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個
物
が
潜
勢
態
か
ら
現
勢
態
へ
発
展
す
る
運
動
に
由
っ
て
本
質
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
内
在
的

イ
デ
ヤ
を
本
質
と
呼
ぶ
）
を
実
現
す
る
も
の
と
考
え
、且
個
物
が
そ
れ
に
固
有
の
本
質
を
有
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
か
ら
、
本
質
は
第
一
義
的
に
は
個
体
的
で
あ
る
と
思
惟
し
、運
動
の
原
理

と
し
て
他
を
動
か
す
も
の
は
自
ら
活
動
す
る
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
純
粋
形
相

は
質
料
混
入
す
る
こ
と
な
く
し
て
如
何
な
る
活
動
を
な
す
か
。
そ
れ
は
自
己
自
身
を
思
惟
す

る
所
謂
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
外
は
無
い
と
し
、
こ
れ
を
第
一
動
因
と
呼
び
神
と
称
し
た
。

凡
て
の
個
物
が
自
己
自
身
と
な
れ
る
完
成
し
た
姿
に
於
け
る
自
由
活
動
の
世
界
が
神
の
内

容
で
あ
る
と
し
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
る
超
越
的
統
一
の
原

理
と
し
て
善
の
イ
デ
ヤ
を
維
持
し
、
個
体
の
イ
デ
ヤ
と
し
て
そ
れ
に
固
有
な
る
活
動
の
円
現
を

表
わ
す
個
々
の
イ
デ
ヤ
が
一
と
し
て
統
一
せ
ら
れ
る
の
は
、
統
一
の
原
理
と
し
て
の
一
者
に
依

る
と
考
え
て
、善
の
イ
デ
ヤ
を
か
か
る
一
者
と
解
し
た
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
一
者
は
超
越
的
で
あ

る
と
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
。 
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反
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方
法
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認
識
批
判
、
カ
ン
ト
の
先
験
論 

 

感
覚
的
認
識
に
現
れ
る
所
の
生
滅
変
化
す
る
個
物
は
真
に
存
在
す
る
も
の
で
な
い
。
そ

れ
は
仮
象
に
止
ま
る
。
真
に
存
在
す
る
も
の
は
唯
理
性
に
由
っ
て
把
握
せ
ら
れ
る
普
遍
恒

常
の
イ
デ
ヤ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
物
は
イ
デ
ヤ
を
分
有
す
る
限
り
に
於
て
存
在
す
る

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
イ
デ
ヤ
も
そ
れ
の
普
遍
の
度
に
従
っ
て
種
々
の
段
階
を
形

造
る
。其
最
高
の
イ
デ
ヤ
が
所
謂
善
の
イ
デ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
イ
デ
ヤ
性
自
体
で
あ
る
。
イ
デ

ヤ
を
し
て
其
含
む
特
殊
の
部
分
の
調
和
的
な
る
統
一
た
ら
し
め
る
イ
デ
ヤ
性
の
原
理
が

善
の
イ
デ
ヤ
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
調
和
的
統
一
の
理
性
的
原
理
た
る
、
真
の
美
と
合
一

せ
る
善
の
イ
デ
ヤ
を
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
に
由
り
普
遍
恒
常
の
美
し
き
形
姿
に
統
一
せ
ら

る
る
イ
デ
ヤ
が
真
の
実
在
を
形
造
る
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
に
対
し
て
、
イ
デ
ヤ
を
個

物
に
内
在
す
る
も
の
と
し
（
プ
ラ
ト
ン
も
個
物
は
イ
デ
ヤ
を
分
有
す
る
限
り
に
於
て
存
在

す
る
と
言
う
て
い
る
の
で
決
し
て
イ
デ
ヤ
の
超
越
離
在
で
な
く
、
個
物
の
イ
デ
ヤ
分
有
と

い
う
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
は
、
イ
デ
ヤ
の
個
物
内
在
と
言
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
と
全
然

異
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
個
は
全
部
を
有
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

無
生
物
か
ら
生
物
、
人
間
皆
イ
デ
ヤ
は
有
し
な
が
ら
そ
の
普
遍
度
は
違
っ
て
い
る
。
）
更
に

個
物
が
潜
勢
態
か
ら
現
勢
態
へ
発
展
す
る
運
動
に
由
っ
て
本
質
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
内
在
的
イ
デ
ヤ
を
本
質
と
呼
ぶ
）
を
実
現
す
る
も
の
と
考
え
、
且
個
物
が
そ
れ
に
固

有
の
本
質
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
か
ら
、
本
質
は
第
一
義
的
に
は
個
体
的
で
あ

る
と
思
惟
し
、
運
動
の
原
理
と
し
て
他
を
動
か
す
も
の
は
自
ら
活
動
す
る
力
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
純
粋
形
相
は
質
料
混
入
す
る
こ
と
な
く
し
て
如
何
な
る
活

動
を
な
す
か
。
そ
れ
は
自
己
自
身
を
思
惟
す
る
所
謂
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
外
は
無

い
と
し
、
こ
れ
を
第
一
動
因
と
呼
び
神
と
称
し
た
。
凡
て
の
個
物
が
自
己
自
身
と
な
れ

る
完
成
し
た
姿
に
於
け
る
自
由
活
動
の
世
界
が
神
の
内
容
で
あ
る
と
し
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
る
超
越
的

統
一
の
原
理
と
し
て
善
の
イ
デ
ヤ
を
維
持
し
、
個
体
の
イ
デ
ヤ
と
し
て
そ
れ
に
固
有

な
る
活
動
の
円
現
を
表
わ
す
個
々
の
イ
デ
ヤ
が
一
と
し
て
統
一
せ
ら
れ
る
の
は
、
統

一
の
原
理
と
し
て
の
一
者
に
依
る
と
考
え
て
、
善
の
イ
デ
ヤ
を
か
か
る
一
者
と
解
し

た
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
一
者
は
超
越
的
で
あ
る
と
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
。 
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農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
五
章 

農
士
論 

    
 

～
第
三
節 

農
道
的
自
覚
～ 

 

何
陋
軒
記 

昔
孔
子
が
九
夷
の
地
に
居
ら
ん
と
し
た
時
、人
々
が
「
そ
ん
な
陋
（
非
文
化
的
）
な
所
に
は
居

ら
れ
ま
す
ま
い
」
と
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
毅
然
と
し
て
「
君
子
之
に
居
る
。
何
の
陋
か
こ
れ
あ
ら

ん
」
と
答
え
た
こ
と
が
あ
る
。 

こ
の
龍
場
は
昔
の
夷
の
地
（
化
外
の
地
）
で
、蔡
（
今
の
河
南
省
に
在
る
）
の
外
に
あ
る
、
ご
く

偏
僻
の
所
で
あ
る
。
今
で
こ
そ
よ
う
や
く
中
央
政
府
の
管
轄
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
風
習
は

ま
だ
往
昔
（
む
か
し
）
の
ま
ま
で
あ
る
。
人
々
は
私
が
都
か
ら
来
る
の
で
、
「
あ
ん
な
陋
な
土
地
に

は
居
る
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
た
。
然
し
私
は
此
処
に
来
て
も
う
十
月
も
居
る
が
、

楽
し
く
安
ら
か
に
暮
し
て
い
て
少
し
も
陋
な
ど
と
い
う
所
で
は
な
い
。
勿
論
こ
の
地
の
人
は
烏

言
の
よ
う
な
語
を
話
し
、
山
羊
の
皮
で
拵
え
た
着
物
を
着
て
い
る
位
な
の
だ
か
ら
、
都
の
よ
う

な
華
奢
な
乗
物
や
美
し
い
衣
装
や
、
壮
麗
な
宮
殿
な
ど
の
美
観
、
又
は
飾
り
立
て
て
儀
式
ば
っ

た
儀
礼
な
ど
の
七
面
倒
な
も
の
は
無
い
。
然
し
こ
れ
は
淳
樸
質
素
な
尊
い
古
の
遺
風
で
あ
る
。

思
う
に
昔
は
今
の
よ
う
に
や
か
ま
し
い
法
律
や
制
度
が
無
か
っ
た
か
ら
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
之

を
直
ち
に
今
の
都
と
比
べ
て
一
概
に
陋
な
り
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。 

一
体
都
の
人
間
は
言
行
に
表
裏
が
あ
っ
て
誠
と
い
う
も
の
が
な
い
。
そ
し
て
金
の
こ
と
に
な
る

と
浚
（
さ
ら
）
い
取
っ
て
も
私
腹
を
肥
や
す
こ
と
の
み
に
汲
汲
と
し
て
い
る
。
一
寸
見
る
と
善
良

な
紳
士
の
よ
う
な
顔
付
を
し
て
い
る
が
、
腹
の
中
に
は
棘
（
と
げ
）
が
あ
る
。
若
し
彼
等
の
よ
う

に
、
宋
甫
魯
掖
（
最
新
流
行
の
服
装
）
を
着
け
た
り
、
巧
言
令
色
的
な
雄
弁
を
振
り
ま
い
た
り

し
て
、
そ
れ
で
所
謂
「
文
化
人
」
な
り
と
す
る
な
ら
ば
、
な
る
ほ
ど
こ
の
夷
地
の
人
は
そ
ん
な

「
文
化
人
」
の
真
似
は
出
来
な
い
。
此
処
の
人
々
は
好
け
れ
ば
好
い
と
ほ
め
、
悪
け
れ
ば
悪
い
と

罵
り
、
思
っ
た
こ
と
を
飾
ら
ず
に
真
直
に
言
う
正
直
な
所
が
あ
る
。
世
間
の
人
は
徒
ら
に
そ
の

言
葉
遣
い
や
仕
度
が
よ
く
な
い
の
を
見
て
、
直
ち
に
非
文
化
的
だ
と
い
う
け
れ
ど
も
、私
は
そ
う

は
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。 

私
が
始
め
て
此
処
に
来
た
時
は
、
入
る
べ
き
家
が
無
か
っ
た
の
で
、
ば
ら
や
ぶ
の
中
に
堀
立
小

屋
を
作
っ
て
い
た
が
、
ど
う
も
鬱
陶
し
く
て
い
け
な
い
。そ
こ
で
東
の
峯
に
遷
っ
て
岩
穴
の
中
に
い

た
が
、
今
度
は
陰
気
で
じ
め
じ
め
し
て
困
っ
た
。
然
し
龍
場
の
人
々
は
、
老
人
も
子
供
も
み
ん
な

毎
日
訪
ね
て
来
て
く
れ
て
、
余
が
少
し
も
こ
の
地
を
陋
と
し
な
い
の
を
見
る
と
、
彼
等
も
喜
び
、

従
っ
て
私
も
亦
こ
れ
ら
の
人
々
と
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
。
私
が
や
ぶ
の
右
の
所
を
開
い
て
圃

（
は
た
け
）
を
作
る
と
、
人
々
は
私
が
こ
う
い
う
こ
と
を
楽
し
む
の
を
見
て
、
今
度
は
偕
（
と
も
）

に
木
を
伐
っ
て
余
の
家
を
建
て
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
私
は
こ
れ
に
檜
の
皮
や
竹
を
以
て
屋
根
を

つ
く
り
、
又
圃
に
は
種
々
の
蔬
菜
や
薬
草
を
播
い
た
。
そ
れ
か
ら
階
段
を
つ
け
た
り
、
室
の
し
き

り
を
し
た
り
し
て
、
琴
や
書
物
を
整
理
し
、
講
誦
の
準
備
も
大
体
出
来
た
の
で
、
学
問
し
た
い

と
い
う
も
の
が
次
第
に
集
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
こ
ん
な
風
で
丁
度
都
に
い
た
時
の
よ

う
に
沢
山
の
人
々
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
私
も
亦
自
分
が
今
夷
の
地
に
い
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
忘
れ
て
了
っ
て
い
る
。
因
っ
て
こ
の
家
に
「
何
陋
」
と
名
づ
け
て
、
孔
子
の
言
の
佯
（
い
つ

わ
）
り
で
な
か
っ
た
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。 

中
央
の
都
の
学
問
芸
術
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
代
々
の
聖
人
が
こ
れ
を
伝
え
た
か
ら
で
あ
っ

て
、
夷
の
地
に
は
之
が
な
い
か
ら
、
之
を
陋
と
い
う
の
も
一
応
尤
も
で
は
あ
る
。
然
る
に
都
に
於

て
は
、其
後
次
第
に
道
徳
を
軽
ん
じ
て
、専
ら
法
律
制
度
の
み
に
走
り
、
官
憲
は
罪
人
の
捜
索
の

み
に
熱
中
し
、
人
民
は
亦
狡
匿
し
て
、
何
と
か
詐
っ
て
は
法
網
を
免
れ
る
こ
と
の
み
に
熱
中
し
、

淳
樸
の
俗
は
薬
に
し
た
く
も
な
い
。
が
、
こ
の
夷
地
の
民
は
未
だ
磨
か
ざ
る
璞
（
あ
ら
た
ま
）
で

あ
り
、
け
ず
ら
ざ
る
木
で
あ
っ
て
、
粗
硬
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
後
の
教
育
に
よ
っ
て
は
、
ど
う

に
で
も
立
派
に
薫
化
し
て
行
く
こ
と
の
出
来
る
素
質
を
有
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て

之
を
一
概
に
陋
な
り
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
こ
れ
が
孔
子
が
九
夷
に
居
ら
ん
と
欲
し
た

所
以
で
あ
ろ
う
。 

さ
は
い
え
、
夷
地
の
人
民
に
全
然
学
問
芸
術
を
教
え
な
い
わ
け
に
は
行
か
ぬ
。
現
在
の
ま
ま
の
夷

地
に
は
迷
信
が
多
く
、
又
中
正
を
失
し
て
礼
に
合
わ
な
い
よ
う
な
風
習
も
少
な
く
は
な
い
。
こ
の

点
は
陋
と
い
わ
れ
て
も
止
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
は
未
だ
教
育
し
な
い
た
め
で

あ
っ
て
、
人
間
本
来
の
淳
樸
な
る
質
は
、
都
門
の
軽
薄
児
の
よ
う
に
損
ぜ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
若

し
誠
の
君
子
が
此
処
に
い
て
之
を
薫
陶
し
た
な
ら
ば
、
屹
度
立
派
に
教
化
さ
れ
て
行
く
で
あ
ろ

う
。然
し
私
は
其
の
人
で
は
な
い
か
ら
、こ
れ
を
記
し
て
後
人
を
俟
つ
も
の
で
あ
る
。 

尤
も
国
家
社
会
は
農
民
の
み
の
も
の
で
は
な
い
。
木
に
も
根
も
あ
れ
ば
枝
葉
も
あ
っ
て
、
全
き

生
長
が
出
来
る
よ
う
に
、
農
工
商
、
各
々
其
の
所
を
得
、
其
の
分
を
乱
ら
ざ
る
限
り
に
於
て
は
、
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何
れ
も
必
要
な
も
の
で
あ
っ
て
、
何
も
農
村
農
民
が
、
自
大
排
他
主
義―

―

独
り
よ
が
り
の
御

山
の
大
将―

―

に
な
っ
て
得
々
と
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
然
し
自
ら
の
本
質
を
自
覚
し
、

其
の
当
然
の
価
値
と
使
命
と
に
対
す
る
正
し
き
矜
持
は
有
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。 

                         

師
説
研
究
の
楽
し
さ 

  
                        

三
浦 

夏
南 

 

今
月
か
ら
家
族
で
の
勉
強
会
に
て
若
林
強
斎
先
生
の
論
語
師
説
の
読
解
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
江
戸
時
代
の
写
本
な
の
で
、
文
字
が
鮮
明
で
読
み
や
す
い
良
本
で
は
あ
る
が
、
我
々
現
代
人

に
は
読
み
が
た
い
部
分
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
を
家
族
で
協
力
し
な
が
ら
読
解
し
、
現
代
人
に

も
分
か
り
や
す
い
平
仮
名
交
じ
り
文
に
書
き
換
え
て
行
く
作
業
は
、
膨
大
な
時
間
を
要
す
る

が
、極
め
て
楽
し
い
仕
事
で
あ
る
。 

現
代
に
生
き
る
人
た
ち
は
あ
ま
り
に
も
整
っ
た
知
識
を
与
え
ら
れ
過
ぎ
て
い
る
。
過
去
の
偉

人
た
ち
の
名
著
を
全
集
の
綺
麗
な
印
刷
字
で
容
易
に
読
む
こ
と
が
出
来
る
し
、
難
解
な
言
葉

に
は
注
釈
が
付
い
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
あ
ら
ゆ
る
古
典
に
訳
注
本
が
出
て
い
て
、
昔
の
日
本
人

よ
り
も
古
今
東
西
の
良
書
に
親
し
む
機
会
が
多
く
与
え
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
我
々
は
与
え
ら

れ
過
ぎ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、難
解
な
古
典
を
読
み
解
く
楽
し
さ
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

古
典
を
読
む
こ
と
の
出
来
る
有
難
み
を
感
じ
取
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。 

こ
れ
は
古
典
の
読
解
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
、
農
業
に
お
い
て
も
ト
ラ
ク
タ
ー
や
草
刈

り
機
、
田
植
え
機
に
コ
ン
バ
イ
ン
が
現
れ
た
こ
と
で
、確
か
に
効
率
的
で
便
利
か
も
し
れ
な
い
が
、

土
を
耕
す
こ
と
の
楽
し
さ
、
米
を
刈
り
取
る
こ
と
の
喜
び
が
感
じ
取
り
難
く
な
っ
て
い
る
。
農
業

の
中
か
ら
こ
の
楽
し
み
が
失
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
後
は
ど
れ
だ
け
早
く
仕
事
を
片
付
け
る
か
、収

穫
し
た
米
が
ど
れ
だ
け
の
利
益
率
で
販
売
で
き
る
か
の
み
が
農
家
の
関
心
事
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
で
は
天
地
自
然
や
祖
先
へ
の
感
謝
が
生
ま
れ
る
は
ず
も
な
い
。 

食
事
に
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
食
べ
物
を
育
て
る
、
加
工
品
を
作
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
全
て

省
略
さ
れ
て
、
稼
い
だ
お
金
を
払
え
ば
、
ス
ー
パ
ー
で
も
、
飲
食
店
で
も
簡
単
に
食
べ
物
が
手
に

入
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
便
利
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、食
べ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と

へ
の
喜
び
や
感
謝
は
か
え
っ
て
起
こ
り
難
く
な
っ
て
し
ま
う
。
現
代
の
人
達
が
あ
ま
り
に
も
食
に

対
し
て
関
心
が
薄
い
の
も
当
然
で
あ
る
。 

現
代
人
は
古
事
記
を
読
め
ば
日
本
の
神
話
を
知
り
、
日
本
の
国
体
を
知
る
こ
と
が
出
来
る

と
簡
単
に
言
う
が
、
古
事
記
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
た
国
学
者

た
ち
の
努
力
の
積
み
重
ね
が
あ
り
、
そ
の
上
に
本
居
宣
長
先
生
と
い
う
偉
大
な
る
知
の
巨
人
の

生
涯
を
か
け
た
大
努
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
は
訳
注
本
が
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大
量
に
出
て
、
平
仮
名
混
じ
り
文
で
読
む
の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
が
、
全
て
が
漢
字
で
記

さ
れ
て
い
る
古
事
記
原
文
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
こ
れ
を
読
み
解
く
の
に
ど
れ
だ
け
の
努

力
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
が
想
像
さ
れ
て
、呆
然
た
る
思
い
が
す
る
は
ず
で
あ
る
。 

勿
論
宣
長
先
生
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、
我
々
も
未
だ
書
物
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
論
語
師
説
を
読
み
解
く
に
あ
た
っ
て
、
古
人
が
楽
し
ん
だ
楽
し
み
、古
人
が
苦
し
ん
だ
苦
し

み
を
体
験
で
き
る
こ
と
は
と
て
も
有
難
い
こ
と
で
あ
る
。
今
年
一
年
を
通
し
て
論
語
の
学
而
第

一
だ
け
で
も
仕
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
家
族
一
致
団
結
し
て
努
力
し
て
行
き
た
い
と

思
う
。 

 

                     

小
野
鶴
山
墓
参
記                               

庄 

宏
樹 

  

前
回
ま
で
は
、
小
野
鶴
山
の
『
大
学
師
説
』
の
内
容
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
あ
ら

た
め
て
鶴
山
の
生
涯
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。 

 

小
野
鶴
山
は
、
若
林
強
斎
の
娘
・
弘
室
を
妻
と
し
て
お
り
、
そ
の
弘
室
の
墓
が
現
在
も
東
京
都

新
宿
区
の
済
松
寺
境
内
に
あ
る
こ
と
は
、
月
報
「
ひ
」
第
五
十
三
号
の
拙
稿
に
お
い
て
既
に
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
が
、
で
は
鶴
山
自
身
の
墓
は
と
い
え
ば
、
こ
ち
ら
は
東
京
に
は
な
く
、
福
井
県

小
浜
市
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
主
な
出
仕
先
は
小
浜
藩
の
江
戸
藩
邸
で
あ
っ
た
が
、

亡
く
な
る
前
年
に
藩
主
に
従
っ
て
小
浜
へ
赴
き
、
そ
の
ま
ま
同
地
で
没
し
た
こ
と
に
よ
る
。
山
口

菅
山
の
「
鶴
山
先
生
小
伝
」
（
近
藤
啓
吾
『
小
野
鶴
山
の
研
究
』
所
収
）
に
よ
る
と
、
鶴
山
は
明

和
七
（
一
七
七
〇
）
年
に
七
十
歳
で
亡
く
な
り
、小
浜
城
南
の
西
福
寺
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
。 

 

さ
て
筆
者
は
、
令
和
五
年
の
二
月
十
二
日
か
ら
十
三
日
に
か
け

て
、
小
浜
市
立
図
書
館
所
蔵
の
崎
門
学
関
係
資
料
の
閲
覧
の
た

め
、
福
井
県
小
浜
市
へ
と
赴
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
、
西
福
寺

に
あ
る
小
野
鶴
山
の
墓
に
も
お
参
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
東
京

か
ら
の
高
速
バ
ス
は
福
井
駅
ま
で
し
か
通
っ
て
お
ら
ず
、
小
浜
駅
ま

で
は
そ
こ
か
ら
更
に
電
車
で
二
時
間
ほ
ど
か
か
る
。
小
浜
駅
か
ら

西
福
寺
ま
で
は
、
歩
い
て
二
十
分
ほ
ど
で
あ
る
。 

 

西
福
寺
に
到
着
し
て
ま
ず
驚
い
た
の
は
、
そ
の
寂
れ
よ
う
で
あ

る
。
参
拝
客
は
も
ち
ろ
ん
、
住
職
さ
え
居
ら
ず
、
さ
ら
に
は
山
門
の

扁
額
や
、
山
号
が
書
か
れ
た
石
碑
な
ど
が
、
何
も
無
い

よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
、果
た
し
て
こ
こ
が

西
福
寺
で
正
し
い
の
か
ど
う
か
す
ら
分
か
ら
な
い
。
境

内
の
墓
地
に
は
、倒
れ
た
ま
ま
苔
で
地
面
と
ひ
と
連
な

り
に
な
っ
て
い
る
墓
石
も
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
管
理
が
な

さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
た
。
し

ば
ら
く
墓
地
を
探
索
し
て
い
る
う
ち
に
、
表
に
「
小
野

忠
市
郎
之
墓
」
と
書
か
れ
た
墓
石
を
見
つ
け
る
に
至
っ
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て
、
は
じ
め
て
こ
こ
が
西
福
寺
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
忠
市
郎
と
は
、
小
野

鶴
山
の
通
称
で
あ
る
。 

 

西
福
寺
は
、
大
永
五
（
一
五
二
五
）
年
に
覚
阿
弥
と
い
う
僧
を
開
山
と
し
て
建
立
さ
れ
た
時

宗
の
寺
院
で
あ
る
。
境
内
に
は
、小
野
鶴
山
の
ほ
か
に
、
小
浜
藩
の
藩
校
で
あ
る
順
造
館
の
初
代

教
授
を
務
め
た
西
依
墨
山
（
一
七
二
六
～
一
八
〇
〇
、
西
依
成
斎
の
甥
）
の
墓
も
あ
り
、
か
つ
て

は
そ
れ
な
り
の
規
模
を
も
っ
た
寺
院
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
今
は
そ
う
し
た
面

影
も
な
い
。 

 

だ
が
幸
い
な
こ
と
に
、
墓
石
に
刻
ま
れ
た
碑
文
は
風
化
し
て
お
ら
ず
、
現
在
で
も
問
題
な
く
読

め
る
状
態
で
あ
っ
た
。
同
文
は
『
日
本
道
学
淵
源
録
』
続
録
増
補
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
参

考
ま
で
に
そ
の
訓
読
文
を
掲
げ
て
お
こ
う
。 

 

翁
名
は
道
熙
、
鶴
山
と
號
す
。
忠
市
郎
は
其
の
通
稱
な
り
。
豐
後
日
出
の
人
。
業
を
強
齋

若
林
先
生
よ
り
受
け
、
遂
に
平
安
に
居
る
。
後
に
文
學
を
以
て
若
藩
に
筮
仕
す
。
元
禄
十

四
年
辛
巳 

月 

日
に
生
れ
、明
和
七
年
庚
寅
六
月
十
四
日
に
終
は
る
。
享
年
七
十
。
翁
嗣

無
し
。
其
の
季
女
を
以
て
門
人
山
口
重
貞
に
妻
は
し
、因
り
て
其
の
業
を
繼
が
し
む
。 

  

文
中
の
山
口
重
貞
と
は
、
山
口
菅
山
の
父
で
あ
る
山
口
風
簷

ふ
う
た
ん

（
一
七
四
一
～
一
八
〇
六
）
の
こ

と
を
指
す
。
鶴
山
と
弘
室
と
の
間
に
は
一
男
四
女
が
あ
っ
た
が
、
長
男
の
夭
折
に
よ
り
、
小
野
家

は
後
嗣
を
絶
や
す
こ
と
に
な
る
。
藩
か
ら
は
、
他
姓
の
養
子
を
迎
え
て
家
を
嗣
が
せ
る
よ
う
命

じ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
鶴
山
は
そ
れ
を
崎
門
の
養
子
不
可
論
に
背
く
も
の
と
し

て
拒
絶
し
た
と
い
う
（
内
田
周
平
『
若
林
強
斎
先
生
事
歴
』
三
一
頁
）
。
こ
の
一
事
だ
け
で
も
、

学
問
の
実
践
を
重
ん
じ
た
崎
門
の
面
目
を
、
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

さ
て
、
こ
の
た
び
筆
者
が
小
浜
に
て
閲
覧
し
た
資
料
は
「
酒
井
家
文
庫
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
小
浜
藩
の
当
主
で
あ
る
酒
井
家
に
代
々
保
存
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
崎
門
の
講

義
録
を
多
く
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
鶴
山
が
、
第
七
代
藩
主
の
酒
井
忠
用
に
よ
っ

て
招
聘
さ
れ
た
の
は
、
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
酒
井
家
文
庫
の
中
に
は
、
鶴

山
所
講
の
『
近
思
録
講
義
』
『
尚
書
講
義
』
と
い
っ
た
資
料
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

な
お
鶴
山
は
、
こ
う
し
た
崎
門
の
「
師
説
」
と
呼
ば
れ
る
講
義
録
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
、
「
手

を
洗
い
口
を
漱
ぎ
、
師
に
対
面
し
て
い
る
よ
う
な
心
持
ち
で
読
む
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、

ま
た
「
俗
流
無
志
之
人
」
に
は
、
決
し
て
見
せ
て
は
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
（
近
藤
啓
吾
『
若

林
強
斎
の
研
究
』
四
二
頁
）
。
「
俗
流
無
志
之
人
」
と
は
、
思
想
を
単
に
知
識
と
し
て
だ
け
受
け

止
め
、
何
の
実
践
も
伴
わ
な
い
よ
う
な
人
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
こ
れ
か
ら
も
、
引
き
続

き
鶴
山
の
『
大
学
師
説
』
を
読
み
進
め
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
筆
者
に
本
書
を

紐
解
く
資
格
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
自
問
す
る
と
き
、
思
わ
ず
衿
を
正
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。 

        

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  

少
し
ず
つ
雨
と
と
も
に
暖
か
い
日
が
増
え
、
春
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
と

よ
く
も
農
園
周
辺
で
も
梅
の
花
が
咲
き
、冬
に
は
全
く
伸
び
な
か
っ
た
畑
の
草
も
、
徐
々
に
伸
び

始
め
ま
し
た
。 

今
月
は
農
閑
期
だ
っ
た
た
め
、
丹
田
呼
吸
法
の
実
践
に
力
を
入
れ
ま
し
た
。
里
芋
を
切
り
離

し
た
り
、ネ
ギ
の
ダ
ン
ボ
ー
ル
づ
め
を
し
た
り
、食
器
洗
い
を
し
た
り
し
て
い
る
時
、
気
が
付
い
た

ら
「
フ
ッ
ツ
フ
ッ
フ
ッ
ー
」
と
三
呼
一
吸
を
し
な
が
ら
丹
田
を
鍛
え
て
い
ま
す
。
ま
た
毎
晩
寝
る

前
に
は
家
族
全
員
が
布
団
に
正
座
を
し
て
、
屈
折
線
で
体
を
曲
げ
な
が
ら
丹
田
を
意
識
し
て

呼
吸
を
し
て
い
き
ま
す
。
深
い
呼
吸
を
し
た
後
に
床
に
つ
く
と
、
い
つ
も
以
上
に
ぐ
っ
す
り
と
眠

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
子
供
達
も
呼
吸
法
を
し
な
が
ら
寝
入
っ
て
い
る
事
が
何
度
か
有
り
、
深
い

呼
吸
と
安
眠
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 
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冬
は
気
温
も
湿
度
も
低
い
た
め
、
雑
菌
の
活
動
が
最
も
低
下
し

て
い
る
時
期
で
す
。
農
閑
期
に
当
た
る
こ
の
時
期
に
昔
の
人
は
味

噌
や
醤
油
を
仕
込
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。調
味
料
を
自
給
す
べ
く
、

私
も
米
麹
か
ら
の
甘
酒
・
塩
糀
・
味
噌
、
醤
油
麹
か
ら
の
醤
油
に
挑

戦
し
ま
し
た
。
今
年
は
米
、
麦
、
大
豆
全
て
自
分
達
で
育
て
た
の

で
、
そ
の
お
米
や
大
豆
を
蒸
し
て
種
菌
を
ふ
り
か
け
、
醸
し
て
い
き

ま
し
た
。
調
味
料
の
研
究
を
し
て
初
め
て
、
ほ
と
ん
ど
の
調
味
料
は

発
酵
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

醤
油
・
味
噌
・
み
り
ん
・
酒
・
お
酢
ど
れ
を
と
っ
て
も
日
本
の
食
卓
に

欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
全
て
が
目
に
見
え
な
い
菌
の
力

に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
何
度
も
挑
戦
し
、

満
足
の
い
く
糀
が
で
き
た
の
で
、
自
家
製
大
豆
を
蒸
し
て
混
ぜ
、
七

種
類
の
味
噌
を
仕
込
み
ま
し
た
。
甘
酒
は
毎
朝
手
絞
り
豆
乳
で
割

っ
て
飲
み
、
仕
込
ん
だ
醤
油
は
毎
朝
か
き
混
ぜ
る
の
が
日
課
に
な
っ

て
い
ま
す
。
塩
糀
で
漬
け
た
魚
は
塩
だ
け
で
味
付
け
し
た
も
の
よ

り
も
優
し
く
深
い
旨
味
が
あ
り
、
家
族
お
気
に
入
り
の
メ
ニ
ュ
ー
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

妹
は
こ
の
冬
、
着
物
の
手
作
り
に
挑
戦
し
、
つ
い
に
主
人
の
着
物
が
完
成
し
ま
し
た
。
現
在
主

人
は
毎
朝
起
床
す
る
と
着
物
に
着
替
え
て
丹
田
呼
吸
を
し
た
り
、
勉
強
を
し
た
り
し
て
い
ま

す
。
「
食
」
は
随
分
自
給
が
で
き
て
い
ま
す
が
、
少
し
ず
つ
私
達
の
「
衣
」
服
も
和
に
戻
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

庭
で
は
、
つ
い
に
塩
ハ
ウ
ス
が
完

成
し
ま
し
た
。
木
の
箱
は
水
温
が

上
が
る
よ
う
内
側
を
墨
で
塗
り
、

ガ
ラ
ス
を
組
み
合
わ
せ
、
固
定
し

て
い
き
ま
し
た
。
立
派
な
ハ
ウ
ス
と

箱
が
完
成
し
、
い
よ
い
よ
海
水
を

流
し
込
む
と
こ
ろ
ま
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
で
今
年
か
ら
は
塩
の
自
給
が

で
き
そ
う
で
す
。 

そ
の
他
に
は
、
し
い
た
け
栽
培
に
も
挑
戦
し
ま
し
た
。
知
り
合
い

の
先
輩
農
家
さ
ん
に
や
り
方
を
聞
き
な
が
ら
、木
に
ド
リ
ル
で
穴
を

あ
け
、
植
菌
し
て
い
き
ま
し
た
。私
達
の
住
む
地
域
で
は
、
山
に
置
い

て
お
く
と
猿
に
シ
イ
タ
ケ
を
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
そ
う
な
の
で
、
鶏

小
屋
の
横
に
置
き
、
番
犬
チ
ャ
チ
ャ
に
鶏
と
シ
イ
タ
ケ
二
つ
の
番
を

し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
一
年
後
か
ら
生
え
る
だ

ろ
う
と
の
事
で
、
今
か
ら
と
て
も
楽
し
み
で
す
。 

自
給
自
足
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。大
豆
が
育
つ
の
に
も
一
年
が

か
か
り
ま
す
し
、
そ
の
大
豆
か
ら
醤
油
が
で
き
る
の
に
さ
ら
に
一
年

か
か
り
ま
す
。
何
で
も
買
っ
て
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
時
代
に
一

つ
一
つ
を
育
て
、
手
作
り
し
て
い
く
の
は
非
常
な
手
間
と
苦
労
が
要

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
が
、
そ
の
分
そ
れ
が
出
来
た
時
は
大
き
な
喜
び
に
な
り
ま
す
し
、
そ
の
過

程
も
家
族
で
楽
し
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。
家
族
が
ま
と
ま
り
、
学
問
に
農
業
に
一
丸
と
な
っ
て

励
む
こ
と
が
出
来
て
い
る
の
は
こ
の
上
な
い
幸
せ
で
す
。
日
々
の
参
拝
を
欠
か
さ
ず
行
い
、
こ
の

幸
せ
を
、こ
の
伝
統
を
、永
遠
に
繋
い
で
い
き
た
い
と
切
に
願
い
ま
す
。 

 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 
 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

★
振
込
口
座 

愛
媛
銀
行 

普
通
預
金 

本
町
支
店 

口
座
番
号 

六
一
四
二
七
三
五 

『
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
』 


