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ソ
ー
ド
を
現
地
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
信
心
深
い
彼
ら

は
そ
の
と
き
、「
神
と
邂
逅
で
き
る
」
と
唱
え
た
そ
う
だ
。

フ
ラ
ン
ス
の
モ
ン
・
サ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
で
は
、
干
潟

に
浮
か
ぶ
修
道
院
を
訪
れ
る
人
が
引
き
も
切
ら
な
い
。
海

の
う
え
に
道
が
ひ
ら
け
た
と
い
う
「
出
エ
ジ
プ
ト
」
の
場

面
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
聖
な
る
光
景
に
近

づ
こ
う
と
し
て
潮
に
呑
ま
れ
、
命
を
落
と
し
た
巡
礼
者
も

少
な
く
な
い
。

屋
久
島
の
場
合
、
部
分
だ
け
を
見
れ
ば
こ
と
さ
ら
稀
有

な
自
然
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
別
な
の
は
地
勢
全
体

と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
島
民
の
自
然
観
だ
ろ
う
。
そ
こ
で

は
い
つ
も
、
島
の
自
然
が
一
体
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ

て
き
た
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
曖
昧
模
糊
と
し
た
多
様
性
の

ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
は
、
部
分
と
全
体
を
た
え
ず
ひ
と
つ
の

も
の
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う
な
精
神
風
土
を
育
ん
で
い
る
。

「
海
に
は
珊
瑚
礁
も
あ
っ
て
、
山
に
は
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
が

咲
い
て
い
る
。お
客
さ
ん
た
ち
は
そ
れ
を
珍
し
が
る
け
ど
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
当
た
り
前
な
ん

で
す
よ
」

屋
久
島
に
生
ま
れ
育
っ
た
と
い
う
タ
ク
シ
ー
運
転
手
さ

ん
が
そ
う
話
し
て
く
れ
た
。
彼
は
「
当
た
り
前
」
と
表
現

し
た
が
、
つ
ま
り
は
暮
ら
し
と
一
体
の
も
の
、
さ
ら
に
は

「
ひ
と
か
た
ま
り
の
自
然
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
、
こ
の
島
は
自
然
を
カ
オ
ス
の
ま
ま

受
け
入
れ
て
き
た
。

だ
か
ら
こ
そ
生
態
系
の
秩
序
が
保
た
れ
た
の
で
あ
る
。

森
林
や
自
然
を
通
し
た
屋
久
島
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
な

ぞ
っ
て
お
こ
う
。

真
冬
の
屋
久
島
は
、「
一
陽
来
復
」
で
早
春
を
告
げ
る
。

霧
雨
に
包
ま
れ
た
森
の
表
情
は
、
濡
れ
落
ち
葉
や
倒
木

に
薄
日
が
射
し
た
だ
け
で
一
変
す
る
。
張
り
詰
め
て
い
た

空
気
が
ほ
ぐ
れ
、
緑
が
や
わ
ら
か
み
を
増
す
。
人
間
に
と

っ
て
は
降
っ
て
湧
い
た
春
の
き
ざ
し
だ
が
、
動
植
物
た
ち

に
と
っ
て
は
衣
替
え
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
。

雪
を
か
ぶ
っ
た
宮
之
浦
岳
を
背
に
し
て
里
山
へ
―
―
。

林
道
で
ヤ
ク
シ
カ
と
行
き
遭
う
。
ミ
カ
ン
に
似
た
タ
ン
カ

ン
が
鈴
な
り
に
実
を
つ
け
た
畑
を
過
ぎ
る
と
、
眼
下
に
は

凪
い
だ
海
が
広
が
る
。
亜
高
山
帯
か
ら
亜
熱
帯
ま
で
、
こ

の
島
に
は
日
本
の
植
生
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。

「
多
様
性
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
屋
久
島
に
つ
い
て

ま
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ほ
ど
急
峻
な
地
形
が
海
岸
線
近

く
に
そ
び
え
て
い
れ
ば
、
人
智
を
超
え
た
配
剤
に
誰
し
も

目
を
奪
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
畏
怖
の
念
は
、

昔
か
ら
山
の
神
、
海
の
神
を
と
も
に
崇
め
る
信
仰
と
結
び

つ
い
て
い
た
。

熊
野
三
山
と
の
大
き
な
共
通
点
と
し
て
、
屋
久
島
で
も

三
岳
（
宮
之
浦
岳
、
永
田
岳
、
栗
生
岳
）
を
崇
拝
す
る
な
ら
わ
し

が
あ
る
。
こ
れ
に
は
修
験
道
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
険
し
い
山
中
に
こ
も
り
、
断
食
と

荒
行
で
悟
り
に
至
ろ
う
と
し
た
山
伏
た
ち
の
姿
が
目
に
浮

か
ぶ
。

自
然
へ
の
畏
怖
と
結
び
つ
い
た
信
仰
は
、
も
ち
ろ
ん
海

外
に
も
あ
る
。

た
と
え
ば
一
九
九
一
年
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ピ
ナ
ツ
ボ
火

山
が
噴
火
し
た
と
き
、
高
地
住
民
の
一
部
が
山
麓
へ
と
避

難
せ
ず
、
火
口
を
め
ざ
し
て
登
っ
て
い
っ
た
と
い
う
エ
ピ

先
ほ
ど
述
べ
た
三
岳
を
中
心
と
す
る
亜
高
山
地
帯
は

「
奥
岳
」
と
呼
ば
れ
、
古
く
か
ら
自
然
の
聖
域
だ
っ
た
。

屋
久
杉
は
「
神
木
」
で
、
伐
採
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

江
戸
時
代
に
そ
れ
を
有
効
利
用
す
る
よ
う
、
薩
摩
藩
に
提

言
し
た
の
は
朱
子
学
者
・
泊
如
竹

と
ま
り
じ
ょ
ち
く

で
あ
る
。

屋
久
杉
自
然
館
館
長
の
日
下
田
紀
三
氏
は
、
そ
の
時
代

の
森
林
開
発
を
こ
う
評
価
す
る
。

「
江
戸
時
代
の
屋
久
島
は
薩
摩
藩
の
統
制
下
に
あ
っ
て
、

島
民
自
身
が
森
林
管
理
の
責
任
主
体
に
な
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
当
時
の
林
業
は
皆
伐
で
は
な
く
、

良
い
木
だ
け
を
選
ん
で
伐
っ
て
い
く
方
法
で
し
た
。
だ
か

ら
森
林
生
態
系
の
し
く
み
が
働
い
て
、
奥
山
の
自
然
が
破

壊
さ
れ
ず
に
残
っ
た
（
近
代
林
業
で
い
う
「
択
伐
天
然
更
新
」）
。

結
果
論
と
は
い
え
、こ
れ
は
大
き
な
価
値
が
あ
り
ま
し
た
。

生
態
系
を
再
生
し
な
が
ら
利
用
し
て
き
た
と
い
う
実
績
を

残
し
た
か
ら
で
す
」

明
治
に
入
る
と
入
会
権
の
問
題
で
政
府
と
地
元
が
法
廷

で
争
っ
た
末
、
屋
久
島
の
森
は
ほ
と
ん
ど
が
国
有
林
と
な

る
。
前
岳
（
奥
岳
を
囲
む
比
較
的
低
い
山
地
）
の
森
林
開
発
が
急

速
に
進
め
ら
れ
る
一
方
、
奥
岳
に
は
保
護
の
網
が
掛
け
ら

れ
、
森
林
調
査
が
始
ま
っ
た
。

昭
和
三
○
年
代
以
降
は
、
大
面
積
皆
伐
や
水
力
発
電
と

い
っ
た
開
発
の
時
代
が
続
く
。
だ
が
次
第
に
自
然
保
護
の

声
が
高
ま
り
、
昭
和
六
○
年
代
に
は
生
態
系
の
価
値
を
活

か
し
た
事
業
が
始
ま
っ
た
。
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
条
約

に
日
本
が
批
准
し
、
屋
久
島
が
白
神
山
地
と
と
も
に
世
界

自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
の
は
一
九
九
三
年
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
屋
久
島
の
自
然
保
護
の
歴
史
で
最
も
評
価

で
き
る
の
は
、
先
に
ふ
れ
た
江
戸
時
代
の
林
業
と
、
も
う

ひ
と
つ
は
昭
和
五
〇
年
代
以
降
の
地
域
住
民
の
動
き
だ
と

日
下
田
氏
は
い
う
。

多
様
性
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス

エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
生
き
る
す
べ
と
し
て
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「
国
有
林
事
業
が
早
め
に
撤
退
し
た
せ
い
も
あ
り
ま
す

が
、
屋
久
島
で
は
よ
そ
の
土
地
よ
り
も
か
な
り
早
い
時
期

か
ら
、
人
と
自
然
の
関
係
に
つ
い
て
地
域
が
提
案
を
始
め

て
い
ま
し
た
。
屋
久
島
に
は
自
然
保
護
団
体
が
あ
り
ま
せ

ん
。
理
由
は
、
自
然
保
護
団
体
が
や
り
そ
う
な
こ
と
に
地

域
（
住
民
と
行
政
）
が
取
り
組
ん
で
き
た
か
ら
で
す
」

国
有
林
も
撤
退
し
、
自
然
保
護
ば
か
り
叫
ん
で
い
て
も

島
の
将
来
展
望
は
開
け
な
い
と
い
う
時
代
に
さ
し
か
か
っ

て
い
た
。そ
こ
で
人
と
自
然
の
結
び
つ
き
に
基
盤
を
置
き
、

環
境
の
な
か
に
地
域
産
業
を
模
索
し
て
い
く
方
向
で
、
屋

久
町
と
上
屋
久
町
が
一
致
し
た
。
生
態
系
を
貴
重
な
農

業
・
観
光
資
源
と
す
る
現
在
の
屋
久
島
は
、
こ
の
時
期
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
。

日
下
田
氏
が
屋
久
島
に
移
住
し
て
き
た
の
も
そ
ん
な
頃

だ
っ
た
。
そ
れ
以
前
、
N
H
K
の
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て

「
明
る
い
農
村
」
な
ど
の
番
組
を
手
が
け
て
い
た
日
下
田

氏
は
、
屋
久
島
の
土
地
柄
も
あ
る
程
度
知
っ
て
い
た
と
い

う
。
農
業
の
伝
統
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
の
島
で
は
、
土

地
の
所
有
に
も
と
づ
く
が
ん
じ
が
ら
め
の
社
会
契
約
も
な

か
っ
た
。「
将
来
は
組
織
の
一
員
と
し
て
で
は
な
く
、
地

域
の
構
成
員
と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
」
と
考
え
て
い
た

日
下
田
氏
は
、
自
ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
に
幕
を
引
き
、

こ
の
過
疎
化
し
た
離
島
に
家
族
で
移
り
住
ん
だ
。

し
か
し
当
初
は
、
屋
久
島
か
ら
全
国
に
向
け
て
情
報
発

信
を
し
よ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
農
業
と

写
真
家
の
兼
業
と
い
う
生
活
基
盤
の
確
立
を
考
え
て
い
た

た
め
、
初
め
は
近
所
の
結
婚
式
の
撮
影
も
や
っ
た
。
屋
久

杉
自
然
館
の
館
長
と
し
て
地
域
の
自
然
を
語
る
立
場
に
な

っ
た
の
は
、
こ
の
島
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
て
一
○

年
も
し
た
頃
だ
っ
た
。

島
の
内
外
の
視
点
か
ら
屋
久
島
を
見
る
こ
と
の
で
き
る

日
下
田
氏
は
、屋
久
島
の
自
然
を
住
民
と
し
て
こ
う
語
る
。

「
都
会
に
い
る
人
に
と
っ
て
、
自
然
は
あ
く
ま
で
”遠

く
に
あ
り
て
美
し
き
も
の
“
で
す
。
で
も
屋
久
島
に
暮
ら

し
て
い
る
と
、
自
然
は
”
近
く
に
あ
り
て
凄
ま
じ
き
も

の
“
。
た
と
え
ば
一
家
に
一
台
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
が
置
い
て

あ
る
。
理
由
は
簡
単
で
、
家
の
ま
わ
り
の
防
風
林
を
伐
る

た
め
の
道
具
で
す
。
と
き
ど
き
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
伐
採
し

な
い
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
家
を
取
り
囲
ま
れ
て
、
生
活

領
域
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
」

う
っ
か
り
し
て
い
る
と
、
カ
オ
ス
の
淵
に
足
を
取
ら
れ

て
し
ま
う
。「
防
風
林
か
ら
身
を
守
る
」
と
い
う
の
も
妙

な
言
い
方
だ
が
、
い
わ
ば
軒
先
ま
で
迫
っ
て
く
る
脅
威
と

し
て
自
然
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
真
の
自
然
の
脅
威
に

は
な
る
べ
く
逆
ら
わ
な
い
。
台
風
が
来
た
ら
雨
戸
に
釘
を

打
ち
、
焼
酎
を
飲
ん
で
寝
て
し
ま
う
。
押
し
た
り
引
い
た

り
し
な
が
ら
変
化
と
と
も
に
生
き
る
知
恵
が
、
す
で
に
見

た
開
発
と
保
護
の
歴
史
に
も
一
脈
通
じ
て
い
る
。

島
民
の
こ
の
鷹
揚
さ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
お
そ
ら
く
自
然
と
い
う
も
の
は
、
多
様
な
も
の
が
複

合
化
さ
れ
、
重
層
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
み
ん

な
が
生
理
的
に
知
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ

し
て
る
ん
だ
け
ど
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
な
り
の
ル
ー
ル
が
あ
っ

て
、
結
果
と
し
て
見
れ
ば
必
然
的
な
成
り
行
き
に
な
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
都
会
に
い
る
と
、
社
会
契
約
と
し
て
す

べ
て
が
理
解
さ
れ
て
い
る
せ
い
か
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
可

能
な
部
分
だ
け
で
全
体
を
見
た
と
思
い
が
ち
で
し
ょ
う
。

本
当
は
そ
の
背
景
に
知
り
得
な
い
膨
大
な
要
素
が
あ
っ

て
、
そ
っ
ち
の
方
が
む
し
ろ
大
事
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
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軒
先
に
迫
っ
て
く
る「
曖
昧
」の
か
た
ま
り
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認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
曖
昧
で
知
り
得
な
い
も
の

の
塊

か
た
ま
り

が
い
つ
も
目
の
ま
え
に
あ
る
屋
久
島
で
は
、
と
く

に
そ
う
思
い
ま
す
ね
」

「
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
な
り
の
ル
ー
ル
」、
す
な
わ
ち
カ
オ
ス

の
な
か
に
秩
序
を
探
る
の
は
、
新
し
い
科
学
の
取
り
組
み

で
も
あ
る
。
屋
久
島
の
カ
オ
ス
と
秩
序
を
め
ぐ
る
テ
ー
マ

が
行
き
着
く
の
は
、
さ
し
あ
た
り
最
も
「
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
」

と
し
た
対
象
で
あ
る
地
球
環
境
問
題
だ
ろ
う
。

屋
久
島
に
は
現
在
、
多
量
の
酸
性
雨
が
降
り
注
い
で
い

る
。
国
立
環
境
研
究
所
の
調
査
研
究
で
、
発
生
源
は
中
国

大
陸
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
世
界
遺
産

指
定
地
域
を
含
む
屋
久
島
の
生
態
系
に
、
こ
の
雨
は
ど
ん

な
影
響
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
発
生
源
は
、
直
線
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
特

定
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
中
国
か
ら
気
流
に
運
ば
れ
て
く

る
の
は
、
沿
岸
部
の
硫
黄
酸
化
物
や
窒
素
酸
化
物
だ
け
で

は
な
く
、
内
陸
部
の
黄
砂
も
飛
ば
さ
れ
て
く
る
。
酸
性
・

酸
化
性
物
質
は
ア
ル
カ
リ
性
の
黄
砂
と
中
和
す
る
の
で
、

ｐ
H
だ
け
を
酸
性
雨
の
基
準
に
は
で
き
な
い
と
い
う
難
し

さ
が
あ
る
。
そ
の
う
え
、
酸
性
雨
が
生
態
系
に
与
え
る
影

響
と
な
る
と
さ
ら
に
難
し
い
。
花
崗
岩
質
の
岩
盤
や
河
川

水
の
成
分
を
ど
う
変
質
さ
せ
、
生
物
多
様
性
に
ど
ん
な
影

響
を
与
え
る
か
を
解
明
す
る
の
が
今
後
の
課
題
と
さ
れ
る

が
、
そ
こ
に
は
発
生
源
の
特
定
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な

曖
昧
の
領
域
が
待
ち
受
け
て
い
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
曖
昧
さ
か
ら
見
え
な
い
つ
な
が
り
を

引
き
出
す
の
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
本
来
の
目
的
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
一
九
世
紀
に
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
が
名
づ
け
た

「
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と
は
、
生
物
と
環
境
の
つ
な
が
り
を
研

究
す
る
学
問
を
指
す
。
た
と
え
ば
枯
葉
は
川
に
落
ち
る
と

腐
葉
土
に
な
る
。
そ
の
土
砂
が
河
口
に
運
ば
れ
、
海
藻
を

増
や
し
て
魚
を
育
て
る
。
近
年
、
ブ
ナ
林
な
ど
の
森
林
が

失
わ
れ
、
沿
岸
の
魚
が
育
た
な
く
な
っ
た
地
域
で
は
、
こ

の
こ
と
に
注
目
し
、
漁
業
関
係
者
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
植

林
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
「
ど
ん
な
に
小
さ
な
部
分
の
揺
ら
ぎ
も
、
シ
ス
テ

ム
の
構
造
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
」
と
い
っ
た
の
は
イ
リ

ヤ
・
プ
リ
ゴ
ジ
ン
だ
っ
た
。
身
の
ま
わ
り
の
変
化
と
地
球

規
模
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
変
化
と
の
つ
な
が
り
を
読

み
解
く
こ
と
は
、
か
つ
て
も
い
ま
も
人
間
が
生
き
る
う
え

で
の
大
切
な
基
盤
で
あ
る
。

そ
し
て
人
間
が
古
く
か
ら
抱
い
て
い
る
「
自
然
へ
の
畏

怖
」
は
、
曖
昧
で
混
沌
と
し
た
環
境
の
な
か
に
そ
う
し
た

つ
な
が
り
の
糸
口
を
見
る
き
っ
か
け
と
な
る
心
の
働
き
の

ひ
と
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
山
の
神
」
と
「
海
の
神
」
を
と
も
に
崇
め
る
屋
久
島

の
伝
統
に
も
、
自
然
へ
の
畏
怖
と
と
も
に
エ
コ
シ
ス
テ
ム

へ
の
深
い
洞
察
が
生
き
続
け
て
い
る
。

部
分
の
揺
ら
ぎ
か
ら
地
球
環
境
を
読
み
解
く
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