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研
究
の
対
象

高
山
西
小
学
校
研
究
部
で
は
、
昭
和
八
年
に
、
当
時
の
校
長
、
高
木
清
太
夫
の
も
と

で
、
飛
騨
地
方
の
伝
説
お
よ
び
民
謡
を
収
集
し
一
冊
の
本
（
非
売
品
）
と
し
て
発
表
し

て
い
る
。
そ
の
書
名
は
『
飛
騨
の
伝
説
と
民
謡
』（
以
下
、
昭
和
八
年
版
と
呼
ぶ
。）
で

あ
る
。

高
山
西
小
学
校
は
、
そ
の
後
、
昭
和
十
一
年
の
市
制
施
行
に
よ
っ
て
高
山
市
立
西
小

学
校
に
な
り
、
昭
和
十
六
年
に
は
高
山
市
立
西
国
民
学
校
に
改
称
さ
れ
た
。
戦
後
の
昭

和
二
十
二
年
に
再
び
高
山
市
立
西
小
学
校
と
改
称
さ
れ
、現
在
の
同
校
へ
至
っ
て
い
る
。

昭
和
二
十
九
年
に
同
書
は
改
訂
さ
れ
、
装
い
も
新
た
に
『
飛
騨
の
伝
説
』（
以
下
、
昭

和
二
十
九
年
版
と
呼
ぶ
。）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。そ
の
経
緯
に
つ
い
て
昭
和
二
十
九
年

版
の
「
序
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
本
書
の
初
版
は
、
高
木
清
太
夫
校
長
当
時
の
在
職
職
員
が
、
代
情
通
三
氏
の
御
協

力
を
得
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、二
十
余
年
後
の
今
日
で
は
当
時
の
も
の
は
、

全
く
そ
の
影
も
な
く
、
各
方
面
よ
り
の
再
発
刊
の
要
望
も
あ
り
飛
騨
の
平
易
な
読
物
と

し
て
親
し
ま
れ
、
郷
土
の
理
解
と
紹
介
の
一
助
と
な
る
な
ら
ば
、
先
輩
諸
氏
の
意
志
に

も
副
う
も
の
と
考
え
、
茲
に
改
訂
増
補
し
、
再
版
を
決
意
し
た
も
の
で
あ
る
。」（
②
一

頁
）昭

和
二
十
九
年
版
は
高
山
市
立
西
小
学
校
研
究
部
の
編
集
で
あ
る
。
昭
和
八
年
版
も

昭
和
二
十
九
年
版
も
、
い
ず
れ
も
小
学
校
が
編
集
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。
小
学
校
が

編
集
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
読
書
教
材
で
あ
れ
、
読
み
聞
か
せ
の
教
材
で
あ
れ
、
い

ず
れ
に
せ
よ
学
校
教
育
の
教
材
と
な
り
え
る
よ
う
な
意
図
の
も
と
で
編
纂
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
両
書
は
、
飛
騨
地
方
の
小
学
校
教
育
を
研
究
す
る
う
え
で
貴
重
な
資

料
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

二

伝
説
の
国
語
教
材
性

伝
説
と
昔
話
の
違
い
に
つ
い
て
、
柳
田
國
男
は
比
喩
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
分
か
り

や
す
く
説
明
し
て
い
る
。

「
伝
説
と
昔
話
と
は
ど
う
違
ふ
か
。
そ
れ
に
答
へ
る
な
ら
ば
、
昔
話
は
動
物
の
如
く
、

伝
説
は
植
物
の
や
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
昔
話
は
方
々
を
飛
び
あ
る
く
か
ら
、
ど
こ

に
行
つ
て
も
同
じ
姿
を
見
か
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
伝
説
は
あ
る
一
つ
の
土
地
に

根
を
生
や
し
て
ゐ
て
、
さ
う
し
て
常
に
成
長
し
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。」（
③
一
頁
）

飛
騨
の
伝
説
は
、
飛
騨
の
土
地
に
根
づ
い
て
成
長
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん

伝
説
は
必
ず
し
も
史
実
で
は
な
い
。史
実
で
は
な
い
伝
説
か
ら
我
々
は
何
を
学
ぶ
の
か
。

そ
の
答
え
は
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
飛
騨
と
い
う
風
土
で
生
き
て

き
た
人
々
の
心
性
を
感
じ
取
る
の
に
格
好
の
教
材
で
あ
る
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
伝
説
を
教
育
す
る
と
い
う
の
は
、
歴
史
教
育
な
の
か
、
そ
れ
と
も
国
語

教
育
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
柳
田
は
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。

「
伝
説
を
以
て
歴
史
と
文
学
と
の
混
合
体
の
や
う
に
、
考
へ
る
こ
と
は
無
論
正
し
く

な
い
。
し
か
も
片
方
の
端
が
歴
史
と
近
く
て
時
と
し
て
は
其
境
が
紛
ら
は
し
く
、
他
の

一
方
の
端
は
文
学
に
接
し
て
居
て
、
し
ば

く
其
中
へ
移
り
動
か
う
と
す
る
ま
で
は
事

実
で
あ
つ
て
、
其
両
端
の
距
離
は
世
の
中
の
開
け
て
行
く
と
共
に
、
次
第
に
遠
く
伸
び
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る
と
い
ふ
こ
と
も
ほ
ゞ
確
か
で
あ
る
。」（
④
三
八
頁
）

伝
説
は
歴
史
と
も
文
学
と
も
接
触
し
た
独
自
の
文
化
領
域
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の

意
味
で
は
、
伝
説
教
育
と
い
う
独
立
し
た
学
的
論
理
構
成
が
求
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
教
育
学
で
は
そ
う
し
た
領
域
の
研
究
は
残
念
な
が
ら
未
発
達

で
あ
る
。
筆
者
は
国
語
教
育
の
立
場
か
ら
伝
説
教
材
を
論
じ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、

決
し
て
、
伝
説
教
材
を
、
国
語
科
だ
け
の
占
有
物
と
し
て
囲
い
込
も
う
と
い
う
意
図
は

な
い
。

国
語
教
育
の
立
場
か
ら
伝
説
を
扱
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
身
近
な
旧
跡
を
題
材
と

し
た
文
学
と
捉
え
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
文
学
教
材
の
教
育
の
一
環
と
し
て
、
伝
説
教

育
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

伝
説
は
時
と
と
も
に
「
変
化
成
長
」（
④
八
〇
頁
）
す
る
と
い
う
見
解
は
旧
聞
に
属
す

る
。
昭
和
八
年
版
と
昭
和
二
十
九
年
版
と
の
間
、
日
本
は
、
太
平
洋
戦
争
、
終
戦
、
占

領
統
治
、
講
和
と
い
っ
た
、
激
動
の
時
代
を
経
た
。
そ
の
激
動
の
時
代
は
、
伝
説
に
ど

の
よ
う
な
「
変
化
」
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
「
変
化
」
の
あ
り
様
を
解
明

す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
見
方
を
反
転
す
る
な
ら
ば
、
飛
騨
の
伝
説
と
い
う
視

点
か
ら
、
日
本
の
戦
後
の
一
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
と
な
る
。

三

昭
和
二
十
九
年
版
で
削
除
さ
れ
た
伝
説

昭
和
八
年
版
に
は
六
十
四
の
伝
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
九
年
版
に
は
九

十
二
の
伝
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
多
量
の
増
補
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
そ
の
一
方
、
昭
和
八
年
版
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
昭
和
二
十
九
年
版
か
ら

は
削
除
さ
れ
た
伝
説
が
五
話
存
在
す
る
。
そ
の
五
話
に
つ
い
て
吟
味
し
て
い
く
こ
と
と

す
る
。

第
一
は
「
時
の
鐘
」（
①
九
―
一
〇
頁
）
で
あ
る
。
高
山
城
主
金
森
可
重
が
、
民
衆
に

時
間
の
大
切
さ
を
教
え
る
た
め
に
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
民
衆

が
慣
れ
て
く
る
と
、
今
度
は
大
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
た
。
後
に
高
山
城
が
取
り
壊
し
に

な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
鐘
は
元
の
所
有
者
で
あ
る
千
光
寺
に
戻
り
、
今
で
も
保
存
さ
れ

て
い
る
と
い
う
伝
説
で
あ
る
。

話
の
内
容
か
ら
は
、
特
に
削
除
さ
れ
る
よ
う
な
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
。
あ
え
て
深

読
み
す
る
の
な
ら
ば
、
時
の
鐘
が
、
戦
時
下
の
空
襲
を
連
想
さ
せ
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

第
二
は
「
飯
山
の
観
音
」（
①
三
四
―
三
六
頁
）
で
あ
る
。飛
騨
の
国
に
流
浪
し
て
き

た
三
郎
兵
衛
保
重
は
、石
浦
の
飯
山
に
さ
さ
や
か
な
庵
を
し
つ
ら
え
て
過
ご
し
て
い
た
。

あ
る
夜
、
夢
に
観
音
様
が
出
て
く
る
。
そ
し
て
、
西
の
山
中
の
老
松
の
下
に
救
世
観
音

尊
像
が
あ
る
。
そ
れ
を
安
置
し
て
朝
夕
修
念
せ
よ
と
の
お
告
げ
が
あ
る
。
実
際
探
し
て

み
る
と
霊
像
が
あ
っ
た
。
お
堂
を
作
り
霊
像
を
安
置
し
た
。
そ
の
後
、
夢
の
お
告
げ
の

と
お
り
、
次
々
と
運
が
開
け
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
子
孫
保
貞
の
時
代
に
攻
め
滅
ぼ
さ

れ
、
保
貞
は
自
殺
す
る
の
で
あ
っ
た
。

一
族
の
栄
枯
盛
衰
を
語
っ
た
伝
説
で
あ
る
。
最
期
に
自
殺
す
る
と
い
う
の
が
、
昭
和

戦
後
の
時
代
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
お
告
げ
の
通
り
に
し
た

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
に
矛
盾
を
感
じ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
は
「
甘
酒
祭
」（
①
六
五
―
六
八
頁
）
で
あ
る
。大
名
田
町
江
名
子
の
三
宝
荒
神

を
奉
っ
た
神
社
で
は
、
閏
年
の
旧
十
一
月
十
八
日
に
大
祭
を
行
な
う
。
そ
の
祭
で
は
多

数
の
一
般
参
詣
者
に
甘
酒
と
餅
と
を
接
待
す
る
の
で
、「
甘
酒
祭
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
荒
神
は
女
人
が
社
地
に
入
る
こ
と
を
は
な
は
だ
忌
ま
れ
た
。
大
祭
の
準

備
に
も
参
詣
に
も
一
切
婦
女
子
の
ま
じ
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
甘
酒
を
受
け
る
器

さ
え
女
人
の
手
に
か
か
ら
な
い
よ
う
、
女
人
の
目
に
ふ
れ
な
い
よ
う
に
持
ち
出
す
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
祭
礼
の
由
来
は
定
か
で
は
な
い
が
、
同
村
に
加
藤
源
十
郎
と
い
う
人
が
お
り
、

農
民
に
適
当
な
雨
具
が
な
い
こ
と
を
遺
憾
に
思
っ
て
い
た
。
あ
る
と
き
白
髪
の
老
翁
が

現
れ
て
、
バ
ン
ド
リ
（
蓑
の
一
種
）
の
製
法
を
授
け
た
。
そ
の
後
、
江
名
子
は
バ
ン
ド

リ
の
産
地
に
な
っ
た
。
源
十
郎
は
境
内
に
老
翁
の
霊
を
合
祀
し
て
、
バ
ン
ド
リ
の
製
法

が
伝
授
さ
れ
た
日
に
例
祭
を
行
い
、
甘
酒
を
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
話
の
問
題
点
は
、女
人
禁
制
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

男
女
平
等
の
戦
後
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
っ
た
話
は
活
字
化
し
づ
ら
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

第
四
は
「
山
人
」（
①
一
一
九
―
一
二
〇
頁
）
で
あ
る
。飛
騨
の
山
中
に
身
の
丈
七
尺

も
あ
る
「
お
う
人
」
と
い
う
者
が
い
た
。
山
奥
深
く
わ
け
入
っ
た
猟
師
が
、
こ
の
「
お

う
人
」
と
遭
遇
し
た
。
逃
げ
ら
れ
な
い
と
観
念
し
た
猟
師
は
、
昼
飯
に
用
意
し
て
い
た

飛騨地方国語教材開発史の一動向 安 直哉
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握
り
飯
を
「
お
う
人
」
に
差
し
出
し
た
。
そ
の
美
味
し
さ
に
喜
ん
だ
「
お
う
人
」
は
、

猟
師
に
猪
や
む
じ
な
等
の
山
の
獲
物
を
与
え
た
。そ
れ
か
ら
毎
日
、猟
師
と
「
お
う
人
」

は
、
握
り
飯
と
獲
物
を
交
換
し
た
。
獲
物
を
沢
山
採
っ
て
く
る
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ

た
隣
の
猟
師
が
密
か
に
先
回
り
し
て
み
た
と
こ
ろ
、「
お
う
人
」を
見
つ
け
、猟
銃
で
撃
っ

て
し
ま
っ
た
。
最
初
の
猟
師
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
可
愛
そ
う
な
こ
と
を
し
た
と
、

山
深
く
入
っ
て
「
お
う
人
」
を
探
し
た
。
そ
し
て
撃
た
れ
た
「
お
う
人
」
を
他
の
「
お

う
人
」
が
介
抱
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
し
か
し
、
撃
っ
た
の
が
自
分
だ
と
誤
解
さ

れ
る
の
を
恐
れ
て
、
逃
げ
帰
っ
て
き
た
。

誤
解
を
恐
れ
て
逃
げ
帰
っ
て
き
た
猟
師
の
行
動
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
自
己
保
身
的

な
点
が
嫌
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。そ
れ
以
外
に
は
削
除
の
理
由
は
思
い
当
た
ら
な
い
。

第
五
は
「
人
柱
」（
①
一
六
〇
―
一
六
四
頁
）
で
あ
る
。水
害
に
よ
っ
て
堰
は
破
壊
さ

れ
、
困
り
は
て
た
村
の
重
役
た
ち
は
、
人
柱
を
立
て
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
神
の
思
し

召
し
に
よ
っ
て
、
藤
兵
衛
が
選
ば
れ
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
十
七
歳
の
藤
十
郎
と
い
う
若

者
が
、
名
主
藤
兵
衛
殿
は
村
に
は
不
可
欠
な
人
材
で
あ
る
と
し
て
、
藤
兵
衛
に
代
わ
っ

て
自
ら
人
柱
に
立
つ
こ
と
を
懇
願
す
る
。
最
初
は
許
さ
な
か
っ
た
藤
兵
衛
も
、
そ
の
熱

意
に
お
さ
れ
、
藤
十
郎
に
人
柱
と
な
る
こ
と
を
許
す
。
藤
十
郎
の
遺
志
を
く
ん
で
、
村

人
は
堰
の
工
事
に
あ
た
り
、
難
工
事
も
ほ
ど
な
く
成
就
の
日
を
む
か
え
た
。
そ
れ
以
来
、

下
荒
城
郷
の
村
々
は
永
遠
に
恵
ま
れ
た
土
地
に
な
っ
た
。
藤
十
郎
の
霊
は
氏
神
の
森
に

合
祀
さ
れ
、
命
日
に
は
今
な
お
追
善
供
養
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

人
柱
を
立
て
る
と
い
う
行
為
が
、
戦
後
の
人
権
尊
重
の
民
主
主
義
と
は
決
し
て
相
容

れ
な
い
残
虐
さ
を
有
し
て
い
る
と
解
さ
れ
た
こ
と
が
削
除
の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
昭
和
二
十
九
年
版
で
削
除
さ
れ
た
五
つ
の
伝
説
を
見
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、

人
間
の
清
濁
併
せ
持
っ
た
本
性
を
記
録
し
て
き
た
伝
説
と
い
う
口
碑
文
化
と
、
人
間
の

心
性
の
う
ち
の
善
の
面
の
み
を
扱
お
う
と
す
る
戦
後
の
学
校
教
育
文
化
と
の
齟
齬
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
戦
後
の
学
校
教
育
文
化
の
特
徴
が
い
み
じ
く
も
顕
現
し

て
い
る
。「
人
柱
」
と
い
っ
た
、
人
間
の
持
つ
負
の
性
質
を
、
戦
後
の
学
校
教
育
文
化
で

は
封
印
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
逆
に
、
戦
前
の
学
校
教
育
で
は
、
こ
う
し

た
人
間
の
心
の
う
ち
に
潜
む
負
の
性
質
を
も
正
視
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
比
較
的
認
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。（
そ
も
そ
も
、
あ
る
特
定
の
性
質
を
「
負
」
と

価
値
づ
け
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
戦
後
の
学
校
教
育
の
洗
礼
を
受
け
た
筆
者
の
思
い
込

み
が
見
て
取
れ
て
し
ま
う
。
な
に
が
「
正
」
で
な
に
が
「
負
」
か
と
い
う
の
は
、
時
代

や
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。）

四

内
容
の
比
較

昭
和
八
年
版
と
昭
和
二
十
九
年
版
と
に
は
同
じ
伝
説
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
細
部
の
内
容
に
お
い
て
違
い
を
示
す
伝
説
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
の
代
表
的

な
も
の
を
以
下
で
考
察
し
て
い
く
。

四
―
一

「
串
柿
仙
人
」（
①
七
―
九
頁
、
②
四
二
―
四
四
頁
）

仙
人
に
な
り
た
い
と
願
っ
た
男
が
、
串
柿
だ
け
を
持
っ
て
山
に
入
っ
た
が
、
仙
人
に

は
な
れ
な
い
。
つ
い
に
は
山
か
ら
転
落
し
て
負
傷
し
た
と
こ
ろ
を
里
人
に
助
け
ら
れ
、

故
郷
に
戻
さ
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

主
人
公
が
昭
和
八
年
版
で
は
高
山
町
川
原
町
の
作
助
と
な
っ
て
い
る
が
、
昭
和
二
十

九
年
版
で
は
高
山
の
八
軒
町
の
源
蔵
に
変
わ
っ
て
い
る
。

大
き
く
異
な
る
点
は
結
末
で
あ
る
。
昭
和
八
年
版
で
は
、
組
の
人
々
が
お
金
を
出
し

合
っ
て
傷
を
治
し
て
や
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
九
年
版
で
は
、

「
仙
人
に
な
り
そ
こ
な
つ
た
彼
は
僧
と
な
り
西
は
九
州
か
ら
東
北
は
奥
州
、
函
館
ま
で

め
ぐ
り
、
数
年
後
帰
国
し
喚
応
是
誰
と
呼
び
、
町
中
を
托
鉢
し
て
歩
い
た
り
、
松
倉
に

こ
も
つ
て
仏
像
を
彫
刻
し
た
り
、
万
人
講
に
茶
の
接
待
所
を
つ
く
つ
た
り
し
て
、
町
の

人
々
に
是
誰
坊
是
誰
坊
と
親
し
ま
れ
て
い
た
。
松
倉
の
観
音
堂
に
は
今
で
も
彼
の
作
の

不
動
様
、
出
山
釈
迦
の
像
が
あ
り
、
墓
は
桐
生
の
万
人
講
に
あ
る
。」（
②
四
三
―
四
四

頁
）
と
加
筆
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
八
年
版
で
は
、
無
能
で
役
に
立
た
な
い
人
物
と
し
て
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
の

に
対
し
て
、
昭
和
二
十
九
年
版
で
は
、
愚
直
な
求
道
の
結
果
、
相
当
の
敬
意
を
払
わ
れ

る
僧
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。

昭
和
八
年
版
で
は
「
何
と
か
し
て
楽
な
暮
し
の
出
来
る
や
う
に
」（
①
七
頁
）
と
い
う

思
い
か
ら
仙
人
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
る
。
そ
し
て
仙
人
に
な
れ
ば
「
わ
け
な
く

お
金
持
ち
に
な
れ
る
」（
①
七
頁
）
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
昭
和
二
十
九
年
版
で

は
、
こ
の
よ
う
な
拝
金
主
義
的
発
想
は
消
さ
れ
、「
わ
け
な
く
幸
福
な
身
分
に
な
れ
る
」
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（
②
四
二
頁
）
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

最
後
に
僧
に
な
る
こ
と
で
、
拝
金
主
義
の
消
去
は
決
定
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
―
二

「
彫
刻
師
面
平
」（
①
三
六
―
三
八
頁
、
②
六
五
―
六
七
頁
）

今
村
面
平
と
い
う
彫
刻
師
の
奇
行
を
二
話
掲
げ
て
い
る
。
第
一
の
逸
話
は
、
釣
り
を

す
る
面
平
で
あ
る
。
松
本
橋
か
ら
釣
針
を
投
げ
込
ん
で
は
、
ご
み
を
釣
り
上
げ
て
、
籠

に
入
れ
る
。
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
、
人
々
は
何
だ
ろ
う
と
集
ま
っ
て
く
る
。

そ
の
人
々
に
対
し
て
面
平
は
、
今
日
は
人
間
を
釣
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
た
。
そ
し

て
あ
な
た
方
を
釣
っ
た
の
で
す
、
と
言
っ
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
第
二
の
逸
話
で
は
、
遊

び
に
来
て
い
る
子
ど
も
に
豆
腐
を
買
い
に
行
か
せ
る
。
沸
騰
し
た
湯
が
入
っ
て
い
る
鍋

の
上
で
面
平
は
豆
腐
を
思
い
っ
き
り
握
り
締
め
る
。
崩
れ
た
豆
腐
は
そ
の
ま
ま
鍋
の
中

に
落
ち
て
い
く
。
面
平
は
、
包
丁
や
切
板
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
、
豆
腐
が
好
き
だ
と

独
り
言
を
い
う
。

昭
和
八
年
版
で
は
独
り
言
を
行
っ
て
戸
棚
か
ら
溜
の
甕
を
出
す
場
面
で
終
わ
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
昭
和
二
十
九
年
版
で
は
、
近
所
の
子
供
た
ち
の
歌
が
最
後
に
加
筆

さ
れ
て
い
る
。「
む
ー
か
い
ま
ー
ち
の
面
平
は
、
か
ん
や
の
や
ー
ま
へ
鳥
と
り
に
、
と
ー

り
は
と
ー
れ
ず
日
は
暮
れ
る
、
う
ー
ち
へ
か
へ
れ
ば
か
か
は
な
し
。（
以
下
略
）」（
②
六

七
頁
）
と
い
う
歌
で
あ
る
。

本
文
に
お
い
て
も
、
昭
和
八
年
版
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
昭
和
二
十
九
年
版

で
は
「
一
生
妻
を
持
た
な
い
と
い
う
変
り
者
で
あ
つ
た
。」（
②
六
五
頁
）
と
い
う
文
言

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
二
十
九
年
版
で
は
、独
身
で
い
る
こ
と
に
対
し
て
話
者
も
「
変
り
者
」
と
判
じ
、

近
所
の
子
供
た
ち
も
「
か
か
は
な
し
」
と
嘲
笑
す
る
。
変
り
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

点
は
、
昭
和
八
年
版
も
昭
和
二
十
九
年
版
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
妻
帯
せ
ず
独
身

で
い
る
こ
と
が
変
り
者
だ
と
い
う
よ
う
に
は
、
昭
和
八
年
版
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

四
―
三

「
鍛
冶
橋
」（
①
四
〇
―
四
二
頁
、
②
三
二
―
三
三
頁
）

大
坂
屋
と
い
う
富
豪
の
家
に
泥
棒
が
入
り
、
百
五
十
両
が
盗
ま
れ
た
。
領
主
に
訴
え

た
と
こ
ろ
、
役
人
は
近
所
一
帯
に
足
留
め
の
命
を
下
し
た
。
近
所
は
難
儀
を
強
い
ら
れ

た
。
大
坂
屋
は
申
し
訳
な
く
感
じ
、
御
吟
味
御
免
の
儀
を
願
い
出
た
。
そ
れ
で
も
足
留

め
は
解
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
大
坂
屋
の
南
隣
に
住
む
男
が
縊
死
し

た
。
そ
の
男
の
家
を
捜
索
し
た
と
こ
ろ
、
雪
隠
の
踏
み
板
の
下
か
ら
金
子
が
出
て
き
た
。

こ
こ
ま
で
は
昭
和
八
年
版
も
昭
和
二
十
九
年
版
も
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ

の
後
の
話
に
多
少
の
違
い
が
生
じ
る
。
昭
和
八
年
版
で
は
、
金
子
は
大
坂
屋
に
戻
さ
れ

た
。
し
か
し
大
坂
屋
は
、
今
回
の
件
で
近
所
の
人
々
に
迷
惑
を
か
け
た
の
で
、
こ
の
金

子
を
何
か
公
共
の
こ
と
に
お
使
い
願
い
た
い
と
申
し
出
た
。
そ
こ
で
、
領
主
は
そ
の
お

金
を
以
っ
て
鍛
冶
橋
を
架
け
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
昭
和
二
十
九
年
版
で
は
、
大
坂
屋
が
御
吟
味
御
免
を
願
っ
た
か
ら
と
い
う
理

由
で
、
そ
の
お
金
は
召
し
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
お
金
で
鍛
冶
橋
が
架

け
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

昭
和
八
年
版
が
情
を
重
ん
じ
た
話
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
昭
和
二
十
九
年
版

は
理
を
重
ん
じ
た
話
に
な
っ
て
い
る
点
が
対
照
的
で
あ
る
。

四
―
四

「
鉄
漿
蛇
」（
①
六
二
―
六
五
頁
、
②
一
三
一
―
一
三
二
頁
）

弟
の
鍋
山
豊
後
守
顕
綱
は
、
妬
み
か
ら
兄
三
木
自
綱
の
殺
害
を
計
画
す
る
。
し
か
し

そ
の
計
画
が
発
覚
し
て
、
逆
に
兄
の
家
来
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
る
。
顕
綱
の
奥
方
も
同

時
に
殺
害
さ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
帯
を
解
き
、
そ
の
帯
が
大
蛇
と
化
す
こ
と
を
願
い
つ

つ
谷
に
投
げ
込
ん
だ
。
そ
の
後
、
奥
方
の
帯
が
鉄
漿
蛇
に
化
け
て
鍋
山
に
棲
み
つ
い
た

と
さ
れ
る
。
顕
綱
の
子
孫
の
平
野
清
心
と
い
う
人
の
夢
枕
に
奥
方
が
立
ち
、
自
分
は
顕

綱
の
妻
女
な
れ
ど
も
白
骨
が
久
し
く
七
夕
岩
の
辺
り
に
埋
も
れ
は
て
て
成
仏
で
き
な
い

で
い
る
の
で
、
弔
っ
て
く
れ
と
告
げ
る
。
白
骨
数
片
を
見
つ
け
た
清
心
は
雲
龍
寺
に
石

塔
を
立
て
て
供
養
し
た
。

以
上
は
昭
和
八
年
版
も
昭
和
二
十
九
年
版
も
同
様
で
あ
る
。
昭
和
二
十
九
年
版
は
こ

れ
で
話
が
終
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
昭
和
八
年
版
で
は
こ
の
後
、
話
が
続
く
。

雲
龍
寺
の
和
尚
が
不
思
議
な
夢
を
見
る
。
自
分
た
ち
の
石
塔
を
日
々
読
経
の
聞
こ
え

る
地
に
移
し
て
く
れ
と
い
う
夢
で
あ
る
。
連
夜
同
じ
夢
を
見
る
の
で
、
石
塔
を
境
内
に

移
し
て
法
会
を
営
ん
だ
。
数
十
年
後
お
堂
を
修
築
す
る
た
め
に
石
塔
を
移
そ
う
と
し
た

と
こ
ろ
、
従
事
す
る
者
は
み
な
卒
倒
し
、
大
熱
を
発
し
た
。
指
揮
し
た
長
老
は
死
亡
し

た
の
で
、
人
は
恐
れ
驚
き
、
石
塔
の
上
に
地
蔵
尊
を
安
置
し
、
触
れ
な
い
よ
う
に
し
た
。

昭
和
八
年
版
の
後
段
の
存
在
に
よ
り
、
奥
方
の
怨
念
の
執
拗
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
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の
怨
念
は
、
暗
殺
と
は
直
接
関
わ
り
の
な
い
、
後
の
世
の
長
老
ま
で
呪
い
殺
し
て
し
ま

う
。
こ
う
し
た
理
不
尽
な
ま
で
の
怨
念
が
、
本
文
削
除
と
い
う
か
た
ち
で
敬
遠
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

四
―
五

「
金
鶏
城
址
」（
①
七
一
―
七
四
頁
、
②
九
六
―
九
七
頁
）

丹
生
川
の
尾
崎
城
主
塩
屋
筑
前
守
秋
貞
が
戦
乱
で
討
ち
死
に
す
る
。
奥
方
は
秋
貞
の

特
に
愛
玩
し
て
い
た
金
鶏
の
床
飾
り
を
始
め
貴
重
な
品
々
や
軍
用
金
を
城
の
一
角
に
埋

め
、
娘
も
ろ
と
も
自
害
す
る
。
後
、
元
日
の
朝
早
く
こ
の
金
鶏
が
東
天
紅
と
告
げ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
の
声
を
聞
い
た
者
は
幸
い
を
得
る
と
い
う
伝
説
で
あ
る
。

昭
和
八
年
版
も
昭
和
二
十
九
年
版
も
、
伝
説
の
い
く
つ
か
は
、
大
人
が
子
供
と
会
話

を
す
る
中
で
語
ら
れ
る
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
「
金
鶏
城
址
」
も
、
一
学
級
の
子

供
た
ち
が
先
生
に
引
率
さ
れ
て
尾
崎
城
址
を
見
学
に
き
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
先
生

が
、
こ
の
尾
崎
城
址
が
な
ぜ
金
鶏
城
址
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
の

説
明
と
し
て
、
こ
の
伝
説
を
語
っ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
最
後
の
文
言
で
あ
る
。
昭

和
二
十
九
年
版
で
は
、
先
生
の
「
村
の
人
々
は
金
の
鶏
も
勿
論
さ
が
し
た
が
誰
も
ま
だ

掘
り
あ
て
た
者
が
な
い
か
ら
ま
だ
私
達
の
今
い
る
こ
の
土
の
中
に
か
く
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
よ
」（
②
九
七
頁
）
と
い
う
発
言
で
終
わ
っ
て
い
る
。そ
れ
に
対
し
て
昭
和
八
年
版

で
は
、「
長
い
先
生
の
お
話
が
終
つ
た
。
誰
も

く
「
お
れ
こ
そ
は
そ
の
白
つ
ゝ
ぢ
の
藪

を
見
つ
け
、
う
ま
く
宝
に
あ
り
つ
き
た
い
も
の
だ
」
と
手
に
汗
し
て
じ
つ
と
聞
い
て
ゐ

た
。」（
①
七
四
頁
）
と
い
う
子
供
の
心
中
吐
露
で
終
わ
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
昭
和
八
年
版
で
は
拝
金
主
義
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
子
供
の
抱
く

願
望
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
子
供
の
現
実
的
な
俗
欲
は
、
昭
和
二
十
九
年

版
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

四
―
六

「
村
山
天
神
」（
①
一
〇
五
―
一
〇
七
頁
、
②
一
三
九
―
一
四
一
頁
）

飛
騨
国
司
参
議
姉
小
路
伊
纜
は
足
利
勢
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
北
の
方
は
代
々
家
に
伝
わ

る
薬
師
像
と
菅
公
像
を
家
臣
に
背
負
わ
せ
て
逃
げ
延
び
た
。農
家
に
か
く
ま
わ
れ
た
が
、

長
居
も
危
う
く
な
っ
た
の
で
、
両
像
を
残
し
て
旅
に
出
た
。
村
人
は
小
社
を
建
て
て
両

像
を
安
置
し
た
。
そ
の
後
、
い
つ
の
頃
か
盗
賊
が
両
像
を
盗
み
出
す
。
逃
亡
中
、
菅
公

像
だ
け
忽
ち
重
く
な
っ
た
。
盗
賊
は
菅
公
像
を
藪
の
中
に
捨
て
去
る
。
あ
る
夜
、
村
山

の
市
蔵
と
い
う
農
夫
の
夢
枕
に
菅
公
が
立
っ
て
、
自
分
の
所
在
を
知
ら
せ
る
。
市
蔵
が

行
っ
て
み
る
と
は
た
し
て
菅
公
像
は
そ
の
と
お
り
に
放
置
さ
れ
て
い
た
。
村
人
と
相
談

し
て
、
小
社
を
建
て
て
祀
っ
た
。

こ
こ
ま
で
で
昭
和
八
年
版
の
村
山
天
神
の
伝
説
は
終
わ
っ
て
い
る
。そ
れ
に
対
し
て
、

昭
和
二
十
九
年
版
で
は
続
き
が
あ
る
。

あ
る
夏
の
日
、
村
の
子
供
た
ち
が
天
神
の
森
で
遊
ん
で
い
た
。
神
像
を
取
り
出
し
て
、

宮
川
に
持
っ
て
い
き
、
川
の
水
で
洗
い
つ
つ
、
神
像
を
川
に
浮
か
べ
て
遊
ん
で
い
た
。

そ
れ
を
知
っ
た
大
人
は
急
い
で
止
め
さ
せ
、
子
供
た
ち
は
名
主
か
ら
大
目
玉
を
く
ら
っ

た
。
そ
の
夜
、
御
神
霊
が
名
主
の
枕
元
に
立
ち
、「
今
日
は
心
の
清
い
子
供
た
ち
と
楽
し

く
過
ご
し
て
い
た
の
に
、
お
前
が
邪
魔
を
し
た
の
は
残
念
だ
っ
た
」
と
の
お
告
げ
を
な

さ
っ
た
。

こ
の
昭
和
二
十
九
年
版
か
ら
は
、伝
説
を
子
供
た
ち
の
生
活
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、

教
材
と
し
て
親
し
み
を
持
た
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
文
学
形
象

の
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
後
段
は
取
っ
て
付
け
た
感
を
否
め
な
い
。

四
―
七

「
杣
が
池
」（
①
一
六
四
―
一
六
八
頁
、
②
四
六
―
四
九
頁
）

御
岳
の
麓
日
和
田
と
い
う
村
に
原
助
と
い
う
豪
家
が
あ
り
、
そ
こ
に
器
量
も
よ
く
、

気
立
て
も
優
し
く
、
仕
事
も
よ
く
す
る
「
お
ち
ん
」
と
い
う
女
中
が
い
た
。
お
ち
ん
を

嫁
に
ほ
し
い
と
い
う
者
は
数
え
切
れ
な
か
っ
た
が
、
お
ち
ん
は
み
ん
な
断
っ
た
。
し
か

し
、
日
和
田
の
伐
採
に
来
て
い
た
小
三
郎
が
申
し
込
む
と
、
お
ち
ん
は
す
ぐ
に
承
諾
し

た
。
あ
る
日
小
三
郎
は
弁
当
箱
に
生
き
た
岩
魚
が
二
匹
入
っ
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
塩

焼
き
に
し
て
食
べ
た
。
す
る
と
喉
の
渇
き
が
止
ま
ら
な
く
な
り
、
大
量
に
水
を
飲
む
う

ち
に
蛇
体
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
日
、
小
三
郎
の
家
に
い
た
お
ち
ん
も
ど
こ
か
へ

姿
を
隠
し
て
し
ま
っ
た
。

母
は
信
じ
ら
れ
ず
、
大
蛇
の
い
る
池
に
行
っ
た
。
昭
和
二
十
九
年
版
で
は
、
母
の
前

で
は
大
蛇
は
再
び
小
三
郎
の
姿
に
な
り
、
母
の
帰
宅
を
嘆
願
す
る
。
そ
の
後
母
が
ど
う

し
た
か
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
昭
和
八
年
版
で
は
、
大
蛇
の
ま
ま
母
と

対
面
す
る
。
そ
し
て
大
蛇
が
池
に
隠
れ
る
と
同
時
に
、
母
は
池
の
中
に
飛
び
込
ん
で
し

ま
う
。

小
三
郎
に
と
っ
て
、
こ
の
変
事
は
災
難
で
あ
る
。
そ
の
上
に
母
ま
で
が
息
子
の
後
を
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追
う
と
い
う
こ
と
は
悲
劇
の
色
を
濃
く
す
る
。
昭
和
二
十
九
年
版
で
は
、
直
接
関
係
の

な
い
母
の
命
を
奪
う
ま
で
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
悲
劇
性
は

薄
ら
ぐ
こ
と
と
な
る
。

五

ま
と
め

昭
和
八
年
に
日
本
は
国
際
連
盟
か
ら
脱
退
し
、
世
界
的
に
孤
立
の
道
を
進
み
、
世
情

も
暗
く
な
り
が
ち
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
八
年
版
を
読
む
限
り
で
は
、

決
し
て
そ
の
よ
う
な
暗
さ
は
浸
透
し
て
い
な
い
。
拝
金
主
義
を
謳
歌
し
、
妻
帯
し
な
い

こ
と
も
そ
れ
ほ
ど
後
ろ
め
た
く
は
捉
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
人
々
は
情
に
も
厚
か
っ
た
。

総
じ
て
、
昭
和
八
年
版
に
描
か
れ
た
民
衆
は
、
闊
達
で
潔
い
。
そ
れ
に
対
し
て
昭
和
二

十
九
年
版
に
描
か
れ
た
民
衆
は
、
比
較
的
理
を
重
ん
じ
、
死
と
の
距
離
感
が
相
対
的
に

遠
く
な
っ
た
。
僅
か
な
差
で
は
あ
る
が
、
死
が
身
近
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
な
く
な
っ

て
き
た
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
微
妙
な
価
値
観
の
相
違
が
、
戦
後
の
学
校
教
育
倫
理
に
も
、
影
響
を
与

え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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