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令
和
二
年
は
ま
さ
に
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
で
始
ま
り
ま
し
た
。

「
２
０
２
０
」
と
銘
打
っ
て
い
た
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
延
期
と
な
り
、
わ
が

茶
の
湯
文
化
学
会
の
大
会
・
総
会
も
中

止
と
な
り
ま
し
た
。
各
流
派
の
催
し
物

も
多
く
が
中
止
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と

御
察
し
申
し
上
げ
ま
す
。

　

世
界
中
が
コ
ロ
ナ
一
色
と
な
り
、
在

宅
リ
モ
ー
ト
が
普
及
し
ま
し
た
。
Ｉ
Ｔ

社
会
と
言
っ
て
い
て
も
、
日
本
で
は
ま

だ
ま
だ
ネ
ッ
ト
講
義
、
ネ
ッ
ト
会
議
は

未
発
達
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
影
響
で
、
意

識
だ
け
は
か
な
り
進
み
ま
し
た
。
次
に

来
る
の
は
実
際
の
Ｉ
Ｔ
化
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
会
社
社
屋
を
必
要
と
し
な

い
Ｉ
Ｔ
社
会
が
も
う
目
の
前
に
近
づ
い

て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ネ
ル
バ
大

学
は
、
学
生
は
み
な
寮
生
活
を
共
に
し

て
お
り
、
十
八
名
で
ひ
と
ク
ラ
ス
を
構

成
し
、
そ
の
授
業
は
全
て
オ
ン
ラ
イ
ン

で
、
教
授
の
側
が
世
界
各
地
か
ら
コ
ー

ル
イ
ン
す
る
大
学
で
す
。
こ
の
よ
う
な

大
学
も
増
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

教
育
の
あ
り
か
た
も
変
化
す
る
時
期
に

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
伝
統
文
化
に
か

か
わ
る
茶
の
湯
や
美
術
と
い
っ
た
世
界

は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
く
こ
と

で
し
ょ
う
か
。
あ
る
意
味
愉
し
み
で
す

ら
あ
り
ま
す
。「
伝
統
文
化
」
と
い
う

言
葉
は
、
本
来
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
伝

統
と
い
う
言
葉
に
文
化
と
い
う
言
葉
を

つ
け
足
し
て
造
語
し
た
も
の
で
す
。
伝

統
と
い
う
言
葉
は
、「
古
く
か
ら
の
し

き
た
り
・
様
式
・
傾
向
・
思
想
・
血
筋

な
ど
、
有
形
無
形
の
系
統
を
う
け
伝
え

る
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。
ま
た
文
化

は
、「
自
然
に
対
し
て
、
学
問
・
芸
術
・

道
徳
・
宗
教
な
ど
、
人
間
の
精
神
の
働

き
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
、
人
間
生

活
を
高
め
て
ゆ
く
上
の
新
し
い
価
値
を

生
み
出
し
て
ゆ
く
も
の
」
で
す
。
そ
れ

ゆ
え
、
茶
の
湯
は
「
文
化
」
と
表
現
す

る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
茶
の
湯
は
ひ
と
つ
の

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な

茶
の
湯
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
流

派
に
よ
る
茶
の
湯
も
あ
れ
ば
、
個
人
で

楽
し
む
茶
の
湯
も
あ
り
ま
す
。
点
前
作

法
を
重
視
す
る
茶
の
湯
も
あ
れ
ば
、
道

具
を
楽
し
む
茶
の
湯
も
あ
り
、
無
手
勝

流
に
楽
し
む
茶
の
湯
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
接
待
を
主
と
す
る
茶
の
湯
も
あ
れ

ば
、
一
人
で
楽
し
む
茶
の
湯
も
あ
り
ま

す
。
す
べ
て
茶
の
湯
な
の
で
す
。

　
『
茶
の
湯
文
化
学
』
の
前
身
で
あ
る

『
研
究
と
資
料　

茶
の
湯
』
の
第
一
号

に
「
は
じ
め
に
」
と
し
て
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
　

�

従
来
の
茶
湯
研
究
は
厖
大
な
も
の

が
あ
る
が
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
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の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
一
つ
は
茶
人

自
身
の
自
己
学
習
の
結
果
を
著
述

し
た
も
の
。
第
二
は
茶
の
世
界
の

外
か
ら
茶
湯
批
判
と
し
て
出
さ
れ

た
茶
湯
研
究
。
第
三
は
日
本
文
化

研
究
を
目
的
と
し
た
研
究
者
が
そ

の
素
材
と
し
て
茶
湯
を
と
り
あ
げ

た
研
究
で
あ
る
。

と
し
て
、
基
本
的
に
は
第
三
の
タ
イ
プ

に
属
す
る
け
れ
ど
、「
第
一
・
第
二
の

明
確
な
目
的
意
識
を
同
時
に
汲
み
あ
げ

て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
第
三
の
タ
イ
プ
に
専
従

す
る
と
「
文
化
創
造
活
動
と
し
て
の
茶

湯
の
今
日
的
意
義
を
捨
象
し
て
」
し

ま
い
が
ち
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
茶
の
湯
の
研
究

は
、
学
問
的
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
成

果
を
茶
の
湯
の
文
化
創
造
に
寄
与
さ
せ

る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
た
わ
け

で
す
。

　

こ
の
考
え
方
は
と
て
も
崇
高
な
目
標

を
掲
げ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
研
究
と
実

践
が
融
合
す
る
形
を
目
指
し
て
い
る
も

の
で
す
。
し
か
し
、
実
践
の
立
場
と
研

究
の
立
場
は
異
な
り
ま
す
。
一
緒
に
話

し
合
い
、
考
え
合
う
こ
と
が
出
来
る
と

も
っ
と
も
い
い
の
で
す
が
、
ど
う
し
て

も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
物
事
を
考
え
て

し
ま
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
歴
史
学
の

立
場
で
流
派
の
歴
史
上
の
人
物
を
取
り

上
げ
た
場
合
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
で
考

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
肯
定
的
に
捉

え
る
人
、
否
定
的
に
捉
え
る
人
、
さ
ま

ざ
ま
で
す
。
研
究
と
い
う
立
場
で
考
え

る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
流

派
の
立
場
で
す
と
、
自
分
た
ち
の
流
派

の
先
祖
に
関
し
て
は
、
肯
定
的
な
立
場

で
物
事
を
考
え
が
ち
で
す
。
そ
こ
に
は

軋
轢
が
生
ま
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。
こ

の
流
派
の
立
場
を
勘
案
す
る
と
、
自
由

な
研
究
は
不
可
能
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
研
究
と
い
う
も
の
は
、
自
由
で
あ

る
べ
き
で
流
派
の
立
場
を
考
え
て
は
で

き
ま
せ
ん
。
そ
こ
が
難
し
い
と
こ
ろ
で

す
。
た
と
え
ば
、
千
利
休
を
尊
敬
し
て

い
て
も
、
研
究
上
、
利
休
の
あ
る
事
象

に
つ
い
て
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
流
派

が
伝
え
て
い
る
事
柄
を
否
定
す
る
結
果

を
発
表
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
事
実
か
ど
う
か
は
、
研
究
者
が
議
論

を
重
ね
る
こ
と
で
し
か
結
論
は
で
ま
せ

ん
。
事
実
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
流

派
の
人
に
し
て
み
ま
す
と
、
利
休
の
事

績
を
否
定
し
た
結
論
を
発
表
し
た
研
究

者
は
あ
ま
り
受
け
入
れ
た
く
な
い
存
在

と
し
て
認
識
さ
れ
ま
す
。こ
う
な
る
と
、

た
い
へ
ん
ま
ず
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
歴
史
上
の
人
物
を
か
ん
た

ん
に
理
想
化
す
る
こ
と
が
及
ぼ
す
影
響

と
い
う
も
の
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
た
と
え
ば
、
戦
国
時
代
の
千
利

休
は
堺
の
商
人
で
す
。
職
業
は
商
人
な

の
で
す
。
け
っ
し
て
職
業
は
茶
人
で
は

な
い
の
で
す
。
戦
国
時
代
に
職
業
茶
人

と
い
う
人
が
い
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、江
戸
時
代
に
は
存
在
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
利
休
が
茶
人
と
し
て
ど
う
考

え
た
か
と
い
う
設
定
は
む
ず
か
し
い
の

で
す
。
な
ぜ
な
ら
利
休
は
商
人
だ
か
ら

で
す
。
た
と
え
ば
、
近
代
数
寄
者
の
代

表
的
人
物
で
あ
る
益
田
鈍
翁
は
企
業
家

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
鈍
翁
は
茶

人
で
す
。
し
か
し
、
三
井
財
閥
を
築
い

た
人
物
の
一
人
で
す
。
こ
の
時
、
鈍
翁

の
考
え
方
を
茶
人
と
し
て
の
考
え
方
で

設
定
す
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
し
ま

せ
ん
。
近
代
企
業
家
と
し
て
の
考
え
方

で
設
定
し
ま
す
。
千
利
休
の
場
合
も
同

じ
よ
う
に
堺
の
商
人
と
し
て
考
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
私
た
ち

は
流
派
の
祖
や
中
興
の
祖
に
つ
い
て
、

流
派
が
伝
え
る
伝
説
的
な
部
分
と
史
実

の
部
分
を
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

一
方
、
流
派
が
も
つ
伝
説
が
間
違
い

だ
と
決
め
つ
け
て
、
そ
れ
を
不
要
だ
と

い
う
必
要
は
な
い
の
で
す
。
伝
説
は
、

そ
れ
が
持
つ
意
味
が
あ
り
ま
す
。
長
い

年
月
、
そ
の
伝
説
を
持
ち
続
け
て
き
た

こ
と
自
体
が
歴
史
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
流
派
が
現
在
ま
で
存
続
し
て
き
た

の
に
は
、
そ
の
流
派
の
伝
説
が
果
た
し

た
役
割
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
流
派
の
方
々
に
は
、
研

究
者
が
論
じ
る
歴
史
的
な
事
実
を
認
め

て
い
た
だ
き
、
流
派
を
否
定
し
て
い
る

の
で
は
な
い
と
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
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と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
研
究
者
の
方
々

に
は
、流
派
の
人
に
阿
る
の
で
は
な
く
、

純
粋
な
立
場
で
、
研
究
に
勤
し
ん
で
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
現
在
は
茶
の
湯
文

化
学
会
は
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
と
い

え
ま
す
。
年
々
茶
の
湯
人
口
が
減
少
し

て
き
て
、
会
員
数
も
減
少
し
て
い
ま

す
。
茶
の
湯
研
究
の
第
一
世
代
が
、『
茶

道
古
典
全
集
』
が
発
刊
さ
れ
た
世
代
と

す
れ
ば
、
茶
の
湯
文
化
学
会
の
成
立
時

期
が
第
二
世
代
と
い
え
る
か
と
思
い
ま

す
。
第
二
世
代
は
研
究
に
革
新
的
な
発

展
が
あ
り
ま
し
た
。
建
築
史
・
美
術
史

を
含
め
、
大
き
な
流
れ
が
形
成
さ
れ
ま

し
た
。
あ
る
意
味
、
茶
の
湯
史
の
概
説

が
生
み
出
さ
れ
た
世
代
で
す
。
茶
の
湯

自
体
も
大
き
く
成
長
し
、『
研
究
と
資

料　

茶
の
湯
』
に
書
か
れ
て
い
た
よ
う

に
、
実
践
と
研
究
の
融
合
を
目
指
そ

う
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
る
ほ
ど
で
し

た
。社
会
自
体
も
経
済
的
発
展
を
遂
げ
、

日
本
全
体
が
も
の
す
ご
く
発
展
的
だ
っ

た
時
代
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
歴
史
学
会

も
右
肩
上
が
り
で
し
た
。し
か
し
、リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
世
界
は
不
況
に

陥
り
、
日
本
は
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら

脱
し
て
い
ま
せ
ん
。
第
二
世
代
と
と
も

に
茶
人
に
な
ら
れ
た
方
々
も
お
年
を
召

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
社
会
全
体
が
右
肩

下
が
り
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
私
は
六
代
目
の
会
長
に
就
任

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
初
代
中
村

昌
生
会
長
か
ら
、
五
代
目
の
中
村
利
則

会
長
ま
で
、
素
晴
ら
し
い
研
究
者
の

方
々
が
会
長
を
経
て
き
て
い
ま
す
。
こ

と
に
四
代
目
の
熊
倉
功
夫
会
長
は
、
私

の
恩
師
で
す
。
茶
の
湯
の
い
ろ
は
を
熊

倉
会
長
か
ら
教
わ
っ
た
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
永
世
」
会
長

と
し
て
君
臨
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
先
生
の
御
業

績
か
ら
い
っ
て
、
茶
の
湯
文
化
学
会
だ

け
が
先
生
を
独
占
す
る
わ
け
に
も
い
か

ず
、
先
生
の
御
年
齢
を
考
え
ま
す
と
、

も
っ
と
広
い
世
界
で
の
活
躍
を
期
待
し

て
、
辞
任
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
で
し
た
。
五
代
目
会
長
の
中
村
利
則

先
生
は
御
体
調
を
崩
さ
れ
、
就
任
間

も
無
い
頃
に
辞
退
の
運
び
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
時
、
副
会
長
を
し
て
い
た
関

係
か
ら
会
長
代
行
と
な
り
、
そ
の
ま
ま

会
長
に
推
薦
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
で
私

が
会
長
に
な
っ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
と

て
も
先
人
た
ち
の
足
も
と
に
も
及
ば
な

い
私
に
な
に
が
で
き
る
か
と
考
え
た
だ

け
で
身
の
縮
む
思
い
が
し
ま
す
。

　

会
員
数
の
減
少
は
抑
え
ら
れ
に
く
い

現
状
で
す
。
私
に
で
き
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
と
悩
む
毎
日

で
す
。
再
び
、
和
食
を
世
界
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
し
た
熊
倉
会
長
の
よ
う
な

著
名
な
研
究
者
が
い
つ
ま
で
も
会
長
で

居
ら
れ
る
方
が
、
よ
ほ
ど
い
い
の
で

は
な
い
か
と
何
度
も
思
い
悩
み
ま
し

た
。
し
か
し
、
が
ん
ば
る
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
な
ん
と
か
、
会
員
が
減
少
し
て

も
学
会
を
学
会
た
ら
し
め
る
べ
く
、
研

究
と
実
践
を
分
け
て
、
若
い
人
た
ち
や

新
人
の
方
々
に
研
究
を
続
け
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
研
究
と
実

践
を
分
け
て
と
い
っ
て
も
、
ま
っ
た
く

分
離
さ
せ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実

践
の
場
か
ら
の
問
題
提
起
も
取
り
上
げ

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
会
誌
の
レ
ベ

ル
も
で
き
る
だ
け
落
と
さ
ぬ
よ
う
に
し

な
が
ら
、
が
ん
ば
り
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
大
会
も
研
究
発
表
だ
け
で
な

く
、
茶
の
湯
の
実
践
も
行
う
場
と
し
て

活
用
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
Ｉ
Ｔ
化
社
会
に
対
応
さ
せ
る
た
め

に
、
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
を

図
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
各
地

の
例
会
の
様
子
な
ど
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

やFacebook

な
ど
を
利
用
出
来
た
ら

い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
少
し
ず
つ
で
す
が
、
前
向
き
に
進

ん
で
行
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
も
会
員
の
皆
様
の
御
協
力
を
お
願

い
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。

　

な
に
と
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。
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令
和
二
年
度
総
会

　

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日
（
日
）
に

開
催
予
定
で
あ
り
ま
し
た
本
年
度
総
会

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
た
め
郵
便
に
よ
り
議
案
が
諮
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、〈
第
一
号
議
案
〉

令
和
元
年
度
決
算
（
案
）
及
び
令
和
二

年
度
予
算
（
案
）
の
件
、〈
第
二
号
議
案
〉

中
村
修
也
会
長
代
行
の
会
長
選
任
の
件

に
つ
き
ま
し
て
、
会
員
総
数
六
百
九
十

一
名
の
う
ち
四
百
十
五
名
の
ご
回
答
が

あ
り
、
い
ず
れ
も
承
認
の
意
思
が
示
さ

れ
た
こ
と
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
返
信
に
あ
た
っ
て
、
会
計
監
査

の
有
無
と
、
事
務
消
耗
品
費
の
予
算
に

比
し
て
の
大
幅
な
増
額
決
算
、
会
員
名

簿
の
作
成
の
三
点
に
つ
い
て
ご
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。
会
計
監
査
に
つ
き
ま
し

て
は
、
筒
井
紘
一
氏
（
令
和
二
年
四
月

二
十
七
日
）
と
吉
永
清
志
氏
（
令
和
二

年
四
月
二
十
七
日
）
に
よ
り
厳
正
な
監

査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
事
務
消
耗
品
に

つ
き
ま
し
て
は
、
当
初
計
画
に
な
か
っ

た
会
報
第
一
〇
〇
号
発
行
記
念
に
よ
る

会
報
お
よ
び
封
筒
の
デ
ザ
イ
ン
一
新
の

デ
ザ
イ
ン
料
が
支
出
さ
れ
た
た
め
で

す
。
会
員
名
簿
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て

は
、
次
回
理
事
会
の
議
案
と
い
た
し
ま

す
。
以
上
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

例
会

東
京
例
会

（
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
）

「
移
送
の
名
物
記
『
唐
物
凡
数
』

�

―
そ
の
意
義
と
『
山
上
宗
二
記
』」

竹
内
順
一

　

紹
鷗
時
代
か
ら
利
休
時
代
ま
で
三
種

の
名
物
記
の
成
立
年
代
差
は
、
わ
ず
か

三
十
余
年
で
あ
り
、
急
速
に
茶
の
湯
が

変
化
を
遂
げ
た
こ
と
を
伝
え
る
。『
清

玩
名
物
記
』
が
多
様
な
道
具
を
過
不

足
な
く
網
羅
す
る
の
に
対
し
、『
山
上

宗
二
記
』
は
評
価
す
る
道
具
と
そ
う
で

な
い
も
の
と
の
差
異
が
著
し
い
。
こ
れ

を
「
侘
び
茶
の
深
化
」
と
見
れ
ば
『
唐

物
凡
数
』
は
、
二
つ
の
名
物
記
の
間
に

あ
っ
て
移
送
（
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
）
の

役
割
を
果
た
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
可

能
だ
。三
種
の
名
物
記
は
あ
た
か
も「
序

破
急
」
の
関
係
に
あ
っ
た
と
喩
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

本
発
表
で
は
、
三
種
の
名
物
記
す
べ

て
に
登
場
す
る
「
大
壺
」
を
中
心
に
取

り
上
げ
る
。『
清
玩
名
物
記
』
に
は
計
二

十
九
点
の
大
壺
が
あ
り
、そ
の
う
ち
「
白

雲
」「
玉
虫
」「
深
山
」「
松
山
」
が
『
唐

物
凡
数
』
に
継
承
さ
れ
、
新
規
に
「
千

種
」が
加
わ
る
。
そ
し
て『
山
上
宗
二
記
』

に
は
「
白
雲
」「
千
種
」「
深
山
」
の
三

点
が
引
き
続
き
記
載
さ
れ
た
。
こ
の
こ

と
は
「
千
種
」
が
移
送
の
具
体
例
で
あ
っ

た
こ
と
を
伝
え
る
。
鉄
釉
系
の
茶
褐
色

の
釉
薬
が
た
っ
ぷ
り
と
か
か
る
「
千
種
」

の
特
徴
は
、
麁
相
の
あ
り
方
を
如
実
に

伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ

う
な
鉄
釉
系
の
「
雄
渾
な
存
在
感
」
を

論
じ
る
こ
と
が
、『
清
玩
名
物
記
』
か
ら

『
山
上
宗
二
記
』
へ
と
発
展
さ
せ
た
実
態

を
知
る
手
掛
か
り
に
な
る
と
考
え
る
。

（
令
和
二
年
二
月
二
十
九
日
）

「
江
戸
の
酒
井
宗
雅
」

谷
村
玲
子

　

姫
路
藩
十
五
万
石
第
二
代
藩
主　

酒

井
忠
以
（
宗
雅
）（
宝
暦
五
年
―
寛
政

二
年
、
一
七
五
五
―
一
七
九
〇
）
は
、

大
名
茶
人
松
江
藩
藩
主
松
平
治
郷
（
不

昧
）
の
門
下
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

安
永
五
年
正
月
か
ら
の
公
用
日
記

『
玄
武
日
記
』
と
晩
年
三
年
間
の
茶
会

記
『
逾
好
日
記
』
か
ら
、
宗
雅
が
関
係

し
た
茶
会
の
総
数
は
五
二
〇
会
以
上
を

数
え
る
。
江
戸
に
生
ま
れ
十
八
歳
で
姫

路
藩
主
と
な
っ
た
宗
雅
が
国
許
に
滞
在

し
た
の
は
、
三
十
五
年
の
生
涯
で
二
年

六
カ
月
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
茶
会
の
大
部

分
は
江
戸
で
の
会
で
あ
る
。天
明
二
年
、

三
年
に
か
け
て
宗
雅
は
茶
に
傾
倒
し
て

い
き
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
茶

会
総
数
は
一
二
〇
会
を
超
え
、
こ
の
年

の
八
月
に
不
昧
と
の
初
会
が
あ
っ
た
。

　

宗
雅
の
茶
会
に
は
、
酒
井
家
、
母
方

の
大
給
松
平
家
、
祖
父
酒
井
忠
恭
の
娘

婿
関
係
、
正
室
の
実
家
で
あ
る
高
松
藩

松
平
家
関
係
な
ど
、
親
戚
諸
大
名
と
の
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交
流
が
あ
る
。
さ
ら
に
大
名
茶
人
で
あ

る
松
平
堯
山
や
朽
木
綱
貞
と
の
交
流
も

挙
げ
ら
れ
る
。
当
時
江
戸
で
は
、
川
上

不
白
の
茶
が
流
行
し
て
い
た
。
不
白
と

の
交
会
は
、安
永
十
年
の
伝
法
院
の
会
、

天
明
二
年
の
池
田
治
政
の
会
、
天
明
四

年
閏
一
月
に
不
白
を
上
屋
敷
に
招
い
た

会
の
三
回
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
宝

暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
不
白
が
宗
雅

の
祖
父
忠
恭
に
参
じ
た
会
が
あ
り
、
宗

雅
の
茶
友
に
は
不
白
門
人
の
大
名
・
武

家
も
多
く
、
宗
雅
と
不
白
と
の
出
会
い

は
さ
ら
に
早
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

不
昧
の
門
人
で
宗
雅
の
茶
友
で
も

あ
っ
た
蒔
田
定
静
（
旗
本
）、
井
伊
直

広
（
与
板
藩
世
嗣
）、
堀
本
一
甫
・
桂

川
甫
周
（
奥
医
師
）、
伊
佐
栄
琢
（
数

寄
屋
坊
主
）
は
江
戸
常
住
の
人
々
で
あ

る
。
ま
た
宗
雅
の
交
会
に
は
、
隠
居
大

名
や
実
弟
抱
一
の
よ
う
に
江
戸
で
自
由

に
暮
ら
す
人
々
も
あ
っ
た
。

　

一
八
世
紀
の
江
戸
の
宗
雅
の
茶
会

が
、
武
家
身
分
の
広
く
親
し
い
交
流
の

場
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

例
会
の
ご
案
内

※�

例
会
の
日
程
・
会
場
等
、
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
事
務
局
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

東
京
例
会

二
〇
二
〇
年
六
月
二
十
七
日
（
土
）

午
後
二
時
～　

会
場
：
さ
い
た
ま
市
文
化
セ
ン
タ
ー

大
集
会
室

「『
古
今
茶
湯
集
』
の
史
料
的
検
討
」

依
田　

徹

「
千
宗
旦
の
道
具
に
ま
つ
わ
る
考
察
―

道
具
の
選
別
と
享
受
の
実
態
―�（
仮
）」

荒
井
欧
太
郎

二
〇
二
〇
年
九
月
十
九
日
（
土
）

午
後
二
時
～

会
場
：
未
定

「
福
喜
多
靖
之
助
著
『CH

A
-N
O
-Y
U
�

T
EA
�CU
LT
�O
F�JA

PA
N

』
―
海

外
へ
伝
え
ら
れ
た
近
代
数
寄
者
の
茶
の

湯
―
」

櫻
庭
美
咲

「
文
禄
期
に
お
け
る
豊
臣
秀
吉
の
茶
の

湯
に
つ
い
て
―
葉
茶
壺
の
利
用
を
中
心

に
―
」

上
田
真
紀

二
〇
二
〇
年
十
月
二
十
四
日
（
土
）

午
後
二
時
～

会
場
：
東
京
国
立
博
物
館
平
成
館
小
講

堂「
女
性
が
茶
道
を
学
ぶ
意
味
―
一
九
八
〇

年
代
以
降
の
雑
誌
研
究
を
中
心
に
―
」

太
田
あ
り
か

「
高
橋
箒
庵
に
つ
い
て
（
仮
）」

齋
藤
康
彦

二
〇
二
〇
年
十
二
月
十
二
日
（
土
）

午
後
二
時
～

会
場
：
東
京
国
立
博
物
館
黒
田
記
念
館

小
講
堂

「
古
田
織
部
と
連
歌�

―
近
衛
信
尹
と
の

両
吟
百
韻
を
中
心
に
―
（
仮
）」

工
藤
隆
彰

「
竹
川
竹
斎
『
川
船
の
記
』（
射
和
文
庫

蔵
）
―
空
想
茶
会
記
を
含
む
桜
田
事
変

関
連
資
料
が
隠
さ
れ
て
い
た
茶
書
（
全

八
冊
）
に
つ
い
て
―
」

岩
田
澄
子

二
〇
二
一
年
二
月
二
十
七
日
（
土
）

午
後
二
時
～

会
場
：
未
定

「
宗
湛
日
記
の
茶
会
に
お
け
る
「
盆
」

の
使
用
（
仮
）」　

作
山
裕
美
香

「『
南
方
録
』
に
お
け
る
茶
の
湯
の
系
譜

―
「
達
磨
」
と
「
趙
州
」
を
手
が
か
り

に
―
」

櫻
本
香
織

東
海
例
会
　

二
〇
二
〇
年
七
月�

四
日
（
土
）　

午
後
二
時
～
三
時
半

（
開
場
午
後
一
時
半
～
）

会
場
：
昭
和
美
術
館

「
茶
碗
（
仮
）」

伊
藤
嘉
章
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二
〇
二
〇
年
九
月
十
二
日
（
土
）　

午
後
二
時
～
三
時
半

（
開
場
午
後
一
時
半
～
）

会
場
：
昭
和
美
術
館

「
染
付
に
つ
い
て
（
仮
）」

善
田
の
ぶ
代

二
〇
二
〇
年
十
一
月�

一
日
（
日
）

午
後
二
時
～
三
時
半

（
開
場
午
後
一
時
半
～
）

会
場
：
昭
和
美
術
館

「
尾
張
の
焼
物
（part�

三
）（
仮
）」　

前
田　

博　

北
陸
例
会

開
催
日
は
未
定
（
決
ま
り
次
第
Ｈ
Ｐ
に

掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

午
後
二
時
～

「
堀
口
捨
己
の
中
柱
論
」

近
藤
康
子

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
六
日
（
土
）

「
未
定
」

二
〇
二
一
年
三
月
二
十
日
（
土
）

「
未
定
」

金
沢
例
会

二
〇
二
〇
年
七
月
五
日
（
日
）　

午
後
一
時
半
～

会
場
：
Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ザ
武
蔵
五

階
研
修
室
一

「『
山
上
宗
二
記
』
の
諸
本
」

竹
内
順
一

二
〇
二
〇
年
九
月
六
日
（
日
）

午
後
一
時
半
～

会
場
：
Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ザ
武
蔵
五

階
研
修
室
一

「
茶
道
各
流
派
の
手
前
」

廣
田
吉
崇

日
時
未
定

移
動
例
会

高
山
茶
の
湯
の
森
見
学
・
料
亭
「
洲
さ

き
」

日
時
未
定

福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館

高
知
例
会

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
七
日
（
日
）　

午
前
十
時
～
正
午

会
場
：
高
知
県
立
文
学
館　

慶
雲
庵
茶

室岡
倉
天
心
『
茶
の
本
』　

第
六
章
輪
読

（
各
自
お
持
ち
の
本
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
）

二
〇
二
〇
年
十
一
月
二
十
九
日
（
日
）

午
前
十
時
～
正
午

会
場
：
高
知
県
立
文
学
館　

慶
雲
庵
茶

室岡
倉
天
心
『
茶
の
本
』　

第
七
章
輪
読

茶
事　

正
午
～
午
後
四
時

席
主　

四
名

会
費　

五
千
円
（
参
会
希
望
者
は
予
め

連
絡
を
し
て
下
さ
い
）

二
〇
二
一
年
二
月
七
日
（
日
）

午
前
十
時
～
正
午

会
場
：
高
知
県
立
文
学
館　

慶
雲
庵
茶

室茶
書
『　

未
定　

』
を
読
む

茶
席　

正
午
～
午
後
四
時

　
　
　

�

茶
の
湯
文
化
学
会
の
研
究
成
果

を
実
践
す
る
。
茶
の
湯
を
一
般

の
方
々
に
親
し
ん
で
も
ら
う
た

め
「
床
飾
り
」「
道
具
立
て
」

は
す
る
が
、
お
点
前
は
お
客
次

第
と
し
て
楽
し
め
る
茶
席
を
設

け
る
。

会
費　

三
百
円

お
知
ら
せ

●
質
問
を
募
集
し
ま
す

　

会
員
の
み
な
さ
ま
か
ら
茶
に
関
す
る

学
問
的
な
質
問
を
募
り
、
質
問
内
容
に

近
い
分
野
の
研
究
者
が
、
こ
れ
に
紙
面

上
で
回
答
す
る
と
い
う
企
画
で
す
。

　

こ
の
質
疑
応
答
を
通
し
て
、
会
員
相

互
の
交
流
を
よ
り
密
な
も
の
に
す
る
と

と
も
に
、
最
新
の
論
点
を
含
む
知
識
を

得
る
場
を
設
け
た
い
と
い
う
の
が
お
も

な
目
的
で
す
。

　

ど
う
ぞ
ふ
る
っ
て
ご
質
問
を
お
寄
せ

下
さ
い
。


