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本
稿
で
扱
う
資
料
は
、
富
山
・
岐
阜
ｂ
石
川
県
境
地
帯
に
お
い
て
一
九
六
七

年
か
ら
一
九
六
九
年
に
か
け
て
行
な
っ
た
言
語
地
理
学
的
調
査
か
ら
得
た
も
の

で
あ
る
。
調
査
地
域
・
地
点
の
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
次
の
論
文

栽
培
す
る
稗
に
対
し
て
、
稲
田
に
雑
草
と
し
て
自
生
す
る
稗
が
あ
る
。
こ
の

野
生
の
稗
の
こ
と
を
、
富
山
・
岐
阜
・
石
川
県
境
地
帯
で
は
、
ニ
ー
」
、

「
夕
べ
」
、
「
オ
巳
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
呼
び
方
に
は
地

域
差
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
語
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿

っ
た
か
を
、
こ
の
野
生
の
稗
の
方
言
分
布
図
と
、
栽
培
し
た
稗
の
方
言
分
布
図

と
の
重
ね
合
わ
せ
に
よ
っ
て
探
っ
て
承
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
以
下
、
こ
の
野
生
の
稗
を
「
野
稗
」
と
称
し
、
栽
培
し

た
稗
を
単
に
「
稗
」
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
資
料
に
つ
い
て

『
は
じ
め
に

「
野
生
の
稗
」
の
方
言
分
布
と
そ
の
解
釈

ｌ
富
山
・
岐
阜
・
石
川
県
境
地
帯
に
お
け
る
Ｉ

で
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
返
さ
な
い
。
（
注
１
）
。

拙
稿
「
富
山
・
岐
阜
・
石
川
県
境
地
帯
に
お
け
る
〃
螢
袋
〃
の
方
言
分
布

とその解釈」（金沢大学教育学部国語研究室同窓会誌「良文」腓
創
刊
号
）

拙
稿
「
富
山
・
岐
阜
・
石
川
県
境
地
帯
に
お
け
る
蛙
を
め
ぐ
る
語
の
歴
史

と
体
系
」
（
「
国
語
学
研
究
」
第
扣
集
）

な
お
、
調
査
地
点
名
は
一
覧
表
に
、
調
査
地
点
の
位
置
は
地
点
番
号
を
用
い

て
第
１
図
以
下
の
地
図
に
示
し
た
。

調
査
は
す
べ
て
臨
地
調
査
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
に
出
向
い
て
被
調
査

者
に
「
野
稗
」
と
「
稗
」
の
写
真
を
見
せ
な
が
ら
説
明
し
、
そ
の
名
称
を
答
え

て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
「
稗
」
を
栽
培
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
も
す

べ
て
の
地
点
で
調
査
し
た
。
調
査
時
に
お
け
る
語
形
の
記
録
は
音
声
表
記
と
し

た
。
な
お
、
一
九
六
九
年
夏
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
永
瀬
治
郎
氏
（
当
時
、

東
北
大
学
大
学
院
生
）
と
下
野
雅
昭
氏
（
金
沢
市
立
花
園
小
学
校
教
諭
）
の
協

力
を
得
た
。
調
査
者
間
で
音
声
の
聞
き
取
り
の
傾
向
に
つ
い
て
の
差
異
は
ほ
と

ん
ど
な
い
と
思
う
。

可
△

Ｐ
Ｃ
申
込

｜
Ｌ
『

真
田
信
治



被
調
査
者
に
つ
い
て
は
、
幸
一
〉
そ
の
選
択
の
一
辱
準
な
ど
詳
し
’
い
←
」
と
は
前
掲
の
論
一

文
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
ｐ
被
調
査
者
の
生
れ
年
と
性
別
は
一
覧
表
に
し

て
次
に
示
し
た
。
生
れ
年
は
特
記
Ｐ
な
い
限
り
は
、
》
烹
承
な
明
治
何
年
か
を
表
わ

し
て
い
る
。

調
査
地
点
名
・
被
調
査
者
一
覧
表

岐
阜
県
大
野
郡
白
川
村

弱
・
〃
・
弱
・
皿
馬
狩
（
弱
・
男
）

品
・
岨
荻
町
１
（
四
・
男
）

妬
・
列
‐
鳩
谷
（
配
・
」
女
）

兜
戸
ヶ
野
（
品
・
男
）

別
・
刀
飯
島
（
辺
・
女
）

弘
・
刑
下
田
（
記
・
男
）

伯
・
加
有
家
原
（
皿
・
女
）

朋
・
印
椿
原
（
弘
・
男
）

夕
蘆
倉
（
幻
・
男
）

肥
・
閉
加
須
良
（
弱
・
男
）

印
・
肌
・
筋
小
白
川
（
別
・
男
）

富
山
県
慰
東
砺
波
郡
上
平
村

α
・
田
・
“
桂
（
弱
・
男
）

印
・
弱
・
加
成
出
（
打
・
男
）

別
・
〃
楮
（
弘
・
男
）

別
・
田
真
木
（
佃
・
男
）

則
西
赤
尾
（
亜
Ｃ
男
）

だ
Ｃ
蛆
東
赤
尾
（
四
・
男
）

伯
新
屋
（
側
・
男
）

絹
・
鬼
田
ノ
下
（
四
・
男
）

富富
山山
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東 東
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「
野
稗
」
は
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
稲
田
に
雑
草
と
し
て
自
生
し
稲
の
生
育
を

妨
げ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
植
物
は
こ
の
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
、

〃
嫌
わ
れ
も
の
〃
と
い
っ
た
意
味
で
な
じ
ふ
深
い
も
の
で
あ
る
（
注
２
）
。

こ
の
地
域
で
採
集
し
た
「
野
稗
」
の
方
言
は
次
の
も
の
で
あ
っ
た
。

１
、
「
へ
－
」

こ
の
語
形
に
つ
い
て
は
精
密
な
観
察
に
よ
る
と
〔
ず
Ｑ
〕
の
外
に

〔
の
Ｑ
〕
、
〔
認
、
〕
、
〔
ｎ
便
〕
な
ど
の
音
声
的
変
種
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
間
に
地
理
的
な
分
布
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
こ

れ
ら
の
音
声
を
「
ヘ
ー
」
で
一
括
す
る
こ
と
に
す
る
。

２
、
「
オ
ロ
」

白
川
村
椿
原
（
弱
・
タ
・
筋
・
〃
）
で
採
集
し
た
語
形
は
〔
。
Ｂ
ご
日
田
〕

で
あ
る
が
「
オ
Ｅ
に
含
め
る
こ
と
に
す
る
。

３
、
「
へ
１
オ
ロ
」

４
、
「
夕
べ
」

５
、
「
ガ
キ
ペ
ー
」

福
光
町
西
勝
寺
（
閲
・
〃
・
別
・
印
）
で
採
集
し
た
語
形
は
〔
ぬ
受
穴
日

冨
函
〕
で
あ
る
が
、
「
ガ
キ
ベ
ー
」
に
含
め
る
こ
と
に
す
る
。

６
、
「
タ
ン
ポ
ヘ
ー
」

７
、
「
ク
サ
ベ
」

８
、
「
オ
ン
ゾ
」

こ
れ
ら
八
種
の
地
理
的
分
布
を
示
し
た
も
の
が
第
１
図
で
あ
る
。
こ
の
分
布

模
様
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
形
の
変
遷
過
程
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

三
、
「
野
稗
」
の
歴
史

5２



ま
ず
、
北
部
に
広
く
分
布
す
る
コ
ー
」
と
南
部
に
広
く
分
布
す
る
「
オ

ロ
」
を
取
り
上
げ
、
ど
ち
ら
が
新
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
て
ふ
る
こ
と
に

し
た
い
。

「
ヘ
ー
」
の
分
布
し
て
い
る
の
は
平
野
部
で
あ
り
、
「
オ
ロ
」
の
分
布
し
て

い
る
の
は
中
心
部
（
町
部
）
か
ら
離
れ
た
山
間
部
で
あ
る
か
ら
、
二
１
」
が

「
オ
Ｅ
に
代
る
新
し
い
勢
力
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
一
応
考
え
ら
れ

る
。と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
オ
Ｅ
が
南
部
か
ら
新
し
く
北
上
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

は
だ
困
難
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
平
野
部
の
若
干
の
地
点
に
も
「
オ
ビ
が
現
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
承
る
と
、
「
オ
Ｅ
が
新
し
く
北
上
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
（
注
５
）
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
先
の
「
ヘ
ー
が
オ
ロ

に
代
る
新
し
い
勢
力
」
と
い
う
推
定
の
方
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実

際
、
ニ
ー
」
は
平
野
部
か
ら
山
間
部
へ
の
道
路
に
沿
っ
て
分
布
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
分
布
の
し
か
た
か
ら
「
へ
－
」
の
方
が
「
オ
ビ
よ
り
も
新

し
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
ヘ
ー
」
と
「
オ
ど
の

両
形
を
併
用
し
て
い
る
一
一
一
地
点
の
う
ち
、
今
里
（
弱
・
〃
・
品
・
路
）
と
北
豆

谷
（
弱
・
昭
・
Ⅲ
・
別
）
の
被
調
査
者
は
、
「
ヘ
ー
の
方
が
オ
ロ
よ
り
新
し
い

あ
る
。
第
１
図
に
よ
る
と
、
「
オ
Ｅ
は
岐
阜
側
と
富
山

側
の
利
賀
川
流
域
に
主
と
し
て
分
布
域
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
「
オ
Ｅ
が
岐
阜
側
か
ら
峠
を
越
え
て
利
賀
川

方
面
へ
流
れ
込
ん
で
来
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
推
定
は
、
ど
う
も
実
情
に
合
わ
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
岐
阜
側
か
ら
利
賀
川
方

面
へ
は
峠
越
え
が
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
こ
の
峠
を

通
じ
て
の
彼
我
の
交
流
は
古
く
か
ら
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
、
「
オ
巳
が
こ
の
峠
を

越
え
て
入
っ
た
の
だ
と
考
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
で
は
何

故
、
よ
り
交
通
の
頻
繁
な
庄
川
流
域
に
沿
っ
て
北
上
し
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
わ
ざ
わ
ざ
地

理
的
な
障
害
を
越
え
て
利
賀
川
方
面
へ
侵
入
し
た
の
な
ら

ば
、
ど
う
し
て
障
害
の
な
い
庄
川
流
域
か
ら
侵
入
し
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
は
な
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｜Ⅱ川ⅡⅡ｜ｌ↓｜ⅡＮⅢⅡ｜・…：四
と
い
う
変
遷
を
推
定
し
て
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
「
ヘ
ー
オ
ロ
」
が
利
賀
（
弱
・
記
・
引
・
印
）
に
現
わ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
集
落
は
「
オ
ど
の
分
布
域
と
「
ヘ
ー
」
の
分
布
域
の
接
触
地
帯
に

位
置
す
る
地
点
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
語
形
は
「
オ
ロ
」
の
領
域

に
「
へ
－
」
が
新
し
く
侵
入
し
た
結
果
で
き
上
が
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
新
旧
両
形
が
複
合
さ
れ
て
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
コ
ー
」
と
「
オ
ロ
」
の
分
布
域
の
中
間
地
帯
に
集
中
し
た
分
布
域

を
も
っ
て
い
る
「
タ
ベ
」
に
つ
い
て
考
え
て
ぷ
た
い
。

こ
の
「
タ
ベ
」
の
分
布
域
は
、
上
平
村
と
い
う
一
村
の
区
域
と
ほ
と
ん
ど
一

致
し
て
い
る
（
第
１
図
に
お
い
て
点
線
で
囲
ん
だ
区
域
が
上
平
村
で
あ
る
）
。

こ
れ
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
お
け
る
現
在
の
行
政
区
画
は

中
世
の
自
生
的
生
活
共
同
体
の
区
域
、
そ
し
て
、
近
世
の
加
賀
藩
統
治
下
に
お

け
る
組
の
区
域
と
も
異
な
っ
て
お
り
（
注
４
）
、
現
在
の
こ
の
上
平
と
い
う
村

の
区
域
が
形
成
さ
れ
た
の
は
一
八
八
九
年
（
明
治
一
三
年
）
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
域
で
「
タ
ベ
」
の
勢
力
が
広
が
っ
た
の
は
一
八
八

九
年
以
後
の
こ
と
だ
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
分
布
域
内
の
二
地
点
で
被
調

査
者
は
こ
の
こ
と
ば
の
語
源
を
「
田
の
稗
」
で
あ
る
と
説
明
し
え
い
る
。

な
お
、
こ
の
「
夕
べ
」
の
分
布
域
の
南
端
に
隣
接
す
る
小
白
川
人
弱
・
印
・

別
・
朗
）
の
被
調
査
者
（
明
治
二
四
年
生
れ
）
は
、
「
自
分
は
オ
ロ
と
一
一
一
一
口
う

が
、
こ
の
頃
の
若
い
者
は
タ
ベ
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
夕
べ
は
ハ
イ
カ
ラ
な

こ
と
ば
だ
」
と
い
う
内
省
報
告
を
し
て
い
る
。

「
す
ロ
」
と
「
夕
べ
」
と
を
比
べ
る
と
後
者
の
方
が
新
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

言
い
方
」
と
鶴
正
古
し
て
い
る
。

こ
の
地
域
に
お
け
る
「
ヘ
ー
」
と
「
オ
ロ
」
と
に
関
し
て
は
、

以
上
の
側
と
日
に
よ
っ
て
コ
ー
」
と
「
夕
べ
」
の
い
ず
れ
も
が
「
オ
ロ
」

よ
り
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
「
ヘ
ー
」

と
「
タ
ベ
」
と
は
ど
ち
ら
が
新
し
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
後
で
、
こ
の
地
方
で
栽
培
し
食
用
に
し
た
「
稗
」
を
表
わ
す
語
形
の
分
布
と

関
連
さ
せ
て
考
え
て
ふ
る
こ
と
に
し
た
い
。

次
に
「
ガ
キ
ベ
ー
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。

「
ガ
キ
ベ
ー
」
は
、
平
野
部
の
福
光
町
に
二
地
点
、
そ
し
て
山
間
部
の
利
賀

村
に
二
地
点
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
直
接
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な

い
二
ヶ
所
に
別
々
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

か
つ
て
こ
の
語
形
が
連
続
し
て
分
布
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
ガ
キ
ベ
ー
」
は
「
食
用
に
で
き
ず
、
し
か
も

稲
の
生
育
を
妨
げ
る
稗
」
と
い
う
意
味
で
の
の
し
っ
て
「
餓
鬼
稗
」
と
い
う
命

名
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
独
自
に
発
生

す
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
は
、
お
互
い
の
地
域
に
そ

れ
ぞ
れ
二
地
点
し
か
現
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
偶
然
、
別
々
に
同
じ
命
名
が
な

さ
れ
た
と
ふ
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
の
語
形
、
「
タ
ン
ポ
ヘ
ー
」
、
「
ク
サ
ベ
」
、
「
オ
ン
ゾ
」
に
関
し

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
地
点
に
だ
け
し
か
現
わ
れ
て
い
な
い
の
で
「
ガ
キ
ベ
ー
」

の
場
合
と
同
様
、
各
地
で
独
自
に
命
名
が
な
さ
れ
た
も
の
と
ふ
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
タ
ン
ポ
ヘ
ー
」
は
「
田
稗
」
（
注
５
）
、
「
ク
サ
ベ
」
は
「
草
稗
」
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
桂
（
朋
・
夕
・
田
・
“
）
に
だ
け
現
わ
れ
て
い
る
「
オ
ン

ゾ
」
は
語
源
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
集
落
へ
は
一
九
六
七
年
と
一
九
六
八
年
の

二
度
調
査
に
出
向
い
た
が
、
二
度
目
の
調
査
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
語
形
が
間
違

い
で
な
い
こ
と
ｌ
一
度
目
と
二
度
目
と
で
は
、
被
調
査
者
が
違
っ
て
い
る
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銘2回

Ｉ
が
確
か
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
語
形
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
地

点
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

な
お
、
「
ガ
キ
ベ
ー
」
、
「
タ
ン
ポ
ヘ
ー
」
な
ど
は
い
ず
れ
も
「
稗
」
を
表

わ
す
名
称
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
上
で
こ
う
い
っ
た
名
称
が
生
ま
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
一
体
、
こ
の
地
域
で
「
稗
」
の
方
言
分
布
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
、
「
稗
」
の
歴
史

こ
こ
で
、
「
稗
」
を
表
わ
す
語
形
の
地
理
的
分
布
を
示
す
こ
と
に
す
る
（
第
一

２
図
）
。

こ
の
第
２
図
に
お
い
て
、
ま
ず
指
摘
し
た
い
こ
と
は
ｙ
平
野
部
に
語
形
の
記

入
の
な
い
地
点
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
稗
」
の
名
称
が
な
い
こ
と
を
一

意
味
す
る
。
ま
た
、
第
２
図
に
お
い
て
、
斜
線
で
示
し
た
地
域
は
「
稗
』
を
栽
一

培
し
な
か
っ
た
地
域
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
稗
」
を
栽
培
し
た
か
否
か
、
の

問
い
に
対
し
て
被
調
査
が
「
古
く
か
ら
栽
培
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
報
告
し
左

地
域
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
稗
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
少
し
考
察
し
て
ふ
よ
う
。
「
稗
」

「
稗
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
少
し
考
察
し
て
ふ
よ
う
。
「
稗
」

は
現
在
ど
の
地
点
で
も
栽
培
し
て
い
な
い
が
？
山
間
部
で

は
多
く
栽
培
し
た
ら
し
い
。
真
木
（
弱
・
印
・
刀
・
田
》

な
ど
で
は
、
「
四
○
’
五
○
年
前
ま
で
は
今
の
よ
う
に
毎

食
白
米
を
食
べ
る
わ
け
で
は
な
く
、
稗
な
ど
を
混
ぜ
た
も
一

の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
」
と
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、
一

一
八
六
八
年
（
明
治
初
年
）
に
お
け
る
白
川
村
山
家
地
方

で
の
一
戸
当
り
の
「
米
」
と
「
稗
」
の
平
均
収
穫
高
を
比

較
し
て
承
る
と
、
「
米
」
○
・
五
石
に
対
し
、
「
稗
」

七
・
四
石
と
な
っ
て
お
り
（
注
６
）
、
「
稗
」
が
こ
の
地

域
の
主
要
な
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

第
２
図
に
よ
る
と
、
こ
の
「
稗
」
を
栽
培
し
た
山
間
部

の
す
べ
て
の
地
域
に
「
ヘ
ー
」
が
分
布
し
て
い
る
。
こ
の

。
－
」
と
表
記
し
た
も
の
の
中
に
は
、
先
の
「
野
稗
」

を
表
わ
す
語
形
「
ヘ
ー
」
で
の
場
合
に
見
た
よ
う
な
音
声

的
変
種
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
地
理

的
な
分
布
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
第
１
図
と
同
様

に
「
ヘ
ー
」
で
一
括
し
て
扱
う
こ
と
に
し
た
。
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こ
れ
ま
で
ゑ
て
き
た
よ
う
に
「
野
稗
」
の
分
布
図
（
第

１
図
）
と
「
稗
」
の
分
布
図
（
第
２
図
）
に
同
じ
語
形
が

出
て
く
る
の
で
二
者
の
意
味
の
上
で
の
関
係
は
き
わ
め
て

深
い
と
考
え
ら
取
る
。
そ
こ
で
次
に
第
１
図
と
第
２
図
と

を
重
ね
合
わ
せ
て
、
「
野
稗
」
と
「
稗
」
と
で
構
成
す
る

体
系
の
地
図
を
描
い
て
ふ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
「
野
稗
」
と
「
稗
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
語

で
区
別
す
る
か
ど
う
か
に
注
目
し
、
ま
た
、
そ
の
語
で
表

わ
さ
、
る
意
味
に
該
当
す
る
物
の
世
界
を
も
考
慮
し
て
体

系
を
つ
く
る
と
、
次
の
よ
う
に
三
種
の
体
系
が
で
き
上
が

の
地
域
が
「
稗
」
を
栽
培
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
こ
こ
は
標
準
語
か
ら
借
用
し
た

語
形
で
あ
ろ
う
。
そ
の
物
が
な
い
場
合
に
標
準
語
を
採
用

す
る
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
「
「
マ
タ
ベ
」
が
一
一
一
地
点
に
、
「
シ
ャ
ム
ベ
ー
」
が
一
一
地
点
に
、
そ
し

て
「
シ
ン
シ
ュ
ー
ピ
エ
」
が
一
地
点
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
語
形
は

い
ず
れ
も
コ
ー
」
と
併
存
し
て
お
り
、
「
稗
」
の
特
定
の
種
類
の
名
称
で
あ

る
と
ふ
ら
れ
る
（
注
７
）
の
で
、
こ
こ
で
は
考
察
の
圏
外
に
置
く
こ
と
に
す

る
。
そ
う
す
る
と
、
第
２
図
は
ニ
ー
」
と
い
う
語
形
ほ
ぼ
一
色
の
地
図
に
な

る
。と
こ
ろ
で
、
平
野
部
の
一
部
の
地
点
に
「
ヒ
エ
」
が
見
ら
れ
る
Ｉ
音
声
的

に
は
〔
、
の
〕
で
あ
る
。
な
お
、
先
の
「
ヘ
ー
」
で
一
括
し
た
音
声
的
変
種
と

は
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
Ｉ
が
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ

五
、
「
野
稗
」
と
「
稗
」
と
の
対
比
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②
は
、
「
稗
」
の
意
味
で
表
す
べ
き
物
が
存
在
せ
ず
、
そ
の
名
称
を
も
た
な

い
体
系
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
体
系
の
地
理
的
分
布
模
様
を
描
い
た
も
の
が
第
５
図
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
三
種
の
体
系
間
の
歴
史
的
順
序
を
考
え
て
ふ
よ
う
。

「
稗
」
が
主
要
な
産
物
で
あ
っ
た
地
域
で
は
、
こ
れ
を
稲
田
に
雑
草
と
し
て

自
生
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
野
稗
」
と
は
区
別
し
て
呼
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う

こ
と
は
容
易
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
食
用
に
す
る

「
稗
」
が
栽
培
さ
れ
な
く
な
れ
ば
、
「
野
稗
」
と
「
稗
」
と
を
区
別
し
て
呼
ぶ
必

要
は
な
く
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
体
系
⑰

が
体
系
的
よ
り
も
新
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
「
稗
」

を
か
つ
て
栽
培
し
て
い
た
地
域
で
も
、
そ
の
名
称
は
忘
れ
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ

う
か
ら
、
体
系
⑪
し
し
だ
い
に
「
稗
」
そ
の
も
の
を
古
く
か
ら
栽
培
し
て
い
な

か
っ
た
地
域
と
同
じ
よ
う
な
体
系
②
に
移
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
三
種
の
体
系
間
の
歴
史
的
順
序
は
、
次
の
よ
う

に
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
順
序
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
の
地
理
的
分
布
状
態
か
ら
い
っ
て
も
矛
盾

は
し
な
い
。

先
の
第
三
章
で
「
野
稗
」
を
表
わ
す
語
形
「
ヘ
ー
」
と
「
タ
ベ
」
と
の
新
古

を
問
題
に
し
た
が
、
結
論
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
「
野
稗
」
を
表
わ
す
語

形
と
し
て
は
、
「
ヘ
ー
」
が
新
し
く
「
夕
べ
」
が
古
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
夕
べ
」
が
古
い
と
い
っ
て
も
、
「
タ
ベ
」
と
い
う
語
形
の

生
ま
れ
る
素
地
と
し
て
、
栽
培
す
る
「
稗
」
を
表
わ
す
語
形
と
し
て
の
。

－
」
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
稗
」
が
栽
培
さ
れ
な
く
な
っ
て
、

「
野
稗
」
と
「
稗
」
と
を
区
別
す
る
必
要
の
な
く
な
っ
た
今
、
体
系
②
の
範
囲

は
将
来
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
測
が
で
き
る
。

餌
ｌ
↓
②
ｌ
↓
②

「
夕
べ
」
は
、
明
治
以
降
に
そ
の
領
域
を
広
げ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ふ
し

が
あ
る
。

な
お
、
「
ヘ
ー
」
と
い
う
語
形
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
の
語
形
が
「
稗
」
の
意

味
か
ら
、
し
だ
い
に
「
野
稗
」
の
意
味
へ
と
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
「
へ
－
」
の
語
義
が
遷
り
始
め
た
の
は
、
多
分
、
「
稗
」
を
栽
培
し
な

く
な
っ
た
と
い
う
半
世
紀
く
ら
い
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
「
野
稗
」
方
言
の
歴
史
を
「
稗
」
の
方
言
分
布
と
関
連
さ
せ
て
考
察

し
て
き
た
。
こ
こ
で
、
推
定
し
た
変
化
の
大
筋
を
図
で
示
す
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
。（
注
１
）
こ
の
地
域
の
平
野
部
は
有
数
の
穀
倉
地
帯
で
あ
る
。
ま
た
、
山

間
部
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
集
落
が
谷
間
に
田
を
持
ち
、
古

く
か
ら
水
稲
栽
培
を
営
ん
で
い
る
。

野
稗稗 六
、
お
わ
Ｄ
に

(明治中期ノ

(昭和初期）

(現 在）
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、
ノ
（
注
２
）
稲
田
の
除
草
は
農
家
の
主
要
な
仕
事
の
一
つ
な
の
で
、
「
田
に

野
稗
が
多
生
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
怠
け
者
で
あ
る
」
と

い
う
比
愉
に
も
な
る
。

！
（
注
５
）
「
オ
ロ
」
に
つ
い
て
は
、
民
間
語
源
は
一
つ
も
聞
き
出
し
て
い

な
い
。
古
く
「
倭
名
類
聚
抄
」
な
ど
で
は
「
自
生
の
稲
」
で
あ
る

「
櫓
」
を
「
オ
ロ
カ
オ
ヒ
」
は
訓
ん
で
い
る
。

櫓
唐
韻
云
櫓
鮪
鵬
雌
鵬
璃
鵬
翻
鯲
路
自
生
稲
也
（
倭
名
類
聚

抄
）

櫓
仙
侶
汚
元
ヵ
対
坐
哨
煽
元
ツ
チ

操
梠
け
泥
勃
オ
ヒ
（
類
聚
名
義
抄
）

櫓
形
津
劫
宕
上
自
生
稲
也
（
色
葉
字
類
抄
）

ま
た
、
東
條
操
編
『
全
国
方
言
辞
典
（
補
遺
篇
）
』
に
よ
る
と
、

！
、
ｊ
「
種
子
も
蒔
か
な
い
の
に
偶
然
に
生
え
る
こ
と
」
を
表
わ
す
「
お

し
？
ｉ
ろ
か
仁
」
と
か
「
お
ろ
か
ぱ
え
」
と
い
う
語
が
香
川
県
に
あ
る
こ

丁
痙
ｈ
β
と
が
わ
か
る
。

ｆ
お
ろ
か
に
副
一
種
子
も
蒔
か
な
い
の
に
偶
然
に
生
え
る
こ
と
。

ｉ
１
Ｌ
Ｊ
「
オ
ロ
カ
ー
ー
生
え
た
南
瓜
だ
が
よ
く
な
る
な
」
香
川
。

、
お
ろ
か
ぱ
え
種
子
も
蒔
か
な
い
の
に
偶
然
に
生
え
る
こ
と
。

「
オ
ロ
カ
パ
エ
の
桃
」
香
川
。

ふ
角
・
軒
‐

へ
皿
》
１
さ
ら
に
、
仙
台
地
方
な
ど
に
は
、
「
間
伐
す
る
」
と
い
う
意
味
で

「
お
》
ろ
ぬ
く
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
お
・
ろ
！
」
と
い

う
語
形
と
何
ら
か
の
繋
が
り
が
あ
ろ
う
が
？
細
か
な
こ
と
は
わ
か

（
注
４
）
米
沢
康
署
『
五
箇
山
研
究
ノ
ー
ト
』
（
昭
和
三
七
年
、
越
飛
文

ら
な
い
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
昭
和
妬
年
６
月
刀
日
、
東
北
大
学
に
お
け
る
日
本
文

芸
研
究
会
で
の
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
佐
藤

、
喜
代
治
先
生
、
加
藤
正
信
先
生
、
川
本
栄
一
郎
先
生
に
御
指
導
い

た
だ
い
た
こ
と
を
記
し
、
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

（
東
北
大
学
大
学
院
博
士
課
程
在
学
）

化
研
究
会
発
行
。
一
一
一
一
頁
、
二
一
頁
）
を
参
照
。

（
注
５
）
本
稿
で
は
「
タ
ベ
」
と
「
タ
ン
ポ
ヘ
ー
」
と
は
一
応
別
に
扱
っ

た
が
、
両
形
と
も
に
「
田
稗
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
同
一
に
扱

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
国
立
国
語
研
究
所
編
『
日
本
言
語
地

図
』
第
四
集
Ｃ
九
七
○
年
）
に
は
「
水
田
」
の
名
称
（
目
缶
・

弓
少
三
国
。
…
…
）
の
全
国
分
布
図
が
あ
る
（
珊
図
）
が
、
こ
の

分
布
図
と
対
比
す
る
と
興
味
深
い
。

（
注
６
）
米
沢
康
著
『
五
箇
山
研
究
ノ
ー
ト
』
（
越
飛
文
化
研
究
会
発

行
、
五
九
頁
）
を
参
照
。

（
注
７
）
コ
タ
ベ
」
に
つ
い
て
は
、
小
院
瀬
見
（
弱
・
印
・
昭
・
印
）

と
梨
谷
（
弱
・
印
・
訂
・
引
）
の
被
調
査
者
は
「
穂
が
ま
た
に
な

っ
て
分
れ
て
い
る
種
類
の
稗
の
名
称
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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