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寿
ぎ
の
ド
ー
ル
ハ
ウ
ス

―
『
斎
宮
良
子
内
親
王
貝
合
日
記
』
の
表
現

―

亀
　
田
　
夕
　
佳

一
、
問
題
の
所
在

　

長
暦
四
年
（
一
〇
四
〇
）
五
月
五
日
、
伊
勢
の
斎
宮
で
は
貝
合
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
様
子
は
『
斎
宮
良
子
内
親
王
貝
合
日
記
』
と
し
て
詳
し
い
。
概
略

を
述
べ
て
お
こ
う
。

　

春
に
貝
合
の
企
画
が
立
ち
上
が
り
、
五
月
の
庚
申
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
決

ま
る
と
、
老
若
男
女
全
て
の
人
々
が
自
ら
貝
拾
い
に
浦
々
に
出
た
。
当
日
の

内
親
王
の
お
姿
が
か
わ
い
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
左
方
と
右
方
に

分
か
れ
た
人
々
の
衣
装
も
都
で
の
歌
合
同
様
、
方
ご
と
に
色
目
を
揃
え
て
い

た
こ
と
が
丁
寧
に
記
さ
れ
た
後
、
左
右
の
州
浜
の
様
子
が
細
か
く
語
ら
れ
る
。

貝
合
と
し
て
の
決
着
は
内
親
王
に
委
ね
ら
れ
た
が
、
に
っ
こ
り
と
な
さ
っ
て

お
ら
れ
た
と
さ
れ
、
勝
負
の
ゆ
く
え
が
知
り
た
い
と
思
う
う
ち
に
夜
明
け
を

迎
え
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
構
成
と
し
て
は
、
冒
頭
に
仮
名
日
記
を
据
え
、

続
け
て
四
十
首
の
和
歌
が
配
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
作
品
は
『
廿
巻
本
歌
合
』
の
巻
八
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
合
の

発
見
を
報
告
し
た
萩
谷
朴
氏
は
「
廿
巻
本
の
此
の
貝
合
の
記
録
は
、
此
の
時

の
物
と
し
て
唯
一
の
伝
本
た
る
の
み
な
ら
ず
、
実
に
貝
合
と
い
う
行
事
の
最

古
唯
一
の
具
体
的
資
料
で
あ
っ
て
、
現
在
迄
堤
中
納
言
物
語
中
の
貝
合
の
一

節
に
纔
か
に
そ
の
片
貌
を
窺
い
得
る
に
過
ぎ
ず
か
の
伊
勢
貞
丈
す
ら
も
貞
丈

雑
記
の
所
説
に
於
い
て
誤
っ
て
貝
覆
と
混
同
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
貝
合
な
る

物
の
次
第
を
此
の
本
の
有
す
る
詳
細
な
仮
名
日
記
の
記
述
と
貝
合
に
出
て
来

る
耳
新
し
い
貝
の
名
や
数
々
の
洲
濱
に
凝
ら
し
た
趣
向
等
に
由
っ
て
一
千
年

の
後
に
髣
髴
す
る
こ
と
を
得
る
の
は
非
常
な
喜
び
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
（
（
（
。」
と

述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
廿
巻
本
歌
合
』
を
調
査
し
、『
纂
輯
類
聚
歌
合
と
そ
の
研
究
』
を

ま
と
め
上
げ
た
翌
年
に
戦
死
し
た
堀
部
正
二
氏
は
「
実
に
貝
合
に
つ
い
て
の

唯
一
の
具
体
的
な
記
録
と
し
て
和
歌
史
・
風
俗
史
的
に
珍
重
す
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
（
（
（
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

久
徳
高
文
氏
は
、
こ
の
貝
合
が
行
わ
れ
た
十
五
年
後
の
天
喜
三
年
に
賀
茂

斎
院
で
行
わ
れ
た
「
物
語
歌
合
」
と
対
照
さ
せ
、
貝
や
物
語
と
い
っ
た
題
材

を
「
合
わ
せ
」
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
女
性
ら
し
い
優
雅
な
選
定
で
あ
り
、
片

や
海
の
国
伊
勢
斎
王
宮
を
舞
台
と
す
る
行
事
に
ふ
さ
わ
し
く
、
片
や
平
安
都

城
の
一
角
に
位
置
す
る
賀
茂
斎
院
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
（
（
（

」
と
し
、

共
に
後
朱
雀
天
皇
を
父
と
す
る
異
母
姉
妹
が
そ
れ
ぞ
れ
に
文
化
的
行
事
に
携
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わ
っ
た
も
の
だ
と
述
べ
た
う
え
で
、
特
に
斎
宮
で
の
行
事
に
つ
い
て
「
伊
勢

文
化
の
独
自
性
を
、
平
安
京
文
化
に
対
し
て
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
主
張
し
よ

う
と
す
る
意
欲
に
満
ち
て
い
る
。」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

　

本
橋
裕
美
氏
は
、『
躬
恒
集
』
に
お
い
て
躬
恒
が
「
長
浜
」
や
「
浮
島
」
と

い
っ
た
伊
勢
の
名
所
歌
を
奉
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
斎
宮
の
徒
然
を
慰
め
る

文
学
サ
ロ
ン
が
、
都
と
の
深
い
交
流
の
中
で
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。」

と
指
摘
し
た
う
え
で
、
本
貝
合
に
お
け
る
歌
題
に
つ
い
て
「
斎
宮
の
土
地
意

識
を
形
成
す
る
た
め
に
、
都
人
に
も
知
ら
れ
た
歌
枕
が
選
ば
れ
て
い
く
点
は

興
味
深
い
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
サ
ロ
ン
形
成
が
父
後
朱
雀
天
皇
、

母
禎
子
内
親
王
に
と
っ
て
政
治
的
な
意
味
を
持
ち
う
る
も
の
で
あ
る
点
に
言

及
し
、『
堤
中
納
言
物
語
』「
貝
合
」
へ
の
関
わ
り
を
説
い
て
お
ら
れ
る（（
（

。

　

先
学
の
研
究
に
よ
っ
て
、「
斎
宮
貝
合
日
記
」
の
概
要
と
文
学
史
的
位
置
づ

け
は
、
着
実
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
個
々
の
表
現
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
検
討
す
べ
き
課
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
論
で
は
、
表
現
の
質
に
即

し
て
考
え
て
み
た
い
。
本
作
品
に
は
「
貝
合
」
と
い
う
盛
儀
を
語
る
に
ふ
さ

わ
し
く
、
華
や
か
な
「
寿
ぎ
」
の
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
表
現
の
内
実

を
問
い
た
い
と
思
う
。

二
、「
寿
ぎ
」
の
表
現
（
一
）
―
神
仙
世
界
―

　

こ
の
作
品
は
、
斎
宮
良
子
内
親
王
に
向
け
ら
れ
た
「
寿
ぎ
」
に
彩
ら
れ
て
い

る
点
に
特
長
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
「
神
仙
世
界
」
と
の
関
わ
り
や
「
貝
／

か
ひ
」
の
詠
み
ぶ
り
や
「
人
々
」
の
取
り
上
げ
ら
れ
方
に
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
ず
は
日
記
の
冒
頭
か
ら
確
認
し
て
ゆ
こ
う
。

　

日
記
の
冒
頭
は
、
所
在
な
い
春
の
日
に
人
々
が
貝
を
拾
い
に
行
き
、
そ
の

貝
を
斎
宮
に
奉
っ
た
と
こ
ろ
、「
貝
合
」
が
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
始
め
ら
れ
る
。
以
下
示
す（（
（

。

　

春
の
つ
れ
づ
れ
は
京
に
て
だ
に
海
人
の
し
わ
ざ
ゆ
か
し
が
り
し
人
々

な
れ
ば
、
浦
々
に
出
で
て
貝
を
拾
ひ
つ
つ
持
て
参
り
集
ま
る
を
、
御
前

に
は
よ
に
知
ら
ず
を
か
し
き
も
の
に
選
り
あ
そ
ば
せ
た
ま
ふ
を
、
同
じ

く
は
貝
合
を
し
て
め
づ
ら
し
か
ら
ん
一
つ
に
て
も
持
て
参
り
た
ら
む
を

勝
に
せ
む
な
ど
い
ひ
て
、
男
女
方
分
き
て
五
月
五
日
庚
申
に
持
て
参
ら

ん
と
定
め
さ
せ
た
め
る
に
、
所
が
ら
あ
や
し
き
人
々
の
心
の
う
ち
に
す

さ
ま
じ
う
思
ふ
べ
か
め
れ
ど
、
さ
す
が
に
我
も
劣
ら
じ
と
浦
々
に
漁
り

を
し
、
男
女
老
い
た
る
若
き
出
で
て
数
を
選
り
ま
さ
む
と
挑
み
か
は
し

て
、
御
前
に
は
二
見
の
浦
移
し
た
ら
ん
心
地
し
て
、
色
々
様
々
の
貝
散

り
敷
き
た
る
は
こ
よ
な
き
つ
れ
づ
れ
の
慰
め
に
て
、
三
四
月
も
過
ぎ
ぬ
。

　
「
京
に
て
だ
に
海
人
の
し
わ
ざ
ゆ
か
し
が
り
し
人
々
」
と
は
、
都
か
ら
斎
宮

良
子
内
親
王
に
付
き
従
っ
て
き
た
女
房
で
あ
ろ
う
。
都
に
い
て
実
際
に
浜
辺

な
ど
見
た
こ
と
も
な
い
人
々
で
あ
っ
た
が
、
伊
勢
斎
宮
で
は
、「
海
人
の
し
わ

ざ
」
の
貝
拾
い
を
行
い
、
良
子
内
親
王
に
奉
る
と
、「
よ
に
し
ら
ず
を
か
し
き

も
の
」
と
し
て
「
選
り
あ
そ
ば
せ
た
ま
ふ
」
と
い
う
反
応
で
、
集
め
ら
れ
た

貝
を
楽
し
ん
で
御
覧
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
親
王
の
反
応
を
見

て
、
ど
う
せ
な
ら
「
貝
合
」
を
行
っ
て
、
一
番
素
敵
な
貝
を
決
め
ま
し
ょ
う

と
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
企
画
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
所
が
ら
あ
や
し
き
」
と
い
う

の
は
都
に
対
す
る
謙
遜
だ
ろ
う
か
、
そ
の
後
用
意
さ
れ
る
州
浜
の
様
子
な
ど

か
ら
は
、
並
々
な
ら
ぬ
自
信
が
選
ば
せ
た
表
現
だ
と
も
い
え
よ
う
。

　

冒
頭
に
示
さ
れ
る
の
は
、
斎
宮
良
子
内
親
王
の
興
味
に
沿
っ
た
と
こ
ろ
で

「
つ
れ
づ
れ
」
を
慰
め
る
た
め
に
貝
合
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
と
、
そ
れ
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を
「
男
女
老
い
た
る
若
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、
仕
え
る
人
々
が
一
丸
と
な
っ

て
イ
ベ
ン
ト
を
成
功
さ
せ
る
べ
く
貝
集
め
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

集
め
ら
れ
た
貝
の
数
々
は
「
州
浜
」
に
仕
立
て
ら
れ
て
、
斎
宮
の
も
と
に

届
け
ら
れ
た
。
右
に
続
く
日
記
部
分
で
は
、
そ
れ
が
心
尽
く
し
の
「
寿
ぎ
」

の
意
匠
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
続
け
て
示
す
。

　

右
、
櫛
の
箱
と
思
し
き
一
よ
ろ
ひ
に
絵
か
き
て
、
懸
籠
の
上
に
か
ね

の
海
し
て
、
蓬
莱
の
山
を
作
り
て
、
童
男
丱
女
の
舟
を
浮
け
た
り
、
側

の
方
に
長
浜
を
作
り
て
、
懸
籠
の
方
に
は
本
文
か
た
を
彫
り
て
、
の
貝

を
入
れ
た
り
、
い
ま
一
つ
も
か
ね
の
同
じ
海
二
見
の
浦
し
ろ
ら
の
浜
に

舟
人
行
き
ち
が
ひ
た
る
を
お
ろ
し
、
下
も
同
じ
さ
ま
に
て
色
々
の
貝
を

入
れ
た
り
、
一
つ
は
参
ら
せ
た
る
州
浜
の
内
に
、
山
の
あ
な
た
う
ら
は

小
浜
に
波
の
荒
く
寄
り
た
り
、
こ
な
た
う
ら
に
は
人
々
多
く
群
れ
て
貝

を
手
ご
と
に
拾
ひ
た
り
。
又
あ
る
州
浜
に
は
葦
原
に
鶴
を
据
え
た
る
を

台
に
て
、
上
に
羅
張
り
た
る
を
敷
き
一
よ
ろ
ひ
に
は
、
箱
の
羅
、
海
に

て
錦
と
見
ゆ
、
い
ま
一
つ
に
は
藤
か
か
り
た
る
藤
か
た
な
り
、
州
浜
の

上
に
貝
ど
も
あ
り
。

　

左
、
大
き
な
る
蛤
の
ふ
た
お
ほ
ひ
な
る
を
作
り
て
あ
け
た
れ
ば
、
き

ら
ら
を
海
に
て
彩
り
て
上
に
波
の
文
を
敷
き
た
る
、
ま
こ
と
に
の
海
の

心
ち
し
て
か
げ
み
た
り
、
中
は
遥
々
と
あ
る
海
に
て
、
め
ぐ
り
を
長
浜

し
ろ
ら
の
浜
に
て
、
下
を
彫
り
て
色
々
の
貝
を
入
れ
た
り
、
箱
の
上
の

州
浜
も
や
が
て
そ
の
内
々
貝
を
入
れ
た
り
、
浦
々
磯
々
の
潜
き
し
網
引

き
楫
人
舟
人
行
き
ち
が
ひ
た
る
、
同
じ
さ
ま
な
れ
ば
、
詳
し
う
書
か
ず
、

そ
の
心
同
じ
う
見
え
ぬ
べ
し
。
又
か
は
ほ
り
の
扇
の
か
た
を
し
て
、
そ

の
扇
の
絵
に
二
見
の
浦
の
か
た
を
ゑ
り
て
、
そ
の
心
に
同
じ
色
の
貝
を

入
れ
た
り
、
こ
な
た
か
な
た
に
様
々
の
州
浜
多
か
れ
ど
、
一
つ
様
ど
も

な
り
、
右
大
蛤
の
内
に
多
く
の
浦
々
こ
も
り
た
れ
ば
、
書
か
ず
。

　

日
記
部
分
に
は
、
献
上
さ
れ
た
数
多
く
の
州
浜
に
つ
い
て
、
右
方
、
左
方

の
順
に
ど
の
よ
う
な
細
工
で
あ
る
か
が
記
し
て
あ
る
。
両
者
に
共
通
し
て
い

る
の
は
伊
勢
の
海
を
模
し
て
い
る
点
だ
。
右
は
「
二
見
の
海
し
ろ
ら
の
浜
」、

「
小
浜
」、
左
も
「
長
浜
し
ろ
ら
の
浜
」、「
二
見
の
浦
」
と
し
て
、
斎
宮
の
地

元
の
海
辺
の
景
を
州
浜
に
仕
立
て
て
い
る
。
後
に
述
べ
る
が
、
日
記
に
続
く

和
歌
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
地
名
は
斎
宮
周
辺
の
伊
勢
の
地
域
に
限

定
さ
れ
て
お
り
、
先
に
掲
げ
た
本
橋
氏
の
「
斎
宮
の
土
地
意
識
を
形
成
す
る

た
め
」
と
い
う
指
摘
は
首
肯
す
べ
き
と
わ
か
る
。
留
意
し
た
い
の
は
、
こ
こ

に
「
蓬
莱
山
」
や
「
葦
原
の
鶴
」
と
い
っ
た
神
仙
世
界
が
持
ち
込
ま
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。

　

左
方
の
飾
り
つ
け
に
「
蓬
莱
の
山
を
作
り
て
、
童
男
丱
女
の
舟
を
浮
け
た

り
」「
葦
原
に
鶴
を
据
え
た
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
用
意
さ
れ
た
州
浜
が
不

老
不
死
を
叶
え
る
仙
境
を
踏
ま
え
た
造
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る（（
（

。
い
う
ま

で
も
な
い
が
、「
蓬
莱
山
」
は
仙
人
が
住
む
と
さ
れ
る
場
所
で
あ
り
、「
鶴
」

は
仙
人
の
乗
り
物
だ
と
さ
れ
る
瑞
鳥
で
あ
る
。
後
の
和
歌
部
分
に
お
い
て
は

次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　

蓬
莱
の
山

は
る
か
な
る
君
が
御
代
に
や
亀
山
の
尽
き
せ
ぬ
こ
ふ
の
ほ
ど
も

知
ら
れ
む�

（
一
）

　
　
　

長
浜

君
が
代
の
例
と
見
ゆ
る
長
浜
に
ち
く
さ
の
貝
の
数
も
知
ら
れ
ず�

（
二
）
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あ
し
は
ら
に
鶴
た
て
る
中
に
う
ら
う
つ
せ
貝
拾
ふ

た
づ
さ
わ
ぐ
あ
し
の
な
し
は
を
か
き
分
け
て
う
ら
う
つ
貝
を

あ
さ
り
つ
る
か
な�

（
九
）

　

和
歌
の
冒
頭
二
首
は
、
不
老
長
寿
を
叶
え
る
「
蓬
莱
山
」
か
ら
「
は
る
か

な
る
君
が
御
代
」
を
導
き
、
そ
こ
か
ら
「
君
が
代
の
例
と
見
ゆ
る
長
浜
」
と

い
う
現
実
の
景
へ
と
連
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
斎
宮
良
子
内
親
王
の
暮

ら
す
伊
勢
の
地
を
寿
ぐ
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
「
蓬
莱
山
」
や
「
鶴
」
が
、
寿
ぎ
の
意
を
表
す
た
め
に
州
浜
の

飾
り
つ
け
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』

「
国
譲
中
」
巻
に
は
藤
壺
腹
の
第
三
皇
子
誕
生
の
産
養
の
場
面
に
も
「
大
い
な

る
海
形
を
し
て
、
蓬
莱
の
山
の
下
の
亀
の
腹
に
は
、
香
ぐ
は
し
き
裛
衣
を
入

れ
た
り
。〈
中
略
〉
大
き
さ
例
の
鶴
の
ほ
ど
に
て
、
白
銀
を
腹
ふ
く
ら
に
鋳
さ

せ
た
り
。（
③
、一
五
六
頁
）」
と
い
う
祝
い
の
品
と
し
て
贈
ら
れ
た
こ
と
か
ら

も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
貝
合
日
記
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、「
蓬
莱

山
」
と
「
童
男
丱
女
の
舟
」
が
一
所
に
作
り
こ
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
「
童
男
丱
女
の
舟
」
は
『
白
氏
文
集
』「
新
楽
府
」
の
「
海
漫
漫　

風
浩
浩　

眼
穿
不
見
蓬
莱
島　

不
見
蓬
莱
不
敢
帰　

童
男
丱
女
舟
中
老　

徐
福
文
成
多

誑
誕
」
を
踏
ま
え
た
表
現
だ
が
、
こ
の
詩
は
不
老
長
寿
を
冀
っ
た
徐
福
が
、

「
童
男
丱
女
」
と
と
も
に
蓬
莱
山
を
目
指
し
て
大
海
原
に
出
発
し
た
も
の
の
、

「
眼
穿
不
見
蓬
莱
島
」
と
あ
る
よ
う
に
、
つ
い
に
辿
り
着
け
な
か
っ
た
と
い
う

内
容
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
童
男
丱
女
」
は
、
本
来
、
海
洋
を
あ
て
ど

な
く
漂
い
目
的
地
に
た
ど
り
着
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
貝
合
の
場
で
は
、
州
浜
の
上
に
蓬
莱
山
と
と
も
に
置
か
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
漢
詩
世
界
で
は
叶
わ
な
か
っ
た
結
末
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か（（
（

。『
白
氏
文
集
』
の
世
界
に
拠
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
反
転
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
斎
宮
の
浜
辺
を
特
別
の
場
所
だ
と
強
調
し
て
語
っ
て
い
る

趣
向
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
催
し
が
「
寿
ぎ
」
を
主
眼
と
す
る
こ
と
を
い
う
証
左
と
し
て
「
神
仙
世

界
」
が
ど
の
よ
う
に
取
り
こ
ま
れ
て
い
る
か
を
述
べ
て
来
た
。
続
け
て
「
貝
／

か
ひ
」
の
詠
ま
れ
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
。

三
、
寿
ぎ
の
表
現
（
二
）
―「
貝
／
か
ひ
」
の
詠
み
ぶ
り
―

　
「
貝
合
」
と
い
う
だ
け
に
、
こ
の
作
品
に
は
多
く
の
種
類
の
貝
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
萩
谷
朴
氏
は
「
貝
類
に
対
す
る
命
名
が
詳
密
で
あ
る
」
と
述

べ
、「
伊
勢
海
及
び
紀
州
の
海
岸
に
棲
息
し
得
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
」
と
し

た
上
で
「
地
誌
的
興
味
を
抱
か
せ
る
」
特
性
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る（（
（

。

　

貝
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
歌
題
と
和
歌
の
両
方
と
も
に
示

さ
れ
る
。

歌
題
…�

舟
貝
、
梅
の
花
貝
、
撫
子
貝
、
う
ら
渦
貝
、
都
貝
、
玉
貝
、
袖

貝
、
蝉
貝
、
鳥
の
子
貝
、
紐
貝
、
鮑
貝
、
蛤
、
駒
の
脚
貝
、
か

た
分
け
貝

和
歌
…�

ち
く
さ
の
貝
、
紫
の
貝
、
白
貝
、
舟
貝
、
梅
の
花
貝
、
撫
子
貝
、

う
ら
渦
貝
、
都
貝
、
玉
貝
、
蝉
の
羽
貝
、
鳥
の
子
貝
、
下
紐
貝
、

蝉
貝
、
花
貝
、
板
屋
貝
、
玉
貝
、
紐
貝
、
袖
貝
、
駒
の
脚
貝
、

か
た
分
け
貝

　

華
や
か
な
名
称
か
ら
鮮
や
か
な
色
彩
が
想
像
で
き
る
貝
の
種
類
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
数
多
く
の
貝
を
集
結
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
斎
宮
近
辺
の
海
が
い

か
に
豊
か
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
同
時
に
、
何
と
か
し
て

こ
の
行
事
を
充
実
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
人
々
の
意
気
込
み
を
見
る
こ
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と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
う
。
本
論
で
は
、
ま
ず
は
そ
の
詠
み
ぶ
り
に
注
目

し
た
い
。「
何
が
」
詠
ま
れ
た
の
か
も
重
要
だ
が
、
加
え
て
「
ど
の
よ
う
に
」

詠
ま
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
貝
合
に
お
い
て
、「
貝
」
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見

て
ゆ
く
と
、「
寄
せ
く
る
」
や
「
拾
ふ
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
以
下
、
具
体
例
に
即
し
て
確
認
し
ゆ
こ
う（（
（

。

　

ま
ず
、「
貝
」
を
「
寄
る
・
来
る
・
吹
く
」
と
関
わ
ら
せ
て
い
る
も
の
は
、

次
に
示
す
六
首
み
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　

藤
か
た

　
ａ
、
紫
の
貝
寄
る
浦
の
藤
か
た
は
波
の
か
か
る
ぞ
花
と
見
え
け
る�

（
三
）

　
　
　
　
　

小
浜

　

ｂ
、
音
高
く
小
浜
の
波
ぞ
聞
こ
ゆ
な
る
貝
う
ち
寄
す
る
風
は
吹
く
ら
し

�

（
五
）

　
　
　
　
　

舟
貝

　
ｃ
、
漕
ぐ
人
も
な
ぎ
さ
に
寄
す
る
舟
貝
は
吹
き
来
る
風
や
綱
手
な
る
ら

�
（
一
二
）

　
　
　
　
　

さ
ま
ざ
ま
の
花
貝
寄
せ
た
る
に

　

ｄ
、�

枝
な
が
ら
う
づ
ま
く
波
も
折
ら
ね
ば
や
ち
り
ぢ
り
寄
す
る
よ
る
の
花

貝�

（
二
七
）

　
　
　
　
　

錦
の
浦
に
色
々
の
貝
寄
せ
た
り

　
ｅ
、
こ
き
ま
ぜ
に
色
を
尽
く
し
て
よ
る
貝
は
錦
の
浦
と
見
ゆ
る
な
り
け
り

�

（
二
九
）

　
　
　
　

名
も
な
き
貝
ど
も
多
く
寄
す
る
所
に

　

ｆ
、�

よ
ろ
づ
よ
を
朝
夕
か
ぬ
る
し
め
の
内
は
四
方
の
貝
を
も
集
め
つ
る
か

な�

（
四
〇
）

　

右
の
ａ
と
ｄ
は
「
波
」
に
よ
っ
て
打
ち
寄
せ
ら
れ
る
貝
の
様
子
が
、「
藤
」

や
「
花
」
に
喩
え
ら
れ
、
ｂ
と
ｃ
は
と
も
に
「
風
」
に
よ
っ
て
貝
が
浜
に
寄

せ
ら
れ
た
と
す
る
歌
で
あ
る
。
ｃ
で
は
「
漕
ぐ
人
」
も
い
な
い
の
に
舟
が
渚

に
到
着
し
た
こ
と
に
よ
そ
え
て
「
舟
貝
」
が
浜
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

表
し
て
い
る
。
そ
し
て
ｅ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
数
々
の
貝
が
「
色
を
尽
く

し
て
よ
る
」
美
し
さ
が
「
錦
」
に
見
え
る
の
だ
と
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
多
く

の
貝
が
採
取
で
き
る
伊
勢
の
海
の
豊
か
さ
が
、
あ
た
か
も
自
然
の
庇
護
に
よ
っ

て
い
る
か
の
よ
う
な
捉
え
方
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
ｆ
「
四
方
の
貝
を

も
集
め
つ
る
か
な
」
の
よ
う
に
、
世
の
中
す
べ
て
の
貝
が
斎
宮
の
も
と
に
集

ま
っ
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

自
然
の
恵
み
の
豊
か
さ
は
、
そ
の
御
代
の
政
が
成
功
し
て
い
る
こ
と
の
証

で
あ
る
。
斎
宮
が
伊
勢
の
地
か
ら
中
央
の
帝
の
御
代
を
支
え
る
立
場
で
あ
る

点
を
考
え
る
と
、
豊
か
な
恵
み
を
和
歌
に
詠
む
こ
と
に
は
、
内
親
王
の
斎
宮

と
し
て
の
働
き
を
称
え
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
よ
う
に
思
う
。
色
と
り
ど
り
の
貝
が
数
多
集
め
ら
れ
、
届
け
ら
れ
た
。
そ

れ
は
、
斎
宮
良
子
内
親
王
に
向
け
て
の
エ
ー
ル
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
貝
合
日
記
に
お
け
る
貝
の
詠
み
ぶ
り
の
特
長
を
述
べ
て
来
た
。

人
知
を
超
え
た
力
で
多
く
の
貝
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
が
い
く
つ

か
見
ら
れ
た
が
、
捉
え
ら
れ
方
と
し
て
は
「
拾
う
」
と
さ
れ
る
歌
も
七
首
み

ら
れ
た
。
以
下
に
示
す
。

　
　
　
　
　

二
見
の
浦

　
ｇ
、
唐
錦
波
の
か
げ
こ
そ
打
ち
寄
せ
て
今
日
や
ふ
た
み
の
貝
を
ひ
ろ
は
む
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�

（
四
）

　
　
　
　
　

大
淀

　

ｈ
、
大
淀
に
よ
も
の
浦
貝
拾
ひ
て
も
千
尋
ば
か
り
の
菖
蒲
を
ぞ
引
く

�

（
八
）

　
　
　
　
　

浦
人
ご
と
に
貝
拾
ひ
た
り

　

ｉ
、
浦
わ
か
ず
八
十
の
島
人
う
ち
む
れ
て
ひ
と
所
に
も
拾
ふ
貝
か
な

�

（
一
〇
）

　
　
　
　
　

都
貝

　
ｊ
、
と
も
す
れ
ば
恋
し
き
か
た
の
名
に
お
つ
る
都
貝
を
ぞ
ま
づ
拾
ひ
つ
る

�

（
一
六
）

　
　
　
　
　

右
歌

　

ｋ
、
神
代
よ
り
言
ひ
は
じ
め
け
る
長
浜
の
い
け
る
貝
を
ば
君
や
拾
は
ん

�

（
二
二
）

　
　
　
　
　

大
淀
の
浜
に
人
の
ゐ
た
る

　

ｌ
、
い
か
に
せ
ん
今
日
大
淀
の
浜
に
来
て
菖
蒲
や
引
か
む
貝
や
拾
は
ん

�

（
二
四
）

　
　
　
　
　

志
賀
浜
に
て
都
貝
拾
ふ

　
ｍ
、
見
し
人
の
恋
し
き
こ
と
に
都
貝
あ
さ
る
と
こ
し
が
浜
ま
で
ぞ
行
く

�

（
三
九
）

　

ま
ず
、
貝
合
が
行
わ
れ
た
五
月
五
日
の
節
会
を
踏
ま
え
た
和
歌
と
し
て
は

ｈ
と
ｌ
が
あ
る
。
と
も
に
「
大
淀
」
を
背
景
と
し
、「
淀
」
と
の
つ
な
が
り
で

「
菖
蒲
引
き
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る（（1
（

。
ｇ
「
今
日
や
ふ
た
み
の
貝
を
拾
は
む
」

か
ら
は
、
特
別
な
日
だ
と
い
う
意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ｌ
「
菖
蒲
や

引
か
む
貝
や
拾
は
む
」
か
ら
は
、
節
会
で
重
用
さ
れ
る
「
菖
蒲
」
に
匹
敵
す

る
大
切
な
も
の
と
し
て
「
貝
」
が
拾
わ
れ
る
さ
ま
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

　

ま
た
ｊ
と
ｍ
に
は
「
都
貝
」
が
「
恋
し
い
」
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。「
都

貝
」
に
つ
い
て
日
本
古
典
文
学
大
系
頭
注
は
「
不
明
。
ホ
ラ
ガ
イ
の
仲
間
に

ミ
ヤ
コ
ボ
ラ
」
が
あ
る
と
し
て
い
る（（（
（

。「
都
貝
」
が
和
歌
に
詠
ま
れ
た
の
は
、

管
見
で
は
こ
の
『
斎
宮
良
子
内
親
王
貝
合
日
記
』
の
み
で
あ
っ
た（（1
（

。
実
際
に

棲
息
し
て
い
た
貝
と
い
う
よ
り
は
、「
都
」
を
冠
し
て
い
る
点
が
重
要
だ
ろ

う
。「
都
貝
」
を
「
拾
う
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
か
ら
物
理
的
に
離
れ

た
環
境
で
は
あ
る
が
、
都
文
化
と
の
精
神
的
な
つ
な
が
り
は
絶
え
て
い
な
い

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ｉ
で
は
「
八
十
の
島
人
」
が
「
ひ
と
と
こ
ろ
」
で
貝
を
拾
っ
た
と
し
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
今
回
集
め
ら
れ
た
美
し
い
貝
々
は
、
国
の
す
べ
て
の
人
々

の
心
が
結
集
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ｋ
で
は
「
神

代
よ
り
」
の
表
現
に
よ
っ
て
悠
久
の
時
の
積
み
重
な
り
が
示
さ
れ
、
そ
の
時

間
の
堆
積
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
が
「
い
け
る
貝
／
生
き
甲
斐
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
貝
を
「
君
や
拾
は
ん
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

斎
宮
良
子
内
親
王
を
寿
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
貝
／
か
ひ
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て

い
る
か
を
考
察
し
て
き
た
。
色
鮮
や
か
な
貝
々
は
、「
寄
せ
ら
れ
、
吹
か
れ
」

集
ま
っ
て
き
た
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
「
拾
ふ
」
こ
と
が
繰
り
返
し
詠
ま
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
詠
み
ぶ
り
か
ら
は
、
斎
宮
良
子
内
親
王
が
人
知
を
超
え
て

土
地
の
風
物
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
土
地
の
人
々
全
て
が
斎
宮

を
支
え
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
斎
宮
を
取
り
巻
く

全
て
の
事
物
を
良
子
内
親
王
の
サ
ポ
ー
タ
ー
と
す
る
趣
向
で
あ
る
。

　

ま
た
、
右
に
は
「
拾
ふ
」
主
体
と
し
て
、「
浦
人
／
八
十
の
島
人
／
大
淀
の
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浜
の
人
」
が
登
場
し
た
が
、
こ
の
作
品
に
は
冒
頭
か
ら
繰
り
返
し
「
人
々
」

へ
の
言
及
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
考
察
を
続
け
る
。

四
、
寿
ぎ
の
表
現
（
三
）
―「
人
々
」
へ
の
ま
な
ざ
し
―

　

さ
て
、
先
ほ
ど
和
歌
に
お
い
て
「
貝
を
拾
う
人
々
」
が
描
か
れ
る
と
述
べ

た
が
、「
貝
／
か
ひ
」
が
「
拾
ふ
」
も
の
で
あ
る
点
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。『
中
務
集
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

前
斎
宮
の
五
十
賀
の
御
屏
風
、
は
ま
に
か
ひ
ひ
ろ
ふ

あ
さ
り
す
る
浦
も
の
ど
か
に
波
た
て
て
今
日
は
か
ひ
あ
る
心
地
こ
そ
す

れ�

（
一
〇
）

　
「
前
斎
宮
」
は
宇
多
天
皇
皇
女
柔
子
内
親
王
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（（1
（

。
中
務

は
柔
子
の
姪
に
あ
た
る
。「
は
ま
に
か
ひ
ひ
ろ
ふ
」
と
い
う
屏
風
に
寄
せ
た
和

歌
で
あ
る
。
浜
の
「
貝
を
拾
う
」
こ
と
が
「
貝
あ
る
／
甲
斐
あ
る
」
を
導
き
、

五
十
賀
の
祝
い
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
寿
ぎ
に
な
っ
て
い
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
「
貝
」
が
「
海
浜
」
に
生
息
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
を
「
拾
ふ
」
と
す
る
こ
と
に
特
段
の
珍
し
さ
は
認
め
ら
れ
な
い
。
注
目

し
た
い
の
は
、『
斎
宮
良
子
内
親
王
貝
合
日
記
』
に
お
い
て
は
、
冒
頭
に
描
か

れ
る
人
々
が
現
実
の
浦
や
浜
に
出
て
貝
を
拾
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。『
中
務

集
』
の
「
貝
拾
い
」
は
屏
風
の
中
の
世
界
に
留
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
貝
合
日

記
で
は
現
実
世
界
に
リ
ン
ク
す
る
も
の
と
し
て
人
々
の
存
在
が
あ
る
。

　

繰
り
返
し
の
引
用
に
な
る
が
、
日
記
冒
頭
部
か
ら
該
当
箇
所
を
抜
き
出
し

て
示
す
と
次
の
よ
う
描
か
れ
て
い
た
。

　

春
の
つ
れ
づ
れ
は
京
に
て
だ
に
海
人
の
し
わ
ざ
ゆ
か
し
が
り
し
人
々

な
れ
ば
、
浦
々
に
出
で
て
貝
を
拾
ひ
つ
つ
持
て
参
り
集
ま
る
／
さ
す
が

に
我
も
劣
ら
じ
と
浦
々
に
漁
り
を
し
、
男
女
老
い
た
る
若
き
出
で
て
数

を
選
り
ま
さ
む
と
挑
み
か
は
し

　

日
記
冒
頭
に
は
斎
宮
に
仕
え
る
「
海
人
の
し
わ
ざ
ゆ
か
し
が
り
し
人
々
」

や
「
男
女
老
い
た
る
若
き
」
は
「
浦
々
に
出
で
て
貝
を
拾
い
」「
浦
々
に
漁
り

を
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
貝
合
の
た
め
に
海
に
出
て
貝
を
集
め
て
い
る
と
記

さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
人
々
の
様
子
が
貝
合
に
献
上
さ
れ

た
「
州
浜
」
の
意
匠
や
和
歌
に
反
映
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
冒
頭
部
分
と

同
じ
く
、
州
浜
を
説
明
し
た
日
記
部
分
か
ら
該
当
箇
所
を
抜
き
出
し
て
示
す
。

　

左�

／
い
ま
一
つ
も
か
ね
の
同
じ
海
二
見
の
浦
し
ろ
ら
の
浜
に
舟
人
行

き
ち
が
ひ
た
る
を
お
ろ
し
／
一
つ
は
参
ら
せ
た
る
州
浜
の
内
に
、

山
の
あ
な
た
う
ら
は
小
浜
に
波
の
荒
く
寄
り
た
り
、
こ
な
た
う
ら

に
は
人
々
多
く
群
れ
て
貝
を
手
ご
と
に
拾
ひ
た
り
。

　

右�

／
浦
々
磯
々
の
潜
き
し
網
引
き
楫
人
舟
人
行
き
ち
が
ひ
た
る
、
同

じ
さ
ま
な
れ
ば
、
詳
し
う
書
か
ず
、
そ
の
心
同
じ
う
見
え
ぬ
べ
し
。

　

左
方
に
は
「
舟
人
行
き
ち
が
ひ
た
る
」、「
人
々
多
く
む
れ
て
貝
を
手
ご
と

に
拾
ひ
た
り
」
と
あ
り
、
右
方
に
も
「
浦
々
磯
々
の
潜
き
し
網
引
き
楫
人
舟

人
行
き
ち
が
ひ
た
る
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
浜
辺
で
貝
を
拾
う
人
々
や
、
舟

を
出
し
て
漁
を
す
る
海
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
留
意
す
べ
き
は
、
そ
の
人
々

の
姿
が
日
記
冒
頭
で
示
さ
れ
た
貝
を
拾
う
人
々
と
の
連
続
の
景
で
あ
る
点
だ
。

　

意
匠
の
凝
ら
し
方
と
し
て
は
、
美
麗
な
貝
だ
け
を
飾
る
方
法
も
あ
っ
た
は
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ず
だ
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
貝
を
集
め
る
作
業
に
携
わ
っ
た
人
々
ま
で
も
を

州
浜
に
象
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
和
歌
に
「
貝
を
拾
う
」
と
詠
ま
れ
る
も
の

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
、
日
記
冒
頭
で

人
々
が
貝
を
集
め
に
浦
々
に
出
て
行
っ
た
こ
と
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
理

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
一
首
だ
け
示
し
て
お
く
。

　
　

浦
人
ご
と
に
貝
拾
ひ
た
り

浦
わ
か
ず
八
十
の
島
人
う
ち
む
れ
て
ひ
と
所
に
も
拾
ふ
貝
か
な�（
一
〇
）

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
右
の
和
歌
は
海
辺
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
人
々
が
貝

を
拾
っ
て
い
る
と
し
て
お
り
、
全
て
の
人
々
の
力
が
斎
宮
の
貝
合
へ
と
結
集

さ
れ
て
い
く
さ
ま
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
貝
拾
ひ
た
り
」
と
さ
れ

る
人
々
の
姿
は
、
数
多
の
州
浜
の
上
に
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
浜
辺
と
し
て
造
形
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
指
摘
し
た
い
の
は
、
そ
の
和
歌
も
州
浜
も
、

実
際
に
良
子
内
親
王
の
た
め
に
浜
に
出
て
貝
を
収
集
し
た
人
々
が
再
現
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

即
ち
、
斎
宮
良
子
内
親
王
貝
合
に
用
意
さ
れ
た
州
浜
は
、
斎
宮
を
取
り
囲

む
海
浜
の
景
色
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
で
生
き
る
人
々
ま
で
も
を
抱
え
込
ん
だ

点
に
お
い
て
、
ド
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
よ
う
な
特
別
な
贈
り
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

州
浜
に
象
ら
れ
て
、
斎
宮
周
辺
の
伊
勢
の
海
が
次
々
と
届
け
ら
れ
た
。
そ
こ

に
は
海
か
ら
の
豊
か
な
恵
み
が
飾
り
付
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
単
に
海

産
物
の
み
を
だ
け
で
な
く
、
貝
を
拾
う
人
々
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
々
が
斎
宮
良
子
内
親
王
を
守
り
支
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

四
、
ま
と
め

　

十
一
、
二
歳
の
姫
君
に
向
け
て
、
心
を
尽
く
し
て
行
わ
れ
た
行
事
が
こ
の

貝
合
で
あ
る
。
瑞
祥
の
神
仙
世
界
に
な
ぞ
ら
え
た
り
、
姫
君
の
た
め
に
あ
ら

ゆ
る
貝
が
伊
勢
の
浜
辺
に
集
ま
っ
た
の
だ
と
し
た
り
、
現
実
世
界
で
お
仕
え

し
て
い
る
人
々
を
、
州
浜
の
上
に
登
場
さ
せ
た
り
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

単
に
地
名
や
歌
枕
を
羅
列
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
人
々
の
思
い
が
手
作
り

感
満
載
の
楽
し
い
演
出
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う（（1
（

。「
ド
ー
ル

ハ
ウ
ス
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

　

当
日
は
都
で
の
歌
合
の
よ
う
に
、
左
右
の
衣
を
お
揃
い
の
色
で
ま
と
め
、

良
子
内
親
王
自
身
も
「
二
藍
の
御
単
が
さ
ね
に
紅
の
す
ず
し
の
御
袴
」
を
身

に
纏
い
、
季
節
に
応
じ
た
お
洒
落
を
し
て
い
る（（1
（

。
貝
は
海
か
ら
の
恵
み
で
あ

る
。
そ
の
恵
み
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
、
土
地
の
人
々
が
愛
情
深
く
携
わ
っ
て

い
る
こ
と
を
遊
び
を
通
し
て
学
ぶ
機
会
と
し
て
も
重
要
な
行
事
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※
本
稿
は
二
〇
二
一
年
度
三
重
大
学
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
「
斎
宮
文
化
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
」

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

福
長
進
先
生
に
出
会
っ
て
三
十
年
以
上
た
ち
ま
す
。「
研
究
者
は
嘘
を
つ
か
な
い
こ

と
が
仕
事
に
な
る
。
い
い
生
き
方
だ
。」
と
い
う
先
生
の
お
言
葉
に
感
動
し
て
、
研

究
者
を
志
し
ま
し
た
。
生
き
ざ
ま
で
導
い
て
下
さ
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

注（
1
）�
萩
谷
朴
「
廿
巻
本
『
類
聚
歌
合
巻
』
の
研
究
」（『
短
歌
研
究
』、
改
造
社
、

一
九
三
九
年
二
月
、
三
〇
七
頁
）。
本
作
品
の
理
解
に
つ
い
て
は
『
平
安
朝
歌
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合
大
成　

増
補
新
訂
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
～
一
九
九
六
年
）
を
参
照

し
た
。

（
2
）�
堀
部
正
二
『
纂
輯
類
聚
歌
合
と
そ
の
研
究
』（
大
学
堂
書
店
、
一
九
六
七

年
、
一
七
五
頁
）。

（
3
）�

久
徳
高
文
「
斎
宮
の
文
学
［
そ
の
三
］」（『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』

第
一
〇
号
第
二
部
、
一
九
七
九
年
三
月
、
八
頁
）。

（
4
）�

本
橋
裕
美
「
文
学
サ
ロ
ン
と
し
て
の
斎
宮
空
間
―
良
子
内
親
王
を
中
心
に

―
」（『
斎
宮
の
文
学
史
』、
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
一
二
三
頁
）。

（
5
）�

『
斎
宮
良
子
内
親
王
貝
合
日
記
』
の
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
合

集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）、
和
歌
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。『
う
つ

ほ
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
巻
名
、
頁
数
等
を

示
し
た
。
私
に
一
部
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
和
歌
の
検
索
に
は
「
日

本
文
学
Ｗｅ
ｂ
図
書
館
「
和
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二

〇
一
五
年
一
一
月
～
）」
を
用
い
た
。

（
6
）�

州
浜
と
神
仙
世
界
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
稲
城
信
子
「
造
物
の
系
譜
―
州

浜
・
山
形
・
標
山
な
ど
―
」（『
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
年
報
』、
一
九
七
七
・

一
九
七
八
）
に
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
相
馬
知
奈
「「
州
浜
」
考
―
庭
園
文
化

の
影
響
―
」（『
日
本
文
学
』、
第
五
六
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
七
年
四
月
）
に

多
く
を
学
ん
だ
。

（
7
）�

後
続
の
和
歌
と
の
関
わ
り
は
ま
だ
今
後
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

十
二
番
歌
は
「
舟
貝
」
と
し
て
「
漕
ぐ
人
も
な
ぎ
さ
に
寄
す
る
舟
貝
は
吹
き

来
る
風
や
綱
で
な
る
ら
ん
」
と
し
、
舟
が
陸
に
辿
り
着
い
た
と
し
て
い
る
。

（
8
）�

萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
よ
る
。
同
様
の
指
摘
は
、
注
3
久
徳
高

文
論
文
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）�

貝
に
つ
い
て
「
よ
る
」
は
三
番
、
二
九
番
、
三
一
番
の
三
首
、「
よ
す
（
う

ち
よ
す
）」
は
五
番
、
二
七
番
の
二
首
、「
ふ
き
く
る
」
は
一
二
番
、「
あ
つ
め

つ
る
」
は
四
〇
番
の
各
一
首
ず
つ
確
認
で
き
た
。

（
10
）�

「
淀
」
に
「
菖
蒲
」
が
根
付
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
和
歌
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。「
さ
み
だ
れ
ち
か
く
な
る
ら
し
よ
ど
河
の
あ
や
め
の
草
も

み
く
さ
お
ひ
に
け
り
、
馬
内
侍
集
、
よ
み
人
し
ら
ず
、
一
〇
八
」
な
ど
。

（
11
）�

萩
谷
朴
校
注
『
歌
合
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五

年
、
一
六
二
頁
）。

（
12
）�

「
み
や
こ
貝
」
一
例
、「
み
や
こ
が
ひ
」
三
例
の
計
四
例
だ
が
、
十
六
番
歌

は
『
夫
木
抄
』
一
三
〇
九
七
番
、
二
十
九
番
歌
は
『
歌
枕
名
寄
』
四
八
五
四

番
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
た
め
、
用
例
と
し
て
は
当
該
の
二
例
の
み
と
な
る
。

（
13
）�

稲
賀
敬
二
『
女
流
歌
人
中
務
―
歌
で
伝
記
を
辿
る
―
』（
新
典
社
選
書

25
、
二
〇
〇
九
年
、
三
一
一
～
三
一
二
頁
）。

（
14
）�

日
記
部
分
末
尾
に
は
「
貝
し
て
鶴
亀
魚
人
ま
で
作
り
集
め
た
る
」
と
あ
り
、

貝
が
ら
で
魚
や
人
物
ま
で
造
型
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
15
）�

榎
村
寛
之
氏
は
「
紫
の
上
の
よ
う
な
風
情
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。（『
斎

宮
―
伊
勢
斎
王
た
ち
の
生
き
た
古
代
史
』、
中
公
新
書
、
二
〇
一
七
年
、
九

六
頁
）。

（
か
め
だ　

ゆ
か
／
三
重
大
学
特
任
准
教
授
）


