
調
査
を
本
格
化
し
た
の
は
二
〇
〇
一
年
（
平
成
一
三
年
度
）
か
ら
で
あ
り
）
5
（

、
一
年
以

上
の
期
間
を
図
録
掲
載
用
の
写
真
撮
影
に
費
や
し
た
た
め
）
6
（

、
調
査
研
究
の
内
容
は
各

資
料
の
基
礎
デ
ー
タ
を
整
え
る
作
業
に
終
始
し
た
が
、
こ
の
成
果
を
、
平
成
一
五
年

度
に
資
料
図
録
と
し
て
刊
行
）
7
（

、
さ
ら
に
翌
年
、
図
録
の
個
別
解
説
と
同
じ
内
容
を

「
れ
き
は
く
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

館
蔵
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
」
と
し
て
公
開
、
二
〇

〇
五
年
（
平
成
一
七
）
に
は
特
別
企
画
「
紀
州
徳
川
家
伝
来
の
楽
器
」
を
開
催
し
て

一
般
に
公
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
調
査
研
究
と
成
果
公
開
の
過
程
で
、
次
の

段
階
に
取
り
組
む
べ
き
い
く
つ
か
の
主
要
な
研
究
課
題
と
研
究
方
法
と
が
次
第
に
明

ら
か
と
な
っ
た
こ
と
が
、
今
回
の
共
同
研
究
の
立
ち
上
げ
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。

　

本
共
同
研
究
（「
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
研
究
」
研
究
代
表
者
：

高
桑
い
づ
み
）
は
、
音
楽
史
、
楽
器
史
を
中
心
に
、
工
芸
史
、
文
献
史
学
、
自
然
科

学
な
ど
の
研
究
者
を
含
む
多
角
的
視
点
か
ら
の
楽
器
研
究
を
め
ざ
す
も
の
と
し
て
計

画
さ
れ
た
。
今
回
対
象
と
し
た
の
は
主
と
し
て
笛
類
・
琵
琶
・
箏
・
楽
譜
の
み
で
あ

る
が
、
今
後
の
調
査
研
究
の
出
発
点
と
し
て
有
意
義
な
成
果
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で

き
た
と
自
負
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
調
査
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、

当
初
か
ら
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
様
々
な
困
難
を
伴
っ
た
の
も
事
実
で
あ

る
。

は
じ
め
に

　

紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
八
）、
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
の
開
館
に
際
し
て
、
東
京
国
立
博
物
館
か
ら
本
館
へ
管
理
替
え
と

な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
一
九
九
二
年
（
平
成
四
）
に
開
催
さ
れ
た
本
館
企
画
展

示
「
弾
・
吹
・
打
―
日
本
の
音
楽
と
そ
の
系
譜
―
）
1
（

」
に
多
数
が
陳
列
さ
れ
た
ほ
か
、

他
館
が
主
催
す
る
企
画
展
示
等
に
出
品
さ
れ
る
機
会
も
多
く
）
2
（

、
専
門
家
の
あ
い
だ
で

は
よ
く
知
ら
れ
る
資
料
で
あ
っ
た
が
）
3
（

、
総
点
数
一
五
九
件
、
個
々
の
資
料
を
数
え
れ

ば
二
三
〇
点
を
超
え
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
容
に
関
わ
る
検
討
は
永
ら
く
未
着
手
の

ま
ま
で
あ
っ
た
）
4
（

。

　

今
回
の
共
同
研
究
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
八
年
（
平
成
一
〇
）

以
降
、
数
年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
全
体
の
資
料

調
査
お
よ
び
館
蔵
資
料
図
録
刊
行
の
た
め
の
準
備
作
業
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
全

資
料
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ッ
ク
や
、
既
存
の
目
録
と
の
照
合
作
業
に
よ
る
各

楽
器
の
付
属
品
・
付
属
文
書
の
確
認
作
業
に
始
ま
り
、
法
量
・
素
材
・
技
法
・
意
匠

等
の
調
査
、
付
属
文
書
の
翻
刻
、
資
料
撮
影
、
関
連
資
料
の
調
査
等
に
お
よ
ん
だ
。

文
化
財
と
し
て
の
古
楽
器
の
調
査
研
究
と
問
題
点

R
esearch N

otes

研
究
ノ
ー
ト

日
高
薫
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と
く
に
筆
者
を
個
人
的
に
悩
ま
せ
た
の
は
、
調
査
研
究
の
対
象
と
な
る
資
料
が
有

す
る
音
響
体
と
し
て
の
楽
器
と
い
う
側
面
を
、
ど
の
程
度
重
視
し
調
査
の
手
を
加
え

る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
楽
家
に
伝
世
し
た
古
楽
器
の
中
に
は
、
継
続

的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
音
楽
を
奏
で
る
道
具
と
し
て
の
本
来
の
機
能
を
保

ち
続
け
て
い
る
例
も
あ
る
の
に
対
し
、
博
物
館
に
保
管
さ
れ
る
楽
器
は
、
文
化
財
と

い
う
性
格
上
、
楽
器
本
来
の
用
途
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
結
果
と
し
て

音
響
体
と
し
て
の
機
能
を
失
い
、
単
な
る
鑑
賞
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
楽
器
資
料
が
、
ど
の
よ
う
な
音
を
発
す
る
の
か
を
確
認
す

る
た
め
に
は
、
実
際
に
演
奏
し
て
み
る
の
が
最
短
の
方
法
で
あ
る
が
、
文
化
財
と
し

て
の
楽
器
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
が
多
い
点
が
、
音
楽
史
や
楽

器
研
究
の
核
心
に
迫
ろ
う
と
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
は
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
現
代
に
伝
え
ら
れ

た
文
化
財
を
保
護
し
後
世
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
使
命
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
文
化

財
を
傷
つ
け
た
り
、
み
だ
り
に
手
を
加
え
作
り
替
え
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら

読
み
と
る
こ
と
が
可
能
な
歴
史
像
を
ゆ
が
め
る
こ
と
に
繋
が
る
た
め
何
と
し
て
も
避

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
は
、
す
べ
て
の
資
料
調
査
や
資
料
保

存
に
つ
き
も
の
の
問
題
と
も
い
え
る
が
、
こ
と
に
楽
器
の
場
合
、
音
の
再
現
と
い
う

最
も
重
要
な
要
素
に
関
わ
っ
て
く
る
た
め
、
問
題
は
よ
り
深
刻
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
古
楽
器
を
研
究
対
象
と
す
る
際
に
必
ず
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
こ
の
よ

う
な
素
朴
な
疑
問
を
あ
え
て
意
識
し
つ
つ
、
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
し
て
今
後
の
遂

行
が
望
ま
れ
る
い
く
つ
か
の
研
究
課
題
と
、
実
際
の
共
同
研
究
に
お
い
て
お
こ
な
っ

た
主
な
調
査
の
方
法
お
よ
び
調
査
経
過
に
つ
い
て
記
録
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し

た
い
。
筆
者
は
、
本
来
、
工
芸
史
を
専
門
と
す
る
美
術
史
研
究
者
で
あ
り
、
ま
た
博

物
館
に
勤
務
し
文
化
財
を
維
持
管
理
す
る
立
場
の
人
間
で
あ
る
。
音
楽
学
・
楽
器
学

に
つ
い
て
の
知
識
や
常
識
に
疎
く
、
楽
器
研
究
へ
の
理
解
も
不
十
分
な
面
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
今
後
の
学
際
的
楽
器
研
究
の
進
展
、
ま
た
複
合
型
資
料
研
究
の
モ

デ
ル
と
し
て
の
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
の
推
進
の
た
め
に
も
、
様
々
な
立
場
の
意
見

を
出
し
合
う
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
8
（

。

❶
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
特
徴
と
研
究
課
題

　

本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
総
点
数
の
多
さ
、
楽
器
種
や
時
代
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
、

伝
世
例
の
少
な
い
珍
し
い
楽
器
が
含
ま
れ
る
点
な
ど
、
楽
器
史
・
音
楽
史
の
資
料
と

し
て
極
め
て
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
関
連
す
る
文
書
資
料
が
付
属
し
て

伝
世
し
て
い
る
た
め
、
楽
器
の
伝
来
や
、
収
集
に
際
し
て
の
具
体
的
な
入
手
方
法
、

大
名
家
の
文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
幕
末
期
の
古
物
へ
の
関
心
の
高
ま
り
な
ど
、
楽
器

周
辺
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
状
況
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
多
く
の
情
報
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
点
が
、
そ
の
資
料
価
値
を
さ
ら
に
高
め
て
い
る
）
9
（

。
各
々
の
楽
器
に
は
、
こ

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
収
集
者
で
あ
る
徳
川
治
宝
（
一
七
七
〇
〜
一
八
五
二
）
が
入
手

す
る
以
前
か
ら
、
専
用
の
収
納
具
が
し
ば
し
ば
付
属
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
紀

州
徳
川
家
の
所
蔵
と
な
っ
た
後
に
、
さ
ら
に
袋
や
箱
が
新
調
さ
れ
た
例
が
多
い
。
雅

な
銘
を
付
け
ら
れ
た
楽
器
が
、
複
数
の
付
属
品
と
と
も
に
二
重
箱
あ
る
い
は
三
重
箱

に
お
さ
め
ら
れ
る
様
は
、
さ
な
が
ら
茶
道
具
の
よ
う
で
あ
り
、
幕
末
の
大
名
た
ち
に

と
っ
て
の
楽
器
が
、
音
楽
を
演
奏
す
る
実
用
の
具
と
し
て
以
上
の
文
化
的
役
割
を

担
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
豊
富
な
資
料
情
報
を
含
む
本
資
料
か
ら
読
み
と
ら
れ
る
こ
と
は
多
い

が
、
資
料
図
録
の
た
め
の
基
礎
調
査
を
進
め
て
い
く
上
で
、
近
い
将
来
と
く
に
優
先

的
に
進
め
て
い
き
た
い
と
感
じ
た
い
く
つ
か
の
研
究
課
題
を
、
以
下
に
列
挙
す
る
。

　
（
1
）
楽
器
の
制
作
年
代
と
編
年
研
究
に
つ
い
て

　

資
料
図
録
の
執
筆
・
編
集
に
際
し
て
最
も
困
難
だ
っ
た
の
が
、
楽
器
の
制
作
年
代

の
記
入
で
あ
る
。
楽
器
史
の
分
野
に
お
い
て
は
、
編
年
研
究
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、

楽
器
の
形
式
や
形
態
・
素
材
・
制
作
技
術
等
が
時
代
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
）
10
（

。
在
銘
の
基
準
作
を
も
と
に
、
丹
念
な
資
料
調
査
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を
お
こ
な
い
、
編
年
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
は
、
一
般
的
な
調
査
方
法
に
よ
る
デ
ー
タ
を
蓄
積
す
る
必
要
性
を
強
く
感
じ
た
。

細
部
に
わ
た
る
詳
細
な
法
量
計
測
や
、
肉
眼
観
察
と
い
う
古
典
的
な
調
査
方
法
に
加

え
て
、
最
近
で
は
比
較
的
容
易
に
取
り
組
め
る
科
学
的
調
査
方
法
）
11
（

も
定
着
し
つ
つ
あ

り
、
両
者
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
効
な
基
礎
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

　
（
2
） 
楽
器
の
構
造
・
制
作
技
法
に
つ
い
て

　

楽
器
の
構
造
や
形
態
は
、
音
を
奏
で
る
と
い
う
機
能
に
大
き
く
規
定
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
異
な
り
、
変
化
を

と
げ
た
か
は
極
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
構
造
・
制
作
技
法
は
、
奏
で
よ
う
と

す
る
音
楽
の
特
質
や
、
楽
器
の
演
奏
の
あ
り
方
な
ど
に
深
く
関
わ
り
、
楽
器
を
よ
り

理
想
的
な
も
の
に
近
づ
け
る
た
め
の
努
力
、
あ
る
い
は
逆
に
そ
う
し
た
意
欲
の
減
少

に
よ
っ
て
、
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
龍
笛
等
の
笛
類
の
外
面
に
、
桜
や
籐
な
ど
の
樹
皮
を
糸
状
に
し
て
巻
き

付
け
る
樺
巻
の
技
法
は
、
一
説
に
よ
れ
ば
日
本
独
自
の
施
工
法
で
あ
る
と
い
う
が
、

樺
巻
が
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
た
か
、
ま
た
、
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
の
龍
笛
「
青
柳
」

（H
‒46‒39

）
の
樺
巻
の
よ
う
に
通
常
と
は
異
な
る
樺
巻
）
12
（

を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け

た
ら
よ
い
か
な
ど
、
楽
器
の
構
造
や
制
作
技
法
に
関
し
て
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
点
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
こ
れ
ら
も
、
詳
細
な
肉
眼
観
察
や
、
科
学
的

手
法
を
用
い
た
調
査
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
楽
器
に
限
ら
ず
、
工
芸
品
の
制
作
技
法
は
、
時
代
を
経
て
変

化
し
て
お
り
、
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
方
法
の
み
を
基
準
に
判
断
す
る
と
大
き
な

誤
り
を
お
か
す
危
険
性
が
あ
る
。
調
査
検
討
に
際
し
て
は
、
現
行
の
楽
器
制
作
法
か

ら
の
先
入
観
を
可
能
な
限
り
排
除
す
る
こ
と
を
心
が
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
（
3
）
楽
器
の
素
材
に
つ
い
て

　

楽
器
の
制
作
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
の
性
格
に
応
じ
た
素
材
が
選
択

さ
れ
て
お
り
、
現
行
の
楽
器
の
場
合
、
あ
る
種
の
特
定
の
樹
木
等
、
決
ま
っ
た
材
料

で
制
作
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
例
え
ば
、
数
種
類
の
木
材
を
用
い
て
制
作
さ
れ
る
琵

琶
の
場
合
、
槽
の
部
分
に
は
、
紫
檀
や
花
梨
・
沢
栗
な
ど
硬
質
の
樹
木
が
用
い
ら
れ

る
の
に
対
し
、
腹
板
の
部
分
に
は
、
塩
地
な
ど
柔
ら
か
い
素
材
の
木
が
選
択
さ
れ
る

の
が
一
般
的
で
あ
る
。
古
楽
器
に
お
い
て
も
、
現
代
の
楽
器
に
近
い
性
格
の
素
材
が

用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
何
の
木
を
用
い
て
い
る
か
、
樹
種
の

選
定
に
時
代
や
地
域
に
よ
る
異
同
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
）
13
（

。
日
本

の
楽
器
の
多
く
が
、
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た
楽
器
を
源
流
と
し
て
日
本
的
な
展
開
を

と
げ
た
と
い
う
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
そ
の
材
料
と
し
て
何
が
選
択
さ
れ
た
か
、
つ

ま
り
大
陸
の
材
料
と
同
じ
も
の
を
用
い
た
か
、
代
わ
り
と
な
る
別
の
素
材
を
用
い
た

か
は
、
極
め
て
重
要
な
問
題
と
い
え
よ
う
。
近
年
で
は
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
よ
ら
な

い
非
破
壊
的
手
法
に
よ
る
樹
種
同
定
研
究
が
急
速
な
進
展
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
方

法
を
検
討
し
、
楽
器
の
素
材
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
現
実
味
の
あ
る
研
究
課

題
と
考
え
る
）
14
（

。

　
（
4
）
楽
器
の
音
色
に
つ
い
て

　

伝
世
し
た
楽
器
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
音
色
を
出
す
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
専

門
の
研
究
者
な
ら
ず
と
も
、
古
楽
器
に
接
し
た
者
が
自
然
に
知
り
た
い
と
欲
す
る
最

大
の
関
心
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
と
に
、
紀
州
徳
川
家
に
伝
来
し
た
楽
器
に
は
、

「
名
器
」
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
を
背
負
っ
た
錚
々
た
る
楽
器

が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
楽
器
の
奏
で
る
音
は
、
無
銘
の
あ
り
ふ
れ
た

楽
器
と
は
当
然
異
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
時
代
や
、
楽
器
の
作
者
、
制
作
地

等
に
よ
っ
て
も
、
音
色
に
特
色
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

博
物
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
文
化
財
と
し
て
の
古
楽
器
の
場
合
、
実
際
に
演
奏
し
て
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音
を
出
し
て
み
る
こ
と
は
憚
ら
れ
る
。
こ
れ
が
例
外
的
に
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
実

演
奏
に
堪
え
う
る
保
存
状
態
で
あ
り
、
ま
た
演
奏
に
よ
っ
て
楽
器
を
傷
つ
け
る
お
そ

れ
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
の
み
で
あ
ろ
う
。
文
化
財
保
護
の
立
場
を
重
視
す
れ

ば
、
博
物
館
資
料
と
な
っ
た
楽
器
の
音
色
調
査
に
関
し
て
は
、
で
き
う
る
限
り
正
確

な
復
元
複
製
を
お
こ
な
い
、
そ
の
複
製
楽
器
の
演
奏
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
音
源
を
も

と
に
総
合
的
に
検
討
す
る
と
い
う
の
が
、
妥
当
な
方
法
と
判
断
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

復
元
複
製
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
正
確
な
法
量
測
定
に
は
じ
ま
り
、
構
造
、
制
作

技
術
、
素
材
な
ど
に
関
す
る
各
種
の
詳
細
な
調
査
を
通
じ
て
、
原
品
に
近
い
音
色
を

得
る
た
め
の
基
本
情
報
を
整
え
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
ま
た
、
演
奏
法
に
関
し

て
も
、
文
献
資
料
・
伝
承
等
を
複
合
的
に
検
討
し
、
当
時
の
奏
法
を
再
現
す
る
努
力

を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
楽
器
の
音
色
の
調
査
検
討
に
は
、
大
き
な
遠
回
り

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
（
5
）
楽
譜
の
位
置
付
け
に
つ
い
て

　

本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
三
〇
件
の
楽
譜
が
含
ま
れ
る
（H

‒46‒159

）。
こ
れ
ら

の
伝
本
系
統
や
、
奥
書
に
記
さ
れ
た
内
容
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
資
料
図
録
刊
行
時

に
は
詳
細
な
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
楽
譜
の
奥
書
等
の
検
討
に

よ
り
、
音
楽
の
伝
承
や
、
楽
家
と
の
関
わ
り
、
治
宝
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
楽
譜
に
つ
い
て

の
基
礎
的
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

　
（
6 

）
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
生
成
の
経
緯
と
当
時
の
文
化
的
状
況
の
解
明
に
つ
い
て

　

前
述
し
た
と
お
り
、
紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
膨
大
な
付
属

文
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
歴
史
的
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
資

料
図
録
刊
行
に
際
し
て
、
こ
れ
ら
付
属
文
書
の
全
て
の
翻
刻
を
試
み
、
翻
刻
文
に
関

し
て
は
、
図
録
の
み
な
ら
ず
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
も
公
開
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
従
来
は
、
個
々
の
楽
器
を
特
別
に
調
査
し
な
い
限
り
得
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
情
報
を
、
広
く
一
般
に
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
付
属
文
書
か
ら
得

ら
れ
る
情
報
を
、
そ
の
他
の
文
献
資
料
を
援
用
し
つ
つ
検
討
し
、
歴
史
的
考
察
を
加

え
る
作
業
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
）
15
（

。

❷
共
同
研
究
の
実
際

　

上
記
の
よ
う
な
多
く
の
研
究
課
題
に
取
り
組
む
第
一
歩
と
し
て
、
本
共
同
研
究
は
、

音
楽
学
、
美
術
史
学
、
歴
史
学
、
自
然
科
学
の
研
究
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
。
初

回
の
研
究
会
に
お
い
て
、
共
同
研
究
員
の
専
門
を
考
慮
し
て
、
対
象
と
す
る
楽
器
種

の
優
先
順
位
を
決
定
し
、
重
点
的
な
い
く
つ
か
の
研
究
課
題
を
設
定
し
た
。

 

以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
、
調
査
研
究
の
方
法
と
、
調
査
研
究

の
経
緯
、
問
題
点
や
評
価
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
（
1
）
楽
器
の
法
量
計
測
と
肉
眼
観
察

　

今
回
の
共
同
研
究
で
は
、
時
間
的
な
制
約
も
あ
っ
た
た
め
、
対
象
と
す
る
楽
器
種

を
、
主
と
し
て
篳
篥
・
龍
笛
・
高
麗
笛
・
神
楽
笛
・
能
管
な
ど
の
笛
類
と
、
琵
琶
、

箏
に
限
定
し
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
に
関
し
て
、
詳
細
な
法
量
測
定
と
肉
眼
観
察
に
よ

る
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。

　

楽
器
研
究
に
お
い
て
は
、
編
年
研
究
が
完
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
触
れ
た
が
、

た
と
え
ば
各
時
代
の
楽
器
の
形
態
的
特
徴
を
知
る
た
め
に
、
ど
の
部
位
の
法
量
が
基

準
と
な
る
か
と
い
う
よ
う
な
共
通
認
識
が
い
ま
だ
形
づ
く
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

と
聞
い
て
い
る
。
楽
器
類
は
、
そ
の
大
半
が
極
め
て
複
雑
な
形
状
で
あ
る
た
め
、
法

量
計
測
も
容
易
で
は
な
い
。
資
料
図
録
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
各
楽
器
の
実
測
図
を

作
成
し
、
掲
載
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
が
、
時
間
や
労
力
な
ど
の
現
実
的
な
問
題
か

ら
、
実
現
不
可
能
と
判
断
し
た
。
今
回
の
計
測
に
よ
っ
て
、
実
測
図
が
作
れ
る
レ
ベ

ル
に
近
い
極
め
て
詳
細
な
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

最
も
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
琵
琶
の
計
測
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
向
き
を
基
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準
と
し
て
、
測
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
琵
琶
を
横
た
え
て
お
い
た
形
で
測
る
か
、

曲
面
か
ら
な
る
槽
を
腹
板
が
水
平
に
な
る
よ
う
に
し
て
測
る
か
、
琵
琶
台
に
立
て
た

形
で
測
る
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
計
測
す
る
部
分
が
変
化
す
る
。

　

日
本
古
楽
器
の
デ
ー
タ
の
共
通
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
整
え
る
た
め
に
も
、
楽
器
の
法

量
計
測
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
最
低
限
必
要
な
部
位
の
基
準
を
設
定
す
る
必
要
が

あ
り
、
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
他
の
楽
器
に
関
し
て
も
、

同
様
の
調
査
を
お
こ
な
い
、
詳
細
な
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
（
2
）
楽
器
の
内
部
観
察

　

琵
琶
・
箏
な
ど
に
は
、
楽
器
内
部
に
、
制
作
時
の
銘
や
修
理
銘
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
修
理
の
際
に
、
書
写
や
拓
本
に
よ
っ

て
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
情
報
の
な
い
楽
器
に
つ
い
て
は
、

楽
器
の
制
作
者
や
制
作
年
代
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
、
楽
器
内
部
に
隠
さ
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。
解
体
修
理
に
よ
っ
て
新
し
い
銘
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
伝
え
ら
れ

て
い
た
槽
内
銘
に
関
す
る
情
報
の
誤
り
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
近
年
技
術
向
上
の
め
ざ
ま
し
い
小
型
カ
メ
ラ
（
内
視
鏡
）
を
挿
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
楽
器
内
部
の
観
察
を
お
こ
な
う
調
査
方
法
が
、
薦
田
治
子
氏
よ

り
提
案
さ
れ
て
い
る
）
16
（

。
内
部
観
察
が
可
能
と
な
れ
ば
、
槽
内
銘
の
情
報
が
得
ら
れ
る

だ
け
で
な
く
、
楽
器
の
内
部
構
造
や
制
作
技
法
を
解
明
す
る
手
が
か
り
も
得
ら
れ
る

た
め
、
こ
の
研
究
方
法
の
確
立
は
楽
器
研
究
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
共
同
研
究
で
は
、
琵
琶
お
よ
び
箏
類
の
内
部
観
察
の
方
法
に
関
す
る
検

討
と
、
実
験
的
調
査
と
を
、
主
要
な
研
究
課
題
の
一
つ
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
し

た
）
17
（

。

　

今
回
と
く
に
希
望
の
あ
っ
た
琵
琶
の
槽
内
観
察
に
関
し
て
は
、
琵
琶
の
腹
板（
表
）

に
あ
る
半
月
と
呼
ば
れ
る
三
日
月
形
の
小
孔
、
ま
た
は
覆
手
の
裏
に
隠
れ
て
い
る
陰

月
と
呼
ば
れ
る
開
口
部
か
ら
、
ケ
ー
ブ
ル
の
先
端
に
C 

C 

D
カ
メ
ラ
を
付
け
た
装

置
を
挿
入
し
、
方
向
を
か
え
た
り
移
動
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
琵
琶
の
内
部
を
観
察

す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
半
月
は
、
個
々
の
琵
琶
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
最

大
幅
の
部
分
で
も
一
〇
ミ
リ
程
度
の
小
さ
く
幅
の
狭
い
孔
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
資
料

に
損
傷
を
与
え
ず
に
機
器
を
挿
入
し
調
査
を
お
こ
な
う
の
に
は
困
難
が
伴
う
。
そ
こ

で
、
文
化
財
の
保
全
に
配
慮
し
つ
つ
、
調
査
の
可
能
性
を
探
る
た
め
、
協
議
の
う
え
、

以
下
の
手
順
で
実
験
的
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
と
し
た
。

　

① 　

機
器
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
予
算
内
で
入
手
で
き
る
工
業
用
C 

C 

D
カ
メ 

ラ
の
う
ち
、
ケ
ー
ブ
ル
径
が
で
き
る
だ
け
小
さ
く
、
光
源
が
一
体
化
し
た
も
の

を
探
す
。

　

② 　

内
部
観
察
の
前
に
、
法
量
計
測
や
肉
眼
に
よ
る
観
察
を
十
分
に
お
こ
な
い
、

琵
琶
の
状
況
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
X
線
透
過
撮
影
に
よ
っ
て
、

内
部
構
造
を
確
認
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

　

③ 　

こ
の
際
、
半
月
の
大
き
さ
・
形
状
、
覆
手
の
高
さ
等
を
確
認
し
、
開
口
部
が

で
き
る
だ
け
大
き
な
琵
琶
を
実
験
的
調
査
の
対
象
と
す
る
。

　

④ 　

実
験
用
琵
琶
を
制
作
し
、
調
査
機
器
の
性
能
と
調
査
方
法
に
つ
い
て
検
討
す

る
。

　

⑤ 　

半
月
の
大
き
い
琵
琶
に
関
し
て
の
み
、
実
際
に
カ
メ
ラ
を
挿
入
し
て
槽
内
観

察
を
お
こ
な
う
。

　

調
査
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
に
よ
り
、
最
良
の
方
法
を
選
択
で

き
な
か
っ
た
こ
と
を
反
省
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
、
使
用
機
器
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ケ
ー
ブ
ル
が
細
い
も
の
は
光
源
が
な
く
、

光
源
が
一
体
化
す
る
と
ケ
ー
ブ
ル
が
太
く
な
る
と
い
う
欠
点
が
あ
り
、
今
回
選
定
対

象
と
し
た
工
業
用
の
カ
メ
ラ
で
は
限
界
が
あ
る
と
感
じ
た
。
用
意
し
た 

（
A
）

C 
C 

D
ス
コ
ー
プ
カ
メ
ラ
（
φ
七
・
五
ミ
リ
／
ケ
ー
ブ
ル
長
三
・
五
メ
ー
ト
ル
／

W
PA
SV
7.5‒3500N

）、（
B
）
多
目
的
直
径
五
・
五
ミ
リ
C 

C 

D
カ
メ
ラ　

N
ナ
ノ
、

（
C
）
C 
C 
D
カ
メ
ラ
（
φ
七
・
五
ミ
リ
／
ケ
ー
ブ
ル
長
一
メ
ー
ト
ル
）
の
う
ち
、

（
A
）
は
光
源
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ケ
ー
ブ
ル
が
太
く
、
琵
琶
の
内
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部
調
査
に
は
不
向
き
で
あ
り
、（
B
）
は
同
じ
く
光
源
一
体
型
で
、
ケ
ー
ブ
ル
は
細

い
が
、
棒
状
で
短
く
挿
入
口
近
辺
の
み
し
か
調
査
で
き
な
い
た
め
、（
C
）
を
使
用

し
た
。
カ
メ
ラ
部
分
の
み
が
直
系
七
ミ
リ
、
ケ
ー
ブ
ル
部
分
の
直
系
は
四
ミ
リ
で
細

い
が
、
光
源
が
カ
メ
ラ
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
結
局
直
径
四
ミ
リ
の
コ
ー

ド
を
二
本
挿
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
ケ
ー
ブ
ル
が
細
い
た
め
、
カ
メ
ラ
の
向

き
を
思
っ
た
方
向
に
向
け
る
の
に
は
、
あ
る
程
度
の
習
熟
が
必
要
と
な
る
。

　

実
験
用
琵
琶
は
、
琵
琶
制
作
者
・
田
村
晧
司
氏
に
依
頼
し
た
。
実
験
用
と
は
い
え
、

実
際
の
資
料
と
あ
ま
り
異
な
る
も
の
で
は
意
味
が
な
い
た
め
、
装
飾
や
細
部
の
仕
上

げ
を
省
略
す
る
以
外
は
本
格
的
な
作
り
と
し
た
。
通
常
は
槽
の
上
に
腹
板
を
被
せ
て

膠
で
接
着
す
る
も
の
を
、
腹
板
を
取
り
外
し
可
能
と
し
て
も
ら
い
、
内
部
の
様
々
な

部
分
に
文
字
を
書
き
込
ん
だ
り
紙
を
貼
付
し
た
り
し
て
、
練
習
用
に
使
用
し
た
。

　

琵
琶
に
カ
メ
ラ
を
挿
入
し
、
内
部
の
文
字
を
読
む
た
め
に
は
、
資
料
と
機
器
と
を

な
る
べ
く
接
触
さ
せ
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
な
お
か
つ
、
文
字
の

あ
る
部
分
を
モ
ニ
タ
ー
上
で
探
し
て
カ
メ
ラ
を
動
か
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
光
の

向
き
を
調
節
す
る
必
要
も
あ
る
。
使
用
機
器
は
、
ケ
ー
ブ
ル
部
分
は
柔
ら
か
い
が
、

カ
メ
ラ
部
分
は
金
属
製
で
、
資
料
を
傷
付
け
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
テ
ー
プ
を
巻
い

て
カ
メ
ラ
と
資
料
と
の
間
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
な
る
よ
う
に
加
工
し
た
。
ま
た
、
挿
入

口
と
な
る
半
月
の
周
辺
と
、
ケ
ー
ブ
ル
と
の
摩
擦
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、
シ
リ
コ

ン
フ
ィ
ル
ム
を
挟
ん
で
滑
り
を
よ
く
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
た
。
本
来
フ
ェ
ル
ト
状

の
緩
衝
材
を
挟
む
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
開
口
部
を
狭
め
て
し
ま
う
た
め
、
そ
れ
も

難
し
い
。
ま
た
、
資
料
の
保
護
の
た
め
に
は
ケ
ー
ブ
ル
が
細
い
方
が
よ
い
が
、
柔
ら

か
く
細
い
ケ
ー
ブ
ル
は
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
重
み
で
下
方
に
折
れ
曲
が
っ
て

し
ま
う
た
め
、
調
査
は
、
琵
琶
を
台
に
立
て
た
状
態
で
お
こ
な
う
こ
と
と
し
た
。

C 

C 

D
カ
メ
ラ
先
端
部
と
、
観
察
対
象
と
の
間
に
、
十
分
な
距
離
を
と
る
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
、
対
象
物
の
極
め
て
近
く
か
ら
広
角
レ
ン
ズ
を
通
し
て
斜
め
方
向
の

画
像
を
見
る
こ
と
に
な
り
、
銘
を
確
認
で
き
た
場
合
も
、
そ
の
判
読
の
た
め
に
は
、

カ
メ
ラ
を
少
し
ず
つ
移
動
さ
せ
な
が
ら
文
字
を
確
認
す
る
根
気
強
い
作
業
を
お
こ
な

う
必
要
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
内
部
は
大
量
の
埃
等
が
積
も
っ
た
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
墨
書
銘
が
み

え
に
く
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
実
際
に
楽
器
内
に
カ
メ
ラ
を
入
れ
て
み
て
か

ら
判
明
し
た
。
江
戸
時
代
に
制
作
さ
れ
た
琵
琶
な
ど
の
場
合
は
問
題
な
い
が
、
古
い

琵
琶
ほ
ど
内
部
は
黒
く
汚
損
さ
れ
て
お
り
、
墨
書
銘
は
視
認
で
き
な
い
場
合
が
想
定

さ
れ
る
。
琵
琶
「
白
鳳
」（H

‒46‒92

）
は
大
型
の
琵
琶
で
、
半
月
の
径
も
最
大
部

で
一
六
ミ
リ
と
比
較
的
大
き
い
こ
と
か
ら
調
査
の
対
象
と
し
た
が
、
付
属
文
書
に
記

さ
れ
て
い
る
墨
書
銘
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
翌
年
度
に
、
赤
外
線
仕
様
の
カ
メ
ラ
（
D
）
φ
六
・
九
ミ
リ
先
端
可
動

式
ビ
デ
オ
内
視
鏡V

J

（
ケ
ー
ブ
ル
長
三
メ
ー
ト
ル
・
赤
外
線
仕
様
）
お
よ
び
（
E
）

φ
五
・
五
ミ
リ
工
業
用
ビ
デ
オ
内
視
鏡V

Z

（
ケ
ー
ブ
ル
長
二
メ
ー
ト
ル
・
赤
外
線

仕
様
）
を
購
入
し
、
ケ
ー
ブ
ル
径
の
細
い
（
E
）
で
槽
内
観
察
を
お
こ
な
っ
た
。
そ

れ
で
も
な
お
「
白
鳳
」
の
槽
内
銘
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
課
題
を
残
す
結
果

と
な
っ
た
）
18
（

。

　

結
果
と
し
て
、
今
回
の
C 

C 

D
カ
メ
ラ
に
よ
る
楽
器
内
部
の
実
験
的
観
察
は
、

最
適
な
使
用
機
器
と
調
査
方
法
と
を
確
立
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
機
器
の
扱
い

を
含
め
た
作
業
手
順
の
改
善
と
熟
練
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
問
題
も
少
な
く
な
い
が
、

現
在
の
調
査
方
法
で
、
何
度
も
調
査
を
繰
り
返
す
こ
と
に
対
し
て
は
た
め
ら
い
を
感

じ
る
。
ど
の
よ
う
な
機
器
を
用
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
も
、
資
料
と
の

直
接
接
触
を
完
全
に
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
を
進
め

る
に
あ
た
っ
て
は
、
少
な
か
ら
ず
躊
躇
し
、
違
和
感
を
ぬ
ぐ
え
な
か
っ
た
の
が
事
実

で
あ
る
）
19
（

。
も
っ
と
も
、
資
料
の
展
示
や
調
査
に
際
し
て
も
、
全
く
手
を
触
れ
ず
に
い

ら
れ
な
い
の
と
同
様
、
た
と
え
調
査
機
器
が
資
料
に
接
触
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

資
料
の
損
壊
に
繋
が
ら
な
け
れ
ば
、
調
査
は
可
能
と
す
る
考
え
方
も
あ
ろ
う
。
実
際
、

太
め
の
可
動
式
内
視
カ
メ
ラ
（
D
）
を
用
い
て
、
鼓
瑟
（H

‒46‒126

）
お
よ
び
七

絃
琴
（H

‒46‒127

）
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
さ
ほ
ど
の
危
険
は
感
じ
ず
に
、
槽
内
の

墨
書
銘
を
新
た
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
槽
内
観
察
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
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ず
、
琵
琶
よ
り
も
開
口
部
や
内
部
が
大
き
い
箏
・
琴
な
ど
に
関
し
て
、
よ
り
良
い
調

査
方
法
を
検
討
し
、
安
全
上
の
問
題
が
確
保
で
き
た
時
点
で
、
そ
の
次
の
段
階
と
し

て
、
琵
琶
を
対
象
と
す
る
の
が
現
実
的
な
方
策
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
医
療
の
分
野
で
は
、
体
内
に
入
れ
ら
れ
る
レ
ベ
ル
の
高
性
能
小

型
カ
メ
ラ
が
実
用
に
至
っ
て
お
り
、
現
在
で
も
理
論
上
で
は
よ
り
安
全
な
方
法
で
の

調
査
が
不
可
能
と
は
い
え
な
い
。
ま
し
て
、
こ
の
分
野
の
機
器
開
発
は
日
進
月
歩
で

あ
る
。
今
回
は
諸
事
情
に
よ
り
、
工
業
用
の
内
視
鏡
し
か
選
定
候
補
に
で
き
な
か
っ

た
が
、
選
択
す
る
機
器
や
、
調
査
方
法
の
改
善
に
よ
っ
て
は
、
近
い
将
来
に
よ
り
安

全
で
簡
便
な
内
部
観
察
が
お
こ
な
え
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
楽
器
の
内
部

観
察
に
関
し
て
は
、
文
化
財
の
保
全
を
最
優
先
し
た
長
期
的
な
視
野
で
、
今
後
も
継

続
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
（
3
）
X
線
透
過
像
の
撮
影

　

X
線
透
過
像
に
よ
る
文
化
財
調
査
は
、
き
わ
め
て
一
般
的
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、

非
破
壊
的
科
学
調
査
で
は
、
最
も
基
本
的
な
手
法
と
考
え
ら
れ
る
。
楽
器
研
究
に
お

い
て
は
、
楽
器
の
構
造
・
制
作
技
法
・
素
材
な
ど
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
基
本
情

報
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
、
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
。
本
館
で
は
、
以
前
、
笛
類

の
一
部
の
X
線
透
過
像
の
撮
影
を
お
こ
な
い
、
そ
の
分
析
か
ら
、
龍
笛
の
構
造
や
能

管
と
の
関
係
性
に
関
す
る
興
味
深
い
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
）
20
（

。
今
回
は
、
篳

篥
・
龍
笛
・
高
麗
笛
・
神
楽
笛
・
能
管
の
す
べ
て
と
、
琵
琶
の
一
部
に
関
し
て
、
改

め
て
X
線
透
過
像
の
撮
影
を
お
こ
な
い
、
研
究
会
に
お
い
て
意
見
を
交
換
し
た
。
こ

れ
ら
の
画
像
は
す
べ
て
報
告
書
に
お
い
て
公
開
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
も
発
表
す
る

（
永
嶋
正
春
氏
・
高
桑
い
づ
み
氏
・
薦
田
治
子
氏
の
論
考
を
参
照
）。

　

X
線
透
過
像
が
資
料
分
析
に
多
く
の
情
報
を
も
た
ら
す
こ
と
が
知
ら
れ
な
が
ら
も
、

さ
ほ
ど
積
極
的
に
撮
影
が
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
現
実
的
な
諸
事
情
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
撮
影
は
、
所
蔵
者
側
が
率
先
し
て
お

こ
な
う
ほ
か
な
い
が
、
撮
影
に
要
す
る
経
費
や
労
力
・
時
間
的
な
問
題
か
ら
、
思
う

よ
う
に
作
業
が
進
展
し
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
今
回
の
共
同
研
究
に
お
い
て
も
、

笛
だ
け
で
な
く
、
琵
琶
・
箏
の
撮
影
を
お
こ
な
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
大
型
資
料
の

撮
影
の
た
め
に
は
、
人
手
と
時
間
と
十
分
な
空
間
等
の
良
好
な
環
境
が
必
要
で
あ
り
、

完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

幸
い
本
館
に
は
、
館
内
で
撮
影
を
お
こ
な
う
た
め
の
最
低
限
の
環
境
は
整
っ
て
お

り
、
デ
ジ
タ
ル
顕
微
鏡
・
蛍
光
X
線
撮
影
に
よ
る
分
析
と
あ
わ
せ
て
、
根
気
よ
く
継

続
的
に
調
査
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

　
（
4
）
笛
の
音
源
採
取
に
つ
い
て

　

楽
器
の
音
の
再
現
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
の
問
題
点
が
あ
る
が
、
今

回
は
、
演
奏
時
に
損
壊
の
危
険
性
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
笛
類
の
音
色
調
査
に
つ

い
て
検
討
し
た
。

　

本
館
で
は
、
一
九
九
二
年
（
平
成
四
）
の
企
画
展
示
開
催
に
際
し
て
、
本
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
楽
器
調
査
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
龍
笛
の
試
奏
と
音

源
採
取
を
お
こ
な
っ
て
い
る
）
21
（

。
こ
の
と
き
の
実
演
奏
は
、
必
ず
し
も
整
っ
た
環
境
下

で
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
改
め
て
録
音
、
ピ
ッ
チ
測
定
等
を
お
こ
な
う
こ

と
が
議
論
さ
れ
た
。
検
討
の
結
果
、
保
存
状
態
の
よ
い
笛
類
は
、
調
整
に
よ
っ
て
今

な
お
演
奏
が
可
能
で
あ
る
が
、
楽
器
の
清
掃
や
蜜
蝋
の
調
整
等
が
不
可
欠
で
あ
る
た

め
、
今
回
は
見
送
り
、
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
楽
器
の
音
の
再
現
に
関

し
て
は
、
研
究
的
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
展
示
に
お
け
る
理
解
を
深
め

る
た
め
に
も
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
複
製
を
制
作
し
て
デ
ー
タ
を
採
取
す
る

方
法
を
含
め
て
、
引
き
続
き
検
討
し
て
い
き
た
い
。

資
料
の
保
存
管
理
・
公
開
上
の
課
題

　

さ
い
ご
に
、
資
料
の
管
理
や
公
開
上
の
課
題
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ら
は
、
研
究
調
査
の
あ
り
方
に
密
接
に
結
び
つ
く
か
ら
で
あ
る
。
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紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
所
蔵
す
る

資
料
の
中
で
も
、
扱
い
が
難
し
い
資
料
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
琵
琶
や
箏
の

よ
う
に
大
型
の
資
料
を
多
く
含
み
、
さ
ら
に
二
重
箱
に
納
め
ら
れ
る
も
の
も
少
な
く

な
い
た
め
、
移
動
し
た
り
取
り
出
し
た
り
す
る
の
に
も
、
複
数
の
人
手
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
、
多
数
の
付
属
品
・
付
属
文
書
が
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
の
箱
に
納
め
ら
れ
て

い
る
。
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
を
用
意
し
て
、
計
画
的
に
箱
を
空

け
、
資
料
を
取
り
出
し
た
あ
と
は
、
当
初
と
同
じ
状
態
に
戻
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、

箱
の
中
に
収
ま
り
き
れ
な
く
な
っ
た
り
す
る
。
内
容
品
の
錯
綜
に
つ
い
て
は
、
資
料

図
録
中
に
付
属
品
・
付
属
文
書
の
リ
ス
ト
を
掲
載
し
た
た
め
、
以
前
よ
り
は
確
認
が

容
易
に
な
っ
た
が
、
付
属
品
や
付
属
文
書
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、

同
時
に
複
数
の
箱
を
開
け
て
資
料
を
取
り
出
す
こ
と
は
、
で
き
る
だ
け
避
け
る
よ
う

心
が
け
て
い
る
。
付
属
文
書
を
箱
か
ら
取
り
出
し
て
一
括
管
理
す
る
方
法
も
考
え
ら

れ
る
が
、
現
状
で
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
来
の
収
納
法
を
尊
重
し
て
、
楽
器
と
同
じ

箱
に
文
書
を
納
め
て
い
る
。

　

破
損
し
や
す
く
保
存
状
態
の
悪
い
も
の
を
含
み
、
各
種
技
法
・
素
材
が
混
在
す
る

点
も
、
保
存
管
理
に
あ
た
っ
て
注
意
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
楽
器
の
修
理

と
保
存
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
も
あ
る
と
お
り
、
基
本
的
な
考
え
方
が
定
着
し

て
い
な
い
。
文
化
財
修
理
の
常
識
を
欠
く
楽
器
制
作
者
に
よ
る
修
理
は
論
外
で
あ
る

が
、
楽
器
本
来
の
機
能
に
配
慮
し
た
文
化
財
と
し
て
の
楽
器
修
理
に
対
す
る
理
念
や

方
法
論
が
求
め
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
二
〇
〇
五
年
（
平
成
一
七
）
の
特
別
企
画
「
紀
州
徳
川
家
伝
来
の
楽

器
」
の
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
に
は
な
じ
み
の
な
い
雅
楽
や
雅
楽
器
に
関
し
て
、

観
覧
者
を
効
果
的
に
理
解
に
導
く
方
法
が
課
題
と
な
っ
た
。
最
も
重
要
な
の
は
、
展

示
で
音
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
経
費
の
都

合
も
あ
り
、
現
代
の
演
奏
者
が
そ
れ
ぞ
れ
現
代
の
楽
器
を
演
奏
す
る
映
像
を
入
手
し
、

展
示
室
内
で
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
展
示
さ
れ
る
古
楽
器
を
視
覚

的
に
観
察
し
な
が
ら
、
そ
の
楽
器
の
音
を
聞
け
る
こ
と
が
よ
り
望
ま
し
い
が
、
技
術

上
の
問
題
か
ら
、
ビ
デ
オ
コ
ー
ナ
ー
で
視
聴
す
る
方
法
を
と
っ
た
。

　

当
時
は
、
筆
者
自
身
、
音
楽
に
対
す
る
興
味
が
現
在
よ
り
希
薄
で
、
紀
州
徳
川
家

伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
し
て
も
、
美
術
工
芸
的
観
点
や
、
文
化
史
的
観
点
か

ら
の
興
味
を
も
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
音
の
再
現
に
つ
い
て
は
、
さ
ほ
ど
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
現
代
の
楽
器
に
よ
る
音
源
を
聞
け
る
だ
け
で
は
、
歴
史
的

な
楽
器
の
展
示
に
お
け
る
音
楽
の
提
示
と
し
て
は
、
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

伝
世
し
た
古
楽
器
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
音
楽
を
奏
で
た
の
か
。
音
楽
と
い
う
、

形
と
し
て
残
ら
な
い
も
の
を
、
楽
器
か
ら
い
か
に
復
元
し
、
歴
史
を
語
っ
て
い
け
る

の
か
。
こ
の
永
遠
に
解
決
で
き
な
い
問
題
に
、
で
き
う
る
限
り
の
答
え
を
導
き
出
し

て
い
く
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。
博
物
館
が
所
蔵
す
る
文
化
財
と
し
て
の
楽
器
と
、
博

物
館
の
外
で
形
を
変
え
な
が
ら
も
生
き
続
け
て
い
る
楽
器
と
の
あ
い
だ
の
溝
を
、
う

ま
く
繋
ぎ
な
が
ら
楽
器
研
究
が
進
展
で
き
る
方
法
を
求
め
て
、
今
後
も
調
査
研
究
を

蓄
積
す
る
手
助
け
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
1
） 　

小
島
美
子
氏
（
当
時
、
本
館
民
俗
研
究
部
）
を
中
心
と
し
た
展
示
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
会
に

よ
っ
て
企
画
さ
れ
た
。

（
2
） 　
「
紀
州
徳
川
家
の
和
楽
器
」
和
歌
山
市
立
博
物
館
、
一
九
九
六
年
。

　
　
　
「
日
本
の
楽
器
―
織
り
な
す
音
・
雅
の
世
界
―
」
彦
根
城
博
物
館
、
一
九
九
六
年
な
ど
。

（
3
） 　

本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、
一
九
五
六
年
（
昭
和
三
一
）
に
島
根
県
博
物
館
建
設
促
進

委
員
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
元
紀
州
徳
川
家
所
蔵
雅
楽
器
目
録
』、
一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
）

に
島
根
県
立
博
物
館
に
お
け
る
展
覧
会
に
際
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
『
財
団
法
人
松
江
博
物
館
蔵

　

雅
楽
器
総
目
録
』
等
、
文
化
庁
が
個
人
所
蔵
者
か
ら
一
括
購
入
す
る
以
前
の
比
較
的
詳
細
な

目
録
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
概
要
が
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。

（
4
） 　

一
九
九
二
年
の
企
画
展
示
に
関
連
し
て
開
催
さ
れ
た
歴
博
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
記
録
『
日
本
楽
器

の
源
流
―
コ
ト
・
フ
エ
・
ツ
ヅ
ミ
・
銅
鐸
』（
第
一
書
房
、
一
九
九
五
年
）
等
に
は
、
本
館
に

お
け
る
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
調
査
研
究
の
成
果
が
部
分
的
で
は
あ
る
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 　

平
成
一
三
〜
一
五
年
度
資
料
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
。
資
料
調
査
は
、
日
高
薫
、
水
野

僚
子
を
中
心
に
、
丸
山
伸
彦
、
澤
田
和
人
、
小
代
渉
、
岩
淵
令
治
ら
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ

た
。

註
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（
17
） 　

本
館
に
お
い
て
は
、
す
で
に
二
〇
〇
一
年
秋
に
、
フ
ァ
イ
バ
ー
ス
コ
ー
プ
を
用
い
た
試
行

的
調
査
と
し
て
、
開
口
部
の
大
き
い
箏
の
内
部
観
察
を
お
こ
な
い
、
修
理
銘
を
発
見
し
て
そ

の
有
効
性
を
確
認
し
て
い
る
。
調
査
方
法
に
関
し
て
は
、
情
報
資
料
研
究
系
永
嶋
正
春
氏
の
助

言
を
得
て
、
と
り
あ
え
ず
本
館
が
備
え
る
装
置
を
応
用
し
た
方
法
を
検
討
し
、
フ
ァ
イ
バ
ー

ス
コ
ー
プ
部
分
の
み
を
新
規
に
購
入
し
た
（
本
体
装
置
：K

EY
EN
CE　

デ
ジ
タ
ルH

F

マ
イ

ク
ロ
ス
コ
ー
プV

H
‒8000

、
フ
ァ
イ
バ
ー
ス
コ
ー
プ
：V

H
‒F111

外
径
一
一
ミ
リ　

挿
入
部

有
効
長
一
五
〇
〇
ミ
リ　

全
長
一
七
四
〇
ミ
リ　

ラ
イ
ト
ガ
イ
ド
長
二
〇
〇
〇
ミ
リ
）。
今
日

で
は
、
高
性
能
の
小
型
C 

C 

D
カ
メ
ラ
が
普
及
し
て
い
る
た
め
、
適
切
な
機
器
選
択
に
よ
っ

て
、
よ
り
安
全
で
効
果
的
な
調
査
が
期
待
で
き
る
。
た
だ
し
、
調
査
に
際
し
て
は
、
底
板
の
音

穴
か
ら
フ
ァ
イ
バ
ー
を
挿
入
す
る
た
め
、
箏
を
裏
返
し
た
状
態
で
保
持
す
る
必
要
が
あ
り
、

細
心
の
注
意
を
要
す
る
。
ま
た
、
機
器
の
扱
い
に
関
し
て
の
習
熟
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

（
18
） 　

同
じ
く
実
験
的
調
査
の
対
象
と
し
た
琵
琶
「
美
女
」（H

‒46‒97

）
に
は
、
墨
書
銘
と
切
銘

と
が
混
在
し
て
い
る
が
、
切
銘
を
観
察
す
る
場
合
も
、
カ
メ
ラ
を
通
し
た
画
像
で
は
、
光
線

の
当
た
り
具
合
や
カ
メ
ラ
の
位
置
に
よ
っ
て
、
文
字
を
判
別
す
る
こ
と
が
極
め
て
難
し
く
、

全
体
の
文
字
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
19
） 　

カ
メ
ラ
を
移
動
す
る
際
に
、
槽
内
に
た
ま
っ
た
塵
や
埃
の
層
を
僅
か
に
削
り
取
る
よ
う
な

形
で
、
微
細
な
痕
跡
を
残
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
埃
の
層
は
、
本
来
は
清
掃
に
よ
っ
て
取

り
除
か
れ
る
べ
き
部
分
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
資
料
に
調
査
の
痕
跡
を
残
す
こ
と
は
好
ま
し

く
な
い
た
め
、
調
査
を
中
断
し
た
。

（
20
） 　

小
島
美
子
・
神
庭
信
幸
「
フ
エ
の
源
流
と
改
造
」『
日
本
楽
器
の
源
流
―
コ
ト
・
フ
エ
・
ツ

ヅ
ミ
・
銅
鐸
』（
第
一
書
房
、
一
九
九
五
年
）

（
21
） 　

演
奏
者
は
、
芝
祐
靖
氏
。
小
島
美
子
前
掲
註
20
。

（
6
） 　

資
料
図
録
に
は
、
資
料
の
全
貌
を
確
認
で
き
る
よ
う
、
各
楽
器
に
関
し
て
、
楽
器
全
図
・

表
・
裏
・
部
分
、
主
要
な
付
属
品
、
皆
具
の
集
合
写
真
を
掲
載
し
た
。

（
7
） 　
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料
図
録
三　

紀
州
徳
川
家
伝
来
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
。

（
8
） 　

先
行
す
る
成
果
と
し
て
、
東
京
文
化
財
研
究
所
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、

楽
器
研
究
に
関
す
る
種
々
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 　
『
第
二
十
五
回
国
際
研
究
集
会
報
告
書　

日
本
の
楽
器
―
新
し
い
楽
器
楽
へ
向
け
て
―
』
東

京
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
。

（
9
） 　

本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
極
め
て
近
い
性
格
を
も
つ
楽
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、
彦
根
城
博
物
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
徳
川
治
宝
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
、
彦
根
藩
十
二
代
藩
主
井
伊
直

亮
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
10
） 　

資
料
図
録
に
お
い
て
は
、
凡
例
に
「
現
在
の
研
究
状
況
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
の
時
代

を
確
定
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
た
め
、
楽
器
本
体
に
記
さ
れ
た
銘
な
ど
に
よ
り

制
作
時
期
が
明
ら
か
な
も
の
以
外
は
、
伝
来
を
重
視
し
た
」
と
し
て
明
記
す
る
こ
と
を
避
け

た
。
彦
根
城
博
物
館
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
（
註
3
）
に
お
い
て
は
、
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
同

様
の
説
明
が
な
さ
れ
、
解
説
中
の
時
代
表
記
に
つ
い
て
は
、「
こ
こ
で
は
一
応
の
所
見
を
記
し

ま
し
た
が
、
補
訂
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
注
記
さ
れ
る
（
凡
例
）。

（
11
） 　

X
線
透
過
撮
影
、
実
体
顕
微
鏡
に
よ
る
観
察
な
ど
の
非
破
壊
調
査
。

（
12
） 　

通
常
の
樺
巻
き
よ
り
平
た
い
テ
ー
プ
状
の
も
の
を
巻
き
、
漆
を
塗
っ
て
い
る
。
比
較
的
古
い

時
代
の
も
の
と
の
伝
承
を
も
つ
遺
品
に
こ
れ
に
似
た
状
態
の
樺
巻
が
、
ま
れ
に
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
樺
巻
技
法
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
も
重
要
な
遺
例
で
あ
る
。
本
報
告
書
高
桑

い
づ
み
氏
の
論
文
を
参
照
。

（
13
） 　

紀
州
徳
川
家
で
は
、
個
々
の
楽
器
の
入
手
に
あ
た
っ
て
、
修
理
や
手
入
れ
、
伝
来
の
調
査
、

鑑
定
、
そ
の
他
関
連
情
報
の
収
集
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
付
属
文
書
に
よ
っ
て

知
ら
れ
る
。
琵
琶
の
鑑
定
に
あ
た
っ
て
は
、
各
部
位
の
材
質
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
当
時
か
ら
多
彩
な
樹
木
を
用
い
る
琵
琶
の
素
材
に
つ
い
て
は
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
当
時
の
鑑
定
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。

（
14
） 　

今
回
の
共
同
研
究
に
つ
い
て
も
、
調
査
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
分
析
機
器
が
な
く
、
た
だ
ち
に
調
査
を
お
こ
な
え
る
見
込
み
は
な
い

た
め
、
他
の
研
究
課
題
と
の
兼
ね
合
い
で
、
見
送
る
こ
と
と
し
た
。

（
15
） 　

紀
州
徳
川
家
関
係
の
資
料
は
散
逸
が
著
し
く
、『
南
紀
徳
川
史
』
以
外
に
ま
と
ま
っ
た
文
献

資
料
が
存
在
し
な
い
た
め
、
困
難
な
研
究
状
況
で
あ
る
。
本
報
告
書
、
水
野
僚
子
氏
の
論
文
を

参
照
。

（
16
） 　

本
報
告
書
、
薦
田
治
子
氏
の
論
文
を
参
照
。

　
　

 　

こ
の
ほ
か
小
型
カ
メ
ラ
を
用
い
た
内
部
観
察
の
成
果
は
、
以
下
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 　

薦
田
治
子
『
武
蔵
野
音
楽
大
学　

楽
器
博
物
館
研
究
報
告　

IX　

琵
琶
』
二
〇
〇
三
年
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［文化財としての古楽器の調査研究と問題点］……日高 薫

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
〇
年
五
月
二
四
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
二
月
二
一
日
審
査
終
了
）




