
守
屋
山
は
、
下
諏
訪
町
の
北
西
部
に
あ
る
標

高
８
５
０
㍍
余
り
の
山
で
あ
る
。
諏
訪
湖
を
挟

ん
で
南
側
の
守
屋
山
麓
に
上
社
が
あ
り
、
北
側

に
下
社
が
あ
っ
た
。
上
社
は
そ
れ
ぞ
れ
本
宮

（
諏
訪
市
神
宮
寺
）
と
前
宮
（
茅
野
市
安
国
寺
）
、

下
社
は
秋
宮
（
下
諏
訪
町
上
久
保
）
、
春
宮

（
同
町
大
門
）
に
分
か
れ
て
い
た
。

諏
訪
大
社
は
、
上
社
が
建
御
名
方
命
、
下
社

た
け
み
な
か
た
の
み
こ
と

が
八
坂
刀
売
命
と
息
子
と
母
の
祭
神
を
祀
っ
て

や
さ
か
と
め
の
み
こ
と

い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

全
国
的
に
支
社
を
有
す
る
本
宮
の
諏
訪
大
社

と
い
え
ば
、
先
ず
御
柱
祭
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
御
柱
祭
は
、
七
年
目
ご
と
の
寅
と
申
の
年

に
行
わ
れ
る
。
出
雲
大
社
の
大
黒
柱
、
伊
勢
神

宮
の
心
柱
、
諏
訪
の
御
柱
が
日
本
三
大
奇
祭
と

言
わ
れ
て
い
る
。

「
式
年
造
営
御
柱
大
祭
」
は
信
濃
国
あ
げ
て

の
最
大
規
模
の
祭
り
で
、
起
源
は
約
千
二
百
年

前
の
平
安
時
代
ま
で
遡
る
。
上
社
と
下
社
に
分

か
れ
、
夫
々
四
月
に
山
出
し
祭
、
五
月
に
里
曳

き
祭
が
行
わ
れ
る
。
上
社
は
八
ケ
岳
・
御
小
屋

山
の
大
社
社
有
林
か
ら
、
下
社
は
霧
ケ
峰
に
近

い
下
諏
訪
町
東
俣
国
有
林
か
ら
、
い
ず
れ
も
直

径
四
尺
あ
る
樅
の
巨
木
を
切
り
出
し
て
曳
く
。

四
つ
の
社
の
幣
拝
殿
、
宝
殿
を
中
心
と
し
た
社

殿
の
四
方
、
正
面
に
一
之
、
二
之
御
柱
を
、
裏

手
に
三
之
、
四
之
御
柱
が
建
立
さ
れ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
こ
の
下
社
秋
宮
の
三
之
御
柱

は
、
堀
新
田
町
の
曳
子
が
ひ
い
た
御
柱
で
、
山

出
し
の
最
も
危
険
な
「
木
落
と
し
」
で
平
尾
郷

の
二
人
の
若
い
曳
子
が
六
十
五
石
の
御
柱
の
下

敷
き
に
な
り
、
圧
死
し
た
と
い
う
因
縁
付
の
御

柱
で
あ
っ
た
。
昔
か
ら
、
こ
の
曳
衆
が
樅
の
巨

木
に
跨
り
一
機
に
坂
を
下
る
「
木
落
と
し
」
は
、

御
柱
祭
の
最
大
の
呼
物
で
、
諏
訪
地
方
の
血
気

盛
ん
な
若
者
や
祭
り
好
き
の
壮
年
曳
衆
の
心
を

躍
ら
せ
る
光
景
で
あ
っ
た
。
毎
年
死
傷
者
や
怪

我
人
が
続
発
し
、
逸
話
も
絶
え
な
か
っ
た
が
、

怪
我
は
地
元
の
曳
子
に
と
っ
て
不
名
誉
と
さ
れ

た
。目

通
り
八
尺
二
寸
長
さ
十
二
間
と
い
う
太
さ

か
ら
し
て
当
然
、
下
社
秋
宮
の
神
社
正
面
に
相

応
し
く
、
二
之
御
柱
と
し
て
充
分
過
ぎ
る
程
の

御
柱
だ
っ
た
。
こ
の
血
を
吸
っ
た
因
縁
の
御
柱

の
地
面
か
ら
三
間
程
の
高
さ
に
、
く
っ
き
り
と

血
痕
が
残
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
今
で
は
そ

の
痕
跡
も
見
当
た
ら
な
い
。
人
間
二
人
の
死
傷

事
件
の
た
め
格
下
げ
と
な
り
、
三
之
御
柱
と
し

て
神
社
裏
手
に
曳
立
て
ら
れ
た
。
死
傷
と
い
う

不
名
誉
の
格
下
げ
を
、
堀
新
田
町
の
曳
子
が
残

念
が
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し

た
出
来
事
を
面
白
可
笑
し
く
口
伝
す
る
者
が
、

亡
く
な
っ
た
今
で
は
、
そ
う
し
た
土
地
の
逸
話

も
す
っ
か
り
風
化
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

守
屋
山
の
中
腹
の
上
社
本
宮
と
、
そ
れ
よ
り

東
側
よ
り
の
平
地
の
下
社
秋
宮
の
距
離
は
、
半

里
余
り
で
あ
っ
た
。
上
社
の
境
内
に
あ
る
展
望

台
か
ら
、
下
社
の
森
は
容
易
に
見
下
ろ
せ
た
。

下
社
か
ら
上
社
に
行
く
に
は
、
昭
和
十
六
年
に

完
成
し
た
堀
新
田
町
へ
通
ず
る
新
道
を
利
用
し

た
方
が
交
通
の
便
は
良
か
っ
た
の
だ
が
、
急
峻

な
石
段
を
登
っ
て
も
行
か
れ
た
。
新
道
と
は
、

迂
回
す
る
な
だ
ら
か
な
バ
ス
道
で
、
守
屋
山
入

口
の
停
留
所
で
バ
ス
に
乗
る
と
、
次
が
下
社
前

で
、
次
が
上
社
前
で
あ
っ
た
。

下
社
に
は
二
つ
の
社
が
り
、
四
月
十
五
日
の

春
宮
祭
、
十
月
十
五
日
の
秋
宮
祭
と
年
二
回
の

例
祭
が
行
わ
れ
た
。
夫
々
の
社
を
春
宮
、
秋
宮

と
人
々
は
呼
ん
で
い
た
。
古
く
は
、
例
祭
に
な

る
と
猪
鹿
の
頭
七
十
五
頭
を
俎
に
載
せ
て
、
神

殿
に
供
え
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
神
事
の

名
残
と
し
て
、
木
の
猪
鹿
の
頭
を
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
ず
つ
大
き
な
杉
の
俎
に
載
せ
神
殿
に
供
え
る
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儀
式
が
今
で
も
現
存
し
て
い
る
。

急
峻
な
石
段
は
下
社
裏
手
の
奥
ま
っ
た
三
之

御
柱
の
根
本
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
石
段
の
登

り
口
に
、
苔
生
し
た
鳥
居
と
祠
が
あ
っ
た
。
少

し
離
れ
て
欅
の
巨
木
が
あ
り
、
祠
の
傍
に
小
さ

な
藤
棚
が
あ
っ
た
。
欅
の
巨
木
に
圧
倒
さ
れ
、

隠
れ
る
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
た
た
め
、

地
元
の
人
達
で
す
ら
、
石
段
下
の
藤
棚
に
気
付

く
者
は
殆
ど
い
な
か
っ
た
。

こ
の
藤
は
、
華
や
か
な
長
い
花
房
こ
そ
な
い

が
天
然
自
生
の
若
い
山
藤
だ
っ
た
。
し
か
し
、

約
５
㍍
四
方
に
広
が
る
小
さ
な
藤
棚
の
下
に
入

る
と
、
命
を
育
む
若
い
鼓
動
が
聞
こ
え
て
く
る

よ
う
だ
っ
た
。

黒
澤
平
助
は
、
被
っ
て
い
た
麦
藁
帽
子
を
と

り
、
天
を
仰
ぎ
な
が
ら
シ
ャ
ツ
の
ボ
タ
ン
を
外

す
と
、
ば
た
ば
た
と
胸
に
風
を
入
れ
て
一
息
つ

い
た
。
風
が
微
か
に
あ
っ
た
。
微
か
な
風
で
あ
っ

た
が
こ
の
石
段
で
十
分
も
い
た
ら
、
汗
が
ひ
く

よ
う
な
気
が
し
た
。
石
段
を
登
っ
て
か
ら
、
こ

こ
が
略
下
社
と
上
社
の
中
間
と
思
わ
れ
る
あ
た

り
に
、
巨
大
な
綾
杉
が
あ
っ
た
。
神
功
皇
后
が

剣
の
鉾
と
杖
を
埋
め
、
そ
の
上
に
御
鎧
の
袖
に

挟
ま
れ
て
い
た
杉
の
葉
を
地
面
に
挿
し
て
目
印

と
し
た
も
の
か
ら
根
を
生
じ
、
巨
木
と
な
っ
た

も
の
だ
と
い
う
。

石
段
の
登
り
口
で
、
鳥
居
を
潜
り
五
十
段
も

行
く
と
、
そ
こ
で
石
段
が
途
切
れ
て
赤
い
ば
ら

ば
ら
と
し
た
砂
道
が
し
ば
ら
く
続
い
た
。
さ
ら

に
３
０
㍍
も
登
れ
ば
、
苔
の
付
着
し
た
石
段
が

再
び
現
れ
る
と
い
う
風
に
、
所
々
途
切
れ
途
切

れ
の
状
態
で
上
社
ま
で
続
い
た
。
で
も
、
昔
は

こ
の
石
段
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
ず
ー
と
上
ま

で
続
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
老
樹
木
が
枝
を

交
え
て
、
鬱
蒼
と
し
た
影
を
落
と
す
光
景
は
夏

に
は
涼
味
万
点
だ
が
、
春
秋
に
は
そ
れ
が
返
っ

て
一
抹
の
寂
寥
感
を
与
え
て
い
た
。

冬
に
は
、
枝
か
ら
ど
さ
ど
さ
と
音
を
立
て
て

落
下
す
る
雪
の
音
が
聞
こ
え
、
夏
に
は
麦
藁
帽

子
を
被
っ
た
土
地
の
子
供
達
が
捕
虫
網
を
持
っ

て
行
き
来
し
た
。

平
助
は
背
負
っ
て
い
た
リ
ュ
ッ
ク
を
下
ろ
し

て
、
石
段
の
途
切
れ
た
あ
た
り
で
小
休
止
し
た
。

眼
を
上
げ
る
と
ペ
タ
リ
と
夏
が
貼
り
付
い
て
来

た
。
高
い
杉
の
葉
末
が
夏
の
空
を
切
り
刻
ん
だ
。

天
界
の
愛
に
導
か
れ
て
、
蝉
の
声
が
降
っ
て
き

た
。
微
か
な
風
が
、
蝉
の
声
を
干
渉
さ
せ
て
其

処
だ
け
「
ワ
ア
ー
ン
」
と
唸
っ
て
い
た
。

石
段
と
平
行
す
る
小
川
の
急
な
流
れ
が
あ
っ

た
。
平
助
は
地
下
足
袋
を
脱
い
で
、
小
川
の
縁

に
腰
を
下
ろ
し
て
足
を
浸
し
た
。
汗
と
ほ
こ
り

で
ね
ば
っ
こ
い
足
の
指
の
股
が
生
き
返
っ
た
。

重
い
米
を
背
負
っ
て
き
た
疲
労
感
が
す
ー
と
抜

け
て
行
く
快
感
だ
っ
た
。
痺
れ
る
よ
う
な
快
感

が
、
指
の
股
か
ら
足
首
に
ま
で
じ
ん
と
伝
わ
っ

て
、
や
が
て
大
腿
か
ら
内
股
に
ま
で
這
い
登
っ

て
き
た
。

平
助
は
腰
の
手
拭
で
水
滴
を
拭
っ
て
地
下
足

袋
を
履
き
直
す
と
、
リ
ュ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
再

び
石
段
を
登
り
始
め
た
。
登
り
な
が
ら
、
額
を

ご
し
ご
し
と
手
で
擦
っ
た
。
擦
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
、
黒
い
垢
が
こ
ぼ
れ
落
ち
た
。
垢
は
生
き
て

い
る
自
分
の
証
な
の
だ
。
で
も
こ
の
垢
は
額
の

垢
な
の
だ
ろ
う
か
、
手
の
垢
な
の
だ
ろ
う
か
。

皮
膚
を
擦
る
と
こ
う
し
て
死
ん
だ
細
胞
が
こ
ぼ

れ
る
の
が
不
思
議
で
な
ら
な
い
。

急
に
風
が
止
ん
で
し
ま
っ
た
か
と
思
っ
た
。

汗
が
、
こ
れ
で
は
一
寸
も
蒸
発
し
や
し
な
い

じ
ゃ
な
い
か
。
風
が
止
む
と
や
は
り
暑
い
。
汗

は
、
こ
れ
で
も
蒸
発
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

風
の
神
様
、
一
寸
ば
か
し
吹
か
し
て
く
れ
よ
。

山
の
風
ソ
ヨ
リ
、
森
の
風
ソ
ヨ
リ
と
ね
。

時
折
、
思
い
出
し
た
風
が
、
身
体
の
深
い
内

部
か
ら
吹
き
出
物
の
よ
う
に
表
面
に
湧
い
て
出

た
汗
を
、
首
か
ら
腕
か
ら
、
お
で
こ
か
ら
鼻
か

ら
、
運
び
去
っ
て
行
っ
た
。
で
も
、
こ
れ
っ
ぽ
っ

ち
の
お
涙
風
じ
ゃ
、
心
地
良
い
と
ま
で
い
か
な

い
ん
で
ね
・
・
・
風
の
神
様
、
山
の
風
ソ
ヨ
リ
、

森
の
風
ソ
ヨ
リ
で
す
よ
。

平
助
は
、
山
の
風

ソ
ヨ
リ
、
森
の
風
ソ
ヨ
リ
と
口
の
中
で
、
繰
り

返
し
な
が
ら
調
子
を
付
け
て
登
っ
た
。
リ
ュ
ッ

ク
の
中
の
五
升
の
米
が
揺
れ
た
。

平
助
は
、
妙
に
か
ん
高
い
喚
声
を
耳
に
し
た

よ
う
に
思
っ
た
。
そ
れ
は
「
ウ
ワ
ー
」
で
も
け

れ
ば
「
キ
ャ
ー
」
で
も
な
い
。
獣
じ
み
た
叫
び
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に
も
聞
こ
え
る
し
、
生
ま
れ
た
て
の
赤
子
が
泣

い
て
い
る
様
に
も
聞
こ
え
た
。
一
人
の
声
が
聞

こ
え
て
き
た
と
思
う
と
、
次
に
は
大
勢
し
て
怒

鳴
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
思
う
に
昔
、

イ
ン
ド
か
何
処
か
で
捕
ま
っ
た
と
い
う
狼
少
年

は
、
き
っ
と
こ
ん
な
奇
声
を
発
し
な
が
ら
山
野

を
駆
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
金
属
的
な

響
き
か
と
思
う
と
、
人
な
つ
っ
こ
い
趣
も
あ
る
。

平
助
の
視
界
の
中
に
、
や
が
て
小
さ
く
そ
れ
で

い
て
強
い
緋
色
が
入
っ
て
き
た
。

石
段
の
上
方
に
緋
の
袴
を
付
け
た
巫
女
だ
と

思
っ
た
。
平
助
は
そ
の
声
の
主
が
、
発
狂
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
。
ひ
ど
く
烈
し

く
、
不
安
定
で
不
安
で
、
危
険
な
光
景
に
平
助

は
眼
を
凝
ら
し
た
。
燃
え
る
よ
う
な
緋
の
鮮
や

か
さ
に
、
平
助
は
狼
狽
し
た
。
そ
の
素
晴
ら
し

い
緋
色
は
、
素
早
く
動
き
一
瞬
た
り
と
も
止
っ

て
い
な
か
っ
た
。
ふ
ら
ふ
ら
と
左
右
に
動
い
た

か
と
思
う
と
、
次
の
瞬
間
に
は
も
う
前
後
に
動

い
て
い
た
。

平
助
は
極
度
の
近
眼
だ
っ
た
。
眼
鏡
を
掛
け

て
来
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
。
自
分
の
視

力
が
恨
め
し
か
っ
た
。
発
狂
し
た
巫
女
を
目
撃

す
る
と
い
う
、
劇
的
な
場
面
の
目
撃
者
に
な
れ

る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
平
助
は
、

今
に
も
緋
色
の
袴
に
足
を
縺
れ
さ
せ
な
が
ら
、

石
段
か
ら
転
げ
落
ち
て
く
る
巫
女
を
待
っ
た
。

そ
れ
は
、
子
供
達
の
一
団
だ
っ
た
。
他
は
全

部
白
い
ラ
ン
ニ
ン
グ
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
る
の
に
、

そ
の
不
思
議
な
子
だ
け
が
全
身
真
赤
だ
っ
た
。

そ
の
男
の
子
の
赤
が
、
大
勢
の
白
を
圧
倒
し
て

際
立
っ
て
い
た
。
お
手
製
の
真
赤
な
シ
ャ
ツ
を

着
て
、
こ
れ
ま
た
同
じ
生
地
の
短
い
パ
ン
ツ
を

穿
い
て
い
た
。
顔
立
ち
も
、
洗
練
さ
れ
た
都
会

風
の
面
立
ち
で
、
髪
の
毛
は
幾
分
カ
ー
ル
し
て
、

混
血
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
色
白
の
美
し
い

男
の
子
だ
っ
た
。
白
い
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
子
供
達

は
、
明
ら
か
に
土
地
の
田
舎
の
悪
童
ど
も
で
、

て
ん
で
に
赤
服
の
男
の
子
を
弄
り
な
が
ら
、
囃

し
た
て
て
い
た
。
そ
の
喚
声
が
、
空
中
を
突
き

抜
け
て
、
緑
の
木
々
の
間
に
木
霊
を
作
っ
て
甲

高
く
反
響
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

上
方
に
位
置
す
る
赤
服
の
男
の
子
の
方
を
振

り
仰
ぐ
と
、
悪
餓
鬼
ど
も
は
立
止
ま
っ
て
手
で

メ
ガ
ホ
ン
を
作
り
な
が
ら
下
方
か
ら
一
斉
に
叫

ぶ
。「

赤
、
赤
、
赤
ち
ゃ
ん
、
赤
ん
坊
！
」

「
赤

赤

赤
ち
ゃ
ん
」
と
や
っ
て
お
い
て

「
赤
ん
坊
―
」

と
引
っ
張
っ
て
、
更
に
そ
れ
を
二
三
回
呼
す

る
。「

ほ
ら
、
悔
し
い
か
。
」

「
悔
し
か
っ
た
ら
こ
こ
ま
で
来
い
！
」

そ
の
時
、
突
然
赤
服
の
男
の
子
が
泣
き
出
し

た
の
か
と
思
っ
た
。
そ
の
声
が
、
金
属
音
に
変

わ
っ
て
悪
餓
鬼
ど
も
の
頭
上
を
突
如
襲
っ
た
。

「
キ
ャ
ー
ン

キ
ー
！

オ
ー
ヒ
ャ
ー
」

そ
の
気
合
と
も
呪
文
と
も
つ
か
ぬ
奇
声
に
、

悪
餓
鬼
ど
も
は
、
く
る
り
と
背
を
向
け
て
一
目

散
に
駆
け
下
っ
て
き
た
。
も
う
安
全
と
思
わ
れ

る
所
で
立
止
ま
る
と
連
呼
し
た
。

「
赤
、
赤
、
赤
ち
ゃ
ん
、
赤
ん
坊
！
」

「
悔
し
か
っ
た
か
ら
此
処
ま
で
来
い
！
」

「
泣
き
た
い
か
ー
ほ
ら

泣
い
て
み
ろ
！
」

多
勢
に
無
勢
で
明
ら
か
に
形
勢
不
利
に
も
拘

ら
ず
赤
服
の
男
の
子
は
、
決
し
て
怯
ま
な
か
っ

た
。
怯
む
ど
こ
ろ
か
口
を
き
っ
と
結
び
、
小
さ

な
握
り
拳
で
威
嚇
し
た
。
都
会
っ
子
の
線
の
細

さ
は
微
塵
も
な
く
、
一
人
で
大
勢
に
対
峙
す
る

剣
幕
に
、
怯
ん
だ
の
は
む
し
ろ
田
舎
の
子
供
達

だ
っ
た
。

「
キ
ャ
ー
ン

キ
ー
！

オ
ー
ヒ
ャ
ー
」

赤
服
の
男
の
子
の
尋
常
で
な
い
気
迫
が
、
彼

等
を
凌
駕
し
た
か
ら
だ
。
男
の
子
の
あ
る
種
の

妖
気
が
、
彼
等
を
し
て
恐
怖
を
抱
か
せ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
集
団
で
な
く
て
は
対
抗
し
得
な

い
、
不
可
思
議
な
霊
気
を
漂
わ
せ
て
い
た
か
ら

だ
。
そ
の
奇
妙
な
金
属
的
な
奇
声
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
何
と
い
っ
て
も
全
身
赤
ず
く
め
の
服

か
ら
し
て
、
西
洋
の
小
悪
魔
の
化
身
の
よ
う
な

不
安
感
を
醸
し
出
し
て
い
た
か
ら
だ
。

悪
餓
鬼
ど
も
は
、
今
度
は
何
も
言
わ
ず
に
駆

け
下
り
て
く
る
と
、
突
然
他
人
の
出
現
に
気
付

い
て
一
様
に
警
戒
の
色
を
浮
か
べ
た
。
平
助
の

リ
ュ
ッ
ク
姿
に
気
付
か
な
か
っ
た
一
人
が
、
仲

間
に
小
突
付
か
れ
る
と
、
探
る
よ
う
な
目
付
き

で
平
助
を
み
て
照
れ
た
。
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「
赤

赤

赤
・
・
・
」

彼
等
は
そ
れ
ほ
ど
、
赤
服
の
妖
怪
に
集
中
し

て
い
た
。
平
助
を
男
の
子
の
新
手
の
庇
護
者
と

勘
違
い
し
た
の
か
、
悪
餓
鬼
ど
も
が
一
瞬
た
じ

ろ
い
だ
。

「
ど
う
し
た
ん
だ
！
」

平
助
は
、
彼
等
の
警
戒
心
を
解
く
精
一
杯
の

笑
い
顔
で
問
い
か
け
た
。

「
キ
ャ
ー
ン

キ
ー
！

オ
ー
ヒ
ャ
ー
」

赤
服
の
男
の
子
は
、
つ
ら
れ
て
足
を
止
め
た

が
、
怯
ん
だ
悪
餓
鬼
め
が
け
て
一
気
に
突
っ
込

ん
で
行
っ
た
。
そ
れ
は
行
者
の
唱
え
る
奇
妙
な

呪
文
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
た
。
田
舎
の
悪
童
は
、

弾
か
れ
た
よ
う
に
も
う
駆
け
に
駆
け
た
。
そ
の

男
の
子
の
奇
妙
な
呪
文
に
、
一
瞬
身
裡
に
悪
寒

が
走
り
、
そ
れ
が
鳥
肌
の
よ
う
に
皮
膚
の
表
面

に
飛
び
出
し
て
小
さ
な
ぶ
つ
ぶ
つ
を
作
る
の
を

平
助
は
意
識
し
た
。

赤
服
の
男
の
子
は
、
平
助
の
真
横
を
い
っ
さ

ん
に
駆
け
下
っ
た
。
大
き
な
赤
い
襟
の
広
が
り

が
、
こ
と
さ
ら
は
っ
き
り
と
見
え
た
。
猖
紅
熱

の
疫
病
神
が
、
翼
を
生
や
し
て
真
一
文
字
に
飛

ん
で
行
っ
た
。
膝
小
僧
丸
出
し
の
赤
い
パ
ン
ツ

の
男
の
子
は
、
さ
な
が
ら
獲
物
を
狙
い
、
風
切
っ

て
舞
い
下
り
る
緋
色
の
鷹
で
あ
っ
た
。
そ
の
後

姿
を
見
送
り
な
が
ら
、
小
さ
な
物
怪
の
世
界
か

ら
蘇
っ
た
か
の
如
く
平
助
は
「
ほ
ー
」
と
息
を

吐
い
た
。

下
社
秋
宮
の
例
祭
に
は
、
青
柴
を
大
き
く
積

上
げ
て
船
を
擬
し
た
輿
を
作
り
、
緋
と
紫
の
衣

を

ま

と

っ

た

祭

神

、

大

国

主

命

妃

、

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と
ひ

八
坂
刀
売
命
の
人
形
を
、
丈
夫
な
藤
の
蔓
で
括
っ

や
さ
か
と
め
の
み
こ
と

て
こ
の
柴
船
に
乗
せ
、
こ
れ
を
土
地
の
若
者
が

裸
で
担
ぎ
三
度
神
地
を
廻
っ
て
か
ら
、
こ
の
石

段
を
勢
い
よ
く
駆
け
上
が
っ
て
上
社
本
宮
に
入

る
神
事
が
あ
っ
た
。
こ
の
お
祭
り
は
「
お
船
祭

り
」
と
も
「
裸
祭
り
」
と
も
い
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
八
坂
刀
売
命
と
、
御
子
の
建
御
名
方

命
の
舟
遊
び
を
模
し
た
も
の
ら
し
く
、
青
柴
は

水
を
意
味
し
た
魔
除
で
あ
っ
た
。
神
事
は
、
下

社
の
祭
神
八
坂
刀
売
命
が
、
上
社
本
宮
の
祭
神

や
さ
か
と
め
の
み
こ
と

で
あ
る
建
御
名
方
命
の
も
と
に
逢
い
に
い
く
、

た
け
み
な
か
た
の
み
こ
と

即
ち
母
が
出
世
し
た
我
子
を
一
年
に
一
度
表
敬

訪
問
す
る
仕
構
に
な
っ
て
い
た
。
藤
蔓
と
言
え

ば
、
古
墳
時
代
に
は
、
石
棺
を
木
橇
に
載
せ
て

藤
の
蔓
で
曳
い
た
記
録
も
あ
る
と
言
う
が
、
実

際
「
御
柱
祭
」
の
御
柱
を
曳
く
場
合
に
も
、
丈

夫
な
こ
の
地
方
の
山
藤
の
蔓
が
使
わ
れ
て
い
た
。

昔
は
八
坂
刀
売
命
の
人
形
が
着
る
、
緋
と
紫

や
さ
か
と
め
の
み
こ
と

の
衣
装
は
毎
年
選
ば
れ
た
四
人
の
少
女
が
丹
精

込
め
て
縫
い
上
げ
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た
。
今
は

そ
の
習
慣
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
が
当
時
、
こ
の

縫
い
子
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
、
少
女
達
の
大
変

な
名
誉
で
あ
り
他
人
か
ら
羨
や
ま
れ
た
。
縫
い

子
は
殆
ど
皆
そ
の
年
の
内
に
嫁
と
し
て
迎
え
ら

れ
た
か
ら
だ
。
縫
い
子
の
条
件
は
、
容
姿
端
麗

で
あ
る
こ
と
は
無
論
の
こ
と
女
万
般
の
こ
と
が

優
れ
て
で
き
る
こ
と
が
必
須
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
て
結
婚
し
て
い
っ
た
少
女
達
が
、
全
て
幸
福

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
解
ら
な
い
。
町
を
去
っ
て

異
国
で
家
庭
を
持
っ
た
少
女
も
い
た
。
頭
も
良

く
、
器
量
良
し
で
あ
っ
た
か
ら
、
普
通
な
ら
約

束
さ
れ
た
人
生
を
送
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
反
っ
て
禍
と
な
っ
て
不
幸
に
も
亡
く
な
っ

た
少
女
も
い
た
の
で
あ
る
。

遠
く
か
ら
、
こ
の
衣
装
を
着
た
八
坂
刀
売
命

や
さ
か
と
め
の
み
こ
と

の
人
形
を
見
た
人
は
、
一
様
に
感
嘆
の
声
を
上

げ
た
。
柴
の
緑
の
中
に
衣
装
の
紫
が
溶
け
込
ん

で
、
緋
色
だ
け
が
く
っ
き
り
と
浮
い
て
見
え
た
。

近
く
で
み
る
と
、
柴
の
緑
と
衣
の
紫
が
は
っ
き

り
と
別
な
存
在
と
し
て
理
解
で
き
た
。
緋
色
と

柴
の
緑
は
色
彩
的
に
は
、
補
色
関
係
で
あ
る
か

ら
、
鋭
い
対
比
と
し
て
人
に
意
識
さ
せ
る
は
ず

な
の
に
、
人
形
の
顔
立
ち
も
あ
っ
て
か
衣
装
は

実
に
柔
ら
か
で
穏
や
か
に
見
え
た
。
そ
の
際
の

紫
は
控
え
め
に
、
緋
色
の
後
ろ
に
隠
れ
よ
う
と

す
る
。
ま
る
で
緋
色
を
、
前
に
押
し
出
そ
う
と

し
て
い
る
よ
う
だ
。
安
心
し
き
っ
て
頼
り
切
っ

た
緋
色
は
、
紫
の
中
で
す
く
す
く
と
育
ま
れ
て

い
る
よ
う
だ
。
紫
の
愛
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
の

だ
。石

段
を
登
っ
て
上
社
に
で
る
ま
え
に
、
平
助

は
も
う
一
度
鳥
居
を
潜
っ
た
。
出
た
場
所
は
上

社
の
側
面
で
あ
る
。
石
段
の
出
口
、
社
務
所
前
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の
藤
棚
を
丁
度
真
横
か
ら
眺
め
る
位
置
に
そ
の

鳥
居
が
あ
っ
た
。
こ
の
藤
棚
は
、
こ
の
界
隈
で

は
珍
し
く
盛
夏
に
咲
く
土
用
藤
だ
っ
た
。
新
道

か
ら
上
社
正
面
に
き
て
境
内
を
眺
め
て
も
、
こ

の
石
段
出
口
の
鳥
居
に
殆
ど
の
者
が
気
付
か
な

か
っ
た
。

「
宮
崎
さ
ん
！

米
持
っ
て
き
た
じ
。
」

神
社
裏
手
に
回
っ
て
平
助
は
、
社
務
所
の
ガ

ラ
ス
戸
を
開
け
て
中
へ
呼
掛
け
た
。
返
事
は
無

か
っ
た
。

「
宮
崎
さ
ん

宮
崎
さ
ん
！
」

平
助
は
、
か
っ
て
に
中
に
入
る
と
、
上
框
に

リ
ュ
ッ
ク
を
下
ろ
し
て
外
に
出
た
。
境
内
を
ぶ

ら
ぶ
ら
し
て
れ
ば
神
官
の
宮
崎
さ
ん
に
会
え
る

と
思
っ
た
。

宮
崎
さ
ん
は
、
上
社
十
五
代
目
の
神
官
で
あ

る
。
昔
上
社
に
は
神
官
も
巫
女
も
大
勢
い
た
が
、

今
は
神
官
三
人
に
減
り
巫
女
は
一
人
も
居
な
か
っ

た
。
た
だ
最
近
巫
女
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
少
女

を
雇
う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
宮
崎
さ
ん
は
、

神
官
の
く
せ
に
ペ
ン
ネ
ー
ム
「
御
子
柴
三
郎
」

名
で
小
説
な
ん
ぞ
も
書
い
て
い
て
、
諏
訪
の
同

人
仲
間
で
は
知
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
。
神
官
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
何
も
小
説
を
書
い
て
は
い
け

な
い
と
い
う
理
屈
は
無
い
が
、
坊
さ
ん
が
書
い

た
週
刊
誌
の
く
だ
ら
な
い
エ
ロ
小
説
を
読
ん
だ

り
す
る
と
、
神
官
の
小
説
が
気
に
な
る
の
だ
。

宮
崎
さ
ん
も
官
能
小
説
を
書
く
の
だ
ろ
う
か
と
、

飲
ん
だ
時
何
時
か
平
助
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

平
助
は
、
白
い
袴
と
薄
青
の
亜
麻
布
の
衣
服

を
着
て
い
る
宮
崎
さ
ん
が
好
き
だ
っ
た
。
神
官

姿
の
宮
崎
さ
ん
は
、
一
人
で
飯
を
食
っ
て
い
る

宮
崎
さ
ん
だ
っ
た
。
宮
崎
さ
ん
は
、
四
五
歳
に

も
な
っ
て
奥
さ
ん
も
居
な
い
。
だ
が
、
一
向
に

独
身
で
あ
る
こ
と
に
気
に
す
る
風
も
な
い
。
平

助
の
父
親
が
何
回
見
合
い
を
進
め
て
も
、
何
時

も
笑
っ
て
取
り
合
い
も
し
な
い
。
人
の
噂
で
は
、

失
恋
し
て
以
来
女
を
近
づ
け
な
い
の
だ
と
言
う

が
、
平
助
は
、
そ
れ
は
嘘
だ
と
考
え
る
。
そ
れ

が
証
拠
に
神
官
の
宮
崎
さ
ん
は
、
多
分
に
女
癖

も
悪
く
助
平
で
、
大
い
に
生
臭
か
っ
た
か
ら
だ
。

米
だ
っ
て
本
当
は
、
買
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
だ
が
、
中
々
金
を
払
っ
て
く
れ
な
い
。
平
助

の
父
親
は
、
神
官
長
を
し
て
い
た
宮
崎
さ
ん
の

御
祖
父
さ
ん
に
え
ら
く
お
世
話
に
な
っ
た
と
か

で
米
代
を
一
度
も
請
求
し
た
こ
と
が
無
い
。
平

助
の
父
は
、
宮
崎
さ
ん
の
書
く
小
説
を
何
時
も

最
大
級
の
賛
辞
で
誉
め
上
げ
た
。
諏
訪
か
ら
中

央
の
文
壇
に
殴
り
こ
み
を
掛
け
る
人
材
だ
と
も

言
っ
た
。
父
と
宮
崎
さ
ん
が
呑
ん
だ
時
に
、
そ

ん
な
父
の
賛
辞
に
お
構
い
な
し
に
、
酔
っ
ぱ
ら

う
と
必
ず
花
嫁
人
形
の
唄
を
歌
う
宮
崎
さ
ん
だ
っ

た
。《

金
襴
緞
子
の
帯
締
め
な
が
ら
・
花
嫁
御
寮

は
何
故
泣
く
の
だ
ろ
う
・
・
・
赤
い
鹿
の

子
の
振
袖
着
て
る
・
・
・
・
》

宮
崎
さ
ん
の
一
人
扶
持
位
の
米
な
ん
て
量
も

し
れ
て
い
る
と
平
助
は
思
っ
て
い
る
の
で
、
こ

う
し
て
五
升
の
米
を
持
っ
て
、
時
々
こ
の
石
段

を
登
っ
て
く
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
な
に
よ
り

も
、
平
助
は
宮
崎
さ
ん
の
話
が
面
白
か
っ
た
か

ら
だ
。

「
よ
お
ー
。
平
助
！
」

「
こ
ん
ち
わ
！
ご
無
沙
汰
で
。
」

「
何
時
帰
っ
て
き
た
？
」

「
お
と
と
い
。
」

「
お
前
の
親
父
に
聞
い
た
ら
夏
休
み
の
バ
イ

ト
で
帰
っ
て
来
ね
え
ず
ら
な
ん
て
言
っ
て

た
に
。
」

「
そ
の
積
り
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
。
」

「
や
っ
ぱ
諏
訪
は
良
ず
ら
。
東
京
と
違
っ
て
・
・
」

「
ま
あ
、
そ
う
言
う
こ
と
だ
い
ね
。
」

平
助
は
、
宮
崎
さ
ん
と
交
わ
す
久
し
振
り
の

信
州
弁
に
育
っ
た
者
だ
け
が
感
じ
る
親
し
み
を

覚
え
た
。

境
内
を
掃
除
で
も
し
て
来
た
の
か
、
手
に
箒

と
塵
取
を
提
げ
て
い
た
。
そ
こ
に
故
郷
に
帰
省

し
た
時
に
見
る
何
時
も
の
宮
崎
さ
ん
が
居
た
。

平
助
は
宮
崎
さ
ん
と
肩
を
並
べ
て
歩
い
た
。

石
段
を
上
り
詰
め
た
上
社
境
内
の
社
務
所
前

に
、
こ
の
界
隈
で
も
珍
し
い
藤
棚
が
あ
っ
た
。

通
常
藤
は
五
月
下
旬
ま
で
に
咲
く
の
が
普
通
だ

が
、
こ
こ
の
藤
は
七
～
八
月
の
季
節
は
ず
れ
の

盛
夏
に
咲
く
の
で
「
時
じ
き
藤
」
「
夏
藤
」
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「
土
用
藤
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
熱
帯
ア
ジ

ア
原
産
と
い
わ
れ
葉
は
厚
く
常
緑
で
、
濃
い
紫

の
花
が
上
向
き
の
円
錐
花
序
に
つ
い
て
い
た
。

蔓
性
の
低
木
の
マ
メ
科
の
植
物
を
藤
棚
に
仕
立

て
た
の
は
、
宮
崎
さ
ん
の
御
祖
父
さ
ん
だ
と
い

う
。
こ
の
夏
藤
、
別
名
紫
夏
藤
と
言
う
種
類
で

珍
重
さ
れ
、
地
元
婦
人
会
の
手
で
何
時
も
手
入

れ
が
行
き
届
い
て
い
た
。
毎
年
、
一
見
季
節
外

れ
に
思
え
る
夏
藤
を
愛
で
る
夏
藤
祭
り
が
開
催

さ
れ
る
の
で
、
訪
れ
る
人
も
結
構
多
か
っ
た
。

「
お
ま
え
、
で
か
く
な
っ
た
な
あ
。
」

「
そ
り
ゃ
そ
う
せ
、
何
時
ま
で
も
子
供
じ
ゃ

あ
る
め
い
し
。
」

「
親
父
さ
ん
よ
り
で
け
え
ず
ら
。
お
前
の
お

袋
さ
ん
、
で
か
か
っ
た
か
ら
な
あ
。
」

宮
崎
さ
ん
に
母
親
似
と
言
わ
れ
る
の
が
幾
分

恥
ず
か
し
か
っ
た
が
、
確
か
に
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
平
助
は
母
親
似
だ
っ
た
。

「
と
こ
ろ
で
ー

宮
崎
さ
ん
米
持
っ
て
き
た

じ
。
」

「
す
ま
ん
な
。
親
父
さ
ん
に
よ
ろ
し
く
。
」

「
そ
う
か
、
そ
ん
な
に
学
校
は
面
白
く
な
い

か
。
」

話
題
は
、
平
助
の
大
学
の
こ
と
に
移
っ
た
。

平
助
は
ニ
ヤ
リ
と
笑
い
な
が
ら
、
背
伸
び
し
て

力

説
し
た
。
本
当
は
、
口
で
言
う
ほ
ど
平
助

の
大
学
生
活
が
つ
ま
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
唯
宮
崎
さ
ん
に
そ
ん
な
風
に
話
す
こ
と
で

諏
訪
を
離
れ
て
東
京
に
行
っ
た
と
い
う
、
子
供

じ
み
た
優
越
感
を
感
じ
て
み
た
か
っ
た
だ
け
か

も
し
れ
な
い
。

「
大
学
に
は
、
シ
ャ
ン
な
女
の
子
は
居
る
か
。
」

「
学
校
に
か
い
？

冗
談
じ
ゃ
な
い
、
工
学

部
だ
も
ん

女
っ
気
な
ん
か
何
に
も
無
い

ぜ
。
」

「
そ
う
か
お
め
え
工
学
部
か
。
知
ら
な
か
っ

た
。
て
っ
き
り
、
お
ふ
く
ろ
譲
り
の
文
学

青
年
か
と
思
っ
て
た
が
・
・
」

「
も
っ
と
も
、
近
く
の
女
子
大
の
寮
に
、
仲

間
と
ス
ト
ー
ム
を
掛
け
に
い
っ
た
こ
と
は

あ
る
じ
・
」

「
こ
の
い
か
さ
ま
工
学
士
め
！

色
気
だ
け

は
一
人
前
に
な
り
や
が
っ
て
ー
」

手
に
し
た
塵
取
を
其
処
に
置
く
と
子
供
時
代

に
戻
っ
た
よ
う
に
、
箒
で
宮
崎
さ
ん
は
平
助
に

打
っ
て
掛
か
っ
た
。
平
助
は
笑
い
な
が
ら
、
身

を
か
わ
す
と
宮
崎
さ
ん
の
箒
の
刀
を
軽
く
い
な

し
た
。
宮
崎
さ
ん
と
一
緒
に
居
る
と
、
何
故
か

急
に
諏
訪
に
帰
っ
て
き
た
実
感
が
湧
い
て
き
た
。

宮
崎
さ
ん
は
、
藤
棚
の
掃
除
を
し
て
い
た
の
か

塵
取
に
紫
色
の
花
房
が
見
え
た
。

「
知
っ
て
い
る
よ
。
そ
の
男
の
子
な
ら
、
よ

く
知
っ
て
る
よ
。
」
」

「
知
っ
て
る
だ
か
い
？
」

社
務
所
の
宮
崎
さ
ん
は
、
き
っ
ぱ
り
と
し
た

口
調
の
後
、
回
想
す
る
よ
う
に
暫
し
黙
り
こ
く
っ

た
。「

・
・
・
・
・
」

「
あ
の
変
な
赤
服
の
気
の
強
そ
う
な
男
の
子
。
」

「
気
の
強
い
？
」

「
あ
あ
、
地
元
の
悪
た
れ
と
喧
嘩
し
て
た
じ
。
」

「
喧
嘩
っ
て
、
取
っ
組
み
合
い
か
？
」

「
い
い
や
、
口
喧
嘩
だ
。
五
人
を
相
手
に
だ

じ
、
宮
崎
さ
ん
！
」

「
そ
う
か
。
」

「
周
り
に
、
妖
気
が
漂
っ
て
い
る
よ
う
な
・
・
」

「
妖
気
？

妖
気
か
こ
り
ゃ
良
い
や
！
お
前

上
手
い
こ
と
を
言
う
な
。
」

宮
崎
さ
ん
は
突
然
、
平
助
の
形
容
に
大
口
開

け
て
笑
っ
た
。
平
助
は
、
宮
崎
さ
ん
の
そ
の
笑

い
の
中
に
自
嘲
め
い
た
寂
し
さ
を
感
じ
取
っ
た
。

宮
崎
さ
ん
は
、
赤
服
の
男
の
子
の
素
性
を
す
こ

し
喋
っ
た
が
、
肝
心
な
所
へ
来
る
と
口
篭
っ
た
。

宮
崎
さ
ん
の
そ
の
口
調
に
何
処
か
投
げ
や
り

な
、
然
も
語
気
鋭
い
も
の
が
あ
っ
た
。
平
助
は
、

赤
服
の
男
の
子
の
こ
と
を
も
っ
と
聞
き
質
し
た

か
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
踏
み
込
む
と
宮
崎
さ
ん

の
秘
密
に
触
れ
そ
う
な
気
が
し
て
聞
く
の
も
躊

躇
さ
れ
た
。
宮
崎
さ
ん
の
表
情
に
、
何
処
か
聞

き
出
す
こ
と
を
拒
む
気
配
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

平
助
は
、
あ
の
赤
服
の
男
の
子
と
、
白
い
神

官
姿
の
宮
崎
さ
ん
を
一
緒
に
想
像
し
た
。
男
の

子
は
夏
藤
の
下
で
、
一
人
赤
い
翼
を
生
や
し
て

境
内
を
飛
び
廻
り
、
傍
ら
で
そ
れ
を
じ
っ
と
静

観
す
る
宮
崎
さ
ん
が
い
る
。
宮
崎
さ
ん
が
、
小

悪
魔
か
猖
紅
熱
の
疫
病
神
の
庇
護
者
と
し
て
、

珍
し
い
そ
の
夏
藤
の
下
に
立
っ
て
い
る
姿
だ
っ
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た
。
そ
の
藤
棚
の
下
に
は
、
何
故
か
も
う
一
人

笑
い
な
が
ら
男
の
子
を
見
詰
め
る
端
麗
な
女
性

の
姿
を
想
像
し
て
い
た
。

平
助
は
、
そ
の
日
宮
崎
さ
ん
か
ら
ビ
ー
ル
を

呼
ば
れ
て
家
に
帰
っ
た
。

そ
の
日
は
午
前
中
か
ら
暑
か
っ
た
。

季
節
は
す
で
に
緑
滴
る
初
夏
を
通
り
越
し
て
、

ス
ッ
カ
リ
真
夏
の
気
配
が
し
た
。

平
助
は
、
石
段
の
冷
気
を
尻
に
感
じ
な
が
ら
、

本
を
読
ん
で
い
た
。
石
段
は
帰
省
し
た
時
の
、

平
助
の
書
斎
兼
昼
寝
の
場
所
だ
っ
た
。
夏
の
暑

さ
は
、
高
い
葉
末
の
空
間
に
舞
い
、
今
日
は
下

ま
で
降
り
て
来
な
か
っ
た
。
肌
に
上
に
ぺ
た
り

と
張
り
付
い
て
も
来
な
か
っ
た
。
蝉
の
声
の
み

賑
や
か
だ
っ
た
。

平
助
が
ふ
と
視
線
を
上
げ
る
と
、
こ
の
前
と

同
じ
石
段
の
上
方
に
緋
色
が
あ
っ
た
。
今
度
は

眼
鏡
無
し
で
も
巫
女
と
勘
違
い
す
る
こ
と
も
な

く
、
ま
た
赤
服
の
男
の
子
と
の
再
会
だ
と
直
感

で
き
た
。

喚
声
も
な
く
、
上
か
ら
降
る
よ
う
な
金
属
的

な
呪
文
も
な
い
の
だ
が
、
平
助
は
は
っ
と
し
て

自
分
の
心
臓
が
高
鳴
る
の
を
感
じ
た
。
見
上
げ

た
石
段
の
緑
の
向
こ
う
に
、
確
か
に
同
じ
緋
色

が
忽
然
と
浮
か
び
出
た
が
ど
う
や
ら
二
人
連
れ

だ
っ
た
か
ら
だ
。
平
助
が
子
供
の
頃
に
み
た
上

社
の
祭
り
の
緋
の
衣
装
、
あ
の
お
船
祭
り
の
青

柴
の
中
に
み
た
八
坂
刀
売
命
の
人
形
が
き
て
い

た
緋
の
色
だ
っ
た
。
暗
緑
色
の
背
景
の
中
か
ら
、

一
人
の
紫
衣
の
女
が
男
の
子
の
手
を
引
い
て
出

現
し
て
き
た
。
平
助
は
、
口
を
ぽ
か
ん
と
開
け

て
放
心
の
う
ち
に
二
人
を
意
識
し
た
。

薄
紫
色
の
日
傘
を
差
し
、
赤
服
の
男
の
子
が
、

一
人
で
石
段
を
下
り
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
石

段
で
脚
を
動
か
す
度
に
、
女
は
ち
ょ
い
ち
ょ
い

と
繋
い
だ
片
方
の
手
を
持
ち
上
げ
る
よ
う
に
し

て
い
た
。
紫
衣
の
女
が
横
に
居
る
こ
と
で
も
う
、

平
助
は
、
男
の
子
に
話
か
け
ら
れ
な
い
よ
う
な

気
が
し
た
。
は
た
し
て
猖
紅
熱
の
疫
病
神
、
小

悪
魔
な
の
か
、
そ
れ
と
も
毛
唐
と
の
あ
い
の
子

に
過
ぎ
な
い
の
か
・
・
。
も
っ
と
男
の
子
の
正

体
を
知
り
た
か
っ
た
だ
が
・
・
。

近
づ
い
て
き
た
紫
衣
の
女
は
、
感
嘆
の
言
葉

も
な
い
程
、
際
立
っ
て
美
し
か
っ
た
。
な
に
よ

り
も
そ
の
服
装
が
洗
練
さ
れ
、
明
ら
か
に
土
地

の
者
は
被
ら
な
い
広
幅
で
緑
色
の
帽
子
に
、
首

に
巻
い
た
白
い
ジ
ョ
ー
ゼ
ッ
ト
の
ス
カ
ー
フ
を

風
に
な
び
か
せ
な
が
ら
、
ノ
ー
ス
リ
ー
ブ
の
濃

い
紫
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
無
造
作
に
着
こ
な
し
て

い
た
。
上
背
は
幾
分
小
柄
だ
が
、
申
し
分
の
な

い
気
品
を
漂
わ
せ
、
日
本
人
と
し
て
は
珍
し
い

眼
窩
の
深
い
顔
立
ち
で
、
ナ
イ
ー
ブ
な
髪
の
毛

が
、
木
漏
れ
日
に
燃
え
る
よ
う
に
輝
い
て
い
た
。

男
の
子
の
切
れ
長
の
大
き
な
眼
は
、
そ
の
女
の

眼
と
酷
似
し
て
い
た
。
平
助
に
は
そ
の
紫
色
の

衣
装
を
着
た
女
は
、
母
親
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
な
の
だ
が
、
ま
る
で
紫
夏
藤
の
精
霊
の
よ
う

に
思
え
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
八
坂
刀
売
命
の
化

身
な
の
か
と
も
思
え
た
。
男
の
子
の
服
と
帽
子

の
赤
が
、
女
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
藤
色
の
紫
に
支

え
ら
れ
、
石
段
の
暗
緑
色
を
背
景
に
し
て
、
二

人
の
回
り
だ
け
が
、
木
漏
れ
日
に
映
え
て
ひ
と

際
鮮
や
か
に
オ
ー
ラ
を
発
し
て
輝
い
て
い
た
。

「
よ
い
し
ょ
！

よ
い
し
ょ
！
」

二
人
は
、
互
い
に
声
を
掛
け
合
い
な
が
ら
石

段
を
下
り
て
き
た
。
平
助
は
、
あ
た
か
も
崇
高

な
も
の
で
も
眺
め
る
よ
う
に
立
ち
上
が
っ
て
二

人
を
迎
え
た
。
藤
の
精
霊
を
眼
前
に
し
て
、
女

と
ま
と
も
に
目
が
合
わ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
赤

シ
ャ
ツ
と
赤
パ
ン
ツ
は
、
こ
の
前
観
た
時
と
同

じ
服
装
で
あ
っ
た
が
、
今
日
の
そ
の
男
の
子
は

加
え
て
少
女
の
被
る
よ
う
な
、
赤
い
帽
子
を
被
っ

て
い
た
。
で
も
男
の
子
は
穏
や
か
な
気
を
発
散

し
て
、
女
が
手
を
離
し
た
ら
、
翼
を
生
や
し
て

そ
の
ま
ま
飛
び
去
っ
て
行
き
そ
う
に
見
え
た
。

男
の
子
は
、
少
し
首
を
斜
め
に
し
て
、
気
恥
ず

か
し
そ
う
に
平
助
を
観
た
。
男
の
子
が
平
助
に

笑
い
掛
け
た
と
思
っ
た
の
は
、
錯
覚
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

平
助
は
半
ば
放
心
の
う
ち
に
緊
張
し
て
、
何

と
な
く
物
怪
め
く
二
人
を
神
々
し
く
見
送
っ
た
。

平
助
の
立
っ
て
い
る
位
置
か
ら
、
数
段
下
の
石

段
迄
い
っ
た
時
、
男
の
子
は
寄
り
添
う
女
を
見

上
げ
て
言
っ
た
。

「
お
か
あ
さ
ま
。
」

第２号 同 人 雑 誌 「胎動」 昭和３９年(1964)１１月発行

- 7 -



そ
う
い
う
と
、
男
の
子
は
再
び
照
れ
た
よ
う

に
平
助
に
顔
を
向
け
直
し
た
。
其
処
に
は
、
強

烈
な
妖
気
を
発
し
て
駆
け
下
っ
た
先
日
の
男
の

子
の
面
影
は
す
っ
か
り
失
せ
、
可
愛
い
そ
の
仕

草
は
母
親
に
甘
え
る
極
普
通
の
男
の
子
よ
う
に

観
え
た
。

「
こ
な
い
だ
の

お
に
い
ち
ゃ
ま
。
」

今
度
は
、
反
応
を
確
か
め
る
よ
う
に
探
る
よ

う
に
男
の
子
は
、
女
の
顔
と
平
助
を
見
比
べ
た
。

平
助
は
、
思
わ
ず
振
り
向
い
た
藤
の
精
霊
の

よ
う
な
女
を
拝
む
よ
う
に
深
々
と
会
釈
を
し
た
。

物
怪
め
い
た
女
が
軽
く
頷
い
て
会
釈
を
返
し

た
。
二
人
と
も
平
助
を
み
て
笑
っ
た
よ
う
に
見

え
た
。
奇
妙
な
二
人
連
れ
は
、
平
助
の
存
在
等

全
く
意
に
介
さ
ず
、
そ
の
ま
ま
ず
ん
ず
ん
石
段

を
下
り
て
行
き
、
忽
然
と
姿
が
見
え
な
く
な
っ

た
。平

助
は
、
心
の
裡
で

《
こ
な
い
だ
の
、
お
兄
ち
ゃ
ま
。
》

と
呟
い
て
み
た
。

急
に
身
体
中
が
こ
そ
ば
ゆ
く
な
っ
て
妙
に
嬉

し
か
っ
た
。
老
綾
杉
の
葉
末
か
ら
、
蝉
時
雨
が

石
段
に
降
っ
て
い
た
。

以
後
黒
澤
平
助
が
、
こ
の
石
段
で
妖
気
め
く

赤
服
の
男
の
子
と
、
藤
の
精
霊
の
よ
う
な
母
、

奇
妙
な
物
怪
母
子
二
人
連
れ
の
姿
を
み
る
こ
と

は
、
二
度
と
無
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
敢
え
て
こ

の
石
段
で
の
出
来
事
の
一
部
始
終
を
宮
崎
さ
ん

に
報
告
し
、
母
子
の
こ
と
を
問
い
質
す
こ
と
も

し
な
か
っ
た
。
平
助
は
大
学
最
後
の
帰
省
の
折
、

石
段
を
登
り
「
時
じ
き
藤
（
夏
藤
）
」
の
藤
棚

の
上
社
境
内
の
社
務
所
に
宮
崎
さ
ん
を
尋
ね
た

こ
と
が
あ
る
が
、
東
京
で
就
職
し
て
か
ら
は
、

殆
ど
諏
訪
に
戻
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

数
年
後
、
同
人
誌
〈
諏
訪
湖
〉
掲
載
の
御
子

柴
三
郎
作
の
小
説
「
赤
服
の
男
の
子
」
が
、
第

十
六
回
の
北
関
東
文
芸
家
協
会
の
最
優
秀
作
品

に
選
ば
れ
た
、
と
い
う
知
ら
せ
を
諏
訪
の
父
か

ら
受
け
た
。
父
か
ら
送
ら
れ
た
、
御
子
柴
三
郎

の
そ
の
作
品
を
読
ん
で
み
た
。
舞
台
は
諏
訪
の

御
柱
祭
で
私
小
説
だ
っ
た
。

祭
礼
の
衣
装
を
縫
う
縫
い
子
に
選
ば
れ
た
娘
は
、

仏
国
の
画
家
と
の
子
を
残
し
て
亡
く
な
る
の
だ

が
、
平
助
に
は
あ
る
意
味
、
宮
崎
さ
ん
の
妻
帯

し
な
い
理
由
が
理
解
で
き
た
。
前
段
か
ら
作
品

は
、
ど
ろ
ど
ろ
し
た
深
刻
な
男
女
の
愛
憎
劇
を

描
き
、
海
外
に
飛
ぶ
謎
解
き
に
な
っ
て
い
た
。

宮
崎
さ
ん
が
酔
う
と
必
ず
唄
っ
た
童
謡
「
花
嫁

人
形
」
が
、
小
説
に
も
描
か
れ
て
い
た
の
で
、

上
社
十
五
代
目
神
官
を
し
て
い
た
宮
崎
さ
ん
の

心
境
が
痛
い
程
良
く
分
か
っ
た
。

平
助
は
、
宮
崎
さ
ん
に
心
ば
か
り
の
祝
い
の

品
と
し
て
、
丸
善
で
モ
ン
ブ
ラ
ン
製
の
太
目
の

万
年
筆
を
購
入
し
て
贈
っ
た
。
丸
善
の
店
員
が
、

受
賞
祝
い
の
文
字
を
万
年
筆
に
彫
る
こ
と
を
進

め
た
の
で
「
祝
、
時
じ
き
藤
の
宮
崎
さ
ん
受
賞

記
念
」
と
彫
っ
て
も
ら
っ
た
。

万
葉
集
に
あ
る
大
伴
家
持
の
詩
を
思
い
出
し
た
。

わ
が
や
ど
の
時
じ
き
藤
の
め
ず
ら
し
く

今
も
見
て
し
か
妹
が
笑
ま
ひ
を

「
祝
、
物
怪
め
く
時
じ
き
藤
の
下
で
受
賞
」

と
本
当
は
彫
り
た
か
っ
た
の
だ
が
止
め
た
。

簡
単
な
宮
崎
さ
ん
の
礼
状
を
勤
め
先
で
受
理

し
た
が
そ
れ
以
来
、
四
十
年
後
の
今
日
ま
で
、

石
段
に
現
れ
た
物
怪
母
子
に
精
気
を
吸
い
取
ら

れ
て
か
、
宮
崎
さ
ん
の
作
品
が
中
央
文
壇
で
、

こ
れ
と
言
っ
た
何
か
の
賞
を
受
け
た
と
い
う
噂

を
、
黒
澤
平
助
は
一
度
も
聞
か
な
か
っ
た
。
で

も
、
毎
年
夏
が
く
る
度
に
、
社
務
所
前
で
時
期

は
ず
れ
に
咲
く
、
こ
の
「
時
じ
き
藤
」
の
藤
棚

の
事
を
平
助
は
想
い
出
し
て
い
た
。

女
性
の
老
い
や
死
を
単
独
孤
高
の
鋭
い
感
性

や
情
念
で
歌
い
上
げ
、
物
怪
の
霊
を
強
く
宿
し

た
俳
人

三
橋
鷹
女
の
句
に
夏
藤
を
詠
ん
だ
句

が
あ
る
。

夏
藤
や
お
ん
な
は
老
ゆ
る
日
の
下
に
・
・
鷹
女

平
成
十
六
年
・
甲
申
の
年
に
、
御
柱
祭
が
諏

訪
大
社
で
盛
大
に
実
施
さ
れ
た
。
き
っ
と
、
多

く
の
物
怪
の
群
れ
が
甦
っ
た
に
違
い
な
い
。
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