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「
黄
金
」
の
語
る
貨
幣

三
一

一　

は
じ
め
に

「
貧
福
論
」
に
は
「
黄
金
の
精
霊
」
と
い
う
変
化
の
も
の
は
登
場
す
る
が
、

そ
れ
が
語
る
の
は
蓄
財
の
効
用
や
心
構
え
、
清
貧
を
言
挙
げ
し
て
富
を
賤
し
む

よ
う
な
も
の
の
考
え
方
へ
の
批
判
、
世
の
権
勢
の
移
り
変
わ
り
に
つ
い
て
の
批

評
な
ど
で
あ
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
世
事
に
尽
き
る
。
こ
れ
ま
で
幽
明
処
を
隔
て

た
者
た
ち
の
執
着
や
怨
念
、
異
界
と
の
奇
妙
な
交
感
を
描
い
て
み
せ
た
『
雨
月

物
語
』
の
締
め
括
り
に
据
え
ら
れ
る
に
し
て
は
、
現
実
味
を
帯
び
た
異
質
な
一

篇
で
あ
る
。
ま
た
、
人
な
ら
ざ
る
存
在
が
知
的
教
訓
的
な
話
題
を
語
る
と
い
う

設
定
自
体
、
当
時
隆
興
し
た
談
義
本
の
系
譜
に
連
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ）

1
（

、
貧

富
と
善
悪
は
格
別
で
あ
る
と
い
う
一
見
大
胆
に
思
わ
れ
る
物
言
い
も
、
実
は
従

来
か
ら
存
し
た
発
想
に
連
な
り
、
取
り
立
て
て
新
味
を
問
う
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

2
（

。
そ
う
し
た
作
の
有
り
様
は
、
祝
言
を
も
っ
て
締

め
括
る
と
い
う
出
版
慣
行
に
沿
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
他
律
的
な
作
柄
と
い
う
印

象
に
も
つ
な
が
る
。

一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
敢
え
て
書
い
た
秋
成
自
身
の
思
念
を
汲
み
取

り
、
そ
れ
を
評
す
る
観
点
も
あ
る
。
例
え
ば
当
代
の
武
士
の
旧
弊
な
経
済
観
や

「
え
せ
仏
法
」
に
対
す
る
批
判
意
識
を
認
め
る
も
の）

3
（

、
そ
れ
と
は
逆
に
、
武
士

ら
し
さ
を
顧
み
ず
拝
金
主
義
に
堕
ち
た
あ
り
方
に
矛
先
を
向
け
た
諷
刺
と
見
る

も
の）

4
（

、
あ
る
い
は
、
人
知
を
越
え
た
測
り
が
た
い
存
在
を
神
に
近
い
も
の
と
し

て
見
る
発
想
に
、
後
の
宣
長
と
の
論
争
に
お
け
る
対
立
点
や
、
晩
年
に
お
い
て

顕
著
に
な
る
人
生
観
と
通
じ
る
も
の
を
見
、
生
涯
を
貫
く
秋
成
の
思
索
の
一
環

と
し
て
本
作
の
意
義
を
測
る
も
の
も
あ
る）

5
（

。
秋
成
の
書
い
た
も
の
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
作
の
有
り
様
を
解
析
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
聴
く
べ
き
と
こ
ろ

が
あ
る
だ
ろ
う
。

論　
　
　

説
「
黄
金
」
の
語
る
貨
幣

―
「
貧
福
論
」
と
い
う
「
閑む

だ
こ
と談

」
―

空　

井　

伸　

一



― 89 ―

三
二

し
か
し
私
の
見
る
と
こ
ろ
、「
貧
福
論
」
と
い
う
一
篇
は
、
そ
の
よ
う
に
既

存
の
枠
に
収
ま
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
微
妙
に
、
し
か
し
決
定
的
に
食
い
違

う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
が
ほ
こ
ろ
び
、
裂
け
目
と
な
っ
て
、
当
代
の
思
潮
や

秋
成
自
身
の
思
い
に
は
収
ま
ら
な
い
、
更
に
言
え
ば
、
今
の
私
た
ち
自
身
に
も

回
収
し
き
れ
て
い
な
い
、
統
御
不
可
能
な
問
題
が
見
え
て
く
る
、
そ
の
よ
う
な

テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
既
知
の
素
材
で
作
ら
れ
な
が
ら
、
今
ま
で
見

た
こ
と
も
な
い
も
の
を
見
せ
つ
け
る
、
典
拠
の
加
工
・
操
作
に
よ
っ
て
『
雨
月
』

各
篇
が
よ
く
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
、
こ
の
最
終
話
も
や
は
り
踏
む
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
本
篇
固
有
の
題
材
に
引
き
つ
け
れ
ば
、
黄
金
と
貨

幣
の
関
係
に
擬
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。「
黄
金
の
精
霊
」は
得
々

と
し
て
富
貴
の
「
術わ

ざ

」
を
説
く
け
れ
ど
も
、
実
は
彼
自
身
扱
い
か
ね
る
事
態
が

こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
侵
入
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
彼
自
身
の

未
来
を
ほ
の
め
か
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
自
己
言
及
的
な
逆
説
の
回
路

こ
そ
、
九
つ
の
物
語
を
閉
じ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二　
「
貧
福
論
」
の
岡
左
内

陸
奥
の
国
蒲
生
氏
郷
の
家
に
。
岡
左
内
と
い
ふ
武
士
あ
り
。
禄
お
も
く
。

誉
た
か
く
。
丈
夫
の
名
を
関
の
東
に
震
ふ
。
此
士
い
と
偏
固
な
る
事
あ
り
。

富
貴
を
ね
が
ふ
心
常
の
武
扁
に
ひ
と
し
か
ら
ず
。
倹
約
を
宗
と
し
て
家
の

掟
を
せ
し
ほ
ど
に
。
年
を
畳
て
富
昌
へ
け
り
。

「
貧
福
論
」
は
こ
の
よ
う
に
岡
左
内
な
る
人
物
の
人
と
な
り
を
語
る
こ
と
か

ら
始
ま
る
。
奇
矯
か
つ
奥
行
き
の
あ
る
興
味
深
い
人
物
と
し
て
諸
書
に
伝
え
ら

れ
、
本
篇
も
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
も
の
だ
。
し
か
し
こ
の
冒
頭
は
、
そ
う
し
た

類
話
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る）

6
（

。

戦
国
武
将
と
し
て
語
ら
れ
る
左
内
の
事
跡
は
、
松
川
合
戦
に
お
い
て
政
宗
を

窮
地
に
追
い
込
ん
だ
武
勇
ぶ
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
氏
郷
の
没
後
、
上
杉
家
に

勤
め
を
移
し
た
後
の
出
来
事
で
あ
る
。
類
話
の
多
く
は
、
こ
れ
を
前
提
に
左
内

の
耳
目
を
集
め
る
振
る
舞
い
を
記
述
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
取
る
。

対
し
て
、『
老
士
語
録
』
と
い
う
写
本
の
み
で
伝
わ
る
山
鹿
流
軍
学
者
の
認

め
た
一
書
は
、「
奥
州
会
津
に
て
蒲
生
氏
郷
の
内
に
岡
野
左
内
と
云
も
の
有
」と
、

「
貧
福
論
」
と
極
め
て
近
い
書
き
出
し
で
始
ま
る
。
し
か
し
そ
れ
に
続
け
、
後

に
「
越
後
」
と
称
し
た
こ
と
、
奥
州
に
一
城
の
主
と
な
っ
た
折
に
政
宗
と
激
突

し
た
事
を
述
べ
、
し
か
る
後
に
逸
事
が
語
ら
れ
る
と
い
う
運
び
で
あ
り
、
や
は

り
氏
郷
家
中
時
代
の
左
内
を
語
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
他
の
左

内
伝
と
は
異
な
る
興
味
深
い
逸
事
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、そ
れ
ら
は
「
貧
福
論
」

に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
「
貧
福
論
」
は
、
類
話
に
お
い
て
ほ
ぼ
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
左
内

の
氏
郷
家
中
時
代
に
、
彼
に
つ
い
て
広
く
知
ら
れ
た
、
一
般
に
は
上
杉
仕
官
以

降
の
出
来
事
と
目
さ
れ
る
事
跡
を
組
み
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま

で
に
な
い
時
代
設
定
を
架
空
し
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
「
小
説
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
時
間
的
な
ズ
レ
が
あ
っ
た
り
、
自
由
に
潤
色
さ
れ
た
り
し
て
い
る）

7
（

」
の
は
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「
黄
金
」
の
語
る
貨
幣

三
三

当
然
の
こ
と
だ
が
、だ
か
ら
こ
そ
そ
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
本
作
固
有
の
「
潤
色
」

の
意
味
を
測
る
べ
き
だ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
既
存
の
枠
に
す
べ
て
が

収
ま
る
よ
う
に
見
ら
れ
、
そ
れ
故
場
合
に
よ
っ
て
は
凡
庸
な
作
と
も
見
ら
れ
て

き
た
こ
の
一
篇
な
の
だ
が
、
実
は
そ
の
よ
う
な
ズ
レ
や
ゆ
が
み
あ
り
、
そ
れ
を

通
じ
て
、『
雨
月
』
の
他
篇
が
描
い
て
き
た
、
今
こ
こ
に
あ
る
と
確
信
で
き
る

よ
う
な
も
の
と
は
異
な
る
世
界
を
、
や
は
り
垣
間
見
せ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
左
内
が
蒲
生
を
離
れ
て
上
杉
に
移
っ
た
の
は
慶
長
三
年

と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
に
属
す
る
本
篇
の
時
代
設
定
は
、
後
述
す
る

「
あ
り
得
な
い
小
判
」
と
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、更
に
本
篇
固
有
の
問
題
を
考
え
る
な
ら
、例
え
ば
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ

た
こ
と
や
、
貸
し
た
金
の
債
権
を
惜
し
げ
も
無
く
焼
き
捨
て
た
こ
と
な
ど
、
左

内
に
ま
つ
わ
る
興
味
深
い
逸
事
の
う
ち
取
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
幾
つ
か
認
め

ら
れ
、
逆
に
他
の
類
話
に
は
見
え
な
い
も
の
が
盛
り
込
ま
れ
て
も
い
る
。
本
篇

の
語
る
と
こ
ろ
に
関
わ
る
要
点
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
三
点
ほ
ど
指
摘
し
て
み
よ

う
。ひ

と
つ
は
、「
茶
味
翫
香
を
娯
し
ま
ず
」
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
従

来
指
摘
さ
れ
る
ど
の
類
話
に
も
見
ら
れ
な
い
独
自
の
左
内
像
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
当
時
左
内
の
よ
う
な
階
層
に
共
有
さ
れ
た
風
雅
な
遊
び
で
あ
り
、
そ
れ
を
通

じ
て
情
報
交
換
や
人
脈
形
成
が
為
さ
れ
る
社
交
術
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

嗜
み
に
対
し
て
冷
淡
で
あ
る
こ
と
は
彼
が
逸
脱
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
印
象

付
け
る
こ
と
に
働
く
だ
ろ
う
。
利
休
七
哲
に
も
数
え
ら
れ
る
氏
郷
の
旗
下
に

あ
っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
篇
の
語
る
財た

か
ら宝

の
問
題
に
照
ら
せ

ば
、
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
ぬ
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
信

長
の
付
藻
茄
子
や
蘭
奢
待
の
逸
話
に
見
る
よ
う
に
、
茶
器
や
香
木
は
戦
国
大
名

に
と
っ
て
黄
金
や
領
地
に
も
代
わ
る
財
物
、
人
心
掌
握
の
手
立
て
と
し
て
用
い

ら
れ
た
。
そ
れ
に
興
味
を
持
た
ず
に
黄
金
を
偏
愛
す
る
左
内
を
描
く
こ
と
は
、

富
と
権
力
に
つ
い
て
語
る
本
篇
に
お
い
て
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。「
貧
福
論
」

の
左
内
は
、
名
器
名
香
の
よ
う
な
由
緒
来
歴
、
モ
ノ
に
ま
つ
わ
る
物
語
性
に
依

拠
し
た
一
点
物
を
珍
重
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
芸
道
に
は
惹
か
れ
な
い
。
対
し

て
金
は
、
金
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
金
も
金
で
あ
る
。
秋
成
後
年
の

戯
作
『
書
初
機
嫌
海
』
に
は
こ
ん
な
件
が
あ
る
。

茶
人
と
云
も
の
ゝ
秘
蔵
す
る
道
具
を
見
れ
ば
。む
か
し
の
塩
壺
物
だ
ね
入
。

又
は
か
づ
ら
ゆ
ひ
な
き
山
中
の
桶
小
桶
の
用
な
す
物
を
。
二
重
の
ふ
く
さ

づ
ゝ
み
三
重
の
箱
。
古
金
襴
広
東
名
物
の
に
し
き
純
子
に
か
へ
袋
し
て
も

て
は
や
す
事
。
東
山
殿
こ
の
か
た
の
病
気
な
り
。
し
か
れ
ど
も
金
銀
玉
の

価
は
お
よ
そ
権
衡
も
て
つ
も
ら
る
ゝ
を
。
こ
の
土
物
の
た
ぐ
ひ
は
其
あ
た

ひ
は
し
ら
れ
ぬ
が
。
ま
こ
と
に
宝
と
い
ふ
べ
き
物
ぞ
と
。
あ
る
数
寄
者
の

い
は
れ
た
る
。
こ
れ
も
一
理
な
り
。

「
権は

か
り
め衡

も
て
つ
も
ら
る
ゝ
」、
左
内
は
、
そ
の
よ
う
に
目
方
の
み
で
決
す
る
金

の
即
物
的
な
普
遍
性
に
こ
そ
価
値
を
見
出
す
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
金
は
、
茶
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三
四

器
や
香
木
、
良
剣
な
ど
、
固
有
の
物
語
に
よ
っ
て
価
値
を
帯
び
る
一
点
物
と
交

換
可
能
な
財
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
価
値
は
一
元
化
さ
れ
る
。
野
口
武
彦
は
、

本
篇
を
論
ず
る
に
お
い
て
『
資
本
論
』
を
援
用
し
、
そ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
商

品
と
交
換
可
能
な
金
の
あ
り
方
を
捉
え
、「
急
進
的
な
水
平
主
義
者
」
と
い
う

喩
を
引
く）

8
（

。
す
な
わ
ち
、
貨
幣
と
し
て
の
金
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
篇

が
透
か
し
見
せ
る
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
り
、本
稿
も
そ
の
示
唆
を
受
け
る
が
、

い
さ
さ
か
異
な
る
角
度
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。

次
は
、
広
間
に
黄
金
を
敷
き
詰
め
て
愛
で
て
い
た
左
内
が
、
出
来
し
た
喧
嘩

の
仲
裁
に
押
っ
取
り
刀
で
駆
け
つ
け
、
そ
の
間
黄
金
は
放
置
し
た
ま
ま
顧
み
な

か
っ
た
と
い
う
逸
話
が
「
貧
福
論
」
で
は
語
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
黄
金
愛

好
を
武
士
に
あ
る
ま
じ
き
賤
し
さ
と
謗
ら
れ
た
左
内
の
汚
名
を
雪
ぐ
印
象
的
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
、類
話
の
ほ
ぼ
全
て
が
こ
れ
を
語
る）

9
（

。
対
し
て
、「
貧
福
論
」

で
は
、
左
内
の
武
将
と
し
て
最
大
の
誉
れ
で
あ
る
政
宗
と
の
激
闘
と
共
に
、
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
の
果
断
な
振
る
舞
い
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
お
い

て
「
誉
た
か
く
。
丈
夫
の
名
を
関
の
東
に
震
ふ
」
と
、
そ
の
武
名
が
鳴
り
響
い

て
い
た
こ
と
は
示
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
関
わ
る
具
体
的
な
事
例
は
削
除
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。「
貧
福
論
」
の
左
内
は
、
戦
国
の
世
の
猛
々
し
さ
か
ら
微
妙

に
ず
ら
さ
れ
る
か
た
ち
で
そ
の
人
物
像
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
は
、
黄
金
を
秘
蔵
し
て
い
た
「
家
に
久
し
き
男
」
に
対
す
る
処

遇
で
あ
る
。
こ
の
話
も
類
話
の
ほ
と
ん
ど
で
語
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、
そ
の

い
ず
れ
も
が
、
所
持
し
て
い
た
以
上
の
金
を
褒
美
と
し
て
与
え
る
と
い
う
も
の

で
あ
り
、「
貧
福
論
」
の
よ
う
に
「
刀
を
も
赦
し
て
」
と
い
う
こ
と
を
語
る
も

の
は
見
え
な
い）

10
（

。
類
話
で
は
こ
の
男
を
馬
取
の
中
間
と
す
る
も
の
が
多
く
、
そ

の
よ
う
な
武
家
奉
公
人
と
し
て
こ
の
男
を
見
る
な
ら
、「
貧
福
論
」
の
左
内
は

彼
を
戦
闘
要
員
と
し
て
の
侍
に
取
り
立
て
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ

れ
が
彼
に
と
っ
て
無
前
提
に
喜
ば
し
い
褒
美
で
あ
る
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
。

作
中
の
時
代
に
は
、
い
わ
ゆ
る
刀
狩
令
な
ど
兵
農
分
離
政
策
に
よ
っ
て
身
分
の

固
定
化
が
図
ら
れ
た
が
、
士
分
が
誰
に
と
っ
て
も
憧
憬
の
身
分
で
あ
っ
た
と
い

う
訳
で
は
な
い
。
農
民
が
兵
と
な
っ
て
土
地
を
離
れ
る
こ
と
を
禁
ず
る
一
方
、

逆
に
中
間
の
よ
う
な
武
家
奉
公
人
が
町
人
・
百
姓
に
な
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て

い
る）

11
（

。
戦
国
の
世
に
お
い
て
刀
を
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
戦
場
で
死
ぬ
こ
と

と
も
直
結
す
る
。
そ
れ
を
忌
避
す
る
者
が
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
い
わ
ゆ

る
名
字
帯
刀
の
許
し
は
徳
川
の
治
下
に
お
い
て
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
皮
肉

な
こ
と
を
言
え
ば
、
刀
が
戦
闘
の
具
で
は
な
く
な
っ
た
太
平
の
世
だ
か
ら
こ
そ

武
士
の
特
権
と
し
て
の
そ
れ
が
名
誉
の
表
徴
と
な
り
得
る
。
こ
こ
で
も
、
戦
国

の
世
を
映
す
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
作
中
の
時
間
は
奇
妙
に
後
代
と
交
錯
し
て

い
る）

12
（

。
ま
た
、
黄
金
の
所
持
が
身
分
を
超
え
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
考
え
て
み

れ
ば
か
な
り
大
胆
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
茶
味
翫
香
」
に
つ
い
て
、

貨
幣
と
し
て
の
黄
金
が
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
一
元
化
す
る
こ
と
を
言
っ
た
が
、
そ

れ
は
更
に
封
建
制
の
根
幹
を
成
す
身
分
を
も
平
準
化
・
無
化
さ
せ
る
可
能
性
と

し
て
の
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
は
作
中
の
時
間
よ
り
、
む
し

ろ
『
雨
月
物
語
』
当
代
、
田
沼
の
時
代
に
近
い
か
も
知
れ
な
い
。



― 86 ―

「
黄
金
」
の
語
る
貨
幣

三
五

こ
の
よ
う
に
細
部
に
目
を
凝
ら
せ
ば
、
戦
国
の
末
に
確
か
に
存
在
し
た
人
物

の
、
よ
く
知
ら
れ
た
挿
話
を
語
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、「
貧
福
論
」
は
そ
れ

と
は
ど
こ
か
異
な
る
、
別
の
時
間
が
流
れ
る
世
界
の
出
来
事
を
描
い
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、彼
の
枕
頭
に
現
れ
た
「
黄
金
の
精
霊
」

な
る
奇
妙
な
存
在
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

三　

黄
金
と
貨
幣
の
臨
界

其
夜
左
内
が
枕
上
に
人
の
来
た
る
音
し
け
る
に
。
目
さ
め
て
見
れ
ば
。
燈

臺
の
下
に
。
ち
い
さ
げ
な
る
翁
の
笑
を
ふ
く
み
て
座
れ
り
。
左
内
枕
を
あ

げ
て
。
こ
ゝ
に
来
る
は
誰
。
我
に
粮
か
ら
ん
と
な
ら
ば
力
量
の
男
ど
も
こ

そ
参
り
つ
ら
め
。
你
が
や
う
の
耄
た
る
形
し
て
ね
ふ
り
を
魘
ひ
つ
る
は
。

狐
狸
な
ど
の
た
は
む
る
ゝ
に
や
。
何
の
お
ぼ
え
た
る
術
か
あ
る
。
秋
の
夜

の
目
さ
ま
し
に
。
そ
と
見
せ
よ
と
て
。
す
こ
し
も
騒
ぎ
た
る
容
色
な
し
。

翁
い
ふ
。
か
く
参
り
た
る
は
魑
魅
に
あ
ら
ず
人
に
あ
ら
ず
。
君
が
か
し
づ

き
給
ふ
黄
金
の
精
霊
な
り
。
年
来
篤
く
も
て
な
し
給
ふ
う
れ
し
さ
に
。
夜

話
せ
ん
と
て
推
て
ま
い
り
た
る
な
り
。

黄
金
や
銭
貨
が
人
の
姿
を
借
り
て
現
れ
る
と
い
う
話
は
志
怪
伝
奇
な
ど
に
散

見
し
、そ
れ
を
翻
案
し
た
『
伽
婢
子
』「
和
銅
銭
」
の
よ
う
な
先
蹤
も
あ
る
。「
黄

金
の
精
霊
」
の
形
象
も
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
為
さ
れ
る
。
し
か
し
、
見
較
べ
て

み
れ
ば
そ
こ
に
も
や
は
り
見
落
と
せ
な
い
差
異
が
あ
る
。「
貧
福
論
」
で
は
自

ら
の
本
体
を
端
か
ら
明
ら
か
に
す
る
の
に
対
し
、そ
れ
ら
先
行
作
に
お
い
て
は
、

例
え
ば
金
銀
の
擬
人
は
黄
色
や
白
色
の
衣
装
を
纏
い
、
銭
貨
の
化
身
で
あ
る
場

合
に
は
円
形
方
孔
を
思
わ
せ
る
帽
子
様
の
も
の
を
被
る
な
ど
し
て
そ
の
正
体
を

ほ
の
め
か
し
は
す
る
が
、
出
現
し
た
そ
の
場
で
は
明
か
さ
ぬ
ま
ま
一
旦
姿
を
消

し
、
後
日
土
中
か
ら
金
塊
や
埋
蔵
銭
が
見
つ
か
る
こ
と
で
判
明
す
る
と
い
う
運

び
で
あ
る
。
奇
事
を
語
る
体
の
テ
キ
ス
ト
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
謎
解
き
の
か

た
ち
を
取
る
こ
と
が
話
に
興
趣
を
添
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
貧
福
論
」
に
極
め
て
近
い
発
想
を
示
す
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

田
中
友
水
子
『
世
間
銭
神
論）

13
（

』
で
は
、
変
化
の
者
は
登
場
に
際
し
て
自
ら
の
本

体
で
あ
る
銭
貨
の
来
歴
に
つ
い
て
長
々
と
語
り
、
そ
こ
で
正
体
を
明
か
す
。
し

か
る
後
、
金
銭
・
処
世
に
ま
つ
わ
る
談
義
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
貧
富

は
天
命
な
り
」「
銭
は
も
と
よ
り
無
情
無
心
の
も
の
」
と
言
い
切
っ
て
み
せ
る
寸

言
を
は
じ
め
、「
貧
福
論
」と
か
な
り
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
も「
貧

福
論
」
と
は
決
定
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
の
は
タ
イ

ト
ル
通
り
「
銭
の
精
神
」
な
の
だ
。
彼
は
、
金
銀
に
代
え
て
銅
で
鋳
造
さ
れ
た

銭
が
貨
幣
と
し
て
流
通
し
た
こ
と
で
民
衆
が
困
窮
か
ら
救
わ
れ
た
こ
と
を
説
く
。

二
十
話
の
結
び
に
は
全
て
銭
貨
の
名
称
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
い
わ

ば
銭
中
心
主
義
の
談
義
。
金
銀
を
措
い
て
銭
の
効
用
を
称
揚
す
る
と
こ
ろ
は
秋

成
後
年
の
言
説）

14
（

に
も
通
じ
て
お
り
興
味
深
い
。
そ
の
よ
う
な
銭
称
揚
の
姿
勢
に

対
し
、「
貧
福
論
」の
精
霊
は
黄
金
の
霊
妙
な
る
こ
と
を
自
ら
言
祝
ぐ
。
作
中「
銭
」

の
用
語
は
ひ
と
つ
も
見
え
な
い
。
こ
の
違
い
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
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三
六

「
黄
金
の
精
霊
」
は
こ
れ
ま
で
い
か
な
る
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の

だ
ろ
う
。
従
来
の
注
釈
を
参
照
す
れ
ば
、「
銭
の
霊
」（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大

系
版
）「
金
貨
の
霊
。
お
金
の
精
霊
」（
新
潮
日
本
古
典
集
成
版
）「
金
銭
の
霊
」

（
小
学
館
新
編
日
本
古
典
全
集
版
）
な
ど
と
、
お
お
む
ね
銭
・
貨
幣
を
意
味
す

る
も
の
と
し
て
解
し
て
い
る
。対
し
て
角
川
日
本
古
典
評
釈
全
注
釈
叢
書
版『
雨

月
物
語
評
釈
』
は
、「「
黄
金
」
の
精
霊
だ
か
ら
、
物
質
の
精
の
意
と
と
っ
て
よ

い
」
と
注
し
て
い
る
。

本
文
に
即
せ
ば
、
精
霊
は
「
金
は
七
の
た
か
ら
の
最
な
り
」
な
ど
と
誇
ら
し

げ
に
語
っ
て
お
り
、
モ
ノ
自
体
に
効
験
や
価
値
の
あ
る
「
金
」
と
し
て
の
自
意

識
が
う
か
が
え
る
。
一
方
で
「
且
我
と
も
が
ら
は
。
人
の
生
産
に
つ
き
め
ぐ
り

て
。
た
の
み
と
す
る
主
も
さ
だ
ま
ら
ず
。
こ
ゝ
に
あ
つ
ま
る
か
と
す
れ
ば
。
そ

の
主
の
お
こ
な
ひ
に
よ
り
て
た
ち
ま
ち
に
か
し
こ
に
走
る
。
水
の
ひ
く
き
方
に

か
た
ふ
く
が
ご
と
し
。
夜
に
昼
に
ゆ
き
く
と
休
と
き
な
し
」と
も
語
っ
て
お
り
、

そ
の
流
動
的
な
有
り
様
は
貨
幣
と
し
て
の
属
性
を
意
識
す
る
も
の
と
も
見
え

る
。
先
の
野
口
論
を
は
じ
め
、
本
篇
を
貨
幣
論
と
し
て
読
む
興
味
深
い
論）

15
（

が
あ

る
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
流
動
性
に
着
目
す
る
。

黄
金
か
貨
幣
か
。
本
文
で
は
そ
の
両
義
の
含
み
が
あ
る
の
に
対
し
、
挿
絵
か

ら
は
、
先
行
作
の
描
い
た
銭
の
精
た
ち
と
同
様
、
精
霊
の
装
い
に
よ
っ
て
あ
る

形
式
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
例
え
ば
岩
波
文
庫
版
の
挿
絵
解
説
で
は
、「
精
霊

の
着
物
の
模
様
は
、
小
判
に
刻
ま
れ
た
茣
蓙
目
と
五
三
桐
を
デ
ザ
イ
ン
化
し
た

も
の
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
作
中
の
時
制
、
氏
郷
家
中
に
あ
る
左
内
と
い
う
設
定
か
ら
す
れ
ば
、

「
黄
金
の
精
霊
」が
そ
の
よ
う
な「
小
判
」の
意
匠
を
纏
う
こ
と
は
錯
誤
で
あ
る
。

小
判
は
、
徳
川
幣
制
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
貨
幣
で
あ
り
、
関
ヶ
原
合
戦
の
翌

年
、
慶
長
六
年
の
鋳
造
を
嚆
矢
と
す
る
。
そ
れ
以
前
に
も
駿
河
墨
書
小
判
や
武

蔵
墨
書
小
判
の
よ
う
な
プ
レ
小
判
は
存
在
し
た
が
、
極
め
て
希
少
で
世
に
出
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
甲
州
金
の
よ
う
に
金
を
板
状
に
展
延
し
た
領
国
貨
幣

は
従
来
存
在
し
た
が
、
小
判
と
い
う
語
の
用
例
は
ほ
ぼ
見
え
な
い
。
何
よ
り
も

「
茣
蓙
目
と
五
三
桐
」
を
意
匠
と
す
る
小
判
の
鋳
造
は
徳
川
が
実
質
的
に
天
下

を
掌
握
し
た
直
後
の
、
そ
の
統
治
を
象
徴
す
る
事
業
な
の
だ
。
従
っ
て
、「
黄

金
の
精
霊
」
の
衣
装
に
小
判
の
意
匠
を
見
る
な
ら
、
そ
れ
は
自
ら
予
言
す
る
と

こ
ろ
を
象
徴
的
に
身
に
帯
び
る
と
い
う
、
虚
構
の
趣
向
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
徳
川
の
金
貨
、
小
判
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
計
数
貨
幣
で
あ
る
。「
両
」

は
本
来
の
重
量
単
位
で
は
な
く
貨
幣
単
位
を
意
味
し
、モ
ノ
と
し
て
の
貴
金
属
、

金
の
価
値
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
い
ち
い
ち
計
量
せ
ず
と
も
一
両
は
一
両
で
通
用

す
る
。
そ
れ
を
可
能
と
し
た
の
が
徳
川
の
覇
権
に
他
な
ら
な
い
。
あ
り
得
な
い

小
判
の
意
匠
を
纏
う
こ
と
で
、
精
霊
は
自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
無
化
す

る
貨
幣
の
時
代
の
幕
開
け
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、「
茣
蓙
目
と
五
三
桐
を
デ
ザ
イ
ン
化
し
た
」
黄
金
は
「
貧
福
論
」
の

時
代
に
も
存
在
し
た
。
そ
れ
は
秀
吉
が
鋳
造
さ
せ
た
い
わ
ゆ
る
天
正
大
判
で
あ

る
。
十
両
と
墨
書
さ
れ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
徳
川
幣
制
に
言
う
と
こ
ろ

の
貨
幣
価
値
で
は
な
く
、
重
量
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
黄
金
の
茶
室
の
如
き
示



― 84 ―

「
黄
金
」
の
語
る
貨
幣

三
七

威
的
な
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
天
下
を
圧
倒
し
て
み
せ
た
秀
吉
が
、
そ
の
権
力
の

源
と
し
て
大
坂
城
内
に
蓄
え
た
巨
大
な
金
塊
、
分
銅
金
を
小
分
け
に
吹
き
替
え

た
も
の
で
あ
り
、
素
材
自
体
に
意
味
が
あ
る
も
の
だ
。
こ
れ
は
、
諸
国
を
流
通

す
る
貨
幣
で
は
な
い
。

大
判
は
徳
川
の
治
下
に
お
い
て
も
引
き
続
き
鋳
造
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
小
判

と
は
画
然
と
し
て
異
な
る
。
褒
美
や
贈
答
の
品
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、

例
え
ば
後
年
の
こ
と
だ
が
、
秋
成
自
身
正
親
町
三
条
中
納
言
公
則
か
ら
拝
領
し

た
「
黄
金
十
両
」
と
い
う
の
も
こ
れ
で
あ
る）

16
（

。
墨
書
さ
れ
る
表
書
き
は
擦
れ
て

消
え
や
す
く
、
書
き
直
し
に
は
手
数
料
を
要
す
る
、
真
綿
で
く
る
ん
で
し
ま
い

込
ま
れ
る
よ
う
な
重
物
で
あ
る
。
十
両
と
い
う
表
記
も
秀
吉
の
そ
れ
と
同
様
貨

幣
価
値
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
今
で
例
え
る
な
ら
蓄
財
用
に
取
引
さ
れ
る
地
金

型
金
貨
や
イ
ン
ゴ
ッ
ト
の
類
で
あ
る
。

大
判
か
小
判
か
。
考
証
的
に
読
む
な
ら
、「
黄わ

う
ご
ん金

一
枚
」
の
秘
蔵
を
賞
賛
さ

れ
た
「
家
に
久
し
き
男
」
の
そ
れ
も
小
判
で
は
な
い
。
褒
美
と
し
て
与
え
ら
れ

る
「
十
両
の
金
」
も
、
徳
川
の
幣
制
に
言
う
と
こ
ろ
の
貨
幣
単
位
で
は
あ
り
得

な
い
。
だ
が
、「
貧
福
論
」
は
虚
構
の
一
篇
で
あ
る
。
歴
史
的
な
事
柄
と
は
異

な
る
境
に
あ
っ
て
、「
自
由
に
」
時
制
を
混
濁
さ
せ
る
こ
と
の
意
味
を
む
し
ろ

測
る
べ
き
だ
ろ
う
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、「
黄
金
の
精
霊
」
は
大
判
（
黄
金
）

で
あ
り
な
が
ら
小
判
（
貨
幣
）
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
意
味
が
あ

る
。
戦
国
大
名
の
武
威
を
示
す
モ
ノ
と
し
て
蓄
え
ら
れ
た
黄
金
と
、
あ
ら
ゆ
る

モ
ノ
と
の
交
換
を
つ
な
ぎ
、
融
通
無
碍
に
流
通
す
る
、
究
極
的
に
は
そ
れ
自
体

に
価
値
な
ど
な
い
方
が
よ
い
貨
幣
と
の
、
い
わ
ば
臨
界
を
描
く
テ
キ
ス
ト
と
し

て
「
貧
福
論
」
を
読
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

な
ぜ
な
ら
、『
雨
月
物
語
』
の
時
代
こ
そ
、
貨
幣
が
モ
ノ
の
呪
縛
か
ら
免
れ

る
ひ
と
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

四　
『
雨
月
物
語
』
の
貨
幣
―
銀
で
作
ら
れ
た
金
貨

「
貧
福
論
」
の
し
め
く
く
り
の
最
終
行
に
は
「
雨
月
物
語
五
之
巻
大
尾
」
と

刻
さ
れ
、
丁
を
繰
れ
ば
、「
安
永
五
歳
丙
申
孟
夏
吉
旦
」
の
刊
記
が
目
に
入
る
。

自
序
に
見
る
「
明
和
戊
子
」
と
の
八
年
間
の
懸
隔
に
つ
い
て
は
、
成
稿
過
程
な

ど
そ
の
間
の
経
緯
は
い
ま
だ
不
詳
で
、
そ
れ
を
闡
明
す
る
こ
と
は
こ
れ
か
ら
も

難
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、『
雨
月
』
と
い
う
書
が
、
こ
れ
を
明
和
五

年
に
書
き
上
げ
た
の
だ
と
い
う
作
者
自
身
の
記
を
も
っ
て
始
ま
り
、
安
永
五
年

に
刊
行
さ
れ
た
と
書
肆
の
記
す
と
こ
ろ
を
も
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
る
書
物
で
あ

る
こ
と
は
明
確
な
事
実
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
こ
の
書
を
為
し
た
者
、
そ
し
て
当

時
そ
れ
を
読
ん
だ
者
た
ち
は
、
時
の
権
力
者
で
あ
る
田
沼
意
次
の
も
と
に
お
い

て
な
さ
れ
た
先
進
的
な
「
貨
幣
」
を
実
見
す
る
こ
と
に
な
る）

17
（

。

金
銀
銭
の
い
わ
ゆ
る
「
三
貨
」
が
正
貨
と
し
て
用
い
ら
れ
た
徳
川
の
幣
制
に

お
い
て
、
銭
貨
は
諸
国
の
隔
て
な
く
流
通
す
る
の
に
対
し
、
金
貨
と
銀
貨
は
江

戸
・
大
坂
そ
れ
ぞ
れ
を
中
心
と
す
る
経
済
圏
に
通
用
が
分
か
た
れ
て
い
た
。
ブ

ロ
ッ
ク
を
越
え
る
取
引
に
は
両
替
が
必
須
で
手
数
料
が
発
生
す
る
。
ま
た
、
金

貨
は
両
・
分
・
朱
の
四
進
法
の
単
位
に
よ
っ
て
数
え
ら
れ
る
計
数
貨
幣
で
あ
る
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三
八

が
、
銀
貨
は
量
目
に
よ
っ
て
取
引
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
秤
量
貨
幣
で
あ
り
、
日
用

の
取
引
に
も
両
替
を
必
要
と
し
た
。
そ
し
て
金
銀
銭
貨
の
い
ず
れ
も
素
材
と
し

て
の
価
値
、
品
位
に
連
動
し
て
相
場
の
立
つ
も
の
で
あ
り
、
金
属
の
、
モ
ノ
と

し
て
の
価
値
が
裏
付
け
と
な
る
本
位
貨
幣
で
あ
っ
た
。

重
商
主
義
的
な
田
沼
の
経
済
施
策
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
障
壁
の
あ
る
貨

幣
の
あ
り
方
は
望
ま
し
く
な
い
。金
銀
の
隔
て
は
取
り
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

理
想
的
に
は
モ
ノ
の
呪
縛
を
免
れ
た
名
目
貨
幣
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
モ

ノ
と
し
て
の
価
値
が
手
に
取
れ
る
か
た
ち
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
こ
と
は
感
情
的

な
安
心
に
は
つ
な
が
る
が
、
そ
れ
は
貨
幣
に
と
っ
て
軛
で
し
か
な
い
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
実
は
貨
幣
に
と
っ
て
地
金
の
価
値
に
意
味
な
ど
な
い
。
そ
れ
は
現

在
用
い
ら
れ
る
通
貨
、
紙
幣
や
電
子
マ
ネ
ー
の
有
り
様
を
見
れ
ば
知
れ
る
。
モ

ノ
に
縛
ら
れ
る
こ
と
は
貨
幣
発
行
、
流
通
量
の
足
か
せ
と
な
る
。
そ
れ
を
打
開

し
よ
う
と
貴
金
属
の
含
有
量
を
減
ら
す
改
鋳
策
を
取
れ
ば
悪
貨
と
し
て
忌
避
さ

れ
、
市
場
に
混
乱
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
感
情

0

0

的
な
違
和
を
ど
う

や
っ
て
宥
め
る
か
、
そ
れ
が
貨
幣
施
策
の
成
否
の
分
か
れ
目
と
な
る
。
田
沼
の

貨
幣
は
、
そ
の
よ
う
な
感
情
問
題
の
取
り
扱
い
事
例
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来

る
。『

雨
月
』
自
序
に
三
年
先
立
つ
、
明
和
二
年
発
行
の
五
匁
銀
は
、
そ
の
名
の

通
り
定
量
化
さ
れ
た
銀
貨
で
あ
り
、秤
量
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
「
銀
」

の
有
り
様
を
転
換
し
、
計
数
化
さ
れ
た
金
貨
と
連
動
す
る
通
用
を
命
じ
る
こ
と

で
金
銀
の
垣
根
を
越
え
る
こ
と
を
目
論
む
貨
幣
で
あ
っ
た
。
田
沼
の
貨
幣
を
立

案
実
行
し
た
川
井
久
敬
は
、五
匁
銀
が
「
江
戸
に
限
ら
ず
田
舎
筋
も
重
宝
成
品
」

で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
た）

18
（

。し
か
し
五
匁
銀
は
市
場
に
受
け
容
れ
ら
れ
ず
、早
々

に
撤
退
の
憂
き
目
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

五
匁
銀
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
金
貨
と
の
交
換
比
率
に
つ

い
て
固
定
さ
れ
た
公
定
レ
ー
ト
が
強
制
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
金

銀
の
相
場
価
値
に
そ
ぐ
わ
ぬ
、
モ
ノ
と
し
て
の
価
値
を
損
な
っ
た
貨
幣
に
対
す

る
反
感
。
し
か
し
、
銀
の
価
値
と
言
っ
て
も
、
例
え
ば
そ
れ
を
鋳
潰
し
て
何
に

使
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
煙
管
の
雁
首
や
吸
い
口
、
根
付
と
い
っ
た
細
工
物
に

用
い
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
、
そ
れ
に
代
替
可
能
な
素
材
は
い
く
ら
で
も
あ
り
、

日
用
必
需
の
品
な
ど
で
は
な
い
。
現
在
の
よ
う
に
良
導
体
と
し
て
用
い
る
当
て

も
な
い
金
の
非
有
用
性
も
同
様
で
あ
る
。黄
金
色
に
輝
く
美
麗
な
だ
け
の
金
属
。

秋
成
は
『
書
初
機
嫌
海
』
の
中
で
こ
の
こ
と
も
言
い
当
て
て
い
る
。

又
あ
る
理
屈
者
の
い
は
れ
し
は
。
世
に
鉄
と
あ
か
ゞ
ね
ほ
ど
益
あ
る
物
は

な
し
。
鏡
に
つ
く
り
剣
に
う
つ
。
鍋
か
ま
薬
罐
毛
ぬ
き
は
さ
み
。
こ
と

ぐ
く
日
用
の
た
す
け
か
た
じ
け
な
き
宝
也
。
金
銀
は
鈍
物
な
り
。
鏡
に

し
て
う
つ
ら
ず
。
剣
に
う
ち
て
切
ず
。
其
外
何
に
し
て
も
そ
れ

く
の
用

を
な
さ
ぬ
を
。い
か
な
れ
ば
無
上
の
た
か
ら
と
た
ふ
と
む
事
ぞ
と
思
へ
ば
。

そ
の
無
益
無
才
の
鈍
物
を
た
ふ
と
み
て
。
万
事
の
用
を
な
す
物
を
い
や
し

め
て
つ
か
ふ
が
。
む
か
し

く
の
人
の
か
し
こ
き
定
め
な
り
。
玉
と
瓦
石

の
く
ら
ゐ
ま
た
同
じ
と
。
こ
れ
は
そ
ん
な
工
夫
で
も
あ
る
か
。
さ
ら
ず
と
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「
黄
金
」
の
語
る
貨
幣

三
九

も
又
自
然
の
事
に
て
も
あ
る
べ
し
。
ギ
ャ
ッ
と
う
ま
れ
て
か
ら
三
才
の
童

も
。
ひ
か
り
あ
る
と
色
よ
き
も
の
に
は
目
を
つ
け
る
事
し
ぜ
ん
の
人
情
な

り
。

役
立
た
ず
の
金
銀
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
価
値
あ
る
「
た
か
ら
」
と
す
る
の

が
賢
者
の
知
恵
な
の
だ
と
言
う
。
人
は
、「
ひ
か
り
あ
る
と
色
よ
き
も
の
に
は

目
を
つ
け
る
」。
見
た
目
こ
そ
肝
要
、
そ
れ
は
貨
幣
通
用
の
骨
法
で
も
あ
り
、

五
匁
銀
が
忌
避
さ
れ
た
理
由
も
実
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
黒
ず
ん
だ
色
合
い
は
地

金
の
粗
悪
さ
を
思
わ
せ
、
無
様
に
大
き
く
か
さ
ば
る
こ
と
が
嫌
わ
れ
た
。
見
た

目
や
使
い
勝
手
で
拒
否
さ
れ
る
貨
幣
。
こ
れ
が
正
直
な
庶
民
感
情
、
貨
幣
と
し

て
成
り
立
つ
か
否
か
は
実
の
と
こ
ろ
感
情

0

0

次
第
な
の
だ
。

五
匁
銀
は
発
行
か
ら
三
年
後
、『
雨
月
』
自
序
の
記
す
と
こ
ろ
の
明
和
五
年

に
は
実
質
的
に
撤
収
の
方
向
に
向
か
う
。
対
し
て
、
こ
の
年
に
は
寛
永
通
宝
四

文
銭
と
い
う
銭
貨
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
モ
ノ
と
し
て
見
れ
ば
「
益
あ

る
物
」
で
あ
る
銅

あ
か
が
ねに

亜
鉛
と
錫
を
混
じ
た
真
鍮
と
い
う
ま
ぜ
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
一
枚
で
四
文
に
水
増
し
さ
れ
た
典
型
的
な
悪
貨
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

不
純
な
合
金
の
、
黄
金
に
通
じ
る
色
合
い
が
好
ま
れ
、
そ
れ
を
発
行
し
た
田
沼

政
権
ど
こ
ろ
か
、
幕
府
が
倒
れ
た
後
さ
え
も
通
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
貨
幣
に

と
っ
て
モ
ノ
と
し
て
の
価
値
な
ど
実
は
意
味
が
な
く
、
見
た
目
が
全
て
で
あ
る

こ
と
を
実
証
す
る
、
感
情

0

0

に
よ
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
貨
幣
な
の
だ
。

そ
し
て
更
に
四
年
後
、
明
和
九
年
に
発
行
さ
れ
た
南
鐐
二
朱
判
は
、
モ
ノ
の

呪
縛
を
免
れ
た
通
貨
と
し
て
実
質
的
な
成
功
を
収
め
る
こ
と
に
な
る
。
銀
地
金

で
あ
り
な
が
ら
、「
以
南
鐐
八
片
換
小
判
一
両
」
と
、
間
接
的
に
金
貨
の
額
面

を
刻
み
込
ま
れ
た
貨
幣
。
南
鐐
と
は
精
錬
さ
れ
た
上
質
の
銀
を
意
味
し
、
そ
の

名
の
通
り
約
98
パ
ー
セ
ン
ト
の
純
度
を
誇
る
銀
貨
な
の
だ
が
、
実
は
量
目
と
し

て
は
銀
地
金
の
相
場
を
下
回
っ
て
い
た
。
し
か
し
美
麗
、
軽
便
で
あ
る
こ
と
が

好
評
を
博
し
、
金
銀
の
障
壁
を
乗
り
越
え
、
以
降
長
き
に
わ
た
り
「
田
舎
筋
も

重
宝
成
品
」
と
な
る
。

黄
金
と
見
紛
う
ま
ぜ
も
の
の
銅
、
銀
で
作
ら
れ
た
金
貨
、
そ
の
よ
う
に
、
美

麗
な
装
い
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
る
価
値
。
感
情

0

0

に
よ
っ
て
流
通
す
る
こ
と
を
容

認
さ
れ
た
こ
れ
ら
『
雨
月
物
語
』
当
代
の
貨
幣
に
つ
い
て
、
非
情

0

0

な
る
こ
と
を

嘯
く
「
黄
金
の
精
霊
」
は
ど
の
よ
う
な
批
評
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

フ
ェ
イ
ク
の
黄
金
に
霊
泉
を
湛
え
る
よ
う
な
功
徳
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
し

か
し
そ
れ
は
、
諸
国
を
つ
つ
が
な
く
渡
り
歩
く
財た

か
ら宝

、
正
味
の
黄
金
よ
り
遙
か

に
有
用
な
、
貨
幣
と
な
っ
た
。
戦
国
末
期
の
武
将
、
岡
左
内
の
枕
頭
に
立
っ
た

翁
は
、既
に
終
わ
っ
た
過
去
を
見
て
き
た
よ
う
な
未
来
と
し
て
語
る
け
れ
ど
も
、

『
雨
月
』
自
序
を
脱
稿
時
と
す
れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
の
未
来
に
お
け
る
金
銀

の
成
り
行
き
、
自
ら
に
関
わ
る
重
大
な
局
面
に
つ
い
て
は
全
く
見
通
せ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
。
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四
〇

五　
「
黄
金
」
の
語
る
貨
幣

　
　

―
「
閑む
だ
こ
と談
」
と
し
て
の
『
雨
月
物
語
』

我
も
と
神
に
あ
ら
ず
仏
に
あ
ら
ず
。
只
こ
れ
非
情
な
り
。
非
情
の
も
の
と

し
て
人
の
善
悪
を
糺
し
。
そ
れ
に
し
た
が
ふ
べ
き
い
は
れ
な
し
。
善
を
撫

悪
を
罪
す
る
は
。
天
な
り
。
神
な
り
。
仏
な
り
。
三
ツ
の
も
の
は
道
な
り
。

我
と
も
が
ら
の
お
よ
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
只
か
れ
ら
が
つ
か
へ
傅
く
事
の

う
や
〳
〵
し
き
に
あ
つ
ま
る
と
し
る
べ
し
。
こ
れ
金
に
霊
あ
れ
ど
も
人
と

こ
ゝ
ろ
の
異
な
る
所
な
り
。

老
賢
者
然
と
し
て
善
悪
と
貧
福
と
の
格
別
な
る
こ
と
を
語
っ
て
み
せ
る
「
黄

金
の
精
霊
」。
し
か
し
、
先
行
研
究
が
明
か
し
た
よ
う
に
そ
こ
に
取
り
立
て
て

新
味
は
な
く
、
後
年
も
の
さ
れ
る
秋
成
自
身
の
言
説
に
照
ら
し
て
も
あ
ま
り
に

旧
弊
な
黄
金
中
心
主
義
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
雨
月
』
の
三
年
後
に
刊
行
さ
れ

た
『
世
間
銭
神
論
』
の
「
銭
の
精
神
」
の
見
識
は
ゲ
ー
ム
理
論
や
ス
ケ
ー
ル
メ

リ
ッ
ト
に
も
及
ん
で
お
り
、「
黄
金
の
精
霊
」
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。「
黄

金
の
精
霊
」
は
財
物
の
離
合
と
集
散
し
か
語
ら
な
い
の
に
対
し
、「
銭
の
精
神
」

は
循
環
す
る
「
国
家
第
一
の
潤
物
」
と
し
て
の
貨
幣
観
も
披
瀝
し
て
み
せ
る
。

ま
た
、『
雨
月
』
に
一
世
紀
ほ
ど
先
立
つ
西
鶴
の
描
く
と
こ
ろ
は
、
貨
幣
の

自
律
性
と
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
る
人
為
の
有
り
様
と
を
既
に
冷
徹
に
見
透
か
し

て
い
た
。
複
利
の
妙
味
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
に
張
り
付
く
借
銭
の
恐
怖
、
親
の

死
さ
え
も
当
て
込
む
戦
慄
す
べ
き
投
機
の
現
場
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
銀
が
銀

を
生
む
」
と
い
う
資
本
の
機
制
。
そ
れ
に
つ
い
て
立
ち
入
る
こ
と
は
「
貧
福
論
」

に
お
い
て
一
切
な
い
。
立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
よ
り
、「
黄
金
の
精
霊
」
は
お

そ
ら
く
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
ら
な
い
。
彼
が
説
く
の
は
、
古
典
的
な
素
朴
実

在
論
に
貫
か
れ
た
倹
約
と
勤
勉
に
基
づ
く
金
銀
蓄
財
の
ス
ス
メ
で
あ
る
。
秀
吉

が
大
坂
城
内
に
貯
め
込
ん
だ
分
銅
金
さ
な
が
ら
の
、
モ
ノ
と
し
て
の
黄
金
の
有

難
味
を
言
祝
ぐ
た
め
に
ま
か
り
出
た
老
翁
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
一
方
で
そ
の
流
動

性
に
つ
い
て
も
語
り
、
小
判
の
意
匠
を
纏
い
、
貨
幣
と
し
て
の
相
貌
を
ほ
の
め

か
し
て
も
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
は
い
ま
だ
ロ
ド
ス
で
は
な
い
。
武
士
が
封
土

か
ら
収
奪
し
て
き
た
米
と
い
う
実
体
を
タ
ネ
に
し
な
が
ら
、金
融
と
い
う
「
術
」

に
よ
っ
て
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
巨
万
の
富
を
つ
か
み
取
り
し
た
札
差
た
ち

が
、
武
士
を
武
士
と
も
思
わ
ぬ
浪
費
を
誇
示
し
て
み
せ
る
『
雨
月
物
語
』
の
未

来
か
ら
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
古
ぼ
け
た
道
化
、
そ
れ
が
こ
の
奇
妙
な
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
相
場
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
一
篇
は
、
黄
金
と
貨
幣
の
臨
界
を
描
き
、
貨
幣

の
未
来
を
望
見
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
金
に
せ
よ
紙
片
に
せ
よ
、
そ
れ
が

貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
素
材
と
は
一
切
関
わ
り

の
無
い
何
物
か
、
す
な
わ
ち
「
貨
幣
」
に
一
変
す
る
。
徳
川
の
統
治
を
予
言
す

る
「
黄
金
の
精
霊
」
は
、
自
ら
の
纏
う
意
匠
に
含
意
さ
れ
た
「
小
判
」
と
し
て

流
通
す
る
自
身
の
未
来
を
予
見
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
自
ら
の
実
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「
黄
金
」
の
語
る
貨
幣

四
一

質
、
黄
金
が
意
味
を
失
う
事
態
に
他
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
境

涯
な
の
か
自
ら
与
り
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自

ら
の
喪
失
に
つ
い
て
予
言
し
つ
つ
物
語
か
ら
退
出
す
る
こ
と
、
貨
幣
に
転
換
さ

れ
る
存
在
そ
の
も
の
が
貨
幣
の
未
来
を
予
言
す
る
物
語
と
し
て
、
こ
れ
以
外
の

方
法
は
あ
り
得
な
い
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
、
自
己
言
及
に
よ
る
自
己
否
定
を
以
て
自
己
を
語
る
と

い
う
回
路
が
、『
雨
月
物
語
』
の
締
め
括
り
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
あ
る
意

味
で
必
然
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

夜
既
に
曙
ぬ
。
別
れ
を
給
ふ
べ
し
。
こ
よ
ひ
の
長

な
が
も
の
が
た
り

談
ま
こ
と
に
君
が
眠

り
を
さ
ま
た
ぐ
と
。
起
て
ゆ
く
や
う
な
り
し
が
。
か
き
消
て
見
え
ず
な
り

に
け
り
。

自
ら
「
非
情
」
と
規
定
す
る
存
在
が
、「
い
は
ざ
る
は
腹
み
つ
れ
ば
」
と
、

情
動
に
突
き
動
か
さ
れ
て
物
語
っ
た
「
十
に
ひ
と
つ
も
益
な
き
閑む

だ
こ
と談

」。
そ
の

よ
う
に
奇
妙
に
屈
折
し
た
自
己
卑
下
を
、
私
た
ち
は
既
に
ど
こ
か
で
見
て
こ
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

余
適
鼓
腹
之
閑
話　

衝
口
吐
出　

雉

龍
戦　

自
以
為
杜
撰　

則
摘
読
之

者　

固
当
不
謂
信
也　

豈
可
求
醜
脣
平
鼻
之
報
哉

太
平
の
世
に
あ
っ
て
、
誰
も
ま
と
も
に
取
り
あ
う
は
ず
の
な
い
口
か
ら
で
ま

か
せ
の
「
閑
話
」。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
自
ら
の
身
体
的
欠
損
を
密
か
に
示
す

こ
と
で
そ
の
よ
う
な
謙
辞
を
覆
す
装
置
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
言
葉
で
は
説

明
の
付
か
な
い
も
の
を
言
葉
で
描
い
て
み
せ
る
こ
と
が
怪
談
、
幻
想
小
説
の
骨

法
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
自
序
」
に
見
る
品
質
保
証
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

逆
説
ぶ
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
に

振
り
回
さ
れ
従
属
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
今
の
私
た
ち
に
も
到
底
説
明
不
可
能

な
貨
幣
な
る
存
在
の
成
り
立
ち
を
、
そ
の
当
体
の
自
己
消
失
と
い
う
逆
理
を
以

て
描
い
て
見
せ
る
「
貧
福
論
」
は
、幻
想
を
描
出
す
る
方
法
の
極
北
と
言
え
る
。

そ
れ
は
数
合
わ
せ
の
凡
作
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
九
つ
の
物
語
の
掉
尾
に
置
か
れ

る
べ
く
し
て
置
か
れ
た
一
篇
な
の
だ
。

注

（
1
） 

中
野
三
敏
「
静
観
坊
ま
で
―
談
義
本
研
究
（
五
）
―
」、『
戯
作
研
究
』（
中
央
公

論
社
、
一
九
八
一
年
）
所
収
。

（
2
） 

小
林
勇
「「
貧
福
論
」
小
考
」（『
親
和
国
文
』
二
二
号
、
一
九
八
七
年
一
二
月
）。

（
3
） 

小
椋
嶺
一
「「
貧
福
論
」
考
」、『
秋
成
と
宣
長
―
近
世
文
学
思
想
論
序
説
』（
翰
林

書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
所
収
。

（
4
） 

井
上
泰
至
「「
貧
福
論
」
の
諷
刺
」、『
雨
月
物
語
論
―
源
泉
と
主
題
』（
笠
間
書
院
、

一
九
九
九
年
）
所
収
。

（
5
） 

田
中
則
雄
「
上
田
秋
成
と
当
代
思
潮
―
不
遇
認
識
と
学
問
観
の
背
景
―
」（『
国
語

国
文
』
六
八
三
号
、
一
九
九
一
年
七
月
）。

（
6
） 
本
稿
に
お
い
て
「
貧
福
論
」
と
対
照
し
た
左
内
伝
の
類
話
は
以
下
の
通
り
。
Ａ
〜

Ｇ
の
並
び
は
概
ね
成
立
順
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
全
て
で
は
な
く
、
ま
た
、
Ｆ
と
Ｇ
は
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四
二

『
雨
月
』
以
降
の
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
流
布
し
て
い
た
左
内
の
イ
メ
ー
ジ
と
「
貧

福
論
」
と
の
差
異
を
見
る
た
め
、
現
在
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
主
な
も
の
を
比
較

の
対
象
と
し
た
。

 
Ａ
『
東
国
太
平
記
』
延
宝
八
年
序
（
通
俗
日
本
全
史
版
、国
会
図
書
館
Ｄ
Ｃ
に
拠
る
。）。

 
Ｂ
『
武
辺
咄
聞
書
』
延
宝
八
年
自
跋
（
和
泉
古
典
文
庫
版
に
拠
る
）。

 

Ｃ
『
諸
家
高
名
記
』
正
徳
四
年
刊
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
Ｄ
Ｂ
に
拠
る
）。

 

Ｄ
『
老
士
語
録
』
享
保
一
六
年
自
跋
、
元
文
元
年
跋
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍

総
合
Ｄ
Ｂ
に
拠
る
）。

 

Ｅ
『
常
山
紀
談
』
元
文
四
年
刊
（
有
朋
堂
文
庫
版
に
拠
る
）。

 

Ｆ
『
翁
草
』
安
永
五
年
序
（
日
本
随
筆
大
成
版
に
拠
る
）。

 

Ｇ
『
続
近
世
畸
人
伝
』
寛
政
五
年
序
、
同
一
〇
年
刊
（
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
版
に
拠

る
）。

（
7
） 

鵜
月
洋
『
雨
月
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
、一
九
六
九
年
）、中
村
博
保
に
よ
る
解
説
。

（
8
） 

野
口
武
彦
「
ザ
イ
ン
の
黄
金
」、『
秋
成
幻
戯
』（
青
土
社
、
一
九
八
九
年
）
所
収
。

野
口
は
貨
幣
が
資
本
に
転
化
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
、
本
稿
に
と
っ

て
示
唆
的
で
あ
る
。

（
9
） 

Ｃ
の
み
無
し
。こ
れ
は
松
川
合
戦
を
描
く
も
の
で
、金
銭
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体
が
無
い
。

（
10
） 

Ａ
、
Ｃ
は
こ
の
挿
話
自
体
が
無
い
。
Ｅ
で
は
「
黄
金
百
両
」
を
与
え
、
他
は
「
黄

金
十
両
」。

（
11
） 「
天
正
十
九
年
の
身
分
法
令
で
は
、
農
民
が
耕
作
を
放
棄
し
て
商
人
・
職
人
に
な

る
こ
と
や
、
武
士
団
の
底
辺
を
構
成
す
る
侍
・
中
間
・
小
者
な
ど
が
町
人
・
百
姓
に

な
る
こ
と
を
禁
じ
、
さ
ら
に
大
名
領
主
の
転
封
に
際
し
出
さ
れ
た
法
令
で
、
検
地
帳

面
に
登
録
さ
れ
た
百
姓
は
新
し
い
封
地
に
連
れ
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
原

則
を
表
明
し
た
。」（『
国
史
大
辞
典
』「
兵
農
分
離
」
の
項
）。

（
12
） 

そ
も
そ
も
賤
富
観
に
基
づ
く
左
内
へ
の
非
難
自
体
が
後
代
の
発
想
、
創
ら
れ
た
イ

メ
ー
ジ
か
も
知
れ
な
い
。
戦
国
の
武
将
は
軍
資
金
調
達
に
腐
心
し
、
金
銀
鉱
山
開
発

に
力
を
注
い
だ
。
彼
ら
は
黄
金
に
執
着
し
た
の
で
あ
る
。「
黄
金
の
精
霊
」
が
嘆
い

て
み
せ
る
「
弓
矢
と
る
ま
す
ら
雄
も
富
貴
は
国
の
基
な
る
を
わ
す
れ
」
な
ど
と
い
う

の
は
む
し
ろ
太
平
の
世
の
こ
と
で
あ
る
。

（
13
） 

注
（
1
）
中
野
、
注
（
5
）
田
中
が
指
摘
。
本
稿
に
お
け
る
『
世
間
銭
神
論
』
の

引
用
は
通
俗
経
済
文
庫
版
（
国
立
国
会
図
書
館
Ｄ
Ｃ
）
に
拠
る
。

（
14
） 『
胆
大
小
心
録
』
一
四
二
。「
金
の
性
は
悪
な
り
」「
銭
の
性
は
善
な
り
」
の
寸
言

で
知
ら
れ
る
。

（
15
） 

内
田
保
廣
「
上
田
秋
成
の
貧
富
論
―
「
貧
福
論
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
江
戸
文
学
』

一
四
号
、
一
九
九
五
年
五
月
）、
中
沢
新
一
「
日
本
文
学
の
大
地
⑨
雨
月
物
語
」（
小

学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
七
八
月
報
二
〇
、一
九
九
五
年
）
な
ど
。
今
村
仁
司
、

岩
井
克
人
ら
の
論
を
踏
ま
え
貨
幣
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
内
田
論
は
本
稿
に

と
っ
て
示
唆
的
で
あ
る
。

（
16
） 『
胆
大
小
心
録
』
九
八
。「
黄お
う
ご
ん金
十
両
」
と
言
え
ば
大
判
を
意
味
す
る
。「
黄お
う
ご
ん金
」

一
語
も
狭
義
で
は
大
判
を
意
味
す
る
。

（
17
） 

田
沼
時
代
の
貨
幣
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
主
に
以
下
の
も
の
を
参
照
し
た
。

 

滝マ

マ沢
武
雄
『
日
本
の
貨
幣
の
歴
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）。
瀧マ

マ澤
武
雄
・

西
脇
康
編
『
日
本
史
小
百
科
〈
貨
幣
〉』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
）。
三
上
隆

三
『
江
戸
の
貨
幣
物
語
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
六
年
）。
東
野
治
之
『
貨
幣

の
日
本
史
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）。

（
18
） 

常
是
役
所
編
『
金
銀
吹
替
次
第
（
御
用
留
便
覧
）』「
五
匁
銀
」、
国
立
国
会
図
書

館
Ｄ
Ｃ
に
拠
る
。

付
記本

稿
に
お
け
る
『
雨
月
物
語
』、『
書
初
機
嫌
海
』
の
本
文
引
用
は
中
央
公
論

社
版
上
田
秋
成
全
集
に
拠
る
。

本
稿
に
お
け
る
引
用
部
の
傍
線
は
空
井
が
付
し
、傍
点
は
原
文
通
り
と
し
た
。

旧
字
体
な
ど
は
適
宜
現
行
の
書
体
に
改
め
、
ル
ビ
な
ど
は
適
宜
省
略
し
た
。

本
稿
に
お
け
る
年
の
表
記
は
、
明
治
五
年
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
和
暦
、

そ
れ
以
後
の
も
の
に
つ
い
て
は
西
暦
で
統
一
す
る
。
必
要
に
応
じ
て
併
記
し
た

と
こ
ろ
が
あ
る
。


