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訳
者
ま
え
が
き

本
稿
は
本
誌
九
巻
一
号
〔
昭
和
三
九
年
一
月
)

に
「
グ
リ
フ
ィ
ス
の
遺
稿
」
と
じ
て
紹
介
、
し
た
彼

の
三
編
の
未
刊
行
原
稿
の
一
つ
の
全
訳
で
あ
る
。

内
容
に
、
つ
い
で
は
、
新
し
い
事
実
は
あ
ま
り
見
出

し
得
な
い
が
、
明
治
四
年
の
藩
政
末
期
の
福
井
が

外
国
人
の
限
に
ど
の
よ
う
に
映
じ
た
か
を
知
る
貴

重
な
資
料
と
な
る
。

外
人
の
眼
と
い
う
と
と
を
意
識
し
て
も
ら
う
た

め
崎
西
洋
的
表
現
は
わ
ざ
と
直
訳
し
、
意
訳
は
し

な
い
乙
と
に
し
た
。
た
と
え
ば
「
法
廷
」
と
直
訳

レ
ぉ
「
白
州
」
と
意
訳
し
て
な
い
。
同
じ
理
出
で

彼
が
日
本
語
を
そ
の
ま
ま
ロ

i
マ
字
化
し
て
用
い

露

大
名
政
府

て
い
る
も
の
は
、
訳
文
で
は
片
か
な
で
記
じ
て
お

い
た
。
だ
か
ら
「
藩
ト
よ
訳
し
た
も
の
は
英
語
で

nHS
と
あ
り
、
「
ハ
ジ
」
と
訳
じ
た
も
の
は
ロ
ー
マ

字
で
宮
協
と
あ
る
乙
と
を
一
不
す
。
た
だ
地
名
人
名

等
で
あ
り
ふ
れ
た
も
の
、
た
と
え
ば
江
戸
・
福
井

、.4家
康
・
忠
直
な
ど
は
漢
字
に
な
お
し
て
あ
る
。

グ
リ
フ
ィ
ス
の
記
述
に
は
多
少
の
誤
り
や
不
正

確
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
訂
正
せ
ず
に
そ
の
ま
ま

訳
し
、
必
要
あ
る
と
き
は
註
を
付
け
た
。
〔
〕

内
の
註
は
訳
者
の
註
、
{
)
内
の
註
は
原
著
者

の
註
で
あ
る
。
グ
リ
フ
ィ
ス
の
原
稿
は
消
し
て
書

き
な
お
し
た
所
が
多
い
が
、
特
に
必
要
が
な
い
限

り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
註
記
せ
い
夕
、
添
削
さ

れ
た
新
し
い
方
の
文
章
を
訳
い
で
あ
る
。

グ
リ
ヲ
ィ
ス
の
原
稿
は
右
肩
に
一
五
三
か
ら
一

七
八
ま
で
の
番
号
が
付
い
て
い
忍
。
途
中
で
一
六

G
か
ら
一
七

O
に
番
号
が
ー
と
ん
で
い
る
。
じ
か
し

文
章
は
続
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
脱
落
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
七

O
の
下
半
分
と
一

七
一
の
上
部
が
切
つ
で
あ
る
。
乙
れ
も
文
意
は
続

い
て
い
る
。
原
稿
の
左
肩
に
一
か
ら
一
六
ま
で
の

番
号
が
付
い
で
い
る
。
こ
れ
は
右
一
肩
一
番
号
一
五
八

の
シ

l
ト
だ
け
番
号
を
付
け
落
し
て
い
る
。
従
っ

て
実
際
は
み
な
で
一
七
枚
あ
る
。

原
稿
は
グ
リ
フ
ィ
ス
に
よ
っ
て
清
書
さ
れ
た
と

1 1の6

み
え
て
、
美
じ
い
字
で
読
み
や
す
〈
章
一
聞
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
推
敵
し
て
行
聞
に
加
筆
し

た
部
分
は
、
字
が
小
さ
い
上
に
乱
筆
で
、
は
な
は

だ
読
み
に
く
い
。
行
聞
の
書
き
こ
み
の
更
に
行
聞

に
書
い
た
部
分
な
ど
は
、
虫
め
が
ね
で
の
ぞ
い
て

も
判
読
困
難
で
あ
る
が
、
幸
に
し
で
ど
ラ
や
ち
読

解
で
き
た
。

東
京
大
学
史
料
編
さ
ん
所
の
金
井
闘
氏
も
本
稿

の
訳
文
を
本
誌
に
寄
せ
白
れ
た
が
、
♂
私
の
訳
文
の

あ
る
こ
と
を
知
り
、
快
く
発
表
を
私
に
ゆ
ず
っ
て

下
さ
っ
た
上
、
氏
の
訳
文
を
も
自
由
に
参
照
し
て

よ
い
旨
の
乙
と
ば
を
い
た
だ
い
た
o

こ
と
に
記
し

て
深
く
感
謝
の
意
そ
表
す
る
。

あ
る
ダ
イ
ミ
百
ワ
の
政
府

わ
た
し
が
そ
乙
で
過
す
運
命
と
な
っ
た
越
前

は
ブ
ホ
シ
ド
〔
本
土
〕
の
西
岸
近
江
と
加
賀
の
間

に
あ
る
美
し
く
豊
か
な
州
で
あ
る
。
古
く
は
、
首

府
の
北
方
海
と
山
と
の
間
に
あ
る
こ
の
地
方
を
、
一

通
過
あ
る
い
は
越
え
る
と
い
う
意
味
の
原
語
で
ヨ

シ
と
称
じ
た
。
ミ
カ
ポ
の
支
配
が
広
が
る
に
つ

れ
、
コ
シ
は
三
つ
の
エ
テ
に
区
分
さ
れ
た
。
ェ
チ

ゼ
シ
、
エ
ッ
チ
ュ
イ
〔
原
文
の
ま
ま
〕
、
ェ
チ
ゴ
ー

す
な
わ
ち
コ
シ
の
前
、
t

コ
シ
の
中
、
、
コ
シ
の
後
芝

あ
る
。
エ
チ
，
は
コ
シ
と
同
義
の
漢
語
で
あ
る
。
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越
前
は
十
二
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
ま
で
戦
場
で

あ
っ
た
'
。
乙
の
地
で
信
長
の
父
が
生
れ
、
秀
吉
と

家
康
が
戦
い
、
朝
倉
、
一
柴
田
、
新
国
が
死
ん
だ
。

乙
亡
で
有
ド
名
な
僧
泰
澄
と
道
元
が
最
初
の
日
の
光

を
見
一
〔
生
れ
〕
、
こ
こ
で
偉
大
な
宗
派
が
創
立
さ

れ
ケ
ゼ
ン
の
最
初
の
寺
院
が
建
て
ら
れ
た
。

ζ

の

地
に
は
、
反
対
宗
派
と
血
み
ど
一
ろ
の
戦
闘
を
た
た

か
い
、
、
つ
い
で
信
長
に
敵
対
し
て
軍
隊
を
送
っ
た

最
大
の
僧
院
の
こ
つ
が
建
っ
て
い
る
。
歴
史
的
関

連
の
最
終
か
っ
最
大
の
も
の
と
し
て
、
越
前
は
「

天
mw乎
』
ケ
イ
タ
イ
・
テ
ン
ノ
ゥ
、
西
暦
五

O
七

か
ら
五
こ
=
ま
で
統
治
し
た
第
二
十
六
代
の
ミ
カ

ド
を
産
ん
で
い
る
。

家
康
は
越
前
を
そ
の
長
男
秀
康
に
七

O
万
コ
ク

の
歳
入
を
も
っ
て
与
え
た
。
当
時
首
都
は
キ
タ
ノ

シ
ョ
ウ
(
北
の
邸
宅
)
と
い
う
不
吉
な
意
味
の
ζ

と
ば
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
北
は
平

時
に
は
邪
悪
な
影
響
が
、
戦
時
に
は
敗
北
が
起
り

や
す
い
方
向
で
あ
る
。
城
の
中
に
清
く
甘
い
水
の

わ
く
深
い
井
戸
を
発
見
し
、
そ
れ
を
吉
兆
と
し
て

受
取
っ
た
の
で
F

彼
は
乙
の
市
を
フ
ク
J

介
入
吉
兆

の
井
一
戸
、
シ
幸
福
な
井
戸
内
祝
福
の
井
戸
川
と
命
名

し
た
川
そ
れ
か
白
域
は
大
タ
的
に
F

拡
張
さ
れ
強
化

窓
札
室
、
-
圏
内
で
最
強
の
域
の
一
っ
と
考
え
ら
れ

で
ν
川
町
た
い

o

t

い

に

彼
の
む
す
こ
忠
直
は
、
若
い
こ
ろ
勇
敢
な
戦
士

で
あ
っ
て
、
家
康
が
一
六
一
五
〔
元
和
元
年
〕
オ

l
ザ
カ
〔
大
阪
〕
域
を
包
囲
攻
撃
し
た
と
き
、
城

壁
を
よ
じ
登
っ
て
一
番
乗
り
を
し
た
人
で
あ
っ

た
。
彼
は
自
ら
の
手
で
多
数
の
敵
を
殺
し
た
。
し

か
し
彼
は
晩
年
ひ
ど
く
邪
悪
に
な
り
、
人
民
を
す

こ
ぶ
る
残
忍
に
取
扱
っ
た
。
乙
の
州
の
一
般
的
な

案
内
書
で
あ
り
か
っ
地
名
辞
典
で
あ
る
エ
チ
ゼ
ン

.
メ
イ
セ
キ
コ
!
日
越
前
国
名
蹟
考
〕
ー
と
い
う
十
二

巻
の
書
に
は
、
越
前
家
に
不
利
な
と
と
は
何
ど
と

も
発
表
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
民
衆

は
彼
の
残
忍
さ
に
つ
い
て
多
く
の
伝
説
を
保
持
し

て
い
た
。
わ
た
し
は
伝
説
か
ら
彼
の
残
忍
さ
に
つ

い
て
知
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

忠
直
は
あ
る
と
き
狩
り
に
出
て
空
中
高
く
あ
る
美

し
い
女
の
幻
影
を
見
た
。
彼
女
は
忠
直
を
非
常
に

魅
惑
し
た
の
で
、
彼
は
使
者
を
越
前
の
す
べ
て
の

部
分
に
派
遣
し
て
、
幻
影
の
本
人
を
探
さ
せ
た
o

人
相
書
そ
っ
く
り
の
無
比
の
魅
力
を
も
っ
女
が
田

野
を
歩
い
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
、
公
の
も
と
に

連
れ
て
乙
ら
れ
、
彼
の
妾
に
さ
れ
た
。
彼
女
は
人

聞
の
女
性
の
形
を
し
た
悪
魔
で
あ
る
乙
と
が
後
で

わ
か
っ
た
。
彼
女
は
自
分
の
主
人
に
た
く
さ
ん
の

邪
悪
な
行
為
を
す
る
よ
う
に
吹
き
こ
ト
ん
だ
。
彼
は

自
分
の
万
で
罪
人
や
け
も
の
を
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り

刻
む
こ
と
に
異
常
な
情
熱
を
も
っ
た
。
彼
の
最
高

の
喜
び
は
妊
娠
し
た
女
を
一
切
裂
い
で
胎
児
の
細
部

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
乙
の
乙
と
や

そ
の
他
の
す
べ
て
の
悪
事
に
お
い
て
彼
の
妾
イ
ツ

パ
グ
が
彼
を
そ
そ
の
か
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
越

前
の
無
学
な
農
夫
は
、
オ

l
、
ザ
カ
で
殺
さ
れ
て
死

ん
だ
戦
士
た
ち
の
裳
が
、
乙
の
女
イ
ツ
パ
ク
の
中

に
は
い
り
、
彼
女
を
送
っ
て
越
前
家
門
忠
直
を
消

し
て
越
前
家
と
ち
で
あ
る
o
u

を
誘
惑
し
、
あ
ざ
む

き
、
呪
わ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の

た
め
に
復
讐
し
た
と
信
じ
て
い
た
。

福
井
城
の
苔
む
し
て
草
茂
げ
る
あ
る
部
分
〔
お

す
み
や
ぐ
ら
の
部
分
〕
は
い
つ
も
閉
ざ
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
乙
は
イ
ツ
パ
タ
の
亡
霊
が
か
く
れ
て
い
る

場
所
で
あ
る
と
わ
た
し
は
指
さ
し
教
え
ら
れ
た
。

乙
之
へ
は
誰
も
あ
え
て
は
い
ろ
う
と
し
な
か
っ

た
。
民
衆
の
い
う
と
乙
ろ
に
よ
る
と
、
数
年
前

〔
わ
た
し
が
到
着
す
る
前
と
あ
っ
て
消
し
て
あ
る
。
〕

公
は
強
く
勇
じ
い
男
を
送
っ
て
ζ

の
薄
暗
い
隅
を

夜
間
見
張
ら
せ
た
。
長
く
待
っ
た
後
、
彼
は
真
夜

中
に
美
し
い
女
が
塔
か
ら
現
わ
れ
、
湿
っ
て
草
の

茂
っ
て
い
る
防
畳
の
上
を

L
、
ず
し
ず
と
歩
む
の
を

見
た
。
彼
の
そ
ば
を
通
る
と
き
、
彼
女
は
自
分
が

イ
ツ
パ
ク
の
魂
で
あ
る
と
い
い
、
も
し
彼
が
彼
女
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を
見
た
こ
と
を
誰
か
に
話
す
な
=
り
ば
、
た
だ
ち
に

死
ぬ
で
あ
ろ
う
と
い
っ
た
。
そ
の
と
き
彼
は
、
彼

女
の
背
中
が
ゾ
ッ
と
す
る
よ
う
な
、
ネ
パ
、
不
パ
し

た
怪
物
の
背
中
で
あ
る
乙
と
を
知
っ
た
。
翌
朝
彼

は
忠
義
心
か
ら
、
彼
の
見
聞
し
た
こ
と
を
公
に
話

し
た
。
数
週
間
後
彼
は
死
ん
だ
。
一
般
の
民
衆
と

子
供
は
、
彼
の
死
は
か
の
霊
に
よ
る
も
の
で
、
彼

が
霊
の
警
告
を
無
視
し
た
か
ら
で
あ
る
と
信
じ
て

い
た
。

忠
直
の
失
政
、
暴
虐
お
よ
び
悪
行
に
対
し
、
シ

ョ
ウ
グ
ン
は
越
前
家
の
最
初
の
子
孫
を
罰
し
て
、

そ
の
歳
入
を
半
分
以
上
へ
ら
し
、
三
十
二
万
五
千

コ
ク
だ
け
と
し
、
州
の
他
の
部
分
を
従
属
す
る
、
ダ

イ
ミ
ョ
ウ
に
割
当
て
た
。

越
前
家
の
十
七
人
の
君
公
が
一
六

O
一
〔
慶
長

六
年
〕
か
ら
一
八
七
二
〔
明
治
五
年
〕
ま
で
福
井
で

統
治
し
た
。
乙
の
家
系
の
十
四
代
田
〔
正
し
く
は

十
六
代
目
〕
で
か
つ
わ
た
し
の
日
本
在
住
の
全
期

聞
を
通
じ
て
わ
た
し
の
特
別
の
友
人
で
あ
っ
た
人

〔
慶
永
〕
は
、
一
八
六

O
〔
一
八
五
八
の
誤
り
〕
江

戸
で
摂
政
〔
大
老
〕
井
伊
に
よ
っ
て
不
興
を
蒙
っ

た
人
で
あ
り
、
復
職
し
て
最
高
長
官
〔
政
事
総
裁

職
〕
に
な
っ
た
と
き
、
ダ
イ
ミ
ョ
ウ
の
家
族
を
人

質
と
し
て
江
戸
に
置
く
習
慣
を
廃
止
し
、
ガ
マ
リ

エ
ル
流
の
議
論
で
キ
リ
ス
ト
教
の
許
容
を
弁
護
し

杉
原

大
名
政
府

た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
書
き
、
王
政
復
古
に
導
く
諸

事
件
に
き
わ
だ
っ
て
異
彩
を
放
ち
、
し
ば
ら
く
の

聞
東
京
に
お
い
て
大
学
の
首
席
評
議
員
〔
大
学
別

当
〕
で
あ
り
教
育
長
官
〔
侍
講
〕
で
あ
っ
た
人
で

あ
る
。
彼
は
外
国
思
想
の
導
入
に
お
け
る
指
導
者

の
ひ
と
り
で
あ
り
、
ま
た
ミ
カ
ド
の
個
人
的
な
思

顧
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
一
八
七

O
〔
明
治
三

年
〕
わ
た
し
が
彼
に
あ
っ
た
と
き
、
彼
は
イ
ン
キ

ョ
す
な
わ
ち
東
京
の
邸
宅
に
隠
退
し
て
い
た
。
彼

は
、
彼
の
階
級
の
中
で
ま
さ
に
も
っ
と
も
有
能
な

人
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
偉
大
な
個
人
的
重
要
性
を

も
っ
ダ
イ
ミ
ョ
ウ
は
ま
こ
と
に
数
少
い
が
、
そ
の

ひ
と
り
で
あ
る
と
い
う
評
判
を
も
っ
て
い
た
。
わ

た
し
が
最
初
に
到
着
し
た
と
き
面
接
し
た
現
職
の

ダ
イ
ミ
ョ
ウ
〔
茂
昭
〕
は
、
福
井
に
お
け
る
封
建

的
統
治
者
の
家
系
の
第
十
七
代
で
し
か
も
最
後
の

人
で
あ
っ
た
。
彼
は
も
と
フ
ダ
イ
〔
譜
代
〕
と
し

て
越
後
の
糸
魚
川
の
小
さ
な
領
土
を
一
万
コ
ク
の

歳
入
を
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

一
八
六
五
〔
慶
応
元
年
〕
そ
の
お
じ
を
相
続
し

た
地
域
的
貴
族
名
鑑
〔
武
鑑
の
こ
と
か
。
〕
に
お
い

て
、
越
前
分
家
松
平
、
す
な
わ
ち
徳
川
家
族
と
い

わ
れ
て
い
る
越
前
家
、
を
創
始
し
た
家
康
の
長
男

〔
秀
康
〕
の
子
孫
は
一
八
六
二
〔
文
久
二
年
〕
現
在

で
次
の
と
お
り
で
あ
る
o

サマ デ7 シマエマ ミマ

ドツワツ ツチ、ノカ、ノ
名
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イ イ エ エ
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領
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チ て<'
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国

モ モ コ ン カ

ヒ て7 イ フ ツ
ト 都

ロ ツ イ ク ヤ
ガ 市

セ エ ワ イ てF

コ
ク
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カ

モ

ン

マ

ツ

ダ

イ

ラ

エ
ッ
チ
ユ
ウ
ノ
シ
ン

マ

ツ

ダ

イ

ラ

ヤ

マ

ト

ノ

カ

ミ

カ
モ
ン

マ

ツ

ダ

イ

ラ

ヒ
ョ
ウ
。
フ
ノ
タ
イ
ユ

カ

モ

ン

J
a
R
ツ
モ

カ

シ

モ

一O
、
0
0
0

ム
サ
シ

カ
ワ
ゴ
エ

一七

O
、
0
0
0

一O
O
、
0
0
0

ハ
リ
マ

ア

一
人
七
二
〔
明
治
五
年
〕
以
前
に
越
前
国
で
保
有
さ
れ
て
い
た
封
土
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

サオ ドア"7 "7 
うま ツ

カサ ナダ
ワ イ ダ

イ フ イマベラ イ
、、、

ヨ

ウサノ ヒ シエ ウ

キエ ュモ チ の
ト

ゥ 7ゼ 名とヨモ

ウ ンノ ガカ ン
称τ仁ヨコ

ノノカノ ミ宙文 ノ
スス カ 3ヵ
ケケ 、、、 ミ、〕のミ、

フヲフフフ コ
地

ダダ夕、、夕、、ダク

イ イ イ イ イ シ 位

ツカオマサフ
都

jレ、、'/ ノオレ /、" !l 
ヤ

市ガマノ カエイ

一O 二二四0 五0 五0 二0 収

、、、、、、

0 七 0 0 0 0 0 0 0 七 000
0 七 000 入

コ
ク

越
前
に
は
そ
の
ほ
か
シ
ョ
ウ
グ
ン
政
府
に
属

し
、
ブ
ニ
ョ
ウ
(
知
事
)
〔
奉
行
〕
の
管
理
下
に

あ
る
ホ
ン
ボ
〔
本
保
〕
と
い
う
小
さ
い
村
が
あ

る
。
数
人
の
ハ
タ
モ
ト
も
ま
た
五
百
コ
ク
以
上
の

収
穫
を
も
た
ら
す
土
地
を
保
有
し
て
こ
の
固
に
住

ん
で
い
た
。
越
前
と
そ
の
各
部
分
の
封
土
地
図

は
、
他
の
国
に
つ
い
て
も
わ
か
り
や
す
い
観
念
を

与
え
る
。
す
べ
て
の
国
は
、
多
か
れ
少
か
れ
、
こ

の
よ
う
に
分
割
さ
れ
て
い
た
。
越
前
全
国
に
は
、

端
数
を
ま
る
め
て
、
九
万
七
千
の
家
、
ほ
ぼ
五
十

万
の
人
、
千
五
百
の
仏
教
寺
院
、
三
百
五
十
の
シ

ン
ト
ウ
の
社
が
あ
っ
た
。
両
陛
の
数
は
ほ
と
ん
ど

同
じ
で
あ
り
、
公
式
文
書
で
は
、
そ
の
差
は
わ
ず

か
八
人
で
、
女
佐
の
方
が
多
い
。

日
本
の
大
都
市
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
域
を

も
っ
ダ
イ
ミ
ョ
ウ
の
首
都
で
あ
り
、
同
じ
モ
デ
ル

に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
て
い
る
。
村
に
お
け
る
庶
民

の
唯
一
の
階
級
は
ハ
ヤ
ク
シ
ョ
ウ
〔
原
文
の
ま
ま
〕

す
な
わ
ち
農
民
で
あ
り
、
町
に
は
チ
ョ
ウ
ニ
ン
す

な
わ
ち
町
人
、
商
工
階
級
か
ら
構
成
さ
れ
、
僧
侶

と
通
常
は
き
わ
め
て
少
数
の
サ
ム
ラ
イ
を
含
む
市

民
、
が
住
ん
で
い
る
。
ダ
イ
ミ
ョ
ウ
の
首
都
、
す

な
わ
ち
城
の
あ
る
都
市
に
は
、
そ
の
藩
の
サ
ム
ラ

イ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
住
ん
で
い
た
。
市
民
が

い
く
つ
か
の
明
確
に
特
徴
付
け
ら
れ
た
社
会
層
ま

た
は
階
級
に
分
か
れ
て
い
た
ご
と
く
、
都
市
自
体

も
同
様
に
各
階
級
を
区
分
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ

て
い
た
。
か
く
て
、
ダ
イ
ミ
ョ
ウ
、
そ
の
閣
員
と

家
来
、
サ
ム
ラ
イ
階
級
の
す
べ
て
、
は
都
市
の
大

き
い
部
分
、
主
と
し
て
城
の
周
囲
を
占
拠
し
て
い

た
。
チ
ョ
ウ
ニ
ン
す
な
わ
ち
町
人
は
別
の
大
き
な

区
画
を
、
僧
侶
と
寺
院
は
他
の
区
画
を
、
農
民
は

市
の
一
部
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
市
の
近
く
に
あ
る
郊

外
の
村
を
、
そ
れ
ぞ
れ
占
拠
し
て
い
た
。
福
井
で

は
川
に
面
し
た
通
り
に
エ
タ
と
呼
ば
れ
る
軽
蔑
さ

れ
た
賎
民
が
住
ん
で
い
た
。
彼
ら
は
皮
を
つ
く
り

加
工
し
て
い
た
。

ζ

じ
き
は
全
部
で
百
人
ほ
ど
い
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る
が
、
橋
の
下
の
河
原
で
寝
て
い
た
。

福
井
藩
の
サ
ム
ラ
イ
は
、
朝
倉
、
柴
田
、
新
国

に
従
っ
た
中
世
の
古
い
戦
士
の
子
孫
、
ま
た
は
秀

康
の
家
来
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
数
は
↓
八
七
一

〔
明
治
四
年
〕
に
お
い
て
約
三
千
家
族
で
あ
っ
た
。

少
数
の
者
の
収
入
は
千
か
ら
三
千
コ
ク
の
間
に
あ

り
、
多
数
の
者
が
千
と
百
の
間
に
あ
っ
た
。
し
か

し
大
部
分
は
百
か
ら
二
十
を
受
取
り
、
さ
ら
に
一
一

十
コ
ク
か
ら
五
コ
ク
へ
と
収
入
は
薄
く
な
っ
て
い

た
。
こ
れ
で
は
か
ろ
う
じ
て
生
計
を
た
て
て
い
る

と
い
う
み
す
ぼ
ら
し
い
誇
り
と
困
窮
し
た
体
商
を

助
け
る
だ
け
の
薄
給
で
あ
る
o

一
八
六
八
〔
明
治

元
年
〕
の
戦
争
中
に
兵
士
を
召
集
す
る
た
め
庶
民

の
数
を
調
べ
た
と
き
、
七
千
の
戦
士
が
、
福
井
藩

の
最
大
限
の
割
り
当
て
と
し
て
計
上
さ
れ
た
。

少
数
の
サ
ム
ラ
イ
の
家
族
、
二
十
ま
た
は
四
十

家
族
、
は
城
郭
外
の
市
の
適
当
な
部
分
に
住
ん
で

い
た
。
し
か
し
固
有
の
サ
ム
ラ
イ
区
画
は
城
の
中

に
あ
っ
た
。
こ
の
主
要
な
境
界
標
を
理
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
は
福
井
で
た
や
す
く
道
を
見

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
乙
で
は
住
居
は
ヤ
シ

キ
す
な
わ
ち
か
や
ま
た
は
瓦
ぶ
き
の
家
の
列
で
あ

る
o
そ
れ
は
墜
に
よ
っ
て
、
た
い
て
い
は
竹
の
き

れ
い
な
垣
ま
た
は
ひ
ば
の
生
け
垣

K
よ
っ
て
、
広

い
街
路
か
ら
区
切
ら
れ
た
庭
を
も
っ
て
お
り
、
静

杉
原

大
名
政
府

か
で
は
あ
る
が
、
市
の
ひ
じ
よ
う
に
き
れ
い
で
美

し
い
部
分
で
あ
っ
た
。
街
路
は
ま
っ
す
ぐ
で
あ
っ

て
、
通
常
は
羅
針
盤
の
相
対
す
る
其
本
方
位
〔
東

西
お
よ
び
南
北
の
と
と
〕
に
走
っ
て
い
た
o

各
街
路

の
一
方
の
側
に
、
家
の
前
を
、
純
粋
で
澄
ん
だ
山

水
が
三
な
い
し
六
フ
ィ
ー
ト
は
ば
で
石
の
岸
の
聞

を
流
れ
て
い
た
。
こ
の
区
画
〔
サ
ム
ラ
イ
区
画
〕
で

は
威
厳
の
あ
る
サ
ム
ラ
イ
、
身
な
り
の
よ
い
若
い

婦
人
、
ま
た
は
美
し
い
子
供
と
そ
の
下
女
の
ほ
か

は
、
ま
れ
に
し
か
人
に
あ
わ
な
か
っ
た
。
夏
の
夕

方
に
は
そ
れ
は
生
命
と
色
彩
と
人
聞
の
幸
福
の
場

で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
わ
た
し
は
十
分
楽
し
ん
だ
。

わ
た
し
は
い
つ
も
乙
の
部
分
を
通
っ
て
夏
の
夕
方

の
散
歩
を
し
た
。
こ
れ
ら
の
家
の
い
く
つ
か
は
、

わ
た
し
に
対
し
て
い
つ
も
近
付
き
ゃ
す
く
、
か
っ

聞
か
れ
て
い
た
。
わ
た
し
は
選
ば
れ
た
二
三
の
家

に
儀
礼
ば
ら
ず
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ

で
は
客
あ
し
ら
い
の
よ
い
歓
迎
を
受
け
る
こ
と
は

確
か
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
主
な
も
の

は
、
ダ
イ
サ
ン
ジ
〔
大
参
事
〕
、
村
田
、
三
岡
、

小
笠
原
、
千
本
、
わ
た
し
の
管
理
人
佐
々
木
、
わ

た
し
の
護
衛
井
上
と
三
好
、
そ
の
他
多
く
の
人
の

住
居
で
あ
っ
た
。
主
要
な
商
庖
街
を
ゴ
フ
ク
チ
ョ

ウ
(
呉
服
町
)
と
い
っ
た
。
〔
以
下
十
数
行
切
断
さ

れ
て
い
る
。
〕

市
の
主
要
部
分
は
川
の
北
側
に
位
置
し
て
い

た
o

南
岸
に
は
、
通
常
の
商
居
、
住
居
、
寺
院
、

果
樹
園
、
庭
園
の
ほ
か
に
、
劇
場
、
役
者
や
歌
姫

の
家
、
米
倉
、
陶
器
製
造
所
、
石
切
場
、
牢
屋
、

墓
地
、
火
葬
場
、
そ
し
て
ア
タ
ゴ
ヤ
マ
〔
足
羽
山

の
乙
と
〕
が
あ
っ
た
。
こ
の
岡
ま
た
は
山
の
一
方

の
側
に
ダ
イ
ミ
ョ
ウ
の
墓
地
が
あ
り
、
間
の
頂
上

に
は
王
政
復
古
の
戦
い
で
殺
さ
れ
た
英
雄
が
眠
っ

て
い
る
墓
地
、
シ
ョ
ウ
コ
ン
シ
ャ
(
魂
を
招
く
安

息
所
)
〔
招
魂
社
〕
と
呼
ば
れ
る
v

つ
つ
く
し
い
場

所
、
が
あ
っ
た
。
他
の
側
に
は
有
名
な
泉
ま
た
は

井
戸
〔
湯
屋
清
水
の
乙
と
〕
、
弓
道
の
通
廊
〔
矢
場
〕

奥
ま
っ
た
ピ
ク
ニ
ッ
ク
場
所
が
あ
り
、
石
段
に
沿

っ
て
は
宴
会
場
を
も
つ
い
く
つ
も
の
陽
気
な
茶
屋

が
あ
り
、
そ
こ
で
は
酒
宴
の
と
き
福
井
に
い
る
二

百
人
以
上
の
歌
姫
の
中
の
も
っ
と
も
美
し
い
者
が

給
仕
し
、
歌
い
、
そ
し
て
踊
っ
た
。
た
い
て
い
の

ダ
イ
ミ
ョ
ウ
の
首
都
に
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う

に
、
福
井
に
は
売
春
宿
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
十

二
マ
イ
ル
離
れ
た
所
に
あ
る
三
国
港
は
か
ん
ば
し

く
な
い
評
判
を
も
っ
て
い

τ、
サ
ム
ラ
イ
は
ハ
ン

チ
ョ
ウ
〔
藩
庁
〕
に
事
実
を
届
山
山
な
け
れ
ば
、
コ
一

国
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

公
共
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
堂
々
と
自
負
す
る

よ
う
な
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
、
風
雨
に
う
た
れ
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た
木
で
で
き
て
お
り
、
か
わ
ら
、
こ
ば
板
ま
た
は

か
や
ぶ
き
の
屋
根
の
、
同
じ
よ
う
に
単
調
な
低
い

建
物
で
あ
う
た
。
ア
タ
ゴ
ヤ
マ
か
ら
見
る
市
の
展

望
は
、
屋
根
の
巨
大
な
集
り
を
見
せ
る
だ
け
で
、

た
だ
域
の
塔
、
巨
大
な
寺
院
の
破
風
、
火
の
見
や

ぐ
ら
、
時
計
台
〔
時
鐙
の
乙
と
か
〕
、
高
い
木
、
竹

や
ぶ
に
よ
っ
て
単
調
さ
が
救
わ
れ
て
い
た
。
君
公

の
住
宅
も
外
観
で
は
他
の
も
の
と
区
別
で
き
ず
、

た
だ
そ
の
場
所
が
第
二
城
郭
〔
二
の
丸
〕
内
に
あ

る
ζ

と
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
。
彼
の
世
帯
は
、

か
つ
て
は
王
者
ら
し
い
規
模
で
組
織
さ
れ
て
い

た
。
六
十
人
以
上
の
従
者
が
、
家
令
、
小
姓
、
使

者
、
下
男
、
馬
下
と
し
て
彼
の
家
族
に
つ
な
が
っ

て
い
た
。
乙
の
ほ
か
同
じ
数
ほ
ど
の
女
が
、
彼
の

妻
を
含
め
、
妾
、
侍
女
‘
乳
母
、
下
女
、
そ
の
他

と
し
て
い
た
。
こ
の
数
は
今
で
は
大
い
に
ヘ
ら
さ

れ
た
。

ダ
イ
ミ
ョ
ウ
の
次
に
は
ダ
イ
サ
ン
ジ
〔
大
参
事
〕

す
な
わ
ち
偉
大
な
人
、
今
時
に
は
カ
ロ
ウ
〔
家
老
〕

と
呼
ば
れ
る
人
が
く
る
。
彼
ら
は
大
名
の
閣
員

で
、
サ
ム
ラ
イ
に
対
し
ダ
イ
ミ
ョ
ウ
の
法
令
に
つ

き
責
任
を
も
っ
。
カ
ロ
ウ
は
特
別
の
名
誉
が
さ
さ

げ
ら
れ
て
い
る
十
家
族
か
ら
の
み
選
ば
れ
る
。
彼

ら
は
藩
の
実
権
を
保
持
し
て
い
た
。
福
井
に
は
三

人
い
た
が
、
よ
り
大
き
い
藩
に
は
そ
れ
よ
り
多
く

い
た
。
す
べ
て
の
最
高
重
要
事
項
は
彼
ら
に
よ
っ

て
討
議
さ
れ
、
決
定
さ
れ
、
是
認
ま
た
は
否
認
さ

れ
た
。
外
人
教
師
を
や
と
う
考
え
は
彼
ら
か
ら
お

こ
り
、
わ
た
し
の
契
約
は
こ
れ
ら
の
人
と
な
さ
れ

た
。
(
註
一
)
次
の
地
位
に
五
人
の
ゴ
ン
、
ダ
イ
サ
ン

ジ
門
権
大
参
事
〕
す
な
わ
ち
補
佐
役
が
く
る
。
彼

ら
は
権
力
の
大
き
な
分
け
前
を
も
っ
て
い
た
。
そ

の
次
に
シ
ョ
ウ
サ
ン
ジ
(
小
補
佐
役
)
お
よ
び
ゴ

ン
シ
ョ
ウ
サ
ン
ジ
(
副
小
補
佐
役
)
が
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
二
十
ば
か
り
の
だ
ん
だ
ん
下
降
し
て
い

く
等
級
が
あ
り
、
数
百
人
の
役
人
が
い
た
。
こ
れ

ら
は
み
な
ヤ
ク
ニ
ン
す
な
わ
ち
政
府
の
役
人
自
体

で
あ
っ
て
、
権
威
の
山
の
頂
上
お
よ
び
曲
線
を
形

づ
く
っ
て
い
た
。
乙
の
山
は
サ
ム
ラ
イ
階
級
の
台

地
か
ら
そ
び
え
て
お
り
、
そ
の
台
地
は
さ
ら
に
、

政
治
的
に
は
ゼ
ロ
に
ひ
と
し
い
庶
民
の
平
原
の
上

に
の
っ
て
い
た
。
ダ
イ
ミ
ョ
ウ
か
ら
ダ
イ
サ
ン

ジ
、
さ
ら
に
次
々
と
続
い
て
い
る
等
級
に
よ
っ
て

よ
り
下
級
な
サ
ム
ラ
イ
に
至
り
、
そ
れ
か
ら
僧

侶
、
農
民
、
す
べ
て
の
も
の
の
最
下
級
で
あ
る
職

人
と
商
人
に
至
る
ま
で
、
中
断
の
な
い
権
威
の
下

降
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
見
し
た
所
で
は
、
段
階

よ
り
も
む
し
ろ
曲
線
に
な
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
っ
た
が
、
よ
り
近
く
で
の
観
察
は
わ
た

し
に
、
そ
の
段
階
が
鋭
い
直
角
で
あ
る
乙
と
を
教

え
た
。

藩
の
政
務
が
執
行
さ
れ
る
家
は
ハ
ン
チ
ョ
ウ

〔
溶
庁
〕
主
呼
ば
れ
た
。
数
千
平
方
フ
ィ
ー
ト
に

わ
た
る
広
大
な
建
物
は
、
そ
の
中
で
ダ
イ
サ
ン
ジ

が
一
方
の
端
に
坐
り
、
い
ろ
い
ろ
な
部
局
の
役
人

が
他
の
端
お
よ
び
他
の
へ
や
に
座
席
を
も
っ
た
。

外
側
に
は
馬
小
屋
や
、
請
願
人
、
納
税
者
、
許
可

を
待
つ
人
の
休
息
所
が
あ
っ
た
。

藩
の
部
局
す
な
わ
ち
役
所
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
長
三

会
計
局
〔
会
計
寮
〕

裁
判
所
〔
聴
訟
〕

監
察
局
〔
監
正
寮
〕

戸
籍
局
〔
戸
籍
〕

軍
務
局
〔
軍
務
寮
〕

造
幣
・
通
貨
局
〔
総
会
所
〕

公
共
事
業
局
〔
民
政
寮
〕

ハ
ン
中
に
お
け
る
再
万
を
さ
し
た
紳
士
の
数
は

約
三
千
人
で
あ
っ
た
。
五
三
〉
理
論
上
は
あ
る
等

級
の
サ
ム
ラ
イ
は
す
べ
て
役
人
で
あ
り
、
順
番
に

役
職
を
ま
わ
し
た
の
で
、
理
論
的
に
は
彼
ら
は
す

べ
て
政
府
の
事
務
に
つ
い
て
教
育
さ
れ
て
い
た
。

乙
の
場
合
才
能
が
お
の
ず
か
ら
現
わ
れ
、
他
方
名

誉
を
い
ら
な
い
と
思
う
弱
い
人
が
い
つ
も
あ
っ

た
。
そ
れ
で
責
任
あ
る
地
位
は
も
っ
と
も
能
力
あ
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る
人
の
手
に
あ
っ
た
。

会
計
局
〔
カ
イ
ケ
イ
と
書
い
て
消
し
て
あ
る
。
〕
は

サ
ム
ラ
イ
の
禄
米
、
庶
民
か
ら
集
め
た
租
税
の
管

理
を
行
な
い
、
米
倉
を
あ
ず
か
っ
て
い
た
o

藩
の

会
計
局
の
建
物
は
、
ア
メ
リ
カ
で
見
ら
れ
る
式
う

な
鉄
の
金
庫
あ
る
い
は
石
造
の
建
物
あ
る
い
は
貨

幣
や
貴
金
属
一
で
満
ち
て
い
る
地
下
室
が
あ
る
建
造

物
の
類
で
は
な
か
っ
た
。
江
戸
の
大
会
計
局
も
、

す
伏
て
の
藩
の
会
計
局
も
、
米
の
袋
〔
米
俵
〕
が

貯
蔵
し
て
あ
っ
た
o

こ
の
媒
d

介
物
〔
米
U

に
よ
っ

て
、
す
べ
て
の
税
が
払
わ
れ
、
す
べ
て
の
俸
給
が

支
弁
さ
れ
た
。
価
値
の
標
準
は
米
で
あ
っ
た
o

市
外
に
は
百
あ
ま
り
の
、
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
た

耐
火
倉
庫
〔
土
蔵
〕
が
あ
っ
て
、
通
常
の
と
き

は
、
収
穫
後
各
倉
庫
は
米
の
藁
袋
で
い
っ
ぱ
い
に

な
っ
て
い
た
。
藁
の
袋
は
各
々
四
分
の
一
ブ
ッ
シ

ェ
ル
は
い
り
、
二
袋
で
一
コ
ク
に
な
る
。
ひ
と
り

の
俸
給
は
、
従
僕
、
単
な
る
サ
ム
ラ
イ
、
ダ
イ
ミ

ョ
ゥ
、
ま
た
は
シ
ョ
ウ
グ
ン
で
あ
れ
、
米
の
袋
あ

る
い
は
コ
ク
で
計
算
さ
れ
た
。
越
前
公
は
ふ
?
っ

三
十
二
万
五
千
コ
ク
の
ダ
イ
ミ
ョ
ウ
と
い
わ
れ
て

い
た
。
し
か
し
こ
の
額
は
藩
に
よ
っ
て
領
有
さ
れ

て
い
る
土
地
の
公
式
の
評
価
額
で
あ
っ
て
、
藩
一
は

こ
の
額
の
半
分
よ
り
多
く
を
得
る
こ
と
は
な
い
。

残
り
は
農
民
と
農
夫
の
と
こ
ろ
へ
い
っ
た
。

杉
原

大
名
政
府

裁
判
所
は
ハ
ン
内
の
す
べ
で
の
刑
事
事
件
を
担

当
し
て
い
る
。
法
律
家
、
弁
護
士
、
陪
審
員
が
存

在
し
な
い
国
で
は
、
裁
判
は
簡
単
で
、
即
決
で
、

安
上
り
で
あ
る
。
主
な
役
人
は
判
事
、
書
記
、
看

守
、
死
刑
執
行
人
で
あ
っ
た
。
ハ
ン
チ
ョ
ウ
の
中

の
法
廷
の
隣
に
拷
問
室
が
あ
っ
た
。
死
刑
場
〔
仕

置
場
〕
は
市
の
西
部
の
小
さ
な
野
原
に
あ
り
、
仏

陀
の
石
像
門
地
蔵
〕
t

を
前
に
し
て
い
た
。
死
ぬ
前

の
人
は
死
の
瞬
間
に
そ
の
仏
像
に
祈
る
の
を
常
と

し
た
。
乙
の
部
局
〔
チ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
と
あ
る
の
を
消
し

て
部
局
と
直
し
て
あ
る
。
チ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
は
聴
訟
。
〕
は

ま
た
コ
ウ
サ
ツ
〔
高
札
〕
す
な
わ
ち
政
府
の
布
告

を
監
督
し
た
。
と
の
布
告
に
は
、
も
ち
ろ
ん
キ
リ

ス
ト
教
に
反
対
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
彼

ら
は
ま
た
庶
民
に
善
行
、
親
孝
行
、
老
齢
へ
の
到

達
、
そ
の
他
に
対
し
ほ
う
び
を
与
え
た
。
年
老
い

た
親
ま
た
は
貧
し
い
親
へ
の
子
と
し
て
の
献
身

ゃ
、
勇
気
、
人
間
性
、
寛
大
な
ど
の
著
し
い
例

は
、
一
ド
ル
か
ら
十
ド
ル
ま
で
の
価
値
の
異
な
る

金
銭
の
贈
り
物
に
よ
っ
て
報
わ
れ
る
。
七
十
才
に

達
し
た
す
べ
て
の
人
に
祝
辞
を
記
し
た
公
式
の
通

達
と
と
も
に
十
ド
ル
の
贈
り
物
を
す
る
ζ

と
も
な

ら
わ
レ
で
あ
る
-
。
二
十
ド
ル
の
報
償
が
八
十
才
の

人
に
授
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
授
賞
の
掲
示
は
、

通
行
人
が
読
む
こ
と
が
だ
き
る
よ
う
に
、
橋
や
主

要
道
路
の
近
く
に
あ
る
市
の
掲
示
板
の
上
に
公
告

さ
れ
た
。

公
共
監
察
局
門
カ
ン
セ
イ
と
書
い
て
消
し
て
あ
る
J

の
役
人
は
、
政
府
の
事
務
の
検
査
官
ま
た
は
監
査

役
で
あ
り
、
庶
民
の
道
徳
や
習
慣
を
守
り
、
密
告

者
か
ら
情
報
を
受
け
取
り
、
昔
は
、
ー
か
く
れ
て
い

る
キ
リ
ス
ト
教
徒
ま
た
は
他
の
邪
悪
な
教
義
の
疑

い
が
あ
る
人
を
探
索
し
た
。
彼
ら
は
、
邪
悪
な
宗

派
を
信
じ
て
い
る
事
実
が
あ
る
か
否
か
毎
年
庶
民

を
尋
問
す
る
ζ

と
を
職
務
と
じ
て
い
た
。
彼
ら
は

地
方
出
版
物
、
す
べ
て
の
図
書
と
冊
子
、
劇
場
の

演
劇
を
監
視
し
、
歌
姫
の
数
を
制
限
し
て
許
可
証

内
鑑
札
〕
を
与
え
た
o

彼
ら
泣
す
べ
て
の
度
量
衡

や
見
本
な
ど
を
検
査
し
、
し
ば
し
ば
商
品
、
サ
ー

ビ
ス
、
賃
金
の
価
格
を
定
め
た
。

戸
籍
局
〔
コ
セ
キ
と
書
い
て
消
し
て
お
プ
9

0

}

は
年

齢
、
健
別
、
地
位
、
身
分
、
職
業
に
よ
っ
て
庶
民

を
数
え
、
他
の
国
の
一
戸
籍
役
人
が
す
る
す
べ
て
の

事
務
に
精
出
し
て
い
た
。

軍
務
一
局
〔
グ
ン
ム
と
書
い
て
消
し
て
あ
る
o
-
〕
は
、

以
前
は
矢
一
と
槍
の
兵
器
庫
を
管
理
し
、
武
器
、
装

具
、
糧
食
の
世
話
を
し
た
。
一
八
六
八
〔
明
治
元

年
〕
の
内
戦
の
後
、
彼
ら
は
役
人
を
ニ
ュ

t
ヨー

ク
に
送
り
、
大
砲
一
式
と
数
千
挺
の
レ
ミ
ン
グ
ト

ン
・
ラ
イ
フ
ル
〔
小
銃
〕
を
買
っ
た
。
内
戦
の
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問
、
落
は
数
個
中
隊
を
装
備
し
て
ミ
カ
ド
の
軍
隊

に
送
っ
た
。
彼
ら
は
ま
た
軍
事
学
校
、
閲
兵
場
と

兵
営
、
火
薬
庫
と
小
銃
工
場
を
維
持
し
て
い
た
。

ソ
ウ
カ
イ
シ
ョ
〔
総
会
所
〕
は
紙
幣
と
貨
幣
鋳

造
を
監
督
し
た
。
中
央
政
府
だ
け
が
金
貨
お
よ
び

銀
貨
を
鋳
造
で
き
て
、
各
ダ
イ
ミ
ョ
ヴ
は
紙
幣
と

銅
銭
と
鉄
銭
を
発
行
で
き
た
。
し
か
し
少
数
の
者

だ
け
が
後
の
権
利
〔
貨
幣
鋳
造
〉
を
利
用
し
、
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
は
紙
幣
を
作
っ
た
。
紙
幣
は
そ
れ

が
発
行
さ
れ
た
領
国
の
外
で
は
通
用
し
な
い
の
で

あ
っ
た
。

公
共
事
業
局
ハ
ミ
ン
セ
イ
と
書
い
て
消
し
て
あ
る
J

は
、
す
べ
て
の
公
共
建
築
物
、
橋
、
道
路
の
建
設

と
修
理
、
お
よ
び
山
、
川
、
港
な
ど
の
管
理
に
従

事
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
主
要
な
も
の
は
、

城
と
そ
の
付
属
物
、
小
銃
工
場
、
火
薬
工
場
と
火

薬
庫
、
米
倉
、
福
井
・
東
京
・
ォ

l
ザ
カ
に
あ
る

ダ
イ
ミ
ョ
ウ
の
邸
宅
、
ダ
イ
ミ
ョ
ウ
の
墓
地
、
堤

防
、
港
の
防
波
堤
、
学
校
、
実
験
室
な
ど
で
あ

る
。
こ
の
部
局
の
役
人
は
わ
た
し
の
た
め
に
化
学

実
験
室
を
建
て
て
く
れ
た
。
敦
賀
か
ら
琵
琶
湖
に

至
り
、
そ
こ
か
ら
オ

l
ザ
カ
に
達
す
る
運
河
を
掘

る
彼
ら
の
独
創
的
な
構
想
が
、
も
し
提
案
ど
お
り

遂
行
さ
れ

τい
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
こ
の
仕
事
を

指
揮
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
ま
た
銅
と
石

炭
の
鉱
山
を
担
当
し
て
い
た
。

封
建
的
政
府
は
、
こ
の
藩
に
お
け
る
ご
と
く
、

相
互
関
係
の
観
念
の
上
に
基
礎
を
置
く
単
純
な
型

の
も
の
で
あ
っ
た
。
家
臣
は
、
そ
の
主
君
に
忠
義

で
あ
り
、
服
従
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て
い

た
。
庶
民
は
な
ん
の
「
権
利
」
も
、
ま
た
権
利
の

い
か
な
る
概
念
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
一
彼
ら
は

そ
の
政
府
に
つ
い
て
は
、
そ
の
命
令
に
従
う
こ
?
と

以
外
な
に
も
知
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
サ
ム
ラ
イ
だ

け
が
政
治
に
関
係
し
て
い
て
、
庶
民
は
服
従
を
学

ん
だ
。
政
府
は
慈
悲
深
く
か
っ
親
切
を
示
す
よ
う

義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
法
に
対
す
る
も
っ
と
も

些
細
な
違
反
で
も
き
び
し
い
罰
に
処
せ
ら
れ
た
。

不
服
従
は
情
容
赦
な
く
罰
せ
ら
れ
た
。
謀
反
は
死

で
あ
っ
た
o

飢
鱒
の
と
き
政
府
は
公
共
の
穀
倉

〔
社
倉
〕
か
ら
庶
民
に
食
物
を
供
し
た
。
繁
栄
し

た
時
代
に
は
、
犯
罪
が
罰
さ
れ
、
善
行
が
賞
せ
ら

れ
た
。
そ
れ
は
、
一
方
の
側
に
は
創
と
長
年
月
の

教
育
と
特
権
が
あ
り
、
他
方
の
側
に
は
労
働
、
宗

教
、
思
考
か
ら
の
絶
縁
と
服
従
が
あ
る
社
会
の
単

純
な
国
家
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
わ
た
し
の

経
験
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
商
人
や
、
サ
ム
ラ
イ

階
級
以
外
の
人
で
、
外
国
人
と
交
わ
っ
た
こ
と
の

な
い
人
と
の
会
合
で
「
権
利
」
と
い
う
こ
と
ば
が

意
味
す
る
こ
と
の
い
か
な
る
概
念
も
も
た
な
い
人

に
、
わ
た
し
は
い
つ
も
出
あ
っ
た
。
〔
以
下
は
後

か
ら
の
加
筆
〕
し
か
し
今
は
、
新
聞
や
世
論
が
十

分
に
証
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
人
は
た
《
さ

ん
い
る
。

訳

註
(
註
一
)
現
在
郷
土
歴
史
館
に
保
存
さ
れ
て
い

る
契
約
書
を
み
る
と
、
「
福
井
地
方
庁
永
田
大
属

」
が
グ
リ
フ
ィ
ス
と
契
約
し
て
い
る
。
三
人
の
大

参
事
で
は
な
い
。

(
註
二
)
明
治
二
年
の
版
籍
奉
還
後
、
藩
の
行

政
組
織
の
名
称
は
二
度
改
ま
っ
て
い
る
。
こ
ζ

に

あ
る
の
は
二
度
目
の
も
の
で
、
藩
庁
は
掌
政
堂
、

公
務
局
、
民
政
察
、
会
計
察
、
軍
務
寮
、
学
校
、

監
正
寮
の
七
部
局
に
分
か
れ
で
い
た
。
グ
リ
フ
ィ

ス
が
独
立
の
部
局
と
し
て
あ
げ
て
い
る
裁
判
所
と

戸
籍
局
は
、
民
政
寮
内
の
聴
訟
と
戸
籍
の
係
り
で

あ
り
、
総
会
所
は
、
今
の
商
工
会
議
所
の
よ
う
な

も
の
で
、
藩
庁
の
直
接
の
部
局
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

(
註
一
二
)
明
治
三
年
当
時
福
井
藩
は
、
士
族
八

八
七
軒
四
八
一
九
人
、
卒
一
四
三
九
軒
七
三
二
六

人
で
あ
っ
た
。
藩
庁
の
職
員
は
九
七
九
人
で
あ

る。
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