
中な
か

村む
ら

俊し
ゅ
ん

亀き

智ち

と
い
う
よ
り
は
「
中
村
た
か
を
」
と

い
っ
た
ほ
う
が
広
く
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
民
具
の
研
究
や
調
査
の
際
に
参
考
と
さ
れ

た
一
冊
の
本
が
あ
っ
た
。『
現
代
の
エ
ス
プ
リ　

民
具
』

（
至
文
堂
、
一
九
七
四
年
）
で
あ
る
。
そ
の
編
集
を
担

当
し
、
解
説
さ
れ
た
の
が
民
博
の
「
中
村
た
か
を
」
氏

だ
っ
た
。
民
博
の
礎
で
も
あ
る
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア

ム
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
民
具
と
い
う
も
の
の
説
明
を

し
、
か
つ
て
日
本
人
が
ど
の
よ
う
な
物
質
文
化
を
身
に

つ
け
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
解
か
れ

て
い
る
。
伝
統
的
な
民
具
研
究
の
入
門
書
と
し
て
そ
の

価
値
は
高
い
。

じ
つ
は
、
わ
た
し
は
中
村
氏
が
去
ら
れ
た
あ
と
民
具

研
究（
担
当
）の
た
め
に
民
博
に
や
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

中
村
氏
と
の
面
識
は
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
現
在
の

民
具
研
究
者
の
多
く
も
、
ほ
と
ん
ど
面
識
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

中
村
氏
の
民
具
研
究
で
は
、
学
史
を
整
理
し
た
業
績

と
と
も
に
竹
細
工
の
研
究
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
民

博
を
退
官
さ
れ
る
直
前
に
は
、
労
働
着
の
研
究
も
あ
り
、

こ
れ
は
大
部
の
調
査
報
告
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
し

か
し
、
民
博
を
去
ら
れ
て
か
ら
の
中
村
氏
の
関
心
は
急

速
に
民
具
研
究
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
後
、
民
具
に
関
す
る
寸
評
や
資
料
紹
介
な

ど
も
な
さ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
た
め
か
、
民
具
研
究
者

の
あ
い
だ
で
も
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
は
伝
説
め
い
た

存
在
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。

保ほ
う

谷や

（
西
東
京
市
）
に
あ
っ
た
財
団
法
人
民
族
学

協
会
附
属
民
族
学
博
物
館
に
移
転
さ
れ
た
ア
チ
ッ
ク

ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
民
具
資
料
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
そ
の
後

の
収
集
資
料
は
、
昭
和
三
七
年
に
こ
の
博
物
館
の
閉
鎖

に
よ
り
、
国
に
寄
贈
さ
れ
て
戸と

越ご
し

（
品
川
区
）
の
文
部

省
史
料
館
に
移
さ
れ
た
。

高
校
生
だ
っ
た
当
時
か
ら
、
中
村
氏
は
保
谷
の
博

物
館
で
資
料
整
理
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
都
立
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
を
修

了
す
る
と
、
昭
和
三
二
年
に
財
団
法
人
民
族
学
協
会
研

究
員
と
な
り
、
博
物
館
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
約

五
年
間
の
勤
務
を
経
て
民
族
学
協
会
を
退
職
す
る
と
、

翌
日
か
ら
は
文
部
事
務
官
と
し
て
史
料
館
に
奉
職
さ
れ

た
。
や
が
て
、
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
国
立
民
族
学
博

物
館
が
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
昭
和
四
八
年
か
ら

は
国
文
学
研
究
資
料
館
助
手
の
身
分
の
ま
ま
国
立
民

族
学
研
究
博
物
館
創
設
準
備
室
併
任
と
な
っ
た
。

歳
月
を
経
て
中
村
氏
は
、
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
と

も
に
移
動
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
に
奉
職
し
た
。
そ
の

意
味
で
は
、
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
魂
と
と
も
に

生
き
た
人
で
あ
る
。『
現
代
の
エ
ス
プ
リ　

民
具
』
は

中
村
氏
の
業
績
の
な
か
で
も
ひ
と
き
わ
輝
か
し
い
も
の

で
あ
る
。

中
村
俊
亀
智 

民
博
名
誉
教
授
を
偲
ぶ
　
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
日
ご
逝
去　

享
年
八
一
歳

近こ
ん

藤ど
う 

雅ま
さ

樹き

　
民
博 

民
族
文
化
研
究
部

祖そ

父ふ

江え

孝た
か

男お

先
生
の
訃
報
を
知
っ
た
の
は
暮
れ
の
小

雪
交
じ
り
の
北
京
だ
っ
た
。
ち
く
ま
文
庫
版
の
『
県
民

性
の
人
間
学
』（
二
〇
一
二
年
）
が
上

じ
ょ
う

梓し

さ
れ
て
間
も
な

く
の
こ
と
で
、
そ
の
急
逝
に
驚
い
た
。
八
六
歳
に
し
て

な
お
健
筆
を
ふ
る
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

祖
父
江
先
生
は
一
般
に
は
県
民
性
の
研
究
で
知
ら
れ
、

文
化
人
類
学
の
入
門
書
に
も
定
評
が
あ
っ
た
。
ア
メ
リ

カ
に
留
学
中
、
当
時
一
世
を
風ふ

う

靡び

し
て
い
た
「
文
化
と

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
の
理
論
を
咀そ

嚼し
ゃ
くし
、
そ
れ
を
日
本

社
会
に
適
用
し
た
パ
イ
オ
ニ
ア
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
ア

ラ
ス
カ
・
エ
ス
キ
モ
ー
の
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
こ
と

で
も
功
績
が
あ
る
。

新
潮
文
庫
版
の『
県
民
性
の
人
間
学
』（
二
〇
〇
〇
年
）

の
表
紙
に
は
「
文
化
人
類
学
の
泰た

い

斗と

」
と
い
う
形
容
が

肩
書
に
つ
い
て
い
る
。
明
治
大
学
で
岡お

か

正ま
さ

雄お

、
蒲が

も

生う

正ま
さ

男お

ら
と
と
も
に
後
進
を
育
て
、
国
立
民
族
学
博
物
館
に

転
じ
て
か
ら
は
そ
の
創
設
に
尽
力
し
、
梅
棹
忠
夫
初
代

館
長
の
片
腕
と
し
て
大
車
輪
の
活
躍
を
し
た
。
と
く
に

研
究
部
会
議
で
の
議
長
役
は
見
事
だ
っ
た
。
ま
た
日
本

民
族
学
会
の
会
長
を
二
回
も
つ
と
め
る
な
ど
、
ま
さ
に

泰
斗
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。

民
博
で
は
一
〇
年
に
わ
た
る
特
別
研
究
「
現
代
日
本

文
化
に
お
け
る
伝
統
と
変
容
」
の
初
代
担
当
部
長
と
し

て
、
ま
た
一
九
八
四
年
に
放
送
大
学
に
移
ら
れ
て
か
ら

は
討
論
参
加
者
と
し
て
、
つ
ね
に
議
論
に
加
わ
っ
て
い

た
。
梅
棹
館
長
は
別
格
と
し
て
、
米よ

ね

山や
ま

俊と
し

直な
お

先
生
と
と

も
に
東
西
の
重
鎮
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

わ
た
し
が
実
行
委
員
長
の
と
き
、
現
代
の
〝
神
話
〟
を

テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
た
い
と
言
っ
た
ら
、
東
京
か
ら
の

電
話
で
そ
の
成
否
を
親
身
に
な
っ
て
心
配
し
て
く
れ
た
。

民
博
の
展
示
で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
東
ア
ジ
ア
が
常
設

展
示
の
担
当
で
あ
り
、「
朝
鮮
半
島
の
文
化
」
に
お
ち

つ
い
た
名
称
を
め
ぐ
っ
て
頭
を
悩
ま
し
て
い
た
。
ま
た

外
国
語
表
記
を
め
ぐ
っ
て
は
、
梅
棹
館
長
と
異
な
る
意

見
を
も
ち
、
論
陣
を
張
っ
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
梅
棹

館
長
が
英
語
は
国
際
共
通
語
で
は
な
い
と
原
理
原
則
に

立
脚
し
た
の
に
対
し
、
祖
父
江
部
長
は
英
語
の
は
た
す

実
質
的
機
能
を
重
視
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
梅
棹
館
長

時
代
に
は
そ
の
原
理
が
つ
ら
ぬ
か
れ
、
ポ
ス
ト
梅
棹
時

代
に
な
る
と
次
第
に
英
語
の
機
能
が
増
し
て
い
っ
た
。

先
生
の
「
人
間
性
」
に
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
生

ま
れ
は
東
京
下
町
で
あ
る
が
、
吉
原
に
近
い
浅
草
出
身

だ
っ
た
た
め
、
山
の
手
や
県
外
の
同
級
生
た
ち
か
ら
蔑

視
さ
れ
る
と
い
う
苦
い
経
験
を
も
つ
。
そ
れ
が
文
化
の

ち
が
い
に
目
覚
め
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
文
化
人
類
学

へ
の
道
に
つ
な
が
っ
た
。
た
だ
し
、
下
町
特
有
の
べ
ら

ん
め
え
口
調
は
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
洗
練
さ
れ
た
庶

民
性
を
身
に
つ
け
て
お
ら
れ
た
。
一
九
九
三
年
に
紫
綬

褒
章
を
授
与
さ
れ
た
と
き
、
民
博
関
係
者
に
よ
る
祝
賀

会
が
ひ
ら
か
れ
た
。
挨
拶
に
立
っ
た
先
生
は
受
章
式
用

に
モ
ー
ニ
ン
グ
を
調
達
し
た
ま
で
は
よ
か
っ
た
が
、
サ

ス
ペ
ン
ダ
ー
が
な
く
て
困
っ
た
と
、
あ
わ
て
ぶ
り
の
顛

末
を
飾
り
気
な
く
面
白
お
か
し
く
語
っ
て
お
ら
れ
た
。

開
館
当
初
お
こ
な
わ
れ
た
研
究
部
事
務
の
女
性
職
員
に

よ
る
人
気
投
票
で
は
、
先
生
が
ト
ッ
プ
だ
っ
た
そ
う
で

あ
る
。さ
き
の
祝
賀
会
の
と
き
も「
昔
と
変
わ
ら
ず
若
々

し
く
ダ
ン
デ
ィ
な
祖
父
江
先
生
」（
私
信
）
と
慕
わ
れ

て
い
た
。
い
つ
ま
で
も
ダ
ン
デ
ィ
の
ま
ま
、
安
ら
か
に

お
眠
り
く
だ
さ
い
。

祖
父
江
孝
男 

民
博
名
誉
教
授
を
偲
ぶ
　
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
五
日
ご
逝
去　

享
年
八
六
歳

中な
か

牧ま
き 

弘ひ
ろ

允ち
か

　
吹
田
市
立
博
物
館
長

中村俊亀智名誉教授
（『月刊みんぱく』1987年9月号より）
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