
一
、
は
じ
め
に

　

令
和
三
年
度
に
入
っ
て
か
ら
も
東
京
や

関
西
圏
で
は
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
る

な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

対
し
て
は
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
が
続
い

て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
規
制
の
た

め
円
滑
に
進
ま
な
い
こ
と
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
も
橿

原
考
古
学
研
究
所
と
し
て
の
調
査
研
究
等

の
業
務
は
滞
り
な
く
継
続
し
て
い
け
る
よ

う
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
、
考
古
学
は
ど
の
よ
う
な
学
問
か

　

今
回
は
、
私
た
ち
橿
原
考
古
学
研
究
所

が
携
わ
っ
て
い
る
考
古
学
と
い
う
も
の
が

ど
の
よ
う
な
学
問
な
の
か
を
一
度
確
認
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
今
年

の
正
月
に
考
古
学
に
関
わ
る
テ
レ
ビ
番
組

を
見
て
大
変
失
望
し
た
も
の
で
す
か
ら
、

一
度
き
ち
ん
と
し
た
考
え
を
確
認
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

学
問
の
世
界
と
い
う
も
の
は
大
き
く
三

つ
に
分
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
よ
く
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
め
は
、
理
学
部
で

行
っ
て
い
る
物
理
の
よ
う
な
学
問
が
最
も

典
型
的
で
す
が
、
知
り
た
い
と
い
う
好
奇

心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
そ
れ
を
中
心
と

し
て
研
究
を
進
め
て
い
く "Curiosity 

D
riven" 

で
す
。
日
本
の
科
学
史
を
専
門

に
し
て
い
る
村
上
陽
一
郎
さ
ん
（
東
京
大

学
・
国
際
基
督
教
大
学
名
誉
教
授
）
が
生

み
出
さ
れ
た
言
葉
で
す
が
、
言
い
得
て
妙

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
私
も
使
っ
て
い

ま
す
。
二
つ
め
は
工
学
部
の
よ
う
な
学
問

で
、
社
会
的
な
要
請
を
ど
う
解
決
し
て
い

く
か
と
い
う "M

ission O
riented" 

で
す
。

三
つ
め
は
、
人
文
系
の
学
問
で
系
譜
学
的

な
制
約
を
受
け
な
が
ら
そ
の
も
と
で
学
問

研
究
を
発
達
さ
せ
て
い
く "Genealogical 

Restriction" 

で
す
。

　

考
古
学
と
い
う
も
の
を
考
え
た
時
に
は
、

例
え
ば
行
政
発
掘
の
よ
う
な "M

ission 
O

riented" 

的
な
要
素
が
あ
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
純
粋
に
古
墳
時
代
の
あ
る
段
階
を

研
究
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
科
研
費
な
ど

を
と
っ
て
行
う
研
究
調
査
で
は "Curiosi- 

ty D
riven" 

に
入
る
場
合
も
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
全

体
と
し
て
は
そ
れ
ま
で
の
考
古
学
上
の
成

果
に
基
づ
き
、
そ
れ
を
発
掘
調
査
で
少
し

拡
張
し
た
り
、
延
長
し
た
り
、
先
に
進
め

る
と
い
う
こ
と
で
、
や
は
り
人
文
系
の 

"Genealogical Restriction" 

と
い
う
制

約
も
受
け
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た

色
々
な
面
を
考
古
学
は
持
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
考
古
学
は
人
文
系

の
中
で
も
総
合
学
と
し
て
の
性
格
が
強
い

学
問
分
野
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
科
学
分
析
等
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
人
文
系
の
学

問
分
野
と
し
て
は
最
も
自
然
科
学
に
近
い

分
野
で
も
あ
り
、
非
常
に
テ
リ
ト
リ
ー
の

広
く
深
い
学
問
分
野
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

三
、
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
目
指
す
も
の

　

我
々
は
、
そ
の
分
野
で
何
を
や
ろ
う
と

し
て
い
る
の
か
、
少
な
く
と
も
橿
原
考
古

学
研
究
所
が
課
題
の
中
心
と
し
て
置
い
て

い
る
の
は
、
今
の
奈
良
県
も
し
く
は
大
和

と
い
う
地
域
に
お
い
て
、
旧
石
器
時
代
か

ら
縄
文
、
弥
生
時
代
と
ず
っ
と
下
っ
て
き

ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
そ
こ
に
住

ん
だ
人
間
の
営
為
と
い
う
も
の
を
解
明
し

て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ

の
営
為
を
歴
史
的
な
縦
軸
の
中
に
ど
う
位

置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
文

化
と
い
う
も
の
を
相
関
関
係
の
あ
る
文
化

的
な
空
間
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
番
大
き
な

仕
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

研
究
所
の
仕
事
を
進
め
る
上
で
非
常
に

重
要
な
こ
と
は
、
例
え
ば
弥
生
時
代
中
期

で
あ
れ
ば
、
弥
生
時
代
中
期
の
大
き
な
イ

メ
ー
ジ
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
中
で
あ
る

地
点
の
発
掘
調
査
が
ど
う
い
う
位
置
を
占

め
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
よ
り
濃
密
に
全
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体
像
を
再
現
で
き
る
の
か
と
い
う
意
識
に

あ
り
ま
す
。

　

常
に
各
時
代
の
全
体
像
を
頭
の
中
で
立

体
的
に
描
い
て
、
そ
の
中
に
発
掘
調
査
で

明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
組
み
込
ん
で
い
く
か
を
考
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
同
時
に
全
体
像
を
よ
り
具

体
的
に
、
明
確
に
、
濃
密
に
し
て
い
く
た

め
に
、
発
掘
調
査
と
研
究
を
通
し
て
貢
献

し
て
い
く
の
だ
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と

が
非
常
に
大
切
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

そ
の
全
体
像
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
け
ば
、

例
え
ば
あ
る
遺
跡
の
発
掘
に
お
い
て
全
く

異
な
っ
た
地
点
の
発
掘
成
果
と
い
う
も
の

を
、
全
体
像
の
中
に
組
み
込
み
な
が
ら
相

関
関
係
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
よ
り
、

研
究
所
が
課
題
と
し
て
持
っ
て
い
る
、
大

和
に
お
け
る
人
間
の
営
為
を
歴
史
的
、
文

化
的
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
よ
り

明
確
化
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

所
員
に
は
各
発
掘
調
査
は
担
当
者
が
別
々

で
も
、
そ
の
全
体
像
の
中
で
相
関
関
係
を

与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ぜ
ひ
意
識

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

を
よ
り
具
体
化
す
る
た
め
に
、
異
な
る
地

点
で
各
自
が
得
た
調
査
・
研
究
の
成
果
を

共
に
語
り
合
い
、
検
討
し
合
い
な
が
ら
、

各
時
代
の
全
体
像
を
構
築
し
て
い
く
努
力

を
し
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

考
古
学
は
大
変
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
学

問
で
あ
り
、
研
究
所
は
そ
の
担
い
手
で
す
。

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
を
や
る
た
め
に

は
大
変
な
労
力
と
努
力
が
必
要
だ
と
い
う

意
識
が
必
要
で
す
。
労
力
を
か
け
努
力
を

す
る
こ
と
で
し
か
新
し
い
知
見
は
得
ら
れ

な
い
し
、
具
体
的
で
し
っ
か
り
と
し
た
知

見
こ
そ
が
新
た
な
解
釈
を
可
能
に
し
て
い

く
と
考
え
て
い
ま
す
。
我
々
は
そ
れ
を
積

み
重
ね
る
こ
と
で
各
時
代
の
全
体
像
を
よ

り
充
実
さ
せ
、
よ
り
大
き
く
し
、
さ
ら
に

将
来
的
に
は
様
々
な
時
代
や
地
域
と
ジ
ョ

イ
ン
ト
で
き
る
よ
う
な
も
の
に
し
よ
う
と

取
り
組
ん
で
い
る
、
私
は
そ
の
こ
と
を
皆

さ
ん
と
確
認
し
、
共
有
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

一
、
は
じ
め
に

　

創
成
期
の
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
所
員

の
ひ
と
り
島
本
一（
１
）は
、
研
究
所
創
立
に
先

立
つ
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
、
磯
城
郡

多
村
大
字
新
口
（
現
・
橿
原
市
新
口
町
）

で
発
見
さ
れ
た
埴
輪
を
学
界
に
報
告
し（
２
）（
３
）た

（
図
１
）。

　

こ
の
埴
輪
が
出
土
し
た
場
所
は
現
在
の

『
奈
良
県
遺
跡
地
図
Ｗ
ｅ
ｂ
』
に
も
記
載

さ
れ
て
お
ら
ず
、
幻
の
遺
跡
と
な
っ
て
い

る
。
今
回
は
そ
の
重
要
性
を
鑑
み
、
筆
者

の
知
り
得
た
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

二
、
遺
物
出
土
の
経
緯

　

島
本
の
記
述
に
よ
る
と
、
遺
物
が
出
土

し
た
経
緯
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
四
月
、
前
年
の
増
水
で
決
壊

し
た
飛
鳥
川
の
堤
防
の
修
築
の
た
め
、
多

村
大
字
新
口
字
大
塚
で
土
砂
が
採
取
さ
れ

た
。
四
月
二
六
日
、
そ
の
工
事
に
お
い
て

埴
輪
が
掘
り
出
さ
れ
た
こ
と
を
大
阪
朝
日

新
聞
社
の
喜
多
康
祐
に
知
ら
さ
れ
た
島
本

は
、
翌
日
に
畝
傍
考
古
館
の
森
田
常
治
郎

と
喜
多
と
と
も
に
現
地
を
訪
問
し
、
現
場

監
督
か
ら
出
土
状
況
を
聴
取
し
た
。

三
、
出
土
地
点
の
位
置

　

島
本
も
引
用
す
る
大
正
一
四
（
一
九
二

五
）
年
発
行
の
県
内
所
在
の
古
墳
墓
の
集

成
表（
４
）に
は
、
多
村
大
字
新
口
字
「
大
ツ
カ
」

所
在
の
古
墳
が
記
載
さ
れ
、
面
積
二
四
歩

と
さ
れ
て
い
る
。

　

島
本
は
、
こ
こ
に
二
・
三
〇
年
前
に
は

小
形
の
円
墳
が
あ
っ
た
と
い
う
地
元
の
人
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の
証
言
と
、
遺
物
発
見
時
点
で
す
で
に
田

園
化
し
地
表
に
古
墳
の
痕
跡
が
確
認
で
き

な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
埴
輪
は
こ
の

地
目
「
大
塚
」
の
北
東
隅
か
ら
出
土
し
た

（
図
２
）。

　
『
大
和
国
条
里
復
原
図（
５
）』
に
よ
る
と
、

十
市
郡
路
西
二
十
一
条
二
里
に
小
字
「
大

ツ
カ
」
が
み
ら
れ
る
。（
図
３
の
黒
塗
り

部
分
）。こ
の
場
所
は
島
本
が
図
示
し
た「
大

塚
」
の
位
置（
６
）と
類
似
し
て
お
り
、
飛
鳥
川

の
堤
防
か
ら
約
一
町
東
方
と
す
る
記
述
と

も
合
致
す
る
。
よ
っ
て
こ
こ
が
埴
輪
出
土

地
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

現
在
、
こ
の
場
所
は
大
部
分
が
畑
、
一

部
が
資
材
置
場
と
な
っ
て
い
る
。

　
四
、
出
土
し
た
埴
輪

　

島
本
は
田
原
本
警
察
署
の
許
可
を
得
て

出
土
遺
物
の
一
部
を
実
測
し
、
写
真
か
ら

略
図
を
作
成
し
た
遺
物
を
加
え
て
註
２
文

献
に
七
点
の
遺
物
を
掲
載
し
た
。
註
３
文

献
で
は
こ
の
う
ち
二
点
の
み
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
徴
が
明
瞭
な
こ
の

二
点
を
取
り
上
げ
る
。

　

一
点
は
上
部
が
ほ
ぼ
完
存
す
る
朝
顔
形

埴
輪
で
、
写
真
と
実
測
図
（
図
１

－

１
）

が
掲
載
さ
れ
た
。
直
口
壺
の
口
縁
部
を
も

ち
、
突
帯
間
に
は
三
方
向
に
三
角
形
の
透

孔
が
穿
た
れ
る
。

　

も
う
一
点
は
円
筒
埴
輪
と
考
え
ら
れ
る

も
の
で
、
図
の
み
が
掲
載
さ
れ
た
（
図
１

－

２
）。
突
帯
が
二
段
残
り
、
透
孔
は
円

形
で
あ
る
。
ま
た
、「
網
代
形
の
模
様
」

が
図
示
さ
れ
て
い
る
。
鍵
手
文
を
も
つ
盾

が
線
刻
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
埴
輪
は
朝
顔
形
埴
輪
と
は
色
調
・
焼

成
が
異
な
り
、
薄
手
で
あ
る
ら
し
い
。

　

註
３
文
献
に
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
他
の

五
点
も
円
筒
埴
輪
・
朝
顔
形
埴
輪
の
破
片

で
あ
る
。

　
五
、
遺
跡
の
評
価

　

こ
の
出
土
地
点
は
、
埴
輪
が
ま
と
ま
っ

て
出
土
し
て
い
る
こ
と
、
か
つ
て
高
ま
り

が
あ
っ
た
と
い
う
証
言
、
そ
し
て
大
塚
と

い
う
字
名
か
ら
、
古
墳
で
あ
る
可
能
性
が

高
い（
７
）。

　

島
本
が
図
示
し
た
朝
顔
形
埴
輪
は
、
形

態
や
三
角
形
の
透
孔
か
ら
、
古
墳
時
代
前

期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
期
の
遺

跡
は
周
辺
に
土
橋
（
小
槻
）
遺
跡
、
多
遺

跡
等
が
あ
る
が
（
図
３
）、
埴
輪
が
出
土

す
る
前
期
古
墳
は
現
状
で
は
見
つ
か
っ
て

い
な
い
。
こ
の
古
墳
が
単
独
で
立
地
す
る

か
、
母
体
と
な
る
集
落
は
ど
こ
か
な
ど
、

検
討
す
べ
き
課
題
も
多
い
。

六
、
お
わ
り
に

　

今
回
の
検
討
を
可
能
に
し
た
の
は
、
埴

輪
出
土
の
報
を
受
け
た
島
本
に
よ
る
、
迅

3�
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図３　「大ツカ」の位置（『奈良県遺跡地図Web』改変）
図２ 島本が示した埴輪出土地点
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速
で
濃
密
な
資
料
化
の
結
果
で
あ
る
。
島

本
が
残
し
た
こ
れ
ら
の
情
報
に
今
後
の
調

査
を
重
ね
、
周
辺
の
考
古
学
的
知
見
を
充

実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
謝
辞

　

本
稿
執
筆
の
き
っ
か
け
は
、
黒
岩
康
博

氏
の
論
文
「
島
本
一
『
考
古
雑
筆
』
と
そ

の
誌
友
」（
註
１
文
献
）
に
接
し
た
こ
と

に
よ
る
。
著
者
の
黒
岩
氏
に
は
稀
覯
書
で

あ
る
註
２
文
献
を
複
写
し
て
い
た
だ
く
な

ど
、
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
ま

た
、
卜
部
行
弘
、
東
影
悠
両
所
員
に
助
言

を
い
た
だ
い
た
。
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

註

 

（
１
）
島
本
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照

さ
れ
た
い
。

　
　

松
本
俊
吉
「
奈
良
県
考
古
学
研
究
の
先
覚

―
故
・
島
本
一
さ
ん
の
業
績
―
」『
青
陵
』

第
六
二
号　

一
九
八
七
年

　
　

窪
田
照
久
「
奈
良
県
の
考
古
学
史
雑
話
」

『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
七
二
二
号　

二
〇
一
九
年

　
　

黒
岩
康
博
「
島
本
一
『
考
古
雑
筆
』
と
そ

の
誌
友
」『
史
文
』
第
二
三
号　

二
〇
二

一
年

 

（
２
）
島
本
一
「
奈
良
縣
磯
城
郡
多
村
大
字
大

塚
出
土
の
圓
筒
埴
輪
に
つ
い
て
」『
考
古

雑
筆
』
第
四
巻 

一
九
三
一
年

 

（
３
）
島
本
一
「
奈
良
縣
多
村
の
圓
筒
埴
輪
」

『
考
古
學
』
第
二
巻
第
四
号 

一
九
三
一
年

　
　
　

こ
の
文
献
は
註
２
文
献
と
ほ
ぼ
同
じ
内

容
で
あ
る
が
、
出
土
地
の
位
置
を
示
し
た

図
や
、
出
土
遺
物
の
多
く
が
省
略
さ
れ
て

い
る
。

 

（
４
）
奈
良
縣
『
奈
良
縣
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念

物
調
査
會
報
告
』
第
八
回 

一
九
二
五
年

 

（
５
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
大

和
国
条
里
復
元
図
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

一
九
八
〇
年

 
（
６
）
註
２
文
献
で
は
、
図
２
に
示
し
た
も
の

以
外
に
、
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一
で
「
大

塚
」
の
位
置
を
示
し
た
地
図
も
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
図
も
正
確

さ
に
欠
け
る
点
が
見
う
け
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
図
２
上
段
に
お
け
る
「
大
塚
」
北
東

の
「
×
」
が
描
か
れ
た
区
画
が
同
図
下
段

に
お
け
る
土
砂
採
集
地
に
対
応
す
る
と
し

た
場
合
、「
大
塚
」
の
範
囲
は
大
き
す
ぎ
る
。

 

（
７
）
島
本
は
古
墳
の
存
在
を
想
定
し
な
が
ら

も
、
埴
輪
に
複
数
の
種
類
が
あ
る
こ
と
、

散
在
し
て
出
土
し
て
い
る
こ
と
、
黒
色
粘

土
か
ら
出
土
す
る
点
な
ど
を
も
っ
て
「
埴

輪
製
作
所
址
」
の
可
能
性
を
考
え
た
。
後

世
に
削
平
さ
れ
た
古
墳
が
多
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
現
在
で
は
、
古
墳
周
濠
埋

土
か
ら
出
土
し
た
遺
物
と
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

一
、
は
じ
め
に

　

令
和
元
（
二
〇
一
九
）
年
度
の
国
際
文

化
交
流
事
業
に
よ
っ
て
韓
国
に
派
遣
し
て

頂
い
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
報
告
す
る
。

　

韓
国
で
の
受
け
入
れ
機
関
は
、
国
立
文

化
財
研
究
所
で
、
平
成
一
六
（
二
〇
〇
四
）

年
か
ら
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
研
究

所
と
国
立
文
化
財
研
究
所
が
平
成
一
五（
二

〇
〇
三
）
年
に
締
結
し
た
研
究
者
交
換
派

遣
の
協
定
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
当
年
度

の
国
立
文
化
財
研
究
所
か
ら
の
研
究
員
派

遣
は
見
送
ら
れ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

　

調
査
・
研
究
テ
ー
マ
は
、「
朝
鮮
半
島

に
お
け
る
王
宮
・
都
城
と
日
本
古
代
都
城

の
比
較
研
究
」
と
し
、
朝
鮮
半
島
に
お
け

る
国
家
・
王
宮
・
都
城
に
関
す
る
調
査
・

研
究
成
果
を
整
理
し
て
日
本
の
都
城
形
成

を
改
め
て
検
討
す
る
基
礎
デ
ー
タ
を
収
集

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、
韓
国

で
の
研
究
活
動
に
お
い
て
は
、
公
益
財
団

法
人
由
良
大
和
古
代
文
化
研
究
協
会
の
第

四
二
期
調
査
・
研
究
助
成
を
受
け
て
い
る
。

　

調
査
期
間
は
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年

一
月
二
一
日
～
三
月
二
〇
日
の
二
か
月
の

予
定
で
あ
っ
た
が
、
世
界
的
な
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
受
け
、
二
週

間
短
縮
し
て
帰
国
し
た
。
実
働
四
七
日
で

あ
る
。

二
、
派
遣
ま
で

　

今
回
の
韓
国
派
遣
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味

で
異
例
尽
く
し
で
あ
っ
た
。
韓
国
派
遣
の

打
診
と
内
示
は
年
度
の
早
い
時
期
に
あ
り
、

入
所
以
来
の
念
願
が
よ
う
や
く
叶
っ
た
喜

び
で
一
杯
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
令
和
元

年
八
月
初
旬
に
な
っ
て
、
韓
国
側
か
ら
志

願
者
不
在
に
よ
り
交
換
派
遣
は
不
可
と
い

う
旨
の
連
絡
が
入
り
、
事
態
は
暗
転
す
る
。

　

折
し
も
、
元
徴
用
工
訴
訟
に
端
を
発
し

た
日
韓
関
係
は
最
悪
で
、
輸
出
規
制
強
化

の
応
酬
、
さ
ら
に
は
、
日
韓
軍
事
情
報
包

括
保
護
協
定
（
Ｇ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ａ
）
破
棄
の

表
明
と
い
う
事
態
に
ま
で
陥
り
、
戦
後
最

悪
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
状
況
に
あ
っ
た
。

予
定
さ
れ
て
い
た
国
立
文
化
財
研
究
所
の

五
〇
周
年
記
念
式
典
も
中
止
さ
れ
、
両
国

間
の
諸
行
事
の
多
く
が
中
止
や
無
期
延
期

と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
下
に

お
い
て
は
、
韓
国
の
国
立
機
関
が
日
本
の

当
研
究
所
と
積
極
的
に
事
業
を
展
開
す
る

こ
と
は
も
は
や
望
む
べ
く
も
な
く
、
韓
国
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派
遣
を
半
ば
諦
め
て
い
た
。
し
か
し
、
当

研
究
所
の
窓
口
で
あ
る
企
画
課
の
粘
り
強

い
交
渉
と
調
整
の
お
か
げ
で
、
一
一
月
に

な
っ
て
よ
う
や
く
韓
国
側
か
ら
受
け
入
れ

了
承
の
連
絡
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

感
謝
の
念
に
堪
え
な
い
。

　

派
遣
が
正
式
に
決
ま
る
と
、
韓
国
側
か

ら
訪
問
先
と
日
程
の
提
示
が
あ
り
、
詳
細

な
調
査
希
望
リ
ス
ト
の
提
出
を
求
め
ら
れ

た
。
希
望
の
リ
ス
ト
は
事
前
に
伝
え
て
い

た
が
、
当
初
の
日
程
に
は
ほ
と
ん
ど
反
映

さ
れ
て
お
ら
ず
、
訪
問
先
に
は
希
望
リ
ス

ト
に
挙
げ
て
い
な
い
機
関
が
並
ん
で
い
て

愕
然
と
し
た
。
一
一
月
中
旬
に
改
め
て
希

望
リ
ス
ト
を
提
出
し
て
所
在
確
認
を
進
め

て
も
ら
う
と
と
も
に
、
調
査
目
的
を
伝
え

て
訪
問
先
の
再
調
整
を
依
頼
し
た
。
一
応

の
所
在
確
認
が
終
わ
っ
た
と
連
絡
が
あ
っ

た
の
が
一
二
月
二
四
日
。
所
蔵
先
の
資
料

数
を
確
認
し
、
最
低
限
必
要
な
調
査
期
間

を
韓
国
側
に
伝
え
て
、
再
度
、
日
程
調
整

を
依
頼
し
た
。
日
程
の
骨
子
が
決
定
し
た

の
は
一
二
月
三
一
日
で
あ
る
。

三
、
活
動
の
は
じ
ま
り

　

一
月
二
一
日
、
関
西
国
際
空
港
発
の
大

韓
航
空
で
金
浦
空
港
に
到
着
し
た
。
空
港

に
は
国
立
文
化
財
研
究
所
研
究
企
画
課
の

崔
智
燕
さ
ん
（
本
文
中
の
所
属
は
い
ず
れ

も
当
時
）
が
出
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
空

港
か
ら
は
地
下
鉄
と
Ｋ
Ｔ
Ｘ
を
乗
り
継
い

で
大
田
駅
ま
で
行
き
、
駅
か
ら
は
崔
智
燕

さ
ん
の
運
転
で
毎
年
利
用
し
て
い
る
ゲ
ス

ト
ハ
ウ
ス
に
移
動
し
た
。
崔
智
燕
さ
ん
に

は
、
日
程
調
整
か
ら
宿
泊
先
・
交
通
機
関

の
予
約
な
ど
、
滞
在
中
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の

面
で
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。

　

翌
日
、
国
立
文
化
財
研
究
所
で
崔
鐘
悳

所
長
に
ご
挨
拶
し
、
派
遣
受
け
入
れ
の
感

謝
を
伝
え
た
。
所
長
は
暖
か
く
迎
え
入
れ

て
く
だ
さ
っ
た
が
、
そ
こ
で
初
め
て
一
週

間
後
に
退
任
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。

活
動
初
日
か
ら
こ
の
衝
撃
は
大
き
く
、
不

安
な
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
の
を
覚
え
て
い

る
。
結
局
、
私
の
滞
在
中
に
は
後
任
の
所

長
は
決
ま
ら
な
か
っ
た
。

　

出
国
ま
で
に
日
程
調
整
を
再
三
お
願
い

す
る
な
か
で
何
か
が
噛
み
合
っ
て
い
な
い

と
感
じ
て
い
た
が
、
活
動
二
日
目
に
し
て

そ
の
理
由
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
一
番
の
原

因
は
、
受
け
入
れ
窓
口
で
あ
る
研
究
企
画

課
か
ら
、
実
際
に
対
応
し
て
く
だ
さ
る
考

古
研
究
室
や
地
方
の
文
化
財
研
究
所
に
こ

ち
ら
の
希
望
や
調
査
目
的
が
正
し
く
伝
わ

っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
提

と
し
て
、
研
修
と
し
て
受
け
入
れ
、
研
修

内
容
を
決
め
て
管
理
し
よ
う
と
す
る
国
立

文
化
財
研
究
所
の
立
場
が
あ
り
、
個
人
研

究
の
テ
ー
マ
の
遂
行
を
目
的
と
す
る
私
の

思
い
と
の
食
い
違
い
も
大
き
か
っ
た
と
思

う
。
た
だ
、
現
地
で
直
接
交
渉
に
入
っ
て

か
ら
の
調
整
は
迅
速
で
、
実
に
臨
機
応
変

に
対
応
し
て
い
た
だ
い
た
。
考
古
研
究
室

の
鄭
聖
睦
さ
ん
に
自
身
の
関
心
や
調
査
目

的
を
伝
え
る
と
、
す
ぐ
に
百
済
の
都
城
に

関
わ
る
研
究
者
を
ご
紹
介
く
だ
さ
り
、
当

初
日
程
に
な
か
っ
た
公
州
・
扶
余
の
関
係

機
関
や
遺
跡
を
訪
問
す
る
手
配
を
し
て
く

だ
さ
っ
た
。

　

滞
在
中
の
拠
点
は
、
研
修
と
し
て
の
受

け
入
れ
先
で
あ
る
大
田
の
国
立
文
化
財
研

究
所
と
さ
れ
、
出
張
と
し
て
各
地
に
赴
く

こ
と
に
な
っ
た
。
出
張
に
は
基
本
的
に
研

究
企
画
課
の
引
率
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
大

田
の
研
究
所
に
は
調
査
対
象
の
資
料
が
な

い
た
め
連
日
の
出
張
と
な
り
、
結
局
、
大

田
に
は
ほ
と
ん
ど
滞
在
し
な
か
っ
た
。

四
、
慶
州
で
の
調
査

　

今
回
の
調
査
対
象
の
一
つ
に
新
羅
の
土

器
を
選
ん
だ
。
そ
の
目
的
は
、
分
布
状
況

か
ら
新
羅
の
三
国
統
一
過
程
を
知
る
手
掛

か
り
を
得
る
こ
と
と
、
新
羅
中
心
部
を
知

る
こ
と
で
あ
る
。
新
羅
の
土
器
の
調
査
は
、

慶
州
と
扶
余
の
国
立
文
化
財
研
究
所
を
中

心
に
実
施
し
た
。

　

慶
州
で
の
調
査
は
一
月
三
〇
・
三
一
日
、

二
月
一
一
～
一
七
日
で
、
そ
の
う
ち
国
立

慶
州
文
化
財
研
究
所
（
以
下
、
慶
文
研
）

で
五
日
間
、
国
立
慶
州
博
物
館
（
以
下
、

慶
州
博
）
で
一
日
を
費
や
し
て
月
城
垓
子

周
辺
出
土
土
器
九
六
点
の
熟
覧
・
実
測
・

写
真
撮
影
を
行
っ
た
。
慶
文
研
で
は
崔
文

禎
さ
ん
の
お
世
話
に
な
り
、
垓
子
の
調
査

概
要
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
ま

た
、
資
料
収
集
で
は
金
東
河
さ
ん
と
、
平

成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
に
当
研
究
所
に

招
請
し
た
崔
장
미
（
チ
ャ
ン
ミ
）
さ
ん
の
ご

協
力
に
よ
り
、
月
城
の
発
掘
現
場
を
朴
正

宰
さ
ん
に
ご
案
内
い
た
だ
い
た
。
慶
州
博

で
は
、
新
羅
千
年
宝
庫
と
呼
ば
れ
る
収
蔵

庫
兼
展
示
等
施
設
で
調
査
し
た
。
こ
の
施

設
で
は
収
蔵
品
の
登
録
作
業
や
資
料
調
査

の
ほ
か
、
収
蔵
庫
の
手
前
の
作
業
空
間
を

ガ
ラ
ス
越
し
に
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
、

展
示
室
は
収
蔵
庫
を
模
し
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
資
料
の
収
蔵
・
管
理
と
公
開
の
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モ
デ
ル
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
資
料
調

査
を
行
っ
た
閲
覧
室
も
通
路
に
面
し
て
ガ

ラ
ス
張
り
に
な
っ
て
い
る
。
机
は
ガ
ラ
ス

に
向
け
て
置
い
て
あ
る
の
で
、
入
館
者
が

来
る
度
に
の
ぞ
き
込
ま
れ
る
の
は
さ
す
が

に
落
ち
着
か
な
か
っ
た
。

　

資
料
調
査
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
、
慶
文

研
の
車
や
徒
歩
で
周
辺
遺
跡
の
踏
査
も
行

っ
た
。
慶
州
で
は
、
史
跡
月
精
橋
を
は
じ

め
と
し
て
、
古
墳
群
や
山
城
の
整
備
が
驚

く
ほ
ど
の
ス
ピ
ー
ド
感
で
進
め
ら
れ
て
い

る
。
か
つ
て
の
、
ど
こ
か
明
日
香
村
に
も

似
た
独
特
の
雰
囲
気
は
見
る
影
も
な
く
、

故
郷
が
な
く
な
っ
た
よ
う
で
物
寂
し
い
。

月
城
の
全
面
的
な
発
掘
調
査
や
月
池
（
雁

鴨
池
）
周
辺
の
調
査
・
再
発
掘
も
復
原
整

備
を
前
提
と
し
た
も
の
で
、
月
城
垓
子
は

す
で
に
復
原
工
事
に
着
手
し
て
い
た
。
復

原
整
備
は
往
時
の
状
態
を
理
解
し
や
す
い

が
、
上
部
構
造
の
復
原
に
つ
い
て
は
専
門

家
か
ら
の
異
論
や
反
対
も
多
い
と
聞
く
。

ま
た
、
整
備
あ
り
き
で
短
期
間
の
う
ち
に

古
代
国
家
の
王
宮
中
枢
部
を
掘
り
返
し
て

し
ま
う
こ
と
へ
の
抵
抗
も
少
な
く
な
い
よ

う
だ
。

　

月
城
に
隣
接
す
る
慶
州
市
営
の
新
羅
王

宮
映
像
館
で
は
、
復
原
さ
れ
た
華
や
か
な

新
羅
王
京
の
よ
う
す
を
Ｃ
Ｇ
で
紹
介
し
て

い
た
。
七
～
八
世
紀
代
の
時
代
設
定
に
、

五
世
紀
代
の
王
陵
出
土
品
の
よ
う
な
、
新

羅
を
象
徴
す
る
煌
び
や
か
な
装
身
具
や
装

飾
、
食
器
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
王
宮
・

王
京
の
復
原
は
発
掘
調
査
の
成
果
に
基
づ

い
た
も
の
と
は
言
い
が
た
く
、
実
態
と
著

し
く
か
け
離
れ
て
い
る
印
象
を
う
け
た
。

　

慶
州
は
韓
国
で
も
有
数
の
観
光
地
だ
け

に
、
館
内
に
は
小
さ
な
子
ど
も
連
れ
が
多

い
。
基
礎
知
識
の
な
い
子
ど
も
や
海
外
か

ら
の
観
光
客
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
新
羅
王

京
の
正
し
い
姿
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
今
後
の
復
原
整
備
で
は
、
十
分

に
検
討
さ
れ
た
調
査
研
究
の
成
果
が
反
映

さ
れ
る
こ
と
を
願
い
た
い
。

五
、
公
州
・
扶
余
で
の
調
査

　

二
月
七
日
、
文
化
財
研
究
所
考
古
研
究

室
の
方
々
と
公
州
大
学
校
で
開
催
さ
れ
た

学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
百
済
遺
跡
の
最
新

調
査
と
研
究
成
果
」
に
参
加
し
た
。
翌
八

日
は
休
日
で
あ
っ
た
の
で
、
一
人
で
大
田

か
ら
市
内
バ
ス
と
高
速
バ
ス
を
乗
り
継
い

で
公
州
市
へ
行
き
、
宋
山
里
古
墳
群
、
艇

止
山
遺
跡
と
そ
の
周
辺
、
公
山
城
と
そ
の

周
辺
約
一
七
㎞
を
踏
査
し
た
。
遺
跡
の
位

置
関
係
と
地
形
、
眺
望
を
確
認
し
、
地
図

で
は
気
付
か
な
か
っ
た
関
係
性
を
推
測
す

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
だ

っ
た
。

　

二
月
二
〇
日
、
考
古
研
究
室
の
鄭
聖
睦

さ
ん
の
引
率
で
公
州
大
学
校
を
訪
問
し
、

公
山
城
の
発
掘
現
場
を
見
学
し
た
。
調
査

担
当
者
の
李
賢
淑
さ
ん
に
は
公
山
城
内
を

ご
案
内
い
た
だ
き
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
概

要
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
夕
刻

に
百
済
地
域
の
中
心
的
遺
跡
を
管
理
す
る

百
済
王
宮
核
心
遺
跡
保
存
・
管
理
推
進
団

を
訪
問
し
た
。

　
二
一
日
か
ら
は
扶
余
文
化
財
研
究
所（
以

下
、
扶
文
研
）
に
移
動
し
、
二
週
間
の
調

査
予
定
を
組
ん
で
研
究
所
敷
地
内
の
官
舎

を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
扶
文
研
で

は
黄
仁
鎬
所
長
は
じ
め
、
金
大
永
さ
ん
ら

に
大
変
良
く
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

二
二
日
、
休
日
を
利
用
し
て
扶
余
郡
内

を
約
二
四
㎞
踏
査
し
た
。
八
時
に
市
内
バ

ス
で
陵
山
里
古
墳
群
へ
向
か
い
、
古
墳
群
、

陵
寺
、
羅
城
、
呉
山
を
確
認
し
た
。
門
か

ら
官
北
里
へ
向
か
い
、
途
中
で
錦
城
山
に

登
っ
た
。
下
山
後
、
推
定
朱
雀
大
路
を
南

下
し
花
枝
山
遺
跡
、
宮
南
池
へ
。
そ
こ
か

ら
北
上
し
て
定
林
寺
跡
、
定
林
寺
跡
博
物

館
を
見
学
し
た
。
定
林
寺
跡
博
物
館
で
は
、

調
査
希
望
資
料
な
が
ら
所
在
不
明
と
回
答

が
あ
っ
た
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
を

偶
然
み
つ
け
た
。
す
ぐ
さ
ま
研
究
企
画
課

の
崔
智
燕
さ
ん
に
カ
カ
オ
ト
ー
ク
で
資
料

調
査
の
調
整
を
依
頼
し
た
。
そ
の
後
す
ぐ

に
対
応
し
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
、
後

日
、
無
事
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
後
、
双
北
里
へ
向
か
い
、
旧
道
を
西

行
し
て
官
北
里
遺
跡
を
見
学
。
西
へ
抜
け

て
錦
江
に
沿
っ
て
南
下
し
、
浮
山
と
王
興
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寺
跡
の
位
置
と
官
北
里
遺
跡
か
ら
西
側
の

地
形
を
確
認
し
な
が
ら
官
舎
へ
戻
っ
た
。

　

二
三
日
、
百
済
古
都
文
化
財
団
の
沈
相

六
さ
ん
の
ご
案
内
で
泗
沘
都
城
関
連
の
遺

跡
を
踏
査
し
た
。
扶
蘇
山
城
か
ら
南
へ
一

〇
㎞
離
れ
た
加
林
城
か
ら
は
周
囲
を
一
望

で
き
、
南
に
弥
勒
山
、
東
北
東
に
破
陣
山
、

石
城
山
城
、
北
に
泗
沘
都
城
を
望
む
こ
と

が
で
き
る
。
浮
山
か
ら
は
錦
城
山
、
呉
山

が
一
直
線
に
並
ん
で
み
え
た
。
ま
た
、
東

羅
城
の
痕
跡
と
門
跡
を
す
べ
て
見
て
回
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

二
月
二
四
日
～
三
月
五
日
に
か
け
て
、

扶
蘇
山
城
・
官
北
里
遺
跡
・
王
宮
里
遺
跡

か
ら
出
土
し
た
新
羅
の
土
器
を
国
立
扶
余

博
物
館
と
扶
文
研
で
調
査
し
た
。
そ
れ
と

並
行
し
て
、
定
時
以
降
に
扶
文
研
の
図
書

室
に
籠
も
り
、
韓
国
全
域
の
報
告
書
か
ら

新
羅
の
土
器
の
出
土
例
を
集
成
し
た
。
毎

晩
遅
く
ま
で
作
業
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
お

か
げ
で
す
べ
て
の
報
告
書
に
目
を
通
す
こ

と
が
で
き
、
資
料
の
傾
向
を
把
握
で
き
た

の
は
大
き
な
収
穫
だ
っ
た
。

　

扶
余
滞
在
中
に
は
、
金
大
永
さ
ん
に
官

北
里
遺
跡
の
発
掘
現
場
と
扶
蘇
山
城
を
ご

案
内
い
た
だ
き
、
黄
仁
鎬
所
長
と
金
容
民

さ
ん
に
は
大
変
お
忙
し
い
中
、
羅
城
付
近

の
踏
査
に
も
連
れ
て
行
っ
て
い
た
だ
い
た
。

ま
た
、
百
済
都
城
に
関
す
る
資
料
収
集
も

あ
わ
せ
て
実
施
し
た
。

六
、
そ
の
ほ
か
の
訪
問
先

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
で
正
式
に
訪
問
す
る
こ
と
は

叶
わ
な
か
っ
た
が
、
休
日
を
利
用
し
て
金

海
地
域
の
博
物
館
や
遺
跡
も
廻
っ
た
。

　

ソ
ウ
ル
で
は
、
国
立
中
央
博
物
館
で
李

炳
鎬
さ
ん
ら
と
面
会
し
て
情
報
収
集
し
、

漢
城
百
済
博
物
館
の
崔
충
기
（
チ
ュ
ン
ギ
）

さ
ん
と
漢
城
百
済
学
研
究
所
の
李
奕
熙
さ

ん
に
夢
村
土
城
の
調
査
状
況
を
現
地
で
ご

説
明
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
慶
州
で
の
調

査
を
終
え
た
あ
と
、
慶
州
駅
か
ら
列
車
に

乗
り
、
大
田
経
由
で
忠
州
へ
向
か
っ
た
。

忠
州
文
化
財
研
究
所
を
訪
問
し
、
韓
志
仙

さ
ん
の
案
内
で
施
設
見
学
、
資
料
調
査
、

周
辺
遺
跡
の
踏
査
を
行
っ
た
。

　

こ
こ
で
す
べ
て
の
訪
問
先
や
お
世
話
に

な
っ
た
方
々
全
員
の
お
名
前
を
挙
げ
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
滞
在
中
に
助
け
て
い

た
だ
い
た
多
く
の
方
々
に
お
礼
を
述
べ
た

い
。

　

な
お
、
踏
査
な
ど
で
一
人
で
移
動
す
る

際
に
バ
ス
を
よ
く
利
用
し
た
が
、
カ
カ
オ

マ
ッ
プ
に
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
バ
ス
の
情

報
が
表
示
さ
れ
て
お
り
、
土
地
勘
の
な
い

場
所
で
大
い
に
役
立
っ
た
。

七
、
緊
急
帰
国

　

私
が
韓
国
へ
出
発
す
る
直
前
の
一
月
一

六
日
、
日
本
で
初
め
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
者
が
確
認
さ
れ
、
韓
国
で
も

一
月
二
〇
日
に
感
染
者
が
初
め
て
確
認
さ

れ
た
。
私
の
韓
国
派
遣
は
、
両
国
で
の
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
確
認
と
と

も
に
始
ま
っ
た
が
、
当
初
は
行
動
制
限
を

受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
韓
国
で
は
早

い
時
期
か
ら
駅
構
内
や
各
所
入
口
に
消
毒

液
の
配
置
が
み
ら
れ
、
二
月
に
入
っ
て
感

染
者
数
が
急
増
し
た
た
め
、
資
料
調
査
に

お
い
て
も
注
意
す
る
よ
う
研
究
企
画
課
か

ら
連
絡
が
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
月
中

旬
以
降
、
徐
々
に
感
染
者
の
発
生
地
域
が

広
ま
る
に
つ
れ
、
発
掘
調
査
の
開
始
が
延

期
さ
れ
、
博
物
館
も
閉
館
が
増
え
て
き
た
。

二
月
二
六
日
に
は
、
日
本
政
府
が
大
邱
お

よ
び
慶
尚
北
道
に
滞
在
歴
の
あ
る
外
国
人

の
入
国
拒
否
を
決
定
し
た
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
大
田
も
当
時
滞
在
し

て
い
た
扶
余
も
感
染
者
は
な
く
、
マ
ス
ク

着
用
と
体
温
測
定
の
指
示
は
あ
っ
た
が
、

発
掘
調
査
も
通
常
通
り
行
わ
れ
て
い
て
、

調
査
活
動
や
日
常
生
活
で
特
に
制
限
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
三
月
に

入
る
と
事
態
は
急
速
に
悪
化
す
る
。
帰
国

ま
で
の
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

三
月
三
日
、
慶
尚
北
道
で
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
考
慮
し
て
一
六

日
に
予
定
し
て
い
た
伽
耶
文
化
財
研
究
所

の
訪
問
を
中
止
す
る
。

　

三
月
五
日
、
日
本
政
府
が
韓
国
全
土
へ

の
不
要
不
急
の
渡
航
中
止
を
勧
告
。中
国
・

韓
国
か
ら
の
日
本
入
国
者
へ
の
検
疫
を
強

化
し
、
指
定
場
所
で
の
二
週
間
待
機
、
公

共
交
通
機
関
の
不
使
用
を
要
請
。
九
日
午

前
〇
時
か
ら
運
用
開
始
、
三
月
末
ま
で
と

発
表
。
同
内
容
を
二
一
時
四
五
分
に
在
大

韓
民
国
日
本
大
使
館
か
ら
の
情
報
メ
ー
ル

で
確
認
す
る
。
こ
の
時
点
で
、
近
く
急
な

帰
国
も
あ
る
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
は
想
定

よ
り
も
早
く
訪
れ
た
。

　

三
月
六
日
、
い
つ
も
通
り
扶
文
研
へ
行

き
、
定
林
寺
跡
博
物
館
で
の
資
料
調
査
の

準
備
を
し
て
い
た
九
時
頃
、
当
研
究
所
企

画
課
よ
り
八
日
ま
で
に
帰
国
せ
よ
と
い
う

指
示
連
絡
が
入
る
。
す
ぐ
に
翌
日
以
降
の

予
定
を
中
止
し
帰
国
便
を
確
保
。
八
日
は

満
席
の
た
め
七
日
の
便
で
予
約
し
た
。

　

一
〇
時
～
一
一
時
三
〇
分
、
定
林
寺
跡

博
物
館
で
資
料
調
査
を
済
ま
せ
、
扶
文
研

で
荷
物
整
理
。
一
三
時
三
〇
分
、
黄
仁
鎬

所
長
に
帰
国
挨
拶
し
、
金
大
永
さ
ん
の
運

転
で
大
田
の
文
化
財
研
究
所
へ
。
一
五
時

に
到
着
す
る
や
否
や
、
皆
さ
ん
に
手
伝
っ

て
も
ら
い
な
が
ら
荷
物
を
段
ボ
ー
ル
に
詰

め
込
み
、
大
急
ぎ
で
郵
送
の
手
続
き
を
行

っ
た
。
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
清
算
を
済
ま
せ
、

一
七
時
に
慌
た
だ
し
く
文
化
財
研
究
所
に

て
帰
国
挨
拶
。夕
食
は
考
古
研
究
室
の
方
々

と
の
最
初
で
最
後
の
会
食
と
な
っ
た
。
会

食
後
、
忠
原
文
化
財
研
究
所
の
田
庸
昊
さ
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ん
の
運
転
で
益
山
へ
移
動
し
た
。
田
庸
昊

さ
ん
は
王
宮
里
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
担
当

さ
れ
、
多
く
の
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
て

い
る
。
地
元
の
羅
州
に
戻
る
の
を
利
用
し

て
遺
跡
を
ご
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
当

研
究
所
に
も
招
請
し
、
私
も
学
生
時
代
か

ら
存
じ
上
げ
て
い
る
が
、
感
謝
の
言
葉
も

な
い
。

　

三
月
七
日
、
田
庸
昊
さ
ん
の
ご
案
内
で

王
宮
里
遺
跡
と
弥
勒
寺
跡
を
踏
査
し
、
益

山
か
ら
一
二
時
三
〇
分
発
の
リ
ム
ジ
ン
バ

ス
で
金
浦
空
港
へ
。
搭
乗
口
は
日
本
へ
の

帰
国
を
待
つ
人
で
溢
れ
て
お
り
、
こ
の
時

に
初
め
て
感
染
の
恐
怖
を
感
じ
た
。
一
六

時
五
五
分
、
定
刻
通
り
の
大
韓
航
空
で
帰

国
し
た
。

八
、
お
わ
り
に

　

冷
え
込
む
日
韓
関
係
の
最
中
で
の
訪
韓
。

出
国
間
際
ま
で
繰
り
返
さ
れ
た
メ
ー
ル
や

電
話
で
の
や
り
と
り
は
、
日
韓
関
係
を
反

映
し
た
か
の
よ
う
に
無
機
質
な
も
の
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
私
は
少
し
身
構
え
て
い

た
。
し
か
し
、
実
際
に
お
会
い
し
た
崔
智

燕
さ
ん
は
と
て
も
気
さ
く
な
方
で
、
拍
子

抜
け
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
り
が

た
い
こ
と
に
、滞
在
中
に
お
会
い
し
た
方
々

は
皆
さ
ん
親
身
に
な
っ
て
私
の
面
倒
を
み

て
く
だ
さ
っ
た
。
個
人
個
人
の
関
係
は
、

韓
流
ブ
ー
ム
で
両
国
の
関
係
が
良
好
だ
っ

た
こ
ろ
と
何
も
変
わ
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で

両
国
の
研
究
者
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た

親
密
な
交
流
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
今

回
の
韓
国
派
遣
で
お
世
話
に
な
っ
た
方
々

と
の
繋
が
り
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と

思
う
。
ま
た
、
派
遣
期
間
は
当
初
の
予
定

よ
り
一
三
日
も
短
い
も
の
と
な
っ
た
。
二

か
月
の
う
ち
の
二
週
間
の
短
縮
は
と
て
も

大
き
く
、
非
常
に
残
念
で
は
あ
っ
た
が
、

滞
在
中
は
終
日
没
頭
で
き
た
し
、
そ
の
間

に
自
分
に
や
れ
る
こ
と
は
す
べ
て
や
っ
た

と
思
う
。
資
料
調
査
や
踏
査
で
得
ら
れ
た

知
見
も
多
く
、
今
後
の
研
究
に
活
か
し
て

い
き
た
い
。

　

最
後
に
、
韓
国
派
遣
の
機
会
を
く
だ
さ

っ
た
橿
原
考
古
学
研
究
所
と
受
け
入
れ
を

許
諾
し
て
く
だ
さ
っ
た
韓
国
国
立
文
化
財

研
究
所
の
関
係
者
の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝

い
た
し
ま
す
。

　

ひ
と
の
動
き

（
退
職
　
令
和
二
年
九
月
三
○
日
付
）

漆
原
尚
輝　

 

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係　
　
　
　
　

会
計
年
度
任
用
職
員
（
発
掘

調
査
）

（
退
職
　
令
和
三
年
三
月
三
一
日
付
）

米
田
康
彦　

副
所
長

榊
本　

保　

総
務
課
総
務
係
長

（
転
出
　
令
和
三
年
三
月
三
一
日
付
）

中
野　

咲　

 

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係

主
任
研
究
員

　
　
　
　

→ 

同　

調
査
第
一
係
主
任
研
究

員
／
文
化
・
教
育
・
く
ら
し

創
造
部
文
化
財
保
存
課
記
念

物
・
埋
蔵
文
化
財
係
主
査
・

兼
務

山
田
隆
文　

 

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係

指
導
研
究
員

　
　
　
　

→ 

同　

調
査
第
一
係
総
括
研
究

員
／
文
化
・
教
育
・
く
ら
し

創
造
部
文
化
資
源
活
用
課
世

界
遺
産
係
調
整
員
・
兼
務

（
転
入
・
所
内
異
動
　
令
和
三
年
四
月
一

日
付
）

矢
冨
直
樹　

 

文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造

部
こ
ど
も
・
女
性
局
こ
ど
も

家
庭
課
長

　
　
　
　

→
副
所
長

佐
藤
秀
樹　

 

議
会
事
務
局
議
事
課
議
事
係

主
任
主
査　

書
記

　
　
　
　

→
総
務
課
総
務
係
長

奥
山
誠
義　

 

企
画
学
芸
部
資
料
課
資
料
係

指
導
研
究
員

　
　
　
　

→
同　

総
括
研
究
員

岡
田
雅
彦　

 
調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係

主
任
研
究
員
／
文
化
・
教
育
・

く
ら
し
創
造
部
文
化
財
保
存

課
記
念
物
・
埋
蔵
文
化
財
係

主
査
・
兼
務

　
　
　
　

→ 

同　

調
査
第
一
係
主
任
研
究

員

前
田
俊
雄　

 

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係

主
任
研
究
員
／
文
化
・
教
育
・

く
ら
し
創
造
部
文
化
財
保
存

課
記
念
物
・
埋
蔵
文
化
財
係

主
査
・
兼
務

　
　
　
　

→ 

同　

調
査
第
一
係
主
任
研
究

員

持
田
大
輔　

 

企
画
学
芸
部
企
画
課
企
画
係

主
任
研
究
員
／
文
化
・
教
育
・

く
ら
し
創
造
部
文
化
資
源
活

用
課
活
用
企
画
・
世
界
遺
産

係
主
査
・
兼
務

　
　
　
　

→ 

同　

企
画
係
主
任
研
究
員
／

文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造

部
文
化
資
源
活
用
課
世
界
遺

産
係
主
査
／
文
化
財
保
存
課

記
念
物
・
埋
蔵
文
化
財
係
主

査
・
兼
務

平
井
洸
史　

 

企
画
学
芸
部
企
画
課
企
画
係

技
師

　
　
　
　

→ 

同　

学
芸
課
学
芸
係
主
任
技

師

辰
巳
祐
樹　

 

調
査
部
調
査
課
調
査
第
一
係

技
師

　
　
　
　

→
同　

主
任
技
師

宮
原
晋
一　

 

調
査
部
調
査
課
調
査
第
二
係

主
任
研
究
員
（
再
任
用
）

　
　
　
　

→
同　

技
師
補
（
再
任
用
）
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