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日
本
の
皮
革
地
帯

-
　
姫
路
･
龍
野
と
木
下
川
を
中
心
に
1

川

　

上

　

隆

　

志

一
　
｢
い
-
つ
も
の
日
本
｣
　
の
視
座
か
ら

二
〇
世
紀
の
日
本
で
は
､
近
代
化
の
推
進
役
と
し
て
｢
ひ
と
つ
の
日
本
｣
志
向
が
強
固
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
政
治
に
お
い
て
も
経
済
に

お
い
て
も
文
化
に
お
い
て
も
そ
う
だ
っ
た
｡
マ
イ
ナ
ー
な
も
の
､
メ
イ
ン
の
流
れ
に
反
す
る
も
の
は
'
切
り
捨
て
る
か
隠
蔽
し
て
き
た
の

で
あ
る
｡
し
か
し
そ
う
し
た
近
代
の
行
き
詰
ま
り
が
明
確
に
な
っ
た
現
在
'
必
要
な
の
は
｢
ひ
と
つ
の
日
本
｣
か
ら
｢
い
-
つ
も
の
日

本
｣
　
へ
の
視
座
の
転
換
で
あ
る
｡
シ
リ
ー
ズ
｢
い
-
つ
も
の
日
本
｣
の
第
一
巻
『
日
本
を
問
い
直
す
』
　
の
総
論
で
'
赤
坂
意
雄
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
日
本
と
は
何
か
､
日
本
人
と
は
誰
か
'
日
本
文
化
と
は
何
か
｡
い
か
に
も
古
色
蒼
然
と
し
た
問
い
で
は
あ
る
｡
し
か
し
､
あ
-
普

で
歴
史
的
に
問
い
か
け
よ
う
と
す
る
と
き
'
そ
れ
ら
が
も
は
や
自
明
な
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
､
い
や
お

う
な
し
に
気
付
か
さ
れ
る
｡
そ
れ
ら
は
揺
ら
ぎ
の
な
か
に
投
げ
込
ま
れ
'
た
だ
'
抱
か
れ
る
べ
き
問
い
の
群
れ
と
し
て
の
み
存
在
す

る
｡
根
底
か
ら
の
日
本
像
の
転
換
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
た
と
え
ば
そ
れ
を
､
｢
ひ
と
つ
の
日
本
｣
か
ら
｢
い

-
つ
も
の
日
本
｣
　
へ
の
転
換
と
呼
ん
で
み
る
｡
こ
の
列
島
の
そ
こ
か
し
こ
に
､
少
な
-
と
も
数
万
年
の
時
間
を
宿
し
な
が
ら
繰
-
広

げ
ら
れ
て
き
た
､
た
と
え
ば
民
族
史
的
景
観
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
す
｡
い
ま
う
　
そ
れ
を
新
た
な
方
位
に
向
け
て
拓
い
て
ゆ
-
た
め

に
は
'
ま
ず
｢
ひ
と
つ
の
日
本
｣
の
呪
縛
を
ほ
ど
い
て
や
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
こ
に
あ
ふ
れ
出
す
'
数
も
知
れ
ぬ
｢
い
-
つ
も
の
日
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本
｣
の
か
け
ら
が
新
し
い
歴
史
を
紡
ぐ
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
｡
そ
う
し
て
'
弧
状
な
す
列
島
の
民
族
史
的
景
観
を
や
わ
ら
か
-

(
-
)

重
層
化
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
-
-
｣

こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
｢
い
く
つ
も
の
日
本
の
か
け
ら
｣
を
'
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
か
ら
探
-
出
し
て
い
-
こ
と
を
'
日
本
文
化
史
の

課
題
と
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
天
皇
､
京
都
､
東
京
と
い
っ
た
体
制
に
依
拠
し
'
大
文
字
で
語
ら
れ
て
き
た
日
本
文
化
論
に
代

わ
っ
て
､
地
域
に
視
点
を
置
き
'
多
様
な
時
間
軸
を
設
定
し
'
価
値
の
重
層
性
を
認
め
た
日
本
文
化
論
に
書
き
換
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡そ

の
た
め
の
方
法
論
と
し
て
新
た
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
､
中
沢
新
一
の
　
『
精
霊
の
王
』
　
で
あ
る
｡
こ
れ
は
｢
福
神
｣
を
め
ぐ

っ
て
芸
能
者
の
精
神
史
を
'
ひ
い
て
は
ア
ジ
ア
に
拡
が
る
古
層
の
神
々
の
精
神
史
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡
稲
作
農
耕
を
す
る
常

民
に
対
し
う
　
そ
の
秩
序
を
揺
る
が
せ
､
文
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
も
た
ら
す
も
の
こ
そ
芸
能
民
で
あ
る
と
し
､
禅
竹
の
　
『
明
宿
集
』
を
大

胆
に
読
み
解
く
｡
そ
こ
に
浮
上
す
る
芸
能
民
の
精
神
史
こ
そ
､
｢
い
-
つ
も
の
日
本
｣
　
の
姿
の
ひ
と
つ
に
違
い
な
い
｡
｢
宿
神
｣
　
の
性
格
を

中
沢
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

｢
今
日
'
｢
日
本
文
化
｣
　
の
特
質
を
示
す
も
の
と
し
て
世
界
か
ら
賞
賛
さ
れ
て
い
る
芸
能
と
技
術
の
領
域
を
守
り
､
そ
こ
に
創
造
力

を
吹
き
込
ん
で
い
た
の
は
'
こ
の
列
島
上
か
ら
す
で
に
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
か
と
思
わ
れ
た
､
あ
の
シ
ャ
グ
ジ
-
福
神
と
い
う
と

て
つ
も
な
く
古
い
来
歴
を
持
つ
精
霊
だ
っ
た
の
だ
｡
(
中
略
)
　
ま
っ
た
-
こ
の
宿
神
な
-
し
て
は
'
今
日
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

(
2
)

｢
日
本
文
化
｣
な
ど
と
い
う
も
の
さ
え
'
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
｣

そ
し
て
こ
の
宿
神
は
'
｢
制
度
や
体
系
の
背
後
に
潜
ん
で
､
背
後
か
ら
秩
序
の
世
界
を
揺
り
動
か
し
'
励
起
し
､
停
滞
と
安
住
に
向
か

お
う
と
す
る
も
の
を
変
化
と
創
造
へ
と
'
駆
り
立
て
て
い
く
｣
　
の
で
あ
り
'
こ
の
精
霊
を
｢
哲
学
的
思
考
の
中
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
､
私
た
ち
の
今
日
抱
え
る
深
刻
な
精
神
的
危
機
に
'
ひ
と
つ
の
突
破
口
が
開
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｣
と
説
-
0
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平
準
化
さ
れ
活
力
を
失
っ
て
い
る
現
代
日
本
の
文
化
状
況
に
風
穴
を
開
け
る
に
は
ど
う
す
る
の
か
｡
そ
の
ひ
と
つ
の
答
え
が
､
｢
い
く

つ
も
の
日
本
｣
と
い
う
方
法
論
的
視
座
を
導
入
し
て
'
多
様
な
日
本
文
化
の
諸
相
を
捉
え
な
お
し
､
今
は
ま
だ
そ
こ
か
し
こ
に
露
見
し
て

い
る
も
の
の
'
消
え
去
-
つ
つ
あ
る
人
々
の
営
み
を
再
構
成
し
て
ゆ
-
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

従
来
の
稲
作
農
耕
を
中
心
に
据
え
た
日
本
文
化
史
観
で
は
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
職
人
や
芸
能
民
た
ち
の
文
化
'
そ
こ
に
も
っ
と
注
目
す
る

必
要
が
あ
る
｡
そ
れ
は
中
沢
の
言
う
｢
縄
文
的
な
野
生
の
思
考
｣
の
再
生
で
も
あ
り
､
｢
新
し
い
思
想
史
｣
の
構
想
で
も
あ
る
｡

本
稿
で
は
'
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
つ
つ
､
日
本
の
皮
革
文
化
を
考
察
す
る
｡
皮
革
は
武
具
や
工
芸
品
と
し
て
'
歴
史
的
に
き

わ
め
て
重
要
な
産
物
で
あ
っ
た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
皮
へ
の
積
れ
意
識
に
よ
っ
て
'
皮
革
産
業
に
従
事
す
る
人
び
と
は
'
い
わ
れ
な
き

差
別
を
受
け
て
き
た
｡
そ
れ
は
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
か
｡
こ
の
差
別
を
払
拭
す
る
た
め
に
'
ま
ず
は
日
本
の
皮
革
文
化
の
中
心
地
を
実
際

に
歩
き
､
実
像
を
と
ら
え
､
そ
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

二
　
播
磨
の
渡
来
系
文
化

皮
革
文
化
の
拠
点
と
し
て
本
稿
で
取
り
上
げ
る
姫
路
･
龍
野
を
含
む
播
磨
一
帯
が
'
古
代
に
お
い
て
渡
来
系
文
化
の
一
大
中
心
地
で
あ

あ

め

の

ひ

ぼ

こ

(

3

)

っ
た
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
新
羅
の
王
子
と
さ
れ
る
の
天
日
槍
の
渡
来
神
話
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
播
磨
と
渡
来
系
文

化
の
か
か
わ
り
を
見
て
お
-
こ
と
に
す
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
皮
操
し
は
､
重
要
な
渡
来
系
文
化
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
｡

和
銅
六
　
(
七
二
二
)
　
年
の
官
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
　
『
播
磨
国
風
土
記
』
　
に
は
､
多
-
の
渡
来
集
団
や
渡
来
系
人
物
に
関
す
る
記
事

(

4

)

し

･

_

り

-

二

が
四
〇
例
ほ
ど
あ
る
と
い
う
｡
l
例
を
あ
げ
れ
ば
'
現
在
の
姫
路
市
自
国
〓
L
f
は
新
羅
訓
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
､
そ
の
起
源
と
し
て
'
次

の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
｡

な
づ
(
L
-
)

｢
昔
'
新
羅
の
国
の
人
'
来
朝
し
け
る
時
､
比
の
村
に
宿
-
き
｡
故
'
新
羅
訓
と
号
-
｣
｡
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さ
ぎ
な
み

こ
れ
以
外
に
も
､
渡
来
人
に
か
か
わ
る
記
述
は
随
所
に
見
ら
れ
る
｡
そ
も
そ
も
編
者
と
さ
れ
る
楽
浪
河
内
も
渡
来
系
二
世
だ
っ
た
の
で

あ
る
｡

(

6

)

さ

よ

う

ま
た
播
磨
の
山
岳
地
帯
は
古
代
の
鉄
の
産
地
だ
っ
た
｡
『
播
磨
国
風
土
記
』
諌
容
郡
の
条
に
は
'

な
づ

｢
鹿
を
放
ち
し
山
を
鹿
庭
山
と
号
-
｡
山
の
四
面
に
十
二
の
谷
あ
-
｡
皆
､
鉄
を
生
す
｡
難
波
の
豊
前
の
朝
庭
に
始
め
て
進
-
き
｡

た

て

ま

つ

(

7

)

見
顕
し
し
人
は
別
部
の
犬
､
其
の
孫
等
奉
発
-
初
め
き
｣

現
在
で
も
､
穴
禾
郡
千
種
町
に
は
｢
た
た
ら
の
里
学
習
館
｣
が
あ
る
｡
こ
こ
は
天
児
屋
鉄
山
の
跡
地
で
あ
り
､
伝
統
的
な
た
た
ら
製
鉄

の
様
子
が
学
べ
る
｡
千
種
町
一
帯
に
は
た
た
ら
遺
跡
が
散
在
し
て
お
り
､
古
代
以
来
の
製
鉄
の
隆
盛
振
り
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
ま
た
備
前

の
長
船
な
ど
の
著
名
な
刀
匠
も
､
こ
こ
の
千
種
鉄
を
用
い
て
い
た
と
い
う
｡

さ
ら
に
播
磨
の
沿
岸
部
は
古
代
よ
り
製
塩
が
盛
ん
だ
っ
た
｡
こ
こ
で
は
紹
介
し
な
い
が
､
『
播
磨
国
風
土
記
』
　
に
は
製
塩
関
連
の
記
事

も
頻
出
す
る
.
製
塩
も
鉄
も
渡
来
系
の
文
化
で
あ
る
｡
ま
た
西
隣
の
吉
備
国
は
､
古
代
に
は
渡
来
系
の
書
備
氏
が
1
大
政
治
勢
力
を
形
成

し
て
い
た
｡
唐
の
文
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
有
名
な
吉
備
真
備
も
､
書
備
氏
の
一
族
で
あ
る
｡
書
備
氏
は
海
上
交
通
を
掌
撞
し
て
い
た

事
か
ら
､
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
米
作
も
早
く
か
ら
盛
ん
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
塩
'
鉄
､
米
と
い
う
'
古
代
の
渡
来
系

の
重
要
な
技
術
が
播
磨
の
周
辺
に
は
あ
っ
た
｡

(

8

)

(

9

)

ま
た
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
'
播
磨
は
民
間
陰
陽
師
の
一
大
中
心
地
で
あ
っ
た
｡
古
-
は
堀
一
郎
'
最
近
で
は
沖
浦
和
光
の
研
究

に
よ
っ
て
そ
の
実
態
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
｡
陰
陽
師
と
は
'
も
と
も
と
は
宮
廷
で
陰
陽
道
の
式
占
･
祭
配
や
政
を
行
な
う
呪

術
宗
教
家
の
職
種
名
で
あ
っ
た
が
､
中
世
以
降
で
は
'
民
間
に
あ
っ
て
有
史
以
来
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
渡
来
系
の
民
間
道
教
系
の
益
術

に
連
な
る
遊
行
者
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
の
代
表
が
､
安
部
清
明
に
法
術
比
べ
で
敗
れ
た
と
さ
れ
る
芦
屋
道
満
で
あ
る
｡

興
味
深
い
こ
と
に
'
中
国
山
地
の
山
並
み
が
な
だ
ら
か
に
繋
が
る
佐
用
町
に
'
小
さ
な
谷
を
は
さ
ん
で
芦
屋
道
満
と
安
部
清
明
の
塚
が
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並
び
立
っ
て
い
る
｡
一
三
四
八
年
に
成
立
し
た
　
『
峰
相
記
』
　
は
'
播
磨
峰
相
山
鶏
足
寺
に
参
詣
し
た
僧
と
同
寺
の
住
僧
と
の
問
答
形
式
で

展
開
さ
れ
る
中
世
播
磨
国
の
地
誌
で
あ
る
が
'
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
安
部
清
明
と
の
法
術
比
べ
に
敗
れ
'
播
磨
に
流
罪
と
な
っ
た
芦
屋
道
満

の
末
流
が
播
磨
一
帯
で
活
動
し
た
と
い
う
｡
近
辺
に
住
む
陰
陽
師
た
ち
が
'
両
方
の
塚
を
配
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
沖
浦
が
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に
'
彼
ら
陰
陽
師
た
ち
も
ま
た
渡
来
系
の
集
団
の
末
商
だ
っ
た
｡

陰
陽
師
た
ち
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
呪
術
を
施
す
と
と
も
に
'
門
付
け
な
ど
の
芸
に
よ
っ
て
も
身
を
支
え
て
い
た
｡
近
世
に
な
る
と
､
そ
の

末
商
た
ち
は
役
者
村
を
形
成
す
る
｡
農
村
歌
舞
伎
の
役
者
と
し
て
人
気
を
博
し
､
播
磨
一
円
の
み
な
ら
ず
全
国
に
興
行
に
回
っ
て
い
た
｡

そ
の
雄
が
'
柳
田
国
男
の
生
地
･
北
条
町
で
発
祥
し
た
｢
高
室
芝
居
｣
　
で
あ
る
｡
農
村
歌
舞
伎
は
娯
楽
の
な
か
っ
た
時
代
の
人
々
に
と
っ

て
'
何
よ
-
も
楽
し
み
と
な
っ
て
い
た
｡
今
で
も
当
時
を
し
の
ば
せ
る
｢
上
三
河
の
舞
台
｣
が
佐
用
郡
南
光
町
に
残
さ
れ
て
い
る
｡

あ
あ
さ
け

さ
ら
に
赤
穂
に
は
大
避
神
社
が
あ
る
｡
世
阿
弥
の
　
『
風
姿
花
伝
』
　
や
禅
竹
の
　
『
明
宿
集
』
　
に
よ
れ
ば
'
棄
民
の
長
･
秦
河
勝
が
金
春
の

さ
ご
し

先
祖
に
猿
楽
を
教
え
た
後
に
'
摂
津
か
ら
海
に
乗
り
出
し
'
播
磨
の
坂
越
に
漂
着
し
た
｡
荒
ぶ
る
神
と
し
て
暴
れ
た
後
に
､
宿
神
と
あ
が

め
ら
れ
鎮
め
ら
れ
る
と
'
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
と
な
っ
た
｡
そ
の
秦
河
勝
を
配
っ
て
い
る
の
が
大
避
神
社
で
あ
る
｡
こ
こ
も
重
要
な
渡
来

(10)

系
文
化
の
拠
点
で
あ
る
｡

神
社
と
い
え
ば
広
峰
神
社
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
姫
路
市
の
北
方
'
広
峰
山
の
中
腹
に
鎮
座
す
る
広
峰
神
社
は
､
主
祭
神
は

す
き
の
お
の
ム
こ
と

素
豊
嶋
尊
で
'
も
と
は
広
峰
牛
頭
天
王
社
と
い
わ
れ
た
｡
社
伝
に
よ
れ
ば
'
吉
備
真
備
が
唐
よ
り
帰
国
し
た
後
､
神
託
を
受
け
て
天
皇
に

奏
上
し
'
社
殿
を
造
営
し
た
と
い
う
｡
平
安
時
代
に
は
'
御
霊
信
仰
と
疫
病
神
が
盛
ん
に
な
る
中
で
'
素
豊
嶋
尊
と
習
合
し
た
牛
頭
天
王

が
耽
ら
れ
た
｡
一
〇
世
紀
中
ご
ろ
に
'
そ
れ
が
京
都
の
八
坂
に
勧
請
さ
れ
て
'
砥
園
社
　
(
八
坂
神
社
)
　
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
｡

中
世
を
通
じ
て
広
峰
神
社
は
､
広
-
民
衆
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
｡
『
峰
相
記
』
　
に
｢
自
国
他
国
の
人
々
が
崇
敬
す
る
事
は
'
熊
野
に

も
お
と
ら
ず
､
万
人
が
道
を
争
っ
て
参
詣
し
た
｣
と
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
広
峰
神
社
は
'
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
御
師
の
組
織
を
も
っ
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て
い
た
｡
熊
野
や
伊
勢
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
､
民
衆
の
信
仰
を
支
え
る
重
要
な
組
織
で
あ
る
｡
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
､
広
峰
神
社
と

播
磨
の
渡
来
系
文
化
の
関
わ
-
で
あ
る
｡
吉
備
真
備
の
創
建
伝
説
や
､
牛
頭
天
王
信
仰
･
蘇
民
将
来
伝
説
な
ど
渡
来
系
の
盃
現
と
関
わ
り

し

ら

く

に

の
深
い
信
仰
の
拠
点
で
あ
る
｡
さ
ら
に
古
代
か
ら
中
世
ま
で
､
今
の
広
峰
山
は
新
羅
国
山
と
呼
ば
れ
､
新
羅
国
と
い
う
名
称
は
､
広
峰
山

を
中
心
と
し
て
四
方
に
連
な
る
峰
一
円
と
山
麓
ま
で
を
含
む
広
い
地
域
に
及
ん
で
い
た
｡
こ
の
よ
う
に
広
峰
神
社
と
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡

(;)

来
人
と
の
か
か
わ
り
の
強
さ
と
深
さ
を
連
想
さ
せ
る
｡

以
上
､
播
磨
と
渡
来
系
文
化
の
関
わ
り
の
歴
史
を
簡
単
に
見
て
き
た
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
､
播
磨
が
い
か
に
渡
来
系
の
文
化
と
濃
厚

な
関
係
に
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
｡
そ
し
て
播
磨
に
花
開
い
た
皮
操
し
も
ま
た
渡
来
系
の
技
術
で
あ
っ
た
｡

三
　
日
本
最
大
の
皮
革
地
帯
'
龍
野
と
姫
路

(12)

兵
庫
県
は
'
現
在
で
も
全
国
の
八
割
近
い
製
革
の
生
産
量
を
占
め
､
日
本
の
製
革
業
の
中
心
で
あ
る
｡
皮
革
に
従
事
し
て
い
逐
地
区

は
､
龍
野
市
'
姫
路
市
に
集
中
し
て
い
る
が
､
川
西
市
に
も
あ
る
｡
い
ず
れ
も
近
-
に
河
川
の
清
流
が
あ
り
､
交
通
の
優
の
よ
い
と
こ
ろ

き

ね

が

わ

で
あ
る
｡
な
お
'
兵
庫
県
で
は
主
に
牛
皮
を
操
し
て
い
る
の
に
対
し
､
豚
皮
は
'
後
述
す
る
東
京
都
墨
田
区
の
木
下
川
地
区
が
操
し
の
中

心
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
関
西
の
牛
'
関
東
の
豚
と
い
う
文
化
の
違
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
｡

(13)

こ
こ
で
は
ま
ず
'
日
本
列
島
に
お
け
る
皮
革
業
の
歴
史
を
簡
単
に
た
ど
ろ
う
｡
そ
の
際
､
渡
来
系
文
化
と
不
浄
観
を
考
察
の
軸
に
し
た

い
｡
な
お
､
同
じ
牛
馬
や
豚
の
積
れ
を
帯
び
る
と
さ
れ
て
い
た
職
業
に
屠
畜
業
と
皮
革
業
が
あ
る
が
'
屠
畜
業
と
は
獣
富
を
屠
殺
し
食
肉

を
生
産
す
る
産
業
で
'
皮
革
業
と
は
獣
著
の
皮
を
は
ぎ
へ
操
し
て
革
に
す
る
産
業
で
あ
る
｡

屠
畜
と
食
肉
は
縄
文
の
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
｡
皮
の
利
用
も
行
わ
れ
て
い
た
と
は
想
像
さ
れ
る
が
､
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
こ
と
は

一

な
い
｡
古
墳
時
代
の
遺
物
と
し
て
､
大
阪
府
狐
塚
古
墳
や
三
重
県
石
山
古
墳
な
ど
か
ら
革
製
の
盾
や
甲
の
一
部
が
出
土
し
て
い
る
｡
奈
良
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県
藤
ノ
木
古
墳
か
ら
出
土
し
た
馬
具
に
鹿
革
の
細
片
が
発
見
さ
れ
､
こ
れ
が
西
暦
七
〇
〇
年
ご
ろ
だ
と
い
う
｡
奈
良
時
代
の
正
倉
院
の
宝

物
に
は
'
履
物
や
武
具
'
さ
ま
ざ
ま
の
革
箱
が
納
め
ら
れ
て
い
る
｡

皮
革
の
歴
史
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
史
料
が
あ
る
｡
『
日
本
書
紀
』
仁
賢
天
皇
六
年
の
条
に
'
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
｡

す

る

ぎ

ぬ

る

ぎ

か

は

を

し

の

こ

ま

｢
是
歳
､
日
鷹
書
士
､
高
麗
よ
り
還
-
て
'
工
匠
須
流
棋
･
奴
流
祝
等
を
献
る
｡
今
大
倭
国
の
山
辺
郡
の
額
田
邑
の
熟
皮
高
麗

(14)

は
､
是
其
の
後
な
り
｣

こ
れ
は
五
世
紀
末
頃
､
朝
鮮
の
高
句
麗
か
ら
高
度
な
技
術
を
持
つ
工
匠
を
招
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
熟
皮
と
は
皮
を
や
わ
ら
か
く

熟
し
た
操
し
皮
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
が
日
本
の
皮
革
技
術
史
の
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
｡
な
お
仁
賢
天
皇
は
､
父
の

い

ち

の

ぺ

の

お

し

は

の

み

こ

し

じ

み

の

み

や

け

市
辺
押
常
磐
皇
子
が
雄
略
天
皇
に
殺
さ
れ
た
際
'
弟
と
と
も
に
逃
れ
､
播
磨
の
縮
見
屯
倉
に
隠
れ
住
ん
で
い
た
と
い
う
｡
仁
賢
天
皇
は
播

磨
と
の
繋
が
-
が
極
め
て
強
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

中
世
で
は
'
二
一
世
紀
後
半
の
｢
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
｣
や
二
二
世
紀
末
の
｢
天
狗
草
紙
｣
に
､
庭
先
に
皮
を
干
し
て
い
る
棟
が
措
か
れ

て
い
る
｡
こ
の
こ
ろ
屠
畜
に
従
事
し
た
も
の
た
ち
は
｢
屠
児
｣
や
｢
稜
多
量
｣
と
言
わ
れ
'
蔑
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡
皮
革
従

事
者
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
'
多
-
は
屠
畜
従
事
者
と
重
な
っ
て
い
た
か
ら
'
腰
祝
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

(
1
5
)

皮
革
に
対
す
る
蔑
視
が
明
示
さ
れ
て
い
る
史
料
と
し
て
'
一
五
五
八
年
信
濃
国
諏
訪
下
宮
の
物
忌
に
関
し
て
｢
馬
牛
の
倒
れ
た
る
を
取

っ
て
'
捨
て
た
も
の
は
当
日
の
稜
れ
'
皮
を
剥
い
だ
も
の
は
五
日
の
積
れ
た
る
べ
し
｣
と
い
う
記
述
が
あ
る
｡
ま
た
宣
教
師
ル
イ
ス
･
フ

ロ
イ
ス
の
　
『
日
本
史
』
　
に
｢
税
多
と
い
う
の
は
'
イ
ン
ド
の
マ
ラ
バ
ー
ル
の
ボ
レ
ア
と
同
様
に
'
日
本
で
最
も
塵
し
い
､
仲
間
外
れ
に
さ

れ
た
購
民
ど
も
で
､
そ
の
職
は
死
ん
だ
獣
類
の
皮
を
剥
い
で
そ
の
皮
を
売
る
こ
と
で
あ
る
｡
彼
等
は
ま
る
で
ほ
か
の
人
た
ち
と
交
際
す
る

に
価
し
な
い
不
浄
な
人
た
ち
の
よ
う
に
'
い
つ
で
も
村
落
か
ら
離
れ
て
住
ん
で
い
る
｣
と
あ
る
｡

近
世
に
な
る
と
､
死
ん
だ
牛
馬
の
皮
を
剥
ぎ
操
し
て
革
に
す
る
仕
事
は
｢
か
わ
た
｣
身
分
の
も
の
が
行
な
っ
た
｡
幕
藩
権
力
は
'
死
ん
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だ
牛
馬
の
取
得
権
を
与
え
､
そ
の
権
利
を
売
却
･
譲
渡
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
｡
こ
の
権
利
を
｢
旦
那
株
｣
と
言
い
､
そ
の
範
囲
の
こ
と
を

｢
旦
那
場
｣
と
言
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
既
得
権
と
し
て
の
利
益
は
保
証
さ
れ
た
が
う
身
分
と
職
業
の
固
定
化
に
よ
り
､
不
浄
視
や
差
別
も

(16)

ま
た
苛
酷
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

明
治
維
新
と
と
も
に
皮
革
業
は
大
き
-
変
わ
る
｡
明
治
四
　
(
一
八
七
こ
年
'
｢
解
放
令
｣
に
よ
り
身
分
的
契
機
は
取
り
去
ら
れ
た
も

の
の
､
｢
死
牛
馬
勝
手
処
理
令
｣
に
よ
り
経
済
的
特
権
を
失
い
'
在
方
の
小
規
模
な
皮
革
業
者
は
困
難
に
直
面
し
､
し
か
も
差
別
は
凄
む

こ
と
は
な
か
っ
た
｡
1
万
で
'
近
代
的
軍
制
の
整
備
と
と
も
に
軍
靴
･
馬
具
等
の
皮
革
製
品
の
需
要
が
増
し
た
.
ま
た
皮
操
し
に
も
洋
式

技
術
が
導
入
さ
れ
る
｡
タ
ン
ニ
ン
を
使
っ
た
操
し
法
が
普
及
し
､
そ
れ
と
と
も
に
皮
革
業
者
の
規
模
も
大
き
-
な
る
｡
さ
ら
に
第
二
次
大

戦
後
は
､
ク
ロ
ム
薬
品
を
使
っ
た
技
術
が
ド
イ
ツ
か
ら
導
入
さ
れ
'
現
在
で
は
ク
ロ
ム
鞍
し
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
｡

話
を
播
磨
に
戻
そ
う
｡
な
ぜ
播
磨
に
こ
れ
だ
け
の
皮
革
産
業
が
成
り
立
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

ま
ず
何
よ
り
も
皮
操
し
に
一
番
必
要
な
の
は
清
流
で
あ
る
｡
そ
の
点
､
播
磨
は
中
国
山
地
か
ら
流
入
す
る
河
川
に
恵
ま
れ
て
い
る
｡
兵

庫
県
の
皮
革
地
帯
を
見
る
と
､
龍
野
に
は
林
田
川
､
姫
路
に
は
市
川
､
川
西
に
は
猪
名
川
が
あ
り
'
そ
の
流
域
に
操
し
業
が
集
中
し
て
い

る
｡

つ
い
で
重
要
な
の
が
塩
で
あ
る
｡
原
皮
の
保
存
や
皮
操
し
の
過
程
で
は
大
量
の
塩
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
塩
に
つ
い
て
は
'
先

に
触
れ
た
よ
う
に
'
瀬
戸
内
は
古
-
か
ら
渡
来
者
た
ち
の
技
術
に
基
づ
-
製
塩
が
盛
ん
で
あ
っ
た
｡
播
磨
と
海
を
は
さ
ん
だ
向
か
い
の
小

豆
島
で
は
｢
か
わ
や
｣
身
分
の
も
の
が
塩
田
を
経
営
し
て
い
た
｡
彼
ら
が
生
産
し
た
塩
が
'
播
磨
の
｢
か
わ
や
｣
に
運
ば
れ
た
の
で
は
な

い
か
｡
沖
浦
和
光
は
次
の
よ
う
な
推
測
を
し
て
い
る
｡

｢
小
豆
島
の
｢
か
わ
や
｣
は
'
播
州
の
皮
革
製
造
業
者
と
何
ら
か
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
あ
る
い
は
小
豆
島
か
ら

原
皮
と
塩
を
供
給
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
ぬ
｡
古
い
時
代
か
ら
'
こ
の
列
島
で
も
皮
革
の
有
数
の
生
産
地
で
あ
っ
た
播
磨
平
野
は
'
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播
磨
灘
を
隔
て
て
目
と
鼻
の
先
に
あ
っ
た
｡
(
中
略
)
　
こ
の
よ
う
に
小
豆
島
と
播
磨
国
と
の
地
縁
を
考
え
て
み
る
と
､
小
豆
島
に
塩

田
を
持
つ
有
力
な
｢
か
わ
や
｣
が
存
在
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
｡
お
そ
ら
-
そ
の
｢
か
わ
や
｣
が
生
産
し
た
塩
は
､
播
磨
の

｢
か
わ
や
｣
に
運
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
こ
の
小
豆
島
の
史
料
に
み
ら
れ
る
｢
か
わ
や
｣
と
い
う
呼
称
も
'
播
磨
か
ら
伝
わ

(-7)

っ
た
の
で
は
な
い
か
｣
｡

播
磨
に
限
ら
ず
､
被
差
別
部
落
の
間
に
は
'
部
落
間
に
独
自
の
交
流
を
持
つ
こ
と
が
多
い
｡
ま
し
て
播
磨
は
被
差
別
部
落
の
人
口
が
極

め
て
多
い
｡
｢
か
わ
や
｣
が
塩
田
を
経
営
す
る
と
い
う
稀
有
な
例
だ
け
に
､
も
っ
と
追
求
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡

そ
し
て
皮
革
業
を
支
え
る
技
術
で
あ
る
｡
す
で
に
見
た
よ
う
に
'
播
磨
は
渡
来
文
化
の
一
大
拠
点
で
あ
っ
た
｡
多
く
の
渡
来
人
が
住
み

着
き
､
最
新
の
技
術
を
も
た
ら
し
て
き
た
地
で
あ
る
｡

ま
た
瀬
戸
内
は
水
運
が
発
達
し
て
い
る
｡
原
皮
を
持
ち
込
む
に
も
う
出
来
上
が
っ
た
製
品
を
輸
送
す
る
に
も
､
瀬
戸
内
の
水
道
は
大
き

な
威
力
と
な
っ
た
｡
近
世
で
は
､
摂
津
の
渡
辺
村
が
最
大
の
皮
革
加
工
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
が
'
龍
野
･
姫
路
の
皮
革
業
者
に
と
っ
て
最

(_8)

大
の
取
引
先
も
ま
た
渡
辺
村
で
あ
っ
た
｡

二
〇
〇
四
年
の
秋
､
全
国
大
学
同
和
教
育
研
究
協
議
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
龍
野
で
開
か
れ
た
｡
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
終
了
後
に
､
武
庫

川
女
子
大
学
の
上
山
勝
氏
に
龍
野
･
姫
路
の
皮
革
地
帯
を
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
｡
近
年
で
は
中
国
･
韓
国
な
ど
外
国
か
ら
の
安
価
な
皮

革
輸
入
に
よ
り
､
い
ず
れ
の
タ
ン
ナ
ー
(
操
し
業
者
)
　
も
経
営
が
苦
し
-
な
っ
て
い
て
'
閉
鎖
さ
れ
た
工
場
も
多
か
っ
た
｡
現
在
で
は
多

-
の
タ
ン
ナ
ー
が
薬
品
を
使
う
ク
ロ
ム
操
し
を
行
な
っ
て
い
る
が
､
近
年
の
環
境
へ
の
意
識
の
高
ま
り
か
ら
､
天
然
の
植
物
を
利
用
し
た

タ
ン
ニ
ン
操
し
も
復
活
し
て
き
て
い
た
｡
そ
し
て
塩
と
菜
種
油
だ
け
で
行
な
う
最
も
環
境
に
や
さ
し
い
操
し
が
､
次
節
で
詳
し
く
述
べ
る

姫
路
･
高
木
の
白
探
し
で
あ
る
｡

佐
賀
県
の
唐
津
に
あ
る
被
差
別
部
落
を
訪
れ
た
と
き
に
聞
い
た
話
で
あ
る
が
､
そ
の
部
落
で
も
近
世
に
は
皮
操
し
を
行
っ
て
い
た
｡
地
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理
的
な
関
係
か
ら
､
朝
鮮
半
島
か
ら
直
接
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
､
そ
の
地
の
操
し
技
術
も
播
磨
か
ら
も
た
ら
さ

れ
た
も
の
だ
と
い
う
｡
そ
し
て
製
品
は
'
は
る
ば
る
大
坂
の
渡
辺
村
ま
で
輸
送
し
'
骨
は
骨
粉
に
し
て
鹿
児
島
に
運
ん
だ
と
の
こ
と
で
あ

(19)る
｡

四
　
姫
路
エ
ロ
同
木
の
自
操
し

姫
路
市
高
木
地
区
は
'
播
磨
に
お
け
る
皮
革
産
業
の
拠
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
｡
市
川
の
清
流
の
ほ
と
り
に
位
置
し
､
北
方
に
は
広
峰
神

社
の
鎮
座
す
る
広
峰
山
が
奪
え
て
い
る
｡
こ
の
地
で
､
姫
路
の
自
壊
し
と
し
て
古
-
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
技
術
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う

動
き
が
起
き
て
い
る
｡
白
壊
し
と
は
水
と
塩
と
菜
種
油
の
み
を
使
っ
て
行
な
わ
れ
る
操
し
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
う
し
て
で
き
た
革
は
､

ベ
ー
ジ
ュ
に
近
い
独
特
の
白
味
を
帯
び
た
美
し
い
乳
白
色
で
'
柔
ら
か
な
手
触
り
で
'
ほ
の
か
な
甘
い
香
り
を
も
っ
て
い
る
｡

し

か

ま

ほ

ん

た

姫
路
の
白
操
し
の
歴
史
は
古
-
'
八
世
紀
は
じ
め
に
編
纂
さ
れ
た
　
『
播
磨
国
風
土
記
』
　
の
飾
磨
郡
小
川
の
里
の
記
述
に
｢
晶
太
の
天
皇

ゆ
め
さ
･
き

(
応
神
天
皇
)
　
が
夢
前
丘
に
登
-
て
､
望
み
見
た
て
ま
へ
ば
､
北
の
方
に
白
き
色
の
物
あ
り
き
｣
と
あ
り
､
こ
れ
が
自
-
操
し
た
皮
革
だ

と
い
う
説
を
『
花
田
村
史
話
』
が
取
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
｡
さ
す
が
に
こ
の
説
は
無
理
が
あ
る
.
1
0
世
紀
で
も
播
磨
の
皮
革
は
鹿
皮

(20)

が
中
心
で
あ
っ
た
か
ら
､
牛
皮
を
使
っ
た
白
操
し
は
そ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ

し

た

ん

ま
た
､
姫
路
の
白
操
し
は
古
-
は
古
志
製
と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
る
｡
そ
の
理
由
と
し
て
'
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
皮
革
技
術
は
､

越
前
を
経
由
し
出
雲
の
古
志
に
伝
わ
り
'
そ
こ
か
ら
但
馬
の
円
山
川
に
'
そ
し
て
よ
り
よ
い
気
候
･
水
質
を
求
め
て
南
下
し
'
市
川
に
定

着
し
た
か
ら
だ
と
い
う
｡
ま
た
一
人
の
聖
が
訪
れ
て
伝
え
た
と
か
､
神
功
皇
后
が
韓
国
か
ら
連
れ
帰
っ
た
停
虜
が
伝
え
た
な
ど
多
-
の
説

(a)

が
あ
る
｡

そ
れ
ら
の
説
の
真
偽
は
と
も
か
-
､
古
代
に
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
白
操
し
が
､
姫
路
の
高
木
地
区
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
聞
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違
い
な
い
｡
播
磨
の
中
で
も
､
こ
の
姫
路
こ
局
木
近
辺
は
渡
来
系
文
化
の
き
わ
め
て
濃
厚
な
地
で
あ
る
｡
広
峰
神
社
に
つ
い
て
は
す
で
に

し

′

つ

く

に

述
べ
た
が
う
そ
の
山
麓
一
帯
の
地
は
､
新
羅
国
･
自
国
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
新
羅
に
由
来
す
る
地
名
で
あ
り
'
そ
こ
に
自
国
神
社

が
あ
る
｡
そ
も
そ
も
広
峰
山
自
体
が
古
代
に
は
新
羅
国
山
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
南
に
は
'
渡
来
系
豪
族
の
墳
墓
と
も
見
ら

れ
る
宮
山
･
壇
場
山
が
あ
っ
た
｡

中
世
以
降
に
な
る
と
'
多
-
の
記
録
に
姫
路
の
白
操
し
が
登
場
す
る
｡
享
徳
三
　
(
一
四
五
四
)
年
の
鎌
倉
年
中
行
事
に
｢
播
磨
皮
の
白

き
力
革
｣
と
い
う
記
述
が
あ
る
｡
さ
ら
に
天
正
九
　
二
五
八
二
年
に
､
豊
臣
秀
膏
が
織
田
信
長
に
播
磨
の
領
有
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
'

秀
吉
は
播
磨
の
産
物
と
し
て
｢
滑
革
二
〇
〇
枚
｣
を
献
じ
て
い
る
｡
江
戸
時
代
に
は
､
美
し
-
柔
ら
か
で
強
靭
な
白
壊
し
革
は
'
武
具
'

馬
具
か
ら
皮
硯
箱
'
煙
草
入
れ
､
料
紙
箱
'
財
布
'
雪
駄
の
花
緒
な
ど
多
-
の
皮
細
工
を
生
み
､
参
勤
交
代
の
土
産
物
と
し
て
重
宝
さ
れ

(
2
2
)

た
と
い
う
｡
シ
ー
ボ
ル
ト
や
フ
ィ
ツ
セ
ル
も
'
姫
路
の
皮
細
工
を
特
筆
し
て
い
る
よ
う
に
'
外
国
人
の
目
に
も
と
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

明
治
以
降
で
は
'
ズ
ボ
ン
吊
り
の
革
部
分
や
帯
革
に
利
用
さ
れ
た
り
､
強
度
が
あ
る
の
で
機
械
ベ
ル
ト
に
使
わ
れ
た
と
い
う
｡
変
わ
っ

た
と
こ
ろ
で
は
'
戟
前
は
野
球
ボ
ー
ル
用
に
ア
メ
リ
カ
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
｡
今
で
は
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ー
ル
革
は
ホ
ル
マ
リ
ン
操
し
の
た

め
に
'
ボ
ー
ル
が
滑
っ
て
変
化
球
に
向
か
な
く
な
っ
た
と
の
こ
と
だ
｡

こ
う
し
た
す
ぼ
ら
し
い
伝
統
を
持
つ
姫
路
の
自
捺
し
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
明
治
以
降
の
タ
ン
ニ
ン
操
し
や
ク
ロ
ム
壊
し
な
ど
の

洋
式
技
術
の
導
入
に
よ
っ
て
'
す
っ
か
り
廃
れ
て
し
ま
い
､
戦
後
に
な
る
と
伝
統
の
自
操
し
を
行
な
う
タ
ン
ナ
ー
は
ま
っ
た
く
い
な
く
な

よ

し

ひ

と

ま

と

も

っ
て
し
ま
っ
て
い
た
.
こ
の
事
態
に
危
機
感
を
も
っ
て
､
伝
統
の
自
探
し
の
復
活
を
試
み
た
の
が
､
新
田
善
仁
氏
と
そ
の
甥
の
新
田
星
人

氏
で
あ
る
｡

こ
こ
で
簡
単
に
自
壊
し
の
技
法
を
紹
介
し
よ
う
｡
原
皮
を
数
日
か
ら
二
週
間
'
市
川
の
清
流
に
浸
し
､
微
生
物
の
作
用
に
よ
っ
て
毛
根

を
ゆ
る
め
脱
毛
す
る
｡
こ
れ
が
｢
水
あ
げ
｣
と
い
う
工
程
で
'
重
労
働
で
あ
っ
た
｡
そ
の
後
'
｢
皮
す
き
｣
､
塩
を
加
え
て
踏
ん
で
は
干
す
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｢
も
み
返
し
｣
､
菜
種
油
を
加
え
て
は
干
し
､
洗
っ
て
は
干
す
｢
抽
皮
も
み
｣
｢
干
し
合
わ
せ
｣
｢
川
洗
い
｣
､
さ
ら
に
撮
ん
で
干
し
て
伸
ば

し
て
た
た
む
｢
し
い
ら
も
み
｣
｢
こ
い
合
わ
せ
｣
｢
色
付
け
｣
｢
干
し
上
げ
｣
を
経
て
革
の
半
製
品
に
な
る
｡
そ
れ
を
1
ヶ
月
以
上
寝
か
せ

て
か
ら
､
市
川
に
浸
し
'
さ
ら
に
撮
ん
で
干
し
て
ヘ
ラ
を
か
け
て
伸
ば
し
乾
か
し
'
撮
ん
で
ヘ
ラ
か
け
を
繰
-
返
す
｢
塩
出
し
｣
　
の
作

業
｡
そ
し
て
最
後
に
丁
寧
に
級
を
伸
ば
す
｢
本
ぶ
み
｣
を
し
'
天
気
を
確
か
め
て
か
ら
芝
草
の
上
に
広
げ
て
夜
露
を
と
る
｢
し
め
し
皮
｣

を
す
る
｡
最
後
の
仕
事
が
｢
皮
の
し
｣
で
'
皮
を
樫
の
-
い
に
張
り
つ
け
て
乾
か
し
た
後
'
折
り
た
た
む
｡
こ
れ
で
白
操
し
の
完
成
で
あ

(23)

る
｡
こ
の
間
'
三
ケ
月
以
上
を
要
し
､
根
気
を
必
要
と
す
る
大
変
な
重
労
働
で
あ
る
｡

自
操
し
の
特
長
は
､
何
と
言
っ
て
も
､
ま
ず
革
そ
の
も
の
の
質
が
よ
い
こ
と
で
あ
る
｡
強
度
が
あ
り
色
合
い
が
よ
-
､
風
味
も
あ
る
｡

そ
し
て
製
法
が
天
然
の
塩
と
菜
種
油
し
か
用
い
な
い
の
で
環
境
に
よ
い
こ
と
へ
　
こ
の
こ
と
は
現
在
の
皮
革
産
業
に
対
す
る
重
大
な
問
題
提

起
で
あ
ろ
う
｡
ク
ロ
ム
操
し
は
環
境
へ
の
悪
影
響
が
問
題
と
さ
れ
､
植
物
を
用
い
た
タ
ン
ニ
ン
操
し
が
増
え
て
い
る
が
､
そ
れ
以
上
に
こ

の
日
操
し
は
環
境
に
優
し
い
｡
単
な
る
伝
統
技
術
の
復
活
と
い
う
こ
と
を
超
え
た
'
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
積
極
的
な
意
義
の
一
つ
が
こ

こ
に
あ
る
｡

五
　
関
東
の
豚
皮
操
L
I
墨
田
区
木
下
川

き

ね

が

わ

播
磨
が
牛
馬
皮
の
操
し
の
中
心
で
あ
る
の
に
対
し
､
東
京
都
墨
田
区
の
木
下
川
地
区
は
豚
皮
操
し
の
中
心
で
あ
る
｡

木
下
川
地
区
で
は
全
国
の
豚
革
の
八
〇
%
が
生
産
さ
れ
て
お
り
､
墨
田
区
の
大
き
な
地
場
産
業
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
操
し
の
過

程
ご
と
に
分
業
化
が
進
ん
で
い
て
､
小
さ
な
工
場
が
集
ま
り
､
町
全
体
が
ひ
と
つ
の
工
場
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
木
下
川
を
軸
と
し
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
関
東
一
円
に
広
が
っ
て
い
る
｡
原
皮
の
調
達
は
､
芝
浦
､
草
加
､
厚
木
と
い
っ
た
関
東
近
県
の
屠
場
の
み
な
ら
ず
､
会

津
や
名
古
屋
か
ら
も
調
達
し
て
い
る
｡
昔
は
ロ
シ
ア
か
ら
も
輸
入
し
た
が
'
今
で
は
国
産
原
皮
だ
け
を
扱
っ
て
い
る
｡
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ま
た
皮
革
だ
け
で
な
-
'
廃
油
回
収
リ
サ
イ
ク
ル
や
ラ
ー
ド
や
コ
ラ
ー
ゲ
ン
な
ど
を
精
製
す
る
油
脂
産
業
も
盛
ん
で
あ
る
｡
し
か
し
労

働
の
厳
し
さ
と
差
別
偏
見
に
よ
る
労
働
者
不
足
で
､
現
在
で
は
外
国
人
労
働
者
が
皮
革
産
業
を
支
え
て
い
る
｡
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
､

姫
路
や
龍
野
と
同
じ
で
あ
る
｡

(24)

こ
う
し
た
現
在
抱
え
て
い
る
問
題
は
後
で
触
れ
る
こ
と
に
し
て
'
ま
ず
は
木
下
川
地
区
の
歴
史
を
見
て
お
こ
う
｡
木
下
川
で
皮
革
業
が

行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
前
提
と
し
て
'
こ
の
地
に
お
け
る
被
差
別
部
落
と
の
か
か
わ
り
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
｡
木
下
川
は
播
磨
と

違
っ
て
､
皮
操
し
の
伝
統
が
歴
史
的
に
あ
っ
た
地
域
で
は
な
-
'
明
治
に
な
っ
て
か
ら
強
制
移
転
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
皮
革
の
部
落
な
の

で
あ
る
｡

木
下
川
地
区
に
人
々
が
住
み
始
め
た
の
が
い
つ
か
は
わ
か
ら
な
い
が
'
史
料
上
は
､
1
三
九
八
年
の
｢
下
総
固
葛
西
御
厨
子
注
文
｣
に

｢
木
毛
河
｣
と
い
う
記
述
が
あ
り
'
木
下
川
薬
師
に
は
一
四
二
六
年
の
古
文
書
が
あ
る
と
い
う
｡
江
戸
時
代
の
｢
新
編
武
蔵
風
土
記
塙
｣

に
よ
れ
ば
木
下
川
地
区
は
農
村
で
'
土
地
柄
は
低
湿
地
で
葦
の
生
い
茂
っ
た
中
に
農
家
と
農
地
が
散
在
し
て
い
た
｡

史
料
上
か
ら
皮
革
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
の
が
'
｢
木
下
川
地
区
の
あ
ゆ
み
｣
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
'
寛
政
二
一
(
一
八
〇
〇
)

年
､
浅
草
･
弾
左
衛
門
が
町
奉
行
所
に
提
出
し
た
｢
弾
左
衛
門
書
上
｣
で
あ
る
｡
引
用
し
よ
う
｡

二
　
二
百
三
十
二
軒
　
浅
草
新
町
弾
左
衛
門
構
内

外
に
猿
飼
十
五
軒

一
､
七
百
三
十
四
軒
　
当
地
に
あ
る
小
屋
分

内
三
百
六
十
八
軒
　
浅
草
小
屋
頭
書
七
の
手
下

二
百
三
十
六
軒
　
品
川
小
屋
頭
松
右
衛
門
の
手
下

七
十
三
軒
　
深
川
小
屋
頭
幸
三
郎
の
手
下
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五
十
軒
　
代
々
木
村
小
屋
頭
久
兵
衛
の
手
下

七
軒
　
木
下
川
村
小
屋
頭
久
兵
衛
の
手
下

二
　
五
千
三
百
四
十
二
軒
　
関
八
州
･
伊
豆
･
駿
河
･
甲
斐
･
陸
奥
十
二
カ
国
の
分

外
に
猿
飼
四
十
六
軒
十
二
カ
国
に
居
る
分

こ
の
記
録
か
ら
､
弾
左
衛
門
配
下
の
非
人
頭
の
一
人
と
し
て
'
木
下
川
に
久
兵
衛
が
住
み
､
そ
の
配
下
が
七
軒
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
｡
江
戸
の
町
の
膨
張
に
伴
い
､
河
川
や
水
路
の
見
回
り
'
清
掃
､
芸
能
な
ど
の
仕
事
と
役
割
を
主
に
担
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
｡
さ

ら
に
､
弾
左
衛
門
は
､
浅
草
新
町
に
住
み
､
江
戸
時
代
に
は
'
関
東
一
円
に
わ
た
る
牛
馬
の
皮
革
の
販
売
権
を
お
さ
え
て
い
た
｡
そ
の
配

下
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
'
木
下
川
も
皮
革
と
の
関
わ
-
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
｡

木
下
川
が
本
格
的
に
皮
革
の
町
に
な
る
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡
悪
臭
を
放
つ
と
い
う
理
由
か
ら
'
皮
革
業
者
の
市
外
へ
の

強
制
移
転
が
図
ら
れ
る
.
明
治
六
　
(
1
八
七
三
)
年
の
東
京
府
知
事
の
通
達
で
'
市
内
の
皮
革
業
者
が
浅
草
に
移
転
さ
せ
ら
れ
､
さ
ら
に

明
治
二
五
　
(
一
九
九
二
)
年
に
は
警
視
庁
に
よ
る
｢
魚
獣
化
製
場
取
締
規
則
｣
　
の
布
告
に
よ
っ
て
'
一
九
〇
二
年
ま
で
に
市
内
の
工
場
は

市
外
へ
移
転
す
る
こ
と
を
余
儀
な
-
さ
れ
た
｡
浅
草
の
皮
革
業
者
た
ち
に
'
こ
の
と
き
移
転
先
と
指
定
さ
れ
'
新
た
に
皮
革
産
業
地
域
と

し
て
形
成
さ
れ
た
の
が
､
木
下
川
と
荒
川
区
三
河
島
だ
っ
た
｡
木
下
川
に
は
'
明
治
1
0
年
代
後
半
か
ら
皮
革
工
場
が
作
ら
れ
て
い
た

が
､
本
格
的
な
皮
革
製
造
地
帯
と
し
て
の
歩
み
は
こ
こ
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
以
後
'
近
代
化
や
軍
需
に
よ
っ
て
皮
革
産
業
は
好
景
気

を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
｡

木
下
川
の
皮
革
の
歴
史
に
お
い
て
､
も
う
ひ
と
つ
特
筆
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
｡
浅
草
か
ら
木
下
川
へ
と
皮
革
業
が
移
っ
て
い
-
中
で
､

そ
の
産
業
を
支
え
た
の
が
滋
賀
県
か
ら
の
移
住
者
た
ち
で
あ
る
｡
滋
賀
県
で
も
'
愛
知
川
町
の
山
川
原
と
米
原
町
甲
田
と
い
う
二
つ
の
地

域
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
｡
両
地
区
と
も
江
戸
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
皮
革
業
の
行
な
わ
れ
て
い
た
地
域
で
あ
る
｡
古
-
か
ら
彦
根
藩
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は
食
肉
･
皮
革
関
連
の
産
業
が
盛
ん
で
､
江
戸
時
代
に
は
将
軍
へ
の
献
上
物
が
近
江
牛
の
味
噌
漬
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
｡
付
言
す
れ
ば
'
滋
賀
県
の
湖
東
地
帯
も
渡
来
系
氏
族
の
拠
点
で
あ
っ
た
｡

そ
の
滋
賀
県
か
ら
職
人
た
ち
が
最
初
に
や
っ
て
き
た
の
は
一
八
七
二
　
(
明
治
五
)
年
の
こ
と
で
'
山
川
原
か
ら
来
た
人
た
ち
が
浅
草
新

谷
町
に
居
を
構
え
た
と
い
う
｡
そ
の
後
､
家
族
や
親
戚
の
伝
手
を
た
ど
っ
て
山
川
原
､
甲
田
の
人
々
が
次
々
と
訪
れ
'
新
谷
町
に
住
み
着

き
､
皮
革
業
に
従
事
し
て
い
っ
た
｡
木
下
川
に
移
転
し
て
か
ら
後
も
'
滋
賀
県
か
ら
多
-
の
職
人
が
住
み
着
い
た
｡
そ
し
て
木
下
川
や
三

河
島
の
皮
革
工
場
に
は
､
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
中
国
人
･
朝
鮮
人
の
外
国
人
労
働
者
が
い
た
と
い
う
｡

こ
う
し
て
関
東
最
大
の
皮
革
産
業
地
に
な
っ
た
木
下
川
は
､
戦
時
統
制
'
戦
後
復
興
を
経
て
､
高
度
経
済
成
長
と
と
も
に
大
発
展
し

(25)た
｡
現
地
で
聞
い
た
話
で
は
'
当
時
'
職
人
た
ち
の
羽
振
-
は
よ
く
最
新
型
の
外
国
車
を
乗
-
回
し
た
り
'
派
手
に
遊
び
暮
ら
し
た
人

も
多
か
っ
た
と
い
う
｡

し
か
し
合
成
皮
革
の
誕
生
や
'
慢
性
的
円
高
不
況
'
労
働
者
不
足
'
安
価
な
外
国
製
品
の
輸
入
な
ど
に
よ
っ
て
､
今
の
木
下
川
は
苦
境

に
立
た
さ
れ
て
い
る
｡
先
述
し
た
よ
う
に
､
木
下
川
は
町
全
体
が
ひ
と
つ
の
工
場
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
､
一
つ
の
倒
産
が
連
鎖
的

に
影
響
す
る
と
い
う
｡
さ
ら
に
厳
し
い
差
別
に
よ
っ
て
木
下
川
を
離
れ
る
人
が
相
次
い
で
い
る
｡
地
域
で
待
望
さ
れ
'
一
九
三
六
年
に
開

設
さ
れ
た
木
下
川
小
学
校
は
､
生
徒
の
急
減
に
よ
っ
て
二
〇
〇
三
年
に
廃
校
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

い
か
に
し
て
差
別
を
は
ね
返
し
地
域
の
活
力
を
取
-
戻
す
か
へ
　
そ
の
た
め
に
｢
す
み
だ
皮
革
ま
つ
-
｣
な
ど
の
取
-
組
み
が
な
さ
れ
て

い
る
｡
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六
　
日
本
文
化
史
の
書
き
換
え
に
向
け
て

こ
れ
ま
で
'
渡
来
系
文
化
の
遺
産
で
あ
る
播
磨
の
姫
路
･
龍
野
や
､
非
人
地
区
を
基
盤
に
成
立
し
て
き
た
豊
田
･
木
下
川
と
い
う
二
つ

の
皮
革
地
帯
の
歴
史
と
現
在
を
見
て
き
た
｡
い
ず
れ
の
地
も
'
厳
し
い
差
別
の
現
実
に
直
面
し
っ
つ
も
'
日
本
文
化
史
上
､
極
め
て
重
要

な
位
置
を
占
め
て
い
る
皮
革
産
業
を
担
っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
も
'
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
多
様
な
日
本
文
化
の
諸
相
を
捉

え
な
お
し
'
今
は
ま
だ
そ
こ
か
し
こ
に
露
見
し
て
い
る
も
の
の
'
消
え
去
り
つ
つ
あ
る
人
々
の
営
み
を
考
え
る
に
は
欠
か
せ
ぬ
と
こ
ろ
で

あ
る
｡し

か
し
'
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
る
な
ら
ば
､
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
皮
へ
の
積
れ
意
識
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
皮
革
業
に

従
事
す
る
人
た
ち
が
厳
し
い
差
別
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
'
差
別
す
る
側
の
皮
に
対
す
る
積
れ
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
｡
最
後
に
も
う
一
度
､
皮
の
積
れ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
｡

(26)

そ
も
そ
も
｢
積
れ
｣
と
は
何
か
｡

民
俗
学
で
は
､
ハ
レ
･
ケ
･
ケ
ガ
レ
の
三
極
循
環
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
日
常
の
ケ
の
世
界
を
支
え
る
｢
気
｣
が

離
れ
て
枯
れ
て
い
る
状
態
が
｢
気
枯
れ
･
気
離
れ
｣
で
､
そ
れ
を
蹴
活
さ
せ
る
の
た
め
に
ハ
レ
の
儀
式
が
あ
る
｡
そ
の
｢
け
が
れ
｣
が
不

浄
と
さ
れ
'
触
積
観
念
と
結
び
つ
き
､
神
事
な
ど
の
参
加
へ
の
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
い
っ
た
｡
日
本
の
各
地
で
は
'
特
に
農
村
や
都
市
に
お

い
て
死
蔵
'
産
稼
､
血
積
の
三
不
浄
の
観
念
に
加
え
て
'
殺
生
と
の
関
連
で
､
肉
'
皮
な
ど
に
従
事
す
る
者
に
は
税
れ
が
あ
る
と
さ
れ
て

き
た
｡
汚
い
と
か
臭
う
と
い
う
物
理
的
な
嫌
悪
感
を
超
え
て
'
精
神
的
な
嫌
悪
感
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
積
れ
は
伝
染
す
る

と
い
わ
れ
'
そ
れ
が
排
除
に
な
り
差
別
に
な
っ
て
き
た
｡

中
沢
新
一
の
見
解
に
よ
れ
ば
'
芸
能
民
や
職
人
は
'
縄
文
以
来
､
こ
の
列
島
に
あ
ま
ね
く
存
在
し
て
い
た
古
層
の
神
々
の
世
界
と
の
深

(27)

い
つ
な
が
り
を
持
つ
ゆ
え
に
､
常
民
か
ら
畏
怖
さ
れ
る
と
同
時
に
差
別
と
排
除
を
受
け
た
と
い
う
｡
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積
れ
と
い
う
概
念
は
､
律
令
や
仏
教
な
ど
と
と
も
に
､
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
た
概
念
で
あ
る
｡
渡
来
の
観
念
が
'
渡
来
の
技
術
者
を
差

別
す
る
基
礎
を
作
っ
た
と
い
う
の
も
皮
肉
で
あ
る
｡
差
別
す
る
側
に
あ
っ
た
漠
然
と
し
た
嫌
悪
感
は
'
権
力
に
よ
っ
て
増
幅
･
強
化
さ
れ

支
配
の
道
具
と
な
っ
た
｡
近
代
以
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
放
運
動
や
教
育
に
よ
っ
て
'
差
別
の
理
不
尽
な
こ
と
は
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
が
'
差
別
意
識
を
払
拭
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
｡

い
ま
､
日
本
文
化
史
の
書
き
換
え
が
迫
ら
れ
て
い
る
｡
従
来
の
日
本
文
化
史
は
'
畿
内
二
見
都
の
宮
廷
文
化
や
近
代
以
後
の
東
京
を
中

心
と
し
て
'
｢
ひ
と
つ
の
日
本
｣
を
措
-
た
め
の
方
法
論
で
あ
っ
た
｡
だ
が
そ
こ
か
ら
は
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
｡
伝
統
的
な
祭

死
者
と
し
て
'
天
皇
を
日
本
文
化
の
中
心
に
位
置
付
け
'
統
合
の
象
徴
と
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
も
一
部
に
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
祭
紀
観

は
'
は
た
し
て
妥
当
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
｡
血
の
積
れ
の
観
念
に
し
て
も
'
沖
縄
で
は
､
ノ
ロ
　
(
祝
女
)
　
は
月
経
を
聖
祝
し
て
い
た
と
い

(28)う
｡
明
ら
か
に
畿
内
を
中
心
と
し
た
王
権
の
支
配
下
で
形
成
さ
れ
た
触
積
思
想
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡

日
本
社
会
の
隅
々
に
埋
も
れ
て
い
る
営
み
の
価
値
を
発
見
し
て
ゆ
-
こ
と
う
　
そ
の
文
化
的
な
評
価
を
き
ち
ん
と
し
て
ゆ
く
こ
と
｡
そ
う

し
た
作
業
を
続
け
て
い
-
こ
と
に
よ
っ
て
'
こ
の
列
島
の
新
た
な
文
化
史
が
い
っ
そ
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
書
き
著
さ
れ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
｡

そ
れ
は
も
は
や
｢
ひ
と
つ
の
日
本
｣
　
の
呪
縛
を
離
れ
へ
地
域
が
生
き
い
き
と
立
ち
上
が
-
'
沖
縄
や
東
北
'
熊
野
と
い
う
ま
つ
ろ
わ
ぬ
と

言
わ
れ
た
者
た
ち
の
文
化
に
新
た
な
価
値
を
見
出
す
の
み
な
ら
ず
'
さ
ら
に
海
を
媒
介
に
し
て
ア
ジ
ア
に
も
開
か
れ
た
｢
日
本
文
化
史
｣

と
な
る
は
ず
で
あ
る
｡

注(
-
)
赤
坂
憲
雄
｢
日
本
像
の
転
換
を
求
め
て
｣
　
『
日
本
を
問
い
直
す
』
岩
波
書
店
'
二
〇
〇
二
｡
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(
2
)
以
下
'
中
沢
の
引
用
は
､
中
沢
新
1
　
『
精
霊
の
王
』
講
談
社
､
二
〇
〇
三
｡

(
3
)
　
｢
古
事
記
で
は
天
之
日
矛
｡
新
羅
の
王
の
子
で
､
日
本
に
渡
来
し
た
こ
と
が
､
日
本
書
紀
で
は
垂
仁
三
年
条
に
'
古
事
記
で
は
景

行
段
に
載
る
｡
タ
ジ
マ
モ
リ
､
神
功
皇
后
の
母
の
祖
に
あ
た
り
'
そ
の
系
譜
伝
承
は
'
神
功
皇
后
と
新
羅
と
の
関
係
の
深
さ
と
､

天
皇
の
天
下
が
朝
鮮
ま
で
を
含
む
所
以
を
示
す
意
味
を
も
つ
｡
｣
　
(
『
日
本
史
辞
典
』
岩
波
書
店
'
一
九
九
九
)
0

(
4
)
沖
浦
和
光
｢
播
磨
国
と
渡
来
系
文
化
　
-
　
芦
屋
道
満
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
　
-
　
｣
『
研
究
紀
要
第
五
集
』
財
団
法
人
兵
庫
県
人
権
啓

発
協
会
､
二
〇
〇
四
年
三
月
｡

(
5
)
　
｢
播
磨
国
風
土
記
｣
日
本
古
典
文
学
大
系
二
　
『
風
土
記
』
岩
波
書
店
｡

(
6
)
上
山
勝
｢
奥
播
磨
の
製
鉄
史
　
-
　
た
た
ら
の
解
明
　
-
　
｣
私
家
版
｡

(
7
)
　
｢
播
磨
国
風
土
記
｣
日
本
古
典
文
学
大
系
二
　
『
風
土
記
』
岩
波
書
店

(
8
)
堀
1
郎
『
我
が
民
間
信
仰
史
の
研
究
(
二
)
宗
教
史
編
』
東
京
創
元
社
1
九
五
三
｡

(
9
)
沖
浦
和
光
『
陰
陽
師
の
原
像
1
民
衆
文
化
の
辺
界
を
歩
-
　
-
　
』
岩
波
書
店
'
二
〇
〇
四
｡

(
1
 
0
)
川
上
隆
志
｢
日
本
文
化
史
に
お
け
る
棄
民
　
-
　
秦
河
勝
と
播
磨
･
大
避
神
社
を
中
心
に
　
-
　
｣
『
現
代
の
理
論
』
二
〇
〇
六
年
四

月
｡

(
1
)
　
川
上
隆
志
｢
播
磨
･
広
峰
神
社
の
御
師
　
-
　
民
衆
信
仰
と
渡
来
系
文
化
を
め
ぐ
っ
て
　
-
　
｣
　
『
文
学
研
究
』
第
九
三
号
'
二
〇
〇

四
年
四
月
｡

(
S
)
上
山
勝
は
'
日
本
タ
ン
ナ
ー
ズ
　
(
全
国
皮
革
技
術
者
協
会
)
　
の
資
料
を
も
と
に
'
一
九
九
八
年
度
の
生
産
量
を
紹
介
し
て
い
る
｡

(
上
山
勝
｢
姫
路
自
操
し
革
の
歴
史
｣
『
兵
庫
県
人
権
開
発
協
会
研
究
紀
要
』
第
一
集
二
一
〇
〇
〇
)
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
'
全
国
の

う
ち
兵
庫
県
の
占
め
る
割
合
は
七
六
･
八
%
で
あ
る
｡
筆
者
が
二
〇
〇
四
年
に
龍
野
で
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
'
現
在
で
も
変
わ
り
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は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

(
1
 
3
)
　
皮
革
の
歴
史
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
に
よ
る
｡
小
林
行
雄
　
『
古
代
の
技
術
』
　
塙
書
房
'
1
九
六
二
｡
寺
木
伸
明
｢
屠
畜
と
皮

革
｣
　
『
さ
ま
ざ
ま
な
生
業
』
　
岩
波
書
店
､
二
〇
〇
二
｡
武
本
力
　
『
日
本
の
皮
革
』
　
東
洋
経
済
新
報
社
'
一
九
六
九
｡
｢
荒
川
部
落

史
｣
調
査
会
編
　
『
荒
川
の
部
落
史
　
-
　
ま
ち
･
-
ら
し
･
し
ご
と
　
ー
　
』
　
現
代
企
画
室
､

｢
木
下
川
地
区
の
あ
ゆ
み
｣
　
『
明
日
を
拓
-
2
･
3
』
東
京
部
落
解
放
研
究
会
｡

一
九
九
九
｡
木
下
川
沿
革
史
研
究
会

(
1
 
4
)
　
『
日
本
書
紀
』
上
'
日
本
古
典
文
学
大
系
六
七
'
岩
波
書
店
'
一
九
六
七
｡

(
1
 
5
)
　
以
下
の
史
料
は
'
寺
木
伸
明
前
掲
論
文
に
よ
る
｡

(
1
 
6
)
寺
木
伸
明
前
掲
論
文
｡

(
1
 
7
)
沖
浦
和
光
『
瀬
戸
内
の
被
差
別
部
落
　
-
　
そ
の
歴
史
･
文
化
･
民
俗
　
-
　
』
解
放
出
版
社
'
二
〇
〇
三
.

(
1
 
8
)
　
杉
之
原
寿
一
他
『
地
場
産
業
の
展
開
と
地
域
社
会
の
総
合
的
研
究
　
-
　
播
州
皮
革
産
業
を
中
心
と
し
て
　
-
　
』
　
昭
和
六
〇
年
度
科

学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
､
一
九
八
六
｡
寺
木
伸
明
前
掲
論
文
｡

(
1
 
9
)
佐
賀
県
部
落
解
放
研
究
所
･
佐
藤
久
子
氏
に
う
か
が
っ
た
｡

(
2
0
)
　
小
田
猛
『
古
代
播
磨
と
生
産
技
術
』
学
習
研
究
会
教
文
社
､
一
九
八
七
｡

(
2
 
1
)
　
小
田
猛
『
古
代
の
技
術
と
播
磨
考
』
培
養
社
､
一
九
八
〇
｡

(
2
2
)
　
上
山
勝
前
掲
論
文
｡

(
2
3
)
　
上
山
勝
前
掲
論
文
､
お
よ
び
新
田
最
大
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
｡

(
a
)
　
木
下
川
地
区
の
歴
史
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
に
よ
る
｡
木
下
川
沿
革
史
研
究
会
前
掲
論
文
'
木
下
川
沿
革
史
研
究
会
編
『
木
下

川
地
区
の
あ
ゆ
み
･
戟
後
編
』
　
現
代
企
画
室
､
二
〇
〇
五
｡
｢
荒
川
部
落
史
｣
調
査
会
編
前
掲
書
｡
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(
2
)
木
下
川
の
職
人
た
ち
の
生
活
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
に
よ
る
｡
北
川
京
子
｢
木
下
川
に
生
き
る
　
-
　
日
本
l
の
皮
革
産
業
の
町

か
ら
　
-
　
｣
　
『
別
冊
東
北
学
』
　
7
､
作
品
社
､
二
〇
〇
四
｡
関
野
昔
時
｢
木
下
川
･
職
人
た
ち
の
軌
跡
　
-
　
東
京
都
墨
田
｢
皮
革

の
町
｣
を
生
き
る
職
人
た
ち
の
現
在
　
-
　
｣
　
『
別
冊
東
北
学
』
　
7
㌧
作
品
社
､
二
〇
〇
四
｡

(
2
)
積
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
に
よ
る
.
沖
浦
和
光
･
宮
田
登
『
ケ
ガ
レ
　
-
　
差
別
思
想
の
深
層
土
解
放
出
版
社
'
1
九
九

九
｡
『
部
落
問
題
･
人
権
事
典
』
部
落
解
放
･
人
権
研
究
所
､
二
〇
〇
一
｡
『
日
本
民
俗
大
事
典
』
吉
川
弘
文
館
､
一
九
九
九
｡

(
2
7
)
　
中
沢
新
二
別
掲
書
｡

(
2
8
)
　
沖
浦
和
光
･
宮
田
登
前
掲
書
｡




