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一

　

岩
野
泡
鳴
は
、
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
短
い
期
間
な
が
ら
、

大
阪
郊
外
に
在
住
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
、
そ
の
経
験
が
活
か
さ
れ
る
形
で

「
ぼ
ん
ち
」（『
中
央
公
論
』、
大
正
2
・
3
）や「
蜜
蜂
の
家
」（『
雄
弁
』、
大
正

8
・
4
）な
ど
の
、
大
阪
郊
外
を
舞
台
と
し
た
作
品
を
発
表
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
分
析
が
少
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ

る
の
か
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
読
む
上
で
、
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
問
題

も
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。（

（
（

　

一
つ
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
、
す
べ
て
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
株
式
会
社
の

宝
塚
線（
※
現
阪
急
宝
塚
線
。
以
下
、「
箕
有
電
車
」と
表
記
。）沿
線
を
舞
台

と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
作
者
泡
鳴
が
、
こ
の

路
線
の
主
要
駅
が
あ
る
大
阪
府
池
田
市
内
に
在
住
し
て
い
た
と
い
う
、
作
者

側
の
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
で
、
こ
れ
ら
の

地
域
が
、
鉄
道
を
基
点
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
、
き
わ
め
て
近
代
的
な

取
り
組
み
を
実
践
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
点
も
重
要
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
近
代
文
学
の
作
家
で
あ
れ
ば
、
新
た
な
時
代
の
一
面
や
そ
こ
に
生
じ
る

諸
問
題
を
写
そ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
し
て
や
在
住
経
験
か
ら
真

に
迫
る
形
で
写
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
地
域
を
採
用
し
続
け
た
と

い
う
の
も
頷
け
る
。
作
品
の
舞
台
と
し
て
の
大
阪
郊
外
も
、
ま
さ
に
未
開
の

領
域
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
地
域
を
描
く
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
作
者
の
文

学
的
野
心
を
掻
き
立
て
た
面
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
当
時
、
鉄
道
を
基
点
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
た
地
域
は

他
に
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
箕
有
電
車
沿
線
ば
か
り
が
描
か
れ
て
し
ま
う

と
、
そ
の
内
容
に
入
る
以
前
に
、
ま
ず
そ
の
こ
と
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。

泡
鳴
作
品
を
知
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
重
ね
て
描
か
れ
る
こ
と
で
馴
染
み
が

深
く
な
り
、
必
然
的
に
そ
の
地
域
に
つ
い
て
の
知
識
は
増
え
て
い
き
、
ま
た
、

泡
鳴
作
品
に
つ
い
て
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
読
者
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

作
品
を
通
じ
て
、
箕
有
電
車
と
そ
の
沿
線
に
つ
い
て
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

む
ろ
ん
、
舞
台
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
作
品
に
お
い
て
は
、
読
解
上
、
そ

の
こ
と
が
重
要
な
場
合
が
多
い
の
で
、
そ
こ
に
目
が
留
ま
る
こ
と
自
体
は
問

題
が
な
い
の
だ
が
、
か
り
に
、
そ
の
作
品
が
明
ら
か
に
そ
の
地
域
の
情
報
提

岩
野
泡
鳴 「
郊
外
生
活
」 

論

　
―
小
林
一
三
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
て

鷲
　
　
㟢
　
　
秀
　
　
一

〔
論
　
文
〕

岩野泡鳴 「郊外生活」 論

無断転載禁止 Page:1



二

阪南論集　人文・自然科学編Mar. 2023

供
や
印
象
操
作
を
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
に
映
っ
た
場
合
、
は
た
し
て
そ
の

作
品
の
文
学
性
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
、
ま
こ
と
に
看

過
で
き
な
い
問
題
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

過
去
の
拙
論
で
は
、「
ぼ
ん
ち
」も「
蜜
蜂
の
家
」も
、
十
分
な
批
評
性
を
有

す
る
近
代
的
な
文
学
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
し
て
い
る
も
の
の
、
じ
つ

は
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
過
程
で
、
大
阪
時
代
の
泡
鳴
が
、

こ
と
の
ほ
か
、
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
株
式
会
社
の
小
林
一
三
と
接
点
を
も
っ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え

た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
作
品
を
点
検
し
直
す
こ
と
は
必
要
だ
ろ
う
と
感
じ
ら

れ
て
い
た
。

　

泡
鳴
は
当
時
、
日
記
を
付
け
て
お
り
、
そ
れ
を
紐
解
く
と
、
た
と
え
ば『
池

田
日
記
』に
は「（
※
明
治
四
十
四
年
）六
月
四
日
。
電
軌
会
社
に
立
ち
寄
つ

て
、
五
月
山
の
鶴
の
話
を
し
た
ら
重
役
は
同
社
経
営
の
箕
面
動
物
園
の
千
羽

鶴
が
逃
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
云
つ
て
、
直
ぐ
電
話
で
照
会
し
た
」と
あ
る

ほ
か
、「（
※
明
治
四
十
五
年
）五
月
廿
五
日
。（
略
）丸
善
へ
行
つ
た
ら
、
箕
面

電
鉄
の
小
林
氏
が
正
宗
氏
の
画
を
見
に
来
た
の
で
、
氏
の
為
め
に
一
点
を
買

つ
て
貰
ふ
こ
と
に
し
た
。」と
の
記
述
も
見
え
る
。

　

ま
た
、『
続
池
田
日
記
』に
は「（
※
大
正
元
年
）九
月
十
二
日
。
小
林
氏
に

電
軌
会
社
で
会
ひ
、
約
束
の
六
十
円
を
受
け
取
つ
た
。
そ
の
時
の
話
に
、
氏
は

君
は
失
敬
な
人
だ
と
云
ふ
。
何
か
と
聴
く
と
、
き
の
ふ
熊
蜂
を
退
じ
た
が
、
あ

れ
は
幸
の
神
と
し
て
縁
起
が
い
い
こ
と
に
し
て
あ
つ
た
の
だ
。
然
し
退
じ
て

し
ま
つ
た
ら
仕
方
な
い
が
と
の
こ
と
だ
。」

（
2
（

と
も
見
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
関
係
は
親
密
さ
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
さ
ら

に
そ
れ
は
、
単
な
る
私
的
な
交
友
に
留
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
と
い
う

の
も
、
た
と
え
ば
別
の
日
に
は
、「（
※
明
治
四
十
五
年
）四
月
五
日
。
お
伽
芝

居
の
子
供
デ
ー
を
箕
面
動
物
園
で
や
ら
せ
よ
う
と
、
箕
有
会
社
の
小
林
氏
へ

照
会
し
て
見
た
が
、
駄
目
で
あ
つ
た
。」と
い
う
よ
う
に
、
泡
鳴
は
、
会
社
の

業
務
に
つ
い
て
の
ア
イ
デ
ア
や
助
言
が
思
い
つ
い
た
際
に
は
、
直
接
小
林
に

提
案
し
て
い
た
節
が
あ
り
、さ
ら
に
、別
の
日
の『
続
池
田
日
記
』に
は
、「（
同

年
）
九
月
二
日
。
今
夜
、
小
林
一
三
氏
を
そ
の
宅
に
訪
ひ
、
転
宅
費
と
し
て

六
十
円
を
借
り
る
こ
と
に
し
た
。」と
の
記
述
が
見
え
、
自
宅
ま
で
出
向
き
、

金
銭
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

先
の
引
用
中
の
傍
線
部

（
3
（

「
約
束
の
六
十
円
」と
は
、
こ
の
転
宅
費
の
こ
と
で

あ
り
、
当
時
の
物
価
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
金
額
は
簡
単
に
出
せ
る
金
額
で

は
な
い
。
つ
ま
り
、
小
林
と
泡
鳴
と
は
公
私
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
深
い
関
係

に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
、
た
と
え
ば
、「
蜜
蜂
の
家
」に
お
い
て
、

箕
面
有
馬
電
気
軌
道
株
式
会
社
が
開
発
し
た
池
田
新
市
街
は
、
た
び
た
び
、

登
場
人
物
に「
い
い
と
こ
ろ
で
す
、
ね
」と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
も

ど
こ
か
、
作
者
が
肩
を
入
れ
た
セ
リ
フ
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
映
る
。
し
か

も
実
際
に
、
泡
鳴
自
身
も
そ
れ
を
認
め
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
、
小
林
に
伝

え
て
い
た
節
が
あ
る
。
き
わ
め
て
後
年
に
は
な
る
が
、
小
林
一
三
の
回
想
録

『
逸
翁
自
叙
伝
』（
昭
和
28
・
（
、
産
業
経
済
新
聞
社
）に
は
、
次
の
記
述
が
あ

る
。

　
　

�　

岩
野
泡
鳴
は
誰
の
世
話
で
入
社
し
た
の
か
忘
れ
た
が
、
大
阪
へ
来
る

前
に
住
宅
に
就
い
て
交
渉
が
あ
り
、
池
田
室
町
二
番
町
箕
面
電
車
の
借

家
に
二
三
年
居
つ
た
と
思
ふ
。
そ
の
頃
は
小
説
家
と
し
て
入
社
す
れ
ば
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月
給
だ
け
で
原
稿
料
は
払
は
な
い
、
三
四
本
の
小
説
を
書
い
た
。
読
者

受
け
は
し
な
か
つ
た
が
、
時
代
の
セ
ン
ス
に
活
き
た
本
格
的
の
小
説
家

で
あ
つ
た
、
箕
面
電
車
蛍
ケ
池
附
近
道
路
添
い
の
軌
道
に
は
、
ま
だ
セ

ン
タ
ー
ポ
ー
ル
が
あ
つ
た
時
代
で
、
お
客
様
が
車
窓
か
ら
首
を
一
寸
出

し
た
為
め
に
、
柱
に
当
つ
て
大
怪
我
を
し
た
事
実
を「
ぼ
ん
ち
」と
い
ふ

小
説
の
中
に
書
い
て「
こ
の
小
説
は
箕
面
電
車
の
提
灯
持
だ
よ
」と
笑

つ
て
居
つ
た
。
小
説「
ぼ
ん
ち
」は
東
京
で
単
行
本
に
な
つ
た
が
、
大
好

評
で
あ
つ
た
。

　

こ
の「
提
灯
持
」と
い
う
発
言
の
真
意
が
測
り
か
ね
る
も
の
の
、
捉
え
方
に

よ
っ
て
は
、
作
者
自
ら
、
作
品
の
文
学
性
を
否
定
し
た
か
の
よ
う
に
も
取
れ

る
発
言
で
あ
る
。
た
だ
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
作
品
は
作
者
か
ら
離
れ
れ
ば
、

独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
外
部
で
の
作
者
の
発
言
が
ど
う
あ
っ
て
も
、
作
品

が
何
を
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
が
肝
心
で
あ
る
。
今
一
度
、
箕
有
電
車

沿
線
を
舞
台
に
し
た
作
品
と
向
き
合
う
必
要
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た「
ぼ
ん
ち
」と「
蜜
蜂
の
家
」以
外
で
、

箕
有
電
車
沿
線
を
舞
台
と
し
、
か
つ
、
作
者
が
離
阪
し
て
ま
も
な
い
時
期
に

書
か
れ
た「
郊
外
生
活
」と
い
う
小
説
を
取
り
上
げ
、
そ
の
分
析
を
通
じ
て
、

先
に
挙
げ
た
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
　
　

二

　
「
郊
外
生
活
」は
、
大
正
二
年
九
月
号
の『
新
日
本
』
（
4
（

に
発
表
さ
れ
た
短
編

小
説
で
、
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
著
作
集『
炭
屋
の
娘
』（
大
正
2
・
（2
、
岡
村

盛
花
堂
）に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
の
泡
鳴
は
、
す
で
に
小
説
の
著
作
集

だ
け
で
も『
ぼ
ん
ち
』（
大
正
2
・
6
、
植
竹
書
院
）と『
五
人
の
女
』（
大
正

2
・
9
、
春
陽
堂
）
を
刊
行
し
て
お
り
、
そ
の
他
に
も
翻
訳『
表
象
派
の
文

学
運
動
』（
大
正
2
・
（0
、
新
潮
社
）や
、
評
論『
近
代
思
想
と
実
生
活
』（
大

正
2
・
（2
、
東
亜
堂
書
房
）も
刊
行
し
、
ま
こ
と
に
多
忙
を
極
め
た
年
で
あ
っ

た
。

　

そ
の
年
に
書
か
れ
た「
郊
外
生
活
」は
、
同
時
代
評
も
見
当
た
ら
ず
、
泡
鳴

の
研
究
者
か
ら
も「
耽
溺
」（『
新
小
説
』、
明
治
42
・
2
）や「
放
浪
」（
明
治

43
・
7
、
東
雲
堂
書
店
）の
よ
う
な
文
学
史
に
残
る
代
表
作
と
は
位
置
付
け

ら
れ
て
い
な
い
。
作
品
へ
の
言
及
そ
の
も
の
が
あ
ま
り
な
い
な
か
で
、
大
正

期
に
出
版
さ
れ
た『
泡
鳴
全
集　

第
一
巻
』（
大
正
（0
・
１
、国
民
図
書
）の「
解

説
」に
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
『
郊
外
生
活
』

　
　

�　

野
崎
の
一
家
が
桜
井
に
別
荘
を
買
つ
て
、
そ
こ
に
家
族
を
移
し
て
か

ら
の
郊
外
生
活
の
面
白
さ
を
描
い
た
も
の
。
玉
江
親
娘
が
夜
更
け
に
葡

萄
畑
へ
夜
露
の
し
ゆ
ん
だ
葡
萄
を
盗
み
に
い
つ
て
、
夜
番
に
石
を
抛
げ

ら
れ
る
所
が
あ
る
。
明
治
四
十
二
年
の
作
。
泡
鳴
氏
は
又
、
大
阪
及
び
そ

の
近
在
を
描
い
た
郷
土
芸
術
家
の
一
人
で
あ
つ
た
。
こ
の
作
は
此
の
郷

土
芸
術
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
。（

（
（

　

こ
の「
解
説
」を
書
い
た
大
月
隆
仗
は
、
泡
鳴
の
弟
子
の
一
人
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
彼
は
、
生
前

（
6
（

か
ら
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
泡

鳴
の「
大
阪
及
び
そ
の
近
在
を
描
い
た
郷
土
芸
術
家
」と
い
う
側
面
を
、
こ
こ

で
強
調
し
て
い
る
。
本
作
は
、
単
に
大
阪
郊
外
を
舞
台
と
し
た
点
が
興
味
深
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い
の
で
は
な
く
、
そ
の
地
域
の
言
葉
遣
い
を
活
写
し
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々

を
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
点
に
特
色
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
郷
土
芸

術
」と
の
評
価
に
も
頷
く
こ
と
は
で
き
る
。「
郊
外
生
活
」は
、
次
の
よ
う
な

描
写
か
ら
始
め
ら
れ
る
。

　
　

�　

野
崎
の
家
が
桜
井
に
別
荘
を
買
ひ
求
め
て
か
ら
、
そ
こ
の
家
族
は
す

べ
て
郊
外
生
活
を
面
白
い
も
の
だ
と
思
つ
た
。

　
　

�　

樒
柑
畑
の
一
部
を
庭
内
に
取
り
込
ん
で
あ
つ
た
の
で
、
多
く
の
円
い

実
が
青
く
ふ
く
ら
み
出
し
て
ゐ
る
。
さ
ツ
と
箕
面
の
山
お
ろ
し
が
、
そ

の
樒
柑
の
葉
や
板
塀
を
越
え
た
白
楊
の
枝
を
吹
き
鳴
ら
し
て
、
障
子
を

は
づ
し
た
坐
敷
へ
遠
慮
な
く
這
入
つ
て
来
る
。

　
　

�　
『
涼
し
い
、
な
ア
―
―
涼
し
い
、
な
ア
』と
、
坊
な
ど
は
嬉
し
が
つ
て
、

坐
敷
中
を
こ
ろ
げ
ま
わ
つ
た
。

　
　

�　

そ
の
そ
ば
に
、
玉
江
は
坐
は
つ
て
、
腰
巻
き
一
つ
で
、
肩
に
は
ぬ
れ
手

拭
ひ
を
か
け
て
、
う
ち
わ
を
使
つ
て
ゐ
る
。

　

当
時
は
、
明
治
三
十
年
代
に
流
入
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
田
園
都
市
論
の

影
響
と
、
都
市
部
の
住
環
境
が
急
速
に
悪
化
し
た
こ
と
で
、
に
わ
か
に
郊
外

生
活
が
注
目
の
的
と
な
っ
て
い
た
。
電
鉄
各
社
は
自
社
の
沿
線
に
住
宅
開
発

を
展
開
し
、
た
と
え
ば
阪
神
電
鉄
は
、
多
く
の
医
師
に
、
医
学
的
見
地
か
ら
郊

外
移
住
を
説
き
勧
め
さ
せ
た『
市
外
居
住
の
す
ゝ
め
』（
明
治
40
・
１
）と
い

う
雑
誌
を
出
版
し
、
い
ち
早
く
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　

本
作
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
そ
の
流
れ
に
乗
る
か
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
最

新
の
郊
外
生
活
を
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り「
面
白
い

も
の
」と
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
点
が
面
白
い
の
か
と
い
う
と
、
冒
頭
に

見
え
る
よ
う
に
、
植
樹
さ
れ
た
庭
を
経
由
し
て
、
箕
面
の
山
か
ら
涼
し
い
風

が
入
っ
て
き
、
そ
れ
を
う
れ
し
が
る
子
供
が
い
て
、
ま
た
、
家
の
塀
が
低
か
っ

た
こ
ろ
に
は
、
そ
の
山
上
に
あ
っ
た
動
物
園
や
観
覧
車
も
見
え
、
そ
う
い
っ

た
都
会
で
は
味
わ
え
な
い
暮
ら
し
が「
面
白
い
」と
さ
れ
て
い
る
。
一
見
す
る

と
、
当
時
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
新
中
間
層
の
、
画
に
描
い
た
よ
う
な
幸
せ
が

こ
こ
で
は
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
映
る
。

　

そ
し
て
、
彼
ら
の
生
活
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
が「
桜
井
」で
あ
る
。
こ

の
桜
井
は
、
大
阪
府
箕
面
市
に
あ
る
桜
井
の
こ
と
で
、
作
者
泡
鳴
が
住
ん
で

い
た
池
田
市
に
隣
接
す
る
地
域
で
あ
る
。
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
株
式
会
社

が
、
池
田
に
続
い
て
宅
地
開
発
し
た
の
が
こ
の
桜
井
で
、
当
時
の「
桜
井
住
宅

地
売
出
し
」

（
7
（

と
い
う
広
告
に
は
、
次
の
と
お
り
あ
る
。

　
　
「
愉
快
な
る
田
園
生
活　

理
想
的
住
宅　

桜
井
新
市
街
」

　
　

�

・
処
は
ど
こ
か　

梅
田
よ
り
電
車
僅
か
に
二
十
五
分�

箕
面
公
園
に
近

き
桜
井
停
留
場
前�

風
景
絶
佳
箕
面
川
の
流
れ
涼
し
き�

閑
静
申
分
な
き

新
市
街

　
　

�

・
ど
ん
な
家
か　

屋
敷
は
百
坪
以
上
百
六
十
坪
建
坪�

十
六
坪
乃
至

三
十
坪
別
荘
風
平
屋�

建
造
作
庭
園
一
切
の
設
備
至
れ
り�

尽
せ
り
大
小

各
種
四
十
戸

　

ま
た
、
販
売
に
先
行
し
て
、
同
社
が
配
布
し
た『
最
も
有
望
な
る
電
車
』（
明

治
4（
・
（0
）と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
次
の
と
お
り
あ
る
。

　
　

�　

箕
面
有
馬
電
鉄
の
沿
道
は
そ
ん
な
に
よ
い
と
こ
ろ
で
す
か
。（
略
）こ

の
沿
道
は
飲
料
水
の
清
澄
な
る
こ
と
、
冬
は
山
を
北
に
背
に
し
て
暖
か

く
、
夏
は
大
阪
湾
を
見
下
ろ
し
て
吹
き
来
る
汐
風
の
涼
し
く
、
春
は
花
、
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秋
は
紅
葉
と
申
分
の
な
い
こ
と
は
論
よ
り
証
拠
で
御
一
覧
に
な
る
の
が

一
番
早
や
わ
か
り
が
致
し
ま
す
。

　

販
売
主
の
関
係
者
が
作
成
し
た
文
章

（
8
（

ゆ
え
、
そ
の
環
境
を
称
え
る
美
辞
麗

句
に
つ
い
て
は
割
り
引
い
て
読
む
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
良
好
な
土
地
で
あ
っ

た
こ
と
自
体
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
あ
と
に
は
、
こ
の
家
族
が
、
当
時
煤
煙
の

都
と
揶
揄
さ
れ
た
大
阪
市
内
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る
こ
と
も
匂
わ
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
対
比
に
よ
り
、
際
立
つ
部
分
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
良
好
な
住
環
境
の
強
調
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
る「
郊
外
生

活
」で
あ
る
が
、
他
の
同
時
代
資
料
を
視
野
に
入
れ
て
み
る
と
、
作
中
の
郊
外

生
活
は
、
当
時
す
で
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
郊
外
生
活
像
と
多
分
に
重
な

る
も
の
と
い
え
る
。

　

た
と
え
ば
、
先
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
同
様
に
、
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
株
式

会
社
が
出
版
し
て
い
た
雑
誌『
山
容
水
態
』を
見
て
み
る
と
、
大
正
二
年
八
月

号
に
は
、「
新
宅
物
語
」と
い
う
掌
編
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
書
き
出

し
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

�『
美
し
い
お
宅
で
す
こ
と
ね
、
羨
ま
し
い
わ
』と
十
八
、九
の
う
い
〳
〵

し
い
丸
髯
の
妻
君
は
二
階
の
欄
干
に
も
た
れ
、
箕
面
の
翠
の
山
を
わ
た

り
来
る
涼
風
に
鬢
の
乱
る
ゝ
を
厭
は
ぬ
の
で
あ
る
。『
昼
日
中
も
そ
れ

は
〳
〵
涼
し
い
の
よ
、
水
が
よ
く
つ
て
、
そ
れ
に
蚊
も
居
る
か
居
ら
ぬ

か
判
ら
ぬ
位
な
の
よ
』と
此
家
の
主
婦
は
冷
し
た
水
蜜
桃
を
す
ゝ
め
な

が
ら『
こ
の
桃
も
宅
の
庭
で
出
来
た
の
よ
召
上
つ
て
頂
戴
な
』と
言
ひ

な
が
ら
青
簾
を
捲
き
上
げ
る
。『
間
取
も
い
い
し
何
も
か
も
便
利
に
、
よ

く
こ
ん
な
に
建
つ
た
も
の
で
す
わ
』

　
〈
妻
君
〉、〈
涼
風
〉、〈
庭
〉の
果
樹
な
ど
は
、
泡
鳴
の「
郊
外
生
活
」に
も
点

描
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
よ
く
似
た
書
き
出
し
に
見
え
る
。
さ
ら

に
本
作
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
月
賦
払
い
で
家
が
購
入
で
き
る
と
い
う

情
報
が
差
し
込
ま
れ
、
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。

　
　

�『
さ
む
し
い
で
せ
う
』『
イ
ゝ
エ
、
こ
の
桜
井
に
は
も
う
百
軒
も
新
築
が

出
来
て
居
る
ん
で
す
も
の
、
倶
楽
部
に
は
玉
突
も
あ
り
又
日
用
品
に
は

少
し
も
不
自
由
が
な
い
の
』『
そ
う
妾
も
旦
那
様
に
お
た
の
み
し
て
こ
ち

ら
へ
移
り
ま
せ
う
、
大
阪
で
家
賃
を
出
す
な
ぞ
は
馬
鹿
ら
し
い
わ
』と

新
宅
の
二
階
座
敷
で
仲
好
し
同
志
の
物
語
。

　

泡
鳴
の「
郊
外
生
活
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
大
正
二
年
九
月
で
、
そ
れ
は

ち
ょ
う
ど
、
こ
の「
新
宅
物
語
」掲
載
の
翌
月
に
当
た
る
。
小
林
と
の
つ
な
が

り
（
9
（

か
ら
す
れ
ば
、
執
筆
時
期
に
こ
の「
新
宅
物
語
」が
目
に
入
っ
て
い
て
、
あ

る
い
は
着
想
を
得
て
い
た
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
は
拭
い
切
れ
な
い
。
た
だ

こ
れ
以
上
の
詮
索
は
し
よ
う
が
な
く
、
ま
た
着
想
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
評
価
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で

は
、
郊
外
で
の
新
生
活
に
、
当
時
一
つ
の
画
の
ご
と
く
、
典
型
的
な
像
が
形
成

さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
利
用
す
る
形
で
、
泡
鳴
が
執
筆
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
す
る
に
留
め
て
お
く
。

　
　
　

三

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
つ「
郊
外
生
活
」で
あ
る
が
、
引
き
続
き
、

読
み
進
め
て
い
く
と
、
作
中
の
野
崎
家
は
、
主
人
公
の
玉
江（
母
）、
大
阪
市
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内
で
働
く
主
人（
父
）、
同
じ
く
市
内
で
働
く
長
男
、
ま
だ
小
さ
い
弟
の「
坊
」、

女
学
生
で「
母
親
そ
っ
く
り
の
長
い
顔
」を
も
つ
長
女
、
も
う
一
人
の
娘
、
そ

し
て
女
中
と
下
男
と
い
う
家
族
構
成
と
さ
れ
る
。
祖
父
母
が
同
居
し
て
い
る

様
子
は
な
い
の
で
、
そ
の
点
で
も
新
中
間
層
ら
し
い
核
家
族
の
構
成
と
い
え

よ
う
。
こ
の
時
代
だ
と
、
女
中
や
下
男
が
い
る
家
庭
は
珍
し
く
は
な
い
も
の

の
、
長
女
を
女
学
校
に
通
わ
せ
る
だ
け
の
生
活
面
で
の
余
裕
と
社
会
意
識
の

高
さ
が
野
崎
家
に
は
あ
る
。
新
中
間
層
の
中
で
も
、
比
較
的
財
力
を
も
つ
家

で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
作
中
に
は
、
母
娘
の
間
で
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り

も
あ
る
。

　
　

�『
ほ
た
ら
、
返
上
し
な
は
れ
―
―
わ
て
い
、
囲
ひ
を
改
築
し
ま
ッ
さ
』。

　
　

�『
あ
ん
た
、
え
ら
う
金
持
ッ
ち
や
さ
か
い
に
、
な
ァ
』。

　
　

�『
お
母
ァ
は
ん
』
と
、
坊
が
母
の
膝
へ
す
り
寄
つ
て
来
て
、『
隣
り
は
金

持
ッ
ち
や
て
、
な
ァ
』。

　
　

�『
う
ち
ほ
ど
あ
り
や
へ
ん
が
、
な
』。
と
、
さ
げ
ず
む
や
う
な
顔
つ
き
を
し

た
。

　
　

�『
う
ち
や
何
ぼ
あ
る
』と
、
坊
は
そ
の
か
ら
だ
を
半
分
ほ
ど
母
の
膝
へ
の

せ
て
、『
百
円
？　

千
円
？
』

　
　

�『
ほ
、
ほ
、
ほ
！
』女
二
人
は
顔
を
見
合
は
せ
て
一
切
に
笑
ひ
出
し
た
。

　
　

�『
坊
が
、
な
ァ
』と
、
玉
江
は
そ
の
あ
た
ま
を
撫
で
て
や
り
な
が
ら
、『
大

け
な
つ
た
ら
分
り
ま
ッ
さ
』。

　

こ
の
よ
う
に
、
隣
家
と
の
財
力
の
話
題
に
な
る
と
、
玉
江
は「『
う
ち
ほ
ど

あ
り
や
へ
ん
が
、
な
』。
と
、
さ
げ
ず
む
や
う
な
顔
つ
き
を
し
」て
み
せ
て
い

る
。
坊
に
、
家
に
は
い
く
ら
あ
る
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、「
女
二
人
は
顔
を
見

合
は
せ
て
一
切
に
笑
ひ
出
し
」て
、
ま
と
も
に
取
り
合
お
う
と
さ
え
し
て
い

な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
財
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
一
家
の

人
々
に
は
ど
こ
か
吝
嗇
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
た
と
え
ば
、
先
の
引
用
の
冒
頭

に
は
、
家
の「
囲
ひ
を
改
築
」す
る
話
題
が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
は
家
の
塀
が

「
費
用
を
惜
し
ん
で
元
の
板
塀
に
継
ぎ
足
し
て
」作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
と
関
係
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
家
の
塀
が
な
ぜ
高
く
な
っ
た
の
か

と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
　

�　

電
軌
会
社
の
邸
宅
経
営
部
員
に
説
き
勧
め
ら
れ
て
、
そ
の
会
社
か
ら

会
社
の
新
案
に
成
つ
た
と
云
ふ
邸
宅
の
一
つ
を
買
つ
た
時
は
、
玉
江
も

わ
け
は
な
く
喜
ん
で
、

　
　

�『
あ
た
り
の
景
色
が
よ
う
て
、
気
が
清
々
し
ま
ん
が
、
な
』。
な
ど
と
云
つ

て
ゐ
た
。

　
　

�（
中
略
）

　
　

�　

が
、
箕
面
電
軌
会
社
が
同
じ
や
う
な
経
営
を
や
つ
て
る
岡
町
の
邸
宅

地
に
、
大
し
た
奴
で
は
な
か
つ
た
が
、
強
盗
が
這
入
つ
た
話
を
聴
い
て

か
ら
、
玉
江
は
俄
か
に
お
ぢ
け
が
付
い
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
、

　
　

�『
繁
は
ん
を
こ
ッ
ち
や
へ
と
ま
ら
せ
て
お
呉
ん
な
は
れ
―
―
練
り
塀
を

拵
へ
て
お
く
れ
や
す
』な
ど
と
、
主
人
に
迫
つ
た
。

　

つ
ま
り
、
も
と
も
と
は
通
気
も
見
晴
ら
し
も
よ
か
っ
た
野
崎
家
の
低
い
壁

は
、
防
犯
上
の
目
的
で
高
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
の
大
月
隆
仗

の
解
説
文
中
に
も
あ
っ
た
と
お
り
、
本
作
は
そ
の
玉
江
が
、
低
い
倫
理
観
か

ら
、
地
元
の
果
樹
園
の
葡
萄
を
盗
ん
で
し
ま
う
と
い
う
話
で
あ
る
。
強
盗
を

警
戒
し
て
家
の
塀
を
高
く
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
は
す
す
ん
で
泥
棒
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に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
玉
江
の
主
人
も
問
題
の
あ
る
人
物
と
し
て
造
形

さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
客
人
に
は
、「
な
ぐ
り
付
け
な
い
ば
か
り
に
あ
し
ら

ふ
」と
い
う
粗
暴
さ
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
野
崎
夫
妻
は
、
少
な
く
と

も
、
成
熟
し
た
市
民
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
な
か
で
も
、
玉
江
は
、
先

の「
さ
げ
ず
む
や
う
な
顔
つ
き
」を
は
じ
め
、
品
性
に
欠
け
る
面
が
強
調
さ
れ

て
お
り
、
た
と
え
ば
葡
萄
の
窃
盗
の
こ
と
で
家
に
詰
め
寄
ら
れ
る
場
面
で
も
、

ま
ず
盗
ん
だ
と
言
っ
た
の
は
子
供
の
証
言
で
信
用
で
き
な
い
と
言
い
張
り
、

さ
ら
に
追
及
さ
れ
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
そ
れ
は
子
供
が
し
た
こ
と
だ
と
し

て
責
任
逃
れ
を
始
め
る
始
末
で
あ
る
。

　
　

�『
阿
呆
や
、
な
ァ
―
―
坊
！
』

　
　

�『
坊
の
悪
い
の
や
お
ま
へ
ん
、
お
母
は
ん
が
悪
い
！
』

　
　

�『
知
り
ま
へ
ん
云
ふ
た
ら
、
え
ゝ
や
な
い
か
？
』

　
　

�『
そ
ん
で
も
、
あ
ッ
ち
や
で
は
分
つ
と
る
云
ふ
て
、
立
派
な
お
宅
や
さ
か

い
、
買
う
た
こ
と
に
し
て
、
お
あ
し
を
呉
れ
云
ふ
の
ん
や
』。

　
　

�『
誰
れ
が
や
る
！
』さ
げ
ず
み
の
眼
付
き
を
険
し
く
見
せ
て
、『
買
う
く

ら
ゐ
な
ら
、
も
ッ
と
え
え
の
ん
を
買
ひ
ま
ッ
さ
』。

　

地
元
の
農
家
が
、「
買
う
た
こ
と
に
し
て
、
お
あ
し
を
呉
れ
云
ふ
の
ん
や
」

と
譲
歩
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
提
案
に
さ
え
悪
態
を
つ
く
。
し
か
も
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
日
後
に
は
ま
た
畑
に
出

向
き
、
こ
の
と
き
は
ま
ん
ま
と
夜
番
に
見
つ
け
ら
れ
る
。
常
習
性
さ
え
窺
わ

せ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
窃
盗
行
為
が
、
ひ
と
え
に
玉
江
の
資
質
に
よ
る
か
と
い
う

と
、
本
作
で
は
そ
の
よ
う
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
遠
因

が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
郊
外
生
活
に
あ
る
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
先
に
強
盗
が
現
れ
た「
岡
町
」と
、
野
崎
一
家
の
住
む「
桜
井
」

の
位
置
関
係
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　

岡
町（
大
阪
府
豊
中
市
）は
、
同
じ
く
箕
有
電
車
の
停
車
場
で
、
桜
井
か
ら

数
駅
ほ
ど
南
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。
能
勢
街
道
と
伊
丹
街
道
の
交

わ
る
地
点
に
あ
り
、
古
く
よ
り
、
地
域
の
氏
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
原
田
神
社

を
中
心
に
、
町
場
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
作
中
に
は
、
も
う
一
ヶ
所
、
岡
町
に

つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
一
家
が
、
夜
分
に
葡
萄
が
食
べ
た
い
と
言
い
始
め

る
場
面
で
、
再
度
の
盗
み
に
出
る
直
前
で
あ
る
。

　
　

�『
あ
ん
た
』と
、
か
の
女
は
長
男
に
向
い
て
、『
葡
萄
喰
べ
た
う
お
ま
へ
ん

か
？
』

　
　

�『
有
り
や
ァ
喰
て
あ
げ
ま
ッ
さ
』。

　
　

�『
い
い
え
、
こ
れ
か
ら
買
う
て
来
る
の
ん
や
』。

　
　

�『
今
頃
か
ら
、
電
車
に
乗
つ
て
だ
ッ
か
？
』

　
　

�『
電
車
か
て
、
そ
な
い
に
棄
て
た
も
ん
や
お
ま
へ
ん
が
、
な
、
つ
い
、
岡

町
ま
で
乗
つ
て
行
き
や
、
大
け
い
八
百
屋
も
あ
る
―
―
便
利
で
、
市
中

に
を
る
の
ん
と
、
違
え
へ
ん
』。

　
　

�『
ほ
ん
で
も
、
わ
て
い
、
行
く
の
ん
は
い
や
だ
ッ
さ
』。

　
　

�『
わ
て
い
か
て
い
や
や
』と
、
娘
も
取
り
合
は
な
か
つ
た
。

　

こ
の
よ
う
に「
岡
町
ま
で
乗
つ
て
行
き
や
、
大
け
い
八
百
屋
も
あ
る
―
―

便
利
で
、
市
中
に
を
る
の
ん
と
、
違
や
へ
ん
」と
さ
れ
、
一
見
す
る
と
、
自
ら

が
住
む
地
域
の
便
利
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
、
気
を

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
発
言
の
裏
を
返
せ
ば
、
最
寄
り
の
桜
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井
駅
周
辺
に
は
、
ま
だ
生
活
に
必
要
な
施
設
が
十
分
に
は
揃
っ
て
い
な
い
（
（1
（

と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
郊
外
生
活
の
こ
と
を
よ
く

知
ら
な
い
読
者
や
、
と
く
に
こ
の
地
域
へ
の
移
住
を
検
討
し
て
い
る
読
者
に

と
っ
て
は
不
安
を
印
象
付
け
る
描
写
で
あ
る
。
し
か
も
、
作
中
で
は
明
確
に

書
か
れ
て
い
な
い
が
、
桜
井
駅
は
、
名
勝
地
箕
面
に
つ
な
ぐ
た
め
の
支
線
の

駅
で
、
そ
れ
ゆ
え
岡
町
に
出
よ
う
と
す
る
場
合
、
途
中
の
石
橋
駅
で
乗
り
換

え
る
必
要
が
あ
る
。
距
離
こ
そ
近
い
も
の
の
、
実
際
は
や
や
不
便
な
立
地
な

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
作
中
で
も
微
妙
に
影
を
落
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ

え
、
先
の
引
用
部
後
半
に
あ
る
と
お
り
、
実
際
に
向
か
う
と
な
る
と
、
そ
れ

な
り
に
面
倒
な
の
で
、『
わ
て
い
か
て
い
や
や
』と
、
み
な
で
嫌
が
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
玉
江
を
近
場
の
果
樹
園
に
向
か
わ
せ
る
遠
因
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

�『
ほ
た
ら
、
あ
ん
た
一
緒
に
行
き
な
は
れ
』。

　
　

�『
散
歩
が
て
ら
行
て
も
え
え
』
と
、
娘
は
受
け
が
つ
て
、『
ど
う
せ
暑
う

て
、
ま
だ
睡
ら
れ
ん
さ
か
い
』。

　
　

�『
さ
ァ
、
行
こ
、
行
こ
』と
、
玉
江
は
勇
ん
で
肌
を
入
れ
な
が
ら
立
ち
あ

が
つ
た
。

　
　

�『
ほ
ん
で
も
、
人
が
を
り
ま
ッ
か
？
』

　
　

�『
あ
の
、
な
ァ
』と
、
か
の
女
は
長
男
を
見
お
ろ
し
、『
夜
番
が
ゐ
て
て
や

さ
う
や
―
―
お
あ
し
さ
へ
用
意
し
て
行
き
や
、
安
心
な
も
ん
や
』。

　
　

�　

桜
井
邸
宅
地
の
経
営
が
広
が
る
に
従
つ
て
、
心
細
く
も
切
り
開
か
れ

る
運
命
に
迫
つ
て
ゐ
る
樒
柑
畑
の
間
を
ぬ
け
て
、
箕
面
街
道
に
出
る
と
、

十
三
日
の
月
が
あ
ざ
や
か
に
冴
え
て
、
箕
面
の
連
山
を
黒
く
染
め
出
し

て
ゐ
る
の
が
見
え
る
。（

（（
（

　

傍
線
部「
桜
井
邸
宅
地
の
経
営
が
広
が
る
に
従
つ
て
、
心
細
く
も
切
り
開

か
れ
る
運
命
」と
あ
る
よ
う
に
、
本
作
で
は
、
そ
の
果
樹
園
が
、
開
発
に
よ
っ

て
消
滅
す
る
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
節
も
見
え
る
。「
大
阪
府
豊
能
郡
歌
」

（
（1
（

に

も
歌
わ
れ
た
桜
井
周
辺
の
果
樹
園
は
、
古
来
よ
り
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
こ

と
は
次
の
資
料
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�　

石
橋
箕
面
の
中
間
停
留
所
桜
井
の
里
に
は
、
古
来
果
物
の
名
産
地
た

り
し
果
樹
園
を
買
収
し
て
、
之
を
住
宅
経
営
地
と
な
し
。
在
来
の
果
樹

は
其
侭
之
を
庭
園
内
に
植
込
み
、
大
小
数
十
戸
の
一
戸
建
築
屋
を
建
設

し
こ
れ
を
売
却
し
尽
し
て
移
住
者
を
俟
つ
の
策
に
出
て
し
等
。
自
然
の

景
勝
風
光
に
加
ふ
る
に
此
積
極
的
大
設
備
を
以
て
す
、
沿
線
将
来
の
発

達
推
し
て
知
る
べ
き
な
り
。（

（1
（

　

作
者
の
泡
鳴
が
、
い
か
な
る
思
い
で
、
桜
井
の
風
景
を
描
い
た
の
か
は
定

か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
興
住
宅
地
と
し
て
売
り
出
さ
れ
て
い
た

桜
井
の
現
実

（
（1
（

が
本
作
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

　
　
　

四

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、「
郊
外
生
活
」は
、
ま
さ
に
郊
外
生
活
の
光
と
影

を
写
し
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
冒
頭
の
環
境
面
の
強
調
が
光
だ

と
す
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
光
は
霞
ん
で
い
き
、
最
終
的
に
は
影
の
部
分
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
て
い
く
。
本
作
は
次
の
よ
う
な
闇
夜
の
場
面
で
閉
じ
ら
れ

る
。
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�『
置
き
な
は
れ
！　

悪
い
！
』

　
　

�『
か
め
へ
ん
、
か
め
へ
ん
、
見
つ
か
つ
た
ら
、
買
う
つ
も
り
で
お
あ
し
持

て
来
た
云
や
え
え
』。

　
　

�『
置
き
―
―
』と
云
ひ
か
け
る
と
、
ど
こ
か
ら
か
石
が
一
つ
飛
ん
で
来
て

娘
の
額
に
当
つ
た
。『
き
や
ッ
』と
云
つ
た
叫
び
に
驚
い
て
、
玉
江
が
空

手
で
、
然
し
両
の
袂
を
重
い
物
で
ぶ
ら
付
か
せ
な
が
ら
、
畑
か
ら
飛
び

出
し
て
来
た
時
は
、
娘
は
そ
の
場
に
気
絶
し
て
ゐ
た
。

　

娘
の
制
止
も
聞
か
ず
、
玉
江
は
数
日
前
と
同
じ
窃
盗
を
繰
り
返
す
。
た
だ
、

前
回
と
違
う
の
は
、
今
回
は
し
っ
か
り
と
夜
番
に
見
つ
け
ら
れ
、
石
を
投
げ

ら
れ
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
不
幸
に
も
、
そ
の
石
は
、
止
め
る
よ
う
に
説
得
し

て
い
た
娘
に
当
た
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
娘
が「
母
親
そ
つ
く
り
の

長
い
顔
」で
、
夜
だ
と
さ
ら
に
見
分
け
が
つ
か
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
玉

江
は
、
石
を
投
げ
ら
れ
て
何
を
思
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
投
石
と
い

う
手
段
を
採
っ
た
地
域
住
人
に
つ
い
て
も
、
野
卑
な
印
象
は
否
め
な
い
。
本

作
で
描
か
れ
る
郊
外
生
活
は
巷
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
き
れ
い
ご
と
ば
か
り
で

は
な
く
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。

「
郊
外
生
活
」は
、
あ
た
か
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
ご
と
く
語
ら
れ
る
当
時
の
郊
外

生
活
へ
の
言
説
に
対
し
、
ま
さ
に
一
石
を
投
じ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
と
お
り
、
本
作
は
、
実
情
が
見
え
づ
ら
く
な
っ
て
い
た
郊
外
生
活
の

様
子
を
描
い
た
点
で
、
ま
ず
評
価
に
値
す
る
作
品
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
こ

に
は
、
実
際
に
暮
ら
し
た
泡
鳴
な
ら
で
は
の
視
点
が
あ
り
、
そ
の
地
で
起
こ

り
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
も
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
住
民
と
、

異
な
る
考
え
方
を
も
っ
て
移
住
し
て
く
る
新
住
民
と
が
折
り
合
い
を
付
け
る

こ
と
の
難
し
さ
や
、「
皆
で
組
み
合
ふ
て
お
ま
わ
り
さ
ん
を
置
く
こ
と
に
な
つ

て
ま
ッ
さ
」と
い
う
、
ま
だ
万
全
と
は
言
え
な
い
都
市
機
能
の
様
態
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
表
立
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
郊
外
生
活
の
一
面
で
あ
っ
た
。

郊
外
は
け
っ
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
行
き
過
ぎ
た
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
対
し
て
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
阪
言
葉
に
よ
る
会
話
文
体
の「
郊
外
生
活
」は
、
そ
れ
だ
け
で
も
独
特
の

色
合
い
を
出
し
て
い
る
が
、
見
て
の
と
お
り
、
そ
の
実
情
が
写
し
出
さ
れ
た

内
容
面
は
、
近
代
文
学
と
し
て
確
か
な
も
の
が
あ
る
。
小
林
一
三
は
、
泡
鳴
に

と
っ
て
実
質
的
な
後
援
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
泡
鳴
の「
郊
外
生
活
」

や
そ
の
他
の
大
阪
郊
外
を
舞
台
と
し
た
作
品
を
見
る
か
ぎ
り
、
彼
は
文
学
者

と
し
て
の
矜
持
を
失
う
こ
と
な
く
、
自
由
で
闊
達
な
創
作
活
動
を
行
っ
て
い

た
と
い
え
る
。
ま
た
、「
文
学
雑
誌
は
ス
バ
ル
や
青
鞜
に
至
る
ま
で
読
ん
で

ゐ
」

（
（1
（

た
と
言
わ
れ
る
小
林
一
三
も
、
近
代
文
学
に
理
解
を
示
し
、
そ
れ
も
是
と

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
注

（
（
）��「
ぼ
ん
ち
」に
つ
い
て
は
、
拙
稿「
新
温
泉
に
行
く
大
阪
の
坊
っ
ち
や
ん
―
岩
野
泡

鳴「
ぼ
ん
ち
」」（『
稿
本
近
代
文
学
』、
平
成
28
・
3
）を
、「
蜜
蜂
の
家
」に
つ
い
て

は
、
拙
稿「
郊
外
に
浄
化
さ
れ
る〈
蜜
蜂
〉
―
岩
野
泡
鳴「
蜜
蜂
の
家
」」（『
阪
南
論

集　

人
文
・
自
然
科
学
編
』、
令
和
3
・
（0
）を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）��

こ
れ
ら
の
挿
話
の
い
く
つ
か
は
、「
蜜
蜂
の
家
」に
お
い
て
、
多
少
脚
色
を
加
え
た

形
で
語
ら
れ
て
お
り
、
結
果
的
に
は
、
素
材
の
提
供
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
な
る

が
、
本
稿
で
は
、
作
家
論
的
に
、
小
林
か
ら
の
影
響
を
探
る
こ
と
は
目
的
で
は
な

い
。

（
3
）��
本
稿
に
お
け
る
傍
線
は
論
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。

（
4
）��

雑
誌『
新
日
本
』（
明
治
44
・
4
創
刊
）は
、
大
隈
重
信
主
催
の
総
合
雑
誌
で
あ
っ
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た
た
め
、
文
壇
へ
の
影
響
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
媒
体
で
あ
っ
た
。
泡
鳴
の
本
誌

へ
の
寄
稿
は
初
め
て
で
、
以
降
は
、
雑
文
を
断
続
的
に
寄
稿
し
て
い
る
。
泡
鳴
の
大

正
二
年
の『
巣
鴨
日
記（
第
一
）
』に
は
、「
八
月
八
日
。（
略
）「
新
日
本
」九
月
号
へ

の
小
説
依
頼
に
対
し
、
承
知
の
返
事
。」、「
八
月
十
三
日
。（
略
）新
日
本
へ
の
小
説

原
稿「
郊
外
生
活
」（
四
十
六
片
）を
書
き
終
つ
た
。
同
じ
く
発
送
。」と
あ
る
。

（
（
）��
引
用
中
に
あ
る「
明
治
四
十
二
年
の
作
」は
誤
り
。
正
し
く
は
、
大
正
二
年
の
作
で

あ
る
。

（
6
）��

岩
野
泡
鳴
は
大
正
九
年
五
月
に
、
大
腸
穿
孔
で
死
去
し
て
い
る
。
国
民
図
書
版『
泡

鳴
全
集
』は
そ
の
翌
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

（
7
）��

掲
載
年
次
不
詳
。
翻
刻
は
阪
神
急
行
電
鉄
株
式
会
社
編『
阪
神
急
行
電
鉄
二
十
五

年
史
』（
昭
和
7
・
（0
）掲
載
の
図
版
よ
り
。

（
8
）��

小
林
一
三『
逸
翁
自
叙
伝
』（
昭
和
28
・
１
、
産
業
経
済
新
聞
社
）に
は
、「
や
ゝ
文

学
的
に
美
辞
麗
句
を
な
ら
べ
て
、
住
宅
地
の
説
明
や
郊
外
生
活
の
理
想
的
環
境
な

ど
、
興
味
本
位
に
記
述
」と
あ
る
。

（
9
）��「
新
宅
物
語
」が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌『
山
容
水
態
』は
非
売
品
で
、奥
付
の
社
告
に
は
、

そ
の
前
身
と
な
る
同
社
発
行
の
絵
葉
書
を「
各
方
面
に
御
贈
り
し
て
居
り
ま
し
た
」

と
あ
る
の
で
、
同
誌
も
泡
鳴
を
含
め
た
関
係
者
に
、
引
き
続
き
贈
呈
さ
れ
て
い
た

可
能
性
は
残
る
。

（
（0
）��

大
久
保
高
城
編
著『
最
近
の
大
阪
市
』（
明
治
44
・
9
初
版（
※
大
正
3
・
8
増

補
改
訂
三
版
）、
藤
村
文
治
）に
は
、
次
の
と
お
り
、「
計
画
」中
で
あ
る
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。

�

　
　

�

桜
井
の
住
宅
に
は
多
数
の
階
級
を
付
せ
る
も
の
ゝ
如
く
、
随
て
選
択
も
意
の

儘
な
り
。
購
買
組
合
、
娯
楽
機
関
其
他
の
設
備
の
如
き
、
総
て
池
田
新
市
街
に

準
ず
る
の
計
画
な
り

（
（（
）��

本
文
で
は
、「
桜
井
邸
宅
地
の
経
営
が
広
が
る
に
従
つ
て
、」の
前
に
一
行
の
空
き
が

あ
る
。
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
と
、
そ
の
空
き
に
よ
っ
て
論
旨
が
分
か
り
づ
ら
く
な

る
の
で
、
こ
こ
で
は
詰
め
て
引
用
し
た
。

（
（2
）��「
大
阪
府
豊
能
郡
歌
」（
明
治
36
・
3
、
大
阪
府
豊
能
郡
）に
は
、「
先
づ
ゆ
く
里
は

秦
野
村　

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
木
は
蜜
柑
に
て　

玉
の
林
と
見
ゆ
る
な
り
」と
あ
る
。

秦
野
村
は
桜
井
に
隣
接
し
た
村
で
、
現
在
は
池
田
市
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。

（
（3
）��

注
（0
と
同
じ
。

（
（4
）��

箕
面
市
の
行
政
報
告
を
ま
と
め
た『
箕
面
市
行
政
資
料
集
三
』（
昭
和
（8
、
箕
面
市

役
所
総
務
部
文
書
広
報
課
）に
よ
れ
ば
、
大
正
三
年
は「
桜
井
市
街
大
字
平
尾
ノ
発

展
等
ニ
ヨ
リ
、
各
人
ノ
出
入
頻
繁
ヲ
加
へ
、
随
テ
之
レ
ニ
伴
フ
戸
籍
事
務
又
益
々

多
端
ヲ
極
ム
ル
ニ
至
レ
リ
」と
あ
り
、
順
調
に
移
住
者
が
増
加
し
て
い
る
様
子
が

窺
え
る
も
の
の
、
そ
の
速
度
に
行
政
の
整
備
が
間
に
合
っ
て
い
な
い
こ
と
も
記
さ

れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
小
学
校
の
校
舎
は「
益
々
狭
隘
ヲ
感
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
故
ニ

之
レ
ガ
増
築
ノ
計
画
ヲ
計
ラ
ズ
ン
バ
、
遂
ニ
収
容
ス
ル
能
ハ
サ
ル
に
至
ル
ヤ
必
セ

リ
」と
あ
る
。
ま
た
、同
資
料
に
は
衛
生
面
で
、市
内
に「
赤
痢
」や「
実
扶
的
利
亜
」

の
発
生
報
告
が
あ
り
、
水
質
検
査
も
飲
料
不
適
が
十
五
件
計
上
さ
れ
て
い
る
。
現

実
生
活
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
広
告
文
ど
お
り
の
状
態
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
。

（
（（
）��

岩
野
泡
鳴「
思
想
界
に
お
け
る
大
阪
の
将
来
」（『
文
章
世
界
』、
大
正
2
・
１
）

�

（
二
〇
二
二
年
十
一
月
十
八
日
掲
載
決
定
）

岩野泡鳴 「郊外生活」 論
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