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調
の
開
始
ま
で

田
辺
町
は
郷
土
史
研
究
と
文
化
財
保
護
に
熱
心
な

町
で
あ
る
。
町
民
で
組
織
さ
れ
た
郷
士
史
会
は
、
昭

和
三
十
四
年
に
『
田
辺
町
郷
士
史
占
代
篇
』
を
発
行

し
、
町
民
の
啓
蒙
と
文
化
財
行
政
の
基
礎
資
料
に
し

よ
う
と
し
た
。
京
都
府
下
で
は
、
土
地
柄
を
反
映
し

て
、
文
化
財
保
護
と
い
え
ぱ
、
神
社
仏
閣
だ
け
を
大

切
に
し
て
お
れ
ば
よ
ろ
し
い
と
思
い
が
ち
で
、
ま
た

実
際
に
歴
史
教
育
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
古
代
の
集

落
や
古
墳
が
京
都
府
下
で
は
次
々
に
破
壊
さ
れ
て
お

り
、
埋
蔵
文
化
財
の
保
護
行
政
で
は
近
畿
地
方
で
は

取
組
み
の
お
く
れ
九
後
進
地
な
の
で
あ
る
。
先
日
も

.
り
ず
ま
き

文
化
史
研
究
実
習
の
授
業
で
「
太
秦
地
方
の
古
墳
を

吐
た

通
し
て
古
代
豪
族
の
秦
氏
を
考
え
よ
」
と
い
う
テ
ー

,

、

、

4

一

、

浩

、
.
一

マ
を
一
回
生
に
与
え
九
。
数
回
文
献
と
地
図
を
も
っ

て
洛
西
の
地
を
踏
査
し
九
学
生
九
ち
は
、
あ
る
は
ず

の
古
墳
が
無
い
と
報
告
す
る
。
よ
く
事
情
を
き
く
と
、

学
生
の
調
べ
方
が
不
充
分
で
は
な
く
、
こ
こ
数
年
の

間
に
土
木
工
事
で
消
滅
し
て
い
九
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
田
辺
町
の
埋

蔵
文
化
財
へ
の
取
り
組
み
が
い
っ
そ
う
輝
い
て
見
え

る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
天
神
山
遺
跡
も
す

で
に
『
田
辺
町
郷
土
史
』
の
三
十
九
頁
に
ほ
ん
の
数

行
で
は
あ
る
が
説
明
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
天
神
山
頂

上
妙
覚
寺
の
墓
地
よ
り
櫛
目
波
状
文
の
あ
る
弥
生
式

士
器
の
小
破
片
発
見
」
と
だ
け
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け

の
記
載
が
弥
生
集
落
の
存
在
の
可
能
性
を
世
に
し
ら

せ
、
そ
し
て
そ
の
消
滅
を
防
ぐ
六
め
の
端
緒
と
な
っ

六
の
で
あ
る
。

天
神
山
遺
跡
の
所
在
地
は
、
や
が
て
近
鉄
が
買
収

し
て
筒
城
ケ
丘
住
宅
地
と
し
て
造
成
工
事
が
開
始
さ

れ
た
。
理
想
か
ら
言
え
ぱ
、
工
事
計
画
の
前
に
、
遺

跡
の
範
囲
を
調
べ
て
か
ら
そ
れ
を
の
こ
す
形
で
開
発

計
画
を
九
て
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
保
護
行
政
側
に
積

極
さ
が
な
け
れ
ば
こ
れ
は
実
現
し
な
い
。
こ
の
工
事

中
、
田
辺
町
の
人
九
ち
は
、
工
事
場
の
。
ハ
ト
ロ
ー
ル

を
お
こ
な
い
、
ま
た
京
都
府
庁
へ
担
当
官
の
派
遣
の

要
聖
し
九
け
れ
ど
も
二
力
月
を
経
過
し
て
も
連
絡

.
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が
な
か
っ
た
と
言
う
(
「
三
山
木
弥
生
遺
跡
』
に
よ

る
)
。
こ
の
工
事
で
は
、
ま
ず
幹
線
道
路
の
切
通
し

を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
の
九
め
集
落
の
北
東
部
が
失

わ
れ
た
の
は
遺
憾
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
地
元
の
研
究

者
は
つ
い
に
た
ま
り
か
ね
て
、
道
路
断
面
に
あ
ら
わ

れ
た
遺
構
を
発
掘
し
、
器
を
喚
起
し
よ
う
と
し

た
。
同
志
社
が
こ
の
遺
跡
を
も
含
め
、
広
大
な
田
辺

校
地
を
買
収
し
た
の
は
そ
の
直
後
の
こ
と
で
あ
っ

た
。

調
査
は
こ
う
し
て
進
め
た

天
神
山
遺
跡
が
田
辺
校
地
内
に
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
私
は
同
志
社
本
部
へ
そ
の
重
要
性
を
申
し
入
れ
、

さ
ら
に
広
大
な
用
地
内
に
別
の
遺
跡
が
あ
る
な
ら
ば

そ
れ
も
イ
め
保
護
す
る
利
用
計
画
を
た
て
る
た
め
遺

跡
の
分
布
湘
査
を
開
始
し
た
。
昭
和
四
十
一
年
十
二

月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
、
文
化
史
専
攻
学
生
の

恊
力
で
表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
わ
ず
か
な
兆
候
か
ら
地

下
の
遺
跡
を
予
知
す
る
と
い
う
方
法
を
と
り
、
そ
の

た
め
反
復
し
て
丘
陵
上
を
歩
い
た
。
こ
の
調
査
結
果

は
、
同
志
社
本
部
へ
提
出
し
、
今
後
の
調
査
と
保
護

対
策
も
附
載
し
て
お
い
た
。
そ
の
後
約
一
年
の
空
白

が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
闇
、
大
阪
府
和
泉
市
の
観

音
寺
山
で
西
日
本
最
大
の
弥
生
集
落
を
発
掘
す
る
こ

と
に
成
功
し
、
こ
の
凋
査
の
主
力
と
な
っ
た
本
学
の

文
化
史
専
攻
の
学
生
た
ち
は
こ
の
方
面
の
発
掘
技
術

で
は
貫
重
な
経
験
と
自
仏
を
深
め
た
。
昭
和
四
十
三

年
七
月
、
ま
ず
前
詞
の
観
音
寺
山
集
落
の
最
後
の
調

査
を
終
る
と
ひ
き
つ
づ
き
福
井
県
小
浜
市
、
和
歌
山

市
、
滋
賀
県
マ
キ
ノ
町
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
古

代
遺
跡
の
胴
査
を
お
わ
り
、
八
月
末
か
ら
田
辺
大
神

山
綜
の
発
掘
を
開
始
し
た
。
今
回
も
文
化
史
専
攻

の
う
ち
考
古
学
を
研
究
す
る
学
牛
が
主
と
な
り
、
延

約
二
百
五
十
名
の
学
生
、
人
夫
約
五
十
名
が
参
加
し

て
第
一
期
洲
査
を
九
月
二
十
日
に
終
わ
っ
た
。

住
居
と
落

平
坦
面
で
あ
る
。
木
津
川
流
域
の
平
野
を
見
お
ろ
す

と
い
う
位
置
で
は
、
最
高
所
に
近
く
、
そ
の
た
め
見

晴
ら
し
は
よ
い
が
、
耕
地
へ
の
距
離
、
飲
料
水
の
確

保
、
大
風
の
時
の
閻
題
な
ど
日
常
生
活
の
上
で
は
不

便
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
弥
生
文
化
は
周
知
の
よ

う
に
日
本
で
最
籾
の
水
稲
栽
培
を
お
こ
な
っ
て
お

り
、
当
時
は
ま
だ
濯
瀧
技
術
が
未
発
達
で
あ
っ
突

め
、
集
落
は
水
の
利
用
し
や
す
い
低
湿
地
に
あ
る
こ

と
が
多
い
。
こ
れ
は
弥
牛
集
落
だ
け
の
特
色
と
い
う

よ
り
、
今
日
の
日
本
の
農
村
で
も
そ
の
多
く
は
低
地

に
立
地
し
て
い
る
か
ら
、
稲
作
の
も
た
ら
す
自
然
の

形
と
み
九
方
が
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
田
辺
天
神
山

の
よ
う
な
集
落
地
形
は
本
来
の
弥
生
集
落
に
く
ら
べ

る
と
特
異
な
存
在
で
あ
る
の
で
、
考
古
学
で
は
こ
れ

を
高
地
性
集
落
(
丘
陵
形
と
山
地
形
に
分
類
す
る
こ

と
も
で
き
る
)
と
呼
ん
で
い
る
。
同
志
社
校
地
内
に

あ
る
弥
生
集
落
は
約
二
四
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
に
ひ

ろ
が
り
、
今
回
そ
の
三
分
の
一
を
発
掘
し
た
が
、
す

で
に
そ
の
範
囲
内
だ
け
で
九
戸
の
住
居
址
を
確
認

し
、
そ
の
う
ち
五
戸
の
調
査
を
終
っ
た
。
有
名
な
静

し
ろ

岡
市
の
登
呂
集
落
は
十
二
戸
で
構
成
さ
れ
る
か
ら
、

全
域
の
調
査
が
進
め
ぱ
、
登
呂
を
上
回
る
こ
と
は
ほ

k
て
島
な

ぽ
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
住
居
は
い
わ
ゆ
る
竪
穴

式
住
居
で
あ
る
。
こ
れ
は
説
明
す
る
よ
り
、
実
地
で

近
鉄
京
都
線
興
戸
駅
を
下
車
、
道
を
西
方
へ
と
る

と
、
国
道
に
出
る
。
そ
れ
を
少
し
南
へ
進
む
と
、
同

志
社
校
地
の
入
伺
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
幹
霊
路
を

登
る
と
、
右
側
に
女
子
大
の
合
宿
所
、
左
側
に
一
面

が
W
通
し
、
他
の
面
は
雑
木
の
茂
っ
た
小
N
丘
陵

が
あ
る
。
天
神
山
遺
跡
は
こ
の
丘
陵
の
上
に
あ
る
。

駅
か
ら
約
十
分
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
丘
陵
は
、

さ
ら
に
東
方
に
つ
づ
い
て
い
て
妙
覚
寺
と
日
光
寺
と

が
あ
り
、
そ
の
附
近
の
地
下
に
も
弥
生
集
落
が
の
び

て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
弥
生
集
落
が
あ

る
の
は
、
丘
陵
で
も
海
抜
八
十
メ
ー
ト
ル
よ
り
上
の
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見
て
も
ら
っ
た
方
が
よ
く
分
る
。
竪
穴
式
住
居
は
、

円
形
と
方
形
の
二
種
あ
る
が
、
天
神
山
集
落
で
は
円

形
三
尺
方
形
五
戸
の
輸
郛
が
分
っ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
、
四
号
住
居
址
は
、
偵
径
十
二
・
五
メ
ー
ト
ル

あ
コ
L
、
円
形
竪
穴
と
し
て
は
弥
生
時
代
最
大
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
住
居
は
、
改
築
で
住
居
面
積
を
拡
大

し
た
跡
が
よ
く
分
る
が
、
今
日
の
私
九
ち
の
家
が
貯

え
や
家
族
数
の
増
加
で
増
築
す
る
の
に
似
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
住
居
は
、
掘
立
柱
を
使
っ
て
い
る
た
め

全
面
的
な
建
て
替
え
の
時
期
が
案
外
早
く
や
っ
て
く

る
。
す
る
と
別
の
竪
穴
を
掘
っ
て
そ
の
上
へ
屋
根
を

架
け
る
。
現
代
人
の
黒
で
は
、
そ
の
当
時
は
士
地

が
い
く
ら
で
も
使
え
た
の
だ
か
ら
、
新
し
い
個
所
に

竪
穴
を
掘
れ
ぱ
よ
い
と
考
え
る
だ
ろ
う
が
、
天
神
山

集
落
で
は
言
万
と
六
号
、
二
号
と
四
巳
と
七
号
が
ほ

ぽ
同
じ
場
所
で
重
複
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
古
い

竪
穴
を
蝉
め
て
か
ら
少
し
位
脳
を
ず
ら
し
て
次
の
竪

穴
を
掘
る
こ
と
も
あ
る
し
、
古
い
堅
八
の
床
よ
り
さ

ら
に
深
い
位
置
ま
で
新
し
い
竪
穴
の
床
を
掘
る
こ
と

も
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
古
い
竪
穴
の
床
に
盛
士
を

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
美
構
造
を
知

る
だ
け
で
な
く
、
竪
穴
の
変
遷
、
集
落
を
稱
成
し
て

い
る
単
位
の
抽
出
な
ど
、
研
究
上
の
大
き
な
チ
が
か

り
な
の
で
あ
る
。

天
神
山
集
落
は
、
利
器
と
し
て
の
石
器
が
ほ
ぽ
使

わ
れ
な
く
な
っ
て
、
鉄
器
に
移
行
す
る
時
期
で
あ
る

九
め
、
石
器
が
鉄
器
に
併
用
さ
れ
て
い
る
が
遺
物
は

多
く
な
い
。
石
器
な
ら
ぱ
破
損
す
る
と
す
ぐ
に
捨
て

る
け
れ
ど
も
、
鉄
器
は
何
度
も
鍛
造
し
直
せ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
壺
・
甕
・
高
杯
な
ど
の
弥
生
式
士

ι
、
し

器
や
石
鯲
・
砥
石
・
鉄
斧
・
鉄
刀
子
(
ナ
イ
フ
)

銅
製
の
飾
り
金
具
な
ど
珍
し
い
遺
物
が
出
土
し
て
い

る
。
遺
物
か
ら
年
代
を
推
定
す
る
と
西
暦
三
世
紀
ご

ろ
に
集
落
は
営
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
後

の
時
代
に
人
間
が
生
活
し
た
形
跡
は
な
い
。

集
落
が
営
ま
れ
た
歴
史
的
背

有
名
な
中
国
の
歴
史
醤
『
魏
志
』
に
は
西
暦
世

紀
後
半
に
倭
国
に
大
乱
が
あ
り
、
一
時
は
お
さ
ま
る

が
二
川
紀
中
頃
に
は
再
発
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て

い
る
。
こ
の
大
乱
に
つ
い
て
は
そ
の
ほ
か
の
中
国
史

書
に
も
記
載
さ
れ
、
ま
た
国
際
的
な
関
連
か
ら
実
在

の
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぽ
疑
え
な
い
、
と
こ
ろ

が
、
大
乱
の
及
ん
だ
地
域
や
そ
の
規
模
な
ど
は
わ
ず

か
な
文
献
資
料
か
ら
で
は
全
く
と
言
っ
て
ょ
い
ほ
ど

分
ら
な
い
。
し
か
し
最
近
十
年
圖
で
、
西
日
木
に
は

尚
地
性
集
落
が
あ
る
時
期
だ
け
営
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
次
々
に
判
明
し
て
き
た
。
そ
れ
は
大
分
県
を
西
限

し

き

と
し
て
、
山
口
、
広
島
、
岡
山
、
香
川
な
ど
の
瀬
戸

内
海
沿
岸
地
方
、
さ
ら
に
兵
庫
、
大
阪
、
和
歌
山
な

ど
大
阪
溶
岸
に
集
中
し
、
田
辺
天
神
山
は
こ
れ
ら

一
群
の
高
地
性
集
落
の
東
限
に
位
機
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
姦
性
集
落
は
大
阪
の
観

音
寺
山
や
田
辺
天
神
山
の
よ
う
に
三
世
紀
に
ま
で
下

る
も
の
も
あ
る
が
、
大
部
分
は
西
暦
二
世
紀
ご
ろ
に

営
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
的
な
片

寄
り
と
、
そ
の
時
卿
が
倭
国
大
乱
の
時
期
に
ほ
ぽ
一 静岡県登呂遺跡(弥生式)
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致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
瓢
性
集
落
は
か
な
り
長

期
問
の
動
乱
状
態
窒
み
だ
し
た
防
諾
集
落
で
は

な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
集
落
は
畑
作
で
生
じ
た
と
す
る
仮
説
も
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
な
ら
一
抽
に
限
ら
れ
.
現
象
で
あ
る

占
小
が
説
明
で
き
な
い
。
私
は
、
先
に
述
べ
た
観
堂
寸

山
集
'
洛
で
、
山
の
余
而
に
掘
ら
れ
た
山
:
.
メ
ー
ト
ル

の
深
い
濠
を
掘
出
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
ょ
っ
て

」
発
性
集
落
の
性
絡
は
も
は
や
ほ
ぽ
決
定
さ
れ
た
と

考
え
て
い
る
こ
の
動
下
"
の
ヰ
か
ら
、
小
凶
家
統
A

の
気
述
が
た
か
ま
り
、
や
が
て
大
和
に
政
権
の
中
心

が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
冉
く
と
飾

単
だ
け
れ
ど
も
、
高
地
性
集
落
を
築
い
た
人
た
ち
の

九
ど
っ
た
歴
史
的
な
迎
命
は
よ
く
分
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
こ
の
人
た
ち
が
や
が
て
後
に
古
墳
を
築
き
、
彼

ら
の
冏
か
ら
支
配
省
が
出
説
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も

高
地
性
集
落
に
任
ん
だ
人
た
ち
と
、
の
ち
に
古
墳
文

化
を
の
こ
す
人
九
ち
と
は
別
物
だ
と
考
え
る
か
で
Π

小
の
建
国
の
基
本
的
な
把
握
が
異
な
る
の
で
あ
り
、

田
辺
天
柳
山
は
考
古
発
け
で
は
な
く
、
 
H
水
歴
史

の
証
人
と
し
て
そ
の
価
N
き
わ
め
て
人
き
い
の
で

あ
る
。

今
後
の
問
題

ど
ぅ
か
。
調
査
後
約
十
日
凶
に
し
て
伺
志
社
本
部
の

奔
走
で
集
落
址
に
は
柵
を
こ
し
ら
え
、
一
部
に
は
芝

生
を
殖
え
、
崖
に
は
愿
の
防
災
玉
も
お
こ
な
わ

れ
た
。
備
一
般
で
、
遺
跡
は
邪
魔
な
も
の
と
い
う

と
ら
え
方
盆
い
時
に
、
帯
な
も
の
だ
と
の
実
践

例
を
尓
し
た
こ
と
に
な
る
。
私
の
構
想
で
は
、
こ
の

架
落
は
鯛
査
が
終
わ
れ
ぱ
、
科
学
的
な
保
護
施
設
を

こ
し
ら
え
、
一
部
に
は
占
代
の
復
樫
居
も
建
て
、

さ
ら
に
附
近
に
は
出
土
品
の
収
蔵
庫
を
か
ね
た
博
物

鮮
を
建
て
て
も
ら
い
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
は

田
辺
天
神
山
か
ら
出
士
し
九
遺
物
を
陳
列
す
る
と
と

も
に
、
各
時
代
の
瑞
も
な
ら
べ
た
考
宵
学
資
料
の

豐
に
し
九
い
。
そ
こ
で
は
、
大
学
は
も
と
よ
り
、

中
学
や
寝
も
半
日
く
ら
い
は
た
っ
ぶ
り
学
習
し
て

も
ら
え
る
だ
け
の
内
容
を
備
え
た
い
も
の
だ
と
考
え

て
い
る
。
も
し
考
古
学
と
い
、
2
.
暴
で
実
傍
湧
か

な
い
人
は
、
人
類
の
の
こ
し
た
物
質
資
料
と
頭
の
中

で
お
き
か
え
て
み
て
は
ど
ぅ
か
。

(
交
学
部
助
教
授
・
考
古
学
)

〔
器
〕
同
森
E
V
E
期
問
中
に
お
こ
な
っ
九
二

次
開
査
で
中
央
広
場
を
と
り
囲
む
十
三
戸
の
美
か

ら
な
る
占
代
染
落
の
全
容
が
ほ
ぽ
明
ら
か
と
な
り
、

復
原
染
尾
忠
計
も
福
山
敏
男
博
士
に
ょ
っ
て
進
め

ら
れ
て
い
る
。

郁
府
ド
で
笈
集
落
の
発

掘
に
成
功
し
た
の
は
田
辺
夫
神

山
が
初
め
て
で
あ
る
占
代
集

落
だ
検
用
地
内
に
あ
る
こ
と

は
、
近
視
眼
的
に
は
損
失
で
は

あ
る
が
、
こ
れ
を
令
詞
志
社
の

歴
史
教
育
の
生
き
た
教
材
に
活

用
で
き
る
な
ら
そ
の
利
益
は
大

き
い
。
も
ち
ろ
ん
、
同
心
礼
だ

け
で
な
く
、
一
般
社
会
に
も
公

開
し
て
、
正
し
い
日
本
歴
史
を

自
分
で
考
え
る
場
所
に
し
て
は

、ψ

む'、,
'4
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句
友
M
氏
か
ら
、
つ
す
っ
ぺ
ら
な
句
集
「
竹
林
清
興
」

蠢
ψ
ん
で
み
る
よ
う
に
と
手
渡
さ
れ
た
。
見
れ
ぱ
、

北
原
白
耿
の
で
あ
る
こ
と
に
私
は
共
た
。
と
い
う

の
は
私
は
白
秋
が
俳
句
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

全
く
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

今
ま
で
限
に
ふ
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
だ
け
で
あ

る
0

思
う
に
も
し
、
牛
ま
れ
な
が
ら
倫
人
と
い
う
形

容
が
詳
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
白
秋
こ
そ
正
に
こ
の
詩
人

と
言
え
よ
う
。
「
こ
の
詩
の
道
を
行
う
外
に
、
私
は

生
れ
て
何
一
つ
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
九
。
こ
れ
が

た
め
に
私
は
九
だ
一
す
じ
に
詩
に
仕
え
て
来
た
。
詩

に
生
き
、
譜
痩
せ
、
詩
に
苫
し
み
通
し
て
来
た
」

と
白
秋
詩
集
の
県
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
小

さ
れ
し
い
る
詩
と
い
う
の
は
、
む
ろ
ん
、
俳
句
を
指

し
て
い
る
の
で
は
な
か
,
?
つ
。
し
か
し
俳
句
と
い
ぇ

ど
も
詩
や
畑
歌
の
ひ
ま
の
、
た
だ
の
余
技
と
い
う
に

は
、
あ
ま
り
に
も
立
派
な
作
品
が
揃
っ
て
い
た
。

)し

わ
ゆ
る
習
作
の
域
を
悦
し
て
い
る
と
見
る
の
は
閻
違

い
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
こ
の
句
染
の
三
百
余
句
壽
細
に
見
て
行
く

う
ち
に
多
敬
の
佳
品
に
め
ぐ
り
合
っ
九
。
そ
こ
に
は

内
秋
ら
し
い
独
自
の
句
境
を
展
開
し
つ
つ
、
清
新
さ

を
か
な
で
て
い
て
、
か
え
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
俳
人
臭

の
な
い
す
が
す
が
し
い
も
の
も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
、
気
持
よ
か
っ
た
。
で
も
一
部
の
も
の
は
、
ど
こ

と
な
く
物
足
り
な
さ
と
、
表
現
の
面
で
面
口
く
な
い

と
率
直
に
思
っ
た
。

白
秋
の
初
期
俳
句
作
品
に
は
、
や
は
り
十
七
音
に

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
何
の
不
思
議
も
な
い
こ

と
で
、
あ
れ
だ
け
の
詩
才
に
恵
ま
れ
て
い
た
白
秋
で

あ
れ
ぱ
、
壁
短
歌
だ
け
で
な
く
、
俳
句
も
作
っ
て

い
た
の
が
不
思
議
で
も
何
ん
で
も
な
く
、
当
然
だ
と

思
え
る
の
で
あ
る
。
九
だ
そ
の
句
数
が
す
く
な
く
て
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納
ま
る
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
、
臼
田
亜
浪
の
「
石

楠
花
」
に
も
投
稿
し
た
由
、
聞
き
及
ん
で
い
た
。

向
日
葵
や
樞
界
き
ゆ
く
垣
の
外

短
夜
や
鏡
の
下
の
火
取
虫

日
の
光
ぱ
か
り
そ
よ
ぐ
な
り
青
芒

紫
陽
花
に
馬
が
顔
出
す
馬
屋
の
風

蓮
咲
く
や
月
に
在
所
の
朝
け
ぷ
り

こ
れ
ら
の
句
は
、
い
わ
ゆ
る
定
型
で
あ
り
、
表
呪

に
も
「
や
」
が
わ
り
あ
い
に
使
わ
れ
て
い
る
。
大
正

七
年
(
当
時
三
十
四
歳
)
白
耿
が
小
田
原
に
居
を
定

め
た
頃
の
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ぱ
初
期
作
品
で
あ
る
。

小
田
原
に
落
着
く
ま
で
に
は
、
苦
難
流
離
の
生
活
の

連
準
あ
っ
九
が
、
こ
の
頃
か
ら
「
赤
い
自
巴
や
「
雀

の
生
活
」
な
ど
出
版
し
て
、
生
活
に
や
や
ゆ
と
り
が

で
き
た
ら
し
く
、
か
の
有
名
な
「
木
兎
の
家
」
も
ま

た
小
田
原
に
建
て
る
こ
と
が
で
き
六
。

し
か
し
、
生
来
自
由
奔
放
な
白
秋
は
、
定
型
句
に

甘
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
し
く
、
だ
ん
だ

ん
定
型
を
は
み
出
す
作
品
を
多
く
作
る
よ
う
に
な
っ

て
汀
っ
九
。

瓦
斯
燈
に
吹
雪
か
が
や
く
街
を
見
た
り

枯
黍
や
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
し
て
風
遠
し

紫
蘭
咲
い
て
い
さ
さ
か
は
岩
も
あ
は
れ
な
り

た
ま
さ
か
こ
浪
の
音
し
て
夜
の
雪
な
り

姻
が
二
?
啼
き
ま
た
一
つ
が
こ
も
ど
も
に

こ
こ
に
上
げ
九
句
は
、
大
正
十
年
(
当
時
三
十
七

歳
)
か
ら
大
正
十
一
年
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
全
く
定
型
が
守
ら
れ
て
い
な
い
、
が
こ
れ

ら
の
句
を
見
る
と
や
は
り
白
秋
の
も
つ
深
い
詩
心
に

ふ
れ
る
思
い
が
し
て
感
動
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な

)
0

し

ま
ナ寒

竹
の
下
ゆ
く
水
と
な
り
に
け
り

と
い
う
作
品
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
同
時
に
短
歌
に

し
た
も
の
が
歌
集
に

お
の
づ
か
ら
水
の
流
れ
の
寒
竹
の

.

下
ゆ
く
と
き
は
声
立
つ
る
な
り

を
見
出
し
て
、
両
刀
使
い
の
名
技
に
子
規
を
思
い
出

し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
私
に
は
ど
ち
ら
が

先
に
で
き
た
も
の
か
知
る
よ
し
も
な
い
。

こ
の
頃
か
ら
の
白
秋
俳
句
は
、
前
に
も
木
し
た
よ

う
に
、
滋
味
な
閑
雅
な
作
品
に
漸
次
変
化
し
て
、
彼

の
若
い
日
の
詩
集
や
肇
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
異

将
緒
や
、
官
能
的
な
絢
烱
と
し
た
も
の
で
は
な
く

な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

こ
の
こ
と
は
、
大
正
十
年
(
当
時
三
十
ヒ
歳
)
出

版
の
歌
集
「
雀
の
卵
」
の
序
に
書
い
て
い
る
よ
う
に

「
つ
く
づ
く
慕
わ
し
い
の
は
、
芭
蕉
で
あ
る
。
光
悦
で

あ
る
。
大
雅
堂
で
あ
る
。
利
休
、
遠
州
で
あ
る
。
(
中

略
)
真
に
自
然
に
還
っ
て
一
木
一
草
の
あ
る
が
儘
に

お
の
れ
を
そ
の
中
に
置
く
。
そ
う
し
た
自
然
に
ま
か

せ
た
、
あ
な
た
ま
か
せ
の
境
地
こ
そ
、
真
の
玄
術
で

は
な
か
ろ
う
か
」
と
年
齢
と
と
も
に
、
彼
の
需
神

が
、
た
え
ず
成
長
し
、
昇
華
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
判
じ
て
、
誰
も
が
う
な
ず
け
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
、
つ
か
。

な
お
、
字
余
り
の
表
現
か
ら
、
更
に
自
由
律
俳
句

に
変
っ
て
行
っ
た
の
は
当
時
、
小
田
原
に
荻
原
羅
月

が
お
り
、
こ
の
羅
月
と
交
遊
す
る
機
会
を
も
つ
に
及

ん
で
、
こ
の
自
由
律
口
郁
句
が
、
本
来
の
性
格
に

合
致
し
突
め
と
察
せ
ら
れ
る
。

バ
ラ
ッ
ク
の
寺
が
出
来
た
梅
が
咲
き
過
ぎ
た

七
而
鳥
が
向
う
む
い
て
ふ
く
る
る
焚
火

林
檎
を
か
ぢ
っ
て
夜
波
の
音
が
し
て
ゐ
る

し
ど
み

新
入
生
と
母
と
が
戻
る
畔
の
植
子
だ

月
夜
の
星
大
き
く
て
蛙
の
遠
音

'
仁
か
北

二
方
比
泉
の
嶋
く
月
な
り

士
筆
が
伸
び
過
ぎ
た
竹
の
影
う
ど
い
て
ゐ
る

篁
子
が
這
ひ
出
し
た
梅
の
新
緑

こ
こ
に
出
て
く
る
「
篁
子
」
と
い
う
の
は
、
白
秋

の
長
女
の
名
前
で
こ
の
よ
う
に
自
由
に
詠
っ
て
い
る

所
な
ど
、
白
秋
ら
し
さ
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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菩
提
樹
の
新
芽
だ
引
越
す
に
き
め
た

こ
の
句
は
大
正
十
五
年
四
月
(
当
時
四
十
二
歳
)
、

小
田
原
か
ら
東
京
谷
中
天
王
寺
謙
に
転
居
を
決
意

し
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
し
九
が
っ
て
小
田
原
の

最
後
の
句
で
あ
ろ
う
。
東
京
へ
出
て
か
ら
は

幸
め

か

伸
び
過
ぎ
て
揃
は
ぬ
要
冬
'
が
も
つ
れ
て

麦
だ
け
青
い
蜜
柑
山
か
す
む

樟
の
芽
の
上
の
海
す
こ
し
荒
れ
て
ゐ
る

杉
菜
へ
落
ち
た
干
物
し
ろ
い

写
楽
の
絵
見
て
ゐ
る
春
の
蚊
き
い
て

牡
丹
の
小
嫉
目
立
っ
て
き
た
U
の
照
り

こ
れ
ら
の
作
品
に
見
る
よ
う
に
、
旺
盛
な
作
句
心
を

み
な
ぎ
ら
し
、
汁
将
は
い
よ
い
よ
強
靱
に
、
深
い
凝

祝
の
中
に
、
自
由
線
っ
て
い
る
。
私
は
今
更
の
よ

う
に
、
白
秋
作
品
を
見
直
す
こ
と
が
で
き
六
。
最
後

さ
い
わ
い
に
資
贅
す
る
と
こ
ろ
な
き

か
、
と
。
(
同
志
社
大
鋭
゛
立
の

旨
山
ご
よ
り
)

「
語
い
ま
だ
つ
き
ざ
る
に
聴
衆
叩

た
ち
ま
ち
人
あ
り
、
背
後
に
偵
立
し

て
誓
す
ら
く
、
新
島
氏
よ
、
余
い

ま
氏
が
登
せ
ん
と
す
る
学
校
の
た

め
に
一
千
ド
ル
を
寄
付
す
べ
し
、

と
。
こ
れ
な
ん
ワ
シ
ン
ト
ン
府
の
貴

紳
医
学
博
士
。
ハ
ー
カ
氏
に
て
あ
り
し

(
同
志
社
登
の
始
末
」
よ
り
)

現
在
、
こ
の
写
真
は
新
島
先
生
遺
品
庫
に
保

存
さ
れ
て
い
る
。

P
 
・
パ
ー
カ
ー
氏
は
、
一
八
七
四
年
(
明
治

七
卸
)
、
新
島
先
生
が
ア
メ
リ
カ
よ
り
加
国
に

先
だ
ち
バ
ー
モ
ン
ト
州
ラ
ト
ラ
ン
ド
で
開
か
れ

た
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
第
六
五
回
年
会
の
席

上
、
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
ょ
る
大
学
の

ル
双
立
を
訴
え
ら
れ
九
際
、
い
ち
ぱ
ん
最
初
に
一

千
ド
ル
の
寄
付
申
入
れ
を
さ
れ
た
人
で
あ
る
。

放
哉

墓
の
う
し
ろ
へ
ま
は
る

白
秋

み
じ
か
日
の
墓
原
ぬ
け
る

の
二
つ
の
作
品
を
比
欝
賞
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
も

卦
精
の
豊
か
さ
に
賞
讃
市
し
む
こ
と
な
く
こ
の
稿

を
終
る
。

危
禍
福
は
ひ
と
り
政
治
の
改
良
に
み
せ
ず
、
ひ

と
り
物
質
的
文
明
の
進
歩
に
存
せ
ず
、
実
に
も

つ
ぱ
ら
国
民
教
化
の
力
に
あ
る
を
僧
ず
。
陳
し

て
こ
こ
に
い
九
り
、
余
は
お
ぽ
え
ず
涙
を
の

み
、
更
に
一
歩
を
進
め
て
い
わ
く
、
ゆ
え
に
余

も
し
わ
が
国
に
偏
り
九
ら
ば
、
誓
っ
て
こ
の
事

業
に
向
っ
て
微
力
を
尽
さ
ん
こ
と
を
欲
す
。
満

場
の
諸
君
、
余
が
赤
心
を
看
取
し
、

(
同
志
社
女
子
巾
.
高
校
教
頭
)

知
国
後
、
伺
志
社
大
学
設
立
の
運
動
を
す
る
に

あ
た
っ
て
、
新
島
先
生
は
当
時
の
模
様
を
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

「
思
う
に
わ
が
同
胞
三
千
余
万
、
将
来
の
安

に

MR. PETER PARKER




