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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
こ
の
10
年
間
は
、
世
界
も
日
本
も
そ
う
で
し
た
が
、
同
志
社
大
学
と
京
都
の
歴
史
に
と
っ
て
激
動
の

時
代
で
し
た
。
新
し
い
学
部
が
い
く
つ
も
で
き
、
文
学
部
な
ど
の
京
田
辺
校
地
か
ら
今
出
川
校
地
へ
の
移
転
計
画
が
進
み
、
そ
の

度
に
大
き
な
発
掘
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
そ
れ
ら
の
大
き
な
発
掘
に
、
歴
史
資
料
館
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
ま
た
、
文
化
情
報
学

部
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
直
接
関
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
京
都
の
歴
史
に
い
く
つ
か
の
新
し
い
見
方
を
提
示
し
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
本
日
は
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
志
社
大
学
の
あ
る
場
所
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
か
に
つ
い

て
、
寒
梅
館
の
調
査
と
去
年
の
調
査
と
ま
と
め
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
お
話
す
る
時
代
は
、
同
志
社
大
学
の
発
掘
調
査
で
見
え
て
き
た
京
都
の
鎌
倉
時
代
か
ら
戦
国
時
代
ま
で
の
歴
史
で
す
が
、

鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
、
戦
国
時
代
で
３
つ
の
大
き
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
ど
こ
で
見
つ
か
っ
た
の
か
。
何
が
見
つ
か

っ
た
の
か
、
そ
れ
に
関
係
す
る
人
物
が
誰
か
。
そ
し
て
そ
の
人
物
と
発
見
を
つ
な
げ
た
結
果
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
か
と

い
う
形
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
の
発
見
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
京
都
の
歴
史
の
な
か
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
鎌
倉
時
代
の
姿
で
す
。

　

発
掘
が
行
わ
れ
た
場
所
は
図
１
の
①
、
②
、
⑤
の
写
真
に
な
り
ま
す
。
①
と
②
が
新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
、
⑤
は
寒
梅
館
で
す
。
何
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が
み
つ
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
鎌
倉
時
代
の
溝
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
ど
ん
な
溝
か
と
い
う
と
、
①
、
②
、
⑤
が
一
直
線
に
つ
な

が
る
東
西
方
向
の
溝
で
し
た
。
こ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
①
、
②
の
北
側
に
持
明
院
と
い
う
文
字
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
鎌
倉
時

代
に
後
鳥
羽
上
皇
の
兄
に
あ
た
る
後
高
倉
院
が
住
ん
だ
院
の
御
所
で
、
南
北
朝
時
代
に
は
北
朝
の
拠
点
に
な
っ
た
重
要
な
施
設
で

す
。
今
回
、
鎌
倉
時
代
の
発
掘
調
査
で
見
つ
か
っ
た
溝
は
、
こ
の
鎌
倉
時
代
の
重
要
施
設
だ
っ
た
持
明
院
御
所
に
面
す
る
東
西
方

向
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
脇
に
あ
っ
た
溝
で
し
た
。
さ
ら
に
持
明
院
大
路
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
通
り
に
大
路
名
が
つ
け
ら
れ

る
の
は
平
安
京
の
外
で
は
少
な
く
、
こ
の
地
区
が
京
都
の
中
で
も
特
別
な
場
所
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
通

り
に
面
し
て
持
明
院
御
所
と
い
う
重
要
な
施
設
が
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
鎌
倉
時
代
の
京
都
の
最
高
権
力
者
だ
っ
た
人
物
が
こ
の

持
明
院
大
路
の
近
く
に
、
関
連
す
る
人
々
を
集
め
て
住
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

そ
の
人
物
が
西
園
寺
公
経
で
す
。
こ
れ
ま
で
鎌
倉
時
代
の
京
都
に
つ
い
て
は
首
都
が
鎌
倉
に
移
っ
た
た
め
に
、
そ
の
前
後
の
時

代
に
比
べ
て
あ
ま
り
研
究
が
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
人
物
も
鎌
倉
の
史
料
に
埋
没
さ
れ
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
今
回
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
西
園
寺
公
経
が
、
鎌
倉
側
に
も
天
皇
側
に
も
深
い
関
係
を
持
つ
非
常
に
重
要
な

人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
改
め
て
確
認
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
の
京
都
の
中
心
が
、
実
は
同
志
社
大
学
の
周
辺
だ
っ
た
と
い
う
新
し
い
視

点
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
室
町
時
代
の
大
き
な
発
見
が
あ
っ
た
場
所
は
、
昨
年
発
掘
い
た
し
ま
し
た
同
志
社
中
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
地
点
で

す
。
写
真
は
⑧
、
⑨
、
⑩
、
下
の
黒
い
⑪
番
、
⑫
、
⑫
の
下
の
⑪
番
に
な
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
⑧
、
⑨
、
⑩
は
溝
と
堀
で
す
。
こ

の
場
所
は
日
本
の
中
世
に
お
い
て
最
も
大
き
な
戦
乱
と
な
っ
た
応
仁
の
乱
の
中
心
地
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
京
都
の
い
た
る
と
こ

ろ
は
、
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
焼
け
野
原
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
焼
け
野
原
の
痕
跡
は
、
こ
れ
ま
で
の
発

掘
調
査
で
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
京
都
を
発
掘
調
査
し
て
い
る
関
係
者
た
ち
は
、
応
仁
の
乱
の
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実
態
に
つ
い
て
大
い
に
頭
を
悩
ま
し
て
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
今
回
の
調
査
で
、
大
型
の
溝
や
濠
が
複
数
見
つ
か
っ
て
、
そ
れ
が

応
仁
の
乱
と
戦
国
の
時
期
だ
と
い
う
こ
と
も
立
証
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん 

激
し
い
戦
闘
に
関
わ
る
施
設
に
な
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
近
い
場
所
で
複
数
見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
応
仁
の
乱
が
京
都
の
歴
史
に
お
い
て
も
、

日
本
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
大
変
な
戦
乱
の
時
代
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
確
認
さ
せ
て
く
れ
た
証
拠
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
所
が
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
場
所
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
現

在
同
志
社
大
学
の
北
側
に
相
国
寺
が
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
相
国
寺
の
境
内
地
で
し
た
。
そ
の
境
内
地
が
、
ど
の
よ
う
に
移

り
変
わ
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
、
今
回
の
調
査
で
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
一
つ
の
大
き
な
発
見
は
⑫
番
の
写
真
で
、
こ
れ

は
柱
の
基
礎
固
め
で
す
。
相
国
寺
に
は
現
在
も
多
く
の
塔
頭
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
柱
の
基
礎
は
、
今
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

戦
国
時
代
に
こ
の
場
所
に
あ
っ
た
塔
頭
の
建
物
の
痕
跡
に
な
り
ま
す
。
建
物
の
規
模
も
大
き
な
も
の
と
推
定
で
き
て
い
ま
す
。
応

仁
の
乱
前
後
に
お
け
る
相
国
寺
の
境
内
の
変
遷
が
、
こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
発
見
が
黒
⑪
番
で
す
。
す
で
に
現
地
説
明
会
で
ご
ら
ん
に
な
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
底

の
中
央
に
「
鹿
」
と
墨
で
描
か
れ
た
瀬
戸
の
焼
き
も
の
で
す
。
こ
の
鹿
と
い
う
文
字
が
何
な
の
か
と
い
う
と
、
最
も
可
能
性
の
高

い
の
が
、
相
国
寺
の
塔
頭
の
中
で
足
利
義
満
に
縁
の
深
い
鹿
苑
院
で
す
。
こ
の
塔
頭
が
相
国
寺
を
は
じ
め
と
す
る
五
山
文
化
の
最

も
重
要
な
要
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
鹿
苑
院
が
実
際
に
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
、
こ
れ
ま

で
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
こ
れ
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
志
社
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
地
点
の
周
辺
に
そ

れ
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
推
定
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
新
し
い
発
見
に
な
り
ま
す
。

　

花
の
御
所
に
住
み
、
現
在
の
金
閣
寺
に
つ
な
が
る
北
山
殿
を
造
営
し
、
国
王
を
め
ざ
し
た
と
も
言
わ
れ
る
足
利
義
満
で
す
が
、

そ
の
実
像
は
あ
ま
り
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
花
の
御
所
と
い
え
ば
、
有
名
な
「
洛
中
洛
外
図
」
に
足
利
義
満
の
花
の
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御
所
に
ち
な
む
公
方
の
館
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
第
12
代
将
軍
の
義
晴
の
も
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
今
回
鹿
苑
院
に

関
係
す
る
資
料
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
足
利
義
満
の
実
態
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
室
町
時
代
は
、
同
志
社
大
学
の
発
掘
調
査
の
成
果
に
よ
り
、
応
仁
の
乱
の
実
態
、
中
世
相
国
寺
の
広
大
な
境
内

の
変
遷
、
そ
し
て
足
利
義
満
の
実
態
に
迫
る
よ
う
な
発
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
お
、

現
在
通
り
名
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
今
出
川
と
思
わ
れ
る
鎌
倉
時
代
の
姿
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
時
代
の
ト
ピ
ッ
ク
に
な

り
ま
す
。

　

最
後
が
戦
国
時
代
で
す
。
関
係
す
る
写
真
は
⑤
番
の
上
。
④
番
、
そ
し
て
⑥
番
。
場
所
は
現
在
の
寒
梅
館
が
建
っ
て
い
る
敷
地

の
北
端
と
ほ
ぼ
中
程
に
な
り
ま
す
。
北
端
か
ら
見
つ
か
っ
た
遺
跡
が
④
番
と
⑤
番
。
現
在
、
寒
梅
館
の
東
北
の
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
を

出
ら
れ
ま
す
と
ガ
ラ
ス
で
で
き
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
な
施
設
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
覗
い
て
い
た
だ
く
と
実
物
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
場
所
か
ら
直
径
15
セ
ン
チ
く
ら
い
の
石
が
敷
き
並
べ
て
あ
る
も
の
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
⑤
の
上
で
す
。

⑥
は
現
在
埋
め
て
し
ま
っ
て
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
柱
の
跡
で
す
。
こ
の
石
敷
と
柱
が
、
戦
国
時
代
の
京
都
を
描
い
た

「
洛
中
洛
外
図
」
と
関
係
し
て
い
た
の
で
す
。
図
２
の
中
で
石
敷
が
Ａ
地
点
、
柱
穴
が
Ｂ
地
点
で
す
。
見
つ
か
っ
た
石
敷
き
と
柱

穴
の
年
代
は
、
16
世
紀
中
頃
だ
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
が
、
上
杉
本
「
洛
中
洛
外
図
」
に
描
か
れ
て
い
る
京
都
の
年
代
と
対
応
し

ま
す
。
そ
こ
で
上
杉
本
「
洛
中
洛
外
図
」
と
見
つ
か
っ
た
場
所
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
ま
す
と
、
位
置
関
係
が
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
地
点

と
Ｂ
地
点
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
、
Ａ
地
点
は
、
第
12
代
将
軍
足
利
義
晴
の
邸
宅
の
北
東
隅
に
置
か
れ
た
鎮
守
の
社
、
吉
田
神
社

か
ら
勧
請
さ
れ
た
社
に
な
り
ま
す
。
Ｂ
地
点
は
こ
の
邸
宅
の
中
で
地
域
を
区
切
っ
た
Ｌ
型
の
板
塀
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
見
つ

か
っ
た
柱
穴
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
寒
梅
館
の
調
査
の
時
は
、
そ
の
場
所
が
第
12
代
将
軍
足
利
義
晴
の
築
い
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た
、
か
つ
て
の
室
町
殿
の
跡
に
つ
く
ら
れ
た
室
町
幕
府
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
現
在
の
よ
う
な
展
示
施
設
を
整
備
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
寒
梅
館
地
点
の
発
掘
調
査
成
果
を
ふ
ま
え
て
戦
国
時
代
の
同
志
社
大
学
周
辺
の
様
子
を
想
像
し
て
み
る
と
、
そ

の
頃
の
京
都
の
様
子
を
描
い
た
「
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
」
と
同
じ
よ
う
な
風
景
が
今
出
川
通
の
周
辺
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
洛
中
洛
外
図
」
を
見
直
し
て
み
る
と
、
寒
梅
館
の
場
所
に
は
室
町
幕

府
で
あ
る
公
方
の
館
が
あ
り
、
そ
の
東
側
に
は
、
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
と
相
国
寺
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
公
方
の
館
の
奥
を
み
る

と
近
衛
殿
と
し
て
藤
原
氏
の
筆
頭
で
あ
る
近
衛
家
の
別
邸
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
洛
中
洛
外
図
で
は
奥
が
西
に
な
り
ま
す
か
ら
、

近
衛
殿
は
、
同
志
社
大
学
の
新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
た
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
の
こ
の

あ
た
り
は
、
近
衛
家
、
足
利
家
、
相
国
寺
と
い
っ
た
当
時
の
最
高
権
力
者
の
施
設
が
集
中
し
た
場
所
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
同
志

社
大
学
は
、
そ
れ
ら
の
施
設
の
跡
を
、
新
町
、
室
町
、
今
出
川
の
３
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に

時
代
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
の
公
家
政
権
の
中
心
も
こ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
近
代
の
扉
を
開
い
た
薩
摩
と
長
州
の
話

し
合
い
が
行
わ
れ
た
の
が
こ
の
地
で
あ
る
こ
と
は
、
み
な
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
出
川
校
地
に
関
係
す
る
10
年
間
の
発
掘
調
査
を
終
え
て
今
思
う
こ
と
は
、
新
島
襄
が
同
志
社
大
学
を
お
い
た
こ
の
地
に
は
、

そ
う
い
っ
た
日
本
を
動
か
す
強
い
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
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図１　今出川校地の発掘調査
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図２　寒梅館地点の発掘調査　　上杉本洛中洛外図屏風（米沢市所蔵）
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