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引野⾥佳作⿓図  ⼀畑薬師ビジターセンターの正⾯の看板に、島根半島を象徴する⿓図の作
成を依頼した。⿓の夢を⾒てから⿓図製作を始めたと聞いているが、⿓２頭が⽟を間に泳いで
いる。⼤芦の荒神さんは、川の近くの⽵やぶと垣ノ内集落⼭上の２社に藁蛇が祀られていて、
それぞれ雌・雄とされている。島根半島の浦々には頭が⼋つあったり、様々な伝承が⼊り混じ
っているが、古くからの祈りの形である。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

四
⼗
⼆
浦
巡
り
信
仰
の
研
究
活
動
を
始
め
て
⼗
五
年
が
過
ぎ
た
︒
研
究
会

設
⽴
を
提
唱
さ
れ
た
古
代
史
研
究
者
関
和
彦
⽒
は
︑
武
蔵
坊
弁
慶
が
四
⼗
⼆

浦
巡
礼
の
⽣
み
の
親
と
話
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
︒
し
か
し
当
時
中
海
の
孤
島

だ
a
た
⼤
根
島
に
︑
何
故
﹁
出
雲
四
⼗
⼆
浦
之
垢
離
取
歌
﹂
の
版
⽊
が
あ
り
︑

そ
の
よ
う
に
四
⼗
⼆
浦
巡
礼
が
当
時
は
中
海
の
孤
島
で
流
⾏
a
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
︒
境
港
市
⺠
図
書
館
に
も
そ
の
摺
り
も
の
が
保
存
さ
れ
て
い
る
︒
四

⼗
⼆
浦
巡
礼
の
存
在
に
つ
い
て
は
︑
関
和
彦
著
﹁
古
代
出
雲
へ
の
旅
﹂
に
そ

の
経
緯
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
︒ 

こ
う
し
て
島
根
半
島
の
歴
史
⽂
化
再
発
⾒
の
旅
を
広
報
普
及
し
て
き
た
が
︑

島
根
半
島
宍
道
湖
中
海
ジ
オ
パ―

ク
の
認
定
も
あ
り
島
根
半
島
訪
問
者
も
増

え
て
︑
旧
来
の
⺠
宿
も
ほ
と
ん
ど
が
経
営
を
続
け
て
︑
新
た
に
ジ
オ
サ
イ
ト

を
案
内
す
る
⼩
伊
津
ビ
ジ
タ
¼
セ
ン
タ
¼
が
前
佐
⾹
コ
ミ
ニ
Å
テ
Ç
セ
ン
タ

¼
⻑
に
よ
り
私
財
を
投
じ
て
開
設
さ
れ
て
い
る
︒ 

ま
た
︑
⽚
江
浦
で
は
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
﹁
か
た
ゑ
庵
﹂
が
開
店
し
て
い
る
︒

宿
泊
も
で
き
る
し
︑
沿
岸
の
島
を
巡
る
カ
ヤ
Ý
ク
体
験
も
で
き
る
︒ 

 
島
根
半
島
の
四
⼗
⼆
浦
を
訪
ね
る
旅
は
︑
ま
た
島
根
半
島
の
北
⼭
を
越
え

て
︑
展
開
す
る
海
辺
を
楽
し
む
世
界
で
も
あ
る
︒
出
雲
⼤
社
か
ら
美
保
神
社

ま
で
︑
⽇
本
海
沿
岸
に
浦
々
を
つ
な
ぐ
道
路
が
あ
り
︑
江
⼾
時
代
に
⽐
べ
れ

ば
と
て
も
便
利
な
巡
礼
の
路
に
な
a
て
い
る
の
で
あ
る
︒
出
雲
国
ジ
オ
ガ
イ

ド
の
会
も
登
録
ガ
イ
ド
が
六
〇
名
を
超
え
て
お
り
︑
島
根
半
島
は
国
引
き
神

話
の
昔
か
ら
沿
岸
へ
の
道
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
浦
々
の
神
社
も
ジ
オ
サ

イ
ト
も
︑
こ
の
ガ
イ
ド
の
案
内
で
円
滑
な
旅
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒ 

こ
の
島
根
半
島
の
旅
を
紹
介
す
る
た
め
︑
四
⼗
⼆
浦
巡
り
の
最
終
訪
問
地
︑

結
願
の
寺
⼀
畑
薬
師
に
ビ
ジ
タ-

セ
ン
タ―

を
整
備
す
る
こ
と
に
し
た
︒
⼀

畑
薬
師
は
︑
県
外
の
訪
問
者
が
半
数
を
占
め
る
島
根
県
観
光
の
窓
⼝
で
も
あ

る
︒
こ
の
⼀
畑
薬
師
の
⼤
駐
⾞
場
で
︑
松
江
市
・
出
雲
市
の
観
光
名
所
を
紹

介
し
た
い
と
考
え
た
︒
ま
た
︑
⾝
体
の
不
⾃
由
な
⽅
々
の
た
め
︑
現
地
を
実

感
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ―

ジ
で
映
像
に
よ
り
海
岸
⾵
景
︑
浦
々
の
伝
説

・
出
雲
の
⺠
話
︑
出
雲
国
⾵
⼟
記
に
あ
る
薬
草
︑
椿
油
の
椿
チ
_
コ
・
ク
ロ

モ
ジ
茶
な
ど
特
産
品
も
紹
介
し
た
い
︒
ス
サ
ノ
オ
伝
説
の
奥
出
雲
町
・
飯
南

町
・
雲
南
市
等
の
神
話
の
現
場
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
︒ 

 (

研
究
会
事
務
局
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没
後
七
年
⽬
︑
関
和
彦
先
⽣
を
偲
ん
で 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  

吉
⼭
 

治 
関
和
彦
先
⽣
が
亡
く
な
+
た
の
は
⼆
〇
⼀
九
年
三
⽉

三
⼗
⼀
⽇
︑毎
年
関
先
⽣
を
偲
ぶ
そ
の
命
⽇
は
私
の
⼈
⽣

に
お
い
て
︑
と
り
わ
け
特
別
な
⽇
で
あ
る
︒
 
  

急
逝
さ
れ
た
そ
の
⽇
︑
私
は
島
根
県
職
員
と
し
て
︑
東

京
事
務
所
⻑
を
最
後
に
三
⼋
年
間
の
公
務
員
⽣
活
を
終

え
て
東
京
か
ら
松
江
に
戻
+
た
⽇
で
あ
+
た
︒
 
  

三
⽉
三
⼗
⼀
⽇
は
ま
た
私
の
⽣
き
⽅
に
深
い
影
響
与

え
た
隠
岐
の
実
⺟
の
誕
⽣
⽇
で
も
あ
+
た
︒そ
し
て
亡
く

な
ら
れ
た
⽇
か
ら
⼀
か
⽉
後
︑時
代
は
平
成
か
ら
令
和
へ

変
わ
+
た
の
で
あ
る
︒
関
先
⽣
を
偲
ぶ
⽇
は
⾃
分
の
歴
史
︑

時
代
の
変
化
な
ど
実
に
多
く
の
こ
と
を
振
り
返
る
⽇
で

も
あ
る
︒ 

関
先
⽣
と
の
直
接
の
出
会
い
は
⼆
〇
⼀
五
年
五
⽉
の

第
三
⼗
四
回
全
国
地
名
研
究
者
⼤
会
︵
岐
⾩
県
⼤
垣
市
︶

で
あ
+
た
︒翌
年
の
⻑
野
県
伊
那
⾕
の
⼤
会
の
後
関
先
⽣

が
第
三
代
地
名
研
究
所
所
⻑
に
就
任
︑島
根
に
深
い
ご
縁

の
あ
る
関
所
⻑
の
誕
⽣
に
よ
り
⼆
〇
⼀
⼋
年
五
⽉
⼆
⼗

六
⽇
ª
⼆
⼗
七
⽇
︑第
三
⼗
七
回
全
国
地
名
研
究
者
出
雲

⼤
会
︵
テ
®
マ
°
出
雲
 

神
々
を
め
ぐ
る
地
名
と
⾵
⼟
︶

を
開
催
︑私
は
⼤
会
実
⾏
委
員
⻑
と
し
て
関
わ
り
地
名
⼤

会
の
歴
史
に
残
る
参
加
者
総
数
約
五
百
七
⼗
名
を
得
て

成
功
裏
に
終
え
た
︒私
の
⼈
⽣
の
中
で
最
⼤
の
イ
ベ
ン
ト

で
あ
+
た
︒
東
京
勤
務
の
当
時
︑
苦
労
も
多
か
+
た
が
私

と
同
じ
よ
う
に
毎
回
東
京
か
ら
参
加
︑主
催
者
と
し
て
地

元
実
⾏
委
員
と
⼀
緒
に
汗
を
か
き
準
備
に
当
た
+
て
下

さ
+
た
関
先
⽣
の
お
⼈
柄
︑
⾼
い
⾒
識
︑
島
根
の
⾵
⼟
へ

の
愛
着
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
︒ 

そ
も
そ
も
私
の
⽇
本
地
名
研
究
所
と
の
出
会
い
は
雲

南
六
町
村
合
併
協
議
会
職
員
と
し
て
平
成
の
⼤
合
併
の

現
場
に
い
た
⼆
〇
〇
⼆
年
九
⽉
五
⽇
に
川
崎
市
に
あ
る

⽇
本
地
名
研
究
所
を
訪
ね
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
︒新
し
い

⾃
治
体
の
名
前
を
決
め
る
場
合
に
は
︑地
名
を
基
本
と
す

る
そ
の
地
域
の
歴
史
⽂
化
を
踏
ま
え
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
の
⽇
本
地
名
研
究
所
の
主
張
に
共
感
し

た
か
ら
で
あ
る
︒
今
に
思
え
ば
出
雲
国
⾵
⼟
記
の
研
究
者
︑

島
根
半
島
四
⼗
⼆
浦
巡
り
再
発
⾒
研
究
を
提
唱
さ
れ
た

関
先
⽣
と
の
巡
り
合
わ
せ
の
⽷
は
こ
の
頃
か
ら
つ
な
が

+
て
い
た
よ
う
に
思
う
︒ 

⼆
〇
〇
四
年
⼗
⼀
⽉
⼀
⽇
﹁
⽣
命(

い
の
ち
︶
と
神
話

が
息
づ
く
新
し
い
⽇
本
の
ふ
る
さ
と
づ
く
り
﹂を
掲
げ
た

雲
南
市
が
誕
⽣
︑そ
の
後
私
は
島
根
県
を
退
職
し
た
後
⼆

〇
⼆
〇
年
⼗
⼆
⽉
九
⽇
に
雲
南
市
副
市
⻑
に
就
任
︑奇
跡

の
よ
う
な
ご
縁
を
再
び
頂
き
雲
南
市
合
併
⼆
⼗
年
を
⾒

届
け
四
⼗
四
年
に
及
ぶ
現
役
最
後
の
仕
事
を
雲
南
市
で

全
う
す
る
こ
と
が
出
来
た
︒
  

そ
し
て
⾃
分
の
⼈
⽣
の
最
⼤
の
学
び
は
何
か
と
問
わ

れ
る
な
ら
︑﹁
⼈
と
地
域
﹂
が
⼤
事
︑
そ
の
⼈
の
営
み
と

地
域
の
変
遷
を
古
代
か
ら
の
歴
史
の
中
で
学
ぶ
こ
と
︑そ

こ
に
未
来
を
切
り
拓
く
鍵
︑様
々
な
課
題
解
決
や
地
域
の

活
性
化
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
と
思
う
︒ 

関
先
⽣
は
島
根
県
を
舞
台
に
そ
ん
な
仕
事
を
楽
し
そ

う
に
し
て
多
く
の
⼈
を
惹
き
つ
け
て
き
た
︒関
先
⽣
の
顕

彰
碑
が
⼀
畑
薬
師
に
あ
り
︑こ
の
度
⼀
畑
薬
師
ビ
ジ
タ
®

セ
ン
タ
®
が
有
志
の
⼒
で
充
実
︑
再
オ
®
プ
ン
す
る
︒
関

先
⽣
ゆ
か
り
の
地
を
訪
れ
偲
び
な
が
ら
い
ろ
ん
な
事
を

思
う
︒恵
ま
れ
た
⾃
然
環
境
を
持
つ
我
が
国
は
地
域
の
⻑

い
歴
史
を
紡
い
で
き
た
︑
⻑
い
歴
史
の
過
去
を
振
り
返
り
︑

も
+
と
⻑
い
未
来
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
で
︑⽬
の
前
の

現
象
だ
け
に
囚
わ
れ
ず
︑元
気
と
勇
気
を
持
+
て
前
に
進

め
る
の
で
は
な
い
か
︑
今
は
そ
ん
な
事
を
思
う
の
で
あ
る
︒ 
 
  

 (

⽇
本
地
名
研
究
所
理
事) 
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松
江
の
誇
り
 

⽥
和
⼭
遺
跡
 

⑷ 

 
 
 
 
 
 
 
 

堀
 

晄 
 
⽥
和
⼭
遺
跡
に
つ
い
て
遺
跡
の
性
格
や
出
⼟
し
た
武

器
︑⽂
化
⾯
で
特
筆
さ
れ
る
⽯
硯
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま

し
た
︒⼭
陰
の
⽚
⽥
舎
の
遺
跡
が
こ
の
よ
う
な
重
要
性
を

は
ら
ん
で
い
た
こ
と
に
疑
問
を
持
つ
⼈
も
多
い
と
思
わ

れ
ま
す
︒
今
で
こ
そ
⽚
⽥
舎
と
い
う
評
価
で
す
が
︑
弥
⽣

時
代
に
お
い
て
は
⽇
本
屈
指
の
先
進
地
帯
だ
+
た
の
で

す
︒そ
の
こ
と
は
出
雲
市
か
ら
⿃
取
市
に
か
け
て
弥
⽣
時

代
を
代
表
す
る
遺
跡
が
連
な
+
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
︒ 

⻘
⾕
上
寺
地
遺
跡
は
⿃
取
市
の
⻄
︑⻘
⾕
地
区
に
あ
る

弥
⽣
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
巨
⼤
遺
跡
で
す
︒

湿
地
に
築
か
れ
た
街
は
排
⽔
溝
や
⽊
柵
︑
⾙
塚
︑
竪
⽳
住

居
が
並
び
︑
⼤
量
の
⽊
製
品
︑
⾻
⾓
製
品
︑
脳
を
含
む
⼈

⾻
な
ど
が
発
⾒
さ
れ
ま
し
た
︒輸
⼊
し
た
⾦
属
製
品
も
⾒

応
え
が
あ
り
ま
す
︒ 

妻
⽊
晩
⽥
遺
跡
も
弥

⽣
時
代
後
期
か
ら
古
墳

時
代
に
か
け
て
の
⽇
本

有
数
の
巨
⼤
遺
跡
で
︑

４
６
０
棟
の
竪
⽳
住
居
︑

５
１
０
棟
の
掘
⽴
柱
建

物
︑
３
９
基
の
弥
⽣
古

墳
や
墓
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
︒ 

⻄
⾕
古
墳
群
は
弥
⽣

時
代
の
古
墳
６
基
が
尾

根
に
連
な
+
て
お
り
︑

王
朝
が
築
か
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
そ
の
墓
室
は
⽊
材
で
築
か
れ
︑
朱
を

撒
い
た
後
︑
⽊
棺
が
据
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
中
国
式
の
⽊

棺
⽊
槨
墓
で
︑
⽇
本
で
⼀
番
古
い
古
墳
だ
と
い
え
ま
す
︒

楽
浪
郡
と
交
易
し
て
︑⽂
化
的
な
影
響
を
受
け
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
︒国
中
の
⼈
々
が
集
ま
+
て
国
王
の
巨
⼤
な
墓

を
増
築
す
る
︑い
わ
ゆ
る
古
墳
⽂
化
は
出
雲
発
祥
な
の
で

す
︒ そ

の
直
前
に
は
荒
神
⾕
遺
跡
︑加
茂
岩
倉
遺
跡
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
祭
り
で
使
+
て
い
た
⻘
銅
器
を
集
め
︑地
中

に
埋
め
て
神
様
に
お
返
し
し
た
様
相
が
み
ら
れ
ま
す
︒弥

⽣
後
期
に
王
権
が
成
⽴
す
る
と
︑そ
れ
ま
で
集
落
ご
と
に

⾏
わ
れ
て
い
た
お
祭
り
か
ら
王
墓
を
地
域
全
体
で
造
築

す
る
と
い
う
⾵
に
変
+
て
い
+
た
ら
し
い
の
で
す
︒ 

下
の
図
は
こ
の
時
代
の
⽇
本
の
様
⼦
︑特
徴
的
な
祭
り

の
道
具
や
葬
送
儀
礼
を
⽰
し
た
も
の
で
す
︒九
州
や
近
畿

で
は
弥
⽣
中
期
に
引
き
続
い
て
︑
さ
ら
に
⼤
型
化
・
装
飾

化
し
た
銅
⽭
や
銅
鐸
を
⽤
い
た
祭
り
が
⾏
わ
れ
て
い
ま

し
た
︒
ま
た
九
州
の
倭
で
は
甕
棺
が
主
流
で
﹃
魏
志
倭
⼈

伝
﹄
に
は
倭
⼈
の
墓
は
﹁
棺
あ
り
て
郭
な
し
﹂
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
︒
⼀
⽅
機
内
は
⽅
形
周
溝
墓
が
盛
⾏
し
て
お
り
︑

郭
は
な
く
⽯
棺
が
据
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒周
り
の
溝
か
ら

排
出
さ
れ
た
⼟
砂
を
積
み
上
げ
た
中
央
の
⼟
盛
り
の
⾼

さ
は
せ
い
ぜ
い
５
０
セ
ン
チ
ほ
ど
で
︑⻄
⾕
古
墳
の
７
ª

８
メ
®
ト
ル
に
は
及
び
も
つ
き
ま
せ
ん
︒ 

⽥
和
⼭
遺
跡
に
つ
い
て
は
細
か
く
弁
じ
て
き
ま
し
た
が
︑

宍
道
湖
を
守
る
神
の
降
臨
す
る
場
と
い
え
ま
す
︒⾵
⼟
記
の

時
代
に
は
宍
道
湖
の
四
隅
に
神
名
⽕
⼭(

意
宇
の
茶
⾅
⼭
︑

秋
⿅
の
旭
⼭
︑楯
縫
群
の
⼤
船
⼭
︑出
雲
の
仏
経
⼭)
が
あ
る

と
さ
れ
ま
し
た
が
︑
そ
の
前
⾝
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒ 

弥
⽣
時
代
後
期
に
は
九
州
の
倭
地
域
が
⼤
乱
を
経
て
邪

⾺
台
国
に
統
⼀
さ
れ
︑中
国
と
密
接
な
関
係
を
誇
る
よ
う
に

な
り
ま
す(

邪
⾺
台
国
畿
内

説
は
取
り
ま
せ
ん)

︒
⽇
本

各
地
の
情
勢
は
神
話
の
世

界
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い

る
の
か
︑
探
a
て
み
る
こ
と

も
必
要
で
す
︒ 

古
事
記
や
⽇
本
書
紀
の

神
話
の
部
分
で
出
て
く
る

地
名
の
う
ち
お
よ
そ
３
９

パ
¼
セ
ン
ト
は
出
雲
地
⽅
︑

４
０
パ
¼
セ
ン
ト
は
九
州

地
⽅
だ
そ
う
で
︑
出
雲
神
話

は
ス
サ
ノ
オ
か
ら
⼤
国
主

が
主
⼈
公
で
︑
や
が
て
国
譲

り
の
話
に
続
い
て
ゆ
き
ま
す
︒国
譲
り
は
ス
サ
ノ
オ
の
姉
で

あ
る
天
照
⼤
神
が
⽀
配
権
を
差
し
出
す
よ
う
に
求
め
た
も

の
で
し
た
︒イ
ザ
ナ
ギ
が
イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
受
け
た
汚
れ
を
洗

い
落
と
し
た
の
は
⽇
向
の
阿
波
岐
原
と
さ
れ
︑現
在
で
も
そ

の
地
名
は
宮
崎
市
に
残
a
て
い
ま
す
︒こ
の
地
を
治
め
た
の

が
天
照
⼤
神
の
⼦
孫
で
あ
り
︑や
が
て
彦
瀲
の
第
四
皇
⼦
が

筑
紫
の
宮
よ
り
東
征
し
⼤
和
州
橿
原
宮
で
初
代
神
武
天
皇

と
し
て
即
位
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

⼤
和
政
権
が
中
国
と
接
触
し
た
の
は
６
０
０
年
の
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
︑
卑
弥
呼
が
﹁
親
魏
倭
王
﹂
の
印
綬
を
下
賜

さ
れ
た
邪
⾺
台
国
は
宮
崎
に
残
a
た
神
武
の
⼀
族
が
築
い

た
も
の
で
し
ß
う
︒ 

出
雲
は
時
代
は
は
a
き
り
し
ま
せ
ん
が
国
譲
り
で
宮
崎
の

天
孫
族
の
⽀
配
に
屈
し
た
後
で
も
繁
栄
し
て
い
ま
し
た
︒し

か
し
︑や
が
て
古
墳
時
代
に
東
⽅
か
ら
伸
び
て
き
た
⼤
和
朝

廷
の
⽀
配
下
に
⼊
a
て
⾏
a
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒ 

(

⽥
和
⼭
サ
ポ
¼
ト
ク
ラ
ブ
元
会
⻑)  

山陰の弥生時代遺跡 
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私
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井
 

董た
だ

 
美よ
し 

 
島
根
⼤
学
法
⽂
学
部
⾔
語
⽂
化
学
科
の
こ
と
な
ど 

 

平
成
２
年
４
⽉
か
ら
筆
者
は
島
根
⼤
学
法
⽂
学
部
助
教

授
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
a
た
︒話
が
あ
a
た
の
が
２

⽉
︒外
国
⼈
に
⽇
本
語
と
⽇
本
事
情
を
教
え
る
ポ
ス
ト
が
⽂

部
省
︵
現
在
は
⽂
部
科
学
省
︶
か
ら
認
め
ら
れ
た
の
で
来
て

く
れ
と
︑
筆
者
に
⽩
⽻
の
⽮
が
⽴
a
た
の
は
︑
前
年
︑
講
演

を
し
た
こ
と
か
ら
適
任
者
だ
と
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒

事
前
の
業
績
審
査
の
結
果
︑﹁
業
績
の
結
果
で
は
教
授
で
招

く
べ
き
だ
が
︑こ
の
４
⽉
発
令
な
の
で
⽂
部
省
に
は
間
に
合

わ
な
い
︒
学
⻑
権
限
で
は
助
教
授
ま
で
認
め
ら
れ
る
の
で
︑

取
り
敢
え
ず
こ
れ
で
承
知
し
て
も
ら
い
た
い
︒次
年
度
に
は

必
ず
教
授
に
な
a
て
も
ら
う
か
ら
﹂
と
⾔
わ
れ
た
︒
筆
者
に

し
て
み
れ
ば
︑
助
教
授
だ
ろ
う
と
教
授
だ
ろ
う
と
︑
⼤
学
で

研
究
が
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
︑こ
ん
な
あ
り
が
た
い
こ
と
は

な
い
と
い
う
気
持
ち
で
あ
a
た
︒ 

何
し
ろ
研
究
室
が
与
え
ら
れ
︑
そ
こ
に
は
電
話
も
あ
り
︑

市
外
電
話
だ
ろ
う
と
⾃
由
に
使
え
る
し
︑講
義
と
教
授
会
や

所
属
委
員
会
さ
え
出
席
す
れ
ば
︑後
は
学
外
に
⽤
事
が
あ
a

て
︑
外
出
す
る
の
も
︑
い
ち
い
ち
上
司
の
許
可
を
取
a
て
出

か
け
な
く
て
も
⾃
由
で
あ
る
︒
や
は
り
⼤
学
だ
と
︑
こ
の
こ

と
は
あ
り
が
た
か
a
た
︒ 

⼤
学
は
さ
す
が
に
学
⽣
の
質
も
⾼
く
︑講
義
す
る
の
も
楽

し
か
a
た
︑
今
ま
で
の
国
語
や
社
会
科
の
授
業
と
は
違
い
︑

⾃
分
の
研
究
し
て
き
た
⼝
承
⽂
芸
を
講
義
す
る
の
で
あ
る

か
ら
楽
し
み
が
違
う
︒島
根
⼤
学
で
は﹁
⽇
本
事
情
﹂と﹁
資

料
収
集
調
査
法
﹂を
⾃
⾝
の
調
査
資
料
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て

講
義
を
し
た
が
︑平
成
５
年
度
よ
り
近
く
の
島
根
県
⽴
島
根

⼥
⼦
短
期
⼤
学
か
ら
も
︑
⾮
常
勤
講
師
を
頼
ま
れ
︑
毎
週
講

義
に
出
か
け
た
︒こ
こ
で
は﹁
郷
⼟
⽂
学
特
別
講
義
﹂﹁
郷
⼟

⽂
学
概
論
Ⅰ
﹂
の
題
⽬
だ
a
た
が
︑
後
に
は
﹁
⼭
陰
の
⺠
話

と
わ
ら
べ
歌
﹂
と
ス
ト
レ
¼
ト
な
講
義
題
⽬
に
な
a
た
︒
ち

な
み
に
県
⽴
短
期
⼤
学
の
⾮
常
勤
講
師
は
︑
平
成
29
年
度

︵
２
０
０
７
︶
ま
で
は
続
い
た
の
で
あ
a
た
︒ 

ま
た
中
四
国
⼤
学
教
養
教
育
委
員
会
に
出
席
し
た
こ
と

か
ら
︑⾼
知
⼤
学
⼈
⽂
学
部
か
ら
も
⾮
常
勤
講
師
を
頼
ま
れ
︑

平
成
７
年
か
ら
５
回
に
わ
た
a
て
集
中
講
義
に
出
か
け
た
︒

集
中
講
義
と
い
う
の
は
⼀
週
間
︑⽉
曜
⽇
か
ら
⾦
曜
⽇
に
か

け
て
︑
朝
か
ら
⼣
⽅
ま
で
講
義
を
⾏
い
︑
試
験
︵
レ
ポ
¼
ト

代
⽤
で
も
可
︶
を
⾏
い
︑
単
位
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
︒
こ

の
間
は
⾼
知
⼤
学
の
教
員
宿
舎
に
約
⼀
週
間
宿
泊
し
な
が

ら
講
義
を
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
間
︑
島
根
⼤
学
の
講
義
は

休
講
に
し
て
︑後
⽇
講
義
を
補
充
す
る
形
を
取
る
こ
と
で
問

題
な
か
a
た
︒ 

定
年
に
な
a
た
平
成
11
年
３
⽉
で
島
根
⼤
学
は
退
官
し

た
が
︑
翌
12
年
か
ら
私
⽴
の
⿃
取
短
期
⼤
学
教
授
と
な
り
︑

平
成
18
年
３
⽉
ま
で
勤
務
し
た
の
で
あ
a
た
︒
こ
こ
へ
は

列
⾞
通
勤
で
あ
り
︑Ｊ
Ｒ
松
江
駅
か
ら
倉
吉
駅
ま
で
乗
⾞
し
︑

倉
吉
駅
か
ら
は
ス
ク
¼
ル
バ
ス
で
短
期
⼤
学
ま
で
⾏
く
の

で
あ
a
た
︒ 

と
こ
ろ
で
︑島
根
⼤
学
法
⽂
学
部
⾔
語
⽂
化
学
科
に
⼤
学

院
を
作
る
こ
と
に
な
a
た
が
︑そ
こ
で
講
義
を
す
る
た
め
に

は
︑
そ
の
た
め
改
め
て
資
格
審
査
が
い
る
︒
⼤
学
院
設
⽴
の

た
め
最
初
は
⾃
学
で
は
そ
れ
は
⾏
え
ず
︑外
部
の
東
京
の
し

か
る
べ
き
部
署
で
⾏
わ
れ
た
︒ 

結
果
︑
筆
者
は
﹁
マ
ル
ゴ
ウ
︵
〇
合
�
丸
合
︶﹂
で
合
格
し

た
の
は
痛
快
だ
a
た
︒丸
合
と
い
う
の
は
⼤
学
院
⽣
に
対
し

て
︑
講
義
も
Ｏ
Ｋ
︑
論
⽂
指
導
も
Ｏ
Ｋ
な
の
で
あ
る
︒
単
な

る
﹁
合
﹂
の
場
合
は
︑
講
義
は
出
来
て
も
論
⽂
指
導
は
認
め

ら
れ
な
い
︒
今
⼀
つ
不
合
格
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
学
部

学
⽣
へ
の
講
義
は
出
来
て
も
︑⼤
学
院
⽣
へ
の
指
導
は
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒不
合
格
者
が
い
た
の
か
ど
う
か

は
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
︑丸
合
以
外
の
合
だ
け

の
者
は
存
在
し
て
い
た
よ
う
だ
︒ 

こ
う
し
て
筆
者
は
中
学
校
教
師
⼗
七
年
間
︑⾼
等
学
校
教

師
⼗
六
年
間
︑
⼤
学
︵
短
期
⼤
学
を
含
め
て
︶
⼗
五
年
間
を

教
師
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

(

元
島
根
⼤
学
法
⽂
学
部
教
授)  

 

編
集
後
記 

 

昨
年
秋
頃
︑古
代
史
を
テ―

マ
と
す
る
講
演
会
が
少
な
く

な
a
て
い
る
︑
と
便
り
を
頂
い
た
︒ 

﹁
⼀
畑
薬
師
ビ
ジ
タ
¼
セ
ン
タ
¼
﹂
で
︑
四
⼗
⼆
浦
巡
り

の
信
仰
習
俗
を
中
⼼
と
し
て
︑
神
話
・
⺠
話
︑
祭
礼
な
ど
を

扱
a
た
絵
・
写
真
︑
島
根
の
特
産
品
な
ど
紹
介
し
て
い
る
の

で
︑
お
出
か
け
頂
き
た
い
︒ 

 

コ
ロ
ナ
は
ま
だ
終
息
宣
⾔
さ
れ
て
い
な
い
が
︑外
出
が
お

a
く
う
に
な
a
て
い
る
⽅
々
に
︑
⼿
始
め
に
︑
近
場
の
旅
と

し
て
︑
新
緑
ま
ぶ
し
い
島
根
半
島
を
巡
る
散
策
︑
ビ
ジ
タ
¼

セ
ン
タ
¼
訪
問
を
お
奨
め
す
る
︒ 

 

⽶
を
始
め
と
し
て
物
価
⾼
騰
は
時
代
の
変
化
を
感
じ
さ

せ
て
い
る
︒
買
い
控
え
︑
出
不
精
は
︑
む
し
ろ
物
価
上
昇

を
後
押
し
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
︑
園
芸
に
精
を
出
し
︑

恐
れ
ず
⽣
活
に
⽴
ち
向
か
a
て
⾏
き
た
い
︒ 
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