で
す
が
、
実
は
火
を
と
も
す
瞬
間
で
ま
た
地
元
性
が
出
ま
す
。

火
を
と
も
す
と
き
保
存
会
会
長
が
「
第
一
画
、
と
も
せ
」
か
ら
第
二
画
、
第
三
画
と
い

う
よ
う
に
や
る
の
で
す
が
、
「
大
北
山
万
歳
」
と
言
い
ま
す
。
「
大
北
山
万
歳
」
と
言
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
の
北
山
地
域
の
伝
統
文
化
財
産
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
わ
あ
っ
と
で

る
。
で
は
、
そ
の
ま
ま
地
域
の
儀
礼
に
閉
じ
て
い
る
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
単

純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

大
文
字
が
と
も
る
と
き
に
は
、
ま
ち
の
火
を
消
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
８
時
に

近
づ
く
に
し
た
が
っ
て
、
ま
ち
の
火
が
ぱ
っ
ぱ
っ
と
消
え
て
い
く
の
で
す
。
「
北
山
地
域
社

会
万
歳
、
俺
た
ち
の
伝
統
文
化
だ
」
と
言
っ
て
い
っ
た
ん
閉
じ
ま
す
が
、
上
の
天
界
か
ら

見
て
い
る
と
、
自
分
の
活
動
を
市
民
た
ち
が
支
え
て
い
る
と
い
う
実
感
で
す
。
つ
ま
り
、

最
初
は
閉
じ
た
地
域
社
会
人
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
、
俺
た
ち
は
違
う
ん
だ
。
ほ
か
の
地

域
文
化
、
ほ
か
の
四
山
に
も
負
け
な
い
非
常
に
深
い
都
市
文
化
を
持
っ
た
と
こ
ろ
に
も

対
抗
し
て
い
ま
す
。 

 

護
摩
木
信
仰
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
北
山
金
閣
寺
不
動
講
社
の
山
の
火
を
と

も
す
木
の
材
料
に
、
市
民
も
い
ろ
い
ろ
な
多
様
な
信
仰
を
寄
せ
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ

ん
各
大
文
字
保
存
会
、
松
ヶ
崎
妙
法
保
存
会
、
船
形
の
保
存
会
、
左
大
文
字
保
存

会
、
鳥
居
形
保
存
会
、
万
燈
籠
保
存
会
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
存
会
へ
の
木
を
書
き
に
、
祈

り
ご
と
を
書
い
た
護
摩
木
が
あ
る
わ
け
で
す
。
マ
ツ
の
割
木
に
願
い
を
書
い
て
、
集
め
て

と
も
し
ま
す
。
こ
こ
で
だ
い
た
い
一
万
二
千
本
か
ら
、
年
に
よ
っ
て
は
二
万
本
ぐ
ら
い
で

す
の
で
、
一
〇
万
人
の
多
く
の
祈
り
が
こ
れ
に
乗
せ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ま
さ
に
市
民

的
行
事
に
な
り
ま
す
。(

文
責
編
集
部) 

 

以
上
、
講
演
の
一
部
を
要
約
し
て
み
た
が
、
当
日
は
沢
山
の
資
料
や
ス
ラ
イ
ド
を
用

い
て
熱
心
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
詳
し
く
は
著
作
の
『
左
大
文
字
の
都
市
人
類
学
』
（
弘

文
堂
一
九
八
七
）
や
『
大
文
字
の
都
市
人
類
学
的
研
究
』
（
刀
水
書
房
一
九
九
六
）
を

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

  
 

《
協
会
の
今
後
の
事
業
予
定
》 

１ 

研
究
会 

第
二
一
回 

日 

時 
 

二
〇
一
〇
年
六
月
三
日
（
木
）
午
後
二
時
～
三
時
五
〇
分 

 
 

 
 

 

会 

場 
 

か
ら
す
ま
京
都
ホ
テ
ル
（
下
京
区
烏
丸
通
四
条
下
ル
） 

 
 

 
 

 

演 

題 
 

「
香
―
何
故
、
京
文
化
」 

 
 

 
 

 

講 

師 
 

畑 

正 

高 

氏
（
松
栄
堂
主
人
） 

２ 

総 

会 

日 

時 
 

二
〇
一
〇
年
七
月
十
日
（
土
）
午
後
一
時
二
〇
分
～
五
〇
分 

 
 

 
 

 

会 

場 
 

読
売
京
都
ビ
ル
（
中
京
区
烏
丸
通
六
角
下
ル
） 

 
 

 
 

 

内 

容 
 

二
〇
〇
九
年
度
決
算
報
告
と
新
年
度
事
業
計
画 

他 

３ 

講
演
会 

日 

時 
 

二
〇
一
〇
年
七
月
十
日
（
土
）
午
後
二
時
～
三
時
五
〇
分 

 
 

 
 

 

会 

場 
 

読
売
京
都
ビ
ル
（
中
京
区
烏
丸
通
六
角
下
ル
） 

 
 

 
 

 

演 

題 
 

古
代
丹
後
半
島
と
丹
後
王
国 

 
 

 
 

 

講 

師 
 

山 

田 

邦 

和 

氏
（
同
志
社
女
子
大
学
） 

４ 

見
学
会 

 

 
 

 
 

日 

時 
 

九
月
二
十
日
（
月
）
～
二
十
一
日
（
火
）
を
予
定 

 
 

 
 

内 

容 
 

バ
ス
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
丹
後
半
島
を
見
学
予
定 

 

 

 

 

 


