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鯉
の
ぼ
り
は
鮨
屋
の
広
告
？ 

イ
ン
ド
の
友
人
が
奥
さ
ん
と
一
緒
に
来

日
し
た
時
の
こ
と
で
す
。
拙
宅
に
一
泊
し

た
彼
ら
を
、
富
士
五
湖
に
案
内
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
ま
だ
雪
が
残
る
初
夏
の

富
士
山
と
湖
の
美
し
さ
に
感
激
し
て
い
た

彼
ら
が
、
車
窓
か
ら
見
え
る
鯉
の
ぼ
り
を

指
し
て
、
盛
ん
に
何
か
を
話
し
合
っ
て
い

ま
す
。 

ど
う
や
ら
ご
主
人
の
方
は
、
ポ
ー
ル
の

先
端
に
つ
い
て
い
る
矢
車
に
注
目
し
て
、

あ
れ
は
家
庭
用
の
風
力
発
電
機
だ
ろ
う
と

推
測
し
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
奥
さ
ん

の
方
は
、
そ
れ
で
は
風
に
泳
い
で
い
る
何 

     

匹
も
の
鯉
は
必
要
な
い
、
鯉
の
ぼ
り
は
湖

の
漁
師
が
大
漁
を
祝
っ
て
掲
げ
て
い
る
の

だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。 

 

発
電
器
説
を
ひ
っ
こ
め
た
ご
主
人
は
、

今
度
は
す
し
屋
の
広
告
説
を
展
開
し
始
め

ま
し
た
。
昨
日
、
湖
な
ん
か
な
い
町
中
で

も
見
か
け
た
か
ら
、
漁
師
の
家
と
は
限
ら

な
い
と
言
い
ま
す
。 

 

鯉
の
ぼ
り
が
男
児
の
成
長
や
出
世
を
祝

う
端
午
の
節
句
の
風
習
で
あ
る
こ
と
は
、

日
本
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
ま
す
。
故

事
来
歴
に
詳
し
い
人
な
ら
、
鯉
が
龍
門
の

滝
を
登
る
と
龍
と
な
っ
て
天
を
か
け
る
と

い
う
中
国
の
故
事
が
元
に
な
っ
て
い
る
こ

と
や
「
登
龍
門
」
い
う
言
葉
が
こ
こ
か
ら

来
て
い
る
こ
と
も
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。 

し
か
し
文
化
、
風
習
が
違
う
と
、
鯉
の

ぼ
り
は
何
か
と
い
う
問
い
は
と
た
ん
に
難

し
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
鯉
の
ぼ
り
が
実

用
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
た
と

え
ば
日
本
の
古
く
か
ら
あ
る
和
包
丁
を
イ

ン
ド
人
に
見
せ
、
こ
れ
は
何
か
と
尋
ね
る

と
、
大
抵
キ
ッ
チ
ン
・ 

ナ
イ
フ
と
答
え
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
実
用
的
な
モ

ノ
は
機
能
が
形
を
決
め
て
い
ま
す
。
切
る

と
い
う
機
能
を
果
た
す
た
め
に
は
、
洋
の

東
西
を
問
わ
ず
台
所
の
包
丁
は
同
じ
よ
う

釈
迦
堂
遺
跡
と
土
偶
の
謎 
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な
形
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 
し
か
し
鯉
の
ぼ
り
に
実
用
的
な
機
能
は

あ
り
ま
せ
ん
。
男
の
子
に
降
り
か
か
ろ
う

と
す
る
災
厄
や
魔
物
を
除
け
て
く
れ
る
と

い
う
幻
想
を
託
し
た
一
種
の
シ
ン
ボ
ル
、

呪
具
で
す
。
意
味
を
も
つ
も
の
は
そ
の
シ

ン
ボ
ル
の
背
景
に
あ
る
文
化
や
風
習
で
す
。

だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
文
化
や
風
習
を
共
有

し
て
い
な
い
外
国
人
は
、
鯉
の
ぼ
り
の
役

割
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

こ
こ
ま
で
は
今
日
の
話
の
マ
ク
ラ
で
す

が
、
こ
れ
か
ら
書
く
の
は
土
偶
の
話
で
す
。

土
偶
は
縄
文
時
代
に
造
ら
れ
た
土
製
の
人

形
で
す
。
私
の
生
家
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る

釈
迦
堂
遺
跡
か
ら
千
二
百
体
近
く
も
出
土

し
、
大
き
な
注
目
を
浴
び
ま
し
た
。 

日
本
で
今
ま
で
出
土
し
た
土
偶
の
総
数

が
約
一
万
八
千
体
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
か

ら
、
そ
の
数
の
多
さ
だ
け
で
も
特
筆
も
の

で
す
。
土
偶
は
何
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の

か
、
考
古
学
の
分
野
で
は
大
き
な
謎
で
し

た
が
、
釈
迦
堂
遺
跡
の
土
偶
の
出
土
状
況

か
ら
こ
の
謎
に
迫
る
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が

分
か
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

釈
迦
堂
遺
跡
と
博
物
館 

ま
ず
は
土
偶
に
つ
い
て
語
る
前
に
、
わ

が
故
郷
、
山
梨
県
笛
吹
市
一
宮
町
の
誇
り
、

釈
迦
堂
遺
跡
博
物
館
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。 

釈
迦
堂
遺
跡
は
地
図
右
下
の
御
坂
山
塊

か
ら
流
れ
出
た
京
戸
川
が
、
山
地
を
抜
け

た
所
で
多
く
の
砂
礫
を
堆
積
さ
せ
た
典
型

的
な
扇
状
地
の
上
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
京

戸
川
扇
状
地
は
扇
状
地
と
い
う
地
形
の
典

型
的
な
例
と
し
て
、
私
の
使
っ
た
中
学
校

の
地
図
帳
に
も
載
っ
て
い
ま
し
た
。
地
形

は
右
下
か
ら
左
上
に
緩
や
か
に
傾
斜
し
て

お
り
、
現
在
で
は
ぶ
ど
う
畑
や
桃
畑
が
広

が
る
日
本
で
有
数
の
果
樹
栽
培
地
で
す
。 

黄
色
く
塗
ら
れ
た
扇
状
地
を
よ
ぎ
り
、
二

本
の
白
い
線
が
走
っ
て
い
ま
す
が
、
上
が

甲
州
街
道
、
下
が
中
央
高
速
道
路
で
す
。 
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オ
レ
ン
ジ
色
や
桃
色
に
塗
ら
れ
た
所
が
遺

跡
が
発
掘
さ
れ
た
場
所
で
、
釈
迦
堂
遺
跡

と
博
物
館
は
、
ほ
ぼ
扇
状
地
の
真
ん
中
に

位
置
し
て
い
ま
す
。 

私
の
生
家
は
右
端
の
赤
い
丸
の
地
点
で

す
。
釈
迦
堂
遺
跡
博
物
館
は
そ
こ
か
ら
ほ

ぼ
真
東
に
一
・
五
キ
ロ
の
距
離
で
、
歩
い

て
二
十
分
ほ
ど
で
す
。
何
万
年
前
も
前
か

ら
何
回
も
流
れ
を
変
え
た
京
戸
川
は
、
現

在
は
私
の
生
家
の
脇
を
流
れ
て
い
ま
す
。

川
は
私
の
幼
少
の
頃
の
遊
び
場
で
、
泳
い

だ
り
魚
を
釣
っ
た
り
焚
き
火
を
し
た
り
し

て
遊
ん
だ
も
の
で
す
。
伊
勢
湾
台
風
の
時

は
濁
流
が
家
の
す
ぐ
近
く
ま
で
押
し
寄
せ
、

怖
い
思
い
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

さ
て
、
釈
迦
度
遺
跡
は
昭
和
五
十
五
年

～
五
十
六
年
の
中
央
高
速
道
路
の
工
事
に

伴
っ
て
発
掘
さ
れ
た
遺
跡
群
の
総
称
で
す
。

こ
の
地
に
は
お
よ
そ
一
万
五
千
年
前
の
縄

文
時
代
前
期
か
ら
現
代
ま
で
連
続
し
て
人

間
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
、
出
土
物
か
ら

明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
辺
の
畑
を
耕
す
際
に
土
器
の
か
け

ら
が
出
て
く
る
こ
と
は
、
地
元
で
は
古
く

か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
私
が
子
供
の
こ
ろ

は
掘
り
だ
さ
れ
た
土
器
の
破
片
が
畑
の
脇

に
無
造
作
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
も
の

で
す
。 

発
掘
に
伴
っ
て
出
土
し
た
竪
穴
式
住
居

址
や
土
器
、
石
器
類
な
ど
は
膨
大
な
数
に

の
ぼ
り
ま
し
た
。
昭
和
六
十
三
年
に
は
土

偶
一
一
一
六
体
が
、
平
成
七
年
に
は
土

器
・
土
製
品
三
四
一
〇
点
、
石
器
・
石
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製
品
九
一
五
点
な
ど
が
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
博
物
館
は
こ
れ
ら
の

出
土
品
を
保
存
・
展
示
す
る
た
め
の
施
設

と
し
て
、
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
三
日
の

文
化
の
日
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。 

博
物
館
を
建
設
す
る
に
あ
た
っ
て
、
も

め
た
の
が
建
設
場
所
で
し
た
。
遺
跡
は
勝

沼
町
と
一
宮
町
と
い
う
二
つ
の
町
に
ま
た

が
っ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
の
町
に
建
設
す

る
か
綱
引
き
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

決
め
手
は
景
色
で
し
た
。
標
高
が
四
百

メ
ー
ト
ル
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
の
扇
状
地

か
ら
は
、
甲
府
盆
地
や
周
囲
の
山
並
み
の

す
ば
ら
し
い
展
望
が
得
ら
れ
ま
す
。「
一
番

眺
め
の
い
い
場
所
に
造
ろ
う
」
と
い
う
良

識
が
通
り
、
現
在
の
場
所
に
決
ま
っ
た
の

で
す
が
、
場
所
は
ち
ょ
う
ど
両
町
の
境
界

付
近
に
あ
り
、
中
央
自
動
車
道
の
釈
迦
堂

パ
ー
キ
ン
グ
に
も
隣
接
し
て
い
ま
す
。 

釈
迦
堂
パ
ー
キ
ン
グ
は
博
物
館
見
学
の

た
め
に
、
徒
歩
で
外
部
に
ア
ク
セ
ス
で
き

る
珍
し
い
高
速
道
パ
ー
キ
ン
グ
で
す
。 

高
速
道
路
は
危
険
防
止
の
た
め
に
外
部

か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
が
普
通
で
す
。
博
物
館
へ
の
観
光

客
誘
致
の
た
め
に
、
パ
ー
キ
ン
グ
か
ら
の

出
入
り
口
の
設
置
と
い
う
地
元
の
要
望
を
、

道
路
公
団
は
安
全
を
理
由
に
か
た
く
な
に

拒
否
し
た
と
い
い
ま
す
。 

結
局
、
当
時
の
自
民
党
副
総
裁
で
道
路

行
政
に
絶
大
な
権
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
金

丸
信
か
ら
道
路
公
団
総
裁
・
宮
繁
護
へ
の

一
本
の
電
話
で
、
パ
ー
キ
ン
グ
か
ら
博
物

館
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
設
置
が
決
ま
っ
た

と
い
う
裏
話
が
地
元
で
は
さ
さ
や
か
れ
て

い
ま
し
た
。 

上
の
写
真
は
博
物
館
の
二
階
ロ
ビ
ー
か

ら
撮
し
た
南
ア
ル
プ
ス
・
白
根
三
山
の
山

並
み
と
甲
府
盆
地
で
す
。
右
か
ら
日
本
の

第
二
の
高
峰
北
岳
（
三
一
九
二
ｍ
）、
真
ん

中
が
間
ノ
岳
（
三
一
八
九
ｍ
）、
左
が
農
鳥

岳
（
三
〇
二
六
ｍ
）
で
す
。 

こ
こ
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
山
々
の

名
前
を
す
べ
て
同
定
し
た
幅
約
三
メ
ー
ト

ル
も
あ
る
展
望
図
の
パ
ネ
ル
が
ロ
ビ
ー
に
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は
置
か
れ
て
い
ま
す
が
、
元
国
鉄
中
央
線

の
車
掌
で
、
中
央
線
沿
線
の
山
の
権
威
・

故
山
村
正
光
さ
ん
が
協
力
し
て
作
成
さ
れ

た
も
の
で
す
。 

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
山
村
さ
ん
は
『
車

窓
の
山
旅
・
中
央
本
線
か
ら
見
え
る
山
』、

『
甲
斐
の
山
旅
・
甲
州
百
山
』、『
山
梨
県

の
山
』、『「
富
士
を
眺
め
る
山
歩
き
」
な
ど

山
梨
の
山
に
関
す
る
著
書
が
あ
り
、
私
は

山
に
登
る
前
に
必
ず
目
を
通
す
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
単
な
る
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
で
は
な
く
、
史
実
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
な

ど
山
に
関
す
る
蘊
蓄
が
随
所
に
語
ら
れ
る

名
著
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

ば
ら
ば
ら
に
捨
て
ら
れ
た
土
偶 

 

さ
て
博
物
館
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
早
速
、
中
に
入
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。
二
階
展
示
室
に
入
っ
て
ま

ず
目
に
つ
く
の
は
、
壁
一
面
に
並
ん
だ
子

供
の
顔
と
土
偶
の
顔
の
写
真
で
す
。
子
供

は
す
べ
て
地
元
の
子
供
た
ち
で
、
中
に
は

私
の
見
知
っ
た
顔
も
あ
り
ま
す
。
も
っ
と

も
写
真
が
撮
ら
れ
た
の
は
二
十
年
以
上
も

前
の
こ
と
で
す
か
ら
、
ど
の
子
も
今
は
二

十
歳
す
ぎ
の
大
人
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。 

こ
の
展
示
は
子
供
の
顔
に
も
い
ろ
ん
な

表
情
が
あ
り
ま
す
が
、
縄
文
時
代
に
造
ら

れ
た
土
偶
に
も
い
ろ
い
ろ
な
表
情
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

パ
ネ
ル
の
土
偶
の
顔
を
見
る
と
、
笑
っ
た

よ
う
な
顔
、
泣
き
出
し
そ
う
な
顔
、
何
か

を
叫
ん
で
い
る
よ
う
な
顔
、
に
ん
ま
り
し

て
い
る
顔
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
し
か
し

あ
る
共
通
し
た
特
徴
を
読
み
取
る
こ
と
は

可
能
で
す
。 

  

ま
ず
一
番
の
特
徴
は
横
長
の
顔
で
す
。

次
に
細
い
切
れ
長
の
目
と
開
い
た
口
が
印

象
的
で
す
。
眉
と
鼻
が
一
体
に
な
っ
て
マ

ク
ド
ナ
ル
ド
の
マ
ー
ク
の
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
頭
の
形
が
あ
り
ま
す

が
髪
型
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
帽
子
を

か
ぶ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
眼
の
下

に
刺
青
を
し
た
も
の
や
耳
に
ピ
ア
ス
の
穴

を
開
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。 



 6 

 
 

  



 7 

出
土
し
た
土
偶
は
一
一
一
六
体
で
、
こ

の
う
ち
縄
文
前
期
の
も
の
が
七
体
、
後
期

の
も
の
が
一
体
、
他
は
す
べ
て
中
期
（
四

八
〇
〇
～
四
〇
五
〇
年
前
）
の
も
の
で
す
。 

一
つ
の
遺
跡
で
出
る
土
偶
の
数
は
普
通

極
め
て
少
な
く
、
釈
迦
堂
遺
跡
の
よ
う
に

大
量
の
土
偶
が
同
時
に
出
て
く
る
の
は
か

な
り
珍
し
い
の
で
す
。
か
の
有
名
な
青
森

の
三
内
丸
山
遺
跡
か
ら
は
約
一
七
〇
〇
体

の
土
偶
が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
釈
迦
堂

の
出
土
数
は
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
で
す
。 

三
内
丸
山
遺
跡
は
祭
祀
用
に
使
わ
れ
た

と
思
わ
れ
る
大
き
な
掘
立
柱
建
物
が
存
在

し
た
跡
が
見
つ
か
り
、
そ
の
規
模
か
ら
い

っ
て
も
周
辺
の
ム
ラ
と
は
異
な
る
特
殊
な

役
割
を
持
つ
ム
ラ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
釈
迦

堂
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

大
量
の
出
土
数
の
次
に
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
が
土
偶
の
出
土
し
た
状
況

で
す
。
大
規
模
か
つ
慎
重
な
発
掘
調
査
の

結
果
、
出
土
し
た
土
偶
の
中
で
五
体
満
足

な
も
の
は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

頭
部
、
胴
体
、
手
足
が
ば
ら
ば
ら
に
壊
れ

て
出
て
来
た
の
で
す
。 

 

研
究
者
た
ち
は
掘
り
だ
し
た
頭
部
や
胴

体
や
手
足
を
接
合
し
て
、
何
と
か
元
の
形

に
復
元
し
よ
う
と
試
み
ま
し
た
。
土
を
焼

き
固
め
て
造
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
首
や

手
足
が
も
げ
た
り
、
胴
体
が
割
れ
た
り
す

る
こ
と
は
当
然
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
も

数
千
年
も
た
っ
て
い
る
の
で
す
。 

体
の
各
部
が
ば
ら
ば
ら
だ
と
い
う
だ
け

な
ら
壊
れ
た
の
か
、
壊
し
た
の
か
の
区
別

は
つ
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
壊
れ
た
も
の

を
単
に
捨
て
た
の
な
ら
、
近
く
か
ら
壊
れ

た
片
割
れ
が
出
て
く
る
は
ず
で
す
。 

と
こ
ろ
が
二
つ
の
破
片
が
接
合
で
き
た

例
が
数
例
あ
る
だ
け
で
、
完
全
に
接
合
で

き
た
も
の
は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

元
の
姿
に
復
元
で
き
た
も
の
は
皆
無
だ
っ

た
の
で
す
。 

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
た
ま
た
ま
二

つ
の
破
片
が
接
合
で
き
た
場
合
で
も
、
そ

の
破
片
は
か
な
り
離
れ
た
所
か
ら
見
つ
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

 

遠く離れた場所の破片が接合したケース 
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こ
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
た

だ
壊
れ
た
か
ら
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
、

土
偶
は
意
識
的
に
壊
さ
れ
て
、
し
か
も
破

片
ご
と
に
別
の
場
所
に
捨
て
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
頭
部
で
見
つ
か
っ
た
の
は

一
八
〇
体
分
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
残
り
の

頭
部
は
発
掘
調
査
地
の
外
へ
持
ち
出
さ
れ

た
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 
 土

偶
の
制
作
法 

 

土
偶
の
大
き
さ
は
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が

手
の
ひ
ら
に
乗
る
ぐ
ら
い
の
数
セ
ン
チ
程

度
で
す
。
釈
迦
堂
で
一
番
大
き
い
も
の
は

高
さ
約
一
七
セ
ン
チ
で
す
。 

同
じ
土
偶
の
破
片
が
発
掘
調
査
地
の
離

れ
た
場
所
か
ら
見
つ
か
る
こ
と
か
ら
、
土

偶
は
意
識
的
に
壊
さ
れ
、
捨
て
ら
れ
た
と

書
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
推
測
す
る
証
拠
は

ほ
か
に
も
あ
り
ま
す
。
土
偶
は
初
め
か
ら

壊
し
や
す
い
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
す
。 

壊
れ
な
い
よ
う
に
造
る
な
ら
、
団
子
状

の
粘
土
の
塊
を
、
た
た
い
て
延
ば
し
な
が

ら
、
形
を
整
え
て
ゆ
く
方
が
有
利
で
す
が
、

出
土
し
た
破
片
を
Ｘ
線
で
見
る
と
、
い
く

つ
か
の
塊
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
造
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
あ
ら
か
じ
め

特
定
の
つ
な
ぎ
目
で
壊
れ
や
す
い
よ
う
に

造
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

右
の
絵
は
小
野
正
文
さ
ん
（
博
物
館
元

館
長
）
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
小
野
さ
ん

は
「
こ
れ
ら
の
土
偶
は
、
破
片
と
な
る
部

分
が
別
々
の
粘
土
の
塊
か
ら
つ
く
ら
れ
、

そ
れ
ら
を
竹
や
木
の
芯
で
接
合
し
た
上
を
、

分割塊制作法 



 9 

粘
土
を
か
ぶ
せ
て
、
そ
の
上
に
文
様
な
ど

を
付
け
て
仕
上
げ
る
と
い
う
、
面
倒
な
方

法
で
作
ら
れ
て
い
た
」
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
小
野
さ
ん
は
こ
の
制
作
法
を
「
分
割

塊
制
作
法
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ち
な
み

に
小
野
さ
ん
は
甲
州
市
塩
山
の
出
身
で
、

私
の
三
年
後
輩
で
す
。 

 

土
偶
制
作
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
ロ
ー

ム
と
呼
ば
れ
る
粘
土
質
の
土
で
す
。
焼
い

た
と
き
に
収
縮
し
て
、
ひ
び
が
入
る
の
を

防
ぐ
た
め
に
長
石
や
石
英
が
混
じ
っ
た
砂

を
少
し
混
ぜ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。 

 

制
作
に
適
し
た
土
を
採
取
し
て
来
て
、

不
純
物
を
取
り
除
き
、
良
く
捏
ね
て
生
地

を
整
え
、
整
形
し
、
文
様
を
施
し
、
場
合

に
よ
っ
て
は
顔
料
を
塗
り
、
乾
燥
さ
せ
た

後
に
焼
き
上
げ
る
訳
で
す
か
ら
、
手
間
も

暇
も
か
か
り
ま
す
。 

博
物
館
で
夏
休
み
に
開
か
れ
た
は
子
供

の
た
め
の
土
偶
作
り
教
室
を
覗
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
博
物
館
の
学
芸
員
が
指
導

し
な
が
ら
造
っ
て
い
ま
す
が
、
粘
土
が
用

意
さ
れ
て
い
て
も
、
形
が
で
き
上
が
る
ま

で
二
時
間
以
上
か
か
っ
て
い
ま
す
。
乾
燥

さ
せ
る
に
も
一
週
間
ほ
ど
か
け
て
、
博
物

館
の
裏
庭
で
焚
き
火
を
し
な
が
ら
焼
き
上

げ
ま
す
。 

 
 
 

子
供
た
ち
が
造
っ
た
土
偶
の
表
情
も
遺

跡
か
ら
出
土
し
た
土
偶
の
よ
う
に
豊
か
で

バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
ま
し
た
。
縄
文

人
た
ち
も
、
ム
ラ
の
何
人
か
が
集
ま
っ
て

ワ
イ
ワ
イ
言
い
な
が
ら
土
偶
作
り
に
取
り

組
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
手
本
と
な
る
土

偶
が
あ
っ
て
も
、
手
作
り
で
す
か
ら
造
り
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手
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
違
っ
た
表
情
の
も

の
が
で
き
あ
が
る
こ
と
は
縄
文
時
代
も
今

も
同
じ
で
す
。 

博
物
館
の
展
示
で
面
白
い
の
は
、
遺
跡

か
ら
発
掘
さ
れ
た
子
供
の
指
の
跡
が
着
い

た
粘
土
の
塊
で
す
。
お
母
さ
ん
が
土
器
や

土
偶
を
造
っ
て
い
る
そ
ば
で
、
子
供
が
粘

土
塊
を
い
た
ず
ら
し
て
遊
ん
で
い
る
姿
が

目
に
浮
か
び
ま
す
。 

土
偶
が
壊
れ
た
ら
捨
て
る
お
も
ち
ゃ
の

よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
証
拠
が
も
う

一
つ
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
は
土
偶
が
見
つ
か
っ
た
状
況
で
す
。

左
の
写
真
は
頭
の
部
分
が
欠
け
た
土
偶
が

発
掘
さ
れ
た
状
況
を
示
し
て
い
ま
す
。
土

偶
は
住
居
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に
掘
ら

れ
た
深
さ
三
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
穴
の
中
に

横
た
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
出
て
来
た
の

で
す
。
ま
る
で
哀
惜
の
念
を
込
め
て
死
者

を
葬
る
か
の
よ
う
に
丁
寧
に
埋
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
首
が
欠
け
た
土
偶
を
捨
て
る
た

め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
穴
を
掘
り
、
埋
め
戻
し

て
い
る
の
で
す
か
ら
、
不
要
に
な
っ
た
も

の
を
ポ
イ
捨
て
す
る
の
と
は
明
ら
か
に
違

い
ま
す
。
な
ん
ら
か
の
宗
教
的
な
意
味
を

持
つ
呪
物
と
し
て
埋
め
た
と
考
え
た
く
な

り
ま
す
。 

土
偶
と
は
何
か
、
謎
は
深
ま
る
ば
か
り
で

す
が
、
土
偶
を
考
え
る
と
き
に
、
釈
迦
堂

遺
跡
の
も
の
ば
か
り
を
考
え
て
い
た
の
で

は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
少
し

視
野
を
広
げ
て
、
日
本
各
地
で
出
土
し
た

土
偶
を
、
時
代
を
追
い
な
が
ら
見
て
ゆ
く

こ
と
に
し
ま
す 

 

土
偶
の
変
遷 

草
創
期
か
ら
中
期 

私
の
書
棚
に
は
一
九
八
九
年
に
学
習
研

究
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
人
間
の
美
術
』

と
い
う
美
術
書
が
全
巻
揃
っ
て
お
り
自
慢

の
蔵
書
の
一
つ
で
す
が
、
こ
の
第
一
巻
は

梅
原
猛
監
修
の
『
縄
文
の
神
秘
』
で
、
土
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偶
の
写
真
が
た
く
さ
ん
載
っ
て
い
ま
す
。

美
術
の
本
で
な
ん
で
土
偶
な
の
か
と
不
思

議
に
思
わ
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

縄
文
土
器
や
土
偶
が
日
本
で
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
岡
本
太
郎
の
縄
文

土
器
論
（
一
九
五
二
年
）
が
き
っ
か
け
な

の
で
す
。 

岡
本
は
東
京
国
立
博
物
館
に
展
示
さ
れ

て
い
る
土
器
や
土
偶
を
偶
然
目
に
し
て
強

い
衝
撃
を
受
け
、
そ
の
時
の
気
持
ち
を
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。 

「
縄
文
土
器
に
触
れ
、
私
の
血
の
中
に
力

が
噴
き
起
こ
る
の
を
覚
え
た
。
濶
然
と
新

し
い
伝
統
へ
の
視
野
が
開
け
、
我 

国
の
土

壌
の
中
に
も
掘
り
下
げ
る
べ
き
文
化
の
層

が
深
み
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の

で
あ
る
。
民
族
に
対
し
て
の
み
で
は
な
い
。

人
間
性
へ
の
根
源
的
な
感
動
で
あ
り
、
信

頼
感
で
あ
っ
た
」 

 

岡
本
太
郎
は
こ
の
土
偶
か
ら
「
太
陽
の

塔
」
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た

と
言
わ
れ
ま
す
。 

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
梅
原
猛
が
監
修
し

た
『
縄
文
の
神
秘
』
の
「
第
四
章
・
土
偶

の
神
秘
」
の
冒
頭
を
飾
る
の
は
釈
迦
堂
遺

跡
か
ら
出
土
し
た
、
た
く
さ
ん
の
土
偶
の

破
片
を
並
べ
た
も
の
で
す
。
わ
が
故
郷
の

釈
迦
堂
遺
跡
抜
き
に
は
土
偶
は
語
れ
な
い

こ
と
の
証
明
で
、
な
ん
と
な
く
嬉
し
く
な

り
ま
す
。 

ま
ず
土
偶
の
歴
史
的
な
変
遷
で
す
が
、

現
在
の
と
こ
ろ
日
本
で
も
っ
と
も
古
い
と

み
な
さ
れ
て
い
る
土
偶
は
、
縄
文
草
創
期

（
約
一
万
二
千
年
前
）
の
も
の
で
、
三
重

県
の
粥
見
井
尻
遺
跡
や
滋
賀
県
の
相
谷
熊
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原
遺
跡
の
土
偶
で
す
。 

胴
体
か
ら
の
小
さ
な
突
起
が
あ
る
だ
け

の
シ
ン
プ
ル
な
塑
像
で
す
が
、
特
徴
的
な

の
は
両
方
と
も
優
美
な
胸
の
ふ
く
ら
み
を

も
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
草
創
期
や
前
期

の
土
偶
に
は
顔
や
手
足
の
表
現
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
こ
れ
ら
が
縄
文
中
期
に
隆

盛
を
迎
え
る
土
偶
と
同
じ
目
的
を
持
っ
た

も
の
な
の
か
、
土
偶
と
呼
ん
で
よ
い
の
か

疑
問
視
す
る
学
者
も
い
ま
す
。 

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
縄
文
草
創
期

や
早
期
の
土
偶
は
き
わ
め
て
珍
し
く
、
出

土
例
も
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
縄
文

中
期
（
五
千
年
前
～
四
千
年
前
）
と
の
間

に
は
七
千
年
も
の
歳
月
が
横
た
わ
っ
て
い

ま
す
。
も
う
少
し
間
を
つ
な
ぐ
土
偶
が
た

く
さ
ん
出
て
く
れ
ば
、
は
っ
き
り
す
る
と

思
い
ま
す
。 

土
偶
は
縄
文
前
期
末
か
ら
中
期
に
か
け

て
関
東
か
ら
東
北
に
か
け
て
全
盛
期
を
迎

え
ま
す
。
前
期
に
造
ら
れ
た
も
の
は
小
型

で
や
や
厚
み
が
あ
る
平
板
状
が
特
徴
で
す

が
（
右
の
写
真
）、
顔
や
手
や
足
の
表
現
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
だ
目
鼻

は
明
確
に
は
表
現
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

右
上
の
黒
い
土
偶
は
な
ん
と
な
く
そ
れ
ら

し
い
も
の
が
現
れ
て
い
ま
す
。 

中
期
に
入
る
と
、
前
期
の
シ
ン
プ
ル
な

板
状
の
土
偶
が
、
東
北
地
方
で
は
装
飾
性

豊
か
な
十
字
形
土
偶
と
し
て
発
達
す
る
一

方
、
関
東
・
中
部
地
方
で
は
立
体
的
な
全

身
立
像
が
誕
生
す
る
な
ど
、
地
域
性
も
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

左
の
土
偶
は
三
内
丸
山
遺
跡
で
出
土
し

た
十
字
形
土
偶
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

脚
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
逆
三
角
形
の
顔
に

目
や
鼻
や
口
や
耳
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
胴
部
に
は
乳
房
と
臍
と
見

ら
れ
る
ふ
く
ら
み
が
あ
り
ま
す
。
前
の
も

の
に
比
べ
る
と
大
型
化
し
て
い
る
こ
と
も

特
徴
で
す
。
十
字
型
土
偶
は
初
期
の
板
状

土
偶
の
系
譜
を
引
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
形
の
類
似
性
か
ら
も
す
ん
な
り
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理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。 

 
山
梨
で
も
縄
文
前
期
に
主
流
だ
っ
た
の

は
や
は
り
板
状
土
偶
で
し
た
。
し
か
し
東

北
地
方
と
は
違
っ
た
発
展
を
遂
げ
ま
す
。 

中
部
高
地
で
は
縄
文
時
代
中
期
に
な
る
と
、

釈
迦
堂
遺
跡
の
土
偶
の
よ
う
に
両
脚
で
立

つ
こ
と
が
で
き
る
立
体
的
な
土
偶
に
変
化

し
て
行
く
の
で
す
。 

こ
の
変
遷
を
裏
付
け
る
面
白
い
発
見
が

一
宮
町
の
と
な
り
の
御
坂
町
桂
野
遺
跡
で

あ
り
ま
し
た
。
山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー
が
発
行
し
て
い
る
遺
跡
ト
ピ
ッ
ク
ス

に
載
っ
て
い
た
の
が
次
の
図
で
す
。 

桂
野
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
土
偶
に
は
、

上
部
に
指
の
よ
う
な
も
の
が
付
い
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
髪
の
毛
を
表
わ
し
て
お
り
、

顔
は
そ
の
裏
側
の
何
も
な
い
部
分
に
あ
た

り
ま
す
。 

 

頭
の
部
分
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
が
、
ま
だ
表
現
は
稚
拙
で
、
そ
の
ほ
か

 

の
部
分
も
た
ん
に
筒
状
に
な
っ
て
い
る
だ

け
で
す
。
し
か
し
こ
の
土
偶
は
立
た
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
緒
に
出
て
き
た
土

器
を
み
る
と
縄
文
時
代
前
期
の
終
わ
り
頃

の
土
偶
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
土
偶
が
立
体
的
な
姿
に
な
る
直

前
の
時
期
で
す
。 

も
う
ひ
と
つ
、
や
は
り
隣
町
の
甲
州
市

塩
山
・
大
木
戸
遺
跡
の
縄
文
前
期
の
住
居

址
か
ら
見
つ
か
っ
た
土
偶
を
紹
介
し
ま
す
。

前
の
桂
野
遺
跡
の
も
の
よ
り
目
鼻
立
や
顔

の
輪
郭
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
良

く
見
る
と
、
薄
い
線
で
す
が
眉
毛
も
分
か

り
ま
す
。
ま
た
こ
の
土
偶
は
、
前
の
土
偶

と
違
っ
て
二
本
足
が
表
現
さ
れ
て
い
て
、

自
立
し
て
い
ま
す
。 

そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
土
偶
は
、

前
期
の
板
状
土
偶
と
、
中
期
の
立
体
的
な

土
偶
と
の
架
け
橋
と
な
る
土
偶
だ
と
考
え大木戸遺跡出土の土偶・縄文前期 

桂の遺跡出土の土偶・縄文前期 
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ら
れ
ま
す
。 

 
釈
迦
堂
遺
跡
の
土
偶
群
は
縄
文
中
期
の

も
の
で
、
手
足
や
頭
部
を
明
確
に
表
現
し
、

さ
ら
に
は
顔
の
表
情
の
豊
か
な
土
偶
が
造

ら
れ
た
時
期
に
当
た
り
ま
す
が
、
土
偶
と

は
何
か
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
示
唆
に

富
む
土
偶
が
出
土
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
土
偶
は
頭
部
が
欠
け
て
い
ま
す 

が
、
両
手
を
後
ろ
に
回
し
、
両
ひ
ざ
を
曲

げ
た
座
産
と
い
う
出
産
中
の
状
態
を
表
し

た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
下
腹

部
に
突
き
出
し
た
も
の
は
、
最
初
は
ペ
ニ

ス
だ
と
思
わ
れ
、
珍
し
い
男
性
像
の
土
偶

か
と
騒
が
れ
ま
し
た
が
、
生
ま
れ
て
く
る

子
供
の
頭
が
ち
ょ
う
ど
見
え
た
時
の
状
態

を
表
し
た
も
の
だ
と
い
う
の
が
現
在
の
定

説
で
す
。 

 

ま
た
縄
文
中
期
の
土
偶
を
語
る
の
に
、

長
野
県
棚
畑
遺
跡
出
土
の
土
偶
を
忘
れ
る

訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
「
縄
文
の
ビ
ー
ナ

ス
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
土
偶
は
全
長
二
七

セ
ン
チ
、
横
長
の
顔
に
切
れ
長
の
つ
り
上

が
っ
た
目
は
釈
迦
堂
の
土
偶
た
ち
の
表
情

と
ど
こ
か
似
て
い
ま
す
。
特
徴
は
大
き
く

膨
ら
ん
だ
お
腹
と
、
い
か
に
も
ど
っ
し
り

と
し
た
お
尻
で
す
。 

私
の
腹
も
こ
の
程
度
張
り
だ
し
て
い
ま

す
が
、
こ
の
ビ
ー
ナ
ス
は
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
こ
れ
だ

け
お
腹
が
大
き
い
と
、
妊
娠
し
て
い
る
姿

だ
と
考
え
る
の
が
適
当
で
し
ょ
う
。 
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こ
の
土
偶
は
縄
文
中
期
の
土
偶
の
最
高

傑
作
と
し
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
最
古
の
国
宝
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
で
し
ょ
う
。
長
野
県
茅
野
市
の
尖
石

縄
文
考
古
館
で
い
つ
で
も
会
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

 

南
ア
ル
プ
ス
市
の
鋳
物
屋
遺
跡
の
「
臨

月
の
ビ
ー
ナ
ス
」
も
縄
文
中
期
前
半
の
土

偶
で
す
。
鳥
が
羽
を
広
げ
た
よ
う
な
眉
と
、

そ
の
眉
が
鼻
と
一
体
化
し
て
い
る
と
こ
ろ

や
、
釣
り
上
っ
た
目
が
釈
迦
堂
の
土
偶
と

よ
く
似
て
い
ま
す
。 

 

八
ヶ
岳
山
麓
か
ら
甲
府
盆
地
に
か
け
て

同
じ
よ
う
な
文
化
を
共
有
す
る
文
化
圏
が

あ
り
、「
富
士
眉
月
弧
文
化
圏
」
と
名
付
け

ら
れ
て
い
る
と
前
号
で
紹
介
し
ま
し
た
が
、

土
偶
の
表
情
か
ら
も
共
通
性
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
ま
す
。 

全
国
的
な
土
偶
の
分
布
を
眺
め
る
と
、

中
期
に
山
梨
を
中
心
と
す
る
中
部
山
岳
地

帯
、「
富
士
眉
月
弧
文
化
圏
」
で
爆
発
的
に

流
行
し
た
も
の
が
、
中
期
の
終
わ
り
ご
ろ

に
な
る
と
い
っ
た
ん
下
火
に
な
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
後
期
に
な
る
と
千
葉
な
ど
の
南

関
東
に
土
偶
作
り
の
中
心
は
移
り
、
さ
ら

に
晩
期
に
な
る
と
、
東
北
地
方
に
流
行
の

中
心
は
移
っ
て
い
っ
た
様
子
が
読
み
取
れ

ま
す
。 

 

釈
迦
堂
遺
跡
の
他
に
多
く
の
土
偶
が
出

た
遺
跡
は
三
内
丸
山
遺
跡
（
青
森
）
一
五

〇
〇
体
、
吉
見
台
遺
跡
（
千
葉
）
六
〇
〇

体
、
西
広
貝
塚
（
千
葉
）
一
四
〇
体
、
立

石
遺
跡
（
岩
手
）
一
八
〇
体
な
ど
で
、
関

東
か
ら
東
北
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。 

 

土
偶
の
変
遷 

後
期
か
ら
晩
期 

縄
文
後
期
か
ら
晩
期
に
な
る
と
、
各
地

で
実
に
多
彩
な
土
偶
が
生
ま
れ
ま
す
。 

抽
象
と
具
象
を
兼
ね
備
え
た
土
偶
が
東

北
地
方
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
芸
術
性
に

優
れ
た
中
空
の
土
偶
も
数
多
く
誕
生
し
ま

し
た
。
い
く
つ
か
の
例
を
お
目
に
か
け
ま

し
ょ
う
。 

 

こ
れ
は
群
馬
県
郷
原
で
出
土
し
た
ハ
ー

ト
形
土
偶
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
ハ
ー



 16 

ト
形
の
顔
に
大
き
な
目
と
鼻
が
付
い
て
い

ま
す
。
二
つ
の
乳
房
と
そ
こ
か
ら
下
腹
部

に
伸
び
る
体
の
真
ん
中
の
深
い
線
は
妊
娠

線
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ピ
カ
ソ
さ
え
舌

を
巻
く
ほ
ど
の
見
事
な
抽
象
的
造
形
で
す
。

岡
本
太
郎
の
「
太
陽
の
塔
」
は
こ
こ
か
ら

着
想
を
得
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

次
は
縄
文
シ
リ
ー
ズ
第
三
弾
で
紹
介
し

た
北
杜
市
の
考
古
資
料
館
所
蔵
の
中
空
土

偶
で
す
。
内
部
が
容
器
の
よ
う
に
中
空
に

な
っ
て
い
ま
す
。
骨
を
納
め
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
抽
象

性
が
さ
ら
に
増
し
、
目
や
口
と
思
わ
れ
る

大
き
な
不
気
味
な
穴
が
印
象
的
で
す
。
ま

た
ハ
ー
ト
形
土
偶
に
見
ら
れ
る
渦
巻
文
が

中
央
部
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
配

石
遺
構
か
ら
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
な
ん

ら
か
の
祭
祀
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ハ
ー
ト
形
土
偶
や
中
空
土
偶
を
眺
め
て

い
る
と
、
私
は
大
好
き
な
パ
ウ
ル
・
ク
レ

ー
の
人
物
画
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
彼
の

人
物
像
と
比
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
な
ん

と
な
く
雰
囲
気
が
似
て
い
ま
す
ね
。

 

ク
レ
ー
は
、「
芸
術
と
は
見
え
る
も
の
を
再

現
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
見
え
な
い
も
の

に
形
を
あ
た
え
る
こ
と
だ
」
と
言
っ
て
い

ま
す
。
縄
文
人
た
ち
が
表
現
し
よ
う
と
し

た
「
見
え
な
い
も
の
」
と
は
何
な
の
で
し

ょ
う
か
。 

 

最
後
に
登
場
す
る
の
は
、
遮
光
器
土
偶

で
す
。
学
校
の
教
科
書
に
も
必
ず
登
場
し
、

土
偶
と
言
え
ば
こ
れ
を
思
い
浮
か
べ
る
方

も
多
い
で
し
ょ
う
。
縄
文
晩
期
の
も
の
で
、

東
北
地
方
で
出
土
す
る
こ
と
が
多
い
土
偶

で
す
。
こ
の
土
偶
は
青
森
県
亀
ヶ
岡
遺
跡

出
土
の
も
の
で
、
東
京
国
立
博
物
館
が
所

蔵
し
て
お
り
、
重
要
文
化
財
で
す
。 

 

大
き
な
眼
窩
が
特
徴
で
、
エ
ス
キ
モ
ー

が
雪
の
中
で
目
を
保
護
す
る
た
め
に
付
け

る
ゴ
ー
グ
ル
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の

名
前
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
特

異
な
風
貌
か
ら
一
時
は
地
球
に
や
っ
て
来

た
宇
宙
人
飛
行
士
の
姿
を
映
し
た
も
の
で
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は
な
い
か
と
い
う
珍
妙
な
説
ま
で
唱
え
ら

れ
ま
し
た
。 

 

全
身
に
緻
密
な
文
様
が
施
さ
れ
て
い
ま

す
し
、
頭
に
は
王
冠
の
よ
う
な
装
飾
が
あ

り
、
か
な
り
手
間
暇
か
け
て
大
切
に
造
ら

れ
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。
左
脚
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

こ
の
土
偶
で
も
大
き
く
張
っ
た
腰
と
お

尻
が
目
立
ち
ま
す
し
、
小
さ
い
な
が
ら
も

乳
房
の
表
現
も
あ
り
ま
す
。
下
腹
部
に
あ

る
へ
そ
の
よ
う
な
穴
が
だ
い
ぶ
大
き
く
な

っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
妊
娠
し
て
い
る

状
態
を
表
現
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

丸
み
を
帯
び
た
肩
の
線
や
太
も
も
は
い

か
に
も
女
性
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て

い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
の
で
す
が
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。 

遮
光
器
土
偶
は
縄
文
晩
期
の
東
北
を
中

心
と
す
る
文
化
で
す
が
、
南
北
海
道
か
ら

関
東
、
中
部
ま
で
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て

出
土
し
、
極
め
て
ま
れ
に
は
近
畿
圏
で
も

出
土
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

手
作
り
で
す
か
ら
当
然
全
く
同
じ
も
の

は
あ
り
え
ま
せ
ん
し
、
少
し
ず
つ
変
化
す

る
個
性
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
眼
窩
の
形

や
短
い
手
足
、
体
中
に
施
さ
れ
た
渦
巻
文

様
な
ど
は
共
通
し
て
い
て
、
新
幹
線
も
高

速
道
路
も
な
い
時
代
に
一
つ
の
共
通
し
た

文
化
が
数
千
キ
ロ
も
の
範
囲
に
わ
た
っ
て

浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
驚
き
で
す
。 

遮
光
器
土
偶
は
縄
文
の
土
偶
文
化
の
フ

ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る
も
の
で
、
稲
作
が
始
ま

る
弥
生
時
代
を
迎
え
る
と
、
土
偶
は
全
く

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
造
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。 弥

生
時
代
は
、
稲
作
の
技
術
を
も
つ
集

団
が
い
ま
か
ら
三
千
年
ほ
ど
前
に
列
島
外

か
ら
北
部
九
州
に
移
住
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
始
ま
り
ま
し
た
。
縄
文
人
た
ち
が
突
然
、

土
偶
を
造
ら
な
く
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、

そ
の
時
、
縄
文
の
人
た
ち
に
何
が
起
こ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
謎
を
解
く
に
は
、

そ
も
そ
も
土
偶
と
は
何
か
を
追
求
す
る
ほ

か
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

土
偶
と
は
何
か 

依
り
代
説 

土
偶
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
と
き

に
、
い
ま
ま
で
紹
介
し
て
き
た
土
偶
の
特

徴
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
み
ま
し
ょ

う
。 

(

一)

乳
房
や
腰
や
臀
部
な
ど
を
強
調
し
、 

成
人
人
女
性
を
象
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

遮光器土偶 
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（
二
）
妊
娠
線
と
思
わ
れ
る
体
の
中
心
を

縦
に
走
る
線
、
大
き
な
お
腹
な
ど
妊
娠
し

た
状
態
を
表
現
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。 

（
三
）
ほ
と
ん
ど
が
壊
さ
れ
て
ば
ら
ば
ら

に
処
分
さ
れ
た
。
壊
す
こ
と
を
前
提
に
造

ら
れ
た
形
跡
も
あ
る
。 

（
四
）
数
は
少
な
い
が
、
単
に
捨
て
た
の

で
は
な
く
、
明
ら
か
に
死
者
を
葬
る
よ
う

に
埋
葬
し
た
も
の
が
あ
る
。 

（
五
）
初
期
の
も
の
は
目
鼻
や
手
足
の
表

現
が
な
い
か
、
あ
い
ま
い
で
単
純
、
平
板

的
。
次
第
に
手
足
や
顔
の
表
現
が
明
確
に

な
り
、
中
期
の
も
の
は
人
間
の
表
情
に
近

い
。
後
期
か
ら
晩
期
に
か
け
て
の
表
現
は

地
域
性
が
高
ま
り
、
抽
象
度
が
増
す
。 

（
六
）
漆
や
ベ
ン
ガ
ラ
で
彩
色
さ
れ
て
い

た
も
の
が
あ
る
。 

（
七
）
土
偶
が
大
量
に
出
土
す
る
遺
跡
と

全
く
出
な
い
遺
跡
が
あ
る
。 

何
事
に
も
例
外
が
あ
り
ま
す
が
、
以
上

が
土
偶
の
共
通
項
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

縄
文
時
代
は
無
文
字
社
会
で
す
。
土
偶
を

造
る
心
情
を
書
き
遺
し
た
も
の
は
当
然
あ

り
ま
せ
ん
し
、
当
時
の
状
況
を
見
た
こ
と

の
あ
る
目
撃
者
も
い
ま
せ
ん
。
土
偶
と
は

何
か
を
考
え
る
の
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
状

況
証
拠
を
積
み
重
ね
、
犯
人
と
そ
の
犯
行

の
動
機
に
迫
る
犯
罪
捜
査
に
似
て
い
ま
す
。 

証
拠
は
考
古
学
者
の
み
が
独
占
し
て
い

る
訳
で
は
な
く
、
私
が
こ
こ
で
紹
介
し
て

き
た
よ
う
に
だ
れ
で
も
入
手
で
き
ま
す
。

た
と
え
ば
釈
迦
堂
遺
跡
の
発
掘
の
成
果
は
、

三
冊
合
わ
せ
て
一
八
〇
〇
ペ
ー
ジ
も
の
研

究
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
素

人
向
け
の
解
説
書
も
あ
り
ま
す
。 

実
際
に
発
掘
に
従
事
し
な
く
て
も
、
か

の
名
探
偵
エ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ポ
ワ
ロ
の
よ

う
に
灰
色
の
脳
細
胞
を
働
か
せ
れ
ば
、
真

犯
人
に
行
き
つ
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

ま
ず
誰
で
も
最
初
に
思
い
つ
く
の
は
、
土

偶
は
安
産
の
た
め
の
お
守
り
だ
と
い
う
説

で
す
。
い
ま
で
も
日
本
全
国
の
神
社
や
お

寺
で
の
安
産
祈
願
や
子
授
け
祈
願
は
大
繁

盛
で
す
。 

さ
ら
に
は
南
ア
ル
プ
ス
の
前
衛
・
鳳
凰 

三
山
の
地
蔵
岳
の
よ
う
に
、
古
く
か
ら

子
授
け
に
霊
験
が
あ
る
と
し
て
崇
め
ら
れ

て
い
る
山
や
場
所
は
日
本
各
地
に
あ
り
ま

す
。 医

療
が
発
展
し
た
現
在
で
も
お
産
は
女

性
に
と
っ
て
大
事
業
で
す
。
現
在
残
っ
て

い
る
最
も
古
い
人
口
統
計
資
料
は
、
ロ
ー
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マ
時
代
の
エ
ジ
プ
ト
の
も
の
で
、
一
歳
未

満
の
乳
児
死
亡
率
が
千
人
当
た
り
三
二
九

人
と
お
ど
ろ
く
べ
き
高
さ
で
す
。
一
七
四

〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
さ
え
、 

二
九
六
人

と
非
常
に
高
か
っ
た
の
で
す
。
日
本
の
大

正
時
代
で
も
乳
児
死
亡
率
は
千
人
当
た
り

百
人
を
優
に
超
え
て
い
ま
す
。 

『
人
口
か
ら
読
む
日
本
の
歴
史
・
鬼
頭

宏
著
』
に
よ
る
と
、
狩
猟
採
集
民
だ
っ
た

縄
文
人
は
き
わ
め
て
短
命
で
、
平
均
寿
命

の
推
計
値
は
男
女
と
も
十
四
・
六
歳
だ
そ

う
で
す
。
ま
た
、
一
五
歳
ま
で
生
き
た
男

女
の
平
均
余
命
は
一
六
年
で
、
三
一
歳
程

度
ま
で
し
か
生
き
の
び
ら
れ
な
か
っ
た
と

推
測
し
て
い
ま
す
。 

一
族
の
存
続
の
た
め
に
は
、
一
五
歳
以

上
の
女
性
は
平
均
余
命
い
っ
ぱ
い
の
一
六

年
の
間
に
、
二
年
に
一
回
の
割
で
出
産
し

な
け
れ
ば
集
団
の
存
続
が
で
き
な
い
計
算

に
な
る
と
い
い
ま
す
。 

だ
か
ら
縄
文
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
出

産
は
一
族
の
集
団
の
存
続
を
か
け
た
、
き

わ
め
て
大
切
な
行
為
だ
っ
た
の
で
す
。
安

産
へ
の
願
い
は
私
た
ち
が
想
像
す
る
よ
り

は
る
か
に
強
く
切
実
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

妊
産
婦
が
亡
く
な
っ
た
り
、
死
産
だ
っ
た

り
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
思

わ
ず
何
か
に
祈
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。 

土
偶
は
安
産
へ
の
切
な
る
願
い
を
込
め

た
護
符
な
の
で
す
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
土
偶

は
壊
さ
れ
、
ば
ら
ば
ら
に
捨
て
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
土
偶
が
安
産
を
脅

か
す
悪
霊
や
穢
れ
を
一
手
に
引
き
受
け
て

く
れ
る
依
り
代
だ
っ
た
か
ら
と
考
え
た
ら

ど
う
で
し
ょ
う
か
。 

日
本
の
民
間
習
俗
や
神
道
に
は
穢
れ
を

人
形
に
移
す
と
い
う
発
想
が
あ
り
ま
す
。

人
形
に
息
を
吹
き
か
け
自
分
の
分
身
と
し
、

そ
れ
に
穢
れ
を
移
す
の
で
す
。 

穢
れ
を
映
し
た
人
形
は
、
燃
や
し
た
り

流
し
た
り
す
る
こ
と
で
穢
れ
を
祓
う
訳
で

す
。
流
し
雛
と
い
う
風
習
を
ご
存
知
で
し

ょ
う
か
。
災
厄
を
祓
う
た
め
、
人
形
を
自

分
の
身
代
わ
り
と
し
て
川
や
海
に
流
し
て

地蔵岳山頂付近の子授け地蔵 
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し
ま
う
の
で
す
。
い
ま
で
は
雛
人
形
は
飾

る
こ
と
が
目
的
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
本
来
は
流
す
こ
と
が
目
的
な
の
で

す
。 ま

た
穢
れ
を
海
や
川
に
流
す
と
い
う
思

想
は
、
神
道
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
私
の
地
元
で
は
毎
年
、
暮
れ
に
な

る
と
組
長
が
各
戸
を
回
り
、
大
祓
の
札
を

回
収
し
て
一
宮
浅
間
神
社
に
持
っ
て
ゆ
き

ま
す
。 

神
社
で
は
神
主
が
罪
、
穢
れ
を
祓
う
た

め
に
祝
詞
を
唱
え
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
札

を
焼
き
ま
す
。
こ
の
祝
詞
に
登
場
す
る
の

は
や
は
り
瀬
織
津
姫
と
い
う
女
神
で
す
。 

こ
れ
ら
の
例
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
依

り
代
に
罪
、
穢
れ
を
託
し
、
流
し
た
り
燃

や
し
た
り
す
る
の
は
、
縄
文
時
代
か
ら
連

綿
と
日
本
人
が
続
け
て
来
た
習
俗
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

余
談
で
す
が
、
釈
迦
堂
遺
跡
博
物
館
で

は
、
出
土
し
た
土
偶
の
コ
ピ
ー
を
「
ど
ぐ

う
ち
ゃ
ん
」
と
し
て
販
売
し
て
い
ま
す
。

や
さ
し
そ
う
な
表
情
の
も
の
六
体
を
見
本

と
し
て
造
っ
た
と
い
い
ま
す
。
安
産 

の
お

守
り
と
し
て
買
い
求
め
る
見
学
客
が
多
く
、

好
評
の
よ
う
で
す
。 

 

土
偶
と
は
何
か 

地
母
神
説 

次
に
紹
介
す
る
の
は
土
偶
は
女
神
だ
と

す
る
説
で
す
。 

縄
文
農
耕
論
を
唱
え
た
藤
森
栄
一
は
、

土
偶
は
豊
か
な
実
り
を
祈
る
地
母
神
的
な

女
神
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。
多
く
の

考
古
学
者
が
縄
文
時
代
は
狩
猟
採
集
の
時

代
だ
と
考
え
る
の
に
対
し
、
藤
森
は
縄
文
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時
代
に
焼
き
畑
な
ど
原
初
的
な
農
耕
が
あ

り
、
そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
が
土
偶
だ
と

考
え
た
の
で
す
。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
西
ア
ジ
ア
の
新
石
器
時

代
で
は
、
土
偶
は
農
耕
と
密
接
な
関
係
を

も
ち
、
実
り
や
多
産
を
祈
る
地
母
神
崇
拝

の
像
と
し
て
発
達
し
て
き
ま
し
た
。
古
代

人
に
と
っ
て
農
耕
は
植
物
生
命
再
生
の
神

秘
の
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
単
な
る
技
術
で
は

な
か
っ
た
の
で
す
。 

女
神
は
植
物
生
命
の
再
生
を
左
右
し
、

農
耕
社
会
に
豊
饒
を
も
た
ら
す
原
理
と
し

て
崇
め
ら
れ
ま
し
た
。
一
九
〇
八
年
に
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ヴ
ィ
レ
ン
ド
ル
フ
近
く

の
石
器
時
代
の
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
こ
の

小
像
は
、
大
き
な
乳
房
や
臀
部
、
膨
ら
ん

だ
お
腹
を
持
っ
て
お
り
、
縄
文
土
偶
と
雰

囲
気
が
良
く
似
て
い
ま
す
。 

女
神
は
栽
培
植
物
の
再
生
を
つ
か
さ
ど

る
こ
と
の
類
推
か
ら
、
人
間
自
身
の
死
と

出
産
も
、
さ
ら
に
は
季
節
の
交
替
や
、
月

や
太
陽
な
ど
天
体
の
運
行
さ
え
も
つ
か
さ

ど
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

農
作
物
の
豊
饒
と
女
性
の
多
産
と
の
関

係
は
緊
密
で
、
そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
畑
は

子
宮
と
、
播
種
や
農
作
業
は
性
行
為
と
ア

ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
把
え
ら
れ
、
死
と
生
と
は

季
節
の
循
環
の
な
か
に
埋
め
こ
ま
れ
て
、

み
ご
と
に
完
結
し
た
円
環
を
つ
く
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
古
代
の
女
神
は
農
業
儀
礼

と
深
く
結
び
付
い
て
い
る
た
め
、
狩
猟
採

集
時
代
と
考
え
ら
れ
る
縄
文
時
代
の
土
偶

と
結
び
付
け
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
意
見

が
強
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
三
内
丸
山

遺
跡
ら
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
ヒ
エ
、
マ
メ
、

大
型
の
イ
ネ
科
種
子
等
が
確
認
さ
れ
、
ま

た
ク
リ
の
管
理
栽
培
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
こ
と
も
確
実
視
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

三
十
年
も
前
に
在
野
の
研
究
者
、
藤
森

栄
一
が
主
張
し
た
土
偶
地
母
神
説
は
縄
文

時
代
に
農
業
が
あ
っ
た
と
い
う
前
提
に
立

つ
も
の
で
す
。
そ
し
て
土
偶
こ
そ
農
業
の

成
立
を
証
明
す
る
も
の
だ
と
考
え
た
の
で

す
。
い
ま
藤
森
の
説
に
や
っ
と
脚
光
が
当

た
り
始
め
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。 
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そ
れ
で
は
土
偶
＝
地
母
神
説
で
は
、
土

偶
が
壊
さ
れ
、
ば
ら
ば
ら
に
捨
て
ら
れ
る

こ
と
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
に
は
吉
田
敦
彦
と
い
う
神
話

学
者
の
強
力
な
援
軍
が
あ
り
ま
す
。 

 

吉
田
は
縄
文
土
偶
を
、
地
母
神
を
殺
害

す
る
こ
と
に
よ
り
人
間
に
豊
か
な
恵
み
が

も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
、
環
太
平
洋
文
化

圏
の
農
耕
社
会
に
広
く
分
布
す
る
神
話
と

結
び
付
け
ま
す
。
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
形
神
話

と
呼
ば
れ
る
こ
の
神
話
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
・
セ
ラ
ム
島
の
ヴ
ェ
マ
ー
レ
族
の
神
話

に
登
場
す
る
女
神
の
名
前
か
ら
命
名
さ
れ

た
も
の
で
す
。 

 

ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
神
話
に
は
い
ろ
ん
な
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
の
で
す
が
、
概
略

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。 

『
ヤ
シ
の
木
の
花
に
、
ア
メ
タ
と
い
う
男

が
血
を
こ
ぼ
し
た
と
こ
ろ
、
血
を
受
け
た

花
か
ら
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
と
い
う
娘
が
生
ま

れ
た
。
様
々
な
宝
物
を
大
便
と
し
て
排
出

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
村
の
祭
り
の
時
、

踊
り
を
舞
い
な
が
ら
そ
の
宝
物
を
八
日
間

も
村
人
に
配
っ
た
と
こ
ろ
、
村
人
た
ち
は

う
ら
や
ま
し
さ
と
気
味
悪
さ
で
彼
女
を
生

き
埋
め
に
し
て
殺
し
て
し
ま
う
。
ア
メ
タ

は
そ
の
屍
体
を
掘
り
出
し
、
切
り
刻
ん
で

あ
ち
こ
ち
に
埋
め
る
。
す
る
と
、
彼
女
の

屍
体
か
ら
は
様
々
な
種
類
の
芋
が
発
生
し
、

人
々
の
主
食
と
な
っ
た
』 

イ
モ
類
は
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
土
に
埋
め

る
と
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
増
殖
し
ま
す
。

こ
の
連
想
か
ら
、
女
を
殺
し
て
バ
ラ
バ
ラ

に
し
て
屍
体
を
土
に
埋
め
る→

作
物
に
化

生
す
る
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
。 

 

日
本
の
神
話
で
も
同
じ
よ
う
な
話
が
あ

り
ま
す
。
日
本
書
紀
の
保
食
神
（
ウ
ケ
モ

チ
ノ
カ
ミ
）
や
古
事
記
の
大
宜
都
比
売
（
オ

オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
）
を
め
ぐ
る
話
が
そ
れ
で
す
。

こ
こ
で
は
日
本
書
紀
の
女
神
ウ
ケ
モ
チ
ノ

カ
ミ
（
保
食
神
）
の
話
を
紹
介
し
ま
す
。 

『
月
夜
見
尊
（
ツ
ク
ヨ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
）
が

天
照
大
神
の
命
令
で
葦
原
中
国
に
い
る
保

食
神
を
訪
問
し
た
と
こ
ろ
、
保
食
神
は
、

口
か
ら
米
飯
、
魚
、
毛
皮
の
動
物
を
出
し
、

そ
れ
ら
で
月
夜
見
尊
を
も
て
な
し
た
。
月

保食神を祀る南アルプス市高尾の穂見神社 
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夜
見
尊
は
口
か
ら
吐
き
出
し
た
も
の
を
食

べ
さ
せ
ら
れ
た
と
怒
り
、
保
食
神
を
斬
っ

て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
天
照
大
神

が
保
食
神
の
所
に
天
熊
人
（
ア
メ
ノ
ク
マ

ヒ
ト
）
を
遣
わ
す
と
、
保
食
神
は
既
に
死

ん
で
い
た
。
保
食
神
の
屍
体
の
頭
か
ら
牛

馬
、
額
か
ら
粟
、
眉
か
ら
蚕
、
目
か
ら
稗
、

腹
か
ら
稲
、
陰
部
か
ら
麦
・
大
豆
・
小
豆

が
生
ま
れ
た
。
天
熊
人
が
こ
れ
ら
を
全
て

持
ち
帰
っ
て
天
照
大
神
に
献
上
し
た
』 

 

南
ア
ル
プ
ス
市
に
も
保
食
神
を
祭
っ
た

神
社
が
あ
り
ま
す
。
櫛
形
山
の
中
腹
・
高

尾
部
落
に
あ
る
穂
見
神
社
で
、
商
売
の
資

本
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
ご
利
益
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
、
関
東
一
円
の
商
売
人

か
ら
篤
い
信
仰
を
集
め
て
い
ま
す
。 

神
話
は
全
く
の
作
り
話
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
心
理
学
者
ユ
ン
グ
が
唱
え
た
よ
う
に
、

民
族
の
集
団
的
無
意
識
が
そ
の
底
に
横
た

わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
記
紀
が
編
纂
さ
れ

た
の
は
八
世
紀
初
め
で
す
が
、
縄
文
時
代

か
ら
の
日
本
民
族
の
伝
承
や
記
憶
が
色
濃

く
神
話
の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。 

も
う
土
偶
＝
地
母
神
が
壊
さ
れ
、
ば
ら

ば
ら
に
捨
て
ら
れ
る
理
由
が
分
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
釈
迦
堂
や
三
内
丸
山

と
い
っ
た
ム
ラ
は
、
死
と
再
生
の
儀
式
が

毎
年
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
祭
祀
の
場
所
だ

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

祭
り
が
開
か
れ
る
と
き
に
は
、
近
隣
の

ム
ラ
か
ら
も
土
偶
を
持
っ
た
人
た
ち
が
集

ま
っ
て
来
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
壊
さ

れ
た
土
偶
の
一
部
は
縁
起
物
と
し
て
ム
ラ

に
持
ち
帰
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

つ
い
先
ご
ろ
道
祖
神
の
お
祭
り
が
各
地

で
行
わ
れ
ま
し
た
。
ど
ん
と
焼
き
で
は
正

月
の
門
松
や
注
連
飾
り
、
あ
る
い
は
ダ
ル

マ
を
持
ち
寄
っ
て
焼
き
ま
す
。
焼
け
残
り

の
枝
を
家
に
持
ち
帰
っ
て
、
炊
飯
の
種
火

に
す
る
と
縁
起
が
良
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
土
偶
の
破
片
を
持
ち
か
え
る
の
と

同
じ
こ
と
で
す
。 

 

お
わ
り
に 

さ
て
土
偶
と
は
何
か
を
め
ぐ
っ
て
、
依

り
代
説
と
地
母
神
説
の
二
つ
を
紹
介
し
ま

し
た
。
ど
ち
ら
の
説
が
正
し
い
の
か
今
は

ま
だ
い
え
ま
せ
ん
。 

土
偶
は
男
性
で
も
女
性
で
も
な
く
、
性

を
超
越
し
た
霊
的
な
存
在
と
考
え
る
学
者

も
い
ま
す
。
状
況
証
拠
か
ら
土
偶
と
は
何

か
を
語
る
こ
と
に
禁
欲
的
な
学
者
も
い
ま

す
。
事
実
だ
け
か
ら
い
え
ば
土
偶
は
ヒ
ト

ガ
タ
の
土
製
品
と
し
か
言
え
ま
せ
ん
。
想

像
を
豊
か
に
す
る
の
は
勝
手
だ
が
、
学
問

と
小
説
は
違
う
と
い
う
わ
け
で
す
。 

 

し
か
し
、
私
も
土
偶
を
間
近
に
見
た
時
、

岡
本
太
郎
よ
う
に
「
血
の
中
に
力
が
噴
き

起
こ
る
の
を
覚
え
た
」
の
で
す
。
縄
文
シ
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リ
ー
ズ
第
三
弾
『
石
棒
と
丸
石
信
仰
』
で

「
石
棒
や
丸
石
を
精
霊
の
宿
る
も
の
、
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
命
を
再
生
す
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
源
と
み
な
し
た
縄
文
人
の
感
性
は
、

私
が
生
ま
れ
育
っ
た
甲
府
盆
地
に
今
も
静

か
に
息
づ
い
て
い
ま
す
」
と
書
き
ま
し
た
。 

そ
の
こ
と
は
土
偶
に
つ
い
て
も
全
く
同

じ
で
す
。
一
見
、
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

近
代
の
科
学
技
術
が
達
成
し
た
快
適
な
人

工
環
境
の
中
で
ぬ
く
ぬ
く
と
生
き
て
い
る

私
の
魂
を
揺
さ
ぶ
る
何
か
を
、
土
偶
や
石

棒
は
確
か
に
持
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
私
は
土
偶
や
石
棒
に
つ
い
て
な
に
か
を

語
り
た
く
な
っ
た
の
で
す
。 

自
然
に
依
拠
し
自
然
と
と
も
に
暮
ら
さ

ざ
る
を
え
な
い
縄
文
人
た
ち
は
、
生
活
の

秩
序
を
祈
り
に
求
め
ま
し
た
。
自
然
を
、

あ
る
い
は
自
然
の
向
こ
う
に
あ
る
な
に
も

の
か
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
の
安
定
を

図
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
縄

文
時
代
の
道
具
は
必
然
的
に
祈
り
に
彩
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
土
偶
は
こ
の
よ
う
な
信
仰
の

代
表
的
な
遺
物
な
の
で
す
。
縄
文
人
た
ち

の
心
の
あ
り
よ
う
は
、
現
在
に
生
き
る
私

た
ち
の
心
に
確
か
に
生
き
続
け
て
い
ま
す
。 

fujizakura 

 

注  

釈 

迦 

堂 

遺 

跡 

博 

物 
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は 

昨 

年, 

リ
ニ
ュ

ー
ア
ル 

さ 

れ 

、 

展 

示 

の 

一 

部 

は 

変 

更 

さ 

れ 

て 

い 

ま 

す
。 

 

国宝の土偶（右から合掌土偶、中空土偶、縄文のビーナス 


