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平
成
五
年
頃
の
事
だ
っ
た
と
思
う
。
大
学
の
大
先
輩
に
あ
た

る
、
天
理
大
学
教
授
・
近
江
昌
司
先
生
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て

き
た
。近
江
先
生
は
考
古
学
か
と
思
え
ば
、興
福
寺
田
楽
頭
坊
の

研
究
を
さ
れ
た
り
、『
本
朝
弩
考
』な
る
手
弓
の
研
究
も
さ
れ
る

と
い
う
、
正
に
博
覧
強
記
を
地
で
行
く
学
者
で
、
正
に
江
戸

時
代
の
学
者
を
彷
彿
と
さ
せ
る
方
で
あ
る
。そ
の
用
件
は
、天
理

教
の
真し

ん
ば
し
ら柱・

故
中
山
善
衛
氏
が
、
自
ら
の
結
婚
式
に
用
い
た
、

「
雲
土
器
」を
御
子
息
の
婚
儀
に
も
用
い
た
い
と
、そ
の
調
達
を

依
頼
さ
れ
た
と
の
こ
と
。
私
も
そ
の
時
点
で
は
雲
土
器
な
る

モ
ノ
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
し
、
興
味
が
湧
い
て
来
た
の
で

早
速
、
神
社
出
入
り
の
土
器
を
焼
く
信
楽
の
加
藤
柿
紅
堂
の

ご
主
人
に
お
伺
い
す
る
と
、
早
速
一
枚
の
見
本
を
持
っ
て
来
て

下
さ
っ
た
。

　
素
焼
の
土
器
の
中
央
に
、
い
わ
ゆ
る
雲う

ん
華げ

、
黒
い
ボ
カ
シ
の

様
な
模
様
が
浮
き
出
た
、丁
寧
な
造
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。加
藤

さ
ん
曰
く
。
こ
の
雲
華
を
出
す
た
め
に
、
あ
る
モ
ノ
を
挟
ん
で

重
ね
焼
に
す
る
ら
し
く
、
そ
れ
は
秘
伝
だ
そ
う
で
、
や
り
方
は

一
応
承
知
し
て
い
る
も
の
の
、一
度
も
や
っ
た
こ
と
が
無
い
の
で
、

雲
が
出
る
か
ど
う
か
の
保
証
は
出
来
ず
、
と
に
か
く
一
度
試
し

焼
き
を
し
て
み
よ
う
と
の
事
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
一
ヶ
月
程

経
っ
て
加
藤
さ
ん
か
ら
丁
重
な
お
断
り
が
あ
っ
た
。こ
う
な
る
と

益
々
想
い
断
ち
難
く
、色
々
調
べ
て
み
る
と
、か
つ
て
は
京
都
の

深
草
焼
あ
た
り
が
一
大
生
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、京
都

の
心
安
い
装
束
屋
の
主
人
に
依
頼
し
て
探
索
し
て
も
ら
っ
た
。

結
局
今
は
一
軒
も
雲
土
器
を
造
れ
る
窯
は
無
く
、親
爺
が
や
っ
て

い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
か
、
爺
さ
ん
が
や
っ
て
た
な
あ

と
か
で
あ
っ
た
。
か
く
す
る
こ
と
数
年
を
経
て
ほ
ぼ
絶
望
し
て

い
た
頃
、赤
膚
焼
の
窯
元
、Ｊ
Ｒ
大
和
郡
山
駅
前
に
あ
る
香
柏
窯

の
楽
斎・尾
西
安
蔵
翁
が
、孫
の
啓
至
さ
ん
と
拙
宅
を
訪
わ
れ
た
。

当
時
お
歳
は
八
十
五
歳
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
か
と
記
憶
し
て
い
る
。

赤
膚
焼
の
名
工
・
奥
田
木
白
の
こ
と
や
、
昔
の
窯
仕
事
の
こ
と

な
ど
承
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
ふ
と
雲
土
器
探
訪
の
件
に
話
し
が

至
っ
た
。翁
は
毅
然
と
し
て
私
の
方
に
向
き
直
ら
れ
、「
何
言
う
た

は
り
マ
ン
ネ
ン
！
。戦
前
迄
春
日
サ
ン
に
、雲
土
器
納
め
て
タ
ン
、

こ
の
私
で
ん
が
ナ
。」と
、思
え
ば
灯
台
下
暗
し
、戦
前
ま
で
春
日

大
社
で
も
雲
土
器
を
使
っ
て
お
り
、
か
く
も
近
く
に
雲
土
器
を

焼
け
る
人
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
即
座
に
そ
の
焼
成

を
お
願
い
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
無
い
。
翁
は
自
ら
は
老
い
た

の
で
、
こ
の
孫
に
や
ら
せ
て
見
よ
う
と
快
諾
し
て
下
さ
っ
た
。

諸
々
承
る
と
、雲
土
器
は
素
焼
で
あ
る
が
故
に
、窯
元
か
ら
す
れ

ば
、
ど
こ
ま
で
も
半
製
品
の
た
め
に
、
正
当
な
お
代
は
頂
戴
出

来
な
い
。
加
え
て
雲
華
を
出
す
た
め
に
は
、
製
品
を
ツ
ル
ツ
ル

に
磨
き
上
げ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
手
間
が
大
変
で
あ
る
の
と
、

火
の
引
き
加
減
が
難
し
く
、
五
分
火
を
引
く
の
が
遅
け
れ
ば
、

ま
っ
白
と
な
っ
て
雲
華
は
出
ず
、
反
対
に
五
分
火
を
引
く
の
が

早
け
れ
ば
、
ま
っ
黒
に
な
る
と
言
う
。
か
く
し
て
こ
の
土
器
は

誰
し
も
作
る
事
を
厭
い
、
つ
い
に
は
姿
を
消
さ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
楽
斎
翁
の
薫
陶
を
受
け
て
、
啓
ち
ゃ
ん
は
二
窯
失
敗
を
繰
り

返
し
、
や
っ
と
焼
成
に
成
功
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　
折
り
し
も
平
成
十
年
、春
日
大
社
が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に

登
録
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、こ
の
雲
土
器
を
記
念
品
に
用
い
た
し
、

婚
礼
の
祝
杯
と
し
て
日
本
で
唯
一
用
い
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
こ
の
話
が
広
ま
っ
た
の
か
、
お
隣
の
東
大
寺
さ
ん
が
、
毎
年

正
月
の
修
正
会
終
了
後
、
祝
賀
の
神
酒
を
頂
く
際
に
使
っ
て

い
る
雲
土
器（「
ク
モ
」と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
）が
、何
十
年
も

入
手
叶
わ
ず
、ま
っ
黒
に
な
っ
て
い
る
の
で
と
、注
文
さ
れ
た
し
、

東
本
願
寺
さ
ん
も
正
月
祝
賀
の
盃
の
注
文
が
あ
っ
た
そ
う
で

あ
る
。さ
す
が
京
の
東
本
願
寺
の
品
に
相
応
し
く
、盃
台
の
部
分

に
は
猪
ノ
目
の
透
し
が
あ
る
優
美
な
品
で
あ
っ
た
。

　
歌
舞
伎
の「
妹い

も
背せ

山や
ま

婦お
ん
な女

庭て
い

訓き
ん

」の「
山
の
段
」で
吉
野
川
を

渡
す
婚
儀
の
祝
盃
が
、ま
ん
中
を
墨
で
黒
く
塗
っ
て
あ
っ
た
の
で
、

お
そ
ら
く
こ
れ
も
元
は
雲
土
器
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
に
も
か
く
に
も
、
幻
の
祝
盃
が
復
元
出
来
た
の
で
あ
る

か
ら
、
広
く
江
湖
の
人
々
に
愛
用
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
、
又

し
て
も
歴
史
の
彼
方
に
埋
没
し
て
し
ま
う
か
ら
、
末
永
く
守
り

伝
え
る
た
め
に
も
、
是
非
祝
盃
と
し
て
用
い
て
頂
け
る
事
を

念
願
す
る
次
第
で
あ
る
。
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