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ク
ウ
ェ
イ
ト
は
五
百
万
の
住
民
を
有
す
れ
ど
も
ク
ウ
ェ
イ
ト
人
は
そ
の
三
分
の
一
に
過
ぎ
ず
。同
国
に
は
巨
額
の
石
油
収
入

あ
り
て
全
て
の
国
民
に
裕
福
な
る
生
活
を
保
障
し
て
尚
余
り
あ
り
。ク
ウ
ェ
イ
ト
人
に
そ
の
職
業
を
問
は
ば「
ア
ナ
ー
・
ク
ウ
ェ

イ
テ
ィ
ー
」
と
答
ふ
。
ア
ラ
ビ
ア
語
に
て
余
は
「
ク
ウ
ェ
イ
ト
人
な
り
」
の
意
に
し
て
、
余
は
貴
族
な
り
の
意
に
ほ
ぼ
等
し
。

「
何
を
か
為
し
て
た
つ
き
と
は
す
る
」と
貴
族
に
問
ふ
は
愚
問
な
り
。残
余
の
三
分
の
二
の
住
民
は
パ
レ
ス
チ
ナ
人
等
の
ア
ラ
ブ
、

イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
人
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
等
の
ア
ジ
ア
人
と
雑
多
な
る
構
成
に
し
て
、
平
民
や
奴
隷
の
如
く
ク
ウ
ェ
イ
ト

人
に
仕
ふ
。

　
所
得
税
を
始
め
租
税
は
ほ
ぼ
無
き
に
等
し
く
、教
育
、医
療
は
無
償
に
し
て
電
気
水
道
料
金
は
存
せ
ず
。加
へ
て
ク
ウ
ェ
イ
ト

人
な
ら
ば
多
額
の
生
活
費
も
支
給
せ
ら
る
。か
く
聞
か
ば
ク
ウ
ェ
イ
ト
人
に
取
り
て
同
国
は
天
国
の
如
し
と
思
ふ
べ
し
。さ
れ
ど

さ
に
非
ず
。

　
石
油
収
入
は
首
長（
ア
ミ
ー
ル
と
称
す
）の
意
向
に
よ
り
国
民
に
分
配
せ
ら
る
る
と
こ
ろ
、ク
ウ
ェ
イ
ト
人
は
働
か
ざ
る
を
常

と
す
れ
ば
そ
の
働
き
に
よ
り
分
配
す
る
こ
と
能
は
ず
。我
も
我
が
隣
人
も
共
に
働
か
ざ
る
に
何
故
に
彼
は
我
が
三
倍
の
分
配
を
受

く
る
や
と
の
不
満
は
常
に
絶
え
ず
。分
配
の
恣
意
性
は
常
に
政
治
的
話
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
。

　
凡
そ
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
も
社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
も
分
配
は
社
会
的
総
生
産
に
対
す
る
貢
献
の
度
合
い
に
応
じ
て
生

産
関
係
を
通
じ
て
な
さ
る
る
建
前
な
り
。こ
の
建
前
存
す
る
が
故
に
分
配
の
結
果
に
対
し
大
方
の
承
認
あ
り
。仮
に
多
く
の
国

民
、生
産
関
係
よ
り
外
れ
、こ
の
建
前
の
充
分
に
機
能
せ
ざ
る
場
合
は
ク
ウ
ェ
イ
ト
に
於
け
る
が
如
く
、政
治
的
不
満
の
嵩
ず
る

惧
れ
な
し
と
せ
ず
。

　
今
日
学
者
も
企
業
家
も
政
治
家
も
口
を
揃
へ
て
生
産
性
の
向
上
、技
術
発
展
の
必
要
性
を
説
く
。先
進
国
の
未
来
は
こ
の
分
野

に
お
い
て
他
に
先
ん
ず
る
に
あ
り
と
な
す
に
全
く
異
論
を
聴
か
ず
。さ
れ
ど
余
は
永
年
産
業
行
政
に
携
り
、先
端
産
業
の
現
場
を

見
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
れ
ば
、こ
の
点
に
つ
き
些
か
の
疑
念
を
有
す
。

　
一
例
を
挙
ぐ
る
に
、曽
っ
て
テ
レ
ビ
組
立
て
に
お
い
て
最
も
熟
練
度
の
高
き
人
手
を
要
し
た
る
作
業
過
程
は
最
終
段
階
の
調
整

過
程
な
り
き
。作
業
員
の
前
に
は
大
な
る
鏡
あ
り
、作
業
員
と
鏡
の
間
を
仕
掛
品
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
上
を
流
る
。鏡
に
は
ブ
ラ

ウ
ン
管
上
に
テ
ス
ト
パ
タ
ー
ン
映
り
、そ
れ
を
見
つ
つ
作
業
員
は
仕
掛
品
の
テ
レ
ビ
の
裏
側
に
手
を
入
れ
て
複
雑
な
る
回
路
、部

品
を
調
節
す
る
な
り
。こ
の
工
程
几
帳
面
さ
と
熟
練
を
要
し
、為
に
テ
レ
ビ
組
立
工
場
を
か
か
る
熟
練
工
を
有
せ
ざ
る
後
進
国
に

移
転
す
る
は
不
可
能
な
り
き
。然
る
に
技
術
革
新
起
こ
り
、作
業
員
鏡
の
代
り
に
モ
ニ
タ
ー
の
数
字
を
見
て
調
整
す
る
こ
と
可
能

と
な
り
ぬ
。作
業
は
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
の
如
く
容
易
と
な
り
、テ
レ
ビ
産
業
は
雪
崩
を
打
っ
て
日
本
を
去
り
、東
南
ア
ジ
ア
へ
移

る
。か
く
し
て
本
邦
は
技
術
革
新
の
結
果
多
く
の
雇
用
を
失
へ
り
。

　
凡
そ
技
術
革
新
は
大
量
の
労
働
者
を
生
産
関
係
よ
り
排
除
す
る
も
の
な
り
。
微
視
的
観
点
よ
り
す
れ
ば
好
ま
し
き
こ
と
も
巨
視

的
観
点
よ
り
す
れ
ば
望
ま
し
か
ら
ぬ
こ
と
も
あ
り
得
べ
し
。例
へ
製
造
業
の
一
部
を
失
ふ
と
も
更
に
高
き
水
準
の
産
業
部
門
を
開

発
せ
ば
案
ず
る
に
及
ば
ず
と
な
す
論
者
あ
り
。さ
れ
ど
果
た
し
て
然
る
や
詳
ら
か
に
検
証
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
技
術
進
歩
の
結
果
と
し
て
先
進
国
は
次
々
に
職
場
を
後
進
国
に
奪
は
る
。望
み
を
托
せ
し
金
融
等
の
第
三
次
産
業
に
お
い
て
も

ロ
ボ
ッ
ト
の
性
能
向
上
に
よ
り
将
来
雇
用
の
縮
小
必
至
な
り
。か
か
る
雇
用
の
縮
小
は
財
政
の
負
担
を
増
大
す
。近
時
の
各
国
の

財
政
困
難
は
そ
の
遠
因
は
技
術
の
進
歩
と
人
口
の
高
齢
化
に
あ
り
。い
づ
れ
も
微
視
的
に
は
極
め
て
望
ま
し
き
こ
と
な
れ
ど
、ま

さ
に
そ
の
故
に
こ
そ
解
決
困
難
な
る
問
題
を
生
ず
る
な
れ
。

　
経
済
学
は
供
給
サ
イ
ド
の
分
析
に
は
優
れ
た
り
。さ
れ
ど
分
配
に
つ
い
て
は
凡
そ
聞
く
に
値
す
る
も
の
な
し
。マ
ル
ク
ス
経
済

学
凋
落
せ
る
は
よ
き
こ
と
な
れ
ど
、そ
れ
に
代
り
て
我
が
世
の
春
を
謳
ふ
現
代
経
済
学
の
上
記
諸
問
題
へ
の
取
組
は
心
許
な
き
限

り
な
り
。                                                                                                                                                                                

愛
甲
次
郎
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曾
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由
良
の
門
を
渡
る
舟
人
梶
緒
絶
え
　
行
方
も
知
ら
ぬ
戀
の
み
ち
か
な

  

佳
い
歌
、
人
に
深
い
感
動
を
與
へ
（
え
）
る
歌
と
は
ど
う
い
ふ
（
う
）
歌
で
せ
（
し
ょ
）
う
か
。
私
の
感
じ
方
は
偏
っ
て

ゐ
（
い
）
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
は
、
歌
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
作
者
の
感
慨
の
深
さ
と
と
も
に
、
歌
の
表
現

す
る
感
情
と
照
應
し
て
、
具
體
的
な
情
景
が
浮
び
上
が
っ
て
來
る
歌
、
例
へ
（
え
）
ば
こ
れ
ま
で
に
見
た
中
で
は
、
小
野

小
町
の
「
花
の
色
は
移
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
我
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
」
の
や
（
よ
）
う
な
歌
か
ら
、
最

大
の
感
銘
を
受
け
ま
す
。
單
な
る
敍
景
で
は
な
く
、
ま
た
單
純
な
抒
情
で
も
な
く
、
敍
景
の
裏
に
情
念
の
陰
翳
が
差
し
て

ゐ
（
い
）
る
と
で
も
申
せ
ま
せ
（
し
ょ
）
う
か
。
こ
の
曾
禰
好
忠
の
歌
は
そ
の
や
（
よ
）
う
な
歌
で
す
か
ら
、
私
に
は
百

人
一
首
の
中
で
も
第
一
級
の
名
歌
で
あ
る
と
思
は
（
わ
）
れ
ま
す
。

  

由
良
の
門
が
ど
こ
か
に
つ
い
て
は
兩
説
あ
る
や
（
よ
）
う
で
す
が
、
多
數
説
は
、
契
沖
の
説
と
は
違
ひ
、
紀
州
と
四
國
の

間
の
海
峡
と
見
ま
す
。
こ
の
海
峡
を
渡
る
舟
人
が
梶
緒
を
流
し
て
し
ま
っ
て
、
廣
い
海
の
中
で
た
だ
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
な

が
ら
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
分
ら
ず
途
方
に
暮
れ
て
ゐ
（
い
）
る
。
そ
ん
な
情
景
と
、
ど
う
な
っ
て
行
く
の
か
分
ら
な
い

自
分
の
戀
の
行
く
末
へ
の
不
安
と
が
、
見
事
に
照
應
し
ま
す
。
凡
河
内
躬
恒
の
歌
に
、「
我
が
戀
は
行
方
も
知
ら
ず
は
て
も

な
し
逢
ふ
を
限
り
と
思
ふ
ば
か
り
ぞ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
歌
を
踏
ま
へ
て
詠
ん
だ
歌
で
せ
（
し
ょ
）
う
。

  

曾
禰
好
忠
は
古
今
集
（
十
世
紀
初
頭
）
と
源
氏
物
語
（
十
一
世
紀
初
め
）
の
中
間
く
ら
い
の
時
代
に
生
き
た
人
で
す
。
こ

の
時
代
の
歌
風
は
古
今
集
時
代
の
續
き
で
、
紀
貫
之
等
に
範
を
取
っ
た
技
巧
的
な
歌
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
こ
の

人
の
歌
は
異
彩
を
放
ち
、
作
者
の
感
情
を
素
直
に
、
ま
た
直
截
に
詠
っ
た
歌
が
、
現
代
に
ま
で
通
ず
る
感
動
を
與
へ
（
え
）

ま
す
。
例
へ
（
え
）
ば
次
の
や
（
よ
）
う
な
歌
で
す
。「
鳴
け
や
鳴
け
」
の
歌
は
、「
由
良
の
門
」
の
歌
と
並
ん
で
後
世
に

廣
く
知
ら
れ
た
名
歌
で
す
（「
き
り
ぎ
り
す
」
は
今
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」）。

鳴
け
や
鳴
け
蓬
が
杣
の
き
り
ぎ
り
す
　
過
ぎ
ゆ
く
秋
は
げ
に
ぞ
か
な
し
き

妹
と
我
ね
や
の
風
戸
に
ひ
る
ね
し
て
　
日
た
か
き
夏
の
か
げ
を
す
ぐ
さ
む

  

曾
禰
好
忠
は
丹
後
掾
と
い
ふ
（
う
）
地
方
の
下
級
役
人
で
、
曾
丹
と
呼
ば
れ
て
居
り
ま
し
た
が
、
本
人
は
こ
の
呼
稱
を

嫌
っ
た
ら
し
い
。
自
分
の
歌
に
絶
大
な
自
信
を
持
ち
、
狷
介
孤
高
で
片
意
地
な
性
格
の
人
だ
っ
た
や
（
よ
）
う
で
す
。
奇

行
で
知
ら
れ
、中
で
も
花
山
天
皇
の
御
代
、先
代
の
圓
融
院
が
主
催
さ
れ
た
紫
野
の
歌
の
會
に
、
お
召
し
を
受
け
て
ゐ（
い
）

な
い
の
に
、
む
さ
く
る
し
い
な
り
で
歌
人
の
召
人
た
ち
の
席
に
勝
手
に
坐
り
込
み
、
皆
に
打
擲
さ
れ
て
追
出
さ
れ
た
話
は

よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
（
い
）
ま
す
。
歌
の
名
人
で
あ
り
な
が
ら
、
身
分
が
低
く
貧
し
い
た
め
に
晴
れ
の
席
に
出
る
装
束
が
な

く
、
性
格
も
偏
っ
て
ゐ
（
い
）
る
た
め
に
人
に
嫌
は
（
わ
）
れ
た
哀
れ
な
話
で
す
。
こ
の
人
は
少
く
と
も
百
年
以
上
早
く

世
に
生
れ
過
ぎ
た
の
で
せ
（
し
ょ
）
う
。
藤
原
定
家
を
初
め
と
す
る
後
世
の
歌
人
た
ち
は
、
他
の
人
に
は
詠
む
こ
と
の
で

き
な
い
こ
の
人
の
歌
を
高
く
評
價
し
ま
し
た
。
例
へ
（
え
）
ば
上
の
「
妹
と
我
」
の
歌
な
ど
は
、
今
の
人
の
歌
と
見
て
も

さ
し
て
違
和
感
が
無
い
の
で
は
な
い
で
せ
（
し
ょ
）
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
淳
平
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」
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」
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櫻
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」
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櫻
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の
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明
治
政
府
は
、
唱
歌
に
教
育
的
要
素
を
盛
込
む
こ
と
に
腐
心
し
ま
し
た
が
、
始
め
て
の
國
家
建
設
に
あ
た
り
皇
室
を
そ

の
求
心
力
の
中
心
に
据
ゑ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
忠
義
を
大
き
な
徳
目
と
し
ま
し
た
。
そ
の
流
れ
で
早
々
と
「
南
朝
五

忠
臣
」
と
い
つ
た
歌
を
「
保
育
唱
歌
」
に
取
入
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
楠
木
正
成
（
ま
さ
し
げ
）、
正
行
（
ま
さ
つ
ら
）

の
忠
臣
ぶ
り
と
親
子
の
有
り
樣
は
日
本
人
の
心
に
深
く
食
入
り
、
こ
の
忠
孝
の
鑑
と
も
い
ふ
べ
き
父
子
を
テ
ー
マ
と
し
た

歌
が
幾
つ
も
作
ら
れ
、
長
く
愛
唱
さ
れ
ま
し
た
。「
南
朝
五
忠
臣
」
に
も
出
て
來
る
楠
木
正
行
の
、
後
年
戰
ひ
に
散
つ
た
場

所
「
四
條
畷
」
も
別
の
唱
歌
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
死
地
に
赴
く
際
、
吉
野
の
後
醍
醐
天
皇
陵
に
詣
で
そ
の
前
の
如
意
輪

寺
の
扉
に
鏃
（
や
じ
り
）
で
書
い
た
和
歌
も
日
本
人
の
心
情
に
觸
れ
る
も
の
で
し
た
。

　
か
へ
ら
じ
と
か
ね
て
思
へ
ば
梓
弓
な
き
數
に
入
る
名
を
ぞ
と
ど
む
る

　
こ
の
歌
に
は
も
う
一
つ
の
話
題
が
あ
り
ま
す
。
音
樂
の
情
緒
に
及
ぼ
す
影
響
で
す
。
財
津
一
郎
の
歌
を
聞
く
と
、
泣
き

叫
ん
で
ゐ
る
子
供
が
泣
き
止
む
と
か
。
こ
れ
な
ど
音
樂
の
人
間
感
情
に
對
す
る
直
接
的
な
效
用
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
す

が
、
明
治
に
入
つ
て
富
國
強
兵
が
國
是
と
さ
れ
た
た
め
、
唱
歌
を
作
る
に
も
悲
し
さ
を
誘
ふ
短
調
で
は
な
く
、
明
る
く
活

發
な
長
調
に
よ
る
歌
が
推
獎
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
青
葉
茂
れ
る
」
の
歌
は
、
ド
レ
ミ
ソ
ラ
ド
と
四
七
（
よ
な
）

拔
き
の
、
雅
樂
で
い
ふ
呂
旋
法
で
作
曲
さ
れ
た
も
の
が
、
皆
に
歌
は
れ
る
う
ち
に
ミ
と
ラ
が
半
音
下
つ
て
、
ハ
短
調
の
や

う
に
な
り
、
そ
れ
で
一
段
と
持
て
囃
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
さ
う
で
す
。
日
本
人
は
ど
う
も
短
調
的
な
、
ど
ち
ら
か
と
言

ふ
と
感
傷
的
な
音
樂
が
好
き
な
の
だ
と
思
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
ま
し
て
や
親
子
の
別
れ
と
も
な
る
と
當
然
で
せ
う
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
子
供
に
短
調
は
受
け
な
い
と
い
ふ
か
、
理
解
さ
れ
な
い
さ
う
で
す
。
テ
レ
ビ
か
ら
出
て
來
る
音
樂
、
中

で
も
無
意
識
の
う
ち
に
頻
繁
に
幼
い
時
か
ら
耳
に
し
て
ゐ
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
音
樂
で
は
短
調
が
使
は
れ
な
い
の
で
、
馴
染

み
が
な
く
な
つ
た
か
ら
だ
と
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
暗
い
廣
告
で
は
物
は
賣
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
し
て
も
、
コ
マ
ー
シ
ャ
リ

ズ
ム
が
人
間
形
成
に
も
、
文
化
に
も
影
響
し
て
き
て
ゐ
る
と
は
。

一
　
青
葉
茂
れ
る
櫻
井
の
　
里
の
わ
た
り
の
夕
ま
ぐ
れ

木
の
下
蔭
に
駒
と
め
て
世
の
行
く
末
を
つ
く
づ
く
と

忍
ぶ
鎧
の
袖
の
上
に
　
散
る
は
涙
か
は
た
露
か

＊
わ
た
り

＊
わ
た
り

＊
わ
た
り

＊
わ
た
り

＊
わ
た
り
＝
邊
り
　

＊
は
た

＊
は
た

＊
は
た

＊
は
た

＊
は
た
露
か
＝
そ
れ
と
も
、
あ
る
い
は

二
　
正
成
涙
を
打
ち
払
い
　
我
子
正
行
呼
び
寄
せ
て

父
は
兵
庫
に
赴
か
ん
　
彼
方
の
浦
に
て
討
死
せ
ん

い
ま
し
は
こ
こ
ま
で
來
（
き
た
）
れ
ど
も
　
と
く
と
く
歸
れ
故
郷
（
ふ
る
さ
と
）
へ

＊
と
く
と
く

＊
と
く
と
く

＊
と
く
と
く

＊
と
く
と
く

＊
と
く
と
く
＝
早
く
早
く
、
す
み
や
か
に

三
　
父
上
い
か
に
宣
（
の
た
ま
）
ふ
も
　
見
捨
て
ま
つ
り
て
わ
れ
一
人

い
か
で
歸
ら
ん
歸
ら
れ
ん
　
こ
の
正
行
は
年
こ
そ
は

未
だ
若
け
れ
諸
共
に
　
御
供
仕
へ
ん
死
出
の
旅

＊
い
か
で

＊
い
か
で

＊
い
か
で

＊
い
か
で

＊
い
か
で
＝
ど
う
し
て
（
歸
ら
れ
よ
う
か
）、
歸
ら
れ
ま
せ
ん
（
反
語
）
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四
　
い
ま
し
を
こ
こ
よ
り
歸
さ
ん
は
　
わ
が
私
（
わ
た
く
し
）
の
爲
な
ら
ず

己
れ
討
死
爲
（
な
）
さ
ん
に
は
　
世
は
尊
氏
の
儘
（
ま
ま
）
な
ら
ん

早
く
生
（
お
）
ひ
立
ち
大
君
に
　
仕
へ
ま
つ
れ
よ
國
の
爲

＊
い
ま
し

＊
い
ま
し

＊
い
ま
し

＊
い
ま
し

＊
い
ま
し
＝
汝
、
お
ま
へ

五
　
こ
の
一
刀
（
ひ
と
ふ
り
）
は
い
に
し
年
　
君
の
賜
ひ
し
物
な
る
ぞ

こ
の
世
の
別
れ
の
形
見
に
と
　
汝
に
こ
れ
を
贈
り
て
ん

行
け
よ
正
行
故
郷
へ
　
老
い
た
る
母
の
待
ち
ま
さ
ん

＊
い
に
し

＊
い
に
し

＊
い
に
し

＊
い
に
し

＊
い
に
し
＝
往
に
し
、
過
ぎ
去
つ
た
　
　

＊
待
ち
ま
さ
ん

＊
待
ち
ま
さ
ん

＊
待
ち
ま
さ
ん

＊
待
ち
ま
さ
ん

＊
待
ち
ま
さ
ん
＝
待
ち
＋
尊
敬
語
の
「
ま
す
」
＋
推
量
の
「
ん
＝
む
」

六
　
共
に
見
送
り
見
返
り
て
　
　
別
れ
を
惜
し
む
折
か
ら
に

復
（
ま
た
）
も
降
り
來
る
五
月
雨
（
さ
み
だ
れ
）
の
　
空
に
聞
こ
ゆ
る
時
鳥
（
ほ
と
と
ぎ
す
）

誰
れ
か
哀
れ
と
聞
か
ざ
ら
ん
　
あ
は
れ
血
に
泣
く
そ
の
聲
を

＊＊＊＊＊

血
に
泣
く

血
に
泣
く

血
に
泣
く

血
に
泣
く

血
に
泣
く
＝
「
泣
い
て
血
を
吐
く
不
如
帰
」
と
い
ふ
慣
用
句
が
あ
り
ま
す
が
、
口
の
中
が
赤
い
こ
と
と
、
鳴
き
聲

が
甲
高
い
こ
と
か
ら
と
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
か
ら
中
國
故
事
も
生
れ
た
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
田
貝
常
夫
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心
の
貧
し
き
者

心
の
貧
し
き
者

心
の
貧
し
き
者

心
の
貧
し
き
者

心
の
貧
し
き
者

（
文
字
化
け
す
る
の
で
、
漢
字
の
代
り
に
①
②
③
な
ど
で
表
示
し
、
そ
の
後
に
説
明
を
付
け
ま
し
た
）

「
山
上
の
垂
訓
」
と
は
、
耶
蘇
（
中
國
語
の
發
音
は
﹇
イ
ェ
ー
ス
ー
﹈
／
中
國
語
で
は
、「
蘇
」
の
草
冠
の
な
い
字
を
使

ふ
）
が
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
ほ
と
り
の
小
高
い
丘
の
上
で
行
つ
た
説
教
で
す
。
マ
タ
イ
傳
第
五
章
に
あ
り
ま
す
。

ま
づ
し

さ
い
は
ひ

す
な
は
ち

全
部
で
八
つ
の
教
へ
か
ら
成
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
の
最
初
が
、
明
治
譯
に
據
れ
ば
、「
心
の
貧
き
者
は
福
な
り
天
國
は
即

心
の
貧
き
者
は
福
な
り
天
國
は
即

心
の
貧
き
者
は
福
な
り
天
國
は
即

心
の
貧
き
者
は
福
な
り
天
國
は
即

心
の
貧
き
者
は
福
な
り
天
國
は
即

も
の

さ
い
は
ひ

其
人
の
有
な
れ
ば
也

其
人
の
有
な
れ
ば
也

其
人
の
有
な
れ
ば
也

其
人
の
有
な
れ
ば
也

其
人
の
有
な
れ
ば
也
」、
大
正
譯
に
よ
れ
ば
「
幸
福
な
る
か
な
、

幸
福
な
る
か
な
、

幸
福
な
る
か
な
、

幸
福
な
る
か
な
、

幸
福
な
る
か
な
、
心
の
貧
し
き
者
。

心
の
貧
し
き
者
。

心
の
貧
し
き
者
。

心
の
貧
し
き
者
。

心
の
貧
し
き
者
。
天
國
は
そ
の
人
の
も
の
な
り

天
國
は
そ
の
人
の
も
の
な
り

天
國
は
そ
の
人
の
も
の
な
り

天
國
は
そ
の
人
の
も
の
な
り

天
國
は
そ
の
人
の
も
の
な
り
」
で
す
。

新
約
聖
書
に
は
、「
明
治
譯
」
と
「
大
正
譯
」
が
あ
り
ま
す
。（
舊
約
聖
書
は
明
治
譯
だ
け
）

明
治
譯
の
方
が
荘
嚴
な
響
き
が
あ
つ
て
好
ま
し
い
と
い
ふ
人
が
多
い
や
う
で
す
が
、
そ
の
明
治
譯
も
、
一
般
庶
民
に
讀

ま
せ
る
こ
と
を
眼
目
に
し
て
ゐ
る
だ
け
に
、
か
な
り
平
易
な
文
語
文
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
文
語
の
初
歩
の
教
科
書
と
し
て

適
切
だ
と
思
ひ
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、「
心
の
貧
し
き
者
」
が
ど
う
し
て
幸
ひ
な
の
で
せ
う
。
口
語
譯
で
も
、「
心
の
貧
し
い
人
た
ち
は
幸
い

で
あ
る
」
と
な
つ
て
を
り
、
そ
の
疑
問
を
解
決
し
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。

ど
う
考
へ
て
も
、「
心
の
貧
し
い
」
が
よ
い
意
味
で
あ
る
と
は
思
は
れ
な
い
の
で
す
。

聖
書
の
英
語
譯
は
昔
か
ら
た
く
さ
ん
出
版
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

あ
る
版
に
よ
れ
ば
、B

lessed are th
e poor in

 spirit.

と
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
納
得
が
行
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
別
の
版
で
、H

appy are th
ose w

h
o kn

ow
 th

ey are spiritu
ally poor.

と
い
ふ
の
を
見
つ
け
ま
し

た
。「
自
ら
が
、
精
神
的
に
貧
し
い
と
い
ふ
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
者
は
幸
ひ
で
あ
る
」
と
い
ふ
わ
け
で
す
。
な
る
ほ
ど
、
こ

れ
な
ら
分
か
り
ま
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
無
知
の
知
」
と
似
て
ゐ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
自
ら
の
至
ら
な
さ
に
気
づ

い
て
ゐ
る
者
に
は
、
神
の
祝
福
が
あ
る
と
い
ふ
わ
け
で
す
。

中
國
語
の
聖
書
に
は
、「
神
版
」
と
「
上
帝
版
」
が
あ
り
ま
す
。G

od

を
「
神
」(sh

en

／
シ
ェ
ン)
と
譯
し
て
ゐ
る
も

の
と
、「
上
帝
」(sh

an
gdi

／
シ
ャ
ん
デ
ィ)

と
譯
し
て
あ
る
も
の
で
す
。

「
神
版
」
の
方
が
古
く
、「
上
帝
版
」
が
新
し
い
。

日
本
語
の
明
治
譯
と
大
正
譯
の
や
う
な
關
係
だ
と
言
つ
た
ら
よ
い
で
せ
う
か
。

こ
の
他
に
「
漢
文
譯
」
と
い
ふ
の
も
あ
り
ま
す
が
、
簡
単
に
は
手
に
入
ら
な
い
や
う
で
す
。

「
幸
福
な
る
か
な
、
心
の
貧
し
き
者
」
の
中
國
語
譯
を
見
て
み
ま
せ
う
。

「
上
帝
版
」
で
は
、「
承
認
自
己
靈
性
貧
乏
的
人
多
麼
有
福
①
！
」（
①
の
字
は
ク
チ
ヘ
ン
に
阿
）

「
自
己
の
靈
性
が
貧
乏
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
者
は
な
ん
と
幸
ひ
で
あ
ら
う
か
」
と
い
ふ
わ
け
で
す
か
ら
、
英
語
の

w
h

o k
n

ow

が
入
つ
て
ゐ
る
方
と
同
じ
で
す
。

さ
ら
に
、「
神
版
」
を
見
て
み
る
と
、
ア
ッ
と
驚
か
せ
ら
れ
ま
す
。

「
虚
心
的
人
有
福
了
」
と
譯
し
て
あ
る
の
で
す
。

相
當
な
意
譯
を
し
て
ゐ
る
や
う
で
す
。「
虚
心
」(xu

xin
)

は
、
中
日
辭
典
を
引
く
と
、「
謙
虚
で
あ
る
」
と
な
つ
て
ゐ
ま

す
。な

る
ほ
ど
、「
心
の
貧
し
き
者
」
と
は
を
か
し
な
言
葉
だ
な
あ
と
思
つ
て
ゐ
た
年
來
の
心
の
わ
だ
か
ま
り
が
氷
解
す
る
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
心
の
貧
し
き
も
の
（
自
分
の
心
の
貧
し
さ
を
知
つ
て
ゐ
る
者
）」
と
は
、「
謙
虚
な
者
」
な
の
で
す
。
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「
謙
虚
」「
謙
遜
」
と
い
ふ
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
最
大
の
德
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
踐
し
た
第
一
の
人
が
聖
母

で
す
。

「
ロ
ザ
リ
オ
の
祈
り
」
と
い
ふ
の
は
、
聖
母
に
捧
げ
る
祈
り
で
す
。「
ロ
ザ
リ
オ
」
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
使
ふ
數
珠
の

や
う
な
も
の
で
す
が
、
そ
の
語
源
は
「
薔
薇
」
のrose

に
由
来
し
ま
す
。

「
ロ
ザ
リ
オ
の
祈
り
」
を
中
國
語
で
は
、「
②
③
経
」（「m

eigu
ijin

g

メ
イ
グ
エ
ジ
ん
／
②m

ei

は
王
扁
に
ノ
ブ
ン
﹇『
牧
』

の
旁
﹈
／
③gu

i

は
王
扁
に
鬼
）
と
言
ひ
ま
す
。m

eigu
i

は
、
薔
薇
の
一
品
種
を
指
し
ま
す
。

jin
g

は
「
経
」
で
、
祈
り
の
文
句
を
「
経
」
と
言
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。

つ
い
で
な
が
ら
、「
め
で
た
し
、
聖
寵
滿
ち
滿
て
る
マ
リ
ヤ
」
で
始
ま
る
「
天
使
祝
詞
」
を
中
國
語
で
は
「
聖
母
経
」

（sh
en

gm
u

jin
g

シ
ョ
ん
ム
ー
ジ
ん
）
と
言
ひ
ま
す
。

　
聖
母
は
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
か
ら
、
神
の
子
を
宿
し
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
時
、「
我
是
主
的
使
女
。
情
願
照
④
的
話
成
就

在
我
身
上
」（
我
は
主
の
は
し
た
め
な
り
。
汝
の
い
へ
る
ご
と
く
、
我
が
身
上
に
成
就
せ
ん
こ
と
を
こ
ひ
ね
が
ふ

／
④
は
人
偏
に
「
称
」
の
旁
でn

i

（
ニ
ー
）
と
讀
み
、「
汝
」
の
意
味
）
と
答
へ
ま
す
。

　
神
の
命
令
を
無
條
件
に
受
け
入
れ
る
。
こ
れ
が
「
謙
遜
の
德
」
の
至
上
の
も
の
な
の
で
す
。

お
つ
げ

　
そ
れ
を
受
け
て
、「
ロ
ザ
リ
オ
の
祈
り
」
の
冒
頭
で
は
、「
こ
の
一
聯
を
捧
げ
て
聖
母
が
御
告
を
受
け
給
ひ
た
る
を
黙
想

お
ん
と
り
つ
ぎ

し
、
そ
の
御
取
繼
に
よ
り
て
、
謙
遜
の
德
を
請
ひ
願
は
ん
」
と
祈
る
の
で
す
。

　　
ロ
ザ
リ
オ
の
祈
り
は
、
中
國
語
で
は
全
然
違
ふ
文
に
な
つ
て
を
り
、
當
該
部
分
は
、
聖
書
の
受
胎
告
知
の
場
面
を
紹
介

し
て
ゐ
る
に
と
ど
ま
り
ま
す
。

　
　
　
天
使
進
去
向
⑤
説
、
萬
福
滿
被
聖
寵
者
。
上
主
與
⑥
同
在
。
在
女
人
中
、
⑦
是
蒙
祝
福
的
。

　
　
　
　（
⑤
は
「
ヲ
ン
ナ
ヘ
ン
に
也
」
で
「
彼
女
」
の
意
味
／
⑥ 

⑦
は
④
と
同
じ
字
）

　
あ
へ
て
漢
文
の
や
う
に
訓
讀
し
て
み
ま
せ
う
。

ゆ

い
は

じ
や
うし
ゆ

と
も

　
天
使
進
み
去
き
て
、
彼
女
に
向
ひ
て
説
く
、「
め
で
た
し
、
聖
寵
に
滿
た
さ
れ
た
る
者
よ
。
上
主
、
汝
と
同
に
在
り
。
女

う
ち

か
う
む

人
の
中
に
在
り
て
、
汝
は
祝
福
を
蒙
り
た
り
」。

　「
萬
福(w

an
fu

)

／
ワ
ン
フ
ー
」
は
、A

ve M
aria

のA
ve

に
好
字
を
宛
て
て
音
譯
し
た
も
の
。「
榮
え
あ
れ
」
だ
と
言

つ
た
ら
い
い
で
せ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
田
友
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人人人人人     

權
　
權
　
權
　
權
　
權
　

　
半
世
紀
も
前
、
千
九
百
六
十
年
代
前
半
米
國
在
住
の
頃
、
父
の
仕
事
の
都
合
に
よ
り
、
公
立
の
高
等
學
校
よ
り
私
立
の

聖
心
女
子
學
院
に
轉
校
せ
し
め
ら
れ
た
り
。
公
立
の
學
校
は
氣
樂
な
り
き
。
聖
心
に
て
は
、
學
年
が
異
な
る
に
あ
ら
ず
や

と
思
ふ
ほ
ど
學
習
進
度
が
早
く
、
追
ひ
つ
か
ん
が
た
め
毎
晩
夜
中
の
二
時
や
三
時
ま
で
机
に
向
ふ
あ
り
。
ラ
テ
ン
語
さ
へ

あ
れ
ど
も
、
轉
校
し
て
き
た
れ
る
ば
か
り
の
身
な
れ
ば
、
と
り
あ
へ
ず
一
年
目
は
免
除
せ
ら
れ
た
り
。
一
生
の
う
ち
に
て
、

か
く
の
ご
と
く
來
る
日
も
來
る
日
も
長
時
間
に
亙
り
勉
強
す
る
は
初
め
て
な
り
き
。
下
級
生
に
は
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ

の
娘
た
ち
あ
り
。
一
日
歴
史
の
授
業
に
て
奴
隸
制
度
の
話
に
及
び
、
奴
隸
制
度
あ
り
し
方
が
黒
人
は
幸
福
な
り
き
と
い
ふ

議
論
せ
ら
れ
た
り
。
こ
の
時
代
に
か
く
の
ご
と
き
議
論
を
教
室
に
て
す
る
と
は
夢
思
は
ざ
れ
ど
、
完
全
に
共
和
黨
と
民
主

黨
（
親
の
政
治
志
向
な
り
と
覺
ゆ
）
に
分
か
れ
て
話
進
み
た
り
。
共
和
黨
側
の
多
く
は
奴
隸
制
度
續
き
ま
し
か
ば
、
黒
人

則
ち
守
ら
れ
幸
福
に
て
あ
ら
ま
し
、
と
い
ふ
。
反
對
側
は
同
じ
人
間
に
し
て
人
種
の
異
な
る
の
み
に
て
奴
隸
と
な
す
は
間

違
ひ
と
い
ふ
も
の
な
り
。
喧
々
囂
々
議
論
あ
り
て
後
、
突
然
「
ケ
イ
コ
は
こ
こ
で
唯
一
ア
ジ
ア
の
人
間
な
れ
ば
、
ど
う
思

ふ
や
述
べ
よ
」
と
先
生
よ
り
指
名
あ
り
。
仰
天
す
れ
ど
、
い
か
ん
と
も
す
べ
な
し
、「
同
じ
人
間
が
他
の
人
間
を
奴
隸
に
す

る
は
人
權
を
奪
ふ
に
異
な
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
き
惡
の
あ
る
べ
か
ら
ず
と
思
ふ
」
と
返
答
し
た
り
。
さ
は
さ
り
な
が
ら
、
數

年
前
總
括
し
た
る
若
者
の
た
め
の
國
際
會
議
に
於
て
、
宣
言
文
を
作
成
中
、人
間
は
平
等
な
り
と
言
ふ
議
論
に
な
り
き
。
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
青
年
は
「
自
分
は
生
ま
れ
し
時
よ
り
常
に
戰
亂
の
中
に
あ
り
き
、
人
間
平
等
な
り
と
は
思
ふ
に
あ
た
ら

ず
」
と
發
言
し
、
南
ア
フ
リ
カ
の
青
年
は
「
生
ま
れ
し
時
よ
り
差
別
せ
ら
れ
、
平
等
な
ど
は
こ
の
世
に
あ
ら
ず
」
と
言
ひ

き
。
熟
々
考
ふ
る
に
地
球
上
に
お
い
て
人
權
の
尊
重
せ
ら
れ
ざ
る
昨
今
、
昔
に
も
變
は
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
や
。

　
　
　
　
　
　
赤
谷
慶
子
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八
十
一
と
言
ふ
名

八
十
一
と
言
ふ
名

八
十
一
と
言
ふ
名

八
十
一
と
言
ふ
名

八
十
一
と
言
ふ
名

  

余
の
名
、
祖
父
が
名
付
け
た
り
。
当
人
こ
れ
を
気
に
入
ら
ず
、
そ
の
由
來
に
聞
く
耳
を
も
た
ざ
る
に
、
他
人
の
関
心
は

少
な
か
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
耳
に
し
た
る
そ
の
解
釈
亦
多
け
れ
ば
そ
の
典
型
を
茲
に
列
挙
せ
む
。

  

父
上
八
十
一
歳
の
時
の
お
子
な
る
や
と
問
ひ
し
人
の
小
首
を
傾
げ
、
や
や
あ
り
て
、い
や
お
ぢ
い
様
の
八
十
一
歳
の
時
の

お
子
な
る
や
と
言
ひ
直
し
、
な
ほ
理
に
叶
は
ざ
る
を
見
る
こ
と
少
な
か
ら
ず
。
こ
の
説
ひ
と
へ
に
山
本
五
十
六
元
帥
の
名

こ
れ
父
親
五
十
六
歳
の
子
な
る
逸
話
に
基
づ
き
、「
い
そ
ろ
く
」と
キ
ー
ボ
ー
ド
に
打
ち
た
れ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
「
五
十
六
」

と
表
示
さ
る
を
見
る
に
つ
け
、「
や
そ
い
ち
」
と
打
ち
て
何
の
応
答
も
な
し
。
已
矣
哉
。

　

  

八
月
十
一
日
生
ま
れ
な
る
や
と
問
ふ
は
極
め
て
素
直
な
指
摘
に
て
、
余
の
誕
生
日
八
月
一
日
な
れ
ば
、
そ
を
明
か
す
こ

と
で
、
や
は
り
さ
や
う
な
り
し
か
と
お
互
い
打
ち
解
け
て
も
の
ご
と
丸
く
収
ま
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
、
余
の
性
根
や
や
氣

難
し
け
れ
ば
顔
色
麗
し
か
ら
ざ
る
に
や
、
お
ほ
か
た
半
端
な
る
會
話
に
て
終
る
を
如
何
せ
む
。
実
の
と
こ
ろ
余
は
七
月
三

十
日
の
生
ま
れ
な
る
を
戸
籍
の
登
録
が
八
月
一
日
な
れ
ば
、
星
占
ひ
も
何
も
正
確
さ
を
欠
く
こ
と
こ
の
上
な
く
、
さ
り
と

て
、
こ
の
名
の
た
め
に
生
誕
日
を
変
ふ
る
こ
と
も
得
ざ
り
き
。

　

  

八
十
一
歳
の
長
き
に
壽
命
を
保
ち
得
む
と
思
ひ
き
や
と
尋
ぬ
る
は
昭
和
三
十
年
代
ま
で
、
す
な
は
ち
余
の
子
供
の
頃
に

し
ば
し
ば
あ
り
た
る
に
、
今
日
こ
れ
を
聞
く
機
会
絶
え
て
な
し
。
余
生
ま
れ
た
る
昭
和
二
十
六
年
、
男
の
平
均
壽
命
史
上

初
め
て
六
十
歳
を
超
え
た
れ
ば
、
当
時
に
あ
り
て
八
十
を
超
え
て
長
生
き
せ
よ
と
は
ま
こ
と
に
宜
し
な
り
。
さ
れ
ど
こ
れ

に
う
な
づ
き
た
る
こ
と
な
し
。
子
供
心
に
八
十
と
い
ふ
年
月
の
あ
ま
り
の
計
り
難
き
に
そ
は
永
遠
に
生
く
る
こ
と
な
る
か

と
思
ひ
た
る
こ
と
記
憶
に
残
れ
り
。

　

  

郷
里
の
菩
提
寺
に
、
戒
名
を
位
牌
に
刻
む
に
俗
名
の
一
字
を
加
ふ
る
習
ひ
あ
り
。
聊
か
の
安
直
の
謗
り
は
免
れ
難
き
も
、

確
か
に
戒
名
よ
り
俗
名
を
類
推
す
る
に
便
利
な
り
。
さ
れ
ど
余
、
今
か
ら
計
り
て
我
位
牌
に
、
八
と
十
と
一
の
文
字
を
刻

む
こ
と
罷
り
な
ら
ぬ
と
長
男
を
前
に
力
説
す
る
も
、
い
づ
れ
死
後
の
こ
と
に
て
確
た
る
保
証
の
無
き
に
、
氣
に
入
ら
ざ
れ

ば
中
有
に
永
劫
彷
徨
ひ
て
成
仏
す
る
こ
と
能
は
じ
。
さ
れ
ば
こ
の
名
に
相
応
し
く
、
八
十
一
歳
の
八
月
一
日
に
身
罷
ら
む

と
せ
め
ば
、
位
牌
に
八
十
一
の
文
字
莫
く
も
特
定
容
易
な
ら
ま
し
。

　

  

清
朝
の
皇
帝
服
に
大
龍
が
咆
哮
せ
る
意
匠
に
詳
細
な
る
仕
様
あ
り
。
地
の
黄
色
は
言
ふ
に
及
ば
ず
。
四
肢
の
先
に
鋭
き

爪
の
天
地
四
方
を
掴
み
取
ら
ん
と
す
る
に
そ
の
数
は
い
づ
れ
も
一
肢
に
つ
き
五
本
な
り
。
大
臣
の
龍
の
文
様
を
用
ゐ
る
機

会
あ
ら
ば
、
そ
は
必
ず
三
本
に
て
五
本
と
す
る
は
大
逆
な
り
。
皇
帝
の
鱗
の
枚
数
は
八
十
一
と
定
め
ら
れ
、
他
に
こ
の
數

字
を
用
ゐ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
。
す
な
は
ち
八
十
一
は
九
九
の
最
大
数
に
て
最
聖
數
な
れ
ば
な
り
。
余
の
名
當
に
最
聖
數

に
由
来
し
あ
る
は
、
祖
父
余
に
名
前
負
け
せ
ざ
る
の
努
力
を
ば
命
じ
た
る
ら
む
。

                           

中
島
八
十
一
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文
語
作
文
初
学
者
の
所
見

文
語
作
文
初
学
者
の
所
見

文
語
作
文
初
学
者
の
所
見

文
語
作
文
初
学
者
の
所
見

文
語
作
文
初
学
者
の
所
見

「
文
語
の
苑
」
は
ユ
ニ
ー
ク
な
集
ま
り
で
す
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
文
語
を
「
書
く
」
こ
と
を
重
ん
じ
て
い
る
点
で
す
。

古
い
文
学
を
鑑
賞
し
た
り
、
歴
史
研
究
の
た
め
に
古
文
書
を
読
ん
だ
り
す
る
教
室
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
文
語
で
文
章
を

書
く
こ
と
に
注
力
し
て
い
る
団
体
を
他
に
知
り
ま
せ
ん
。
和
歌
や
俳
句
を
詠
む
時
に
は
文
語
を
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ

れ
ら
の
集
ま
り
で
は
文
語
を
勉
強
す
る
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
詩
歌
で
は
な
い
、
普
通
の
「
地
」
の
文
（
散
文
）
の
「
文

語
作
文
」
を
学
べ
る
場
は
少
な
い
の
で
す
。

か
つ
て
、
私
は
文
語
文
を
書
き
た
い
と
思
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
教
え
て
く
れ
る
と
こ
ろ
を
探
し
ま
し
た
。
唯
一

見
つ
か
っ
た
の
が
「
文
語
の
苑
」
で
し
た
。
お
願
い
し
て
そ
の
勉
強
会
に
加
え
て
頂
き
、
学
習
す
る
う
ち
自
分
が
い
か
に

日
本
語
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
を
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
子
供
の
頃
か
ら
疑
問
だ
っ
た
こ
と
が
「
そ
う
か
。
そ

う
だ
っ
た
の
か
」
と
や
っ
と
わ
か
っ
て
愉
快
に
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。

子
供
の
頃
に
学
校
で
文
法
を
習
っ
た
時
（
今
で
も
教
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
）、
動
詞
に
は
活
用
が
あ
る
、
と
教
わ

り
ま
し
た
。
動
詞
の
語
尾
に
「
ナ
イ
、
マ
ス
、
マ
ル
、
ト
キ
、
バ
、
ヨ
」
を
付
け
る
あ
れ
で
す
。
例
え
ば
「
歩
く
」
を
こ

れ
に
当
て
は
め
る
と
「
歩
か
ナ
イ
」「
歩
き
マ
ス
」「
歩
く
。」「
歩
く
ト
キ
」「
歩
け
バ
」「
歩
け
ヨ
」
と
な
っ
て
、
語
尾
が

「
か
、
き
、
く
、
け
」
と
活
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
歩
く
」
と
い
う
動
詞
は
カ
行
の
活
用
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
例
え
ば
「
言
う
」
を
こ
れ
に
当
て
は
め
る
と
「
言
わ
ナ
イ
」「
言
い
マ
ス
」「
言
う
。」「
言
う
ト
キ
」「
言
え
バ
」

「
言
え
ヨ
」
と
な
り
「
わ
、
い
、
う
、
え
」
と
活
用
し
て
少
し
変
で
す
。
未
然
形
の
語
尾
だ
け
が
ワ
行
、
残
り
は
ア
行
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。

当
時
こ
の
点
を
先
生
に
質
問
し
た
記
憶
が
あ
る
の
で
す
が
、
先
生
の
答
え
が
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
答
に
自
分
が
納
得

し
た
の
か
ど
う
か
、
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
説
明
に
窮
し
た
先
生
を
気
の
毒
に
思
い
、
追
求
を
止
め
て
し
ま
っ
た

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

「
文
語
の
苑
」
の
勉
強
会
で
「
言
う
」
は
元
来
、「
言
ふ
」
な
の
だ
と
習
い
、
子
供
の
頃
の
疑
問
が
蘇
り
、
そ
し
て
氷
解

し
ま
し
た
。
元
々
の
活
用
は
「
言
は
ナ
イ
」「
言
ひ
マ
ス
」「
言
ふ
。」「
言
ふ
ト
キ
」「
言
へ
バ
」「
言
へ
ヨ
」
だ
っ
た
の
で

す
。
こ
れ
で
語
尾
が
全
て
「
は
行
」
の
中
に
お
さ
ま
り
、
す
っ
き
り
し
ま
し
た
。
唯
、
読
み
方
だ
け
が
「
言
わ
ナ
イ
」「
言

い
マ
ス
」「
言
う
。」「
言
う
ト
キ
」「
言
え
バ
」「
言
え
ヨ
」
な
の
で
す
。

そ
う
で
あ
れ
ば
「
言
う
」
で
は
な
く
「
言
ふ
」
と
書
く
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
言
ふ
」
と

書
い
て
「
言
う
」
と
読
む
の
に
は
抵
抗
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
れ
は
慣
れ
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。「
私
は
」

と
書
い
て
「
私
わ
」
と
読
ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
。
つ
い
百
年
ほ
ど
前
ま
で
、
千
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
そ
の
よ
う
に

書
い
て
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
戻
す
の
が
自
然
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

戻
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
人
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
も
尤
も
だ
と
考
え
ま
す
。
私
は
文
語
作
文
を
勉
強
す
る
う

ち
、
そ
の
中
の
一
人
に
な
り
ま
し
た
。

兒
玉
稔



メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
十
三
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
十
三
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
十
三
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
十
三
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
十
三
号

 

遠
く
は
戦
後
教
育
の
影
響
に
よ
り
近
く
は
経
済
活
動
の
低
迷
に
よ
り
現
今
の
我
民
族
の
自
信
喪
失
に
は
看
過
し
得
ぬ
も

の
あ
り
。
我
歴
史
の
う
ち
に
は
世
界
に
誇
り
得
る
も
の
数
多
あ
れ
ど
こ
れ
に
目
を
向
く
る
こ
と
真
に
少
な
し
。
か
か
る

趨
勢
を
些
か
な
り
と
も
変
ふ
る
は
喫
緊
の
課
題
な
り
。
吾
人
の
文
語
復
興
運
動
を
始
む
る
に
至
り
し
は
ま
さ
に
こ
の
認

識
に
拠
る
。

 

安
岡
正
篤
は
戦
前
戦
後
に
掛
け
て
の
一
大
思
想
家
に
し
て
、
一
時
期
政
財
界
の
指
導
者
、
官
僚
に
絶
大
な
る
影
響
を
及

ぼ
せ
り
。
帝
大
卒
業
時
に
既
に
陽
明
学
者
と
し
て
世
に
知
ら
れ
、
一
旦
官
途
に
就
き
た
る
も
直
ち
に
之
を
離
れ
爾
後
教

育
界
に
身
を
投
じ
、
日
本
及
び
東
洋
精
神
の
作
興
に
一
生
を
捧
ぐ
。
世
の
人
の
軽
視
せ
る
神
仏
儒
に
新
た
な
る
価
値
を

見
出
し
、
西
洋
崇
拝
の
風
潮
の
中
に
民
族
独
立
の
精
神
的
支
柱
を
打
ち
立
て
む
と
す
。

 

文
語
の
苑
の
会
員
加
藤
隆
一
氏
こ
の
度
安
岡
正
篤
の
遺
風
を
後
世
に
傳
へ
む
と
て
、
先
師
の
設
立
に
な
る
師
友
會
の
名

を
冠
し
て
東
京
師
友
倶
樂
部
を
創
設
し
、
そ
の
第
一
回
会
合
と
し
て
下
記
に
よ
り
論
語
及
び
古
事
記
の
素
読
解
説
の
会

を
催
す
。
関
係
者
各
位
揮
っ
て
参
加
さ
れ
む
こ
と
を

切
に
希
望
す
。

 

日
時
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
日
日
曜
日
　
午
後
二
時
よ
り
午
後
四
時
十
五
分

 

場
所
　
富
岡
八
幡
宮
　
婚
礼
殿
に
て

 

講
師
　
加
藤
隆
一
　
経
済
金
融
研
究
所
長 

五
二
八
二
―
七
九
四
三 keizaikinnyu@mbe.nifty.com

 

会
費
　
三
千
円

http://www.tomiokahachimangu.or.jp/htmls/kotu.html

営
団
地
下
鉄
東
西
線
　「
門
前
仲
町
」
駅
よ
り
徒
歩
三
分

都
営
地
下
鉄
大
江
戸
線
「
門
前
仲
町
」
駅
よ
り
徒
歩
六
分

Ｊ
Ｒ
京
葉
線
「
越
中
島
駅
」
駅
よ
り
徒
歩
十
五
分

〒
一
三
五
―
〇
〇
四
七 

東
京
都
江
東
区
富
岡 

一
の
二
十
の
三

TEL 

三
四
六
二
―
一
三
一
五   FAX

三
四
六
二
―
五
五
八
○

                                                               

文
語
の
苑
　
代
表
幹
事
　
愛
甲
次
郎


