
隣
亜
を
考
え
る

一
衣
帯
水
の
朝
鮮
半
島
は
民
族
、
文
化
、
伝
統

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
日
本
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て

い
る
。
歴
史
的
に
み
る
と
、
日
本
は
秀
吉
の
朝
鮮

出
兵
や
日
韓
併
合
な
ど
癒
し
が
九
い
傷
を
朝
鮮
の

人
人
に
一
方
的
に
負
わ
せ
て
き
た
。
毎
年
八
月
十

五
日
は
日
本
に
と
っ
て
は
、
世
界
を
敵
に
回
し
て

戦
い
、
屈
辱
に
み
ち
た
敗
戦
の
記
念
日
だ
が
、
朝

鮮
半
島
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
他
の
ア
ジ
ア
の
国

々
と
同
じ
く
日
本
の
圧
制
か
ら
の
解
放
と
独
立
を

祝
う
日
と
な
る
。

太
平
洋
戦
争
後
三
十
七
年
、
多
く
の
犠
牲
の
上

に
平
和
を
誓
い
、
ひ
九
す
ら
働
く
こ
と
で
国
造
り

に
励
ん
で
き
た
日
本
人
は
、
世
界
の
人
々
が
う
ら

や
む
経
済
の
繁
栄
を
達
成
し
つ
つ
ぁ
る
。
だ
が
、

康
博

前

田

"
加
害
者
"
で
あ
っ
九
過
去
の
悪
夢
を
忘
れ
る
こ

と
に
専
念
し
た
と
し
て
も
.
被
害
者
"
の
立
場
に

立
っ
て
考
え
、
そ
し
て
世
界
を
正
確
に
見
る
目
を

養
う
こ
と
が
で
き
九
か
ー
と
反
問
さ
れ
る
と
大
き

な
疑
問
が
残
る
。

十
二
月
八
日
の
真
珠
湾
奇
嬰
の
あ
と
、
日
系
米

人
九
ち
が
米
国
で
収
容
所
に
送
ら
れ
九
事
実
が
、

米
国
人
に
ょ
り
告
発
さ
れ
、
戦
時
の
非
人
道
的
行

為
と
し
て
公
聴
会
が
米
国
各
地
で
開
か
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
日
系
人
の
苦
難
が
語
ら
れ
、
現
在

に
生
き
る
日
本
人
は
、
米
国
は
酷
い
こ
と
を
し
た

も
の
だ
と
憤
慨
す
る
。

だ
が
、
思
考
を
そ
こ
で
停
止
さ
せ
て
し
ま
う
な

ら
ば
、
日
本
人
は
一
九
四
五
年
当
時
か
ら
以
後

今
日
ま
で
え
ん
え
ん
と
眠
り
続
け
九
こ
と
に
な

る
0

日
本
が
無
謀
な
戦
い
に
突
入
し
、
米
国
で
日
系

人
の
収
容
所
生
活
が
始
ま
っ
九
と
き
、
日
本
の
植

民
地
、
朝
鮮
や
、
す
で
に
戦
場
と
化
し
て
い
九
中

国
、
台
湾
の
民
衆
が
ど
ん
な
状
態
に
追
い
込
ま
れ

て
い
た
か
を
想
い
起
こ
す
日
本
人
は
少
な
い
。

朝
鮮
各
地
で
は
日
本
の
官
憲
に
ょ
る
労
働
者
の

強
制
連
行
が
連
日
行
わ
れ
、
青
年
は
志
願
兵
や
軍

夫
と
し
て
戦
場
に
送
ら
れ
、
朝
鮮
民
族
は
挙
げ
て

日
本
の
,
聖
戦
'
遂
行
の
た
め
に
駆
り
九
て
ら
れ

て
い
っ
九
。
だ
が
米
国
人
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本

人
自
ら
が
朝
鮮
や
中
国
で
の
、
日
本
人
に
よ
る

「
非
人
道
的
行
為
」
を
告
発
す
る
公
聴
会
を
開
い

た
こ
と
は
な
い
。

炭
鉱
労
働
者
と
し
て
樺
太
に
送
ら
れ
九
朝
鮮
人

は
、
今
も
四
万
人
近
く
存
在
し
、
故
郷
へ
帰
る
道

を
と
ざ
さ
れ
て
い
る
。
広
島
、
長
崎
で
被
爆
し
た

朝
鮮
人
徴
用
工
、
兵
士
も
数
万
人
に
の
ぽ
る
が
、

日
本
国
民
は
も
と
よ
り
、
日
本
政
府
も
国
会
も
、

こ
れ
ら
戦
争
の
,
被
害
者
'
の
救
済
に
立
ち
上
が

ろ
う
と
は
し
な
い
0

戦
後
に
育
っ
九
日
本
人
の
中
に
は
、
過
去
の
不

幸
な
歴
史
を
学
ん
だ
上
で
、
朝
鮮
半
島
と
の
新
し
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「
関
わ
り
合
い
」
を
模
索
し
て
い
る
。
隣
国
を

い無
視
し
、
他
民
族
の
存
在
を
否
定
し
繕
果
が
、

ど
れ
ほ
ど
日
本
人
自
ら
の
運
命
を
ゆ
が
め
た
か
を

戦
火
の
中
で
経
験
し
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
平
穏
に
な
れ
切
っ
て
、
あ
る
い
は
働
く
こ

と
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
い
つ
し
か
倒
を
外
へ
転
じ

る
こ
と
を
忘
れ
、
安
逸
に
埋
没
し
て
、
一
譽
ら
し
て

ゆ
く
日
本
人
も
多
い
。

筆
者
は
七
三
年
か
ら
数
度
の
訪
韓
後
、
七
六
年

か
ら
三
年
間
、
ソ
ウ
ル
常
駐
特
派
員
と
し
て
、
隣

国
の
人
々
と
暮
ら
す
機
会
を
得
た
。

い
か
に
近
く
、
い
か
に
親
し
い
交
際
が
あ
っ
六

と
し
て
も
、
器
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
,
外
国
"
で

あ
り
、
文
化
や
歴
史
、
そ
し
て
伝
統
や
人
々
の
思

考
、
生
き
方
1
は
い
か
に
日
本
の
そ
れ
に
似
て
い

よ
う
と
も
、
本
来
異
質
な
も
の
だ
っ
た
。

日
本
と
朝
鮮
の
距
離
の
「
近
さ
」
に
舷
惑
さ
れ

て
か
、
こ
ん
な
当
た
り
前
の
「
認
識
」
が
大
方
の

日
本
人
の
脳
襲
か
ら
欠
落
し
て
し
ま
う
。

「
近
く
て
遠
い
国
L
 
と
い
う
形
容
は
、
近
い
が
故

に
簡
単
に
理
解
が
で
き
九
と
思
い
込
み
、
他
国
に

土
足
で
踏
み
込
む
行
為
を
犯
し
な
が
ら
気
付
か
な

か
っ
た
数
十
年
前
の
日
本
人
の
鈍
感
さ
ー
へ
の
反

省
の
一
言
で
あ
れ
ぱ
と
思
う
。

し
か
し
多
く
の
日
本
人
が
口
に
す
る
こ
の
}
長

に
は
、
往
々
し
て
「
何
だ
か
得
体
の
知
れ
な
い
国
」

と
い
う
先
入
観
、
偏
見
に
満
ち
た
も
の
に
な
る
。

そ
れ
は
現
在
の
日
本
人
が
朝
鮮
半
島
と
、
そ
こ

し
よ
く

に
住
む
人
々
に
対
し
、
一
度
も
贈
罪
の
黒
を
抱

い
た
こ
と
が
な
く
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
謙
虚
な

努
力
を
し
九
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

戦
後
の
長
い
間
、
い
か
忙
生
き
る
た
め
に
必
死

で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
日
本
人
が
自
ら
の
,
愚
行
'

を
反
省
す
る
い
と
ま
が
な
か
っ
九
と
は
い
え
な

過
去
を
時
間
の
経
過
の
中
に
忘
却
さ
せ
よ
う
と

つ
と
め
る
理
性
的
な
人
々
で
さ
え
、
現
実
の
日
本

と
朝
鮮
の
姿
を
直
視
す
れ
ぱ
す
る
ほ
ど
、
心
の
高

ま
り
を
抑
え
切
れ
な
く
な
る
。

内
省
的
で
自
己
犠
牲
を
強
い
る
人
は
「
わ
れ
わ

れ
は
よ
く
よ
く
不
運
に
で
き
て
い
る
し
と
つ
ぷ
や

き
、
。
加
害
者
'
日
本
へ
の
怨
嵯
の
一
憂
を
の
ど

の
奥
に
封
じ
込
め
る
。

今
日
の
繁
栄
と
平
和
を
築
き
上
げ
た
日
本
人
の

英
知
と
理
性
を
信
じ
る
が
故
に
「
あ
え
て
日
本
人

の
猛
省
を
促
す
」
と
激
越
な
批
判
を
投
げ
る
韓
国

人
肖
年
も
あ
る
。

し
た
り
顔
の
日
本
人
は
、
そ
れ
ら
を
一
様
に

反
日
得
」
と
と
ら
え
、
か
っ
て
の
植
民
地
だ

か
ら
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
非
難
を
受
け
て
も
仕
方
が

な
い
ー
と
一
人
合
点
し
て
う
な
ず
く
。
か
く
し

て
日
本
と
朝
鮮
の
人
々
と
の
心
の
交
流
は
依
然
と

し
て
陽
の
目
を
み
ず
、
国
家
関
係
の
表
層
を
無
味

乾
燥
な
外
交
用
語
の
み
が
流
れ
て
ゆ
く
だ
け
と
な

つ
て
い
る
。

一
年
夏
分
断
の
一
方
の
国
、
韓
国
は
日
本

八
に
対
し
、
軍
事
力
増
強
を
理
由
に
し
て
今
後
五
年

間
に
政
府
レ
ベ
ル
六
0
億
ド
ル
、
民
間
レ
ベ
ル
四

0
億
ド
ル
、
あ
わ
せ
て
百
億
ド
ル
(
一
兆
三
千
億

だ
が
米
国
人
が
自
ら
米
国
の
犯
罪
を
告
発
す
る

行
為
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
に
つ
け
、
日
本
人
と

「
い
か
な
る
民
族
な
の
か
」
と
考
え
込
ん
で
し

はま
、
つ
0

大
戦
後
、
戦
争
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
っ
た
日

本
は
、
幸
い
に
も
国
土
の
分
断
を
免
か
れ
、
再

生
へ
の
道
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
突
き
進
む
こ
と
が
で

き
た
。
だ
が
被
害
者
で
あ
る
朝
鮮
民
族
は
、
南
北

に
真
っ
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い

る
0

ソ
ウ
ル
滞
在
中
、
多
く
の
韓
国
人
か
ら
こ
の
現

実
の
不
当
ミ
不
合
理
さ
を
色
ん
菁
葉
で
聞
か

さ
れ
九
。
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円
余
)
の
巨
額
借
款
を
提
供
し
て
ほ
し
い
と
申
し

入
れ
て
き
た
。

外
相
会
談
、
閣
僚
会
議
、
実
務
者
会
談
な
ど
を

通
じ
、
両
国
の
話
し
合
い
が
も
た
れ
た
が
、
余
り

に
も
巨
額
な
も
の
で
あ
り
、
何
よ
り
も
「
安
全
保

障
協
力
」
と
い
う
韓
国
側
の
主
張
に
日
本
が
応
じ

切
れ
ず
、
事
態
は
紛
糾
し
た
。

百
億
ド
ル
借
款
の
背
景
に
は
色
ん
な
要
因
が
あ

る
。
分
断
国
家
と
し
て
、
永
年
、
ぽ
う
大
な
軍
事
費

の
ね
ん
出
が
続
き
、
国
民
経
済
を
疲
幣
さ
せ
て
し

ま
っ
九
こ
と
が
第
一
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

韓
国
は
自
国
の
防
衛
に
資
金
が
必
要
な
だ
け
で

な
く
、
日
本
の
「
平
和
と
繁
栄
を
{
寸
る
」
た
め
の

,
反
共
防
波
堤
'
と
し
て
の
韓
国
の
役
割
を
強
調

し
て
い
る
。
従
来
の
「
北
の
脅
威
」
に
加
え
「
ソ
連

の
脅
威
」
に
備
え
る
安
全
保
障
費
と
い
う
概
念
を

含
む
借
款
で
あ
る
こ
と
を
日
本
政
府
に
再
三
訴
え

て
い
る
。

も
し
こ
の
対
日
借
款
が
軍
事
的
色
彩
を
帯
び
た

も
の
だ
と
し
た
ら
、
戦
後
の
日
本
と
朝
鮮
と
の
「
関

わ
り
合
い
」
の
中
で
一
大
転
機
と
な
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ほ
ど
明
ら
さ
ま
に
軍
事
支
援
の
意
味
を

持
つ
経
済
協
力
が
日
本
か
ら
外
国
に
な
さ
れ
九
こ

と
は
な
い
。

朝
鮮
半
島
の
民
生
安
定
と
経
済
発
展
に
、
今
こ

そ
日
本
が
手
を
蒲
す
時
と
い
ぇ
る
が
、
同
時
に
分

断
国
家
の
一
方
に
軍
事
増
強
を
促
す
支
援
は
絶
対

す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
も
自
明
の
理
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
か
つ
て
日
本
が
植
民
地
化
し
、
戦
後
の

分
断
に
日
本
が
第
一
義
的
な
責
任
を
有
す
る
器

半
島
に
お
い
て
、
さ
ら
に
民
族
の
分
裂
状
態
を
永

久
化
さ
せ
る
行
為
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
人
が
対
韓
軍
事
支
援
よ
り
も
ま
ず
先
に
成

さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
が
多
く
残
さ
れ
て
い

る
。
樺
太
在
留
の
器
人
、
被
爆
朝
鮮
人
へ
の
尽

力
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
往
来
は
も
と
よ
り
、
書

信
の
交
換
も
で
き
な
い
南
北
朝
鮮
と
在
日
の
人
々

の
境
遇
に
、
あ
る
い
は
祖
国
の
分
断
ゆ
え
に
間
諜

の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
、
韓
国
の
獄
窓
に
い
る
在
日

韓
国
人
青
年
、
学
生
た
ち
の
姿
に
、
日
本
人
が
い

つ
ま
で
換
手
傍
観
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
、
つ
力
0

朝
鮮
の
統
一
を
促
す
こ
と
以
外
に
、
日
本
人
の

反
省
を
世
界
に
木
す
機
会
は
な
い
。
日
本
自
ら
の

国
益
か
ら
み
て
も
、
朝
鮮
の
分
断
は
、
常
に
巨
額

の
軍
事
借
款
を
韓
国
か
ら
要
請
さ
れ
続
け
る
原
因

を
残
す
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
平
和
と
安
全
に
直

結
す
る
朝
鮮
半
島
の
平
和
と
安
全
と
は
、
そ
の
統

一
の
あ
と
に
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
:
・
天
下
之
大
事
二
対
シ
無
頓
着
ナ
ル
ハ
決
シ

テ
取
ル
ヘ
キ
所
二
非
ラ
ズ
:
:
・
・
。
常
二
眼
ヲ
開
キ

テ
天
下
之
真
相
ヲ
監
察
シ
志
ヲ
励
マ
シ
鋭
ヲ
養
ナ

イ
胆
カ
ヲ
練
リ
勇
気
ヲ
蓄
へ
他
日
雄
飛
ス
ル
ノ
策

ナ
カ
ル
゛
ヘ
力
一
フ
ス
:
:
:
」

新
島
襄
が
明
治
二
十
二
年
、
生
徒
に
あ
て
九
書

簡
に
は
、
勉
学
に
汲
々
と
し
、
他
事
に
関
せ
ず
と

す
る
学
生
へ
の
い
ま
し
め
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
自
国
の
経
済
繁
栄
に
の
み
汲
々
と
し
、
他
国

を
顧
み
ず
と
す
る
日
本
国
民
へ
の
痛
切
な
言
葉
と

と
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
一
九
三
六
年
大
阪
生
ま
れ
、
県
立
姫
路
東
高
卒
。
六
二

年
、
同
志
社
大
学
経
済
学
部
卒
、
毎
日
新
聞
社
入
社
。
現

在
は
東
京
本
社
外
信
部
で
朝
鮮
問
題
担
当
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カ
ニ
ユ
ー
の
生
活
と
文
化

1
織
物
の
街
り
ヨ
ン
と
西
陣
1

街
な
み
を
そ
れ
て
、
ふ
と
踏
み
入
っ
た
路
地
に

そ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
は
あ
っ
た
。
店
内
は
小
じ
ん
ま

り
と
し
て
い
て
、
し
っ
と
り
し
た
落
着
き
が
あ
っ

九
。
妙
に
取
り
す
ま
し
九
と
こ
ろ
の
な
い
の
が
よ

か
っ
た
。
カ
ウ
ン
タ
ー
に
四
、
五
人
の
先
客
が
い

九
0
 
コ
ー
ヒ
ー
を
す
す
り
な
が
ら
、
く
つ
ろ
い
で

年
配
の
ウ
エ
イ
タ
ー
と
何
ど
と
か
快
活
に

い
九

こ
と
ぱ
を
交
し
、
笑
い
が
絶
え
間
な
く
弾
け
て
い

九
。
緊
張
し
放
し
の
ぽ
く
は
、
ふ
と
心
和
ん
だ
。

「
こ
の
店
は
ほ
と
ん
ど
常
連
客
ぱ
か
り
で
す
」

ま
る
二
日
間
を
さ
い
て
街
案
内
を
買
っ
て
出
た

R
さ
ん
は
一
言
っ
六
。
そ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
も
ぽ
く
の

た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
予
約
し
て
お
い
て
く
れ
た
の

だ
。
店
内
の
光
景
に
は
裏
町
の
庶
民
生
活
が
港
ん

福
本
武
久

で
い
九
。

リ
ヨ
ン
で
の
三
日
間
は
あ
っ
と
い
う
問
だ
っ

九
。
三
時
間
後
に
は
空
港
に
向
わ
ね
ぱ
な
ら
な

ぽ
く
の
怪
し
げ
な
英
語
に
、
し
ぱ
し
ぱ
首
を

)
0

し傾
け
、
そ
れ
で
も
根
気
よ
く
付
き
合
っ
て
く
れ
た

R
さ
ん
と
も
お
別
れ
だ
。
最
後
の
食
事
に
、
気
の

張
ら
な
い
そ
の
店
を
え
ら
ん
だ
彼
の
心
遣
い
が
う

れ
し
か
っ
九
。

あ
ら
九
め
て
店
内
を
見
渡
し
た
時
、
い
き
な
り

ぽ
く
に
微
笑
み
か
け
て
く
る
も
の
が
あ
っ
九
。
思

わ
ず
息
を
の
ん
だ
。

「
酔
い
ど
れ
の
ニ
ャ
フ
ロ
ン
だ
し

気
配
を
察
し
て
R
さ
ん
が
応
え
六
。
人
形
芝
居

,
ギ
ニ
"
ー
ル
"
の
登
場
人
物
ニ
ャ
フ
ロ
ン
が
黒
ず

ん
だ
壁
か
ら
、
ぽ
く
を
見
下
ろ
し
て
い
九
。

ギ
ニ
"
ー
ル
芝
居
は
一
八
世
紀
末
、
り
ヨ
ン
で

生
ま
れ
九
。
主
要
人
物
は
ギ
ニ
"
ー
ル
、
そ
の
女

房
マ
デ
ロ
ン
、
そ
し
て
靴
職
人
ニ
ャ
フ
ロ
ン
の
三

人
。
主
人
公
ギ
ニ
"
ー
ル
は
ク
ロ
ア
・
ル
ー
ス
と

サ
ン
・
ジ
"
ル
ジ
界
隈
に
住
む
絹
織
物
の
職
人
・

カ
ニ
ユ
ー
の
化
身
で
あ
る
。
機
織
工
は
フ
ラ
ン
ス

の
職
人
階
級
の
代
表
で
あ
り
庶
民
で
あ
る
。

絹
織
物
の
街
り
ヨ
ン
、
ぽ
く
は
明
治
五
年
、
京

都
府
の
留
学
生
と
し
て
当
地
に
や
っ
て
き
た
佐
倉

常
七
、
井
上
伊
兵
衛
、
吉
田
忠
七
の
足
ど
り
を
追

つ
て
い
九
。
彼
ら
は
八
力
月
の
伝
習
を
経
て
、
日

本
の
織
を
今
日
あ
ら
し
め
て
い
る
ジ
ャ
カ
ー
ド
織

機
と
そ
の
織
技
を
絹
の
街
西
陣
に
も
た
ら
し
た
の

で
あ
る
。

前
日
ぽ
く
は
ク
ロ
ア
・
ル
ー
ス
か
ら
一
五
S
 
-

七
世
紀
の
街
並
を
い
ま
も
残
す
旧
街
を
、
あ
て
ど

も
な
く
さ
ま
よ
っ
九
0

壁
に
ぷ
ら
さ
が
る
ニ
ャ
フ
ロ
ン
の
真
赤
に
腫
れ

上
が
っ
た
鼻
を
な
が
め
る
う
ち
に
、
ふ
い
に
ギ
ニ

,
ー
ル
や
マ
デ
ロ
ン
の
姿
が
現
わ
れ
、
オ
ー
ル
ド

リ
ヨ
ン
の
街
並
に
ぽ
く
を
誘
い
始
め
九
。
ぽ
く
の

脳
裡
に
し
か
と
あ
る
街
景
と
R
氏
の
話
が
オ
ー
バ

ー
ラ
ッ
プ
し
て
夢
現
の
世
界
に
の
め
り
こ
ん
だ
。
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何
世
紀
も
時
代
を
重
ね
た
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
建

物
が
狭
い
路
の
両
側
を
埋
め
て
い
る
。
重
く
沈
む

あ
た
り
の
雰
囲
気
に
そ
れ
ら
が
溶
け
合
っ
て
、
そ

の
一
角
だ
け
が
時
の
流
れ
に
耐
え
、
カ
ニ
ユ
ー
の

街
の
面
影
を
育
ん
で
い
る
。

お
よ
そ
一
0
0
年
前
の
街
並
に
行
む
ぽ
く
の
前

に
、
い
き
な
り
現
れ
た
の
は
、
古
い
写
真
で
し
か

姿
形
を
知
ら
ぬ
佐
倉
、
井
上
、
吉
田
の
三
人
だ
っ

た
。
彼
ら
の
洋
服
姿
は
ど
こ
か
偕
物
め
い
て
い
て

胡
散
臭
か
っ
た
。
く
わ
え
タ
バ
コ
も
板
に
つ
か

ず
、
異
国
の
地
で
精
一
杯
力
ん
で
い
る
証
と
し
か

思
え
な
か
っ
た
。

黙
し
九
ま
ま
彼
ら
は
路
地
裏
の
と
あ
る
力
フ
ェ

に
ぽ
く
を
案
内
し
た
。

薄
暗
い
店
内
に
何
人
も
の
男
の
影
が
揺
れ
て
い

た
。
三
人
は
申
し
合
せ
た
よ
う
に
指
笛
を
吹
い

た
。
室
内
は
一
瞬
静
か
に
な
っ
た
。
と
、
板
を
立

て
か
け
て
幕
を
引
い
た
鐸
台
の
袖
か
ら
、
指
人
形

が
現
わ
れ
唐
突
に
芝
居
が
始
っ
た
。
ギ
ニ
"
ー
ル

が
ニ
ャ
フ
ロ
ン
が
、
そ
し
て
マ
デ
ロ
ン
が
現
わ
れ

た
。
語
尾
を
こ
と
さ
ら
に
引
っ
張
る
発
音
に
は
独

特
の
節
回
し
が
あ
っ
て
、
意
味
が
解
ら
な
く
て
も

滑
稽
だ
っ
た
。
指
人
形
で
あ
る
た
め
に
登
場
人
物

の
身
の
こ
な
し
は
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い
た
。
そ
の

た
め
に
か
え
っ
て
人
形
使
い
の
心
が
人
形
に
乘
り

移
っ
て
妙
に
り
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
0
 
マ
デ
ロ
ン
が

棒
を
か
ざ
し
て
、
口
汚
な
く
の
の
し
り
な
が
ら
ギ

ニ
,
ー
ル
と
ニ
ャ
フ
ロ
ン
を
追
い
回
す
と
こ
ろ
で

幕
と
な
っ
た
。
店
内
は
笑
い
の
渦
で
満
ち
た
が
、

ぽ
く
に
は
不
可
解
さ
だ
け
が
残
っ
た
。

「
ど
こ
が
面
白
い
の
か
ね
」

ふ
と
も
ら
し
た
ぼ
く
の
一
一
言
に
、
三
人
は
鼻
白

み
姿
も
ろ
と
も
掻
き
消
え
た
。

「
ギ
ニ
,
ー
ル
芝
居
の
風
刺
や
皮
肉
は
フ
ラ
ン

ス
人
で
な
い
と
解
ら
な
い
で
し
ょ
う
し

リ
ョ
ン
生
れ
の
R
さ
ん
の
一
言
で
ふ
と
わ
れ
に

返
っ
た
。
登
場
人
物
の
台
四
は
、
世
相
が
盛
り

込
ま
れ
、
箆
の
側
か
ら
権
力
に
対
す
る
批
判
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
演
者
と
観
客
は
一
体

化
し
、
芝
居
は
相
互
の
コ
ミ
ニ
ユ
ケ
ー
シ
,
ン
の

手
段
で
も
あ
る
。

「
カ
ニ
ユ
ー
は
正
喧
で
善
良
な
小
市
民
で
す
。

貧
乏
生
活
の
う
さ
も
女
房
を
ひ
っ
ぱ
た
く
こ
と
ぐ

ら
い
で
し
か
晴
ら
せ
な
い
。
一
八
世
紀
の
庶
民
生

活
を
象
徴
的
に
語
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
が
好
む
泗

落
や
ジ
ョ
ー
ク
に
も
そ
う
い
う
憤
慰
が
こ
め
ら
れ

て
い
る
の
で
す
」

ギ
ニ
"
ー
ル
芝
居
の
真
の
面
白
さ
は
、
俗
語
、

隠
語
、
語
呂
合
わ
せ
、
駄
酒
落
、
も
じ
り
、
に
あ

る
と
R
さ
ん
は
言
う
。
借
金
あ
る
バ
ン
屋
を
「
残

パ
ン
売
り
の
オ
ケ
ラ
野
郎
」
酒
屋
を
「
酒
堤
の
毒

殺
者
L
 
と
の
の
し
り
、
時
事
問
題
か
ら
、
政
治
問

題
ま
で
茶
化
し
て
み
せ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
解
せ

な
い
ぼ
く
に
は
、
そ
の
ほ
ん
と
ぅ
の
面
白
さ
は
解

ら
、
▲
)
 
0

リ
ヨ
ン
と
同
じ
く
京
都
西
陣
も
ま
た
絹
織
物
の

街
で
あ
る
。
 
R
さ
ん
の
ギ
ニ
,
ー
ル
芝
居
に
つ
い

て
の
説
明
を
聞
き
な
が
ら
、
『
西
陣
天
狗
筆
記
』

に
描
か
れ
た
カ
ニ
ユ
ー
た
ち
を
想
い
浮
か
べ
た
。

リ
ョ
ン
か
ら
佐
倉
た
ち
が
ジ
ャ
カ
ー
ド
織
機

(
ジ
,
セ
フ
÷
り
・
ジ
ャ
カ
ー
ル
が
一
八
世
紀
末

に
発
明
し
た
自
動
紋
織
機
)
を
持
ち
帰
る
ま
で
西

モ
ら
び
き
ば
た

陣
で
は
空
引
機
が
使
わ
れ
て
い
た
。
二
人
織
の
機

で
、
一
人
が
上
部
か
ら
経
糸
を
持
ち
上
げ
、
も
う

一
人
が
緯
糸
を
通
し
て
筬
で
締
め
る
。
四
肢
と
眼

は
い
そ
が
し
い
が
、
口
ま
で
は
使
わ
な
い
。
そ
こ

で
木
文
句
を
も
じ
っ
て
、
掛
け
合
い
バ
ロ
デ
ィ
を

や
る
。

浄
瑠
璃
『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
の
漁
師
餓
七
の

台
、
詞
「
あ
あ
有
難
や
と
押
し
載
き
」
と
一
人
が
誘

う
と
「
朝
起
き
は
、
あ
ぁ
明
け
方
じ
ゃ
と
星
い
九
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だ
き
し
と
も
う
一
人
が
受
け
る
。
『
絵
本
太
閤
記
』

十
段
目
、
光
秀
登
場
「
心
は
や
た
け
籔
垣
の
」
は

「
尼
神
の
、
所
は
八
幡
や
く
神
の
」
と
な
る
。
『
小

倉
百
人
一
首
』
の
「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な

い
九
ず
ら
に
」
は
「
嵐
山
よ
り
大
井
川
、
花
の
色

は
う
つ
り
に
け
り
な
ド
つ
ら
に
し
と
。
冠
句
づ
け

や
小
倉
づ
け
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た

と
え
ぱ
「
横
に
し
て
」
と
い
う
題
で
は
、
「
横
に

し
て
立
て
て
す
す
め
る
は
し
ご
売
り
し
と
上
句
を

受
け
る
。

西
陣
の
カ
ニ
ユ
ー
た
ち
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
に

し
て
つ
ら
い
長
時
問
労
働
に
堪
え
て
き
六
の
で
あ

る

「
カ
ニ
ユ
ー
は
即
興
詩
人
で
す
ね
」

ぽ
く
は
思
わ
ず
つ
ぷ
や
い
た
。

油
紙
を
貼
っ
た
窓
あ
か
り
だ
け
を
頼
り
に
、
美

し
い
織
物
を
も
の
し
た
り
ヨ
ン
の
カ
ニ
ユ
ー
た
ち

と
同
じ
よ
う
に
、
西
陣
の
カ
ニ
ュ
ー
も
ま
矣
窓

か
ら
の
わ
ず
か
な
光
の
下
で
絹
を
織
っ
て
き
た
。

も
じ
り
や
語
呂
合
せ
の
上
質
な
ユ
ー
モ
ア
が
ギ
ニ

,
ー
ル
芝
居
の
諧
誰
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
は

き
び
し
い
労
働
か
ら
生
ま
れ
九
生
活
文
化
に
共
通

点
が
あ
っ
九
か
ら
だ
ろ
う
。

王
候
貴
族
そ
し
て
禁
裡
や
堂
上
衆
の
き
ら
び
や

か
な
衣
裳
を
調
製
し
て
き
た
り
ヨ
ン
と
西
陣
の
力

ニ
ユ
ー
た
ち
。
単
な
る
職
人
で
は
な
く
玄
術
家
な

の
だ
と
い
轟
り
と
自
負
、
そ
れ
ゆ
え
に
き
び
し

い
世
界
に
生
き
、
報
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
九

彼
ら
の
ね
じ
く
れ
た
心
境
が
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て

い
る
と
思
っ
た
。

「
カ
ニ
ユ
ー
は
ア
ー
チ
ス
ト
で
す
」

は
か
ら
ず
も
R
さ
ん
は
言
っ
た
。
そ
し
て
「
こ

れ
は
り
ヨ
ン
特
製
な
の
で
す
」
と
し
き
り
に
ブ
ラ

ン
デ
ー
を
す
す
め
九
。
眼
を
細
め
て
グ
ラ
ス
に
注

ぐ
R
さ
ん
を
一
瞬
ぽ
く
は
ま
じ
ま
じ
と
見
つ
め

た
。
壁
に
ぷ
ら
さ
が
る
ニ
ャ
フ
ロ
ン
が
降
り
て
き

た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
九
。
促
さ
れ
る
ま
ま
に

一
口
含
ん
だ
。
洗
練
さ
れ
て
は
い
な
い
が
奇
妙
な

味
わ
い
が
あ
っ
た
。

筆
舌
に
つ
く
し
が
た
い
そ
の
芳
香
は
、
い
ま
も

リ
ョ
ン
の
、
そ
し
て
カ
ニ
ユ
ー
の
生
活
の
香
り
と

し
て
ぽ
く
の
舌
先
に
残
っ
て
い
る
。

(
昭
和
四
0
年
大
学
法
学
部
卒
業
、
ダ
イ
ニ
ッ
ク

株
式
会
社
勤
務
)

同
志
社
の
近
袋
築
(
上
)

1
遺
構
と
資
料
1
・

資
料

^
「
^
^
^
^
日
^
^
:
・
:
:
:
:
:
・
・
:
・
・
・
・
^
^
^

同
志
社
理
事
会
決
器

1
自
明
治
三
十
二
年
七
月
・
至
明
治
三
十

七
年
二
月
1

新
島
襄
に
関
す
る
文
献
ノ
ー
ト

1
著
者
・
筆
者
別
1
:
:

:
前
久
夫

発
行
・
同
志
社
社
史
史
料
編
集
所

取
扱
い
・
同
志
社
収
益
事
業
課

:
河
野
仁
昭
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紫
陽
花

も
う
何
年
に
な
る
の
か
。
こ
の
花
を
彼
女
が
愛

し
た
の
を
知
っ
た
の
は
。
き
っ
か
け
は
谷
崎
潤
一

郎
の
短
篇
で
あ
っ
た
。
と
い
っ
て
も
わ
ず
か
数
行

で
、
戦
争
も
終
わ
り
に
近
い
あ
る
日
、
疎
開
を
余

儀
な
く
さ
れ
九
彼
女
が
家
の
庭
に
手
植
え
し
た
、

こ
の
花
に
い
つ
ま
で
も
名
残
り
を
惜
し
み
、
疎
開

先
で
病
死
す
る
直
前
ま
で
気
に
か
け
続
け
た
と
あ

つ
九
0
 
そ
し
て
そ
の
花
に
寄
せ
九
心
情
を
谷
崎
は

「
い
か
に
も
彼
女
ら
し
い
」
と
追
憶
し
て
ぃ
る
の

だ
っ
九
。

花
は
毬
の
よ
う
な
花
弁
の
淡
い
青
が
、
梅
雨
の

問
断
な
く
降
り
か
か
る
雨
に
、
い
ま
に
も
溶
け
出

し
そ
う
な
紫
陽
花
。
女
性
は
祗
園
新
橋
、
大
友
の

お
多
佳
さ
ん
で
知
ら
れ
九
磯
田
多
佳
女
で
あ
る
。

杉
田
博
明

爽
や
か
な
表
情
の
奥
に
深
い
陰
弼
を
含
ん
だ
花

と
豊
か
な
文
才
で
華
や
か
な
交
遊
を
知
ら
れ
た
祗

園
の
女
0
 
多
佳
女
に
と
っ
て
紫
陽
花
と
は
何
だ
っ

た
の
か
0
 
こ
の
花
の
、
一
体
ど
こ
に
魅
せ
ら
れ
九

の
だ
ろ
う
か
。
素
朴
な
疑
問
は
な
ぜ
か
、
胸
の
底

を
擦
る
よ
う
に
し
て
過
ぎ
九
。
そ
れ
は
ま
九
、
花

の
季
節
に
な
る
と
、
い
ま
も
思
い
返
さ
れ
る
の

竹
呂
昊
片
山
春
子
、
上
村
松
園
平
塚
明
子
ら

当
代
の
著
名
女
性
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。

<
:
.
姉
は
現
に
有
名
な
祗
園
一
力
楼
の
女
将
さ

だ
に
し
て
幼
き
よ
り
読
書
の
趣
味
深
く
、
長
じ
て

校
書
の
斑
に
列
す
る
に
及
び
故
紅
葉
子
小
波
山

人
、
故
米
遷
画
伯
な
ど
の
知
遇
を
得
て
益
々
文
芸

の
趣
味
を
解
す
る
に
至
り
、
一
時
文
芸
芸
者
の
名

高
か
り
し
が
、
幾
程
も
な
く
廃
籍
し
て
陶
器
店
九

餐
を
開
き
、
今
は
そ
れ
を
実
兄
と
托
し
、
身
を

閑
散
に
置
き
、
専
ら
文
芸
の
趣
味
に
あ
く
が
れ
居

れ
り
0
 
歌
は
池
辺
義
象
氏
に
、
俳
句
は
水
落
露
石

氏
に
、
画
は
故
浅
井
忠
氏
に
学
び
、
歳
三
十
二
、

現
住
は
新
橋
縄
手
東
>

多
佳
が
生
ま
れ
九
の
は
明
治
十
二
年
。
父
は
木

間
太
、
母
は
と
も
と
い
っ
九
。
木
間
太
は
旧
錘
鶴

田
辺
藩
の
武
士
。
維
新
を
前
に
出
郷
し
て
京
都
縄

手
通
に
住
み
、
手
習
い
塾
を
開
い
九
。
や
が
て
祗

園
の
芸
妓
で
、
太
棹
三
味
線
の
名
手
で
聞
え
た
と

も
と
結
婚
、
二
女
を
も
う
け
た
。
十
歳
違
い
の
さ

だ
と
多
佳
の
姉
妹
で
あ
る
。

祗
園
に
生
ま
れ
九
多
く
の
女
性
が
そ
う
で
あ
っ

九
よ
う
に
二
人
は
、
お
座
敷
に
出
九
。
さ
だ
は
舞

い
を
、
多
佳
は
三
味
線
を
得
意
と
し
九
。
け
れ
ど

も
多
佳
が
妓
籍
に
あ
っ
た
の
は
ご
く
わ
ず
か
。
明

紫
陽
花
や
見
る
く
変
る
爪
の
色

多
佳
女
が
姉
の
死
を
悼
ん
だ
句
と
と
も
に
、
で

あ
る
0

多
佳
女
の
横
顔
は
、
明
治
四
十
三
年
七
月
一
日

に
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
新
小
説
』
に
紹
介
さ
れ
て

い
る
0
「
代
表
的
婦
人
」
と
題
し
た
企
画
で
、
豊
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会
ほ
ど
イ
ヤ
な
も
の
は
な
き
と
存
候
」
と
中
央
画

壇
の
派
閥
争
い
を
避
け
、
「
陶
器
で
も
い
じ
く
つ

て
遊
ぱ
ん
が
た
め
し
に
京
都
に
移
っ
た
の
は
明
治

二
十
五
年
秋
だ
っ
た
。
こ
の
浅
井
忠
と
は
の
ち
に

二
人
で
陶
器
店
を
開
い
て
い
る
。

多
佳
の
、
突
然
の
引
退
は
、
彼
女
の
内
部
に
あ

る
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
袈
に
か
た
く
な

治
三
十
七
年
ど
ろ
か
ら
突
然
、
お
座
敷
に
出
な
く

な
る
。
男
性
と
の
別
れ
が
あ
っ
た
の
か
0
 
ち
な
み

に
当
時
を
振
り
か
え
る
と
、
大
友
近
く
の
、
同
じ

新
橋
の
お
茶
屋
加
簾
楼
の
加
悲
ユ
キ
が
四
万
円
の

落
籍
料
で
話
題
を
ま
き
、
モ
ル
ガ
ン
と
結
婚
0
 
夷

谷
座
で
「
一
夜
夢
四
万
円
」
が
上
演
さ
れ
、
朝
日

新
燭
に
「
外
人
の
態
L
 
が
連
載
さ
れ
る
と
い
う

こ
の
一
大
事
件
は
終
止
符
を
打
っ
た
。
佐
膝
陵
星

の
論
文
「
諸
姉
に
告
ぐ
し
が
日
出
話
を
飾
っ
九

の
も
こ
の
こ
ろ
。
浅
井
忠
が
「
現
今
の
日
本
の
社

)
0

し

祗
園
に
生
ま
れ
、
祗
園
に
息
遣
い
を
重
ね
て
生

き
た
多
佳
は
長
い
歴
史
を
持
つ
、
こ
の
町
の
華
や

か
な
相
貌
の
底
に
渦
巻
く
赤
裸
々
な
人
閻
の
生
き

ざ
ま
を
知
り
過
ぎ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
あ
ど
け
な

い
表
情
を
分
厚
い
白
粉
で
包
み
匿
し
て
宴
席
に
は

べ
り
、
客
が
交
わ
す
暗
号
の
よ
う
な
会
話
や
淫
狼

な
矯
声
に
精
一
杯
の
聞
き
耳
を
立
て
て
頭
を
回
ら

す
錘
妓
。
屋
形
と
の
板
挾
み
に
身
を
絞
り
な
が
ら

一
途
で
純
な
愛
を
捨
て
て
、
な
に
ょ
り
も
祗
園
の

女
と
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
芸
妓
た

ち
。
彼
女
た
ち
は
古
い
町
が
か
た
く
な
に
守
り
育

て
て
き
た
仕
来
を
自
か
ら
の
衣
裳
の
下
に
重
た
く

鎧
の
よ
う
に
ま
と
っ
て
生
き
た
。
自
己
抑
制
を
強

い
な
か
ら
仕
来
と
の
間
隙
に
起
こ
る
葛
藤
に
身
を

採
む
女
た
ち
を
目
に
す
る
に
つ
け
て
も
多
佳
は
、

か
つ
て
こ
の
町
に
権
力
に
お
も
ね
ず
自
信
と
誇
り

大
し

r
恋

を
持
っ
て
生
き
た
女
の
い
た
こ
と
を
思
う
の
だ
っ

九
。
彼
女
も
ま
ぎ
れ
な
く
祗
園
の
女
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
か
ね
て
か
ら
憧
憬
し
た
彼
女
の
文
芸

へ
の
趣
味
は
引
退
を
機
に
、
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て

い
く
の
だ
。

多
佳
の
、
文
芸
へ
の
傾
斜
を
谷
崎
は
こ
う
書
い

て
い
る
。
「
い
わ
ゆ
る
文
学
芸
者
と
い
っ
た
風
な

型
の
女
で
な
か
っ
た
の
は
勿
論
で
あ
っ
た
0
 
そ
れ

と
云
う
の
が
多
佳
女
の
文
学
上
の
た
し
な
み
は
、

昔
の
遊
女
が
和
歌
俳
諧
の
道
を
心
得
て
ゐ
た
、
あ

の
伝
統
を
引
く
も
の
で
、
祗
園
の
梶
と
か
百
合
と

か
云
ふ
ゃ
う
な
女
の
跡
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
か

ら
、
文
芸
好
き
と
云
っ
て
も
純
然
た
る
旧
派
に
属

す
る
の
で
あ
っ
て
、
京
都
の
花
街
に
は
古
く
か
ら

あ
る
型
の
一
つ
な
の
で
あ
る
」
と
。
い
や
、
彼
女

に
と
っ
て
文
芸
こ
そ
は
、
自
ら
が
主
体
的
に
こ
の

町
で
生
き
よ
う
と
し
九
証
し
で
は
な
か
っ
た
か
0

そ
し
て
そ
れ
は
自
か
ら
の
生
と
同
時
に
、
京
お
ん

な
を
自
分
に
課
し
て
生
き
よ
う
と
し
九
よ
う
に
思

え
て
な
ら
な
い
。

彼
女
が
文
芸
に
過
し
た
の
は
、
大
友
の
、
白
川

に
つ
き
出
し
た
三
畳
の
居
間
で
あ
っ
た
0
 
吉
井
勇

が
有
名
な
「
か
に
か
く
に
祗
園
は
恋
し
・
:
:
.
」

の
歌
を
詠
ん
だ
部
屋
で
あ
る
。
と
く
に
調
度
に
凝
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る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
し
つ
ら
え
を
自

分
で
配
慮
し
、
小
さ
な
庭
に
、
紫
陽
花
を
植
え

九
0
 
こ
の
居
間
は
多
佳
に
と
っ
て
心
を
解
放
で
き

る
雌
一
の
場
所
で
あ
っ
た
。
慣
れ
九
文
机
の
前
に

横
座
り
す
る
と
、
好
き
な
句
歌
と
絵
に
心
を
一
っ

に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
一
日
の
営
み
を
終
え
て
自
分
の
部
屋
と
決
ま

つ
て
い
る
三
畳
に
這
入
り
、
床
下
を
流
れ
る
せ
せ

ら
ぎ
の
音
を
聞
き
な
が
ら
枕
に
つ
く
と
、
そ
の
労

が
き
れ
い
に
洗
い
去
ら
れ
る
」
(
日
記
か
ら
)

雨
の
口
は
居
間
が
紗
で
周
り
を
稜
い
包
ま
れ
九

よ
う
に
孤
立
し
、
じ
っ
と
息
を
ひ
そ
め
れ
ば
た
ち

ま
ち
足
も
と
か
ら
時
空
が
消
え
九
。
そ
ん
な
孤
独

に
身
を
ま
か
せ
、
わ
ず
か
の
無
意
の
気
分
を
い
つ

ま
で
も
味
わ
っ
九
。
現
実
に
い
つ
引
き
戻
さ
れ
る

か
と
い
っ
九
緊
張
を
背
に
壱
な
が
ら
。
庭
の
紫

陽
花
は
、
い
つ
も
と
変
わ
り
な
い
冷
淡
な
表
情

で
、
し
か
も
揺
ぎ
な
い
自
信
で
雨
に
う
九
れ
て
咲

同
志
社
校
地
出
土
の
埋
蔵
文
化
財

彼
女
は
そ
の
姿
に
自
分
を
映
し
、
あ
る
京
お
ん

な
の
生
き
ざ
ま
の
典
型
を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ

』
つ
0(

昭
和
三
十
三
年
法
学
部
卒
業
・
京
都
新
聞
社
記

者
)

鈴
木
重
治

戸
口
底

多
く
の
茶
人
に
親
し
ま
れ
て
い
る
茶
碗
の
中
で

も
、
天
目
碗
ほ
ど
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
ぃ
る
も

の
は
す
く
な
い
。
絵
画
の
中
で
の
水
墨
画
の
よ
う

に
、
東
洋
の
心
を
具
現
し
て
い
る
代
表
的
な
や
き

も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
む
き
も
あ
る
。
無
駄
の

な
い
形
態
と
、
単
的
な
黒
色
の
釉
に
秘
め
ら
れ
て

い
る
洗
練
さ
れ
九
心
を
評
価
す
る
か
ら
で
あ
る

天
目
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
中
国
福
建
省
の
建

蓋
の
釉
に
、
斑
点
の
あ
る
も
の
を
星
建
蓋
と
い

い
、
星
の
あ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
天
目
と
云
う
と

一
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
鎌
倉
時
代
に
中
国
に

渡
っ
た
禅
僧
九
ち
が
、
天
目
山
か
ら
も
ち
帰
っ
九

建
蓋
を
、
天
目
と
よ
ん
だ
こ
と
が
語
源
と
な
っ
て

い
る
0
 
天
目
碗
は
、
も
と
も
と
建
蓋
を
意
味
し
た

も
の
だ
が
、
い
ま
で
は
黒
い
釉
薬
の
か
か
っ
た
や

き
も
の
は
す
べ
て
天
目
と
呼
ん
で
い
る
。

中
国
の
出
土
例
か
ら
す
る
と
、
安
徽
省
屯
渓
市

の
西
周
時
代
の
墳
墓
か
ら
出
土
し
九
黒
飴
色
の
釉

調
を
も
つ
碗
が
、
肯
銅
器
と
と
も
に
発
見
さ
れ
て

い
て
、
黒
色
の
釉
薬
の
古
さ
を
示
し
て
ぃ
る
。

日
本
で
最
初
に
天
目
碗
を
焼
造
し
九
の
は
、
瀬

戸
で
あ
り
、
建
蓋
を
手
本
と
し
て
大
量
に
生
産
し

九
こ
と
は
、
各
地
の
出
土
品
や
伝
世
品
か
ら
も
あ

き
ら
か
で
あ
る
。
室
町
時
代
か
ら
安
土
.
桃
山
時

代
の
寺
院
址
や
繋
遺
跡
、
城
館
な
ど
か
ら
の
出

土
資
料
を
み
る
と
、
茶
臼
や
茶
入
な
ど
を
伴
っ
て

出
土
す
る
例
が
あ
る
。

京
都
で
の
出
士
例
の
う
ち
、
安
土
.
桃
山
時
代

か
ら
江
戸
時
代
の
前
半
に
か
け
て
の
天
目
碗
は
、

美
濃
産
の
天
目
碗
が
主
体
を
占
め
て
ぃ
て
、
唐
津

な
ど
の
資
料
は
す
く
な
い
。
織
部
や
志
野
の
陶
片

と
と
も
に
出
土
す
る
天
目
碗
の
う
ち
、
井
戸
や
石

組
み
の
貯
蔵
男
ら
出
土
す
る
資
料
の
中
に
優
品

ゞ
あ
る
0

同
志
社
の
校
地
か
ら
発
掘
調
査
に
ょ
っ
て
出
土

し
た
天
目
碗
は
、
江
戸
時
代
の
公
家
屋
敷
に
か
か

わ
る
遺
構
か
ら
の
検
出
例
が
多
い
。
宝
永
五
年

(
一
七
0
八
)
の
京
都
大
火
の
際
に
羅
災
し
て
放
棄

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

当
資
料
は
、
釉
調
を
は
じ
め
露
胎
部
や
高
台
の

削
り
に
美
濃
天
目
の
特
徴
を
よ
く
そ
な
え
て
ぃ

て
、
江
戸
時
代
前
期
の
代
表
例
と
い
ぇ
よ
う
。

(
同
志
社
大
学
校
地
学
術
調
査
委
員
会
調
査
主
廷

い
た
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美濃天目碗(江戸時代前期)

(同志社中学校日新館地点の江
時代の井戸SE I026より出士。

11.5 センチ、高 5.フセンチ、■

4.5センチ)


