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夢

の

憂

橋

永
代
橋
落
橋
一
件
始
末

は
じ
め
に

古
今
未
曽
有
の
大
惨
事
が
起
き
た
の
は
、
文
化
四

T
卯
年
(
-
八

0
七）

の
秋
八
月
十
九
日
、
昼
四
ソ
半
で
あ
っ
た
と
い
う
。
深
JII
永
代
橋
が
落
橋
し

多
く
の
人
が
溺
死
。
死
傷
者
は
数
千
人
に
及
ぶ
と
も
い
わ
れ
る
大
惨
事
で
あ

っ
た
。
祭
見
物
の
人
々
の
喜
び
の
声
が
阿
鼻
叫
喚
に
、
祭
事
が
惨
事
へ
と
ま

さ
に
一
瞬
の
う
ち
に
変
貌
し
た
。

「
数
百
人
の
死
し
た
る
は
隅
党
江
戸
の
祭
の
悪
し
く
成
り
て
二
十
年
来
よ

き
祭
り
な
き
ゆ
へ
に
あ
ら
ず
や
」
と
『
我
衣
』
の
筆
者
は
語
っ
て
い
る
。
―
―

十
年
と
ま
で
は
い
か
な
い
も
の
の
、
寛
政
の
改
革
の
た
め
に
不
景
気
と
な
り
、

そ
の
費
用
を
町
々
が
捻
出
で
き
な
く
な
っ
た
が
た
め
に
、
久
し
く
祭
が
途
絶

え
、
人
々
は
祭
事
に
飢
え
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
日
は
寛
政
八
年
以
来
十
―
―
―

年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
た
深
川
富
ヶ
岡
八
幡
宮
の
祭
礼
の
日
で
あ
り
、
群
集
も

そ
れ
を
目
当
て
に
押
し
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
人
々
の
興
奮
ぶ
り
は
推
し
て
知

る
べ
し
で
あ
ろ
う
。
祭
で
は
二
十
一
＿
一
番
も
の
山
車
や
ね
り
物
が
出
た
よ
う
で
、

そ
の
時
の
様
子
が
描
か
れ
た
『
夢
の
浮
橋
附
録
』
（
燕
石
十
種
第
五
巻
所
載
）

を
み
る
な
ら
ば
、
盛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
永
代
橋
が
あ
る

山

本

和

明

に
も
か
か
わ
ら
ず
朝
か
ら
船
渡
し
を
し
て
深
川
を
越
す
人
が
あ
る
程
の
人
出

だ
っ
た
ら
し
い
。

本
来
な
ら
十
五
日
が
お
祭
り
の
当
日
で
、
十
四
日
が
宵
宮
な
の
だ
が
、
そ

の
年
は
天
候
が
悪
く
順
延
に
な
っ
て
い
た
。
祭
り
は
十
九
日
に
な
っ
て
よ
う

や
く
執
り
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
惨
事
の
後
の
箪
記
の
中
に
は
、
こ
の
天
候

を
事
故
の
予
兆
と
捉
え
て
い
る
も
の
も
で
て
く
る
始
末
で
あ
る
。

こ
の
惨
事
は
様
々
な
要
因
が
重
な
り
あ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一

つ
は
当
時
、
永
代
橋
は
本
普
請
で
は
な
く
仮
橋
で
あ
っ
た
事
。
も
う
―
つ
は

一
番
目
の
山
車
が
永
代
橋
を
渡
る
時
、
折
か
ら
下
の
川
を
将
軍
家
斉
の
弟
一

橋
民
部
卿
斉
敦
の
船
が
通
行
し
た
た
め
に
、
往
来
を
と
ど
め
橋
を
通
さ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
。
人
で
橋
の
周
り
は
膨
れ
上
が
り
、
通
行
制
限
の
解
除
に

よ
っ
て
一
気
に
橋
に
な
だ
れ
こ
み
橋
が
壊
れ
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
を
考
え

る
な
ら
ば
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
災
害
と
云
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

町
奉
行
の
報
告
に
従
え
ば
川
へ
落
ち
て
救
助
さ
れ
た
者
は
三
四

0
人
、
溺
死

し
た
も
の
は
四
四

0
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
一
五

0
0

人
も
の
人
が
溺
死
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

事
故
の
顛
末
は
か
く
の
ご
と
き
で
あ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
『
続
徳
川
実
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記
』
の
該
当
年
だ
け
は
欠
本
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
事
故
に
関
す
る
幕
府
の

公
の
記
録
を
直
接
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
事
の
顛
末
は
様
々
な
筆

録
を
生
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
橋
が
落
ち
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
た

だ
こ
の
事
故
で
多
く
の
人
命
を
失
っ
た
こ
と
、
し
か
も
人
々
が
何
年
か
ぶ
り

に
催
さ
れ
た
八
幡
宮
で
の
祭
り
で
の
事
故
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
人
々
の
輿

味
を
牽
い
た
よ
う
で
あ
る
。
大
田
南
畝
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
『
夢
の
浮

橋
』
、
馬
琴
に
よ
る
『
兎
固
小
説
余
録
』
中
の
記
事
等
々
。
化
政
度
精
神
を

い
ろ
ど
る
事
実
へ
の
即
物
的
な
興
味
の
遍
在
ぶ
り
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
後
に
い
く
つ
か
記
録
を
参
看
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
し
て
も
こ
れ
ほ
ど
の
惨
事
が
様
々
な
波
紋
を
呼
び
起
こ
さ
な
い
わ
け
は

あ
る
ま
い
。

今
回
の
考
察
の
問
題
は
そ
の
こ
と
に
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ほ
ど
の
惨

事
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
故
が
戯
作
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
は
い

や
し
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
あ
る
い
は
憶
測
の
域
を
で
な
い
が
、
こ

の
事
故
が
ひ
と
り
の
戯
作
者
山
東
京
伝
の
趣
向
の
在
り
方
に
あ
る

種
の
楔
を
打
ち
込
ん
だ
、
そ
の
可
能
性
は
な
い
の
か
を
問
う
て
み
た
い
と
思

う
の
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
惨
事
、
京
伝
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を

も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
点
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
を
以

下
、
順
を
追
っ
て
確
認
し
て
み
た
い
。

1
章

と
も
あ
れ
、
永
代
橋
の
大
惨
事
の
起
こ
っ
た
文
化
四
年
前
後
と
は
、
戯
作

界
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

文
学
史
的
な
位
置
付
け
と
し
て
こ
の
頃
、
「
合
巻
」
形
式
が
定
着
を
み
た

こ
と
は
周
知
に
属
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
山
東
京
伝
に
お
い
て
も
、
文
化
四
年

に
六
点
、
五
年
に
は
十
点
と
、
合
巻
が
か
な
り
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
OOハ

隆
ぶ
り
は
例
え
ば
『
日
本
小
説
書
目
年
表
』
な
ど
を
参
照
す
る
ま
で
も
な
か

ろ
う
。同

時
に
、
こ
の
時
期
新
た
な
出
版
統
制
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に

値
す
る
。
文
化
四
年
九
月
に
絵
入
読
本
改
掛
肝
煎
名
主
が
任
命
さ
れ
、
地
本

類
出
版
に
対
す
る
直
接
検
閲
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
は
、
今
田
洋
一
二
氏
、
高

木
元
氏
の
論
考
に
詳
し
い
が
、
今
田
氏
は
こ
れ
ら
の
統
制
で
、
「
当
分
之
儀
」

「
流
行
之
風
聞
」
に
関
す
る
著
作
が
「
猥
成
儀
異
説
」
「
浮
説
之
俄
」
と
し
て

完
全
に
排
除
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
統
制
が
「
近
来
別
し
て
剛
悪
の
趣
意
を
専
一
に
作
り
設
け
、

殺
伐
不
祥
の
絵
組
の
み
を
取
合
わ
せ
候
類
」
を
タ
ー
ゲ
ソ
ト
と
し
て
い
る
こ

と
を
み
て
も
、
そ
の
当
時
の
合
巻
な
ど
の
草
紙
類
の
傾
向
は
自
ず
と
了
解
さ

れ
よ
う
。

山
東
京
伝
・
曲
亭
馬
琴
の
連
名
で
肝
煎
名
主
宛
て
に
口
上
書
が
だ
さ
れ
た

の
は
文
化
匹
年
十
一
月
二
十
八
日
（
『
類
集
撰
要
』
所
載
）
。
ま
た
合
巻
を
問

題
と
す
る
と
き
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
引
用
さ
れ
る
「
合
巻
作
風
心
得

之
事
」
は
文
化
五
年
九
月
二
十
日
付
の
書
信
に
記
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な

内
容
の
検
討
は
後
に
譲
る
と
し
て
、
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
流
行
風
聞
の

説
に
対
す
る
過
剃
な
ま
で
の
反
応
ぶ
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
何
が

失
わ
れ
た
か
。
今
田
氏
が
的
確
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。

か
く
て
出
版
業
者
・
作
者
は
「
近
来
世
上
の
流
行
事
又
は
人
口
に
謄
灸

い
た
し
候
変
事
な
ど
は
作
者
の
禁
忌
」
と
し
、
「
世
間
の
風
俗
街
談
等

を
綴
る
こ
と
を
憚
り
」
天
明
・
寛
政
初
年
に
出
版
に
萌
芽
的
に
み
ら
れ

た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
性
格
を
自
ら
払
拭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

新
た
な
様
式
の
誕
生
と
統
制
の
強
化
こ
こ
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
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い
こ
と
は
、
今
回
話
題
と
す
る
永
代
橋
落
橋
と
い
う
で
き
ご
と
は
、
文
化
四

年
時
点
に
お
け
る
「
人
口
に
謄
炎
い
た
し
候
変
事
」
に
な
り
は
し
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
少
な
か
ら
ず
戯
作
に
影
響
を
与
え
て
い

る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

具
体
的
に
検
討
し
よ
う
。
例
え
ば
、
村
田
裕
司
氏
執
筆
の
『
岩
井
櫛
粂
野

仇
討
』
〔
研
究
と
評
論
40
号
「
早
稲
田
大
学
所
蔵
合
巻
集
覧
稿
」
（
六
）
〕
解

説
で
、
先
に
示
し
た
「
合
巻
作
風
心
得
之
事
」
と
絡
め
て
面
白
い
見
解
が
示

さ
れ
て
い
る
。

本
作
に
お
い
て
殊
に
印
象
的
な
の
は
、
義
理
の
た
め
乳
呑
児
を
残
し
て

入
水
自
殺
し
た
春
雨
が
水
死
人
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
姿
の
ま
ま
亡
霊
と
な

っ
て
再
三
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
陰
惨
な
絵
で
あ
ろ
う
。
合
巻
の

作
風
を
規
制
し
た
「
合
巻
作
風
心
得
之
事
」
（
文
化
五
年
九
月
―
―
十
日

付
蔦
屋
重
―
―
一
郎
よ
り
曲
亭
馬
琴
宛
書
信
「
著
作
堂
雑
記
抄
」
所
載

『
曲
亭
遺
稿
』
）
に
は
規
制
す
べ
き
事
柄
と
し
て
〈
一
、
水
腐
の
死
骸
〉

と
い
う
一
条
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
当
り
作
で
あ
っ
た
だ
け
に
本
作
が

右
の
一
条
を
立
項
さ
せ
る
の
に
関
わ
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

文
化
五
年
段
階
で
の
奉
行
の
規
則
の
一
項
目
に
「
水
腐
の
死
体
」
が
翌
場

し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
要
因
に
『
岩
井
櫛
粂
野
仇
討
』
（
文
化
五
年
）
挿

絵
の
影
響
を
み
る
指
摘
で
あ
る
。
確
か
に
『
岩
井
櫛
粂
野
仇
討
』
の
該
当
の

挿
絵

(23
ウ
2
4
オ
）
は
異
様
な
ま
で
に
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の

見
解
は
首
肯
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
取
り
立
て
て
「
水
腐
」
死
体
に
限

定
さ
れ
る
の
か
夙
に
疑
問
に
思
う
の
で
あ
る
。
単
な
る
一
作
品
が
そ
れ
ほ
ど

の
影
響
を
与
え
う
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
指
摘
さ
れ
た
水
腐
乱
の
図
と
、

例
え
ば
京
伝
の
他
の
作
品
例
え
ば
同
年
の
京
伝
合
巻
『
絞
染
五
郎
強
勢

談』

(
6
オ
）
で
墓
を
発
＜
図
に
み
る
死
体
の
図
と
比
べ
て
み
て
も
そ

れ
は
ど
の
影
響
を
与
え
る
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

当
時
、
合
巻
や
読
本
に
は
死
体
を
描
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
う
し
た
挿

絵
の
存
在
の
中
で
、
『
岩
井
櫛
粂
野
仇
討
』
一
作
の
み
で
結
論
づ
け
る
の
は

難
し
い
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
「
水
腐
の
死
体
」
を
描
く
こ
と

が
そ
れ
ほ
ど
に
一
般
化
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

恐
ら
く
こ
の
「
水
腐
の
死
骸
」
の
立
項
の
背
景
に
は
『
岩
井
櫛
粂
野
仇

討
』
と
い
う
作
品
レ
ベ
ル
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
先
の
惨
事
が
大
き
く
要
因

と
し
て
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
永
代
橋
陥
落
こ

れ
が
「
合
巻
作
風
」
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う

か
。
こ
の
事
故
に
関
係
す
る
こ
と
を
描
く
こ
と
は
、
当
時
の
風
俗
・
変
事
を

描
く
こ
と
に
つ
な
が
り
、
強
い
て
は
幕
府
の
出
版
統
制
の
政
策
に
抵
触
し
て

し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

既
に
『
類
集
撰
要
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
或
る
程
度
の
規
制
は
文
化
四

年
段
階
で
な
さ
れ
て
い
だ
c

其
時
々
之
流
行
風
聞
之
儀
は
決
て
書
著
し
不
申
、
（
中
略
）
尤
、
前
広

に
著
述
仕
候
本
類
板
元
江
相
渡
し
、
程
経
て
書
林
行
事
共
合
伺
に
差
出

候
醐
不
斗
著
述
後
之
流
行
風
聞
に
合
候
義
有
之
。
此
義
は
不
用
に
て
暗

合
仕
候
故
、
不
及
申
候
得
共
、
是
以
心
付
候
分
は
早
速
相
改
め
申
候

[
『
類
集
撰
要
』
文
化
四
卯
年
十
一
月
廿
八
日
条
〕

そ
の
内
容
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
ば
、
今
回
問
題
と
な
る
永
代
橋
陥
落
と

い
う
事
故
は
ま
さ
に
「
流
行
風
聞
に
合
候
義
」
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
抵
触

す
る
も
の
は
即
刻
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
『
岩
井
櫛
粂
野
仇
討
』
に
お
い
て
グ
ロ
テ
ス
ク
な
水
死
体
が
描
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か
れ
て
い
た
。
た
め
に
、
再
び
文
化
五
年
九
月
の
書
信
に
み
る
よ
う
に
、
よ

り
具
体
的
な
項
目
の
一
っ
と
し
て
〈
水
腐
の
死
骸
〉
の
項
が
挙
げ
ら
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
を
も
っ
て
抵
触
す
る
と
考
え
る
か
は
難
し
い
問
題
で

あ
る
が
、
例
え
ば
永
代
橋
の
惨
事
が
次
の
よ
う
な
実
状
で
あ
る
こ
と
が
一
っ

の
証
左
と
な
ろ
う
。

一
、
後
日
、
房
州
の
浦
辺
へ
上
り
し
溺
死
の
廃
一
―
十
ほ
ど
、
い
づ
れ
も

女
に
て
、
男
は
一
人
な
ら
で
は
な
し
と
い
ふ

一
、
佃
島
に
て
も
、
屁
八
十
人
は
ど
あ
が
り
し
、
内
男
は
一
―
十
ほ
ど
の

よ

し

〔

大

田

南

畝

編

『

夢

の

浮

橋

』

〕

こ
と
の
要
因
が
一
橋
殿
の
船
を
通
過
さ
せ
る
た
め
に
、
群
集
の
通
行
を
押

し
止
め
る
と
い
う
暴
挙
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
た
め
に
、
事
故
後
に
、
こ
の
惨

事
に
関
わ
る
内
容
を
戯
作
な
ど
に
記
さ
れ
て
は
困
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
現
に
、
こ
の
惨
事
に
つ
い
て
記
し
た
随
筆
の
多
く
は

人
々
が
押
し
止
め
ら
れ
た
こ
と
は
記
し
て
い
て
も
、
な
ぜ
止
め
ら
れ
た
の
か

本
当
の
要
因
を
記
さ
な
い
も
の
が
多
い
の
で
あ
る

C

も
ち
ろ
ん
当
時
の
出
版
に
至
る
時
間
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
作
者
の
意
図

せ
ぬ
と
こ
ろ
で
事
故
が
発
生
し
、
作
者
の
意
図
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
内
容
が
「
流

行
風
聞
に
合
候
義
」
と
し
て
抵
触
し
た
の
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
『
岩
井
櫛

粂
野
仇
討
』
は
売
れ
た
。
『
式
亭
雑
記
』
に
よ
れ
ば
一
―
―
馬
の
『
吃
又
平
』
が

「
雷
太
郎
に
ま
さ
り
て
大
あ
た
り
」
で
、
そ
れ
と
同
様
「
此
春
同
じ
く
大
あ

た
り
な
る
」
と
云
う
の
だ
か
ら
か
な
り
の
人
気
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

京
伝
の
序
文
に
よ
れ
ば
『
岩
井
櫛
粂
野
仇
討
』
は
「
文
化
四
年
丁
卯
正
月

稿
成
／
同
五
年
戊
辰
正
月
発
行
」
と
あ
る
。
執
筆
時
期
は
永
代
橋
陥
落
以
前
、

出
版
は
規
制
後
。
と
は
云
え
、
規
制
の
成
立
が
十
一
月
で
あ
る
か
ら
、
文
化

五
年
初
春
版
行
の
書
に
関
し
て
は
規
制
し
よ
う
も
な
い
。
し
か
し
「
不
斗
著

述
後
之
流
行
風
聞
に
合
候
義
有
之
。
此
義
は
不
用
に
て
暗
合
仕
候
故
、
不
及

申
候
得
共
」
に
当
た
る
わ
け
で
、
や
や
も
す
れ
ば
お
咎
め
を
受
け
か
ね
な
い
。

『
岩
井
櫛
粂
野
仇
討
』
は
第
二
の
箪
禍
に
も
な
ら
ん
と
す
る
可
能
性
を
乃
十
ん

だ
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

永
代
橋
陥
落
と
い
う
大
惨
事
の
後
、
こ
う
し
た
水
腐
乱
の
死
体
を
描
く
作

品
が
売
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
人
々
の
嗜
好
を
版
元
は
見
逃
す
わ
け
は

な
か
ろ
う
。
問
題
は
『
岩
井
櫛
粂
野
仇
討
』
だ
け
の
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
規
制
と
そ
の
規
制
の
隙
間
を
ぬ
う
よ
う
に
刊

行
さ
れ
る
作
品
と
の
拮
抗
関
係
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

絵
組
み
書
き
入
れ
等
、
剛
悪
不
祥
の
類
多
き
草
紙
読
本
は
、
自
ず
か

ら
売
り
捌
き
も
宜
敷
く
候
に
付
き
、
著
述
仕
り
候
者
共
、
一
同
右
の
風

義
を
似
せ
候
事
に
御
座
候
間
、
私
共
両
人
の
み
相
澳
み
候
て
も
な
か
な

か
右
林
の
作
風
変
じ
候
義
は
こ
れ
有
る
間
敷
く
存
じ
奉
り
候
。

〔
『
類
集
撰
要
』
同
日
条
〕

当
時
幕
府
の
規
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
剛
悪
不
祥
の
類
が
多
い
草
紙
読
本
は

よ
く
売
れ
た
と
い
う
こ
と
、
逆
に
そ
う
し
た
本
を
執
箪
す
る
戯
作
者
が
多
く

い
た
こ
と
を
、
こ
の
京
伝
・
馬
琴
連
名
で
の
名
主
達
へ
の
口
上
書
の
一
文
は

示
し
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
問
題
が
派
生
す
る
。

京
伝
た
ち
の
主
張
を
鵜
呑
み
に
す
る
と
し
て
、
『
類
集
撰
要
』
の
記
事
は

当
時
の
戯
作
世
界
が
こ
う
し
た
事
件
な
ど
の
際
物
を
描
く
こ
と
が
流
行
し
、

そ
れ
に
対
し
、
自
分
た
ち
は
そ
う
で
は
な
い
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
惨
事
の
影
響
が
果
た
し
て
現
れ
る
の
か
否
か
。
と
り
わ

け
京
伝
の
場
合
、
先
の
ご
と
く
口
上
を
奉
行
に
提
出
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

確
認
し
て
み
る
価
値
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
人
々
の
嗜
好
を
も
っ
と
も
鋭
敏
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に
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
戯
作
者
が
ど
う
対
応
し
た
の
か
。
先
の
推
論
が

許
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
『
岩
井
櫛
粂
野
仇
討
』
で
第
二
の
箪
禍
に
も
な
ら
ん

と
す
る
可
能
性
を
乃
子
ん
だ
京
伝
で
あ
っ
て
み
れ
ば
な
お
さ
ら
描
こ
う
と
は
し

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
口
上
書
に
お
い
て
も
「
其
の
時
々
の
流
行
風
間
の

俄
は
決
て
書
き
著
し
申
さ
ず
」
と
主
張
し
て
い
る
。
本
当
の
と
こ
ろ
、
ど
う

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
検
証
は
具
体
的
な
京
伝
の
作
品
に
み
る
し
か
な
い
。

こ
の
事
故
を
発
端
と
し
て
京
伝
の
作
風
に
変
化
が
生
じ
た
か
ど
う
か
、
今
回

は
あ
く
ま
で
永
代
橋
陥
落
に
ま
つ
わ
る
問
題
に
絞
っ
て
、
次
章
で
検
証
し
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

2
章

京
伝
に
絞
る
妥
当
性
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ほ
か
に
も
要
因
が
あ
る
。
こ

の
戯
作
者
、
文
化
四
年
以
前
に
絞
っ
て
み
て
も
〈
水
〉
と
の
関
わ
り
が
深
い

作
家
で
あ
る
と
云
え
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
は
黄
表
紙
に
つ
い
て
は
問
わ
な

い
。
ま
ず
読
本
を
例
と
し
て
そ
の
あ
り
様
を
祖
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
個
の
大
漢
現
は
れ
出
、
夫
人
と
小
術
内
を
雙
手
に
捉
へ
て
水
中
に
投

入
れ
就
勢
に
刀
を
舞
し
て
郷
右
衛
門
に
斬
て
蒐
る
。
郷
右
衛
門
は
母
子

両
箇
白
浪
の
う
ち
に
溺
れ
て
漂
ひ
苦
み
給
ふ
を
見
て
、
運
命
の
限
と
や

思
ひ
け
ん
、
み
づ
か
ら
水
中
に
跳
入
っ
て
も
ろ
と
も
に
失
に
け
り

〔
『
忠
臣
水
滸
伝
』
前
組
巻
之
二
〕

京
伝
の
読
本
と
し
て
の
最
初
の
作
『
忠
臣
水
滸
伝
』
（
寛
政
十
一
年
）
の

一
節
で
あ
る
。
塩
冶
侯
の
夫
人
貌
好
た
ち
の
、
天
竜
川
で
の
危
難
の
場
面
で

あ
る
が
、
一
命
を
と
り
と
め
た
も
の
の
、
巻
之
―
―
―
で
は
賊
の
妻
に
貌
好
は
幽

霊
に
間
違
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
面
、
賊
の
妻
の
あ
わ
て
ぶ
り
を
滑

稽
に
描
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
水
死
者
の
霊
魂
を
鎮
め
る
と
い
う
伝

承
世
界
が
は
か
ら
ず
も
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

水
死
者
の
霊
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
読
本
第
二
作
『
安
積
沼
』
（
享
和
一
―
一
年
）

に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
『
安
積
沼
』
で
の
〈
水
〉
の
役
割
は

今
更
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う

3

か
つ
て
高
田
衛
氏
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、

古
来
、
沼
や
河
の
水
神
に
さ
さ
げ
る
生
贄
、
い
わ
ゆ
る
人
柱
の
伝
説
は
安
積

沼
に
も
著
名
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
主
要
な
登
場
人
物
で
あ
る
小
平
次
は
い
わ

ば
近
世
伝
奇
の
な
か
の
水
神
へ
の
生
贄
だ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
安

積
沼
』
は
水
死
人
の
復
活
を
ひ
と
つ
の
呪
祖
と
し
て
書
い
て
い
る
点
が
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
第
三
作
『
優
曇
華
物
語
』
（
文
化
元
年
）
で
は
、
球
磨

川
で
の
大
洪
水
に
よ
っ
て
、
網
干
兵
衛
一
家
を
除
き
人
々
は
水
屑
と
化
す
。

そ
の
時
濁
流
の
中
で
ひ
と
り
の
若
者
を
助
け
た
こ
と
が
物
語
の
発
端
と
な
る
。

ノ
ア
の
方
舟
伝
説
と
の
関
わ
り
が
云
々
さ
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
の

作
品
で
も
〈
水
〉
が
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

『
曙
草
紙
』
（
文
化
二
年
）
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
〈
水
〉
は
目
立
っ
て
描
か

れ
て
は
い
な
い
が
、
巻
―
第
三
回
に
玉
琴
の
死
骸
が
「
衣
服
を
は
ぎ
、
面
の

皮
を
む
き
、
お
も
し
の
石
を
く
、
り
つ
け
て
谷
川
に
沈
め
」
ら
れ
る
描
写
が

存
在
す
る
。
こ
れ
は
挿
絵
と
し
て
か
な
り
強
烈
な
印
象
を
与
え
て
く
れ
る
。

谷
川
に
横
た
わ
る
女
の
屍
。
俯
せ
な
が
ら
も
、
腹
破
れ
て
五
臓
六
腑
乱
れ
出

た
様
を
文
面
か
ら
防
彿
と
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
物
語
の
発
端
に
あ
た
る
こ
の

場
面
に
、
死
者
の
御
魂
は
一
度
水
を
通
過
し
た
上
で
子
供
に
宿
る
と
い
う
形

を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
、
同
様
の
構
図
が
文
化
四
年
刊
の
『
梅
花
氷
裂
』
に

お
い
て
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
〈
水
〉
は
死
と
関
係
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
一
節
を
挙
げ
る
。
）

藻
の
花
が
吐
き
た
る
血
、
金
魚
槽
の
う
ち
に
流
れ
人
て
、
水
と
ま
じ
は

る
と
見
え
し
が
、
た
ち
ま
ち
一
陣
の
冷
風
さ
つ
と
お
と
し
来
て
、
庭
木
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の
梢
を
吹
な
ら
し
水
槽
の
水
ざ
は
／
＼
と
な
り
う
ご
き
、
怪
哉
藻
の
花

が
吐
き
た
る
血
あ
ま
た
の
金
魚
の
身
に
し
み
こ
み
、
斑
の
紅
魚
す
べ
て

人
血
の
色
に
変
じ
：
・

こ
の
五
作
と
も
そ
の
場
面
が
挿
絵
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
強
烈
な
印
象

を
与
え
て
く
れ
る
と
い
っ
て
良
い
。
い
う
な
れ
ば
、
単
に
〈
水
〉
が
描
か
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
水
死
者
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
合
巻
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
合
巻
と
読
本
に
お
け
る
趣
向

を
考
察
す
る
上
で
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
合
巻
に
お
け
る
黄
表

紙
的
要
素
離
れ
が
一
気
に
起
こ
っ
た
現
象
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

水
野
稔
氏
は
そ
の
論
に
お
い
て
、
「
文
化
八
年
は
黄
表
紙
的
残
滓
を
す
っ
か

り
洗
い
落
し
た
合
巻
に
お
け
る
京
伝
が
よ
う
や
く
独
自
の
地
盤
を
固
め
て
間

も
な
い
頃
」
（
「
京
伝
の
合
巻
研
究
序
説
」
）
と
さ
れ
て
い
る
。
作
品
数
の
上

で
考
え
て
み
て
も
文
化
四
年
か
ら
文
化
五
年
に
か
け
て
急
激
に
そ
の
数
が
増

大
し
た
合
巻
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
文
化
四
年
前
後
は
ま
だ
黄
表
紙
的
発

想
の
作
品
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
当
然
作
品
の
性
格
を
異

に
す
る
た
め
、
読
本
ほ
ど
に
は
水
死
を
扱
っ
た
作
品
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、

文
化
四
年
ま
で
で
〈
水
〉
と
の
関
連
あ
る
合
巻
を
列
示
す
る
。

『
敵
討
孫
太
郎
虫
』
（
文
化
一
二
年
）

後
絹

(
l
ウ
2
オ
）
川
に
て
橋
の
上
か
ら
人
を
投
げ
る
図
有
り
。
た
だ

し
水
死
か
は
不
明
。

『
敵
討
狼
河
原
』
（
文
化
三
年
）

後
編

(
4
ウ
5
オ
）
に
か
け
て
平
太
郎
舟
か
ら
落
と
さ
れ
る
が
、

(
7

ウ
8
オ
）
で
助
か
る

3

『
敵
討
両
輛
車
』
（
文
化
三
年
）

前
編

(14
オ
）
挿
絵
〈
あ
る
日
名
に
お
へ
る
玉
川
の
へ
ん
に
や
す
ら
ひ

け
る
を
り
し
も
一
疋
の
犬
ひ
と
の
う
で
を
く
は
へ
て
川
を
こ
し
き
た

る〉後
編

(11
ウ
認
オ
）
水
車
に
よ
る
折
檻

『
敵
討
衡
玉
川
』
（
文
化
四
年
）

後
編

(
1
ウ
2
オ
）
娘
の
溺
れ
る
図
。

『
敵
討
岡
崎
女
郎
衆
』
（
文
化
四
年
）

(
4
ウ
5
オ
）
〈
い
と
は
ぎ
は
水
中
に
ひ
き
こ
ま
れ
…
〉

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
今
、
文
化
四
年
を
―
つ
の
区
切
り
と
し
た
の
は

恣
意
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
永
代
橋
陥
落
が
文
化
四

年
八
月
、
直
接
検
閲
体
制
の
成
立
が
同
年
十
一
月
、
翌
五
年
に
「
合
巻
作
風

心
得
之
事
」
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
今
回
の
考
察

の
よ
う
に
―
つ
の
惨
事
の
も
た
ら
す
影
響
を
考
察
す
る
場
合
、
配
慮
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
執
箪
か
ら
出
版
ま
で
の
時
間
的
経
緯
の
こ
と
な
の

で
あ
る
。

水
野
稔
氏
は
「
合
巻
作
風
心
得
之
事
」
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
通
知
は
馬

琴
以
外
の
主
な
作
者
に
も
送
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
当
然
合
巻
の
作
風
も

一
変
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
兆
し
が
文
化
七
年
新
版
の
作
品
あ

た
り
か
ら
見
え
は
じ
め
る
（
「
馬
琴
の
短
篇
合
巻
」
）
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

私
見
に
よ
れ
ば
、
出
版
界
は
も
う
少
し
敏
速
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
少

な
く
と
も
惨
事
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
作
品
と
し
て
文
化
五
年
新
板
分
も

押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
先
章
で
取
り
上
げ
た
『
岩
井
櫛
粂
野
仇

討
』
が
京
伝
の
序
文
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
稿
本
が
成
っ
た
の
は
文
化
四
年
正

月
。
そ
れ
ゆ
え
何
ら
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
水
腐
乱
の
死
体
を
描
き
得
た
の

だ
ろ
う
。
同
様
に
、
四
年
五
月
に
稿
成
っ
た
と
す
る
『
糸
車
九
尾
狐
』
で
も

川
へ
の
身
投
げ
が
描
か
れ
て
い
る
。
文
化
四
年
―
一
月
稿
成
、
同
五
年
戊
辰
正

但
し
助
か
る
。
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月
発
兌
の
『
敵
討
白
藤
源
太
談
』
に
は
舟
頭
を
海
に
て
斬
り
殺
す
図
が
あ
る

が
、
こ
れ
な
ど
は
文
化
四
年
正
月
に
刊
行
さ
れ
た
馬
琴
の
読
本
『
新
累
解
脱

物
語
』
巻
三
に
あ
る
、
船
上
で
の
玉
芝
殺
害
の
図
と
の
関
連
が
指
摘
で
き
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
合
巻
に
お
い
て
も
作
品
数
の
増
加
に
つ
れ
て
幾
度
と
な
く

〈
水
〉
が
ら
み
の
趣
向
が
な
さ
れ
て
い
る
。
身
投
げ
、
水
上
で
の
殺
し
等
々
。

京
伝
と
〈
水
〉
こ
の
関
係
が
か
く
も
密
接
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
永
代
橋
陥
落
、
そ
れ
に
伴
う
人
々
の
無
残
な
死
、
こ
れ
に
対
し
て
ど
う

反
応
し
た
と
い
う
の
か
。
事
故
以
後
の
作
品
を
検
討
し
た
い
。

※

※

 

実
の
と
こ
ろ
、
京
伝
と
〈
水
〉
と
の
関
わ
り
は
文
化
六
年
以
降
も
相
変
わ

ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
。
た
し
か
に
作
品
の
数
の
増
大
に
比
し
て
水
を
描
く
こ

と
は
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
化
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
松
梅
竹
取

談
』
『
笠
森
娘
錦
之
笈
櫂
』
に
お
い
て
、
共
に
船
上
で
の
喧
嘩
が
あ
り
、
水

中
に
投
げ
入
れ
る
描
写
が
あ
る
。
ま
た
、
水
死
で
は
な
い
が
『
岩
戸
神
楽
剣

威
徳
』
で
は
川
辺
に
幽
霊
の
姿
が
登
場
す
る
。
文
化
九
年
刊
行
の
『
―
一
人
虚

無
僧
』
に
い
た
っ
て
は
次
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
た
り
す
る
の
で
あ

る。

血
潮
を
絞
り
て
一
首
の
歌
を
書
き
残
す
へ
し
ら
菊
の
花
の
な
さ
け
の
深

き
海
に
と
も
に
入
江
の
し
ま
ぞ
う
れ
し
き
と
書
き
て
そ
の
ま
、
海
中

に
飛
び
入
て
と
も
に
水
屑
と
な
り
に
け
り

(10
ウ）

腰
元
早
咲
の
身
投
げ
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
、
挿
絵
と
相

侯
っ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
京
伝
の
〈
水
〉
指
向
を
あ
ら
わ
す
表
現
と

い
え
な
く
も
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
一
概
に
永
代
橋
陥
落
と
い
う
惨
事
の
影
響

を
云
々
す
る
こ
と
に
大
し
た
意
味
を
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
あ
え
て
変
化
が
あ
る
の
だ
と
い
い
た
い
衝
動
に
私
は
駆

ら
れ
る
。
高
木
元
氏
は
「
速
断
は
で
き
な
い
も
の
の
」
と
さ
れ
な
が
ら
文
化

四
年
十
一
月
に
だ
さ
れ
た
京
伝
・
馬
琴
の
口
上
書
を
境
に
し
て
「
作
風
が
一

変
し
た
と
も
思
え
な
い
。
気
付
く
変
化
と
い
え
ば
、
京
伝
が
暫
く
読
本
を
書

か
な
い
こ
と
と
、
鶴
喜
が
読
本
か
ら
手
を
引
く
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い

る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
合
巻
と
違
い
読
本
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
な
形
で

水
と
死
と
が
関
係
し
て
い
た
。
こ
の
高
木
氏
の
言
葉
は
逆
に
京
伝
の
特
質
を

浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
こ
に
中
断
せ
ざ
る
を
得
な

い
「
何
か
」
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
京
伝
読
本
で
こ
の

中
断
を
は
さ
ん
で
刊
行
し
た
『
小
説
浮
牡
丹
全
伝
』
を
み
る
な
ら
ば
、
八
重

垣
が
辱
し
め
ら
れ
た
直
後
、
入
水
し
よ
う
と
し
て
観
音
菩
薩
に
助
け
ら
れ
る

場
面
が
あ
る
。
水
死
か
ら
生
へ
の
転
換
を
描
く
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
京
伝

読
本
に
な
い
特
色
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
転
換
を
も
た
ら
し

た
契
機
に
永
代
橋
陥
落
と
い
う
惨
事
の
影
響
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

再
び
合
巻
に
戻
る
。
た
し
か
に
完
全
に
〈
水
死
〉
を
描
く
こ
と
が
な
く
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
細
か
い
表
現
に
関
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
文
化

六
年
を
境
と
し
て
、
そ
の
展
開
か
ら
水
死
と
み
え
る
箇
所
に
も
か
な
り
朧
化

表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
作
品
群
に
お

い
て
も
、
水
中
に
人
を
投
げ
る
と
は
表
現
し
て
も
「
死
」
を
的
確
に
示
す
表

現
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
何
よ
り
そ
の
証
拠
と
な
ろ
う
。
あ
る
い
は

文
化
五
戊
辰
夏
稿
畢
、
仝
六
年
刊
の
『
風
流
伽
三
味
線
』
の
よ
う
に
、
身
投

げ
は
す
る
も
の
の
助
け
ら
れ
る
と
い
う
、
水
死
か
ら
生
へ
の
転
換
を
示
し
た

例
さ
え
あ
る
。
実
は
先
に
挙
げ
た
『
二
人
虚
無
僧
』
で
も

(15
ウ
）
で
生
き
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て
再
び
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
し
た
ら
先
の
引
用
箇
所
は
水
死
を

強
烈
に
印
象
づ
け
つ
つ
も
実
は
異
な
る
展
開
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。も

ち
ろ
ん
こ
う
し
た
変
化
が
承
認
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
背
景
は
、
あ
る

程
度
予
測
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
合
巻
作
風
心
得
之
事
」
が

存
在
す
る
以
上
、
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
水
死
を
描
く
と
い
う
行
為
そ
の
も

の
が
制
限
さ
れ
、
そ
れ
故
の
変
化
と
み
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
か
ら
。
だ
と

す
れ
ば
よ
り
積
極
的
に
、
永
代
橋
陥
落
と
い
う
惨
事
に
よ
る
直
接
の
影
響
を

証
拠
だ
て
る
変
化
を
見
い
だ
す
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
挿
絵
に

橋
を
描
く
と
い
う
点
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
化
六
年
『
風
流
伽
三
味
線
』
の

(24
ウ

25
オ
）
に
「
和
泉
の
国
大
和
橋

の
景
色
」
と
題
し
て
頑
丈
そ
う
な
橋
の
姿
が
堂
々
た
る
風
格
で
描
か
れ
て
い

る
。
同
じ
く

(47
ウ

48
オ
）
に
は
「
み
や
こ
通
天
橋
」
が
同
様
に
示
さ
れ
て

い
る
。
と
り
わ
け
大
和
橋
の
方
は
本
文

(25
オ
）
で
「
り
や
う
せ
ん
を
や
と

ひ
て
お
な
つ
を
の
せ
や
ま
と
JIl
よ
り
な
に
は
の
里
の
し
ゅ
く
に
か
へ
り
」
と

だ
け
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
挿
絵
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
頑
丈
な
橋
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
物
語
に
登
場
し
な

い
「
大
和
橋
」
が
示
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
設
問
に
対
す
る
答
え
を
模
索
す
る

時
、
永
代
僑
の
一
件
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
同
様
の
こ
と
が
文
化
七
年
『
糸
桜
本
朝
文
粋
』
の

(22
ウ

23
オ）

に
描
か
れ
て
い
る
京
都
三
条
之
橋
図
に
も
云
え
る
か
と
思
う
。
永
代
橋
陥
落

と
い
う
惨
事
が
京
伝
の
作
品
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
、
そ
の
こ
と
が
十

分
に
確
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
我
々
の
時
代
で
も
、
人
々
を
震
撼
さ

せ
る
惨
事
に
対
し
、
そ
れ
を
興
味
本
位
に
と
り
あ
げ
る
メ
デ
ィ
ア
も
あ
れ
ば
、

自
粛
と
い
う
姿
勢
を
貰
く
も
の
も
あ
る
。
江
戸
時
代
も
そ
れ
は
同
様
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

再
び
「
水
死
」
が
登
場
す
る
の
は
、
文
化
十
年
の
『
ヘ
マ
ム
シ
入
道
昔

話
』
あ
た
り
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
谷
川
に
落
ち
て
の
行
方
し
れ
ず
が
描
か
れ

た
り

(
9
ウ

10
オ
）
、
水
車
近
く
で
の
争
い
(
1
7
ウ

18
オ
）
も
再
び
翌
場
し

て
い
る
。
ま
た
、
文
化
十
―
一
年
『
草
履
打
所
緑
色
揚
』
で
は
船
上
で
の
殺
し

が
、
翌
文
化
十
三
年
の
『
黄
金
花
万
宝
善
書
』
で
は
、
水
車
責
め
の
苦
難
が

描
か
れ
、
挿
絵
と
も
ど
も
人
々
の
興
味
を
そ
そ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う

C

こ
の
時
、
「
合
巻
作
風
心
得
之
事
」
は
、
な
お
効
力
を
保
っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
逆
に
、
こ
の
こ
と
が
京
伝
が
上
か
ら
の
強
制
で
自
粛

し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
拠
だ
て
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

次
の
こ
と
が
云
え
る

3

即
ち
永
代
橋
陥
落
と
い
う
惨
事
が
京
伝
に
も
た
ら

し
た
余
波
も
、
文
化
十
年
（
正
確
に
は
執
箪
時
期
で
あ
る
か
ら
文
化
九
年

夏
）
に
い
た
り
解
除
さ
れ
た
の
だ
と
。
―
つ
の
出
来
事
が
個
人
に
与
え
る
レ

ミ
ニ
サ
ン
ス
が
こ
う
し
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
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3
章

し
た
た
か
な
江
戸
の
人
々
は
こ
う
し
た
災
難
や
流
血
沙
汰
を
物
見
高
く
、

か
つ
非
常
な
ま
で
の
好
奇
心
で
も
っ
て
楽
し
ん
だ
と
い
う
。
例
え
ば
何
度
も

引
き
合
い
に
だ
す
が
、
京
伝
・
馬
琴
の
に
上
書
の
一
文
は
そ
の
例
証
と
な
る
。

絵
組
み
書
き
入
れ
等
、
剛
悪
不
祥
の
類
多
き
草
紙
読
本
は
、
自
ず
か
ら

売
り
捌
き
も
宜
敷
く
候
に
付
き
、
著
述
仕
り
候
者
共
、
一
同
右
の
風
義

を
似
せ
候
事
に
御
座
候

｛
＼
橋
は
落
ち
人
は
溺
る
る
そ
の
な
か
に
何
と
て
祭
り
渡
り
ゆ
く
ら
む
、
女

房
よ
ろ
こ
べ
、
せ
が
れ
お
や
じ
が
つ
れ
た
ハ
や
い
『
文
政
雑
説
集
』
に

示
さ
れ
た
こ
う
し
た
歌
が
永
代
橋
陥
洛
直
後
に
作
ら
れ
た
と
い
う
な
ら
ば
、



江
戸
の
人
の
、
災
害
な
ど
の
非
日
常
空
間
に
慣
れ
き
っ
た
、
感
覚
の
麻
痺
し

た
状
況
を
み
る
思
い
が
す
る
。

京
伝
に
と
っ
て
永
代
橋
陥
落
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。

前
章
で
、
作
品
中
に
永
代
橋
陥
落
の
与
え
た
影
響
が
微
小
な
が
ら
も
見
る
こ

と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
上
か
ら
の
規
制
に
よ
る

自
己
の
表
現
範
囲
の
制
限
と
み
る
観
点
を
、
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
。

「
其
時
々
之
流
行
風
聞
之
俄
は
決
て
書
著
し
不
申
」
と
い
う
表
明
を
素
直
に

と
る
な
ら
、
一
方
で
水
死
を
直
接
的
に
描
か
な
く
な
る
一
方
で
、
売
れ
行
き

の
良
さ
か
ら
永
代
橋
の
惨
事
を
当
て
込
ん
で
橋
を
描
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
「
幕
府
権
力
へ
の
迎
合
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
作
者
の
創
作
態
度
」
と

い
う
観
点
で
の
み
み
る
な
ら
ば
、
作
品
の
も
つ
意
味
を
矮
小
化
す
る
だ
け
で

あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
事
故
後
で
あ
る
文
化
五
年
『
岩
井
櫛
粂
野
仇
討
』
に

お
い
て
水
死
を
描
く
作
品
を
出
版
し
て
し
ま
っ
た
が
、
む
し
ろ
こ
の
事
件
を

醒
め
た
視
線
で
は
眺
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
惨
事
に

対
す
る
京
伝
の
対
応
を
新
出
資
料
に
よ
り
窺
う
こ
と
で
、
永
代
橋
陥
落
と
京

伝
と
の
関
わ
り
か
た
を
考
え
、
作
風
の
変
容
が
作
家
の
内
的
必
然
性
か
ら
生

じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

新
た
に
資
料
と
し
て
提
出
す
る
の
は
、
従
来
京
伝
研
究
史
上
紹
介
さ
れ
て

い
な
い
『
夢
の
う
き
橋
』
と
い
う
一
写
本
で
あ
る
。
『
国
書
総
目
録
』
未
載
。

水
野
稔
氏
の
『
山
東
京
伝
年
譜
稿
』
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
従
来
の
研

究
で
は
削
げ
落
ち
て
い
た
幻
の
著
作
と
い
え
る
。
翻
刻
及
び
詳
細
な
検
討
は

別
稿
を
用
意
し
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
く
と
し
て
、
こ
の
資
料

の
存
在
は
実
は
京
山
『
蛛
の
糸
巻
』
中
に
既
に
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

猶
委
し
く
は
、
此
時
、
家
兄
の
記
さ
れ
た
る
、
夢
の
浮
橋
と
い
ふ
写
本

の
一
冊
子
あ
り
、
今
猶
蔵
す
…

管
見
に
入
っ
た
そ
の
資
料
は
、
京
伝
だ
け
で
な
く
弟
京
山
の
一
文
を
併
載

し
、
永
代
橋
陥
落
に
際
し
て
の
人
々
の
慌
て
ぶ
り
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
京
伝
一
家
の
そ
の
日
の
で
き
ご
と
も
記
さ
れ
て
お
り
京
伝
自

身
に
永
代
橋
陥
落
が
ど
う
映
っ
た
か
が
、
確
認
で
き
る
。
体
裁
は
半
紙
本
一

冊
、
写
本
で
全
二
五
丁
か
ら
な
る
。
そ
の
構
成
に
つ
い
て
、
付
さ
れ
た

T
付

に
従
い
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
か
と
思
う
。
(
1
オ
ー

2
ウ
）
ま
で
は

幽
菫
庵
祐
之
の
序
、

(
3
オ
）
に
内
題
「
夢
の
う
き
橋
」
、

(
3
ウ・

4
オ）

は
永
代
橋
陥
落
の
口
絵
、

(
5
オ
ー

19
オ
）
ま
で
は
京
伝
執
筆
と
思
わ
れ
る

記
事
で
永
代
橋
陥
落
に
関
す
る
見
聞
や
京
伝
一
家
の
こ
と
、
妻
百
合
へ
の
書

簡
、
深
川
八
幡
宮
御
祭
礼
番
附
、
文
化
四
丁
卯
暦
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(19
ウ
1
2
4
オ
）
ま
で
は
弟
京
山
に
よ
る
永
代
橋
陥
落
に
関
す
る
記
事
が
あ

り、

(25
オ
・
ウ
）
に
は
無
茶
空
庵
醒
文
に
よ
る
識
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。

猶、

(13
オ
）
は
朱
で
記
さ
れ
て
お
り
、

(
4
ウ
）
（

12
ウ
）
（
1
4
ウ
）
（

24
ウ）

は
空
白
と
な
っ
て
い
る
。
論
旨
の
都
合
上
、
ま
た
紙
面
の
都
合
上
、
京
伝
執

箪
と
目
さ
れ
る
も
の
の
中
か
ら
、
特
に
京
伝
一
家
に
関
す
る
箇
所
の
み
を
翻

字
し
て
お
く
。

予
か
家
に
て
も
妻
百
合
娘
鶴
召
使
半
助
金
八
両
人
を
具
し
て
彼
祭
礼
見

物
に
赴
つ
る
が
大
幸
高
運
に
し
て
朝
五
ソ
時
前
家
を
出
て
半
時
余
は
や

く
彼
橋
を
越
た
れ
は
恙
な
く
販
宅
し
つ
さ
れ
と
其
安
否
を
聞
か
さ
る
う

ち
は
一
時
は
か
り
心
を
い
た
め
ぬ
其
時
家
僕
を
し
て
妻
の
か
た
へ
つ
か

は
し
た
る
書
簡
を
左
に
貼
し
て
後
日
の
い
ま
し
め
と
す
」

13
オ

お

ゆ

り

ど

の

伝

蔵

I

ぶ
じ
よ
ふ
候

永
代
ば
し
お
ち
候
よ
し
き
、
お
よ
び
あ
ん
じ
候
間
人
つ
か
は
し
申
候

3
ウ

ー

か
へ
り
は
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よ
く
／
＼
み
あ
は
せ
人
の
す
け
な
く
な
り
し
時
り
や
う
ご
く
を

御
か
へ
り
可
被
成
候
大
は
し
永
代
ば
し
は
御
む
や
う
な
さ
れ
て
候4

ォ
ー

み
な
／
＼
様
へ
御
礼
よ
ろ
し
く

(14
ウ
i
1
8
ウ
省
略
）

是
天
災
に
あ
ら
す
お
の
／
＼
み
つ
か
ら
も
と
め
た
る
災
な
り
ゆ
め
／
＼

危
ち
か
つ
く
へ
か
ら
す
後
年
の
い
ま
し
め
に
し
る
し
お
く
の
み

京

伝

印

9
ォ
ー

文
化
四
年
丁
卯
秋
八
月

ど
の
角
度
か
ら
事
件
を
眺
め
る
か
は
筆
録
者
・
撰
者
の
興
味
に
関
わ
る
問

題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
資
料
に
窺
え
る
京
伝
の
永
代
橋
陥
落
の
惨
事
へ
の
姿
勢

を
浮
き
彫
り
に
す
る
意
味
に
お
い
て
も
、
周
り
道
で
は
あ
る
が
他
の
人
々
が

ど
の
よ
う
に
橋
の
陥
落
を
み
て
い
た
の
か
を
記
し
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
。
大
田
南
畝
に
同
名
の
『
夢
の
浮
橋
』
『
夢
の
浮
橋
附
録
』
な
る
書

が
あ
る
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
題
名
か
ら
考
え
、
こ
の
書
と
京
伝
の

『
夢
の
う
き
橋
』
と
の
間
に
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

目
下
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
書
の
性
格
は
作
中

に
示
さ
れ
て
い
る
。

此
書
は
杏
花
園
大
人
の
編
集
し
給
ひ
し
を
、
借
り
ま
ゐ
ら
せ
て
い
と
な

み
の
ひ
ま
／
＼
う
つ
し
お
き
侍
る
に
な
ん
、
見
る
人
回
向
し
給
へ
や
、

念

仏

申

給

へ

や

、

文

宝

亭

〔
『
夢
の
浮
橋
』
（
燕
石
十
種
第
四
巻
所
収
ニ
―
―
一
頁
）
〕

…
後
の
人
の
、
な
に
、
ま
れ
、
か
く
群
集
し
、
又
、
あ
や
う
き
き
は
に

は
必
こ
、
ろ
す
べ
き
事
を
お
も
ひ
、
其
時
の
事
ど
も
書
つ
ゞ
り
、
連
立

し
一
方
ぬ
し
に
絵
な
ど
か
、
し
め
、
一
冊
と
し
、
或
時
、
杏
花
園
の
う

し
に
見
せ
ま
い
ら
せ
し
か
ば
、
需
給
ふ
に
よ
り
て
、
其
儘
を
う
つ
し
て

お

く

る

に

な

ん

、

春

の

屋

成

丈

〔
『
夢
浮
橋
附
録
』
（
燕
石
十
種
第
五
巻
所
収
三
三
七
頁
）
]

別
用
し
た
『
夢
の
浮
橋
』
は
文
宝
亭
主
人
が
南
畝
か
ら
借
り
た
写
本
な
の

だ
が
、
こ
の
文
宝
亭
主
人
も
、
そ
の
書
の
中
で
永
代
橋
陥
落
時
に
お
い
て

人
々
が
如
何
で
あ
っ
た
か
を
聞
き
書
き
す
る
蒐
集
者
と
し
て
名
を
連
ね
て
い

る
。
ど
う
や
ら
同
好
の
者
で
の
閲
覧
に
ふ
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
に

集
う
人
と
し
て
屋
代
輪
池
、
吾
友
軒
、
狂
歌
堂
、
山
陽
堂
、
楊
柳
亭
、
等
の

名
が
散
見
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
一
書
の
も
と
で
個
々
の
聞
き
書
き
を
蒐
集

し
た
も
の
と
云
え
る
。

聞
き
書
き
と
い
う
文
の
ス
タ
イ
ル
を
と
る
こ
と
は
、
自
ず
と
そ
の
話
は
真

実
味
を
帯
び
て
し
ま
う
し
、
さ
ら
に
云
え
ば
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
責
任
回

避
と
い
う
立
場
に
た
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
淡
々
と
、
そ
の
蒐
集
者
の
興
味

に
従
っ
て
話
を
集
め
て
い
く
。
同
志
の
者
た
ち
で
、
た
だ
ひ
た
す
ら
蒐
集
し

て
い
る
と
い
っ
た
観
が
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
人
に
対
す
る
家
族
の
嘆
き
、
悲

し
み
。
あ
る
い
は
好
運
に
も
助
か
っ
た
人
の
喜
び
の
様
が
浮
か
び
あ
が
っ
て

く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
い
る
南
畝
た
ち
聞
き
手
の
声
は
一
切

響
い
て
こ
な
い
。
い
う
な
れ
ば
、
事
実
と
事
物
へ
の
関
心
こ
う
し
た
惨

事
を
も
自
分
た
ち
の
典
味
の
対
象
と
す
え
て
ひ
た
す
ら
モ
ノ
的
に
蒐
集
す
る

姿
勢
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
実
際
に

こ
の
惨
事
が
自
分
達
に
何
ら
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
高
み
に
い
る
人
々
に
の

み
で
き
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

C

そ
れ
で
は
馬
琴
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
兎
園
小
説
余
録
』
に
お

い
て
永
代
橋
関
連
の
記
事
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
な
か
に
馬
琴
―

家
の
動
向
を
示
す
一
節
が
あ
る
。
妻
子
を
祭
に
赴
か
せ
た
馬
琴
が
永
代
橋
陥

落
の
こ
と
を
聞
い
た
と
き
ど
う
反
応
し
た
の
か
、
以
下
、
引
用
し
よ
う
。
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近
隣
の
と
も
が
ら
お
の
お
の
き
て
、
今
朝
お
ん
内
か
た
の
御
子
達
を
倶

し
て
、
祭
見
に
い
で
ま
せ
し
折
、
見
か
け
ま
ゐ
ら
せ
た
り
き
、
さ
ぞ
御

心
ぐ
る
し
く
お
ぽ
す
ら
め
、
と
く
人
を
遣
し
て
、
安
否
を
問
せ
給
は
ず

や
、
と
い
は
ざ
る
も
の
、
な
か
り
し
に
、
お
の
れ
答
て
、
い
な
か
ね
て

思
ふ
よ
し
あ
り
け
れ
ば
、
知
ら
る
、
ご
と
く
、
今
朝
い
と
は
や
く
出
し

や
り
け
れ
ば
を
ん
な
子
ど
も
の
あ
し
也
と
も
、
五
時
前
後
に
は
永
代
橋

を
渡
り
け
ん
、
件
の
橋
の
落
た
る
は
、
四
時
な
か
ば
と
聞
ゆ
れ
ば
必
恙

あ
る
べ
か
ら
ず
、
さ
れ
ば
迎
は
未
の
頃
よ
り
つ
か
は
す
べ
け
れ
ば
、
な

ほ
は
や
か
り
、
と
い
ふ
に
、
人
み
な
い
ぶ
か
り
て
、
な
ほ
か
に
か
く
と

い
ふ
者
多
か
り
、
…
己
は
件
の
時
刻
を
は
か
り
て
恙
あ
ら
じ
と
思
ひ
し

か
ば
、
初
よ
り
し
て
些
も
さ
わ
が
ず
・
・
・
吾
は
彼
橋
の
落
つ
べ
し
と
は
思

は
ざ
り
し
が
、
安
永
の
頃
、
大
橋
の
襴
干
を
推
測
せ
し
事
も
あ
れ
ば
、

人
多
く
出
ぬ
程
に
と
て
、
今
朝
は
や
く
出
し
や
り
し
は
、
わ
れ
な
が
ら

よ
く
も
量
り
つ
る
か
な
、
と
い
ひ
誇
り
て
笑
ひ
に
け
り

〔
馬
琴
『
兎
園
小
説
余
録
』
〕

南
畝
の
場
合
と
は
異
な
り
、
ど
う
や
ら
馬
琴
一
家
は
あ
る
意
味
で
こ
の
惨

事
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
風
聞
だ
け
で
は
な
く
そ
の
惨
事
の
折

の
己
れ
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
の
記
事
を
み
れ
ば
、
京
伝

と
同
じ
く
妻
子
を
祭
に
行
か
せ
た
夫
の
立
場
に
た
っ
て
の
表
現
が
な
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
京
伝
の
場
合
と
の
違
い
に
注
目
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
惨
事
を

ど
う
捉
え
る
か
、
ま
っ
た
く
正
反
対
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
必
よ
人
々
群
集
せ
る
祭
見
物
に
女
子
ど
も
を
つ
か
は
す
は
え
う
な
き

事
也
、
か
の
日
わ
が
や
か
ら
の
恙
な
か
り
し
は
幸
に
し
て
免
れ
た
る
也
、
必

是
わ
が
智
恵
の
す
ぐ
れ
た
る
に
は
あ
ら
ず
か
し
」
（
『
兎
園
小
説
余
録
』
第

-
）
と
い
う
表
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
わ
れ
な
が
ら
よ
く
も
量
り
つ
る
か

な
、
と
い
ひ
誇
り
て
笑
ひ
に
け
り
」
と
い
う
姿
か
ら
は
、
こ
の
惨
事
を
我
が

事
の
よ
う
に
案
じ
る
姿
勢
は
み
え
て
こ
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
己
れ
の

推
測
が
当
た
っ
た
こ
と
に
対
し
、
し
た
り
顔
の
馬
琴
の
姿
で
あ
る
。

こ
う
し
た
二
つ
の
例
と
比
較
す
る
に
、
京
伝
の
記
事
に
は
京
伝
の
一
家
の

そ
の
永
代
橋
陥
落
に
際
し
て
の
慌
て
ぶ
り
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
。
「
其
安
否
を
聞
か
さ
る
う
ち
は
一
時
は
か
り
心
を
い
た
め

ぬ
」
、
あ
る
い
は
「
我
身
に
あ
っ
か
ら
ぬ
事
な
か
ら
よ
そ
の
哀
れ
と
は
お
も

は
す
悲
歎
に
せ
ま
り
て
は
ら
わ
た
を
た
つ
こ
、
ち
す
な
り
」
（
『
夢
の
う
き

橋』

8
ウ
）
と
い
う
京
伝
な
ら
ば
、
こ
の
惨
事
に
お
け
る
人
々
の
嘆
き
は
他

人
ご
と
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
し
う
る
。
妻
百
合
へ
の
手
紙
は
、
京
伝
の
や

さ
し
さ
と
共
に
、
妻
の
身
を
案
じ
る
姿
が
よ
く
み
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
に
こ
の
惨
事
を
、
ま
た
こ
の
惨
事
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
趣
向
を
積

極
的
に
否
定
す
る
京
伝
の
〈
内
的
必
然
性
〉
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
う
。
南
畝
や
馬
琴
の
よ
う
に
、
「
絶
対
安
全
圏
」
か
ら
永
代
橋
陥
落
と
い

う
惨
事
を
眺
め
る
こ
と
は
、
京
伝
の
場
合
、
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
些
細
な
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
京
伝
は
意
外
に
そ
う
し
た
こ
と
に
拘

る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

永
代
橋
陥
落
と
い
う
惨
事
を
一
っ
の
視
座
に
据
え
て
、
そ
の
戯
作
へ
の
影

響
、
と
り
わ
け
京
伝
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
確
認
し
た
よ
う
な
変
容
が
京

伝
作
品
に
み
ら
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
従
来
的
な
観
測
に
し
た
が
え

ば
上
か
ら
の
規
制
に
よ
る
変
化
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
可
能

性
を
ま
っ
た
＜
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
別
の
可
能
性
と
し
て
、
あ
る



い
は
惨
事
が
も
た
ら
す
〈
内
的
必
然
性
〉
か
ら
の
変
化
と
捉
え
て
み
た
の
で

あ
る
。こ

う
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
な
想
像

も
あ
る
い
は
許
さ
れ
よ
う
か
。

つ
ま
り
京
伝
に
お
い
て
、
そ
の
資
質
の
上
で
、
最
も
興
味
の
あ
る
対
象
で

あ
っ
た
〈
水
〉
を
描
く
と
い
う
よ
り
も
水
死
を
描
く
ー
—
ー
と
い
う
趣
向

が
、
こ
の
惨
事
を
境
と
し
て
、
自
主
的
に
せ
よ
強
制
的
に
せ
よ
、
暫
ら
く
制

限
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
云
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
―
つ
の

事
故
を
境
に
し
て
作
品
が
変
化
を
み
せ
る
こ
と
。
恐
ら
く
江
戸
文
学
に
お
い

て
は
こ
う
し
た
内
的
な
〈
自
主
規
制
〉
が
何
ら
か
の
形
で
影
響
を
与
え
る
こ

と
が
有
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

文
学
の
背
景
に
は
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
社
会
の
変
容
が
あ
る
。
今
と
な

っ
て
は
見
失
わ
れ
た
、
あ
る
い
は
そ
の
関
係
を
見
い
だ
す
こ
と
が
困
難
な
、

社
会
の
有
り
様
と
文
学
作
品
と
を
再
び
結
び
つ
け
て
み
る
こ
と
。
本
稿
は
そ

う
い
う
観
点
か
ら
の
試
み
で
あ
る
。

注
①
三
田
村
鳶
魚
全
集
第
九
巻
「
永
代
落
橋
」
参
照
。
ち
な
み
に
燕
石
十
種
に
収
め
ら

れ
る
『
我
衣
』
に
は
該
当
記
事
は
見
当
ら
な
い
。

②
例
え
ば
曲
亭
馬
琴
『
兎
園
小
説
余
集
」
に
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

③
大
田
南
畝
編

r
夢
の
浮
橋
』
に
収
め
ら
れ
た
町
奉
行
か
ら
老
中
へ
の
書
上
に
よ
る
。

④
『
蛛
の
糸
巻
」
『
甲
子
夜
話
』
『
神
代
余
派
」
な
ど
に
一
項
目
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
惨
事
は
明
治
期
に
至
っ
て
も
話
題
と
成
り
得
た
よ
う
で
あ
る
。
菊
亭

香
水
纂
輯
で
『
永
代
惨
話
文
化
の
夢
』
な
る
書
物
が
明
治
十
六
年
八
月
萬
字
堂

か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
主
に
大
田
南
畝
『
夢
の
浮
橋
』
を
利
用
し
て
い
る
と
お

ぽ
し
い
。

⑤
ち
な
み
に
『
日
本
小
説
書
目
年
表
」
で
文
化
四
年
刊
の
合
巻
は
五
十
五
点
、
文
化

五
年
は
八
十
二
点
で
あ
る
。

⑥
今
田
洋
三
「
江
戸
出
版
の
資
本
」
（
『
江
戸
町
人
の
研
究
」

3
所
載
）

高
木
元
「
江
戸
読
本
の
形
成
」
（
「
文
学
」
昭
和
六
十
三
年
九
月
）

⑦
高
田
衛
「
江
戸
小
説
・
幻
想
と
怪
奇
の
構
造
」
（
ゴ
シ
ッ
ク
叢
書
『
城
と
眩
量
』

所
載
）

⑧
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
「
合
巻
作
風
心
得
之
事
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

去
る
九
月
二
十
日
〈
文
化
五
年
〉
、
蔦
屋
重
三
郎
よ
り
文
通
之
窮
、

合
巻
作
風
心
得
之
事

―
男
女
共
兇
悪
の
事
、

一
同
奇
病
を
煩
ひ
、
身
中
よ
り
火
杯
燃
出
、
右
に
付
怪
異
の
事
、

一
悪
婦
強
力
の
事
、

―
女
井
幼
年
者
盗
賊
筋
の
事

一
人
の
首
杯
飛
廻
り
候
事
、

一
葬
礼
の
体

一
水
腐
の
死
骸

一
天
災
之
事

一
異
鳥
異
獣
の
図

右
之
外
、
蛇
杯
身
体
手
足
へ
巻
付
居
候
類
、
一
切
〈
◎
此
の
間
不
明
〉
夫
婦
の

契
約
致
し
、
後
に
親
子
兄
妹
等
の
由
相
知
れ
候
類
、
都
而
当
時
に
拘
り
候
類
は

不
宜
候
由
、
御
懸
り
役
頭
よ
り
、
名
主
山
口
庄
左
衛
門
殿
被
申
聞
候
に
付
、
右

之
趣
仲
ヶ
間
申
合
、
以
来
右
体
の
作
出
板
致
間
敷
旨
取
極
致
置
候
間
御
心
得
に

も
相
成
可
申
哉
と
、
此
段
御
案
内
申
上
候
、

九
月
二
十
日
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蔦
重

著
作
堂
様

〔
「
著
作
堂
雑
記
抄
」
巻
一
―
-
(
r
曲
亭
遺
稿
』
四
―
一
頁
）
〕



⑨
注
6
今
田
氏
論
考
参
照
。

⑳
一
例
と
し
て
、
文
化
元
年
の
京
伝
読
本
『
優
曇
華
物
語
』
や
文
化
五
年
『
絞
染
五

郎
強
勢
談
』
な
ど
枚
挙
の
い
と
ま
が
な
い
。

⑪
時
代
は
下
が
る
が
鈴
木
牧
之
宛
京
山
尺
讀
に
も
出
版
統
制
に
つ
い
て
の
状
況
に
つ

い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

依
之
近
来
世
上
の
流
行
事
又
は
人
口
に
謄
灸
い
た
し
候
変
事
な
ど
、
作
意
の
禁

忌
に
て
御
座
候
…
享
保
以
来
の
御
掟
に
て
御
座
候

〔
『
江
戸
書
籍
商
史
』
―
―
―
九
頁
所
収
]

⑫
野
口
武
彦
氏
は
「
他
人
に
ふ
っ
て
か
か
っ
た
災
難
や
流
血
沙
汰
を
、
江
戸
市
井
の

庶
民
た
ち
が
い
か
に
物
見
高
く
、
か
つ
非
情
に
、
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
た
か
の
例
証
は

枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
」
（
『
江
戸
人
の
昼
と
夜
』
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑬
高
田
衛
氏
の
「
伝
奇
主
題
の
類
型
学
・
草
稿
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
和
五
十
二
年
十

月
）
は
か
一
連
の
論
考
に
詳
し
い
。

⑭
黄
表
紙
の
性
格
か
ら
み
て
死
を
扱
う
こ
と
は
、
笑
い
の
対
象
の
場
合
は
と
も
か
く

も
、
あ
ま
り
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑮
文
化
五
年
の
合
巻
十
作
を
、
京
伝
合
巻
の
大
半
に
存
在
す
る
序
文
に
示
さ
れ
る
稿

成
立
時
期
に
よ
っ
て
、
二
つ
に
分
け
た
場
合
、
明
ら
か
に
永
代
橋
陥
落
以
降
の
も

の
は
〈
水
〉
を
扱
っ
て
い
な
い
。

⑮
ち
な
み
に
、
文
化
六
年
か
ら
十
年
の
合
巻
3
8
作
中
、
1
2
作
が
、
例
え
ば
舟
上
で
の

喧
嘩
な
ど
を
描
い
て
い
る
が
、
水
死
を
示
す
表
現
は
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
見
あ
た

ら
な
い
。

⑰
例
え
ば
水
車
責
め
な
ど
、
文
化
五
年
以
前
に
み
ら
れ
た
〈
水
〉
が
ら
み
の
趣
向
な

ど
も
、
文
化
十
年
の
『
ヘ
マ
ム
シ
入
道
昔
話
』
以
降
、
再
び
登
場
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

⑬
こ
の
こ
と
は
京
伝
が
あ
く
ま
で
も
〈
水
〉
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
な
お
水
死
復
活
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
見
落
と
し
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
さ
ら
な
る
検
討
を
加
え
た
い
。

⑲
注
6
参
照

⑳
序
文
を
記
す
幽
筐
庵
祐
之
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
「
幽
筐
庵
」
の
周
辺
』
（
「
国
文

学
研
究
ノ
ー
ト
」

26
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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