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は
じ
め
に

　
本
報
告
の
目
的
は
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
結
論
的
な
ひ
と
つ

の
筋
道
を
つ
け
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
私
自
身
の
考
え
る
「
グ
ロ

ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
の
視
点
か
ら
、
一
六
世
紀
か
ら
一
九
世
紀

の
海
域
九
州
、
こ
こ
で
は
「
天
草
灘
」
か
ら
見
た
、
日
本
に
お
い
て

キ
リ
ス
ト
教
が
異
端
と
化
し
て
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
キ
リ
シ
タ
ン
」
の

歴
史
に
切
り
込
む
こ
と
で
す
。
な
お
確
認
で
す
が
、
こ
こ
で
い
う
異

端
と
は
、
一
六
世
紀
以
降
の
世
界
史
的
な
意
味
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世

界
に
お
い
て
三
位
一
体
の
教
義
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
典
礼

と
教
会
組
織
を
受
容
し
な
い
宗
教
集
団
を
さ
し
て
い
ま
す
。
日
本
国

内
の
異
宗
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
報
告
で
は
、
キ
リ
シ

タ
ン
と
い
う
場
合
、
こ
の
異
端
化
の
側
面
、
あ
る
い
は
聖
職
者
と
い

う
執
成
し
の
専
門
集
団
の
存
在
し
な
い
信
仰
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
際
、
空
間
的
対
象
と
し
て
は
、
一
八
〇
五
年
（
文
化
二
年
）

の
「
天
草
く
ず
れ
」
を
経
験
し
た
天
草
下
島
の
西
目
筋
、
す
な
わ
ち

北
か
ら
高
浜
、
大
江
、
今
富
、
崎
津
と
河
内
浦
、
そ
し
て
羊
角
湾
沿

岸
地
域
を
中
心
と
し
た
天
草
灘
地
域
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
天
草
灘

と
は
、
五
島
か
ら
甑
島
に
引
い
た
基
準
線
の
東
側
の
内
海
を
意
味
し

ま
す
。

　
一
六
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
長
期
の
時
間
帯
を
検
証
す
る

た
め
に
、
天
草
灘
地
域
の
一
町
田
組
と
大
江
組
の
大
庄
屋
で
あ
っ
た

松
浦
家
の
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
研
究
を
時
間
軸
の
縦
の
結
び

の
糸
と
し
ま
す
。

　
報
告
一

　
天
草
灘
と
キ
リ
シ
タ
ン
　
―
海
か
ら
の
視
点

（
１
）

―

　
鶴
　
島
　
博
　
和
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　「
世
界
」
が
、
暦
や
度
量
衡
と
い
っ
た
抽
象
的
価
値
を
共
有
す
る

広
域
社
会
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、「
世
界
史
」は
、

「
価
値
」
を
時
空
間
の
中
で
切
り
取
る
作
業
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
て
、
私
の
言
う
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
、「
モ
ノ
」

そ
し
て
広
義
の
思
想
を
含
む
「
情
報
」
を
対
象
と
し
て
「
フ
ロ
ー
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
時
空
間
の
中
で
切
り
取
る
作
業
と
定
義
で
き
る

と
思
い
ま
す
。
天
草
灘
に
展
開
し
た
生
業
と
信
仰
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
構
築
す
る
こ
と
が
今
日
の
最
終
的
な
着
地
点
で
す
。

　
一
六
世
紀
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
地
球
的
な
拡
大
を
開
始
し
た
時
代
、

人
口
に
膾
炙
し
た
言
葉
で
言
え
ば
、
大
航
海
時
代
に
相
当
し
ま
す
。

東
ア
ジ
ア
世
界
で
そ
の
先
陣
を
切
っ
た
の
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
交
易
者

と
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
し
た
。
た
だ
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
航
路
を
新
し
く
開
拓
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
既
存
の
交
易
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
極
東
に
ま
で
来
た
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
彼
ら
は
、東
ア
ジ
ア
の
世
界
で
は
、い
わ
ゆ
る
「
倭

寇
」
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
乗
っ
て
活
動

し
ま
し
た
。
倭
寇
と
い
う
と
、
海
賊
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で

す
が
、
武
装
海
民
集
団
と
定
義
し
て
お
き
ま
す
。

　
鉄
砲
は
一
六
〇
六
年
（
慶
長
一
一
年
）
に
島
津
藩
の
南
浦
文
之
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
鉄
炮
記
』
で
、
一
五
四
三
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
が
種
子
島
に
伝
え
た
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
頃

日
本
に
向
か
う
中
国
船
が
朝
鮮
半
島
に
漂
着
し
た
際
、
大
量
の
鉄
砲

を
運
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
種
子
島
に

伝
わ
っ
た
鉄
砲
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
様
式
で
は
な
く
東
南
ア
ジ
ア
様
式
で

あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
（
宇
田
川
武
久
『
鉄
炮
伝
来
』）。
海

域
九
州
で
、
鉄
砲
は
、
こ
の
頃
、
雨
だ
れ
の
よ
う
に
浸
透
し
て
き
た

の
で
し
ょ
う
。

　
一
六
世
紀
前
半
ま
で
に
、
日
本
に
は
鉄
砲
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
し

ょ
う
が
、
そ
の
担
い
手
は
倭
寇
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
種
子
島

に
漂
着
し
た
船
は
、
海
域
ア
ジ
ア
の
倭
寇
の
頭
目
の
一
人
で
、
海
域

九
州
で
は
平
戸
に
居
を
構
え
た
王
直
の
ジ
ャ
ン
ク
船
で
し
た
。
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
と
い
う
稀
有
な
存
在
が
、
史
料
上
で
、
彼
ら
が
伝
え
た
と

い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
生
ん
だ
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。

倭
寇
は
、
武
装
集
団
で
あ
る
以
上
鉄
砲
で
武
装
し
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
彼
ら
が
交
易
で
扱
っ
た
品
物
に
は
綿
や
絹
以
外
に
火
薬
の
原
料

で
あ
る
硫
黄
と
硝
石
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
が
鉄
砲
と
関
係
が
な
い
は

ず
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
根
幹
を
な
し
た
キ
リ
ス
ト
教
も
東
ア
ジ
ア
世

界
に
お
け
る
倭
寇
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
日
本
に
入
っ
て
き

ま
し
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
、
マ
カ
オ
で
倭
寇
崩
れ
の

薩
摩
人
で
確
認
で
き
る
限
り
日
本
人
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
る

ア
ン
ジ
ロ
ウ
出
会
っ
た
こ
と
が
日
本
布
教
の
契
機
に
な
り
ま
し
た
。
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ア
ン
ジ
ロ
ウ
の
導
き
で
、
ザ
ビ
エ
ル
は
、
一
五
四
七
年
に
中
国
の
シ

ャ
ン
ク
船
に
乗
っ
て
鹿
児
島
に
や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
ザ
ビ
エ
ル

は
そ
の
後
、
倭
寇
の
結
集
点
で
あ
っ
た
平
戸
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
の
活
動
は
、一
五
六
〇
年
ま
で
は
平
戸
を
基
点
と
し
て
、

次
い
で
最
終
的
に
は
長
崎
と
天
草
灘
地
域
を
拠
点
と
し
て
そ
こ
か
ら

東
へ
、
都
へ
と
布
教
あ
る
い
は
防
衛
的
に
後
退
し
て
い
く
形
を
と
り

ま
し
た
。
従
っ
て
、「
天
草
灘
」
地
域
は
、
例
え
ば
一
五
八
七
年
（
天

正
一
五
年
）
の
秀
吉
の
「
バ
テ
レ
ン
追
放
令
（
こ
れ
は
最
終
的
に
は

空
振
り
に
終
わ
り
ま
す
が
）」
等
、「
都
」（
権
力
者
）
の
対
応
に
対

す
る
避
難
場
所
と
し
て
の
最
後
の
頼
み
の
綱
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の

地
域
に
キ
リ
シ
タ
ン
が
残
る
わ
け
で
す
。

１
．
天
草
へ
の
布
教

（
１
）
籠
手
田
氏

　
平
戸
は
、
平
田
松
浦
党
の
拠
点
の
一
つ
で
し
た
。
松
浦
党
は
、
浦

に
拠
る
、
漁
師
、
運
搬
人
、
海
賊
、
戦
士
で
あ
っ
た
武
装
的
「
海
民
」

集
団
、「
倭
寇
」
の
連
合
体
で
、
平
戸
松
浦
氏
は
、
彼
ら
を
取
り
ま

と
め
た
「
海
の
領
主
」
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が

伝
来
し
た
時
の
平
戸
の
支
配
者
、
松
浦
隆
信
は
、
キ
リ
ス
ト
教
受
容

に
慎
重
で
し
た
。「
モ
ノ
」
と
違
い
「
思
想
」（
つ
ま
り
生
き
方
と
死

に
方
）
の
受
容
は
容
易
で
は
な
く
、
反
対
派
の
意
向
を
汲
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
に

積
極
的
だ
っ
た
の
は
、
生
月
島
の
南
部
と
平
戸
島
の
西
海
岸
そ
し
て

度た
く
し
ま島

を
支
配
し
て
い
た
籠
手
田
安や
す
つ
ね経

で
し
た
。
安
経
は
、「
石
火
矢
」

の
技
術
習
得
を
熱
望
す
る
ほ
ど
（「
三
光
譜
録
」
四
〇
）、
鉄
砲
に
よ

っ
て
高
度
な
武
装
を
推
し
進
め
た
海
民
の
「
海
の
領
主
」
で
し
た
。

そ
の
安
経
は
、
一
五
五
八
年
に
、
度
島
、
生
月
、
獅
子
、
飯
良
、
春

日
の
「
領
民
の
一
斉
改
宗
」
を
行
い
ま
し
た
（
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」

一
、一
八
）。
最
も
早
い
キ
リ
ス
ト
教
支
配
者
で「
領
民
の
一
斉
改
宗
」

の
実
施
者
で
し
ょ
う
。
一
五
六
四
年
に
は
生
月
の
北
部
の
領
主
で
、

安
経
の
兄
弟
一
部
勘か

げ

ゆ
解
由
も
領
民
の
一
斉
改
宗
を
行
い
ま
し
た（「
生

月
人
文
発
達
史
」）。
度
島
、
生
月
、
平
戸
西
海
岸
の
海
民
は
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
一
方
で
、
一
五
五
九
年
頃
か
ら
、
平
戸
の
政
治
環
境
に
変
化
が
み

ら
れ
ま
す
。
一
五
五
九
年
に
は
王
直
が
処
刑
さ
れ
、
平
戸
に
お
け
る

中
国
倭
寇
の
影
響
力
は
消
滅
し
た
で
し
ょ
う
。
同
時
に
松
浦
隆
信

は
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
距
離
を
置
き
始
め
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
隆
信

と
安
経
と
の
良
好
な
関
係
は
維
持
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
隆
信
が

籠
手
田
の
軍
事
力
と
海
軍
力
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

一
五
六
六
年
隆
信
は
飯
盛
城
の
相あ
い
こ
う
の
う
ら

神
浦
氏
を
攻
略
し
て
、
佐
世
保

地
域
を
領
有
し
松
浦
党
で
の
支
配
的
地
位
を
最
終
的
に
確
立
し
ま

す
。
ま
た
五
島
で
の
争
い
に
二
〇
〇
隻
の
船
団
を
派
遣
し
ま
す
が
、

そ
れ
を
率
い
た
の
は
籠
手
田
安
経
で
し
た
。
一
五
六
六
年
ま
で
に
は
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松
浦
隆
信
は
「
海
の
領
主
」
か
ら
、
領
国
経
営
に
重
点
を
置
く
戦
国

大
名
へ
の
道
を
歩
み
始
め
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
皮
肉
な
こ
と

に
そ
の
先
兵
と
な
っ
た
の
が
、
松
浦
党
の
海
民
連
合
体
と
い
う
古
い

体
質
を
維
持
し
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
「
海
の
領
主
」
籠
手
田
安
経
だ

っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
あ
っ
た
亀
裂
は
修
復
不
可
能
な
も

の
で
し
た
。

（
２
）
天
草
へ
の
鉄
砲
隊
と
松
浦
氏
の
伝
承

　
一
五
六
〇
年
（
永
禄
三
年
）、
上こ
う
つ
う
ら

津
浦
氏
と
栖
本
氏
の
抗
争
で
、

上
津
浦
に
組
し
た
有
馬
純
忠
の
依
頼
を
受
け
て
平
戸
の
松
浦
隆
信
は

二
〇
人
の
鉄
砲
衆
を
派
遣
し
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
史
料
的

に
確
認
で
き
る
九
州
で
の
最
初
の
鉄
砲
使
例
で
す
（『
松
浦
家
世
伝
』

（『
大
曲
記
』）『
八
代
日
記
』）。
し
か
し
、
当
時
の
松
浦
党
の
軍
事
能

力
を
考
え
る
と
、
彼
ら
は
籠
手
田
配
下
に
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

武
装
海
民
集
団
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
鉄
砲
衆
の
平

戸
帰
還
後
の
確
認
は
と
れ
ま
せ
ん
。
一
五
六
〇
年
と
い
う
と
、
平
戸

で
の
信
仰
を
巡
っ
て
緊
張
が
高
ま
っ
た
時
期
で
す
。
彼
ら
は
新
天
地

を
目
指
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
江
戸
期
に
、
天
草
下
島
の
一
町

田
組
と
大
江
組
の
大
庄
屋
を
務
め
た
大
江
松
浦
氏
の
伝
承
は
、「
松

浦
は
籠
手
田
の
係
累
で
、
二
〇
人
の
鉄
砲
衆
の
頭
を
始
祖
と
す
る
。

当
初
軍
ヶ
浦
に
来
て
、
そ
れ
か
ら
河
内
浦
、
そ
し
て
最
後
に
大
江
に

住
ん
だ
」
と
い
う
の
で
す
。
実
際
、
大
江
松
浦
氏
は
平
戸
起
源
と
思

わ
れ
る
八
月
一
五
日
の
シ
ビ
レ
祭
を
大
江
キ
リ
シ
タ
ン
の
水
方
で
あ

っ
た
山
下
家
と
守
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
平
戸
筒
の
中
筒
の
鉄
砲

を
所
持
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
状
況
証
拠

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
の
伝
承
を
史
料
的
に
確
認
す
る
の
は
容
易
で
は

あ
り
ま
せ
ん
し
、必
ず
し
も
成
功
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
口
頭
伝
承
の
不
協
和
音
を
取
り
除
い
て
、
確

か
な
旋
律
を
紡
ぎ
だ
す
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
少

し
遠
回
り
を
し
て
、
天
草
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
を
検
討
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

（
３
）
河
内
浦
へ
の
布
教

　
一
五
六
九
年
二
月
二
三
日
、
ア
ル
メ
イ
ダ
は
天
草
氏
の
居
城
河
内

浦
に
到
着
し
て
布
教
の
橋
頭
保
と
な
る
崎
津
と
い
う
港
と
教
会
相
当

施
設
を
確
保
し
ま
し
た
（「
ル
イ
ス
・
デ
・
ア
ル
メ
イ
ダ
の
書
簡
」）。

し
か
し
、
こ
の
と
き
ア
ル
メ
イ
ダ
を
招
聘
し
た
の
は
、
領
主
天
草
鎮

尚
で
は
な
く
、
イ
エ
ズ
ス
会
側
が
こ
の
地
の
指
導
者( regedor)

と

よ
ぶ
ド
ン
・
リ
ア
ン
で
し
た
。< regedor>

は
、
こ
れ
ま
で
執
政
官

と
か
家
老
と
訳
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
行
政
組
織
が
な
い
時

代
と
場
所
に
執
政
官
は
時
代
錯
誤
で
す
し
、
ど
う
も
天
草
氏
の
客
人

あ
つ
か
い
で
あ
っ
て
家
中
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
こ
こ
は
ラ

テ
ン
語
で
あ
れ
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
あ
れ
、
一
度
原
典
に
立
ち
返
っ
て

解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
、
今
日
列
席
さ
れ
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た
東
大
史
料
編
纂
所
の
岡
美
穂
子
氏
の
仕
事
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ

で
す
。
布
教
の
前
に
河
内
浦
に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
あ
る
い
は
洗
礼
を

受
け
て
は
い
な
い
が
、
神
の
祝
福
を
望
む
キ
リ
ス
ト
教
徒
シ
ン
パ

が
い
た
と
私
は
想
定
し
た
の
で
す
。「
指
導
者
」
と
は
、
何
ら
か
の

理
由
で
布
教
先
に
い
て
、
そ
の
地
の
キ
リ
ス
ト
教
化
に
協
力
し
た

俗
人
と
仮
定
し
て
い
ま
す
。
宣
教
師
は
ま
っ
た
く
伝
手
の
な
い
状

態
で
は
な
く
、
現
地
の
協
力
者
の
導
き
に
よ
っ
て
布
教
を
行
っ
た

と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
（「
ル
イ
ス
・
デ
・
ア
ル
メ
イ
ダ
の
書
簡
」

一
五
六
九
年
）（「
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
の
書
簡
」
一
五
七
一

年
九
月
二
二
日
）。

　
ア
ル
メ
イ
ダ
は
鎮
尚
の
館
の
側
に
あ
る
寺
に
（
現
崇
円
寺
）
に
宿

泊
し
ま
し
た
が
、
領
主
天
草
鎮
尚
に
対
面
す
る
ま
で
最
短
で
も
二
〇

日
あ
る
い
は
二
ヶ
月
程
か
か
っ
て
い
ま
す
。や
っ
と
の
対
面
の
場
で
、

ア
ル
メ
イ
ダ
は
教
会
の
建
設
、
志
岐
ま
で
の
西
目
筋
の
海
岸
線
、
河

内
浦
、
崎
津
、
今
富
、
大
江
、
高
浜
、
小
田
床
そ
し
て
都
呂
々
ま
で

の
七
レ
グ
ア
（
二
八
～
三
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
を
そ
の
布
教
の
範
囲

（
鎮
尚
の
本
領
）
と
す
る
こ
と
を
始
め
と
し
た
五
つ
の
要
求
を
出
し
、

認
め
ら
れ
ま
し
た
。
ア
ル
メ
イ
ダ
が
鎮
尚
と
会
う
ま
で
、
こ
れ
ほ
ど

時
間
が
か
か
っ
た
の
は
、
布
教
を
進
め
た
い
ド
ン
・
リ
ア
ン
と
、
反

対
す
る
鎮
尚
の
二
人
の
兄
弟
（
大
和
守
、
刑
部
大
輔
）
や
彼
の
妻
そ

し
て
僧
侶
と
の
間
に
衝
突
が
発
生
し
て
い
た
た
め
で
し
た
。
そ
の
た

め
、
鎮
尚
は
一
歩
を
踏
み
出
せ
な
か
っ
た
の
で
す
。
ア
ル
メ
イ
ダ
が

観
察
し
た
よ
う
に
、
鎮
尚
の
権
力
は
、
小
さ
な
城
に
跋
扈
す
る
土
豪

連
合
の
力
に
依
存
し
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
鎮
尚
が
布
教
を
認
め
た

の
は
、
彼
の
直
接
的
な
本
領
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ

の
こ
と
が
当
時
の
天
草
氏
の
権
力
の
地
域
的
な
範
囲
を
明
ら
か
に
し

て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
本
領
こ
そ
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
生
き
延

び
て
い
っ
た
地
で
し
た
。

　
ド
ン
・
リ
ア
ン
が
布
教
に
尽
力
し
た
、
一
町
田
の
本
村
の
郊
外
は
、

反
対
派
の
拠
点
が
南
の
下
田
城
や
旧
信
福
寺
あ
た
り
に
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
本
村
の
北
に
位
置
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
、
高
浜

へ
行
く
往
還
と
、
平
床
、
市
ノ
瀬
方
面
の
往
還
の
三
叉
路
に
あ
る
平

野
の
地
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
松
浦
家
が
一
町
田
か
ら
大
江
に
移
る

前
に
平
野
を
名
乗
っ
た
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
考
え
て
い
ま
す
。

（
４
）
河
内
浦
騒
動

　
布
教
が
進
み
始
め
る
と
、
反
対
派
は
、
七
〇
〇
名
の
武
装
兵
を
率

い
て
某
寺
院
（
旧
信
福
寺
：
大
和
守
は
当
時
の
信
福
寺
の
傍
の
下
田

城
の
鎮
守
）
に
集
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
鎮
尚
は
リ
ア
ン
寄
り
の

調
停
者
に
徹
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
リ
ア
ン
の
対
応
は
素

早
く
、
さ
ら
に
リ
ア
ン
の
た
め
に
死
ぬ
覚
悟
が
で
き
て
い
る
と
い
う

大
勢
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
リ
ア
ン
の
居
館
に
集
ま
り
ま
し
た
。
彼
ら

は
昨
日
今
日
の
に
わ
か
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
い
う
よ
り
、
リ
ア
ン
の
庇

護
下
に
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
教
え
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
と
さ
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え
思
え
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
行
わ
れ
た
の
は
、
籠
手
田
領
と
同
じ
く

リ
ア
ン
の
領
地
の
一
斉
改
宗
だ
っ
た
の
で
す
。

　
ド
ン
・
リ
ア
ン
の
屋
敷
に
は
武
装
し
た
六
〇
〇
人
の
キ
リ
ス
ト
教

徒
が
い
て
、鉄
砲
用
の
銃
眼
を
備
え
た
防
御
柵
を
備
え
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
も
、
船
の
銃
眼
を
想
像
さ
せ
る
構
え
で
す
。
天
草
氏
の
配
下
に

あ
る
人
物
が
、
主
君
を
超
え
た
鉄
砲
隊
を
組
織
し
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
こ
と
が
、
私
が
、
リ
ア
ン
は
一
五
六
〇
年
に
天
草
に
派
遣
さ
れ

た
鉄
砲
衆
の
頭
で
、
経
緯
は
不
明
で
す
が
、
河
内
浦
の
有
力
者
の
娘

と
結
婚
し
て
こ
の
地
に
落
ち
つ
い
た
人
物
と
す
る
根
拠
で
す
。結
局
、

鎮
尚
が
仲
裁
に
入
り
、
ド
ン
・
リ
ア
ン
と
世
帯
五
〇
名
は
、「
自
身

が
所
有
し
て
い
た
大
船
に
乗
り
」、一
時
、口
之
津
へ
避
難
し
ま
し
た
。

リ
ア
ン
は
大
型
船
を
所
有
し
た
武
装
海
民
だ
っ
た
の
で
す
。

　
リ
ア
ン
が
退
去
し
た
後
、
騒
ぎ
は
終
息
し
た
か
に
見
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
リ
ア
ン
と
い
う
鉄
砲
隊
を
組
織
し
た
軍
事
的
後
ろ
盾
を
失

っ
た
鎮
尚
は
、
盟
主
大
友
義
鎮
（
宗
麟
）
を
頼
り
、
彼
に
布
教
を
認

め
て
も
ら
う
書
状
を
出
し
て
も
ら
い
そ
れ
を
家
臣
に
見
せ
て
自
己
を

正
当
化
し
た
の
で
す
。
こ
の
行
為
は
火
に
油
を
注
ぐ
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
反
対
派
の
大
和
守
や
刑
部
大
輔
た
ち
は
、

島
津
氏
や
相
良
氏
と
連
絡
を
取
り
あ
い
対
抗
し
て
い
き
ま
す
。
河
内

浦
の
宗
教
対
立
は
、背
後
に
九
州
の
戦
国
大
名
の
抗
争
を
控
え
た「
河

内
浦
合
戦
」
の
様
相
を
呈
し
て
き
た
の
で
す
。
騒
ぎ
の
な
か
、
鎮
尚

は
本
渡
城
に
避
難
し
ま
し
た
が
、
大
友
宗
麟
や
お
そ
ら
く
は
口
之
津

か
ら
移
動
し
て
き
た
リ
ア
ン
た
ち
を
含
む
現
地
の
指
導
者
た
ち
の
援

助
も
あ
り
、
一
五
七
一
年
ま
で
に
河
内
浦
城
を
奪
取
し
、
長
子
久
種

と
と
も
に
受
洗
し
、
天
草
氏
本
領
の
キ
リ
ス
ト
教
化
の
方
向
が
定
ま

り
ま
し
た
。

　
そ
の
際
、河
内
浦
に
い
た
一
向
宗
指
導
者
の
改
宗
も
「
一
斉
改
宗
」

に
拍
車
を
か
け
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す

る
際
に
、庵
と
土
地
を
イ
エ
ズ
ス
会
に
寄
進
し
た
で
し
ょ
う
。
後
に
、

布
教
の
拠
点
と
な
っ
た
日
本
人
聖
職
者
養
成
機
関
コ
レ
ジ
オ
は
こ
の

庵
と
そ
の
土
地
そ
し
て
天
草
久
種
が
寄
進
し
た
土
地
を
基
本
財
産
と

し
た
よ
う
で
す
。
民
衆
救
済
宗
派
の
一
向
宗
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ

ム
は
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
で
は
そ
の
始
ま
り
か
ら
視
野
に
い
れ
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
イ
エ
ズ
ス
会
は
親
鸞
を
ル
タ
ー
と
相
似
す
る
存

在
と
考
え
た
節
が
あ
り
ま
す
し
、
論
争
を
挑
む
仏
僧
は
す
く
な
く
と

も
、
同
じ
「
宗
教
世
界
」
の
土
台
で
キ
リ
ス
ト
教
を
見
て
い
た
わ
け

で
す
。
そ
の
後
の
徳
川
幕
府
に
よ
る
仏
教
の
統
治
制
度
内
化
に
は
キ

リ
ス
ト
教
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
接
触
し
た
と
き
、
当
然
の
反
目
と
対
立
、
そ

れ
と
重
な
る
形
で
宗
教
的
親
和
世
界
も
生
ま
れ
た
こ
と
も
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
容
易
に
改
宗
が
進
む
と
も

思
え
な
い
の
で
す
。
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
が
、
医
療
や
福
祉
に
よ
っ

て
、
そ
の
レ
ベ
ル
が
ど
う
あ
れ
、
当
時
の
在
の
人
々
を
「
民
」
と
し

て
組
織
的
に
救
済
対
象
と
し
た
こ
と
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
た
し
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か
に
一
向
宗
は
ラ
イ
バ
ル
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
天
草
の
土
豪
連
合

は
時
代
の
戦
国
大
名
化
の
波
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
領
民
の

キ
リ
ス
ト
教
徒
化
に
よ
る
均
質
化
は
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
在
地
か
ら
曲
が
り
な
り
に
も
（
小
）
大
名
化
し
た
の

は
天
草
氏
だ
け
で
、
残
り
は
小
西
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
そ

の
差
は
コ
ー
ロ
ス
徴
収
文
書
に
現
れ
た
、
下
島
と
上
島
の
キ
リ
ス
ト

教
組
織
の
差
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
以
上
は
お

話
し
で
き
ま
せ
ん
。
で
は
、リ
ア
ン
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
５
）
天
運
理
安
信
士

　
松
浦
家
の
系
図
は
初
代
か
ら
四
代
ま
で
は
不
明
な
点
が
多
い
と
言

え
ま
す
。
松
浦
家
四
代
と
さ
れ
る
松
浦
半
之
丞
の
戒
名
は
、「
元
　

天
運
理
安
信
士
　
霊
位
」
で
リ
ア
ン
の
名
を
組
み
込
ん
で
い
ま
す
。

洗
礼
名
で
あ
る
リ
ア
ン
は
一
六
世
紀
末
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
初
期

の
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
一
般
的
で
し
た
。
松
浦
半
之
丞
が
、
河
内
浦
の

キ
リ
ス
ト
教
化
に
尽
力
し
た
、
倭
寇
に
繋
が
る
籠
手
田
配
下
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
戦
闘
的
海
民
集
団
の
頭
の
記
憶
を
維
持
し
て
い
た
と
推

定
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
と
思
い
ま
す
。
確
定
で
き
は
な
い
の
で
す

が
、
平
戸
地
域
か
ら
鉄
砲
隊
の
頭
と
し
て
、
倭
寇
の
基
地
軍
ヶ
浦
に

来
た
、
そ
し
て
軍
ヶ
浦
で
造
船
業
を
い
と
な
ん
で
い
る
浜
田
家
と
は

代
々
一
揆
的
結
合
に
あ
っ
た
と
い
う
大
江
松
浦
家
の
口
伝
も
検
証
に

値
す
る
で
し
ょ
う
。

２
．
天
草
灘
の
祈
り
の
プ
ロ
セ
ッ
シ
ョ
ン

（
１
）
大
江
組
大
庄
屋
松
浦
家

　
一
七
四
七
年
（
延
享
四
年
）
七
月
に
、
年
貢
払
い
の
不
備
で
大
江

組
大
庄
屋
赤
崎
伝
左
衛
門
は
職
を
解
か
れ
ま
し
た
。
大
江
の
百
姓
た

ち
は
、
一
町
田
村
の
平
野
（
松
浦
）
四
郎
兵
衛
を
推
薦
し
、
こ
れ
を

大
江
組
の
庄
屋
衆
が
追
認
し
て
、
結
果
を
富
岡
の
代
官
所
に
伝
え
、

受
理
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
大
江
村
内
部
で
四
郎
兵
衛
就
任
に
積
極
的

に
動
い
た
の
が
、
大
江
村
四
九
人
の
頭
百
姓
集
団
だ
っ
た
の
で
す
。

彼
ら
は
、
水
方
で
あ
っ
た
り
、
祈
り
の
チ
ャ
ペ
ル
の
塚
を
も
つ
大
江

組
コ
ン
フ
ラ
リ
ア
の
指
導
的
家
族
で
し
た
。
大
江
組
は
、
キ
リ
シ
タ

ン
百
姓
の
寡
頭
制
支
配
の
自
立
性
の
強
い
村
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の

四
九
人
と
い
う
家
族
は
、
大
庄
屋
交
代
劇
の
な
か
で
定
ま
っ
て
い
っ

た
よ
う
で
す
が
、
機
会
を
改
め
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
解
任
さ
れ
た
赤
崎
伝
左
衛
門
は
、
一
六
一
七
年
（
元
和
三
年
）
に

当
時
の
管
区
長
マ
テ
ィ
ウ
ス
・
デ
・
コ
ー
ロ
ス
の
報
告
書
、
所
謂
「
コ

ー
ロ
ス
徴
集
文
書
」
に
記
録
さ
れ
た
大
江
村
の
指
導
的
キ
リ
ス
ト
教

徒
で
あ
っ
た
赤
崎
孫
右
衛
門
の
子
孫
で
し
ょ
う
。
赤
崎
家
は
キ
リ
シ

タ
ン
で
し
た
し
、
後
任
の
一
町
田
の
平
野
（
松
浦
）
四
郎
兵
衛
も
、

シ
ビ
レ
様
崇
敬
や
理
安
の
戒
名
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
と
考
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
。
彼
は
平
野
を
根
拠
地
と
し
た
リ
ア
ン
の
後
継
と
も
考
え
て

み
た
い
の
で
す
。
赤
崎
解
任
の
理
由
は
、
年
貢
の
問
題
よ
り
も
彼
が
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キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
大
江
村
の
四
九
人
の
頭
百
姓
た
ち
も
し
た
た
か
で
、
代

わ
り
に
一
町
田
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
平
野
（
松
浦
）
を
招
聘
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。
も
っ
と
も
松
浦
家
の
宗
教
履
歴
を
み
る
と
キ
リ
ス
ト

教
、
一
向
宗
、
浄
土
宗
、
曹
洞
宗
、
神
道
と
ま
さ
に
混
淆
状
態
で
す
。

さ
ら
に
、
木
村
報
告
は
、
竹
屋
善
左
衛
門
や
蔵
元
倅
友
兵
衛
も
大
庄

屋
候
補
者
と
し
て
、大
江
組
の
経
営
難
の
側
面
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
天
草
灘
の
キ
リ
シ
タ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
五
島
奈
留
島
に
残
る
「
今
日
の
御
じ
き
」
と
い
わ
れ
る
祈
祷
文
は
、

奈
留
島
松
山
集
落
の
松
山
家
が
伝
え
た
も
の
で
、
書
体
か
ら
、
お
お

よ
そ
一
八
世
紀
中
頃
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
の
も
の
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
祈
祷
文
の
最
後
の
第
六
番
目
に
、
祈
り
の
証
あ
か
し
び
と人
の
名
が
挙
げ

ら
れ
て
い
て
、
連
祷
の
執
成
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
、

同
じ
祈
祷
文
が
、
福
江
島
の
玉
之
浦
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

「
今
日
の
御
慈
悲
」（m

isericordia

）
と
い
う
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
日
は
検
討
し
ま
せ
ん
が
、
奈
留
島
の
「
御
じ
き
」
も
聖
体
拝
領
で

の
祈
祷
文
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
祈
祷
文
は
、
五
島
に
残
る
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
主

要
な
部
分
は
、
天
草
大
江
組
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
記
念
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。
祈
祷
文
は
、
①
「
千
人
塚
」
と
い
う
島
原
・
天
草
一

揆
の
本
島
に
お
け
る
殉
教
の
地
か
ら
始
ま
り
、
大
江
に
下
り
、
指
導

者
で
あ
っ
た
②
平
の
塚
に
眠
る
善
者
、
③
赤
崎
六
良
兵
衛
と
④
妻
の

ひ
つ
な
に
祈
り
が
さ
さ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
赤
崎
六
良
兵
衛
は
大

庄
屋
役
を
解
任
さ
れ
た
赤
崎
伝
左
衛
門
の
祖
父
あ
る
い
は
父
と
思
わ

れ
ま
す
。
祈
祷
文
は
、
⑤
ふ
る
寺
の
御
役
人
様
に
続
き
ま
す
。
彼
ら

は
、
水
方
で
、
地
元
で
い
ま
で
も
「
古
寺
様
」
と
よ
ば
れ
る
教
会
跡

地
の
守
り
人
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
裏
山
に
は
聖
水
の
取
水
場
と
さ
れ
た
「
妖
蛇
畑
」
が
あ
り
、
水
方

が
守
っ
て
い
ま
し
た
。
次
い
で
祈
祷
文
が
語
る
崎
津
の
「
中
町
の
二

人
の
兄
弟
」
は
、
コ
ー
ラ
ス
徴
集
文
書
に
記
載
さ
れ
た
二
人
の
松
永

の
子
孫
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
祈
祷
文
は
、
今
富
に
向

か
い
、
往
還
沿
い
の
宇
土
迫
（
⑨
と
⑩
）、
つ
い
で
漂
着
や
交
易
等

で
崎
津
に
定
住
し
た
中
国
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
墓
（
⑪
）
を
記
念
し

て
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
抜
け
荷
の
交
易
者
で
し
ょ
う
か
。
崎
津
と
羊

角
湾
は
、
海
域
九
州
交
易
の
一
つ
の
終
着
点
で
し
た
。
天
草
灘
の
キ

リ
シ
タ
ン
は
、
海
民
で
あ
り
、
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
い
た
の

で
す
。

　
祈
祷
文
は
、
そ
の
次
に
今
富
の
塚
（
⑫
）、
お
そ
ら
く
は
文
化
二

年
の
く
ず
れ
で
探
索
方
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
「
弓
取
の
墓
」
を
記

念
し
ま
す
。
こ
こ
は
、
今
富
集
落
の
祈
り
の
中
心
地
で
し
た
。
プ
ロ

セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
今
富
か
ら
崎
津
湾
の
東
岸
の
「
向
い
」
に
至
り
、

最
終
的
に
は
富
岡
と
同
じ
く
島
原
・
天
草
一
揆
の
激
戦
地
で
キ
リ
シ

タ
ン
が
戦
死
し
た
場
所
（
島
子
⑮
）
を
記
念
し
て
、
オ
ラ
シ
ョ
の
天
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草
分
は
終
わ
り
ま
す
。
祈
祷
文
の
証
人
の
核
と
な
る
大
江
―
崎
津
―

今
富
の
分
は
、
そ
れ
自
体
が
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
最
初
と
最

後
の
①
と
⑮
は
導
入
と
終
末
で
島
原
天
草
の
一
揆
の
記
憶
へ
の
祈
り

か
ら
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
②
か
ら
⑭
ま
で
は
、
大
江
、
崎
津
・

今
富
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
記
憶
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
祈
祷
文
を
唱

え
た
人
々
の
原
風
景
で
し
ょ
う
。

　
記
念
の
場
所
は
、
現
地
記
憶
と
と
も
に
一
般
的
な
聖
人
へ
の
祈
り

が
カ
ン
マ
区
切
り
と
な
り
、
⑮
の
島
子
の
あ
と
に
、
日
本
の
キ
リ
ス

ト
教
化
に
と
っ
て
の
原
点
ザ
ビ
エ
ル
（
列
聖
は
一
六
二
二
年
三
月

一
二
日
）
へ
の
祈
り
が
句
点
と
な
っ
て
次
の
第
二
部
に
移
り
ま
す
。

次
の
第
二
部
で
は
、
記
念
の
場
は
、
神
浦
・
池
島
と
肥
前
外
海
に
移

り
、
そ
こ
で
完
結
し
た
の
で
し
ょ
う
。
祈
祷
文
は
最
終
的
に
は
そ
れ

が
作
成
さ
れ
た
こ
ろ
に
五
島
奈
留
島
の
松
山
へ
移
住
し
た
キ
リ
シ
タ

ン
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
の
で
す
。

　
こ
の
祈
祷
文
を
伝
え
た
奈
留
島
松
山
集
落
の
松
山
家
は
、
大
江
集

落
の
指
導
的
キ
リ
シ
タ
ン
一
族
と
繋
が
る
可
能
性
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
現
在
の
大
江
天
主
堂
の
敷
地
は
、
赤
崎
家
と
松
山
家
の
も
の
で

あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
一
七
四
七
年
の
大
庄
屋
更
迭
で
赤
崎
家
と
そ

の
関
係
者
で
あ
る
松
山
家
の
一
部
は
、
高
浜
や
崎
津
、
そ
し
て
外
海

へ
移
動
し
、
外
海
の
神
浦
と
池
島
で
「
初
穂
の
祈
り
」
を
唱
え
始
め

た
、
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
も
こ
の
問
題
は
デ
リ
ケ

ー
ト
な
側
面
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
聖
霊
降
臨
を
祈
り
、
そ
し
て
福
音
を
受
け
入
れ
耐
え
忍
ぶ
者
は
初

穂
な
の
で
し
ょ
う
。「
子
羊
の
行
く
所
へ
は
、
ど
こ
へ
で
も
つ
い
て
行

く
。
彼
ら
は
さ
さ
げ
ら
れ
た
初
穂
と
し
て
、
人
間
の
中
か
ら
あ
が
な

わ
れ
た
者
で
あ
る
」
と
は
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」（
一
四
―
四
）
で
す
。

　
連
祷
の
証
あ
か
し
び
と人
は
、
神
へ
の
執
成
し
の
み
な
ら
ず
、
祈
る
も
の
た
ち

の
帰
属
意
識
を
表
し
て
い
ま
す
。
大
江
・
崎
津
・
今
富
→
神
浦
・
池

島
→
五
島
奈
留
島
の
松
山
と
い
う
祈
り
の
道
は
、
西
海
の
キ
リ
シ
タ

ン
た
ち
が
築
き
上
げ
た
海
の
信
仰
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
示
し
て
い
た
の

で
す
（
２
）
。
こ
う
し
た
海
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
信
仰
は
維
持
さ
れ

た
の
で
す
。
天
草
灘
か
ら
五
島
灘
に
か
け
て
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
海
民

の
信
仰
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
大
江
や
崎
津
の
漁
民
の
キ
リ
シ
タ
ン

た
ち
は
、
五
島
や
甑
島
を
庭
と
し
て
い
ま
し
た
。
五
島
の
キ
ビ
ナ
ゴ

漁
は
崎
津
か
ら
伝
わ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
後
述
し
ま
す
が
、
甑
島

で
は
大
江
の
漁
民
た
ち
が
鮪
漁
や
鰹
漁
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
五
島

か
ら
甑
島
の
間
の
天
草
灘
は
、
ま
さ
に
キ
リ
シ
タ
ン
海
民
の
共
存
圏

だ
っ
た
の
で
す
。

３
．
天
草
く
ず
れ
と
海
域
天
草
の
生
業
そ
し
て
産
業
化

（
1
）
天
草
く
ず
れ

　
一
八
〇
五
年(

文
化
二
年)

島
原
藩
は
、
高
浜
村
庄
屋
上
田
宣
珍

を
現
地
の
フ
ィ
ク
サ
ー
と
し
、
そ
の
兄
弟
（
養
子
）
で
今
富
村
庄
屋
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の
上
田
友
三
郎
の
事
前
調
査
と
報
告
書
を
も
と
に
、
大
江
、
崎
津
、

今
富
の
三
か
村
と
後
に
高
浜
村
を
追
加
し
て
の
「
心
得
違
い
の
者
」

の
吟
味
を
開
始
し
ま
し
た
。
一
応
幕
府
の
指
示
に
従
っ
て
の
こ
と
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
吟
味
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
、
こ
の
地
域
に
「
キ
リ
シ
タ
ン
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、

幕
府
も
承
知
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
島
原
藩
も
、
日
程
や
準
備
の
関

係
か
ら
、
羊
角
湾
沿
岸
域
に
も
「
心
得
違
い
の
者
」
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
吟
味
の
対
象
か
ら
外
し
ま
し
た
。
要

は
、
事
前
に
準
備
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
に
そ
っ
て
吟
味
は
な
さ
れ
た
の

で
す
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
吟
味
に
よ
っ
て
、
我
々
は
天
草
西
目
筋
の

キ
リ
シ
タ
ン
の
実
態
を
朧
気
な
が
ら
理
解
す
る
こ
と
で
が
で
き
る
の

で
す
。
く
ず
れ
は
、「
発
見
」
で
は
な
く
、「
整
理
」
だ
と
い
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
。
吟
味
を
開
始
す
る
前
か
ら
、
島
原
藩
は
「
心
得
違
い

の
者
」
と
い
う
柔
ら
か
い
言
葉
を
発
案
し
て
「
キ
リ
シ
タ
ン
」
の
数

を
五
〇
〇
〇
人
、
幕
府
は
六
〇
〇
〇
人
と
し
ま
し
た
。
最
終
的
な
所

謂
「
発
見
」
さ
れ
た
「
心
得
違
い
の
者
」
は
五
二
〇
五
人
で
す
か
ら
、

最
初
か
ら
話
は
つ
い
て
い
た
か
の
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
一
番
の
疑

問
は
、
幕
府
側
に
吟
味
へ
の
熱
意
が
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
し
た
。

実
は
、
幕
府
は
、
天
草
の
吟
味
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
一
八
〇
四
年
（
文
化
元
年
）
八
月
三
日
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ペ
ト
ロ
ヴ

ィ
ッ
チ
・
レ
ザ
ー
ノ
フ
が
、
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
一
世
の

親
書
と
先
年
ラ
ク
ス
マ
ン
が
持
ち
帰
っ
た
信
牌
を
携
え
て
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
的
常
識
か
ら
は
「
正
式
な
国
王
使
節
」
と
し
て
長
崎
に
来
航
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
一
行
は
出
島
近
く
に
留
め
置
か
れ
、
幕
府
か
ら

の
返
答
は
遅
く
、
よ
う
や
く
一
八
〇
五
年
（
文
化
二
年
）
三
月
九
日

に
な
っ
て
目
付
役
遠
山
景か
げ
く
に晋

か
ら
、「
中
国
・
朝
鮮
・
琉
球
・
オ
ラ

ン
ダ
以
外
の
国
と
通
信
・
通
商
の
関
係
を
持
た
な
い
の
が
祖
法
」
と

し
て
ロ
シ
ア
側
の
要
求
は
拒
絶
さ
れ
た
の
で
し
た
。
吟
味
が
始
ま
る

の
は
三
月
一
一
日
で
す
か
ら
、
幕
府
に
と
っ
て
は
「
天
草
く
ず
れ
」

ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
吟
味
開
始
後
、
島
原
藩
は
長
崎
奉

行
に
吟
味
の
様
子
を
報
告
し
ま
し
た
が
、
長
崎
奉
行
側
か
ら
の
連
絡

は
な
く
、
暫
く
経
っ
て
か
ら
「
お
ろ
し
や
（
ロ
シ
ア
）
人
の
呼
出
し

で
混
雑
し
て
い
て
、
連
絡
も
不
行
届
き
に
な
り
、
失
礼
し
ま
し
た
」

と
い
う
旨
の
連
絡
が
入
っ
た
く
ら
い
な
の
で
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
外
交
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
幕
府
の
対
応
は
非
礼

で
す
。
し
か
も
幕
府
側
が
祖
法
を
持
ち
出
し
た
こ
と
は
、
権
力
の
最

高
意
志
（
主
権
）
が
法
に
従
っ
て
国
交
を
結
ば
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
で
は
、
主
権
国
家
と
法
治
の
概
念
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
外
交
と
し
て
の
「
鎖
国
」
を
宣
言
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
一
八
〇
七
年
（
文
化
四
年
）
の
ロ
シ
ア
の
戦
艦
に
よ
る

樺
太
の
松
前
藩
番
所
の
攻
撃
は
こ
の
文
脈
で
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
同
年
一
二
月
に
「
ロ
シ
ア
船
打
払
令
」

を
発
布
し
て
警
備
体
制
を
構
築
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
世
界
史
に
お
け

る
「
鎖
国
」
日
本
が
誕
生
し
た
の
で
す
。



－  36  －－  37  －

史
苑
（
第
八
三
巻
第
一
号
）

　
一
八
〇
五
年
（
文
化
二
年
）
一
二
月
四
日
、「
天
草
く
ず
れ
」
の

吟
味
が
終
了
し
た
後
、
上
田
宜
珍
の
跡
取
り
作
七
は
島
原
藩
か
ら
大

江
組
大
庄
屋
見
習
い
と
高
浜
村
庄
屋
見
習
い
を
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。

大
江
組
大
庄
屋
松
浦
四
郎
八
を
差
し
置
い
て
の
こ
と
で
す
。
上
田
家

が
大
庄
屋
職
を
継
ぐ
と
い
う
の
が
、
天
草
く
ず
れ
で
の
宜
珍
の
直
接

の
狙
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
通
行
手
形
の
発
給
に
よ
る

国
内
交
易
と
交
通
の
自
由
の
獲
得
に
あ
っ
た
か
ら
と
推
察
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
宣
珍
の
狙
い
は
、
結
局
、
彼
一
代
限
り
の
名
誉
大
庄

屋
職
で
終
わ
り
、
松
浦
四
郎
八
と
そ
の
子
穀
助
と
繋
が
る
大
庄
屋
家

松
浦
が
潰
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、「
塚
本

政
直
高
浜
絵
図
」
の
銘
文
に
あ
る
よ
う
に
「
鎖
国
」
時
代
を
迎
え
て
、

大
江
を
本
拠
地
と
す
る
松
浦
家
の
海
民
統
制
力
と
軍
事
力
を
、
海
防

上
島
原
藩
や
幕
府
は
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
鎖
国
に
よ

っ
て
世
界
性
を
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
で
、
天
草
の
キ
リ
シ
タ
ン
は

生
き
延
び
た
と
い
う
の
は
言
い
す
ぎ
で
し
ょ
う
か
。

　
文
化
二
年
の
吟
味
は
、
大
江
、
崎
津
、
今
富
、
高
浜
と
い
っ
た
大

江
組
の
中
心
村
落
を
対
象
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
江
組
大

庄
屋
松
浦
四
郎
八
、
今
富
村
庄
屋
上
田
友
三
郎
、
崎
津
村
吉
田
宇
治

之
介
の
三
名
は
吟
味
か
ら
は
ず
れ
て
い
ま
す
。
利
害
関
係
者
は
外
す

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
上
田
宣
珍
は
、
自
分
の
村
で

あ
る
高
浜
村
の
吟
味
に
積
極
的
に
参
加（
も
み
消
し
に
も
見
え
ま
す
）

し
て
い
ま
す
し
、
今
富
村
で
も
上
田
友
三
郎
が
、
消
極
的
に
関
わ
っ

て
い
ま
す
。
結
局
外
さ
れ
た
の
は
、
松
浦
四
郎
八
と
吉
田
宇
治
之
介

の
二
名
で
し
た
。
吉
田
に
つ
い
て
は
、
唐
船
曳
航
援
助
銀
を
隠
匿
し

た
こ
と
で
村
の
漁
師
と
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
ま

す
。
一
方
、
松
浦
四
郎
八
は
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。
島
原
藩
士
で
富
岡
代
官
所
勘
定
奉
行
と
し
て
吟
味
の
現

場
監
督
で
あ
っ
た
川
鍋
次
郎
左
衛
門
は
、
三
月
一
六
日
の
書
状
で
、

大
江
村
の
心
得
違
い
の
者
で
あ
っ
た
儀
平
と
い
う
酒
屋
が
大
庄
屋
の

親
類
で
あ
る
と
記
し
て
い
ま
す（『
天
草
吟
味
扣
』）。こ
の
儀
平
は『
大

江
組
転
切
支
丹
並
類
族
死
失
帳
（
３
）
』
に
記
録
さ
れ
た
、
今
富
村
の
三
助

系
の
類
族
、
さ
ん
と
そ
の
婿
大
江
村
酒
屋
源
右
衛
門
の
子
麹
屋
儀
右

衛
門
の
息
子
と
思
わ
れ
ま
す
。
キ
リ
シ
タ
ン
儀
平
の
親
族
は
、
甑
島

に
渡
り
、
鮪
漁
を
営
み
、
息
子
の
一
人
は
大
江
で
松
浦
家
の
地
所
内

で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
大
庄
屋
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
れ
ば
、
も
っ
と
も
こ
の
頃
に
は
権
力
側
は
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
言

葉
を
使
わ
な
く
な
り
ま
す
が
、
島
原
藩
は
責
任
を
逃
れ
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
ト
ッ
プ
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

（
2
）
海
域
天
草
の
生
業

　
崎
津
村
―
大
江
村
の
水か

こ主
浦
と
し
て
の
網
代
は
、
西
は
天
草
灘
の

一
二
、一
三
里
（
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
）
の
外
は
海
面
を
設
定
し

な
い
と
あ
り
ま
す
。
甑
島
は
網
代
の
範
囲
内
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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ま
た
安
政
元
年
の
こ
と
で
す
が
、
甑
島
に
は
天
草
の
資
金
が
投
入
さ

れ
て
い
ま
す
。
四
郎
八
を
継
い
だ
松
浦
穀
助
は
、
甑
島
で
の
鮪
漁
と

鰹
漁
を
統
轄
し
か
つ
資
金
を
提
供
し
て
い
ま
し
た
。
網
元
た
ち
は
、

松
浦
に
負
債
を
負
う
こ
と
で
経
済
的
に
も
そ
の
支
配
下
に
は
い
っ
た

の
で
す
。
大
江
で
の
鮪
漁
は
、
古
く
は
文
化
年
間
か
ら
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
皮
肉
に
も
『
上
田
宣
珍
日
記
』
で
、
宜
珍
が
、
大
江

の
枝
郷
、
か
つ
て
リ
ア
ン
も
船
を
係
留
し
た
で
あ
ろ
う
、
倭
寇
の
基

地
で
あ
っ
た
軍
ヶ
浦
の
鮪
漁
に
興
味
を
寄
せ
て
い
る
く
だ
り
に
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
従
っ
て
、
天
草
灘
の
大
江
近
海
で
も
鮪
漁
は
行

わ
れ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
多
く
の
キ
リ
シ
タ
ン

が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
一
七
七
三
年
（
安
永
二
年
）、
天
草
灘
に
面
す
る
牛
深
茂
串
で
、

「
邪
宗
の
者
」
の
存
在
が
発
覚
し
ま
し
が
、
彼
ら
の
中
に
「
転
切
支

丹
並
類
族
死
失
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
大
江
の
漁
師
で
あ
っ
た
新
四

郎
系
の
子
孫
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
茂
串

で
は
、
一
八
二
九
年
（
文
政
一
二
年
）
に
茂
串
鮪
浦
が
開
拓
さ
れ
、

一
八
六
七
年
（
慶
應
三
年
）
に
は
、
茂
串
の
一
〇
人
の
漁
師
が
、
冬

場
四
か
月
の
漁
期
に
一
人
一
両
半
を
出
し
あ
っ
て
、
鮪
網
の
権
利
を

借
り
出
し
て
い
ま
し
た
（「
岡
郷
永
代
万
覚
帳
（
畑
中
家
）」）。
金
銭

を
支
払
っ
て
の
借
り
出
し
と
い
う
こ
と
は
、
収
益
が
あ
る
わ
け
で
、

鮪
の
市
場
が
す
で
に
西
目
筋
で
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。
茂
串
の
鮪
漁
は
大
江
村
の
鮪
漁
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
は
ず

で
す
。
中
園
報
告
を
考
慮
す
る
と
、海
辺
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
生
業
は
、

天
草
灘
か
ら
五
島
灘
そ
し
て
平
戸
・
生
月
島
ま
で
の
一
帯
で
の
信
仰

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
行
わ
れ
同
時
に
そ
れ
を
強
固
な
も
の
と
し
て

い
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
児
島
報
告
や
木
村
報
告
が
示
し
た
一
六
八
三
年
の
鄭
氏
政
権
の
瓦

解
以
降
の
清
の
海
禁
停
止
に
よ
る
交
易
の
活
性
化
は
、
一
七
一
五
年

の
「
正
徳
新
令
」
に
よ
る
貿
易
統
制
を
招
き
、
余
剰
フ
ロ
ー
の
受
容

体
と
し
て
、
鱶
鰭
や
鮑
な
ど
の
俵
物
の
現
地
調
達
が
可
能
で
あ
っ
た

牛
深
―
大
江
海
域
の
キ
リ
シ
タ
ン
海
民
の
役
割
も
考
慮
で
き
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

（
3
）
産
業
化

　
松
浦
家
は
、
甑
島
―
羊
角
湾
で
の
「
抜
け
荷
」
に
関
わ
り
、
昆
布

交
易
と
も
関
わ
っ
た
天
草
の
豪
商
石
本
家
を
通
し
て
販
路
を
得
て
い

た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
現
時
点
で
は
、
家
の
伝
承
に
留
ま
り
、

史
料
的
裏
付
け
は
で
き
て
お
ら
ず
、
可
能
性
と
し
て
と
ど
め
て
お
き

ま
す
。
品
物
の
運
搬
路
や
販
路
に
つ
い
て
の
松
浦
の
口
伝
で
は
、
宇

土
半
島
の
郡
浦
ま
で
行
き
、
豊
後
街
道
を
経
由
し
て
鶴
崎
で
加
来
何

某
が
差
配
し
、
大
阪
へ
運
ん
だ
と
い
う
の
で
す
が
、『
熊
本
藩
侍
帳

集
成
』
な
ど
で
も
加
來
家
は
確
認
で
き
ま
す
が
鶴
崎
と
の
関
係
は
現

時
点
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
コ
ー
ス
に
つ
い
て
の
一
つ
の
仮
説
を
提

示
し
て
み
ま
す
。
不
知
火
海
を
郡
浦
ま
で
行
き
、
そ
の
郡
浦
か
ら
有
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明
海
で
川
尻
に
入
り
、
緑
川
水
系
の
緑
川
―
木
山
川
を
使
っ
て
舟
で

益
城
木
山
に
出
て
、
そ
こ
か
ら
陸
路
を
経
由
し
て
大
津
で
豊
後
街
道

に
入
る
と
い
う
の
は
よ
り
安
全
で
実
利
的
で
は
な
い
し
ょ
う
か
。
児

島
報
告
に
あ
る
よ
う
に
、
海
路
か
ら
の
抜
け
荷
を
防
ぐ
た
め
の
下
関

番
所
の
設
置
を
考
え
る
と
、
陸
路
を
使
っ
た
の
と
い
う
の
は
可
能
性

が
大
き
い
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
単
な
る
仮
説
に
す
ぎ
ま
せ

ん
か
ら
、
こ
れ
ら
か
ら
の
検
証
が
必
要
で
す
。

　
一
方
、
上
田
宣
珍
は
、
陶
石
と
磁
器
の
販
売
と
、
醸
造
と
製
薬
、

鰯
と
鮪
に
よ
る
商
業
的
漁
業
を
よ
り
広
範
に
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま

し
た
。
と
く
に
そ
の
活
動
は
、
宣
珍
の
日
記
を
見
る
限
り
、
文
化
二

年
の
天
草
く
ず
れ
の
た
だ
中
か
ら
活
発
に
な
り
ま
す
。
陶
器
や
陶
石

の
積
出
湊
と
し
て
は
、
高
浜
は
不
安
定
で
、
彼
は
軍
ヶ
浦
を
利
用
し

て
い
ま
し
た
。
同
時
に
、
宜
珍
は
高
浜
の
漁
村
化
つ
ま
り
定
浦
化
を

進
め
て
い
ま
し
た
。
松
浦
家
が
天
草
灘
の
南
、
甑
島
方
面
を
視
界
に

い
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
上
田
は
、
北
の
長
崎
と
そ
の
先
の
五

島
を
見
据
え
て
い
た
の
で
す
。
宜
珍
は
、
吟
味
で
騒
が
し
か
っ
た

一
八
〇
五
年
（
文
化
二
年
）
に
磁
器
の
研
究
を
進
め
、
高
浜
に
店
を

開
く
一
方
で
、
富
岡
で
の
八
田
網
を
研
究
し
、
亀
川
か
ら
水
主
五
人

を
引
き
受
け
高
浜
の
定
浦
化
を
め
ざ
し
て
い
ま
し
た
。
宜
珍
は
、
九

州
横
断
の
陸
離
を
利
用
し
た
松
浦
と
異
な
り
、
廻
船
用
の
船
を
三
隻

所
有
し
、
九
州
西
回
り
コ
ー
ス
を
利
用
し
て
い
た
の
で
す
。

　
ま
た
、
彼
は
高
浜
の
産
業
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
と
振
興
を
す
す
め
て

い
ま
す
。
一
八
〇
七
年（
文
化
四
年
）六
月
一
八
日
に
、村
の
寄
合
で
、

波
止
場
建
設
の
た
め
の
普
請
を
指
示
し
て
、
夫
役
を
割
り
振
っ
て
い

ま
す
。
百
姓
方
の
方
か
ら
は
、
防
波
堤
は
受
益
者
で
あ
る
漁
方
と
船

方
で
お
こ
な
う
べ
き
、
と
い
う
異
議
が
だ
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対

す
る
、
宜
珍
の
説
得
の
論
理
が
興
味
深
い
の
で
す
。
彼
は
、
こ
う
い

い
ま
す
。「
防
波
堤
の
普
請
を
し
て
き
た
の
は
、
河
口
が
塞
が
る
か

ら
だ
け
で
は
な
く
、
洪
水
の
と
き
水
は
け
が
よ
く
な
り
土
手
の
崩
壊

も
な
く
な
り
田
畑
の
た
め
に
な
る
。（
百
姓
方
に
も
利
益
が
あ
る
の

だ
か
ら
）
河
口
が
改
善
さ
れ
れ
ば
他
の
地
域
の
船
や
八
田
網
の
鰯
船

団
も
来
港
す
る
の
で
村
全
体
の
利
益
に
も
な
る
」
と
。
そ
し
て
「
こ

れ
ま
で
漁
方
や
船
方
も
井
出
普
請
（
用
水
の
堰
き
止
め
）
を
し
て
き

の
だ
か
ら
、
百
姓
方
も
波
止
場
普
請
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
か

ら
は
漁
師
の
子
孫
も
百
姓
に
な
り
、
百
姓
も
漁
師
に
な
る
可
能
性
も

あ
る
の
だ
か
ら
、
村
全
体
で
応
分
に
負
担
し
て
欲
し
い
」（
横
線
は
筆

者
）
と
、
村
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
だ
か
ら
、
村
人
と
し
て
協
働
し
て
事

に
あ
た
っ
て
欲
し
い
、
と
説
得
し
た
の
で
す
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、

天
草
の
他
の
地
域
に
み
ら
れ
な
い
百
姓
と
漁
師
間
の
通
婚
を
前
提
と

し
た
村
民
の
形
成
で
す
。
宜
珍
は
、
村
民
を
「
労
働
者
」
と
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
彼
は
先
駆
的
「
商
業
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
」

で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
天
草
く
ず
れ
は
、
先
駆
的
な
内
国
商
業
資
本
家
上
田
宣
珍
と
統
制

交
易
外
に
い
た
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
松
浦
家
と
の
争
い
と
い
う
側
面
を
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も
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
中
国
を
核
と
し
た
海
域
東

ア
ジ
ア
、
あ
る
い
は
そ
の
東
端
の
天
草
灘
と
い
う
磁
場
で
の
話
で
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
中
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
経
済
交
易
圏
に

巻
き
込
ま
れ
た
海
域
天
草
が
、
日
本
に
お
け
る
近
代
の
産
業
化
に
貢

献
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
時
代
は
西
欧
と
太
平
洋
を
向
い

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　
ま
こ
と
に
一
八
〇
五
年
（
文
化
二
年
）
の
天
草
く
ず
れ
は
、
地
元

に
と
っ
て
は
未
曽
有
の
「
大
津
波
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

同
年
夏
に
行
わ
れ
た
補
充
調
査
で
あ
る
大
江
村
の
「
白
札
付
書
上

帳
」
は
、
聞
き
取
り
を
行
っ
た
の
が
松
浦
四
郎
八
や
地
元
の
有
力
者

だ
っ
た
せ
い
も
あ
り
、
心
得
違
い
の
者
た
ち
の
本
音
が
透
け
て
見
え

ま
す
。
曰
く
、「
心
違
い
な
の
は
み
ん
な
知
っ
て
い
る
」、「
心
得
違

い
で
な
い
も
の
も
心
得
違
い
の
も
の
の
家
に
住
み
、
同
じ
よ
う
に
暮

ら
し
牛
肉
も
食
べ
て
い
る
」。
そ
し
て
「
そ
れ
な
ら
ば
心
得
違
い
で

い
い
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
村
共
同
体
内
で
は
周
知
の
こ

と
が
、島
原
藩
と
上
田
親
子
に
よ
っ
て
表
に
引
き
出
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、幕
府
に
と
っ
て
は
、「
さ
ざ
波
」
で
し
た
。
一
八
五
六
年
（
安

政
三
年
）
の
「
浦
上
三
番
く
ず
れ
」
の
さ
い
、
長
崎
奉
行
は
天
草
く

ず
れ
の
こ
と
を
西
国
郡
代
に
問
い
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
奉
行
所
が
知

ら
な
い
の
も
驚
き
で
す
が
、
郡
代
池
田
岩
之
丞
の
回
答
に
は
言
葉
を

失
い
ま
す
。
回
答
は
、「
天
草
の
一
件
の
起
こ
り
は
、
大
江
村
の
幸

左
衛
門
（
達
六
人
）
が
家
々
で
引
き
継
い
で
き
た
異
宗
を
信
仰
し
た

こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
大
江
村
の
嘉
助
ほ
か
三
〇
人
が
同
様
の
（
怪

し
き
）
信
仰
を
し
た
」
と
い
う
も
の
で
す
。
名
子
と
そ
の
本
百
姓
の

関
係
に
あ
っ
た
上
組
の
暦
を
扱
っ
た
帳
方
で
あ
っ
た
名
子
幸
左
衛
門

と
代
表
的
な
キ
リ
シ
タ
ン
本
百
姓
嘉
助
は
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
に
し

た
て
あ
げ
ら
れ
た
の
で
す
。
天
草
く
ず
れ
が
、「
弾
圧
に
耐
え
信
仰

を
守
っ
た
」
と
い
う
大
き
な
ス
ト
ー
リ
を
獲
得
す
る
の
は
近
代
に
入

っ
て
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
も
、「
大
学
」
と
い
う
近
代
の
知

的
専
門
機
関
の
目
を
通
し
て
そ
う
な
の
で
す
。 

　
海
老
沢
有
道
は
、「
キ
リ
シ
タ
ン
の
伝
来
に
よ
っ
て
日
本
は
真
の

意
味
で
の
〔
マ
マ
〕
始
め
て
世
界
史
の
舞
台
に
登
場
し
た
」
と
い
い

ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
が
、
個
別
史
学
と
し
て
の
「
単
な
る
教

会
史
」
に
終
わ
ら
な
い
た
め
に
は
、「
国
内
的
情
勢
の
高
度
の
史
的

研
究
と
、
内
・
外
史
料
の
吟
味
と
世
界
史
的
視
圏
に
立
」
つ
、
構
造

史
的
視
野
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
（
４
）
。

　
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
天
草
灘
か
ら
平
戸
ま
で
の
海
域
世
界
で
、「
沈4

黙4

の
宗
教
」
と
し
て
生
き
抜
い
た
の
で
す
。
そ
れ
も
、
世
界
史
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
異
端
4

4

、
幕
府
（
権
力
）
側
の
視
線
で
は
、
仏
教

的
視
野
か
ら
の
「
邪
宗
4

4

」
と
し
て
、「
キ
リ
シ
タ
ン
」
と
し
て
、
そ

う
な
の
で
す
。
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史
苑
（
第
八
三
巻
第
一
号
）

註（１
） 
本
論
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
鶴
島
博
和
「
も
う
一
つ
の
天

草
く
ず
れ
：
天
草
キ
リ
ス
ト
教
史
序
説
―
信
仰
と
生
業
―
」『
比
較
日

本
学
研
究
部
門
研
究
年
報
』
第
一
八
号
（
二
〇
二
二
年
）、
八
六
―

一
二
六
で
検
討
し
た
の
で
、
史
料
や
註
そ
し
て
図
な
ど
は
そ
ち
ら
を

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
２
）
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
年
）
の
「
天
草
く
ず
れ
」
で
、
高
浜
村
の

七
兵
衛
は
、
五
嶋
で
大
江
の
善
助
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
に
教
導
さ
れ
た

が
洗
礼
名
は
な
い
と
告
白
し
て
い
る
。
五
島
や
天
草
灘
は
キ
リ
シ
タ

ン
の
信
仰
活
動
の
場
で
あ
っ
た
。「
宗
門
心
得
違
惣
人
別
異
名
覚
帳
」

（
上
田
家
文
書
）
こ
の
史
料
は
、「
今
日
の
」
報
告
者
児
島
康
子
氏
に

御
教
示
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

（
３
）
鶴
島
博
和
編
『
一
町
田
組
・
大
江
組
大
庄
屋
松
浦
家
資
料
集
（
一
）』

（
刀
水
書
房
、
二
〇
二
一
年
）、
九
八
―
一
九
一
。

（
４
）
紙
幅
の
関
係
で
中
山
圭
氏
が
コ
メ
ン
ト
さ
れ
た
聖
具
に
言
及
す
る

余
裕
は
な
か
っ
た
。

（
熊
本
大
学
名
誉
教
授
）
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