
い
っ
た
い
「
深
谷
ね
ぎ
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
こ
の
数
か
月
間
考

え
続
け
た
末
に
た
ど
り
着
い
た
の
は
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
に
丈
の

低
い
緑
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
に
広
が
る
深
谷
ね
ぎ
に
つ
い
て
実

は
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
、
あ
る
種
心
地
よ
い
無
知
だ
っ
た
。
こ

れ
ま
で
に
知
り
得
た
も
っ
と
も
正
し
い
答
え
は
、「
深
谷
ね
ぎ
と

は
埼
玉
県
深
谷
市
周
辺
で
獲
れ
る
千
住
ね
ぎ
」。
金
沢
の
あ
る
流

通
業
者
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
上
で
の
「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
メ
ン
バ
ー
と

の
や
り
取
り
で
同
地
市
場
で
流
通
す
る
深
谷
ね
ぎ
の
産
地
を
「
深

谷
・
妻
沼
・
岡
部
・
本
庄
・
上
里
・
大
里
」
と
し
、
市
場
勤
続

四
十
年
の
仲
卸
の
ネ
ギ
担
当
者
の
「
深
谷
共
選
の
ネ
ギ
よ
り
も

上
里
、
本
庄
の
ネ
ギ
の
品
質
が
良
い
」
と
い
う
声
を
紹
介
し
て
い

る
。
も
し
か
す
る
と
「
深
谷
ね
ぎ
は
深
谷
市
産
」
と
思
っ
て
い
る

の
は
、
わ
れ
ら
深
谷
市
民
く
ら
い
か
も
知
れ
な
い
。
考
え
て
み
れ

ば
市
境
な
ん
て
、
数
十
年
に
一
度
変
わ
っ
て
き
た
。
二
〇
一
〇
年

は
群
馬
県
太
田
市
だ
っ
た
南
前
小
屋
が
深
谷
市
に
加
わ
っ
た
が
、

あ
る
日
の
深
夜
零
時
を
過
ぎ
た
ら
そ
れ
ま
で
生
え
て
い
た
同
じ
ね

ぎ
が
「
深
谷
ね
ぎ
」
に
変
わ
る
と
し
た
ら
そ
れ
こ
そ
お
か
し
い
で

は
な
い
か
。
な
に
し
ろ
私
た
ち
の
国
で
は
、「
千
葉
県
の
東
京
デ
ィ

ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
」
に
誰
も
何
も
い
わ
な
い
ほ
ど
鷹
揚
さ
は
美
徳
だ
。

深
谷
ね
ぎ
について
調
べて
い
た一月
だった
か
。
赤
城
お
ろ
し
が
唸
る
夕
方
、

車
の
中
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｆ
Ｍ
前
橋
の
群
馬
文
学
特
集
を
き
い
た
。「
群
馬
の
文

学
者
は
長
い
も
の
よ
り
短
い
も
の
、
詩
歌
に
す
ぐ
れ
た
作
家
が
多
い
で
す

ね
」
と
い
う
分
析
の
前
の
、
確
か
土
屋
文
明
文
学
館
長
に
よ
る
断
り
を
、

研
究
者
の
誠
実
が
端
的
に
現
れ
た
言
と
し
て
筆
者
は
そ
の
後
何
度
か
引

用
し
て
い
る
。「
あ
る
土
地
の
文
学
を
風
土
だ
け
で
語
る
の
は
よ
く
な
い
と

思
う
の
で
す
が
…
」。
意
識
の
記
録
で
あ
る
文
学
は
そ
う
だ
。
し
か
し
深

谷
ね
ぎ
は
、
そ
の
風
土
か
ら
語
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
農
作
物
だ
か

ら
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
こ
の
地
の
ね
ぎ
栽
培
に
対
し

て
の
利
、そ
し
て
理
が
よ
く
わ
か
る
。
ま
ず
は
深
谷
市
の
地
形
だ
。
市
ホ
ー

ムペー
ジ
が
語
る
よ
う
に
荒
川
と
利
根
川
と
い
う
大
き
な
河
川
に
は
さ
ま
れ

た
荒
川
扇
状
地
に
面
積一万
三
七
五
八
ヘク
タ
ールの
市
全
体
が
広
が
る
。

市
内
に
は
地
震
源
が
危
惧
さ
れ
る
「
深
谷
断
層
」
が
あ
る
が
、
も
う
少

し
利
根
川
寄
り
、
東
は
熊
谷
市
別
府
沼
か
ら
東
方
熊
野
神
社
、
原
郷

楡
山
神
社
と
い
う
市
内
で
も
指
折
り
の
森
を
経
て
現
在
の
深
谷
バイ
パス

と
並
行
に
、岡
部
道
の
駅
か
ら
ボ
ー
ト
ピアへと
伸
び
る
緩
や
か
な
段
差
が
、

こ
の
市
を
まった
く
違
った
二
つの
様
相
に
分
かつ
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
個

人
的
な
地
勢
観
だ
。
市
北
部
に
育
った
筆
者
は
車
の
免
許
を
取
る
ま
で

は
自
転
車
で
熊
野
神
社
の
横
か
ら
街
へ
出
て
い
た
が
、
高
度
成
長
期
の
面

影
を
残
す
サ
ン
ウェー
ブ
寮
横
、
か
り
ん
と
屋
柳
瀬
酒
店
か
ら
上
が
る
長
い

坂
に
は
、
よ
く
雨
の
境
目
が
あ
る
と
き
い
た
。
西
に
浅
間
、
北
に
赤
城
を

遠
く
に
、
そ
し
て
東
は
ど
こ
ま
で
行
って
も
田
ん
ぼ
が
広
が
る
ば
か
り
。
自

転
車
で
熊
谷
市
街
か
ら
訪
れ
た
高
校
の
同
級
生
が
、「
何
だ
こ
の
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
み
た
い
な
と
こ
ろ
は
」
と
いった
頭
上
に
天
球
が
広
が
る
低
地
に

対
し
て
、
熊
野
神
社
の
坂
の
向
こ
う
の
ど
ん
な
に
行
って
も
樹
や
建
物
が

続
く
こ
み
いった
台
地
。
両
者
の
間
に
は
、
中
学
の
頃
に
は
う
ま
く
な
ら
な

い
野
球
部
員
で
毎
日
踏
ん
で
い
た
明
戸
地
区
の
硬
い
土
と
試
合
で
行
った

花
園
地
区
の
粉
々
で
や
わ
ら
か
く
ス
ラ
イ
デ
ィン
グ
の
し
や
す
い
土
の
違
い
が

あ
る
。そ
う
やって
子
ど
も
の
頃
に
茫
洋
と
し
て
引
いて
い
た
世
界
の
境
目
。

そ
の
南
が
浅
間
か
ら
飛
ん
で
き
た
火
山
灰
が
積
もった
洪
積
土
壌
、
海

抜
五
十
～
百
土
メ
ー
トルの
「
櫛
引
台
地
」、
北
は
同
じ
浅
間
の
灰
が
利

根
川
に
よって
運
ば
れ
て
き
た
沖
積
土
壌
、
海
抜
三
十
～
四
十
メ
ー
トル

の
「
妻
沼
低
地
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
知
る
の
は
ずっと
後
だ
。
そ
し
て

こ
の
境
界
は
、「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
メ
ンバー
間
で
「
南
北
問
題
」
と
呼

ば
れ
る
ね
ぎ
生
産
様
式
の
境
界
に
な
る
。
少
し
雨
が
降
る
と
す
ぐ
に
靴
が

重
く
な
り
、
刈
り
入
れ
の
済
ん
だ
冬
も
梅
雨
の
後
の
八
月
の
晴
れ
続
き
で

も
、
か
ら
か
ら
に
乾
い
て
ひ
び
割
れ
る
北
の
土
地
を
「
強

地
（
こ
わ
ち
）」
と
呼
ぶ
こ
と
を
、
こ
の一月
、
農
村
環
境

保
全
協
議
会
収
穫
祭
で
訪
れ
た
利
根
川
の
よ
り
上
流
で

深
谷
と
は
同
じ
右
岸
、
洪
水
で
何
度
も
分
断
さ
れ
た
歴

史
を
持
つ
群
馬
県
伊
勢
崎
市
境
島
村
で
知
った
。「
やっ

ぱ
し
、
こ
わ
ち
じ
ゃ
ね
え
と
、いい
ね
ぎ
は
獲
れ
ね
ん
だ
い

ね
」
と
付
近
の
人
が
い
う
こ
の
呼
び
名
を
も
う
少
し
下

流
、
筆
者
の
近
く
の
畑
を
耕
す
「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
メン

バー
の
若
き
農
家
に
尋
ね
る
と
「
あ
、
こ
わ
ぢ
で
し
ょ
う
」

と
濁
って
発
音
す
る
。一方
、
日
本
のコミュニテ
ィシ
ネマの

雄
、深
谷
シ
ネマ
竹
石
研
二
館
長
、深
谷
出
身
の
映
画『
サ

イ
タマノ
ラッパー
』
シ
リ
ー
ズ
の
入
江
悠
監
督
ら
が
中
国

第
五
世
代
の
旗
手
、
陳
凱
歌
監
督
の
同
名
作
品
に
ち
な

ん
で
『
黄
色
い
大
地
』
と
呼
ぶ
南
部
の
北
関
東
ロ
ー
ム

層
。
冬
の
赤
城
お
ろ
し
が
強
い
日
に
深
谷
の
ア
ウ
ト
バー
ン

南
大
通
か
ら
岡
部
方
面
を
見
る
と
、
砂
塵
で
先
が
見
え

な
く
な
る
ほ
ど
軽
く
細
か
い
砂
地
だ
。
筆
者
の
弟
の
岡

部
の
同
級
生
宅
は
風
の
強
い
昼
間
は
見
え
な
いこ
と
か
ら

当
時
の
テ
レビアニメ
に
ち
な
ん
だ
「
バベルの
城
」
と
い
う

呼
び
方
は
南
部
の
冬
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
洪

積
土
壌
で
は
昭
和
四
十
年
代
ま
で
養
蚕
用
の
桑
、
夏
の

す
い
か
、
そ
し
て
岡
部
を
「
関
東一の
漬
物
名
産
地
」
に

し
た
練
馬
、
入
間
を
経
て
移
動
し
て
き
た
と
い
う
大
根
、
昭
和
終
盤
か

ら
の
ブロッコリ
ー
や
今
や
市
の
重
要
産
業
で
あ
る
チュー
リ
ップ
、
ゆ
り
の

花
卉
栽
培
な
ど
多
彩
な
農
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
深
谷
ね
ぎ
の

生
産
は
、
明
治
初
期
に
妻
沼
低
地
の一角
豊
里
地
区
で
始
まった
。
そ
れ

ま
で
こ
の
地
の
収
入
源
は
、
地
域
の
英
雄
渋
沢
栄一の
生
家
を
成
長
さ
せ

た
染
料
の
藍
と
、
絹
の一大
産
地
桐
生
を
中
心
に
北
関
東
に
広
がって
い

た
養
蚕
で
あ
る
。
藍
と
養
蚕
は
利
根
川
周
辺
の
地
を
豊
か
に
し
た
。
幕

末一八
六
二
年
の
「
武
州
自
慢
鑑
」
に
藍
で
富
を
築
い
た
者
を
番
付
で
表

し
た
「
藍
玉
力
競
」
が
残
って
い
る
が
、
番
付
中
八
十一人
全
員
が
利
根

川
周
辺
の
住
民
だった
と
い
う
。養
蚕
は
明
治
中
期
に
は
市
内
に
富
岡
館
、

開
国
館
、
大
里
製
糸
合
名
会
社
と
いった
製
糸
業
者
を
興
さ
せ
、
最
盛

期
に
は
千
葉
や
茨
城
な
ど
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働
者
が
集
ま
り
、
桂
庵
を

は
じ
め
と
す
る
彼
ら
の
常
宿
が
で
き
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
維
新
後
に

輸
入
が
始
まった
化
学
染
料
に
圧
さ
れ
て
藍
産
業
が
衰
え
た
頃
、
伝
説
で

そ
れ
と
あ
り
が
ち
な
か
ん
違
い
と
し
て
、
近
く
で
ラ
イ
バ
ル
と
さ

れ
る
こ
と
も
多
い
「
下
仁
田
ね
ぎ
」
と
同
様
、
深
谷
ね
ぎ
は
一
つ

の
品
種
だ
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
声
も
よ
く
き
く
。
そ
う
、
私
た

ち
「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
メ
ン
バ
ー
も
農
家
と
か
青
果
業
者
と
い
っ

た「
専
門
家
」以
外
は
、ね
ぎ
の
こ
と
な
ど
ろ
く
に
知
り
も
せ
ず「
深

谷
は
ね
ぎ
の
産
地
で
す
」
と
い
っ
て
い
た
の
が
現
状
だ
。
し
か
し

少
な
く
と
も
私
た
ち
は
た
っ
た
数
ヶ
月
な
が
ら
、
深
谷
ね
ぎ
の
こ

と
を
話
ば
か
り
で
な
く
後
で
書
く
「
利
き
ね
ぎ
」
で
一
夜
に
十
種

も
生
で
か
じ
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
私
た
ち
の
共
通
理
解
と
な
っ

た
の
は
、
深
谷
ね
ぎ
と
は
「
浅
間
山
か
ら
北
西
の
風
に
乗
っ
て
降

り
立
っ
た
の
と
坂
東
太
郎
利
根
川
に
運
ば
れ
て
き
た
の
、
時
間
差

が
あ
る
二
つ
の
道
を
経
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
乾
い
た
深
谷
周
辺
の

土
、
そ
の
中
で
長
い
白
い
部
分
を
湛
え
る
千
住
ね
ぎ
」。
そ
ん
な

解
釈
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
名
産
と
し
て
地
域
を
代
表
す
る
産
業
と

な
っ
た
百
年
で
そ
の
姿
は
大
き
く
変
わ
り
、
現
在
で
は
か
な
り
の

多
様
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
ゆ
め
☆
た
ま

ご
」
メ
ン
バ
ー
が
、
内
部
の
「
専
門
家
」
に
も
取

材
し
つ
つ
「
深
谷
ね
ぎ
と
い
う
現
象
」
を
考
え
て

み
た
い
。「
素
人
」
が
ま
っ
た
く
の
個
人
的
な
事
柄

も
含
め
て
「
深
谷
ね
ぎ
と
い
う
現
象
」
を
み
直
す

こ
と
で
、「
専
門
家
」
で
は
あ
り
得
な
い
新
た
な
視

点
が
示
せ
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

は
大
塚
の
針
谷
藤
太
郎
氏
が
千
葉
県
か
ら
導
入
し
て
自
家
用
につ
くった

の
が
深
谷
ね
ぎ
の
最
初
だ
。
そ
の
後
、
明
治
末
期
に
は
最
大
の
生
産
量

に
なった
新
会
（
新
戒
）
の
ほ
か
八
基
、
中
瀬
、
大
寄
は
ね
ぎ
の
産
地
に

なって
は
い
た
も
の
の
、
当
時
の
生
産
は
新
会
で
さ
え
米
、
大
麦
、
養
蚕

を
主
と
す
る
全
価
額
の
七
％
に
過
ぎ
な
い
。
大
正
時
代
に
は
後
述
す
る
よ

う
に
「
深
谷
葱
」
の
名
が
生
ま
れ
た
が
、そ
の
後
は一九
二
九
（
昭
和
四
）

年
に
起
こった
世
界
恐
慌
に
よ
る
海
外
市
場
喪
失
で
養
蚕
業
が
大
き
な

打
撃
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
ね
ぎ
栽
培
は
拡
大
し
て
い
く
。
中
心
は
明
治

末
期
の
土
壌
学
の
権
威
大
工
原
銀
次
郎
博
士
が「
全
国
三
大
肥
沃
地
」

に
選
び
地
元
の
人
も
「
日
本一肥
沃
な
土
地
」
と
呼
ぶ
、
有
機
質
沃
土

が
三
メ
ー
トルに
わ
たって
重
な
る
「
飯
玉
耕
地
」（
新
戒
の
小
字
）
を
は

じ
め
と
す
る
市
北
部
だった
。
で
は
、
深
谷
の
ね
ぎ
栽
培
に
対
す
る
優
位

性
は
何
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
考
え
る
べ
く
「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
深
谷

ね
ぎ
研
究
の
主
導
者
で
あ
り
筆
者
と
は
中
学
同
級
生
の
も
や
し
業
者
飯

塚
商
店
飯
塚
雅
俊
君
と
、
彼
が
開
発
し
た
埼
玉
県
産
在
来
大
豆
も
や

し
に
関
し
て
大
き
な
力
を
得
て
い
る
県
農
林
センタ
ー
Ａ
氏
に
話
を
き
き
に

行
った
。
土
壌
につい
て
筆
者
が
考

え
て
い
た
の
は
ま
ず
化
学
的
な
事

由
だ
っ
た
の
だ
が
、
小
春
日
和
の

大
里
農
林
セ
ン
タ
ー
で
展
開
さ
れ

た
Ａ
氏
の
講
義
は
も
っ
と
物
理
的

な
も
の
を
中
心
に
展
開
す
る
。
最

初
に
強
調
さ
れ
た
の
は
、「
土
性
」

に
お
け
る
「
粒
径
」
と
い
う
初
め

て
耳
に
す
る
単
語
だ
っ
た
。
数
か

月
前
に
浦
和
か
ら
帰
る
高
崎
線
で

県
産
在
来
大
豆
について
、「
同
じ

豆
で
も
米
で
も
、
そ
の
土
地
で
何

年
も
世
代
を
経
る
と
変
わって
く

る
ん
で
す
よ
」
と
語
って
く
れ
た
理

知
的
で
お
だ
や
か
な
口
調
で
Ａ
氏
は

い
う
。「
土
性
と
い
う
の
は
粒
径
の

世
界
な
ん
で
す
。
土
は
粒
径
に
よっ

て
砂
、シルト
質
、
粘
土
に
分
か
れ
、

そ
の
割
合
で
砂
土
、
壌
土
な
ど
に

分
類
さ
れ
ま
す
」。
そ
れ
か
ら
少

し
川
越
と
妻
沼
の
サ
ト
イ
モ
の
違
い

を
例
に
粒
径
につい
て
話
し
た
後
、

今
度
は「
排
水
性
」に
言
及
す
る
。

「
ね
ぎ
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
排

水
性
が
いい
か
ど
う
か
な
ん
で
す
。

ね
ぎ
は
過
湿
の
状
態
に
は
弱
く
、

乾
燥
に
は
強
い
。
排
水
性
が
よ
く

な
け
れ
ば
栽
培
で
き
ま
せ
ん
」。
な

ら
ば
深
谷
、
と
く
に
ね
ぎ
栽
培
で

は
先
発
の
豊
里
地
区
の
土
は
排

水
性
が
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
筆
者
に
疑
問
が
浮
か
ん
だ
。
子
ど
も
の
頃
に
よ
く
年
長
者
が
「
豊

里
の
方
じ
ゃ
、
墓
掘
る
と
水
が
出
て
掘
れ
ね
えっつ
う
で
」
と
いって
い
た
同

地
の
豊
富
な
地
下
水
源
。
こ
れ
は
「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
で
よ
く
知
る
よ

う
に
なった
弟
の
高
校
の
同
級
生
で
も
あ
り
利
根
川
に
程
近
い
横
瀬
丸
山

酒
造
丸
山
和
崇
社
長
に
き
い
た
、
同
酒
造
の
井
戸
が
深
さ
五
メ
ー
トルと

い
う
事
実
で
も
実
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
土
地
の
排
水
が
いいの
だ
ろ
う

か
。「
ね
ぎ
の
根
は
そ
ん
な
に
深
く
ま
で
伸
び
ま
せ
ん
。
土
の
中
と
い
う
の

は
地
表
付
近
か
ら
は
わ
か
ら
ず
、
五
メ
ー
トル
下
に
地
下
水
が
あって
も
地

表
付
近
の
排
水
は
いい
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
る
わ
け
で
す
」。
な
る
ほ
ど
。

同
じ
深
谷
で
も
、
砂
が
多
い
南
部
は
排
水
性
が
高
い
だ
ろ
う
。「
粘
土
に

比
べれ
ば
排
水
は
いいで
す
か
ら
、
雨
の
多
い
夏
に
も
強
いの
は
南
部
で
し
ょ

う
ね
。
で
も
、
南
部
も
北
部
も
、
土
そ
の
も
の
は
同
じ
浅
間
の
火
山
灰

な
ん
で
す
よ
」。
そ
れ
か
ら
の
Ａ
氏
の
話
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

埼
玉
で
も
県
中
部
ま
で
は
富
士
山
な
ど
箱
根
方
面
の
火
山
灰
が
中
心
だ

が
、
県
北
深
谷
ま
で
来
る
と
浅

間
の
灰
が
多
い
。
そ
の
後
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
こ
れ
を
「
板
鼻
黄

色
軽
石
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
知
った
。

だ
か
ら
深
谷
南
部
に
積
もった
砂

と
、
よ
く
い
わ
れ
る
利
根
川
の
氾

濫
で
北
部
に
重
ね
ら
れ
た
土
は
も

と
も
と
同
じ
出
自
な
の
だ
。
さ
ら

に
戦
後
生
ま
れ
の
私
た
ち
に
は
想

像
さ
え
難
し
い
深
谷
の
火
山
灰
の

来
歴
を
、
現
存
す
る
資
料
で
調
べ

た
。一九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年

刊
行
の『
利
根
川
と
深
谷
ね
ぎ
』

を
著
し
た
中
瀬
農
地
委
員
会
会

長
だった
石
原
政
雄
氏
は
史
料
か

ら
、
鎌
倉
期
か
ら
大
正
期
ま
で

計
五
十
五
回
に
の
ぼ
る
洪
水
を

数
え
て
い
る
。一九
七
三
（
昭
和

四
八
）
年
刊
行
、
当
時
豊
里
中

教
諭
だった
下
山
二
男
氏
著
『
利

根
川
流
露
の
変
遷
―
過
酷
な
水
と
の
闘
い
―
』
は
貴
重
な
画
像
資

料
を
ふ
ん
だ
ん
に
収
録
し
て
い
る
が
、
地
元
民
に
は一九一〇
（
明
治
四
三
）

年
の
洪
水
時
に
明
戸
が一面
湖
の
よ
う
に
なった
写
真
が
目
を
引
く
。な
お
、

後
に
熊
谷
玉
井
中
校
長
に
なった
下
山
氏
の
夫
人
ト
ヨ
子
先
生
は
筆
者

の
小
学
三
、四
年
時
の
担
任
。
当
時
の
社
会
の
副
読
本
、
確
か
タ
イ
トル

は
『
私
た
ち
の
郷
土
深
谷
』
の
表
紙
に
は
ほ
か
の
深
谷
名
物
を
バック
に

素
朴
な
筆
致
で
描
か
れ
た
長
ね
ぎ
が
あった
。
記
録
に
残
って
い
る
も
の
だ

け
で
も
洪
水
は
こ
れ
だ
け
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
さ
ら
に
長
い
年

月
を
か
け
て
利
根
川
が
深
谷
北
部
に
運
ん
だ
肥
沃
な
粘
土
は
ど
れ
だ
け

の
量
だった
の
か
。
こ
の
土
は
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
ね
ぎ
以
外
の
大
き
な

地
場
産
業
につ
な
がって
い
る
。
続
いて
風
に
乗
って
浅
間
か
ら
飛
ん
で
き
た

火
山
灰
。
筆
者
の
記
憶
に
は
学
校
に
行
く
前
の
朝
に
音
が
聞
こ
え
灰
が

うっす
ら
と
積
もった一九
七
三
年
の
噴
火
し
か
な
い
が
、
もっと
も
よ
く
知

ら
れ
る一七
八
三
年
天
明
の
大
噴
火
で
は
積
もった
砂
が
五
寸
＝
約一五
セン

チ
に
な
り
、
灰
を
片
づ
け
る
の
に
何
日
も
か
かった
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
関

東
ロー
ム
層
が
積
もった
の
も
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
よ
り
ずっと
前
。
火
山

灰
は
私
た
ち
に
とって
、い
わ
ば
先
住
民
な
の
だ
。
微
笑
み
な
が
ら
Ａ
氏
は

語
る
。「
火
山
灰
は
ケ
イ
素
が
多
い
。
火
山
灰
土
でつ
くった
桑
を
蚕
に
食

べさ
せ
る
と
よ
く
お
な
か
を
下
し
ま
す
。
そ
れ
と
火
山
灰
土
で
つ
くった
米

に
は
、コメ
ツ
キ
バッタ
、
ショウ
リ
ョウ
バッタ
がつ
か
な
い
ん
で
す
よ
」。
な
る

ほ
ど
、
ケ
イ
素
と
き
い
た
と
こ
ろ
で
かつて
は
深
谷
北
部
の一大
産
業
だった

瓦
、
煉
瓦
産
業
を
思
い
出
し
た
。「
そ
う
で
す
ね
。
浅
間
火
山
灰
か
ら
で

き
た
粘
土
が
瓦
や
煉
瓦
に
なった
と
い
う
の
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
ね
。
粒
径

の
違
い
は
流
れ
て
い
く
距
離
に
関
係
し
ま
す
。
利
根
川
の
近
く
で
ま
ず
重

い
砂
が
積
も
り
、
粒
径
の
小
さ
な
粘
土
は
遠
く
ま
で
行
く
。
だ
か
ら
同
じ

北
部
で
も
、
川
の
す
ぐ
そ
ば
は
砂
が
、
離
れ
て
い
く
と
粘
土
が
多
く
なって

い
く
ん
で
す
よ
。
粒
径
が
小
さ
く
孔
隙
率
の
高
い
、つ
ま
り
密
集
し
た
粘

土
は
、一度
固
め
る
と
な
か
な
か
離
れ
に
く
く
な
る
。
こ
の
特
性
は
瓦
や
煉

瓦
に
も
、
ね
ぎ
の
土
寄
せ
に
も
関
係
し
て
い
ま
す
ね
」。
こ
れ
は
深
谷
北
部

の
農
作
物
分
布
、
そ
れ
か
ら
昭
和一ケ
タ
世
代
が
よ
く
語
る
かつ
て
の
こ
の

地
の
土
地
利
用
が
う
ま
く
説

明
で
き
る
。
筆
者
が
住
む
明

戸
地
区
で
も
、
昨
年
深
谷
市

に
編
入
し
た
南
前
小
屋
か
ら

石
塚
、
江
原
の一部
ま
で
は
深

く
ま
で
根
を
伸
ば
す
ゴボ
ウ
や

ヤマ
イ
モ
栽
培
が
盛
ん
で
、
そ

れ
か
ら
前
述
の
段
差
ま
で
ね

ぎ
、
ほ
う
れ
ん
草
地
帯
が
続

く
。
そ
し
て
そ
の
土
は
、
煉

瓦
、
瓦
産
業
の
全
盛
期
に
大

量
に
売
ら
れ
た
と
い
う
。
当
時

の
様
子
を
知
る
人
々
は
語
る
。

「
昔
は
み
ん
な
田
ん
ぼ
に
し
た

く
っ
て
、
お
か
（
畑
）
の
土
、

煉
瓦
工
場
に
売
っち
ゃった
ん
だ

い
な
」。
思
い
起
こ
せ
ば
筆
者

が
小
学
生
の
頃
、
耕
地
整
理

前
の
田
園
地
帯
に
は
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
に
城
壁
の
よ
う
に
盛
り
上

がった
畑
が
あった
。
そ
れ
は
土
を
少
し
ず
つ
削
って
いった
途
中
の
風
景
だっ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
風
景
を
み
な
が
ら
の
通
学
途
中
、
同
級
生
Ｈ
君
が

「
畑一センチ
売
る
と
百
万
円
に
な
る
ん
だっつ
う
で
」
と
いって
い
た
の
は
、きっ

と
土
の
売
却
に
関
し
て
お
と
な
が
こ
ぼ
し
て
い
た
言
及
を
き
い
て
の
発
言

だった
ろ
う
。
さ
て
、
Ａ
氏
か
ら
は
こ
の
ほ
か
に
味
と
土
につい
て
の
話
も
き

い
た
が
、
そ
れ
は
「
品
種
」
の
章
で
語
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
風
土
」
に
関

す
る
も
う
ひ
と
つの
側
面
、
気
候
について
考
え
た
い
。
ね
ぎ
の
栽
培
は
排

水
性
が
か
ぎ
と
い
う
Ａ
氏
の
言
。
そ
う
き
い
た
と
き
に
筆
者
は
、
深
谷
周

辺
の
降
水
量
につい
て
質
問
し
て
み
た
。
熊
谷
気
象
台
の
、
乾
き
きった

二
〇一一年一月
の
降
水
量
は
ゼロ
。
も
う
少
し
長
期
間
で
な
い
と
比
較
に
な

ら
な
いの
で
、
冬
ね
ぎ
が
旬
の
十
二
月
か
ら
二
月
の
三
か
月
、
気
象
庁
の

デ
ー
タ
に
あ
る一九
七一～
二
〇
〇
〇
年
の
平
均
気
象
デ
ー
タ
を
東
京
、
緯

度
が
深
谷
と
ほ
ぼ
同
じ
で
海
が
近
い
鉾
田
と
比
べて
み
よ
う
。
降
水
量
＝

熊
谷
八
八・七
：
東
京一四
九・五
：
鉾
田一五
二・四
、
平
均
気
温
＝
熊
谷

四・六
：
東
京
六・七
：
鉾
田
三・四
、〇
度
以
下
の
日
数
＝
熊
谷
四
九・二
：

東
京一〇・〇
：
鉾
田
六
六・三
、
日
照
時
間
＝
熊
谷
五
九
二・三
、
東
京

五一一・〇
：
鉾
田
四
九
九・六
。
気
温
は
鉾
田
の
方
が
埼
玉
県
北
よ
り
低
い

が
、
二
〇一一年一月
の
平
均
風
速
は
熊
谷
三・二
メ
ー
トルに
対
し
鉾
田一・三

メ
ー
トルで
あ
る
。一般
に
風
速一メ
ー
トルで
体
感
温
度
は一度
違
う
と
い
わ

れ
る
か
ら
、
お
お
ざっぱ
な
論
理
で
な
ら
体
感
気
温
で
は
埼
玉
県
北
の
冬

の
方
が
寒
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
は
ね
ぎ
の
旬
の
時
季
の
深
谷
ね
ぎ

地
方
は
、
か
ら
か
ら
に
乾
いて
強
い
風
が
吹
いて
寒
い
と
い
う
こ
と
。
ひ
と
ま

ず
Ａ
氏
に
よ
れ
ば
ね
ぎ
栽
培
の
必
須
条
件
で
あ
る
乾
燥
は
ク
リ
ア
し
て
い

る
。
日
照
時
間
の
こ
と
を
Ａ
氏
にい
う
と
、「
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
ね
」
と
応
え
た
。
そ
し
て
深
谷
ね
ぎ
地
方
の
低
温
と
強
風

に
よ
る
寒
さ
。
こ
れ
は
味
に
も
大
き
く
関
係
す
る
。
そ
う
い
え
ば
「
ゆ
め

☆
た
ま
ご
」
メ
ンバー
で
強
地
を
本
拠
と
す
る
農
家
軍
団
「
利
根
川
Ｈａ

ｎ-

Ｒｕｎ
軍
」
の
産
業
祭
で
の
紹
介
マン
ガ
で
原
作
者
で
あ
る
筆
者
が
書

い
たコピ
ー
は
「
お
て
ん
と
さ
ん
と
土
の
恵
み
を
『
農
商
連
携
』
で
届
け
る

北
部
の
暴
れ
ん
坊
」
で
あ
る
。

唐
突
だ
が
こ
の
章
は
、
昨
年
十
二
月
に
愛
す
べ
き
「
三
十
歳
以
降

も
っ
と
も
評
価
を
落
と
し
た
男
」
Ｏ
君
の
主
催
で
何
を
思
っ
た
か

カ
ラ
オ
ケ
シ
ダ
ッ
ク
ス
で
開
か
れ
た
中
学
同
級
生
の
忘
年
会
で
の

話
か
ら
始
め
よ
う
。
別
の
同
級
生
Ｓ
君
は
長
年
続
け
て
き
た
建
設

業
の
ほ
か
に
、
父
親
が
や
っ
て
い
た
野
菜
出
荷
を
奥
さ
ん
と
始
め

た
。
色
男
で
調
子
者
。
高
校
が
隣
で
途
中
、
ま
だ
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
が
な
か
っ
た
頃
で
熊
谷
市
奈
良
の
絵
に
描
い
た
よ
う

な
「
た
ば
こ
屋
の
看
板
娘
」
の
お
姉
さ
ん
に
「
お
父
さ
ん
に
頼
ま

れ
た
ん
」
と
い
い
な
が
ら
セ
ブ
ン
ス
タ
ー
を
買
っ
て
い
た
頃
か

ら
、
近
く
娘
が
結
婚
す
る
と
い
う
今
も
い
さ
さ
か
白
髪
が
生
え
て

き
た
程
度
で
変
わ
り
は
な
い
。
そ
ん
な
Ｓ
君
が
ね
ぎ
の
切
り
方

に
つ
い
て
こ
う
い
っ
た
。「
こ
な
い
だ
テ
レ
ビ
で
み
た
ん
だ
け
ど

よ
、
ね
ぎ
っ
つ
ん
は
斜
め
ぇ
じ
ゃ
な
く
、
こ
う
ま
っ
す
ぐ
に
切
っ

た
方
が
う
め
ん
だ
っ
つ
う
で
な
」。
鍋
の
ね
ぎ
は
斜
め
に
切
る
べ

き
と
考
え
る
筆
者
が
即
座
に
、
そ
ん
な
ん
違
が
あ
よ
、
本
当
に
そ

う
や
っ
て
切
っ
て
う
ま
か
っ
た
ん
か
よ
、
と
い
ち
ゃ
も
ん
を
つ
け

る
と
、「
知
ら
ね
え
よ
、
テ
レ
ビ
で
そ
う
い
っ
て
た
ん
だ
よ
」。
そ

れ
か
ら
た
ぶ
ん
、
そ
う
い
う
自
分
で
食
っ
て
も
い
ね
え
こ
と
を
信

じ
る
ん
か
よ
お
め
え
は
、
と
い
っ
た
く
だ
ら
な
い
会
話
に
な
っ
た

後
、
一
時
間
遅
れ
で
会
場
に
つ
い
た
筆
者
は
そ
の
前
に
し
て
い
た

仕
事
の
疲
れ
も
あ
っ
て
寝
て
し
ま
い
、
Ｓ
君
の
娘
に
送
っ
て
も

ら
っ
た
と
い
う
の
を
ま
っ
た
く
お
ぼ
え
て
い
な
い
。
す
み
ま
せ
ん

Ｓ
君
、
で
も
ね
ぎ
の
切
り
方
は
別
だ
、
そ
う
い
う
テ
レ
ビ
で
い
っ

て
た
か
ら
と
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
吹
聴
す
る
の
は
メ
デ
ィ

ア
リ
テ
ラ
シ
ー
が
な
い
と
か
で
は
な
く
こ
の
く
だ
ら
ぬ
夜
の
話
を

持
ち
出
し
た
の
は
、
ね
ぎ
食
文
化
の
変
化
、
ひ
い
て
は
品
種
に
つ

い
て
一
つ
の
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
そ
し
て

Ｓ
君
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
最
後
に
も
う
一
度
登
場
し
て
も
ら
お

う
。
試
し
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
検
索
す
る
と
、
芯
と
垂
直
に
切

る
「
ぶ
つ
切
り
」
の
メ
リ
ッ
ト
は
煮
た
り
焼
い
た
り
す
る
と
き
に

芯
の
部
分
は
ね
ぎ
の
風
味
が
残
る
か
ら
ら
し
い
。
二
月
三
日
さ
い

た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
の
農
工
商
連
携
フ
ェ
ア
で
農
研
二
号
を

銘
柄
指
定
で
農
家
か
ら
直
接
買
っ
て
い
る
と
い
う
市
場
関
係
者
と

話
を
す
る
機
会
を
得
た
が
、
彼
に
よ
る
「
一
番
う
ま
い
ね
ぎ
の
食

い
方
」
は
「
ち
ょ
う
ど
い
い
長
さ
に
切
っ
て
、
切
れ
目
を
入
れ
て

フ
ラ
イ
パ
ン
で
焼
く
」
の
だ
そ
う
だ
。
と
は
い
え
年
代
や
家
庭
の

習
慣
に
よ
る
が
、
こ
の
地
方
の
冬
の
味
噌
汁
に
入
っ
て
い
る
よ
う

な
と
ろ
ん
と
し
た
や
わ
ら
か
い
ね
ぎ
か
ら
推
察
す
る
と
、
以
前
は

ね
ぎ
の
生
の
風
味
を
残
す
と
い
う
発
想
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
筆
者
は
、
子
ど
も
の
頃
に
あ
ま
り
生
ね

ぎ
を
食
べ
た
お
ぼ
え
が
な
い
。
そ
し
て
、
記
憶
の
中
で
も
っ
と
も

古
い
深
谷
ね
ぎ
に
関
す
る
新
聞
記
事
。
た
ぶ
ん
小
学
校
の
頃
だ
か

ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
読
売
新
聞
で
、
深
谷
ね
ぎ
は
鍋
に
す
る

と
溶
け
る
と
い
わ
れ
る
の
で
改
良
し
て
硬
く
し
た
ら
、
以
前
の
よ

う
な
甘
さ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
ピ
ン
チ
だ
、
と
い
う
内
容
が

あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
最
初
に
も
書
い
た
が
「
深
谷
ね
ぎ
」

と
い
う
「
品
種
」
は
な
い
。
一
般
に
「
千
住
ね
ぎ
」
と
総
称
さ
れ

る
白
い
部
分
の
長
い
根
深
ね
ぎ
で
、
最
近
初
め
て
み
せ
て
も
ら
っ

た
種
メ
ー
カ
ー
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
「
関
羽
一
本
丸
」
と
い
う
そ
れ

ら
し
い
も
の
か
ら
「
Ｔ
Ｓ
Ｘ-

０
５
７
」
と
い
う
車
か
バ
イ
ク
の

よ
う
な
も
の
ま
で
実
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
名
前
が
あ
る
。
な

お
、「
千
住
ね
ぎ
」
の
「
千
住
」
は
市
場
の
名
。
つ
ま
り
流
通
か

ら
き
た
も
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
ま
た
触
れ
よ
う
。

さ
て
、
前
章
で
書
い
た
千
葉
か
ら
導
入
伝
説
の
針
谷
藤
太
郎
氏
に

続
き
、
明
治
中
頃
に
は
上
新
戒
落
合
の
木
村
長
五
郎
氏
が
実
家
の

妻
沼
町
小
島
（
男
沼
地
区
）
か
ら
種
子
を
、
同
地
の
木
村
誉
之
氏

が
実
家
の
千
葉
松
戸
か
ら
持
ち
込
ん
で
一
度
は
失
敗
し
、
さ
ら
に

大
正
に
な
っ
て
横
浜
か
ら
一
本
ね
ぎ
の
種
子
を
買
っ
て
作
っ
た
と

い
う
記
録
が
あ
る
。
で
は
、
当
時
の
深
谷
ね
ぎ
は
ど
ん
な
だ
っ
た

か
。
農
家
の
話
で
は
、
同
じ
品
種
で
も
十
年
種
を
採
れ
ば
ま
っ
た

く
違
っ
た
ね
ぎ
に
な
る
。百
年
以
上
前
の
ね
ぎ
が
、い
ま
の
と
ま
っ

た
く
同
じ
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
。
昭
和
初
期
ま
で
つ
く
ら

れ
て
い
た
の
は
「
砂
村
」
と
い
う
品
種
。
天
正
年
間
（
一
五
七
三

～
九
二
年
）
に
栽
培
が
始
ま
る
古
い
品
種
で
、
現
在
の
江
東
区
砂

町
で
栽
培
さ
れ
た
の
が
名
の
由
来
だ
。
や
は
り
や
わ
ら
か
く
、
味

噌
と
い
っ
し
ょ
に
煮
え
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
砂

村
が
病
気
に
弱
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
昭
和
初
期
に
は
埼
玉
特

産
の
ね
ぎ
を
作
ろ
う
と
い
う
動
き
が
高
ま
る
。
越
谷
周
辺
の
夏
ね

ぎ
の
「
埼
黒
ね
ぎ
」
と
深
谷
周
辺
で
は
冬
ね
ぎ
の
「
玉
合
ね
ぎ
」。

二
品
種
が
作
ら
れ
た
。
こ
の
研
究
に
参
加
し
て
い
た
の
が
、
や
が

て
一
世
を
風
靡
す
る
「
西
田
」
と
「
宏
太
郎
」
の
中
瀬
出
身
の
西

田
父
子
、父
の
西
田
正
一
氏
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
後
も
中
国
の「
明

水
ね
ぎ
」
を
玉
合
ね
ぎ
に
交
配
し
て
太
く
長
い
ね
ぎ
を
つ
く
っ

た
。
そ
の
後
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
に
は
八
基
農
業
研
究

会
が
南
阿
賀
野
（
八
基
地
区
）
で
優
秀
な
種
子
を
選
別
、
翌
年
に

採
種
し
「
農
研
一
号
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
関
係
機
関
の
協
力
も

あ
っ
て
、
農
研
一
号
は
数
年
後
に
県
内
の
作
付
の
約
六
〇
％
を
占

【「
深
谷
ね
ぎ
」とい
う「
現
象
」】

【
二つの
浅
間
火
山
灰
が
出
会
う
約
束
の
土
地
～
深
谷
ね
ぎ
の
風
土
】

【
ね
ぎ
ぼ
う
ず
の
百
年
ロマン
～
深
谷
ね
ぎ
の
品
種
】

知楽交通舎・蘭塾

「深谷ねぎ」の現象学
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め
る
ま
で
に
な
っ
た
が
、
裏
を
返
せ
ば
当
時
は
現
在
の
よ
う
に

次
々
に
新
品
種
が
出
て
く
る
よ
う
な
技
術
は
な
か
っ
た
の
だ
。
さ

ら
に
一
九
六
〇
～
六
一
（
昭
和
三
五
～
三
六
）
年
の
バ
イ
ラ
ス
病

流
行
を
経
て
、
八
基
農
業
研
究
会
は
病
気
に
強
い
ね
ぎ
を
採
種
。

一
九
五
八（
昭
和
三
三
）年
に
現
在
も
根
強
い
フ
ァ
ン
を
持
つ「
農

研
二
号
」
と
命
名
し
た
。
二
～
三
本
に
分
け
つ
す
る
農
研
二
号

は
、
現
在
全
盛
の
Ｆ
１
種
の
ね
ぎ
よ
り
傷
つ
き
や
す
く
見
た
目
は

よ
く
な
い
が
や
わ
ら
か
く
味
わ
い
深
い
。
八
基
農
業
研
究
会
は
そ

の
後
、
太
く
て
長
い
一
本
ね
ぎ
に
主
流
が
移
っ
た
一
九
八
四
（
昭

和
五
九
）
年
に
「
農
研
五
一
号
」
を
作
り
当
時
は
贈
答
用
に
人
気

だ
っ
た
と
い
う
が
、
四
半
世
紀
を
越
え
た
現
在
、
今
回
の
研
究
で

は
名
前
を
き
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
西
田
父
子
は
耐
寒
性

の
強
い
品
種
の
研
究
を
継
続
。
一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
に
父

の
正
一
氏
が
や
は
り
二
、三
本
に
分
け
つ
し
一
、二
月
が
最
盛
期
の

「
西
田
ね
ぎ
」
を
。
息
子
の
宏
太
郎
氏
は
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）

年
か
ら
高
校
の
個
人
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
品
種
改
良
を
始
め
、

西
田
よ
り
早
く
十
～
十
二
月
に
出
荷
で
き
一
本
性
の
強
い
「
宏
太

郎
ね
ぎ
（
ビ
ッ
グ
フ
ェ
ロ
ー
）」
を
完
成
。
現
在
も
高
い
人
気
を

誇
っ
て
い
る
。筆
者
の
記
憶
で
は
現
在
の
深
谷
駅
舎
が
で
き
た
頃
、

上
り
ホ
ー
ム
熊
谷
方
向
に
降
り
る
階
段
に
大
き
な
広
告
パ
ネ
ル
が

あ
っ
た
し
、
今
で
は
確
認
で
き
な
い
が
本
庄
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
特
産
品
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
記
述
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
か
ら
、か
な
り
の
支
持
を
受
け
て
い
た
よ
う
だ
。

ち
な
み
に
筆
者
の
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
生
ま
れ
の
祖
父
は

生
前
九
五
歳
頃
ま
で
ね
ぎ
を
作
っ
て
い
た
が
、
何
度
も
種
苗
店
で

買
っ
て
く
る
よ
う
に
頼
ま
れ
た
の
が
西
田
。
最
後
の
数
年
は
宏
太

郎
し
か
置
い
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
祖
父
の
注

文
は
「
西
田
買
っ
て
来
て
く
ん
ど
」
だ
っ
た
。
ほ
か
で
も
今
回
筆

者
の
知
己
で
唯
一
飯
玉
耕
地
の
名
を
知
っ
て
い
た
市
内
の
新
戒
生

ま
れ
の
Ｍ
氏
は
、
一
九
二
〇
年
頃
生
ま
れ
の
祖
父
か
ら
生
前
「
い

だ
ま
の
宏
太
郎
が
一
番
う
め
え
ん
だ
」
と
き
い
て
い
た
と
い
う
。

そ
し
て
宏
太
郎
産
み
の
親
、
西
田
宏
太
郎
氏
は
現
在
も
存
命
。
あ

る
農
家
か
ら
「
宏
太
郎
さ
ん
と
は
よ
く
ダ
ン
ス
し
た
ん
だ
い
」
と

き
い
た
か
ら
、
ま
だ
お
会
い
す
る
機
会
は
な
い
が
、
ダ
ン
デ
ィ
な

農
村
紳
士
ぶ
り
を
想
像
す
る
と
楽
し
い
。
今
回
の
資
料
と
し
て
多

く
の
知
識
を
得
た
、「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
メ
ン
バ
ー
の
「
Ｆ
Ｇ
Ｆ

新
鮮
組
」
戸
丸
義
之
氏
か
ら
コ
ピ
ー
を
お
借
り
し
た
、
現
上
芝
東

小
河
田
重
三
校
長
の
長
期
研
修
報
告
「
埼
玉
県
に
お
け
る
ね
ぎ
生

産
地
域
の
変
容
に
関
す
る
研
究
」
は
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
発

行
の
た
め
、
ね
ぎ
の
品
種
の
記
述
は
「
西
田
」「
宏
太
郎
」、
そ
れ

と「
金
長
」で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
前
、一
九
八
二
年
の『
利

根
川
と
深
谷
ね
ぎ
』
で
は
、
金
長
と
西
田
、
そ
れ
か
ら
冬
の
収
穫

期
を
過
ぎ
て
か
ら
の
「
お
く
ね
ぎ
」
と
し
て
「
シ
オ
ド
メ
」、「
分

け
ね
ぎ
」
と
し
て
「
ジ
ャ
ン
ボ
」「
七
平
」「
ア
キ
ラ
」
の
品
種
名

が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
筆
者
も
、「
ジ
ャ
ン
ボ
」
の
種
袋
だ
け
は

記
憶
が
る
。
と
こ
ろ
で
、こ
こ
ま
で
何
度
か
書
い
た
「
Ｆ
１
種（
交

配
種
）」
と
は
固
定
し
た
形
質
を
持
っ
た
二
つ
の
品
種
を
業
者
が

交
配
し
た
一
代
き
り
の
品
種
で
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
の
野
菜
が

こ
の
Ｆ
１
種
だ
。
付
け
加
え
る
と
日
本
の
野
菜
の
種
の
自
給
率
は

約
一
〇
％
な
い
と
い
わ
れ
る
。
Ｆ
１
種
は
親
世
代
に
比
べ
て
生
育

が
よ
く
形
質
も
優
れ
て
い
る
が
、
種
子
を
ま
い
て
も
次
世
代
は
同

じ
形
質
は
そ
ろ
わ
ず
、
品
質
も
下
が
る
た
め
種
採
り
を
す
る
こ
と

は
あ
ま
り
な
い
。
他
品
種
と
い
っ
し
ょ
に
栽
培
す
る
と
自
然
に

受
粉
し
て
し
ま
う
た
め
、
交
配
種
は
ほ
か
の
品
種
の
な
い
南
米

な
ど
の
奥
地
で
栽
培
採
種
さ
れ
る
と
い
う
。
ね
ぎ
は
ほ
か
の
野

菜
に
比
べ
て
Ｆ
１
化
が
遅
れ
た
が
、
現
在
で
は
多
く
の
Ｆ
１
種

＝
交
配
種
が
あ
り
、
こ
こ
十
年
は
む
し
ろ
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

対
し
て
、
農
研
、
西
田
シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
に
種
苗
業
者
の
交
配

に
よ
ら
な
い
も
の
、自
分
で
採
種
で
き
る
品
種
を
「
固
定
種
（
在

来
種
）」
と
い
う
。
種
も
安
価
だ
が
、
品
が
揃
い
に
く
く
Ｆ
１

種
に
比
べ
て
栽
培
は
難
し
い
。
な
お
、種
苗
業
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
み
る
と
「
西
田
」「
金
長
」
な
ど
も
と
は
固
定
種
だ
っ

た
品
種
か
ら
交
配
し
た
種
も
あ
る
よ
う
だ
。
品
種
は
今
回
の
研

究
の
大
き
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
が
、
梅
ま
つ
り
カ
ル
ソ
ッ
ツ
直
前

に
商
工
振
興
課
ね
ぎ
之
進
か
ら
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
「
先
輩
女
子
に

教
え
て
い
た
だ
い
た
」
と
い
う
密
度
の
濃
い
市
内
菅
沼
の
種
苗

業
者
小
池
勝
次
郎
商
店
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
情
報
を
入
手
。
大
い

に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
現
在
人
気
の
あ
る
品
種
を
い

く
つ
か
あ
げ
よ
う
。
生
産
者
の
「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
メ
ン
バ
ー

「
利
根
川
Ｈ
ａ
ｎ-

Ｒ
ｕ
ｎ
軍
」
高
橋
正
樹
大
佐
に
よ
れ
ば
「
巻

き
（
葉
の
重
な
る
枚
数
）
が
少
な
く
扱
い
が
難
し
い
」
が
「
Ａ

品
率
（
秀
品
率
、
上
物
率
も
同
じ
）」
は
高
く
甘
み
が
強
い
「
ホ

ワ
イ
ト
ス
タ
ー
」、
品
質
が
揃
い
や
す
く
秀
品
率
が
高
い
“
ね

ぎ
界
の
カ
ロ
ー
ラ
”
と
も
い
え
る
存
在
の
「
夏
扇
四
号
」
や
「
春

扇
」
な
ど
「
扇
」
系
な
ど
が
代
表
的
な
「
Ｆ
１
品
種
」
だ
。
な
お
、

「
Ａ
品
率
（
秀
品
率
、
上
物
率
）」
と
は
、
味
は
関
係
な
く
「
長

さ
」
な
ど
見
た
目
だ
け
で
決
定
さ
れ
る
市
場
の
「
Ａ
品
」
の
割

合
。
ま
た
、
播
い
た
種
に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
の
ね
ぎ
が
採
れ

る
か
を
「
歩
留
ま
り
」
と
い
う
。
深
谷
ね
ぎ
が
Ｆ
１
品
種
に
大

き
く
シ
フ
ト
し
た
の
は
、
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
、
冷
夏
が

原
因
の
い
わ
ゆ
る
「
平
成
コ
メ
騒
動
」
と
同
年
、
深
谷
周
辺
で

小
菌
核
腐
敗
病
や
黒
腐
菌
核
病
の
流
行
し
た
こ
と
が
決
定
的

だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
年
の
流
行
病
で
ほ
と
ん
ど
の
ね
ぎ
が
壊

滅
的
な
打
撃
を
受
け
る
な
か
、
あ
る
Ｆ
１
品
種
だ
け
が
病
気
と

無
縁
だ
っ
た
。
痛
い
目
に
あ
っ
た
生
産
者
は
以
後
そ
の
品
種
を

こ
ぞ
っ
て
つ
く
っ
た
が
、
別
の
年
に
今
度
は
ほ
か
の
ね
ぎ
が
何

と
も
な
い
の
に
そ
の
品
種
だ
け
が
病
気
に
か
か
っ
て
し
ま
う
。

翌
年
か
ら
そ
の
品
種
は
す
っ
か
り
深
谷
の
畑
か
ら
い
っ
た
ん
消

え
、
ブ
ー
ム
の
去
っ
た
今
で
は
地
味
な
が
ら
つ
く
り
続
け
ら
れ

て
い
る
。
補
足
す
る
と
、
こ
の　
“
一
九
九
三
年
シ
ョ
ッ
ク
＝

平
成
ね
ぎ
騒
動
”
は
当
時
市
場
開
放
を
始
め
た
中
国
か
ら
の
輸

入
ね
ぎ
の
呼
び
水
と
な
り
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
発
効
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
を
産
ん
だ
。
二
〇
一
一
年
の
現
在
、
生
産
者
に
と
っ

て
ね
ぎ
の
品
種
選
び
に
病
気
と
歩
留
ま
り
が
占
め
る
ウ
ェ
ー
ト

は
大
き
い
。
こ
の
冬
も
南
部
の
あ
る
生
産
者
の
畑
で
は
、
一
つ

の
品
種
は
「
く
ろ
き
ん
」（
黒
腐
菌
核
病
）
に
や
ら
れ
て
一
枚

皮
を
む
く
と
墨
が
染
み
こ
ん
だ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
同
じ
畑
で

も
別
の
品
種
は
何
と
も
な
い
そ
う
だ
。
メ
ー
カ
ー
は
多
様
な
品

種
を
提
供
し
、
生
産
者
は
病
気
に
負
け
ず
市
場
で
高
値
を
つ
け

る
可
能
性
に
か
け
て
そ
れ
を
求
め
る
。
多
様
な
品
種
の
中
に
は
、

人
気
ブ
ラ
ン
ド
と
ほ
ぼ
同
じ
製
品
を
他
社
に
委
託
し
た
い
わ
ば

“
Ｏ
Ｅ
Ｍ
品
種
”
も
あ
る
と
い
う
。
基
本
的
に
味
が
問
わ
れ
な

い
市
場
で
は
、「
太
く
て
き
れ
い
な
」
ね
ぎ
が
農
家
に
は
う
れ

し
い
。
さ
ら
に
病
気
に
負
け
な
い
た
め
か
、
一
部
の
生
産
者
か

ら
は
「
あ
ら
あ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
だ
」
と
評
さ
れ
る
硬
い
品
種
も

生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
前
出
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
で
話

を
し
た
市
場
関
係
者
の
よ
う
に
農
研
二
号
指
名
買
い
の
消
費
者

も
い
る
し
、
出
荷
と
は
別
に
自
宅
食
用
に
農
研
二
号
の
柵
を
つ

く
っ
て
い
る
と
い
う
生
産
者
の
話
も
き
い
た
。
品
種
に
よ
る
味

の
違
い
に
つ
い
て
「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
で
は
今
年
一
月
十
七
日

に
「
利
き
ね
ぎ
」
と
い
う
前
代
未
聞
の
実
験
的
な
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
触
れ
よ
う
。
品
種
は

も
ち
ろ
ん
季
節
に
よ
っ
て
使
い
分
け
る
し
、
近
く
の
生
産
者
で

も
ま
っ
た
く
別
の
品
種
を
使
う
こ
と
も
多
い
。
か
つ
て
に
比
べ

て
深
谷
ね
ぎ
は
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
生
産
状
況
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
強
調
し
て
こ
の
章
を
終
わ
ろ
う
。
筆
者
は
祖
父
が
ま

だ
ね
ぎ
を
作
っ
て
い
た
頃
、
風
呂
に
入
る
と
買
っ
て
き
た
ね
ぎ

の
種
を
入
れ
た
手
ぬ
ぐ
い
の
袋
が
桶
に
入
っ
て
ぷ
か
ぷ
か
と
浮

か
ん
で
い
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る
。
そ
の
種
が
採
種
し
た
も

の
か
ど
う
か
当
時
き
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
Ｆ
１
品
種
が
主

流
と
知
っ
た
い
ま
は
春
先
に
ち
ら
ほ
ら
み
る
ね
ぎ
ぼ
う
ず
も
少

し
さ
び
し
い
気
も
す
る
。

「
ふ
か
や
葱　

深
谷
の
駅
に
積
ま
れ
ゐ
て　

さ
き
た
ま
あ
が
た　

冬
に
入
り
け
り
」。
群
馬
高
碕
出
身
で
、
小
林
秀
雄
に
激
賞
さ
れ

師
事
し
た
昭
和
の
ダ
ン
デ
ィ
・
山
口
瞳
に
歌
へ
の
夢
を
あ
き
ら
め

さ
せ
た
と
い
う
天
才
歌
人
吉
野
秀
雄
、
歌
集
『
早
梅
集
』
に
収
録

さ
れ
た
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
作
だ
。
生
涯
病
と
闘
っ
た
吉

野
に
は
病
気
の
歌
も
多
い
が
、
本
作
は
厳
し
い
冬
を
前
に
し
た
の

ん
き
な
静
け
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
風
邪
の
時
に
喉
に
巻
く
な
ど
民

間
薬
と
し
て
の
機
能
も
重
要
だ
っ
た
ね
ぎ
が
積
み
重
な
っ
た
様
子

は
、
病
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
歌
人
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
の
だ
ろ

う
。「
千
住
ね
ぎ
」
も
市
場
の
名
だ
っ
た
が
、
歌
人
が
積
ま
れ
た

ね
ぎ
で
冬
を
感
じ
た
深
谷
駅
が
実
は
「
深
谷
ね
ぎ
」
命
名
の
き
っ

か
け
ら
し
い
。
大
正
時
代
に
ね
ぎ
の
相
場
が
下
が
っ
た
こ
と
が
あ

り
、
当
時
の
八
基
村
の
指
導
者
渋
沢
治
太
郎
氏
が
相
談
に
来
た

の
で
、
後
に
初
代
深
谷
市
長
を 

務
め
た
安
部
彦
平
氏
経
営
、
中

仙
道
き
っ
て
の
海
産
物
問
屋
と
謳
わ
れ
た
乾
物
屋
永
徳
屋
本
店

が
自
分
の
取
り
引
き
先
だ
っ
た
信
州
、
北
陸
、
北
海
道
、
東
北
に

深
谷
駅
か
ら
ね
ぎ
を
出
荷
。
そ
の
時
に
駅
の
名
を
と
っ
て
「
深
谷

葱
」
の
商
標
を
つ
け
た
の
が
最
初
と
い
う
。
流
通
な
く
し
て
産
業

は
な
い
。
資
料
を
み
る
と
、
深
谷
ね
ぎ
の
歴
史
は
流
通
の
歴
史

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
出
河
田
氏
資
料
か
ら
孫
引
き
に
な
る

が
、
そ
れ
ま
で
近
辺
に
の
み
出
荷
さ
れ
て
い
た
深
谷
ね
ぎ
が
東
京

デ
ビ
ュ
ー
し
た
の
は
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
。
大
塚
の
松
村
有

七
氏
に
よ
っ
て
出
荷
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
三
年
後
に
は
血
洗
島
の

林
文
一
氏
が
二
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
に
む
き
ね
ぎ
を
積
ん
で
直
接
東

京
へ
出
荷
し
た
の
が
、
当
時
画
期
的
な
出
来
事
と
し
て
話
題
に

な
っ
た
と
い
う
。
大
正
の
終
わ
り
に
は
個
人
よ
り
団
体
で
出
荷

す
る
メ
リ
ッ
ト
が
見
出
さ
れ
、
豊
里
に
相
次
い
で
組
合
が
誕
生
。

一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
の
河
田
義
雄
氏
は
画
期
的
な
深
谷
の

叶
屋
自
動
車
と
提
携
を
果
し
た
。
東
京
を
お
も
な
消
費
地
と
し
て

発
展
し
た
深
谷
ね
ぎ
の
流
通
は
当
初
「
土
つ
き
六
貫
目
俵
」
で
輸

送
さ
れ
、
途
中
の
板
橋
志
村
坂
で
は
「
立
ち
ん
棒
」
と
呼
ば
れ
る

人
々
が
重
い
荷
を
押
し
て
運
ば
れ
た
と
い
う
。
ま
た
当
時
か
ら
都

内
の
消
費
者
は
泥
つ
き
を
嫌
う
よ
う
に
な
り
、
こ
の
嗜
好
の
流
れ

は
す
で
に
書
い
た
Ｆ
１
品
種
全
盛
に
つ
な
が
る
。
昭
和
に
入
っ
て

か
ら
も
、
豊
里
は
農
業
先
進
地
区
と
し
て
周
辺
ね
ぎ
生
産
界
を
牽

引
し
た
。
戦
後
の
消
費
拡
大
と
と
も
に
市
北
部
豊
里
、
明
戸
地
区

の
ね
ぎ
作
付
面
積
は
増
加
し
た
が
、
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年

の
生
産
農
業
所
得
で
は
、
豊
里
村
（
当
時
）
の
平
均
所
得
は
埼
玉

県
全
体
の
二
倍
以
上
。
ね
ぎ
は
儲
か
る
野
菜
だ
っ
た
の
だ
。
河
田

氏
資
料
に
は
前
出
「
日
本
一
肥
沃
」
な
飯
玉
耕
地
の
新
会
（
新
戒
）

で
お
も
し
ろ
い
話
が
出
て
く
る
。
利
根
下
流
の
妻
沼
男
沼
地
区
に

は
新
会
か
ら
の
お
嫁
さ
ん
が
多
く
、
実
家
を
通
し
て
農
業
技
術
交

流
が
盛
ん
で
「
野
菜
の
先
生
は
豊
里
（
新
会
）
だ
っ
た
」
と
当
時

の
地
元
農
家
が
語
っ
た
と
い
う
。
そ
の
う
ち
、
交
通
手
段
の
発
達

と
と
も
に
流
通
も
変
化
し
た
。
お
も
な
消
費
地
で
あ
る
京
浜
地
区

だ
け
で
な
く「
山
出
し
」と
呼
ば
れ
る
北
海
道
、東
北
ル
ー
ト
も「
野

菜
移
出
商
人
」
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
が
、「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
メ

ね
ぎ
之
進
が
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」

と
深
谷
ね
ぎ
の
関
わ
り
の
話
を
し
よ
う
。
昨
年
十
一
月
の
深
谷
市

産
業
祭
で
、
市
役
所
商
工
振
興
課
の
呼
び
か
け
で
産
学
官
連
携
で

の
産
業
振
興
を
目
的
に
集
ま
っ
た
「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」。
発
足
時
の

ね
ぎ
関
連
業
者
は
、
利
根
川
Ｈ
ａ
ｎ-

Ｒ
ｕ
ｎ
軍
の
ほ
か
、
漬
物
の

マ
ル
ツ
食
品
、
ホ
ー
ム
メ
イ
ド
ラ
ン
チ
ひ
ま
わ
り
の
食
品
業
者
と
、

ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
で
は
ね
ぎ
植
え
の
高
齢
者
が
腰
が
痛
い
と
い

う
の
で
車
輪
を
つ
け
て
負
担
を
な
く
し
た
累
計
販
売
二
百
台
の“
ね

ぎ
畑
の
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
”
ね
ぎ
定
植
機
を
発
明
商
品
化
し

た
荻
野
製
作
所
だ
け
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
二
月
三
日
の
農

工
商
連
携
フ
ェ
ア
も
あ
っ
て
飲
食
業
者
が
続
々
参
加
。
生
産
者
で

は
、
Ｆ
Ｇ
Ｆ
新
鮮
組
、
フ
ァ
ー
ム
ヤ
ー
ド
、
飲
食
業
で
は
ウ
ス
キ
ン

グ
ベ
ー
グ
ル
、
パ
ン
チ
ャ
・
ピ
エ
ー
ナ
、
う
ど
ん
茶
屋
三
男
坊
、
や

ま
だ
家
、
ペ
ル
ー
文
化
を
伝
え
る
「
ワ
ン
カ
イ
イ
ナ
」
ソ
ー
ス
の
雄

飛
グ
ル
ー
プ
な
ど
が
地
元
の
ね
ぎ
を
使
っ
た
商
品
を
他
業
者
と
の

連
携
も
含
め
、
競
う
よ
う
に
開
発
し
て
い
る
。
農
工
商
連
携
フ
ェ

ン
バ
ー
の
も
や
し
生
産
販
売
者
飯
塚
商
店
、
飯
塚
君
の
昨
年
亡
く

な
っ
た
お
父
さ
ん
も
、
も
と
は
新
潟
や
東
北
に
ね
ぎ
な
ど
の
野
菜

を
運
ん
で
い
た
業
者
。
出
張
中
に
宿
泊
し
た
会
津
の
農
家
で
知
っ

た
も
や
し
業
を
市
内
新
井
で
始
め
た
の
が
始
ま
り
と
い
う
。
深
谷

ね
ぎ
地
域
に
は
多
く
の
市
場
が
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
流
通

ル
ー
ト
を
持
っ
て
発
展
し
て
き
た
し
、
出
荷
組
合
、
農
協
の
一
元

出
荷
、大
里
一
元
出
荷
な
ど
出
荷
方
法
も
変
遷
し
て
き
た
。ユ
ニ
ー

ク
な
存
在
と
し
て
は
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
に
六
〇
戸
の
農

家
で
ス
タ
ー
ト
し
、
全
盛
期
の
昭
和
四
〇
年
代
に
は
年
間
四
億
円

の
売
上
を
記
録
、
昭
和
の
終
わ
り
に
解
散
し
た
妻
沼
男
沼
地
区
の

「
愛
農
会
」
も
あ
る
。
高
度
成
長
期
に
は
農
業
も
大
き
く
発
展
し

た
が
、
農
具
の
果
し
た
役
割
も
大
き
い
。
高
島
の
飯
塚
房
雄
氏
は

一
九
六
二（
昭
和
三
七
）年
に
培
土
機
と
し
て
の
耕
運
機「
豆
ト
ラ
」

を
開
発
。
最
初
は
青
葉
を
な
ぎ
倒
し
て
し
ま
う
の
で
相
手
に
さ
れ

な
か
っ
た
が
、
や
が
て
倒
す
の
は
出
荷
時
に
取
っ
て
し
ま
う
葉
だ

と
わ
か
り
二
年
後
に
は
爆
発
的
に
普
及
し
た
と
い
う
。
一
九
六
六

（
昭
和
四
一
）
年
に
は
土
寄
せ
機
も
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
い
る
。
引

用
は
既
出
『
利
根
川
と
深
谷
ね
ぎ
』
だ
が
、
図
書
館
で
キ
ュ
ー
ト

な
「
豆
ト
ラ
」
の
文
字
を
み
つ
け
た
筆
者
は
心
が
躍
っ
た
。
自
分

の
幼
児
期
に
祖
父
が
使
っ
て
い
た
耕
運
機
の
さ
び
が
目
立
つ
赤
い

ボ
デ
ィ
に
書
か
れ
て
い
た
文
字
こ
そ
「
マ
メ
ト
ラ
」
だ
っ
た
の
だ
。

話
を
戻
そ
う
。
一
九
七
〇
年
代
に
ス
ー
パ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
大

型
量
販
店
が
登
場
以
降
は
、
さ
ら
に
流
通
の
か
た
ち
は
変
わ
っ
て

き
た
。
メ
ー
カ
ー
と
の
直
接
契
約
も
そ
の
一
つ
で
、
か
つ
て
は
土

が
や
わ
ら
か
く
寄
せ
に
く
い
た
め
ね
ぎ
に
不
向
き
と
さ
れ
た
南
部

の
藤
沢
地
区
櫛
引
で
の
ね
ぎ
導
入
は
一
九
八
〇
（
昭
和
五
〇
）
年

頃
に
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
乾
燥
野
菜
用
と
し
て
始
ま
っ
た

と
い
う
。
と
は
い
え
こ
の
頃
に
は
技
術
的
な
向
上
も
あ
り
、
ま
た

土
に
と
っ
て
ね
ぎ
は
新
し
い
作
物
だ
っ
た
た
め
、
南
部
で
も
高
品

質
の
ね
ぎ
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
状
況
は
変
わ
っ
て
い
る
。

と
く
に
多
雨
の
夏
期
で
は
砂
壌
土
で
水
は
け
が
い
い
南
部
の
方

が
、
ね
ぎ
栽
培
に
向
く
。
利
根
川
Ｈ
ａ
ｎ-

Ｒ
ｕ
ｎ
軍
高
橋
大
佐

は
、
契
約
業
者
に
年
間
を
通
じ
て
安
定
供
給
す
る
た
め
夏
期
は
市

内
南
部
で
生
産
し
て
い
る
と
い
う
。
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
平
成
期
か

ら
は
資
本
の
集
中
が
進
ん
で
い
る
が
、
一
方
で
生
産
者
や
関
係
団

体
に
よ
る
産
直
店
も
増
え
て
い
る
。
生
産
現
場
の
機
械
化
は
さ
ら

に
進
み
、
流
通
で
は
配
送
が
交
通
網
の
進
化
や
シ
ス
テ
ム
化
で
格

段
に
高
度
化
し
た
。
特
産
品
の
ね
ぎ
を
め
ぐ
る
文
化
的
な
試
み
も

た
く
さ
ん
あ
る
。
一
九
九
八
年
（
平
成
十
）
年
に
市
の
Ｐ
Ｒ
事
業

と
し
て
島
津
亜
矢
が
歌
っ
た
『
お
ね
ぎ
の
マ
ー
チ
』
が
登
場
。
踊

り
が
運
動
会
な
ど
で
踊
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
深
谷
駅
の
発
車
メ
ロ

デ
ィ
ー
に
も
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
に
ご
当

地
映
画
と
し
て
製
作
さ
れ
た
た
か
ひ
ろ
や
監
督
『
傘
』
で
は
、
ヒ

ロ
イ
ン
が
ね
ぎ
農
家
の
娘
と
し
て
登
場
し
た
。
二
〇
一
〇
年
に
デ

ビ
ュ
ー
し
た
深
谷
市
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ
「
ふ
っ
か
ち
ゃ
ん
」
は
ね
ぎ

が
頭
に
生
え
て
い
る
し
、「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

ね
ぎ
之
進
は
頭
に
載
せ
て
い
る
。

ア
に
向
け
た
取
組
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と

な
っ
た
イ
ベ
ン
ト
が
一
月
十
七
日
の

「
利
き
ね
ぎ
」
だ
。
飯
塚
商
店
飯
塚

君
の
発
案
の
も
と
、「
伝
え
る
こ
と
」

を
テ
ー
マ
と
す
る
「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」

思
想
に
基
づ
き
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富

ん
だ
深
谷
ね
ぎ
の
世
界
の
理
解
を
深

め
よ
う
と
産
地
、
品
種
の
異
な
る
市

内
十
の
ね
ぎ
の
素
性
を
明
ら
か
に
し

た
上
で
味
わ
う
と
い
う
画
期
的
な
試

み
だ
っ
た
。
報
道
陣
、
野
菜
ソ
ム
リ

エ
ら
外
部
の
参
加
に
小
島
進
市
長
も

交
え
て
、
生
ね
ぎ
の
鮮
烈
さ
に
涙
を
流
し
、
茹
で
ね
ぎ
の
甘
さ
に

ほ
ろ
っ
と
し
た
約
二
時
間
。
図
ら
ず
も
包
丁
人
た
ち
の
ね
ぎ
切
り

シ
ョ
ー
も
上
等
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
な
り
、
多
く
の
新
聞

で
紹
介
さ
れ
た
ほ
か
、
生
産
者
か
ら
も
問
い
合
わ
せ
が
相
次
ぐ
な

ど
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。「
利
き
ね
ぎ
」
か
ら
メ
ン
バ
ー
が
学
ん

だ
の
は
深
谷
ね
ぎ
の
多
様
性
。
エ
ン
ト
リ
ー
の
十
種
は
ど
れ
も
個

性
的
で
味
わ
い
深
く
、
辛
さ
に
悲
鳴
を
あ
げ
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の

違
い
は
は
っ
き
り
し
た
。な
お
、よ
く
い
わ
れ
る
南
北
の
違
い
は
思
っ

た
よ
り
感
じ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
農
研
二
号
、
宏
太
郎
の
固
定
種
と

交
配
種
間
な
ど
品
種
の
違
い
の
方
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な

中
、
三
男
坊
女
将
が
メ
ン
バ
ー
が
来
店
中
に
子
ど
も
の
頃
に
食
べ

た
お
や
つ
を
思
い
出
し
て
出
し
た
「
泥
ね
ぎ
の
丸
焼
き
」
が
メ
ン

バ
ー
に
与
え
た
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。
急
遽
登
場
し
た
メ
ニ
ュ
ー
は

パ
ン
チ
ャ
・
ピ
エ
ー
ナ
に
も
飛
び
火
。
日
本
一
ね
ぎ
を
知
る
イ
タ
リ

ア
料
理
店
を
標
榜
す
る
同
店
に
は
、
そ
の
日
の
ね
ぎ
を
明
記
す
る

「
ね
ぎ
黒
板
」
ま
で
登
場
し
た
。
そ
の
後
、
筆
者
が
き
い
て
い
た
ラ

ジ
オ
Ｊ-

Ｗ
Ａ
Ｖ
Ｅ
の
番
組
で
知
っ
た
ス
ペ
イ
ン
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

地
方
の
ね
ぎ
焼
き
カ
ル
ソ
ッ
ツ
の
日
本
版
を
思
い
つ
き
、
一
月
二
九

日
に
は
パ
ン
チ
ャ
・
ピ
エ
ー
ナ
提
供
の
ソ
ー
ス
「
ロ
メ
ス
コ
」、
付

け
合
せ
の
「
パ
ン
デ
ト
マ
テ
」
と
と
も
に
急
遽
七
ツ
梅
酒
造
跡
の
深

谷
に
ぎ
わ
い
夕
市
で
一
部
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
第
一
回
「
深
谷
カ
ル

ソ
ッ
ツ
」が
敢
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
月
二
〇
日
櫛
引「
緑
の
王
国
」

で
行
わ
れ
る
「
梅
ま
つ
り
」
で
は
、
新
た
な
深
谷
名
物
と
な
る
可

能
性
を
秘
め
た
発
売
前
の
ツ
ル
タ
食
品
「
ね
ぎ
の
一
本
漬
け
」、
パ

ン
チ
ャ
・
ピ
エ
ー
ナ
作
ア
ー
モ
ン
ド
の
代
わ
り
に
飯
塚
商
店
発
芽
大

豆
も
や
し
を
使
っ
た
「
シ
ュ
ク
ネ
ス
コ
・
デ
・
パ
ン
チ
ャ
」
な
ど
七

色
の
ソ
ー
ス
、
や
ま
だ
家
の
「
ウ
メ
ー
ダ
・
デ
・
ポ
ー
ル
」、
そ
し

て
既
出
ペ
ル
ー
・
ワ
ン
カ
イ
イ
ナ
と
い
っ
た
ソ
ー
ス
陣
、
そ
れ
ら
食

材
を
何
で
も
挟
ん
で
し
ま
う
ウ
ス
キ
ン
グ
ベ
ー
グ
ル
の
深
谷
版
「
パ

ン
・
コ
ン
ｆ
（
ｘ
）
ト
ド
ス
」
の
ほ
か
、
公
式
エ
ン
ブ
レ
ム
、
荻
野

製
作
所
の
カ
ル
ソ
ッ
ツ
標
準
機
「
オ
ギ
ノ
式
カ
ル
ソ
ッ
ツ
マ
ッ
キ
ー

ナ
・
マ
ス
」、
国
内
唯
一
の
乳
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
、
ミ
ル
ク
０
８
２

の
「
ね
ぎ
之
進
の
歌
」、
Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
Ｅ
Ｌ
の
「
泥
つ
き
一
本
流

し
Ｕ
ス
ト
リ
ー
ム
」、
ブ
ル
ー
モ
ル
フ
ェ
の
ね
ぎ
ア
ー
ト
「
モ
リ
タ

ル
メ
ン
タ
」、
熊
谷
の
酒
販
店
騎
西
屋
軽
ト
ラ
市
と
の
連
携
「
二
〇

キ
ロ
レ
リ
ー
ヴ
ォ
」
な
ど
食
品
以
外
の
新
た
な
波
を
起
こ
し
て
「
第

二
回
深
谷
カ
ル
ソ
ッ
ツ
」
が
実
現
す
る
。
私
た
ち
の
深
谷
ね
ぎ
と

の
関
わ
り
は
終
わ
ら
な
い
。「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
の
思
想
と
は
、
産

業
に
対
す
る
正
し
い
情
報
を
き
ち
ん
と
発
信
す
る
こ
と
。
め
ざ
す

の
は
そ
の
商
品
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
た
上
で
、
価
格
だ
け
で

な
く
消
費
者
が
自
分
な
り
の
基
準
に
基
づ
い
て
選
択
で
き
る
、
そ

ん
な
社
会
、市
場
の
提
案
、創
造
だ
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、

深
谷
ね
ぎ
の
歴
史
は
百
年
ロ
マ
ン
。
た
く
さ
ん
の
人
々
が
よ
り
よ
い

ね
ぎ
を
求
め
て
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
き
た
足
跡
が
、
二
〇
一
一
年
現

在
の
深
谷
ね
ぎ
で
あ
る
。だ
が
、そ
こ
に
問
題
も
少
な
く
な
い
。も
っ

と
も
大
き
な
一
つ
は
、
実
際
に
畑
で
ね
ぎ
を
つ
く
る
後
継
者
問
題
。

テ
レ
ビ
の
ぶ
つ
切
り
推
奨
の
Ｓ
君
は
、
主
生
産
地
で
あ
る
明
戸
地

区
約
九
〇
人
の
中
学
同
級
生
の
中
で
た
だ
一
人
の
ね
ぎ
出
荷
者
だ
。

そ
し
て
ね
ぎ
そ
の
も
の
の
問
題
。
今
、
深
谷
ね
ぎ
の
風
土
、
品
種
、

流
通
は
、
大
き
な
転
換
期
に
た
ど

り
着
い
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

風
土
で
は
、
こ
こ
数
年
の
気
候
の

変
化
、
と
く
に
夏
の
酷
暑
は
夏
ね

ぎ
に
と
っ
て
負
担
は
大
き
い
。
さ

ら
に
は
少
子
化
の
進
む
農
村
部
で

は
、
夏
の
間
快
適
な
冷
房
に
入
り
っ

ぱ
な
し
で
、
田
舎
に
い
な
が
ら
田

舎
の
環
境
で
暮
ら
し
て
い
な
い
少

年
少
女
を
産
ん
で
い
る
。
品
種
と

流
通
の
関
係
は
深
い
。
市
場
で
の

ね
ぎ
の
価
値
は
食
べ
て
ど
う
か
で

は
な
く
太
さ
や
揃
い
な
ど
ほ
と
ん
ど
見
か
け
だ
け
で
決
定
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
生
産
者
は
そ
ん
な
市
場
で
価
値
を
高
く
す
る
た
め
の
努

力
を
続
け
て
き
た
。
太
く
て
均
一
な
品
質
に
育
つ
Ｆ
１
品
種
を
中

心
と
し
た
生
産
は
、
多
く
の
品
種
が
揃
い
一
見
す
る
と
多
様
だ
が
、

ね
ぎ
そ
の
も
の
の
質
も
変
え
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
商

品
で
あ
る
ね
ぎ
は
、
生
産
者
サ
イ
ド
か
ら
だ
け
で
は
決
し
て
変
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
商
品
を
深
く
知
ろ
う
と
す
る
消
費
者
、
そ

し
て
消
費
者
が
望
む
商
品
を
適
正
に
動
か
し
か
つ
生
産
者
、
消
費

者
に
提
案
す
る
流
通
業
者
が
い
て
、
は
じ
め
て
商
品
は
よ
く
な
っ

て
い
く
。「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
食
品
部
門
で
は
、
社
会
の
食
品
に
対

す
る
価
値
観
が
統
一
さ
れ
た
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る

危
惧
の
声
も
よ
く
き
か
れ
る
。「
お
い
し
い
」「
き
れ
い
」。
こ
う
し

た
常
套
句
が
ド
イ
ツ
の
言
語
学
者
ベ
ル
ク
ゼ
ン
が
批
判
す
る
、
意

味
の
曖
昧
な
ま
ま
伝
え
ら
れ
る
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ワ
ー
ド
」
に
な
っ

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
、
一
部
の
ね
ぎ
の
硬
さ
を
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
に
た
と
え
た
生
産
者
の
声
も
あ
っ
た
。
ね
ぎ
に
関
し
て

「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」
が
行
っ
て
き
た
「
利
き
ね
ぎ
」
や
「
深
谷
カ
ル

ソ
ッ
ツ
」
と
い
う
ね
ぎ
研
究
、
提
案
は
、
も
や
し
生
産
者
の
飯
塚

商
店
飯
塚
君
の
「
も
や
し
が
今
の
よ
う
に
価
格
で
し
か
語
ら
れ
な

く
な
っ
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
生
産
者
が
伝
え
る
こ
と
を
怠
っ
た
か

ら
だ
。
深
谷
の
主
力
産
業
で
あ
る
ね
ぎ
に
同
じ
道
を
歩
ん
で
ほ
し

く
な
い
」
と
の
発
言
に
象
徴
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
生
産
者
だ
け
で

な
く
消
費
者
、
流
通
業
者
と
と
も
に
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
問

題
な
の
だ
。
産
学
官
連
携
を
通
し
て
の
産
業
活
性
化
が
「
ゆ
め
☆

た
ま
ご
」
の
目
的
だ
が
、
極
端
に
陥
ら
な
い
適
正
な
産
業
で
な
く

て
は
活
性
化
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
で
も
活
動
が
始
ま
っ
て
約
四

か
月
。
少
し
ず
つ
支
持
さ
れ
つ
つ
あ
る
実
感
は
メ
ン
バ
ー
の
多
く
が

持
っ
て
い
る
。
ま
ず
自
分
た
ち
の
「
お
い
し
い
」
や
「
き
れ
い
」
を

考
え
直
す
こ
と
だ
ろ
う
。
最
後
に
深
谷
ね
ぎ
の
「
お
い
し
さ
」
と

は
ど
ん
な
現
象
な
の
か
。
こ
れ
も
、極
め
て
個
人
的
に
考
え
て
み
る
。

前
出
農
林
セ
ン
タ
ー
Ａ
氏
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
専
門
外
で
わ
か
ら

な
い
と
し
な
が
ら
も
、
化
学
的
に
は
甘
さ
は
糖
類
、
辛
さ
の
も
と

は
も
し
か
し
た
ら
硫
黄
分
、
硫
黄
分
の
多
い
火
山
灰
か
ら
生
え
る

深
谷
ね
ぎ
の
辛
さ
は
熱
に
よ
っ
て
分
解
さ
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い

と
い
う
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
た
。
そ
の
甘
さ
に
つ
い
て
あ
る
夜
、
メ
ン

バ
ー
が
第
二
次
会
議
を
繰
り
広
げ
る
串
焼
き
や
雷
文
で
毎
日
ね
ぎ

と
格
闘
し
て
い
る
利
根
川
Ｈ
ａ
ｎ-

Ｒ
ｕ
ｎ
軍
高
橋
大
佐
の
言
葉
が

忘
れ
ら
れ
な
い
。
小
さ
な
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
大
佐
が
語
っ
た
の

は
ね
ぎ
の「
生
命
へ
の
意
志
」で
あ
る
。「
寒
い
夜
、ね
ぎ
は
負
け
ち
ゃ

な
ん
ね
え
、
負
け
ち
ゃ
な
ん
ね
え
っ
て
、
自
分
の
な
か
に
栄
養
分

を
生
き
る
た
め
に
溜
め
込
む
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
霜
が
降
っ
て
か

ら
の
ね
ぎ
じ
ゃ
な
き
ゃ
、
甘
く
な
ん
ね
え
ん
で
す
」。
こ
の
言
葉
を

き
い
た
時
、
同
じ
地
で
育
っ
た
筆
者
が
理
解
し
た
「
ね
ぎ
が
お
い

し
い
」
と
い
う
現
象
は
次
の
通
り
だ
。
冬
の
間
、
強
地
を
西
か
ら

眺
め
る
白
い
浅
間
山
、
そ
の
色
が
北
か
ら
吹
く
赤
城
お
ろ
し
に
晒

さ
れ
て
灰
色
に
乾
く
土
の
な
か
で
、
生
き
て
い
く
た
め
に
鍛
え
ら

れ
た
白
く
や
わ
ら
か
な
味
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
―
そ
れ
が
深
谷
ね
ぎ

だ
。
梅
は
咲
い
た
。
ね
ぎ
ぼ
う
ず
が
咲
く
ま
で
は
ま
だ
日
が
あ
る
。

（
二
〇
一
一
年
二
月
一
九
日
）　

【
吉
野
秀
雄
か
ら
ふっか
ちゃんへ～
深
谷
ね
ぎの
流
通
と
語
ら
れ
方
】

【「
ゆ
め
☆
た
ま
ご
」の
提
案
～
深
谷
ね
ぎの「
現
在
」、そし
て「
味
」】

「深谷ねぎ」の現象学


