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事
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盛
丘 

由
樹
年 

今
回
は 

・
戦
争
遺
跡
探
訪 

・
反
戦
歌
抜
粋 

・
仏
像
探
訪
・
番
外
編 

の
３
本
立
て
と
な
っ
て
い
る
。 

 

戦
争
遺
跡
探
訪
（
15
） 

 

①
火
薬
工
場
跡
（
埼
玉
県
深
谷
市
）2022/7/30 

暑
い
中
、
深
谷
市
を
訪
ね
た
。
櫛
挽

く
し
ひ
き

地
区
の
旧
陸
軍
火
薬

工
場
跡
を
見
た
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
最
寄
り
駅
と
し
て
、
八

高
線
の
用
土

よ

う

ど

駅
か
ら
歩
い
た
。
こ
こ
か
ら
で
も
、
北
東
方
面

に
約
４
キ
ロ
の
道
の
り
が
あ
る
。
バ
ス
の
便
が
不
明
だ
っ
た

か
ら
、
約
一
時
間
、
区
画
整
理
さ
れ
た
単
調
な
道
を
歩
い
て
、

目
的
地
に
た
ど
り
着
い
た
。 

深
谷
市
に
は
、
戦
争
中
、
火
薬
製
造
関
係
の
工
場
が
三
つ

の
地
区
に
分
か
れ
て
造
ら
れ
た
。
そ
の
一
つ
は
も
と
も
と
レ

ン
ガ
工
場
だ
っ
た
と
い
う
。
東
京
の
板
橋
に
あ
っ
た
火
薬
工

場
を
移
転
・
拡
張
す
る
形
だ
っ
た
。
約
１
年
の
操
業
が
終
戦

ま
で
続
き
、
そ
の
後
、
工
場
は
解
体
さ
れ
、
そ
の
広
大
な
土

地
は
ほ
と
ん
ど
民
間
の
手
に
渡
さ
れ
た
。 

 
 
 

 

深谷市櫛挽の弾薬工場跡 
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こ
こ
櫛
挽
地
区
は
、
も
と
も
と
畑
地
だ
っ
た
。
火
薬
工
場

が
撤
去
さ
れ
た
後
、
農
業
や
酪
農
の
生
産
地
に
戻
さ
れ
た
。

今
で
は
こ
の
周
辺
の
一
部
は
市
街
化
が
進
ん
で
い
る
。 

事
前
の
情
報
ど
お
り
、
そ
れ
は
畑
地
の
中
に
ぽ
つ
ね
ん
と

建
っ
て
い
た
。
角
ば
っ
た
、
黒
ず
ん
だ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造

物
だ
。
火
薬
を
製
造
す
る
工
程
の
た
め
の
建
屋
の
一
部
だ
っ

た
と
い
う
。
火
薬
を
扱
う
た
め
に
頑
丈
に
作
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
れ
が
畑
の
中
に
放
置
さ
れ
て
い
る
。 

な
ぜ
こ
れ
だ
け
が
残
さ
れ
た
の
か
と
考
え
る
と
、
あ
ま
り
に

も
頑
丈
な
造
り
だ
か
ら
、
土
地
の
所
有
者
に
と
っ
て
解
体
が
め

ん
ど
う
だ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
理
由
だ
ろ
う
。 

柵
で
囲
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
出
入
り
口
も
ふ
さ
が

れ
て
い
な
い
か
ら
、
不
審
者
の
私
は
自
己
責
任
で
内
部
に
入
っ

て
見
学
し
た
。
た
だ
し
一
般
の
人
は
、
畑
地
の
中
に
踏
み
入
ら

な
い
方
が
よ
い
。 

さ
て
、
次
の
目
的
地
と
し
て
、
Ｊ
Ｒ
深
谷
駅
か
ら
北
東
に
あ

る
原
郷

は
ら
ご
う

地
区
へ
行
き
、
別
の
火
薬
工
場
の
建
物
跡
を
見
よ
う
と

考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
日
は
暑
く
、
道
は
遠
か
っ
た
か

ら
（
櫛
挽
か
ら
深
谷
駅
ま
で
約
６
キ
ロ
あ
る
）
、
バ
ス
の
便

を
期
待
し
、
そ
れ
に
乗
り
た
か
っ
た
が
、
主
要
道
路
に
出
て
も
、

バ
ス
停
に
書
か
れ
た
時
刻
表
で
は
絶
望
的
な
ほ
ど
便
数
が
少
な

く
、
結
局
、
Ｊ
Ｒ
深
谷
駅
ま
で
歩
い
た
。
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
が
利
用
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
知
ら
な
か
っ
た
） 

途
中
、
気
ま
ぐ
れ
を
起
こ
し
て
、
道
な
り
に
あ
っ
た
仙
元
山

せ
ん
げ
ん
や
ま

公

園
に
上
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
体
力
を
な
く
し
、
か
つ
、
下
山
の

と
き
に
、
い
い
か
げ
ん
な
方
向
の
道
に
出
て
、
大
き
く
遠
回
り

し
て
し
ま
っ
た
。 

深
谷
駅
に
た
ど
り
着
く
の
が
精
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
原
郷
地

区
に
行
く
の
は
あ
き
ら
め
た
。
そ
こ
へ
行
く
に
も
２
キ
ロ
あ
る

か
ら
、
も
う
う
ん
ざ
り
だ
っ
た
。
深
谷
駅
の
華
麗
な
駅
舎
を
写

真
に
取
っ
て
か
ら
、
深
谷
駅
か
ら
新
宿
駅
ま
で
快
速
電
車
に
乗

り
こ
ん
だ
。
深
川
駅
北
側
へ
は
、
ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
訪
ね
て

み
た
い
。 

②
憲
兵
詰
所
跡
（
東
京
都
北
区
滝
野
川
）2022/

8
/5 

北
区
滝
野
川
に
、
戦
争
中
か
ら
あ
る
建
造
物
が
あ
る
と
知
り
、

板
橋
駅
か
ら
歩
い
て
訪
ね
て
み
た
。
石
神
井
川
を
渡
る
滝
野
川

橋
の
近
く
に
物
置
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
倉
庫
の
よ
う
な
、
黒

ず
ん
だ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
だ
。 

民
家
と
、
ほ
と
ん
ど
隣
接
す
る
角
地
に
あ
っ
て
、
よ
く
解
体

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
感
心
す
る
。
た
だ
、
だ
れ
が
管
理
者
か

は
知
ら
な
い
が
、
建
屋
周
辺
に
雑
草
が
伸
び
て
き
て
お
り
、
ろ

く
に
管
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
放
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え

る
。 
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こ
れ
は
憲
兵
詰
所
跡
と
言
わ
れ
て
い
る
、
し
か
し
、
高
さ
２
・

５
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長
方
形
の
建
屋
だ
。
し
っ
か
り
戸
締
り
さ

れ
、
中
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
内
部
の
狭
さ
が
推
測
さ

れ
る
。
人
が
寝
泊
ま
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ろ
く

に
窓
も
つ
い
て
い
な
い
し
、
夏
は
暑
そ
う
だ
か
ら
、
人
が
長
時

間
な
か
に
い
る
の
は
耐
え
難
い
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

一
説
に
、
東
京
第
一
陸
軍
造
兵
廠
の
十
条
工
場~

滝
野
川
工
場

の
間
に
か
つ
て
敷
設

ふ

せ

つ

さ
れ
て
い
た
軍
用
貨
物
線
の
見
張
り
の
た

め
に
造
ら
れ
た
建
造
物
と
さ
れ
る
。
線
路
際
に
あ
っ
た
の
な
ら
、

可
燃
物
を
貯
蔵
し
て
い
た
「
ラ
ン
プ
小
屋
」
の
可
能
性
も
あ
り

そ
う
だ
、
と
私
は
思
い
つ
い
た
。
ラ
ン
プ
小
屋
に
つ
い
て
は
、

毎
日
新
聞
朝
刊2

0
2
2
/
9/
10

の
今
週
の
本
棚
「
ラ
ン
プ
小
屋
の

魔
力
」
の
記
事
を
参
照
の
こ
と
。 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
は
そ
の
本
部
事
務
所
（
現
・
北
区

立
中
央
公
園
文
化
セ
ン
タ
ー
）
に
も
近
い
か
ら
（
２
０
０
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
）
、
軍
関
連
の
施
設
で
あ
る
こ
と
は

確
か
だ
ろ
う
。 

続
い
て
、
そ
こ
か
ら
西
方
に
８
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
歩
き
、

埼
京
線
を
横
切
り
、
次
の
遺
構
を
見
に
行
っ
た
。 

③
陸
軍
板
橋
火
薬
製
造
所
跡
（
東
京
都
板
橋
区
加
賀
）

202
2/8/5 

同
じ
石
神
井
川
沿
い
に
加
賀
公
園
が
あ
る
。
こ
こ
は
江
戸
時

代
、
加
賀
藩
の
下
屋
敷
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
明
治
政
府
が

接
収
し
、
軍
用
に
し
た
。
そ
の
後
、
庭
園
の
築
山
だ
っ
た
部
分

は
、
今
は
公
園
と
し
て
一
般
に
開
放
さ
れ
て
い
る
。
広
く
は
な

い
が
、
樹
木
が
伸
び
て
お
り
、
一
休
み
す
る
の
に
ち
ょ
う
ど
い

滝野川・憲兵詰所跡 
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い
。 

 

陸
軍
が
こ
の
辺
一
帯
を
火
薬
開
発
の
拠
点
の
一
つ
と
し
て
利

用
し
、
火
薬
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
。
戦
後
も
使
わ
れ
、
加

賀
公
園
の
隣
の
敷
地
内
は
、
野
口
研
究
所
と
呼
ば
れ
、
研
究
施

設
と
し
て
近
年
ま
で
物
理
学
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

板
橋
区
で
保
存
す
る
動
き
が
あ
り
、
今
で
は
手
付
か
ず
の
ま
ま

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
建
物
の
い
く
つ
か
は
廃
墟
同
然
で

あ
り
、
崩
壊
の
危
険
が
あ
る
よ
う
で
、
一
般
の
人
が
敷
地
内
に

立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

金
網
の
フ
ェ
ン
ス
越
し
に
外
か
ら
、
敷
地
内
を
眺
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
中
に
は
、
い
く
つ
か
の
建
屋
や
土
塁
、
実
験
設
備

が
見
え
る
。
写
真
に
写
る
背
景
の
ビ
ル
（
集
合
住
宅
）
は
無
関

係
。
白
い
二
階
建
て
の
ビ
ル
が
主
な
研
究
施
設
だ
っ
た
。
手
前

ま
で
伸
び
て
い
る
管
が
、
弾
道
を
測
定
す
る
た
め
の
も
の
で
、

火
薬
の
性
能
を
測
っ
た
。 

公
園
の
築
山
に
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
た
部
分
が

あ
る
。
こ
こ
を
標
的
に
し
て
銃
弾
を
打
ち
込
ん
で
い
た
と
い
う
。

あ
の
管
が
こ
こ
ま
で
伸
び
て
い
た
わ
け
だ
。 

 

こ
れ
ら
を
見
て
か
ら
、
私
は
、
埼
京
線
沿
い
を
歩
き
、
十
条

駅
へ
向
か
っ
た
。 

 

陸軍板橋火薬製造所跡 

加賀公園とのフェンス越しに撮影 
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④
東
京
第
一
陸
軍
造
幣
廠
外
壁
跡
（
東
京
都
板
橋
区
十

条
台
）202

2/8/5 

埼
京
線
の
線
路
沿
い
に
あ
る
レ
ン
ガ
塀
を
、
つ
い
で
に
見
て

き
た
。
そ
の
東
側
は
十
条
台
で
あ
り
、
今
で
は
自
衛
隊
の
駐
屯

地
や
、
各
種
学
校
が
あ
る
が
、
か
つ
て
十
条
台
に
は
、
東
京
砲

兵
工
廠
銃
砲
製
造
所
が
あ
っ
て
、
広
い
土
地
を
占
有
し
て
い
た
。

そ
の
名
残
の
一
つ
と
し
て
、
レ
ン
ガ
塀
が
残
っ
て
い
る
。 

 
 

 
そ
の
昔
、
兵
器
工
場
の
建
屋
な
ど
の
建
築
資
材
と
し
て
は
レ

ン
ガ
が
使
わ
れ
て
い
た
。 

今
は
、
電
車
の
騒
音
の
防
音
壁
と
し
て
役
立
て
ら
れ
て
い
る

試射の標的跡 

板橋区加賀公園内のかつての築山が的
まと

に

なっていた。 

レンガ塀跡 

写真の中央の塀に、その説明板がついている。 
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の
だ
ろ
う
。
線
路
と
学
校
地
区
を
隔
て
て
い
る
、
線
路
の
東
側

の
塀
が
そ
れ
で
あ
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
補
強
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
、
わ
か
り
に
く
い
。 

埼
京
線
・
十
条
駅
か
ら
南
に
３
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ

ろ
に
あ
る
踏
切
の
と
こ
ろ
で
、
そ
の
壁
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。 

埼
京
線
の
こ
の
区
間
は
高
架
に
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
ら
、
そ
の
と
き
、
こ
の
塀
の
役
目
を
終
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
。 

 

⑤
成
増
飛
行
場
の
掩
体
壕
跡
（
東
京
都
練
馬
区
成
増
）

2
0
22/8/19 

軍
用
飛
行
場
の
周
辺
に
は
、
主
に
戦
闘
機
を
隠
す
た
め
の
掩

体
壕
が
多
く
造
ら
れ
た
。
空
襲
を
受
け
て
も
簡
単
に
は
破
壊
さ

れ
な
い
よ
う
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
頑
丈
に
造
ら
れ
た
。 

成
増
飛
行
場
は
東
京
２
３
区
内
に
あ
っ
て
、
空
襲
の
危
険
が

迫
っ
て
、
帝
都
防
衛
の
た
め
、
戦
闘
機
を
発
進
さ
せ
る
た
め
に
、

急
遽
作
ら
れ
た
。
飛
行
場
は
こ
こ
だ
け
で
な
く
、
あ
ち
ら
こ
ち

ら
に
整
備
し
た
。
こ
の
近
辺
の
例
を
あ
げ
る
と
、
調
布
、
立
川
、

所
沢
に
あ
っ
た
。
軍
部
の
強
引
な
や
り
方
に
、
立
ち
退
か
さ
れ

た
住
民
た
ち
に
は
不
満
が
募
っ
た
と
い
う
。 

そ
の
跡
は
、
光
が
丘
公
園
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
周
辺
に
い

く
つ
か
掩
体
壕
が
造
ら
れ
た
が
、
現
存
し
て
い
る
の
は
一
基
だ

け
だ
と
い
う
。
し
か
も
、
こ
の
掩
体
壕
は
、
民
間
住
宅
の
基
礎

部
に
転
用
さ
れ
て
、
完
全
な
形
で
は
な
い
。 

私
は
、
８
月
１
９
日
（
金
）
に
新
宿
と
池
袋
を
経
由
し
て
成

増
駅
に
来
た
。
こ
こ
か
ら
歩
け
る
範
囲
内
に
目
的
地
が
あ
る
。 

 

成
増
飛
行
場
の
唯
一
の
形
見
と
し
て
、
そ
の
存
在
が
一
部
の

旧成増飛行場の掩体壕跡 

円弧状のコンクリートの中が物置として

利用されている。 
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人
に
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
掩
体
壕
は
住
宅
の
下
部
に
あ
る
か

ら
、
か
な
り
正
確
な
位
置
情
報
を
得
て
か
ら
で
な
い
と
、
探
す

の
は
困
難
だ
。
そ
の
住
宅
所
有
者
の
個
人
情
報
な
ど
は
、
明
か

さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
さ
ら
に
難
し
い
。 

お
お
よ
そ
の
情
報
を
得
て
い
た
私
も
、
周
辺
道
路
を
歩
い
て

い
た
だ
け
で
は
、
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
注
意
し
な
が
ら
う

ろ
う
ろ
し
て
、
よ
う
や
く
特
徴
あ
る
形
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分

を
見
出
し
た
。
近
づ
い
て
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
積
極

的
に
細
い
路
地
に
踏
み
込
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

こ
こ
か
ら
光
が
丘
公
園
の
一
つ
の
入
り
口
に
近
い
か
ら
、
見

学
と
散
歩
を
兼
ね
て
、
中
に
入
っ
た
。
そ
し
て
大
江
戸
線
の
光

が
丘
駅
ま
で
歩
い
た
。 

公
園
の
中
は
、
平
日
だ
と
い
う
の
に
、
人
手
が
多
か
っ
た
。

夏
休
み
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
野
外
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
が
整
っ
て

お
り
、
若
い
人
た
ち
が
思
い
思
い
に
運
動
し
て
い
た
。
い
く
つ

か
の
休
憩
所
の
建
屋
が
巨
大
で
芸
術
的
な
こ
と
に
驚
く
。
そ
の

ベ
ン
チ
で
寝
そ
べ
っ
て
い
る
中
高
年
も
何
人
か
い
た
。
で
も
、

ホ
ー
ム
レ
ス
で
は
な
さ
そ
う
だ
。 

歩
き
な
が
ら
、
遺
構
ら
し
い
も
の
を
探
し
た
が
、
見
つ
け
ら

れ
な
か
っ
た
。
飛
行
場
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
平
地
だ
ろ
う
と

思
っ
た
が
、
意
外
と
盛
り
土
が
あ
っ
た
り
し
て
、
起
伏
が
多
く

あ
る
。
全
体
的
な
敷
地
は
、
確
か
に
飛
行
場
の
形
跡
に
な
っ
て

い
る
。 

さ
て
、
大
規
模
な
光
が
丘
団
地
も
通
り
抜
け
て
、
地
下
鉄
大

江
戸
線
・
光
が
丘
駅
か
ら
練
馬
駅
に
出
よ
う
と
し
た
が
、
途
中

に
豊
島
園
駅
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
寄
っ
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
「
と
し
ま
え
ん
」
は
２
０
２
０
年
８
月
に
惜
し
ま
れ
て
閉

園
し
、
都
の
主
導
で
再
開
発
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
当
然
、
今

は
工
事
の
準
備
中
で
中
に
入
れ
な
い
。 

正
門
近
く
の
高
み
（
練
馬
城
址
の
一
部
だ
っ
た
と
い
う
）
に

「
古
城
の
塔
」
が
あ
り
、
戦
争
中
の
一
時
期
、
こ
こ
の
屋
上
が

「
練
馬
防
空
監
視
哨
」
の
役
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
情
報
が

あ
り
、
私
は
外
か
ら
で
も
そ
の
外
観
を
見
た
い
と
思
っ
た
。 

防
空
監
視
哨
と
は
、
飛
来
し
て
く
る
敵
機
を
監
視
し
、
そ
の

機
種
や
数
、
高
度
・
速
度
・
方
向
な
ど
の
情
報
を
、
人
が
確
認

し
て
本
部
に
伝
え
る
拠
点
の
こ
と
だ
。
首
都
圏
各
地
に
配
備
さ

れ
た
内
の
一
つ
だ
っ
た
。
こ
の
辺
り
で
は
、
こ
の
塔
の
上
が
一

番
高
く
、
見
晴
ら
し
が
よ
か
っ
た
た
め
ら
し
い
。 

古
城
の
塔
は
と
し
ま
え
ん
の
開
園
時
１
９
２
６
年
か
ら
あ
る
、

英
国
式
古
城
を
模
し
た
建
築
物
で
、
今
で
は
、
廃
墟
の
様
相
を

呈
し
て
い
る
と
い
う
。
定
ま
っ
た
用
途
は
な
く
、
各
時
代
、
多

用
途
に
使
わ
れ
て
い
た
。
名
称
も
変
遷
し
た
。
そ
の
用
途
の
一

つ
が
防
空
監
視
だ
っ
た
わ
け
だ
。 

私
は
若
い
頃
か
ら
何
度
か
と
し
ま
え
ん
に
来
た
こ
と
が
あ
る

https://note.com/kojo_no_tou/n/n2490f76cda30
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が
、
古
城
の
塔
に
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
な
か
っ
た
ほ
ど
、
影
の
薄

い
存
在
だ
っ
た
。
で
も
、
と
し
ま
え
ん
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
だ

っ
た
し
、
そ
れ
な
り
の
建
築
的
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、

解
体
に
反
対
す
る
声
が
上
が
っ
て
い
る
。 

正
門
付
近
か
ら
よ
く
見
え
る
と
い
う
情
報
が
あ
る
の
だ
が
、

正
門
前
の
広
場
一
帯
は
板
状
の
「
工
事
中
の
塀
」
で
囲
わ
れ
、

正
門
に
は
近
づ
け
な
か
っ
た
。
外
周
を
回
っ
て
み
た
が
、
こ
の

塀
が
や
た
ら
と
高
く
（
刑
務
所
の
塀
を
思
わ
せ
る
）
、
さ
ら
に

欝
蒼

う
っ
そ
う

と
し
た
樹
木
に
覆
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ら
し
い
建
物

は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
う
解
体
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
疑
念
が
浮
か
ん
だ
。 

あ
き
ら
め
て
、
正
面
入
り
口
に
近
い
西
武
池
袋
線
の
方
の
豊

島
園
駅
か
ら
帰
っ
た
。 

 

⑥
根
府
川
駅
の
機
銃
掃
射
跡
（
神
奈
川
県
小
田
原
市
片
浦
）

2
0
2
2/
1
0/

1 

 

根
府
川
駅
の
ホ
ー
ム
の
屋
根
や
待
合
室
に
機
銃
掃
射
の

跡
が
数
十
か
所
残
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
を
得
て
、
土
曜
日

の
朝
、
出
か
け
て
み
た
。
根
府
川
駅
は
小
田
原
駅
か
ら
二
つ

目
の
、
東
海
道
線
の
駅
だ
か
ら
、
私
の
場
合
、
比
較
的
近
い
。 

以
前
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
、
二
宮
駅
の
ホ
ー
ム
の
屋
根
に

銃
痕
が
残
っ
て
い
る
こ
と
や
、
神
社
の
鳥
居
、
古
い
鉄
橋
な

ど
に
銃
痕
が
見
え
る
こ
と
を
紹
介
し
た
か
ら
、
ま
た
か
と
言

わ
れ
そ
う
だ
が
、
そ
れ
だ
け
、
鉄
道
網
や
橋
な
ど
は
攻
撃
の

重
点
的
な
対
象
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

駅
に
着
く
と
、
早
速
私
は
上
り
ホ
ー
ム
に
向
か
っ
た
。
渡

り
廊
下
か
ら
上
り
の
ホ
ー
ム
に
降
り
て
ゆ
く
階
段
の
と
こ

ＪＲ根府川駅のホームの天井梁にある銃撃跡 

ちょうど上り電車がすべりこんて来た。 
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ろ
で
、
左
側
の
梁
の
木
材
に
大
き
な
銃
痕
が
見
え
る
。
斜
め

に
銃
弾
が
貫
通
し
た
後
だ
。 

木
材
を
合
わ
せ
て
ボ
ル
ト
止
め
し
、
補
修
（
補
強
）
し
て

い
る
。
そ
の
と
き
天
井
部
分
が
大
き
く
破
損
し
た
は
ず
だ
が
、

そ
れ
ら
は
修
復
さ
れ
て
い
る
。 

米
戦
闘
機
に
よ
る
空
襲
が
小
田
原
地
方
で
は
昭
和
２
０
年
７

月
末
ご
ろ
に
多
く
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
時
の
も
の
だ
ろ
う
。 

ホ
ー
ム
天
井
を
見
つ
め
な
が
ら
、
歩
い
て
い
く
と
、
そ
れ

ら
し
い
跡
が
い
く
つ
か
見
つ
け
ら
れ
る
。
特
に
、
待
合
室
の

上
部
の
壁
に
は
直
径
１
セ
ン
チ
ほ
ど
の
穴
が
多
く
あ
り
、
米

軍
戦
闘
機
の
機
銃
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
や
や
小
さ
め
だ

が
、
単
な
る
節
穴
で
は
な
く
、
貫
通
痕
だ
ろ
う
。
私
は
情
報

提
供
者
よ
り
多
く
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ

ら
が
機
銃
掃
射
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

Ｊ
Ｒ
は
特
に
こ
れ
を
保
存
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
ホ
ー
ム
上
の
設
備
を
新
し
く
建
て
替
え
る
計
画
が
な
か

っ
た
か
ら
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
よ
う
だ
。
昭
和
８
年
に
建
て

ら
れ
て
か
ら
長
い
年
月
を
経
て
い
る
が
、
全
面
的
な
建
て
替

え
は
さ
れ
て
い
な
い
。
根
府
川
駅
は
乗
降
客
数
が
少
な
い
こ

と
が
幸
い
し
た
よ
う
だ
。
ち
な
み
に
こ
こ
は
無
人
駅
（
リ
モ

ー
ト
で
管
理
さ
れ
て
い
る
）
だ
。 

「
お
や
？ 

下
り
の
ホ
ー
ム
に
降
り
た
の
に
、
上
り
の
ホ
ー

ム
に
行
っ
て
、
上
を
見
な
が
ら
う
ろ
う
ろ
す
る
、
怪
し
い
ヤ

ツ
が
い
る
ぞ
」
と
、
監
視
カ
メ
ラ
で
し
っ
か
り
見
ら
れ
て
い

た
り
し
て
。 

根
府
川
駅
か
ら
歩
い
て
ほ
ど
近
い
と
こ
ろ
に
、
根
府
川
公
民

館
が
あ
る
。
こ
の
場
所
に
、
か
つ
て
高
射
砲
陣
地
が
設
営
さ
れ

て
い
た
と
い
う
。
私
は
こ
の
跡
も
見
た
か
っ
た
か
ら
、
駅
を
出

た
。 眼

下
に
海
が
見
え
る
。
こ
こ
に
高
射
砲
陣
地
が
あ
っ
た
と
わ

か
る
も
の
は
、
石
碑
以
外
何
も
な
い
。
１
９
８
８
年
に
敷
地
の

一
隅
に
建
立
さ
れ
た
も
の
だ
。
そ
の
石
碑
に
は
、
短
歌
が
刻
ま

れ
て
い
る
。
そ
の
所
属
し
て
い
た
元
兵
士
が
、
そ
の
後
、
こ
の

地
に
再
訪
し
た
時
、
詠
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。 

 

訪
い
く
れ
ば 

 

要
塞
た
り
し 

丘
高
く 公

民
館
の
白
き 

映
え
お
り 

 
 

正
男 

 

そ
れ
ら
を
見
た
あ
と
、
私
は
ぶ
ら
ぶ
ら
と
、
根
府
川
周
辺
の

い
く
つ
か
の
「
観
光
名
所
」
を
見
て
回
っ
た
。
寺
山
神
社
、
根
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府
川
関
所
跡
と
釈
迦
堂
を
見
た
。
私
が
特
に
推
奨
す
る
ほ
ど
の

も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
。
そ
れ
ぞ
れ
案
内
板
が
し
っ
か
り
整
備

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
行
き
や
す
い
。
釈
迦
堂
に
は
、
地
下
室
的

な
洞ほ

ら

の
中
に
石
像
が
あ
っ
た
。
人
が
近
づ
く
と
、
照
明
が
灯
る

仕
掛
け
に
な
っ
て
い
た
。 

な
お
、
機
銃
掃
射
の
跡
に
つ
い
て
は
、
何
も
説
明
は
な
か
っ

た
。 

 

 

［
エ
ッ
セ
イ
］ 

反
戦
歌
抜
粋 

 

歌
い
継
が
れ
る
反
戦
歌
が
あ
る
。
流
れ
る
よ
う
な
叙
情
的
な

メ
ロ
デ
ィ
ー
だ
っ
た
り
し
て
、
優
れ
て
い
る
曲
が
多
い
。
反
戦

ソ
ン
グ
と
い
え
ば
、
１
９
６
０
～
１
９
７
５
年
の
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
の
こ
ろ
に
流
行

は

や

っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
い
く
つ
か

は
時
代
を
超
え
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
と
し
て
分
類
さ
れ

る
も
の
も
あ
り
、
人
々
の
愛
唱
歌
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、

い
く
つ
か
の
曲
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
①
～
⑤
の
５
曲
だ
。 

各
自
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
っ
て
み
る
の
も
よ
い
。
で
も
、
歌
詞
の

意
味
は
、
反
戦
歌
ら
し
く
、
殺
伐
と
し
て
い
た
り
陰
鬱
に
さ
せ

た
り
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
ん
な
深
い
意
味
を
考
え
ず
、
気
楽

に
歌
う
ほ
う
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
な
た
は
そ
ん
な
反

戦
歌
よ
り
も
軍
歌
を
歌
う
ほ
う
が
、
気
分
が
高
揚
す
る
か
も
し

れ
な
い
が
。 

（ 

）
は
歌
わ
れ
始
め
た
、
お
お
よ
そ
の
年
代
を
示
す
。 

① 

花
は
ど
こ
へ
行
っ
た
（
１
９
５
０
年
代
）
作
詞
作
曲
：

P
e
t
e 
S
ee
g
er
 

こ
の
歌
は
「
花
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
で

始
ま
る
。
「
以
前
は
あ
ん
な
に
咲
き
誇
っ
て
い
た
の
に
、
だ
れ

https://en.wikipedia.org/wiki/Pete_Seeger
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が
持
っ
て
行
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
素
朴
な
疑
問
な
の
だ
。

そ
し
て
歌
が
進
む
に
つ
れ
、
そ
の
原
因
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

墓
に
入
っ
た
兵
士
の
た
め
に
、
女
性
た
ち
が
墓
前
に
花
を
手
向

け
て
い
た
か
ら
、
と
恐
ろ
し
い
因
果
関
係
に
導
い
て
い
る
。 

戦
い
で
死
ん
で
い
っ
た
兵
士
が
多
数
い
る
と
い
う
の
だ
。
あ

た
り
一
面
に
咲
い
て
い
た
花
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
、

そ
の
数
が
多
い
と
い
う
わ
け
だ
ろ
う
。
女
性
た
ち
は
若
く
し
て

未
亡
人
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
恋
す
る
人
を
失
っ
た
り
し
た

わ
け
で
あ
り
、
そ
の
悲
し
み
は
深
い
。
そ
の
数
も
多
い
と
推
論

さ
れ
る
。 

 

② 

風
に
吹
か
れ
て
（
１
９
６
０
年
代
）
作
詞
作
曲
：
ボ
ブ
・

デ
ィ
ラ
ン 

淡
々
と
歌
い
上
げ
て
い
る
。
比
喩
的
表
現
を
多
用
し
、
難
解

な
も
の
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
の
歌
だ
が
、

こ
れ
は
明
確
に
反
戦
の
歌
だ
ろ
う
。 

彼
は
「
無
意
味
な
こ
と
を
ど
う
し
て
繰
り
返
す
ん
だ
ろ
う
。

同
じ
こ
と
を
何
度
や
っ
た
ら
、
気
が
す
む
の
だ
ろ
う
」
と
い
う

人
生
や
動
物
の
存
在
や
、
え
い
え
い
と
し
た
営
み
に
疑
問
の
念

を
抱
く
。
そ
し
て
こ
の
世
界
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
戦
争
に
思

い
を
は
せ
る
。 

そ
の
答
え
は
？ 

ボ
ブ
は
答
え
を
示
そ
う
と
す
る
が
、 

「
答
え
は
風
の
中
に
吹
い
て
い
る
」
と
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い

こ
と
を
言
っ
て
、
は
ぐ
ら
か
す
。 

〈
何
度
繰
り
返
す
の
か
っ
て
？ 

答
え
は
風
に
聞
い
て
く
れ
。

オ
レ
は
知
ら
ん
よ
〉
と
で
も
言
っ
て
い
る
。 

ピ
ー
タ
ー･

ポ
ー
ル

＆
ア
ン
ド

マ
リ
ー
な
ど
、
こ
の
曲
を
カ
バ
ー
す

る
歌
手
た
ち
は
多
い
。
彼
ら
は
き
れ
い
に
歌
い
こ
な
し
て
い
る

が
、
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
本
人
は
、
ほ
と
ん
ど
な
げ
や
り
に
、
わ

ざ
と
へ
た
く
そ
に
歌
う
。
そ
こ
に
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
。
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
コ
ン
サ
ー
ト
会
場

で
観
客
か
ら
「
も
っ
と
ま
じ
め
に
歌
え
よ
！
」
と
怒
ら
れ
た
こ

と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
ん
な
と
き
、
ボ
ブ
は
ひ
る
ま
ず
に
「
こ

れ
は
オ
レ
の
歌
だ
。
オ
レ
が
い
い
加
減
に
歌
う
の
は
ぜ
ん
ぜ
ん

か
ま
わ
な
い
の
だ
！
」
と
言
い
返
え
し
そ
う
だ
。
批
判
に
は
、

ど
こ
吹
く
風
だ
ろ
う
。 

も
し
も
あ
な
た
が
カ
ラ
オ
ケ
で
ボ
ブ
の
よ
う
な
歌
い
方
を
し

た
ら
、
仲
間
た
ち
か
ら
顰

蹙

ひ
ん
し
ゅ
く

を
買
う
か
も
し
れ
な
い
。 

戦
争
が
繰
り
返
さ
れ
る
わ
け
を
、
余
計
な
こ
と
な
が
ら
、
私

が
答
え
れ
ば
、 

「
領
土
拡
張
意
識
の
強
い
、
戦
争
が
大
好
き
な
権
力
者
が
、
愛

国
的
な
人
々
を
戦
争
に
導
く
か
ら
」 
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③ 

イ
ム
ジ
ン
河
（
１
９
６
０
年
代
）
作
詞
：
朴
世
永
、
訳
詞
：

松
山
猛
、
作
曲
：
高
宗
漢 

北
と
南
の
国
境
の
川
の
一
つ
、
イ
ム
ジ
ン
河
を
主
題
に
し
て

い
る
。
イ
ム
ジ
ン
河
が
清
ら
か
に
流
れ
て
い
る
。
水
鳥
は
飛
び

交
う
。
け
れ
ど
、
人
は
渡
れ
な
い
こ
と
に
深
い
悲
し
み
が
あ
る
。 

１
９
４
５
年
、
日
本
の
敗
戦
に
伴
い
、
ソ
ビ
エ
ト
と
ア
メ
リ

カ
が
競
う
よ
う
に
、
半
島
の
内
部
に
進
出
し
、
軍
事
的
に
占
拠

し
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
に
都
合
の
い
い
強
権
的

な
政
府
を
樹
立
し
た
。
さ
ら
に
数
年
後
に
起
き
た
朝
鮮
戦
争
が

こ
の
地
に
深
い
断
裂
を
作
っ
た
。
両
国
に
政
治
的
な
対
立
が
続

く
。
国
際
的
に
当
事
国
だ
け
で
な
く
、
周
辺
諸
国
を
巻
き
込
ん

で
一
発
触
発
の
状
態
が
ま
だ
続
い
て
い
る
。
近
年
で
も
、
北
朝

鮮
が
ミ
サ
イ
ル
を
日
本
海
に
打
ち
込
ん
だ
り
す
る
か
ら
、
日
本

政
府
が
大
騒
ぎ
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

特
に
北
朝
鮮
で
は
、
誇
り
高
き
指
導
者
を
中
心
に
し
、
そ
の

ま
ま
世
襲
で
独
裁
体
制
を
維
持
・
継
続
し
て
い
る
。
金キ

ム

一
族
が

軍
部
を
掌
握
し
、
閉
鎖
的
な
支
配
体
制
を
築
い
て
い
る
。
「
こ

の
国
の
支
配
者
は
オ
レ
だ
」
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
人
々
を
囲

い
込
ん
で
い
る
。
国
境
警
備
を
厳
重
に
し
、
逃
げ
出
そ
う
と
す

る
も
の
な
ら
、
収
容
所
へ
送
り
こ
む
し
、
ひ
そ
か
に
国
境
線
を

超
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
背
後
か
ら
銃
撃
す
る
。 

分
断
さ
れ
た
朝
鮮
半
島
の
現
実
に
、
人
々
は
嘆
い
て
い
る
。

離
れ
離
れ
に
な
っ
た
家
族
・
親
類
・
知
人
た
ち
は
、
今
で
は
少

な
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
数
多
く
い
た
。
連
絡
を
取
る

の
も
難
し
か
っ
た
わ
け
だ
ろ
う
。 

こ
の
曲
は
、
流
れ
る
よ
う
な
旋
律
や
抑
揚
の
変
化
が
あ
り
、

音
楽
に
素
養
の
な
い
私
で
も
名
曲
の
一
つ
に
挙
げ
る
。
歌
詞
に

し
て
も
、
原
文
の
意
を
く
ん
で
翻
訳
し
た
と
さ
れ
、
人
々
の
心

情
を
率
直
に
言
葉
に
し
て
い
る
。 

私
た
ち
が
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
う
と
き
、
感
情
を
込
め
て
歌
う
の

も
い
い
し
、
さ
ら
り
と
歌
う
の
も
い
い
。 

 参
考
：
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
テ
レ
ビ
【
ア
ナ
ザ
ー
ス
ト
ー
リ
ー
ズ 

「
時
代
に
翻
弄
さ
れ
た
歌 

イ
ム
ジ
ン
河
」
】
２
０
２
１
年

１
２
月
４
日
放
送 

 

④ 

戦
争
を
知
ら
な
い
子
供
た
ち
（
１
９
７
０
年
代
）
作
詞
：

北
山
修
、
作
曲
：
杉
田
二
郎 

軽
快
な
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て
歌
い
上
げ
る
。
「
ぼ
く
た
ち
は
戦

争
を
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
平
和
を
願
っ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
。

戦
争
を
実
体
験
し
て
い
な
く
て
も
、
戦
争
が
ど
ん
な
も
の
か
、

わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
「
軽
々
し
い
ぼ
く
た
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ち
だ
け
ど
、
若
い
か
ら
と
い
っ
て
、
軽か

ろ

ん
じ
て
ほ
し
く
な
い
ね
」 

自
己
主
張
し
た
い
年
頃
な
の
だ
。 

言
い
換
え
れ
ば
、
「
ぼ
く
た
ち
は
戦
後
生
ま
れ
だ
し
、
戦
争

を
知
ら
な
い
よ
、
知
っ
て
み
た
く
も
な
い
。
戦
争
が
悲
惨
な
こ

と
ぐ
ら
い
、
わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
」 

彼
ら
は
子
供
の
こ
ろ
か
ら
、
母
か
ら
は
Ｂ
２
９
が
飛
ん
で
き

て
、
そ
の
空
襲
で
家
々
が
燃
え
上
が
り
、
人
々
が
逃
げ
惑
っ
た

り
、
一
面
が
焼
け
野
原
に
な
っ
た
り
し
た
話
を
聞
い
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
私
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
。 

仮
想
的
な
会
話
ー
ー 

「
か
あ
ち
ゃ
ん
、
ど
う
し
て
ア
メ
リ
カ
軍
は
日
本
の
各
地
に
爆

弾
を
落
と
し
た
の
？
」
「
そ
れ
は
ね
、
彼
ら
に
と
っ
て
日
本
人

は
、
軍
国
主
義
に
こ
り
か
た
ま
っ
た
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
国

の
人
た
ち
だ
っ
た
か
ら
、
害
敵
と
し
て
退
治
す
る
つ
も
り
だ
っ

た
の
よ
。
そ
れ
ま
で
日
本
人
は
武
力
で
近
隣
諸
国
を
ず
い
ぶ
ん

荒
ら
し
ま
わ
っ
て
い
た
か
ら
ね
。
弱
い
も
の
を
相
手
に
ず
い
ぶ

ん
悪
さ
を
し
て
い
た
か
ら
、
他
国
の
人
た
ち
に
恨
ま
れ
た
し
嫌

わ
れ
た
。
連
合
軍
に
降
伏
し
た
時
、
外
地
に
い
た
兵
隊
や
民
間

人
た
ち
は
、
現
地
の
人
に
石
を
も
っ
て
投
げ
ら
れ
よ
う
に
、
追

い
立
て
ら
れ
た
か
ら
、
命
か
ら
が
ら
引
き
揚
げ
て
き
た
」 

「
へ
ぇ
ー
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
桃
太
郎
み
た
い
に
、
悪
い
鬼
を
懲

ら
し
め
た
ん
だ
」
「
日
本
は
彼
ら
を
鬼
畜
米
英
と
い
っ
て
い
た

か
ら
、
ど
っ
ち
が
ど
っ
ち
だ
か…

…

」 

父
か
ら
は
「
オ
レ
は
（
徴
兵
検
査
で
）
甲
種
合
格
し
た
ん
だ
」

と
自
慢
話
を
す
る
だ
け
で
（
甲
種
合
格
し
た
な
ら
ば
、
ま
っ
先

に
戦
場
に
送
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
）
、
あ
と
は

口
を
閉
ざ
し
た
。
軍
隊
で
殴
ら
れ
て
ば
か
り
い
た
話
や
、
戦
地

で
戦
友
が
次
々
に
死
ん
で
い
っ
た
話
を
ご
く
た
ま
に
漏
ら
し
た
。

大
き
な
物
音
に
び
く
り
と
す
る
人
だ
っ
た
。 

過
酷
な
体
験
を
し
て
き
た
帰
還
兵
（
復
員
者
）
た
ち
は
、
多

く
を
語
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
ど
の
戦
争
で
も
、
兵
隊
は
戦
地

か
ら
生
き
て
帰
れ
れ
ば
良
し
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

の
中
に
は
、
傷
病
兵
ば
か
り
だ
っ
た
り
す
る
。
精
神
を
病
ん
だ

者
も
数
知
れ
ず
、
人
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
彼
ら
の
姿

に
、
家
族
ら
は
愕
然
と
し
た
り
す
る
。 

彼
ら
、
団
塊
の
世
代
（
戦
後
の
数
年
間
、
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
で

誕
生
し
た
人
た
ち
）
は
、
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
を
親
た
ち
か
ら
吹

き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
不
戦
の
誓
い
で
も
あ
る
。 

「
祖
父
母
た
ち
や
親
た
ち
の
世
代
で
は
、
セ
ン
ソ
ー
を
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
し
て
い
た
け
ど
、
ぼ
く
た
ち
の
世
代
で
は
決
し
て
し
な

い
よ
。
お
と
な
に
な
っ
て
も
、
セ
ン
ソ
ー
を
知、
ら、
ず、
に、
暮、
ら、
す、

ん
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。 
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⑤ 

イ
マ
ジ
ン
（
１
９
７
０
年
代
） 

作
詞
作
曲
：
ジ
ョ
ン･

レ
ノ
ン
と
オ
ノ
・
ヨ
ー
コ 

 

こ
れ
は
世
界
的
に
有
名
な
曲
だ
。
最
近
で
も
平
和
記
念
の
式

典
で
歌
わ
れ
た
り
し
て
い
る
。
歌
詞
か
ら
で
は
わ
か
り
に
く
い

が
、
平
和
を
願
う
も
の
で
あ
り
、
反
戦
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
私
が
歌
詞
を
概
訳
す
と
、 

「
こ
の
世
に
天
国
は
な
い
し
、
地
獄
も
な
い
。
人
々
は
空
の
下

で
今
日
を
生
き
て
い
る
。 

国
も
な
い
し
、
宗
教
も
な
い
こ
と
を
想
像
し
て
み
た
ま
え
。

そ
の
た
め
に
人
を
殺
し
た
り
死
ん
だ
り
し
な
い
。 

物
を
所
有
し
な
い
。
そ
ん
な
生
活
を
キ
ミ
は
想
像
で
き
な
い

だ
ろ
う
け
ど
、
強
欲
に
な
ら
な
い
し
、
飢
え
も
し
な
い
。 

私
は
、
い
つ
か
人
々
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
世
界
が
一
つ

に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。 

み
ん
な
で
世
界
を
共
有
し
、
人
々
が
平
和
に
暮
ら
す
こ
と
を

想
像
し
て
み
た
ま
え
。 

そ
れ
は
私
だ
け
の
夢
だ
ろ
う
か
」 

 

と
諭さ

と

す
こ
と
を
し
み
じ
み
と
歌
い
上
げ
て
い
る
。
質
素
に
、

謙
虚
に
生
き
る
こ
と
を
、
大
胆
に
現
実
を
否
定
し
て
説
い
て
い

る
。
そ
れ
は
ヒ
ッ
ピ
ー
の
生
き
方
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。 

な
お
、
「
レ
ッ
ト･

イ
ッ
ト･

ビ
ー
」
も
似
た
よ
う
な
調
子
の

曲
だ
。
レ
ッ
ト･

イ
ッ
ト･

ビ
ー
の
フ
レ
ー
ズ
を
し
つ
こ
く
繰
り

返
し
て
、
悲
壮
感
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
も
反
戦
歌
の
一
つ

に
挙
げ
た
い
。
「
オ
レ
た
ち
を
支
配
し
た
り
排
除
し
た
り
、
し

な
い
で
く
れ
よ
｝
と
哀
願
し
で
い
る
。 

「
ゲ
ッ
ト
・
バ
ッ
ク
」
（
１
９
６
９
年
４
月
リ
リ
ー
ス
）
に
し

て
も
、
１
９
６
０
年
代
前
半
で
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
消
極
的
に
な

っ
て
い
た
Ｊ
Ｆ
ケ
ネ
デ
ィ
元
大
統
領
（
在
任1

9
6
1

～6
3

年
、
ダ

ラ
ス
で
銃
撃
さ
れ
死
亡
。
こ
の
事
件
に
は
重
大
な
陰
謀
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
）
に
代
わ
っ
て
、
そ
の
任
に
就
い
た
テ
キ
サ
ス
州

出
身
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
（
在
任1

9
6
3

～6
9

年
）
に
対
し
て
、

遠
回
し
に
「
田
舎
へ
帰
れ
！
」
と
叫
ん
だ
曲
だ
ろ
う
、
と
私
は

解
釈
す
る
。 

彼
が
、
ケ
ネ
デ
ィ
の
遺
志
に
反
す
る
か
の
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
を
本
格
的
に
拡
大
さ
せ
、
長
期
化
（
泥
沼
化
）
さ
せ
た

張
本
人
だ
か
ら
。 

お
そ
ら
く
、
就
任
の
と
き
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
心
の
中
で
叫
ん
だ

こ
と
だ
ろ
う
ー
ー
「
弱
気
な
ヤ
ロ
ー
め
、
テ
メ
ー
に
や
る
気
が

な
い
な
ら
、
オ
レ
が
代
わ
り
に
や
っ
て
や
る
！
」 

１
９
６
０
年
代
後
半
に
な
っ
て
、
強
気
だ
っ
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン

だ
っ
た
け
れ
ど
、
し
だ
い
に
ベ
ト
ナ
ム
で
米
国
側
の
損
失
が
大
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き
く
な
り
、
勝
ち
目
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
世
論
の

強
い
反
対
に
も
あ
い
、
失
意
の
う
ち
に
大
統
領
を
退
き
（
再
選

の
立
候
補
を
し
な
か
っ
た
）
、
テ
キ
サ
ス
の
牧
場
に
引
き
こ
も

っ
た
、
と
さ
れ
る
。
ほ
ん
と
に
田
舎
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。 

ち
な
み
に
個
人
的
な
好
み
か
ら
い
え
ば
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
は
、

ア
ッ
プ
テ
ン
ポ
の
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て
、
困
難
や
嫌
な
こ
と
を
吹

き
飛
ば
す
よ
う
に
、
元
気
よ
く
叫
ぶ
曲
が
い
い
。 

 

 

仏
像
探
訪
・

番
外
編 

 

以
前
の
仏
像
シ
リ
ー
ズ
で
、
大
仏
や
怒
れ
る
仏
像
な
ど
を
紹

介
し
て
き
た
が
、
そ
の
後
に
出
会
っ
た
も
の
に
も
い
く
つ
か
特

筆
す
べ
き
も
の
を
見
出
し
た
の
で
、
一
部
を
追
加
紹
介
し
た
い
。

画
像
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
あ
な
た
自
身
が
、
実
際
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
美
術
館
や
寺
院
を
訪
れ
て
視
認
し
て
ほ
し
い
。 

 

①
愛
染
明
王
・
五
島

ご

と

う

美
術
館
（
東
京
都
世
田
谷
区
上
野
毛
）

2
0
1
9/
1
/1
7
 

２
０
１
９
年
１
月
１
７
日
に
、
何
十
年
か
ぶ
り
に
五
島
美
術

館
を
訪
れ
た
。
質
の
高
い
愛
染
明
王
像
が
あ
る
と
い
う
の
で
、

見
た
い
と
思
っ
た
。
東
急
大
井
町
線
の
上
野
毛
駅
か
ら
降
り
て

歩
い
た
。
駅
か
ら
４
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
近
さ
だ
が
、
私
は

も
う
道
順
を
忘
れ
て
い
た
か
ら
、
や
や
迷
っ
た
。 

目
当
て
の
愛
染
明
王
像
は
、
観
覧
順
序
の
最
初
の
コ
ー
ナ
ー

に
展
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
五
島
美
術
館
の
中
で
も
特
別
扱

い
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
全
体
的
に
黒
光
り
し
、
顔
は
真
正
面
を

直
視
し
て
い
る
。
そ
の
怒
り
の
表
情
で
、
人
々
を
威
圧
す
る
。

も
し
も
、
こ
れ
が
動
き
出
し
た
な
ら
ば
、
そ
う
と
う
に
怖
い
。 
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衣
装
類
を
含
め
て
全
身
が
精
巧
な
完
璧
さ
で
作
成
さ
れ
て
い

る
。
聞
き
し
に
勝
る
造
形
美
が
あ
る
。
大
き
さ
に
つ
い
て
、
巨

大
で
は
な
い
に
し
ろ
、
こ
れ
で
十
分
だ
ろ
う
。 

こ
こ
に
画
像
で
示
し
た
ら
い
い
の
だ
が
、
撮
影
禁
止
だ
っ
た
。 

②
麻
布
大
観
音
・
長
谷
寺

ち
ょ
う
こ
く
じ

（
東
京
都
港
区
西
麻
布
）

2
0
2
0/
9
/1
4
 

表
参
道
か
ら
根
津
美
術
館
（
建
築
設
計
者
の
こ
だ
わ
り
で
、

入
り
口
が
分
か
り
に
く
い
）
に
寄
っ
て
か
ら
、
西
麻
布
の
長
谷

寺
へ
歩
い
た
。
こ
こ
に
大
観
音
が
あ
る
と
の
情
報
を
得
て
、
い

そ
い
そ
と
行
っ
て
み
た
。 

そ
の
門
に
は
「
大
本
山
永
平
寺
別
院
」
「
長
谷
寺
専
門
僧
堂
」

の
表
札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
格
式
が
高
い
寺
な
の
だ
。 

門
を
入
る
と
、
右
手
に
二
層
式
の
壮
麗
な
切
妻
屋
根
を
も
つ

建
築
物
が
あ
る
。
観
音
堂
だ
。 

私
は
戸
を
開
け
て
こ
っ
そ
り
と
入
っ
て
ゆ
く
。
鎌
倉
に
あ
る

某
寺
の
よ
う
に
、
野
暮
な
拝
観
料
な
ど
は
徴
収
し
て
い
な
い
。 

内
部
は
絢
爛
豪
華
だ
。
天
井
が
高
い
。
見
上
げ
る
よ
う
に
私

は
見
る
。
中
央
に
立
っ
て
、
突
出
し
て
大
き
い
像
が
、
も
ち
ろ

ん
麻
布
大
観
音
だ
。
身
の
丈
約
１
０
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
頭
の
周

囲
に
い
く
つ
か
の
仏
頭
が
配
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
十

一
面
観
世
音
菩
薩
像
だ
。 

 

赤
銅
色
の
肌
を
し
て
い
る
の
は
、
珍
し
い
。
う
し
ろ
に
は
同

じ
色
の
、
大
き
な
楕
円
形
の
身
光
が
あ
る
。
右
手
に
錫
杖
を
持

ち
、
左
手
に
蓮
華
の
挿
さ
れ
た
花
瓶
を
持
つ
。 

天
井
か
ら
何
や
ら
下
が
っ
て
い
る
の
は
、
花
飾
り
だ
ろ
う
か
。

や
や
過
剰
な
装
飾
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
再
建
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。

戦
災
で
、
旧
来
の
も
の
は
寺
も
ろ
と
も
焼
失
し
た
と
い
う
。 

こ
の
お
堂
に
は
、
後
ろ
の
方
に
、
等
身
サ
イ
ズ
の
い
く
つ
か

仏
像
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
、
左
端
の
奥
に
筋
肉
質
の
立

像
に
興
味
を
持
っ
た
。
ふ
ん
ど
し
姿
で
、
た
く
ま
し
い
。
右
手

に
こ
ん
棒
を
持
っ
て
い
る
。
余
計
な
「
枠
飾
り
」
の
た
め
に
顔

麻布大観音 
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が
見
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
鬼
卒
だ
ろ
う
、
観
音
を

引
き
立
て
る
役
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。 

 
 

③
仁
王
像
・
大
倉
集
古
館
（
東
京
都
港
区
虎
ノ
門
）

2
0
2
0/
1
2/
1
1 

地
下
鉄
千
代
田
線
・
国
会
議
事
堂
前
駅
か
ら
歩
い
た
。
道
す

が
ら
警
察
官
の
姿
が
ち
ら
ほ
ら
し
て
い
る
か
ら
、
不
審
な
マ
ネ

は
で
き
な
い
。 

大
倉
集
古
館
は
、
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
の
敷
地
内
に
あ
る
。
一

流
の
目
利
き
を
し
た
オ
ー
ナ
ー
が
、
趣
味
と
財
力
で
集
め
た
も

の
を
公
開
し
て
い
る
。
文
化
財
的
な
も
の
を
多
く
揃
え
て
い
る
。 

そ
の
中
で
、
建
屋
軒
下
に
展
示
さ
れ
た
仁
王
像
一
対
が
迫
力

満
点
だ
っ
た
こ
と
を
特
記
し
た
い
。
木
造
で
、
２
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
高
さ
が
あ
る
。
肌
表
面
の
彩
色
が
落
ち
、
変
色
し
て
い
る
。

部
分
的
に
朽
ち
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
長
い
年
月
を
経

た
証
拠
で
あ
り
、
か
え
っ
て
す
ご
み
を
増
し
て
い
る
。
南
北
朝

時
代
の
制
作
と
い
う
か
ら
、
６
０
０
年
以
上
の
も
の
だ
。 

こ
れ
も
撮
影
禁
止
だ
っ
た
よ
う
で
、
写
真
に
撮
っ
て
い
な
か

っ
た
。 

④
軍
荼
利

ぐ

ん

だ

り

明
王
像
・
東
浪
見

と

ら

み

寺
（
千
葉
県
一
宮
町
）

2
0
2
1/
1
/2
8
 

軍
荼
利
（
軍
太
利
と
も
表
記
す
る
）
明
王
像
に
つ
い
て
、
私

に
は
こ
だ
わ
り
が
あ
り
、
近
隣
地
域
に
点
存
し
て
い
る
そ
の
仏

像
の
ほ
と
ん
ど
を
見
て
き
た
つ
も
り
だ
。
と
言
っ
て
も
、
数
は

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。 

そ
れ
ら
は
一
年
に
一
度
程
度
、
開
帳
さ
れ
る
だ
け
の
、
秘
仏

で
あ
る
こ
と
が
多
い
し
、
失
礼
な
が
ら
、
辺
鄙

へ

ん

ぴ

な
地
に
あ
る
こ

と
が
多
い
か
ら
、
隠
れ
た
存
在
だ
。 

１
月
２
８
日
（
木
）
の
寒
い
日
、
千
葉
県
一
宮
町
東
浪
見

と

ら

み

に

出
か
け
た
。
こ
の
日
が
年
に
一
度
の
縁
日
と
い
う
べ
き
日
に
あ

た
り
、
秘
仏
が
開
帳
さ
れ
る
。
午
前
中
に
行
く
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

鬼卒（？）像 
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を
組
ん
だ
。
外
房
の
町
だ
か
ら
、
私
に
と
っ
て
は
か
な
り
遠
い

地
方
の
一
つ
で
あ
り
、
め
っ
た
に
来
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
だ
。
午

後
に
は
茂
原
へ
行
く
予
定
に
し
て
い
た
。 

外
房
線
・
東
浪
見
駅
か
ら
歩
１
５
分
。
軍
荼
利
山
の
ふ
も
と

か
ら
、
長
い
石
段
を
上
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
は
「
軍
荼
利
山
」

の
扁
額
が
か
か
っ
た
鳥
居
が
あ
っ
た
り
し
て
、
神
仏
習
合
の
跡

を
と
ど
め
て
い
る
。 

 

東
浪
見
寺
の
仁
王
門
を
く
ぐ
る
。
二
体
の
ユ
ニ
ー
ク
な
仁
王

像
が
睨
み
を
効
か
せ
て
い
る
。
独
特
の
ボ
ー
ス
を
し
て
お
り
、

作
風
が
お
も
し
ろ
い
。
し
か
し
、
木
造
の
胴
体
が
大
き
く
割
れ

て
、
不
自
然
に
傾
い
て
立
っ
て
い
る
の
が
惜
し
い
。 

私
と
前
後
し
て
参
拝
に
来
て
い
た
人
た
ち
が
、
歩
き
な
が
ら

「
以
前
は
、
割
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
」
と
話
を
す
る
声
が
聞

こ
え
た
。
境
内
を
進
む
と
、
お
堂
が
見
え
て
き
た
。
お
堂
の
横

の
広
場
で
は
テ
ン
ト
が
張
ら
れ
、
地
元
の
人
た
ち
５
、
６
人
が

集
ま
っ
て
焚
火
を
し
て
い
た
。 

明
ら
か
に
部
外
者
の
私
が
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
と
、
地
元
民

の
一
人
が
、
な
ま
り
の
あ
る
言
葉
で
声
を
か
け
て
く
れ
た
。
目

的
を
話
す
と
、
彼
は
像
の
す
ぐ
前
ま
で
近
寄
ら
せ
、
見
せ
て
く

れ
た
。
お
堂
の
天
井
や
壁
は
、
所
狭
し
と
、
絵
馬
な
ど
で
飾
ら

れ
て
い
る
。 

像
は
、
鉄
格
子
の
な
か
に
厳
重
に
保
護
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
祭
壇
の
奥
は
暗
く
、
像
の
前
に
机
（
鏡
の
よ
う
な
も
の
が
正

面
に
置
か
れ
て
い
た
）
が
あ
っ
た
り
し
て
、
よ
く
見
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
木
造
で
、
１
・
５
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

大
き
さ
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
部
分
的
に
破
損
し
て

い
る
。
そ
れ
で
も
、
地
元
の
人
は
大
事
に
し
て
い
る
。
こ
れ
以

上
の
破
損
は
避
け
た
い
と
い
う
、
彼
ら
の
あ
つ
い
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
素
朴
な
信
仰
が
あ
る
。 

見
に
く
い
け
れ
ど
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
を
避
け
た
撮
影
を
し
た
。 

東浪見寺の仁王像の一つ 
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あ
な
た
が
軍
荼
利
明
王
像
を
見
に
行
こ
う
と
し
た
ら
、
飯
能

市
立
郷
土
館
に
あ
る
軍
荼
利
明
王
像
が
一
番
見
や
す
い
だ
ろ

う
。 こ

れ
は
高
山
不
動
尊
に
あ
る
像
の
レ
プ
リ
カ
で
、
実
物
と
同

一
サ
イ
ズ
（
高
さ
２
３
０
セ
ン
チ
）
の
身
の
丈
だ
か
ら
、
迫
力

が
あ
る
。
以
下
に
そ
の
画
像
を
掲
載
す
る
。 

 

つ
い
で
な
が
ら
、
飯
能
市
の
近
傍
の
山
に
ハ
イ
キ
ン
グ
に
行

っ
た
と
き
、
飯
能
市
大
河
原
地
区
の
軍
太
利
神
社
に
よ
っ
て
み

た
。
軍
太
利
神
社
と
は
、
期
待
が
も
て
る
名
だ
。 

山
の
ふ
も
と
の
一
角
に
、
他
の
お
堂
と
と
も
に
そ
れ
が
あ
っ

た
。
し
か
し
堂
内
に
は
入
れ
ず
、
戸
の
隙
間
か
ら
覗の

ぞ

い
て
み
る

だ
け
だ
っ
た
。
中
が
暗
か
っ
た
か
ら
、
肉
眼
で
は
よ
く
見
え
な

か
っ
た
が
、
写
真
を
撮
っ
て
み
る
と
、
祭
壇
の
上
に
、
３
０
セ

ン
チ
ほ
ど
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
サ
イ
ズ
の
軍
荼
利
明
王
像
が
か
ろ
う

じ
て
写
っ
て
い
た
。
両
腕
を
胸
の
と
こ
ろ
で
ク
ロ
ス
す
る
軍
荼

利
明
王
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
こ
の
像
な
ど
は
神
社
に
あ
る
も
の

軍荼利明王像 

千葉県一宮町東浪見 

軍荼利明王像 

埼玉県飯能市郷土館 2022/7/24 
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で
あ
っ
て
、
仏
像
で
は
な
く
「
神
像
」
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
守
り
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
。 

⑤
江
戸
六
地
蔵
・
真
性
寺
（
東
京
都
豊
島
区
巣
鴨
）

2
0
2
1/
1
2/
1
1
 

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
原
宿
」
と
し
て
高
名
な
巣
鴨

す

が

も

商
店
街
に
、

後
学
の
た
め
に
行
っ
て
み
た
。
こ
の
商
店
街
は
地
蔵
通
り
と
言

わ
れ
て
お
り
「
と
げ
ぬ
き
地
蔵
」
が
あ
る
こ
と
で
も
有
名
だ
。

山
手
線
の
巣
鴨
駅
北
口
に
出
て
、
そ
の
西
側
に
直
交
す
る
広
い

国
道
１
７
号
・
白
山
通
り
）
を
渡
る
。
そ
の
歩
道
を
北
へ
１
０

０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
歩
く
と
、
巣
鴨
商
店
街
の
入
り
口
が
あ
る
。

地
蔵
通
り
は
そ
の
国
道
と
ほ
ぼ
平
行
し
て
伸
び
て
い
る
。 

そ
こ
へ
入
っ
て
ゆ
く
と
、
す
ぐ
左
手
に
真
性
寺
が
あ
る
の
で
、

寄
っ
て
み
た
。
境
内
に
入
っ
て
ゆ
く
と
、
近
年
建
て
替
え
ら
れ

た
ら
し
い
立
派
な
本
堂
の
前
に
、
青
銅
製
の
大
き
い
地
蔵
像
が

あ
る
。
こ
れ
が
「
と
げ
ぬ
き
地
蔵
」
で
は
な
い
。
そ
れ
が
あ
る

の
は
、
も
っ
と
道
の
先
に
あ
る
高
岩
寺
だ
。
こ
れ
は
、
江
戸
六

地
蔵*

１
の
一
つ
と
し
て
、
仏
像
マ
ニ
ア
の
中
で
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
私
は
こ
こ
に
そ
の
大
き
い
地
蔵
像
が

あ
る
こ
と
を
事
前
に
知
ら
な
か
っ
た
。 

驚
き
を
も
っ
て
見
上
げ
た
。
２
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
高
い
台
座

の
上
に
座
り
、
ど
っ
し
り
し
た
青
銅
製
の
坐
像
だ
。
頭
に
大
き

な
笠
を
か
ぶ
っ
た
姿
は
、
尊
顔
を
隠
し
気
味
だ
。
赤
い
よ
だ
れ

か
け
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
地
蔵
の
「
決
ま
り
ご
と
」
な
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
不
思
議
に
思
う
。 

 

*

１
．
江
戸
六
地
蔵
、
丈
六
サ
イ
ズ
で
、
同
一
様
式
で
作
ら
れ
た

青
銅
仏
。
た
だ
し
、
笠
の
形
が
異
な
る
な
ど
若
干
の
違
い
は

あ
る
。
以
下
に
寺
名
と
（ 

）
内
に
簡
単
な
場
所
を
示
す
。 

１
～
６
の
順
に
巡
拝
す
る
の
が
、
江
戸
っ
子
の
習
い
ら
し
い
。 

１
番 
品
川
寺
（
南
品
川
３
丁
目
）
笠
を
か
ぶ
っ
て
い
な
い 

２
番 
太
宗
寺
（
新
宿
２
丁
目
） 

３
番 

真
性
寺
（
巣
鴨
３
丁
目
） 

真性寺の地蔵像 

江戸六地蔵の一つ 
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４
番 

東
禅
寺
（
東
浅
草
２
丁
目
） 

５
番 
霊
厳
寺
（
江
東
区
白
川
１
丁
目
） 

６
番 

永
代
寺
（
深
川
３
丁
目
）
碑
だ
け
あ
る
。
本
体
は
現
存

せ
ず
。
明
治
期
に
廃
仏
毀
釈
運
動
に
よ
り
壊
さ
れ
た
。 

 

私
は
こ
の
道
路
に
沿
っ
て
ぶ
ら
ぶ
ら
と
歩
い
た
。
そ
れ
な
り

に
活
気
が
あ
り
、
も
の
め
ず
ら
し
さ
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
と

げ
ぬ
き
地
蔵
」
の
高
岩
寺
に
も
寄
っ
て
み
た
。
こ
こ
は
参
拝
者

が
絶
え
な
い
。
若
い
人
の
姿
も
ち
ら
ほ
ら
し
て
い
る
。 

私
は
さ
ら
に
進
み
、
商
店
街
入
り
口
か
ら
直
線
的
に
約
１
キ

ロ
先
に
あ
る
大
正
大
学
の
観
音
堂
を
見
に
行
っ
た
。 

大
正
大
学
は
仏
教
学
部
の
あ
る
総
合
大
学
だ
。
意
外
と
近
代

的
な
校
舎
が
建
ち
並
ん
で
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。 

観
音
堂
は
大
学
の
施
設
の
一
部
だ
が
、
一
般
公
開
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
不
審
者
も
入
れ
る
。
こ
の
観
音
堂
は
、
近
年
に
作
ら

れ
た
も
の
で
、
外
観
は
五
重
塔
的
だ
が
、
内
部
の
階
段
が
ら
せ

ん
構
造
（
栄
螺

さ

ざ

え

堂
と
も
い
う
）
に
な
っ
て
お
り
、
一
本
の
通
路

で
上
が
り
下
が
り
で
き
る
。
中
に
い
く
つ
か
の
新
旧
の
仏
像
も

置
か
れ
て
お
り
、
間
近
に
見
ら
れ
る
。 

 
 
 

 

⑥
首
切
り
地
蔵
・
延
命
寺
（
東
京
都
荒
川
区
南
千
住
）

2
0
2
2/
2
/2
7
 

松
戸
方
面
に
行
く
た
め
に
常
磐
線
の
電
車
に
乗
っ
て
い
た
ら
、

南
千
住
駅
の
手
前
の
あ
た
り
で
、
窓
の
外
に
大
き
な
地
蔵
像
が

見
え
た
の
で
、
大
仏
を
多
く
見
て
き
た
私
と
し
て
は
気
に
な
っ

た
。
そ
の
帰
り
に
、
夕
刻
に
な
っ
て
南
千
住
駅
に
途
中
下
車
し

た
。
駅
か
ら
歩
い
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
、
線
路
際
の
墓
地
の
中

大正大学の観音堂（栄螺
さ ざ え

堂） 
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に
そ
の
地
蔵
像
が
あ
っ
た
。 

南
千
住
駅
は
、
私
が
若
い
こ
ろ
、
通
学
に
利
用
し
て
い
た
駅

だ
っ
た
か
ら
、
毎
日
の
よ
う
に
こ
の
仏
像
を
見
て
い
た
は
ず
だ

が
、
そ
の
こ
ろ
は
こ
れ
に
ほ
と
ん
ど
気
に
留
め
な
か
っ
た
。 

 
 

 
 

 

首
切
り
地
蔵
の
名
で
は
、
人
聞
き
が
悪
い
の
だ
が
、
調
べ
て

み
る
と
、
由
緒
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
辺
は
江
戸
時
代
、

近
く
に
小
塚
原
刑
場
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
死
刑
者
の
霊

を
慰
め
る
た
め
に
、
１
７
４
１
年
（
寛
保
元
年
）
に
延
命
地
蔵

と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
と
い
う
か
ら
、
か
な
り
古
い
。 

延
命
寺
の
墓
苑
の
入
り
口
付
近
に
あ
り
、
し
っ
か
り
し
た
台

座
の
上
に
、
風
雪
に
耐
え
な
が
ら
、
座
っ
て
お
ら
れ
る
。
参
拝

者
が
時
々
訪
れ
る
よ
う
だ
。 

こ
の
地
蔵
像
は
、
花
崗
岩
で
で
き
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
だ

け
の
大
き
な
も
の
を
石
で
作
る
の
も
大
変
だ
っ
た
ろ
う
。
近
く

で
見
る
と
、
全
体
が
一
枚
岩
で
は
な
く
、
複
数
の
岩
を
組
み
合

わ
せ
た
箇
所
が
あ
る
。
ひ
び
割
れ
の
よ
う
に
も
見
え
る
。 

な
お
、
延
命
寺
の
隣
に
回
向
院

え
こ
う
い
ん

（
小
塚
原
回
向
院
）
が
あ
り
、

遊
女
た
ち
の
無
縁
墓
が
あ
る
と
い
う
。
入
り
口
に
、
供
養
の
た

め
の
地
蔵
像
が
あ
り
、
境
内
に
吉
展

よ
し
の
ぶ

地
蔵
尊
な
る
も
の
も
あ
っ

た
。
吉
展
と
聞
け
ば
、
あ
の
誘
拐
事
件
に
関
係
し
た
も
の
だ
ろ

う
か
、
と
思
い
を
巡
ら
す
。 

⑦
谷
津
大
観
音
・
寿
徳
寺
（
東
京
都
北
区
滝
野
川
）20

2
2
/
8
/5 

板
橋
界
隈

か
い
わ
い

を
歩
こ
う
と
し
て
地
図
を
見
て
い
た
ら
「
谷
津
大

観
音
」
と
記
さ
れ
た
地
点
が
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
目
的
地
へ
行

く
途
中
に
あ
る
の
で
、
寄
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。 

板
橋
駅
か
ら
北
東
へ
そ
ぞ
ろ
に
歩
い
て
行
く
と
、
石
神
井

し
ゃ
く
じ
い

川

を
渡
る
橋
に
つ
い
た
。
そ
の
名
を
欄
干
の
銘
板
で
確
認
す
る
と
、

首切り地蔵（南千住駅の近くの延命寺） 

不審者が見つめていた 



 

51   雑事記 

「
観
音
橋
」
だ
っ
た
。
方
向
感
覚
を
惑
わ
す
よ
う
な
、
旧
態
依

然
と
し
た
街
並
み
の
路
地
を
通
っ
た
か
ら
、
方
向
に
自
信
が
な

か
っ
た
。
迷
わ
ず
に
た
ど
り
着
け
た
こ
と
に
安
堵
す
る
。 

川
を
渡
る
と
、
ま
も
な
く
左
手
に
、
大
仏
が
見
え
た
。
公
園

の
よ
う
な
区
域
に
露
座
し
て
い
る
。 

「
う
ー
ん
、
こ
れ
は
大
き
い
。
こ
れ
は
都
会
に
ま
れ
な
大
仏
だ
」

と
心
の
中
で
つ
ぶ
や
く
。
像
の
部
分
だ
け
で
、
高
さ
５
メ
ー
ト

ル
あ
り
そ
う
だ
。
石
神
井
川
沿
い
に
あ
っ
て
、
閑
静
な
住
宅
街

の
一
角
だ
か
ら
、
立
地
的
に
意
外
性
が
あ
る
。 

 

観
音
像
と
い
う
よ
り
、
こ
の
壮
健
な
、
ど
っ
し
り
と
し
た
体

形
は
釈
迦
如
来
な
ど
の
大
仏
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
の
で
、
一
瞬

疑
っ
た
が
、
や
は
り
こ
れ
は
観
音
で
あ
り
、
頭
部
を
見
れ
ば
、

す
ぐ
に
そ
れ
と
わ
か
る
し
、
左
手
に
一
輪
の
花
を
持
っ
て
い
る
。

し
っ
か
り
し
た
八
角
形
の
台
座
の
正
面
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
銘

板
で
「
谷
津
大
観
音
」
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
。 

平
成
２
０
年
（
２
０
０
８
）
１
２
月
の
開
眼
と
あ
る
か
ら
、

比
較
的
新
し
い
。
こ
こ
か
ら
や
や
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
寿
徳

寺
の
方
で
こ
れ
を
管
理
し
て
い
る
。 

ち
な
み
に
、
こ
の
寺
は
、
板
橋
駅
前
の
近
藤
勇
墓
所
も
管
理

し
て
い
る
と
い
う
。
新
選
組
に
興
味
の
あ
る
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ

訪
れ
る
と
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
板
橋
駅
に
降
り
立
っ

て
歩
き
出
し
た
と
き
。
小
さ
な
公
園
の
一
角
の
よ
う
な
場
所
に

気
づ
い
て
、
興
味
半
分
で
こ
れ
を
見
た
。 

そ
の
寺
の
庭
に
あ
る
珍
し
い
石
像
に
、
私
は
興
味
を
持
っ
た
。

右
は
イ
ン
ド
で
出
土
し
た
ア
シ
ョ
ー
カ
の
石
柱
頭
部
だ
そ
う
だ

が
、
そ
う
と
う
に
重
い
の
に
、
ど
こ
か
ら
、
ど
ん
な
ル
ー
ト
で
、

こ
ん
な
異
国
的
な
石
像
を
持
っ
て
き
た
の
か
、
不
思
議
な
気
が

し
た
。
こ
の
寺
の
住
職
の
趣
味
と
い
う
べ
き
か
。
イ
ン
ド
は
仏

教
の
発
祥
の
地
だ
け
れ
ど
も
。 

谷津大観音 
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⑧
ぐ
ん
だ
り
明
王
像
・

證

誠

院

し
ょ
う
じ
ょ
う
い
ん

（
千
葉
県
松
戸
市
み
の

り
台
）2

0
2
2
/
8
/2
8
 

８
月
２
８
日
（
日
）
私
は
例
に
よ
っ
て
早
起
き
し
て
、
い
そ

い
そ
と
「
ぐ
ん
だ
り
明
王
像
」
を
見
に
出
か
け
た
。
松
戸
市
の

證
誠
院
で
は
、
８
の
付
く
日
に
、
名
の
あ
る
人
に
よ
っ
て
近
年

制
作
さ
れ
た
と
い
う
「
ぐ
ん
だ
り
明
王
像
」
が
開
帳
さ
れ
る
と

い
う
の
で
、
そ
の
日
に
合
わ
せ
た
。
１
２
時
か
ら
だ
っ
た
が
、

余
裕
で
松
戸
市
に
到
着
し
た
。 

新
京
成
線
に
乗
り
換
え
、
数
駅
先
の
み
の
り
台
駅
か
ら
、
北

へ
５
分
ほ
ど
歩
い
て
ゆ
く
と
、
證
誠
院
が
あ
る
。 

 
 

 

真
言
宗
智
山
派
の
寺
だ
と
い
う
。
門
の
前
の
立
て
看
板
や
、

インド様式の石像 

寿徳寺の境内で 

證誠院の仁王門 

立て看板が目立つ。 

一対の仁王像が造形的によかった。 
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張
ら
れ
て
い
る
チ
ラ
シ
を
見
る
と
、
な
か
な
か
活
動
的
な
住
職

が
、
寺
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
伺
え
る
。
墓
地

の
営
業
も
し
っ
か
り
や
っ
て
い
る
。 

長
い
ま
っ
す
ぐ
な
参
道
を
進
む
と
、
左
側
に
ぐ
ん
だ
り
明
王

の
お
堂
が
あ
る
。
二
層
式
の
屋
根
を
持
つ
。
中
に
大
き
な
像
が

あ
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
。 

私
は
、
そ
れ
を
拝
観
す
る
だ
け
の
目
的
だ
っ
た
が
、
お
焚た

き

上
げ
の
儀
式
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
拝
観
す
る
た
め
に

は
祈
祷
を
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
拝
観
料
と
し

て
想
定
し
て
い
た
金
額
よ
り
は
る
か
に
高
い
出
費
（
五
千
円
）

に
な
っ
た
が
、
し
か
た
が
な
い
。 

そ
の
お
堂
の
前
で
、
対
応
し
て
く
れ
た
寺
の
関
係
者
た
ち
数

人
（
檀
家
ら
し
い
ま
じ
め
そ
う
な
人
た
ち
）
の
前
で
、
手
続
き

を
進
め
た
。
個
人
情
報
一
式
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
祈
祷
し
て
も
ら
え
る
項
目
が
３
０
ほ
ど
あ
っ
て

（
ほ
と
ん
ど
四
文
字
熟
語
に
な
っ
て
い
る
）
そ
の
中
か
ら
選
ぶ
。

そ
ん
な
こ
と
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
私
は
項
目
の
最
初
の
ほ

う
に
あ
っ
た
「
健
康
保
全
」
と
や
ら
を
選
ん
だ
。
そ
れ
を
、
大

き
な
お
札ふ

だ

と
、
火
に
く
べ
る
木
片
に
書
き
記
す
。 

そ
れ
が
す
む
と
、
控
え
室
で
、
儀
式
の
参
加
す
る
作
法
に
つ

い
て
説
明
を
受
け
た
。
参
列
者
は
、
私
と
、
寺
に
写
経
に
来
て

い
た
二
人
の
方
、
合
計
３
名
だ
っ
た
。
彼
ら
は
傍
観
者
と
し
て

の
参
列
だ
っ
た
。 

ほ
ぼ
定
刻
に
な
っ
て
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
と
、
控
室
か

ら
堂
内
に
通
じ
る
戸
が
開
け
ら
れ
、
堂
内
に
導
か
れ
た
。
中
は

暗
い
が
、
数
本
の
ろ
う
そ
く
の
灯
り
で
、
祈
祷
の
主
役･

導
師
と
、

太
鼓
打
ち
の
人
な
ど
寺
関
係
者
の
男
女
数
名
が
、
周
り
に
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
軍
荼
利
明
王
像
の
前
に
、
導
師
が
対
峙
す
る

よ
う
に
護
摩
壇
の
前
に
座
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
銭
湯
の
番
台
ほ

ど
の
高
さ
が
あ
る
。
左
側
に
客
た
ち
用
の
椅
子
が
並
べ
ら
れ
て

お
り
、
横
か
ら
祈
祷
を
見
る
形
だ
。
私
は
一
番
前
の
列
に
座
ら

せ
ら
れ
た
。 

大
き
な
太
鼓
の
音
と
、
導
師
の
先
導
で
、
寺
関
係
者
た
ち
は

声
を
合
わ
せ
、
「
呪
文
」
を
唱
え
始
め
た
。
彼
ら
は
力
強
く
発

声
し
た
。
理
解
で
き
る
日
本
語
だ
が
、
不
信
心
な
私
の
頭
に
は

入
っ
て
こ
な
い
。
カ
ル
ト
的
な
儀
式
の
中
に
い
て
、
私
は
落
ち

着
か
な
か
っ
た
。 

お
焚
き
上
げ
の
行
法
は
、
日
本
で
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い

る
も
の
で
、
そ
の
霊
験
は
と
も
か
く
と
し
て
、
厳
粛
に
立
ち
会

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ろ
う
そ
く
の
明
か
り
だ
け
で
、
照
明
も
窓
の
明
り
取
り
も
な

い
か
ら
、
暗
く
て
肝
心
の
ぐ
ん
だ
り
明
王
像
が
よ
く
見
え
な
い
。

ほ
と
ん
ど
暗
闇
の
中
で
、
導
師
が
囲
炉
裏

い

ろ

り

の
よ
う
な
中
の
護
摩

木
に
着
火
し
た
。
焚
き
上
げ
の
火
で
、
す
こ
し
は
明
る
く
な
る
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だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
た
が
、
焚
き
上
げ
の
火
が
燃
え
盛
っ
て

も
、
あ
ま
り
状
況
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
。 

明
王
像
は
台
座
の
上
に
あ
り
、
目
線
よ
り
や
や
高
い
位
置
に

あ
る
。
明
王
像
の
体
の
輪
郭
は
わ
か
る
に
し
て
も
、
明
王
の
顔

の
表
情
が
見
え
な
い
。
像
は
等
身
大
の
大
き
さ
（
光
背
を
含
め

て
２
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
）
で
、
木
製
の
浮
き
彫
り

レ

リ

ー

フ

だ
っ
た
。
つ
ま

り
、
後
ろ
半
身
が
、
大
き
な
火
炎
形
の
光
背
に
張
り
付
い
た
形

に
な
っ
て
い
る
。
黒
々
と
し
た
火
炎
で
あ
り
、
一
部
が
赤
で
彩

色
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
。
鋭
い
槍
の
穂
先
を
前
方
に
１

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
突
き
出
し
て
い
る
の
が
、
立
体
感
を
出
す
た
め

の
工
夫
の
一
つ
だ
ろ
う
。 

 

左
足
の
ひ
ざ
を
曲
げ
、
中
に
浮
か
せ
て
い
る
。
右
足
を
ま
っ

す
ぐ
に
踏
ん
張
る
よ
う
に
伸
ば
す
形
は
、
蔵
王
権
現
の
ス
タ
イ

ル
だ
。
私
は
軍
荼
利
明
王
像
に
は
こ
う
い
う
作
風
も
あ
る
こ
と

は
知
っ
て
い
た
が
、
珍
し
い
。 

両
肩
の
上
に
黒
い
も
の
が
載
っ
て
い
る
。
首
が
三
つ
あ
る
よ

う
に
見
え
る
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
軍
荼
利
明
王
の
特
徴
的

な
、
胸
の
と
こ
ろ
で
一
対
の
手
を
ク
ロ
ス
す
る
ポ
ー
ズ
を
し
て

い
る
は
ず
だ
が
、
実
は
こ
れ
も
は
っ
き
り
し
な
い
。 

自
分
の
番
に
な
り
、
立
ち
上
が
っ
て
、
自
分
の
木
片
を
導
師

に
渡
し
、
木
札
を
火
に
か
ざ
し
て
、
霊
気
を
当
て
る
し
ぐ
さ
を

す
る
（
そ
の
木
札
は
家
に
持
ち
帰
る
）
。
そ
し
て
教
え
ら
れ
た

手
順
ど
お
り
、
像
の
前
で
焼
香
を
し
て
、
そ
の
ま
ま
退
出
し
た

が
、
儀
式
が
ま
だ
続
い
て
い
た
か
ら
、
途
中
で
お
堂
か
ら
追
い

出
さ
れ
た
気
分
が
生
じ
た
。 

ぐ
ん
だ
り
明
王
の
お
堂
の
屋
根
は
二
層
式
で
、
高
さ
が
あ
る
。

大
き
な
仏
像
が
格
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
期
待
さ
せ
た
が
、
単

に
焚
き
上
げ
の
煙
が
こ
も
ら
な
い
よ
う
に
す
る
工
夫
だ
っ
た
。 

こ
こ
で
も
撮
影
不
許
可
と
い
う
け
ち
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。

私
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
大
金

た
い
き
ん

を
は
た
い
た
の
に
、
暗
す
ぎ
て
明

王
像
が
よ
く
見
え
な
か
っ
た
こ
と
に
一
番
の
不
満
を
抱
い
た
。

紙
袋
入
り
の
返
礼
品
的
な
も
の
を
も
ら
っ
た
が
、
割
が
合
わ
な

い
。
そ
ん
な
不
満
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
罰
は
当
た
ら
な
い
と

思
う
け
ど
。 

ぐんだり明王像イメージ図 
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⑨
勢
至
菩
薩
像
・
浄
光
明
寺
（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
扇
ガ
谷
）

2
0
2
2/

9
/2
5 

 

私
は
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
に
行
く
機
会
が
と
き
た
ま
あ

っ
て
、
展
示
さ
れ
た
も
の
を
見
て
回
る
。
そ
の
中
で
一
番
気
に

入
っ
て
い
る
常
設
展
示
物
が
、
中
世
の
フ
ロ
ア
に
あ
る
勢
至
菩

薩
の
坐
像
だ
。
ほ
と
ん
ど
等
身
大
の
大
き
さ
が
あ
る
。
レ
プ
リ

カ
な
が
ら
、
精
巧
な
も
の
で
、
よ
く
で
き
て
い
る
。
首
を
左
（
正

面
向
か
っ
て
右
）
に
傾か

し

げ
る
ポ
ー
ズ
が
い
い
。
右
手
に
一
輪
の

花
を
持
つ
。
も
し
も
こ
れ
が
直
立
不
動
、
あ
る
い
は
正
座
し
て

い
た
ら
、
お
も
し
ろ
く
な
い
。 

顔
の
表
情
を
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
目
を
つ
ぶ
り
、
感
情
を
あ

ら
わ
し
て
い
な
い
が
、
憂
い
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
確
か
に

｢

ア
ン
ニ
ュ
イ
な
美
し
さ
を
放
つ｣

と
表
現
す
る
向
き
も
あ
る
。

そ
の
表
情
や
ポ
ー
ズ
は
む
し
ろ
、
セ
ク
シ
ー
と
言
い
た
い
。 

衣
こ
ろ
も

の
襟え

り

を
緩
や
か
に
し
て
、
み
ぞ
お
ち
あ
た
り
ま
で
開
い
て

い
る
。
胸
は
平
ら
で
、
ふ
く
ら
み
が
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
衣
は
、
あ
ぐ
ら
の
形
で
組
ん
で
い
る
両

足
を
隠
す
よ
う
に
包
ん
で
い
る
。 

光
背
と
し
て
、
頭
の
後
ろ
か
ら
、
何
本
か
の
細
い
棒
が｢

放
射

状
に
並
び
、
傘
の
よ
う
な
形
状
に
な
っ
て
い
る
。
簡
素
な
が
ら
、

光
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。 

歴
史
博
物
館
に
来
る
た
び
、
こ
の
観
音
像
を
眺
め
て
て
い
る

う
ち
に
、
実
像
を
見
た
い
と
い
う
思
い
が
芽
生
え
て
き
た
。
あ

る
と
き
、
こ
の
実
物
が
鎌
倉
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。 

〈
鎌
倉
な
ら
、
遠
く
な
い
。
鎌
倉
の
浄
光
明
寺
？ 

聞
い
た
こ

と
の
あ
る
名
前
だ
が
〉 

浄
光
明
寺
と
い
え
ば
、
大
型
の
や
ぐ
ら
（
主
に
中
世
に
造
ら

れ
た
、
葬
送
の
た
め
の
横
穴
）
が
あ
る
と
い
う
情
報
を
得
て
、

私
は
見
た
い
と
思
っ
て
い
た
寺
の
一
つ
だ
。
や
ぐ
ら
を
見
て
回

る
こ
と
に
は
少
々
飽
き
て
い
た
か
ら
、
数
年
見
送
っ
て
い
た
が
、

今
般
に
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。 

台
風
が
通
り
過
ぎ
た
日
の
翌
朝
、
９
月
２
５
日
（
日
）
に
二

宮
に
出
て
東
海
道
線
に
乗
り
、
大
船
で
乗
り
換
え
て
鎌
倉
駅
に

１
０
時
ご
ろ
降
り
た
。
こ
の
日
が
公
開
日
で
あ
る
こ
と
を
確
か

め
て
い
た
。
行
楽
日
和
で
あ
り
、
駅
で
は
い
つ
に
も
増
し
て
人

手
が
多
か
っ
た
が
、
扇
ガ
谷
方
面
へ
行
く
人
は
少
な
い
。 

ほ
ど
な
く
浄
光
明
寺
に
着
き
、
奥
に
進
む
と
、
木
戸
番
の
人

に
拝
観
料
２
０
０
円
を
払
っ
た
。
高
齢
の
彼
は
説
明
熱
心
で
、

案
内
人
を
兼
ね
て
い
た
。
私
は
話
し
か
け
ら
れ
、
初
め
て
こ
こ

に
来
た
と
い
う
と
、
彼
は
近
く
の
収
蔵
庫
の
と
こ
ろ
で
境
内
の

配
置
や
歴
史
を
一
対
一
で
説
明
し
て
く
れ
た
。
ま
も
な
く
次
の

人
が
や
っ
て
き
た
か
ら
、
彼
は
木
戸
番
に
戻
っ
た
。 
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そ
の
真
新
し
い
収
蔵
庫
（
耐
火
性
の
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
）

は
扉
が
大
き
く
開
け
ら
れ
て
い
て
、
大
き
め
の
阿
弥
陀
如
来
像

が
中
央
に
ど
っ
し
り
と
置
か
れ
て
い
る
。
両
脇
の
観
音
像
２
体

と
と
も
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
三

尊
像
と
し
て
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
阿
弥
陀
如
来
像
は
大
き

い
目
を
半
眼
に
し
て
正
面
を
見
つ
め
て
い
る
。
で
も
、
こ
れ
は

か
わ
い
げ
が
な
い
。
押
し
出
し
の
強
い
像
で
、
特
有
の
存
在
感

が
あ
る
。 

私
の
目
当
て
の
勢
至
観
音
菩
薩
像
は
、
控
え
め
に
、
向
か
っ

て
左
側
に
あ
っ
た
。
右
側
に
も
、
似
た
よ
う
な
観
音
像
（
観
世

音
菩
薩
）
が
あ
る
。
対
称
的
な
ポ
ー
ズ
を
し
て
い
る
。 

で
も
、
来
館
者
は
、
入
り
口
付
近
の
一
歩
入
る
範
囲
内
に
限

定
さ
れ
る
か
ら
、
仏
像
た
ち
と
は
距
離
が
あ
る
。
博
物
館
で
見

る
よ
う
な
近
さ
に
は
な
い
。 

実
物
に
は
古
さ
が
あ
り
、
全
体
的
に
く
す
ん
で
い
る
か
ら
、

美
を
比
較
し
て
し
ま
う
と
、
レ
プ
リ
カ
の
方
に
分
が
あ
る
。
こ

の
勢
至
菩
薩
が
体
を
左
側
に
傾
け
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
脇
侍

き
ょ
う
じ

だ
か
ら
、
中
央
の
仏
像
を
引
き
立
て
る
た
め
に
、
一
つ
の
ポ
ー

ズ
を
と
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
単
独
で
展
示
さ
れ
て

い
る
方
が
、
よ
く
見
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

例
に
よ
っ
て
写
真
は
掲
載
し
な
い
が
、
実
物
で
も
レ
プ
リ
カ

で
も
、
あ
な
た
の
都
合
で
、
ど
ち
ら
か
を
見
に
行
く
と
よ
い
。 

こ
の
寺
は
、
収
蔵
庫
だ
け
で
な
く
、
仏
殿
の
中
の
仏
像
、
野

外
の
石
造
な
ど
も
あ
っ
て
、
見
て
回
っ
た
。
や
ぐ
ら
や
古
い
墓

な
ど
も
見
て
き
た
。
た
だ
し
、
ま
だ
扉
が
開
け
ら
れ
な
い
非
公

開
の
像
が
あ
っ
て
、
心
が
残
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
私
は
お

お
む
ね
満
足
し
て
寺
を
後
に
し
た
。 

午
後
か
ら
は
、
平
塚
に
用
事
が
あ
っ
た
。
久
々
に
劇
団
の
演

劇
で
も
観
よ
う
と
思
っ
た
。 


