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か
っ
て
は
、
こ
う
で
は
な
か
っ
た
。
夜
、

身
体
を
横
た
え
さ
え
す
れ
ば
、
眠
り
に
入
れ

た
が
、
今
で
は
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
な
か

な
か
寝
つ
か
れ
ず
、
た
と
え
眠
れ
て
も
直
ぐ

に
目
が
覚
め
て
、
白
々
と
し
た
朝
を
迎
え
る

の
で
あ
っ
た
。

い
つ
の
頃
か
、
枕
も
と
に
ラ
ジ
オ
を
置

き
、
ス
イ
ッ
チ
を
入
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
深
夜
、
ラ
ジ
オ
の
ス
イ
ッ
チ
を

入
れ
た
ら
、
い
き
な
り
粋
な
都
々
逸
と
三
味

線
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
柳
家
三
亀
松
の

特
集
だ
と
い
う
。
三
亀
松
は
、
粋
な
都
々
逸

と
三
味
線
の
物
ま
ね
で
聞
こ
え
た
芸
人
で
あ

る
。
お
堅
い
放
送
局
で
は
珍
し
い
も
の
だ
と

思
っ
た
ら
、
意
外
に
も
、
演
題
を
「
勧
進
帳

入
り
」
だ
と
い
い
、
突
然
、
梵
語
・
漢
語
入

り
混
じ
っ
た
長
文
の
勧
進
帳
を
一
瞬
の
淀
み

も
な
く
一
気
に
読
み
あ
げ
た
。

こ
れ
は
団
十
朗
の
口
跡
の
『
も
の
ま
ね
』

で
あ
ろ
う
が
、
み
ご
と
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
聖
武
天
皇
の
時
代
に
建
立
さ
れ
た
奈
良

東
大
寺
の
大
仏
が
、
平
家
の
攻
撃
で
焼
失
し

た
か
ら
、
復
興
す
る
に
あ
た
り
、
寄
進
を

お
願
い
し
た
い
。」
と
い
う
旨
を
、
あ
た
か

も
巻
物
に
書
か
れ
て
い
る
ご
と
く
『
弁
慶
』

が
、
朗
々
と
し
た
声
音
で
い
う
も
の
で
、
役

者
の
技
量
が
問
わ
れ
る
場
面
だ
。

思
え
ば
、
深
川
木
場
に
生
ま
れ
た
、
芸
事

好
き
な
若
者
が
、
い
ろ
い
ろ
な
職
業
を
遍
歴

し
た
あ
と
、
柳
家
一
門
に
入
り
、
三
亀
松
の

名
で
プ
ロ
デ
ビ
ュ
ー
、
都
々
逸
と
、
巧
み
な

三
味
線
で
売
り
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な
固
い

も
の
ま
ね
を
、
こ
な
す
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

次
は
サ
ン
ケ
イ
ホ
ー
ル
で
収
録
し
た
と
い

う
、「
明
治
一
代
女
」
で
あ
っ
た
。
先
ず
、

昭
和
の
流
行
歌
の
名
歌
曲
に
数
え
ら
れ
る
、

同
名
の
主
題
歌
を
、
こ
れ
ま
た
巧
み
に
唄

い
、
一
転
し
て
同
劇
の
山
場
で
あ
る
浜
町
岸が
し

の
場
面
に
移
る
。
箱
屋
己
之
吉
と
芸
者
お
梅

の
セ
リ
フ
の
声
色
を
、
美
事
に
使
い
分
け
、

こ
の
場
に
至
る
ま
で
の
経い
き

緯さ
つ

を
簡
略
に
物
語

り
、
つ
い
に
己
之
吉
殺
し
の
終
末
を
む
か
え

る
。
こ
の
間
、
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
で
あ
っ
た

ろ
う
か
、
一
幕
を
み
ご
と
に
活
写
し
終
え
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。

「
明
治
一
代
女
」
は
、
明
治
三
十
年
に
東

京
日
本
橋
浜
町
で
、
実
際
に
起
っ
た
事
件
を

素
材
に
し
た
新
派
劇
で
あ
る
が
、
序
幕
で
の

眠
む
れ
ぬ
夜
に　

永
岡　

慶
之
助

（
作　

家
）
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新
内
の
使
い
方
、
三
幕
目
の
義
太
夫
の
使
い

方
、
全
体
の
音
響
効
果
な
ど
は
、
い
わ
ゆ
る

二
番
目
狂
言
様
式
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
完
成

度
で
、
後
者
の
セ
リ
フ
廻
し
に
引
き
込
ま
れ

る
。三

亀
松
が
、
声
と
三
味
線
だ
け
で
演
じ
て

い
た
場
面
は
、
芸
者
お
梅
が
、
売
り
出
し
中

の
歌
舞
伎
役
者
沢
村
仙
枝
の
襲
名
披
露
の
費

用
を
、
己
之
吉
に
工
面
し
て
も
ら
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
己
之
吉
の
気
持
ち
を
無
下
に

し
た
と
詰な
じ

ら
れ
、
言
い
争
い
に
な
り
過
っ
て

短
刀
で
刺
し
て
し
ま
う
、
物
語
の
ク
ラ
イ
マ

ッ
ク
ス
で
あ
る
。
三
味
線
と
声
音
の
混
然
と

し
た
一
体
感
で
、
思
わ
ず
話
に
聞
き
入
っ
て

し
ま
っ
た
。

三
亀
松
は
、
晩
年
『
池
ノ
端
の
師
匠
さ

ん
』
と
尊
称
さ
れ
て
終
っ
た
と
い
う
が
、
彼

独
特
の
芸
境
を
作
り
あ
げ
た
と
い
っ
て
い
い
。

こ
れ
な
ど
は
、
思
わ
ぬ
贈
り
物
を
受
け
取

っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
い
つ
も
こ
う

で
は
な
い
。

ラ
ジ
オ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
途
端
に
、

耳
も
と
で
陽
気
な
ジ
ャ
ズ
が
鳴
り
響
き
、
い

っ
ぺ
ん
に
眠
け
が
消
し
飛
ん
で
し
ま
う
。
こ

れ
が
ウ
ィ
ス
キ
ー
や
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
片
手

に
と
い
う
の
な
ら
悪
く
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

夢
う
つ
つ
の
間
を
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
る
際
な

ど
は
、
い
さ
さ
か
閉
口
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ま
た
あ
る
夜
、
ス
イ
ッ
チ
を
入

れ
た
ら
、
水
谷
八
重
子
の
「
大
石
内
蔵
助
の

妻
り
く
」
を
演
ず
る
と
い
う
。
こ
れ
は
二
代

目
で
あ
ろ
う
。

初
代
水
谷
八
重
子
と
い
え
ば
、
花
柳
章
太

郎
と
コ
ン
ビ
で
、
一
世
を
風
靡
し
た
新
派

劇
の
大
女
優
で
、
私
な
ど
が
思
い
浮
べ
る

の
は
、「
女
婦
系
図
」
の
『
お
蔦
』
役
で
あ

る
。
彼
女
の
娘
で
あ
る
二
代
目
は
、
良
重
と

い
っ
た
と
思
う
が
、
同
じ
芸
界
に
入
り
な
が

ら
も
、
大
女
優
の
娘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

重
荷
で
あ
っ
た
の
か
、
テ
レ
ビ
界
で
活
躍
し

て
い
た
が
、
そ
の
後
、
新
派
劇
が
衰
退
し
、

話
題
に
も
の
ぼ
ら
な
く
な
り
、
私
は
忘
れ
て

い
た
が
、
水
谷
良
重
が
二
代
目
を
継
い
だ
こ

と
を
知
っ
た
。

そ
の
二
代
目
の
名
を
久
し
ぶ
り
に
聞
い
た

の
で
、
夢
う
つ
つ
の
中
で
、
思
わ
ず
き
き
耳

を
た
て
た
。
こ
れ
は
、
水
谷
八
重
子
の
独
り

語
り
と
言
お
う
か
、
独
り
芝
居
と
言
お
う
か

―
―
亡
き
夫
・
内
蔵
助
と
共
に
討
ち
入
り
し

た
息
子
主ち
か
ら税

を
忍
ぶ
、
り
く
の
心
境
を
語
っ

て
い
る
。

赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
事
件
は
、
武
士
道

の
鑑
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
赤
穂
藩

の
家
族
・
と
り
わ
け
女
房
子
供
た
ち
の
、
そ

の
後
の
生
活
や
一
生
を
左
右
し
た
。
徳
川
幕

府
の
一
番
華
や
か
な
元
禄
時
代
に
、
苦
汁

を
飲
ん
で
大
石
家
を
さ
さ
え
て
き
た
『
り

く
』
の
長
男
主
税
を
失
っ
た
悲
哀
を
表
し
た

語
り
で
あ
る
。
討
ち
入
り
太
鼓
を
連
想
さ
せ

る
コ
ト
コ
ト
と
小
刻
み
に
鳴
る
音
は
、
何
を

使
っ
た
擬
音
で
あ
ろ
か
、
そ
の
効
果
も
よ
ろ

し
く
、
し
み
じ
み
と
し
た
語
り
と
な
っ
て
い

る
。
り
く
は
六
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る

が
、
当
時
と
し
て
は
長
生
き
の
方
で
あ
ろ

う
。
二
代
目
水
谷
八
重
子
も
、
そ
の
年
齢
を

過
ぎ
て
、
も
は
や
先
代
を
重
荷
に
思
わ
な
く

て
も
よ
い
ほ
ど
の
、
芸
域
に
達
し
て
い
る
出

来
ば
え
で
あ
っ
た
。

眠
れ
ぬ
夜
の
、
き
ま
ぐ
れ
な
リ
ス
ナ
ー
で

あ
る
私
が
、
次
に
出
会
う
番
組
の
作
品
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
楽
し
み
で
あ
る
。
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伊
勢
市
駅
の
構
内
、
幼
い
二
人
の
娘
を
連

れ
た
ま
ま
、
呆ぼ

う

然ぜ
ん

と
立
ち
竦す
く

む
私
が
居
た
。

ド
ッ
ク
ン
ド
ッ
ク
ン
と
早
鐘
の
よ
う
に
打
つ

自
分
の
心
臓
の
音
が
聞
こ
え
る
。

久
し
振
り
の
旅
行
だ
っ
た
。
日
々
仕
事
に

追
わ
れ
る
夫
が
「
所
用
で
伊
勢
に
行
く
」
と

い
う
話
に
私
は
飛
び
つ
い
た
。
そ
こ
に
は
私

の
大
学
時
代
の
親
友
が
い
る
。
㐧
二
子
出
産

後
間
も
な
い
彼
女
に
会
い
た
い
気
持
ち
は
募つ

の

っ
た
が
、
一
才
と
四
才
の
娘
二
人
を
抱
え
て

知
ら
な
い
土
地
に
行
く
自
信
は
な
い
。
し
か

し
夫
が
用
事
を
済
ま
せ
て
い
る
間
に
彼
女
の

所
に
行
き
、
行
き
帰
り
だ
け
は
付
き
添
っ
て

も
ら
え
た
ら
心
強
い
。

大
坂
の
弁
天
埠
頭
に
向
う
高
速
艇
の
中
で

は
、
私
も
娘
も
躁は

し
ゃい

で
い
た
。
初
日
は
娘
二

人
と
地
元
の
水
族
館
を
楽
し
み
、
そ
の
ま
ま

親
友
の
自
宅
を
訪
問
。
生
ま
れ
て
間
も
な
い

男
の
子
を
抱
っ
こ
さ
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
、

京
都
の
学
生
時
代
の
思
い
出
を
語
り
合
っ

た
。
そ
し
て
二
日
目
。
帰
り
に
夫
と
指
定
の

駅
で
待
ち
合
わ
せ
の
約
束
を
し
て
再
び
彼
女

の
家
に
お
邪
魔
し
た
。
笑
い
こ
ろ
げ
な
が
ら

の
楽
し
い
時
間
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
去

っ
て
、
約
束
の
時
間
が
近
付
く
。
私
は
タ
ク

シ
ー
を
頼
み
、
行
き
先
を
告
げ
る
。「
伊
勢

市
駅
ま
で
お
願
い
し
ま
す
」
友
人
が
「
あ

れ
？
宇
治
山
田
駅
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
訊
い

て
く
れ
た
が
、「
待
ち
合
わ
せ
は
伊
勢
市
駅

な
の
」
と
自
信
満
々
で
答
え
た
。
だ
い
た
い

「
宇
治
山
田
駅
」
な
ん
て
ど
こ
？
私
は
今
朝

二
度
も
夫
に
確
認
し
た
の
だ
。「
伊
勢
市
駅

に
行
け
ば
い
い
の
ね
？
」「
そ
う
」「
念
の
為

だ
け
ど
、
イ
・
セ
・
シ
・
駅
だ
ね
？
間
違
い

な
い
ね
？
」「
な
い
な
い
」
と
軽
く
受
け
流

す
夫
の
言
葉
を
固
く
信
じ
て
夫
が
ま
と
め
て

持
っ
て
い
る
切
符
を
確
認
し
な
か
っ
た
の
だ
。

待
ち
合
わ
せ
の
十
分
程
度
前
に
指
定
の
駅

に
着
い
た
が
、
夫
の
姿
は
ど
こ
に
も
な
い
。

電
車
の
発
車
時
刻
を
見
た
が
、
今
朝
言
わ
れ

た
時
間
に
発
車
す
る
電
車
す
ら
見
当
た
ら
な

い
。
も
し
や
？
と
駅
員
さ
ん
に
聞
く
と
、
や

は
り
そ
れ
は
「
宇
治
山
田
駅
」
発
の
電
車
の

時
刻
だ
と
説
明
し
た
。「
な
ん
で
伊
勢
市
駅

だ
な
ん
て
言
っ
た
の
よ
～
!!
」
な
ど
と
夫
を

責
め
る
手
段
も
余
裕
も
な
か
っ
た
。
幸
い
伊

勢
市
駅
の
前
が
宇
治
山
田
駅
だ
と
い
う
。
な

ら
ば
こ
の
駅
を
通
る
そ
の
電
車
に
飛
び
乗
れ

ば
夫
に
会
え
る
！
と
娘
の
手
を
引
い
て
駅
員

さ
ん
の
教
え
て
く
れ
た
ホ
ー
ム
に
突
撃
。
目

の
前
に
来
た
電
車
に
飛
び
乗
っ
た
、
が
、
慌

て
す
ぎ
て
私
が
乗
っ
た
の
は
反
対
側
の
電
車

だ
っ
た
。
万
事
休
す
。
夫
と
私
は
ま
た
し
て

も
見
事
に
ス
レ
違
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

こ
う
な
れ
ば
帰
り
の
高
速
艇
乗
り
場
に
行

く
し
か
な
い
。
何
時
発
と
い
う
こ
と
も
確
か

め
て
な
か
っ
た
自
分
が
悔
や
ま
れ
る
が
、
も

う
そ
こ
に
行
く
し
か
な
い
の
だ
。「
お
か
あ

さ
ん
、
お
腹
す
い
た
ぁ
」「
お
う
ち
か
え
る

ぅ
」
と
口
々
に
言
い
始
め
た
娘
達
の
手
を
し

っ
か
り
と
握
り
「
大
丈
夫
だ
よ
。
一
緒
に
お

家
に
帰
ろ
う
ね
」
と
ニ
ッ
コ
リ
笑
い
か
け
た

私
の
心
情
は
ち
っ
と
も
大
丈
夫
な
ん
か
じ
ゃ

な
か
っ
た
。
一
番
「
お
う
ち
帰
り
た
い
よ

ー
」
と
叫
び
た
い
の
は
私
自
身
だ
っ
た
が
、

Ｔ
Ａ
Ｘ
Ｉ
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こ
こ
は
母
親
と
し
て
毅き

然ぜ
ん

と
対
処
し
な
け
れ

ば
！
体
中
の
「
平
静
さ
」
を
掻か

き

集
め
、
キ

ッ
と
前
方
を
見み

据す

え
る
と
、
私
は
全
神
経

を
「
弁
天
」
に
集
中
さ
せ
た
。
行
く
先
々
で

弁
天
へ
の
行
き
方
を
問
い
続
け
、
電
車
を
何

度
も
乗
り
換
え
て
、
疲
れ
て
眠
る
娘
二
人
を

抱
き
か
か
え
、
や
っ
と
の
思
い
で
辿
り
つ
い

た
弁
天
さ
ん
―
そ
こ
で
私
が
目
に
し
た
も

の
は
、「
や
っ
と
会
え
た
…
」
と
涙
を
流
す

夫
、
で
は
な
く
、
無
情
に
も
シ
ャ
ッ
タ
ー
を

降
ろ
し
、
ガ
ラ
ン
と
静
か
な
港
の
風
景
だ
っ

た
。夕

闇
迫
る
見
知
ら
ぬ
街
角
。
虚う

つ
ろな
目
で
見

渡
す
と
一
台
の
タ
ク
シ
ー
が
目
に
止
っ
た
。

幸
い
母
娘
で
一
泊
す
る
く
ら
い
の
お
金
は
あ

る
。
最
後
の
力
を
振
り
絞
り
、
平
常
心
に
号

令
を
か
け
な
が
ら
そ
の
タ
ク
シ
ー
に
近
付
い

た
。
四
十
才
前
後
と
お
ぼ
し
き
優
し
そ
う
な

ド
ラ
イ
バ
ー
だ
。「
す
み
ま
せ
ん
。
こ
の
近

く
の
ホ
テ
ル
ま
で
お
願
い
で
き
ま
す
か
？
」

少
し
怪け

訝げ
ん

そ
う
に
こ
ち
ら
を
向
い
た
そ
の
人

は
「
ホ
テ
ル
…
で
す
か
？
」
首
を
傾か

し

げ
て
考

え
た
。
目
を
擦こ

す

り
な
が
ら
「
お
う
ち
は
？
お

う
ち
は
？
」
と
繰
り
返
す
娘
達
を
座
席
に
座

ら
せ
乗
り
込
む
と
、「
う
ー
ん
…
ホ
テ
ル
ね

え
…
」
と
ド
ラ
イ
バ
ー
は
ゆ
っ
く
り
と
走
り

出
し
な
が
ら
ま
た
呟つ

ぶ
やい

て
い
る
。「
近
い
所

な
ら
ど
こ
で
も
い
い
で
す
よ
」
と
畳た

た

み
掛か

け

る
私
に
「
そ
う
で
す
か
ぁ
ー
ど
こ
が
い
い
か

な
ぁ
」
と
走
り
な
が
ら
ま
だ
考
え
て
い
る
様

子
だ
。
山
の
中
で
も
あ
る
ま
い
に
、
そ
ん
な

に
ホ
テ
ル
が
皆
無
な
の
か
？
そ
れ
と
も
あ
り

す
ぎ
て
迷
っ
て
い
る
の
か
？
と
何
か
釈
然
と

し
な
い
ま
ま
、
車
は
町ま

ち

中な
か

を
抜
け
て
い
く
。

娘
達
は
お
菓
子
の
袋
を
握
り
締
め
た
ま
ま
ぐ

っ
す
り
と
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
り
あ
え

ず
、
私
は
こ
れ
ま
で
の
経い

き
さ
つ緯
を
そ
の
ド
ラ
イ

バ
ー
に
説
明
し
始
め
た
。
主
人
と
ス
レ
違
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
、
高
速
艇
の
港
に
辿
り
つ

い
た
け
ど
間
に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
明
日

一
番
で
帰
る
し
か
な
い
こ
と
、
等
々
。
す
る

と
そ
の
方
は
「
今
か
ら
で
も
西
宮
か
ら
フ
ェ

リ
ー
が
出
て
る
か
ら
、
そ
れ
で
帰
ら
れ
た
ら

ど
う
で
す
か
？
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ

た
。
あ
、
そ
ん
な
手
が
あ
っ
た
の
か
。「
そ

の
方
が
助
か
り
ま
す
。
で
は
フ
ェ
リ
ー
乗
り

場
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。」「
ハ
イ
。
分
か
り

ま
し
た
」
と
、
少
し
明
る
い
声
に
な
っ
た
そ

の
人
は
、
そ
れ
か
ら
の
道ど

う

中ち
ゅ
う、

思
い
が
け
な

い
言
葉
を
発
し
た
。「
実
は
で
す
ね
…
」
最

初
に
私
と
目
が
合
っ
た
時
、
た
だ
な
ら
ぬ
形

ぎ
ょ
う

相そ
う

を
し
て
い
た
ら
し
い
。「
こ
れ
は
―
」
と

そ
の
方
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
は
「
親
子
心

中
」
の
四
字
。
必
死
で
平
静
を
装

よ
そ
お

っ
た
つ
も

り
な
の
に
「
必
死
」
の
方
が
前
面
に
出
て
い

た
の
だ
。
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
っ
た
私
に

「
い
や
ぁ
、
こ
れ
は
こ
の
ま
ま
ホ
テ
ル
に
直

行
し
た
ら
マ
ズ
イ
と
思
っ
て
…
事
情
が
分
か

る
ま
で
時
間
稼
ぎ
し
て
ま
し
た
」
と
和
や
か

に
打
ち
あ
け
て
く
れ
る
。
誤
解
と
は
い
え
、

そ
の
真
心
が
身
に
染
み
た
。

フ
ェ
リ
ー
を
降
り
て
、
無
事
に
我
が
家
に

着
い
た
の
は
夜
中
の
二
時
。
明
け
方
、
黒
電

話
が
鳴
っ
た
。
夫
か
ら
だ
っ
た
。
何
と
帰
り

の
便
は
新
幹
線
だ
っ
た
と
言
う
。
夫
は
梅
田

駅
の
最
終
電
車
ま
で
私
を
捜
し
た
が
、
あ
き

ら
め
て
岡
山
で
一
泊
し
た
と
か
。
お
互
い
の

確
認
不
足
が
招
い
た
前
代
未
聞
の
「
珍
道

中
」。あ

の
親
切
な
ド
ラ
イ
バ
ー
さ
ん
と
交
し
た

年
賀
状
は
二
十
通
を
越
え
る
。
昨
年
は
「
退

職
し
ま
し
た
」
と
い
う
ひ
と
こ
と
が
添
え
ら

れ
て
い
た
。

改
め
て
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

と
お
伝
え
し
た
い
。
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幼
い
頃
、
祖
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
「
丑
に

引
か
れ
て
善
光
寺
参
り
」。「
丑
に
引
か
れ

て
」
に
妙
に
心
惹
か
れ
、
六
十
年
近
く
私
の

心
の
す
み
に
住
み
続
け
て
い
る
。
い
つ
の
日

か
善
光
寺
を
訪
ね
た
い
と
思
い
つ
つ
も
、
な

か
な
か
縁
を
得
る
こ
と
か
な
わ
な
か
っ
た
。

家
内
に
言
わ
せ
る
と
私
の
生
活
は
、
仕
事
最

優
先
の
毎
日
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
ん
な
日
々

を
見
か
ね
た
の
か
、
善
光
寺
参
り
を
企
画
し

て
く
れ
た
。
家
内
は
丑
年
の
生
ま
れ
、
期
せ

ず
、
丑
に
引
か
れ
て
善
光
寺
参
り
と
い
う
展

開
に
。

長
野
へ
は
、
東
京
か
ら
長
野
新
幹
線
で
向

っ
た
。
途
中
の
上
田
で
、
隣
の
座
席
の
私
よ

り
少
し
年
配
の
方
に
肩
を
た
た
か
れ
、
真
田

幸
村
の
居
城
で
あ
る
上
田
城
を
教
え
て
い
た

だ
く
。
車
中
か
ら
眺
め
る
と
、
徳
川
秀
忠
が

関
ヶ
原
へ
赴
く
途
中
、
三
万
八
千
の
戦
力
で

攻
め
あ
ぐ
ね
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
さ

せ
な
い
、
質
素
な
さ
さ
や
か
な
感
じ
の
城
で

あ
っ
た
。
聞
け
ば
、
奥
は
深
く
、
広
い
と
い

う
。
真
田
軍
の
戦
力
は
徳
川
軍
の
約
十
分
の

一
で
あ
っ
た
と
い
う
。
昌
幸
、
幸
村
父
子
の

知
力
の
広
さ
と
深
さ
が
い
か
ほ
ど
か
と
想
像

丑
に
引
か
れ
て
善
光
寺
参
り宮　

本　

富　

夫

（
高
松
大
学　

名
誉
教
授
）
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さ
せ
ら
れ
た
。

長
野
駅
か
ら
善
光
寺
へ
の
道
は
、
丑
に
ひ

か
れ
、
歩
く
こ
と
と
し
た
。
地
元
の
方
か
ら

教
え
ら
れ
、
常
夜
灯
に
沿
っ
て
歩
く
。
こ
ち

ら
の
常
夜
灯
は
木
で
造
ら
れ
て
い
た
。
し
か

も
木
の
香
り
が
漂
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
さ
せ
る
、
初
々
し
い
も
の
だ
っ
た
。

ナ
ビ
は
ほ
と
ん
ど
家
内
に
任
せ
、
途
中
、
入

り
た
く
な
っ
た
お
店
等
を
た
ず
ね
な
が
ら
、

門
前
町
の
参
道
を
進
む
。
最
初
に
眼
に
と
ま

っ
た
の
が
信
州
み
そ
の
お
店
、
糀
屋
本
店
。

糀
の
字
が
懐
か
し
く
、
家
で
味
噌
を
作
っ
て

い
た
頃
の
こ
と
、
大
豆
を
煮
る
大
鍋
、
吹
き

上
が
る
湯
気
と
大
豆
の
香
り
、
大
豆
と
糀
と

塩
を
石
う
す
で
つ
く
母
の
姿
等
が
、
頭
の
中

に
蘇
る
。
糀
屋
さ
ん
へ
糀
を
も
ら
い
に
行
く

の
は
、
自
転
車
を
操
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
子
ど
も
の
役
目
だ
っ
た
。
糀
屋
さ

ん
で
見
か
け
た
、
蓆
の
上
に
並
べ
ら
れ
た

糀
、
特
有
の
香
り
と
雰
囲
気
、
あ
ふ
れ
る
生

と
温
か
さ
、
と
も
に
い
い
も
の
だ
っ
た
。
懐

か
し
い
字
を
一
つ
見
る
だ
け
で
、
懐
か
し
い

世
界
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
、
不
思
議
な
気
が

す
る
。

蕎
麦
を
食
べ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
戸
隠
し

蕎
麦
の
「
山や
ま

故ざ

郷と

」
へ
。
開
店
と
同
時
に
お

じ
ゃ
ま
し
、
家
内
は
蕎
麦
三
昧
、
私
は
キ
ノ

コ
蕎
麦
を
い
た
だ
く
。
新
蕎
麦
の
香
り
と
味

を
楽
し
む
。
何
種
類
か
の
キ
ノ
コ
の
味
も
よ

か
っ
た
。
久
し
ぶ
り
の
い
い
味
を
堪
能
。
こ

の
味
は
う
ど
ん
の
地
で
は
味
わ
う
こ
と
か
な

わ
な
い
な
と
顔
を
見
合
わ
せ
た
。
当
初
の
計

画
で
は
、
お
昼
に
「
兄こ
の
こ
ん
ぼ
う

部
坊
」
と
い
う
宿
坊

で
精
進
料
理
を
い
た
だ
く
予
定
だ
っ
た
。
ナ

ビ
係
の
予
約
忘
れ
で
、
縁
を
得
ず
。
お
か
げ

で
、
お
い
し
い
蕎
麦
を
い
た
だ
く
こ
と
に
。

こ
ん
な
わ
け
で
宇
治
万
福
寺
の
普
茶
料

理
、
高
野
山
の
宿
坊
で
い
た
だ
い
た
精
進
料

理
と
比
較
す
る
機
会
が
先
送
り
と
な
る
。

精
進
料
理
と
の
最
初
の
出
会
い
は
、
集
落
内

で
不
幸
が
あ
っ
た
際
に
、
同
行
の
方
が
用

意
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
豆
腐
と
油

揚
げ
に
醤
油
ベ
ー
ス
の
汁
も
の
は
、
素
朴
な

が
ら
、
心
に
残
る
味
わ
い
。
集
落
内
の
不
幸

は
歓
迎
さ
れ
な
い
が
、
時
折
、
無
性
に
食
べ

た
く
な
る
。
次
の
出
会
い
は
、
西
芳
寺
の
住

職
を
さ
れ
て
い
る
水
口
さ
ん
か
ら
「
珍
し
い

も
の
だ
か
ら
、
ど
う
ぞ
」
と
、
い
た
だ
い
た

折
り
だ
っ
た
。
精
進
料
理
が
詰
め
ら
れ
て
い

た
。
素
材
の
味
が
見
事
に
生
か
さ
れ
、
素
朴

さ
と
自
然
を
感
じ
さ
せ
る
い
い
味
で
あ
っ

た
。
こ
ん
な
世
界
が
あ
る
の
か
と
、
関
与
さ

れ
た
人
た
ち
の
叡
智
に
感
服
。
い
つ
か
、
高

野
山
を
た
ず
ね
、
味
わ
い
た
い
と
。
そ
し

て
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
の
精
進
料
理
と
縁
を

得
る
こ
と
を
願
っ
た
。
願
え
ば
か
な
う
も
の

で
、
そ
の
後
、
万
福
寺
の
普
茶
料
理
、
高
野

山
宿
坊
の
精
進
料
理
等
と
い
く
つ
か
機
会
を

得
た
。

次
に
足
を
止
め
た
場
所
は
、「
ぱ
て
い
お

大
門
蔵
楽
庭
」
飲
食
店
や
雑
貨
店
が
並
ぶ
蔵

の
ま
ち
博
物
館
の
様
相
。
聞
く
と
、
江
戸
中

期
に
建
て
ら
れ
た
蔵
屋
敷
群
を
改
装
し
た
も

の
だ
と
い
う
。
段
差
を
利
用
し
た
路
地
風
の

通
路
に
庭
と
蔵
の
組
み
合
わ
せ
。
そ
ん
な
に

広
く
な
い
空
間
で
は
あ
る
が
、
そ
ぞ
ろ
歩
き

と
味
を
楽
し
め
る
。
そ
の
一
角
に
あ
っ
た
寒

天
を
材
料
に
し
た
食
品
を
扱
う
お
店
に
立
ち

寄
る
。
寒
天
と
は
四
十
年
に
わ
た
る
付
き
合

い
。
し
か
も
信
州
産
の
寒
天
と
。
実
験
材
料

の
餌
の
一
部
に
使
っ
て
き
た
大
切
な
一
品
。

伊
豆
で
採
集
さ
れ
た
テ
ン
グ
サ
が
信
州
に
運
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ば
れ
、
信
州
の
厳
し
い
冬
を
利
用
し
て
、
露

地
で
乾
燥
さ
れ
寒
天
に
変
わ
る
と
、
そ
の
昔

聞
か
さ
れ
た
。
暖
冬
で
寒
天
が
品
不
足
に
な

り
、
ド
ギ
マ
ギ
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
こ
の
お
店
で
は
、
ヒ
ト
の
健
康
を
守
る

健
康
食
品
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
寒
天
の

新
し
い
世
界
が
展
開
し
て
い
た
。

今
回
の
信
州
行
に
は
、
今
年
収
穫
さ
れ
た

ク
ラ
カ
ケ
豆
と
そ
の
栽
培
方
法
を
入
手
す
る

と
い
う
目
的
も
あ
り
、
八
百
屋
ら
し
き
お
店

に
も
何
件
か
立
ち
寄
っ
た
。
し
か
し
、
縁
を

得
る
こ
と
か
な
わ
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
こ
ん
な
で
は
あ
っ
た
が
、
仁
王
門

に
至
る
。
仁
王
門
は
一
九
一
八
年
の
再
建
。

「
定
額
山
」
の
額
が
か
か
げ
ら
れ
、
巨
大
な

仁
王
像
が
立
っ
て
お
ら
れ
た
。
大
き
く
、
力

強
い
。
迫
力
に
圧
倒
さ
れ
る
。
高
村
光
雲
、

米
原
雲
海
の
作
と
か
。
国
立
博
物
館
に
あ
る

「
老
猿
」
が
思
い
浮
か
ん
だ
。

山
門
に
は
「
善
光
寺
」
の
額
。
善
の
一
字

が
牛
の
顔
に
見
え
る
と
言
わ
れ
、「
牛
に
引

か
れ
て
善
光
寺
参
り
」
の
信
仰
が
生
ま
れ
た

と
か
。
謎
は
解
け
つ
つ
あ
る
気
持
ち
に
な
っ

た
が
、
不
思
議
の
感
を
否
め
な
い
。
二
つ
の

門
、
と
も
に
実
に
大
き
い
。

年
間
六
〇
〇
万
人
の
参
詣
者
を
迎
え
る
と

言
わ
れ
る
本
堂
に
到
着
。
大
き
い
、
そ
し
て

あ
た
た
か
く
包
ま
れ
る
雰
囲
気
を
覚
え
る
。

懐
か
し
さ
と
優
し
さ
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
か

わ
か
ら
な
い
が
、
実
に
心
地
よ
い
。
再
建
さ

れ
て
か
ら
で
も
三
百
年
近
い
時
の
流
れ
を
経

る
と
い
う
。
こ
の
間
に
人
々
が
さ
さ
げ
た
、

心
こ
も
る
祈
り
が
も
た
ら
す
も
の
だ
ろ
う

か
。
ゆ
っ
く
り
と
留
ま
り
た
い
気
持
ち
に
さ

せ
ら
れ
る
。
内
陣
へ
進
み
、
祈
り
を
さ
さ
げ

る
。
そ
し
て
「
お
戒
壇
巡
り
」
で
、
ご
縁
を

得
る
。
久
方
ぶ
り
の
心
穏
や
か
な
気
持
ち
。

ご
縁
を
得
た
こ
と
に
た
だ
感
謝
。
一
生
に
一

度
は
「
善
光
寺
参
り
」
を
と
い
わ
れ
る
こ
と

が
、
少
し
わ
か
り
か
け
た
。
何
か
に
引
か
れ

る
よ
う
に
境
内
を
散
策
。
線
香
を
求
め
、
善

光
寺
を
辞
し
た
。
お
か
げ
で
亡
き
母
の
七
回

忌
に
善
光
寺
の
香
り
を
い
た
だ
く
こ
と
が
か

な
っ
た
。
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小説

小説風・江戸神仏歳時記（27）

王子稲荷神社と装束稲荷

郡　　　順　史

　
　
　
　
　
　

一

「
先
生
、
東
京
駅
か
ら
だ
と
二
十
分
足
ら
ず
の
近
さ
な

の
で
す
ね
」

王
子
駅
に
降
り
る
と
、
助
手
の
Ｈ
君
が
飛
鳥
山
を
見
上

げ
、
話
し
掛
け
て
き
た
。

「
た
し
か
に
。
で
も
電
車
の
な
い
昔
の
人
々
に
と
っ
て

は
、
王
子
は
江
戸
の
は
ず
れ
、
と
い
う
感
覚
だ
よ
」

「
な
る
ほ
ど
、
そ
う
す
る
と
今
の
よ
う
な
賑
や
か
さ
は

な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」

「
い
や
、
そ
れ
が
違
う
。
将
軍
の
お
膝
元
か
ら
の
適
度

な
距
離
と
い
う
の
が
、
王
子
の
面
白
い
と
こ
ろ
だ
」

八
代
将
軍
吉
宗
が
鷹
狩
り
の
折
に
た
び
た
び
訪
れ
て
い

た
飛
鳥
山
を
、
出
身
の
紀
州
ゆ
か
り
の
王
子
権
現
社
（
現

在
の
王
子
神
社
）
に
寄
進
し
た
。
そ
し
て
た
く
さ
ん
の
桜

を
植
樹
。
将
軍
家
墓
所
の
鎮
ま
る
上
野
山
は
武
士
の
た
め

の
節
度
あ
る
花
見
の
場
所
で
あ
っ
た
が
、
飛
鳥
山
は
江
戸

庶
民
に
開
か
れ
た
宴
会
や
仮
装
な
ど
何
で
も
ア
リ
の
一
大

行
楽
地
と
し
て
栄
え
て
い
く
。

ま
た
近
く
を
流
れ
る
音
無
川
に
は
王
子
七
滝
や
金
剛
寺

の
紅
葉
な
ど
風
光
明
媚
な
景
勝
が
あ
り
、
多
く
の
茶
屋
も

作
ら
れ
て
、
こ
れ
ま
た
庶
民
の
遊
び
場
所
だ
っ
た
。
季
節

を
楽
し
む
江
戸
っ
子
に
と
っ
て
、
春
は
桜
、
秋
は
紅
葉
と
、

王
子
は
日
帰
り
で
行
き
来
で
き
る
う
っ
て
つ
け
の
近
さ
に

あ
っ
た
。
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と
は
い
っ
て
も
江
戸
郊
外
。「
本
郷
も
か
ね
や
す
ま
で

は
江
戸
の
う
ち
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
光
御
成
街
道
は
本

郷
を
出
発
点
と
し
て
、王
子
は
「
江
戸
の
そ
と
」
に
な
る
。

当
時
は
ず
い
ぶ
ん
の
ん
び
り
と
し
た
田
園
風
景
が
広
が
っ

て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
落
語
「
王
子
の
狐
」
が
作

ら
れ
る
よ
う
に
、
狐
が
里
に
ま
で
現
れ
て
い
て
も
不
思
議

で
は
な
か
っ
た
。

で
は
狐
に
会
い
に
、
王
子
稲
荷
に
行
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　

二

「
王
子
の
狐
に
つ
い
て
は
僕
に
説
明
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」

「
そ
う
だ
っ
た
、
君
は
落
語
好
き
だ
っ
た
。
で
は
伺
お

う
か
」

「
は
い
」

王
子
稲
荷
に
参
詣
し
た
男
は
帰
り
道
に
、
一
匹
の
狐
が

樹
の
陰
で
女
に
化
け
る
の
を
見
か
け
ま
す
。「
は
は
あ
、

俺
を
化
か
す
気
だ
よ
。
化
か
さ
れ
る
く
ら
い
な
ら
こ
ち
ら

が
化
か
し
て
や
れ
」
と
男
は
女
に
こ
ち
ら
か
ら
声
を
掛
け

ま
す
。

「
玉
ち
ゃ
ん
じ
ゃ
な
い
」

「
あ
ら
兄
さ
ん
」

「
ど
う
だ
い
せ
っ
か
く
こ
こ
で
会
っ
た
ん
だ
。
あ
た
し

が
奢
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
近
く
の
扇
屋
で
一
緒
に
お
つ
な

も
の
で
も
食
べ
に
」

料
理
屋
の
二
階
に
上
が
る
と
、
男
は
女
に
酒
を
勧
め
ま

す
。
す
っ
か
り
出
来
上
が
っ
た
女
は
、
す
や
す
や
と
そ
の

ま
ま
横
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
男
は
「
勘
定
は
女
が
払

う
」
と
、
自
分
は
お
土
産
ま
で
持
っ
て
先
に
帰
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

し
ば
ら
く
し
て
店
の
者
に
起
こ
さ
れ
た
女
は
、
男
が
何

も
払
わ
ず
に
そ
の
ま
ま
帰
っ
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
驚
き
ま

す
。
吃
驚
飛
び
上
が
る
と
耳
も
尾
も
出
て
、
正
体
を
現
し

て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
て
逆
に
腰
を
抜
か
し
た
の
が

店
の
者
。
箒
な
ど
を
持
ち
出
し
て
、
狐
に
戻
っ
た
女
を
追

い
出
し
ま
す
。

帰
っ
た
男
は
、
友
人
に
狐
を
化
か
し
て
や
っ
た
こ
と
を

自
慢
し
ま
す
。
友
人
は
そ
れ
を
聞
い
て
、「
狐
は
執
念
深

い
か
ら
、
仕
返
し
に
く
る
ぞ
」
と
忠
告
し
ま
す
。
自
分
の

仕
出
か
し
た
こ
と
に
す
っ
か
り
怯
え
た
男
は
、
翌
日
ま
た

王
子
ま
で
や
っ
て
き
ま
す
。

稲
荷
神
社
の
奥
に
あ
る
巣
穴
に
来
る
と
、
そ
の
前
で
遊

ん
で
い
た
子
狐
に
「
昨
日
は
悪
い
こ
と
を
し
ま
し
た
。
お

詫
び
し
ま
す
」と
手
土
産
を
投
げ
つ
け
、す
っ
と
ん
で
帰
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

穴
の
中
で
は
母
狐
が
、
昨
日
の
追
い
回
さ
れ
た
痛
み
に

唸
っ
て
い
ま
す
。
子
狐
が
運
ん
で
き
た
手
土
産
を
恐
る
恐

る
開
け
て
み
る
と
、
中
身
は
ぼ
た
餅
が
ぎ
っ
し
り
つ
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

「
美
味
し
そ
う
だ
ね
」
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子
狐
が
手
を
出
そ
う
と
す
る
と
、
母
狐
が
あ
わ
て
て
止

め
ま
す
。

「
食
べ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
。
馬
の
糞
か
も
し
れ
な
い
」

普
通
は
人
間
を
化
か
す
は
ず
の
狐
が
、
人
間
に
騙
さ
れ

る
と
い
う
の
が
と
て
も
滑
稽
な
落
語
で
す
。

「
今
で
は
狐
を
見
か
け
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
け
ど
、

昔
は
人
間
と
狐
が
近
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く

わ
か
る
よ
」

Ｈ
君
の
話
し
を
聞
き
終
え
る
と
、
い
な
り
幼
稚
園
の
前

に
来
た
。
稲
荷
神
社
に
上
が
る
急
な
階
段
は
幼
稚
園
の
中

を
通
っ
て
い
る
。
真
夏
の
陽
射
し
を
背
で
受
け
、
汗
を
た

ら
し
な
が
ら
一
段
一
段
登
っ
て
い
く
と
、
小
高
い
丘
の
上

に
お
稲
荷
さ
ん
は
鎮
座
し
て
お
り
、
涼
し
げ
な
霊
気
と
鎮

守
の
森
を
抜
け
る
風
が
体
を
冷
ま
し
て
く
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

三

王
子
稲
荷
神
社
は
、
も
と
も
と
は
岸
稲
荷
と
し
て
今
か

ら
一
千
年
前
か
ら
こ
の
地
に
あ
っ
た
と
い
う
。
荒
川
か
ら

運
ば
れ
た
物
資
は
こ
の
岸
町
（
現
在
も
地
名
が
残
る
）
で

荷
揚
げ
さ
れ
、
移
し
替
え
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
だ
か
ら

今
で
も
氏
子
と
い
う
べ
き
稲
荷
講
に
は
、
上
流
に
あ
た
る

秩
父
の
人
達
が
た
く
さ
ん
い
る
と
い
う
。

こ
の
地
を
支
配
し
て
い
た
豊
島
氏
が
元
亨
二
年
に
紀
州

の
熊
野
新
宮
の
波
王
子
よ
り
若
一
王
子
宮
を
勧
請
し
、
王

子
権
現
と
し
て
奉
斎
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
辺
り
一
帯
の
地

名
が
王
子
と
改
め
ら
れ
、そ
れ
に
伴
い
社
名
も
変
わ
っ
た
。

社
記
に
「
康
平
年
中
、
源
頼
義
、
奥
州
追
討
の
砌
り
、

深
く
当
社
を
信
仰
し
、
関
東
稲
荷
総
司
と
崇
む
」
と
あ
る

よ
う
に
、関
八
州
稲
荷
の
頭
領
と
し
て
高
い
社
格
を
誇
る
。

由
緒
書
に
よ
れ
ば
「
徳
川
代
々
の
将
軍
の
崇
敬
は
、
極

め
て
篤
く
、
社
参
は
勿
論
、
三
代
将
軍
家
光
公
は
、
寛
永

十
一
年
に
、社
殿
を
造
営
し
正
遷
宮
料
と
し
て
全
五
拾
両
、

そ
の
他
書
諸
具
一
式
を
寄
進
せ
ら
れ
、
次
い
で
五
代
将
軍

綱
吉
公
は
元
禄
十
六
年
に
、
十
代
将
軍
家
治
公
は
天
明
二

年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
修
繕
を
寄
進
さ
れ
ま
し
た
が
、
更
に
、

十
一
代
将
軍
家
斉
公
は
文
政
五
年
に
、
社
殿
を
新
規
再
建

さ
れ
ま
し
た
」
と
い
う
。

朱
塗
り
の
社
殿
は
ま
こ
と
に
華
美
で
、
本
殿
の
天
井
に

は
流
麗
な
鳳
凰
の
絵
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
前
は
江

戸
幕
府
の
御
殿
絵
師
の
谷
文
晁
の
竜
の
板
絵
が
飾
ら
れ
て

い
た
が
、
今
は
境
内
の
史
料
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
そ
う

で
あ
る
。

こ
の
史
料
館
に
は
同
じ
く
珍
し
い
も
の
と
し
て
、
日
本

画
家
、
蒔
絵
師
と
し
て
著
名
な
柴
田
是
真
作
の
「
顔
面
著

色
鬼
女
図
」
も
あ
る
そ
う
だ
が
、
正
月
三
が
日
と
二
月
初

午
の
日
に
だ
け
公
開
さ
れ
る
の
で
、
残
念
な
が
ら
見
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。

説
明
に
よ
る
と
凡
そ
縦
一
九
〇
㎝
、
横
二
四
五
㎝
の
巨

大
な
絵
馬
で
、
酒
呑
童
子
の
家
来
で
あ
る
茨
木
童
子
が
化
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け
た
鬼
女
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
こ
の
絵
は
見

た
者
の
心
を
奪
う
凄
み
と
美
し
さ
が
あ
り
、
柴
田
是
真
の

名
を
一
躍
高
め
る
切
っ
掛
け
に
な
っ
た
と
い
う
。

歌
舞
伎
で
も
演
じ
ら
れ
る
「
茨
木
」
を
簡
単
に
説
明
し

よ
う
。

源
頼
光
の
家
臣
渡
辺
綱
は
、
女
に
化
け
た
茨
木
童
子
の

退
治
に
出
か
け
、
そ
の
女
の
片
腕
を
切
り
取
る
。
綱
は
、

切
り
取
っ
た
鬼
の
腕
を
源
頼
光
に
見
せ
た
。
頼
光
が
陰
陽

師
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、「
必
ず
鬼
が
腕
を
取
り
返
し
に

や
っ
て
来
る
か
ら
、
七
日
の
間
家
に
閉
じ
こ
も
り
物
忌
み

を
し
、
そ
の
間
は
誰
も
家
の
中
に
入
れ
な
い
よ
う
に
」
と

言
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
数
日
間
、
茨
木
童
子
は
あ
ら
ゆ
る

手
を
用
い
て
綱
の
屋
敷
へ
侵
入
し
よ
う
と
す
る
が
、
綱
の

唱
え
る
仁
王
経
や
護
符
の
力
で
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。つ

い
に
七
日
目
の
晩
に
な
っ
て
、
摂
津
の
国
か
ら
綱
の

伯
母
が
屋
敷
に
や
っ
て
き
た
。
綱
は
事
情
を
話
し
決
し
て

伯
母
を
屋
敷
に
入
れ
な
か
っ
た
が
、年
老
い
た
伯
母
は「
幼

い
こ
ろ
大
切
に
育
て
た
報
い
が
こ
の
仕
打
ち
か
」
と
嘆
き

悲
し
む
。
綱
は
仕
方
な
く
言
い
つ
け
を
破
り
、
伯
母
を
屋

敷
に
入
れ
た
。

伯
母
は
、
綱
が
切
り
取
っ
た
と
言
う
鬼
の
腕
を
見
た
い

と
言
い
、
封
印
さ
れ
た
唐
櫃
か
ら
出
さ
れ
て
き
た
腕
を
手

に
と
っ
て
じ
っ
く
り
見
て
い
る
と
、
突
然
、
伯
母
は
鬼
の

姿
に
な
っ
た
。
こ
の
伯
母
は
実
は
茨
木
童
子
の
化
け
た
姿

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
腕
を
持
っ
た
ま
ま
飛
び
上
が
り
、
破

風
を
破
っ
て
空
の
彼
方
に
消
え
た
と
い
う
。

こ
の
絵
を
納
め
た
の
は
住
吉
の
砂
糖
商
人
の
同
業
者
組

合
。
な
ぜ
こ
ん
な
不
気
味
な
絵
を
描
か
せ
、
そ
し
て
奉
納

し
た
の
か
、
読
者
は
不
思
議
に
思
う
で
し
ょ
う
。
実
は
当

時
、
天
保
の
改
革
に
よ
る
各
方
面
の
粛
清
を
し
て
い
た
江

戸
幕
府
に
よ
っ
て
、
組
合
は
砂
糖
の
専
売
権
を
奪
わ
れ
て

い
た
。
伝
説
に
な
ぞ
ら
え
専
売
権
を
取
り
戻
し
た
い
と
祈

願
し
て
こ
の
絵
を
納
め
た
も
の
。
こ
の
直
後
に
願
い
が

叶
っ
た
と
い
う
が
、
ご
利
益
の
有
難
さ
と
と
も
に
、
江
戸

商
人
の
逞
し
さ
と
粋
な
心
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

神
社
に
話
し
を
戻
す
と
、
御
祭
神
は
、
宇
迦
之
御
魂
神
、

宇
気
母
智
之
神
、
和
久
産
巣
日
神
の
三
神
。
こ
の
神
様
た

ち
は
稲
荷
大
明
神
や
、
お
稲
荷
さ
ん
と
呼
ば
れ
、
庶
民
に

広
く
愛
さ
れ
信
仰
さ
れ
て
き
た
。
本
来
は
穀
物
・
食
物
な

ど
の
農
業
の
神
様
で
あ
っ
た
が
、
中
世
に
は
そ
の
加
護
は

広
く
産
業
全
般
に
渡
る
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
お
祀
り
さ

れ
て
い
る
。

お
稲
荷
さ
ん
が
江
戸
で
大
人
気
に
な
っ
た
の
は
出
世
稲

荷
の
影
響
が
大
き
い
。
田
沼
意
次
が
紀
州
藩
の
小
姓
か
ら

老
中
に
ま
で
出
世
し
た
の
は
屋
敷
に
稲
荷
が
祀
っ
て
あ
っ

た
か
ら
と
い
う
評
判
が
広
ま
り
、
居
宅
に
小
祠
を
も
う
け

稲
荷
を
勧
請
す
る
武
家
が
多
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
庶
民
に



41

小説

広
が
り
稲
荷
信
仰
が
大
層
盛
ん
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
「
伊
勢
屋
、
稲
荷
に
犬
の
糞
」
と
言
わ
れ
た

ほ
ど
に
、
江
戸
町
内
に
は
「
お
稲
荷
さ
ん
」
が
多
い
。
一

つ
の
町
に
少
な
く
て
も
一
社
、
多
い
と
こ
ろ
は
二
、三
社

あ
っ
た
と
い
う
。
大
名
や
旗
本
の
屋
敷
の
邸
内
に
屋
敷
神

と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
の
も
含
め
る
と
、
数
千
で
は
下
ら

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
江
戸
庶
民
に
と
っ
て
は
、
出
世
と

い
う
よ
り
も
も
っ
と
身
近
に
自
分
た
ち
の
商
売
繁
盛
を

願
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

「
お
稲
荷
さ
ん
と
い
う
と
、
乃
木
大
将
も
信
仰
篤
か
っ

た
と
聞
き
ま
す
が
」

「
そ
う
、
そ
の
お
稲
荷
さ
ん
と
い
う
の
が
こ
の
王
子
稲

荷
な
ん
だ
。
乃
木
夫
妻
と
そ
の
ご
両
親
は
王
子
ま
で
月
参

り
を
し
て
い
た
ぐ
ら
い
、
熱
心
だ
っ
た
ん
だ
。
東
京
大
空

襲
で
社
殿
を
焼
失
し
た
乃
木
神
社
が
、
戦
災
か
ら
の
復
興

を
願
っ
て
、
昭
和
三
十
七
年
に
王
子
稲
荷
か
ら
分
霊
し
て

乃
木
神
社
境
内
に
赤
坂
王
子
稲
荷
神
社
と
し
て
創
立
し
て

い
る
」

王
子
稲
荷
の
ご
神
徳
と
言
え
ば
、
商
売
繁
盛
だ
け
で
な

く
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
、
火
防
せ
。
江
戸
の
町
は
本
当

に
火
事
が
多
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
江
戸
に
は
諸
国
か
ら

多
く
の
人
が
集
ま
っ
て
、
世
界
に
類
を
み
な
い
過
密
都
市

で
あ
っ
た
と
い
う
。

江
戸
時
代
は
、
身
分
に
よ
っ
て
武
家
地
、
寺
社
地
、
町

人
の
住
む
町
地
と
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
の

町
の
総
人
口
の
半
数
は
町
人
で
あ
り
な
が
ら
、
武
士
や
社

寺
が
広
大
な
敷
地
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
住
む
こ

と
が
許
さ
れ
た
土
地
は
少
な
い
。
そ
う
な
る
と
当
然
町
地

は
人
口
密
度
の
高
い
、
過
密
地
域
と
な
る
。
そ
の
過
密
ぶ

り
は
、
路
地
裏
ま
で
び
っ
し
り
と
長
屋
が
つ
ま
っ
て
い
る

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
、
こ
う
し
た
町
地
に
ひ
と
た
び
火
災

が
発
生
す
れ
ば
、
火
は
止
ま
る
こ
と
な
く
延
焼
拡
大
し
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

二
百
六
十
年
に
及
ぶ
江
戸
時
代
に
お
け
る
大
火
の
発
生

は
、
約
九
十
件
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
三
年
に
一
度
は
江

戸
の
町
の
大
半
が
焦
土
と
化
す
よ
う
な
大
火
に
見
舞
わ
れ

た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
火
災
除
け

は
切
な
る
願
い
で
あ
っ
た
。
火
事
に
あ
っ
て
家
と
家
財
道

具
を
失
え
ば
、
今
と
は
違
っ
て
保
険
が
降
り
る
わ
け
で
も

な
く
、
こ
れ
ま
で
の
身
代
が
文
字
通
り
灰
と
化
す
の
で
あ

る
。王

子
稲
荷
で
は
二
月
の
初
午
の
日
に
「
火
防
守
護
の
凧

守
」
を
頒
布
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
江
戸
の
町
人
に

大
い
に
う
け
た
。「
火
事
も
隣
で
居
成
り
」
と
駄
洒
落
は

言
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
凧
を
祀
れ

ば
火
事
に
遭
わ
ず
に
息
災
繁
盛
す
る
と
い
う
。
凧
守
は
奴

さ
ん
の
形
を
し
て
い
て
、
こ
れ
が
火
消
し
の
印
半
纏
と
結

び
つ
い
た
と
か
、
凧
が
風
を
切
り
大
火
を
防
ぐ
と
い
う
と
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か
、
諸
説
は
あ
る
ら
し
い
。
参
拝
の
者
を
見
込
ん
で
、
多

く
の
露
天
が
門
前
を
賑
や
か
せ
、
縁
起
の
凧
を
商
う
凧
市

も
開
か
れ
る
な
ど
、
現
在
に
も
続
く
風
物
詩
と
し
て
残
っ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

四

「
先
生
、
こ
ん
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
置
い
て
あ
り
ま
し

た
」Ｈ

君
が
社
務
所
か
ら
頂
い
て
き
た
案
内
書
に
は

「
王
子　

狐
の
行
列
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

「
こ
の
近
く
に
大
き
な
榎
が
あ
っ
た
そ
う
だ
ね
。
毎
年

大
晦
日
の
夜
、
関
東
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
来
た
狐
た
ち
が

榎
の
下
で
衣
装
を
あ
ら
た
め
て
王
子
稲
荷
神
社
に
参
詣
し

た
と
い
う
い
い
つ
た
え
が
あ
る
。
名
所
江
戸
百
景
の
一
つ

に
も
入
っ
て
い
る
よ
」

「
へ
ー
、
不
勉
強
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
さ

ぞ
や
幻
想
的
な
の
で
し
ょ
う
ね
」

「
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
浮
世
絵
で
す
。
後
で
調
べ
て
み

な
さ
い
」

せ
っ
か
く
な
の
で
駅
へ
の
帰
り
道
を
ち
ょ
っ
と
だ
け
迂

回
し
て
、
昔
、
そ
の
大
木
が
あ
っ
た
と
い
う
装
束
稲
荷
神

社
へ
寄
っ
て
み
る
。

街
中
に
ひ
っ
そ
り
と
佇
ん
で
お
り
、
王
子
稲
荷
と
は
比

べ
よ
う
も
な
く
小
さ
な
お
社
だ
が
、
隅
々
ま
で
清
掃
が
行

き
届
い
て
い
る
。

江
戸
か
ら
離
れ
た
こ
の
場
所
は
、
夜
も
遅
く
な
る
と
月

明
か
り
し
か
な
く
な
る
。
一
面
の
暗
闇
の
中
に
、
ぽ
つ
り

ぽ
つ
り
と
赤
い
玉
が
動
く
。
集
ま
っ
た
狐
た
ち
が
と
も
す

狐
火
だ
。
こ
の
狐
火
の
多
少
を
見
て
、
近
在
の
農
民
は
翌

年
の
豊
作
の
吉
凶
を
占
っ
た
と
い
う
。

こ
の
装
束
稲
荷
に
地
元
の
人
は
特
別
の
思
い
入
れ
が
あ

る
。
そ
れ
は
次
の
事
情
か
ら
だ
。

昭
和
二
十
年
四
月
十
三
日
、
王
子
・
赤
羽
な
ど
の
城
北

地
区
を
目
標
と
し
た
米
軍
に
よ
る
大
空
襲
は
、
焼
夷
弾
と

い
う
卑
劣
な
手
段
を
使
用
し
て
、
家
屋
を
大
火
災
に
巻
き

込
む
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
奇
跡
が
起
き
る
。
猛
烈

な
勢
い
で
東
南
よ
り
延
焼
し
て
来
た
火
災
は
こ
の
神
社
で

完
全
に
止
ま
り
、
西
北
一
体
の
住
民
は
火
難
か
ら
救
わ
れ

た
の
だ
。

ご
利
益
は
昔
の
話
で
は
な
く
、
現
代
に
も
あ
る
の
だ
と

改
め
て
感
得
さ
せ
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
地
元
の
人
々
は
そ

れ
以
来
一
層
に
神
恩
感
謝
し
て
、
境
内
を
整
備
し
、
お
祀

り
つ
づ
け
て
き
た
。

平
成
五
年
か
ら
は
地
元
の
有
志
の
方
々
の
真
心
と
努
力

に
よ
っ
て
、王
子
の
狐
火
を
再
現
し
よ
う
と
「
狐
の
行
列
」

が
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
装
束
稲
荷
か
ら
王
子
稲
荷
ま
で
の

道
を
狐
の
お
面
を
被
っ
て
お
囃
子
と
と
も
に
練
り
歩
く
の

だ
そ
う
だ
。

こ
れ
が
単
な
る
思
い
付
き
や
真
似
で
き
な
い
と
こ
ろ
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が
、偉
い
。
実
行
委
員
の
方
々
に
よ
る
と
「
王
子
の
名
物
、

狐
の
行
列
は
第
十
五
回
を
機
に
、
そ
れ
ま
で
や
や
も
す
る

と
仮
装
行
列
イ
ベ
ン
ト
に
な
り
が
ち
だ
っ
た
の
を
改
め
、

は
じ
め
の
こ
ろ
の
本
来
の
『
祈
り
の
狐
』
を
テ
ー
マ
と
す

る
王
子
稲
荷
神
社
初
詣
に
ふ
さ
わ
し
い　

装
束
稲
荷
除
夜

詣
発
、
初
詣
・
祈
り
の
狐
の
行
列
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ

と
と
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
。

個
人
が
楽
し
む
仮
装
で
は
な
く
、
神
仏
へ
の
謙
虚
な
姿

勢
と
自
分
た
ち
の
伝
承
を
守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
精
神

に
、
筆
者
は
日
本
人
の
美
徳
を
感
じ
ま
す
。
安
易
に
行
事

だ
け
を
復
活
す
る
の
で
は
な
く
、「
祈
り
」
と
い
う
心
を

込
め
て
い
る
と
こ
ろ
を
他
町
も
見
習
う
べ
き
で
す
。

行
く
年
に
感
謝
、
来
る
年
に
祈
り
の
除
夜
詣
、
初
詣
。

ど
う
で
す
か
、
行
っ
て
み
た
く
な
る
で
し
ょ
う
。

「
先
生
、
大
晦
日
に
は
ま
た
ご
一
緒
し
ま
し
ょ
う
」

「
そ
う
だ
ね
、
そ
の
と
き
は
ま
た
連
れ
て
行
っ
て
ち
ょ

う
だ
い
ね
」

― 

以
上 

―
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（
表
紙
説
明
）

■
お
い
り

お
い
り
は
５
色
が
主
流
。
山
下
お
い
り
本
舗
の
お
い
り

は
７
色
あ
り
、
春
は
桃
色
、
新
緑
の
頃
は
緑
、
秋
は
橙

と
、
季
節
に
よ
っ
て
色
の
分
量
を
少
し
ず
つ
変
え
季
節

感
を
大
事
に
し
て
い
る
。

山
下
お
い
り
本
舗

所
在
地
／
香
川
県
三
豊
市
高
瀬
町
新
名
字
天
古

一
〇
一
八–

二
〇

Ｔ
Ｅ
Ｌ
／
〇
八
七
五–

七
二–

五
四
三
八

Ｆ
Ａ
Ｘ
／
〇
八
七
五–

七
二–

五
四
五
一

「
酒
林
」随
筆
特
集　

第
八
十
六
号

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
発
行

発
行
人　

西　

野　

信　

也

印
刷
人　

株
式
会
社　

太
陽
社

発
行
人　

西高
松
市
亀
井
町
二
番
地
八

野
金
陵
株
式
会
社

万
一
乱
丁
・
落
丁
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
一
報
下
さ
い
。



税込

１
０
、１
８
５
円

５
、０
９
３
円

未
成
年
者
の
飲
酒
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。妊
娠
中
や
授
乳
期
の
飲
酒
は
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

■酒類部各事業所
〔本　　　店〕

〒766－0001  香川県仲多度郡琴平町623番地 ☎0877－73－4133

〔高松本社〕

〒760－8544  香川県高松市亀井町2－8 ☎087－835－4133

〔高松支店〕

〒760－0064  香川県高松市朝日新町33－40 ☎087－851－4133

〔丸亀支店〕

〒763－0083  香川県丸亀市土器町北1－70 ☎0877－23－4133

〔徳島支店〕

〒770－0944  徳島県徳島市南昭和町3－53－4 ☎088－653－4133

〔松山支店〕

〒790－0925  愛媛県松山市鷹子町546－1 ☎089－975－4133

〔岡山支店〕

〒701－0221  岡山県岡山市南区藤田錦564－209 ☎086－296－2136

〔洲本支店〕

〒656－0012  兵庫県洲本市宇山3－5－28 ☎0799－22－0788

〔大阪営業所〕

〒565－0824  大阪府吹田市山田西2－1－14 ☎06－6877－2671

〔東京営業所〕

〒134－0083  東京都江戸川区中葛西4－6－12 ☎03－3686－4133

〔観音寺物流センター〕

〒769－1613  香川県観音寺市大野原町花稲1071－1 ☎0875－56－3133

〔多度津工場〕

〒764－0028  香川県仲多度郡多度津町葛原1880 ☎0877－33－4133

〔琴平工場〕

〒766－0001  香川県仲多度郡琴平町623番地 ☎0877－73－4133

〔金陵の郷〕

〒766－0001  香川県仲多度郡琴平町623番地 ☎0877－73－4133

〔大阪本社〕

〒541－0056  大阪府大阪市中央区久太郎町1－6－9 ☎06－6262－2444

〔大阪支店〕

〒541－0056  大阪府大阪市中央区久太郎町1－6－9 ☎06－6262－2447

〔東京支店〕

〒104－0032  東京都中央区八丁堀4－9－4 西野金陵ビル9F ☎03－3552－3427

〔名古屋支店〕

〒450－0002  名古屋市中村区名駅4－26－13 ちとせビル5F ☎052－561－5531

〔北陸営業所〕

〒918－8231  福井県福井市問屋町3－815 和中ビル1F ☎0776－24－0967

中国上海浦東外高橋保税区基隆路６号

〔上海西野貿易有限公司〕

☎+86－21－6278－9548

159/40 Serm-Mitr Tower 26th Fl .  Room No. 2606, Sukhumvit 21(Asoke)Rd. Kwaeng
klongtoey-Nua, Khet Wattana , Bangkok 10110

〔NISHINO KINRYO（THAILAND）CO.,LTD.〕

☎+66－2－661－7014

Sampoerna Strategic Square South Tower Level 30 Room No.6 JI Jend. 
Sudirman Kav 45-46, Jakarta 12930 INDONESIA

〔PT. NISHINO KINRYO INDONESIA〕

☎+62－21－2993－0822

■化学品事業部各事業所
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