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信
　
州
　
岩
　
菅
　
山

辻

本

浦

丸

日
本
山
岳
會
が
創
立
さ
に
て
か
ら
，
第
十
四
年
を
迎
へ
た
今
年
ま
で
の
間
に
、『山
岳
』
誌
上
で
紹
介
せ
ら
れ
た
我
邦

の
高
山
ス
は
名
山
は
随
分
多
数
に
上
る
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
、
そ
れ
に
漏
れ
た
も
の
も
あ
り
、
ス
餘
♭
世
間
に
知
ら
れ

な
い
山
岳
で
探
査
の
価
値
あ
る
も
の
が
、
東
京
か
ら
比
較
的
近
距
離
の
地
方
に
も
少
か
ら
す
あ
る
機
に
思
ふ
ｏ
岩
菅
山

は
古
黍
信
州
の
名
山
ご
し
て
廣
く
知
ら
れ
た
山
で
一
向
珍
し
い
方
で
は
無
い
が
、
是
迄
此
山
に
閥
す
る
一
片
の
記
文
す

ら
本
誌
に
掲
載
せ
ら
れ
た
こ
ざ
が
無
い
の
は
、
事
ろ
意
外
さ
す
べ
き
で
あ
る
ｏ
或
は
公
知
で
あ
る
が
鴛
に
省
客
さ
れ
た

の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
張
ち
其
故
ざ
も
考
へ
ら
れ
な
い
。
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岩
菅
曲
は
別
名
を
洲
多
山
こ
も
云
ひ
、
高
頭
氏
の

『
日
本
山
岳
志
』
に
抜
る
ざ
、
赤
禿
山
〓
云
ふ
異
名
も
あ
る
。
岩
　
Ｏ

多
ざ
云
ふ
名
は
今
で
も
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
赤
禿
の
方
は
其
山
容
か
ら
見
て
営
ら
ぬ
様
に
思
は
れ
る
ｏ
仝
然
信
州
に

鵬討̈
軸「ぼ螺け蜘爛ュ吐瑞蜘蒻．動藤騰泉‥こ】̈
は肺“コ凱勧嚇畷牌』赫♂『麓の信州下高井郡不穏

此
山
は
人
の
知
る
如
く
二
峰
に
分
れ
て
ゐ
る
ｏ
即
ち
表
岩
菅
は
海
披
二
二
九
五
米
、
裏
岩
菅
は
二
三
二
九
米
で
、
裏

岩
菅
は
漉
間
以
北
の
上
信
國
界
附
近
の
山
善
で
は
四
阿
山
に
亜
ぐ
高
峰
で
あ
る
。
然
し
裏
岩
菅
の
東
北
に
は
地
囲
に
烏

帽
子
岳
（
二
二
三
〇
米
）
ざ
記
さ
れ
た
可
也
高
い
山
脈
が
連
り
、
そ
れ
等
も
岩
菅
連
嶺
中
に
加
入
す
べ
き
地
勢
を
な
し
て

あ
る
か
ら
、
廣
い
意
味
に
於
け
る
岩
菅
山
は
軍
に
二
峰
ざ
し
て
し
ま
ふ
詳
に
行
か
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
ｏ
山
麓
殊
に
信
州
の

季
程
村
方
面
で
云
ふ
岩
菅
山
は
専
ら
表
岩
菅
の
こ
ざ
で
、
裏
岩
菅
の
方
に
は
餘
０
重
き
を
置
て
ゐ
な
い
。
こ
れ
は
信
州

側
か
ら
見
た
裏
岩
菅
の
山
容
が
、
表
岩
菅
の
周
錐
形
に
較
べ
て
著
明
で
な
い
の
も

一
原
因
で
あ
ら
う
ｏ
兎
に
角
李
稔
方

◎
信
州
岩
菅
山
　
　
辻
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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信
州
岩
菅
山
　
　
辻
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一

面
の
岩
菅
は
表
岩
菅
の
こ
こ
で
、
表
ざ
云
ふ
こ
こ
は
殆
ん
ざ
用
ひ
て
居
ら
ぬ
ｏ
そ
れ
故
前
岩
菅
ざ
云
ふ
こ
こ
は
勿
論
無

い
ｏ
例

へ
ば
日
光
白
根
の
前
ざ
云
ひ
、
奥
ざ
云
ふ
如
き
徒
属
的
関
係
こ
は
餘
程
異
っ
て
ゐ
る
ｏ
此
識
に
就
き
本
誌
第
十

一
年
四
四

一
頁
及
び
六
八
〇
頁
に
木
暮
氏
の
用
ひ
ら
れ
た
前
岩
菅
山
な
る
名

稀

に
封
し
て
は
柳
か
抗
議
の
必
要
が
あ

る
ｏ
五
萬
分

一
地
国
の
記
し
方
は
頗
る
営
を
得
た
も
の
こ
云
つ
て
宜
し
い
ｏ
そ
れ
か
ら
叉
前
年
止
信
越
界
の
自
砂
出
を

踏
破
せ
ら
れ
た
森
喬
氏
の
直
話
に
擦
る
こ
、
上
州
入
山
方
面
で
は
表
岩
菅
を
西
覗
き
、
裏
岩
菅
を
中
覗
き
、
ス
烏
帽
子

岳
を
東
覗
き
ざ
云
っ
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
ｏ
こ
れ
は
岩
菅
連
嶺
の
一
方
に
傾
い
た
山
容
を
表
し
て
ゐ
る
面
白
い
名
稀
で

あ
る
こ
思
ふ
。
古
い
書
物
や
地
日
に
擦
る
ざ
、表
岩
菅
は
几
そ
二
五
〇
〇
米
、裏
岩
菅
は
几
そ
二
七
〇
〇
米
の
高
邁
な
も

の
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
賓
際
此
邊
を
歩
い
て
他
の
山
ざ
比
較
し
て
見
る
ざ
夫
程
の
高
い
山
で
無
い
こ
こ
は
几
そ
分
る
。

岩
菅
山
が
凌
雲
閣
や
赤
笏
蔓
か
ら
遠
墜
さ
る
ゝ
こ
ざ
が
確
定
さ
れ
た
の
は
驚
ぐ
ベ

き
事
賓
で
あ
る
が
、
汽
車
の
窓
か
ら
近
く
此
山
を
塁
む
こ
ど
の
出
来
る
の
は
、
信
越

線
の
長
野
附
近
か
ら
豊
野
邊
ま
で
ゝ
あ
る
ｏ
然
し
山
が
披
群
に
高
い
詳
で
な
く
、
却

て
前
山
の
間
に
遠
く
低

く
表
は
れ
る
に
過

ぎ
な
い
か
ら
、
山
容
を
知
ら
ぬ
ざ
一
寸

識
別
し
難
い
。
豊
野
澤
か
ら
見
た
形
は
此
虜
に
掲
げ
た
拙
い
ス
ケ
ッ
チ
の
様
な
風
で

東
館
山
（二
一
二
五
米
）
ざ
燒
額
山
（約
二
〇
〇
〇
米
）
の
間
に
低
く
見
え
る
ｏ
右
方
の

日
錐
形
が
岩
菅
（表
岩
菅
）
で
左
の
九
い
形
を
し
た
の
が
裏
岩
菅
で
あ
る
ｏ
此
形
は
長

野
邊
で
も
大
し
て
憂
ら
ぬ
か
ら
、
大
設
の
形
を
知
つ
て
居
れ
ば
容
易
に
そ
れ
ざ
指
示

す
る
こ
ざ
が
出
来
る
。

岩
菅
山
に
登
る
に
は
、
何
ざ
云
つ
て
も
獲
補
温
泉
を
出
姜
鮎
ざ
す
る
外
、
便
宜
な

場
所
が
無
い
。
装
補
温
泉
は
澁
、
安
代
邊
か
ら
几
そ
二
里
牛
許
り
も
隔
つ
た
東
館
山

の
年
腹
ゝ
海
披
約

一
六
〇
０
米
程
の
高
距
に
あ
る
ｏ
此
庭
に
至
る
路
は
先
づ
澁
か
ら

(1:288)



山岳

沓
野
を
通
つ
て
、
澁
峠
を
越
え
る
革
津
街
道
に
依
り
、
波
坂
の
曲
折
し
疑

，城
路
を
登
り
、
南
無
阿
獅
陀
佛
の
松
を
路
傍

に
見
て
、
宙
ほ
登
る
こ

一
里
餘
に
し
て
約

一
三
〇
〇
米
の
高
さ
に
あ
る
杏
打
の
茶
屋
に
達
す
る
ｏ

一
軒
体
茶
屋
が
あ
つ

て
頗
る
機
い
が
、
剛
籠
一瀧
や
、
幕
岩
の
見
物
客
が
必
ず
体
む
庭
で
、
名
物
漱̈
ぼ
一粥
ざ
云
ふ
を
味
ふ
も
よ
か
ら
，フ
。
茶
屋

の
前
に
は
岩
菅
山
の
鳥
居
が
あ
る
ｏ
其
額
に
記
さ
れ
セ
「
岩
菅
山
」
の
文
字
は
殆
ん
ざ
剣
別
し
策
ね
る
程
朽
ち
て
ゐ
る
。

叉
月
山
、
湯
殿
山
、
物
黒
山
ざ
刻
し
た
石
碑
も
あ
る
ｏ
波
坂
の
邊
か
ら
、
西
方
の
眺
望
は
非
常
に
開
笞
ざ
な
り
、
沓
打

に
水
る
こ
、
飯
綱
の
後
か
ら
、
自
馬
連
山
が
雪
の
輝
く
頭
を
盤
げ
ゝ
そ
れ
よ
り
以
南
、
立
山
、
鹿
島
槍
、
針
木
等
は
勿

論
、
遠
ぐ
槍
ケ
岳
の
実
頭
に
至
る
ま
で

一
眸
の
裏
に
牧
め
る
こ
ざ
が
出
来
る
ｏ
沓
打
か
ら
数
町
行
つ
た
庭
か
ら
、
残
補

路
は
街
道
に
分
れ
て
左
に
折
れ
、
朝
日
山
の
西
北
を
続
つ
て
、
琵
琶
池
の
北
岸
に
出
る
ｏ
此
間
日
本
海
を
遠
望
す
る
庭

が
あ
る
ｏ
そ
れ
か
ら
少
し
づ
ゝ
下
っ
て
、
横
湯
川
を
渡
り
、
ス
急
に
登
り
ざ
な
つ
て
程
無
ぐ
姜
補
に
着
ぐ
。
此
降
り
路

の
邊
か
ら
は
、
谷
を
隔
て
ゝ
左
手
に
花
大
な
焼
額
山
ざ
、
頂
上
の
九
ぐ
突
起
し
た
龍
王
山
（
一
九
〇
〇
米
）
が
見
え
、
営

面
に
は
止
信
界
の
赤
石
山
（二

一
〇
九
米
）
を
望
む
ｏ
此
山
は
山
頂
に
赤
い
岩
が
あ
る
こ
ざ
か
ら
、
其
名
を
得
た
ざ
云
ふ

．話
だ
が
、
形
は
先
づ
平
几
の
方
で
絶
頂
専
門
家
の
外
は
注
意
す
る
人
も
餘
り
あ
る
ま
い
ｏ
志
賀
山
（二
〇
三
六
米
）
は
波

坂
の
上
か
ら
見
え
始
め
、
費
補
に
近
づ
い
て
は
直
ぐ
近
ぐ
見
え
る
ｏ
頂
上
は
前
志
賀
、
向
志
賀
の
二
峰
に
分
れ
て
獨
立

し
た
火
山
の
形
を
表
し
ゝ
其
西
北
の
裾
は
琵
琶
池
方
面
に
長
ぐ
曳
い
て
ゐ
る
ｏ
登
路
は
此
裾
野

（志
賀
の
高
原
ご
は
之

を
指
す
も
の
で
あ
ら
う
。
小
さ
い
池
が
大
分
あ
る
ざ
云
ふ
話
で
、
牧
場
ざ
な
つ
て
ゐ
る
）
か
ら
登
れ
ば
多
少
笹
や
雑
木

の
困
難
は
あ
る
ざ
し
て
も
、
絶
頂
に
達
し
得
る
ざ
云
ふ
こ
ざ
を
聞
い
た
ｏ
然
し
山
頂
は
樹
木
が
繁
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
か

ら
、
関
裕
な
・眺
望
が
あ
る
か
否
か
は
稽
疑
間
で
あ
る
ｏ

登
補
に
は
天
狗
の
湯
ざ
薬
師
の
場
の
二
軒
が
あ
る
。
私
は
何
時
も
上
の
方
の
天
狗
の
揚
（開
新
作
）
に
投
宿
し
て
、
下

の
方
に
は
行
っ
た
こ
ざ
が
な
い
が
ゝ
人
の
話
に
擦
る
ざ
上
の
方
が
設
備
其
他
勝
っ
て
ゐ
る
ご
云
ふ
こ
ざ
で
あ
る
ｏ
天
狗

の
湯
に
は
清
潔
な
建
物
も
あ
る
、
湯
も
豊
富
で
、
ス
相
営
設
備
ぎ
整
つ
て
ゐ
る
か
ら
滞
在
す
る
に
も
不
便
は
無
い
。
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補
温
泉
の
特
徴
は
眺
望
の
非
常
に
開
裕
な
こ
こ
で
あ
る
。
西
南
の
方
面
は
質
に
氣
持
ち
良
く
遠
方
が
眺
め
ら
れ
る
ｏ
三

澤
山
（
一
五
〇
五
米
）
や
、
朝
日
山
（約

一
五
二
〇
米
）
は
、
も
う
脚
の
下
に
な
つ
て
其
先
方
に
は
長
野
市
が
見
え
る
ｏ
花

に
な
る
さ
電
燈
の
光
も
鮮
に
見
え
る
ｏ
其
後
方
に
は
飯
綱
の
背
面
か
ら
天
年
に
亘
つ
て
飛
暉
山
脈
の
連
峰
が
、
波
坂
や

誉
打
の
茶
屋
か
ら
見
た
の
よ
り
も
、

一
層
高
大
に
眺
め
ら
れ
る
ｏ
又
近
く
左
の
方
に
は
坊
李
山

（
一
人
四
〇
米
、
幕
岩

の
あ
る
山
）
や
、
実
死
た
る
笠
ケ
番
（二
〇
七
六
米
）
の
頂
が
指
呼
の
間
に
見
え
る
ｏ
私
は
稜
補
の
眺
望
を
温
泉
場
こ
し

て
は
珍
ら
し
い
も
の
ゝ

一
つ
に
思
つ
て
あ
る
ｏ

姿
補
か
ら
着
管
ま
で
は
前
に
記
し
た
様
に
几
そ
二
里
程
で
、
約
四
時
間
を
要
す
る
ｏ
途
中
少
し
下
る
庭
も
あ
る
か
ら
、

海
披
で
は
約
八
百
米
程
の
登
♭
ざ
な
る
が
、
勿
論
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
只
だ
尾
根
に
登
り
切
る
迄
の
梯
子
澤
の
箱

歩
み
難
い
の
ざ
、
本
山
頂
上
附
近
の
急
斜
ざ
に
骨
が
折
れ
る
に
過
ぎ
な
い
ｏ

登
路
は
東
館
山
の
面
北
を
迂
回
し
、
岩
菅
山
頂
の
面
南
に
あ
る
大
雑
魚
川
の
支
流
、
梯
子
澤
を
登
り
、
連
嶺
の
尾
根

に
取
り
つ
き
、
北
を
指
し
て
絶
頂
に
達
す
る
の
で
あ
る
ｏ『
震
災
豫
防
調
査
會
報
告
』
第
八
琥
、
毛
無
火
山
近
傍
地
質
調

査
報
文
（
一
六
七
頁
）
に
接
る
Ｅ
、「
岩
菅
山
に
は
唯

一
の
攀
路
あ
り
ｏ
即
ち
魚
野
川
の
上
流
字
ア
ラ
イ
ク
に
落
つ
る
所
の

梯
干
澤
よ
り
す
。
此
澤
を
昇
り
素
せ
ば
岩
菅
の
長
ツ
″
ネ
ざ
藤
す
る
不
原
な
り
ｏ
此
季
原
こ
そ
岩
菅
が
曳
く
所
の
務
の

最
上
部
に
し
て
熊
笹
繁
茂
し
矮
き
松
柏
の
之
に
交
生
し
遠
ぐ
南
に
及
び
て
東
館
山
に
連
る
ｏ
此
ツ
″
ネ
よ
り
岩
菅
頂
に

至
る
高
距
几
そ
百
五
十
米
実
餘
、
岩
骨
露
出
し
て
頗
る
急
崚
な
り
」
ざ
あ
る
ｏ
此
梯
子
澤
は
魚
野
川
の
支
流
で
あ
る
ら

し
い
か
ら
、
職
補
か
ら
の
路
に
あ
る
大
難
魚
川
の
梯
子
澤
ざ
は
、
別
の
も
の
Ｅ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ｏ
然
し
尾
根
上
に
登
う

着
い
た
鹿
は
、
軌
れ
も
同
じ
ら
し
い
。
同
じ
山
脊
を
隔
て
ゝ
梯
子
澤
ざ
云
ふ
澤
が
二
つ
あ
る
の
か
。
或
は
高

一
本
文
の

魚
野
川
は
難
魚
川
の
誤
植
で
ヽ
も
あ
る
の
か
ｏ
ア
ラ
イ
タ
な
る
地
駐
を
確
め
れ
ば
分
る
こ
こ
で
あ
る
が
、
今
は
決
定
し

策
ね
る
ｏ

織
補
に
は
案
内
者
も
人
足
も
無
い
か
ら
、
そ
れ
等
の
必
要
あ
る
人
は
下
か
ら
連
れ
て
家
る
の
が
安
全
で
あ
る
ｏ
族
店
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の
人
や
或
は
都
合
よ
く
末
合
せ
た
人
が
案
内
を
し
て
呉
れ
る
様
な
こ
ざ
も
あ
ら

，
が
、
そ
れ
は
餘
り
的
に
は
な
ら
ぬ
。

無
し
正
確
な
地
剛
を
持
ち
多
少
登
山
に
経
験
の
あ
る
人
な
ら
ば
、
殆
ん
ざ
案
内
者
の
必
要
は
無
い
。
途
中
硝
紛
ら
は
じ

い
の
は
梯
子
澤
の
入
目
を
　
・
索
め
る
こ
こ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
豫
め
宿
の
人
か
山
の
様
子
に
詳
し
い
人
か
ら
聞
い
て
置
け

ば
宜
し
い
。

一
度
梯
子
澤
に
入
る
こ
ざ
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
先
は

一
本
通
で
殆
ん
ざ
迷
ふ
虞
は
無
い
ｏ
早
朝
螢
補

を
錢
費
す
れ
ば
裏
岩
菅
ま
で
行
つ
て
夕
刻
晏
補

へ
戻
る
こ
ざ
は
容
易
で
あ
る
ｏ

姿
補
か
ら
着
菅
に
至
る
行
路
を
昨
年
八
月
下
旬
に
於
け
る
私
の
経
歴
か
ら
、
次
に
ぎ
つ
ざ
記
し
て
見
る

こ
ざ

に
す

る
。
先
づ
温
泉
場
か
ら
直
に
近
路
を
整
り
、
数
町
に
し
て
高
天
ケ
原
ざ
呼
ば
る
ゝ
峠
状
の
不
地
に
出
る
ｏ
此
庭
は

一
七

五
六

・
五
米
の
峰
の
東
南
に
営
る
地
織
で
、
海
被
約

一
六
六
〇
米
餘
。
短
き
笹
の
地
を
蔽
つ
た
間
に
ク
メ
バ
チ
サ
ゥ
や

千
ソ
セ
ン
ゴ
ケ
が
多
い
０
彙
樺
の
大
水
も
あ
る
ｏ
又
岩
菅
山
の
第
二
の
鳥
居
が
あ
ち
。
振
り
返
る
Ｅ
笠
ケ
岳
ざ
志
賀
山

が
高
く
見
え
、
ュ刷
の
方
に
は
鵬
額
の
右
に
鰯
叫
ぎ
云
ふ
山
が
見
え
る
ｏ
こ
れ
は
五
萬
分

一
苗
場
山
圏
幅
の
一
八
五
二
米
　
↓

の
峰
で
あ
る
ら
‐
ノく
、
同
国
の
鳥
甲
曲

（二
〇
九
八
米
、
笠
配
貯
或
は
剣
の
峰
）
で
は
無
い
。
高
天
ケ
原
か
ら
雑
魚
川
　
じ

の
方

へ
移
る
ざ
谷
は
廣
く
な
り
、
傾
斜
も
甚
だ
緩
く
な
，９
、
高
原
状
の
景
色
こ
な
っ
て
非
常
に
憂
っ
た
趣
が
あ
る
。
そ

れ
に
山
も
相
瞥
深
く
な
る
の
で
、
落
付
い
た
氣
分
に
な
れ
る
ｏ
邊
り
は
針
葉
樹
ざ
白
樺
の
林
が
お
ほ
く
、
足
元
に
は
笹

の
間
に
色
々
の
革
花
が
険
さ
鶴
れ
て
ゐ
る
ｏ

一
の
瀬
の
小
屋
を
前
方
に
眺
め
る
あ
た
り
か
ら
、
右
方
に
切
れ
込
む
。
地

題
に
記
さ
れ
た
路
は
碁
正
し
い
ざ
思
ふ
ｏ
こ
ゝ
か
ら
用
水
の
堰
に
浩
ひ
つ
ゝ
東
館
一の
山
麓
を
続
つ
て
行
く
。
（此
用
水
は

山
に
隧
道
を
穿
ち
湯
間
申
方
面
へ
落
す
ざ
云
ふ
話
だ
が
、
何
庭
を
ざ
う
通
る
の
か
詳
し
い
こ
ご
は
聞
か
な
か
っ
た
）。
酸

補
か
ら
岩
菅
に
整
る
に
は
此
東
館
山
が
あ
る
篤
め
に
、
甚
だ
し
い
迂
回
を
す
る
こ
こ
に
な
る
ｏ
然
し
亦
此
山
の
鴛
に
岩

菅
が
深
山
ら
し
い
奥
行

ごヽ
を
増
す
こ
ざ
は
ぎ
の
位
で
あ
る
か
知
れ
ぬ
。
東
館
ざ
云
ふ
山
が
二
千
百
米
餘
の
高
距
を
持
ち

な
が
ら
、
登
山
若
を
引
き
つ
け
る
こ
ざ
の
出
来
ぬ
の
は
、
岩
菅
の
前
山
ざ
云
ふ
様
な
不
利
益
の
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
こ

ざ
が

一
つ
の
原
因
で
あ
ら
う
ｏ
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堰
は
英
幅

一
間
許
り
で
水
は
浅
く
、
其
繰
の
堤
防
状
に
な
つ
て
ゐ
る
上
が
歩
路
ざ
な
つ
て
ゐ
る
ｏ
殆
ん
ざ
水
李
に
近

い
位
の
緩
い
傾
き
に
つ
い
て
湖
る
ざ
、
晏
補
か
ら

一
時
間
許
り
で
小
林
の
小
屋
ざ
云
ふ
に
着
ぐ
。
此
庭
は
東
館
の
北
々

面
で
、性
を
曲
げ
て
造
っ
た
奇
形
の
小
屋
が
数
軒
あ
る
っ
養
観
用
具
等
に
用
ふ
る
笹
を
採
る
篤
め
に
人
が
泊
つ
て
ゐ
た
ｏ

此
用
水
側
の
道
路
附
近
は
、
殆
ん
ざ
白
樺
の
純
林
で
あ
る
。
木
の
間
か
ら
左
に
花
大
な
燒
額
の
山
容
が
見
え
る
ｏ
小
林

そ

こ
し
　
み
づ

の
小
屋
か
ら
筒
ほ
堰
に
つ
い
て
湖
る
ざ
中
小
屋
ざ
云
ふ
庭
を
過
ぎ
ゝ
次
に
底
清
水
の
小
屋
が
あ
る
ｏ
小
林
の
小
屋
に
似

た
も
の
で
あ
る
が
、
私
の
通
つ
た
時
に
は
無
人
で
あ
つ
た
。
底
清
水
ざ
云
ふ
の
は
、
用
水
の
向
ふ
岸
の
岩
間
か
ら
清
列

な
水
が
湧
出
す
る
か
ら
で
あ
る
ｏ
此
庭
は
地
国
に
黙
線
で
記
さ
れ
た
路
の
最
北
突
出
黙
の
附
近
で
、
此
邊
か
ら
始
め
て

岩
菅
の
頂
上
を
自
樺
の
樹
間
に
仰
ぐ
。
頂
上
の
紳
嗣
も
良
ぐ
見
え
て
距
離
は
近
い
が
、
前
面
に
は
大
難
魚
川
の
弊
谷
が

あ
る
か
ら
、
ま
だ
中
々
近
づ
き
難
い
気
が
せ
ら
れ
る
ｏ
底
清
水
か
ら
少
し
行
く
ざ
路
傍
の
立
本
に

「
左
岩
菅
道
」
ざ
記

さ
れ
た
道
標
が
あ
る
。
此
庭
か
ら
堰
に
分
れ
、
深
い
笹
の
中
に
つ
け
ら
れ
た
左
方
の
路
を
取
っ
て
谷
に
下
る
こ
ざ
ゝ
な

る
ｏ
此
分
れ
路
は
地
圏
上
で
云
ふ
ざ
、
丁
度
底
清
水
の
突
出
器
の
次
の
突
出
部
邊
で
あ
る
ら
し
い
ｏ
私
は
始
め
地
固
上

に
あ
る
鮎
線
の
路
（堰
）
を
維
鮎
ま
で
行
く
も
の
ざ
考
へ
て
ゐ
た
が
、
斯
様
に
谷
に
下
る
ざ
す
る
ざ
、
催
金
高
さ
で
百
米

程
の
損
失
は
あ
る
が
、
山
頂
ま
で
の
距
離
は
餘
程
近
く
な
る
利
益
が
あ
る
ｏ

分
岐
釉
か
ら
雑
魚
川
に
下
る
間
は
、
針
葉
樹
林
の
中
の
性
を
切
り
開
い
た
路
で
、
途
中
か
ら
二
つ
に
分
れ
る
ｏ
左
は

梯
子
澤
の
落
目
の
庭
に
出
る
本
道
で
あ
る
が
、
笹
が
繁
つ
て
ゐ
て
、
右
の
方
の
別
路
の
方
が
、
却
て
良
ぐ
切
り
開
け
ら

れ
て
あ
つ
た
の
で
、
私
達
は
誤
て
其
方
を
下
っ
た
。
こ
れ
も
矢
張
り
難
魚
川
に
出
る
路
で
梯
子
澤
の
落
口
よ
う
少
し
許

り
上
流
に
出
る
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
私
達
は
此
庭
が
落
口
よ
り
も
上
で
あ
る
か
、
下
で
あ
る
か
分
ら
な
か
つ
た
の
で
大

芥
迷
っ
た
。
案
内
の
鴛
ｔ
連
れ
て
行
っ
た
沓
野
の
馬
方
の
角
さ
ん
も
、
八
年
振
の
登
山
で
機
子
が
分
ら
ず
、
落
口
を
省

上
手
に
あ
る
も
の
ざ
思
っ
て
、
そ
の
方
を
尋
ね
に
行
つ
た
。
然
し
山
頂
の
方
向
か
ら
考
へ
る
ど
、
梯
子
澤
は
限
前
の
山

嘴
を
越
し
た
彼
方
に
あ
り
さ
う
に
思
へ
た
の
で
、
丁
度
川
の
封
岸
に
つ
け
ら
れ
て
あ
る
路
ら
し
い
も
の
を
迪
つ
て
暫
く
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行
く
ざ
、
果
し
て
稽
大
き
な
澤
に
下
る
様
に
な
つ
て
ゐ
た
ｏ
こ
れ
が
梯
子
澤
で
あ
ら
，ｐ
ざ
考
へ
て
、
こ
れ
を
登
つ
た
ｏ

角
さ
ん
は
此
澤
を
梯
子
澤
よ
り
も
下
手
の
澤
で
あ
る
ざ
思
つ
て
ゐ
た
ら
し
か
つ
た
が
、
精
登
つ
た
虎
の
立
木
に
岩
菅
登

路
の
道
標
が
あ
つ
た
の
こ
、
昨
花
山
頂
に

一
泊
し
た
不
穏
小
學
校
の
生
徒
に
行
き
逢
つ
た
の
で
、
梯
子
澤
で
あ
る
こ
こ

が
確
定
さ
れ
た
。
私
達
の
此
澤
に
入
り
込
ん
だ
庭
は
落
日
か
ら
敷
町
登
っ
た
庭
で
あ
っ
た
ｏ
蹄
途
此
澤
を
落
口
ま
で
下

つ
た
経
験
に
擦
る
ざ
、
私
達
の
登
う
に
取
っ
た
路
は
損
で
な
い
許
り
か
、
却
て
歩
き
易
か
つ
た
だ
け
で
も
、
捷
路
で
あ

る
様
に
思
は
れ
た
ｏ

梯
子
澤
は
岩
菅
山
頂
の
市
々
西
に
あ
る
約
二
〇
六
〇
米
の
峰
の
直
北
か
ら
、
馨
西
北
に
向
て
刻
ま
れ
た
澤
で
、
其
大

雑
魚
川

へ
の
落
日
は
地
固
上
で

一
五
四
〇
乃
至
一
五
六
〇
米
の
等
高
線
の
間
の
精
不
坦
な
庭
で
あ
る
ら
し
い
ｏ
此
澤
は

幅
も
餘
り
廣
ぐ
な
ぐ
、
漢
流
も
服
を
没
す
る
に
足
ら
ぬ
程
で
あ
る
が
、
倒
木
、
鶴
石
の
外
、
傾
斜
が
稽
急
な
の
で
歩
行

は
楽
で
な
い
。
特
色
は
庭
々
一
枚
岩
の
河
床
上
を
小
さ
い
飛
瀑
が
奔
下
し
て
居
る
事
で
あ
る
ｏ

梯
子
澤
の
登
う
は
約

一
時
間
年
程
か
ゝ
る
ｏ
澤
の
雨
側
は
森
林
で
蔽
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
遠
望
は
な
い
ｏ
只
後
の
方
を

振
り
向
ぐ
ざ
時
々
焼
額
山
が
見
え
る
許
め
で
あ
る
。
上
流
に
あ
る
小
さ
い
瀑
の
右
手
の
岩
壁
を
絡
む
庭
は

一
寸
危
険
ら

し
く
思
は
れ
た
。
水
は
可
也
上
流
に
至
る
迄
あ
る
ｏ
念
登
つ
て
山
脊
近
く
な
る
こ
水
の
無
い
凹
庭
を
歩
む
こ
ざ
に
な
つ

て
、
維
に
二
〇
六
０
米
の
峰
の
北
方
の
山
脊
上
に
出
る
ｏ
此
梯
子
澤
の
登
り
は
岩
菅
登
山
中
の
主
な
る
部
分
で
、
此
附

近
の
火
山
の
登
路
ざ
し
て
は
、
此
慌
な
澤
登
り
は
例
外
の
方
で
あ
る
ｏ
焼
額
の
登
路
は
角
堀
澤
（宛
字
）
に
つ
い
て
登
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
梯
子
澤
に
較
べ
る
こ
逸
に
小
さ
い
。

山
脊
上
に
出
る
ご
東
方
の
眺
望
は
開
け
、
岩
菅
の
山
頂
は
直
ぐ
頭
上
に
饗
え
立
つ
ｏ
山
勢
は
稀
右
方
に
傾
き
、
其
方

に
急
な
傾
斜
を
見
せ
て
ゐ
る
ｏ
震
災
豫
防
調
査
會
報
告
第
八
琥
（前
出
）
に
擦
る
ざ
、
此
邊
に
岩
菅
の
長
ツ
″
子
Ｅ
藤
す

る
不
原
が
あ
る
べ
き
様
に
思
は
れ
る
が
、
此
庭
に
は
そ
れ
程
の
餘
地
は
無
い
。
或
は
二
〇
六
〇
米
の
峰
の
市
方
を
指
す

の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
切
り
明
け
が
無
い
鴛
、
其
方
へ
は
行
く
こ
ざ
が
出
来
な
か
つ
た
ｏ
念
本
山
の
登
う
に
か
ゝ
る
こ
傾

◎
信
州
岩
菅
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八

斜
は
俄
に
急
ざ
な
り
、
笹
の
丈
は
短
く
な
り
、
風
雲
に
屈
曲
し
た
針
葉
樹
が
庭
々
に
蔓
つ
て
ゐ
る
ｏ
山
側
の
東
面

（魚

野
川
側
）
に
は
桂
状
の
岩
石
が
露
出
し
「
途
中
そ
れ
を
踏
で
登
る
慮
が
あ
る
ｏ

一
歩
毎
に
限
界
は
廣
く
な
り
、
山
脊
に

出
た
庭
か
ら
約
二
十
分
で
絶
頂
に
達
す
る
ｏ
頂
上
は
信
州
側
の
曲
麓
か
ら
遠
望
す
る
ざ
失
つ
て
見
え
る
が
、
登
つ
て
見

る
ご
南
北
に
長
い
。

一
等
三
角
の
標
石
の
南
に
少
し
離
れ
て
、
自
木
造
り
の
紳
殿
が
あ
る
ｏ
六
盛
敷
位
の
大
さ
で
、　
一

方
に
毘
沙
門
天
の
本
像
ざ
白
幣
ざ
が
祀
ら
れ
て
あ
る
ｏ
其
他
は
土
間
で
笏
目
板
や
入
日
の
戸
は
、
大
分
破
損
し
て
あ
る

が
、
先
づ
風
雨
を
凌
ぐ
に
足
る
か
ら

一
泊
す
る
位
に
は
差
支
な
い
。

頂
上
に
は
恒
松
が
あ
る
。
其
偽
ぎ
ん
な
植
物
が
あ
つ
た
か
餘
り
注
意
し
な
か
つ
た
の
で
思
わ
て
し
ま
つ
た
が
、
所
謂

高
ユーー
植
物
の
類
は
甚
だ
豊
富
で
な
い
様
に
見
受
け
た
ｏ
こ
れ
は
時
季
の
鴛
、
又
登
山
者
の
比
較
的
多
い
鴛
も
あ
ら
う
が
■

先
づ
そ
あ
様
に
思
は
れ
た
。
（裏
岩
菅
の
方
は
不
明
）ｏ山
頂
の
画
の
斜
面
に
は
頂
上
近
く
か
ら
何
か
樹
木
が
繁
っ
て
ゐ
た

様
に
記
憶
す
る
ｏ
東
の
方
の
斜
面
は
ま
に
短
い
笹
で
あ
つ
た
ざ
思
ふ
。
頂
上
に
は
之
ざ
云
ふ
程
の
大
き
な
岩
な
ざ
は
現
　
↓

は
れ
居
ら
ぬ
が
、
紺
高
，山
ら
し
い
趣
は
あ
る
ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｃ

曲
頂
の
展
望
は
頗
る
雄
大
で
あ
る
。
先
づ
北
方
を
眺
め
る
ざ
、
営
面
に
近
く
裏
岩
菅
が
あ
る
ｏ
山
麓
か
ら
見
た
形
ざ

は
異
つ
て
稿
著
し
い
峰
般
を
な
し
、
山
勢
は
少
し
右
に
傾
い
て
ゐ
る
ｏ
其
左
に
は
鳥
甲
山

（笠
法
師
或
は
剣
の
峰
）
の

崚
峰
ざ
、
低
い
毛
無
火
山
ざ
が
あ
る
ｏ
日
本
海
は
霞
ん
で
剣
明
し
な
か
つ
た
が
、
米
山
の
実
頂
は
見
下
さ
れ
た
。
黒
姫

山
（越
後
）ら
し
い
の
も
見
え
た
。
裏
岩
菅
の
右
に
は
烏
帽
子
岳
ざ
記
さ
れ
た
連
峰
が
銑
い
傾
斜
を
見
せ
ｌ
其
上
に
苗
場

の
宏
大
な
草
の
斜
面
が
薇
ひ
か
ぶ
さ
る
ｏ
苗
場
の
右
方
に
遠
ぐ
残
雪
の
あ
る
九
い
山
を
望
ん
だ
ｏ
多
分
中
の
番
か
、
駒

ケ
岳
（越
後
）
で
あ
ら
う
。
東
方
ｔ
電
精
場
か
ら
績
く
山
脈
の
赤
倉
山
（
一
九
三
八
米
）
ざ
二
〇
五
二
米
の
二
つ
の
凸
起
の

次
に
、
山
頂
の
緩
に
隆
起
し
た
佐
武
流
山
（二
一
九
二
米
）
の
高
峰
が
あ
る
ｏ
そ
れ
か
ら
二
千
米
以
上
の
峰
が
連
亘
し
て
、

経
に
自
砂
山
（二

一
四
〇
米
）
の
頂
ざ
な
る
ｏ
此
山
の
頂
は
三
つ
許
り
の
小
さ
い
失
峰
に
分
れ
て
人
目
を
惹
ぐ
。
佐
武
流
、

白
砂
の
間
に
は
上
の
合
山
（約
二
一
二
〇
米
）
ざ
忠
次
郎
澤
山

（俄
稀
、
約
二
〇
八
〇
米
）
が
頭
を
出
す
ｏ
（此
二
山
は
自
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山岳

砂
川
源
頭
西
岸
に
あ
り
。
地
国
に
上
の
問
山
ざ
あ
る
は

誤

な
り
ご
云
ふ
。
以
上
木
暮
氏
に
擦
る
）
ｏ
叉
自
砂
ざ
重
つ
て

はち
　
　
さ
た　
　
　
　
だ
いく
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

パ
十
二
山
ざ
大
倉
山
が
あ
る
ｏ
（地
団
の
八
十
け
つ一触
は
誤
ｔ
て
、
大
倉
山
の
東
南
電
識
・き
信
州
地
籍
に
あ
る
約
二
一
二
〇

米
の
峰
が
そ
れ
で
あ
る
ざ
云
ふ
）。
木
戸
山
、
人
間
山
も
見
え
た
筈
で
あ
る
ｏ
又
野
反
池
の
革
地
も
少
し
見
え
た
。
（以
上

東
方
の
眺
里
中
に
列
記
し
た
山
は
、
私
に
は
皆
未
見
の
も
の
で
あ
つ
た
ｏ
私
が
自
身
そ
れ
〓
推
定
し
た
の
は
「
佐
武
流

ざ
自
砂
の
二
つ
の
み
で
、
其
他
は
蹄
京
後
、
営
時
撮
影
し
た
篤
具
を
木
暮
氏
の
鑑
査
せ
ら
れ
た
結
果
に
依

つ
て
記
し

た
）。
是
等
の
国
境
山
脈
の
手
前
に
は
、魚
野
川
の
深
い
旦
つ
廣
い
谷
が
あ
る
ｏ
無
人
ら
し
い
凄
い
谷
の
様
に
思
は
れ
た
ｏ

又
遠
ぐ
Ｈ
光
白
根
ざ
覺
し
い
峰
を
雲
表
に
里
ん
だ
ｏ
南
方
に
は
横
手
由
の
大
き
な
根
張
り
に
重
つ
て
、
赤
石
出
が
低
く

お
　
め
し

踏
り
、
横
手
の
右
方
避
に
四
阿
山
の
美
し
い
兜
状
の
高
峰
が
響
え
、
御
飯
ケ
岳
（二
一
六
〇
米
）
の
緩
い
左
方
の
斜
面
が

其
下
に
曳
い
て
ゐ
る
ｏ
我
峰
つ
ン
き
の
東
館
山
の
上
に
は
、
信
州
笠
ケ
岳
（二
〇
七
六
米
）
の
九
い
頂
が
死
立
す
る
ｏ
ス

横
手
の
左
に
は
草
津
白
根
の
一
部

（水
釜
附
近
、
絶
頂
は
横
手
に
通
ら
る
）
が
着
色
の
恐
し
い
色
を
見
せ
る
ｏ・
浅
間
の

頂
は
雲
に
薇
は
れ
て
見
え
な
か
つ
た
が
、
小
滴
間
、
浅
間
隠
邊
か
ら
六
里
ケ
原
及
び
革
津
附
近
の
高
原
は

一
日
に
見
下

さ
れ
、
遠
ぐ
榛
名
、
赤
減
に
至
る
ま
で
限
を
通
る
何
物
も
な
い
ｏ
岩
菅
が
東
京
附
近
か
ら
見
え
る
の
は
、
此
東
南
方
面

が
非
常
に
開
裕
で
あ
る
故
ざ
思
は
れ
た
。
秩
父
の
連
山
も
遠
く
望
ま
れ
た
ｏ
西
方
の
眺
塁
は
私
に
は
餘
ウ
珍
し
い
も
の

で
は
無
い
。
雨
か
も
飛
騨
山
版
は
密
雲
に
つ
ゝ
ま
れ
て
何
も
見
え
な
か
つ
た
。
只
妙
高
の
後
か
ら
覗
い
て
ゐ
る
火
打
山

に
残
彗
の
輝
く
の
を
奪
く
眺
め
た
の
み
で
あ
る
ｏ

震
災
豫
防
調
査
會
報
告
第
八
琥
に
攘
る
こ
、
着
菅
連
曲
は
元
ざ
一
大
火
山
の
遺
物
に
て
火
日
壁
の
一
部
が
残
っ
た
も

の
で
あ
る
ｏ
雨
し
て
魚
野
川
方
面
の
傾
斜
の
急
な
の
は
人
日
の
内
壁
で
あ
る
が
篤
だ
ざ
云
ふ
。
如
何
に
も
此
山
の
画
の

年
面
は
緩
い
斜
面
が
長
く
引
い
て
火
由
の
形
態
を
備

へ
て
ゐ
る
ｏ
岩
菅
か
ら
烏
帽
子
に
至
る
連
山
は
随
分
長
い
も
の
で

あ
る
か
ら
、
最
力
の
火
山
の
火
日
は
頗
る
大
き
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
ご
が
想
像
さ
れ
る
ｏ

岩
菅
か
ら
裏
岩
菅
に
至
る
距
離
は
、
地
団
上
で
直
種
十

一
町
許
り
で
、
其
曲
脊
に
は
甚
し
い
凹
凸
が
無
い
か
ら
、
峰
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一
〇

偉
ひ
は
容
易
ら
し
く
、
二
時
間
も
費
せ
ば
り
つ
く
り
往
復
が
出
来
る
で
あ
ら
３
ｏ
私
は
同
行
者
の
都
合
で
此
日
安
代
ま

で
下
る
こ
ざ
に
し
た
か
ら
、
裏
岩
菅
行
は
他
日
の
再
遊
に
譲
る
こ
ご
に
し
た
ｏ

下
山
に
は
梯
子
澤
を
降
り
切
っ
て
大
雑
魚
川
に
出
で
、当
岸
の
小
屋
の
康
趾
あ
る
庭
か
ら
笹
に
埋
れ
た
路
を
登
つ
て
、

今
朝
の
肢
れ
路
に
出
た
ｏ
こ
れ
は
本
道
で
あ
る
が
、
必
す
し
も
近
く
も
な
く
ス
歩
み
易
く
も
な
い
こ
ざ
は
、
前
に
記
し

た
通
り
で
あ
る
ｏ
午
後
三
時
螢
補
に
戻
り
、
其
日
の
夕
刻
に
は
豫
定
の
如
ぐ
黄
代
に
婦
着
す
る
こ
ざ
を
得
た
。
今
参
考

の
た
め
主
な
地
鮎
に
到
着
し
た
時
間
を
記
し
て
見
る
ざ
次
の
如
く
で
あ
る
ｏ

午
前
六
時
十
五
分
、
螢
補
獲
。
同
七
時
十
分
、
小
林
の
小
屋
ｏ
同
七
時
四
十
三
分
、
川
に
降
る
分
れ
路
。
同
九
時
三

十
分
、
山
頂
南
下
の
曲
脊
。
同
十
時
十
分
、
頂
上
着
。
同
十

一
時
二
十
分
、
頂
上
晏
。
同
十

一
時
四
十
五
分
、山
脊
。

午
後

一
時
十
五
分
、
梯
子
澤
落
口
ｏ
同
二
時
、
小
林
の
小
屋
。
同
三
時

・、
装
補
着
。

近
頃
登
山
大
流
行
の
所
謂
日
本
ア
／
プ
ス
地
方
ざ
は
異
ひ
、
此
邊
の
山
に
は
笹
や
樹
木
が
繁
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
地
国

上
で
計
劃
し
た
縦
走
こ
か
、
縦
断
ざ
か
云
ふ
や
う
な
こ
こ
は
、
大
抵
の
場
合
不
可
能
で
あ
る
０
然
し
二
月
下
旬
か
ら
残

雲
の
回
る
頃
に
な
れ
ば
、
何
庭
で
も
自
由
に
歩
け
る
さ
う
で
、
岩
菅
か
ら
横
手
ま
で
峰
を
体
っ
て
行
く
の
も
困
難
で
な

い
ざ
云
ふ
話
で
あ
る
ｏ

（附
記
）
最
近
森
喬
氏
の
通
信
に
擦
る
ざ
、
上
州
方
面
か
ら
直
接
岩
菅
に
登
る
者
あ
り
。
野
反
池
附
近
か
ら
千
澤

（野

反
池
か
ら
晏
す
る
澤
）
ざ
魚
野
川
ざ
の
合
流
鮎
ま
で
大
倉
越
の
路
を
行
き
、
魚
野
川
を
湖
り
ゝ
十
六
澤

（三
角
識

一
五

七
五

・
四
の
上
の
澤
）
に
入
り
裏
岩
菅
に
か
ゝ
る
ｏ
其
路
は
甚
だ
急
峻
瞼
悪
の
自
で
あ
る
ｏ

今
夏
私
は
本
山
に
第
二
回
登
山
を
試
み
且
裏
岩
菅
に
も
登
つ
た
ｏ
本
年
七
月
山
頂
に
立
派
な
石
室
が
新
造
さ
れ

た
。
昨
年
私
が
登
つ
た
路
は
今
は
本
道
こ
な
り
梯
子
澤
の
落
日
か
ら
登
る
方
の
路
は
腰
止
せ
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。

梯
子
澤
の
Ｌ
に
も
危
険
の
無
い
路
が
出
来
た
ｏ
其
他
多
少
新
い
こ
ご
も
見
聞
し
た
が
本
文
が
己
に
印
刷
に
附
せ
ら

た
れ
後
で
あ
つ
た
か
ら
絶
て
磐
客
す
る
こ
ご
ゝ
す
る
ｏ
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準

題
し
て
九
州
の
山
々
ざ
云
ふ
、
け
れ
ぎ
も
澤
山
の
出
に
登
つ
て
見
た
わ
け
で
は
な
い
、
明
治
四
十
四
五
年
の
頃
、
大

小
僅
か
二
十
坐
許
に
登
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
話
は
大
分
古
い
。
僕
は
山
に
登
る
こ
〓
は
好
で
あ
る
が
、
準
備
的
調
査
を

し
た
り
、
記
録
を
取
つ
た
り
す
る
、
忙
し
い
山
登
り
を
す
る
の
は
嫌
な
方
で
、
只
何
ざ
は
な
し
に
山
の
氣
分
を
味
ひ
に

遊
に
行
く
方
の
人
間
で
あ
る
か
ら
．
紀
行
等
を
書
↑
資
格
の
な
い
男
な
の
だ
ｏ
然
る
に
此
男
が
筆
を
探
つ
て
こ
ん
な
山

話
を
書
き
出
し
た
詳
は
、
近
頃

「
山
岳
」
の
姜
行
が
段
々
ざ
遅
れ
て
木
る
様
に
な
つ
た
其
原
因
の
一
つ
が
、
材
料
の
不

足
に
あ
る
こ
云
ふ
話
で
あ
る
し
、
ス
あ
ま
り
面
白
く
も
な
い
山
の
話
で
も
、
ま
だ

「山
岳
」
に
出
た
事
の
な
い
山
の
こ

こ
な
ら
、
何
等
か
の
参
考
に
な
る
こ
ざ
も
あ
ら
う
ざ
考
へ
た
か
ら
で
あ
る
ｏ
そ
れ
で

「
山
岳
」
の
勅
年
か
ら
の
其
本
欄

及
雑
鉄
を
見
渡
し
た
ざ
こ
ろ
で
、
九
州
の
山
で
ま
だ
記
事
の
出
て
居
な
い
ざ
思
ふ
山
の
話
を
し
て
見
よ
う
。
尤
も
雑
報

や
會
報
の
欄
は
調
べ
て
見
な
か
つ
た
か
ら
、
會
員
登
山
報
等
の
中
に
は
、
既
に
記
事
が
あ
る
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
そ
こ
ま
で
は
見
な
か
つ
た
か
ら
．
若
も
重
複
す
る
様
な
こ
ざ
が
あ
つ
た
ら
御
許
を
願
ふ
こ
ざ
ゝ
す
る
ｏ

御
存
知
の
通
ｂ
九
州
の
曲
は
、
其
最
高
峰
ざ
云
ふ
の
が
久
住
の
一
七
八
七
米
九
ざ
云
ふ
様
な
程
度
に
あ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
あ
ま
り
有
名
で
な
い
山
の
話
は
、
些
か
「
飛
鳥
山
を
縦
走
し
て
田
端
の
力
‐
ノン
に
至
る
」
式
ざ
な
る
恐
が
あ
る
。

そ
れ
か
ら
古
い
記
憶
Ｅ
日
記
等
を
合
せ
て
書
き
綴
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
皆
大
雑
把
の
記
事
で
あ
つ
て
、
精
密
で
な

い
。
甚
だ
無
責
任
で
相
済
ま
ぬ
が
、
時
に
は
誤
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
之
等
は
豫
め
御
許
を
願
つ
て
置
く
。

僕
の
登
山
は
い
つ
も
佐
世
保
が
起
鮎
で
あ
つ
た
ｏ
起
鮎
が
九
州
の
西
北
隅
に
あ
つ
て
、
僅
か
な
暇
を
楡
ん
で
出
掛
る

の
で
あ
る
か
ら
、
遠
ぐ
の
方
の
山

へ
は
あ
ま
り
登
れ
な
か
つ
た
ｏ
九
州
で
の
面
白
さ
う
な
曲
は
、
比
較
的
東
部
商
部
に

０
九
州
の
山
や
　
　
八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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年 二 十 第

◎
九
州
の
出

や
　
　
一八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

多
い
様
で
あ
る
が
、
以
上
の
様
な
詳
で
、
画
北
隅
に
あ
る
小
さ
な
曲
で
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
ｏ
こ
れ
か
ら

登
つ
た
期
日
の
順
に
曲
の
話
を
羅
列
し
て
見
よ
う
。
地
国
は
常
に
陸
地
測
量
部
の
五
高
分
の
一
地
形
目
を
用
ひ
た
か
ら
、

此
話
も
絶
て
同
国
に
よ
つ
て
す
る
こ
だ
に
す
る
ｏ

多
　
　
一良
　
　
嶽

僕
が
始
め
て
此
由
に
御
目
に
掛
つ
た
の
は
，明
治
四
十
年
の
夏
で
あ
つ
た
ｏ
北
海
道
の
マ
ッ
カ
リ
ス
プ
リ
に
登
つ
て
、

比
良
夫
の
停
車
場
か
ら
長
崎
迄
打
通
し
に
汽
車

（海
峡
は
汽
麟
で
あ
つ
た
が
′）
に
乗
つ
て
、
議
早
を
過
る
頃
睡
い
限
を

こ
す
り
な
が
∴
″、
過
ぎ
ホ
た
方
を
眺
め
る
ざ
、
花
大
な
る
根
を
張
つ
た
、
何
庭
が
頂
上
や
ら
分
ら
ん
様
な
曲
が
車
窓
に

見
え
た
、
之
れ
が
多
良
嶽
で
あ
ら
う
ぎ
思
つ
て
居
た
が
、
後
で
考
へ
る
ざ
そ
れ
は
五
家
原
岳
ら
し
い
。
兎
に
角
こ
れ
に

一
度
登
っ
て
見
た
い
ご
考
へ
て
居
た
。
多
良
嶽
は
何
れ
の
方
面
よ
夕
も
登
れ
る
ｏ
北
は
鹿
島
の
話
徳
稀
利
又
は
嬉
野
温

泉
、
東
は
多
良
、
市
は
諌
早
町
、
西
は
大
村
町
よ
り
登
れ
る
、
其
外
に
も
多
く
登
路
が
あ
る
事
は
、
地
目
を
見
て
も
分

る
五
う
で
あ
る
が
、
鐵
道
滑
線
よ
り
登
る
に
は
、
西
の
方
大
村
町
よ
り
す
る
の
が
便
利
だ
。
即
ち
大
村
よ
り
少
し
北
じ

て
郡
川
に
活
ひ
、
東
に
折
れ
、
中
岳
、
黒
本
を
経
て
、
多
良
嶽
ざ
五
家
原
岳
ざ
の
鞍
部
に
登
る
道
を
採
る
の
で
あ
る
。

汽
車
が
諫
早
を
過
て
長
時
の
方
に
行
ぐ
時
、
後
方
に
見
え
る
花
大
な
る
山
の
最
高
騰
は
こ
の
五
家
原
番
の
一
〇
五
七
米

八
の
鶴
ら
し
い
ｏ
多
良
嶽
鮮
の
最
高
峰
な
る
経
ケ
岳

（
一
〇
七
五
米
六
）
は
、
錐
形
に
失
つ
て
居
つ
て
、
汽
車
が
大
村

町
に
入
る
前
に
、
東
に

一
寸
見
え
る
の
が
そ
れ
ら
し
い
ｏ
其
後
明
治
四
十
四
年
の
四
月

一
日
に
、
佐
世
保
で
軍
艦
筑
摩

の
進
水
工
事
の
際
、徹
花
し
た
翌
日
の
休
暇
を
利
用
し
、佐
世
保
を
出
立
し
て
午
前
七
時
年
に
松
原
鐸
に
下
車
し
た

（長

崎
織
大
村
同
幅
）。
僕
が
こ
ゝ
で
汽
車
を
下
り
た
の
は
、
次
し
て
順
路
で
は
な
い
の
で
、
只
物
好
に
直
線
的
の
通
路
を
採

っ
て
見
雄
ざ
し
た
文
の
事
で
あ
る
ｏ
松
原
澤
の
す
ぐ
南
の
踏
切
よ
り
東
に
坂
を
登
る
、
地
国
に
東
光
寺
ご
云
ふ
字
の
書

で
あ
る
邊
よ
り
、
前
面
に
方
つ
て
松
の
黒
シ
迄
に
繁
つ
た
回
錐
状
の
鉢
悠
山
を
仰
ぎ
、
其
南
麓
な
る
野
岳
に
達
す
る
。

こ
れ
よ
う
重
井
田
に
至
る
間
に
於
て
、
右
手
の
谷
間
に
裏
見
の
瀧
ざ
云
ふ
を
跛
下
す
る
こ
ざ
が
出
な
る
ｏ
瀧
の
水
量
は
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少
な
い
が
、
高
さ
は
相
営
に
あ
る
ｏ
瀧
壼
近
く
瀧
裏
に
岩
窟
が
あ
つ
て
、
其
中
に
は
二
三
の
人
が
英
産
を
敷
て
生
り
、

何
か
奔
ん
で
居
る
の
が
人
形
を
置
た
様
に
見
え
る
。
重
井
田
よ
り
坂
路
を
下
っ
て
筒
東
し
、
地
日
に
三
百
米
の
等
高
線

が
切
れ
て
居
る
邊
に
達
す
る

（
こ
れ
よ
う
熊
本
琥
諫
早
固
幅
に
移
る
）ｏ
そ
れ
よ
り
郡
岳
の
南
麓
を
通
る
小
さ
な
峠
を
越

へ
で
、
北
河
内
の
方

へ
Ｔ
る
ｏ
峠
の
頂
で
、
僕
の
行
手
を
横
切
つ
て
雑
木
林
中
に
姿
を
隠
し
た
獣
が
あ
る
、
ぎ
う
も
小

さ
い
野
猪
の
様
で
あ
る
の
で
、
大
分
山
ら
し
く
な
つ
た
こ
思
っ
た
が
、
峠
を
下
る
ざ
ス
少
し
人
家
が
あ
る
ｏ
こ
れ
で
は

野
猪
ざ
思
つ
た
の
が
逃
げ
た
豚
に
な
り
さ
う
だ
ｏ
北
河
内
迄
下
る
前
に
崖
を
南
に
下
り
て
、
大
村
よ
り
黒
本
に
通
す
る

本
道
へ
出
た
ｏ
此
道
は
可
な
り
よ
い
道
で
あ
る
が
、
夫
れ
は
黒
木
迄
で
、
そ
れ
か
ら
先
は
ス
細
後
こ
な
る
ｏ
里
（本
を
過

て
東
の
谷
に
入
る
ざ
立
派
な
杉
林
が
あ
る
ｏ
此
邊
の
杉
材
は
、
此
地
方
で
の
良
材
で
あ
る
ざ
云
ふ
話
だ
。
杉
林
の
蓋
る

ざ
こ
ろ
で
細
征
を
左
に
入
る
ざ
、
潤
葉
樹
針
葉
樹
の
混
つ
た
天
然
林
ざ
な
り
、
通
も
急
に
な
る
ｏ
こ
れ
か
ら
四
百
米
許

り
の
登
り
は
、
可
な
り
急
で
、
面
白
く
は
な
い
が
曲
ら
し
い
氣
分
に
な
れ
る
ｏ
漸
ぐ
に
し
て
鞍
部
迄
登
り
切
る
こ
、
前

面
は
急
に
開
け
て
、
一
面
茅
の
草
斜
面
ざ
な
る
ｏ
尭
庭
に
て
東
南
に
温
泉
嶽
を
展
望
し
得
る
筈
で
あ
る
が
、
相
愴
売
方
面

は
霧
で
何
も
見
え
す
、
僅
に
有
明
海
の
諌
早
の
入
江
の
一
部
が
厳
下
さ
れ
る
の
み
で
、
愛
津
森
山
邊
の
海
中
埋
立
地
が

緑
色
に
輝
い
て
居
る
の
が
特
に
目
立
っ
許
り
で
あ
つ
た
ｏ
小
憩
し
て
居
る
間
に
霧
は
益
々
廣
が
つ
て
、
全
く
限
界
を
閉

し
、
雨
が
ぼ
つ
ノ
ヽ
や
つ
て
来
た
ｏ
急
い
で
小
征
を
東
し
て
、
金
泉
寺
の
庫
程
に
着
た
頃
に
は
、
雨
も
大
分
烈
じ
く
な

っ
て
来
た
。
Ｔ
度
午
後

一
時
で
あ
つ
た
ｏ
此
日
の
中
に
経
ケ
岳
迄
登
つ
て
水
る
ざ
云
ふ
豫
定
が
之
れ
で
駄
目
に
な
つ
た
ｏ

金
泉
寺
は
大
分
荒
康
し
た
寺
で
あ
っ
て
、
和
筒
ざ
若
信
ざ
寺
男
の
三
人
が
住
ん
で
居
る
ｏ

一
夜
の
宿
を
頼
ん
で
内
に
入

り
、
慮
を
国
ん
で
い
ろ
ノ
ヽ
話
を
聞
い
た
ｏ
庫
在
の
茅
葺
屋
根
の
一
部
に
は
、
大
穴
が
開
て
居
て
雨
が
盛
ん
に
漏
る
。

夕
前
を
す
ま
し
て

（勿
論
錐
詰
を
開
く
必
要
が
あ
る
）
い
ざ
寝
る
段
に
な
る
ざ
驚
た
、
貸
し
て
く
わ
た
布
図
は
只

一
枚

で
、
然
も
葬
式
の
時
に
死
人
に
掛
け
た
も
の
ら
し
く
、
自
地
に
南
無
阿
爾
陀
佛
ゞ
筆
大
に
書
い
て
あ
る
布
圏
だ
。
板
の

間
に
英
産

一
枚
敷
て
、
其
上
に
光
布
囲
を
引
か
ぶ
り
、
屋
根
の
穴
か
ら
塞
を
見
な
が
ら
穀
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

◎
九
州
の
山
や
　
　
八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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年 二 十 第

◎
九
州
の
山
や
　
　
八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

ノ
ン
ト
の
中
の
這
松
の
香
り
高
き
ベ
ッ
ト
の
方
が
い
く
ら
よ
い
か
分
ら
ぬ
、
和
筒
や
若
信
は
ぎ
う
か
に
見
る
ざ
、
之
れ

は
叉
普
通
の
夜
具
を
三
四
枚
も
重
ね
て
、
ぬ
く
ノ
ヽ
こ
寝
て
御
生
る
ｏ
死
ん
だ
氣
に
な
つ
て
佛
の
布
図
を
引
掛
け
、
枕

元
の
豆
洋
燈
を
吹
清
す
ざ
何
庭
か
ら
ざ
も
な
く
其
邊
を
ご
そ
ノ
ヽ
這
ひ
回
る
も
の
が
あ
る
、
追
々
ざ
走
り
回
る
様
に
な

り
、
敷
も
澤
山
に
な
つ
て
キ
ッ
キ
ッ
チ
ュ
チ
ュ
等
ざ
叫
ん
で
、
僕
の
腹
の
上
で
運
動
會
を
始
め
た
ｏ
し
ま
ひ
に
は
元
本

厚
か
ら
ぬ
此
顔
の
上
へ
土
足
で
踏
込
む
様
に
な
つ
た
ｏ
鼠
の
足
の
冷
た
い
事
は
此
日
初
め
て
質
成
し
た
。
い
や
賞
に
驚

た
。
鼻
で
も
噛
ら
れ
て
は
高
か
ら
ぬ
奴
が
憂
な
し
ざ
な
る
か
ら
、
上
を
得
す
枕
元
の
豆
洋
燈
を
つ
け
放
し
に
し
て
寝
た

が
、
少
し
晴
い
足
元
の
方
な
ご
で
は
盛
に
荒
れ
る
ｏ
晴
い
方
か
ら
僕
の
般
顔
を
窺
き
に
末

ヽ
る
奴
が
居
る
ｏ
ざ
う
どヽ
ヽ
ま

ん
じ
り
ざ
も
せ
ず
ま
た
此
花
も
徹
花
だ
。

五
月
三
日
も
相
愛
ら
ず
雨
で
あ
つ
た
ｏ
四
面
霧
で
何
も
見
え
な
い
。
午
前
九
時
迄
模
様
を
見
た
が
「
止
み
さ
う
も
な

い
の
で
経
ケ
岳
登
り
は
い
よ
′
ヽ
断
念
し
、
多
良
嶽
紳
祗
丈
に
行
く
こ
ざ
に
し
た
。
雨
の
小
止
み
を
見
て
庫
裡
を
出
で

少
し
く
東
北
に
進
む
。
此
道
は
可
な
り
廣
く
て
よ
く
分
る
ｏ
や
が
て
天
然
石
を
重
ね
た
石
段
の
様
な
急
坂
を
登
る
、

通ヽ

る
事
甚
し
い
。
漸
ぐ
に
し
て
多
良
嶽
紳
赴
の
あ
る
頂
に
達
し
た
。
紳
離
は
木
造
で
木
棚
を
廻
ら
し
、
小
じ
ん
ま
り
ざ
し

た
可
な
り
立
派
な
結
構
で
あ
る
ｏ
地
国
で
見
る
ざ
、此
東
に
九
八
二
米
七
ざ
云
ふ
多
良
嶽
の
三
角
識
が
あ
る
ら
し
い
が
、

霧
で
何
も
見
え
な
い
ｏ
途
に
何
等
の
展
望
も
得
す
し
て
、元
の
道
を
金
泉
寺
迄
反
り
、預
け
て
置
た
ソ
ニ
ッ
ク
ザ
ッ
タ
を

引
か
つ
い
で
ゝ
ボ
ツ
′
ヽ
降
つ
て
ゐ
る
雨
中
を
昨
日
登
つ
て
木
た
鞍
部
迄
引
屯
牝
、
道
を
南
に
取
り
、
五
家
原
岳
の
東

面
に
掛
っ
て
、
雑
木
林
中
に
小
征
を
求
め
て
佛
の
辻
ま
で
来
た
。
そ
れ
か
ら
片
木
に
出
で
諫
早
に
下
る
豫
定
で
あ
つ
た

が
、
佛
の
辻
の
北
に
あ
る
小
径
の
分
岐
鷺
で
、
片
方
の
方
へ
下
る
小
雀
が
餘
り
に
木
が
繁
つ
て
居
つ
て
通
行
困
難
で
あ

っ
た
か
ら
、
東
に
分
岐
す
る
征
の
易
き
に
就
た
の
が
誤
で
、
途
に
小
江
村
の
方
に
下
り
る
様
な
事
に
な
つ
た
ｏ
道
を
暫

で
行
ぐ
ざ
尾
根
が
常
に
左
手
に
あ
る
の
で
、
氣
が
つ
い
た
が
引
返
す
の
も
面
倒
だ
か
ら
、
其
ま
ゝ
大
速
力

で
走

♭
Ｔ

つ
た
。
天
氣
な
ら
ば
勿
論
こ
ん
な
誤
を
す
る
場
所
で
は
な
い
の
だ
ｏ
暫
ぐ
下
る
ざ
雑
木
林
は
盤
き
て
、
芽
草
の
斜
面
こ

(300)



山岳

な
り
、
天
侯
も
追
々
Ｅ
回
復
し
て
木
て
、
有
明
潜
が
下
に
見
え
る
様
に
な
つ
て
な
た
ｏ
地
国
で
見
る
ざ
丁
度
小
江
村
ざ

云
ふ
字
の
あ
る
東
を
南
北
に
通
つ
て
居
る
貼
線
の
小
径
を
下
つ
た
の
で
あ
る
が
、
之
れ
が
可
な
り
長
ぐ
威
じ
た
、
い
や

な
道
で
あ
つ
た
ｏ
漸
く
に
し
て
東
宇
戸
に
下
り
、
横
峰
を
通
つ
て
小
江
の
海
岸
の
大
道
へ
出
た
ｏ
こ
れ
か
ら
諌
早
迄
李

地
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
ん
か
ざ
思
つ
て
、
い
や
ノ
ヽ
乍
ら
行
く
ざ
、
猿
崎
に
て
後
よ
り
が
た
馬
車
が
走
つ
て
来
た
の
で
、

天
の
助
こ
こ
れ
に
飛
乗
つ
て
諌
早
の
停
車
場
迄
馳
け
着
け
、
午
後
二
時
の
汽
車
で
婦
る
こ
こ
が
出
木
た
ｏ

北
郡
岳
よ
り
南
五
家
原
岳
に
至
る
花
大
な
る
多
良
嶽
群
の
山
容
は
長
崎
線
大
草
畔
邊
に
て
、
大
村
彎
の
彼
方
に
望
み

得
る
偉
観
で
あ
る
ｏ
天
草
洋
上
よ
り
之
を
望
む
も
、
温
泉
、
多
良
、
八
郎
の
三
山
は
、
肥
前
年
島
に
於
け
る
三
秀
峰
な

る
こ
ど
を
肯
か
し
め
る
、
而
し
僕
に
は
多
良
は
睡
い
山
だ
ざ
云
ふ
戚
じ
が
未
だ
に
残
つ
て
居
る
ｏ

天
　
　
　
　
　
山

佐
賀
の
邊
を
汽
車
で
通
る
ざ
、
北
に
並
ん
で
ゐ
る
山
々
の
画
に
、
象
の
握
た
様
な
形
を
し
た

一
き
わ
高
い
秀
山
が
見
　
⇒

え
る
、
こ
れ
が
が
ガ
の
天
山
で
あ
る
ｏ
明
治
四
十
四
年
五
月
六
日
午
前
七
時
年
の
汽
車
で
佐
世
保
を
出
螢
し
、
佐
賀
の
　
゛

一
っ
手
前
の
畔
久
保
田
で
唐
津
行
の
列
車
に
乗
換

へ
、
十
時
に
小
城
の
停
車
場
に
下
革
し
た

（熊
本
琥
武
雄
同
幅
）。
停

車
場
の
す
ぐ
近
ぐ
に
櫻
ケ
岡
公
園
ざ
云
ふ
の
が
あ
る
ｏ
泉
水
築
山
の
有
様
風
雅
で
中
々
よ
い
庭
で
あ
る
ｏ
公
園
の
北
を

東
西
に
通
す
る
大
通
を
西
に
進
む
こ
ざ
十
餘
町
で
、
出
分
ざ
地
固
に
書
て
あ
る
邊
に
、
道
の
右
側
に
小
學
校
が
あ
る
、

其
先
の
小
川
に
架
し
た
橋
を
渡
つ
て
、
小
川
に
浩
て
小
径
を
右
に
曲
り
、
上
流
の
方
に
進
み
、
晴
氣
よ
り
寒
氣
〓
云
ふ

方
に
登
つ
て
行
く
。
本
山
の
権
現
さ
ま
の
石
垣
の
下
を
廻
つ
て
、
面
に
進
む
ざ
径
が
漸
く
急
に
な
る
ｏ
此
坂
を
登
り
切

る
ざ
石
釜
山
の
鞍
部
に
出
る
が
、
此
邊
は
松
や
杉
の
森
が
あ
つ
て
、
可
な
り
心
地
の
よ
い
道
で
あ
る
ｏ
之
を
少
し
下
る

ざ
川
内
ざ
云
ふ

一
寒
村
に
出
る
ｏ
此
所
よ
り
地
国
の
北
の
方
九
六
〇
米
等
高
線
の
切
に
て
居
る
邊
に
通
す
る
、
黙
線
で

示
し
た
小
径
を
登
る
の
で
あ
る
が
、
少
し
登
る
ざ
山
は
茅
草
の
生

へ
た
禿
山
ざ
な
る
ｏ
此
邊
は
ざ
こ
を
登
つ
て
も
差
支

は
な
い
。
僕
は
展
望
を
得
る
篤
に
、
地
国
に
六
五
四
米
ざ
あ
る
地
貼
の
少
し
北
へ
登
つ
て
行
つ
た
ｏ
南
の
方
は

一
面
に
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六

佐
賀
の
李
野
の
水
田
が
光
っ
て
見
え
ゝ
其
中
に
佐
賀
の
町
が
燐
寸
箱
を
並
べ
た
様
に
見
え
る
ｏ
筑
後
川
の
堤
防
も
其
並

木
が
黒
ぐ
繁
つ
て
、
長
蛇
の
如
く
っ
ヽ
い
て
居
る
の
で
よ
く
分
る
ｏ
有
明
麟
は
薄
鼠
色
に
霞
ん
で
、
遠
方
は
雲
畑
漢
々

で
あ
る
ｏ
天
山
の
頂
に
は
い
つ
の
間
に
か
雲
が
飛
ん
で
居
る
の
で
、
あ
ま
り
道
草
を
食
ふ
事
は
や
め
に
し
て
、
北
の
方

地
圏
に
水
溜
り
の
記
琥
あ
る
貼
を
指
し
て
登
り
、
之
ね
を
登
り
つ
め
る
ざ

（小
倉
競
演
崎
団
幅
に
移
る
）
、
通
は
天
山
の

最
高
騰
を
右
に
見
て
北
に
下
る
様
に
な
る
か
ら
、
此
邊
で
草
原
の
中
を
最
高
織
を
目
掛
け
て
登
っ
た
。
頂
上
の
三
角
踏

に
着
た
の
は
午
後

一
時
年
で
あ
る
ｏ
豊
食
し
て
居
る
間
に
塞
が
可
な
り
曇
つ
て
末
て
、雨
が
パ
ラ
ノ
、
こ
や
つ
て
来
た
。

展
奥
が
き
か
な
い
か
ら
豫
期
し
て
行
っ
た
唐
津
潜
も
見
え
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
午
後
二
時
に
三
角
織
を
出
登
し
て
、
異

東
に
向
つ
て
尾
根
を
憾
ひ
出
し
た
ｏ
尾
根
は
不
で
、
歩
行
極
め
て
安
業
で
あ
る
が
、
丁
度
此
時
僕
の
頭
上
に
営
っ
て
雲

の
中
に
翼
を
張
り
乍
ら
孟
有
が

一
翡
地
上
を
窺
ひ
つ
ゝ
輪
を
書
い
て
居
ち
の
を
残
見
し
た
ｏ
何
だ
か
今
に
も
ボ
ノン
グ
ラ

ネ
で
飛
下
り
て
本
て
、
頭
を

コ
ツ
ン
ざ
見
舞
ひ
さ
う
な
氣
が
し
て
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
杖
を
打
振
う
虚
勢
を
示
し
て
、
急
い
　
の

で
尾
根
を
東
に
走
つ
た
ｏ
地
国
の
八
〇
〇
米
等
高
線
の
あ
る
邊

へ
な
る
ざ
尾
根
が
急
に
下
り
始
め
、
岩
が
表
は
れ
て
下

゛

り
悪
く
な
つ
て
来
た
。
丁
度
此
邊
に
西
北
よ
り
此
尾
根
を
登
っ
て
来
る
小
径
が
あ
つ
た
の
で
そ
ね
を
下
り
、
天
山
の
具

北
よ
り
東
北
に
向
つ
て
市
川
の
方
向
に
流
る
ゝ
小
川
に
浩
ふ
て
夏
に
東
北
に
下
り
市
川
の
方
に
達
し
た
。
此
邊
の
山
の

斜
面
に
は
、
石
垣
を
築
い
て
田
畑
が
開
墾
し
て
あ
る
が
、斜
面
が
急
で
石
垣
が
高
く
、
之
を
飛
下
り
る
の
が
可
な
り
足
に

ち
や
　
　
な

こ
た
へ
た
。
市
川
よ
り
東
に
向
つ
て
芭
の
本
を
通
い
、
古
湯
の
少
し
下
で
川
上
川
が
東
に
屈
折
す
る
地
鷺
に
下
つ
て
行

っ
た
。
島
所
に
は
川
上
川
を
横
切
っ
て
水
力
電
気
の
堰
堤
が
設
け
て
あ
る
ｏ
此
川
は
水
量
も
多
く
旦
つ
清
麗
で
、
谷
川

ら
し
い
心
地
の
よ
い
川
で
あ
る
ｏ
古
湯
に
は
温
泉
が
あ
つ
て
、此
地
方
で

一
寸
名
の
あ
る
湯
泉
場
で
あ
る
が
、明
日
の
行

ゆ
　
ば
ろ

程
を
急
ぐ
の
で
古
湯
に
は
行
か
ず
、
川
上
川
の
南
岸
の
大
道
を
東
に
Ｔ
つ
て
湯
原
に
到
着
し
た
の
が
午
後
五
時
年
で
あ

っ
た
。
東
屋
ざ
云
ふ
に
宿
を
取
つ
た
。
湯
原
も
温
泉
が
あ
る
が
、餞
湯
式
の
共
同
浴
場
で
湯
が
温
い
、大
浴
槽
の
側
に
小

浴
槽
が
あ
り
、
其
湯
を
火
を
焚
て
温
度
を
高
め
て
あ
る
ｏ
小
浴
槽
は
湯
の
量
が
少
く
て
甚
だ
不
潔
だ
。
浴
客
は
始
め
大
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浴
槽
の
温
湯
に
浸
り
、
上
る
時
に
小
浴
稽
に
入
つ
て
曖
を
取
り
、
又
大
浴
槽
に
浸
つ
て
身
睡
を
清
め
て
出
る
ざ
云
ふ
辞

に
な
つ
て
居
る
ｏ

天
山
の
話
の
つ
い
で
に
附
加
へ
て
置
く
の
は
、
高
頭
氏
の
日
本
山
岳
志
を
見
る
ざ
ゝ
天
山
に
清
水
瀧
Ｅ
云
ふ
の
が
あ

る
。
そ
れ
は
小
城
町
よ
り
道
を
東
北
に
取
つ
て
永
泉
寺
を
通
り
、
彦
岳
の
麓
の
清
水
幌
音
ざ
云
ふ
に
行
く
ざ
小
さ
い
瀧

が
あ
る
が
、
恐
ら
ぐ
そ
れ
の
事
だ
ら

，
ご
思
ふ
。
此
地
に
は
其
年
の
秋
、
博
多
よ
り
唐
津
に
至
る
九
州
の
北
海
岸
を
歩

い
て
見
た
婦
り
に
、
小
閑
を
得
て
遊
に
行
つ
て
見
た
。
小
城
で
閑
が
あ
る
時
は
、
遊
に
行
つ
て
見
て
も
よ
い
所
だ
ざ
思

ふ
ｏ

脊

振

山

　

　

　

　

　

　

　

　

さ
…

湯
原
の
宿
を
朝
五
時
牛
に
出
職
し
、川
上
川
の
北
岸
に
渡
つ
て
東
に
進
ん
だ
（小
倉
琥
脊
振
山
固
幅
に
移
る
）ｏ
三
段
田

に
て
川
上
川
ざ
別
れ
、
東
北
に
折
れ
て
鳥
物
院
、
腹
悠
、
龍
作
、
久
保
山
等
を
経
て
、
脊
振
由
に
向
つ
た
。
地
日
を
見

る
こ
此
邊
は
小
丘
が
起
伏
し
て
居
っ
て
、
歩
き
悪
ぐ
さ
う
だ
が
、
通
は
案
外
不
坦
で
、
何
等
困
難
は
な
い
、
従
っ
て
面

白
床
も
な
い
。
久
保
山
の
脊
振
紳
蔵
の
先
の
方
で
、
紳
離
の
御
祭
の
た
め
に
奥
宮
に
登
る
山
路
を
手
入
す
る
村
人
達
こ

一
所
に
な
つ
た
の
で
、
話
な
が
ら
登
つ
た
。
道
は
甚
だ
立
派
な
む
の
で
、
極
め
て
業
で
あ
る
ｏ
地
団
に
二
重
鷺
線
で
示

し
て
あ
る
道
が
そ
れ
で
あ
る
ｏ
登
路
の
邊
は
潤
棄
樹
が
相
営
に
繁
つ
て
心
地
が
よ
い
ｏ
日
本
山
岳
志
を
見
る
Ｅ

「
此
山

は
中
古
よ
り
只
管
佛
地
ざ
な
れ
り
」
ざ
あ
る
が
、
山
の
尾
根
に
達
し
て
北
に
頂
上
に
向
ふ
邊
に
は
、
所
々
に
石
に
刻
ん

だ
佛
像
が
残
つ
て
居
る
。
頂
上
に
近
く
な
る
ざ
樹
木
の
光
も
低
ぐ
な
つ
て
、
薄
赴
の
立
派
な
石
盤
や
石
段
が
始
ま
る
。

頂
上
に
達
し
た
の
は
午
前
十
時
年
で
あ
つ
た
。
紳
甦
は
石
造
で
石
の
玉
垣
を
廻
ら
し
、
石
造
ざ
し
て
は
結
構
も
大
き
く

立
派
な
も
の
で
あ
る
ｏ
紳
就
の
す
ぐ
側
の
三
角
織
に
立
て
ば
、
四
塁
裕
達
で
あ
る
ｏ
特
に
北
望
が
よ
ろ
し
い
、立
海
灘
、

博
多
、
薦
岡
は
す
ぐ
目
の
下
に
見
え
、
志
賀
の
島
海
中
道
の
奇
も
、
地
岡
を
獲
げ
た
様
で
あ
る
ｏ
東
に
は
筑
紫
曲
塊
の

山
々
起
伏
し
、
西
北
に
は
此
山
の
脈
が
少
し
く
低
下
し
て
、
鬼
ケ
鼻
、
金
山
、
雷
山
ざ
婉
興
ざ
し
て
連
つ
て
ゐ
る
。
村
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一
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人
は
こ
ゝ
よ
り
之
等
を
縦
走
す
る
こ
こ
が
出
木
る
こ
云
ふ
た
ｏ
十
一
時
年
に
頂
上
を
辞
し
、
登
つ
て
来
た
尾
根
を
少
し

く
戻
り
、
小
径
を
東
に
折
れ
て
板
屋
に
下
り
た
”
此
方
の
下
り
は
少
し
急
で
道
も
あ
ま
り
漱
К
な
い
ｏ
板
屋
よ
り
小
川

の
西
岸
に
浩
て
南
し
、
小
河
内
、
七
曲
峠
、
古
田
原
、
俊
部
を
通
過
し
て
、
午
後
三
時
竿
中
療
の
停
車
場
に
出
で
、
汽

車
で
西
に
蹄
っ
た
。

虚
　
杢

蔵
　
山

汽
車
が
長
崎
線
の
川
棚
澤
に
近
づ
く
頃
よ
り
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ノソ
ン
に
似
た
一
奇
峰
を
車
窓
に
望
む
こ
こ
が
出
来
る
ｏ

大
村
潜
の
岸
の
曲
打
に
浩
ふ
て
鐵
路
が
う
誨
つ
て
居
る
の
で
、

現
綺
韓
韓
忽
に
し
て
右
の
車
窓
に
忽
に
ｔ
て
左
の
車
窓

に
現
は
れ
る
ｏ
地
目
を
見
る
ご

（長
崎
琥
彼
杵
日
幅
）
こ
れ
は
虚
杢
蔵
山
Ｅ
云
ふ
六
〇
八
米
の
小
丘
に
過
ぎ
な
い
が
、

其
奇
峰
ざ
大
村
港
の
展
望
を
恣
に
す
る
こ
ざ
が
出
来
さ
う
な
こ
Ｅ
ゝ
が
ゝ
登
山
の
動
機
ざ
な
つ
て
、
明
治
四
十
四
年
五

月
十
八
日
の
日
曜
散
歩
に
、佐
世
保
を
出
螢
し
て
川
棚
降
に
下
車
し
た
。
道
順
か
ら
云
ふ
ざ
川
棚
川
に
滑
て
北
に
進
み
、

石
本
よ
う
右
折
し
て
木
場
川
を
湖
う
、
木
場
よ
り
登
る
が
順
営
で
あ
る
こ
は
思
つ
た
が
、
大
村
海
の
展
望
を
得
な
が
ら

登
り
た
い
の
で
、
川
棚
罪
の
東
北
に
あ
る
岩
立
の
溜
池
か
ら
、
具
東
に
高
見
岳
の
尾
根
を
登
る
こ
こ
に
し
た
ｏ
登
る
に

従
つ
て
大
村
彎
の
長
打
曲
浦
が
日
の
下
に
展
開
し
、
針
尾
島
、
西
彼
杵
の
小
丘
も
追
々
ざ
低
く
見
え
出
し
て
来
た
ｏ
高

見
岳
の
画
南
な
る
五
０
０
米
六
な
る
三
角
鷲
の
あ
る
突
起
の
北
側
を
通
過
し
て
ゝ
高
見
岳
に
登
つ
た
ｏ
此
邊
は
草
山
で

あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
通
過
出
来
る
ｏ
足
元
よ
り
雉
が
一
笏
飛
出
し
て
僕
を
驚
し
た
外
、
下
の
方
を
馬
を
曳
な
が
ら
馬

子
が
街
へ
煙
管
で
通
つ
て
行
く
等
、
長
閉
な
る
春
の
山
で
あ
る
ｏ
高
見
岳
よ
り
具
北
に
虚
杢
蔵
迄
走
る
尾
根
を
悔
つ
て

見
た
が
、
雨
丘
の
鞍
部
か
ら
先
は
、
切
明
が
雑
木
林
の
繁
茂
し
た
申
に
没
し
て
、
通
過
困
難
に
な
つ
て
来
た
。
蜘
蛛
の

巣
に
無
晴
ご
引
か
ゝ
る
の
で
や
り
切
れ
な
い
。
西
洋
帰
人
の
様
に
顔
に
網
を
張
っ
て
突
進
し
た
が
、
途
に
降
参
し
て
元

の
鞍
部
迄
引
か
へ
し
、
岩
屋
の
方
向
に
少
し
ぐ
小
径
を
西
に
下
っ
て
右
折
し
「
夏
に
東
北
に
小
征
を
登
つ
て
尾
根
の
上

に
出
で
、
蜘
蛛
の
巣
の
難
を
避
け
た
。
そ
れ
よ
り
又
尾
根
偉
ひ
に
雑
木
林
を
分
け
て
、
虚
塞
蔵
に
突
進
し
た
さ
こ
ろ
、

Ａ
Ｕ

ｏ
０



山岳

ざ
う
ノ
ヽ

マ
ッ
タ
ー
ホ
χ
ン
の
実
頭
巌
の
直
下
に
突
営
っ
た
、
絶
壁
で
ざ
う
見
て
も
登
れ
な
い
、
右
に
左
に
岩
を
廻
る

工
夫
を
し
た
が
ざ
う
し
て
も
い
け
な
い
、
そ
こ
で
少
し
ぐ
後
へ
戻
っ
て
比
較
的
通
行
し
易
い
邊
を
求
め
て
、
右
即
ち
東

の
方
に
迂
廻
し
て
見
た
が
、　
一
度
下
つ
て
又
少
し
上
り
、　
一
つ
の
尾
根
を
越
す
ご
何
ん
だ
か
無
晴
ざ
下
り
出
し
て
、
岩

へ
の
登
り
日
は
見
営
ら
ず
、
ざ
ラ
ノ
ヽ
長
野
ざ
云
ふ
に
下
り
て
し
ま
つ
た
ｏ
百
姓
家
で
茶
を
も
ら
ひ
、
辮
営
を
不
げ

′
な

が
ら
話
を
聞
ぐ
ざ
ゝ
や
は
う
・初
の
考
通
り
で
、
此
岩
へ
は
北
の
方
よ
り
登
る
日
が
あ
る
許
り
で
、
岩
の
上
は
狭
い
が
，

大
村
書
の
展
望
は
特
に
よ
い
ざ
云
ふ
こ
ざ
で
あ
っ
た
。
長
野
よ
り
登
り
直
さ
う
こ
も
考
へ
た
が
、
汽
車
の
時
間
も
あ
る

し
、
佐
世
保
の
近
く
で
も
あ
る
か
ら
、
再
遊
を
期
し
て
其
儘
皿
屋
谷
ゝ
牛
ケ
岳
、
鬼
木
、
井
石
、
波
佐
見
を
経
て
有
田

に
出
で
、
汽
車
で
掃
つ
た
。
其
後
此
山
の
東
に
あ
る
嬉
野
温
泉
に
遊
に
行
ぐ
篤
に
、
此
山
の
東
北
、
東
南
を
三
度
程
通

行
し
た
が
、
ざ
う
′
ヽ
此
岩
に
は
登
る
機
會
な
く
過
去
つ
て
し
ま
つ
た
ｏ

賓

　

満

　

山

僕
が
此
山
を
始
め
て
塁
ん
だ
の
は
、
明
治
汁
七
年
の
四
月
で
あ
る
ｏ
東
京
か
ら
わ
ぎ
′
ヽ
耶
馬
漢
見
物
に
出
掛
け
、

筑
後
川
を
用
で
下
つ
て
、
蹄
り
に
二
日
市
の
天
満
宮
に
御
詣
り
を
し
た
時
、
附
近
の
山
々
に
比
し
て
、

一
き
は
黒
く
立

本
の
繁
っ
て
居
る
俊
秀
な
姿
を
し
た
此
山
を
院
ん
で
置
た
の
で
あ
る
ｏ
明
治
四
十
四
年
の
七
月
十
七
日
に
長
崎
の
ョ
重

沖
で
、
駆
逐
艦
山
風
の
運
韓
を
や
つ
て
、
散
々
海
を
荒
れ
廻
っ
た
あ
げ
く
、八
幡
の
製
鐵
所
に
行
く
用
が
出
来
た
の
で
、

其
花
十

一
時
年
の
汽
車
で
長
崎
を
出
残
し
、笙
朝
早
く
二
日
市
澤
に
下
車
し
た
ｏ
あ
ま
り
早
い
の
で
馬
車
も
何
も
な
い
０

止
む
な
く
天
紳
様
迄
歩
ん
で
行
つ
た

（小
倉
琥
太
宰
府
固
幅
）。
天
棘
様
の
赴
に
向
つ
て
左
側
の
太
宰
府
の
細
い
町
を
北

に
進
む
。
町
は
づ
れ
か
ら
東
に
折
れ
て
小
流
を
渡
♭
、
少
し
く
登
る
こ
寵
門
紳
甦
に
達
す
る
ｏ
紳
主
様
が
滉
き
水
で
朝

の
み
そ
ぎ
を
し
て
居
る
裸
器
の
こ
こ
ろ
を
捕

へ
て
、
い
ろ
ノ
ヽ
話
を
聞
い
た
り
道
を
教
へ
て
貰
っ
た
。
紳
甦
の
横
手
か

ら
す
ぐ
に
登
り
始
め
、
小
征
を
東
北
に
進
む
ざ
、
暫
く
に
し
て
右
下
の
方
に
溜
池
を
望
む
。
其
少
し
く
先
に
石
の
大
鳥

居
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
ぐ
ヽ
つ
て
行
ぐ
ざ
道
は
追
々
急
に
な
つ
て
、
針
葉
樹
の
よ
ぐ
繁
つ
た
林
の
中
を
穿
つ
こ
こ
な

０
九
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年 三 十 第

◎
九
州
の
山
々
　
　
八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

る
ｏ
九
折
し
て
東
の
方
に
登
る
ざ
や
が
て
賓
満
山
の
尾
根
に
達
し
、
征
が
少
し
く
北
に
折
れ
る
ｏ
こ
れ
よ
り
上
は
所
々

に
岩
が
露
出
し
て
居
つ
て
、
崖
の
所
に
は
鎖
が
下
げ
て
あ
る
が
、
崖
を
避
け
て
側
の
木
の
根
が
段
の
様
に
な
つ
て
居
る

所
を
登
れ
ば
、
鎖
な
ぎ
に
御
厄
介
に
な
ら
な
ぐ
ざ
も
よ
い
。
之
れ
を
登
り
つ
め
る
こ
上
に
平
な
大
磐
石
が
あ
つ
て
、
其

上
に
竃
門
紳
祗
の
奥
宮
が
あ
る
ｏ
木
造
の
可
な
り
大
き
な
結
構
で
、
雨
風
避
け
の
板
国
が
し
て
あ
る
ｏ
諄
祗
の
邊
は
比

較
的
南
望
が
開
け
て
ゐ
る
丈
で
、
展
望
の
識
に
於
て
は
あ
ま
り
勝
れ
た
も
の
で
は
な
い
ｏ
賓
満
山
の
最
高
難
は
、
紳
甦

よ
う
東
北
に
少
し
く
登
つ
た
所
に
あ
つ
て
、
立
派
な
石
塔
が

一
つ
立
っ
て
居
る
ｏ
日
本
山
岳
志
に
擦
る
ざ
ゝ
佛
頂
山
〓

云
ふ
の
が
あ
つ
て
、「竃
門
山
奥
の
院
ご
稀
す
る
開
山
心
蓮
上
人
が
墓
山
頂
に
あ
り
」
こ
あ
る
か
ら
、
費
満
山
こ
云
ふ
の

は
紳
蔵
の
あ
る
所
を
云
ふ
の
で
、
最
高
鮎
即
ち
地
国
に
八
六
八
米
七
こ
あ
る
三
角
貼
の
あ
る
所
は
、
佛
頂
山
ざ
云
ム
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
聞
ぐ
人
も
居
な
い
の
で
、
其
儘
尾
根
を
少
し
下
っ
て
三
郡
山
の
方
に
進
ん
だ
。

〓一
　
郡
　
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鴫

地
固
を
見
る
ざ
左
手
の
谷
に
難
所
ケ
瀑
ざ
云
ふ
の
が
あ
る
が
、
尾
根
か
ら
は
木
が
繁
つ
て
居
る
の
で
見
え
な
い
。
此
　
゛

邊
よ
り
三
郡
山
の
頂
迄
の
尾
根
は
、芽
草
の
生
え
た
緩
慢
な
る
登
り
で
、
左
右
に
見
晴
し
が
あ
つ
て
心
地
の
よ
い
登
り
道

で
あ
る
ｏ
地
国
に
頭
巾
山
ざ
云
ふ
の
が
あ
る
が
、
只
漠
然
た
る
九
い
高
ま
り
で
、
特
に
名
を
つ
け
る
の
は
ざ
う
か
〓
思

ふ
様
な
山
で
あ
る
ｏ
三
郡
山
の
頂
は
此
邊
で
の
最
高
釉
で
、南
北
に
細
長
く
な
つ
て
居
る
。
筑
豊
友
田
地
方
、英
彦
山
、

甘
木
地
方
、
一職
岡
、
博
多
方
面
の
展
望
が
得
ら
れ
る
ｏ
山
頂
に
て
舞
営
を
不
げ
、
暫
時
体
憩
の
後
、
東
の
方
山
口
に
降

る
地
国
に
識
線
で
示
し
た
雀
を
求
め
た
が
、
雑
木
が
繁
つ
て
見
営
ら
な
い
ｏ
そ
こ
で
東
南
の
尾
根
を
郡
界
線
に
溜
て
タ

し
ぐ
下
り
、雑
木
林
中
比
較
的
通
行
し
易
い
場
所
を
山
日
の
方
向
に
が
さ
′
ヽ
下
る
こ
、四
百
米
の
等
高
線
の
邊
に
て

，

地
日
に
示
し
て
あ
る
山
頂
よ
り
山
口
に
通
す
る
小
征
に
出
會
つ
た
ｏ
こ
れ
を
走
り
下
つ
て
山
口
の
大
道
に
合
し
て
か
ら

は
、
不
路
坦
々
、
元
吉
、
長
尾
、
豆
田
ゝ
天
道
ざ
通
過
し
て
、
飯
塚
の
停
車
場
に
出
で
、
汽
車
で
八
幡
に
向
つ
た
ｏ

温
　
　
泉
　
　
岳



燿J岳

肥
前
年
島
の
盟
主
温
泉
岳
は
、
之
れ
を
熊
本
線
の
車
窓
に
望
む
も
、
天
草
洋
上
よ
り
望
む
も
、
其
厳
然
た
る
ド
ー
ム

の
如
き
山
容
は
、
質
に
西
海
の
重
鎮
た
る
名
に
背
か
ぎ
る
も
の
な
る
を
思
は
じ
め
る
ｏ
明
治
四
十
四
年
十
月
十
五
日
ゝ

此
ド
ー
ム
に
参
籠
す
べ
き
時
機
が
来
た
。
朝
五
時
五
十
分
の
汽
車
で
佐
世
保
を
出
晏
し
、諫
早
で
島
原
鐵
道
に
乗
換

へ
、

九
時
に
愛
野
村
に
着
た

（熊
本
脱
小
演
固
幅
）。
今
日
で
は
此
鐵
道
は
島
原
迄
行
つ
て
居
る
さ
う
で
あ
る
が
、
営
時
は
此

愛
野
が
維
難
で
あ
つ
た
。
愛
津
を
経
て
大
道
を
東
南
に
進
む
。
道
は
つ
ま
先
上
り
に
小
松
原
の
間
を
行
ぐ
。
東
に
三
角

形
を
し
た
家
根
の
如
き
鉢
春
山
を
望
み
「
鳥
の
歌
を
聞
き
な
が
ら
高
原
を
行
く
が
如
き
心
地
に
て
歩
む
ざ
、
暫
く
に
し

て
道
は
突
然
千
々
岩
灘
に
臨
ん
だ
崖
上
に
突
営
る
、
限
界
が
急
に
開
け
、
海
を
政
下
し
な
が
ら
向
ふ
の
釜
山
の
撃
書
に

封
し
、
景
色
が
全
ぐ

一
憂
す
る
ｏ
此
所
よ
り
道
が
左
に
折
れ
、
崖
上
を
海
に
浩
て
だ
ら
ノ
ヽ
ざ
整
谷
に
下
る
ｏ
捜
谷
よ

り
千
々
岩
迄
の
間
は
、
海
岸
の
松
林
の
中
を
行
ぐ
。
昔
頼
山
陽
が
飲
み
廻
つ
た
の
は
此
邊
で
あ
ら
う
か
。
千
々
岩
の
村

で
道
が
東
に
折
れ
ゝ
少
し
く
登
り
ご
な
つ
て
追
々
南
に
迂
回
す
る
ｏ
温
泉
に
登
る
に
は
こ
れ
よ
り
小
演
に
下
り
ゝ
小
渡

か
ら
非
常
に
よ
い
道
が
あ
る
か
ら
、
之
れ
を
登
る
が
順
で
あ
る
け
れ
ぎ
も
、
近
路
を
す
る
た
め
に
木
場
に
て
本
道
ざ
別

れ
左
に
入
る
。
東
南
に
径
を
取
つ
て
岳
を
過
ぎ
、
地
固
に
六
八
〇
米
等
高
線
の
切
れ
て
居
る
邊
に
登
つ
て
行
く
の
で
あ

る

（こ
れ
よ
り
熊
本
琥
島
原
国
幅
に
移
る
）ｏ
や
が
て
別
所
ご
云
ふ
に
達
す
る
こ
、
路
傍
に
は
硫
化
水
素
や
水
蒸
氣
を
噴

出
し
て
居
る
所
謂
地
獄
が
あ
っ
て
、
地
表
が
靡
爛
し
た
様
に
な
つ
た
ざ
こ
ろ
が
所
々
に
あ
る
ｏ
此
所
よ
り
南
に
曲
つ
て

温
泉
を
過
ぎ
、
新
湯
に
着
た
の
が
午
後
二
時
で
あ
つ
た
ｏ
九
州
ホ
テ
″
ざ
云
ふ
に
宿
る
ｏ
日
足
が
ま
だ
高
い
か
ら
其
邊

を
散
歩
し
た
。
所
謂
地
獄
は
所
々
に
あ
る
が
、
殊
に
小
地
獄
の
池
に
熱
湯
の
噴
出
す
る
有
様
は
中
々
盛
ん
な
も
の
だ
。

新
湯
は
主
ざ
し
て
洋
人
客
を
相
手
ざ
し
て
ゐ
る
の
で
、
ベ
ン
キ
塗
の
家
が
多
く
て
、
日
本
の
温
泉
場
の
様
な
氣
が
し
な

い
。
其
後
日
の
津
か
ら
愛
野
迄
島
原
牛
島
の
西
海
岸
を
歩
い
て
見
た
時
、
小
濱
に
も
立
寄
っ
て
見
た
が
、
洋
人
に
封
す

る
設
備
が
多
く
、
支
那
上
海
邊
の
洋
人
の
保
養
地
ざ
云
っ
た
様
な
有
様
に
な
つ
て
ゐ
る
ｏ

翌
日
午
前
六
時
に
新
湯
を
出
職
し
ず
温
泉
よ
り
東
に
折
れ
て
登
る
ｏ
地
日
に
小
演
村
ざ
書
い
て
あ
る
村
の
字
の
邊
よ

◎
九
州
の
山
や
　
　
八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一

７
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年 二 十 第

◎
九
州
の
山
や
　
　
八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

ｂ
、
東
北
に
妙
見
岳
に
向
つ
て
青
々
ざ
車
の
生
へ
て
居
る
緩
斜
面
を
登
る
の
で
あ
る
ｏ
朝
日
が
う
ら
ゝ
か
に
輝
き
、
静

に
落
付
い
た
青
毛
藍
の
様
な
原
を
、
一
人
気
儘
に
歩
む
の
は
賃
に
よ
い
心
地
で
あ
っ
た
。
妙
見
岳
に
突
営
る
様
に
な
る
ざ

征
が
漸
く
急
に
な
つ
て
、
少
し
東
の
方
に
折
れ
て
登
る
ｏ
暫
く
に
し
て
妙
見
岳
ざ
野
岳
の
鞍
部
に
出
る
ｏ
此
所
で
の
展

望
は
中
々
般
大
だ
ｏ
北
に
は
深
い
谷
を
距
て
ゝ
温
泉
岳
の
最
高
峰
た
る
普
賢
岳
の
樹
木
欝
蒼
た
る
ド
ー
ム
を
仰
ぎ
ゝ
東

は
有
明
の
海
を
越
へ
て
熊
本
の
金
峰
山
を
望
み
、
市
は
宇
土
竿
島
の
実
端
に
三
角
港
の
惜
を
指
難
し
、
西
は
千
々
岩
灘

よ
り
野
母
の
八
郎
嶽
を
望
む
。
十
月
の
中
旬
で
あ
る
に
南
回
の
常
か
、
此
邊
の
高
さ
に
て
も
未
だ
紅
葉
せ
る
樹
木
は
な

く
。
満
目
青
々
ざ
し
て
夏
の
山
に
遊
ん
で
居
る
様
で
あ
る
ｏ
暫
時
此
展
望
を
恣
に
し
て
休
ん
で
居
る
こ
、
忽
に
し
て
千

千
岩
灘
の
沖
合
邊
か
に
雲
の
数
日
が
滉
き
立
ち
、
ス
タ
ォ
ー
ル
ホ
る
ざ
見
る
間
に
三
個
の
虹
が
懸
橋
の
如
く
現
れ
た
の

を
敵
下
し
た
ｏ
こ
ん
な
奇
妙
な
天
象
は
あ
ま
り
見
た
事
が
な
い
。
僕
は
明
治
三
十
三
年
の
夏
富
士
に
登
つ
た
蹄
途
、
須

走
日
の
砂
走
で
、
脚
下
に
三
重
の
虹
が
現
れ
た
の
を
見
た
事
が
あ
る
が
、此
虹
は
三
重
で
は
な
く
、離
れ
て
は
居
る
が
錦

帯
橋
の
様
に
な
つ
て
居
つ
た
。
虹
は
暫
く
に
し
て
清
え
た
が
、
千
々
岩
の
沖
に
は

一
面
に
雲
が
滉
い
て
来
た
。
雨
の
ホ

ぬ
中
に
登
ら
ラ
ご
思
つ
て
、
妙
見
岳
の
東
面
を
北
に
向
つ
て
登
つ
て
行
く
ざ
、
塞
が

一
面
に
曇
つ
て
末
て
雨
が
既
に
ぽ

つ
′
ヽ
や
つ
て
来
た
。
普
賢
岳
ざ
回
見
岳
の
鞍
部
に
達
し
、
百
米
突
程
に
て
普
賢
の
頂
に
至
ら
ん
ざ
す
る
頃
に
は
、
雨

は
烈
し
く
な
つ
て
家
て
、
普
賢
も
國
見
も
妙
見
も
皆
雲
に
包
ま
れ
て
何
も
見
え
す
一
猛
烈
な
西
風
が
吹
い
て
居
る
の
が

分
つ
た
。
残
念
な
が
ら
何
虜
か
で
雨
宿
り
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
先
刻
登
っ
て
末
た
時
に
、
妙
見
ざ
野
嶽
ざ
の
鞍
部
よ

り
少
し
く
野
嶽
に
寄
れ
る
東
斜
面
に
、
小
屋
が

一
つ
あ
つ
た
事
を
見
て
置
た
か
ら
、
そ
れ
に
で
も
行
こ
う
ざ
少
し
く
戻

る
ざ
妙
見
の
蔭
に
な
っ
た
ざ
見
え
て
、
風
は

一
向
に
吹
か
ず
、
只
雨
が
盛
に
降
つ
て
ゐ
る
ｏ
走
つ
て
妙
見
の
蔭
を
抜
け

る
こ
又
烈
し
い
面
風
で
、
全
く
吹
飛
さ
れ
さ
う
だ
ｏ
身
を
か
、
め
て
小
走
り
に
漸
ぐ
小
屋
の
中
に
避
難
し
た
が
っ
雲
は

奔
馬
の
荒
る
ゝ
が
如
く
鞍
部
を
越

へ
て
、
東
の
谷
に
下
つ
て
行
き
、
雨
は
盤
々
烈
し
く
横
に
降
る
の
で
あ
る
。
三
時
間

も
此
小
屋
に
小
さ
く
な
つ
て
居
た
が
中
々
止
ま
ぬ
。
相
営
の
防
寒
衣
は
用
意
し
て
来
た
が
．
風
が
烈
し
い
の
で
寒
く
「

負
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身
饒
が
が
た
ノ
ヽ
慄
へ
出
し
て
来
た
。
地
日
を
見
る
ざ
此
所
か
ら
東
に
向
ふ
可
な
り
深
い
谷
が
あ
つ
て
、
小
径
が
其
底

を
通
つ
て
ゐ
る
ｏ
之
に
下
れ
ば
必
ず
風
を
避
け
る
事
が
出
来
る
Ｅ
考
へ
た
の
で
、
雨
の
小
上
を
見
て
此
小
征
を
求
め
「

一
直
線
に
東
の
谷
に
走
り
Ｔ
つ
た
。
少
し
く
下
る
ざ
果
し
て
風
も
営
ら
ず
、
気
温
も
高
く
な
つ
て
生
還
へ
っ
た
様
な
氣

分
に
な
つ
た
。
雨
を
合
物
に
凌
ぎ
っ
ゝ
益
々
下
る
ｏ
大
野
木
場
に
出
た
時
分
に
は
、
漸
く
雨
も
小
降
り
に
な
つ
て
、
遠

く
に
は
青
塞
が
見
え
て
来
た
。
今
朝
見
た
う
ら
ゝ
。か
な
高
原
も
美
麗
な
る
虹
も
、
皆
此
威
嚇
の
前
兆
で
あ
っ
た
。
普
賢

は
西
風
で
僕
を
追
梯
つ
て
ざ
う
／ヽ
ヽ
よ
せ
付
け
な
か
つ
た
。
大
野
木
場
で
聞
く
ざ
、
僕
が
雨
宿
ｂ
を
し
た
小
屋
は
、
各

に
な
る
Ｅ
氷
を
結
ば
せ
る
た
め
に
設
け
た
小
屋
で
あ
る
さ
う
だ
ｏ
大
野
木
場
邊
は
地
固
に
も
あ
る
通
う
、
東
南
に
向
つ

て
緩
傾
斜
を
な
せ
る
廣
々
ざ
し
た
押
出
し
で
、
清
麗
な
る
水
が
幾
條
も
溝
ざ
な
り
て
勢
よ
く
流
れ
て
居
り
、
木
嘘
を
探

る
格
の
本
が
盛
に
植
え
て
あ
つ
て
、
其
紅
葉
は
賢
に
見
事
で
あ
る
ざ
云
ふ
話
だ
。
大
野
木
場
よ
り
道
を
東
北
に
取
り
、

川
原
不
、
中
木
場
、
新
港
を
経
て
、
湊
町
よ
り
島
原
町
に
至
り
、
城
跡
等
を
見
物
し
て
、
米
屋
ざ
云
ふ
に
宿
っ
た
。
斯

ぐ
し
て
温
泉
岳
登
り
は
維
に
失
敗
に
経
つ
た
。

明
る
十
月
十
七
日
に
は
、
新
港
町
よ
り
汽
鵬
で
有
明
潜
を
北
上
し
、長
州
に
波
り
、
汽
車
に
て
佐
世
保
に
蹄
つ
た
が
、

海
か
ら
見
る
こ
島
原
町
の
上
に
は
、
奇
し
く
崩
れ
た
る
眉
山
の
自
き
断
崖
の
各
へ
た
る
其
上
に
、
厳
然
ざ
普
賢
の
ド
ー

ム
が
歴
し
覆
さ
っ
て
立
つ
様
は
、
雄
大
な
景
色
で
あ
る
ｏ

黒
　
　
髪
　
　
山

昔
か
ら
機
器
で
名
高
い
有
田
の
町
の
北
に
は
、
こ
っ
′
ヽ
し
た
岩
山
が
幾
つ
か
あ
つ
て
、
松
杉
の
類
が
繁
つ
て
黒
く

見
え
る

こ
れ
が

じ
様
な

さ
そ
う

。
有
田
の
停
車
場
の
す
ぐ
東
で
東
北
に
谷
を
見
上
る
こ
、
其
奥
に
頂
に
岩
の
奪
立
し
た

一
峰
が

一
寸
見
え
る
。

黒
髪
山
ざ
云
ふ
の
で
あ
る
ｏ
叉
有
田
の
東
隣
な
る
三
間
坂
澤
の
附
近
か
ら
西
北
を
塞
む
ざ
、
黒
髪
山
の
北
に
同

深
い
線
の
色
を
し
た
、
蝶
螺
に
似
た
岩
山
が
あ
る
、
こ
れ
は
青
螺
山
ざ
云
ふ
の
で
、
日
曜
の
散
歩
に
は
至
極
よ

だ
。
明
治
四
十
四
年
十
月
十
二
日
に
佐
世
保
か
ら
遊
に
行
つ
た
。
有
田
の
停
車
場
に
下
車
し
た
の
は
午
前
九
晴

◎
九
州
の
山
や
　
　
入
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三

(309)



年 三 十 鉾

０
九
州
の
山
や
　
　
八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一四

晴
で
あ
つ
た
ｏ
有
田
の
町
は
磁
器
を
作
る
家
が
多
い
。
所
々
に
瀬
戸
物
の
破
片
が
山
積
し
て
あ
る
ざ
こ
ろ
が
あ
る
ｏ
此

破
片
丈
は
ざ
う
も
康
物
利
用
の
法
が
な
い
ら
し
い
ｏ
有
田
の
町
の
中
程
へ
北
の
方
か
ら
流
れ
て
来
る
自
川
谷
ご
云
ふ
の

を
上
り
、
黒
髪
山
よ
り
西
に
引
く
尾
根
の
四
七
０
米
地
鷺
の
東
に
登
つ
て
行
か
う
ざ
云
ふ
考
へ
で
進
む
ｏ
白
川
谷
を
少

し
湖
る
こ
径
が
三
分
す
る
、
右
を
取
つ
て
登
る
ｏ
此
邊
に
は
所
々
に
磁
器
を
作
る
粘
土
を
堀
る
穴
が
山
腹
に
自
ぐ
現
は

れ
て
ゐ
る
ｏ
暫
く
登
っ
て
百
五
十
米
突
も
末
た
こ
思
ふ
時
分
に
征
が
急
に
丈
な
す
草
の
中
に
浅
し
て
、
進
行
甚
だ
困
難

重
な
つ
て
末
た
。
悪
職
苦
闘
し
て
進
ん
で
見
た
が
、
這
松
乗
り
よ
り
は
夏
に
恐
る
べ
き
事
態
が
稜
生
し
て
来
た
。
此
叢

中
に
は
蛇
が
澤
山
居
る
ゝ
曖
國
の
常
ざ
し
て
壌
の
居
る
こ
ざ
も
承
知
し
て
居
る
か
ら
一
寸
突
進
す
る
勇
氣
が
出
な
い
、

他
の
途
を
取
る
こ
こ
に
憂
夏
し
て
退
却
し
、
比
較
的
松
が
茂
つ
て
居
て
下
草
の
少
な
い
、
黒
髪
山
よ
り
異
南
に
曳
て
居

る
尾
根
に
登
り
、
そ
れ
か
ら
黒
髪
に
辿
り
行
か
ん
ご
決
心
し
て
、
此
尾
根
を
目
掛
け
て
具
東
に
登
っ
て
見
た
が
ヽ
尾
根

の
上
は
又
盛
ん
に
繁
つ
て
居
つ
て
、
通
行
困
難
で
あ
つ
た
ｏ
い
ろ
ノ
ヽ
工
夫
し
て
見
た
が
行
か
れ
ぬ
。
ま
た
も
退
却
〓

（り

決
定
し
た
ｏ
而
し
此
邊
を
が
さ
′
ヽ
し
て
ゐ
た
御
蔭
で
、
経
茸
二
本
の
獲
物
が
あ
っ
た
ｏ
此
尾
根
か
ら
も
撃
退
さ
れ
た
　
は

か
ら
、
前
の
自
川
谷
道
の
分
岐
迄
戻
っ
て
左
の
征
に
入
り
、少
し
く
進
む
Ｅ
左
の
方
は
應
法
へ
越
へ
る
雀
で
あ
る
か
ら
、

右
を
取
つ
て
登
つ
た
。
此
邊
は
新
を
切
り
出
し
て
居
る
の
で
、
三
百
米
位
よ
り
上
は
山
が
赤
裸
に
な
つ
て
居
る
の
で
、

何
‐等
の
困
難
も
な
く
、
地
国
に
黙
線
で
示
し
て
あ
る
小
征
が
中
絶
し
て
居
る
尾
根
迄
達
す
る
こ
ざ
が
出
卒
た
ｏ
此
邊
で

三
角
の
龍
門
を
破
下
出
来
さ
う
に
思
っ
た
が
、
三
角
の
谷
は
ス
盛
ん
に
木
が
繁
つ
て
居
つ
て
何
も
見
え
な
い
。
此
尾
根

の
有
田
側
を
東
に
偉
つ
て
、
地
国
の
四
七
〇
米
の
地
鷺
を
過
き
、
漸
く
鶏
線
で
示
し
で
あ
る
道
に
合
し
、
こ
れ
よ
り
は

甚
だ
容
易
に
黒
髪
紳
祗
宅
建
す
る
こ
ど
が
出
来
た
ｏ
賓
は
有
田
停
車
場
か
ら

一
時
間
牛
も
あ
れ
ば
登
れ
る
つ
も
り
で
、

黒
髪
よ
り
北
に
青
螺
、
大
川
内
山
等
を
経
て
婦
る
つ
も
り
で
居
た
の
で
あ
る
が
、
前
記
の
様
な
次
第
で
、
黒
髪
紳
甦
に

着
た
の
が
既
に
午
後
の
二
時
で
あ
つ
た
ｏ
資
に
馬
鹿
に
時
間
を
費
し
た
も
の
で
あ
る
ｏ
青
螺
へ
の
道
は
や
は
り
盛
ん
に
ヘ

木
が
繁
っ
て
居
て
、
通
行
困
難
の
様
子
で
あ
る
か
ら
、
此
日
は
行
く
の
を
止
め
に
し
た
ｏ
黒
髪
紳
甦
は
木
造
の
祗
で
、



山漏

其
す
ぐ
前
に
東
南
に
向
つ
て
大
き
な
薙
が
出
来
て
居
り
、
次
の
大
雨
に
は
甦
が
少
し
危
険
で
は
な
い
か
Ｅ
思
ふ
程
で
あ

つ
た
ｏ
蔵
の
後
に
は
金
峰
山
の
五
丈
石
の
様
に
大
き
な
岩
が
響
立
し
て
居
る
。此
岩
に
は
登
れ
る
ざ
云
ふ
話
で
あ
る
が
、

僕
は
登
つ
て
見
な
か
つ
た
。
地
国
の
五

一
人
米
ざ
云
ふ
鮎
は
、
此
岩
の
上
で
あ
る
か
ご
う
か
、
一
寸
三
角
識
が
見
営
ら

な
か
つ
た
か
ら
分
ら
な
い
。
蹄
り
途
は
紳
離
の
前
の
石
段
を
下
り
て
、
東
南
に
下
っ
た
。
此
道
は
至
つ
て
よ
い
道
で
、

紳
祗
の
参
詣
道
に
な
つ
て
居
る
ら
し
い
。
大
分
下
る
こ
石
の
鳥
居
が
あ
る
、
そ
れ
を
過
て
古
場
ゝ
宮
野
を
通
り
、
三
間

坂
澤
か
ら
汽
車
で
婦
っ
た
。

序
に
龍
門
ざ
大
川
内
山
の
事
を
少
し
書
て
置
か
う
。
其
後
大
正
三
年
五
月
十

一
日
此
邊
を
又
散
歩
し
た
。
有
田
に
て

そ
う

じ
ゆ
く

伊
高
里
線
に
乗
換
へ
、
敷
宿
罪
に
下
車
し
、
廣
瀬
を
通
つ
て
三
角
を
湖
り
、
龍
門
に
行
つ
て
見
た
。
龍
門
は
青
螺
の
西

南
の
谷
に
あ
る
断
崖
で
、
崖
は
か
な
り
高
い
。
崖
の
下
に
は
入
日
の
廣
い
穴
が
ニ
ケ
所
あ
る
ｏ
谷
の
奥
の
方
の
が
小
さ

い
穴
で
、
佛
が
安
置
し
て
あ
る
ｏ
手
前
の
方
の
穴
が
大
き
く
っ
て
十
数
曇
敷
位
の
廣
さ
が
あ
る
ｏ
谷
に
は
大
き
な
九
石

が
ご
ろ
夕
ヽ
し
て
居
っ
て
、
其
間
に
難
木
が
繁
茂
し
て
居
る
ｏ
此
所
か
ら
青
螺
へ
の
登
う
は
、
や
は
り
木
が
盛
ん
に
繁

つ
て
居
る
の
で
不
可
能
で
あ
る
こ
聞
た
の
で
、
廣
瀬
迄
戻
り
、
正
北
に
牧
山
の
西
側
を
迪
つ
て
、
越
の
峠
の
八
合
目
邊

に
出
で
、
こ
れ
よ
り
峠
を
東
に
越
へ
て
大
川
内
村
に
行
つ
た
。
村
で
は
磁
器
を
作
る
の
を
業
ざ
し
て
居
る
家
が
多
い
。

此
所
よ
り
数
十
級
の
石
段
を
登
る
こ
、
大
川
内
山
の
槽
現
に
出
る
ｏ
此
証
は
青
螺
の
北
に
あ
る
崖
の
石
間
中
に
建
て
ら

れ
た
木
造
の
就
で
、
石
門
を
く
ゝ
る
こ
崖
の
下
に
少
し
の
不
な
所
が
あ
つ
て
、
御
祭
等
の
行
事
を
や
る
所
で
あ
る
ｏ
取

り
立
て
ゝ
云
ふ
程
の
展
望
も
な
く
、
石
門
の
他
は
至
つ
て
不
几
な
こ
こ
ろ
で
あ
る
ｏ
大
川
内
村
よ
り
は
吉
田
、
不
尾
を

滝
り
、
伊
萬
里
に
出
て
婦
つ
た
。

Ａ
　
　
幡
　
　
山

明
治
四
十
四
年
の
三
月
二
十
二
日
に
、
伊
萬
里
の
面
に
あ
る
國
見
嶽
に
登
つ
た
時
で
あ
つ
た
、
東
の
方
を
望
む
ざ
低

い
富
士
形
の
腰
嶽
を
披
い
て
、
実
つ
た
山
が
一
坐
際
立
っ
て
見
え
た
ｏ
此
由
に
は
一
つ
の
特
色
が
あ
る
の
で
覺
え
て
居
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や
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年 二 十 第

◎
九
州
の
山
々
　
　
八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

つ
た
が
、
佐
賀
、
武
雄
邊
を
汽
車
に
て
度
々
往
復
す
る
間
に
、
此
山
が
武
雄
の
北
に
あ
る
八
幡
山
で
あ
る
こ
ざ
を
知
つ

た
（熊
本
琥
武
雄
同
幅
）。
此
山
の
特
色
ざ
云
ふ
の
は
、
其
七
合
目
邊
に
崖
が
あ
つ
て
、
こ
れ
が
ぐ
る
り
ご
山
を
鉢
悠
状
に

な
て
ゐ
る
様
に
見
え
る
鷺
で
あ
る
ｏ
明
治
四
十
四
年
十
月
十
九
日
に
佐
世
保
を
出
螢
し
て
、
武
雄
葬
に
下
車
し
た
。
武

雄
は
温
泉
場
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
品
の
よ
い
温
泉
で
は
な
い
。
停
車
場
の
南
に
三
船
山
Ｅ
云
ふ
奇
峰
が
あ
る
ｏ
遠
見
が

一
寸
よ
い
の
で
、
僕
は
同
年
十

一
月
中
旬
に
此
山
の
東
側
も
西
側
も
通
っ
て
見
た
が
、
奇
峰
の
間
に
茶
店
が
あ
つ
て
、

三
味
線
の
音
が
す
る
ざ
云
ふ
次
第
な
の
で
、
ざ
う
′
ヽ
登
つ
て
も
見
な
か
つ
た
ｏ
話
が
横
道
に
外
れ
た
が
、
八
幡
山
ヘ

志
し
て
武
雄
の
北
に
あ
る
柏
嶽
の
東
麓
を
北
に
指
す
大
道
を
進
み
、
黒
尾
に
て
こ
れ
ざ
別
れ
、筒
北
を
指
し
て
登
る
ご
、

徳
連
山
の
窪
に
あ
る
松
の
岳
ざ
云
ふ
村
に
達
す
る
。
そ
れ
を
少
し
く
登
る
ざ
峠
の
頂
Ｅ
な
る
ｏ
此
所
よ
り
望
ん
だ
八
幡

山
は

一
寸
雄
大
で
あ
る
ｏ
例
の
鉢
悠
般
の
崖
は

一
層
明
に
見
え
る
の
で
、
あ
れ
を
ご
う
登
ら
う
か
な
ざ
ざ
考
ト
レ
。
右

手
に
並
ん
で
瀬
戸
木
場
山
が
烏
帽
子
形
に
翁

へ
て
ゐ
る
ｏ
峠
を
下
つ
て
不
古
場
を
過
ぎ
、
大
道
を
横
切
っ
て
猪
鹿
に
至

る
ざ
そ
ろ
、√
ヽ
登
♭
こ
な
る
ｏ
例
の
崖
に
近
よ
る
Ｅ
道
は
右
に
廻
る
、
そ
し
て
崖
の
な
い
方
を
通
っ
て
池
ざ
云
ふ
寒
村

に
達
す
る
ｏ
そ
れ
か
ら
西
に
向
つ
て
、
草
の
生

へ
た
尾
根
を
二
百
米
突
も
登
る
ざ
八
幡
山
の
頂
上
に
到
着
し
た
。
頂
上

は
西
南
よ
り
東
北
に
延
び
た
扁
不
な
る
峰
頭
で
、
三
角
識
は
其
西
南
端
の
方
に
あ
る
ｏ
此
峰
頭
の
す
ぐ
西
及
東
北
に
、

こ
れ
よ
う
少
し
低
い
峰
頭
が

一
つ
づ
ゝ
頭
を
出
し
て
居
る
ｏ
展
望
は
可
な
り
よ
い
ｏ
北
は
唐
津
海
、
西
北
に
は
象
の
難

た
様
な
天
山
が

一
際
高
く
、
南
は
有
明
海
を
望
み
、
西
は
伊
高
里
地
方
が
見
え
る
ｏ
頂
上
で
は
例
の
崖
が
山
の
周
固
を

ぎ
，フ
云
ふ
風
に
捲
い
て
る
か
よ
く
見
分
け
が
つ
か
な
か
つ
た
。
頂
上
で
舞
営
を
不
げ
、
小
憩
の
後
元
の
道
を
池
迄
下
り
、

少
し
ぐ
東
北
に
進
ん
で
二
つ
の
溜
池
に
達
し
て
、
其
間
を
東
南
に
越

へ
、
二
重
ざ
云
ふ
に
出
で
、
瀬
戸
本
場
■
の
東
南

面
を
東
北
に
、
八
久
保
の
上
方
を
通
過
し
て
船
山
に
出
で
、
横
柴
折
の
南
方
の
緩
斜
面
を
東
に
下
っ
て
、
一助
原
よ
り
十

数
町
西
北
の
方
で
大
道
に
合
し
た
。
此
邊
に
は
小
さ
い
友
坑
が
澤
山
あ
つ
て
、
原
の
中
な
ご
に
腰
坑
の
深
い
竪
穴
等
が

あ
る
の
で
、

一
寸
驚
か
さ
れ
る
事
が
あ
る
ｏ
一助
原
犀
か
ら
汽
車
で
佐
世
保
に
婦
つ
た
。

Ｏ
Ｊ

６
０



山漏

韓

　

園

　

嶽

霧
島
山
の
記
事
は
度
々

「
山
岳
」
に
出
た
が
、
多
ぐ
は
高
千
穂
峰
の
話
で
、
最
高
峰
た
る
韓
國
嶽
に
開
し
て
は
、
十

一
年
二
琥
に
明
石
園
助
氏
の
紀
行
が
あ
る
丈
の
様
に
思
ふ
ｏ
同
氏
は
大
正
三
年
七
月
の
末
、牧
園
よ
り
霧
島
に
向
は
れ
、

韓
國
嶽

へ
は
榮
尾
湯
よ
ｈ
′大
浪
池
を
経
て
登
り
、
明
磐
湯
に
下
ら
れ
た
の
で
あ
る
ｏ
僕
は
明
治
四
十
四
年
十
二
月
舟
日

に
や
は
り
牧
園
よ
り
榮
尾
湯
に
行
き
っ
汁

一
日
に
韓
國
嶽

へ
登
っ
て
粟
野
の
方
に
下
り
た
ｏ
期
節
が
各
で
あ
つ
た
し
、

降
路
が
少
し
異
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
重
複
し
な
い
様
に
各
の
韓
國
嶽
の
話
を
し
て
見
よ
う
。

正
月
の
体
暇
に
少
し
各
の
由
に
登
つ
て
見
よ
う
ざ
佐
世
保
を
出
資
し
、
鹿
見
島
に
遊
び
、
升
日
の
朝
八
時
年
鹿
兄
島

を
出
職
し
て
、
十
時
に
牧
園
澤
に
下
車
し
た
。
鹿
見
島
琥
横
川
因
幡

（明
治
舟
七
年
六
月
升
日
螢
行
）
を
見
る
ざ
、
牧

園
鐸
の
位
置
が
示
し
て
な
い
が
、
躍
は
地
口
に
董
谷
原
ざ
書
入
の
あ
る
邊
に
置
か
れ
て
あ
る
様
だ
ｏ
各
は
温
泉
行
の
客

が
な
い
ご
見
え
て
、
通
っ
て
居
る
筈
の
が
た
馬
車
は
な
い
。
（鹿
兄
島
琥
小
林
因
幡
に
移
る
）ｏ
宿
窪
日
、
石
坂
、
寺
原
よ
　
り

に　せ
　　　　　　　　　■ム

リ
九
州
種
馬
牧
場
を
過
ぎ
て
、
午
後
二
時
年
に
榮
尾
湯
に
到
着
し
、
榮
民
館
に
宿
を
取
り
、
直
ち
に
宿
の
二
歳

（若
者
　
０

の
方
言
）
を
案
内
ざ
し
て
大
浪
池
迄
登
っ
て
見
た
。
此
登
り
の
下
の
方
は
森
林
で
あ
る
が
、
頂
に
近
く
な
る
こ
草
原
ご

な
る
ｏ
火
日
壁
の
内
面
は
甚
だ
急
で
、
之
れ
に
樹
木
が
一
面
に
密
生
し
て
居
る
。
池
の
面
は
青
く
澄
ん
で
甚
だ
静
か
で

あ
る
ｏ
時
間
が
な
く
て
韓
國
嶽
迄
は
行
か
れ
な
い
か
ら
、
池
を
一
月
し
て
婦
る
こ
こ
に
し
た
ｏ
左
の
方
へ
廻
り
始
め
た

が
、
此
日
は
北
風
が
吹
い
て
居
っ
て
、
吹
き
さ
ら
し
の
人
口
壁
の
上
は
甚
だ
塞
い
ｏ
耳
や
鼻
は
襟
筵
で
包
ん
で
居
て
も

切
れ
さ
う
に
冷
た
い
。
雲
も
ち
ら
′
ヽ
降
つ
て
来
た
ｏ
一
周
し
維
つ
た
時
は
各
の
日
の
短
か
く
、
既
に
薄
暗
く
な
つ
て

末
て
、
榮
尾
湯
に
下
り
若
К
迄
に
は
、
大
分
暗
い
森
林
を
が
さ
′
ヽ
歩
い
た
ｏ

つ
ン
ら
　
は
ら

舟

一
日
の
午
前
七
時
に
里
葛
原
某
ざ
云
ふ
四
十
五
六
蔵
の
男
を
案
内
ざ
し
て
、
榮
尾
湯
を
出
登
し
、
再
び
大
浪
池
に

登
っ
て
左
に
池
を
年
月
し
、
東
北
に
向
つ
て
火
口
壁
を
下
り
、
大
浪
池
ざ
韓
園
嶽
の
鞍
部
に
出
た
。
少
し
く
林
の
中
を

通
っ
て
韓
國
嶽
に
登
り
始
め
る
ｏ
三
百
米
突
程
の
登
り
は
可
な
り
急
で
あ
る
ｏ
此
邊
に
は

一
面
に
邸
燭
が
生
へ
て
居
る
ｏ

◎
九
州
の
山
や
　
　
八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



年 三 十 第

０
九
州
の
曲
々
　
　

八̈
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

山
岳
二
年
三
琥
の
西
内
金
吾
氏
に
よ
れ
ば
、
高
千
穂
峯
に
入
合
目
邊
に
あ
る
脚
間
は
霧
島
脚
燭
で
は
な
く
、
霧
島
脚
問

は
麓
の
方
に
多
い
ざ
云
ふ
こ
こ
で
あ
る
か
ら
、
此
邊
の
も
所
謂
霧
島
で
は
な
く
、
何
こ
か
別
種
の
椰
燭
か
も
知
れ
な
い

が
、
兎
に
角
小
さ
な
木
で
、
各
は
葉
も
な
ぐ
、
小
枝
の
み
ざ
な
つ
て
盆
栽
の
様
で
あ
る
ｏ
昨
日
の
雲
で
此
小
枝
が
皆
白

珊
瑚
の
様
に
な
つ
て
居
て
甚
だ
奇
麗
だ
。
花
時
の
美
槻
を
幾
度
も
案
内
若
か
ら
聞
か
さ
れ
た
ｏ
韓
國
嶽
の
人
口
壁
頂
に

登
り
着
き
、
筒
少
し
く
之
れ
を
右
に
登
っ
て
、
最
高
黙
に
達
し
た
の
は
午
前
十

一
時
で
あ
っ
た
。
天
氣
が
晴
て
ゐ
る
の

で
展
望
は
中
々
よ
い
。
火
日
は

一
面
に
鹿
の
子
斑
の
雲
で
一
際
凄
く
威
せ
ら
れ
る
ｏ
明
石
氏
の
紀
行
に
い
ろ
ノ
ヽ
詳
し

く
迪
て
あ
る
か
ら
、
此
所
に
は
只
僕
が
此
山
の
展
望
の
特
色
だ
さ
威
じ
た
鷺
丈
を
述
べ
て
見
た
い
ｏ
第

一
に
は
霧
島
の

山
容
で
あ
る
ｏ
高
千
穂
の
秀
嶺
Ｅ
其
御
鉢
よ
り
畑
この
天
に
沖
す
る
偉
親
は
云
は
す
も
が
な
、
新
燃
、
大
浪
池
其
他
大
小

幾
多
の
火
目
が
、
ぼ
か
ん
ざ
目
を
あ
け
て
居
る
有
様
を
跛
Ｔ
す
る
の
は
、
火
山
模
型
を
見
る
が
如
く
、
月
の
表
面
に
下

り
立
っ
た
様
な
心
地
が
す
る
ｏ
日
本
に
火
山
は
す
ゐ
ぶ
ん
あ
る
が
、
此
様
な
地
形
の
Ｅ
こ
ろ
は
あ
ま
う
な
い
様
に
考
ヘ

る
ｏ
第
二
に
特
筆
す
べ
き
は
南
の
展
望
で
あ
る
ｏ
各
の
霧
島
裾
野
は
黄
禍
色
の
毛
露
を

一
面
に
敷
た
様
で
、
其
中
に
所

所
に
常
磐
本
の
森
林
が
ぼ
つ
リ
ノ
ヽ
せ
線
の
模
様
を
浮
出
し
に
織
出
し
て
居
る
ｏ
加
治
木
國
府
の
海
に
は
秀
麗
な
る
櫻

島
岳
が
各
へ
、
岳
を
越
へ
て
彼
方
に
又
鹿
兄
島
彎
の
青
波
を
望
み
、
青
螺
の
如
き
嗣
剛
嶽
が
其
上
に
夢
の
如
く
浮
び
出

で
、
大
隅
灘
の
外
洋
は
雲
畑
模
糊
ざ
し
て
天
に
連
つ
て
居
る
ｏ
質
に
海
山
海
山
海
ざ
五
段
の
憂
化
を
∵
望
の
中
に
牧
め

得
る
此
の
如
き
景
色
は
、
之
れ
亦
類
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
思
ふ
ｏ

韓
回
嶽
の
頂
上
で
寒
さ
に
慄
へ
な
が
ら
書
食
を
済
し
、
小
憩
の
後
西
北
に
山
を
下
り
始
め
た
ｏ
カ
サ
湯
の
少
し
上
手

に
末
る
Ｅ
硫
黄
を
探
掘
し
た
跡
が
あ
る
ｏ
蝦
野
湯
で
案
内
者
を
放
通
し
た
が
、
別
れ
る
時
に
策
て
聞
て
居
つ
た
霧
島
の

椎
茸
の
美
事
で
あ
る
こ
こ
を
思
ひ
出
し
て
「
案
内
者
に
期
節
に
な
つ
た
ら
途
つ
て
く
れ
る
機
に
た
の
ん
で
置
た
。
蝦
野

湯
か
ら
粟
野
の
方
に
木
馬
道
が
あ
る
ｏ
地
国
に
は
示
し
て
な
い
が
、
道
は
長
江
川
上
流
の
市
に
あ
る
斜
面
を
う
ね
つ
て

西
に
進
ん
で
居
る
ｏ
木
馬
道
を
歩
む
の
は
中
々
骨
が
折
れ
る
ｏ
谷
の
あ
る
所
は
横
に
並
べ
て
あ
る
細
い
棧
を
、
軽
業
の

４
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山岳

様
に
飛
び
乍
ら
ひ
ろ
い
歩
ま
ね
ば
な
ら
■
ｏ
此
様
な
場
所
が
甚
だ
澤
山
あ
つ
て
且
中
々
長
い
の
も
あ
る
ｏ
足
を
踏
み
外

し
て
谷
へ
落
ち
で
は
た
ま
ら
ぬ
か
ら
、
ァ
イ
ス
ア
ッ
ク
ス
を
槍
の
様
に
構
へ
て
持
ち
な
が
ら
進
む
。
此
邊
は
森
林
が
可

な
り
深
く
樹
も
又
大
き
い
。
小
猿
が
二
疋
鳴
て
枝
が
ら
枝
へ
渡
る
の
を
見
た
ｏ
地
国
に
國
境
で
鷺
線
の
征
が
十
字
形
に

交
叉
し
て
居
る
所
が
あ
る
が
、
其
邊
で
木
馬
道
は
な
く
な
つ
て
、
地
日
に
示
し
て
あ
る
道
に
合
す
る
様
だ
。
こ
れ
か
ら

先
は
草
の
斜
面
こ
な
り
、
西
へ
盆
々
下
っ
て
粟
野
岳
の
南
面
八
百
米
突
程
の
所
を
通
り
、
地
国
に
粟
野
村
ざ
書
い
て
あ

る
字
に
浩
ふ
た
難
線
の
道
を
た
ざ
つ
て
田
原
に
下
り

（鹿
兄
島
琥
横
川
固
幅
に
移
る
）、牧
野
を
経
て
横
川
降
に
着
た
の

は
午
後
二
時
年
で
あ
つ
た
ｏ
此
所
よ
り
汽
車
で
熊
本
に
向
つ
た
ｏ

阿
　
　
蘇
　
　
山

阿
蘇
に
登
つ
た
人
は
随
分
あ
る
様
だ
が
、
高
嶽
や
根
子
岳
に
登
つ
た
話
を
書
た
も
の
は
未
だ
見
た
事
が
な
い
、
多
く

と
ち
の
含

は
噴
火
口
窺
き
の
話
で
あ
る
ｏ山
岳
二
年
二
琥
に
Ｍ
Ｔ
生
氏
が
明
治
三
十
九
年
十
二
月
十
日
に
栃
木
よ
り
阿
蘇
に
登
り
、

火
口
を
見
て
来
た
話
が
出
て
居
る
ｏ
僕
は
明
治
十
七
年
四
月
の
春
体
暇
に
阿
蘇
に
登
つ
て
見
よ
う
ざ
思
つ
て
、
東
京
か

ら
熊
本
迄
末
た
が
、
途
中
耶
馬
漢
等
で
あ
ま
り
道
草
を
し
た
の
で
体
暇
が
な
く
な
り
、
目
的
を
達
せ
ず
に
帰
つ
た
の
で
、

甚
だ
残
念
に
思
つ
て
居
つ
た
が
、
此
度
漸
ぐ
登
れ
る
機
會
が
末
た
の
で
あ
る
ｏ
而
し
僕
も
御
多
分
に
漏
れ
ず
火
口
窺
き

組
で
あ
っ
て
、
高
嶽
や
根
子
岳
に
は
登
ら
な
か
つ
た
。
明
治
四
十
五
年
二
月
に
お
本
温
泉
か
ら
、
長
野
、湯
の
谷
、千
里

ケ
演
を
経
て
火
口
に
達
し
た
の
で
、
道
も
期
節
も
殆
ん
ざ
Ｍ
Ｔ
生
氏
の
登
山
ざ
同
じ
で
あ
る
か
ら
書
か
ぬ
事
ざ
し
、
ス

下
９
路
に
東
南
高
森
の
方
に
下
り
て
見
た
か
ら
其
話
丈
を
書
く
事
に
す
る

（大
分
脱
宮
地
固
幅
）ｏ
栃
木
で
案
内
を
た
の

ん
だ
が
、
お
正
月
で
行
き
手
が
な
い
ｏ
或
百
姓
の
お
棘
さ
ん
で
四
十
位
の
女
が
本
堂
迄
は
度
々
登
つ
た
事
が
あ
る
か
ら
、

荷
負
人
夫
に
ｆ
雇
は
れ
て
ぐ
れ
た
。
午
前
八
時
に
栃
木
を
出
螢
し
て
十

一
時
に
本
堂
に
着
た
、
本
堂
の
茶
店
に
は
各
で

も
人
が
住
ん
で
居
る
ｏ
舞
常
を
食
し
な
が
ら
本
堂
の
堂
守
に
高
森
へ
越
へ
る
道
を
聞
い
て
出
掛
け
た
。
本
堂
の
裏
を
東

に
登
る
ざ
す
ぐ
火
口
に
達
す
る
ｏ
高
嶽
の
崖
に
は
雪
が
鹿
の
子
斑
に
積
っ
て
居
て
、
噴
畑
が
北
風
に
な
び
く
の
で
見
え

◎
九
州
の
山
や
　
　
八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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二
〇

隠
れ
す
る
ｏ
天
氣
績
き
で
あ
る
の
で
、
此
日
は
噴
畑
が
少
な
い
ざ
云
ふ
話
だ
ｏ
人
日
の
西
側
中
央
に
あ
る
突
起
に
登
つ

て
、
北
に
火
口
底
を
窺
い
て
見
た
が
、
畑
が
自
分
の
方
に
な
び
く
の
で
よ
く
見
え
な
い
ｏ
人
口
よ
り
高
森
の
方
に
下
る

に
は
、
火
日
の
西
南
に
地
日
に
人
字
形
の
窪
地
が
示
し
て
あ
る
が
ゝ
此
窪
地
ざ
火
口
ご
の
間
を
東
南
に
披
け
て
、
人
口

壁
の
様
に
な
っ
居
る
小
丘
に
登
り
、
高
嶽
の
南
麓
色
見
よ
り
西
北
に
此
小
丘
に
向
つ
て
登
っ
て
来
る
径
を
求
め
る
の
で

あ
る
が
、
此
日
は
北
風
で
噴
畑
が
此
方
向
に
流
れ
て
ゐ
る
か
ら
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
ｏ

畑
の
絶

へ
間
を
望
ん
で
、
黒
砂
糖
で
作
つ
た
汁
粉
を
打
ま
い
て
生
乾
き
に
し
た
機
な
、
泥
土
の
人
口
線
を
東
南
に
向

つ
て
走
る
ｏ

通ヽ
る
こ
ざ
甚
し
い
。
漸
く
小
丘
に
登
り
つ
く
こ
そ
の
外
側
に
は
草
が
生
へ
て
居
て
、
南
郷
谷
の
方
が

一
面

に
敵
下
す
こ
ざ
が
出
来
る
ｏ
地
日
に
示
し
て
あ
る
細
径
を
求
め
た
が
分
ら
な
い
ｏ
兎
に
角
高
嶽
の
崖
の
南
端
に
あ
る
火

日
の
銚
子
日
の
様
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
東
南
に
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
堂
で
聞
た
こ
こ
ろ
に
依
る
こ
、
此
銚
子
口
よ

り
南
に
向
ふ
谷
を
牛
競
谷
ご
云
ふ
さ
う
だ
ｏ
字
は
上
記
の
如
く
で
あ
る
か
ざ
う
か
剣
然
し
な
か
つ
た
ｏ
此
ギ
ャ
ッ
プ
に
　
り^

は
澤
山
の
丈
な
す
茅
薄
の
類
が
生

へ
て
居
♭
、
其
上

一
面
に
噴
火
の
友
が
積
つ
て
居
る
ｏ
此
中
を
が
さ
ノ
ヽ
歩
く
ざ
黒
　
は

い
友
は
、
目
鼻
耳
襟
首
ざ
所
嫌
は
ず
入
り
込
ん
で
賓
に
苦
し
い
。
荻
が
硫
責
を
合
ん
で
居
る
か
ら
呼
吸
す
る
ざ
咳
が
盛

に
出
る
。
咳
を
す
る
ざ
益
々
友
を
吸
ふ
。
維
に
は
咳
が
あ
ま
り
出
て
吐
氣
を
催
す
様
に
な
つ
た
。
身
冊
中
友
だ
ら
け
ざ

な
つ
て
漸
ぐ
谷
を
渡
り
、
向
ふ
の
尾
根
に
上
る
こ
細
征
が
見
付
か
つ
た
。
咳
を
し
な
が
ら
こ
れ
を
少
し
く
下
る
こ
草
の

丈
も
低
く
な
り
、
高
嶽
の
蔭
ざ
な
る
の
で
友
も
な
く
な
つ
て
漸
ぐ
業
に
な
つ
た
。
身
器
の
友
を
排
ひ
落
し
て
筒
下
る
ｏ

道
は
や
が
て
市
の
方
に
向
ひ
尾
根
の
上
を
体
ふ
９
千
米
突
位
迄
Ｔ
る
ざ
い
ろ
ノ
ヽ
細
雀
が
分
れ
て
、
道
が
分
ら
な
く
な

る
が
、
黄
稲
色
の
革
山
の
中
に
、
東
南
の
方
通
か
下
に
松
の
三
四
本
生

へ
た

一
叢
が
よ
く
見
え
る
か
ら
ゞ
そ
れ
を
目
営

に
下
れ
ば
自
然
ざ
色
見
に
出
る
ｏ
色
見
の
農
家
の
軒
下
に
は
、

一
面
に
黄
金
色
の
玉
蜀
黍
が
っ
る
し
て
あ
つ
て
質
に
美

麗
だ
。
色
見
よ
り
筒
南
下
し
て
火
尾
峠
の
大
道
に
合
し

（大
分
琥
高
森
目
幅
に
移
る
）
ゝ
左
折
し
上
村
山
に
達
し
た
の
が

午
後
三
時
で
あ
つ
た
。
顧
れ
ば
根
子
岳
の
魂
峨
た
る
山
骨
の
中
天
に
省

へ
た
る
左
に
、
火
尾
峠
の
鞍
部
を
隔
て
ヽ
高
嶽



山岳

を
仰
ぎ
、
其
左
肩
よ
り
北
風
に
な
び
く
噴
畑
の
立
ち
昂
る
を
望
む
ｏ
阿
蘇
は
そ
の
数
高
の
人
口
を
養
ふ
廣
大
な
る
火
ロ

原
ｔ
、
中
嶽
の
火
口
噴
畑
等
に
て，
世
界
的
に
有
名
な
山
ど
な
つ
て
居
る
が
、
登
山
趣
味
の
方
か
ら
考
へ
る
こ
、
高
嶽
や

根
子
岳
に
登
る
べ
き
で
あ
る
こ
、
此
邊
で
阿
蘇
を
望
ん
で
特
に
威
じ
た
の
で
あ
る
ｏ
上
村
山
よ
り
東
に
越
え
る
村
山
峠

を
登
つ
て
「
阿
蘇
の
外
輸
出
の
外
側
に
出
で

つ、
「
尾
野
、
赤
翡
根
、
中
村
、
衆
場
、
蔵
地
ざ
不
几
な
火
山
荻
の
泥
澤
路

を
歩
ん
で

（大
分
琥
三
日
井
団
幅
に
移
る
）
、津
留
町
に
到
着
し
た
の
が
花
の
八
時
で
あ
つ
た
ｏ
大
九
屋
ご
云
ふ
宿
に
投

じ
た
。
御
客
は
僕

一
人
で
あ
る
ｏ
主
人
は
お
正
月
な
の
で
、
其
友
人
で
あ
る
祀
母
山
の
欅
姦
ざ
緯
名
さ
れ
た
欅
山
の
持

主
〓
共
に
、
燈
邊
に
洒
を
傾
け
て
ゐ
る
ｏ
僕
に
も
燈
邊
に
来
て
家
族
に
な
れ
Ｅ
云
ふ
、
主
人
夫
婦
Ｅ
欅
最
君
の
手
厚
き

漱
迎
を
受
け
ヽ
晩
飯
を
共
に
し
乍
ら
祀
母
山
の
話
を
澤
山
聞
い
た
ｏ

祀
　
　
母
　
　
山

昨
夜
宿
に
頼
ん
で
置
た
案
内
が
朝
七
時
に
漸
く
や
つ
て
来
た
、
五
十
四
五
の
蒲
顔
の
大
男
で
あ
る
ｏ
案
内
に
雇
は
れ
　
つ

な
が
ら
独
銃
を
携
へ
大
を
つ
れ
て
居
る
ｏ
少
し
氣
に
く
は
ぬ
が
、
銃
ご
独
ざ
に
封
し
て
注
意
を
興
へ
て
出
姜
す
る
ｏ
津
　
（ψ

留
町
の
大
道
を
東
に
進
み
、
道
が
園
境
を
越
へ
て
急
に
右
折
す
る
職
に
て
大
道
ご
別
れ
、
左
折
し
て
東
北
に
進
む
。
上

津
留
を
経
て

（大
分
縣
竹
田
岡
幅
に
移
る
）
、藤
原
に
至
る
。
之
よ
り
小
径
が
東
南
に
向
つ
て
登
り
ざ
な
る
ｏ
材
木
を
出

す
木
馬
道
を
少
し
く
登
る
Ｅ
征
が
な
く
な
つ
て
、
下
車
の
少
な
い
森
林
の
斜
面
を
登
る
様
に
な
る
ｏ
此
邊
が
欅
贔
君
自

慢
の
森
林
で
あ
ら
う
ｂ
祀
母
山
の
尾
根
か
ら
越
敷
嶽
に
曳
い
た
豊
後
ざ
肥
後
の
國
境
尾
根
の
西
で
、
千
二
百
米
突
の
等

高
線
が
切
れ
て
居
る
邊
に
登
つ
て
行
き

（叉
三
田
井
固
幅
に
移
る
）
、回
境
線
の
西
に
出
て
居
る
尾
根
の
斜
面
を
登
卜
切

る
ざ
森
が
な
く
な
つ
て
、
日
向
ざ
肥
後
の
同
境
及
び
日
向
ざ
豊
後
の
園
境
線
に
浩
て
東
に
走
り
、
蔵
け
山
に
達
す
る
小

征
が
地
国
に
示
し
て
あ
る
が
、
其
征
に
合
す
る
事
が
出
来
た
ｏ
此
園
境
の
尾
根
は
草
地
で
あ
る
か
ら
歩
行
容
易
だ
。
只

高
く
な
つ
た
ざ
見
え
、
雪
が
二
三
寸
積
も
つ
て
居
て
可
な
り
寒
い
。
銀
世
界
中
の
人
ざ
な
る
の
は
楡
快
で
あ
る
が
，
天

氣
が
よ
い
の
で
日
光
が
反
射
し
て
目
が
痛
い
。
暫
く
進
む
ざ
國
境
の
尾
根
が
租
母
山
の
頂
上
に
向
つ
て
、
東
南
に
屈
折
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二

せ
ん
ざ
す
る
少
し
手
前
に
小
さ
な
立
石
が
あ
る
ｏ
之
を
左
に
下
る
こ
娠
嶽
村
の
紳
原
に
出
る
事
が
分
る
ｏ
ｍ
母
山
の
頂

・上
へ
の
登
り
は
至
つ
て
業
で
あ
る
ｏ
丁
度
十
二
時
に
頂
上
に
達
し
た
。
小
さ
な
石
の
甦
ご
二
三
の
小
さ
な
石
碑
様
の
も

の
が
あ
る
き
り
で
あ
る
ｏ
頂
上
の
東
面
は

一
帯
の
崖
の
様
で
あ
る
が
、
樹
木
が
繁
茂
し
て
居
て
よ
ぐ
見
え
な
い
ｏ
尾
不

の
谷
は
可
な
り
深
く
、
二
っ
一
面
の
森
林
で
あ
る
ｏ
展
望
は
豫
期
し
て
居
た
程
で
も
な
い
ｏ
東
に
傾
山
の
頂
が
少
し
低

ぐ
見
え
る
が
、
頂
上
の
傾
て
居
る
工
合
は
、
此
方
面
で
は
よ
く
見
え
な
い
ｏ
竹
田
の
町
の
方
か
ら
は
よ
く
見
え
る
ざ
云

ふ
話
だ
。
南
の
方
は
同
じ
位
の
山
が
ご
ち
や
′
ヽ
し
て
居
て
面
白
味
が
な
い
ｏ
西
に
は
阿
蘇
根
子
岳
の
奇
峰
が
、
不
な

高
原
性
に
見
え
る
其
外
輪
山
の
上
に
、
ぎ
ざ
′
ヽ
の
頭
を
出
し
て
居
る
ｏ
只
北
望
丈
は
可
な
り
雄
大
で
、
丘
陵
起
伏
す

る
竹
田
の
低
地
を
距
て
ゝ
、
九
州
第

一
の
高
峰
久
住
山
及
大
船
山
が
、
二
つ
の
ド
ー
ム
の
様
に
巌
然
ざ
甕

へ
、
茶
渦
色

の
裾
を
長
く
引
て
居
る
の
が
望
ま
れ
る
ｏ

頂
上
の
雲
の
中
で
立
な
が
ら
舞
営
を
不
げ
る
ｏ
案
内
の
粛
顔
の
大
男
が
寒
い
ざ
云
ふ
て
慄
へ
出
し
、
早
く
下
山
し
よ

う
ざ
催
促
す
る
ｏ
見
掛
け
に
よ
ら
ぬ
蒻
い
男
だ
ｏ
大
も
塞
腹
だ
ざ
見
え
て
慄
へ
て
居
る
ｏ
舞
営
を
少
し
分
け
て
や
る
ざ

漸
ぐ
元
氣
づ
い
た
ｏ
登
つ
て
来
た
道
を
立
石
迄
戻
り
、
こ
れ
か
ら
豊
後
肥
後
の
回
境
線
の
東
に
滑
ふ
て

。、
緩
木
山
の
す

ぐ
東
に
あ
る
小
川
の
合
流
鮎
で
維
っ
て
居
る
足
根
を
北
に
下
る
の
で
あ
る
ｏ
征
ざ
云
ふ
も
の
は
な
い
が
、
森
林
の
下
草

の
な
い
斜
面
を
下
る
の
で
あ
る
か
ら
、
急
で
は
あ
る
が
困
難
は
な
い
ｏ
小
川
の
合
流
鮎
よ
り
細
径
が
あ
る
ｏ
之
れ
よ
う

川
に
浩
ふ
て
畑
に
出
で
ゝ
姫
嶽
膊
甦
の
石
段
を
左
に
見
て
、
紳
原
に
下
り
た
の
が
午
後
の
三
時
で
あ
っ
た
。
案
内
者
を

放
還
し
、
紳
原
川
に
添
ひ
、
長
小
野
、
猿
日
、
吉
田
、
玉
末
を
経
て
、
竹
田
に
着
た
の
が
、
花
の
八
時
で
、
増
田
屋
ご

云
ふ
に
宿
っ
た
。
長
小
野
、
竹
田
近
邊
に
は
、
清
麗
な
る
小
川
が
勢
よ
ぐ
流
れ
て
居
る
ｏ
阿
豚
外
輸
出
東
斜
面
の
水
で

あ
る
が
、
温
泉
岳
の
大
野
木
場
邊
ざ
能
ぐ
似
て
ゐ
る
の
は
、
何
か
火
山
の
地
質
構
造
に
関
係
が
あ
る
も
の
で
あ
ら

，
ｏ

翌
日
は
が
た
馬
車
で
大
分
に
出
る
豫
定
で
あ
っ
た
が
、
お
正
月
で
宿
屋
が
寝
坊
し
た
ゝ
め
馬
車
に
乗
り
そ

こ
な

つ

た
。
焼
牛
分
で
十
一
里
の
不
地
を
大
分
迄
歩
い
た
が
、
防
寒
具
の
つ
ま
つ
た
ソ

ニ
ッ
ク
ナ
ッ
タ
は
肩
に
め
り
込
み
、
役
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山岳

を
し
な
か
つ
た
ア
イ
ス
ァ
ッ
タ
ス
が
邪
魔
に
な
つ
て
甚
だ
閉
日
し
た
。
大
分
よ
り
汽
車
に
て
別
府
に
出
で
、
米
屋
で
連

日
の
疲
勢
ざ
阿
蘇
の
荻
を
洗
ひ
落
し
、
温
泉
に
浸
つ
て
居
る
ざ
由
布
ざ
鶴
見
に
登
る
の
が
面
倒
に
な
つ
て
亦
た
ｏ
正
月

の
体
暇
も
既
に
な
く
な
つ
た
事
で
あ
る
か
ら
、
由
布
鶴
見
は
お
止
め
に
し
て
、
其
儘
佐
世
保
に
婦
つ
た
。

御

　

前
　
・
嶽

暫
ぐ
登
ら
な
か
つ
た
の
で
少
し
病
氣
が
起
つ
て
来
た
、
何
庭
此
庭
ざ
さ
が
し
た
末
、
脱
ん
だ
の
が
御
前
嶽
Ｅ
英
彦
山

で
あ
る
ｏ
明
治
四
十
五
年
二
月
十
三
日
の
花
年
佐
世
保
を
出
螢
し
、
十
四
日
早
朝
笏
．（対
一珂
一騨
に
下
車
し
た

（熊
本
琥
久

留
米
国
幅
）。
が
た
馬
車
で
扁
島
、
山
内
、本
分
を
過
ぎ
、
黒
木
に
て
馬
車
を
捨
て
ゝ
矢
部
川
の
上
流
に
湖
る
ｏ
営
時
は

矢
部
川
金
鍍
の
風
説
が
盛
ん
な
時
で
あ
つ
た
か
ら
、
行
人
は
僕
の
服
装
か
ら
見
て
、
金
銀
探
槍
で
す
か
な
ざ
ざ
度
々
尋

ね
る
。
木
屋
原
を
過
ぎ
て
寄
李
邊
に
行
く
ざ
、
山
が
川
に
迫
つ
て
ホ
る
ｏ
大
淵
、
桑
鶴
ざ
過
ぎ

（熊
本
琥
豆
田
園
幅
）
、

筒
東
に
進
む
ざ
や
が
て
筑
後
耶
馬
漢
の
稀
あ
る
日
向
紳
岩
の
奇
勝
に
出
る
ｏ
大
道
ざ
別
れ
川
を
渡
つ
て
ゝ
奥
日
向
紳
岩
　
〔職
″

１ふ

の
方
に
入
つ
て
見
る
ｏ
此
方
は
水
が
な
い
か
ら
あ
ま
り
よ
く
な
い
。
少
し
ぐ
奥
に
進
む
ざ
山
が
ス
季
几
に
な
る
の
で
、
　

〔゙

元
の
道
に
戻
つ
て
や
は
う
矢
部
川
に
滑
ふ
て
湖
る

（熊
本
琥
八
方
嶽
固
幅
に
移
る
）
ｏ笹
又
邊
で
川
は
ス
不
几
に
な
る
ｏ

中
村
に
て
道
を
左
に
取
り
、
御
側
川
に
浩
ふ
て
東
北
に
湖
り
、
女
鹿
野
を
過
て

（熊
本
琥
豆
田
国
幅
に
移
る
）
下
御
側

に
達
し
、
急
坂
を
上
つ
て
良
成
親
王
の
御
墓
に
詣
で
、
下
御
側
で
一
泊
し
た
。

蜜
朝
七
時
に
下
御
側
を
出
姜
し
「
御
側
川
に
浩
ふ
て
湖
り
、
左
よ
り
水
る
三
つ
目
の
澤
を
入
り
、
五
百
米
突
程
も
登

る
こ
御
前
嶽
の
頂
上
に
達
し
た
、
午
前
八
時
年
で
あ
る
ｏ
頂
上
に
は
数
坪
の
不
地
が
あ
つ
て
、
小
さ
な
木

の
嗣

が
あ

り
、
鐵
で
打
た
鎌
槍
の
様
な
も
の
が
二
つ
三
つ
本
納
し
て
あ
る
ｏ
展
望
は
廣
い
が
、
山
が
高
く
な
い
の
で
あ
ま
り
遠
方

は
見
え
な
い
。
群
迦
嶽
は
東
に
す
ぐ
手
に
取
る
位
に
見
え
て
、
頂
は
此
所
よ
り
少
し
高
い
ｏ
南
の
方
は
同
じ
位
の
■
が

澤
山
あ
つ
て
、
高
い
岡
が
績
い
て
居
る
様
に
見
え
る
。
只
噴
畑
に
よ
つ
て
阿
蘇
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
位
だ
。
東
南
に

は
久
住
の
ド
ー
ム
が

一
際
高
い
ｏ
北
の
方
に
は
英
彦
山
を
望
む
こ
Ｅ
が
出
来
る
ｏ
小
恵
の
後
北
の
方
高
瀬
川
の
谷
に
下

◎
九
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代
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四

ら
う
Ｅ
思
つ
て
征
を
求
め
た
。
始
め
繹
迦
嶽
に
つ
ヽ
ぐ
尾
根
を
東
に
下
つ
た
、
可
な
り
行
つ
て
も
後
は
依
然
ε
し
て
東

に
向
ひ
し
か
も
あ
ま
り
下
ら
ぬ
か
ら
其
誤
な
る
を
知
つ
て
引
返
し
、
筒
よ
ぐ
調
べ
る
ざ
御
前
嶽
の
頂
上
よ
り
、
此
尾
根

に
少
し
下
る
さ
す
ぐ
に
北
の
方
に
折
れ
て
下
る
小
征
が
あ
る
の
を
贅
見
し
た
。
之
を
下
る
ざ
地
国
に
あ
る
通
り
の
地
形

を
通
過
す
る
の
で
、
其
正
し
き
を
知
つ
た
ｏ
即
ち
東
北
を
指
し
て
小
さ
な
尾
根
を

一
つ
越
す
ぎ
、
征
は
盆
下
つ
て
途
に

田
代
に
出
た
ｏ
そ
れ
よ
り
出
野
に
下
り
、
高
瀬
川
の
浩
岸
を
偉
っ
て
、
柚
木
、
松
金
、
荒
手
を
経
て
隈
に
出
た
ｏ
此
滑

岸
は
矢
部
川
浩
岸
よ
り
、逸
に
谷
川
ら
し
く
て
心
地
が
よ
い
ｏ
隈
は
明
治
汁
七
年
の
四
月
、
筑
後
川
を
舟
で
下
つ
た
時
、

岸
の
柳
の
糸
が
線
に
前
え
て
ゐ
る
下
よ
り
、
朝
霧
こ
め
た
川
面
に
舟
を
出
し
た
町
で
あ
っ
て
、
書
の
様
な
威
じ
を
持
つ

て
居
た
所
で
あ
つ
た
が
、
此
日
通
っ
て
見
る
ざ
そ
れ
程
で
も
な
く
、
却
て
営
時
の
美
し
き
思
出
で
を
打
毀
し
た
様
で
、

惜
い
様
に
思
つ
た
。
前
に
宿
つ
た
事
の
あ
る
豆
田
町
の
松
榮
館
ざ
云
ふ
の
に

一
泊
し
た
。
明
日
は
英
彦
山
に
登
る
つ
も

う
で
あ
る
ｏ

英

　

彦

　

山

英
彦
一雌
は
九
州
の
名
山
で
あ
る
か
ら
、
山
嶽
に
も
既
に
記
事
が
澤
山
あ
る
様
だ
ｏ
九
年

一
琥
に
は
古
家
質
三
氏
が
、

十
月
一初
旬
耶
馬
漢
の
守
賓
か
ら
登
ら
れ
た
記
事
が
あ
り
、
三
年

一
琥
に
は
手
島
漂
泊
氏
が
、
豆
田
よ
り
嶽
滅
鬼
時
を
越

て
登
ら
れ
た
記
事
が
あ
る
ｏ
僕
の
登
つ
た
道
も
手
島
氏
の
登
路
ざ
全
く
同

一
で
あ
る
か
ら
書
か
ぬ
事
に
す
る
ｏ
但
し
僕

は
前
日
靴
の
具
合
で
足
を
少
し
い
た
め
た
篤
、
藤
山
邊
迄
人
力
車
に
乗
る
こ
こ
に
し
た

（小
倉
琥
吉
井
固
幅
）。
此
道
は

耶
馬
漢
か
ら
大
石
峠
を
越
へ
て
、
豆
田
に
本
た
時
に
通
つ
た
事
の
あ
る
道
で
、
知
っ
て
居
た
か
ら
車
に
乗
つ
た
が
、
革

夫
は
藤
山
よ
り
ま
だ
先
の
方
迄
車
で
行
け
る
ざ
云
ふ
の
で
、
ざ
う
′
ヽ
嶽
滅
鬼
峠
の
す
ぐ
下
の
中
山
迄
人
力
車
で
行
つ

た
。
尤
も
藤
山
か
ら
先
は
可
な
り
尻
の
跳
上
る
道
で
あ
つ
た
ｏ
英
彦
山
で
の
僕
の
威
じ
丈
を
云
ふ
で
見
る
ざ
、
山
ら
し

い
威
の
す
る
の
は
、
嶽
滅
鬼
峠
を
越
し
て
か
ら
彦
山
の
登
り
に
か
ゝ
る
迄
の
間
に
あ
る
森
林
帯
一
寸
の
間
丈
で
、
英
彦

山
自
身
は
名
山
で
待
期
が
大
き
か
つ
た
せ
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
思
つ
た
よ
り
面
白
床
の
な
い
山
で
、
展
望
も
左
程
で
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山書

な
い
。
唯
だ
思
つ
た
よ
り
大
き
く
て
立
派
で
あ
つ
た
の
は
、
頂
上
の

（三
角
識
の
あ
る
最
高
鮎
ざ
は
別
の
峯
に
な
つ
て

居
て
少
し
低
い
）
英
彦
山
紳
証
さ
彦
山
町

の
本
幣
殿
で
あ
つ
た

（小
倉
琥
後
藤
寺
日
幅
に
移
る
）ｏ
僕
は
彦
山
町
か
ら

ゆ
　
ナ
　
ば
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
く
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　

，

北
に
今
川
に
滑
ふ
て
油
須
原
馨
に
出
で
、
汽
車
で
行
橋
を
経
て
佐
世
保
に
帰
っ
た
が
．
彦
山
町
か
ら
油
須
原
澤
迄
の
通

は
、
憂
化
が
な
く
長
く
て
可
な
り
飽
き
た
Ｏ

市
　
　
房
　
　
山

球
磨
川
の
奥
に
隠
れ
て
居
る
此
山
に
登
つ
て
見
た
な
ら
ば
、
日
向
の
山
地
や
、
有
名
な
る
五
家
の
荘
地
方
の
地
形
を

窺
ふ
事
は
出
来
る
だ
ら
ラ
Ｅ
思
つ
て
、
大
正
三
年
四
月
十
九
日
の
夕
刻
佐
世
保
を
出
稜
し
、
汁
日
の
朝
六
時
年
に
人
吉

鐸
に
下
車
し
た

（八
代
琥
人
吉
圃
幅
）。朝
早
過
ぎ
る
の
で
、
多
良
木
行
の
が
た
馬
車
は
ま
だ
出
な
い
。
球
磨
月
に
架
し

た
大
橋
を
渡
つ
て
人
吉
の
城
跡
を
左
に
見
、
爪
先
上
り
に
蟹
作
ま
で
木
る
ざ
後
か
ら
が
た
馬
車
が
追
付
い
て
末
た
の
で
、

之
れ
に
乗
つ
て
無
田
原
、
清
尾
、
五
本
松
ざ
走
る
ｏ
山
間
の
李
野
を
貫
く
大
道
で
、
雨
側
に
は
巨
大
な
る
杉
の
並
本
が

あ
つ
て
、
霧
に
誘
は
れ
て
軽
い
杉
の
番
の
す
る
程
に
、
具
合
よ
く
海
氣
を
持
っ
た
塞
氣
が
賓
に
心
地
よ
い
。
堀
角
、築
地

を
過
て
多
良
木
に
若
き
、
馬
車
を
捨
て
ゝ
町
を
東
北
に
進
む
ｏ
田
合
の
町
に
し
て
は
清
潔
で
道
路
も
廣
い
ｏ
此
所
よ
う

植
木
迄
の
間
に
あ
る
杉
並
木
は
特
に
立
派
で
、
亭
々
雲
を
摩
し
、
日
光
の
杉
街
道
を
行
ぐ
様
な
心
地
が
す
る
。
中
里
で

大
道
か
ら
左
に
下
っ
て
球
磨
川
を
渡
る
ｏ
川
も
此
邊
に
来
る
ざ
細
く
な
つ
て
居
る
ｏ
橋
が
落
ち
て
居
る
の
で
船
で
波
る
。

向
ふ
岸
の
里
防
か
ら
山
の
務
を
東
北
に
進
ん
で
、
岩
野
、高
瀬
ざ
過
ぎ
（延
岡
琥
村
所
固
幅
）
、幸
野
邊
に
来
る
ご
川
は
谷

川
の
相
を
備

へ
て
く
る
ｏ
五
家
の
荘

へ
入
る
道
の
下
江
代
の
下
で
、
球
磨
川
Ｅ
湯
山
川
の
落
合
近
く
架
し
た
橋
を
渡
っ

て
球
磨
川
ざ
別
れ
、
湯
山
川
に
浩
ふ
て
街
る
ざ
、
暫
く
に
し
て
湯
山
村
に
着
ぐ
。
江
並
族
館
ざ
云
ふ
が
村
第

一
の
ホ
テ

ル
で
あ
る
ｏ
此
地
に
は
地
国
に
温
泉
の
記
琥
が
あ
る
か
ら
、
も
つ
Ｅ
よ
い
温
泉
宿
で
も
あ
る
か
ざ
思
つ
て
、
雨
が
降
つ

て
来
た
に
も
拘
ら
す
村
を

一
巡
し
て
見
た
が
、
温
泉
ざ
は
名
の
み
で
、
ご
て
も
は
入
れ
さ
う
に
も
な
い
か
ら
、
元
の
江

並
族
館
に
宿
る
こ
こ
に
し
た
ｏ
お
客
は
勿
論
僕

一
人
で
あ
る
ｏ
雨
が
烈
し
く
降
り
出
し
て
家
た
の
で
悲
槻
せ
ぎ
る
得
な
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◎
九
州
の
山
や
　
　
八
代

ヽ

０笠
五
月
二
日
も
強
い
雨
だ
。
杢
し
く
天
を
脱
ん
で
居
る
こ
午
前
十

一
時
頃
に
な
つ
て
、
漸
ぐ
晴
れ
さ
う
に
な
つ
て
来

た
。
急
に
支
度
を
し
、
案
内
を
雇
つ
て
宿
を
出
た
。
村
の
學
校
の
先
か
ら
右
に
小
征
を
下
っ
て
川
を
渡
り
、
裾
野
の
様

な
緩
斜
面
を
東
北
に
向
つ
て
登
る
ｏ
丁
度
地
国
に
水
上
村
ざ
あ
る
水
ざ
上
ざ
の
間
を
通
っ
て
居
る
黙
線
で
示
し
た
径
で

あ
る
ｏ
可
な
り
登
つ
て
湯
山
村
が
下
に
見
え
る
様
に
な
る
ぎ
、
征
は
少
し
く
下
つ
て
、小
川
に
架
し
た
九
木
橋
を
渡
る
ｏ

そ
れ
よ
り
道
は
東
に
向
ひ
、
森
林
の
中
を
穿
つ
て
急
に
登
る
様
に
な
る
ｏ
湯
山
よ
り
一
時
間
年
程
で
市
房
紳
祗
に
達
し

た
。
可
な
♭
大
き
な
結
構
で
、
舞
殿
は
荒
腰
し
て
居
た
が
、
本
殿
は
近
頃
改
築
し
た
も
の
ご
見
え
て
新
し
い

，
の
で
あ

っ
た
。
小
憩
し
て
後
、
本
殿
の
す
ぐ
後
の
横
よ
り
、
征
の
分
ら
な
い
森
林
中
を
登
る
ｏ
こ
れ
よ
り
七
百
米
突
許
り
の
登

り
は
甚
だ
急
で
、
手
ざ
足
ざ
を
働
か
す
必
要
が
あ
る
。
生
僣
霧
が
深
い
の
で
何
も
見
え
な
い
。
森
の
下
草
は
多
く
は
な

い
が
、
雨
上
り
で
あ
る
か
ら
全
身
濡
鼠
の
如
く
に
な
つ
た
。
頂
上
に
近
づ
く
ざ
傾
斜
は
少
し
緩
く
な
つ
て
来
て
、
大
き

な
木
が
少
な
く
な
り
、
草
が
多
く
な
つ
て
家
る
ｏ
紳
甦
よ
う

一
時
間
牛
許
り
で
途
に
頂
上
の
三
角
難
に
達
し
た
。
頂
上

は
東
北
よ
う
東
南
に
細
長
ぐ
な
つ
て
居
て
、
産
の
様
な
も
の
は
見
営
ら
な
い
ｏ
何
し
ろ
霧
が
深
ぐ
て
敷
間
先
は
見
え
な

い
の
だ
か
ら
よ
ぐ
分
ら
ぬ
ｏ
全
く
霧
を
見
に
末
た
様
な
も
の
だ
。
時
間
が
な
い
か
ら
小
憩
の
後
登
つ
て
家
た
道
を
下
り

始
め
た
。
此
度
は
手
が
使

へ
な
い
か
ら
足
の
が
く
が
ぐ
す
る
事
甚
し
い
。
お
ま
け
に
よ
く
こヽ
る
の
で
閉
日
し
た
ｏ
一脚

祗
か
ら
下
の
緩
斜
面
に
な
つ
て
か
ら
は
ざ
ん
ハ
ヽ
走
り
出
し
た
。
裾
野
の
様
な
原
に
来
た
時
は
、
夕
陽
が
雲
間
に
洩
れ

て
、
線
の
原
の
露
に
映
じ
て
質
に
美
し
か
つ
た
ｏ
夕
六
時
に
湯
山
村
に
婦
り
着
た
。
今
花
も
江
並
木
賃
ホ
テ
″
に
宿
る

の
は
閉
日
だ
か
ら
、
明
る
い
中
に
少
し
で
も
下
ら
う
ざ
思
つ
て
、
昨
日
来
た
道
を
二
里
牛
許
り
走
つ
て

（人
吉
固
幅
に

移
る
）
、岩
野
の
西
旅
館
ざ
云
ふ
に
投
じ
た
、
江
並
ホ
フ
ノン
よ
り
は
少
し
ま
し
だ
。

蜜
日
朝
六
時
年
岩
野
を
出
螢
し
、
此
度
は
球
磨
川
の
北
岸
に
浩
て
下
つ
た
ｏ
市
房
は
ま
だ
霧
で
見
え
な
か
つ
た
が
、

球
磨
川
の
百
太
郎
堰
に
家
た
時
、
漸
く
其
雄
姿
を
雲
表
に
現
は
し
た
。
乗
鞍
の
様
な
形
を
し
て
青
く
見
え
る
ｏ
昨
日
は

二
六
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出岳

御
若
勢
様
ざ
云
は
ぬ
許
で
あ
る
ｏ
残
念
な
が
ら
後
振
返
り
見
っ
ゝ
茂
原
に
出
で
、
南
に
折
れ
川
を
渡
つ
て
再
び
多
良
木

に
出
た
。
が
た
馬
車
に
乗
つ
て
人
吉
に
着
た
の
は
午
前
十

一
時
年
で
あ
る
ｏ

人
吉
の
西
年
工
程
の
所
に
林
温
泉
ざ
云
ふ
の
が
あ
る

（八
代
琥
佐
敷
固
幅
）
地
団
に
球
磨
川
の
岸
に
湯
本
ざ
し
て
あ

る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
蜜
嵐
繊
ざ
云
ふ
温
泉
宿
が
よ
い
、
浴
場
も
立
派
で
中
々
居
心
地
が
よ
い
。
こ
ゝ
か
ら
球
磨
川
下

り
も
出
亦
る
し
、
香
魚
の
候
に
は
川
狩
も
面
白
い
ざ
云
ふ
事
だ
。
封
岸
の
少
し
山
奥
に
鹿
目
八
重
瀧
ざ
云
ム
の
が
あ
る
ｏ

岩
の
有
様
が

一
風
愛
つ
た
、
類
の
少
な
い
も
の
で
、
遊
覧
の
慣
値
が
あ
る
■
思
つ
た
が
、
僕
は
行
か
な
か
つ
た
ｏ
翌
日

は
、
球
磨
川
を
下
っ
て

（八
代
琥
日
奈
久
団
幅
に
移
る
）
破
木
よ
り
西
に
入
り
、
大
門
、
湖
野
、
田
崎
を
通
つ
て
櫛
山

を
越

へ
、
日
奈
久
温
泉
に
出
て
、
金
波
櫻
で
温
泉
に
浸
り
、
連
日
の
挙
を
洗
ひ
流
し
た
。

し
や
う

か
ん

之
れ
で
僕
の
九
州
の
山
話
は
お
し
ま
ひ
ざ
す
る
ｏ
園
見
嶽
、
烏
帽
手
嶽
、
西
嶽
、
正
．槻
嶽
、
弓
張
嶽
ゝ
愛
着
山
等
に

も
登
っ
て
見
た
が
、
是
等
は
皆
佐
世
保
要
塞
地
帯
に
属
す
る
山
々
で
あ
る
か
ら
書
か
ぬ
事
で
す
る
ｏ
維
り
に
九
州
の
山

に
就
て
の
僕
の
成
想
を

一
寸
逃
べ
て
見
よ
ンフ
０

″明
石
園
助
氏
の
言
は
れ
た
如
く
、
九
州
は
火
山
を
見
る
に
宜
し
い
さ
は

僕
も
甚
だ
同
成
で
あ
る
ｏ
登
つ
て
面
白
い
山
は
皆
火
曲
で
あ
る
ｏ
又
同
氏
に
榮
尾
湯
の
主
人
が
話
し
た
様
に
、
九
州
の

山
は
草
木
の
繁
茂
蛇
幌
類
の
害
等
が
行
路
難
の
最
た
る
も
の
で
、
此
た
め
に
小
さ
な
山
で
も
思
は
ぎ
る
失
敗
を
や
る
事

が
あ
る
ｏ
甲
斐
信
援
邊
の
山
々
の
様
な
地
形
上
の
行
路
難
は
甚
だ
少
な
い
様
だ
ｏ
随
て
険
絶
ざ
か
威
嚇
ざ
か
云
ふ
様
な

恐
ろ
し
い
文
字
の
は
い
つ
た
痛
快
性
を
帯
び
た
紀
行
等
は
、
書
か
，り
ざ
思
つ
て
も
あ
ま
り
書
け
な
い
ｏ
僕
は
九
州
の
山

に
は
夏
は
登
る
べ
き
で
な
い
ざ
思
ふ
、
寒
い
時
の
方
が
登
山
趣
味
の
方
か
ら
云
へ
ば
た
し
か
に
面
白
い
Ｅ
思
ふ
。
僕
は

前
記
の
山
々
に
皆
靴
で
登
っ
た
、
而
し
て
何
等
の
不
都
合
を
威
じ
な
か
つ
た
ｏ
各
で
も
少
し
の
防
寒
具
さ
へ
準
備
す
れ

ば
よ
い
、
雪
道
具
の
如
き
は
不
要
で
あ
ら
う
ざ
思
ふ
が
、
是
等
は
皆
貧
蒻
な
る
僕
の
経
験
か
ら
出
た
威
想
に
過
ぎ
な
い

の
だ
か
ら
、
あ
ま
り
常
に
は
な
ら

・
ん
も
の
ざ
御
承
知
を
願
ひ
た
い
。
（維
）

◎
九
州
り
山
や
　
　
八
代

三
七

(31213)



年 二 十 第

◎
丹
澤
山
塊
　
　
戸
澤
、
藤
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

丹

澤
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戸

澤
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一

藤

島

敏

男

】

武
蔵
野
の
雑
木
林
に
木
枯
が
吹
き
、
秩
父
の
連
山
に
幾
條
か
の
白
い
縞
が
入
り
、
富
士
が
雲
の
厚
化
粧
を
し
て
く
る

ざ
、
丹
澤

一
帯
の
山
塊
は
、

一
際
人
の
眼
を
ひ
ぐ
や
う
に
な
る
ｏ
そ
れ
が
郊
野
の
紡
径
者
に
ざ
つ
て
は
「　
一
種
云
ふ
可

か
ら
ぎ
る
懐
し
味
ざ
な
り
、
其
懐
し
み
は
羅
て
抑
え
難
き
登
山
の
念
に
憂
つ
て
行
ぐ
ｏ
各
ざ
い
ふ
恐
し
い
手
に
押
し
っ

け
ら
れ
な
が
ら
も

「
登
り
度
い
な
」
ざ
思
つ
た
こ
ざ
は
、
一
再
で
は
な
か
つ
た
。
殊
に
薬
の
花
が
匂
ふ
頃
「
相
州
大
山

の
頂
上
に
立
つ
て
、
す
ぐ
眼
の
前
に
其
の
黒
い
大
き
な
姿
を
眺
め
た
時
な
ご
は
、
翌
日
に
で
も
こ
思
つ
た
が
、
夫
も
果

す
こ
ざ
が
出
来
す
に
今
日
迄
過
ぎ
て
仕
舞
つ
た
ｏ
ざ
こ
ろ
が
、
或
る
山
好
き
の
會
合
が
あ
つ
た
花
、
偶
然
の
事
か
ら
自

分
等
二
人
の
間
に
、
丹
澤
山
塊
踏
破
の
相
談
が
成
立
し
て
、
途
に
蛭
ケ
岳

（
一
六
七
三
米
突
）
、丹
澤
山

（
一
五
六
七
米

突
）
、塔
ケ
岳

（
一
四
九

一
米
突
）
の
三
山
に
革
軽
の
あ
ど
を
つ
け
る
こ
Ｅ
が
出
来
て
「
整
に
年
末
の
宿
望
が
達
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
ｏ

念
々
決
行
ざ
き
ま
つ
た
時
は
、
梅
澤
さ
ん
の
様
に
、
中
央
線
で
上
野
原
迄
行
き
、
青
根
村
か
ら
登
つ
て
、
相
州
秦
野

‘
ろくら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐　　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
．‐　
‘……
‐‐

へ
下
る
豫
定
で
あ
つ
た
の
が
、
ぎ
う
せ
行
く
な
ら
ば
、
立
倉
川
の
漢
谷
を
見
た
い
さ
い
ふ
慾
が
出
て
き
て
、
急
に
日
程

憂
夏
ざ
な
つ
た
。
Ｔ
度
幸
に
も
、
立
倉
村
の
奥
の
熊
木
に
製
板
所
が
あ
る
ぎ
、
友
人
か
ら
聞
い
た
の
で
、
夫
を
目
的
に

し
て
出
掛
け
る
こ
ざ
に
し
た
。
さ
て
困
つ
た
事
は
熊
木
な
る
名
群
は
、
参
謀
本
部
の
地
日
は
勿
論
、
高
野
氏
の

「
塔
ケ

岳
」
の
紀
行
（「
山
岳
」
第

一
年
第

一
琥
所
載
）
に
も
無
い
ｏ
照
會
す
る
の
も
面
倒
な
の
で
、行
け
ば
剣
る
だ
ら
う
位
で
、
大

正
七
年
五
月
十

一
日
午
前
八
時
四
十
五
分
の
汽
車
は
、
不
安
ざ
希
望
ざ
に
満
ち
た
自
分
等
二
人
を
乗
せ
て
帝
都
を
後
に

)
４
ハ

（
ＺＲ

）



山岳

し
た
ｏ

昨
夜
ま
で
悲
槻
の
種
で
あ
つ
た
雨
は
、
か
ら
り
ざ
晴
れ
て
和
夏
の
美
し
い
陽
光
が
、
珊
々
ざ
し
て
樹
々
の
若
葉
に
そ

そ
い
で
ゐ
る
ｏ
紺
碧
の
杢
に
は
名
残
り
の
自
い
雲
が
流
れ
て
ゐ
る
が
、
心
配
に
な
る
程
で
も
な
い
。
大
山
あ
た
り
の
山

が
鼠
色
の
姿
を
見
せ
て
遠
い
野
を
限
つ
て
ゐ
る
ｏ
露
螢
の
必
要
で
も
あ
り
は
せ
ぬ
か
ざ
懸
念
し
て
、
携
帯
し
て
来
た
天

幕
ざ
、
飯
金
、
観
衣
等
で
一
杯
に
な
つ
た
ソ
ユ
ッ
ク
サ
ッ
タ
ざ
が
、近
づ
き
つ
ゝ
あ
る
夏
の
山
族
に
想
像
を
走
ら
せ
て
ヽ

心
臓
が
頻
り
こ
を
ざ
つ
て
く
る
ｏ
海
を
越

へ
て
天
城
が
見
え
、
箱
根
火
山
群
が
車
窓
に
際
見
し
て
、
間
も
な
く
汽
車
は

山
北
騨
に
藩
い
た
ｏ

ざ
っ
し
り
ご
重
い
荷
物
を
引
き
づ
る
や
う
に
し
て
、
躍
前
の
荒
物
屋
に
入
り
、
草
戦
の
細
を
結
び
な
が
ら
、
早
速
製

板
所
の
話
を
持
ち
出
し
た
が
、
薩
張
り
要
領
を
得
な
い
ｏ
己
を
得
な
い
の
で
立
倉
ま
で
ヽ
も
人
夫
を
雇
は

，
Ｅ
し
た
が
、

誰
も
行
き
手
が
な
の
い
で
、
主
婦
の
言
葉
に
従
つ
て
、
村

へ
蹄
へ
る
駄
馬
を
頼
む
こ
ざ
に
し
て
此
庭
を
出
た
ｏ
も
う
本

営
に
族
の
心
持
に
な
る
ｏ
丹
澤
附
近
の
村
か
ら
友
を
積
ん
で
く
る
馬
車
や
駄
馬
の
集
る
友
問
屋
迄
は
、
可
な
り
の
道
程

が
あ
っ
た
。
馬
子
の
一
人
に
、
立
倉
婦
り
の
馬
が
あ
る
か
ざ
諏
ね
て
み
た
が
、
ま
だ
今
日
は
本
な
い
Ｅ
云
ふ
。
馬
が
無

け
れ
ば
人
に
椅
る
よ
り
他
に
仕
様
が
な
い
の
で
、
色

．々ざ
交
渉
を
重
ね
た
が
應
す
る
者
は
な
い
ｏ
念
々
無
け
れ
ば
荷
は

自
分
達
が
負
ふ
て
行
く
ば
お
り
ざ
決
心
し
て
、
例
の
熊
木
の
事
を
聞
い
て
見
る
ｏ
大
勢
の
中
に
は
誰
か

一
人
位
は
知
つ

て
ゐ
さ
う
な
も
の
だ
が
、
知
っ
た
者
は
な
い
。
愚
固
′
ヽ
し
て
ゐ
る
中
に
は
用
拾
な
く
時
間
は
過
ぎ
て
、‐
天
幕
は
交
代

に
持
っ
こ
ざ
に
極
め
、
坦
々
砥
の
如
き
道
を
紳
縄
村

へ
向
？
た
時
は
既
に
十
二
時
を
過
ぎ
る
こ
ざ
二
十
分
。
最
初
は
山

北
か
ら
直
ち
に
山
越
し
に
市
間
、
高
杉
を
経
て
、
立
倉
村

へ
出
る
豫
定
で
あ
つ
た
所
、
案
内
者
が
な
く
て
は
道
が
剣
り

悪
い
事
や
、
荷
を
持
っ
て
は
却
っ
て
損
だ
ざ
云
ふ
事
な
ざ
で
、
急
が
ば
廻
れ
ざ
正
道
を
ざ
つ
て
、
先
づ
耐
縄
村

へ
ざ
獲

足
し
た
の
で
あ
る
ｏ

薫
風
が
快
ぐ
類
を
撫
で
ゝ
す
ぎ
る
ｏ
足
は
軽
々
ざ
新
線
の
種
を
行
ぐ
。
不
常
は
花
汽
車
で
素
通
り
す
る
洒
勾
川
の
風

０
丹
澤
山
塊
　
　
屋
澤
、
藤
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
九

(325)



年 二 十 第

◎
丹
澤
山
塊
　
　
戸
澤
、
藤
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

物
も
．
今
日
は
殊
の
ほ
か
に
目
に
つ
い
て
、
脚
下
の
漢
流
も
四
日
の
峯
書
も
「
生
々
ざ
し
て
動
い
て
ゐ
る
ｏ
箱
根
の
端

山
で
さ
へ
此
の
通
り
だ
か
ら
ゝ
丹
澤
山
塊
の
青
葉
若
葉
は
ざ
ん
な
に
美
事
で
あ
ら
う
ざ
「
肌
が
汗
ば
む
で
亦
た
の
も
知

ら
す
に
ひ
た
す
ら
道
を
急
ぐ
。
鐵
道
線
路
か
ら
離
れ
て
、
道
を
北
に
ざ
り
河
内
川
を
左
手
に
す
る
ｏ
十
分
毎
に
交
代
す

る
天
幕
入
の
袋
が
持
ち
悪
い
の
で
、
早
く
其
の
苦
痛
か
ら
脱
れ
た
い
篤
に
、
僅
か
十
分
の
時
間
も
随
分
長
い
も
の
に
思

は
れ
た
ｏ
本
の
藍
色
ざ
若
葉
の
緑
色
ざ
を
細
し
て
、
静
か
に
囁
い
て
ゐ
る
川
に
は
、幾
つ
か
の
吊
橋
が
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
ｏ

奔
器
の
連
績
恰
か
も
黒
部
川
に
架
つ
て
ゐ
る
吊
橋
を
回
想
せ
し
め
て
、
去
年
の
飢
行
の
族
の
様
を
互
に
話
し
合
つ
た
ｏ

紳
縄
村
の
家
々
が
見
え
、
友
を
積
ん
だ
駄
馬
が
路
傍
に
繋
が
れ
て
っ
道
は
漸
く
匂
配
を
あ
ら
は
し
て
く
る
ｏ
紳
縄
村

迄
は
可
な
り
立
派
な
道
が
通
じ
、ま
だ
木
の
香
の
残
つ
て
ゐ
る
宿
屋
が
あ
っ
た
り
な
ざ
し
て
、
さ
し
て
不
便
な
所
で
も
な

い
ら
し
い
。
石
の
出
た
小
さ
な
坂
の
途
中
で
子
供
に
立
倉

へ
の
道
を
尋
ね
る
ｏ
右
す
れ
ば
立
倉
村
ゝ
左
を
ざ
れ
ば
中
川

村

へ
の
路
の
岐
れ
る
所
で
、
一
汗
拭
ふ
た
自
分
等
は
、鷹
せ
た
桑
畑
ざ
貧
し
い
杉
木
立
の
中
を
先
へ
先
へ
ざ
急
ぐ
。
途
中

印
絆
天
の
三
人
づ
れ
ε
立
倉
川
の
奥
の
話
を
し
た
が
、
土
地
の
者
で
は
な
い
彼
等
の
こ
ざ
ゝ
て
、
唯
だ
立
倉
の
奥
に
安

藤
製
材
所
ざ
い
ふ
の
が
あ
つ
て
、
誰
れ
で
も
泊
め
て
く
れ
る
ど
の
事
だ
け
剣
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
彼
等
も
其
庭

へ
行
き
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
つ
た
ｏ
艶
の
無
い
ひ
か
ら
び
た
様
な
立
倉
の
村
は
「
寒
村
ら
し
い
趣
を
呈
し
て
、
茅
葺
き
の

家
は
階
段
状
に
競
ん
で
、
夫
に
籍
田
ざ
畑
ぎ
を
変

へ
て
ゐ
る
ｏ
腐
の
隣
り
で
族
商
人
が
小
間
物
を
ひ
ろ
げ
て
ゐ
る
ｏ
村

を
す
ぎ
て
山
腹
に
つ
け
ら
れ
た
細
征
を
辿
る
ｏ
之
は
寄
村

へ
の
通
路
で
、
細
い
な
が
も
迷
ふ
瞑
れ
は
な
い
ｏ
清
水
が
所

々
に
湧
き
、
自
分
等
の
潟
し
た
咽
喉
を
滉
す
に
都
合
よ
く
、
傾
斜
も
至
つ
て
緩
か
で
あ
る
ｏ
い
つ
し
か
西
に
傾
き
か
け

た
太
陽
の
光
を
浴
び
て
、
雪
を
冠
つ
た
富
士
が
長
し
い
ま
で
に
崇
高
雄
偉
な
山
容
を
雲
間
に
あ
ら
は
し
ゝ
愛
鷹
山
の
す

ん
な
り
こ
し
た
本
線
が
浮
彫
の
様
に
大
容
を
刻
ん
で
ゐ
る
ｏ
カ
ラ
ス
ア
グ
ハ
に
ジ
ヤ
カ
ク
ア
グ
ハ
が
交
つ
て
、
茂
み
の

中
を
刷
々
ざ
し
て
舞
つ
で
ゐ
る
ｏ
山
耐
迄
は
仲
々
困
難
な
山
道
だ
ご
前
の
二
人
づ
れ
が
云
ふ
の
で
、
荷
物
さ
へ
な
け
れ

ば
駆
け
あ
が
っ
て
仕
舞
ふ
ざ
答
へ
て
や
る
ざ
、
妙
な
顔
し
て
獣
っ
て
木
蔭
に
体
ん
だ
ｏ
山
耐
峠
の
青
塞
が
本
の
間
に
チ

(326)



山岳

ラ
どヽ
ヽ
す
る
頃
は
、
黄
昏
近
い
光
が
そ
こ
こ
な
く
漂
ふ
て
来
た
。
さ
ら
′
ヽ
ざ
鳴
る
葉
招
れ
の
音
も
何
ざ
は
な
し
に
寂

蓼
を
帯
び
て
ゐ
る
ｏ
峠
の
雨
側
に
は
山
脚
ざ
水
紳
〓
の
小
さ
な
祠
が
二
っ
立
つ
て
ゐ
る
０

行
く
手
の
室
に
蛭
ケ
嶽
の
ご
り
す
ま
し
た
様
な
園
い
峰
頭
が
、
茶
色
に
な
り
か
け
た
夕
陽
を
浴
び
て
、
割
然
ざ
浮
び

出
て
ゐ
る
、
道
は
山
腹
を
迂
曲
し
な
が
ら
下
っ
て
行
ぐ
。
伐
り
倒
さ
れ
た
本
の
間
に
友
焼
小
屋
が
造
ら
れ
て
、
紫
色
の

細
畑
が
昇
つ
て
ゐ
る
ｏ
無
言
の
儘
で
歩
み
績
け
て
ゐ
る
う
ち
に
、
や
が
で
再
び
玄
倉
川
の
流
に
出
た
ｏ
深
ぐ
重
り
合
つ

た
此
の
漢
谷
の
森
林
は
、
如
何
に
も
立
涙
な
幽
途
な
も
の
で
あ
る
ｏ
葉
研
の
底
か
ら
仰
ぎ
見
る
様
な
狭
い
塞
ご
、
日
本

ァ
ノン
プ
ス
の
如
き
岩
ざ
水
ざ
は
、
こ
れ
が
東
京
近
傍
の
山
水
で
あ
る
こ
は
ざ
う
し
て
も
想
像
が
つ
か
な
い
ｏ
玄
倉
の
谷

は
よ
い
ざ
策
ね
て
耳
に
し
て
は
ゐ
た
が
、
斯
く
ま
で
山
ら
し
い
氣
分
の
豊
か
に
出
て
ゐ
る
所
ざ
は
考
へ
な
か
つ
た
ｏ
名

も
知
ら
ぬ
鳴
含

出
た
所
が
即
ち

が
結

さ
か
さ
ぎ

逆
木

川
を
渡
ら
す
に
五

夕
の
畑
が
ゆ
る
や
か

た
音
を
た
て
ゝ
、
水

た
。
汽
車
の
排
営
だ

の
目
的
地
た
る
熊
木

流
に

Ｏ

ざ
云
ふ
製

も
う
花
に
な
つ
た
か
ら
、

一
晩
泊
つ
た
ら
ざ
う
か
ざ
親
切
に
勘
め
ら
れ
た
が
、
明
日
の
事
が
不
安
な
の
で
、
五
寸
位
に

伸
び
た
杉
の
苗
間
に
回
ま
れ
た
官
宅

（御
料
林
の
役
人
の
休
憩
所
）
を
尋
ね
て
、
詳
し
い
事
を
確
め
、
そ
こ
ま
で
こ
云

ふ
爺
さ
ん
ざ
一
緒
に
、
ざ
ぼ
ノ
ヽ
こ
出
掛
け
た
ｏ
花
は
几
て
の
も
の
を
包
ん
で
、
寂
し
い
水
の
音
の
み
が
活
動
を
つ
ぃ

け

て

ゐ
る
ｏ◎

丹
澤
山
塊
　
　
戸
澤
、
藤
島

四

一

か
ら
槽

へ
ざ
囀
づ
り
、
河
鹿
の
銀
鈴
の
様
な
聾
が
床
じ
ぐ
静
か
に
聞
え

て
く
る
ｏ
道
ギ
河
原
に

で
、
地
国
で
は
道
の
印
の
維
つ
て
ゐ
る
所
に
あ
た
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一η
″

六
丁
遡
る
ざ
諸
士
不

（諸
李
ざ
も
略
稀
す
）
に
出
る
ゝ
安
藤
製
板
所
の
新
し
い
小
合
が
散
在
し
て
、　
Ｃ

に
昇
っ
て
ゐ
る
ｏ
木
暦
が
道
を
埋
め
て
歩
く
ざ
ふ
わ
′
ヽ
す
る
ｏ
水
車
が
ゴ
ト
′
ヽ
ざ
疲
れ
，切
っ

は
勢
よ
く
流
れ
て
ゐ
る
ｏ
時
計
の
針
は
六
時
十
五
分
を
指
し
て
ゐ
る
ｏ
ほ
ん
ざ
う
の
夕
暮
に
な
つ

け
の
事
ざ
て
非
常
に
塞
腹
を
覺
え
た
の
で
、
事
務
所
に
入
っ
て
夕
食
の
馳
走
に
な
る
ｏ
然
し
今
日

が
未
だ
に
剣
然
ざ
し
な
い
の
で
、
少
し
も
落
着
か
な
い
ｏ
事
務
所
の
人
の
話
に
よ
る
ざ
、
猫
ほ
上

板
所
が
あ
る
が
、
夫
で
は
な
い
か
ざ
云
ふ
こ
ざ
だ
ｏ
其
庭
迄
は
ま
だ
可
な
り
の
里
程
も
あ
る
し
、
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二

諸
士
不
か
ら
北
に
出
て
ゐ
る
湧
津
澤
を
波
り
、
再
び
本
谷
の
獨
木
橋
を
す
ぎ
、
官
宅
か
ら
の
使
の
若
を
返

へ
し
て
、

銀
砂
子
の
様
な
星
花
を
、
か
す
か
な
提
灯
の
光
を
た
よ
り
に
し
て
無
意
識
に
歩
い
た
。
書
間
で
あ
つ
た
ら
、
さ
ぞ
美
し

い
で
あ
ら
う
ざ
思
は
れ
る
立
倉
川
の
谷
の
左
岸
を
四
五
十
分
行
ぐ
ぎ
、螢
の
光
の
様
に
赤
い
灯
が
ち
ら
′
ヽ
し
て
来
た
ｏ

あ
れ
こ
そ
熊
木
に
違
ひ
な
い
ざ
、
今
迄
の
不
安
な
心
の
雲
が

一
時
に
消
え
て
、
晴
々
し
た
気
持
に
な
つ
て
足
も
自
づ
ざ

早
く
な
り
「
急
ぐ
ま
ゝ
に
石
に
顕
き
な
が
ら
二
三
回
川
を
渡
つ
た
ｏ
教
へ
ら
れ
た
事
務
所
に
は
、
明
る
く
洋
燈
が
ざ
も

さ
れ
て
ゐ
る
ｏ
元
締
の
山
本
琴
三
郎
氏
に
面
會
し
、丹
澤
山
塊
登
山
の
希
望
を
話
し
て
、
一
夜
の
宿
を
乞
ふ
た
所
、
す
ぐ

さ
ま
快
諸
せ
ら
れ
た
の
で
草
軽
の
経
を
解
い
た
。
炉
邊
に
招
せ
ら
れ
て
↓
こ
ん
な
に
避
ぐ
ま
で
お
歩
き
に
な
つ
て
、
随

分
御
婁
腹
の
こ
ざ
で
せ
う
」
ざ
食
膳
を
す
ゝ
め
ら
れ
た
ｏ
自
分
等
は
す
ゝ
め
ら
れ
る
ま
ゝ
に
第
二
回
の
夕
食
を
ざ
つ
た
ｏ

窓
外
に
雨
の
や
う
な
水
聾
を
き
ゝ
な
が
ら
、
洋
燈
の
下
で
嫌
に
あ
た
り
つ
ゝ
、
丹
澤
山
塊
に
就
い
て
四
方
山
の
話
に
耳

を
傾
け
て
ゐ
る
ぎ
、
い
つ
し
か
花
は
深
々
ざ
更
け
て
十

一
時
に
近
か
つ
た
。
降
つ
て
家
さ
う
な
無
敷
の
青
い
星
赤
い
星

は
、
明
日
の
快
晴
を
語
つ
て
て
ゐ
る
ｏ
浴
後
の
清
々
し
い
身
鉢
を
厚
い
蒲
国
に
く
る
ま
る
ざ
、
プ
ー
ン
ざ
よ
い
香
が
鼻

を
う
っ
。
ふ
ざ
見
る
ざ
、
土
間
に
生
椎
茸
が
山
の
様
に
積
ま
れ
て
あ
る
ｏ

熊
木
ざ
い
ふ
所
は
．
立
倉
村
ざ
の
交
渉
は
極
め
て
稀
で
、
却
つ
て
寄
村
ざ
の
関
係
が
深
く
、
製
板
所
の
駄
馬
は
直
接

に
毎
日
午
後
二
時
此
庭
を
出
て
、
村

へ
薪
友
を
運
ぶ
ざ
云
ふ
こ
ざ
で
あ
る
ｏ
夫
で
今
は
寄
村
の
③
製
友
商
會
の
経
螢
に

か
ゝ
う
、
大
正
三
年
か
ら
開
ら
か
れ
た
敷
棟
の
製
板
小
合
で
は
．
絶
え
す
製
板
機
が
動
い
て
ゐ
る
ｏ
三
高
分
の
一
塔
岳

目
幅
で
、
立
倉
川
が
塔
岳
ざ
蛭
岳
の
両
方
に
分
か
れ
る
ざ
こ
ろ

（即
ち
熊
木
澤
ざ
筆
杉
澤
の
合
流
鮎
）
に
、
二
等
邊
三

角
形
の
洲
が
あ
る
所
が
夫
で
あ
る
ｏ
此
庭
は
丹
澤
山
塊
即
ち
蛭
岳
、
丹

′
澤
山
、
塔
岳

へ
登
山
す
る
の
に
唯

一
の
、
而
か

も
理
想
的
の
根
擦
地
で
あ
る
ｏ

二

枕
に
近
ぐ
漢
群
に
目
ざ
め
て
、
雨
戸
を
繰
る
ざ
、
ま
ば
り
い
朝
の
光
が
清
澄
な
塞
氣
ざ
共
に
、
水
の
や
う
に
流
れ
込

(328)



山岳

ん
で
く
る
ｏ
鷲
が
二
難
三
露
鳴
い
た
。「
上
天
氣
だ
」
ざ
直
覺
し
た
時
の
喜
悦
は
、
殊
に
山
へ
登
る
者
に
Ｅ
つ
て
は
、
た
こ

へ
や
う
も
な
く
大
き
い
。
威
激
の
念
に
満
ち
た
胸
に
、
満
る
や
う
な
嵐
気
を
呼
吸
し
つ
ゝ
、
若
葉
に
埋
も
れ
た
峰
の
彼

方
に
省
え
て
ゐ
る
蛭
岳
―
―
丹
澤
山
塊
の
主
峰
―
―
の
回
頂
を
仰
い
だ
。「
素
敵
な
天
氣
だ
。
早
く
あ
の
頂
上
に
行
つ
て

見
度
い
」
ざ
話
し
た
の
は
、
白
い
花
を
つ
け
た
ヤ
シ
ヤ
ピ
シ
ャ
ク
の
盆
栽
の
置
か
れ
て
あ
る
洗
面
所
で
あ
っ
た
。

何
時
も
な
が
ら
族
の
朝
は
食
が
進
ま
な
い
の
を
無
理
に
た
べ
て
、
仕
度
に
か
ゝ
る
ｏ
遅
く
も
夕
方
迄
に
は
蹄
っ
て
末

ら
れ
る
ざ
い
ふ
の
で
、
舞
営

一
つ
の
軽
装
で
、
山
本
氏
の
世
話
し
て
呉
れ
た
甚
蔵
ざ
い
ふ
猟
師
を
案
内
に
、
熊
本
の
事

務
所
を
出
残
し
た
の
が
丁
度
午
前
七
時
で
あ
っ
た
。

自
分
達
は
所
謂

「
′、
ン
ギ
」
道
ざ
云
つ
て
、材
木
運
搬
用
に
設
け
ら
れ
た
枕
木
ば
か
り
の
道
に
惜
ま
さ
れ
な
が
ら
、熊

木
澤
（熊
本
か
ら
蛭
ケ
岳

へ
の
澤
）を
偉
ふ
。
甚
蔵
の
つ
れ
た
二
匹
の
大
は
、
嬉
し
げ
に
先
に
立
つ
て
道
案
内
を
す
る
ｏ

三
十
分
も
し
て
か
ら
念
々
澤
に
入
つ
て
、

一
直
線
に
蛭
の
頂
上
を
目
が
け
て
登
つ
た
ｏ
ご
ぼ
ノ
ヽ
ざ
咽
ぶ
澤
の
私
語
を

聞
い
て
ゐ
る
間
は
、
傾
斜
も
ゆ
る
く
足
の
踏
場
も
悪
く
は
な
か
つ
た
が
、谷
が
段
々
狭
ば
め
ら
れ
、
岩
を
ぐ
ゞ
る
水
の
音

も
微
す
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、崩
石
が
不
安
定
に
な
ヶ
、勾
配
も
著
し
く
増
し
て
く
る
。
青
白
い
肌
の
山
毛
枠
の
大
木
に

混
っ
て
豆
櫻
の
小
さ
な
花
が
し
の
び
や
か
に
笑
ひ
、
所
々
に
牡
丹
色
の
杜
鵬
花
が
鮮
か
に
険
匂
っ
て
ゐ
る
ｏ
知
夏
鳥
の

期
か
な
囀
り
ざ
夢
の
や
う
な
郭
公
の
鳴
き
馨
ざ
が
、
山
を
如
何
に
も
深
い
も
の
ご
し
た
ｏ
澤
は
幾
つ
か
に
別
れ
て
盤
々

小
さ
く
な
つ
て
行
ぐ
が
、
自
分
等
は
唯
だ
左
へ
左
へ
ざ
登
る
ｏ
右
へ
行
く
ざ
瀑
が
あ
つ
て
困
難
だ
ざ
い
ふ
こ
こ
で
あ
る
ｏ

案
内
者
に
之
か
ら
上
に
は
孫
佛
さ
ん
ま
で
水
が
な
い
ざ
注
意
さ
れ
て
か
ら
、
大
分
時
間
も
経
過
し
た
が
、
未
だ
頂
上
に

は
な
ら
な
か
つ
た
。
青
い
蘇
書
の
恭
し
た
岩
の
上
に
コ
イ
ハ
ザ
タ
ラ
の
紅
花
が
貼
々
ざ
し
て
麗
し
さ
を
誇
つ
て
あ
る
。

そ
っ
ぎ
手
を
伸
ば
し
て
二
三
株
ノ
ー
ト
の
間
に
挟
ん
だ
ｏ
秋
か

。
ら
各
に
か
け
て
の
猥
の
話
を
き
ゝ
な
が
ら
、
三
十
五
度

位
の
塞
澤
を
通
ふ
や
う
に
し
て
登
る
ｏ
振
り
返

へ
る
こ
製
板
所
の
新
し
い
家
根
ざ
、夫
を
固
む
端
山
ざ
が
眼
に
映
す
る
ｏ

岩
に
噛
り
付
き
、
本
の
根
に
支

へ
ら
れ
て
、
ひ
ざ
し
き
り
喘
ぎ
、
熊
木
か
ら
二
時
間
を
費
し
て
蛭
ケ
岳
の
頂
上
に
辿
り

◎
丹
澤
山
塊
　
　
戸
澤
、
藤
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〓
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着
い
た
。

一
面
に
小
さ
な
草
が
生
え
て
、

エ
ン
ン
イ
ナ
ク
や
キ
ク
ザ
キ
イ
チ
ソ
ン
サ
ウ
が
花
を
開
き
。
矮
小
な
プ
ナ
の
林
が
薇

ひ
か
ぶ
さ
つ
て
ゐ
る
ｏ
か
う
し
た
中
に
一
六
七
三
米
突
の
三
角
織
の
標
石
が
、
宛
も
取
り
残
さ
れ
た
や
う
に
、
し
よ
ん

ぼ
り
に
立
っ
て
ゐ
る
ｏ
そ
し
て
其
庭
に
は
青
根
か
ら
の
登
山
道
が
家
て
ゐ
る
ｏ
具
正
面
に
照
り
づ
け
る
日
光
は
熱
い
が
、

足
を
投
げ
出
し
て
積
に
な
る
ｏ
蛭
ケ
岳
の
頂
は
丹
澤
山
や
塔
岳
に
比
較
し
て
、
す
つ
ざ
狭
ぐ
、
眺
望
も

一
番
勝
れ
て
ゐ

る
ｏ
然
し
生
僣
く
薄
い
雲
に
妨
げ
ら
れ
て
、
富
士
や
南
ア
″
プ
ス
の
大
観
に
接
す
る
こ
ざ
が
出
来
ず
、
遺
憾
至
極
で
は

あ
つ
た
が
、
箱
根
連
山
や
附
近
の
山
々
は
、
立
派
に
見
る
こ
ご
が
出
来
た
ｏ
丹
洋
ざ
い
ふ
ざ
必
す
天
気
が
悪
く
な
る
ざ

い
ふ
の
に
、
自
分
等
は
例
外
的
の
思
悪
に
浴
し
た
わ
け
で
あ
る
ｏ
山
中
湖
は
見
え
な
い
か
ざ
訊
ね
た
所
、
丹
澤
へ
行
く

途
中
で
な
く
て
は
駄
目
だ
ざ
答

へ
た
。
不
動
の
峰

（約

一
六
〇
〇
米
の
無
名
の
一
峰
）
が
間
近
に
大
き
く
、
丹
澤
山
の

不
た
い
頭
が
左
に
、
塔
岳
の
実
頂
が
右
に
、夫
を
連
ね
る
山
稜
は
大
き
な
孤
線
を
描
い
て
行
手
の
速
い
の
を
思
は
せ
た
ｏ

発
羊
を
見
付
け
て
追
掛
け
て
行
つ
た

コ
マ
（大
の
名
）
も
掃
へ
つ
て
来
た
の
で
、
休
息
三
十
分
に
し
て
尾
根
偉
ひ
に
丹
澤

に
向
つ
た
。

流
石
に
曲
は
ま
だ
春
で
あ
る
ｏ
夏
の
山
登
り
に
経
験
す
る
屋
迫
を
威
す
る
様
な
草
気
も
な
け
れ
ば
、
■
に
餘
る
ス
ヽ

キ
の
障
優
物
も
無
い
ｏ
山
稜
を
上
下
し
て
婉
奥
ご
走
っ
て
ゐ
る
細
征

（切
明
ざ
云
ふ
程
の
も
の
に
非
す
）
は
、
明
瞭
に

認
め
ら
れ
て
、
間
違
ひ
た
く
ざ
も
れ
何
ざ
も
す
る
事
が
出
来
な
い
。
ひ
ざ
い
ざ
聞
い
て
恐
れ
て
ゐ
た
笹
も
さ
し
て
多
ぐ

は
な
く
、
苦
し
め
ら
れ
ず
に
掻
き
分
け
て
進
む
事
を
得
た
。
隆
起
部
に
立
つ
て
前
途
を
見
渡
し
た
ざ
き
、
山
の
色
が
果

味
を
帯
び
て
ゐ
な
い
所
は
、
き
っ
ざ
笹
の
部
分
か
、
若
し
く
は
ス
ヽ
キ
の
枯
れ
た
所
で
あ
る
ｏ
霞
の
や
う
な
雲
が
湧
い

て
ゐ
る
鴛
に
、
北
側
の
展
望
が
利
か
な
い
。
三
つ
程
隆
起
を
越
え
る
ざ
、
不
動
ノ
峰
で
あ
る
。
此
庭
に
も
山
毛
欅
が
勢

力
を
占
め
て
ゐ
る
ｏ
蛭
岳
か
ら
は
可
な
り
遠
方
に
見
え
た
丹
澤
の
頭
も
、
大
分
近
く
な
つ
て
、
尾
根
も
大
膿
に
於
て
下

ｂ
氣
味
で
あ
る
ｏ
ぢ
り
ぢ
り
Ｅ
照
り
つ
け
る
太
陽
の
篤
め
に
―
襟
の
ま
は
り
に
は
汗
が
光
つ
て
ゐ
る
ｏ
秋
の
ま
ゝ
の
枯
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山岳

葉
の
間
か
ら
、
可
憐
な
キ
タ
ザ
キ
イ
チ
ソ
ン
サ
ク
の
薄
紫
の
花
が
険
き
、
ア
ゾ
マ
イ
チ
グ
も
此
の
山
塊
を
通
じ
て
見
ら

れ
た
花
の
一
つ
で
あ
つ
た
ｏ
叡
山
菫
も
所
々
に
切
込
の
深
い
葉
を
ひ
ろ
げ
て
ゐ
た
ｏ

五
月
十
五
日
は
孫
佛
様
の
縁
日
で
、
多
く
の
参
詣
人
が
塔
岳
の
頂
上
に
集
り
、
水
が

一
杯
二
錢
で
賣
に
る
こ
云
ふ
話

を
き
い
た
自
分
等
は
、
今
日
あ
た
り
人
に
遇
ひ
は
せ
ぬ
か
ざ
話
し
て
ゐ
る
ざ
、
何
庭
か
で
人
難
が
す
る
氣
配
が
あ
る
。

其
時
自
分
等
は
既
に
、不
動
ノ
峰
か
ら
丹
澤
山
の
領
域
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
た
ｏ
木
立
ざ
ス
ゞ
（笹
の
一
種
）を
き
り
披
け
て
、

ひ
よ
っ
く
り
ざ
丹
澤
の
絶
緒
に
出
る
ざ
、
洋
服
を
着
け
た
登
山
者
の
一
圏
が
ゐ
る
ｏ
矢
張
り
山
で
人
に
通
ふ
ざ
云
ふ
特

有
の
懐
し
さ
ざ
親
し
み
の
情
ざ
に
駆
ら
れ
て
、
挨
拶
も
忽
々
に
、
名
刺
の
変
換
を
行
ひ
「
お
互
に
好
き
な
山
の
話
に
耽

る
ｏ
こ
の
人
々
は
横
渡
の
山
岳
會
員
北
澤
基
幸
、加
山
龍
之
助
諸
氏
の
一
行
で
、
朝
の
二
時
に
秦
野
か
ら
先
づ
塔

へ
、
夏

に
丹
澤
に
末
ら
れ
た
所
で
あ
っ
北
ｏ
小
學
校
時
代
か
ら
頭
に
泌
み
込
ん
で
ゐ
た
丹
澤
山
に
、
か
う
し
て
登
つ
て
見
る
こ
、

一
種
の
幻
滅
の
悲
哀
を
覺
え
る
の
を
禁
じ
ら
れ
ぬ
ｏ
山
が
つ
ま
ら
な
い
か
ら
で
は
な
い
、
只
だ
さ
う
し
た
威
情
に
な
る

の
で
あ
つ
た
。
南
北
に
廣
い
頂
上
は
却
つ
て
四
方
の
眺
望
を
邪
魔
し
て
ゐ
る
ｏ
夏
に
で
も
な
つ
た
な
ら
ば
ス
ヽ
キ
が
高

く
な
つ
て
何
物
も
見
え
な
く
な
り
は
せ
ぬ
か
ざ
あ
や
ぶ
ま
に
る
ｏ

一
時
見
え
た
富
士
も
か
く
れ
、箱
根
も
姿
を
隠
し
、僅

か
に
塔
岳
ざ
立
倉
川
の
谷
を
覗
く
ば
か
り
で
あ
る
ｏ
自
分
等
は

一
足
先
に
失
離
し
て
、
更
に
尾
根
体
ひ
に
塔
ケ
岳

へ
ｏ

所
々
に
大
な
木
が
伐
ら
れ
た
儀
に
道
を
ふ
さ
い
で
ゐ
る
ｏ
之
は
駒
鳥
捕
が
口
に
す
る
仕
掛
で
あ
る
ｏ
此
の
あ
た
り
で

は
鳴
き
露
の
確
か
な
駒
鳥
は
、

一
綱
七
十
餞
位
の
相
場
だ
ざ
い
ふ
事
で
あ
る
ｏ金
宇
塔
形
の
大
山
に
は
、白
い
雲
が
二
三

條
た
な
び
い
て
ゐ
る
ｏ
笹
の
中
に
隠
れ
た
倒
木
に
惜
ま
さ
れ
な
が
ら
も
、

一
氣
に
塔
ケ
岳
に
着
ぐ
。
霧
が
蓬
々
ざ
湧
き

あ
が
つ
て
、
天
も
地
も
農
々
白
濠
々
ざ
化
す
る
ｏ
日
光
を
通
ら
れ
た
山
上
の
風
は
冷
や
り
ざ
す
る
ｏ
箱
庭
然
ざ
し
た
頂

上
に
は
、
北
澤
氏

一
行
中
の
某
氏
が
居
ら
れ
た
の
で
、
暫
ら
ぐ
霧
の
晴
れ
間
を
待
ち
乍
ら
、
日
本
ア
／
プ
ス
の
話
に
花

が
険
ぐ
ｏ
時
に
は
霧
が
破
れ
て
、
馬
入
川
が
銀
蛇
ざ
輝
く
こ
こ
は
あ
つ
た
が
、
執
拗
な
雲
は
途
に
去
る
べ
く
も
な
い
の

で
、
水
の
得
ら
れ
る
所
ま
で
下
つ
て
、
豊
の
舞
営
を
開
い
た
ｏ
其
庭
は
頂
上
か
ら
四
五
丁
熊
本
側
に
よ
つ
た
所
で

，
、
苔

◎
量
澤
山
彙
　
　
戸
澤
、
藤
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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四
六

清
水
が
樋
を
通
っ
て
落
ち
て
ゐ
る
ｏ

一
林
二
鏡
の
清
水
が
之
で
あ
ら
ラ
ｏ
甚
敷
は

「
孫
佛
様
の
御
籠
場
」
ざ
云
つ
て
ゐ

た
が
ゝ
成
る
程
傍
に
倒
壊
し
た
小
合
ら
し
い
も
の
が
あ
つ
た
。
孫
佛
様
ざ
い
ふ
の
は
二
三
丁
離
れ
た
所
に
在
る
五
丈
位

の
岩
で
、
上
に
は
阿
爾
陀
様
の
石
像
が
安
置
さ
れ
て
あ
る
ｏ

充
分
に
体
ん
だ
自
分
等
は
、
杜
鵬
花
の
散
り
か
ゝ
る
筆
杉
澤
の
尾
根
を
降
る
ｏ
可
な
り
急
崚
な
坂
路
の
こ
こ
ゝ
で
膝

閣
節
が
痛
ん
で
く
る
ｏ
木
の
間
を
通
し
て
、
常
杉
澤
ざ
幾
棟
か
の
製
板
所
の
建
物
が
見
ら
れ
た
。
落
葉
を
踏
む
音
に
驚

か
さ
れ
て
か
、
樫
鳥
が
突
然
不
快
な
群
を
あ
げ
て
飛
び
た
っ
た
後
は
、
土
の
崩
れ
る
音
ざ
擦
々
た
る
流
の
響
ざ
が
、
却

つ
て
更
に
山
の
静
寂
を
増
す
ば
か
ら
で
あ
つ
た
ｏ
鍋
割
澤
ざ
の
合
流
鮎
に
出
て
か
ら
は
、木
挽
小
合
が
あ
ら
は
れ
た
り
、

材
木
を
積
ん
だ
ト
ロ
を
押
す
夫
婦
者
に
會
つ
た
り
す
る
ｏ
顧
る
ご
塔
岳
の
方
の
峰
は
高
ぐ
高
く
屏
風
の
や
，フ
に
立
っ
て

ゐ
る
ｏ
熊
木
の
製
板
所
の
鋸
の
う
め
き
を
聞
い
た
の
が
三
時
で
あ
つ
た
ｏ
製
板
所
の
人
々
は
自
分
等
三
人
の
婦
へ
り
の

早
い
の
に
驚
い
て
ゐ
た
ｏ
自
分
等
も
こ
れ
ほ
ざ
容
易
に
登
つ
て
末
ら
れ
よ
う
ざ
は
想
像
す
る
こ
ざ
さ
へ
出
来
な
か
つ
た

の
で
あ
つ
た
ｏ
．

縁
に
腰
掛
け
て
熱
い
茶
を
す
ゝ
つ
て
ゐ
る
ざ
、
た
つ
た
今
丹
澤
の
山
々
を
廻
つ
て
来
た
こ
こ
が
夢
の
様
に
し
か
思
ヘ

な
い
。
久
懸
の
丹
澤
山
塊
を
踏
破
し
た
喜
び
は
、
標
高
の
大
い
さ
に
比
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
併
し
そ
れ
が
意

外
に
楽
々
ざ
途
行
す
る
こ
ざ
の
出
来
た
の
は
、
天
幕
や
飯
金
の
手
前
は
づ
か
し
い
や
う
な
氣
も
す
る
ｏ
ま
だ
夕
暮
迄
に

は
大
分
時
間
が
あ
る
の
で
、
松
田
迄
出
る
こ
ざ
に
極
め
、
厚
ぐ
謹
を
し
て
快
い
印
象
の
熊
木
を
後
に
し
た
ｏ
甚
蔵
は
峠

ま
で
荷
を
持
っ
て
途
つ
て
く
れ
た
ｏ
谷
を
三
四
丁
上
流
に
湖
つ
て
道
は
南
へ
ざ
折
れ
る
ｏ
之
は
地
圃
上
の
征
ざ
少
し
く

相
違
し
て
ゐ
て
、「
一
一
〇
五
」
の
数
字
の
あ
る
隆
起
の
西
側
へ
登
り
、
卿
で
お
ほ
は
れ
た
な
だ
ら
か
な
山
腹
を
迂
曲
し

い

ね

≧

て
行
く
の
で
あ
る
ｏ
邸
間
を
つ
け
た
熊
木
通
ひ
の
馬
に

一
度
逢
つ
た
き
り
、
総
郷
迄
人
の
影
を
見
な
い
。
夕
の
塞
に
は

国
嶺
の
連
山
が
淡
ぐ
浮
ん
で
あ
る
ｏ
桑
畑
な
ぎ
を
過
ぎ
、
紫
雲
英
の
険
い
た
稽
田
の
中
を
横
切
っ
て
道
は
峡
の
間
に
入

る
ｏ
黒
い
大
き
な
夜
の
帳
は
い
つ
し
か
垂
れ
て
、
獣
々
Ｅ
し
て
辿
る
自
分
達
の
背
後
の
室
に
は
、
上
弦
の
月
が
力
な
げ
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に
光
を
投
げ
て
ゐ
る
ｏ
歩
み
厭
き
た
の
で
自
然
こ
は
や
汽
笛
は
聞
え
は
せ
ぬ
か
ざ
耳
を
歌
て
る
が
、
他
く
ま
で
沈
獣
の

静
け
さ
を
守
つ
た
夜
は
、
微
風
の
そ
よ
ぐ
音
さ
へ
し
な
い
。
八
時
に
な
つ
て
漸
く
人
家
の
灯
を
見
た
時
は
ほ
つ
ご
太
い

息
を
つ
い
た
。

三
十
分
程
し
て
自
分
等
は
松
田
の
町

へ
入
っ
て
行
つ
た
。

三

井
澤
山
塊
に
関
す
る
地
日
は
、
陸
地
測
量
部
五
萬
分
之

一
「
松
田
絡
領
日
幅
」
一
枚
で
よ
ろ
し
い
ｏ
二
萬
分
之

一
「
中

川
村
」
「
蛭
岳
」
「
塔
岳
」
が
あ
れ
ば
夏
に
結
構
で
あ
る
が
ゝ
地
名
や
澤
の
名
は
出
て
ゐ
な
い
ｏ
自
分
等
が
費
し
た
時
間

は
次
の
通
り
で
あ
る
が
、
色
々
重
い
荷
が
あ
つ
た
の
で
可
な
り
餘
分
な
時
間
を
費
し
た
様
に
思
は
れ
る
ｏ
尤
も
山
を
上

下
し
た
時
は
塞
身
で
あ
つ
た
。

（第

一
日
）

山
北
畔
出
委
十
二
時
二
十
分
。
脚
縄
村

一
時
四
十
五
分
ｏ
立
倉
村
三
時
十
五
分
ｏ
山
紳
峠
五
時
五
分
。

諸
士
不
六
時
十
五
分
。
同
所
姜
七
時
二
十
分
。
熊
木
八
時
三
十
分
。

（第
二
日
）

熊
木
猫
七
時
五
分
。
蛭
岳
九
時
十
分

（休
息
二
十
五
分
）。
不
動
峰
十
時
十
五
分
。
丹
澤
山
十
一
時

（三

十
分
休
憩
）ｏ
塔
ケ
岳
十
二
時
年
。
孫
佛
籠
堂
職
二
時
。
熊
木
婦
着
三
時
ｏ
同
所
螢
四
時
ｏ
松
田
絶
領
八
時
三
十
分
。

丹
澤
ざ
云
ふ
名
は
可
な
り
廣
く
世
の
中
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
山
そ
の
物
に
付
い
て
は
、
未
だ
餘
り
知
ら
れ
て
ゐ
な

い
や
う
で
あ
る
ｏ
丹
澤
山
塊
へ
登
つ
た
こ
云
ふ
様
な
話
は
随
分
稀
で
あ
る
ら
し
い
。
現
ん
や
夫
に
開
す
る
紀
行
を
や
。

日
本
山
岳
志
に
も
塔
ケ
岳

（或
は
孫
佛
山
、
尊
佛
山
）
ざ
蛭
ケ
岳
Ｅ
は
、
五
六
行
位
づ
ゝ
載
っ
て
ゐ
る
が
、
丹
澤
山
塊

な
る
名
藤
の
起
源
で
あ
る
丹
澤
山
は
出
て
ゐ
な
い
。
ま
た

「山
岳
」
に
載
っ
て
ゐ
る
記
事
で
も
僅
か
に
、
第

一
年
第

一

統
に
高
野
氏
の

「
塔
岳
」
第
八
年
第
二
琥
に
武
田
博
士
の
「
丹
澤
山
」
第
十

一
年
第
三
琥
に
梅
澤
氏
の

「
相
州
蛭
岳
」
の

三
文
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
高
野
氏
は
立
倉
方
面
か
ら
、武
田
博
士
は
秦
野
か
ら
、梅
澤
氏
は
青
根
村
か
ら
夫
々

登
山
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ｏ
今
度
自
分
等
の
選
ら
ん
だ
玄
倉
村
方
面
に
開
し
て
は
、「
塔
ケ
岳
」
の
記
事
中
諸
士
不
迄
は
大
設

◎
丹
澤
山
塊
　
　
戸
澤
、
藤
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七

(333)



年 三 十 第

◎
丹
澤
山
塊
　
　
戸
澤
、
藤
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
人

憂
り
が
な
い
様
で
あ
る
ｏ
只
逆
木
か
ら

一
回
の
徒
歩
も
せ
す
に
諸
士
李
へ
行
か
れ
る
ｏ滉
津
澤
か
ら
熊
木
迄
は
約
年
里
ｏ

諸
士
李
に
安
藤
製
板
所
が
あ
つ
て
頼
め
ば
宿
泊
が
出
来
る
ｏ
逆
木
か
ら
熊
木
ま
で
の
立
倉
川
の
谷
は
、
山
途
で
山
ら
し

い
趣
を
呈
し
て
ゐ
る
が
，
大
分
伐
探
し
て
ゐ
る
の
で
、
荒
れ
は
せ
ぬ
か
ざ
心
配
さ
れ
る
ｏ
殊
に
熊
木
附
近
で
は
山
の
肌

が
露
ら
は
れ
て
ゐ
て
、
其
の
後
に
植
林
し
た
杉
や
檜
な
ざ
は
赤
く
立
枯
れ
し
て
ゐ
た
。
熊
木
の
事
は
前
に
書
い
た
通

，

で
あ
る
が
、
案
内
者
は
矢
張
山
本
甚
蔵
が
適
営
で
あ
ら
う
ｏ
年
は
五
十
三
ざ
か
。
不
生
は
製
板
所
の
仕
事
を
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
賃
金
は

一
回
二
十
餞
で
あ
つ
た
ｏ
お
ざ
な
し
い
忠
質
な
好
案
内
者
で
荷
も
可
な
り
措
へ
る
し
足
も
丈

夫
だ
ｏ
日
光
へ
外
国
人
の
供
を
し
て
独
に
出
掛
け
た
事
を
大
分
自
慢
し
て
ゐ
た
。

登
山
の
期
節
は
二
月
下
旬
か
ら
五
月
下
旬
位
迄
が
よ
い
。
此
頃
な
ら
ば
草
も
小
さ
く
、
暑
さ
も
烈
し
く
な
し
、
五
月

頃
な
ら
ば
満
山
の
若
葉
が
美
し
い
。
併
し
春
の
こ
ざ
で
あ
る
か
ら
、
ざ
ん
よ
り
ざ
霞
ん
で
遠
望
が
利
か
ぬ
憾
み
は
あ
る
ｏ

秋
の
紅
葉
も
よ
い
さ
う
で
あ
る
が
、
ス
ヽ
キ
な
ざ
が
大
き
く
な
っ
て
ゐ
て
、
随
分
歩
き
悪
い
こ
Ｅ
で
あ
ら

，
ｏ
千
五
六

ハη

百
米
の
標
高
で
あ
る
か
ら
、
草
い
き
れ
が
し
た
り
、
草
が
伸
び
て
ゐ
た
り
し
て
夏
の
登
山
は
却
っ
て
苦
痛
の
種
で
あ
ら
　
６
・

う
。
要
す
る
に
丹
澤
山
塊
は
全
腱
ざ
し
て
ゆ
つ
た
り
ざ
し
て
ゐ
て
、
山
稜
の
上
下
も
少
い
の
で
歩
き
易
い
。
熊
木
澤
を

蛭
ケ
岳
迄
は

一
寸
急
崚
で
は
あ
る
が
、
短
い
距
離
で
あ
る
か
ら
疲
れ
た
頃
に
は
頂
上
に
立
つ
事
が
出
来
る
ｏ
山
本
氏
は

蛭
岳
を
薬
師
岳
ざ
も
云
ふ
が
、
別
に
薬
師
様
は
無
い
ざ
話
さ
れ
た
。「
山
嶽
志
」
に
も
、「
薬
師
岳
」
（別
稗
毘
度
岳
）
、相
模

國
津
久
井
、
足
柄
上
の
二
郡
に
跨
る
ｏ
津
久
井
郡
鳥
屋
村
宇
宮
前
よ
り
四
里
に
し
て
其
の
山
頂
に
達
す
。
全
山
第
二
紀

層
よ
り
成
る
も
の

．ゝ
如
し
。
標
高
四
千
九
百
七
十
四
尺
」
ご
あ
る
ｏ
甚
蔵
は
塔
ケ
岳
の
こ
こ
を
、
孫
佛
山
ざ
呼
び
、
塔

岳
な
る
名
は
大
群
山

へ
績
ぐ

一
峰
に
冠
ら
せ
て
ゐ
た
が
、
之
は
果
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
水
は
丹
澤
の
山

頂
附
近
ざ
塔
岳
ざ
か
ら
出
て
ゐ
る
、
蛭
に
し
ろ
丹
澤
に
し
ろ
下
り
度
い
時
は
、
何
庭
か
ら
で
も
下
る
こ
ざ
が
出
来
る
か

ら
至
極
暢
氣
で
あ
る
ｏ
東
京
か
ら
全
二
日
あ
れ
ば
充
分
で
あ
る
し
、
一
寸
遊
び
に
行
く
に
し
て
も
箱
根
な
ぎ
の
や
う
に
俗

化
し
て
居
ら
ず
ゝ
山
ヽ
深
味
が
あ
る
の
で
逸
か
に
面
白
ぐ
、
ま
た
割
合
に
容
易
で
、
何
等
の
仕
度
を
要
し
な
い
で
す
む



山岳

の
で
あ
る
ｏ
往
路
は
山
北
澤
か
ら
玄
倉
村
に
出
て
熊
本
に
一
泊
、
蜜
朝
早
目
に
三
山
を
登
り

（矢
張
り
蛭
岳
を
先
に
す

る
が
便
利
で
あ
る
）
、熊
木
迄
戻
ら
ず
に
、
寄
村
か
ら
松
田
絶
領
に
出
で
ゝ
汽
車
で
婦
京
す
る
の
で
あ
る
ｏ

知
夏
鳥
の
銀
線
を
な
ら
す
や
う
な
鳴
き
聾
は
、
未
だ
に
聞
え
る
や
う
な
氣
が
す
る
ｏ
麗
は
し
い
コ
イ
ハ
ザ
タ
ラ
Ｅ
、

あ
ら
ゆ
る
緑
色
を
配
合
し
た
若
葉
Ｅ
が
強
い
ノ
ヽ
印
象
ざ
な
つ
て
残
つ
て
ゐ
る
ｏ
自
分
等
は
諸
君
に
是
非
此
の
山
塊
に

遊
ば
れ
ん
こ
こ
を
お
勘
め
し
て
止
ま
な
い
ｏ
猫
ほ
自
分
等
の
計
薔
途
行
に
封
し
て
妙
か
ら
ぎ
る
御
援
助
に
預
つ
た
熊
木

の
山
本
氏
に
厚
く
御
濃
を
申
し
て
置
く
。
（七

・
五
・
二
四
）

Ｉ
Ｅ

Ｅ

Ｅ
ｌ

日

Ｉ

Ｅ

Ｅ

Ｅ
Ｅ
＝

Ｕ

中
１

■

Ｕ

●

７

中
＝

●

こ

ハ
ｖ

，

日

■
昴

ら

”
ｉ

ｎ

＝
Ｖ

Ｏ

■
田

■
ヨ

ー
ー

ー

ー

‥

―

ロ
ー

駒
岳
仙
丈
岳
及
鳳
凰
山
塊

柳

　
　

直
　
次
　
郎

三

出

　

螢

七
月
十
五
日
の
午
後
十

一
時
三
十
分
に
東
京
行
急
行
列
車
に
乗
り
込
ん
で
、
名
古
屋
降
か
ら
中
央
線
に
乗
り
換
え
、

甲
州
日
野
春
澤
に
下
車
ｔ
た
の
は
、
明
く
る
十
六
日
の
午
後
四
時
四
十
分
で
あ
つ
た
。
馨
に
は
柳
澤
か
ら
水
石
春
吉
の

弟
の
林
八
が
迎
ひ
に
家
て
ゐ
て
呉
れ
た
。
・初
封
面
で
は
あ
っ
た
が
挨
拶
な
ご
は
そ
こ
′
ヽ
に
し
て
、
直
ぐ
山
の
話
を
聞

ぐ
ｏ
瞬
前
の
茶
店
に
立
ち
寄
っ
て
、
荷
物
の
整
理
が
済
む
ざ
柳
澤
を
指
し
て
出
装
し
た
。

鐸
前
の
廣
場
か
ら
間
も
な
く
赤
松
の
木
立
に
入
り
、
南
へ
四
五
町
下
っ
て
坂
路
へ
出
る
こ
、
此
庭
か
ら
は
駒
岳
山
脈

が
具
正
面
に
見
え
る
ｏ
左
方
を
顧
れ
ば
逸
か
群
轡
の
上
に
、
富
士
の
六
合
目
あ
た
り
か
ら
頂
上
ま
で
の
牛
身
の
姿
が
、

う
す
紫
の
色
を
帯
び
て
、
朧
に
夢
の
や
う
に
見
え
て
ゐ
る
ｏ
釜
無
川
の
河
原
に
下
る
こ
渡
船
場
が
あ
る
ｏ
渡
搬
に
は
慈

◎
駒
岳
仙
丈
岳
及
鳳
凰
山
塊
　
　
柳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九

Ｑ
岬

ｎ
ｖ



年 二 十 第

◎
駒
岳
仙
丈
岳
及
鳳
凰
山
塊
　
　
柳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

善
箱
を
備
付
け
て
、
渡
錢
の
代
り
に
喜
拾
を
請
け
る
や
う
に
し
て
あ
る
ｏ
封
岸
へ
渡
っ
て
か
ら
、
甲
信
往
通
の
牧
原
に

出
で
、
そ
こ
か
ら
約

一
里
程
往
け
ば
、
大
武
川
の
右
岸
柳
澤
村
に
達
す
る
、
河
原
の
灼
熱
し
た
砂
礫
ざ
、
村
道
の
乾
き

切
っ
た
砂
埃
の
中
ざ
は
、
堪

へ
が
た
い
程
暑
い
の
で
っ
賓
は
少
々
閉
日
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
き
盛
る
中

を
山
の
話
に
耽
け
り
な
が
ら
、
別
に
無
卿
を
威
す
る
こ
こ
も
な
く
、
六
時
に
は
柳
澤
に
辿
り
若
い
た
。
村
は
可
な
り
廣

い
や
う
で
、
小
池
屋
ま
で
は
二
三
町
も
在
つ
た
ざ
思
ふ
。

小
池
屋
の
主
人
は
浅
吉
ざ
云
ふ
て
、
雑
貨
ざ
族
宿
ざ
を
策
業
し
て
ゐ
る
ｏ
低
い
三
階
の
一
室
に
通
つ
て
、
昨
日
本
の

汗
づ
い
た
衣
を
軽
い
浴
衣
に
寛
い
だ
ｏ
道
路
の
向
側
に
離
家
が
あ
つ
て
、
裏
に
は
小
流
を
控
え
、
背
の
高
い
赤
松
の
本

立
が
廣
々
ざ
績
い
て
、
其
前
に
植
本
の
鉢
物
な
ざ
を
並
べ
た
室
地
に
風
呂
桶
を
据
ゑ
、
本
の
根
の
洗
ひ
墓
で
汗
を
洗
ひ

流
す
趣
は
、な
か
′
ヽ
の
風
流
で
あ
る
。
浴
後
窓
に
覚
る
ざ
山
村
の
夕
風
は
流
石
に
凍
し
い
。
夕
榮
え
の
駒
岳
山
脈
か
ら

裾
山
か
け
て
靡
ぐ
暮
露
を
眺
め
て
、
暗
い
洋
燈
の
光
で
晩
餐
の
膳
に
就
い
た
。
瓜
ざ
茄
子
の
外
に
錐
詰
の
鮭
が
添
え
て
　
一η

あ
る
ｏ
酒
は
飲
ま
な
い
が
恐
ら
く
は
頭
ヘ
ピ
ン
ざ
な
る
も
の
で
あ
ら

，
、
そ
れ
で
も
本
版
に
は
大
年
の
味
で
、
喫
し
了
　
一椰
ヽ

つ
た
頃
に
は
月
の
遅
い
花
の
山
々
は
朧
に
な

つ
て
、
本
模
様
が
多
少
氣
懸
に
な
る
、
そ

こ

へ
主
人
が
林
八
ざ
兄
の
春

吉
を
連
れ
て
末
た
の
で
、
早
速
明
日
か
ら
の
旅
程
を
協
議
す
る
、
食
糧
品
の
買
入
や
炊
事
用
の
鍋
等
の
事
は
主
人
に
任

せ
、
錐
詰
は
店
に
在
る
の
で
自
身
選
揮
す
る
、
彼
是
ざ
取
集
め
る
こ
中
々
の
荷
嵩
ご
な
る
の
で
、
春
吉
林
八
の
二
人
で

も
あ
ま
り
軽
量
の
事
も
な
い
ら
し
い
、
蒸
し
暑
い
花
は
途
に
駿
雨
こ
な
つ
た
が
、

一
通
し
た
後
は
月
光
鮮
か
に
花
凛
温
一

れ
て
、
枕
頭
に
は
早
や
通
の
書
を
聴
い
た
ｏ

二
「
屏
風
小
屋

七
月
十
七
日
ｏ
午
前
七
時
出
残
、
天
氣
は
快
晴
で
、
駒
岳
の
山
脈
に
は
格
曳
の
雲
も
な
い
、
稀
葉
の
露
を
亘
る
朝
風

に
氣
も
足
も
自
か
ら
軽
く
、
大
武
川
を
渡
っ
て
横
手
の
村
を
過
ぎ
、
暫
ぐ
往
ぐ
ざ
水
田
は
盤
き
て
、
赤
松
林
の
中
を
通



山岳

じ
た
廣
い
路
を
っ
駒
岳
紳
祗
の
前
宮
に
出
る
、
甦
務
所
に
は
老
姫
が
絞
し
く
留
守
番
を
し
て
、
登
山
者
を
接
待
し
て
ゐ

る
の
が
、
何
か
昔
の
体
説
の
山
姫
を
想
は
じ
め
る
ｏ
自
分
が
給
葉
書
を
求
て
通
信
を
認
め
て
ゐ
る
間
に
、
春
吉
等
は
老

姐
ざ
頻
り
に
話
を
し
て
ゐ
る
ｏ
聞
く
耳
を
立
て
る
ざ
矢
張
話
は
山
の
事
で
、東
京
の
業
が
墓
ケ
原
か
ら
新
道
を
開
難
し
、

七
丈
に
小
屋
を
建
て
る
こ
云
ふ
が
、
未
だ
其
筋
の
認
可
を
得
な
い
の
で
着
手
は
せ
ぬ
、
し
か
し
早
晩
解
風
小
屋
は
打
撃

を
蒙
る
だ
ら
う
ざ
云
ふ
の
で
あ
つ
た
ｏ
山
の
中
で
も
生
存
上
の
競
争
は
見
か
れ
ぬ
ざ
思
つ
た
ｏ

是
か
ら
路
は
前
宮
の
左
へ
迂
回
し
て
山
路
に
懸
る
ｏ
春
吉
兄
弟
は
重
い
荷
物
を
脊
負
っ
て
居
る
の
で
、
上
リ
ヘ
か
ゝ

る
ざ
身
軽
な
自
分
よ
り
は
自
然
Ｅ
後
れ
て
来
る
ｏ
最
和
は
あ
ま
り
二
人
ざ
離
れ
ぬ
や
う
に
注
意
し
て
上
つ
た
が
、
夫
か

ら
の
途
は
別
に
紛
ら
は
し
い
所
も
な
く
、
左
へ
さ
へ
執
っ
て
往
け
ば
間
違
ひ
な
い
ざ
聞
た
の
で
、
急
ぐ
ざ
も
な
ぐ
塗
に

離
れ
て
了
つ
た
ｏ
深
林
を
出
披
け
る
ざ
路
も
理
む
許
り
に
熊
笹
が
繁
茂
し
て
、
可
な
り
急
峻
の
勾
配
の
所
ご
な
る
。
暫

ぐ
往
ぐ
ざ
伐
木
を
運
ぶ
索
道
の
下
の
稽
李
坦
な
廣
場
へ
出
る
、
此
邊
が
笹
の
不
ざ
云
ふ
の
だ
ぎ
う
な
ｏ
此
下
の
谷
を
十

四
五
間
も
下
れ
ば
、
其
庭
に
は
清
冷
な
る
湧
泉
が
あ
っ
て
、
書
飯
に
は
好
簡
の
場
所
で
あ
る
、
時
間
も
十
時
だ
か
ら
さ

う
早
く
も
な
い
し
、
殊
に
屏
風
小
屋
ま
で

一
満
の
水
も
な
い
ざ
云
ふ
事
だ
か
ら
、
兎
も
角
も
此
庭
で
腰
を
据
ゑ
る
ｏ
自

分
は
荷
物
の
全
部
は
勿
論
、
書
の
辮
営
ま
で
人
夫
に
委
し
て
あ
る
か
ら
、
待
合
す
篤
に
三
十
分
餘
も
休
憩
し
て
ゐ
た
。

雨
人
は
な
か
′
ヽ
登
っ
て
来
な
い
。
此
折
に
は
ま
だ
左
程
塞
腹
を
威
し
て
も
ゐ
な
い
の
で
、待
飽
き
て
到
頭
出
螢
し
た
Ｑ

此
様
な
場
合
に
何
故
か
自
分
は
前
途
を
あ
せ
ら
す
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
ｏ
昨
年
も
自
馬
登
山
の
折
に
案
内
者
ざ

離
れ
た
篤
に
、
自
馬
尻
の
小
屋
に
正
午
か
ら
二
時
迄
も
待
さ
れ
て
、
本
腹
の
憂
目
に
通
つ
た
。
案
内
者
ざ
は
離
に
て
歩

く
も
の
で
な
い
ざ
云
ふ
苦
い
経
験
を
、
今
日
も
亦
繰
返
す
の
か
ざ
苦
笑
を
禁
じ
得
な
い
。

笹
の
不
の
登
り
は
婉
挺
ざ
し
て
九
天
に
通
す
る
趣
が
あ
る
、午
に
近
い
太
陽
は
會
澤
も
な
ぐ
具
額
か
ら
照
り
付
げ
て
、

流
汗
淋
離
た
る
有
様
に
、
黒
戸
の
本
蔭
が
懸
し
い
の
で
、
可
な
り
の
速
度
で
急
峻
な
前
途
を
急
い
だ
。
而
じ
此
邊

一
帯

は
眼
に
通
る
樹
木
が
少
な
い
だ
け
に
展
望
は
可
な
り
良
い
、
中
に
も
八
ケ
岳
の
左
右
に
裾
を
張
つ
た
姿
が
極
め
て
雄
大

◎
駒
岳
仙
丈
岳
及
鳳
鵬
山
塊
　
　
柳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一

墓゙7:



年 三 十 第

◎
駒
岳
仙
丈
岳
及
鳳
凰
山
塊
　
　
柳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

で
あ
る
ｏ
近
く
は
釜
無
、
尾
自
、
大
武
の
諸
川
が
砂
白
き
河
原
を
帯
の
や
う
に
曳
き
、
柳
澤
、
菫
ケ
原
の
人
家
は
難
々

ざ
小
さ
く
跛
下
さ
る
ｏ

此
虜
を
登
詰
る
こ
針
棄
樹
林
が
現
れ
る
ｏ
是
か
ら
は
山
稜
急
に
狭
ぐ
盛
ま
つ
て
、
路
は
敷
々
崎
立
し
た
岩
壁
の
背
梁

を
渡
る
、
左
右
は
大
武
尾
自
の
深
谷
が
欝
茂
た
る
森
林
に
薇
は
れ
て
、
通
の
底
か
ら
聞
ゆ
る
は
水
聾
か
青
嵐
か
。
前
屏

風
の
下
を
右
に
廻
っ
て
、
本
の
根
岩
角
を
足
掛
り
に
此
岩
壁
を
攀
上
る
ｏ
登
れ
ば
黒
戸
の
小
祠
の
所
で
途
は
左
右
に
分

岐
し
、
右
方
は
荒
腰
し
た
奮
路
で
今
は
通
ふ
人
も
な
い
、
其
庭
に
は
伐
倒
し
た
木
を
割
つ
て
其
由
を
書
い
て
あ
る
。
左

の
方
本
路
を
執
つ
て
進
め
ば
、
途
は
さ
し
て
瞼
悪
の
所
も
な
く
、
黒
戸
の
右
側
の
山
腹
を
辿
つ
て
行
く
ｏ
昔
は
此
黒
戸

の
頂
上
を
越
え
て
屏
風
小
屋

へ
達
す
る
途
も
在
つ
た
さ
う
で
あ
る
ｏ
山
側
の
不
坦
な
途
を
約

一
時
間
も
進
み
三
欝
林
を

出
披
け
て
漸
次
下
り
ざ
な
る
、
駒
ケ
岳

一
帯
の
山
容
は
目
睫
の
間
に
迫
つ
て
、
頭
上
よ
り
膝
す
る
が
如
く
に
展
開
し
て

ゐ
る
ｏ
屏
風
小
屋
に
到
着
し
た
の
は
午
後

一
時
三
十
分
。

扉
風
小
屋
の
所
在
地
ば
、黒
戸
山
〓
駒
ケ
岳
ざ
を
連
接
す
る
低
下
し
た
鞍
部
で
、駒
ケ
岳
へ
は
屏
風
小
屋
よ
り
前
面
に

峨
然
壁
立
し
た
屏
風
岩
を
攀
ぢ
、
殆
ざ
筍
形
に
各
立
し
て
ゐ
る
隆
起
を
越
え
る
の
で
、
小
屋
か
ら
仰
ぎ
見
た
許
り
で
は
ヽ

取
付
き
所
も
無
い
や
う
に
見
え
る
ｏ
二
時
年
頃
に
は
未
吉
等
も
末
着
し
た
。
小
屋
は
昨
日
開
い
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
屋

根
の
修
理
な
ざ
し
て
ゐ
る
ｏ
小
屋
か
ら
右
方
の
小
征
を
年
町
程
下
る
こ
、
岩
間
か
ら
清
泉
が
湧
出
し
て
ゐ
る
ｏ
此
小
屋

唯

一
の
飲
料
水
で
、
又
此
小
征
は
黒
戸
の
小
祠
か
ら
右
方
に
岐
れ
ホ
る
康
路
に
通
す
る
も
の
で
あ
る
ざ
い
ふ
。
其
慮
に

は
康
路
の
痕
跡
を
存
し
て
ゐ
る
ｏ

日
は
未
だ
高
い
が
何
も
所
作
が
な
い
か
ら
「
朧
に
焚
火
を
し
て
、
山
の
話
を
聞
き
な
が
ら
縦
韓
む
で
ゐ
る
こ
、
い
つ

か
眠
氣
を
催
し
て
来
る
ｏ
目
の
醒
め
た
頃
に
は
早
や
夕
前
の
仕
度
が
出
来
で
ゐ
た
Ｑ
夕
風
に
誘
は
れ
た
雲
や
霧
は
次
第

に
漢
谷
か
ら
峰

へ
ざ
披
が
つ
て
、
夜
の
帳
は
閉
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
つ
た
。

(338)



曲壽

三
、
絶
項
　
仙
水
峠
　
北
澤
の
小
屋

七
月
十
八
日
ｏ
昨
花
は
隙
間
漏
る
風
も
な
く
、稔
か
に
結
ん
だ
夢
も
暁
方
の
寒
さ
に
醒
め
て
、午
前
四
時
に
は

一
同
起

床
し
た
、
春
青
等
は
早
や
朝
前
の
仕
度
に
か
ゝ
る
ｏ
自
分
は
手
拭
を
提
げ
て
、
暁
風
の
身
に
泌
む
外
へ
出
た
ｏ
晴
亘
つ

た
大
塞
は
、
残
の
星
が

一
っ
二
っ
ざ
滑
え
て
行
く
、名
も
知
ら
ぬ
小
鳥
の
鳴
き
難
が
晴
れ
た
朝
の
快
さ
を
語
つ
て
ゐ
る
ｏ

澄
渡
つ
た
山
容
を
眺
め
、
切
る
や
う
に
冷
い
水
で
顔
を
洗
っ
て
、
朝
前
に
取
り
か
ゝ
る
ｏ
野
蕗
の
味
嗜
汁
は
こ
ざ
に
匂

が
よ
か
っ
た
。

一
人
前
十
五
鏡
の
小
屋
代
を
排
つ
て
出
獲
し
た
の
は
六
時
で
あ
る
ｏ
小
屋
か
ら
少
し
降
つ
て
直
ぐ
屏
風

岩
の
下
に
出
る
ｏ
梯
子
を
攀
ぢ
て
屏
風
岩
を
上
り
、
右

へ
岩
壁
を
偉
ひ
て
叉
左
へ
准
る
ｏ
日
影
も
漏
さ
ぬ
密
林
の
中
に

は
幾
年
末
の
落
葉
が
腐
蝕
し
て
、
滑
り
易
い
足
を
金
剛
杖
に
支
え
な
が
ら
進
む
。
途
は
次
第
に
急
峻
な
る
登
う
ざ
な
つ

て
、鐵
鎮
を
手
繰
つ
て
懸
崖
に
縫
つ
て
岩
壁
を
体
ひ
、
左
に
七
丈
の
瀑
聾
を
聞
く
頃
に
は
、
喬
樹
漸
く
稀
疎
ざ
な
つ
て
頭

上
が
明
る
く
な
つ
て
来
た
ｏ
七
丈
の
小
屋
場
を
過
れ
ば
、途
は
優
松
の
程
に
通
じ
て
、具
向
に
登
う
ざ
な
る
、
八
合
目
の

石
の
鳥
居
は
直
ぐ
上
で
、
此
庭

へ
着
い
た
の
は
七
時
三
十
分
。
駒
ケ
岳
の
絶
通
は
三
頭
を
右
方
に
盤
げ
て
み
る
が
、
ま

だ
申
々
に
遠
く
見
え
る
ｏ
其
庭

へ
績
ぐ
山
稜
は
三
岩
の
重
曇
ざ
石
筍
の
集
立
ざ
で
、
何
邊
に
途
が
通
し
て
ゐ
る
か
全
く

想
像
じ
得
な
い
程
で
あ
る
ｏ
三
十
分
程
も
休
憩
し
て
春
吉
等
を
待
合
す
間
に
、
大
武
尾
自
の
雨
漢
谷
よ
り
は
濠
々
た
る

霧
を
吐
い
て
、
須
豊
の
理
に
甲
信
の
眺
塑
を
奪
去
つ
た
ｏ
自
分
は
柔
い
灌
木
の
上
に
大
の
字
な
り
に
仰
臥
し
て
天
を
仰

い
で
ゐ
る
ざ
、
不
知
不
識
の
裡
に
偉
大
な
る
宇
宙
に
同
化
す
る
様
な
気
に
な
る
ｏ
人
夫
も
木
た
の
で
八
時
過
ぎ
に
ま
た

登
リ
ヘ
ざ
か
ゝ
っ
た
。
危
岩
の
間
を
偉
ひ
、
樹
根
岩
角
に
縫
り
付
き
、

一
歩
毎
に
喘
ぎ
な
が
ら
目
に
入
る
汗
を
拭
ふ
暇

も
な
く
、漸
ぐ
鳥
帽
子
岩
に
達
し
て

一
息
入
れ
る
ｏ
此
岩
を
穿
ち
て

一
大
鐵
銀
が
植
ゑ
て
あ
る
、行
手
の
山
稜
が
急
に
創

れ
て
鏡
几
の
如
き
所
へ
末
た
、
左
方
は
極
崖
千
併
底
も
得
知
れ
ぬ
地
嶽
谷
で
、
雲
を
吐
く
大
武
川
の
繁
谷
は
奈
落
へ
績

い
て
ゐ
る
こ
も
見
え
、
右
方
は
尾
自
の
深
谷
が
魔
境
の
如
ぐ
静
ま
う
か
へ
つ
て
ゐ
る
ｏ
此
庭
を
越
え
て
な
ほ
登
れ
ば
、

◎
駒
岳
仙
丈
岳
及
鳳
凰
山
塊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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年 二 十 鉾

０
一
岳
住
丈
轟
五
鳳
」
・打
凛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

右
方
の
岩
問
よ
‥，
糸
の
如
き
清
水
が
湧
出
し
て
居
ろ
所
が
あ
る
ｏ
着
吉
等
は
日
を
付
け
て
頻
り
に
吸
ふ
。
二
三
町
行
ぐ

ぜ

「
水
雨
天
」
の
標
石
を
過
ぎ
て
小
嗣
の
前

へ
出
る
、
祭
紳
は
大
コ
ィ
貴
命
で
、
石
垣
を
積
ん
で
周
り
を
回
つ
て
あ
る
ｏ

紀
念
の
名
刺
を
納
め
前
途
の
幸
を
所
り
、

一
憩
の
間
も
な
く
、
雲
の
如
き
白
砂
を
踏
む
で
頂
上
に
達
し
た
の
は
、
九
時

過
ぎ
で
あ
っ
た
。

頂
上
は
花
嵩
の
五
岩
が
集
立
し
て
、
南
に
向
け
て
所
謂
自
崩
の
崩
岩
を
な
だ
れ
落
し
て
ゐ
る
ｏ
馬
頭
観
音
の
銅
像
ざ

二
三
の
石
像
が
寂
し
げ
に
建
て
ゝ
在
る
ば
か
り
で
、
高
山
植
物
に
は
殊
に
見
る
物
も
な
い
位
で
あ
る
が
、
九
千
餘
尺
の

峰
頭
に
立
つ
た
展
望
は
質
に
雄
大
の
極
み
で
あ
る
ｏ
惜
い
か
な
信
飛
方
面
の
北
ア
″
プ
ス
連
峰
は
雲
の
冠
を
戴
き
、
僅

か
に
腰
部
以
下
を
露
は
す
の
み
で
、
槍
も
穂
高
も
い
づ
れ
ざ
も
見
分
け
難
い
。
西
駒
ケ
岳
山
脈
の
上
に
は
、
御
嶽
、
乗

鞍
岳
が
残
の
雪
を
輝
か
し
て
見
え
る
、
間
近
き
仙
丈
岳
よ
り
南
に
延
く
白
峰
の
方
面
は
朧
見
岳
邊
り
ま
で
、
意
地
悪
る

ぐ
立
軍
む
る
霧
の
間
に
際
見
す
る
ｏ
西
北
は
烏
帽
子
岳
、
大
岩
山
、
鞍
掛
、
不
動
の
諸
峰
で
、
こ
ゝ
か
ら
は
自
妙
の
山

稜
に
因
つ
て
結
付
ら
れ
、
殊
に
性
奇
な
る
鋸
岳
の
結
巌
の
姿
が
著
し
く
目
を
惹
き
付
け
る
。
其
下
に
は
信
州
戸
墨
よ
り

の
登
路
赤
河
原
が
其
名
の
如
く
痛
色
の
帯
を
引
い
て
、
末
は
通
の
森
の
中
に
消
て
ゐ
る
ｏ

岩
蔭
の
自
秒
の
上
に
諄
居
し
て
豊
飯
を
済
す
ｏ
時
間
に
餘
啓
が
あ
る
の
で
、緩
々
ざ
宗
韓
び
な
が
ら
春
吉
等
の
話
を
聞

ぐ
。
五
六
日
以
前
に
鋸
裏
か
へ
赤
河
原
方
面
へ
入
込
ん
だ
柳
澤
の
岩
茸
探
が
掃
る
日
取
だ
か
ら
ざ
、
不
動
の
手
前
の
戸

亮
か
ら
の
登
路
を
注
意
し
て
ゐ
る
ｏ
九
時
年
頃
に
人
影
ら
し
い
二
個
の
黒
鮎
を
認
た
が
、
動
〓
も
動
ぬ
ざ
も
剣
然
ざ
は

分
ら
ぬ
の
で
、
林
八
は
其
方
面
へ
偵
察
に
出
懸
け
た
ｏ
約

一
時
間
も
過
ぎ
て
興
下
の
岩
蔭
か
ら
荷
を
背
負
っ
た
二
人
の

姿
が
、
林
八
ざ
共
に
頂
上
目
懸
け
て
登
つ
て
家
る
、
待
構
え
て
居
つ
た
春
吉
は
、
炊
事
用
の
手
鍋
を
取
替
た
り
ゝ
色
々

の
用
談
を
果
て
ゝ
、
十

一
時
過
に
自
分
等
は
分
袂
し
、
夫
々
結
束
し
て
白
崩
の
絶
瞼

へ
さ
向
ふ
ｏ
白
妙
の
砂
は
雲
爛
し

て
雲
ご
輝
き
、
足
溜
り
も
な
き
大
斜
面
は
、
素
よ
り
定
つ
た
途
は
な
い
か
ら
、
恰
も
飛
ぶ
如
く
に
通
二
無
二
降
る
ｏ
程

な
く
亘
巖
の
累
積
し
た
所

へ
降
り
若
い
た
。
是
が
六
方
石
ざ
云
ふ
の
だ
さ
う
だ
ｏ
岩
窪
に
は
焚
人
の
跡
が
あ
る
。
此
邊
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か
ら
は
最
早
砂
の
姿
は
失
せ
て
、
稜
々
た
る
三
岩
の
上
を
体
ム
の
で
あ
る
ｏ
戦
の
く
足
を
踏
じ
め
な
が
ら
岩
稜
に
足
場

を
捜
つ
て
徐
ろ
に
下
る
ｏ
岩
角
は
磨
ぎ
澄
し
た
Ｉ
の
や
う
に
銑
い
。
其
上
凹
突
高
低
が
甚
し
い
か
ら
、
優
松
を
力
に
跳

ｂ
越
え
た
り
、
小
灌
木
の
根
に
経
つ
て
嵯
数
を
旬
ひ
下
る
な
ぎ
、
中
々
容
易
な
事
で
は
な
い
、
而
も
左
右
は
晴
立
し
た

懸
崖
な
の
で
一
歩
も
油
断
が
出
来
な
い
。
最
善
の
注
意
ざ
努
力
ざ
を
以
て
、
漸
ぐ
此
難
開
を
切
抜
け
た
が
「
二
〓
箇
所

は
通
過
し
て
か
ら
ほ
つ
こ
胸
を
撫
つ
た
場
所
も
在
つ
た
。

登
山
者
は
高
山
の
絶
量
を
窮
め
た
時
、
ス
は
難
所
を
踏
破
し
得
た
時
、
さ
き
の
戦
の
き
恐
れ
た
事
を
も
忘
れ
て
、恰
も

自
然
を
征
服
し
た
か
の
如
く
、大
な
る
誇
を
威
す
る
の
で
あ
る
が
、
考
へ
る
ざ
人
間
も
存
外
罪
の
な
い
者
だ
ざ
、獨
り
微

笑
を
禁
し
得
な
い
。
姦
か
ら
は
も
う
難
所
は
な
い
か
ら
、
自
分
等
も
珈
か
得
意
ざ
な
る
、
程
な
く
花
聞
岩
が
無
く
な
る

こ
古
生
層
の
岩
片
が
現
れ
て
、
箱
不
坦
な
鞍
部
に
な
つ
て
ゐ
る
ｏ
叉
少
し
登
る
ざ
恨
松
の
切
明
が
あ
る
ｏ
暫
く
は
此
切

明
の
中
を
迪
つ
て
行
く
。
騰
て
山
脈
が
二
っ
に
分
岐
す
る
ｏ
前
方
の
切
明
を
偉
つ
て
南
西
に
行
け
ば
、
池
の
平
へ
下
れ

る
ｃ
つ
ま
り
信
州
戸
菫
か
ら
北
澤
に
入
込
む
通
路
の
頂
上
で
、北
澤
峠
の
名
が
あ
り
仙
丈
岳
へ
の
登
目
ざ
な
つ
て
ゐ
る
ｏ

自
分
等
は
紺
左
方
に
途
を
軌
つ
て
、
仙
水
峠
を
目
懸
け
て
切
明
を
幕
下
す
る
ｏ
以
前
個
松
に
切
明
の
な
か
つ
た
頃
は
、

大
に
困
難
で
あ
っ
た
さ
う
た
が
、
今
で
も
堰
松
の
残
骸
獲
籍
た
る
中
は
決
し
て
歩
き
よ
く
は
な
い
。
そ
れ
で
も
宙
に
吊

さ
れ
た
り
ゝ
落
込
ん
で
泳
ぎ
出
せ
な
か
つ
た
り
す
る
瞑
は
更
に
な
い
ｏ
恒
松
帯
を
過
ぎ
て
針
葉
樹
林
に
入
る
ざ
、
此
庭

に
も
切
明
が
在
つ
て
、　
一
直
線
に
仙
水
峠
ま
で
績
い
て
ゐ
る
ｏ
さ
し
て
密
生
し
た
林
中
で
は
な
い
が
、
樹
枝
の
交
錯
は

適
営
に
日
光
を
遮
断
し
て
呉
れ
る
か
ら
、
汗
も
引
込
む
程
に
凛
し
い
ｏ
腐
蝕
土
の
急
斜
面
を
勢
に
乗
つ
て
下
る
ざ
敷
々

滑
韓
す
る
ｏ
仙
水
峠
へ
降
り
春
い
た
の
は
午
後

一
時
頃
。
Ｔ
度
十

一
時
か
ら
二
時
間
を
費
し
て
下
つ
た
事
に
な
る
。
自

崩
の
秒
走
り
か
ら
鶴
岩
体
ひ
の
下
り
に
は
、
一
時
間
以
上
を
費
し
て
ゐ
る
こ
ざ
ゝ
思
ふ
。

五
分
群
休
憩
し
て
仙
水
峠
を
北
洋
の
方
へ
下
り
始
め
た
ｏ
こ
ゝ
か
ら
は
焼
石
の
如
き
渤
紫
色
の
崩
岩
で
、
朝
典
岳
ヘ

の
登
―＞
も
同
じ
色
の
飢
石
で
あ
る
、
右
の
曲
側
の
斜
面
に
滑
ふ
て
、
岩
崩
を
踏
ん
で
少
し
往
け
ば
仙
水
の
小
池
の
邊
へ

◎
駒
岳
佃
丈
岳
及
鳳
凰
山
塊
　
　
柳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五

(341)



年 二 十 第

◎
駒
岳
仙
丈
岳
及
鳳
凰
山
塊
　
　
柳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

出
る
、、．，
今
は
水
も
枯
潟
し
、
底
に
は
青
草
が
茂
つ
て
池
の
面
影
も
な
い
。
午
後
の
烈
日
は
具
額
よ
り
照
付
け
て
、
本
蔭

の
無
い
石
原
は
な
か
′
ヽ
に
熱
い
。
額
の
汗
を
拭
び
な
が
ら
も
進
む
ざ
北
澤
の
水
盤
が
聞
え
る
ｏ
今
度
は
左
方
の
朝
典

側
の
森
林
中
へ
入
っ
て
、
途
ら
し
き
痕
跡
を
迪
り
、暫
ぐ
往
ぐ
ざ
北
澤
の
流
怖
へ
出
た
ｏ
澤
は
荒
れ
て
随
分
悪
る
い
が
、

清
列
な
水
は
氷
の
如
ぐ
冷
た
い
。
潟
き
切
つ
た
咽
喉
に
音
を
た
て
ゝ
飲
む
ｏ
池
の
不
を
右
に
見
て
、
伐
探
営
時
の
鐵
砲

の
跡
を
過
ぎ
、幾
度
か
徒
渉
を
繰
返
す
ぜ
右
岸
に
北
澤
の
小
屋
が
現
は
れ
る
ｏ
此
庭
は
河
原
が
急
に
廣
く
な
つ
て
、流
木

や
土
石
の
大
堆
積
が
小
山
の
如
く
な
つ
て
ゐ
る
ｏ
小
屋
の
構
造
は
大
き
な
物
で
あ
つ
た
ら
し
い
が
、
伐
探
引
揚
の
際
に

燒
排
つ
た
篤
め
、
今
は
殆
ん
ざ
残
骸
の
み
で
、
僅
に
焼
残
つ
た
一
部
を
取
繕
っ
て
や
ゝ
小
屋
ら
し
い
物
に
し
て
あ
る
ｏ

小
屋
へ
到
着
し
た
の
は
三
時
で
か
る
ｏ
今
花
は
兎
も
角
も
此
小
屋
を
金
殿
玉
核
ざ
頼
ん
で
、

一
花
を
明
さ
な
け
ば
な

ら
ぬ
。
林
八
は
荷
を
取
卸
す
ざ
共
に
慢
し
く
釣
道
具
を
持
出
し
、
澤
の
下
流
へ
岩
魚
釣
に
ざ
出
懸
け
た
、
春
吉
は
焚
火

の
用
意
を
篤
て
、
材
料
の
蒐
集
に
忙
し
い
。
他
に
用
の
無
い
自
分
は
、
朝
か
ら
の
汗
を
洗
ふ
べ
ぐ
裸
沐
ざ
な
つ
て
流
に

飛
込
ん
だ
ｏ
清
冷
氷
の
如
き
水
は
、
久
し
く
漬
っ
て
ゐ
る
こ
全
身
の
知
覺
が
な
く
な
る
ｏ
小
屋
に
婦
つ
て
下
編
絆
を
取

替
へ
、
外
套
を
上
に
着
て
焚
人
の
側
へ
寄
添
つ
た
心
持
は
、
賓
に
類
の
無
い
爽
快
さ
で
あ
る
ｏ
約

一
時
間
年
も
経
過
し

た
頃
に
、
林
八
は
尺
餘
も
あ
る
岩
魚
を
獲
て
莞
爾
ざ
婦
っ
て
来
た
。
僅
に
一
尾
で
あ
っ
た
が
、
味
晴
焼
に
し
て
晩
の
乏

し
い
食
膳
を
賑
は
し
た
ｏ
此
頃
で
は
も
う
北
澤
に
は
岩
魚
が
あ
な
い
さ
う
だ
か
ら
、
是
も
珍
物
ざ
し
て
賞
床
す
べ
き
も

の
だ
。
明
日
の
仙
丈
登
山
に
天
候
を
氣
遣
ひ
な
が
ら
も
、
八
時
頃
早
々
寝
に
就
ぐ
。
花
年
に
目
が
醒
め
る
こ
．
魔
鏡
の

如
く
凄
Ｆ
月
が
天
心
に
澄
ん
で
、
紳
秘
の
夜
は
無
限
に
静
か
に
唯
北
澤
の
瀬
の
音
の
み
が
枕
に
体
は
つ
て
木
る
ｏ
時
折

焚
火
の
影
が
明
滅
す
る
ざ
共
に
、
氷
の
如
き
冷
風
の
ひ
や
り
ざ
襟
元
に
あ
た
る
の
を
覺
え
た
ｏ

四

仙

丈

岳

七
月
十
九
日
ｏ
目
を
醒
す
こ
は
や
人
夫
は
炊
畑
を
靡
か
し
て
ゐ
る
ｏ
時
計
を
見
る
こ
四
時
を
過
ぎ
て
あ
る
の
で
其
儘
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起
出
る
ｏ
早
暁
の
氣
澄
み
百
丁

、
嵐
氣
肌
に
泌
み
て
身
も
心
も
引
締
る
ｏ
楊
子
を
卿
へ
な
が
ら
河
原
へ
下
り
て
、

一
入

冷
た
い
朝
の
漢
水
に
慄
え
／ヽ
ヽ
漱
ぎ
顔
洗
ひ
な
ざ
し
て
婦
る
ざ
、
朝
飾
の
用
意
は
調
つ
て
ゐ
た
ｏ
天
気
が
い
ゝ
の
で
元

氣
も
自
か
ら
充
溢
し
て
急
ぎ
出
立
の
用
意
に
取
懸
る
ｏ
今
■
の
案
内
役
は
春
吉
が
動
め
、
林
八
は
今

一
花
は
宿
ざ
頼
む

べ
き
小
屋
の
修
理
や
、
野
呂
川
本
流
邊
ま
で
も
岩
魚
を
漁
る
ざ
云
ふ
役
目
で
居
残
る
ｏ

書
の
握
飯
が
出
来
上
る
ざ
、
本
瓶
に
飲
用
水
を
詰
め
、
果
物
や
副
食
物
の
確
詰
を
取
出
し
て
、
そ
れ
た
ヽ
恭
吉
が
携

帯
し
、午
前
六
時
に
小
屋
を
出
費
し
た
。今
日
は
春
吉
が
今
年
和
め
て
探
見
し
た
無
名
の
小
澤
か
ら
登
る
ざ
云
ふ
前
鯛
に

頗
る
興
味
を
惹
き
、
随
て
足
の
進
み
も
自
か
ら
軽
い
心
地
で
、
小
屋
か
ら
北
澤
を
約

一
町
程
湖
れ
ば
、
直
ぐ
右
岸
に
水

量
の
さ
ま
で
多
く
な
い
小
澤
が
落
下
し
て
ゐ
る
ｏ
乃
ち
此
小
澤
を
上
る
の
で
ゝ
水
源
は
池
の
不
か
ら
績
く
尾
根
か
ら
出

て
ゐ
る
ｏ
路
程
を
比
較
し
て
概
算
し
て
見
る
ざ
、
小
屋
か
ら
池
の
不
ま
で
北
澤
を
湖
り
、
こ
の
小
澤
の
上
の
尾
根
へ
達

す
る
に
は
、
約

一
里
以
上
の
大
迂
回
ざ
な
る
か
ら
、
時
間
に
す
れ
ば

一
時
間
年
位
の
相
違
は
性
に
在
る
ざ
思
ふ
ｏ
自
分

は
記
憶
に
便
利
な
や
ラ
に
、
此
澤
を
水
石
澤
ざ
か
春
吉
澤
ざ
か
名
付
て
置
き
た
い
ざ
思
つ
て
春
吉
に
相
談
し
た
。
然
し

ぎ
の
澤
で
も
水
ざ
石
ざ
の
な
い
所
は
あ
る
ま
い
ざ
云
ふ
、
光
至
極
な
抗
議
に
春
吉
澤
ざ
呼
ぶ
事
に
し
た
ｏ
澤
の
傾
斜
は

餘
程
急
で
あ
る
か
ら
屋
々
水
の
洗
濃
を
受
け
る
ｏ
其
上
岩
質
の
脆
い
鯛
る
ざ
ぼ
ろ
ノ
ヽ
に
崩
壊
す
る
岩
壁
に
、
小
瀑
布

を
懸
け
て
ゐ
る
所
が
二
三
箇
所
あ
る
、
別
に
危
険
ざ
云
ふ
程
度
の
も
の
で
は
な
い
が
、
其
都
度
手
を
執
つ
て
引
揚
げ
ら

れ
た
。
唯
澤
が
水
嵩
を
増
し
た
時
は
、
登
攀
困
難
で
あ
ら
う
こ
想
ふ
。
は
ね
懸
る
水
を
避
け
な
が
ら
約

一
町
程
も
登
る

こ
澤
は
分
岐
し
て
、
右
方
の
源
流
か
ら
は
滉
々
た
る
水
解
が
選
か
上
の
方
か
ら
末
る́
ｏ
左
方
は
自
分
等
の
攀
づ
る
塞
澤

で
、
堆
積
し
た
墓
石
の
上
を
旬
ひ
上
る
の
で
あ
る
０
澤
が
盤
き
る
こ
薙
ぎ
落
ち
た
崖
を
攀
ぢ
て
、
通
宜
に
密
林
の
中

ヘ

ぎ
這
入
る
、
伐
り
倒
さ
れ
た
ま
ゝ
の
木
や
自
然
の
朽
木
が
、
し
だ
ら
な
く
横
た
は
つ
て
ゐ
る
下
を
潜
つ
た
り
上
を
乗
越

え
た
り
し
て
、
手
足
に
纏
は
る
丈
な
す
草
む
ら
の
中
を
踏
分
け
な
が
ら
ひ
た
上
う
に
登
り
、
最
和
か
ら
四
十
分
餘
も
奮

闘
を
績
け
て
、
池
の
不
か
ら
登
る
尾
根
の
路
に
合
し
た
ｏ
こ
れ
か
ら
は
園
境
の
切
明
を
体
っ
て
何
虜
ま
で
も
尾
根
を
上
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る
の
で
あ
る
。
倒
本
や
朽
木
の
障
碍
物
は
依
然
ざ
し
て
多
く
、
途
は
追
々
急
崚
に
な
つ
て
陰
森
ざ
し
た
日
影
も
漏
さ
ぬ

密
林
の
中
で
も
、汗
は
絞
る
や
う
に
出
る
の
で
、森
林
帯
を
出
披
け
る
ま
で
に
一
時
間
年
も
費
し
た
ｏ
夫
か
ら
優
松
帯
に

入
り
、
間
も
な
ぐ
前
仙
丈
の
頂
上
に
着
い
た
、
左
方
仙
丈
澤
の
上
の
偉
大
な
る
力
‐

ノン
ざ
、
右
方
鍛
川
の
上
の
カ
ー
″

ざ
が
、
雄
大
な
る
形
を
眼
下
に
展
開
す
る
、
前
仙
丈
よ
り

一
度
低
下
し
た
山
稜
は
、
再
び
馬
の
脊
の
如
く
晴
立
し
て
、

婉
拠
長
蛇
の
如
ぐ
奥
仙
丈
の
頂
上
へ
ざ
疲
く
。
堆
石
を
踏
み
岩
壁
を

へ
づ
り
、
残
骸
の
執
念
く
ま
つ
は
る
優
松
の
中
を

通
披
け
て
ゝ
頂
上
の
三
角
鮎
に
達
し
た
の
は
、
九
時
四
十
五
分
で
あ
っ
た
．

絶
頂
は
さ
し
て
廣
ぐ
も
な
く
、
碑
石
の
蘊
々
た
る
の
み
で
何
等
の
奇
趣
も
な
い
。
前
岳
三
柱
大
明
紳
ざ
刻
し
た
小
石

碑
が
樹
て
ゝ
あ
る
ｏ
執
念
深
い
霧
は
今
日
も
付
纏
つ
て
、間
近
い
白
峰

一
帯
の
裏
山
が
見
え

る
外
に
は
夏
に
展
望
が
な

い
。
書
飯
を
済
す
ざ
未
吉
は
焚
火
の
側
に
横
に
な
り
、
直
ぐ
射
聾
を
立
て
ゝ
眠
に
落
ち
た
。
信
州
方
面
か
ら
は
盛
に
霧

を
吹
上
げ
る
の
み
で
、
限
界
は
依
然
ざ
し
て
晴
れ
さ
う
に
も
な
い
、
焚
火
が
清
え
て
薄
ら
寒
く
な
つ
た
の
で
、
紀
含
の

名
刺
を
案
錐
に
入
れ
て
石
碑
の
傍
に
置
さ
、
未
吉
を
促
し
て
十
時
四
十
分
に
頂
上
を
僻
し
た
ｏ
時
間
に
餘
愁
が
あ
る
か

ら
池
の
不
へ
廻
つ
て
ゝ
午
後

一
時
四
十
五
分
に
小
屋

へ
婦
着
し
た
。

小
屋
の
修
理
は
出
薬
上
つ
た
の
で
、
屋
根
も
板
園
も
稽
々
完
全
に
な
つ
て
ゐ
る
ｏ
此
後
暫
く
は
北
澤

へ
木
る
人
の
篤

に
ま
づ
怜
好
の
宿
螢
地
で
あ
ら
う
ｏ
林
八
は
釣
か
ら
婦
つ
て
ゐ
た
が
、
心
待
の
岩
魚
は
不
漁
な
の
で
、
少
な
か
ら
す
失

望
し
た
。
今
日
は
殆
ん
ざ
年
日
の
休
養
で
あ
る
か
ら
、
汗
染
み
た
自
槻
衣
な
ざ
を
、
北
澤
の
冷
た
い
水
で
雲
ざ
も
冴
え

よ
ざ
洗
濯
す
る
ｏ
後
は
水
浴
し
て
好
い
氣
持
で
姜
震
を
す
る
ｏ
目
が
醒
め
る
ざ
粉
ミ
ノン
タ
で

コ
ヽ
ア
を
飲
ん
だ
り
、
秘

蔵
の
キ
ヤ
ラ
メ
ノン
を
振
舞
つ
た
り
し
て
、
焚
火
の
側
で
竿
日
を
途
つ
た
ｏ
夕
方
狭
い
谷
間
か
ら
霧
が
湧
い
て
、
遠
雷
の

音
が
久
第
に
近
づ
き
、
驚
破
ざ
云
ふ
間
も
な
ぐ
覆
盆
の
雨
は
、銀
絲
ざ
鶴
れ
て
猛
然
殺
到
し
、板
屋
を
叩
ぐ
盤
渉
の
響
は

耳
を
聾
す
る
ば
か
り
仁
、
際
間
を
漏
り
な
る
黙
洞
は
頭
か
ら
脊
に
体
は
る
ざ
い
ふ
騒
に
な
つ
た
の
で
少
か
ら
す
猥
狽
し

た
が
、
夫
も
何
時
し
か
晴
渡
つ
て
元
の
静
寂
に
反
り
、
晦
冥
の
花
は
次
第
に
更
け
て
、
夢
魂
徒
ら
に
山
野
を
駆
廻
る
の

乙
‘

“
仕

ｏ
０



山岳

で
あ

つ
た
ｏ

五
．
仙
水
峠
　
朝
典
岳
　
廣
河
原

七
月
二
十
日
。
排
暁
の
仙
丈
岳
は
年
腹
以
上
雲
の
幕
に
際
性
ゝ
狭
い
北
澤
の
餃
谷
に
は
未
練
ら
し
い
霧
が
、
清
え
も

果
て
す
風
の
ま
に
ノ
ヽ
征
徳
す
る
ｏ
春
吉
等
も
氣
造
し
げ
に
雲
の
行
衛
を
見
守
り
な
が
ら
朝
節
を
済
し
た
。
折
か
ら
安

心
せ
よ
ざ
許
り
雲
の
断
層
か
ら
日
光
が
漏
れ
て
、
谷
間
の
狭
霧
も
次
第
に
薄
怖
て
な
た
。
午
前
六
時
過
ぎ
小
屋
に
別
を

告
げ
、
前
日
の
行
程
を
逆
に
北
澤
を
湖
つ
て
仙
水
峠
に
向
ふ
ｏ

仙
水
峠
の
岩
の
斜
面
へ
懸
る
頃
か
ら
、
重
々
し
か
っ
た
塞
も
名
残
な
く
霧
一れ
て
、
日
光
は
眩
り
い
ま
で
照
り
百
了

、

葉
末
の
露
は
玉
ざ
輝
き
ゝ
名
も
知
ら
ぬ
小
鳥
が
晴
を
喜
ん
で
囀
づ
て
ゐ
る
ｏ

七
時
二
十
分
、
山
裾
の
堆
石
を
踏
み
じ
め
て
、
朝
典
岳
の
登
り
へ
第

一
歩
を
進
め
た
。
岩
崩
れ
の
傾
斜
面
を
過
ぎ
て

針
葉
繊
の
林
中
に
入
り
、
切
明
を
迎
つ
て
途
は
次
第
に
急
峻
ぎ
な
り
、林
中
を
出
披
け
る
こ
ス
岩
崩
れ
の
所

へ
出
る
が
、

此
庭
は
左
程
に
長
く
は
な
く
、
直
に
優
松
の
海
に
入
つ
た
ｏ
便
松
は
丈
が
高
く
な
い
か
ら
切
明
け
て
な
い
ｏ
も
う
此
邊

か
ら
途
は
餘
程
悪
く
な
つ
て
来
る
ｏ
Ｅ
岩
を
越
え
た
り
岩
壁
を
偉
つ
た
り
し
て
、
兎
あ
る
一
峰
の
頂
上
へ
ざ
出
た
が
、

絶
頂
は
未
だ
隆
起
し
た
二
三
の
峰
の
彼
方
に
在
る
、
何
の
事
は
な
い
此
庭
ま
で
お
出
で
甘
洒
進
上
ざ
云
ふ
格
だ
。
ス
勇

を
鼓
し
て
岳
樺
や
優
松
の
も
つ
れ
合
っ
た
、
鶴
石
の
堆
積
か
ら
成
る
同
じ
や
う
な
二
三
の
峰
頭
を
上
下
し
て
、
絶
頂
の

三
角
鶏
に
達
し
た
の
は
十
時
で
あ
っ
た
。
今
度
の
登
山
は
莉
日
か
ら
霧
に
附
纏
わ
た
悪
繰
今
に
蓋
な
い
で
、今
日
も
信
飛

方
面
は
全
く
見
え
ず
、
白
峰
仙
丈
だ
け
が
続
に
顔
を
見
せ
、
手
近
で
は
野
呂
川
の
漢
谷
ざ
、
駒
ケ
岳
の
裏
山
Ｅ
が
晴
れ

て
ゐ
た
だ
け
で
あ
る
ｏ
朝
興
岳
の
絶
頂
は
岩
塊
の
狭
い
堆
積
で
あ
っ
て
、
三
角
織
は

一
段
低
い
不
坦
な
場
所
に
あ
る
ｏ

春
吉
は
三
角
標
石
の
附
近
の
石
の
下
か
ら
、

一
握
の
名
刺
を
探
出
し
て
来
た
ｏ
風
餐
雨
蝕
に
も
損
せ
ず
文
字
は
分
明
に

讀
ま
れ
る
、
皆
懐
か
し
い
末
見
の
山
岳
會
の
先
輩
の
名
前
で
、
辻
本
満
九
、
星
忠
芳
、
高
木
伊
八
、
大
槻
頑
郎
四
氏
の
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名
刺
で
あ
る
が
、
讀
ん
で
め
る
こ
無
限
の
威
興
が
起
る
ｏ
辻
本
星
雨
氏
の
も
の
は
、
明
治
四
十
四
の
七
月
に
通
過
せ
ら

れ
た
時
の
も
の
で
あ
ら
う
し
、
大
槻
氏
は
前
後
二
回
通
過
ぎ
れ
た
さ
う
だ
か
ら
、
多
分
は
最
近
大
正
三
年
の
時
の
も
の

だ
ら
う
ざ
想
ふ
、
特
に
同
氏
の
に
封
し
て
は
追
悼
の
合
に
堪
え
な
い
ｏ
豊
飯
後
塞
鍵
の
中

へ
諸
氏
の
名
刺
ざ
共
に
自
分

の
者
も
納
め
、
三
角
標
石
の
傍
に
石
を
薇
ふ
て
伏
せ
置
い
た
が
、
い
っ
ま
で
残
る
こ
ざ
で
あ
ら
う
か
ｏ

最
務
の
計
書
で
は
早
川
尾
根
の
市
側
で
泊
る
豫
定
で
あ
つ
た
が
、
今
朝
出
費
間
際
に
、
野
呂
川
の
廣
河
原

へ
下
ｂ

て
、
適
営
な
場
所
を
選
ん
で
泊
る
事
に
憂
更
し
た
。
自
峰
へ
登
る
に
は
到
底
時
日
の
制
限
が
許
さ
ぬ
か
ら
、
せ
め
て
野

呂
川
の
奔
流
を
見
て
自
峰
の
麓
で
履
て
見
た
い
ざ
云
ム
望
ざ
、
今

一
つ
は
春
吉
が
早
川
尾
根
ま
で
行
か
す
に
野
呂
川
ヘ

下
っ
て
見
よ
う
ざ
提
議
し
た
の
で
、
普
て
辻
本
氏
の
縦
断
記
で
見
た
、
ミ
ヨ
ン
澤

へ
下
る
途
を
想
起
し
て
、
多
分
夫
を

下
る
の
に
相
違
あ
る
ま
い
ざ
内
心
に
思
つ
た
そ
の
好
奇
心
ざ
か
ら
、
廣
河
原
泊
り
を
思
立
つ
た
の
で
あ
る
ｏ

絶
頂
を
十

一
時
過
ぎ
に
鮮
し
て
、
早
川
尾
根
へ
の
山
稜
を
下
り
、岳
樺
や
優
松
の
枯
骨
に
薇
は
れ
た
岩
塊
の
一
二
峰
を

過
ぎ
て
、
約
二
十
分
位
で
兎
あ
る

一
峰
の
手
前
の
、
少
し
ぐ
季
坦
な
革
原
の
所

へ
出
た
ｏ
左
方
大
武
川
の
谷
は
霧
が
深

く
彼
し
て
、
澤
の
展
望
は
全
く
き
か
な
い
。
右
方
野
呂
川
に
面
し
た
谷
は
、
柔
か
い
青
草
の
生
え
た
急
峻
な
る
崖
が
、

下
方
の
密
林
に
績
い
て
遠
ぐ
底
ま
で
は
見
透
せ
な
い
。
春
吉
は
此
密
林
中
に
入
れ
ば
、猟
師
の
通
る
途
は
在
る
ざ
い
ふ
。

即
ち
ミ
ヨ
シ
澤
ざ
野
呂
川
ざ
の
合
流
鮎
へ
下
る
の
で
、
今
自
分
等
は
早
川
尾
根
ざ
朝
興
岳
の
中
間
の
尾
根
に
付
立
し
て

居
る
の
で
あ
る
ｏ
此
虜
か
ら
早
川
尾
根
へ
は
未
だ

一
時
間
は
要
す
る
さ
，フ
だ
。
兎
も
角
も
自
分
等
は
此
取
付
き
所
の
無

い
や
う
な
草
の
崖
を
降
る
事
に
決
定
す
る
ｏ

崖
に
は
無
論
途
の
痕
跡
だ
に
な
い
。
唯
青
草
の
根
に
縫
つ
て
一
向
に
す
り
下
つ
た
。
足
溜
が
な
い
の
で
幾
度
も
尻
併

を
突
き
、
其
都
度
い
っ
も

一
二
間
は
滑
り
落
ち
る
ｏ
叉
時
に
は
隠
れ
た
石
に
蹟
い
て
飛
上
る
程
の
痛
い
思
を
す
る
ｏ
此

難
場
を
下
る
の
は
業
で
は
な
か
つ
た
が
、
漸
ぐ
間
近
き
左
手
の
針
葉
樹
の
密
林
へ
取
付
い
て
、
や
れ
′
ヽ
こ
一
息
吐
ぐ
。

此
の
密
林
は
急
崚
な
斜
面
で
は
あ
る
が
、
峰
頭
へ
績
く
尾
根
の
二
部
分
を
な
し
て
ゐ
る
ｏ
最
初
は
通
過
に
困
難
な
位
下

年 二 十 算

(346)



山岳

枝
が
変
錯
し
、
小
樹
木
が
茂
生
し
て
ゐ
た
が
、
進
む
に
随
つ
て
火
第
に
業
に
通
れ
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
春
吉
は
恰

も
獲
物
を
探
す
猥
大
の
如
く
に
限
を
八
方
に
配
つ
て
、
獣
の
足
痕
其
他
を
注
意
し
て
行
先
の
見
営
を
付
け
る
ｏ
そ
の
努

力
ざ
熟
練
ざ
は
誠
に
威
服
の
外
は
な
か
つ
た
が
、
然
し
式
場
所
へ
来
た
時
に
右
方
に
途
ら
し
い
痕
跡
を
認
め
た
に
開
ら

ず
、
左
に
近
ぐ
澤
の
音
を
聞
い
た
篤
め
に
其
方
向

へ
下
つ
た
ｏ
是
が
少
し
逸
ま
り
過
ぎ
た
の
で
、
夫
か
ら
先
は
非
常
に

悪
戦
苦
闘
を
績
け
る
様
に
な
つ
た
の
は
、所
謂
千
慮
の
一
人
こ
で
も
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
最
和
は
水
音
を
頼
つ
て
下

る
ぎ
途
に
絶
崖
の
上
へ
出
た
ｏ
是
は
ミ
ヨ
ン
澤
の
中
尾
根

へ
行
営
つ
た
の
で
、
正
面
の
絶
壁
ミ
ヨ
ン
澤
の
中
尾
根
か
ら

は
、
澤
の
水
が
飛
瀑
ざ
な
つ
て
簾
を
懸
け
た
る
如
く
に
落
下
し
て
ゐ
る
ゝ
下
の
澤
は
元
よ
り
険
悪
で
あ
る
か
ら
徒
渉
し

て
降
る
詳
に
も
行
か
ぬ
ｏ
進
退
谷
つ
た
自
分
等
は
失
敗
つ
た
ざ
許
り
、
流
石
の
春
吉
も
困
つ
た
顔
付
を
す
る
ｏ
詰
り
先

き
の
途
を
右

へ
執
れ
ば
仔
細
は
な
。か
つ
た
の
だ
。
三
人
は
無
言
の
ま
ゝ
澤
を
見
詰
め
て
、
暫
ぐ
は
動
か
す
に
ゐ
た
。
後

反
す
る
の
は
時
間
が
損
の
み
で
な
ぐ
業
腹
で
あ
る
か
ら
、行
け
る
虜
ま
で
行
か
う
ざ
、
上
へ
は
登
ら
ず
其
儘
澤
に
つ
い
て

右

へ
ざ
林
中
を

一
直
線
に
進
む
。
暫
く
す
る
こ
密
林
は

一
寸
ざ
絶
え
て
、
塞
澤
の
上
の
薙
の
如
き
所

へ
出
た
。
此
薙
の

上
方
は
密
林
に
績
い
て
ゐ
る
か
ら
、
多
分
先
き
の
途
を
右
方
に
執
つ
て
進
め
ば
、
此
密
林
中
を
通
過
す
る
事
に
な
る
こ

想
ふ
。
何
分
見
透
せ
な
い
の
で
的
確
に
見
営
が
付
け
ら
れ
な
い
。
此
塞
澤
も
末
は
ミ
ヨ
ン
澤

へ
落
合
ふ
の
で
あ
ら

，
。

自
分
等
は
先
づ
取
敢
す
此
薙
を
越
え
て
、
前
方
の
森
林
中
に
驀
入
す
る
よ
り
外
に
策
は
な
い
。
其
距
離
も
僅
に
五
六
間

足
ら
す
ざ
見
え
る
が
、
赤
死
げ
た
地
盤
が
急
崚
な
斜
面
を
な
し
て
、
少
し
の
足
懸
り
も
な
い
か
ら
、
春
吉
が
先
導
ざ
な

つ
て
足
場
を
作
り
な
が
ら
渡
り
、
自
分
は
其
後
に
引
添
ひ
、
林
八
が
殿
ざ
な
つ
て
、
難
な
く
向
の
林
中

へ
辿
り
着
く
こ

Ｅ
を
得
た
。
此
密
林
も
同
じ
針
葉
樹
で
下
草
の
茂
み
は
な
い
が
、
倒
木
や
朽
本
が
交
互
錯
綜
し
て
、
下
は
軟
か
い
腐
蝕

上
で
あ
る
か
ら
、
岩
の
隙
間
な
ぎ
へ
苔
が
蒸
し
て
、
思
も
寄
ら
ぬ
陥
穿

へ
足
を
踏
込
み
、
し
ば
′
ヽ
韓
ぶ

こ

こ
が
あ

る
ｏ
叉
樹
根
を
力
に
岩
角
を
這
上
つ
た
り
ゝ
金
剛
杖
に
足
場
を
計
つ
て
斜
面
を
寮
可
り
た
り
す
る
こ
こ
が
多
い
の
で
、

蝸
牛
の
歩
み
よ
り
も
遅
々
ざ
し
て
捗
取
ら
ぬ
。
然
も
満
身
の
注
意
Ｅ
努
力
を
要
す
る
の
で
非
常
に
疲
勢
を
覺
え
る
ｏ
其
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上
午
の
時
頃
か
ら
の
不
快
な
蒸
暑
ヽ
が
到
底
自
雨
ざ
な
つ
て
、
遠
雷
の
音
ご
共
に
襲
ホ
し
た
ｏ
雨
具
を
取
出
す
暇
も
な

く
非
常
な
大
降
う
こ
な
つ
た
の
で
、
兎
あ
る
木
蔭
で
辛
く
も
支
度
を
調

へ
た
。
重
き
足
元
に
纏
は
る
雨
具
の
稲
は
「
邪

魔
に
な
る
の
で
殊
夏
長
い
や
う
に
威
し
た
。
濡
れ
に
濡
れ
た
る
三
人
は
無
言
の
儘
に
張
行
す
る
ｏ
其
中
に
途
は
新
し
い

伐
探
の
跡
の
あ
る
所

へ
出
た
ｏ
此
庭
か
ら
は
性
に
人
の
踏
ん
だ
形
跡
が
あ
る
の
で
、
倒
本
の
縦
横
し
た
中
を
通
披
け
る

ざ
、
果
し
て
一
條
の
途
は
微
か
な

が
ら
も
下
に
通
し
て
、
鍛
の
如
き
草
叢
の
裡
に
骨
ば
か
り
の
伐
探
小
屋
が
現
は
れ

る
。
安
堵
の
胸
を
撫
つ
た
自
分
等
は
不
思
會
心
の
笑
を
浮
め
た
。
急
な
斜
面
を
驀
地
に
Ｔ
つ
て
康
屋
の
側
を
過
ぎ
、
一爾

に
目
指
す
ミ
ヨ
ン
澤
ざ
野
呂
川
の
合
流
貼
へ
出
た
ｏ
こ
ゝ
で
直
ぐ
ミ
ヨ
ン
澤
を
徒
渉
し
て
、
崩
壊
し
た
封
岸
の
崖
を
上

る
ざ
、
此
庭
に
も
稽
完
全
な
小
屋
が
あ
る
ｏ
野
呂
川
か
ら
は
左
岸
に
営
つ
て
ゐ
る
ｏ
折
節
雨
も
次
第
に
晴
れ
て
来
た
の

で
、
蘇
生
の
思
を
な
し
つ
ゝ
小
屋
で
休
憩
し
た
ｏ
時
計
を
見
る
ざ
三
時
二
十
分
で
あ
つ
た
。

今
宵
自
分
等
の
野
螢
す
べ
お
廣
河
原
は
、
ま
だ

一
里
餘
も
下
流
で
あ
る
か
ら
。
緩
り
休
憩
し
て
ゐ
る
詳

に
も
行
か

ぬ
。
一初
め
て
見
た
野
呂
川
の
繁
谷
も
、
此
邊
で
は
大
し
た
事
も
な
い
ｏ
小
屋
の
後
か
ら
は
雨
後
の
露
滋
き
山
種
の
路
を

葡
に
責
ら
れ
な
が
ら
、
野
呂
川
の
左
岸
に
浩
ふ
て
下
る
ｏ
約
二
十
分
程
で
河
原

へ
の
下
り
口
へ
出
た
。
小
さ
い
澤
の
雨
に

熟
れ
た
崖
を
滑
り
下
り
ゝ
浅
い
水
を
徒
渉
し
て
河
原

へ
ざ
下
る
ｏ
此
邊
か
ら
は
河
原
の
幅
も
著
し
く
庚
く
な
り
、
爾
培

る
水
嵩
は
奔
論
の
勢
を
な
し
て
、
自
峰
仙
丈
朝
興
な
ざ
よ
り
落
つ
る
不
断
の
水
を
集
め
、
末
は
名
に
し
負
ふ
早
川
の
急

瀬
ざ
な
る
の
も
理
か
な
ざ
首
肯
さ
れ
る
ｏ
暫
く
下
っ
て
廣
河
原
の
小
屋
場
へ
着
い
た
が
、
小
屋
の
所
在
が
分
ち

ぬ
の

で
、
封
岸
に
居
る
岩
魚
釣
を
見
付
け
て
、
様
子
を
乱
さ
ん
鴛
に
春
青
等
は
向
ふ
側
へ
渡
つ
た
。
間
も
な
く
小
屋
は
な
い

こ
云
ふ
心
細
い
報
告
を
蒼
し
て
婦
つ
て
来
た
ｏ
已
む
を
得
な
い
か
ら
小
太
郎
澤
の
下
流
に
あ
る
鐵
砲
の
下
で

一
泊
す
る

事
に
評
議
し
て
、
疲
れ
た
足
を
引
招
ヶ
な
が
ら
三
四
町
を
下
り
、
五
時
過
に
目
的
地
に
到
着
し
た
。

今
日
は
春
吉
等
も
未
踏
の
箇
所
が
在
つ
た
の
で
、
豫
想
外
の
困
難
に
も
遭
過
し
た
が
、
去
り
ざ
て
決
し
て
無
謀
の
睾

で
は
無
か
つ
た
。
周
到
な
る
注
意
を
沸

へ
ば
、
多
少
の
困
難
は
あ
つ
て
も
、
二
時
間
位
で
充
分
に
降
う
得
る
ｏ
唯
朝
興

(3431)



山岳

岳
ざ
早
川
尾
根
の
中
間
か
ら
最
初
に
下
り
た
革
の
崖
は
、
非
常
に
急
崚
で
あ
る
か
ら
ゝ
此
虜
を
降
り
得
る
ざ
は
氣
付
か

す
に
通
過
す
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
其
他
は
概
ね
密
林
中
を
通
過
す
る
の
で
、
途
の
痕
跡
を
さ
へ
注
意
し
て
、
方
向
を
間

違
は
な
い
や
う
に
す
れ
ば
、
健
脚
者
に
執
つ
て
は
格
別
恐
る
ゝ
に
足
ら
な
い
。

此
鐵
砲
の
下
は
是
迄
も
宿
泊
し
た
者
が
あ
る
こ
見
え
て
ゝ
湯
沸
の
自
在
鈎
も
釣
つ
て
在
り
。
柔
か
い
草
の
篠
ま
で
が

入
待
顔
に
敷
獲
し
て
あ
る
ｏ
然
し
野
呂
川
の
水
が
足
元
ま
で
木
て
ゐ
る
か
ら
．
雨
で
も
降
る
ざ
少
し
険
呑
で
あ
る
。
埜
一

人
の
側
に
寝
韓
ん
で
晩
餐
の
仕
度
の
出
来
る
の
を
待
っ
。
先
の
岩
魚
釣
が
河
下
の
自
分
の
小
屋
へ
婦
り
が
け
に
寄
途
を

し
て
、
未
吉
等
ざ
色
々
な
話
を
し
た
ｏ
岩
魚
は
生
僣

一
尾
も
釣
れ
て
ゐ
な
い
の
で
、
願
燒
の
美
味
も
維
に
塞
想
に
維
つ

た
ｏ
日
没
頃
加
ら
雨
脚
が
ま
た
繁
く
な
つ
て
、
今
度
は
水
責
の
札
憂
が
賓
現
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ざ
惧
れ
つ
ゝ
も
、

疲
分
し
た
自
分
等
は
何
時
し
か
夢
裡
の
人
ざ
な
つ
た
ｏ
牛
花
屋
々
限
が
覺
め
た
の
は
、
焚
火
が
餘
り
近
過
ぎ
た
鴛
で
あ

ら
う
。
韓
々
反
側
の
裡
に
雨
や
水
の
音
を
耳
に
し
な
が
ら
も
、
起
て
見
る
勇
氣
も
な
く
、
到
頭
花
の
明
け
る
迄
も
眠
つ

て
居
た
。

六
「
ゴ
ー
ロ
澤
頭
よ
り
董
安
迄

七
月
二
十

一
日
ｏ
暁
の
塞
は
重
く
曇
つ
て
自
峰
も
霧
に
包
ま
れ
て
あ
る
ｏ
雨
は
止
ん
だ
が

天
氣
模
様

は
面
白

く
な

い
。
自
峰
登
攀
は
時
間
上
の
制
限
の
鴛
め
に
放
棄
し
て
は
ゐ
る
が
、
そ
の
麓
で
縦
κ
一
夜
を
思
へ
ば
未
練
が
な
い
で
も

な
い
。
唯
だ
野
呂
川
で
川
留
に
適
れ
た
諾
氏
の
記
事
か
ら
思
ひ
合
せ
て
，
天
氣
模
様
の
良
‘
な
い
時
に
無
理
す
る
事
も

な
い
ざ
諦
め
る
ｏ
朝
飾
を
済
し
た
時
は
六
時
を
過
ぎ
て
ゐ
た
ｏ
兎
も
角
も
雨
は
降
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
出
螢
ざ
決
す
る
０

昨
日
下
つ
た
河
原
を
四
五
町
湖
つ
て
、
右
方
の
室
澤
を
登
つ
た
。
此
澤
は
岩
石
が
ゴ
ロ
′
ゝ
ざ
押
出
し
て
全
で
山
の
如

く
に
積
っ
て
ゐ
る
ｏ
澤
の
姿
を
見
て
此
庭
が
ゴ
ー
ロ
澤
か
ざ
春
吉
に
尋
ね
た
が
、
確
答
を
得
な
か
つ
た
。

塞
澤
を
左
寄
に
方
向
を
執
つ
て
上
り
、
途
に
左
方
の
尾
根
の
一
端
へ
取
付
ぐ
ざ
、
針
葉
樹
林
の
急
な
斜
面
を
刻
む
如

◎
駒
岳
仙
丈
岳
及
鳳
凰
山
塊
　
　
柳
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０
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ぐ
に
喘
ぎ
っ
ゝ
登
っ
た
。
下
枝
の
変
錯
や
倒
本
の
障
碍
で
歩
行
は
可
な
り
困
難
で
あ
る
が
、
途
ら
し
き
痕
跡
は
存
し
て

居
る
か
ら
、
夫
を
便
り
に
二
時
間
餘
り
を
費
し
て
、
八
時
過
に
漸
ぐ
大
尾
根
の
上
へ
達
し
た
。
此
庭
は
山
脊
の
狭
い
鞍

部
で
、
褥
の
如
き
柔
い
草
が
一
面
に
繁
茂
し
て
、
誠
に
居
ご
ゝ
ろ
の
良
い
、
野
螢
で
も
出
来
さ
う
な
所
で
あ
る
が
、
附

近
に
水
を
得
る
便
宜
は
あ
る
ま
い
。
大
武
川
寄
り
の
難
谷
は
、
例
の
霧
に
立
蔽
は
れ
て
、
澤
の
方
向
な
ざ
ば
皆
目
分
ら

ぬ
が
、
失
張
此
庭
は
大
武
川
の
谷
か
ら
野
呂
川
へ
の
乗
越
に
な
る
の
で
、
Ｔ
度
早
川
尾
根
ざ
ゴ
ー
ロ
澤
頭
の
尾
根
の
間

に
営
つ
て
ゐ
る
ｏ
重
々
し
い
杢
も
名
残
な
く
霧
れ
亘
つ
て
来
た
の
で
ゝ
氣
も
心
も
引
立
ち
、
自
然
ざ
自
分
の
日
か
ら
も

軽
い
戯
談
も
出
る
や
う
に
な
る
ｏ
然
じ
今
日
の
行
程
を
案
す
れ
ば
、
中
々
に
前
途
遼
遠
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
緩
つ
く

り
す
る
暇
も
な
く
出
残
す
る
。

こ
ゝ
か
ら
ゴ
ー
ロ
澤
頭
は
未
だ
見
え
な
い
が
ゝ
鏡
い
山
稜
を
饉
つ
て
、
二
三
の
急
崚
な
峰
を
越
え
る
所
を
見
る
ざ
餘

程
距
離
は
あ
る
ら
し
い
。
革
原
か
ら
針
葉
樹
林
へ
入
る
こ
暫
く
は
登
り
こ
な
る
。
其
庭
を
出
抜
け
る
ぎ
途
は
、
恨
松
や

岳
樺
の
生
え
た
岩
稜
の
上
に
通
し
て
、
切
明
け
ら
れ
た
優
松
の
幹
や
枝
は
、
鏡
尖
な
る
鎗
襖
を
作
つ
て
、
い
ざ
ざ
許
り

に
待
構
て
ゐ
る
ｏ
殊
に
急
崚
な
斜
面
を
上
る
時
に
は
、
鎗
の
や
う
に
失
つ
た
切
日
の
篤
に
突
展
さ
れ
た
り
、
は
じ
き
飛

ば
さ
れ
た
り
、
散
々
の
憂
目
を
見
た
。
春
吉
等
は
巧
み
に
渡
つ
て
行
ぐ
。
此
優
松
の
切
明
け
ら
れ
な
い
以
前
は
、
今
よ

り
幾
倍
の
困
難
で
在
つ
た
か
ヽ
想
は
れ
る
ｏ
登
山
は
好
き
で
も
此
様
な
難
場
の
上
り
に
は
閉
口
す
る
ｏ
殊
に
ゴ
ー
ニ
洋

頭
の
手
前
の
峰
頭
へ
績
く
此
鎗
換
の
大
難
場
で
、
疲
れ
た
足
は
思
は
す
も
辣
ん
て
し
ま
ふ
０

ゴ
ー
ロ
澤
頭
へ
の
登
り
も
、
失
張
鶴
石
ざ
候
松
の
中
の
急
峻
な
切
明
を
攀
ぢ
上
る
の
で
、
頂
上
間
近
に
あ
る
丈
の
価

い
岳
樺
の
茂
み
を
右
へ
絡
ん
で
上
れ
ば
、
直
ぐ
三
角
鮎
の
在
る
頂
上
へ
達
す
る
ｏ

一
坪
位
な
幅
の
狭
い
鶴
石
の
堆
積

で
、
朝
典
岳
の
頂
上
に
似
た
所
が
あ
る
ｏ
時
間
は
十
一
時
過
ぎ
な
の
で
、、此
庭
で
書
飯
を
喫
す
る
事
に
し
て
焚
火
を
始

め
た
ｏ
前
面
に
は
雄
大
な
る
地
蔵
岳
や
業
師
幌
音
岳
な
ど
が
見
え
る
ｏ
鳳
凰
山
の
地
蔵
佛
は
生
僣
濠
霧
に
隠
れ
て
、
其

奪
容
を
奔
め
な
い
。
顧
み
る
こ
白
峰
連
嶺
の
方
は
好
ぐ
晴
れ
て
、
北
子
間
の
岳
農
鳥
山
か
ら
願
見
嶽
に
到
る
大
山
脈

(1〕
50)



山岳

が
婉
興
ざ
し
て
天
際
に
響
立
し
て
ゐ
る
ｏ
唯
だ
北
ア
′ン
プ
ス
連
峰
に
見
る
如
き
高
年
雲
の
輝
き
を
見
な
い
の
は
、
雄
大

を
威
す
る
程
に
も
崇
高
の
合
の
起
ら
な
い
の
を
遺
憾
ざ
す
る
。

ゴ
ー
ロ
澤
頭
を
下
つ
て
山
脊
を
悔
ひ
行
け
ば
、
途
は
何
時
し
か
花
同
岩
の
崩
砂
の
自
き
斜
面
へ
出
る
ｏ
此
庭
を
上
る

ご

一
峰
の
頭
で
、
其
庭
に
は
数
多
き
石
地
蔵
を
安
置
し
て
あ
る
ｏ
養
の
河
原
ざ
云
ふ
所
で
あ
ら

，
ｏ
此
庭
か
ら
鳳
凰
山

へ
通
す
る
途
も
、
鳳
凰
山
そ
の
も
の
ゝ
姿
も
、
立
軍
む
る
濃
霧
に
閉
さ
れ
て
分
明
せ
ぬ
ｏ
養
の
河
原
で
暫
く
休
ん
だ
ｏ

所
作
の
無
き
に
石
佛
の
数
を
讀
む
ざ
三
十
位
あ
る
、
殊
に
首
の
快
け
た
の
が
多
い
の
で
石
を
接
い
だ
り
し
て
二
十
分
程

も
待
つ
て
ゐ
る
ど
、
流
石
に
執
含
深
い
霧
も
次
第
に
晴
れ
て
、
眼
前
に
地
蔵
佛
が
露
れ
た
。
し
か
し
今
日
の
行
程
を
顧

み
る
ざ
大
分
時
間
を
喰
込
む
で
あ
る
ｏ
是
か
ら
地
療
薬
師
観
音
を
経
て
萱
安
ま
て
出
る
に
は
、
花
に
な
る
惧
が
あ
る
の

で
、
残
念
な
が
ら
地
蔵
佛
は
基
部
ま
で
往
っ
て
、
見
上
げ
た
の
み
で
割
愛
し
、
直
に
引
返
し
て
地
蔵
岳
の
登
り
に
か
ゝ

つ
′　

，
ｃ
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ヽ
・
に

地
蔵
岳
は
花
聞
岩
の
累
積
し
た
隆
起
で
、
三
角
標
が
あ
る
０
こ
れ
か
ら
南
に
山
稜
を
偉
つ
て
優
松
の
中
を
下
り
ゝ
又

（い
ヽ

山
脊
を
上
れ
ば
親
音
岳
で
「山
頂
は
三
岩
時
立
し
て
其
庭
に
一
つ
の
石
佛
が
あ
る
ｏ
薬
師
岳
は
其
次
で
、約
十
分
位
で
達

し
得
る
が
、
頂
上
は
岩
石
の
み
で
何
物
も
な
い
ｏ
少
し
下
っ
た
岩
蔭
で
第
二
回
の
書
飯
を
済
す
ｏ
時
計
は
二
時
三
十
分

を
示
し
て
ゐ
る
ｏ
時
間
が
大
分
後
れ
た
の
で
間
も
な
く
出
残
し
た
ｏ
槻
音
岳
の
暮
ぼ
下
ま
で
戻
つ
て
、
東
南
に
下
れ
ば

砂
携
の
岩
山
で
あ
る
ｏ
峰
頭
の
岩
塊
が
鳳
凰
山
上
の
地
蔵
佛
の
如
く
に
死
立
し
て
頗
る
見
事
で
あ
る
ｏ
ス
此
邊

一
帯
は
花

聞
岩
の
霧
爛
し
た
具
臼
な
砂
地
で
、
高
山
植
物
が
美
し
ぐ
鷺
綴
し
、
誠
に
心
地
の
好
い
廣
々
ざ
し
た
所
で
あ
る
か
ら
、

何

時
迄
も
遊
ん
で
居
た
い
や
う
な
氣
も
す
る
ｏ
此
庭
を
過
ぎ
て
森
林
の
中
に
入
る
こ
ゝ
程
な
く
急
峻
な
坂
路
↓
Ｌ
ヘ

出
る
ｏ
勾
配
は
急
で
も
降
り
だ
か
ら
飛
ぶ
如
く
に
進
む
ざ
、
直
ぐ
に
御
室
の
小
屋
場
に
達
す
る
ｏ
清
冷
な
水
が
樋
を
温

れ
て
渡
々
ざ
流
れ
て
ゐ
る
ｏ
自
分
等
は
汗
を
拭
ふ
隙
も
惜
み
て
飽
ま
で
之
を
飲
ん
だ
ｏ
も
う
四
時
で
あ
る
が
、
蔵

．
亀

は
ま
だ
四
里
以
上
の
行
程
で
あ
る
か
ら
、
腰
を
落
付
け
て
体
む
暇
も
な
ぐ
出
資
す
る
ｏ
右
は
野
呂
川
へ
通
す
る
途
さ
，

◎
駒
岳
仙
丈
岳
及
鳳
凰
山
塊
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左
は
青
木
湯
か
ら
龍
王
騨

へ
達
す
る
も
の
で
あ
る
ｏ
自
分
等
は
具
直
に
董
安
．
へ
の
途
を
取
る
ｏ
こ
れ
か
ら
高
嶺
の
登
り

こ
な
っ
て
、
樺
や
針
葉
樹
の
森
林
中

へ
入
る
ｏ
急
傾
斜
で
は
な
い
が
、
羊
腸
辻
曲
を
極
め
た
、
質
に
飽
果
る
程
の
長
い

森
林
中
を
漸
く
出
抜
け
る
ざ
、
降
り

一
方
で
も
う
殆
ん
ざ
登
り
は
な
い
が
、
降
雨
の
鴛
に
崩
壊
し
た
路
は
、
塞
澤
を
下

る
や
う
な
悪
い
所
が
あ
る
ｏ
疲
れ
切
つ
た
足
は
少
で
も
登
り
に
な
る
ざ
皆
小
言
を
云
ふ
ｏ
辻
の
小
屋
場
、
杖
立
、
堀
切

り
邊
は
無
我
無
中
に
過
ぎ
て
、
山
耐
の
小
祠
の
前
へ
腰
を
下
し

て
息
を

入
れ
る
ｏ
夕
需
は

早
や
四
方
に
立
籠
め
て
来

た
ｏ
い
ら
だ
つ
心
に
急
ぎ
立
て
ら
れ
て
一
息
の
後
対
安
の
坂
路

へ
懸
る
ｏ
此
邊
は
野
呂
川
ざ
御
勅
使
川
ざ
の
流
域
の
分

水
嶺
で
あ
る
ざ
い
ふ
ｏ
春
吉
等
は
清
水
椎
現
の
霊
泉
を

一
掬
し
た
が
、
別
に
憩
ふ
こ
こ
も
な
く
、

一
行
は
ま
す
′
ヽ
歩

調
を
早
め
て
や
が
て
草
ば
か
り
の
急
坂
の
上
に
立
つ
た
。
目
の
前
に
展
開
し
た
谷
間
は
夕
壺調
に
閉
さ
れ
て
、
本
々
の
構

の
み
が
夢
の
如
く
浮
い
て
見
え
る
ｏ
急
な
降
り
を
下
り
て
谷
底
に
立
つ
ぎ
、
こ
ゝ
は
最
早
花
の
領
で
あ
っ
た
。
僅
に
星

明
を
便
り
て
シ
ョ
澤
を
横
切
り
、
車
地
蔵
の
森
も
是
か
ざ
許
り
に
、
漸
く
蔵
安
村
の
清
水
族
館
を
尋
ね
営
た
時
は
既
に

八
時
を
過
ぎ
て
ゐ
た
。
安
心
す
る
ざ
共
に
塞
腹
ざ
疲
労
ご
が

一
時
に
責
め
寄
せ
て
来
る
ｏ
清
水
族
館
は
元
の
蔵
安
温
泉

生
の
住
宅
で
、
温
泉
は
去
年
か
の
荒
れ
で
崩
壊
全
滅
し
て
今
は
な
い
。
随
つ
て
旋
館
ざ
云
ふ
も
普
通
の
農
家
の
構
で
、

あ
ま
り
廣
ぐ
も
な
し
っ
何
か
の
準
備
も
手
薄
の
や
う
で
あ
る
か
ら
、
多
勢
の
宿
泊
は
困
難
で
あ
ら
う
〓
思
ふ
ｏ
温
泉
は

な
い
ざ
聞
て
覺
悟
は
し
て
来
た
が
、
風
呂
の
如
き
も
元
よ
り
な
い
の
で
、
下
山
の
疲
労
も
讐
し
難
い
。
僅
に
汗
に
汚
れ

た
身
撻
を
水
で
拭
つ
て
我
慢
し
た
。
然
じ
温
い
飯
に
熱
い
汁
は
大
牛
の
床
で
あ
る
ｏ
携
帯
の
シ
イ
ス
キ
イ
の
瓶
を
開
け

て
、
無
事
豫
定
の
行
程
を
維

へ
た
就
杯
を
奉
げ
て
寝
に
就
い
た
ｏ

七
月
二
十
二
日
は
韮
崎
か
ら
汽
車
に
乗
り
、
日
野
春
で
春
青
林
八
の
雨
入
ざ
分
換
し
て
、
自
分
は
上
諏
訪
温
泉
で
積

日
の
勢
を
体
め
、
二
十
三
日
に
は
叉
引
返
し
て
大
月
澤
か
ら
吉
日
に

一
泊
じ
、
二
十
四
日
は
河
口
湖
か
ら
西
湖
を
経
て

精
進
に
宿
り
、
二
十
五
日
は
本
栖
湖
岸
よ
り
裾
野
を
経
て
大
宮
澤
に
出
て
、
東
海
道
線
に
て
帰
宅
此
行
を
維
つ
た
。

ｎ
‘

エ
リ

Ｑ
●



山岳

雁

夕

腹

招

考

武

田

久

吉

山
峰
の
名
、
ス
は
山
中
の
地
名
で
、
鳥
に
因
線
あ
る
者
を
索
め
な
ら
ば
、
英
数
は
蓋
し
僅
少
な
も
の
で
は

あ

る
ま

い
。
差
営
う
思
附
い
た
者
の
み
を
基
げ
て
も
、
十
や
十
五
を
数
ふ
る
事
は
容
易
で
あ
る
。
雛
頂
山
、
鶏
冠
山
の
難
に
ち
な

め
る
、
鷲
ケ
峰
、
鷲
笏
岳
の
鷲
を
冠
せ
る
、
其
他
自
鷹
山
、
大
鷹
山
、
鷹
ノ
巣
山
、鳶
形
山
、
大
鳶
山
、
烏
岳
、燕
山
、

鳳
凰
山
、
鶴
ケ
鳥
屋
山
、
雛
鶴
峠
、
鴻
ノ
山
の
如
き
、
何
れ
も
鳥
に
開
係
の
あ
る
者
で
あ
る
ｏ
勿
論
是
等
の
中
に
は
、

軍
に
駿
音
を
借
う
て
字
を
営
歓
め
た
に
過
ぎ
な
い
者
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
又
事
質
上
の
関
係
―

‥残
雪
又
は
山
の
形

「劉庫駐
縛
襲
雌劉な肌】ち釧
「臨
雌点膨
耐
議
（も帥阻“殴
雌帥難
醸
贈
卜
，）ヽ
問

一鄭一一』一む̈．却一卸府一岬け一沼つ（岬朧脚畦″疇っ一螂一けｒは暁薇・』」「日「ぃ牌̈
同向々・崚勒．艤（肌・庫″嬌鋤残．鈍． 「．

而
も
前
記
の
山
名
に
用
ゐ
ら
れ
た
諸
鳥
の
名
は
、
其
用
ゐ
方
皆
比
較
的
不
几
な
る
を
見
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
標
題
に

掲
げ
た
雁
ケ
腹
招
に
至
つ
て
は
、
甚
だ
其
趣
を
異
に
し
て
、
類
例
の
少
い
雅
致
あ
る
用
法
で
あ
る
‘
言
へ
や
う
。
即
ち

山
峰
天
に
饗
え
、
鶯
に
飛
雁
の
腹
を
摩
す
こ
い
ふ
に
出
で
た
も
の
で
あ
ら
う
こ
思
は
れ
る
。
（此
の
外
甲
斐
回
南
都
＝
郡

に
雁
道
峠
重
い
ふ
地
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
古
て
は
彊
盗
峠
又
は
張
盗
坂
ざ
書
か
れ
た
も
の
で
、
夫
が
い
つ
の
間
に
か

雁
道
‘
書
か
れ
る
や
う
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
し
か
し
雁
に
直
接
関
係
を
生
し
た
鴛
に
字
を
憂
夏
し
た
の
で
は
あ
■
ま

い
、
唯
だ
姜
音
を
借
う
て
営
て
は
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。
斯
様
な
例
は
稀
で
は
な
い
）。

こ
こ
ろ
で
、
雁
ケ
腹
招
ざ
云
ふ
山
は
何
庭
に
在
る
も
の
で
、
其
標
高
等
は
如
何
さ
い
ふ
問
題
で
あ
る
が
。
こ
れ

‐
雄

◎
雁
ケ
腹
押
考
　
　
武
田
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年 二 十 第

◎
雁
み
腹
摺
考
　
　
武
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

前
兎
角
明
瞭
で
な
か
つ
た
。
唯
同
人
の
間
に
は
、
甲
州
大
菩
薩
峠
の
南
方
で
、
陸
測
五
万

（丹
波
剛
幅
）
に
二
〇

一
四

米
ざ
測
ら
れ
た
峰
に
、
一
先
づ
此
名
が
充
て
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
ｏ
（「
山
岳
」
第
八
年
第
二
蹴
悠
頭
書
参
照
）。

自
分
が
勅
め
て
此
の
名
を
知
つ
た
の
は
、
明
治
二
十
一
年
印
行
農
商
務
営
地
質
調
査
所
螢
行
の
二
十
万
分
一
甲
府
同

幅

（地
質
調
査
鈴
木
敏
、製
圏
若
林
李
三
郎
）
で
、
こ
れ
に
は
大
菩
薩
峠
の
南
方
で
、
其
の
連
脈
中
の
一
峰
一
九
九
九
米

ざ
測
ら
れ
た
も
の
肛
珊
り
一販
一燿
山
ざ
明
記
し
て
あ
る
ｏ
明
治
三
十
九
年
二
月
印
行
の
日
本
山
嶽
志
（六
六
頁
）
に
は
、
雁

ケ
腹
招
嶺
を
以
て
和
鹿
野
山
の
別
稀
ざ
し
て
取
扱
て
あ
る
が
篤
め
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
何
等
特
別
の
記
事
は
な
い
。

自
分
は
明
治
三
十
九
年
の
春
大
菩
薩
峠
を
こ
え
た
が
、
其
の
折
は
誰
も
案
内
者
ざ
し
て
件
は
ず
、
ス
山
麓
の
民
は
、

大
菩
薩
峠
は
柳
澤
峠
の
新
道
が
立
派
に
出
来
て
以
来
、
通
行
す
る
者
も
稀
で
あ
る
ざ
い
ふ
様
な
事
を
話
し
て
呉
れ
る
も

の
が
多
か
つ
た
位
で
、
随
て
雁
ケ
腹
招
山
に
開
し
て
は
毛
頭
知
る
こ
ざ
は
出
来
な
か
つ
た
。
同
年
九
月
の
和
旬
、
梅
澤

君
、
山
川
君
、
市
河
三
喜
君
の
瞑
尾
に
附
し
て
相
州
毘
慶
ケ
岳
へ
志
し
た
折
、
山
麓
の
螺
魂
腰
で
備
っ
た
独
師
の
杉
本

斧
吉

（常
時
五
十
歳
）
ざ
山
談
の
中
に
、
復
雁
ケ
腹
招
に
開
す
る
も
の
が
あ
つ
た
ｏ
同
人
の
言
を
婦
京
後
所
持
の
山
嶽

志
に
記
入
し
て
置
い
た
の
を
抄
出
す
る
こ

『
大
藤
近
傍
ヨ
ソ
雁
ケ
腹
招
山
フ
越

エ
テ
小
菅
及
ピ
西
原

二
通
ズ
ベ
ジ
山
路

夷
ナ
ラ
ザ
ン
ド
モ
馬
フ
通
ズ
ト
云
フ

（杉
本
斧
吉
）』
ざ
い
ふ
の
で
あ
る
ｏ
し
か
し
こ
れ
は
本
営
の
雁
ケ
腹
招
山
で
は
な

く
て
、
大
菩
薩
峠
に
充
た
る
こ
ざ
疑
ふ
の
餘
地
は
な
い
の
で
あ
る
ｏ

其
の
後
昨
年
の
始
ま
で
、
自
分
は
東
京
近
傍
の
山
岳
に
親
じ
む
機
會
が
な
か
つ
た
の
で
、
雁
ヶ
腹
招
山
に
開
す
る
知

識
は
依
然
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。
然
る
に
昨
年

一
月
頃
か
ら
、
大
菩
薩
以
市
の
山
嶺
を
縦
走
し
や
う
こ
い
ふ
計
書
が
、

木
暮
君
ざ
の
間
に
萌
え
出
し
た
ｏ
狭
小
で
は
あ
る
が
、
同
人
間
に
は
テ
ラ
　
イ
ン
コ
グ
ニ
タ
で
あ
る
地
方
の
跛
渉
を
、

自
分
は
大
な
る
期
待
を
以
て
夢
み
て
居
た
の
で
あ
る
。
此
の
奉
は
天
候
や
其
の
他
の
事
故
の
鴛
め
に
、
晩
秋
ま
で
質
行

の
機
が
な
か
つ
た
が
、
自
分
は
其
の
間
に
、
雁
ケ
腹
招
に
開
す
る
材
料
を
多
少
蒐
め
得
た
の
で
あ
っ
た
。

順
序
上
、
此
慮
で
地
質
調
査
所
の
甲
府
団
幅
を
引
合
に
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
■
の
日
は
如
何
な
る
地
形
測
量
に

■
「

２
ｖ



山岳

基
い
た
も
の
か
自
分
は
知
ら
な
が
、
随
分
杜
選
な
も
の
ざ
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
陸
地
測
量
部
の
輯
製
二
十
万
よ

り
も
餘
程
事
質
に
近
い
が
ゝ
存
在
し
な
い
山
岳
を
記
し
た
り
、
ス
は
其
の
反
封
に
、
あ
る
可
き
漢
流
が
全
然
削
除
さ
れ

て
あ
る
な
ぎ
「
驚
ぐ
可
き
鮎
が
少
く
な
い
。
従
つ
て
問
題
の
雁
ケ
腹
招
山

一
九
九
九

ｏ
Ｏ
米
な
る
山
岳
も
．
光
の
地
同

だ
け
で
は
到
底
其
の
位
置
を
剣
定
す
る
こ
ざ
が
出
来
な
い
ｏ
今
此
の
日
に
表
は
れ
た
大
菩
薩
峠
の
位
置
は
正
確
な
も
の

ざ
す
る
ざ
、
其
の
東
南
に
連
つ
て
勅
鹿
野
山
ざ
い
ふ
が
あ
り
、
其
虜
か
ら
山
脈
は
急
に
西
南
に
曲
つ
て

一
峰
を
起
し
、

一
鞍
部
を
過
ぎ
る
ざ
、
脈
は
略
正
南
に
向
ふ
が
ゝ
そ
こ
に
雁
ケ
腹
招
山
な
る
も
の
が
位
置
し
て
居
る
ｏ
故
に
之
を
陸
測

五
万
の
二
〇

一
四

・
四
米
の
峰
に
充
て
た
の
は
、
こ
の
雨
日
を
比
較
し
て
見
れ
ば
大
に
首
肯
出
来
る
こ
こ
で
あ
る
ｏ
そ

し
て
第
八
年
第
二
琥
の
窓
頭
書
に
二
〇

一
四
米
ざ
し
て
描
か
れ
て
居
る
峰
は
、
名
構
は
別
ざ
し
て
、
正
に
此
の
二
等
〓

角
標
鮎
の
あ
る
峰
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
ｏ

し
か
し
調
査
所
の
国
に
あ
る
雁
ケ
腹
招
か
ら
東
南
に
流
れ
出
る
水
は
、
具
木
川
の
源
を
な
す
様
に
記
し
て
あ
る
に
係
　
一０
″

摯
ず
、
陸
測
五
万
の
二
〇

一
四
米
の
峰
か
ら
東
方
に
出
る
水
は
、
委
く
一疑
ギ
川
の
上
流
舗
躍
げ
流
に
入
る
の
で
あ
る
。
　
Ｃ

而
も
此
の
澤
は
調
査
所
の
甲
府
固
幅
に
は
全
然
省
略
さ
れ
て
し
ま
つ
て
、
葛
野
川
の
上
流
は
ス
土
室
川
か
ざ
思
は
れ
る

澤

一
っ
で
代
表
さ
れ
て
居
る
始
末
で
あ
る
。
陸
測
五
万
に
は
、
具
木
川
は

一
九
八
七

・
五
米
ざ
測
れ
た
、
小
金
澤
山
な

る
も
の
か
ら
姜
し
て
居
る
が
、
此
の
川
に
は
名
は
記
し
て
な
ぐ
ｔ
叉
そ
の
上
流
に
は
水
は

入
れ

て
な
い
。
質
際
具
木

川
ンヽ
醐

いる
ざ
其
の
本
流
は
此
の
小
金
澤
山
な
る
も
の
ゝ
東
南
面
か
ら
装
し
て
居
つ
て
、
こ
の
邊
を
本
澤
ご
呼
ぶ
こ
ざ
、

猾
本
澤
御
料
地
の
群
あ
る
に
よ
つ
て
も
わ
か
る
の
で
あ
る
ｏ
（但
し
此
山
林
は
今
は
縣
の
恩
賜
林
の
一
で
あ
る
）
。

大
書
薩
連
嶺
わ
縦
走
が
未
Ｆ
讃
「
さ
れ
な
か
つ
た
昨
年
の
五
月
、
自
分
は
甲
州
の
が
Ｆ
か
ら
飛
龍

（大
洞
山
）
に
登

つ
た
が
、
あ
の
親
川

（
一
名
後
山
川
又
小
川
）
の
市
に
曳
ぐ
長
大
な
る
尾
根
に
登
り
つ
い
て
、
萌
え
出
で
た
許
り
の
新

線
の
間
か
ら
南
方
を
眺
め
た
時
、
大
菩
薩
の
連
嶺
は
「
其
の
最
北
に
陣
取
っ
た
盟
主
大
菩
薩
岳
の
左
に
縦
列
を
作
っ
て

一
々
の
峰
を
明
確
に
指
的
す
る
こ
ざ
は
困
難
で
あ
つ
た
が
、
其
の
連
嶺
の
南
端
か
ざ
も
思
は
れ
る
邊
か
ら
、
左

（即
ち

◎
雁
み
腹
招
考
　
　
武
田
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九



年 三 十 第

０
雁
ケ
腹
摺
考
　
　
武
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

東
）
に
凸
出
し
た
金
字
塔
形
の
山
が
見
え
て
、そ
れ
が
連
嶺
ざ
績
ぐ
所
は
中
々
低
い
鞍
部
を
な
し
て
居
る
の
で
あ
つ
た
。

其
の
時
の
案
内
者
は
此
の
峰
の
名
を
知
ら
な
か
つ
た
が
、
そ
の
鞍
部
を
雁
ケ
腹
摺
峠
■
呼
ぶ
ざ
散
へ
て
呉
れ
た
ｏ
此
の

峰
は
丹
波
闘
幅
に
所
謂
小
金
澤
山
か
ら
東
に
来
た
も
の
で
、
標
高
は

一
八
八
〇
米
餘
を
算
し
、
其
の
間
の
鞍
部
は
一
六

〇
〇
米
を
僅
に
こ
え
て
居
る
ｏ

其
の
後
は
文
献
の
上
で
雁
ケ
腹
摺
を
捜
索
し
て
見
る
ざ
、
此
の
名
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
く
て
、
文
化
三
年

に
起
稿
し
て
同
十

一
年

（西
暦

一
八

一
四
年
）
脱
稿
し
た
松
不
伊
豫
守
定
能
編
輯
の
甲
斐
園
志
に
も
見
え
て
居
る
ｏ
其

の
，中
雁
ケ
腹
招
に
関
係
の
あ
る
黙
を
抄
出
す
る
Ｅ
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
ｏ

一
〔笹
子
坂
〕
峠
ヨ
ソ
黒
野
田
澤

へ
至
″
マ
デ
一
里
十
二
町
。
西
北

ハ
八
代
郡

ニ
ン
フ
、
駒
飼
澤

へ
出
ゾ
ｏ
中
腹

二
古

杉
ア
リ
、
回
二
丈
三
尺
九
寸
、
失
立
杉
卜
云
ｏ
唖
躊

又
下
リ
テ
追
分
ヨ
ソ
北
ノ
山
間

二
入
″
コ
ト
数
町
、
ョ
ケ
澤
ト

云
地
ア
リ
、
其
所

二
十
國
岩
卜
云
農
窟
ア
リ
、

廣
方
八
丈
許
。
其
傍

二
飛
泉

一
流
ア
リ
、
其
澗
流
フ
瀧
ノ
澤
卜
云
。
嶺

ノ
北
ノ
高
所

二
蜂
火
壺
ノ
古
趾
ア
ソ
ｏ
此

ヨ
ソ
丑
ノ
方

へ
向
ヒ
テ
、
峯
績
キ
三
里
餘
、
鎮
西
ケ
九

二
至
／
、
此

ハ
具

０

０

０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

０

・
０

木
、
自
野
ノ
界
ナ
リ
。
ス
面
北
三
里
餘

ニ
ン
フ
ア
カ
ヤ
山

二
至
″
、
ア
カ
一
椛
現
ノ
小
祠
ァ
リ
、
具
木
蹴

ｏ・一嘱
摯
¨

権
現

ヨ
ソ
北

へ
峯
績
キ
一
里
餘

ニ
ン
テ
、
具
木
山
、
瀬
戸
山
ノ
界

二
至
″
。
此
峰
ノ
東

二
高
嶺
ア
リ
、
雁
ガ
ハ
ラ
ス

”
卜
云
、
是
小
金
澤
ノ
極
ナ
ソ
ｏ
Ю
Ｔ

（山
川
部
第
十
六

ｏ
ｏ中
）ｏ

ｏ
　
　
　
　
　
　
ｏ
ｏ
ｏ
　
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
　
ｏ
ｏ
ｏ

一
、
鎮
西
ケ
九

ヨ
ソ
戊

ノ
方

峰
績
キ
一
二
年
許

ニ
ン
テ
、
自
ャ
ノ
九

二
至
″
。
此
間
中
グ
ラ
、

コ
ロ
ボ
澤
、
ヒ
ナ
タ

デ
ャ
グ
シ。
等
ノ
敷
峰
ア
ソ
。
此

ヨ
ソ
赤
屋
椎
現

二
至

ノン
マ
デ
、
亦
山
澤
多
シ
、

一
一
筆
シ
難
シ
「
赤
屋
権
現
ノ
石
祠

ア
リ
、
何
膊
フ
衆
″
コ
ト
フ
不
知
。
紳
琥

ハ
地
名

二
取
ン
ソ
０
具
木
村

ヨ
ソ
此

二
至
〃
マ
デ
山
峰
三
里
餘
、
此

ヨ
ソ

又
西
北

へ
方
ソ
黒
嶽
山
ア
ソ
、
高
山
ナ
リ
ｏ
峰

言
ノ
望
メ
バ
、
武
州
ョ
リ
東
海
般
舶
ノ
往
末
ス
″
者
明

二
見

ユ
、
是

八
代
郡
ノ
界
ナ
リ
。
赤
屋
ヨ
リ
峯
績
キ
北

へ
行
ク
コ
ト
牛
里
許

ニ
ン
テ
、
具
木
、
瀬
戸
村
界
ノ
峯

二
至
／
。
此

ヨ
ソ

０

０

０

０

０

　

　

　

　

＞

，

辰
ノ
方

二
高
峰
ア
リ
、
九
岳
卜
云
ノ
、
界
ノ
峰
ヨ
ソ
此

二
至
″
高
峰
フ
雁
力
腹
ス
リ
ざ
云
ふ
ｏ
Ｋ
『

（同
　
上
）

(356)



山器

一
〔葛
野
川
〕
雁
ケ
腹
招
ノ
嶺
東
ノ
深
谷
ヨ
ソ
職
源
シ
ｏ
Ю
Ｔ

】

〔奈
良
子
川
〕
雁
ケ
腹
ス
ソ
山
ノ
南
谷
ヨ
ソ
装
源
シ
。
頃
『

是
等
の
記
事
に
よ
つ
て
も
其
の
位
置
の
大
腱
を
察
す
る
こ
ざ
が
出
来
る
が
、
郡
村
誌
も
亦
多
少
の
参
考
ざ
な
る
記
事

雁

ケ
腹

摺

が
あ
る
故
、
次
に
二
〓
を
掲
出
す
る
ｏ

北
都
留
郡
七
保
村
の
條
に
は

谷
川奈

良
子
川
　
源
フ
北
方
奈
良
子
山
ノ
内
字
雁
力
腹
招

二
装
ス
云
々

山
岳雁

ケ
腹
招
峰
、
村
ノ
北
方

二
有
テ
、
東
山
梨
郡
・初
鹿
野
村
卜
峰
フ

界
ス
。
姥
子
山
　
山
脈

ハ
雁
ノ
腹
招
峰
ョ
リ
績
ク
云
々
。

以
上
の
記
事
に
よ
る
ざ
、
雁
ケ
腹
招
山
ざ
云
ふ
峰
は
、
姥
子
山
に

連
る
も
の
で
、
奈
良
子
川
及
び
葛
野
川
の
発
源
地
で
あ
り
、
又

一
方

に
は
黒
嶽
山
及
九
岳
の
附
近
に
あ
る
も
の
ざ
云
ふ
こ
ざ
に
な
る
の
で

あ
る
ｏ
そ
の
中
姥
子
山
は
陸
測
五
万
に
も
出
て
居
る
が
、
黒
嶽
山
及

九
嶽
は
、
こ
れ
や
調
査
所
の
地
国
に
は
載
て
居
ら
な
い
。
種
々
考
究

の
結
果

（
こ
れ
に
開
し
て
は
更
に
記
す
機
會
が
多
分
あ
る
こ
こ
ゝ
思

黒 丸

嶽

山 岳

(筆氏暮木)望 西 の リ ニ 峠 野 佐

雁
ケ
腹
措
山

大

　

　

峰

ふ
）
、黒
嶽
山
ざ
は
五
万
の
地
国
に
小
金
澤
山
ざ
記
し
て
あ
る
一
九
八
七

・
五
ざ
測
ら
れ
た
峰
、
即
ち
具
木
川
の
獲
源
地

で
、
九
嶽
ざ
い
ふ
は
姥
子
山
の
北
微
に
西
に
営
り
、
奈
良
子
川
の
水
源
の
一
を
距
て
ゝ
各
え
る
一
七
七
六

・
七
を
測
ら

れ
た
峰
で
あ
る
こ
ざ
が
剣
明
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
見
営
が
っ
け
ば
、雁
ケ
腹
招
の
位
置
は
、
自
然
ざ
決
定
し
て
な
る
、
即

ち
丸
嶽
Ｆ
姥
革
山
ざ
の
脈
が
會
合
す
る
所
に
響
立
し
て
ゐ
る
高
峰
海
被

一
八
八
〇
米
餘
を
算
す
る
も
の
で
、
昨
春
自
分
‐

◎
雁
ケ
腹
誓
考
　
　
武
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一

（山
川
部
　
第
十
六
　
下
）

（同
　
　
上
）

(3獅)



年 二 十 第

◎
甲
　
一
招
考
　
　
武
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

が
飛
龍
か
ら
十　
ヽ
塁
ん
だ
も
の
も
亦
こ
れ
に
外
な
ら
な
い
。
此
の
峰
を
雁
ケ
腹
摺
ざ
呼
ん
で
誤
な
い
こ
ざ
は
、
具
木
村

の
人
々
に
乱
〓
た
結
果
ご
も
吻
合
す
る
か
ら
、
最
早
疑
を
挟
む
可
き
餘
地
は
な
い
の
で
あ
る
ｏ

こ
れ
に
開
聯
し
て
記
し
て
置
き
た
い
の
は
、
雁
ケ
腹
招
山
ざ
黒
嶽
山
こ
の
円
の
鞍
部
で
あ
る
。
こ
れ
は
興
木
村
で
は

大
峠
ざ
呼
ん
で
居
る
が
、
丹
波
曲
や
小
菅
方
面
で
は
雁
ケ
腹
招
峠
ざ
呼
ん
で
居
る
ｏ
こ
れ
は
多
分
其
の
東
に
雁
ケ
腹
招

山
が
あ
る
の
で
、
山
名
を
峠
に
應
用
し
て
し
ま
つ
た
の
で
、
而
も
峠
を
主
ざ
し
、
峰
に
は
少
し
も
重
き
を
置
か
な
い
様

に
な
つ
た
も
の
か
ざ
推
測
す
る
ｏ

雁
ケ
腹
招
山
の
位
置
は
こ
れ
で
確
定
し
た
様
な
も
の
で
あ
る
が
，
然
し
こ
れ
は
調
査
所
の
同
上
の
位
置
ざ
は
甚
し
く

か
け
離
れ
て
居
る
ｏ
そ
れ
故
或
は
筒
別
に
同
名
の
地
が
此
の
附
近
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
ざ
想
像
し
て
、
夏
に
探
究
の

範
回
を
艦
げ
る
ぎ
、
郡
村
誌
東
山
梨
郡
奥
野
田
村
の
條
に
左
の
様
な
記
事
が
あ
る
ｏ

原
野
　
牛
奥
山
　
民
有
二
属
ス
成
晒
七
駆
罐
千
舗
砒
六
十．曜
字
駄
鰤
い
観
獅
射
歓
ン
降
だ
帥
腋
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

即
ち
牛
奥
山
の
一
部
に
も
雁
ヶ
腹
招
な
る
地
名
が
あ
る
ｏ
牛
奥
山
ざ
は
和
鹿
野
Ｊ
や
萩
原
山
ざ
同
様
に
一
簡
の
山
で
は
　
０

な
く
て
、
奥
野
田
村
の
山
地
を
か
く
線
稀
す
る
も
の
ご
見
ゆ
る
、
甲
斐
國
志
（山
川
部
第
四
）
に
は
左
の
記
事
が
あ
る
ｏ

一
〔牛
奥
山
〕
村
ノ
東
五
里
餘

二
在
ソ
、
東
方
和
鹿
野
山

へ
績
ケ
ソ
。
大
洞
、
北
洞
ゝ
源
氏
ケ
岳
、
牛
ノ
鼻
木
等
ノ

分
名
ア
リ
云
々
ｃ

右
の
中
源
氏
ケ
嶽
こ
あ
る
の
は
五
万
の
地
剛
に
源
次
郎
岳
ざ
記
す
者
ら
し
く
、
又
牛
ノ
鼻
毛
は
鼻
木
の
誤
で
あ
る
ｏ
し

か
し
こ
れ
だ
け
の
記
事
で
は
雁
ケ
腹
招
の
位
置
は
分
明
し
か
ね
る
が
、
奥
野
田
村
で
乱
し
た
庭
に
よ
る
ざ
「
黒
嶽
山
の

北
肩

一
九
二
〇
米
の
地
で
、
日
川
か
ら
小
征
が
此
の
尾
根
に
上
つ
て
、
稽
東
南
に
曲
つ
て
急
に
消
滅
し
て
居
る
あ
た
り

を
指
し
て
か
く
呼
ぶ
の
で
あ
る
ｏ
其
の
理
由
ざ
す
る
庭
は
、
黒
嶽
山
は
其
の
名
の
示
す
が
如
ぐ
黒
木
の
山
で
あ
る
が
、

北
肩
の
前
記
の
地
鮎
は
、
ス
ゞ
ダ
ケ
や
他
の
禾
本
類
が
繁
茂
す
る
の
み
で
も　
一
向
に
樹
木
が
な
い
、
こ
れ
は
飛
雁
が
腹

を
招
つ
て
其
の
篤
に
樹
木
が
生
じ
な
い
の
だ
ざ
し
て
あ
る
ｏ
此
の
地
鷺
か
ら
直
に
北
に
績
く
ヒ
ラ
は
復
黒
木
の
林
で
あ



ばこ岳

る
ｏ
し
か
し
こ
れ
な
ら
ば
調
査
所
の
同
上
に
記
し
て
あ
る
も
の
ご
劇
し
い
差
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
同
国
に
現
は
れ

た
雁
ケ
腹
招
山
な
る
も
の
は
、
蓋
し
こ
ゝ
を
指
し
た
も
の
で
あ
ら
ンフ
ざ
考
へ
ら
れ
る
ｏ
筒
此
の
邊
の
地
勢
に
つ
い
て
は

何
れ
木
暮
君
が
詳
密
に
書
か
れ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
自
分
は
こ
れ
で
筆
を
欄
ぐ
こ
こ
ゝ
す
る
ｏ

維
う
に
臨
ん
で
前
記
の
記
事
の
要
を
摘
め
ば
左
の
如
く
で
あ
る
ｏ

雁
ケ
腹
招
山
ズ
廣
里
村
方
面
藤
呼
）―
―
黒
嶽
山
（陸
測
五
万
に
小
金
澤
山
ざ
誤
記
す
る
者
、頂
に
一
等
三
角
標
石
あ
り
）

の
東
、
姥
子
山
の
西
北
、
高
距
約

一
八
八
〇
米
餘
。

雁
ケ
腹
沼
峠
（丹
波
山
村
及
小
菅
村
に
て
の
藤
呼
）‥―
―
具
木
の
雁
ケ
腹
招
山
ご
黒
嶽
山
ざ
の
間
の
鞍
部
、
高
距
約

一
六

〇
〇
米
．
具
木
村
に
て
は
こ
れ
を
ガヽ
ぽ
ざ
呼
ぶ
。

雁
ケ
腹
招
（牛
奥
山
の
字
）
‐―
―
黒
嶽
山
の
北
肩
に
て
樹
木
の
生
せ
ぎ
る
紺
平
坦
な
る
地
、
高
距
約
一
九
二
〇
米
ゝ
特
別

の
一
雌
を
な
さ
ゞ
る
が
故
に
、
之
を
雁
ケ
腹
招
山
ざ
呼
ぶ
は
不
可
也
。

◎
雁
腹
摺
考
　
　
武
川

七
三

(359)



年   三   十   第

◎
雑
　
　
　
　
録
　
　
日
光
湯
川
の
小
瀧
　
白
崩
山
の
古
道
に
就
て

七
四

で
あ
る
ｏ
此
様
な
威
じ
の
す
る
ざ
こ
ろ
は
先
づ
上
高
地
の

或
部
分
の
外
に
は
得
ら
れ
ま
い
か
ざ
僕
は
思
ふ
。
暫
ぐ
進

む
ご
林
道
が
急
に
右
に
曲
り
坂
を
登
る
、
登
る
ざ
す
ぐ
左

に
目
の
下
に
立
木
の
間
か
ら
小
瀧
を
望
む
こ
ざ
が
出
来

る
ｏ
湯
川
が
幅

一
ぱ
い
に
瀧
に
な
つ
て
居
る
の
で
落
差
は

七
八
尺
位
で
あ
る
が
ホ
ー
ス
シ
ュ
ー
に
な
つ
て
簾
の
様
に

水
が
落
ち
て
居
る
ｏ
瀧
の
上
流
川
筋
の
渦
紋
が
青
葉
濾
の

光
線
で
線
に
ゆ
る
ぐ
様
は
此
瀧
の
美
観
を
増
す

一
つ
だ
ざ

思
ふ
。
此
林
道
を
街
二
三
丁
進
む
ざ
湯
瀑
下
の
茶
屋
の
す

ぐ
横
手
に
出
る
ｏ
此
道
に
は
紅
葉
が
澤
山
あ
る
か
ら
秋
は

川
筋
が
錦
に
燃
え
る
事
だ
ら
う
ざ
思
ふ
。
（八
代
）

０
１
１
０
０
１
日

〓
ニ
ユ
▼
甲
Ａ
＝
Ｕ

ｅ
ｌ
■
＝
＝
＝
＝
Ｖ
中
ｉ
ｎ
＝
＝
＝
り

，

Ｏ

ｎ
ｕ
Ｖ

ふ

■

９
１

１

１

コ
ー

ー

・

白
崩
山
の
古
道
に
就
て

幾
度
も
同
じ
様
な
事
を
繰
返
す
ざ
言
つ
た
氣
味
は
あ
る

雑

録

日
光
湯
川
の
小
瀧

「山
岳
」
十
三
年
第

一
統
の
武
田
久
吉
君
の
詳
細
な
る
日

光
山
の
瀑
布
ざ
云
ふ
記
事
に

一
小
瀑
布
を
追
加
し
よ
う
、

湯
川
筋
の
湯
爆
の
下
流
二
三
丁
の
こ
こ
ろ
に
小
瀧
ざ
云
ふ

の
が
あ
る
こ
条
て
聞
て
居
っ
た
が
行
っ
て
見
な
か
つ
た
。

大
正
六
年
の
夏
湯
本
に
遊
に
行
つ
た
時
も
途
に
見
に
行
か

な
か
つ
た
が
、
大
正
七
年
の
夏
外
山
澤
よ
り
千
手
の
方
に

遊
に
行
っ
て
熊
窪
よ
り
龍
頭
の
瀧
に
出
で
い
揚
切
に
洛
て

湖
り
湿
地
の
輩
原
を
ガ
ナ
′
ヽ
や
つ
て
、
泉
門
よ
り
湯
本

道
に
向
ふ
小
征
が
湯
川
を
渡
る
鮎
に
来
る
こ
立
派
な
林
道

が
湯
川
に
浩
て
切
開
い
て
あ
る
の
を
費
見
し
た
ｏ
此
林
道

は
大
正
六
年
の
秋
切
開
い
た
ざ
云
ふ
話
で
あ
る
、
清
く
静

に
流
る
ゝ
湯
川
を
左
に
見
て
青
葉
濾
の
光
線
を
浴
み
な
が

ら
土
の
軟
き
林
道
を
距
む
の
は
何
ざ
も
云
へ
ぬ
よ
い
心
地

Ａ
Ｕ

ハ
じ
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曲岳

が
、
少
し
で
も
疑
の
起
る
鮎
は
、
成
可
く
明
か
に
す
る
工

夫
を
し
た
方
が
、
宜
し
い
ざ
思
ふ
の
で
、
ス
々
此
問
題
を

取
扱
ふ
事
ざ
す
る
ｏ

白
崩
山
―
甲
斐
の
駒
ケ
岳
の
信
州
方
面
の

一
異
名
で

あ
る
―
の
登
路
に
就
て
は
、
本
誌
で
は
第
二
年
第

一
琥
百

五
十

一
頁
に
Ｈ
、
Ｔ
氏
が
獲
表
さ
れ
た
の
が
最
和
の
記
文

で
あ
る
ざ
思
ふ
ｏ
そ
れ
は
同
氏
が
自
崩
山
に
甲
州
方
面
か

ら
登
つ
て
、
そ
の
頂
上
か
ら
、
信
州
方
面
を
臓
下
し
て
臆

測
さ
れ
た
説
で
あ
つ
て
、
賓
地
を
踏
ま

れ
た
も

の
で
は

無
い
が
、
参
考
の
鴛
に
一
寸
紹
介
す
る
ざ
、
『
戸
豊
か
ら

黒
川
を
湖
り
、
右
折
し
て
野
呂
、
黒
雨
川
の
分
水
脊
に
達

し
、
左
折
し
て
尾
根
体
ひ
に
自
崩
山
の
頂
上
に
近
づ
く
』

ざ
云

ふ
案

で
あ
る
。
そ
れ
が
富
際
に
信
州
方
面
か
ら
行

つ
て
見
た
ら
、
本
誌
第
三
年
第

一
琥
及
び
第
二
雅
に
載
せ

た
記
行
の
如
く
、
『
黒
川
を
湖
つ
て
左

へ
切
れ
、
尾
白
、

黒
爾
川
の
分
水
脊
に
達
し
、
右
折
し
て
尾
根
体
ひ
に
白
崩

山
の
頂
上
に
行
く
』
の
が
登
路
で
あ
た
の
で
あ
る
ｏ

庭
が
水
誌
第
七
年
百
二
十
六
頁
に
紹
介

し

た
、
高
橋

白
山
氏
の
登
白
崩
嶽
記

に
あ

る
自
崩
嶽
の
登
路
に
此
路

が
該
営
し
無
い
様
に
思
は
れ
る
ｏ
尤
も
其
由
は
右
記
文
を

◎
雑
　
　
　
　
録
　
　
白
崩
山
の
古
道
に
就
て

紹
介
し
た
折
に
附
記
し
て
お
い
た
。
此
自
崩
嶽
が
自
崩
山

を
指
す
も
の
だ
ざ
云
ふ
事
は
疑
ふ
餘
地
は
無
い
の
で
あ
る

が
、
其
登
路
が

一
致
し
無
い
ら
し
い
こ
云
ふ
事
は
、
一
寸

妙
に
思
は
れ
て
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
ｏ
で
其
の
一
致
し
無
い

Ｅ
云
ふ
鮎
は
、
分
水
脊
に
到
つ
た
時
に

『
至
是
河
水
見
二

派
、東
流
者
篤
甲
斐
早
川
、
西
流
者
、即
小
黒
川
也
』
ざ
あ
る

黙
で
あ
る
、
此
小
黒
河
は
自
分
の
云
ふ
黒
川
ざ
同

一
の
者

で
あ
る
か
ら
、
此
記
文
は
前
記
Ｈ
、
Ｔ
氏
の
臆
測
説
―
―

此
説
は
質
は

大
部
分
白
山
氏
の
紀
行
か
ら
導
か
れ
た
の

で
あ
る
―
―
‐に
勢
力
を
添
へ
る
の
で
あ
る
が
、
其
庭

に

於
て

『
山
皆
自
砂
、
松
皆
五
葉
』
で
あ
る
ざ
云
ふ
序
景
が

あ
る
の
で
、
そ
れ
が
如
何
に
も
都
合
が
悪

い
事
に
な

つ

て
、
Ｈ
、
Ｔ
氏
の
臆
測
説
に
自
分
は

一
致
し
策
ね
て
居
た

の
で
あ
る
、
ざ
云
ふ
の
は
、
Ｈ
、
Ｔ
氏
の
説
は
黒
川
か
ら

目
下
北
澤
峠
ご
し
て
知
ら
に
た
路
を
登
つ
て

（分
水
脊
は

池
ノ
不
に
常
る
事
ざ
な
る
）
夏
に
尾
根
体
ひ
に
登
っ
て
行

く
も
の
ざ
考
へ
た
の
で
、
池
ノ
不
で
は
其
序
景
が
ま
る
で

該
営
し
無
い
か
ら
で
あ
る
ｏ

然
る
に
、
昨
年
武
田
、
木
暮
雨
氏
が
夏
の
旅
行
の
一
部

に
於
て
ゝ
前
岳
及
び
白
崩
山
に
登
ら
れ
た
の
で
、
糞
折
の

七
五

(361)
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◎
雑
　
　
　
　
録
　
　
白
崩
山
の
古
道
に
就
て

話
を
武
田
君
に
伺
っ
た
庭
「
池
ノ
不
か
ら
白
崩
山
に
登
る

路
に
於
て
、
駒
津
峰
を
経
て
後
、
自
崩
の
本
岳

へ
か
ゝ
る

ど
、
花
同
岩
の
大
塊
の
間
を

登

る
の
で
、
其
岩
上
庭
々

に
．
石
の
佛
像
機
の
も
の
が
あ
る
ざ
の
事
で
あ
っ
た
。
而

し
て
武
田
氏
は
細
か
に
調
べ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
、
年
代

等
は
分
ら
ぬ
が
、
兎
に
角
、
決
し
て
新
ら
し
い
品
で
は
無

い
ご
云
ふ
話
で
あ
つ
た
。

左
様
す
る
こ
以
前
に
、
自
崩
山
を
其
画
面
か
ら
登
っ
た

人
が
あ
る
事
は
確
か
で
、
石
佛
を
置
ぐ
位
で
あ
れ
ば
、其
数

も
少
な
く
は
な
か
つ
た
事
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
ｏ
此

事
の
結
果
は
盤
々
Ｈ
、
Ｔ
氏
の
臆
測
説
を
扶
け
る
事
に
な

る
ｏ
庭
で
武
田
氏
の
説
に
よ
る
ざ
、
同
氏
の
所
見
で
は
、

黒
川
を
其
源
迄
湖
つ
て
、
駒
津
峰
ざ
自
崩
山
ざ
の
間
に
登

つ
て
来
る
事
は
、
不
可
能
で
無
い
ら
し
い
、
こ
の
事
で
あ

る
ｏ
其
虚
で
、
自
由
氏
の
路
は
黒
川
を
湖
つ
て
、
自
崩
本

岳
の
直
下
迄
家
て
、
其
庭
で

「
河
水
見
二
派
」
事
ご
な
つ

た
ざ
す
れ
ば
、
『
山
皆
自
砂
っ松
皆
五
葉
』
も
充
分
符
合
す

る
事
に
な
つ
て
、
甚
だ
よ
い
ざ
思
ふ
。

即
白
崩
由
に
は
黒
川
を
湖
つ
て
、
右
折
し
な
い
で
ゝ
直

に
自
崩
の
下
に
達
し
、
西
面
か
ら
ヒ
ラ
を
登
つ
て
頂
上
に

七
六

達
す
る
登
路
が
、
苦
は
あ
っ
た
ざ
推
断
さ

れ

る
）の
で
あ

る
、
新
く
す
れ
ば
白
山
氏
の
記
文
は
充
分
そ
れ
‘
合
ふ
事

を
認
め
得
る
様
に
思
は
れ
る
ｏ

然
し
、
自
由
氏
は
数
年
前
迄
健
全
で
居
ら
れ
た
御
方

故
、
其
紀
行
は
非
常
に
古
い
ざ
は
思
へ
な
い
、
『
辛
巳
秋
』

ざ
あ
る
か
ら
文
政
四
年
で
ヽ
も
あ
ら
う
か
Ｅ
思
ふ
が
っ
左

様
す
れ
ば
九
十
八
年
前
の
事
で
あ
る
ｏ
で
自
分
が
前
に
書

い
た
黒
川
か
ら
左
折
し
て
登
る
路
を
案
内
し
て
貰
つ
た
男

は
、
今
か
ら
五
十
年
餘
♭
前
か
ら
自
崩
に
登
つ
た
の
で
、

自
崩
行
者
の
案
内
迄
し
た
男
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
通
つ

た
路
は
、
や
は
り
以
前
か
ら
存
し
た
の
で
、
又
其
途
中
の

祭
紳
な
ざ
か
ら
推
し
て
、
決
し
て
誤
つ
た
路
で
は
無
い
ざ

思
へ
る
ｏ
而
し
て
其
案
内
著
‥―
―
高
速
の
篠
田
興

Ｔ
Ｉ
Ｌ

は
他
に
自
崩
山
ざ
し
て
こ
の
登
路
が
あ
る
事
は
知
ら
無
か

つ
た
の
で
あ
る
。

す
る
ざ
石
佛
迄
置
く
位
に
榮

た
て
居

た
自

崩

の
古
道

が
、
自
由
氏
の
登
つ
た
折
に
は
確
か
に
知
ら
れ
て
居
た
の

に
、
ぞ
れ
か
ら
四
十
年
た
ゝ
ぬ
中
に
人
が
知
ら
ぬ
迄
に
な

つ
て
、
他
に
登
路
が
求
め
ら
れ
た
Ｅ
云
ふ
事
に
な
る
ｏ
登

山
路
は
折
々
憂
る
ざ
は
云
條
、
こ
れ
は
如
何
も
妙
に
思
は

(362)



山岳

れ
る
が
、
妙
だ
か
ら
ざ
云
つ
て
、
自
由
氏
の
記
文
を
誤
り

だ
ぜ
す
る
に
は
営
ら
な
い
ざ
思
ふ
。

篠
田
老
人
は
尾
自
、
黒
の
分
水
脊
に
登
り
つ
い
た
庭
―

―
此
所
に
刀
利
槽
現
が
祠
つ
て
あ
る
―
―
‐か
ら
頂
上
を
経

す
に
摩
利
支
天
の
峰
へ
行
く
「
お
中
道
」
ざ
呼
ぶ
路
が
あ
つ

た
ざ
自
分
に
話
し
た
―‐
―‐
此
路
は
本
誌
第
七
年
百
二
十
三

頁
に
紹
介
し
て
お
い
た
が
、頂
上
の
右
に
し
て
も
ヽ
左
に
し

て
も
、優
松
の
盛
な
様
子
か
ら
考
へ
て
、そ
れ
を
か
ら
む
路

は
甚
だ
覺
東
な
い
。
之
が
自
分
の
聴
そ
こ
な
い
で
、黒
川
か

ら
刀
利
穫
現

へ
登
る
日
―

こ
ゝ
に
垢
離
場
が
あ
つ
て
、

何
か
祭
紳
が
あ
つ
た
ざ
思
ふ
が
、
充
分
記
憶
し
て
居
な
い

―
―
。か
ら
頂
上
を
経
す
に
直
接
摩
利
支
天
の
峯
＝
自
崩
山

の
奥
ノ
院
＝

へ
行
く
路
が
昔
あ
つ
た
が
、今
は
荒
腰
し
た
、

ど
云
ふ
の
で
あ
つ
た
ら
ば
、
そ
れ
は
此
古
道
―
―
頂
上
に

着
ぐ
前
に
右
折
し
て
直
接
に
凛
利
支
天
へ
行
ぐ
事
の
可
能

な
事
は
、
昨
夏
武
田
君
が
そ
れ
を
質
行
さ
れ
た
事
に
擦
て

明
白
で
あ
る
、
木
暮
君
は
曲
ら
す
に
頂
上
に
登
ら
れ
た
か

ら
頂
上
に
行
き
得
る
事
も
明
か
だ
が
―
―
の
事
を
指
し
た

も
の
に
営
っ
て
甚
具
合
は
い
ゝ
の
だ
が
、
自
分
は
聴
き
違

へ
た
ざ
は
思
は
ぬ
し
、「
お
中
道
」
の
名
が
夫
で
は
少
々
不

◎
維
　
　
　
録
　
　
白
崩
山
の
古
道
に
就
て

営
で
は
あ
る
ま
い
か
ざ
思
は
れ
る
故
、古
道
Ｅ
し
て
、
夏
に

此
「
お
中
道
」
の
存
在
を
加
へ
る
べ
き
事
に
な
る
ざ
思
ふ
ｏ

黒
川
を
其
奥
迄
湖
る
事
は
、
嘗
て
木
暮
氏
が
誤
っ
て
之

を
遡
り
、
七
八
町
も
骨
を
折
っ
て
迪
っ
て
見
た
が
、
非
常

に
困
難
で
あ
つ
て
、
殆
ざ
不
可
能
の
様
に
思
へ
た
、
こ
本

暮
氏
は
自
分
に
話
さ
れ
た
が
、
川
添
ひ
の
路
は
年
々
崩
れ

方
等
が
異
る
か
ら
、
こ
れ
は
古
道
の
存
在
を
否
定
す
る
材

料
に
は
成
る
ま
い
、
古
道
が
何
故
に
腰
さ
れ
た
か
を
語
る

材
料
に
は
な
る
で
あ
ら
う
が
ｏ

自
分
の
通
つ
た
登
路
も
、
其
後
夏
に
甚
し
く
荒
れ
た
こ

云
ふ
事
で
あ
る
か
ら
、
目
Ｔ
で
は
写
ろ
黒
川
か
ら
右
折
し

て
北
澤
峠
を
登
り
、
池
ノ
不
か
ら
左
折
し
て
登
る
路
が
最

よ
い
自
崩
山
の
登
路
で
、
刀
利
楢
現
を
経
る
路
も
追
て
は

古
道
に
な
る
の
で
あ
ら
，フ
か
ざ
思
は
れ
る
ｏ

序
に
記

し

て

お
く
が
、
原
回
事
氏
は

「
赤
石
自
峰
山

脈
縦
横
記
」
の
十
三
頁
に

「
…
駒
ケ
岳
は
、
人
も
知
る
有

名
な
る
自
崩
山
で
あ
る
…
」
ざ
書
か
れ
た
が
、
自
崩
山
〓

云
ふ
名
は
通
用
す
る
範
囲
が
甚
狭
い
名
で
、
今
で
は
事
ろ

一
古
名
ご
云
つ
た
方
が
よ
い
位
の
名
で
あ
る
こ
、
自
分
の

調
べ
た
所
で
は
断
言
し
得
る
の
で
、
決
し
て
有
名
な
名
で

七
七

ｎ
Ｖ
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年 二 十 第

◎
難
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

は
な
い
の
で
あ
る
ｏ
此
記
文
に
於
て
自
分
が
其
名
を
用
ひ

た
の
は
引
用
の
便
宜
上
で
あ
つ
て
、
決
し
て
信
州
方
面
で

此
名
が
廣
ぐ
通
用
す
る
Ｅ
云
ふ
事
を
示
す
も
の
で
は
無
い

の
で
あ
る
ｏ
高
速
邊
で
は
、
東
駒
ス
は
東
岳
ざ
云
ふ
名
の

方
が
通
っ
て
居
る
ｏ
（梅
澤
親
光
）

ｔ

ｉ

・
１

，
コ

ー

ー

ロ

ニ

ｕ

学

二

Л

Ｕ

０

１

■

＝

＝
＝

＝

上

ｖ
Ａ

＝
＝

＝

Ｕ

田

■

０

■

＝

曹

ふ

▲

丁

目

―

■
‥

■
‥

ロ

ロ
ー

北

相

の

一　
角

去
年
の
各
は
暮
の
う
ち
か
ら
飛
出
し
て
、
年
賀
ざ
い
ふ

虚
薩
を
避
け
る
ざ
同
時
に
、
憧
れ
て
居
た
山
々
谷
々
の
景

色
に
、
都
會
の
杢
氣
に
疲
れ
切
た
頭
惜
を

一
新
し
や
ラ
ざ

豫
て
か
ら
地
固
を
相
手
に
大
計
蓋
を
た
て
ゝ
居
た
が
、
族

行
者
を
左
右
す
る

一
大
威
力
で
あ
る
天
候
は
、
出
費
を

一

日
々
々
ざ
遅
ら
せ
て
し
ま
つ
て
、
Ｅ
か
ぐ
す
る
間
に
新
年

Ｅ
な
つ
て
し
ま
つ
た
ｏ
そ
れ
も
元
日
の
午
後
か
ら
暴
風
雨

が
起
る
ざ
い
つ
た
天
侯
で
、
毛
頭
新
春
ら
し
い
氣
分
に
も

な
れ
す
、
病
上
り
ざ
で
も
言
た
調
子
で

一
雨
日
を
過
す
う

ち
に
、
俗
用
さ
い
ふ
奴
は
遠
慮
な
く
襲
つ
て
来
る
ｏ
自
分

の
唯

一
の
慰
安
は
、
裏
の
小
高
い
地
瘤
に
上
つ
て
、
雲
化

粧
を
し
た
秩
父
の
山
々
や
大
菩
薩
の
連
嶺
を
、
双
眼
鏡
を

七
八

通
し
て
窺
ふ
外
な
か
つ
た
ｏ
三
日
四
日
五
日
〓
晴
天
が
績

ぐ
。
六
日
の
朝
も
例
に
よ
つ
て
山
を
眺
め
る
こ
、
黒
嶽
山

頂
の
東
に
面
し
た
ガ
ン
は
、
興
白
ぐ
瀑
を
懸
け
た
様
に
現

は
れ
て
、
其
の
周
囲
の
黒
木
立
さ
へ
大
分
雲
を
破
つ
て
か

餘
程
自
味
が
ゝ
つ
て
居
る
ｏ

一
千
五
百
米
突
を
僅
に
突
破

す
る
三
頭
山
は
積
雪
の
模
様
も
な
く
、
其
の
後
に
屏
風
の

如
ぐ
奪
え
る
大
菩
薩
の
連
嶺
ざ
は
自
ら
色
を
異
に
し
て
、

斜
に
投
げ
懸
け
ら
れ
た
朝
日
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
常
よ

り
も
澪
出
し
て
見
え
る
ｏ
其
の
右
方

に
頭
を
盤
げ
る
御

前
、
大
岳
の
雨
山
は
、
暮
に
降
つ
た
雲
も
残
り
な
ぐ
清
え

た
の
か
、
晩
秋
の
頃
ざ
同
じ
様
な
色
彩
で
、
ま
だ
各
の
味

を
知
ら
ぬ
ざ
言
た
調
子
で
あ
る
ｏ
仙
元
峠
の
方
は
高
距
は

少
い
が
、
さ
す
が
に
秩
父
の
開
門
で
あ
る
ざ
共
に
、
附
近

に
相
應
の
光
物
を
控

へ
る
篤
か
、
鹿
子
斑
の
程
度
は
も
う

通
り
こ
し
て
居
る
ｏ
七
日
八
日
も
晴
れ
て
は
居
た
が
、
寒

中
に
も
似
ず
辰
巳
の
風
が
吹
い
て
、
寒
詣
り
の
喜
び
さ
ラ

な
薄
ら
曖
い
陽
氣
に
、
再
び
天
候
の
憂
化
を
氣
づ
か
は
せ

た
が
、八
日
の
夜
は
月
が
破
つ
た
大
き
な
傘
に
、果
然
笙
日

は
雨
ざ
な
つ
て
も
其
の
花
は
而
も
張
い
風
さ
へ
吹
き
つ
の

っ
た
。
十
日
も
寒
い
北
東
風
が
雨
を
飛
ば
し
て
、
山
で
は

(131)4)



山岳

ま
た
雪
だ
ら
う
ざ
思
は
せ
る
。
其
の
花
は
東
風
に
雲
切
れ

の
し
た
塞
に
、
九
日
の
月
が
瞬
時
順
れ
た
の
み
で
、
十

一

日
は
復
雨
を
以
て
始
ま
つ
た
。
其
の
夕
風
は
ま
た
も
辰
巳

に
憂
っ
て
、
月
光
は
折
々
雲
間
を
漏
れ
た
が
、
十
二
日
も

曇
う
勝
で
小
雨
さ
へ
降
る
こ
い
ふ
頼
も
し
か
ら
ぬ
天
氣
。

そ
れ
で
も
花
に
は
西
南
西
の
風
に
杢
模
様
も
紺
抜
復
の
徴

が
見
え
て
、
月
影
さ
ヘ
カ
張
ぐ
輝
い
た
。

都
會
に
降
た
四
Ｈ
の
雨
は
、
山
で
は
果
し
て
雪
で
あ
っ

た
。
雨
上
り
の
美
し
い
十
三
日
の
朝
「
双
眼
鏡
を
手
に
し

て
例
の
地
瘤
に
登
つ
て
見
る
ざ
、
積
っ
た
も
′
ヽ
山
ざ
い

ふ
山
恭
く
自
装
し
て
居
ら
ぬ
も
の
は
　
ヽ
な
い
位
。
推
測
す
る

こ
こ
ろ

一
千
米
突
以
上
の
地
識
は
蓋
ぐ
多
少
の
雲
に
蔽
は

れ
て
居
る
ｏ
十
四
日
は
東
北
の
寒
い
張
風
に
類
を
切
ら
れ

る
思
を
し
て
、
双
眼
鏡
の
中
に
魂
を
打
ち
込
ん
だ
が
、
春
か

ら
秋
ま
で
は
何
ざ
な
ぐ
李
凡
に
見
え
る
低
い
山
々
さ
へ
、

時
を
得
た
り
ざ
言
は
ん
許
♭
に
威
巌
を
示
し
て
居
る
ｏ
雨

に
ぬ
れ
て
弛
ん
だ
神
経
が
急
に
ビ
ン
ざ
張
つ
て
ホ
て
、
自

分
の
魂
は
煤
畑
に
濁
つ
た
塞
氣
を
突
披
け
て
も
う
雲
に
自

い
山
の
膚
に
鯛
れ
る
様
な
氣
が
す
る
ｏ『
北
に
遠
ぎ
か
り
て

彗
白
き
山
あ
り
』
ざ
こ
ろ
で
は
な
い
、
西
に
近
く
雲
自
き

◎
雑
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

山
が
あ
る
の
だ
も
の
。

小

佛

越

え

十
五
日
の
雲
本
は
東
京
だ
け
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
西
の

山
々
は
雲
に
も
包
ま
れ
す
輪
廓
は
淡
い
な
が
ら
も
剣
然
〓

認
め
ら
れ
る
ｏ低
い
所
の
雲
は
大
分
溶
け
た
ら
し
い
が
、御

前
の
肩
か
ら
風
張
峠
に
引
い
た
長
い
尾
根
は
未
だ
中
々
自

く
光
つ
て

一
日
や
二
日
で
は
山
疑
の
陰
や
枯
葉
の
下
で
は

清
去
ら
う
ざ
も
思
は
れ
な
い
。
都
の
塞
を
薇
ふ
た
薄
墨
色

の
雲
は
、
西
南
西
の
風
に
運
ば
れ
て
、
夕
方
迄
に
は
大
分

姿
を
隠
し
て
し
ま
つ
て
、
花
に
は
塞
は
名
残
な
く
は
れ
渡

つ
て
、
星
斗
爛
漫
月
餃
々
蜜
日
の
快
晴
を
思
は
じ
め
る
ｏ

今
年
に
な
つ
て
か
ら
己
に
年
月
、
徒
に
山
を
遠
塑
す
る
の

み
で
未
だ

一
歩
も
近
づ
き
得
な
か
つ
た
自
分
は
、
も
う
矢

も
楯
も
た
ま
ら
な
い
様
な
氣
が
す
る
ｏ
二
十
日
迄
に
仕
上

げ
る
約
束
の
仕
事
を

一
晩
で
や
つ
て
了
つ
て
か
ら
、
手
近

の
地
国
十
枚
許
り
ざ
リ
ユ
ッ
タ
サ
ッ
タ
ざ
を
取
揃
へ
て
、

何
時
で
も
出
螢
の
出
な
る
用
意
を
す
る
。

十
六
日
の
朝
、
神
経
が
緊
張
し
て
居
た
せ
い
か
、
日
常

よ
う
も
少
し
早
く
目
が
さ
め
る
ｏ
早
速
庭
の
小
丘
に
上
っ

て
見
る
ざ
、
此
虔
か
ら
望
ま
れ
る
山
は
残
♭

な
く
現
れ

七
九
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年 三 十 第

◎
維
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

て
、
偉
大
な
る
吸
引
力
を
以
て
自
分
を
引
よ
せ
る
０
同
行

の
約
も
な
け
れ
ば
ｔ
も
う
俗
用
に
引
留
め
ら
れ
る
こ
こ
も

な
い
自
由
な
自
分
は
、
直
に
出
立
ざ
き
め
る
ｏ

幸
中
央
線
の
二
番
列
車
に
間
に
合
つ
て
、
割
合
に
本
虚

な
室
に
腰
を
下
し
た
自
分
は
、
先
づ
地
岡
を
描
げ
て
族
程

を
考
へ
る
ｏ
出
晏
が
急
で
あ
つ
た
の
ご
、
降
雪
の
関
係
上

昨
年
末
の
計
書
等
は
全
然
質
行
さ
れ
得
な
い
今
日
、
高
度

の
割
合
に
少
ぐ
て
眺
望
の
よ
い
山
地
を
．
氣
の
む
い
た
ま

ま
に
歩
い
て
見
た
い
の
が
主
で
は
あ
る
が
、
大
路
に
於
て

は
武
州
の
西
南
境
を
目
が
け
て
居
る
の
だ
。
し
か
し
地
固

を
見
る
ざ
兎
角
わ
る
い
癖
で
、
族
程
は
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ

ざ
延
長
す
る
ｏ
同
行
者
か
天
候
か
が
槍
束
し
て
呉
れ
な
い

以
上
、
奔
馬
の
如
き
自
分
に
は
到
底
い
ゝ
加
減
な
所
か
ら

引
か
へ
す
な
ご
ゝ
い
ふ
紳
妙
な
考
は
浮
ば
な
い
ｏ
切
符
は

洩
川
迄
で
あ
る
ｏ
ま
ゝ
よ
久
し
ぶ
り
で
高
尾
山

へ
で
も
登

っ
て
見
た
ら
先
の
考
も
つ
く
だ
ら
う
ど
、
高
事
臨
機
應
憂

主
義
の
自
分
は
、八
王
子
、
上
野
原
、
五
日
市
の
地
固
だ
け

衣
嚢
に
入
れ
て
置
い
て
、
あ
ざ
は
皆
ソ
ニ
ッ
ヽ
ナ
ツ
タ
に

入
れ
る
ｏ
今
度
は
そ
の
代
り
に
『
山
岳
』
の
秩
父
琥
を
出
し

て
讀
む
ｏ

一
人
旅
の
自
分
に
響
導
ぎ
な
つ
て
呉
れ
る
の
は

八
〇

此
の
琥
に
載
て
居
る
武
蔵
通
志
で
、
侶
件
ざ
な
る
の
は
先

輩
諸
君
の
執
筆
さ
れ
た
秩
父
紀
行
や
威
想
等
で
あ
る
。

疾
く
な
い
こ
ざ
を
以
て
特
徴
ざ
す

る
中
央
線
の
汽
車

も
、
何
時
か
東
中
野
を
通
り
す
ぎ
て
中
野
に
近
づ
く
ご
、

武
蔵
野
に
特
色
を
典
へ
る
、
欅
の
三
樹
や
杉

林

の
間
か

ら
，
秩
父
の
山
々
が
顔
を
出
す
ｏ
左
は
御
前
や
大
岳
あ
た

り
で
限
ら
れ
る
が
、
直
そ
の
右
に
仙
元
峠
附
近
の
高
い
峰

が
い
ぐ
つ
ざ
な
ぐ
重
り
合
ひ
、
有
馬
山
は
銀
の
大
屏
風
の

如
く
、
其
の
右
端
は
急
に
鳥
窪
峠
に
落
ち
込
ん
で
、
復
直

に

一
千
三
百
米
突
に
近
い
一
峰
を
起
し
、
僅
に
凹
ん
で
夏

に
武
甲
山
を
起
し
て
居
る
ｏ
汽
車
が
進
む
に
つ
れ
て
、
其

の
東
に
大
霧
山
や
笠
山
が
、
低
い
な
が
ら
も
相
営
の
威
戯

を
以
て
幡
つ
て
居
る
の
が
「
各
枯
れ
た
武
蔵
野
の
雑
木
琳

な
ど
の
間
か
ら
明
に
認
め
得
ら
れ
る
の
は
、
一
層
山

へ
行

ぐ
Ｅ
い
ふ
氣
分
を
興
奮
さ
せ
る
ｏ

立
川
を
出
て
か
ら
汽
車
の
左
側
を
見
る
こ
、
丹
澤
山
塊

の
山
々
が
、
北
面
に
雲
を
な
す
り
つ
け
た
膚
を
露
し
て
何

ざ
な
く
威
嚇
す
る
様
に
見
え
る
ｏ
多
靡
川
の
鐵
橋
の
上
は

例
に
よ
つ
て
秩
父
の
山
々
を
眺
め
る
に
よ
い
が
、
其
の
直

西
の
漫
川
の
鐵
橋
も
敢
て
悪
く
は
な
い
。
光
も
雲
取
や
大

(366)
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山・岳

菩
薩
連
嶺
の
方
を
望
む
に
は
多
摩
川
の
鐵
橋
の
方
が
進
に

勝
つ
て
ゐ
る
ｏ

浅
川
に
著
い
た
の
は
十
一
時
頃
で
あ
つ
た
Ｏ

ノ
イ
ン
コ

ン
ト
の
上
に
重
か
ら
ぬ
リ
ュ
ッ
タ
ナ
ッ
タ
を
背
負
つ
て
出

か
け
る
ｏ
甲
州
街
道
の
大
道
を
西
に
進
む
Ｅ
、
正
月
の
せ
い

か
盛
装
し
た
村
の
女
子
供
が
暢
氣
さ
う
に
遊
ん
で
居
る
ｏ

午
に
近
い
日
は
暑
い
程
張
い
光
線
を
投
げ
て
、
軽
い
ざ
は

い
へ
荷
を
負
た
背
に
は
、
汗
が
滲
み
出
よ
う
ざ
し
て
居
る
ｏ

浅
川
で
降
り
た
族
客
の
大
部
分
は
高
尾
行
で
あ
る
ら
し

か
つ
た
ｏ
自
分
も
其
の

一
人
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し

て
は
仰
山
に
す
ぎ
る
い
で
た
ち
を
．
村
人
は
異
様
な
目
を

以
て
見
途
る
の
で
あ
る
ｏ
幅
の
廣
い
街
道
を
四
組
五
組
隊

伍
を
な
し
て
行
く

『
参
詣
』
の
人
々
は
、
大
抵
駒
下
駄
穿

で
、尻
を
端
折
つ
た
脚
に
は
紺
の
パ
ッ
チ
を
は
き
、肩
に
は

小
さ
い
風
呂
敷
包
か
瓢
箪
位
を
か
け
て
居
る
ｏ
そ
し
て
婦

り
に
は
笹
の
先
に
つ
い
た
高
尾
煎
餅
を
か
つ
い
で
、
赤
ら

顔
し
て
大
聾
に
薙
談
で
も
し
な
が
ら
浅
川
畔
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
チ
ー
ム
に
行
列
し
て
上
り
列
車
を
待
つ
に
定
ま
っ
て
居

る
ｏ
斯
い
ふ
人
達
は
各
の
間
は
な
ま
い
ざ
思
つ
た
の
が
不

覺
で
、
現
に
一
二
町
先
を
ぞ
ろ
′
ヽ
揃
つ
て
行
く
の
を
見

◎
維
　
　
　
　
繰
　
　
北
相
の
一
角

る
こ
悲
観
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。

『
参
詣
』
の
連
中
も
可
な
り
達
者
に
歩
い
て
行
く
。
し

か
し
山

へ
か
ゝ
る
頃
に
は
多
分

一
緒
に
な
る

こ
ざ
だ
ら

，
ｏ
う
つ
か
り
す
る
こ

『
よ
く
御
参
詣
で
』
ざ
い
ふ
様
な

文
句
を
き
っ
か
け
に
話
し
か
け
ら
れ
て
、
う
ま
ぐ
切
り
棋

け
な
い
ざ
、
や
れ
時
局
が
ぎ
う
だ
ざ
か
、
現
内
閣
が
ざ
う

し
た
の
等
の
ンフ
ち
は
ま
だ
よ
い
が
、
誰
が
鐵
で
儲
け
て
成

金

に
な

つ
た
こ
か
、
休
戦
で
用
成
金
が
浅
落
し
た
こ
か
、

聞
き
度
く
も
な
い
噂
を
聞
か
せ
て
呉
怖
て
、
折
角
都
會
を

離
れ
て
山
に
入
り
込
ん
だ
自
分
の
威
典
を
氷
踊
以
下
に
冷

し
て
し
ま
ふ
ｏ

山
麓
の
登
９
日
ま
で
は
ま
だ
十
町
餘
も
た
ら
う
、
然
ら

ば
長
脚
を
ふ
る
つ
て
参
詣
連
を
追
越
し
て
し
ま
は

ふ
か

ざ
、
策
藩
に
な
ら
ん
ざ
す
る
時
、
フ
ト
右
に
現
れ
た
の
は

奮
甲
州
街
道
の
路
で
あ
る
ｏ
自
分
は
単
ろ
小
佛
川
に
滑

，

て
此
の
道
を
迪
ら

，
‘
右
折
し
て
行
ぐ
。
見
廻
す
ざ
孝
な

る
か
な
此
の
路
を
行
ぐ
者
は
自
分

一
人
、
只
前
方
に
七
十

許
の
村
人
が
、
訪
間
の
途
上
ざ
見
え
て
紋
付
の
名
織
に
絹

の
パ
ッ
チ
を
は
い
て
、
杖
を
頼
に
霜
ざ
け
の
す
る
日
向
鋳

を
行
ぐ
許
♭
ｏ
自
分
は
何
ざ
な
く
虎
口
を
逃
れ
た
様
な
、贅

八

一
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年 三 十 第

◎
維
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

紳
ざ
同
時
に
晴
々
し
た
氣
分
に
な
つ
て
、
足
掻
も
軽
く
山

へ
山
へ
さ
志
す
。
浅
川
畔
か
ら
三
十
分
程
で
、
蛇
爆
の
分

れ
通
に
著
い
た
ｏ
自
分
は
此
庭
か
ら
高
尾
山
に
登
つ
て
、

彼
の
農
詣
連
に
出
逢
ム
の
は
好
ま
し
か
ら
ぬ
の
で
ゝ
具
直

に
小
佛
道
を
取
る
こ
ご
に
す
る
ｏ
摺
差
の
部
落
で
あ
っ
た

か
新
築
の
家
屋
が
多
い
。
何
で
も

一
雨
年
前
焼
け
た
の
だ

さ
う
で
、
そ
の
故
で
か
消
防
の
設
備
が
大
層
巌
童
ら
し
く

見
え
た
。

此
の
部
落
を
過
る
ざ
間
も
な
く
道
は
急
に
左
折
し
て
、

景
信
山
か
ら
出
た
山

披

の
鼻
を
匝
る
様
に
な
る
ｏ
右
か

こ
　
げ

ら
は
景
信
の
裏
か
ら
流
出
す
小
下
澤
が
小
佛
川
に
合
流
す

る
ｏ
そ
の
上
を
横
切
る
鐵
道
の
ガ
ー
ド
の
下
を
、澤
に
滑
う

て
棧
道
然
た
る
板
道
が
掛
っ
て
居
る
ｏ
自
分
は
線
路
に
上

つ
て
近
路
を
す
る
、
赤
土
の
小
坂
路
が
霜
ざ
け
に
滑
る
の

で
、
い
っ
か
額
に
汗
が
出
て
本
る
ｏ

小
佛
の
部
落
を
過
ぎ
た
の
は
丁
度
十
二
時
で
あ
つ
た
。

己
に
汽
車
の
中
で
腹
の
上
を
買
牧
し
て
し
ま
つ
て
あ
る
自

分
は
、
不
氣
で
行
程
を
績
け
る
ｏ
も
ざ
は
甲
州
街
道
の
一

要
騨
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
今
は
主
に
養
翡贔
で
生
活
を
立
て

て
居
る
ら
し
く
、
家
構
な
ざ
も
相
営
で
あ
る
の
は
嬉
し
い
。

八
二

村
を
離
て
十
分
許
り
行
く
さ
城
山
の
方
か
ら
出
て
来
る
小

澤
に
、
フ
ナ
ピ
の
試
植
が
し
て
あ
る
こ
見
え
て
、
南
多
摩

郡
農
會
山
奏
試
作
地
ざ
記
し
た
標
本
が
立
て
居
る
ｏ
そ
の

右
を
十
二
三
歩
上
る
ざ
、
有
名
な
小
佛
山
賓

珠
寺

が
あ

る
ｏ
行
基
菩
薩
の
革
創
ざ
い
ふ
こ
ざ
で
あ
れ
ば
、
彼
是

一

千
二
百
年
近
く
の
歴
史
を
有
す
る
古
刹
故

（高
尾
山
は
凛

武
天
皇
の
天
不
十
六
年
即
ち
西
暦
七
四
四
年
に
同
じ
ぐ
行

基
信
正
が
開
い
た
慮
ざ
い
ふ
か
ら
、
費
珠
寺
も
其
の
頃
の

開
基
ざ
考
へ
ら
れ
る
）
、何
か
什
賓
ざ
す
る
庭
の
物
も
あ
ら

う
か
ざ
案
内
を
乞
ふ
た
が
、
二
年
程
前
住
職
が
代
つ
た
の

で
、
そ
れ
ま
で
は
如
何
で
あ
つ
た
か
知
れ
な
い
が
、
今
は

何
物
も
な
し
ざ
い
ふ
の
で
塞
し
く
本
道
に
引
か
へ
し
て
先

を
急
ぐ
。

此
庭
か
ら
三
四
十
歩
も
上
る
こ
右
か
ら
小
澤
が
来
る
。

大
久
保
澤
こ
か
呼
ぶ
も
の
で
、
景
信
の
中
腹
に
植
林
し
て

あ
る
杉
材
を
出
す
篤
め
に
、
可
な
り
奥
ま
で
機
道
が
出
本

て
居
る
ｏ
自
分
は
十
幾
年
か
前
景
信
山
の
頂
上
か
ら
、
東

に
引
ぐ
尾
根
を
偉
ひ
、
商
に
切
れ
て
此
の
澤
に
降
♭
て
本

た
こ
ざ
が
あ
つ
た
、
其
頃
植
ゑ
で
あ
つ
た
杉
の
若
本
は
、

今
頃
丁
度
伐
探
さ
れ
る
順
な
の
で
あ
ら

，
ｏ
自
然
に
放
置

ｏ
０

Ａ
Ｖ

Ｑ
ｕ
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さ
れ
た
杉
の
樹
齢
に
は
人
間
は
到
底
及
ば
な
い
が
、
人
間

の
手
に
育
て
ら
れ
た
杉
は
果
敢
な
い
も
の
で
あ
る
ｏ

大
久
保
を
後
に
し
て
上
る
こ
、
路
は
漸
ぐ
傾
斜
を
増
し

て
来
る
、
右
に
も
左
に
も
杉
が
植
ゑ
て
あ
つ
て
、
其
の
蔭

に
氣
の
早
い
蕗
の
菫
が

一
つ
顔
を
出
し
て
居
る
ｏ
小
佛
川

の
上
流
に
注
ぐ
幾
つ
か
の
細
流
を
越
え
、
本
流
の
源
を
左

に
下
厳
し
て
上
る
こ
、
や
が
て
路
は
之
曲
し
始
め
る
ｏ
顧
る

ざ
開
東
の
不
原
は
狭
い
小
佛
川
の
ブ

ァ
ン
イ
の
彼
方
に
展

開
し
て
、
八
王
子
の
人
家
は
肉
限
に
も
明
で
あ
る
ｏ
さ
す

が
大
東
京
は
淡
紫
の
雲
に
包
ま
れ
て
，
市
街
は
模
潮
ざ
し

て

一
々
指
適
す
る
こ
ざ
は
出
来
な
い
が
、
真
の
中
に
は
虚

儒
や
儒
善
が

コ
ン
デ
ン
ス
さ
れ
て
居
る
の
か
ざ
思
ふ
ざ
、

自
分
は
も
′フ
東
の
方
を
眺
め

る
の
が
恐
ろ
し
く
な
つ
て
、

片
時
も
早
ぐ
峠
の
上
か
ら
、
西
に
自
由
の
山
岳
を
望
み
た

い
ざ
、
息
も
つ
か
な
い
で
駈
け
上
る
ｏ
街
道
は
鞍
部
を
東

北
か
ら
西
南
に
向
つ
て
斜
に
横
切
る
の
で
、
峠
の
上
は
細

長
い
不
地
を
な
し
て
居
る
ｏ
著
い
た
の
は
午
後
零
時
五
十

分
。明

治
二
十

一
年
測
量
の
三
高
分

一
の
国
に
は
、
此
庭
に

敷
軒
の
人
家
を
記
し
て
あ
る
ｏ
ス
明
治
十
七
年
獲
行
の
ハ

◎
雑
　
　
　
録

　

北
相
の

一
角

ン
ド
ブ
ッ
タ
フ
ォ
ア
ジ
ヤ
バ
ン
に
は
茶
屋
が
二
軒
あ
る
導

書
い
て
あ
る
ｏ
又
明
治
二
十

一
年
測
量
同
二
十
九
年
修
正

の
五
萬
分

一
の
日
に
は
道
路
の
東
側
に
二
箇
の
人
家
が
記

し
て
あ
る
ｏ
自
分
が
十
何
年
か
前
に
一初
め
て
此
庭
に
な
た

時
に
は
、
百
姓
屋
で
あ
つ
た
か
た
焼
小
屋
で
あ
っ
た
か
、

わ
び
し
い
家
が

一
軒
あ
つ
た
が
、
今
は
全
く
人
畑
の
た
え

た
、
如
何
に
も
荒
蓼
た
る
景
色
ざ
な
つ
て
居
る
。
そ
れ
で

も
西
側
に
桑
が
少
し
許
り
植
ゑ
て
あ
つ
た
が
、
多
分
相
州

の
農
民
が
培
ふ
庭
の
も
の
だ
ら

，
ｏ
峠
の
上
で
昔
を
語
る

唯

一
の
も
の
は
、
南
へ
よ
つ
た
端
に
立
つ
四
尺
許
り
の
標

石
で
、
梵
字
の
下
に
高
尾
山
道
、
側
に
寛
政
七
脳
歳
二
月

日
、
甲
州
郡
内
領
、
下
谷
村
中
、
世
話
人
三
澤
宇
兵
衛
‘

深
く
刻
ん
で
あ
る
ｏ
彼
是

一
百
二
十
四
年
の
風
雨
に
県
さ

れ
て
、
此
の
嶺
上
に
道
じ
る
べ
ざ
な
つ
て
居
る
の
だ
が
、

文
字
に
は
時
折
朱
を
差
す
も
の
ご
見
え
て
、
其
の
色
は
鮮

で
あ
る
ｏ

や
っ
Ｅ
山
ら
し
い
所
へ
末
て
、
何
や
ら
故
郷

へ
で
も
鯖

っ
た
様
な
氣
が
す
る
自
分
は
、
霜
ざ
け
に
ぬ
れ
た
路
の
わ

き
の
草
株
の
上
に
尻
を
載
せ
て
、
脊
申
の
荷
物
を
投
出
す

や
否
や
双
眼
鏡
で
西
を
眺
め
る
ｏ
富
士
開
ざ
か
富
士
嶺
な

・〈
一二

Ｑ
”″

民
撃

０
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年 三 十 第

◎
雑
　
　
　
銀
　
　
北
相
の
一
角

ぎ
の
異
稗
の
あ
る
だ
け
に
、
通
志
の
山
々
の
背
後
に
峠
つ

富
嶽
は
、
ス

一
欄
み
に
出
来
さ
う
に
近
く
見
え
る
ｏ
し
か

し
自
分
の
心
を
第

一
に
な
つ
け
た
の
は
、
八
面
玲
瑞
の
富

Ｔ１１
で
は
な
く
て
、
笹
子
峠
の
上
に
現
は
れ
た
扁
べ
っ
た
い

三
角
形
の
山
だ
。
銀
よ
り
も
自
い
雲
に
薇

は
れ
た
胴
腹

を
、
龍
が
爪
で
引
掻
い
た
様
な
大
ガ
ン
を
幾
筋
か
見
せ
て

居
る
自
峰
山
脈
の
自
河
内
岳

（
二
人

一
二
米
）
は
即
ち
そ

れ
で
あ
る
ｏ
其
の
直
左
に
は
三
〇
四
七
米
突
の
荒
川
岳
が
、

そ
れ
も
べ
っ
ざ
り
こ
雲
を
な
す
り
っ
け
た
膚
を
天
杢
に
奪

や
か
し
て
、
飼
つ
た
ら
手
が
切
れ
さ
う
だ
。
最
高
騰
か
ら

其
の
北
の
測
量
標
石
の
あ
る
峯
へ
の
つ
な
が
り
が
、
恐
ろ

し
ぐ
幅
贋
く
見
え
て
、宛
然
農
鳥
山
の
頂
上
に
似
て
居
る
。

絶
遣
か
ら
北
荒
川
岳
へ
績
く
尾
根
に
、
ボ
ツ
ン
ざ
銀
釘
の

頭
の
様
に
持
上
つ
て
居
る
の
は
、
恐
ら
く
大
井
川
の
東
俣

ざ
北
俣
ざ
そ
れ
か
ら
荒
川
の
南
谷
ざ
の
三
方
へ
水
を
振
分

け
る
邊
の
岩
峰
で
あ
ら
う
が
、
あ
の
峰
の
南
面
で
あ
っ
た

か
ス
イ
ス
ア
″
プ
ス
に
で
も
あ
り
さ
う
な
般
大
な
岩
壁
が

北
俣
の
上
流
に
臨
ん
で
直
立
し
て
居
る
の
だ
。
荒
川
岳
の

左
は
笹
子
か
ら
南

へ
績
ぐ
尾
根
が
立
は
だ
か
つ
て
邪
魔
を

し
て
居
る
が
、
そ
れ
が
だ
ら
′
ゝ
ざ
摺
張
峠
に
低
下
す
る

八
四

ざ
、
二
八
六
五
米
突
の
蝙
蝠
岳
が
得
た
り
Ｅ
顔
を
出
す
●

蝙
蝠
の
直
左
に
は
小
河
内
岳
が
山
に
見
え
て
、
雲
の
光
も

鮮
で
な
い
。
小
河
内
の
直
左
に
微
に
頭
だ
け
出
す
雪
の
峰

が
あ
る
が
、
多
分
は
西
河
内

へ
績
く
尾
根
の
一
部
で
で
も

あ
ら
う
ｏ
鶴
ケ
鳥
屋
ざ
大
幡
山
ざ
は
ほ
ゞ
重
な
つ
て
し
ま

ふ
が
、
其
の
直
右
に
金
宇
塔
形
の
実

峰

が
雲
に
輝
ぐ
の

は
、
〓
〓

四
六
米
突
の
悪
澤
岳
で
、
此
虜
か
ら
見
え
る
赤

石
山
系
中
の
最
高
な

る
も

の
で
あ
る
ｏ
是
等
の
高
い
峰

は
、
今
日
も
あ
の
鏡
い
光
を
以
て
、
三
百
萬
の
人
間
が
カ

ヨ
／ヽ
ヽ
し
て
、
中
に
は
乗
れ
も
し
な
い
電
車
に
鈴
生
り
に

な
つ
た
り
、
虎
の
嚇
ぐ
様
な
鶴
聾
を
出
す
自
動
車
に
蹴
飛

さ
れ
て
啓
る
東
京
市
を
の
ぞ
い
て
居
る
の
だ
ら

，
。

大
井
川
の
奥
や
富
士
川
の
源
に
饗
立
す
る
山
々
を

一
ト

通
り
眺
め
て
か
ら
、
双
眼
鏡
を
膝
に
置
い
て
ホ
ッ
ト
し
て

額
の
汗
を
拭
つ
た
。
午
少
し
下
つ
た
許
り

の
日
は
ぢ
り

ぢ
り
照
♭
つ
け
て
、
寒
中
ざ
は
到
底
思
へ
な
い
位
、
景
信

の
方
か
ら
ソ
マ
／
ヽ
吹
い
て
来
る
冷
た
い
風
も
丁
度
心
持

が
よ
い
程
で
あ
る
ｏ
ソ
ニ
ッ
ク
ナ
ッ
タ
を
引
寄
せ
て
蛮
構

を
出
し
て
、
ビ
ス
ケ
ツ
ト
ご

一
緒
に
煩
張
り
な
が
ら
、
今

度
は
手
近
の
山
々
を
眺
め
る
ｏ
笹
子
峠
の
直
右
に
は
瀧
子

(370)



むVゝ
野

二
”

山
（
一
五
九

一
米
突
）
が
頂
上
に
一
寸
鈍
目
を
入
れ
て
、
戸

隠
か
ら
見
た
焼
山
の
模
型
ざ
言
た
風
に
控

へ
る
ｏ
そ
れ
が

鎮
西
ケ
九
の
連
脈

へ
績
く
低
い
所
の
前
に
屍
山

（
一
一
三

九
米
突
）
が
、近
い
故
か
い
や
に
物
々
し
く
頑
張
る
。

一
千

七
百
米
突
内
外
の
峰
が
屏
風
の
様
に
績
い
て
、
其
の
北
の

端
が
急
に
低
ま
つ
て
湯
ノ
澤
峠
ざ
な
つ
て
か
ら
、
其
の
直

東
北
に
赤
屋
ノ
九
か
ら
黒
岳
山

（
一
九
八
九
米
実
）
に
つ

な
が
る
あ
た
り
、
又
そ
れ
か
ら
雁
ケ
腹
摺
山

（
一
八
八
〇

米
突
）
を
東
に
浜
出
し
て
、
其
の
尾
根
が
南
に
引
く
こ
こ

ろ
に
ポ
ツ
リ
ざ
高
ま
つ
た
の
が

一
五

一
四
米
突
の
姥
子
山

で
あ
ら
ラ
。
九
岳

（
一
七
七
七
米
突
）
は
催
現
山

（
一
三

一
二
）
の
蔭
ざ
な
つ
て
見
え
な
い
が
、
黒
岳
出
の
北
肩
雁

ケ
腹
招
は
そ
の
右
に
現
は
れ
る
ｏ
そ
れ
か
ら
右
に
績
い
て

二
〇

一
四
米
突
の
峰
を
最
高
貼
ざ
す
る
小
金
澤
山
の
長
大

な
脈
が
見
え
、

一
度
低
ま
つ
て
か
ら
小
菅
大
菩
薩
峠
及
其

の
北
の
二
峰
を
起
し
、
再
び
凹
ん
で
今
謂
ふ
大
菩
薩
峠
ざ

な
つ
て
か
ら
、
其
の
右
に
は
妙
見
山
か
ら
此
の
連
嶺
の
北

鎮
二
〇
五
七
米
突
ざ
護
さ
る
ゝ
大
菩
薩
岳

へ
連
る
の
が
、

何
れ
も
深
ぐ
雲
を
被
つ
て
、
銀
で
鋳
た
波
濤
の
如
く
立
並

ん
で
居
る
ｏ

◎
維
　
　
　
録

　

北
相
の
一
角

山
の
景
色
に
見
さ
れ
て
、
小

一
時
間
も
費
し
て
し
ま
つ

た
。
リ
ュ
ッ
タ
ナ
ッ
タ
を
背
負
ひ
正
し
て
か
ら
、
小
佛
峠

を
西
に
Ｔ
ｐ
初
め
た
の
は

一
時
四
十
五
分
。
下
り
に
か
ゝ

る
こ
も
う
足
は
相
模
に
入
る
ｏ
一初
め
は

一
寸
急
で
、
日
蔭

に
は
霜
柱
が
未
だ
解

け
す

に
居
る
上
を
、
無
遠
慮
に
ザ

タ
ノ
ヽ
降
り
て
行
く
ざ
、
右
の
方
に
は
景
信
か
ら
陣
場
に

つ
ヽ
ぐ
尾
根
が
漸
く
其
の
金
容
を
現
し
て
本
る
ｏ
十
五
分

も
下
る
Ｅ
傾
斜
が
少
し
は
緩
に
な
っ
て
、

一
軒
の
百
姓
家

が
現
は
れ
る
、
其
の
ト
タ
ン
に
足
下
か
ら
大
が
飛
出
し
て

恐
ろ
し
く
吠
え
つ
く
の
で
、
大
除
を
策
ね
て
地
名
で
も
聞

か
う
ざ
、其
の
百
姓
家
に
入
る
こ
、鶯
ぐ
可
じ
奥
座
敷
の
鴨

居
の
上
に
は
、
通
常
の
家
な
ら
三
雌
山
の
御
札
で
も
あ
ら

う
ざ
い
ふ
庭
を
、
こ
れ
は
又
何
の
篤
か
、
毒
々
し
い
押
給

の
つ
い
た
十
四
五
枚
の
大
き
な
翡
子
板
が
、
す
ら
り
ざ
か

け
並
べ
て
あ
る
ｏ
主
人
夫
妻
（？
）
は
ま
た
ひ
ざ
ぐ
不
愛
想

な
人
達
で
、
わ
か
り
切
て
居
る
土
地
の
名
な
ぜ
聞
ん
す
は

怪
し
か
ら
ん
ざ
言
た
顔
付
き
、
成
程
此
の
主
に
し
て
此
大

あ
り
か
ざ
、怖
氣
を
ふ
る
つ
て
、
そ
れ
で
も
敬
し
く
濃
を
し

て
出
か
け
る
ｏ
此
虜
は
中
峠
ざ
呼
ぶ
の
だ
さ
，フ
な
。

道
は
畑
の
間
を
具
直
に
行
て
、
そ
れ
か
ら
急
に
左
に
之

八
五

(371)



年 二 十 算

０
雑
　
　
　
鉄
　
　
北
相
の
一
角

曲
し
て
下
る
ｏ
右
か
ら
小
洋
が

一
つ
現
れ
た
が
、
そ
の
狭

い
谷
に
線
欄
が
澤
山
栽
植
し
て
あ
つ
て
ゝ
四
周
ざ
は
著
し

く
か
け
離
れ
た
光
景
を
呈
し
て
居
る
ｏ
何
ざ
な
く
香
港
あ

た
リ
ヘ
で
も
行
た
様
に
戚
す
る
が
、
シ
ュ
ロ
は
勿
論
熱
帯

植
物
で
は
な
い
。

左
手
の
谷
は
城
山
の
方
か
ら
の
水
を
綜
め
て
、
経
り
は

右
の
シ
ュ
ロ
の
澤
ざ
合
流
す
る
の
だ
が
、
此
の
谷
間
に
は

彼
の
銭
道
が

・敷
れ
て
あ
る
の
で
、
隧
通
の
日
か
ら
は
薄
震

の
機
に
た
え
ず
煤
畑
を
風
の
ま
に
′
ヽ
吐
き
出
し
て
居
る

が
、
其
の
不
調
和
な
こ
ざ
到
底
シ
ュ
ロ
な
ざ
の
比
に
非
す

ゞ
』○二

時
十
五
分
底
澤
に
下
り
っ
い
た
。
細
い
流
れ
が
古
生

層
の
黒
つ
ぼ
い
岩
の
上
を
流
れ
て
、
時
に
は
小
い
瀑
を
か

け
て
居
る
虎
も
あ
る
ｏ
澤
の
右
岸
を
鐵
道
に
浩
う
て
五
六

分
も
下
る
ざ
、
今
の
甲
州
街
道
に
出
る
ｏ
桂
橋
ざ
い
ふ
木

橋
で
底
澤
を
左
岸
に
渡
る
ざ
、
人
家
が
三
四
軒
あ
つ
て
、

千
本
良
村
に
属
す

る

の
だ

ざ
思
ふ
ｏ
だ
ら
ノ
ヽ
ざ
上
る

ぜ
、
直
に
桂
川
の
谷
が
限
前
に
展
け
て
、
封
岸
に
は
間
ノ

山
が
標
高
四
百
米
突
の
山
ざ
し
て
は
ち
ざ
え
ら
過
る
位
に

控

へ
る
ｏ
街
道
を
二
三
Ｔ
行
ぐ
ざ
、
左
手
に
善
勝
寺
ざ
い

八
六

ふ
寺
が
赤
松
の
間
に
見
え
る
、
そ
の
入
日
の
所
か
ら
右
に

桑
畑
の
間
を
行
く
ざ
、
今
度
は
急
に
路

が
わ

る
く
な
つ

て
、
オ
ー
ト
ミ
ー
〃
の
中
で
も
歩
い
た
ら
こ
ん
な
か
〓
思

は
れ
る
位
。
鎮
守
の
祗
の
側
を
通
っ
て
、
短
い
木
橋
を
渡

る
ざ
、
右
手
に
は
も
う
人
家
が
並
ん
で
居
る
。
蔵
か
ら

一

丁
牛
も
末
て
か
ら
右
に
曲
つ
て
復

一
丁
程
も
行
ぐ
ざ
、
忽

桂
川
の
岸
に
出
る
が
、
北
岸
だ
け
に
南
の
日
を
受
け
て
「

臨
い
路
は
幸
に
乾
い
て
居
る
ｏ

川
原
ま
で
七
十
米
突
許
り
な
る
絶
壁
ざ
も
藤
す
可
き
崖

を
ｂ
細
い
征
を
体
う
て
下
つ
て
行
く
ざ
、
眼
下
に
は
渡
守

の
小
合
が
見
え
る
ｏ
此
虜
は
千
木
良
村
の
字
原
村
の
下
に

常
る
の
で
、
渡
し
を
俗
に
原
下
の
渡
し
ざ
呼
ぶ
さ
う
な
ｏ

渡
守
の
親
爺
は
眼
も
日
も
引
釣
た
、
見
る
か
ら
に
恐
ろ
し

い
人
間
で
、
夕
暮
な
ぎ
に
一
人
き
り
で
渡
し
て
貰
ふ
の
は

ち
ざ
薄
氣
味
が
わ
る
い
位
。
著
い
た
の
は
二
時
四
十
五
分

で
、
ま
だ
日
暮
に
は
間
も
あ
る
が
、
少
時
躊
躇
し
て
居
る

中
に
、
幸
ひ

一
人
の
同
用
者
が
出
来
た
ｏ

石
　
老

山

原
下
の
渡
し
で
同
用
し
た
人
は
此
の
界
隈
に
住
む
も
の

こ
見
え
て
，
地
理
に
精
し
い
上
に
甚
だ
親
切
で
、
そ
の
御

(372)



ユ:愉,

蔭
で
奥
秋
か
ら
間
ノ
山
を
越
え
る
こ
‘
に
決
め
る
ｏ
桂
川

の
右
岸
の
上
も

石
も
皆

凍
つ
て
カ
チ
′
ヽ
し
た
急
な
路

を
も
自
分
が
先
に
な
つ
て
昇
つ
て
行
く
。
足
駄
履
き
の
連

れ
は
こ
ん
な
路
に
馴
れ
て
居
る
の
か
、
い
や
に
曲
り
く
ね

つ
た
路
を
ス
タ
′
ヽ
上
る
の
で
、
兎
角
靴
の
滑
り
勝
な
自

分
は
後
か
ら
追
は
れ
る
様
に
な
つ
て
、
息
も
つ
か
す
に
直

上
七
十
米
突
許
り
の
崖
を
駈
る
様
に
し
て
上
る
ざ
、
間
ノ

山
の
北
麓
の
寒
さ
う
な
斜
面
に
、
奥
秋
の
人
家
が
現
は
れ

る
ｏ
部
落
の
面
端
に
近
い
人
家
の
間
か
ら
、
間
ノ
山
か
ら

流
れ
出
る
細
い
谷
の
左
岸
を
、
具
上
に
見
え
る
モ
ミ
ソ
を

目
常
に
し
て
上
れ
ざ
教
へ
ら
れ
て
、
此
の
若
い
響
導
者
ざ

右
左
に
袂
を
別
つ
た
の
は
、
丁
度
三
時
で
あ
つ
た
。
寛
で

引
い
た
山
の
清
水
が
農
家
の
前
の
桶
に
温
れ
る
の
を

一
掬

し
て
、

一
ご
息
入
れ
乍
ら
立
留
る
ｏ
奥
秋
の
主
部
は
此
の

谷
の
右
岸
に
あ
る
ら
し
く
、
そ
の
方
か
ら
蓄
音
機
の
響
が

聞
え
て
な
る
ｏ
今
浪
花
節
が
経
つ
た
ざ
こ
ろ
で
、
引
つ
ゝ

い
て
越
後
獅
子
が
始
ま
る
ｏ
曲
こ
そ
違

へ
、
こ
ん
な
麗
か

な
午
後
に
グ
ラ
モ
フ
ォ
タ
ン
を
聞
ぐ
ざ
、
何
や
ら
日
曜
日

に
英
回
の
日
合

へ
で
も
行
た
様
な
気
が
す
る
。
し
か
し
今

日
は
木
階
日
だ
、
さ
３
Ｐ
ヽ
日
本
の
田
合
は
毎
日
日
曜
な

◎
維
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北
相
の
一
角

ん
だ
つ
け
ｏ

地
日
に
記
し
て
な
い
細
い
路
を
迪
つ
て
、
澤
の
左
岸
に

浩
ふ
て
狭
い
谷
に
入
る
。
暫
く
行
く
ざ
路
が
二
岐
し
て
、

左
の
は
澤
に
浩
ふ
て
杉
林
の
中
に
入
る
ｏ
自
分
は
数
つ
た

通
り
右
に
ざ
つ
て
、
少
し
上
る
こ
目
標
の
モ
ミ
ン
の
所
に

出
た
ｏ
こ
ゝ
か
ら
項
上
ま
で
は

一
本
道
ざ
聞
い
て
居
る
の

で
安
紳
し
て
、
雑
木
や
ス
ヽ
キ
の
間
を
上
る
ざ
、
左
手
の

澤
を
距
て
た
封
岸
に
大
の
聾
が
す
る
。
見
る
ざ
二
三
頭
の

獄
大
が
主
人
を
お
き
去
り
に
し
て
ス
ヽ
キ
の
斜
面
を
か
け

上
つ
て
居
る
ｏ
鳥
な
ざ
は

一
効
も
居
さ
う
も
な
い
此
の
小

山
に
来
て
は
、
大
も
中
々
に
退
屈
な
の
だ
ら
う
。
里
か
ら

二
十
分
許
り
で
尾
根
の
上
に
著
い
た
。
石
老
山
は
正
面
に

現
は
れ
て
、
標
高
は
無
論
其
の
背
後
に
・鴛
え
る
丹
澤
山
塊

に
は
比
べ
も
な
ら
な
い
が
、
間
ノ
山
よ
り
は
三
百
米
突
も

多
い
だ
け
に
、
可
な
り
な
高
さ
を

保

つ
て
居
る
ｏ
道
は

幾
筋
も
あ
る
が
、
少
し
左
に
廻

つ
て
か
ら
南
に
下
る
ｏ

ノ
イ
パ
，ラ
や
サ
″
ト
フ
イ
バ
ラ
が
折
々
ズ
ボ
ン
を
提

へ
て

引
戻
す
が
、
路
は
細
い
な
が
ら
も
明
瞭
故
、
南
セ
詣
し

て
ひ
た
下
り

に
下
る
ｏ
山
頂
か
ら
二
十
分
程
で
鼠
坂
に

若
い
て
、
厚
木
街
道
を
横
断
す
る
橋
の
襖
に
出
た
。
橋
を

入
七
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渡
れ
ば
篠
原

へ
通
す
る
道
ざ
な
る
の
だ
ら
う
が
「
左
角
の

農
家
で
友
俵
を
編
で
居
る
老
婆
に
道
を
聞
い
て
直
前
の
小

征
を
下
つ
て
本
道
に
合
し
た
。
こ
れ
は
典
瀬
畔
で
甲
州
街

道
か
ら
分
岐
し
て
、
厚
水
を
経
て
藤
澤
に
過
す
る
縣
道
な

の
で
、
通
幅
も
康
く
立
沢
な
も
の
で
あ
る
が
、
鼠
坂
で
間

ノ
山
ざ
石
老
山
こ
の
機
が
衝
突
し
て
小
さ
な
分
水
嶺
を
な

す
の
で
、
共
に
桂
川
に
落
ち
る
水
で
は
あ
る
が
、
此
庭
で

西
ざ
東
に
分
れ
る
こ
Ｅ
に
な
る
ｏ
街
道
を
東
に
Ｔ
り
氣
味

に
迪
る
ざ
「
五
分
許
り
で
右
側
に
寛
政
七
年
に
建
て
た
石

老
山
ざ
記
し
た
標
石
の
立
つ
所
に
達
す
る
ｏ
此
慮
を
右
に

曲
つ
て
、

一
旦
小
溝
ま
で
急
に
下
つ
て
か
ち

一
寸
し
た
山

披
を
霜
柱
を
ふ
み
鳴
し
て
登
る
ざ
、
や
が
て
開
日
の
部
落

が
石
老
山
の
東
北
麓
に
鮎
在
す
る
の
を
見
る
ｏ
石
老
山
塊

は
可
な
り
偉
大
に
見
え
て
ゝ
そ
れ
か
ら
東
南
に
営
る
大
騰

同
じ
程
の
高
さ
の
山

（地
目
に
六
七
六
米
突
の
標
蹄
を
記

せ
る
も
の
）
に
績
い
て
、
思
つ
た
よ
り
も
い
か
め
し
く
構

え
て
居
る
ｏ
示
道
標
を
た
よ
う
に
開
日
の
部
落
か
ら
石
老

山
顧
鏡
寺
の
裏
門
を
さ
し
て
、
雑
木
に
挟
ま
れ
た
坂
路
を

上
る
ざ
、
間
も
な
く
山
腹
に
建
て
ら
れ
た
古
刹
に
達
す
る
ｏ

厚
木
街
道
か
ら
年
時
間
程
か
ゝ
つ
た
。

八
八

庫
裡
に
入
て
荷
物
を
世
い
て
か
ら
、
双
眼
鏡
だ
け
を
肩

に
し
て
直
に
奥
の
院
に
向
ふ
ｏ
山
円
を
出
る
ざ
直
ぐ
其
の

右
に
偉
大
な
石
窟
が
あ
つ
て
、
中
に
は
冷
水
が
識
々
ざ
小

石
桶
の
中
に
揃
下
し
て
居
る
ｏ
例
に
よ
つ
て
金
剛
水
こ
か

何
ざ
か
い
ふ
名
を
っ
け
ら
れ
て
、
小
さ
な
竹
柄
杓
が
備
ヘ

て
あ
る
ｏ
こ
れ
を
出
る
ざ
右
の
方
に
可
な
り
な
大
き
の
公

孫
樹
が
あ
つ
て
「
そ
れ
に
大
さ
幾
何
ざ
か
い
ふ
様
な
こ
ざ

を
記
し
た
札
が
、
開
口
村
の
青
年
會
の
手
に
よ
つ
て
建
て

ら
れ
て
あ
る
ｏ
其
の
他
で
は
譲
葉
や
椎
や
何
々
櫻
ざ
言
っ

た
名
本
に
は
皆
札
が
あ
っ
て
、
其
の
由
緒
因
繰
古
事
来
歴

や
ら
、事
賞
ざ
同

一
か
ざ
う
か
保
識
の
限
り
で
は
な
い
が
、

明
細
な
寸
法
書
な
ざ
が
書
添
え
て
あ
る
ｏ
し
か
し
是
等
の

名
木
よ
り
も
興
味
の
あ
る
の
は
、
彼
の
大
石
窟
を
始
め
ざ

し
て
山
中
所
々
に
露
は
れ
て
居
る
三
石
で
、
舞
慶
の
何
ざ

か
石
こ
か
、鏡
岩
ざ
か
天
狗
着
ざ
か
い
つ
た
大
石
が
、敷
限

り
な
く
存
在
す
る
ｏ
何
れ
も

一
見
の
慣
値
あ
る
も
の
で
、

東
京
の
縁
日
で
さ
へ
見
ら
れ
る
譲
葉
や
公
孫
樹
の
比
で
は

な
い
。
岩
質
は
此
の
山
塊
を
構
成
す
る
礫
岩
で
あ
る
が
、

斯
様
な
大
き
な
岩
塊
が
風
化
も
せ
ず
に
露
出
し
て
居
る
の

は
面
白
い
ぜ
思
ふ
。
古
生
層
の
石
荻
岩
が
ま
で
あ
っ
た
小

(374)



曲襲鵞,

口■

佛
峠
を
こ
え
て
来
た
限
に
は
、
簡
夏
面
白
ぐ
威
じ
た
が
、

後
で
考
へ
る
ざ
間
ノ
山
も
亦
礫
岩
で
あ
つ
た
様
に
思
は
れ

，●
０類

鏡
寺
か
ら
四
丁
許
り
で
奥
の
院
に
達
す
る
ｏ
そ
こ
に

は
屋
根
岩
ざ
か
名
け
ら
れ
た
大
石
の
下
に
飯
綱
嚇
就
の
小

祠
が
あ
る
ｏ
信
州
の
飯
綱
山
で
は
今
は
何
を
祭
紳
ざ
し
て

あ
る
か
覺
え
な
い
が
、
少
く
も
此
庭
で
は
笏
圏
厖
を
紋
所

ざ
し
て
あ
る
以
上
は
、
高
尾
山
で
崇
む
る
も
の
ざ
同
じ
く

天
狗
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
奥
の
院
か
ら
少
し
進
む
ざ
、
路

は
右
に
折
れ
て
、
三
岩
の
上
に
百
尺
亭
々
た
る
赤
松
が

一

株
あ
る
、
側
に
小
札
を
た
て

「
巖
上
の
松
」
ざ
命
名
し
て

あ
る
ｏ
此
庭
か
ら
上
は
も

，
大
木
は
な
く
て
、
山
は
主
に

ス
ヽ
キ
や
小
さ
な
雑
木
位
が
生
へ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
昔
は
自
然
に
か
ス
は
楠
林
さ
れ
て
か
は
知
る
由
も

な
い
が
、
兎
に
角
三
樹
欝
蒼
た
る
山
で
あ
つ
た
ら
し
く
、

其
の
名
残
ざ
し
て
山
頂
に
近
ぐ
大
木
の
枯
わ
た
幹
が
見
え

て
居
る
ｏ

樹
木
が
な
く
な
る
ざ
共
に
心
に
浮
ん
だ
の
は
山
頂
の
眺

賜
で
、
恐
ら
く
は
高
尾
の
見
晴
山
に
勝
る
も
劣
る
ま
い
ざ

想
像
し
た
の
で
、
時
間
は
あ
ま
り
早
ぐ
は
な
い
が
絶
頂
に

◎
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昇
る
こ
こ
ゝ
き
め
て
し
ま
う
ｏ
幸
ひ
小
征
が
明
に
つ
い
て

居
る
の
で
、
そ
れ
を
迪
つ
て

一
二
丁
上
る
ざ
、
此
庭
で
も

見
晴
壺
を
建
て
る
の
か
し
て
、
小
さ
な
不
坦
な
地
を
選
ん

で
地
な
ら
し
を
し
て
あ
る
ｏ
東
か
ら
北
へ
か
け
て
の
眺
塁

は
無
論
よ
い
が
、
此
庭
ら
で
は
到
底
我
慢
が
出
来
な
い
か

ら
、
山
頂
を
目
が
け
て
突
進
す
る
ｏ
右
に
は
桂
川
の
谷
を

下
敗
し
、
其
の
彼
方
に
連
互
す
る
山
脈
を
眺
め
な
が
ら
、

兎
も
角
も
頂
上

へ
ざ
急
ぐ
。
路
は
大
隈
に
於
て
歩
き
よ
い

が
、
折
々
例
の
礫
岩
が
霧
爛
し
て
小
砂
利
ざ
な
つ
て
居
る

の
で
ゝ
足
が
後

へ
戻
る
所
が
あ
る
ｏ
一初
め
は
路
が
大
諄
西

を
指
し
て
居
る
が
、
十
二
三
丁
も
上
る
ざ
漸
く
西
南
々
に

向
ひ
一初
め
て
、
概
し
て
尾
根
の
西
側
を
鰯
み
な
が
ら
上
る

事
に
な
る
ｏ

一
二
ケ
所
焚
火
の
跡
な
ざ
が
あ
つ
た
が
、
樹

木
が
な
の
い
で
あ
ま
り
山
ら
し
い
威
じ
が
起
ら
な
い
ｏ
漸

ぐ
頂
上
に
近
づ
い
て
傾
斜
が
増
し
て
来
る
ざ
、
山
の
北
面

に
は
去
歳
の
雲
の
清
残
り
が
、
所
々
に
こ
び
り
つ
い
て
居

る
ｏ
流
石
に
小
佛
よ
り
は
高
い
こ
ざ
が
知
れ
る
ｏ
路
は
や

が
て
陸
測
五
高

に
記
し
た

「
石
」
「
老
」
雨
字
の
間
を
通

り
、
約
六
百
七
十
米
突
の
所
を
、
「
老
」
の
字

を
頂

く
六

百
八
十
米
突
の
困
の
東
南
に
浩
ふ
て
行
く
こ
ざ
に
な
る
ｏ

八
九
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年 三 十 第

◎
維
　
　
　
　
鋒
　
　
北
相
の
三

角

一初
め
は
此
の
圏
の
所
が
頂
上
ら
し
く
見
え
た
の
で
、
路
か

ら
離
れ
て
其
の
頂
に
上
つ
て
三
角
織
を
索
め
や
ラ
ざ
し
た

時
、
筒
小
鞍
部
を
距
て
ゝ
前
面
に
高
い
峰
が
あ
る
の
を
見

て
、
急
い
で
急
坂
を
駈
下
り
て
最
高
貼
を
目
が
け
て
可
な

ｂ
急
な
傾
斜
を
上
り
き
る
ざ
、
路
は
も
う
牧
馬
の
方
に
下

る
許
り
で
、
此
虚
が
石
老
山
塊
の
最
高
鷺
海
披
七
百
米
突

の
地
な
る
こ
ざ
を
知
つ
た
。
時
に
午
後
五
時
十
三
分
ｏ
以

前
は
登
山
ざ
い
ふ
ざ
山
の
大
小
高
低
に
拘
は
ら
ず
、
大
抵

午
前
中
に
山
頂
に
達
す
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
様
に
記
憶

す
る
が
、
去
年
の
夏
以
来
兎
角
午
後
に
な
つ
て
か
ら
山
館

に
立
つ
機
會
が
多
く
、
朧
見
岳
の
三
時
年
は
ま
だ
よ
い
ざ

し
て
、
北
岳
や
仙
丈
岳
の
午
後
五
時
に
至
つ
て
は
ち
Ｅ
遅

す
ぎ
る
威
が
あ
つ
た
が
、
今
年
の
勅
出
ざ
し
て
の
最
和
の

絶
厳
も
亦
決
し
て
早
い
方
で
は
な
い
。
し
か
し
石
老
山
な

ら
ば
山
も
小
さ
い
か
ら
大
し
て
心
配
も
な
い
が
、
日
の
短

い
此
の
頃
で
は
い
く
ら
暢
氣
な
自
分
で
も
あ
ま
う
ゆ
つ
く

り
し
て
も
居
ら
れ
な
い
。

先
づ
眼
の
前
に
現
は
れ
た
の
は
、
道
志
川
を
爽
ん
で
時

つ
山
々
で
、
其
の
背
後
に
響
立
す
る
富
嶽
は
申
す
迄
も
な

い
。
大
群
山
か
ら
毘
慶
ケ
岳
（蛭
ケ
岳
）
に
績
く
あ
た
り
に

九
〇

は
も
黒
い
雲
が
若
い
て
、
黒
つ
ぼ
．い
山
膚
を
竿
以
上
も
薇

つ
た
雲
が
凄
い
光
を
放
つ
た
居
る
ｏ
大
山
の
北
背
に
も
雲

は
中
々
に
少
な
く
な
い
ｏ
僅
で
は
あ
る
が
小
佛
峠
よ
り
も

南
に
寄
っ
て
居
る
が
篤
に
、
南
都
留
の
山
々
が
重
盤
し
て

赤
石
山
系
の
光
物
を
隠
し
て
し
ま
ふ
が
、
瀧
子
山
か
ら
大

菩
薩
岳
に
連
な
る
長
大
な
連
嶺
―ょ
ぅ、

生
僣
光
線
の
工
合
が

悪
く
て
細
か
い
彼
は
分
明
し
な
い
が
、
小
佛
で
見
る
よ
り

も
雄
大
な
威
し
を
興
へ
る
ｏ
奥
秩
父
の
山
々
は

一
五
二
七

米
突
の
幅
廣
な
三
頭
山
が
頑
張
る
の
で
見
え
な
い
が
、
大

洞
山
の
商
東
か
ら
栂
澤
山
．
雲
取
山
へ
か
け
て
の
連
脈
か

ら
、
下
っ
て
は
七
石
山
か
ら
入
奥
山

（陸
測
地
日
の
鷹
ノ

藁
山
）
に
績
ぐ
あ
た
り
は
、
遺
憾
な
く
望
む
こ
ざ
が
出
本

る
ｏ
近
く
は
三
頭
か
ら
高
尾

へ
績
ぐ
細
長
い
脈
は
極
め
て

明
瞭
で
、
只
三
國
山
以
西
の
鶴
川
ざ
南
秋
川
こ
の
間
に
介

在
す
る
部
分
が
少
し
竪
に
な
る
の
が
快
鮎
で
あ
る
ｏ
所
謂

御
前
山
塊
に
属
す
る
大
岳
山
は
、
陣
場
ケ
峰
を
こ
え
て
一

寸
頭
を
出
す
が
、
御
前
山
自
身
に
至
つ
て
は
連
行
峰
の
彼

方
に
極
微
に
峰
頭
を
見
せ
て
、
幸
じ
て
其
の
存
在
を
示
し

て
居
る
に
す
ぎ
な
い
。
眸
を
東
に
韓
す
る
ざ
．
夕
霧
に
包

ま
れ
た
相
模
野
を
背
景
ざ
し
て
、
相
模
川
の
雄
大
な
谷
が

(376)



羹湯

打
展
け
て
居
る
ｏ
左
に
は
大
手
山
か
ら
七
回
峠
に
連
な
る

多
摩
川
〓
相
模
川
の
分
水
嶺
が
城
壁
の
如
く
に
現
は
れ
、

其
の
南
を
相
模
川
が
悠
然
ざ
し
て
流
れ
る
ｏ
其
の
右
岸
に

嶋
の
如
く
顧
然
た
る
小
山
は
根
小
屋
の
城
山
で
あ
ら
う
。

近
く
は
道
志
川
が
桂
川
に
合
す
る
所
に
架
し
た
ベ
ン
キ
塗

の
橋
も
手
に
取
る
様
に
見
え
る
ｏ
其
の
先
に
は
川
和
の
燈

火
で
あ
ら
う
か
ニ
ツ
三
ツ
ち
ら
″
ヽ
限
に
つ
く
が
、
塞
を

仰
ぐ
ざ
も
う
宵
の
明
星
が
輝
い
て
居
る
ｏ

足
も
ざ
の
ひ
ざ
ぐ
晴
く
な
ら
な
い
中
に
下
山
し
よ
う
ざ

思
つ
た
が
、
最
高
鷺
よ
う
も
西
北
に
よ
つ
た
少
し
低
い
峰

に
あ
る
筈
の
三
角
標
石
を
投
し
て
見
や
ラ
ざ
、
御
苦
勢
に

も
其
の
方
に
足
を
向
け
る
。
枯
薄
や
ら
小
灌
木
や
ら
に
交

つ
て
赤
松
な
ざ
の
あ
る
峰
頭
を
あ
ち
こ
ち
索
め
た
が
、
櫓

は
存
在
し
な
い
し
薄
暗
が
う
で
は
あ
る
の
で
、
ざ

，
′
ヽ

猫
見
し
得
な
い
。
し
か
し
標
石
に
無
限
の
執
著
が
あ
る
の

で
も
な
い
か
ら
直
に
断
合
し
て
婦
路
に
つ
く
こ
ゝ
し
た
ｏ

凍
つ
た
雲
の
上
や
砂
礫
の
ザ
ラ
′
ヽ
し
て
居
る
所
は
兎
角

足
を
奪
は
れ
勝
で
、
年
以
上
は
駈
足
で
下
り
て
来
た
の
で

存
外
時
間
の
方
で
は
捗
が
行
き
、
彼
の
岩
上
の
松
に
来
た

の
が
五
時
三
十
分
ｏ
そ
の
少
し
下
か
ら
右
に
打
れ
て
、
往

０
雑
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

路
ざ
は
違
ふ
路
を
ざ
つ
て
寺
に
蹄
著
し
た
の
は
同
四
十
分

で
あ
つ
た
。
庫
程
に
入
て
汗
を
拭
ふ
て
居
る
こ
、
渇
い
た

喉
に
は
持
っ
て
な
い
ざ
い
ふ
冷
た
い
茶
を
供
さ
れ
た
の
で

序
に
塞
腹
を
も
書
し
て
置
か
３
ざ
、
佛
前
に
で
も
あ
♭
さ

う
な
大
燭
蔓
の
下
で
、
行
厨
の
残
り
を
食
べ
て
し
ま
う
。

十
五
花
の
月
は
も
う
上
つ
た
ざ
見
え
て
、
障
子
の
隙
か
ら

皓
々
ざ
さ
し
込
ん
で
居
る
ｏ

食
事
を
し
な
が
ら
考
へ
て
見
る
こ
、
同
じ
ぐ
天
狗
が
祀

つ
て
あ
る
に
し
て
は
石
老
山
は
高
尾
山
よ
り
も
面
白
い
様

だ
ｏ
山
麓
を
除
い
て
は
樹
木
の
な
い
の
は
遺
臓
千
高
で
は

あ
る
が
、
山
が
高
尾
よ
り
も
複
雑
で
、
頂
上
か
ら
峰
偉
ひ

に
東
南
に
績
ぐ
六
七
六
米
突
の
峰
に
も
行
か
れ
る
し
、
ス

茅
戸
で
あ
る
が
篤
に
中
限
以
上
の
眺
塁
殊
に
相
模
川
の
谷

を
下
敏
す
る
庭
は
申
分
が
な
い
。
加
之
高
尾
の
様
に
氣
違

じ
み
た
参
詣
者
が
ぞ
ろ
′
ヽ
本
な
い
の
も
嬉
し
い
ｏ
矢
張

寺
が
山
麓
に
あ
る
だ
け
に
吾
々
に
ざ
つ
て
は
餘
計
に
有
難

味
が
あ
る
の
だ
ら

，
。

新
編
相
摸
回
風
土
証
稿
を
見
る
せ
、
下
の
如
き
記
事
が
あ
る
。
少
し
長

い
が
後
遊
者
の
帰
に
も
こ
思
つ
て
、
戴
に
引
用
す
る
こ
■
に
し
た
。
著

者
に
迷
惑
を
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。
（木
暮
）

九

一
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年 三 十 籍

◎
雑
　
　
　
録

　

北
相
の
一
角

石
老

響
確
翻
時
請
ス古
電
線
山
　
山
ノ
中
腹

二
顧
鏡
寺
及
岩

窟
虚
塞
識
堂
ァ
リ
。
抑
山
ノ
大
較
フ
謂
ハ
ゞ
、東
方
一初
地

ヨ
ソ

一
板
橋
フ
渡
り
、
線
門

二
入
″
ｃ
是
ョ
リ
ン
フ
磐

石
往
々
二
死
立
ン
、
最
後
フ
攀
チ
踏

″
コ
ト
八
町
計
、

一
寺
ア
リ
、
是
フ
願
鏡
寺
卜
云
。
夫
ョ
ソ
虚
杢
臓
堂

一

鞣

褒

誦

褥

け
鑢

炸

勢

´

卜
云
ヘ
ド
モ
、
寺
記

二
擦

ン
バ
、
仁
壽
元
年
草
創
ノ
地

ナ
リ．
ｃ
例
祭
二
月
十
三
日
ｏ
武
相
甲
ハ
勿
論
、
他
ノ
州

郡

二
及
マ
デ
、
所
請
ス
″
モ
ノ
多
ク
群
参
セ
ツ
ｏ
霊
勝

著

ル
キ
由
フ
偉

ヘ
テ
、
小
見
姦
留
加
持
ノ
守
謹
符
フ
出

セ
リ
。
是
ガ
タ
メ
ニ
基
詣
ノ
徒
常

二
路

二
相
塑
メ
リ
ｏ

岩
窟

ノ
側

二
三
霞
水
薦
「
鱗
が
雄
剛
二
紳
木
鋤
林
彬
、

ア

ソ
。
是

ョ
リ
而
上

ハ
増
々
盤
回
崇
崚
、
或

ハ
木
フ
横
タ

ヘ
、
或

ハ
石
フ
踏
テ
登

″
事
八
町
許

ニ
ン
テ
、
頂

二
至

″
。

一
嗣
フ
土
ツ
、
易
額
フ
掲
タ
リ
Ｏ
卜
師
呼
√
・ｒ
越
騰

響

競
輌
拒
鶴

舞
殿
フ
設
ク
ｏ
琳
麟

製

「

・・
騨

「́

盤
巖
殆

ン
ド
夏
屋
ノ
如
シ
。
左

二
雀
ア
ツ
、
木
フ
横

ヘ

フ
整
″
事
敷

十
百
歩
、

一
祠
ア
リ
。
始
端
躍
チ
几
山
足

ョ
リ
山
上

二
至

′レ
マ
デ
、
奇
枚
率

一
連
ア
ラ
ズ
、
最
其

硫

趙

げ

町

ほ

一
Ｒ

録

翻
饒

編
・．一蚊
¨
鏡
石
椰
三
破
五
螺
¨
吉
野
石
鵬
動
数
¨
ツ
ム
キ
石

編
一一躙
¨
女
石
館
二
破
三
駅
¨
阿
呼
石
二
一
”妨
一一歎
¨
凡
是

九

二

等
ナ
ソ
。
殊
類
異
形
絶
聡
性
ァ
ソ
、
山
ノ
名
石
老
卜
呼

、
モ
亦
寛
ナ
ン
ズ
ヤ
ｏ
質

二
縣
内
Ю
麟
玖
ノ

一
奇

境

ナ

リ
ノ
。

看
板
は
出
て
は
居
る
が
品
物
は
な
い
ざ
い
ふ
の
で
給
葉

書
は
買
へ
ず
、
せ
め
て
寺
の
繰
起
か
山
の
案
内
記
の
有
無

で
も
聞
乱
さ
う
ざ
思
つ
た
が
、
住
職
夫
妻
は
何
や
ら
多
忙

ら
し
か
つ
た
の
で
遠
慮
す
る
こ
ざ
ゝ
し
、
只
厚
ぐ
謝
濃
を

し
て
此
庭
を
出
た
の
は
正
六
時
で
ぁ
っ
た
。
月
あ
か
り
に

照
さ
れ
た
小
征
を
再
び
閣
日
に
出
て
、
や
が
て
厚
木
街
道

に
合
し
た
の
は
六
時
二
十
分
で
あ
っ
た
。
今
夜
は
剣
舞
の

催
し
が
あ
る
ご
か
で
、
青
年
會
館
ら
し
い
貧
蒻
な
建
物
へ

ざ
子
供
等
が
四
方
か
ら
集
ま
つ
て
来
る
ｏ
鼠
坂
の
部
落
に

，　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
　
づ

は
旅
宿
は
な
い
の
で
、
此
の
附
近
で
は
東
阿
津

へ
出
る
か

北
典
瀬
に
行
か
ね
ば
宿
泊
の
便
は
な
い
ｏ
自
分
の
考
で
は

甲
州
街
道
の
古
畔
吉
野
に
赴
か
う
ざ
、
縣
道
を
北
へ
′
ヽ

（Ｘ
）

暉
‘

ｎ
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曲岳

ざ
下
り
氣
床
に
進
む
。
月
は
明
ら
い
が
未
だ
高
く
昇
ら
な

い
の
で
、
間
ノ
山
の
陰
に
な
つ
て
街
道
に
は

丁
同
に
光
り

が
層
か
な
い
。
併
じ
縣
道
は
其
幅
三
間
も
あ
る
こ
ざ
故
無

論
迷
ふ
虞
も
な
い
ご
安
紳
し
て
、
只
通
の
よ
さ
さ
う
な
所

を
拾
ひ
な
が
ら
歩
い
て
行
ぐ
。
右
は
間
ノ
由
の
裾
の
崖
で

あ
る
が
、
左
の
は
小
い
漢
流
が
敷
間
の
下
に
道
に
滑
う
て

流
れ
て
居
る
ｏ
そ
の
一
支
流
に
で
も
か
け
て
あ
る
の
か
、

油
の
切
れ
た
水
車
の
音
が
、
静
な
花
の
気
を
貫
い
て
響
い

て
来
る
。
誰
か
絞
殺
さ
れ
る
様
な
悲
愴
な
音
で
、
そ
れ
が

本
か
げ
か
ら
聞
え
る
の
が
、
昨
目
完
結
し
た
許
り
の
綺
堂

の

「
人
形
の
影
」
を
想
起
さ
せ
て
い
や
な
氣
に
な
る
ｏ
自

分
は
足
早
に
街
道
を
下
つ
て
行
く
ざ
、
行
手
に
は
桂
川
の

河
原
が
月
光
に
照
し
出
さ
れ
て
、
砂
礫
の
間
を
勝
瀬
に
通

す
る
路
が
そ
れ
ざ
認
め
ら
れ
る
ｏ
陸
測
五
萬
の
地
国
で
は

此
の
街
道
が
や
が
て
は
そ
こ
へ
出
る
筈
故
、
只
餘
念
な
ぐ

進
行
を
績
け
て
居
る
中
に
、
何
時
か
桂
川
に
架
し
た
長
蛇

の
如
き
吊
橋
に
出
て
し
ま
つ
た
ｏ
月
影
に
地
団
を
見
て
も

一
向
に
要
領
を
得
な
い
の
で
、
ま
ゝ
よ
ざ
橋
を
渡
つ
て
か

ら
、
左
岸
の
桑
畑
の
間
を
屈
曲
す
る
街
道
を
辿
る
こ
ゝ
道

は
漸
く
上
り
氣
味
に
な
つ
て
、
左
曲
右
折
の
後
維
に
輿
瀬

◎
雑
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

に
出
て
し
ま
つ
た
ｏ
時
に
正
七
時
。

偶
然
興
瀬
に
到
著
し
た
も
の
ゝ
、
此
庭
に
泊
て
は
笠
目

の
行
動
に
や
ゝ
不
便
を
威
す
る
の
で
、
断
然
吉
野
に
向
ふ

こ
ざ
ゝ
し
て
、
幸
近
道
を
教
は
つ
た
の
で
崖
を
下
り
て
直

に
川
岸
に
出
た
。
川
に
浩
，フ
た
廣
い
道
を
川
上
に
数
丁
行

く
ざ
、
鮎
漁
案
内
の
招
牌
な
ざ
を
掲
げ
た
家
が
二
三
軒
あ

つ
て
、
も
う
直
に
勝
瀬
の
渡
場
で
あ
る
ｏ
月
は
漸
ぐ
高
く

上
つ
て
、
静
寂
を
桂
川
の
流
れ
を
照
し
、
舟
の
動
揺
ざ
共

に
立
つ
金
波
銀
波
の
美
し
さ
は
、
此
の
世
の
も
の
ご
も
思

は
れ
な
か
つ
た
。
霜
を
合
む
だ
塞
氣
は
、
夏
の
水
氣
あ
る

も
の
ご
異
つ
て
、
腱
中
の
紳
経
を
蓋
く
銑
敏
に
せ
ず
に
は

置
か
な
い
。
間
も
な
く
封
岸
に
達
し
て
舟
を
捨
て
ゝ
勝
瀬

の
部
落
に
入
っ
た
が
、
吉
野
へ
は
再
び
桂
川
を
渡
る
必
要

が
あ
る
ｏ
携
帯
の
地
圏
に
椅
る
の
が
何
や
ら
不
安
に
な
つ

て
し
ま
つ
た
の
で
、
月
光
に
憧
れ
て
花
路
を
徘
徊
し
て
居

た
青
年
に
教
へ
ら
れ
て
、
難
な
く
吉
野
の
渡
場
に
到
著
し

た
ｏ
此
庭
は
前
の
程
好
景
で
は
な
い
様
で
あ
る
が
、
月
光

は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
美
化
し
て
し
ま
つ
て
、
日
な
れ
た
桂

川
ざ
は
思
は
れ
な
い
位
で
あ
る
ｏ
さ
う
′
ヽ
先
年
久
し
ぶ

り
で
婦
朝
し
た
折
、
下
の
開
か
ら
花
行
へ
乗
た
庭
が
、
Ｔ

九
二
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年 三 十 第

◎
雑
　
　
　
　
銀
　
　
北
相
の
一
角

度
満
月
の
晩
で
、
瀬
戸
内
海
に
浩
う
て
走
る
汽
車
の
窓
か

ら
深
更
ま
で
美
し
い
月
景
色
を
讃
美
し
て
、
や
つ
ば
り
日

本
は
美
し
い
國
だ
ざ
．
欧
洲
か
ら
途
連
れ
に
な
つ
た
日
本

人
ご
一
緒
に
な
つ
て
賞
讃
し
た
が
．
蜜
朝
日
が
出
て
か
ら

京
都
へ
著
い
た
庭
が
、
い
や
も
う
見
す
ば
ら
し
い
機
な
げ

な
市
街
で
、
加
之
彙
に
う
す
の
ろ
い
人
間
共
が
生
ぬ
る
つ

こ
い
言
葉
で
會
話
を
し
た
り
、
京
都
大
學
き
い
ふ
名
ば
か

り
え
ら
さ
う
で
ゝ
質
は
和
製
の
ビ
ス
ケ
ッ
ト
見
た
様
な
、

バ
ラ
ッ
タ
式
建
物
の
中
に
曳
ず
り
込
ま
れ
て
、
全
く
う
ん

ざ
り
し
た
こ
ざ
が
山
に
記
憶
に
残
つ
て
居
る
ｏ
何
事
も
月

花
に
限
る
も
の．
ざ
つ
く
卜
ヽ
考
へ
さ
せ
ら
れ

て
し
ま

つ

こ
０

■
′

渡
搬
や
何
や
で
手
間
取
つ
た
の
で
、
吉
野
に
著
い
た
の

は
七
時
年
を
ま
は
つ
て
居
た
ｏ
そ
れ
で
も
未
だ
宵
の
日
な

の
で
往
な
し
て
居
る
人
も
大
分
あ
る
ｏ
そ
れ
に
道
を
教
へ

ら
れ
て
営
膵
第

一
等
の
旅
宿
だ
ざ
い
ふ
中
村
屋
を
、
澤
の

西
端
に
索
め
て
入
込
む
ざ
、
こ
れ
は
御
生
僣
様
今
夜
は
も

う
遅
い
の
で
風
呂
を
披
い
て
し
ま
つ
た
、
折
角
な
れ
ざ
郵

便
局
の
少
し
下
手
の
何
々
屋

へ
行
つ
て
呉
れ
ま
い
か
ざ
い

ふ
御
挨
拶
。
ひ
ざ
ぐ
古
馨
の
面
目
を
獲
揮
し
た
も
の
ざ
思

九
圏

つ
た
が
、
高

一
他
の
宿
に
も
風
呂
が
な
か
つ
た
ら
復
展
つ

て
来
て
泊
め
て
貰
ふ
ｔ
ざ
に
約
束
し
て
、
兎
に
も
角
に
も

ざ
数

へ
ら
れ
た
家
を
尋
ね
る
ｏ
此
庭
で
も
族
客
は

一
人
も

な
く
て
、
墓
所
を
片
付
け
て
そ
ろ
′
ヽ
寝
よ
う
言
い
ふ
ε

こ
ろ
、
加
之
風
呂
は
愚
か
食
物
も
な
い
ざ
宣
告
さ
れ
て
、

す
ご
′
ヽ
ま
た
さ
つ
き
の
家
に
舞
戻
っ
た
。

そ
れ
で
も
中
村
屋
で
は
大
層
親
切
に
待
遇

し

て
呉

れ

て
、
早
速
湯
を
沸
す
や
ら
飯
を
温
め
る
や
ら
始
め
る
ｏ
其

の
間
に
自
分
は
顔
や
手
を
洗
っ
て
ま
づ
矩
健
に
入
っ
て
足

を
温
め
る
ｏ
冷
た
い
塞
氣
の
中
を
耳
が
凍
る
か
ざ
思
は
れ

る
様
な
思
ひ
を
し
て
花
路
を
迪
つ
て
な
た
揚
句
に
、
矩
撻
一

に
あ
た
り
な
が
ら
温
い
晩
飯
を
食
つ
た
の
で
す
つ
か
り
蘇

生
の
思
を
し
て
し
ま
つ
た
ｏ
あ
ざ
で
冷
た
い
生
鶏
卵
を
騒

る
こ
寒
中
に
ス
ト
ク
プ
に
あ
た
り
乍
ら
ア
イ
ス
タ
リ
ー
ム

を
食
た
昔
の
事
を
思
ひ
出
す
ｏ

一
時
休
ん
で
地
目
を
見
な

が
ら
翌
日
の
行
程
を
大
冊
定
め
て
し
ま
つ
て
か
ら
、
二
階

の
室
に
引
上
げ
て
温
い
そ
し
て
特
筆
の
値
あ
る
清
潔
な
晨

具
に
腱
を
包
ん
だ
時
に
は
、
何
ざ
な
ぐ
此
の
宿
が
自
分
の

篤
め
に
か
う
し
て
存
在
し
て
居
る
の
か
の
様
に
思
は
れ
て

な
ら
な
か
つ
た
。
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山岳

生
　
藤

山

古
い
こ
こ
ろ
で
は
農
商
務
省
地
質
調
査
所
の
東
京
国
幅

を
始
め
、
測
量
部
の
韓
製
二
十
萬
に
、武
、
甲
、
相
三
州
の

境
に
営
つ
て
三
回
山
ざ
記
し
て
あ
っ
た
も
の
が
、
陸
測
五

高
（五
日
市
）
が
出
づ
る
に
及
ん
で
生
藤
山
ざ
改
ま
つ
て
し

ま
つ
た
、
の
み
な
ら
す
其
の
名
の
讀
み
方
さ
へ
吾
々
の
ナ

ー
タ
〃
で
は
近
頃
迄
不
明
で
あ
つ
た
。
此
の
邊
の
地
理
を

記
し
た
も
の
で
生
藤
山
の
名
の
見
え
て
居
る
の
は
．
自
分

の
知
っ
て
居
る
虜
で
は
例
の
武
蔵
通
志
で
（「
山
岳
」
第
十

一
年
第

一
琥

一
二
一
頁
）
、軍
茶
利
ざ
い
ふ
山
の
異
霧
ざ
し

て
あ
つ
て
、
而
も
三
回
山
ざ
は
別
に
取
扱
つ
て
あ
る
ｏ
同

書
に
よ
る
ざ
此
の
附
近
に
は
省
芽
九
山
ゝ
連
行
峰
な
ご
の

峰
が
あ
る
ざ
い
ふ
。
さ
あ
さ
う
な
る
こ
も
う
直
に
行
て
見

た
く
な
る
。
勿
論
石
老
山
の
岩
や
樹
の
様
に
是
等
の
峰
頭

に

一
々
札
が
立
て
居
て
、
自
分
の
様
な
無
鐵
砲
な
人
間
が

一
人
で
出
か
け
て
も
い
き
な
り
わ
か
る
評
で
も
な
い
が
ゝ

そ
れ
程
種
々
の
峰
が
Ｅ
別
し
得
る
ざ
な

る
こ

一
寸
其
の

地
だ
け
で
も
見
て
置
き
度
い
。
昨
日
も
小
佛
峠
か
ら
此

よ
い
方
な
の
で
、
殊
に
陣
場
迄
は
時
間
が
か
ゝ
る
割
合
に

不
几
で
あ
つ
た
こ
ど
の
記
憶
が
あ
る
か
ら
．
横
道
を
し
て

石
老
山

へ
そ
れ
て
し
ま
つ
た
の
だ
が
、
今
日
は
是
非
共
生

藤
山
を
つ
き
ざ
め
て
見
た
い
ざ
い
ふ
希
望
が
あ
る
０

停
車
場
前
の
何
々
館
な
ざ
ざ
い
ふ
の
ご
異
つ
て
、
古
騨

の
宿
で
は
早
立
ち
な
ぎ
を
望
む
の
は
無
理
で
も
あ
る
し
、

寒
い
の
に
早
く
飛
起
る
の
も
ち
Ｅ
恐
縮
な
の
で
、
時
間
は

萬
事
先
方
ま
か
せ
ざ
い
ふ
こ
重
に
し
て
置
く
。
そ
れ
で
も

六
時
年
に
は
起
き
て
焚
付
け
た
ら
し
い
か
ら
、
七
時
に
な

つ
た
の
で
温
い
床
か
ら
は
ひ
出
す
こ
ざ
に
す
る
。
下
で
火

を
燃
す
ざ
恐
ろ
し
く
畑
る
三
階
な
の
で
、
急
い
で
下
へ
降

り
て
見
る
こ
、
も

，
日
が
山
の
端
に
さ
し
て
ゝ
天
氣
の
中

分
な
い
こ
Ｅ
を
示
し
て
居
る
ｏ
表
へ
出
て
見
る
こ
昨
夜
降

つ
た
霜
は
雪
の
如
く
に
自
く
、
水
鉢
の
面
に
は
厚
氷
が
張

り
つ
め
て
居
る
。
洗
面
を
済
す
ざ
も
う
矩
撻
に
火
が
入
て

居
る
の
で
、
早
速
あ
た
る
こ
ざ
に
す
る
ざ
、
宿
の
娘
が
後

か
ら
笏
織
を
著
せ
て
呉
れ
る
ｏ
東
京
の
生
活
か
ら
考
へ
る

朝
か
ら
矩
撻
に
入
る
な
ざ
は
質
に
贅
澤
な
話
だ
。
吾
々

の

一
ざ

連
脈
を
体
つ
て
見
た
か
っ
た
の
だ
が
、
時
間
が
遅
か
っ
た

の
で
、
ま
づ
陣
場
ケ
峰
か
遠
く
も
和
田
峠
ま
で
達
す
れ
ば

◎
維
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

の
如
き
も
の
は
寒
ぐ
ご
も
や
つ
ざ
手
の
先
を
火
鉢
に
か
ざ

す
外
は
、
寒
中
だ
さ
で
何
等
焼
房
装
置
の
な
い
室
内
に
ふ

九
五
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年 三 十 第

◎
維
　
　
　
　
銀
　
　
北
相
の
一
角

る
え
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ｏ
左
な
く
ば
す
つ
ざ

高
筒
な
ガ
ス
ス
ト
ウ
プ
か
電
気
ス
ト
ウ
ヴ
を
用
ひ
る
こ
こ

に
な
る
が
、刑
金
が
法
外
に
高
い
の
は
別
問
題
こ
し
て
も
、

室
内
の
器
具
や
造
作
は
甚
し
く
損
す
る
上
、
辻
村
君
の
言

草
で
は
な
い
が
喜
ぶ
の
は
天
丼
裏
の
鼠
ば
か
り
ｏ
日
本
の

家
屋
に
は
矢
張
矩
撻
が
相
営
し
て
居
る
の
だ
。
そ
れ
を
腱

裁
を
氣
に
し
た
り
見
得
を
張
た
り
し
て
用
ひ
ず
に
居
る
都

會
の
生
活
は
先
づ
愚
な
も
の
だ
ざ
思
は
れ
る
ｏ

矩
腱
の
中
で
朝
飯
を
食
っ
た
り
な
ざ
し
て
、
ひ
ざ
ぐ
氣

が
落
著
い
て
し
ま
つ
た
の
で
、
宿
を
出
た
の
は
八
時
年
に

な
つ
て
し
ま
つ
た
。
國
道
か
ら
右
に
切
れ
て
澤
井
に
通
す

る
道
の
角
ま
で
途
っ
て
貰
っ
て
、
五
六
間
坂
路
を
上
る
こ

右
か
ら
轍
の
あ
る
可
な
り
幅
の
廣
い
道
が
な
る
ｏ
和
田
峠

を
馬
力
が
通
る
Ｅ
宿
で
聞
い
た
の
は
ち
ざ
誇
大
に
過
ぎ
る

ざ
は
思
つ
た
が
、
兎
に
角
和
田
の
部
落
ま
で
は
荷
車
の
通

ふ
程
の
よ
い
路
で
あ
る
ｏ
鐵
道
の
踏
切
を
こ
え
る
ご
路
は

澤
井
川
の
左
岸
に
滑
ラ
て
下
り

一
方
に
な
る
ｏ
二
三
丁
も

行
く
ご
右
側
の
崖
に
金
比
羅
な
ぎ
の
石
碑
が
建
て
て
あ
つ

て
、
そ
の
わ
き
か
ら
温
い
清
水
が
湯
気
を
立
て
ゝ
滉
出
し

て
居
る
ｏ
澤
井
川
の
河
原
に
は
田
が
少
し
許
り
出
来
て
居

九
六

る
、
そ
し
て
其
の
下
流
を
街
道
が
横
切
る
あ
た
り
は
数
十

丈
の
懸
崖
で
、
極
小
規
模
の
瀞
の
様
に
な
つ
て
居
る
あ
た

り
は
、
草
木
の
葉
の
あ
る
頃
は

一
寸
見
る
に
堪
ゆ
る
景
で

あ
ら
う
ｏ
吉
野
か
ら
二
十
分
許
で
澤
井
川
を
渡
つ
て
日
野

の
部
落
に
入
る
ｏ
旭
は
不
和
な
村
落
に
曖
か
い
光
を
投
げ

か
け
て
、
如
何
に
も
新
春
ら
し
い
氣
持
に
な
る
ｏ
光
の
邊

で
は
大
人
も
子
供
も
今
日
は
破
魔
弓
を
作
る
に
は
し
い
０

雄
竹
を
割
て
弓
を
造
り
、
簸
な
ざ
に
生
て
居
る
箱
根
竹
を

四
本
そ
ろ

へ
て
矢
を
造
り
、
之
を
恭
し
く
山
の
紳
に
上
る

の
で
、
二
十
一
日
の
未
明
に
四
方
に
向
つ
て
射
る
の
だ
さ

い
ふ
。
今
し
も
向
の
農
家
か
ら

一
組
の
高
歳
が
出
て
来
る

こ
、
四
五
人
集
ま
つ
て
日
向
ぼ
つ
こ
を
し
て
居
た
若
者
達
一

が
、
高
歳
ナ
ン
は
初
め
て
だ
か
ら
何
か
御
目
出
度
い
物
を

安
ぐ
や
っ
て
貰
は
う
ざ
言
ひ
な
が
ら
餞
を
や
る
こ
、
二
人

は
具
面
日
で
何
か
謳
ひ
出
す
ｏ
日
野
の
鎮
守
御
岳
脚
祗
は

左
手
の
山
腹
に
あ
つ
て
、
数
十
階
の
石
僣
の
上
に
立
派
な

鳥
居
が
立
つ
て
居
る
ｏ
御
岳
紳
虚
の
直
手
前
か
ら
左
に
小

征
が
あ
つ
て
、
丘
を
こ
え
て
開
野
に
達
す
る
間
道
だ
〓
い

ふ
。日

野
か
ら
数
丁
上
流
に
は
中
里
ざ
い
ふ
何
さ
な
く
威
じ
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山岳

の
悪
い
部
落
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
過
ぎ
る
Ｅ
や
が
て
右
か

ら
栃
谷
川
が
出
て
木
て
、
澤
井
川
に
合
流
す
る
所
に
字
落

合
の
部
落
が
あ
る
ｏ
澤
井
川
の
右
岸
に
あ
る
鎮
守
の
春
日

紳
蔵
の
側
に
は
小
學
校
が
あ
っ
て
、
始
業
時
間
に
間
も
な

い
の
か
大
勢
の
子
供
が
橋
を
渡
つ
て
行
く
。
こ
れ
を
見
る

Ｅ
ざ
う
し
た
も
の
か
急
に
自
分
の
小
學
時
代
を

思

ひ
出

す
、
そ
し
て
そ
の
頃
よ
ぐ
學
校
で
出
鱈
目
を
教
は
つ
た
こ

ざ
を
思
浮
べ
る
ｏ
中
學
校
で
習
つ
た
出
鱈
目
の
分
量
は
宙

更
多
い
様
だ
が
、
子
供
の
時
か
ら
頭
に
し
み
込
ん
で
居
る

誤
謬
の
一
つ
は
、
日
本
の
氣
候
に
開
す
る
こ
ど
で
あ
ら
う
。

今
時
そ
ん
な
馬
鹿
を
数
へ
る
學
校
は
日
本
に
は
た
ん
ざ
あ

る
ま
い
が
、
吾
々
の
時
代
に
は
よ
く
海
洋
的
氣
候
で
四
時

春
の
如
し
だ
ざ
か
、
ス
は
極
め
て
温
和
で
あ
る
こ
か
い
ふ

こ
さ
を
吹
込
ま
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
只
に
自
分
の
通

つ
た
學
校
許
り
で
は
な
い
〓
見
え
て
、
今
の
中
年
以
上
の

人
は
大
抵
季
然
ざ
し
て
日
本
の
氣
候
の
温
和
な
こ
Ｅ
を
目

に
し
て
居
る
、
中
に
は
さ
う
言
は
な
い
ざ
氣
が
済
ま
な
い

様
な
の
も
あ
る
ら
し
い
ｏ
日
本
の
責
任
あ
る
御
役
所
の
鐵

道
院
で
、
遊
覧
外
客
の
篤
に
出
版
し
た

「
遊
寛
日
本
族
客

指
南
」
重
い
ふ
支
那
文
の
も
の
を
舞
見
す
る
こ
、
氣
候
ざ

◎
雑
　
　
　
　
鏃
　
　
北
相
の
一
角

い
ふ
條
下
に
次
の
如
く
記
し
て
あ
る
ｏ
日
本
之
氣
候
ｏ
均

属
温
和
。
絶
無
厳
寒
酷
暑
之
甚
。
し
か
し
段
々
先
の
方
を

讀
ん
で
見
る
ざ
、
流
石
に
事
質
を
自
状
し
な
い
詳
に
も
行
「

か
な
い
ざ
見
え
て
、
以
臓
正
二
月
。
篤
各
期
。
此
季
除
各

地
温
泉
及
浩
海
温
曖
之
地
敷
庭
外
。
概
皆
寒
冷
。
Ｅ
あ
る
。

春
は
無
論
よ
い
に
相
違
な
い
が
、
夏
の
所
は
か
う
だ
、
以

六
七
及
八
月
篤
夏
期
。
而
六
月
雖
稽
覺
炎
熱
。
加
以
梅
雨
。

而
天
氣
陰
鬱
。
人
心
或
篤
不
爽
。
則
於
七
八
月
及
九
月
上

旬
時
ｏ
或
登
山
林
。
或
居
海
濱
ｏ
自
可
納
凛
而
忘
暑
。
こ

れ
で
は
あ
ま
り
温
和
で
は
な
い
様
だ
ｏ
筒
念
の
篤
に
同
様

〔彎

の
書
物
で
英
文
の
も
の

（『
＞
り
＞
Ｚ
¨
曜
ζ
く①】①■

目
目
勲
Ч

〔い
・

Ｑ
“劉
①）
を
見
る
こ
日
Ｆ
‥
〓
日
■
ｏ
Ｆ
∞
８
①塁
ぞ
日
〓

”〓
諄
①

Ч
８
‥
ｏ目
働
ざ
書
出
し
て
置
い
て
、
其
の
二
三
行
下
に
は

Ｈ
”
一∽
”０
０
００
【働
一目
『
．ｐ
●
“
ｐ
【Ч

，
”
魚
日
“①
げ
」
ロ
ツ
ＨЧ
①
Ｘ
ｏ
ｏ
Ｏ
゛
”
”
崚”
●
】①

■

豫
Φ
‥

ｏ
８
静

…

…

こ

あ

る
、
そ

し

て

Ｈ
”
『
ュ
い

＞
暉
∞
お́
■

，
い
魚
　
”げ
〇
い
」∽”
Ｆ

，
一喘
Ｏ
「
碗
①
Ｕ
①゙
口
νぴ
①
】
。　
一Ｆ
Ｏ
Ｆ
う
”
゛
ｍ̈
】“
一Φ
目
のｏ
”

り
の
Ｏ
Ｌ

①
い
①
Φ
砕０

日

Ｏ
“
“
す
】口

”
口
ｐ

一
①
器

一魚
①
囃
８
０
諄
崚

こヽ

一目

て

、

一初
め
の

日
配

Ｅ
い
ふ
形
容
詞
を
完
膚
な
く
打
壊
し
て
あ

る
ｏ
し
か
し
斯
様
な
記
事
は
、
自
分
が
今
書
い
て
居
る
批

評
ざ
同
様
に
決
し
て
悪
意
や
無
責
任
を
以
て
鴛
さ
れ
た
も

九
七



年 三 十 第

◎
難
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

の
で
は
な
く
て
、
必
や
や

目
〓
８
〓
８
ュ
ぞ
に
書
か
れ
た

も
の
で
、
不
た
く
言

へ
ば

Ｓ
目
ｏ”
Ｆ
①ぼ
ョ
ニ
餞
“
”
８
な
の

で
あ
る
。
子
供
の
時
か
ら
再
三
再
四
さ
う
放
へ
込
ま
れ
る

も
の
だ
か
ら
、
も
う
そ
れ
が
す
つ
か
り
頭
の
中
へ
染
込
ん

で
居
て
、
日
本
の
氣
候
の
こ
〓
を
書
く
さ
な
る
こ
、
恰
も

】霊
譲
〓
牙
Φぞ
に

「
温
和
」
〓
書
い
て
し
ま
ふ
が
、
こ
れ
は

戻
し
て
其
の
文
字
通
り
の
意
味
で
は
な
い
の
だ
。
教
育
の

効
果
も
亦
偉
大
な
る
も
の
こ
思
は
ぎ
る
を
得
な
い
。

栃
谷
川
を
小
さ
な
木
橋
で
渡
つ
た
の
は
九
時
十
五
分
過

で
あ
つ
た
。
此
庭
で
路
が
二
岐
し
て
ゝ

一
っ
は
ざ
こ
ま
で

も
澤
井
川
に
つ
い
て
和
田
に
出
る
も
の
ざ
、
も

一
つ
は
國

境
の
尾
根
を
こ
え
て

（ざ
い
ふ
ざ
大
層
意
味
あ
り
氣
に
聞

え
る
が
）
武
州
の
案
下
に
出
る
も
の
で
、
之
を
明
王
峠
ざ

呼
ぶ
の
で
あ
る
ｏ
自
分
は
依
然
澤
井
川
に
滑
う
て
上
る
ざ
、

間
も
な
く
上
澤
井
の
部
落
に
な
る
ｏ
此
庭
か
ら
は
正
面
の

前
山
の
間
に
生
藤
山
の
方
が
現
は
れ
る
ｏ
自
分
は
早
速
上

野
原
ざ
五
日
市
ざ
の
地
囲
を
展
べ
て
見
て
居
る
ざ
、
杖
を

つ
き
な
が
ら
通
り
か
ゝ
つ
た
老
人
が
話
し
か
け
る
ｏ
山

ヘ

行
く
の
だ
ざ
い
ふ
の
を
聞
い
て
昔
三
國
山
あ
た
リ
ヘ
登
つ

た
話
を
始
め
る
の
で
、
こ
れ
幸
ざ
正
面
に
槍
ケ
岳
然
Ｅ
各

九
八

え
る
茅
戸
の
山
を
尋
ね
る
ざ
、
そ
れ
が
豫
て
名
ば
か
り
聞

い
て
居
た
芽
九
だ
ざ
い
ム
の
で
、
自
分
は
跳
上
ら
な
い
許

り
に
し
て
喜
ん
だ
ｏ
其
の
左

（即
ち
西
）
の
肩
に
あ
る
鋸

の
歯
軍
ろ
鮫
の
歯
の
様
な
凸
起
の
中
腹
に
、
昔
か
ら
津
座

明
紳
が
勘
請
し
て
あ
つ
て
、
其
の
祠

へ
は
縄
で
下
ら
な
け

れ
ば
容
易
に
達
せ
ら
れ
な
い
も
の
だ
ざ
い
ふ
ｏ
三
回
山
は

そ
の
ず
つ
ざ
西
に
よ
つ
た
こ
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
茅
九
よ

り
は
低
く
、
頂
上
に
は
丁
事
な
も
の
で
三
回
の
境
界
の
杭

が
立
て
あ
る
ざ
い
ふ
ｏ
生
僣
此
虜
か
ら
は
前
山
の
陰
に
な

つ
て
三
國
山
は
見
え
な
い
の
で
、
軍
に
談
話
だ
け
で
は
分

明
し
難
い
ｏ
霊
荼
利
様
は
そ
の
三
國
に
績
い
た
所
で
あ
る

ざ
謂
ム
の
で
、
頻
り
に
拇
指
を
山
に
見
立
て
ゝ
説
明
し
て

呉
れ
る
が
、
い
く
ら
聞
い
て
も
要
領
を
得
な
い
ｏ
し
か
し

茅
九
の
右
（東
）
に
績
く
連
行
は
そ
れ
ざ
指
示
し
て
貰
つ
た

の
で
直
に
分
明
し
て
し
ま
ふ
。
自
分
は
此
の
老
人
に
厚
く

謝
し
て

一
ざ
足
先
に
行
く
、
別
れ
る
臨
ん
で
私
は
今
年
七

十

一
歳
に
も
な
る
の
だ
か
ら
、
言
つ
た
事
に
は
嘘
儒
は
な

い
ざ
保
證
し
て
呉
れ
た
。

上
澤
井
か
ら
数
丁
進
む
ざ
、
本
流
は
精
右
に
曲
り
、
小

流
が
左
か
ら
合
流
す
る
、
其
の
少
し
上
手
で
道
は
木
橋
を

４
富

ｏ
０

ｏ
０



山岳

渡
る
こ
こ
に
な
る
。
地
同
で
は
和
田
に
行
ぐ
道
は
ぎ
こ
ま

で
も
流
れ
の
左
岸
に
通
じ
て
居
る
が
、
近
頃
は
新
道
が
出

か
み
が
　
は
ら

末
て
、
此
慮

（字
上
河
原
）
で

一
度
右
岸
に
移
つ
て
間
も

な
く
左
岸
に
渡
り
返
す
様
に
な
つ
て
居
る
ｏ
先
程
の
老
人

は
此
庭
か
ら
左
に
切
れ
て
下
岩
か
ら
上
岩
を
経
て
三
國
に

登
れ
ざ
す
ゝ
め
て
呉
れ
た
が
、
自
分
は
も
少
し
本
流
に
浩

う
て
進
ん
だ
ら
、
或
は
三
回
山
を
下
か
ら
眺
め
る
こ
ざ
が

出
来
は
し
ま
い
か
ざ
考
へ
た
の
で
、
橋
上
に
地
固
を
展
べ

て

一
覧
し
た
上
、
兎
も
角
も
和
田
に
向
ふ
こ
こ
に
す
る
。

其
の
序
に
茅
九
、
連
行
等
の
峰
を
地
周
上
に
摸
索
し
て
見

る
こ
、
五
日
市
日
幅
に
生
藤
山
九
九
〇
、
七
米
突
の
記
琥

の
あ
る
所
で
、
そ
の
数
字
の
尾
端
の
右
に
営
つ
て
道
路
が

國
界
の
記
琥
の
南
に
記
し
て
あ
る
峰
が
茅
九
に
該
営
し
、

其
の
右
東
に
到
つ
て
此
の
道
路
が
急
に
左
折
す
る
虜
が
連

行
の
北
裏
に
営
る
の
で
、
此
の
峰
は
五
日
市
ざ
上
野
原
ざ

の
雨
日
に
跨
っ
て
居
る
ｏ
高
距
は

一
千
米
突
を
少
し
超
え

る
が
．
芽
九
よ
り
は
少
し
許
り
高
い
様
に
思
は
れ
る
ｏ
三

國
山
の
本
膿
は
地
日
に
標
石
の
記
琥
の
あ
る
箇
所
で
は
な

ぐ
て
、
そ
れ
よ
り
は
少
し
西
に
寄
て
居
る
ｏ
三
頭
山
か
ら

東
南
に
派
出
し
た
長
い
屋
根
が
、
武
甲
の
境
を
走
っ
て
三

◎
維
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

園
山
に
達
し
、
此
庭
か
ら
は
ま
た
武
相
の
境
を
走
っ
て
主

は
陣
場
や
景
信
山
か
ら
小
佛
時
を
経
て
高
尾
の
画
の
城

に
績
き
、多
犀
川
ざ
馬
入
川
ざ
の
分
水
嶺
を
形
作
る
が
、

山1脈武
甲
の
境
で
は
大
日
峠

（笛
吹
峠
）
の
東
の
九
山

（
一
〇

九
八
米
突
）
迄
は
よ
く

一
千
米
突
以
上
の
高
度
を
保
つ
に

反
し
、
そ
れ
以
東
で
は
漸
ぐ
低
く
な
つ
て
九
山
の
直
東
の

一
峰
Ｅ
其
の
ス
東
の
笹
不
尾
根

（
一
〇
〇
五
米
突
）
ぎ
の

み
が
僅
に
一
千
米
突
以
上
で
あ
る
ｏ
此
の
脈
は
栗
坂
峠
の

附
近
で
最
も
低
下
す
る
が
、
そ
れ
以
東
で
は
漸
く
高
度
を

挨
復
し
、
武
相
境
の
茅
九
、
連
行
に
到
つ
て
悼
尾
の
勇
を

奮
っ
て
再
び
僅
な
り
ざ
も
二
千
米
突
を
突
破
し
て
居
る
ｏ

そ
し
て
連
行
峰
は
責
に
武
相
境
の
最
高
峰
で
あ
る
ｏ

上
河
原
か
ら
先
は
路
は
漸
ぐ
爪
先
上
り
ざ
な
る
が
、
谷

が
狭
ま
る
の
で
山
間
に
入
た
ざ
い
ふ
威
じ
が
し
て
来
る
。

右
は
陣
場
ケ
峰
か
ら
西
南
に
凸
出
す
る
村
界
の
尾
根
で
あ

る
が
、
左
に
は
谷
を
距
て
ゝ
小
山
の
中
腹
に
鷺
在
す
る
農

家
が
見
え
る
ｏ
上
河
原
か
ら
二
十
分
許
上
る
こ
、
下
岩
か

ら
和
田
に
通
す
る
道
路
が
封
岸
に
現
れ
て
。
そ
れ
が
流
れ

を
渡
る
少
し
手
前
に
小
學
校
ら
し
い
家
屋
が
限
に
っ
く
。

そ
の
少
し
上
手
で
左
か
ら
佐
野
川

（叉
鎌
澤
）
が
和
田
川

九
九

(385)



年 三 十 第

◎
維
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

ご
合
流
し
て
居
る
ｏ
此
の
邊
ま
で
末
れ
ば
三
回
山
が
顔
を

出
し
さ
う
な
も
の
ぎ
考
へ
て
居
た
が
、
封
岸
の
山
裾
に
通

ら
れ
て
姿
を
顧
さ
す
、
途
に
其
の
希
望
は
水
泡
に
期
し
て

し
ま
つ
た
。
合
流
貼
の
西
岸
に
は
こ
ん
も
り
し
た
森
が
あ

つ
て
、
中
に
は
鎮
守
の
八
幡
祠
が
あ
る
ざ
い
ふ
。
此
庭
か

ら
あ
ざ
敷
丁
で
和
田
の
部
落
で
あ
る
。
行
手
に
は
立
派
な

道
が
左
曲
右
折
し
て
國
界
の
屋
根

へ
上
る
の
が
見
え
る
。

自
分
は
そ
れ
を
和
田
峠
の
道
か
ざ
怪
ん
で
、
折
柄
末
合
せ

た
青
年
に
尋
ね
る
ぎ
、
和
田
峠
の
北
数
Ｔ
の
地
鷺
を
過
る

醍
醐
峠
で
あ
る
こ
教
へ
て
呉
れ
た
。
勿
論
こ
れ
は
地
国
に

は
記
入
し
て
な
い
も
の
で
、
和
田
の
部
落
を
出
て
間
も
な

く
彙
下
峠
の
道
Ｅ
わ
か
れ
、
業
下
峠
が
谷
間
を
行
く
の
ざ

異
つ
て
明
る
い
山
の
ヒ
ラ
を
上
る
様
に
な
つ
て
ゐ
る
ｏ
此

庭
に
言
ふ
案
下
峠
ざ
は
所
謂
和
田
峠
の
こ
Ｅ
で
、
案
下
に

通
す
る
こ
こ
ろ
か
ら
か
く
呼
ぶ
の
だ
が
、
小
原
町
の
底
澤

か
ら
案
下
に
越
え
る
道
に
も
案
下
峠
ざ
謂
ふ
名
が
あ
る
。

此
の
外
筒
相
模
の
北
境
か
ら
案
下
に
達
す
る
峠
は
、
栃
谷

川
に
溜
う
て
上
略
明
王
峠
ざ
、
陣
場
ケ
峰
の
直
市
東
を
通

る
南
郷
峠
ざ
が
あ
る
ｏ
明
王
は
峰
の
名
に
こ
つ
た
も
の
で
ゝ

南
郷
は
陣
場
の
お
っ
か
へ
し
が
南
郷
だ
ざ
い
ふ
庭
か
ら
斯

一
〇
〇

様
な
名
を
得
た
も
の
だ
Ｅ
い
ふ
説
明
を
聞
い
た
。
若
‐ノ案

下
で
聞
乱
し
た
ら
是
等
の
峠
に
は
更
に
別
の
名
が
っ
け
ら

れ
て
居
る
こ
ざ
だ
ら
う
が
、
未
だ
其
の
機
會
の
な
い
の
を

遺
憾
ざ
す
る
ｏ
（其
の
後
此
の
邊
を
再
探
し
て
大
に
得
る
慮

が
あ
つ
た
か
ら
、
委
細
は
次
琥
に
記
す
考
へ
で
あ
る
）
。

兎
に
角
和
田
迄
末
た
こ
ざ
故
、
此
庭
か
ら
案
下
峠
な
い

醍
醐
峠
な
り
の
道
に
よ
つ
て
境
界
の
屋
根
に
出
て
、
そ
れ

を
偉
つ
て
生
藤
山
の
方
に
行
て
見
た
く
も
あ

つ
た

の
だ

が
、
小
い
な
が
ら
も
佐
野
川
の
狭
い
谷
が
何
Ｅ
な
く
氣
ャ

引
い
た
の
で
、
急
に
方
向
憂
換
を
や
っ
て
和
田
川
を
右
岸

に
渡
る
こ
ざ
に
す
る
。

一
旦
急
に
川
ま
で
Ｔ
っ
て
復
急
に

封
岸
に
上
る
ざ
、
山
腹
に
は
不
坦
な
路
が
佐
野
川
の
左
岸

に
通
じ
て
ゐ
る
ｏ
顧
て
東
を
望
む
ざ
根
張
り
の
あ
る
陣
湯

ケ
峰
が
直
目
睫
の
間
に
追
る
ｏ
や
が
て
佐
野
川
を
渡
っ
て

鎌
澤
の
人
家
が
現
は
れ
る
こ
、
北
に
は
連
行
峰
か
ら
芽
九

山

一
帯
の
地
が
仰
が
れ
る
が
、
三
國
山
は
依
然
ざ
し
て
姿
一

を
見
せ
な
い
。
此
庭
で
山
の
様
子
を
尋
ね
る
こ
昔
し
軍
荼

利
様
を
勘
請
し
た
峰
は
三
國
山
の
西
に
営
る
や
ゝ
低
い
も

の
で
あ
る
が
、
今
は
其
の
祠
を
賀
山
即
ち
佐
野
川
Ｅ
境
川

こ
の
分
水
嶺
の
尾
根
で
、
三
國
を
経
て
檜
原
村
に
通
す
る

Ａ
ｕ

ｏ
９

亀
リ



山
tユ

冒

道
が
南
北
に
走
っ
て
あ
る
尾
根
へ
移
し
て
、
此
庭
を
標
茶

利
様
ざ
崇
め
て
あ
る
こ
い
ふ
こ
ざ
が
剣
り
、
ス
生
藤
山
ざ

は
三
園
山
ざ
同

一
だ
さ
い
ふ
こ
こ
を
も
数
へ
て
貰
つ
た
。

此
虔
か
ら
数
丁
鎌
澤
の
右
岸
を
上
り
、
熊
野
紳
蔵
の
側

か
ら
西
に
折
れ
て
小
流
を
左
に
見
乍
ら
上
る
ぎ
登
里
ざ
い

ふ
不
和
な
小
部
落
に
出
る
ｏ
時
針
は
も
う
十

一
時
年
を
指

し
て
、
日
向
の
暑
い
こ
ざ
は
到
底
寒
中
ざ
は
想
像
も
つ
か

な
い
。
路
傍
に
は
南
天
が
ま
る
で
野
生
の
様
な
状
を
呈
じ

て
生

へ
て
ゐ
る
が
、
其
の
赤
い
質
は
鳥
も
啄
去
ら
な
い
の

か
累
々
Ｅ
し
て
美
し
い
。
山
に
は
カ
ン
ハ
の
本
が
澤
山
あ

る
が
、
年
野
生
的
ざ
思
は
れ
た
。
清
水
が
絶
え
ず
温
れ
て

ゐ
る
井
戸
で
冷
い
水
を
思
ふ
さ
ま
飲
ん
で
や
つ
ぎ
甦
た
思

を
し
て
、
序
に
舞
営
を
ざ
も
考
へ
た
が
、
日
向
が
如
何
に

も
暑
い
の
に
避
易
し
て
日
蔭
を
索
め
な
が
ら
登
里
の
南
の

坂
路
を
登
る
ざ
、
此
庭
か
ら
は
北
に
茅
九
か
ら
連
行
へ
績

ぐ
峰
、
そ
れ
か
ら
東
に
ま
は
つ
て
醍
醐
峠
が
剣
然
ざ
順
は

れ
、
彙
下
峠
は
陣
場
の
北
の
山
蔭
に
隠
る
ゝ
邊
う
が
、
丁

度
具
南
か
ら
照
る
日
に

一
本

一
草
ま
で
明
に
看
取
出
ホ
る

程
で
あ
る
ｏ
日
蔭
で
は
な
い
が
山
の
端
で
凛
い
風
が
吹
ぐ

ぎ
、
路
傍
に
大
木
の
幹
が
ニ
ツ
三
ツ
韓
し
て
あ
る
の
で
、

０
維
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

こ
れ
幸
ざ
此
庭
で
休
憩
す
る
こ
ざ
に
す
る
ｏ
本
来
登
里
か

ら
直
西
に
墓
地
の
傍
の
小
径
を
登
る
ざ
軍
荼
利
様
に
出
る

筈
に
聞
い
て
居
た
が
、
偶
然
こ
ゝ
に
登
つ
て
眺
望
の
よ
い

の
に
却
て
其
の
儀
倖
を
喜
ん
だ
ｏ
此
の
道
は
古
く
か
ら
佐

野
川
ざ
上
岩
ざ
の
交
通
路
で
、
其
の
中
途
か
ら
分
れ
て
三

回
山
を
こ
え
て
檜
原
村
に
出
る
主
要
な
道
で
あ
る
か
ら
、

古
い
五
高
の
地
日
に
も
立
派
に
記
し
て
あ
る
ｏ

散
々
眺
望
を
貧
っ
て
か
ら
零
時
五
分
い
よ
′
ヽ
出
螢
す

る
ｏ
小
し
上
つ
て
か
ら
右
に
曲
る
ざ
忽
ち
南
が
展
け
て
、

富
嶽
ざ
其
の
麓
に
婚
る
群
山
が

一
塑
に
集
る
の
は
楡
快
で

あ
る
ｏ
大
腱
西
を
指
し
て
下
り
氣
味
に
山
腹
を
億
ふ
ざ
、

下
岩
か
ら
の
道
に
會
す
る
ｏ
此
虚
に
馬
頭
親
詈
の
如
き
小

石
佛
が
立
て
居
て
、
右
側
に
は

「
右
　
さ
の
川
道
　
享
和

三
癸
亥
歳
」
、左
側
に
は

「
左
　
飛
の
原
み
た
け
道
　
十
二

月
日
」
云
々
Ｅ
刻
ん
で
あ
る
。
自
分
は
年
代
崇
奔
家
で
は

な
い
が
、
斯
様
な
山
路
に
百
十
五
年
も
前
に
立
て
ら
れ
た

道
じ
る
べ
が
、
そ
の
ま
ゝ
に
遺
つ
て
居
る
の
に
出
逢
ふ
の

は
是
に
嬉
し
い
氣
が
す
る
ｏ

上
岩
よ
り
の
道
に
合
し
て
か
ら
は
大
膳
北
に
向
つ
て
登

る
の
で
あ
る
が
、
右
の
方
の
眺
が
な
い
代
り
に
左
に
は
大

一
〇

一

(3〔〕7)



年 二 十 第

◎
維
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

菩
薩
の
連
嶺
が
現
は
れ
て
．
其
の
前
に
立
は
だ
か
る
届
山

Ｅ
様
現
山
が
極
め
て
分
明
で
あ
る
。
殊
に
椎
現
山
は
甚
だ

雄
大
で
、
其
の
北
裏
に
は
残
雲
班
々
た
る
も
の
が
あ
る
ｏ

少
し
行
く
ざ
道
が
復
二
岐
し
て
、
そ
こ
に
も
古
い
小
石
が

置
か
れ
て
右
山
道
、
左
ひ
の
は
ら
道
ご
深
ぐ
刻
ま
れ
て
居

る
ｏ
此
の
邊
か
ら
は
路
が
幾
本
に
も
分
れ
て
は
ま
た
合
す

る
が
、
そ
の
中
で
極
右
に
寄
た
も
の
は
山
路
ら
し
く
。
濫

二
生
藤
山

二
於
テ
草
木
フ
探

ノン
ベ
カ
ラ
ズ
云
々
の
標
木
さ

へ
眼
に
つ
い
た
。
此
の
杭
に
は
生
藤
に
セ
イ
ト
ク
ざ
振
俄

名
が
あ
っ
た
が
、
シ
ャ
ク
ト
ウ
ざ
云
ふ
方
が
正
し
い
ざ
考

へ
ら
れ
る
ｏ
上
る
に
従
つ
て
道
は
尾
根
を
通
る
様
に
な
る

の
で
、
木
立
を
通
し
て
右
の
方
陣
場
か
ら
生
藤
山
に
連
る

方
が
見
え
て
な
る
ｒ
し
か
し
三
國
山
は
今
自
分
の
登
つ
て

行
く
尾
根
の
蔭
ざ
な
つ
て
全
ぐ
望
む
こ
Ｅ
が
出
来
な
い
。

枯
れ
た
薄
や
カ
シ
ハ
な
ぎ
の
雑
木
の
間
に
は
ノ
イ
バ
ラ
が

大
分
あ
っ
て
、
雪
解
に
滑
つ
て
あ
は
て
ゝ
欄
む
ざ
ひ
ざ
い

日
に
あ
ふ
ｏ
九
百
米
突
の
困
に
入
つ
て
か
ら
間
も
無
く
相

甲
雨
州
の
境
に
な
る
の
だ
が
「
此
の
邊
か
ら
は
左
右
の
眺

望
が
益
々
よ
く
な
る
ざ
共
に
傾
斜
も
少
く
な
る
の
で
、
山

を
眺
め
な
が
ら
歩
い
て
も
左
ま
で
足
元
の
用
心
は
い
ら
な

一
〇
二

い
。
そ
に
で
も
上
り

一
方
な
の
ざ
午
少
し
過
の
日
を
背
負

っ
て
居
る
の
で
暑
い
こ
Ｅ
甚
し
い
。
時
折
カ
ン
′、
の
蔭
な

ぎ
に
あ
る
残
雪
を
目
に
入
れ
る
こ
、
丁
度
夏
の
上
用
中
に

高
山
の
上
で
残
雲
を
得
て
元
氣
を
依
復
す
る
の
ざ
同
じ
様

な
心
持
に
な
る
ｏ

佐
野
川
ざ
井
戸
澤
の
分
水
嶺
の
カ
ン
ハ
や
若
い
ミ
ゾ
ナ

ラ
な
ざ
が
雑
生
し
て
あ
る
尾
根
を
、
散
々
登
つ
て
い
よ
い

よ
少
し
下
り
ざ
な
る
こ
、
正
面
に
現
れ
た
の
は
久
懸
の
三

國
山
で
、
三
頭
山
か
ら
東
南
に
引
い
た
武
州
西
南
境
の
長

い
尾
根
に
此
の
甲
相
境
の
尾
根
が
丁
字
形
に
縫

が

る
所

に
、
土
饉
頭
の
様
な
形
で
、
頂
に
笠
松
が

一
本
あ
る
小
山

が
夫
で
あ
る
ｏ
其
の
直
右
に
は
例
の
三
角
鮎
の
あ
る
峰
が

少
し
竪
に
な
り
、
一
旦
凹
ん
で
か
ら
茅
九
の
実
峰
ざ
な
る
ｏ

三
園
山
に
は
ミ
ゾ
ナ
ラ
が
多
く
、
中
に
は
可
な
り
の
老
木

も
見
え
る
ｏ
自
分
は
も
う
嬉
し
ぐ
な
っ
て
雪
に
滑
る
路
を

駈
降
る
ざ
、
小
鞍
部
が
あ
っ
て
右
側
に
は
直
接
佐
野
川
に

下
る
間
道
の
下
り
口
で
ヽ
も
あ
る
か
標
本
が

一
本
立
て
居

る
ｏ
檜
原

へ
越
え
る
馬
道
は
三
國
山
の
南
側
を
通
つ
て
、

其
の
次
の
三
角
鮎
の
あ
る
峰
の
北
側
を
廻
り
、
再
び
茅
九

の
南
腹
を
具

一
文
字
に
横
切
っ
て
か
ら
復
も
連
行
へ
績
く

(388)



肛I織

方
か
ら
北
側
を
縫
う
て
行
ぐ
ｏ
自
分
は
三
國
山
の
絶
頂
に

登
ら
う
ざ
、
馬
道
か
ら
別
れ
る
小
径
を
求
む
る
Ｅ
、
其
虎

に
は
何
を
祀
つ
た
の
か
殷
子
形
の
高
さ
一
尺
餘
の
石
嗣
が

あ
つ
て
．
紳
洒
で
も
捧
げ
た
も
の
か
小
さ
い
竹
筒
な
ざ
が

五
っ
六
つ
、
中
に
は
新
し
い
も
の
も
見
え
た
の
は
、
今
で

も
参
詣
者
の
あ
る
証
擦
で
あ
る
ｏ
茅
九
の
西
腹
に
祀
っ
た

津
座
明
紳
の
祠
を
後
年
比
の
嶺
上
に
安
置
し
た
こ
ざ
が
あ

る
こ
耳
に
し
た
か
ら
、
或
は
此
の
小
石
籠
が
即
ち
そ
れ
で

あ
る
か
ざ
う
か
後
末
閥
明
を
要
す
る
こ
ざ
ゝ
思
ふ
ｏ
（其
の

後
こ
れ
は
現
今
で
は
山
王
大
明
紳
ざ
崇
め
ら
れ
て
あ
る
こ

こ
が
分
明
し
た
）。

若
い
ミ
ゾ
ナ
ラ
や
其
他
の
雑
本
の
間
を
十
間
許
も
上
る

こ
、
直
に
頂
上
の
笠
松
の
下
に
著
い
た
。
時
に
午
後

一
時

三
十
分
ｏ
自
分
は
直
に
あ
た
り
を
あ
る
き
廻
つ
て
園
界
の

標
本
を
求
め
た
が
、
途
に
其
の
片
影
を
だ
も
認
む
る
こ
ざ

が
出
来
な
か
つ
た
。
し
か
し
地
勢
か
ら
按
し
て
こ
れ
が
三

園
の
界
に
あ
る
こ
ざ
に
つ
い
て
は
竜
末
も
疑
を
挟
む
の
餘

地
は
な
い
の
だ
か
ら
、
安
薄
し
て
再
び
笠
松
の
根
元
に
腰

を
下
し
て
一
体
す
る
ｏ
眺
望
は
茅
九
其
他
で
東
の
方
を
遮

断
さ
れ
る
外
、
北
、
西
、
南
に
か
け
て
は
質
に
雄
大
で
あ

◎
雑
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

る
ｏ
し
か
し
同
じ
連
版
の
小
佛
峠
ざ
違
っ
て
赤
石
山
系
の

方
が
限
に
入
ら
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
ｏ

一
ご
通
り
遠
景

を
眺
め
経
つ
て
か
ら
近
虞
の
地
勢
を
見
る
ｏ
土
餞
頭
の
如

き
形
を
し
た
三
國
山
は
小
い
峰
で
、
直
其
の
東
に
連
る
の

は
南
ス
は
北
か
ら
遠
望
す
る
ざ
大
岳
山
頂
か
ら
望
ん
だ
日

光
の
女
貌
山
然
た
る
形
の
峰
で
あ
る
ゝ
こ
れ
の
西
端
の
凸

鮎
に
九
九
〇
．
七
ざ
測
れ
た
三
角
鮎
が
あ
つ
て
、
三
回
山

よ
う
は
三
十
米
突
近
く
も
高
い
で
あ
ら

，
。
此
の
峰
の
東

に
は
二
っ
三
つ
の
鋸
歯
を
こ
え
て
直
に
芽
九
に
連
り
、
夏

に
精
下
っ
て
頭
の
不
か
な
峰
を
経
て
，
そ
れ
よ
り
も
高
い

連
行
に
績
く
の
で
あ
る
ｏ
此
の
茅
九
ざ
連
行
こ
の
間
の
峰

は

ロ
ン
グ
チ
ざ
聞
い
た
が
そ
れ
に
あ
て
る
漢
字
は
不
明
で

あ
る
ｏ
三
國
山
の
西
で
は
連
脈
が
西
北
に
折
れ
て
一
度
グ

ッ
ト
低
ま
♭
、
夏
に
隆
起
し
て
、
三
國
山
よ
い
は
少
し
低

い
が
、
頂
上
の
扁
不
な
そ
し
て

一
株
の
大
き
な
ミ
ゾ
ナ
ラ

の
あ
る
軍
茶
利
山
Ｅ
な
る
の
で
あ
る
ｏ
行
政
上
か
も
言
へ

ば
連
行
、
ロ
ク
グ
チ
、
茅
九
、
其
の
西
の
一
峰
は
武
相
の

境
に
立
ち
、
軍
茶
利
は
明
に
武
甲
の
境
に
位
す
る
も
の
で

あ
る
ｏ

事
の
序
を
以
て
解
決
し
て
置
ぐ
必
要
の
あ
る
の
は
例
の

一
〇
二

(3〔〕9)
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０
雑
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

生
藤
Ｅ
い
ふ
名
藤
で
あ
る
ｏ
若
し
地
固
上
に
生
藤
山
ざ
記

し
て
測
黙
を
置
い
て
あ
る
峰
に
此
の
名
を
専
有
さ
せ
る
こ

こ
ゝ
す
れ
ば
造
作
は
な
い
の
だ
が
、
さ
う
す
る
Ｅ
此
の
名

を
以
て
軍
茶
利
山
の
異
稀
ざ
す
る
武
蔵
通
志
の
記
事
に
低

鯛
す
る
ｏ
そ
こ
で
郡
村
誌
を
見
る
こ
左
の
如
き
記
事
が
あ

る
ｏ三

國
山
票
に
鋼
叫
は
い
浦
部

ニ
ア
リ
渭
壇
百
八
十
丈
五
尺

嶺
上
ヨ
ソ
三
分
ン
テ
北

′、
本
村
原
相
字
南
郷

二
東
南

‐　
で　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ャ
ン
ト
ツ
サ
ン

ハ
相
州
津
久
井
郡
佐
野
川
村
学
生
藤
山

二
西
ハ
甲
州

都
留
郡
桐
原
村

二
属
ス

髯
ダ
が
ぼ

雄
、翻
剛
トニ
や
ハ
同
方
部

ニ
ア
ソ
高

‐三
百
八
十
四

丈
九
尺
峰
頭
ョ
リ
雨
分
ン
テ
北
ハ
本
村
Ю
続
字
南
郷

二
南

ハ
佐
野
川
村
字
生
藤
山

二
属
ス

芽
九
山
巳
午
ノ
間

ニ
ア
ソ
高
三
百
九
十
九
丈
九
尺
峯
上

ヨ
ソ
雨
分
シ
テ
北

ハ
本
村
字
南
郷

二
南

ハ
佐
野
川
村

学
生
藤
山

二
属
ス

因
是
槻
之
生
藤
山
ざ
い
ふ
の
は
決
し
て
軍
獨
な
峰
の
稗
呼

で
は
な
く
て
、
芽
九
及
び
そ
の
以
西
三
園
山
に
至
る
あ
た

り
の
山
峰
を
か
ぐ
絶
藤
す
る
も
の
だ
ら
う
ざ
想
像
す
る
に

難
く
な
い
ｏ
現
に
前
も
掲
げ
た
通
り
下
岩
か
ら
三
國
に
通

】
〇
四

す
る
道
ざ
佐
野
川
か
ら
三
国
に
赴
ぐ
道
ざ
が
合
す
る
少
し

上
手
に
生
藤
山

二
於
テ
濫

二
草
木
フ
探

／
ベ
カ
ラ
ズ
云
々

の
標
木
を
存
す
る
こ
ざ
か
ら
見
て
も
生
藤
山
が
只
一
個
の

峰
の
名
で
な
い
こ
こ
が
知
れ
る
、
只
上
記
の
郡
村
誌
を
見

て
疑
間
の
起
る
の
は
、此
に
謂
ふ
軍
茶
利
山
な
る
も
の
が
、

自
分
が
先
に
述
べ
た
武
甲
界
の
山
ざ
は
別
の
ざ
の
ざ
考
ヘ

ら
れ
る
こ
こ
で
あ
る
ｏ
筒
こ
ゝ
に
注
意
す
べ
き
は
軍
茶
利

を
勘
請
し
た
の
は
相
州
佐
野
川
や
甲
州
井
戸
村
で
や
つ
た

こ
こ
で
、
此
の
郡
村
誌
は
武
州
檜
原
村
で
調
製
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
其
の
間
に
多
少
の
誤
が
潜
入
し
得
な
い
ざ

は
限
ら
な
い
こ
ざ
で
あ
る
ｏ
兎
に
角
此
の
邊
の
山
名
は
今

後
筒
精
細
に
調
査
す
る
餘
地
の
存
す
る
こ
ざ
は
言
ふ
迄
も

な
い
の
で
あ
る
ｏ
其́
の
後
武
、
甲
、
相
三
園
界
の
連
山
を

再
探
♪
て
、是
等
の
名
稗
や
峰
頭
の
高
距
を
調
べ
た
か
ら
、

其
の
詳
細
は
衣
琥
の
誌
上
に
披
涯
す
る
考
へ
で
あ
る
）ｏ

今
日
は
月
の
出
も
少
し
は
遅
れ
る
筈
で
あ
る
か
ら
山
上

に
長
居
は
不
得
策
故
、

一
時
四
十
分
再
び
結
束
し
て
三
國

の
山
頂
を
東
に
下
っ
た
。
こ
れ
は
三
國
山
の
直
東
で
道
が

二
岐
し
て
、

一
は
芽
九
か
ら
連
行
の
方
へ
、

一
は
急
に
北

へ
Ｅ
澤
を
下
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
若
し
や
分
岐
黙
に
示

∩
ｖ

Ｑ
υ

ｎ
０



山岳

道
標
で
も
あ
り
は
し
ま
い
か
ざ
考
へ
た
か
ら
で
あ
る
ｏ
然

し
其
庭
に
は
何
物
も
な
く
て
、
下
る
方
の
路
は
よ
く
ふ
め

て
は
ゐ
る
が
恐
ら
く
友
燒
小
屋
へ
で
も
通
す
る
も
の
ざ
考

へ
る
よ
り
外
仕
方
は
な
か
つ
た
ｏ
自
分
は
こ
れ
か
ら
茅
九

に
上
つ
て
見
た
か
つ
た
が
、
時
間
に
餘
愁
の
な
か
つ
た
の

ご
、
西
方
に
見
え
る
山
々
に
引
つ
け
ら
れ
た
の
で
、
三
國

の
南
を
廻
つ
て
か
ら
西
北
に
武
甲
の
境
を
迪
る
こ
ざ
ゝ
し

た
。
三
回
の
西
側
を
下
り
氣
床
に
進
む
ざ
正
面
に
ミ
ヅ
ナ

ラ
を
戴
く
軍
茶
利
山
が
見
え
て
、
其
の
背
後
に
は
そ
れ
よ

り
も
少
し
高
い
無
名
の
一
峰
が
あ
る
ｏ
左
右
の
草
木
は
茂

つ
て
は
ゐ
る
が
路
は
よ
ぐ
踏
め
て
居
る
の
で
迷
ふ
恐
れ
は

少
し
も
な
い
。
左
の
方
の
山
腹
に
は
ミ
ゾ
ナ
ラ
が
大
分
あ

つ
て
、
そ
れ
を
友
や
新
に
す
る
篤
に
樵
夫
が
入
込
む
ざ
見

え
て
二
三
の
細
征
が
縦
横
に
走
つ
て
居
る
ｏ
右
は
矢
澤
の

支
流
軍
茶
利
澤
に
注
ぐ
ス
ズ
ガ
フ
ざ
か
い
ふ
小
澤
で
あ
る

が
、
其
の
一
部
に
は
少
数
の
桑
が
植
ゑ
て
あ
つ
た
様
に
朧

気
に
記
憶
す
る
ｏ
北
側
に
は
残
雲
が
大
分
あ
つ
て
兎
角
滑

ｂ
易
い
。
谷
間
に
は
友
竃
が
在
る
ざ
見
え
て
畑
が
立
上
る
ｏ

軍
茶
剰
山
の
頂
上
を
過
る
の
だ
ろ
う
ざ
考

へ
て
居
た
路
は

漸
く
山
の
北
裏
に
向
ふ
の
で
、
左
へ
鍛
を
排
し
て
登
ら
う

０
雑
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

ざ
し
た
が
、
宛
然
十
回
峠
附
近
の
山
の
様
に
ハ
コ
ネ
ダ
ケ

が
繁
っ
て
居
る
の
で
、
途
に
断
念
し
て
路
を
行
く
こ
こ
に

す
る
ｏ
竹
に
た
よ
り
乍
ら
滑
ら
な
い
様
に
足
元
に
注
意
し

て
進
む
ぎ
、
雲
の
上
に
明
に
印
さ
れ
た
人
跡
ざ
大
の
臨
跡

ざ
を
晏
見
し
た
。
恐
ら
く
独
師
で
も
通
つ
た
も
の
で
あ
ら

，フ
。
雲
は
凍
て
か
リ
ノ
ヽ
し
て
ゐ
る
の
で
、
自
分
の
足
跡

は

一
向
明
瞭
に
つ
か
な
い
虎
を
以
て
見
る
ざ
、
恐
ら
ぐ
此

の
草
継
の
足
跡
は
雪
の
軟
い
時
分
に
通
つ
た
も
の
ゝ
で
あ

ら
，
ｏ
軍
茶
利
山
ざ
其
の
直
西
の
無
名
の
一
峰
は
北
裏
を

廻
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
頂
上
を
越
え
ず
に
し
ま
つ
た
が
、

振
か
へ
っ
て
見
る
ざ
山
頂
を
過
る
路
も
確
に
存
在
す
る
ｏ

次
に
現
は
れ
る
の
は
熊
倉
山
で
あ
る
が
、
地
日
上
で
は
路

が
恐
ろ
し
く
南
を
廻
る
様
に
記
し
て
あ
る
に
拘
は
ら
す
、

自
分
は
そ
れ
程
の
迂
回
を
せ
ず
に
南
側
を
割
合
に
緩
な
上

り
で
ス
ヽ
キ
な
ぎ
を
分
け
て
登
つ
た
。
こ
れ
か
ら
先
は
枯

薄
の
上
に
積
つ
た
雲
を
蹴
散
し
な
が
ら
路
の
有
無
に
は
か

ま
は
す
に
尾
根
通
り
を
行
ぐ
。
例
の
猥
師
ざ
大
の
足
跡
は

折
々
目
に
鯛
れ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
所
に
は
山
鳥
の
足
跡

が
大
分
に
あ
る
。
熊
倉
山
か
ら
の
下
り
は
中
々
急
で
、
此

庭
を
滑
ら
ず
に
緩
歩
出
来
る
人
が
あ
つ
た
ら
え
ら
い
も
の

一
〇
五
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年 三 十 第

◎
瀧
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

だ
ら
う
言
考

へ
な
が
ら
ゝ
後
か
ら
突
飛
ば
さ
れ
る
様
な
思

を
し
て
下
る
ｏ
折
々
立
留
つ
て
は
前
方
の
眺
望
を
，薬
し
み

な
が
ら
、
年
ば
駈
る
様
に
し
て
降
り
て
行
ぐ
。
高
距
が
少

く
な
る
に
連
れ
て
、
市
秋
川
ざ
北
秋
川
ざ
に
挟
ま
れ
る
浅

間
尾
根
が
段
々
せ
り
出
す
様
に
高
ま
つ
て
来
る
ｏ
最
後
に

ま
た
小
隆
起
を
こ
え
て
具
直
に
ス
ヽ
キ
の
中
を
下
る
こ
、

粟
坂
峠
の
立
派
な
道
に
出
た
ｏ
二
時
四
十
分
。
其
庭
に
は

上
川
乗
の
青
年
會
の
建
て
た
小
さ
な
標
本
が
あ
っ
て
、
基

本
標
本
を
距
る
二
十
四
町
四
十
人
間
ざ
記
し
て
あ
る
ｏ
右

を
見
る
ざ
自
分
の
下
り
て
来
た
方
向
に
左
官
林
道
ざ
い
ふ

小
標
本
が
あ
る
ｏ
三
国
か
ら
熊
倉
山

へ
か
け
て
の
武
州
側

を

一
般
に
官
林
ざ
呼
ん
で
居
る
様
だ
が
、
ま
ざ
し
て
闊
葉

樹
が
生
ざ
見
え
て
此
の
頃
で
は
大
森
林
ざ
も
思
へ
な
い
程

の
さ
み
し
い
姿
で
あ
る
ｏ

粟
坂
峠
は
此
の
連
脈
中
三
國
以
西
で
の
最
低
所
ざ
謂
っ

て
も
よ
い
位
で
人
馬
の
通
行
も
盛
に
あ
る
も
の
ざ
見
え
て

道
も
よ
ぐ
修
繕
さ
れ
て
ゐ
る
ｏ
暫
ぐ
大
や
山
鳥
や
兎
の
足

跡
ば
か
♭
を
見
な
が
ら
歩
い
て
居
た
揚
句
に
、
急
に
足
駄

や
靴
の
跡
を
見
る
ざ
都
會
へ
で
も
木
た
様
な
氣
が
し
て
少

少
有
難
迷
惑
の
氣
味
だ
。
道
は
其
の
直
西
の
隆
起
を
年
同

一
〇
六

し
て
再
び
鞍
部

へ
出
る
様
に
な
つ
て
居
る
の
で
、
差
営
♭

こ
れ
に
つ
い
て
か
ち
ノ
ヽ
凍
つ
て
居
る
道
を
西
北
に
下
り

氣
味
に
三
丁
許
り
行
ぐ
ご
鞍
部
に
出
た
ｏ
此
庭
で
先
づ
目

に
著
く
の
は
老
杉
三
四
株
、
三
大
な
栂
、
檜
、
ミ
ゾ
ナ
ラ
、

ブ
ナ
等
の
三
樹
で
、
そ
の
あ
る
も
の
に
は
注
連
を
張
つ
て

明
に
耐
木
な
る
こ
ざ
を
示
し
て
あ
る
ｏ
杉
の
根
元
に
石
の

小
祠
が
あ
っ
て
、
其
の
傍
に
は
可
な
り
大
き
な
石
碑
に
馬

頭
奪
ご
刻
ん
で
あ
る
。
祠
の
側
に
は
近
頃
植
ゑ
ら
れ
た
の

か
ア
ス
ナ
ロ
の
若
木
も
見
え
た
。
祠
の
南
に
小
不
地
が
あ

つ
て
、
そ
の
南
は
確
固
形
の
隆
起
で
あ
る
が
、
昔
か
ら
こ

の
邊
に
は
粟
樹
が
多
か
つ
た
の
で
、
峠
の
名
も
そ
れ
に
よ

つ
て
起
つ
た
の
だ
が
、
十
年
許
り
前
に
も
大
分
伐
つ
た
こ

い
ふ
か
ら
其
の
結
果
で
も
あ
ら
う
老
木
は
あ
ま
り
見
常
ら

な
か
つ
た
。
石
祠
は
即
ち
漉
間
明
紳
を
祀
つ
た
も
の
で
「

武
甲
の
境
に
あ
る
の
で
境
の
宮
ざ
藤
す
ざ
い
ふ
こ
ざ
が
甲

斐
國
志
に
出
て
居
る

（山
川
部
第
十
六
　
中
）ｏ武
州
側
か

ら
登
り
つ
め
た
所
に
は
近
年
上
川
乗
で
建
て
た
大
き
な
標

本
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
左
上
野
原
方
面
の
道
、
右
三
二

山
西
原
方
面
の
道
Ｅ
記
し
、
上
野
原
道
に
面
し
た
方
に
は

右
檜
原
五
日
市
方
面
の
道
ざ
認
め
て
あ
る
ｏ
叉
老
檜
の
幹

(392)



山番

に
は
墨
黒
々
ざ
三
二
山

ヨ
ソ
二
十
九
丁
十
二
間
ざ
書
い
て

き
た
に
　
や
ｔ

あ
る
ｏ
念
の
篤
に
申
添
え
て
置
ぐ
が
、
三
二
山
ざ
は
山
名

で
は
な
く
て
、
桐
原
村
字
猪
九
附
近
の
一
部
落
で
、
其
慮

に
は
族
合
も
あ
る
ｏ
（此
の
鞍
部
か
ら
三
二
山
に
下
る
路
に

浅
間
峠
ざ
い
ふ
名
が
あ
．る
ら
し
い
）。

急
な
傾
斜
を
駈
け
る
様
に
降
り
て
家
て
足
が
が
ぐ
夕
ヽ

し
て
了
つ
た
の
で
、
境
の
宮
の
所
で
体
恵
し
て
一
ざ
息
入

れ
る
ｏ
さ
す
が
は
寒
中
だ
け
あ
つ
て
未
を
下
る
ざ
日
の
カ

も
蒻
く
な
つ
て
、
じ

っ
ざ
し
て
ゐ
る
こ
薄
ら
寒
い
ｏ
自
分

は
此
虚
か
ら
夏
に
國
界
の
尾
根
を
悔
て
三
頭
の
方
に
近
づ

き
た
か
つ
た
の
だ
が
、
熊
倉
山
か
ら
望
見
す
る
庭
を
以
て

す
る
ざ
大
日
峠
迄
で
さ
へ
随
分
の
距
離
が
あ
つ
て
、
而
も

大
同
小
異
の
隆
起
を
上
下
す
る
こ
例
の
仙
丈
願
見
間
の
馬

鹿
尾
根
に
伯
仲
す
る
ら
し
い
、
眺
望
も
始
維
大
同
小
異
だ

ら
う
ざ
も
考
へ
た
し

（悪
澤
の
方
が
見
え
た
に
し
て
も
夕

暮
に
近
づ
く
光
線
で
は
到
底
例
然
ざ
認
め
得
ら
れ
な
い
）
、

そ
れ
に
日
暮
れ
て
族
合
な
し
ざ
い
ふ
様
な
所
に
下
り
著
く

の
も
閉
口
な
の
で
、
縦
走
を
断
念
し
て
檜
原
に
下
る
こ
ざ

に
決
定
し
た
。
さ
う
な
れ
ば
時
間
に
も
少
し
は
餘
称
が
出

来
る
の
で
ゆ
つ
く
り
休
ん
で
兵
糧
を
つ
め
込
み
ゝ
吉
野
で

０
雑
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

仕
入
ゎ
た
蜜
柑
を
不
げ
で
リ

ュ
ツ
ク
サ
ッ
タ
を
軽
く
し
て

し
ま
つ
た
。

上
川
乗
に
向
つ
て
境
の
宮
を
出
資
し
た
の
は
三
時
十
五

分
。
道
に
は

一
丁
毎
に
標
本
が
あ
つ
て
上
川
乗
か
ら
の
距

離
が
示
し
て
あ
る
ｏ
四
五
丁
下
っ
て
か
ら
右
に
跛
て
ゐ
た

熊
倉
澤
を
離
怖
て
左
に
坂
本
澤
を
見
下
し
乍
ら
降
る
ｏ
此

の
谷
に
も
友
焼
が
入
っ
て
居
て
大
分
木
を
伐
た
ら
し
い
。

境
の
宮
か
ら
十
四
五
丁
も
略
々
尾
根
偉
ひ
に
家
た
道
は
急

に
右
に
折
れ
て
、
自
禍
色
に
崩
れ
た
山
王
澤
に
面
し
た
斜

面
を
之
曲
し
て
下
つ
て
行
ぐ
ざ
、
日
の
下
に
は
南
秋
川
の

左
岸
に
建
て
ら
れ
た
上
川
乗
の
人
家
が
現
は
れ
る
ｏ
道
は

維
に
山
王
澤
を
横
切
る
が
、
水
は
此
虎
で
は
地
下
を
潜
行

し
て
流
れ
る
ら
し
い
。
爾
々
南
秋
川
の
川
原
に
出
る
時
例

の
水
は
再
び
地
表
に
現
は
れ
て
フ
ナ
ピ
の
作
つ
て
あ
る
間

を
流
れ
て
ゐ
る
ｏ
丈
夫
な
九
太
橋
で
南
秋
川
を
渡
つ
て
封

岸
に
上
る
ざ
「
此
庭
に
は
彼
の
里
程
標
の
元
杭
が
あ
つ
て

囲
境
よ
り
二
十
四
丁
四
十
八
間
ざ
記
し
て
あ
る
、
三
時
五

十
五
分
ｏ
其
の
少
し
上
手
に
は
美
し
い
杉
林
の
中
に
伊
弊

冊
尊
を
記
つ
た
立
振
な
鎮
守
の
蔵
が
見
え
て
ゐ
る
ｏ
道
路

は
よ
く
修
理
さ
れ
て
荷
車
が
自
由
に
通
行
し
得
る
程
で
あ

一
〇
七
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年 二 十 第

◎
雑
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

る
ｏ
村
に
は
可
な
り
な
人
家
が
あ
る
が
族
合
は

一
軒
も
な

は
たし
ゆ
く
　も
とが
う
　
　
　
　
　
　
　
へん腱

く
、
此
の
附
近
で
は
下
は
檜
原
本
宿
か
元
郷
迄
、
上
は
辻

里
か
藪
馬
の
小
学
猿
倉
ま
で
行
か
な
く
て
は
旅
宿
は
な
い

さ
い
ふ
。
就
中
本
宿
の
橋
本
屋
が
最
良
の
も
の
ざ
聞
い
た

の
で
ゝ
約
二
里
年
の
道
を
膝
粟
毛
に
鞭
を
あ
て
る
こ
こ
に

す
る
ｏ

下
流
に
向
て
二
三
町
も
下
る
ざ
、
上
川
乗
の
部
落
を
雨

断
す
る
マ
ン
ナ
リ
澤
が
浅
間
尾
根
か
ら
流
れ
出
し
て
南
秋

川
に
注
ぐ
の
で
、
そ
こ
に
は
促
橋
ざ
名
け
ら
れ
た
可
な
り

な
木
橋
が
掛
つ
て
ゐ
る
ｏ
部
落
が
蓋
き
る
ざ
復
左
か
ら
不

動
澤
が
南
秋
川
に
注
ぐ
所
に
不
動
の
爆
ざ
い
ふ
小
瀑
布
を

な
め
いし

懸
け
て
ゐ
る
。
こ
れ
か
ら
山
足
を

一
Ｅ
周
り
す
る
ざ
滑
石

橋
を
以
て
本
流
を
右
岸
に
渡
り
、
ス
直
に
ミ
カ
イ
ン

（見

返
？
）
橋
に
よ
っ
て
左
岸
に
渡
り
返
す
。
不
動
爆
か
ら
此

の
邊

へ
か
け
て
の
景
は
決
し
て
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
。

間
も
な
く
下
川
乗
で
、
此
虚
で
は
川
の
右
岸
に
も
人
家
が

あ
っ
て
、
何
庭
に
通
す
る
の
か
南
に
山
を
こ
え
る
小
征
も

見
え
る
ｏ
道
は
ド
ウ
ガ
′、
橋
で
更
に
本
流
を
右
岸
に
渡
る

ぎ
、
そ
こ
に
は
鍾
石
を
割
つ
て
富
嶽
の
山
霊
を
崇
め
た
碑

が
立
て
ゐ
る
。
下
る
に
従
つ
て
谷
が
稽
開
け
て
な
る
が
、

一
Ｃ
八

そ
こ
に
は
立
派
な
無
名
の
橋
が
架
し
て
あ
つ
て
、
こ
れ
を

渡
る
ざ
間
も
な
く
出
野
澤
に
あ
る
出
野
の
小
部
落

に
な

る
。
此
虎
か
ら
道
は
少
し
爪
先
上
り
ざ
な
つ
て
復
河
に
下

る
が
、
景
は
嘆
美
す
る
程
で
な
く
ざ
も
悪
い
ざ
は
言
へ
な

い
ｏ
道
が
山
の
鼻
を
廻
ら
う
ざ
す
る
所
に
ゝ
新
し
く
建
て

ら
れ
た
農
業
補
習
學
校
が
あ
つ
て
、
そ
の
裏
手
で
奥
深
く

見
え
る
矢
澤
が
合
流
し
て
ゐ
る
ｏ
道
は
稽
下
り
氣
味
に
な

っ
て
、
左
か
ら
流
出
す
大
太
澤
の
小
橋
を
渡
る
こ
直
も
う

出
畑
の
部
落
に
ホ
る
ｏ
此
の
邊
は
可
な
り
下
流
の
面
影
が

見
え
て
ゝ
人
家
も
精
密
に
立
列
ん
で
ゐ
る
ｏ
や
が
て
橋
入
　
り

Ｅ
呼
ぶ
澤
に
架
し
た
ス
土
橋
を
渡
る
ざ
柏
木
野
の
部
落
で

（ψ

連
行
峰
の
裏
か
ら
矢
澤
の
右
岸
に
派
立
し
た
長

大

な
尾

根
を
体
つ
て
な
る
甲
州
間
道
は
此
庭
で
南
秋
川

を
渡

っ

て
檜
原
道
に
合
す
る
の
で
あ
る
ｏ
時
針
は
遠
慮
な
く
進
ん

で
も
う
五
時
を
指
し
て
ゐ
る
ｏ
山
上
ご
違
っ
て
谷
間
で
は

足
元
が
大
分
暗
く
な
つ
て
末
る
ｏ
此
庭
か
ら
生
藤
山
の
峰

績
き
が
僅
か
見
え
る
が
、
ざ
の
部
分
で
あ
る
の
か
見
極
め

ら
れ
な
い
、
恐
ら
く
は
茅
九
の
北
裏
あ
た
り
で
は
な
か
ら

う
か
ざ
思
ふ
。
土
地
の
者
に
尋
ね
る
こ
三
國
山
の
方
だ
ざ

い
ふ
、
軍
茶
利
は
ざ
い
ふ
こ
そ
れ
は
も
つ
ざ
西
に
寄
た
官



山岳

林
の
方
だ
〓
放
へ
て
呉
れ
た
が
、
芽
九
、
連
行
に
至
つ
て

は
聞
い
た
こ
こ
も
な
い
様
な
顔
を
す
る
ｏ

柏
木
野
を
出
て
急
ぎ
足
で
下
つ
て
行
く
ざ
、
四
五
人
連

の
独
夫
が
数
頭
の
大
を
つ
れ
て
来
る
の
に
あ
ふ
。
其
の
中

二
人
許
り
は
土
地
の
案
内
で
あ
る
ら
し
い
。
今
花
か
ら
此

邊

へ
陣
取
つ
て
ゐ
て
明
朝
早
く
山

へ
入
る
の
だ
ら
う
が
、

山

ヘ
ホ
て
ま
で
あ
ん
な
殺
生
を
し
て
何
が
面
白
い
の
だ
ら

う
か
自
分
に
は
想
像
が
っ
か
な
い
。
笹
李
へ
な
る
ざ
も
う

五
時
二
十
分
を
過
ぎ
て
、
右
側
の
低
い
所
に
あ
る
人
家
か

ら
燈
火
が
漏
れ
て
来
る
ｏ
道
幅
は
大
さ
う
廣
く
な
つ
た
が

恐
ろ
し
く
諄
る
の
で
泥
の
中
か
ら
顔
を
出
し
て
ゐ
る
石
の

上
を
飛
び
飛
び
に
歩
か
う
ざ
す
る
が
、
城
ケ
峰
の
績
き
で

西
を
通
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
夕
暮
の
薄
光
が
届
か
な
い
か

ら
歩
が
中
々
捗
ら
な
い
。
十
六
花
の
月
も
そ
ろ
′
ヽ
上
る

だ
ら
う
が
、
東
は
自
杵
山
の
脈
が
響
る
の
で
、
宵
晴
も
同

然
で
あ
る
ｏ
南
秋
川
は
醍
醐
峠
の
方
か
ら
流
れ
出
す
コ
ザ

カ
ジ
川
が
合
流
す
る
篤
水
量
も
多
く
従
て
川
幅
も
廣
く
な

る
ｏ
折
々
景
の
よ
さ
さ
う
な
所
も
あ
る
が
、
花
目
に
は
剣

然
ざ
し
な
い
の
で
割
愛
し
て
道
を
急
ぐ
。
五
時
竿
笹
野
ヘ

家
る
ｏ
山
間
の
小
不
地
で
人
家
も
可
な
り
あ
る
様
だ
が
自

◎
維
　
　
　
　
録
　
　
北
相
の
一
角

分
は
先
を
急
ぐ
の
で
素
通
り
す
る
ｏ
道
は
川
に
浩
う
て
随

分
の
曲
折
が
あ
る
が
、
概
し
て
だ
ら
ノ
ヽ
下
り
な
の
で

〓

向
に
骨
は
折
れ
な
い
。
折
々
正
面
の
谷
間
が
開
け
る
Ｅ
、
馬
ｒ

つ　
かり
や
毬

頭
刈
山
か
ら
西
南
に
派
出
し
て
の
る
岩
峰
が
有
数
の
高
山

ら
し
ぐ
顔
を
出
す
。
用
達
し
だ
か
遊
び
だ
か
知
ら
な
い
が

ι
Ю
く

宿
の
方

へ
ぶ
ら
′
ヽ
出
か
け
る
人
に
遭
ふ
が
、
自
分
は
無

遠
慮
に
追
越
し
て
し
ま
つ
て
、
正
六
時
橋
本
屋
の
敷
居
留

跨
い
だ
。

秋
川
の
上
流
で
は
檜
原
村
の
本
宿
が
最
成
つ
て
居
る
Ｏ

そ
こ
の
唯

一
の
族
宿
も
質
際
宿
屋
ら
し
い
威

じ
を

典

ヘ

る
ｏ
下
駄
履
や
靴
よ
り
も
草
鞍
の
客
が
多
い
ざ
見
え
て
、

土
間
に
は
泥
だ
ら
け
な
草
軽
が
す
ら
り
ざ
並

列
し

て

ゐ

る
ｏ
い
つ
見
て
も
脱
ぎ
捨
て
た
草
軽
程
機
ぐ
ろ
し
い
威
じ

を
興
へ
る
も
の
は
た
ん
ど
あ
る
ま
い
。
自
分
は
洗
足
の
世

話
は
な
い
か
ら
靴
の
手
入
れ
が
す
む
ざ
直
に
二
階
の
室
に

通
る
ｏ
床
に
は
猟
銃
の
嚢
だ
の
リ
ュッ
ク
サ
ッ
ク
に
類
似
し

た
品
物
だ
の
が
散
鶴
し
て
ゐ
る
の
で
聞
凡
し
て
見
る
こ
、

「
何
鐵
砲
打
が
泊
つ
て
ゐ
る
の
で
す
が
今
夜
は
山

へ
出
か

け
て
留
守
で
す
か
ら
か
ま
ひ
ま
せ
ん
」
ざ
い
ふ
挨
拶
だ
ｏ

段
々
聞
い
て
見
る
ざ
、
さ
つ
き
途
上
で
逢
つ
た
連
中
の
一

一
〇
九

(395)
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◎
雑
　
　
　
・銀
　
　
机

上

談

山

人
で
あ
る
ら
し
い
ｏ
自
分
は
そ
の

「
鐵
砲
打
」
の
本
巣

へ

入
つ
た
諄
に
な
る
の
か
ざ
思
ふ
Ｅ
可
笑
し
く
な
る
。
今
花

は
幸
風
呂
に
入
れ
た
が
、
其
の
浴
室
は
至
急
改
造
を
要
す

る
も
の
た
る
こ
Ｅ
申
す
迄
も
な
い
。
室
へ
戻
る
ざ
も
う
月

光
が
自
ぐ
射
し
て
、
障
子
の
隙
間
か
ら
氷
の
様
な
風
が
吹

込
ん
で
末
る
ｏ
海
披
僅
に

一
千
尺
許
で
あ
る
が
、
ひ
ざ
く

山
間
に
入
た
様
な
気
が
す
る
ｏ
其
の
上
夕
食
に
出
た
土
臭

い
山
の
芋
の
ご
ろ
ゝ
に
至
っ
て
は
野
趣
最
横
温
た
る
も
の

が
あ
．
つ
た
ｏ

洋
燈
の
下
で
地
園
を

一
Ｅ
通
り
見
た
り
、
在
京
の
友
人

に
今
日
の
報
告
を
職
し
て
か
ら
は
、
も
う
用
が
な
い
の
で

雨
戸
を
開
て
貰
っ
て
履
る
こ
ざ
に
す
る
ｏ
恐
ろ
し
く
堅
く

で
重
い
夜
著
を
破
つ
て
横
に
な
る
ご
、
往
末
を
飴
屋
が
太

鼓
を
敲
い
て
流
し
て
来
る
ｏ
い
く
ら
月
花
で
も
此
の
寒
い

の
に
精
を
出
す
に
も
程
が
あ
る
Ｅ
思
っ
て
居
る
ご
、
村
は

づ
れ
迄
行
て
は
ま
た
戻
つ
て
来
る
こ
ざ
再
三
再
四
ざ
こ
ろ

で
は
な
く
て
維
花
に
及
び
、
蜜
朝
四
時
迄
自
分
を
苦
し
め

通
し
た
ｏ
あ
こ
で
聞
ぐ
こ
こ
れ
は
火
の
番
だ
さ
う
な
が
、

静
夜
で
は
三
里
も
響
く
太
鼓
を
鳴
し
て
数
分
毎
に
廻
つ
て

来
る
の
で
は
、
神
経
が
二
た
通
ｂ
や
三
通
り
鈍
い
の
で
は

一
一
〇

直
に
目
が
覺
め
て
し
ま
う
か
ら
、
要
す
る
に
農
す
に
用
心

し
て
居
ろ
ざ
い
ふ
こ
ざ
に
な
る
ｏ
こ
れ
で
は
電
車
の
警
鐘

よ
り
は
餘
程
利
目
が
あ
る
だ
ら
う
が
「
こ
ん
な
村
に
泊
り

合
せ
た
者
こ
そ
迷
惑
千
萬
な
こ
ざ
で
あ
る
。
加
之
自
分
は

あ
ま
り
太
鼓
の
音
は
好
ま
な
い
、
角
力
の
大
鼓
、
飴
屋
の

大
鼓
ｔ
目
運
宗
の
国
屍
太
鼓
に
至
つ
て
は
大
々
的
に
嫌
だ
ｏ

（武
田
久
吉
）

ｎ

Ｖ

ふ

鼻

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

机

上

談

山

◇
昨
夏
自
分
は
横
演
で
講
演
を
す
る
事
を
頼
ま
れ
て
、「
登

山
の
注
意
」
ざ
い
ふ
題
で
馴
か
辮
し
て
見
た
。
此
頃
の
様

に
登
山
が
盛
に
行
は
れ
、
そ
れ
に
つ
れ
て
山
中
の
設
備
其

他
も
大
層
便
利
に
な
つ
た
今
日
、
登
山
の
準
備
に
ぐ
だ
ぐ

だ
し
い
注
意
を
述
べ
る
の
は
、
難
肋
ざ
さ
へ
も
行
か
ぬ
事

ざ
は
思
つ
た
が
、
合
に
は
念
を
入
れ
る
方
が
間
違
が
少
な

い
ざ
思
つ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
ｏ

◇
其
講
演
に
於
て
述
べ
た
事
は
、
従
来
語
ら
れ
た
注
意
事

項
の
内
、
設
備
が
改
ま
♭
、
登
山
具
が
憂
っ
た
等
の
鴛
に

改
腰
す
べ
し
ご
思
つ
た
鮎
に
、
然
る
べ
く
憂
夏
を
加

へ
た

Ａ
Ч

Ｏ
弔

Ｑ
リ



山岳

だ
け
で
、
取
立
て
ゝ
云
ふ
程
の
事
も
な
い
が
、
其
維
り
に

自
分
は
「
自
分
か
ら
登
山
者
へ
の
注
意
を
附
加
へ
て
置
い

た
こ
ど
が
あ
る
ｏ

◇
そ
れ
は
主
ご
し
て
、
登
山
道
徳
ざ
も
云
ふ
べ
き
事
柄
で

あ
る
ｏ
其
話
の
一
節
に
於
て
自
分
は
斯
様
な
意
味
の
事
を

述

べ
た
。「富
士
登
山
者
が
、
砂
走
を
降
る
際
に
、
多
少
の

砂
が
件
は
れ
て
落
ち
る
、
し
か
し
其
砂
は

一
花
の
内
に
金

部
ム
ぎ
の
所

へ
婦
っ
て
し
ま
つ
て
、
富
士
の
砂
は
篤
に
少

し
も
残
ら
ぬ
ざ
云
ふ
言
ひ
悔

へ
が
あ
る
ｏ富
士
の
山
露
が
、

山
中
の
砂

一
粒
で
も
山
を
去
つ
て
下
界

へ
降
る
事
を
惜
む

事
は
、
斯
く
の
如
く
で
あ
る
。
富
士
の
山
霊
の
心
は
、
即

吾
人
の
祀
先
が
此
山
に
当
す
る
奪
敬
の
念
を
些
か
具
腱
化

し
た
も
の
で
あ
り
、
又
此
の
砂
戻
り
の
話
は
、
富
士
の
み

な
ら
す
諸
方
の
山
に
あ
る
事
か
ら
推
す
じ
、
吾
々
の
祀
先

に
は
、
山
を
崇
み
、
山
を
敬
ひ
、
山
中
の
一
本

一
草
は
勿

論
砂

一
粒
さ
へ
も
、
故
無
ぐ
し
て
下
界
に
下
す
ま
い
ざ
云

ふ
考
へ
が
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
然
る
に
登
山
者
に
し
て

往
々
故
無
き
に
山
の
衣
た
る
水
を
切
り
、
草
を
探
り
、
岩

石
を
毀
つ
者
が
あ
る
の
は
、
質
に
証
先
の
考
へ
ざ
裏
腹
で

あ
つ
て
、
心
あ
る
人
の
所
篤
ざ
し
て
は
首
肯
し
難
い
事
で

◎
維
　
　
　
　
録
　
　
机

上

談

山

は
あ
る
ま
い
か
云
々
」
ざ
い
ふ
の
で
あ
る
ｏ

◇
充
分
に
考
へ
披
い
て
云
つ
た
の
で
は
な
く
、
営
座
頭
に

浮
ん
だ
ま
ゝ
を
話
し
た
の
で
あ
る
か
ら
ゝ
條
理
は
些
か
羽

か
ら
う
が
、
兎
に
角
自
分
に
は
、
故
な
く
し
て
岩
石
草
本

を
毀
損
す
る
事
は
決
し
て
春
む
べ
き
行
篤
で
あ
る
ざ
は
考

ひ
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
ｏ

◇
ま
た
こ
ん
な
事
を
も
云
た
。「
山
に
行
く
ざ
往
々
紳
や
佛

の
像
又
は
祠
が
あ
る
ｏ
こ
れ
は
山
霊
の
集
る
所
で
、
質
に

崇
敬
す
べ
き
中
心
で
あ
る
ｏ
其
庭
を
機
し
、
其
物
を
損
す

る
所
篤
は
、
常
識
あ
る
人
の
な
す
可
か
ら
ぎ
る
こ
こ
な
る

は
勿
論
、
高

一
に
も
斯
の
如
き
行
篤
を
敢
て
す
る
者
に
通

遇
し
た
場
合
に
は
、
宜
ろ
し
く
之
を
忠
告
し
若
し
く
は
訓

戒
さ
れ
ん
こ
ざ
を
望
む
云
々
」
。

◇
道
端
の
地
敷
に
完
全
な
の
は
殆
無
い
。
小
供
の
悪
戯
で

は
あ
ら
う
が
、
極
悪
い
事
で
あ
る
ざ
思
ふ
。
木
を
折
り
草

を
械
き
、
大
を
打
ち
難
を
蹴
る
ｏ
其
殺
伐
な
残
忍
な
小
供

は
皆
悪
少
年
で
あ
る
ｏ
佛
を
尊
ぶ
心
は
無
ぐ
ざ
も
、
人
の

算
む
も
の
を
破
る
の
は
、
言
は
ヽ
そ
れ
を
奪
む
人
の
頭
を

踏
む
の
も
同
じ
で
あ
る
ｏ
こ
れ
を
戒
め
之
を
取
締
ら
ぬ
の

は
、
放
任
も
あ
ま
り
に
過
ぎ
る
こ
思
ふ
ｏ
萬

一
之
を
不
善

〓

一

(397)
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◎
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鋒
　
　
机

上
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山

で
な
い
ざ
認
め
る
者
が
あ
ら
ば
、
悪
事
の
共
犯
者
ざ
呼
ば

れ
る
の
を
避
け
る
事
は
出
来
ま
い
０

◇
ま
だ
話
し
た
事
は
澤
山
あ
つ
た
が
、
こ
れ
だ
け
の
事
に

就
て
こ
ゝ
で
少
々
敷
術
し
て
置
き
た
い
。
近
頃
登
山
者
が

数
に
於
て
増
加
し
た
、
此
事
は
．
日
本
山
岳
會
の
同
人
に

向
つ
て
慶
賀
す
べ
き
事
だ
ざ
、
云
ふ
様
な
御
世
鮮
を
再
々

な
ら
す
耳
に
し
た
事
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
本
會
の
主

・
旨
が
曲
解
さ
れ
た
篤
に
見
営
連
の
御
春
に
あ
づ
か
つ
た
の

で
は
な
い
か
ざ
自
分
は
思
ふ
ｏ
山
岳
に
開
す
る
研
究
を
す

る
に
は
、勿
論
種
々
の
方
面
か
ら
進
み
た
い
の
で
あ
つ
て
、

多
く
の
同
志
の
あ
る
事
を
喜
ぶ
の
は
勿
論
で
あ
る
ｏ
徒
て

登
山
の
盛
呪
は
快
い
事
に
は
思
ふ
、
然
じ
目
下
の
賓
況
を

見
聞
す
る
ざ
柳
か
危
惧
を
懐
か
ぎ
る
を
得
な
い
の
は
遺
憾

で
あ
る
ｏ

◇
山
に
登
る
者
は
必
目
的
を
持
て
居
ね
ば
な
ら
ぬ
ざ
は
自

分
は
思
は
な
い
、
何
虔
か
ら
如
何
登
つ
て
、
何
を
見
た
か

杢
々
た
る
人
は
、
如
何
に
も
他
人
に
何
の
響
を
も
典
へ
な

い
、
然
し
そ
れ
で
其
人
が
満
足
し
て
居
ら
れ
る
な
ら
ば
そ

れ
も
よ
ろ
し
か
ら

，
。
然
し
近
年
山
に
登
る
人
の
中
に
無

意
識
で
は
あ
ら
う
が
他
人
―
―
具
面
目
の
登
山
者
―
―
に

三

二

迷
惑
を
蒙
ら
せ
る
や
，り
な
行
篤
が
増
加
し
た
こ
い
ふ
風
聞

を
、
耳
に
す
る
だ
け
で
も
定
に
な
げ
か
は
し
い
こ
こ
で
あ

る
ｏ

◇
岩
石
草
木
は
山
紳
の
衣
で
あ
る
、
そ
れ
を
取
捨
て
ゝ
山

紳
を
赤
裸
々
に
す
る
、
事
が
學
術
研
究
の
篤
こ
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
忍
び
も
し
や
ラ
、
葛
城
山
の
前
は
醜
き
姿
を
恥
ぢ

て
、
小
角
の
怒
を
も
怖
れ
す
に
書
は
隠
れ
た
こ
云
ふ
。
我

我
の
心
に
山
脚
を
容
れ
る
以
上
は
、
山
紳
は
美
し
ぐ
飾
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
杖
に
差
間
へ
て
、
本
の
枝

一
本
伐
り
た
い

の
さ
へ
、
山
紳
に
所
つ
て
そ
の
許
を
得
て
後
に
取
る
べ
お

で
あ
ら
う
、
無
断
で
伐
つ
て
は
な
る
ま
い
。

◇
學
術
研
究
の
資
料
ざ
云
ふ
名
が
、
往
々
口
賃
に
使
は
れ

る
の
は
遺
減
至
極
で
あ
る
ｏ
李
生
は
自
然
科
學
の
研
究
な

ぎ
に
は
餘
り
御
熱
心
で
な
い
方
々
が
、
登
山
す
る
時
に
限

っ
て
甲
も
乙
も

一
ぱ
し
の
研
究
家
に
な
り
す
ま
し
た
様
な

顔
を
し
て
、
草
木
岩
石
の
嫌
な
ぐ
手
営
り
次
第
に
探
集
す

る
の
は
滑
稽
で
あ
る
ｏ
そ
れ
も
ま
だ
よ
い
ざ
し
て
何
て
か

博
物
學
會
の
會
員
Ｅ
藤
す
る
青
年
国
が
、
自
馬
山
で
植
物

を
探
つ
て
、
重
荷
に
耐
へ
す
し
て
婦
途
に
棄
て
た
ざ
云
ふ

話
を

一
昨
年
慕
い
た
。
斯
の
如
き
は
賓
に
山
脚
に
封
し
て

1調a)



山岳

亦
甚
し
い
の
み
な
ら
す
、

一
方
に
は
學
術
の
進
歩
に
害
あ

つ
て
益
な
き
こ
こ
で
あ
る
ｏ
元
来
小
、
中
學
校
、
師
範
學

校
等
で
、
高
山
植
物
等
の
探
集
を
奨
聞
す
る
如
き
は
、
決

し
て
我
が
意
を
得
た
事
で
は
な
い
。
不
地
に
無
い
博
物
の

標
品
を
學
校
に
具
へ
た
ざ
て
、
そ
れ
が
生
徒
の
常
識
養
成

に
何
の
足
し
に
な
る
で
あ
ら
う
か
疑
間
で
あ
る
ｏ
動
物
だ

Ｅ
て
左
様
で
あ
る
ｏ
雷
鳥
を
猥
し
た
者
が
庭
罰
さ
れ
な
か

つ
た
の
は
、
質
に
聖
代
の
恥
で
あ
る
ざ
思
ふ
、
新
聞
紙
等

に
記
文
を
の
せ
て
雷
烏
を
捕
た
話
を
書
ぐ
者
の
如
き
、
決

し
て
放
任
す
べ
き
で
は
無
い
の
で
あ
る
の
に
。
岩
石
に
就

て
も
勿
論
で
あ
る
ｏ

◇
學
術
研
究
の
名
を
悪
用
し
て
、
自
己
の
非
を
掩
ふ
の
は

餘
り
に
窮
策
で
は
あ
る
ま
い
か
、
殊
に
學
術
云
々
を
目
に

す
る
人
の
行
鴛
ざ
し
て
は
喘
笑
に
値
す
る
ｏ
動
物
、植
物
、

鍍
物
を
山
か
ら
濫
に
拉
し
去
る
の
は

一
時
の
快
は
得
ら
れ

や
う
が
、
折
角
の
美
し
い
山
も
赤
裸
に
し
て
は
後
木
汗
を

流
し
て
登
る
業
は
絶
え
て
し
ま
ふ
ｏ
山
に
登
つ
て
山
霊
を

威
得
し
、
絶
大
な
己
れ
の
労
力
に
封
す
る
報
償
を
得
よ
う

ど
な
ら
ゝ
吾
人
は
豫
め
其
覺
悟
を
要
す
る
や
言
を
侯
た
な

◇
鳳
凰
山
の
地
療
佛
は
．
人
工
の
品
で
は
な
い
が
、
天
然

の
石
佛
で
あ
る
ｏ
人
工
の
品
に
も
増
し
て
奪
敬
の
中
心
で

あ
ら
う
ｏ
是
は
質
に
山
霊
の
具
騰
化
で
あ
る
ｏ
こ
の
岩
に

登
り
、
此
佛
を
泥
足
の
下
に
踏
む
事
は
、
例

へ
ば
祠
に
入

て
紳
鏡
に
睡
し
、
寺
に
入
て
本
奪
に
尿
す
る
の
類
で
あ
る

ざ
も
見
ら
れ
よ
う
ｏ
俄
令
無
紳
論
者
で
あ
る
こ
も
亦
篤
す

を
憚
る
べ
き
事
で
は
あ
る
ま
い
か
ｏ
自
分
は
地
裁
佛
の
頂

に
登
っ
た
者
が
あ
る
ご
聴
ぐ
度
に
、
そ
の
具
で
な
い
事
を

望
む
だ
。
記
行
に
文
の
華
ざ
し
て
俗
を
書
ぐ
事
は
或
は
恕

す
べ
し
、
し
か
し
此
の
如
き
天
然
の
石
佛
等
に
張
ひ
て
攀

ぢ
登
る
こ
ざ
は
遠
慮
し
て
貰
ひ
た
い
の
で
あ
る
ｏ

◇
地
蔵
岳
に
登
り
、
槻
音
岳
に
登
る
事
は
如
何
ざ
云
ふ
人

が
あ
ら
多
ご
思
ふ
、
こ
れ
は
地
蔵
の
堂
に
入
る
の
で
あ
る
ｏ

幌
音
の
堂
に
詣
づ
る
の
で
あ
る
ｏ
山
に
登
る
の
で
あ
る
以

上
崇
敬
の
念
を
有
た
ね
ば
な
ら
ぬ
は
勿
論
の
事

で
あ

る

が
、
そ
れ
さ
へ
あ
れ
ば
差
支
へ
は
あ
る
ま
い
ｏ
山
名
に
憚

る
事
で
は
な
い
。
絶
て
の
山
は
其
山
紳
の
廟
字
で
あ
る
こ

云
ふ
事
は
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
事
で
あ
る
ｏ

◇
山
の
品
を
下
界
へ
下
す
事
が
不
可
で
あ
る
如
く
、
下
界

の
品
は
長
く
山
に
置
ぐ
べ
か
ら
す
で
あ
る
ざ
思
ふ
、
山
に

〓

三

0

◎
維
　
　
　
　
録
　
　
机

上

談

山

(3991



年 三 十 第

０
撻
　
　
　
　
銀
　
　
れ

上

談

山
・

よ
つ
て
は
昔
は
山
麓
で
草
軽
を
昇
降
共
に
夏
め
さ
せ
て
、

上
下
の
土
砂
の
混
る
事
を
防
い
だ
の
も
あ
る
位
で
あ
る
。

登
山
の
糧
食
を
用
意
す
る
者
は
、
も
し
山
霊
を
敬
ふ
念
さ

へ
あ
れ
ば
、
食
事
や
焚
人
の
跡
片
付
は
営
然
篤
す
べ
き
で

あ
る
Ｅ
思
ふ
。

◇
登
山
者
に
便
盤
を
興
へ
る
篤
の
設
備
は
、
決
し
て
悪
い

事
で
は
無
い
か
ら
、
充
分
に
鴛
す
べ
き
で
ぁ
る
ｏ
が
然
し

山
霊
を
機
さ
ぬ
様
の
用
意
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
。
林
道
が

開
か
れ
、
小
屋
が
出
ホ
、
族
合
が
出
来
て
「
登
山
の
面
白

味
の
成
じ
た
山
は
多
々
あ
る
ｏ
其
道
や
其
の
家
を
作
る
人

達
に
、
充
分
崇
山
の
心
が
あ
つ
た
な
ら
、
そ
ん
な
結
果
に

は
な
ら
ぬ
様
に
設
備
が
出
来
た
筈
な
の
で
あ
る
ｏ

◇
自
分
は
山
岳
保
護
を
唱
へ
た
い
ｏ
山
岳
保
護
は
山
霊
保

護
で
あ
る
ｏ
小
島
烏
水
氏
が
前
に
富
士
山
保
護
論
を
唱
ヘ

ら
れ
た
が
、
富
士
山
に
向
つ
て
大
砲
を
費
射
す
る
如
き
事

が
、
意
識
あ
る
日
本
人
の
所
篤
ざ
は
思
ひ
得
な
い
事
、
自

分
も
同
威
で
あ
る
。
大
裾
野
に
立
つ
大
煙
突
や
ゝ
ケ
ー
プ

″
カ
ー
の
設
計
や
、
賓
に
此
日
本
の
唯
一
座
を
、
日
本
人

が
毀
ち
去
ら
ん
ざ
し
て
居
る
事
餞
甚
多
い
。
然
し
保
護
を

要
す
る
も
の
は
富
士
山
ば
か
り
で
は
無
い
。
多
く
の
山
々

一
一
四

は
、
心
な
き
人
達
の
篤
に
年
々
機
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

此
傾
向
は
我
々
が
慶
賀
ざ
こ
ろ
か
、
大
に
悲
し
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
事
で
あ
る
ｏ

◇
山
名
を
大
切
に
扱
は
ｎ
ざ
云
ふ
事
も
、
山
霊
に
封
す
る

一
種
の
侮
辱
で
あ
る
ｏ
地
団
や
紀
行
文
に
於
て
、
地
名
の

誤
っ
て
居
る
の
を
見
る
こ
「
引
破
っ
て
捨
て
た
く
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
ｏ
登
路
で
も
左
様
で
あ
る
ｏ
地
形
で
も
左
様

で
あ
る
ｏ
山
に
封
し
て
、
多
く
の
人
が
あ
ま
う
に
無
頓
着

で
あ
る
こ
自
分
は
思
ふ
ｏ

◇
紀
行
文
を
讀
む
人
に
注
意
す
べ
き
事
が
澤
山
あ
る
ｏ
其

内
の
一
つ
を
述
べ
て
置
き
た
い
ｏ
其
紀
行
文
の
年
代
ざ
「

其
筆
者
の
在
っ
た
状
況
ざ
を
出
来
る
だ
け
考
へ
て
は
し
い

も
の
で
あ
る
ｏ
山
の
様
子
は
年
々
憂
る
、
自
分
は
、
自
分

が
嘗
て
登
た
山
の
記
文
を
讀
で
、
如
何
考
へ
て
も
同
じ
山

だ
ざ
思
へ
な
か
つ
た
経
験
が
折
々
あ
る
ｏ
年
ざ
共
に
山
の

有
様
が
憂
つ
た
篤
の
事
も
あ
る
が
、
又
記
文
に
混
る
其
人

の
威
じ
が
、
自
分
ざ
共
鳴
し
な
い
が
篤
の
事
も
少
な
く
無

い
ざ
思
ふ
ｏ
自
分
が
同
じ
場
所
を
三
度
歩
い
て
も
、
天
候

が
違
ふ
ど
、
種
々
の
事
が
大
量
違
つ
て
威
じ
ら
れ
る
事
か

ら
推
し
て
も

事ゝ
ろ
後
者
が
有
力
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
０
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山岳

◇
原
口
氏
の
「
赤
石
自
峰
山
脈
縦
横
記
」
に
就
て
、
第
十
三

年
第

一
琥
九
十
頁
に
木
暮
氏
が
批
評
を
物
さ
れ
た
ｏ
自
分

は
そ
れ
に
夏
に
一
二
の
蛇
足
を
附
加

へ
た
い
。
此
書
の
表

題
は
、或
は

「
山
岳
」
第
五
年
百
三
十
六
頁
の
「
自
峰
及
び

赤
石
山
脈
縦
横
記
」
か
ら
導
か
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

Ｅ
思
ふ
。
原
口
氏
が
折
々

「
山
岳
」
を
見
ら
れ
た
ざ
考
へ

ら
れ
る
事
責
は
、
此
書
の
中
所
々
に

「
山
岳
」
か
ら
引
披

い
た
材
料
が
あ
る
事
か
ら
自
分
は
左
様
推
断
す
る
ｏ
庭
で

「
山
岳
」
に
掲
げ
ら
れ
た
記
文
の
表
題
は
、
確
か
・初
め
は
「自

峰
山
脈
を
横
断
し
て
赤
石
山
脈
を
縦
走
す
る
の
記
」
ざ
云

ふ
題
で
あ
つ
た
か
ざ
思
ふ
、

一
寸
楽
屋
話
に
な
る
が
、
第

五
年
第

一
琥
の
編
輯
會
の
折
に
、
小
島
君
が
此
表
題
は
長

過
ぎ
る
か
ら
何
ざ
か
縮
め
た
い
ざ
云
ひ
出
し
て
、
結
局

一

番
其
記
文
に
無
責
任
な
自
分
の
営
座
の
愚
案
が
採
用
さ
れ

て
、
前
記
の
如
く
に
な
つ
た
の
で
、
縦
横
ざ
云
ふ
成
語
が

無
い
事
は
常
時
か
ら
知
れ
て
居
た
事
で
、
中
村
君
が
大
に

氣
に
さ
れ
た
事
を
覺
え
て
居
る
ｏ
今
更
取
清
し
も
な
ら
ず

又
取
清
さ
れ
ば
な
ら
ぬ
程
の
事
で
は
あ
る
ま
い
が
、
自
分

の
推
断
が
営
つ
て
鷹
る
こ
な
る
こ
、
ち
ざ
自
分
に
も
責
任

が
出
て
本
る
事
故
、
外
か
ら
御
叱
言
が
出
な
い
内
に
、
叢

◎
雑
　
　
　
　
録
　
　
机

上

談

山

で
右
第
五
年
九
十
頁
に
あ
る
記
文
の
表
題
は
不
営
で
あ
る

ざ
表
明
し
て
置
く
事
さ
す
る
ｏ

◇
厚
口
氏
の
該
著
に
は
、
大
日
本
山
岳
會
ざ
云
ふ
會
が
存

在
す
る
如
く
に
書
い
て
あ
る
ｏ
然
し
其
れ
が
激
版
ざ
せ
ら

れ
た
篤
具
を
見
、
其
れ
の
幹
事
ざ
指
さ
れ
た
人
の
名
前
を

護
む
ざ
、「
大
」
の
字
は
制
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も

の
だ

〓
思

ふ
。
會
の
名
群
は
俄
令
尊
敬
の
意
か
ら
で
あ
る
こ
し
て
も
、

大
角
力
や
大
量
物
ざ
一
緒
に
し
て
、
無
晴
に
大
の
字
を
冠

せ
て
戴
ぐ
ざ
、
却
つ
て
難
有
迷
惑
で
種
々
の
理
由
か
ら
恐

縮
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。
筒
本
會
の
稀
呼
は

ニ
ツ
ボ
ン
サ
ア

ガ
タ
タ
フ
イ
で
あ
つ
て
、

ニ
ホ
ン
サ
ン
ガ
タ
タ
フ
イ
で
な

い
ざ
云
ふ
事
を
序
に
附
言
し
て
お
ぐ
ｏ

◇
原
口
氏
の
該
著
二
十
六
頁
に

『
…
…
即
塞
氣
は
上
層
に

な
る
に
従
て
著
し
く
其
の
濃
度
を
減
す
る
ｏ
篤
に
太
陽
の

赤
外
光
線

（即
熱
線
）
は
夫
れ
を
偉
導
す
る
塞
氣
の
量
が

少
い
の
で
能
く
其
所
に
留
る
事
が
出
来
ず
、紫
外
光
線
（即

化
學
線
）
が
比
較
的
多
ぐ
作
用
す
る
事
ざ
な
る
…
…
』
ざ

書
か
れ
た
の
は
、
何
か
擦
所
が
あ
る
の
か
は
知
ら
な
い
が

興
質
で
は
あ
る
ま
い
ざ
思
ふ
。
「
濃
度
」
、「
赤
外
光
線
Ｌ
「
紫

外
光
線
」
は
夫
々

「
密
度
」、「
赤
外
線
」、「
紫
外
線
」
ざ
書

一
一
五

(41ulム )



年 三 十 第

◎
雑
　
　
　
　
録
　
　
高
山
植
物
難
託
（三
）

換
へ
た
方
が
稽
か
で
あ
る

（氣
鵬
の
濃
度
ざ
云
ふ
術
語
は

甚
珍
で
あ
る
し
、
脱
覺
に
威
じ
な
い
も
の
に
光
の
名
を
用

ひ
る
の
は
不
営
だ
ら

，
こ
思
は
れ
る
か
ら
）
ざ
思
ふ
が
、

原
の
ま
ゝ
で
も
ざ
う
や
ら
意
味
は
通
ら
う
が
、
し
か
し
杢

氣
が
熱
線
を
体
導
す
る
Ｅ
云
ふ
の
は
、
あ
ま
り
に
物
理
學

を
無
湖
し
た
記
し
方
で
は
あ
る
ま
い
か
。
熱
線
が

一
種
の

幅
射
線
で
あ
る
事
や
、
塞
氣
が
熱
の
良
好
な
る
不
導
膿
で

あ
る
事
は
、
中
學
枚
を
通
ら
れ
た
人
が
充
分
知
て
居
る
筈

の
事
で
、「
誤
り
」
ざ
い
ふ
逃
げ
口
上
は
ド
ン
ナ
鮎
の
甘
い

先
生
で
も
採
用
は
し
て
く
れ
さ
う
も
な
い
ざ
思
ふ
。
而
し

て
此
文
句
を
不
た
ぐ
解
繹
し
て
考
へ
て
見
る
こ

「
太
陽
か

ら
熱
線
が
末
る
ざ
し
て
、
其
の
熱
線
を
―
―
他
所
へ
‐―
―

像

へ
て
行
く
も
の
が
無
い
」
ざ
し
た
ら
、
其
所
に
熱
線
が

留
っ
て
、
其
所
の
塞
氣
が
熱
を
吸
収
し
て
、
其
所
の
温
度

が
高
く
な
る
事
に
な
つ
て
、
著
者
の
論
旨
ざ
は
正
反
封
の

結
果
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
き
思
へ
る
ｏ
高
所
に
於
て
紫

外
線
の
比
較
的
多
い
理
由
は
、
説
明
の
つ
く
事
で
は
あ
る

が
、
著
者
の
記
述
ざ
は
全
ぐ
別
な
方
法
に
檬
ら
ね
ば
な
る

ま
い
ｏ
筒
化
學
作
用
は
、
其
絡
て
が
紫
外
線
の
篤
に
関
ま

さ
れ
る
も
の
で
は
無
い
ご
云
ふ
事
も
留
意
し
て
ほ
し
い
。

〓

六

筒
、
ス
手
近
い
事
を
云
へ
ば
、
赤
い
色
の
鮮
明
に
見
え
る

に
は
、
赤
い
色
の
光
が
必
要
で
、
紫
外
線
な
ん
か
は
い
く

ら
あ
つ
て
も
赤
が
無
く
て
は
無
効
だ
Ｅ
云
ふ
様
な
事
も
考

へ
て
ほ
し
い
事
に
思
は
れ
る
ｏ

◇
机
上
談
山
の
一
篇
を
今
度
だ
け
借
り
て
、
自
分
の
放
言

の
場
所
に
し
た
、
何
で
も
山
に
開
す
る
事
な
ら
よ
い
筈
だ

か
ら
ｏ
（梅
澤
親
光
）

ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
鳳

Ｊ

Ｔ

Ａ

Ｕ

ｏ

■

Ｔ
Ｄ
挙
０

，
ｍ

皿
Ｉ

●

ｎ

Ｖ

お

ｎ
ｌ

ｌ
Ｅ

‥
ロ

ロ
‥

‥
‥

高
山
植
物
雑
記

（三
）

七
　
ミ
ネ
ザ
タ
ラ
ｏ
本
邦
に
野
生
す
る
櫻
品
十
二
の
中
で
、

高
距
の
最
多
い
地
貼
に
産
す
る
も
の
は
此
の
ミ
ネ
ザ
タ
ラ

で
あ
る
ｏ
其
の
分
布
は
南
は
赤
石
山
系
の
高
峰
か
ら
北
は

陸
奥
の
岩
木
山
に
及
び
、夏
に
津
軽
海
餞
を
こ
え
て
渡
島
、

後
志
、
石
狩
の
山
地
に
さ
へ
見
る
こ
ざ
が
あ
る
ｏ
北
日
本

で
は
海
披
四
五
千
尺
の
地
に
生
す
る
が
、
中
部
日
本
で
は

六
千
尺
以
上
の
地
に
多
ぐ
ゝ
時
に
は
よ
く
八
千
尺
以
上
の

地
に
さ
へ
稀
で
は
な
い
。
花
期
は
低
い
産
地
で
は
五
月
中
ア

旬
か
ら
菅
が
綻
び
初
め
る
が
、
高
山
上
で
殊
に
残
雲
の
消

ゆ
る
こ
ざ
の
選
い
谷
合
な
ぎ
で
は
時
に
入
月
の
和
め
に
さ

(402‐ )



山暑

へ
そ
の
花
を
見
る
こ
こ
さ
へ
あ
る
程
で
、

一
番
遅
ぐ
ま
で

花
を
見
得
る
種
類
で
あ
る
ｏ

此
の
サ
タ
ラ
は
概
形
が

マ
メ
ザ
タ
ラ
に
似
て
居
る
が
篤

に
、
以
前
は
そ
れ
〓
誤
認
さ
れ
て
、
往
々
マ
メ
ザ
ク
ラ
ざ

し
て
取
扱
は
れ
て
居
た
の
で
あ
る
ｏ
然
る
に
去
る
明
治
三

十
四
年
頃
松
村
博
士
は
之
を
精
査
し
て
そ
の
同

一
な
ら
ぬ

こ
さ
を
看
破
さ
れ
、
植
物
學
雑
誌
第
十
九
悠
九
十
九
頁
に

於
て
之
を

一
新
種
ざ
し

鴫
〓
〓
〓
薔
電
８
一８

な
る
學
名

を
附
し
て
晏
表
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
営
時

和
名
の
螢
表
が
な
か
つ
た
が
篤
に
、
此
の
種
が
マ
メ
ザ
ク

ラ
に
似
て
大
形
で
あ
る
ざ
い
ふ
庭
か
ら
、
枚
野
富
太
郎
氏

は
こ
れ
に
オ
ホ
マ
メ
ザ
ク
ラ
な
る
新
藤
を
附
し
、
こ
れ
が

可
な
り
贋
ぐ
吾
々
の
間
に
用
ひ
ら
る
ゝ
様
に
な
つ
た
ｏ
つ

い
近
年
に
至
つ
て
こ
れ
に
タ
カ
ネ
ザ
タ
ラ
ざ
い
ふ
和
名
を

附
し
た
人
も
あ
つ
て
、
こ
の
雨
名
が
此
ナ
タ
ラ
の
和
名
ざ

し
て
用
ひ
ら
れ
て
居
た
の
だ
が
、
理
科
大
學
に
保
存
さ
れ

て
あ
る
古
い
標
品
を
見
る
ざ
、
中
に
ミ
ネ
ザ
タ
ラ
な
る
和

名
の
あ
る
も
の
が
あ
つ
て
、
此
の
名
が
光
の
植
物
に
名
せ

ら
れ
た
最
古
い
も
の
で
あ
る
こ
ざ
が
明
ど
な
っ
た
の
で
、

こ
れ
を
正
名
ざ
し
て
他
の
二
つ
を
異
稀
ざ
す
る
こ
ざ
に
な

◎
雑
　
　
　
隷
　
　
高
山
精
物
難
記
（三
）

た

の
で
あ
る
ｏ

槻
此
の
サ
タ
ラ
の
形
状
は
ざ
い
ふ
ざ
「
高
距
の
少
い
地

で
は
樹
の
高
さ
よ
く

一
丈
五
六
尺
に
さ
へ
達
す
る
が
、
高

山
の
上
で
は
大
抵

一
丈
内
外
に
す
ぎ
ず
．
時
に
は
甚
し
く

短
縮
し
て
僅
々
数
尺
に
過
ぎ
な
い
も
の
も
あ
る
ｏ
春
新
葉

の
開
ぐ
ざ
同
時
に
伸
長
し
た
枝
は
無
毛
で
あ
っ
て
、
一初
め

は
淡
務
色
を
呈
し
後
荻
色
こ
な
る
が
、
笠
々
年
に
な
る
ざ

皮
層
は
剰
脱
し
て
し
ま
ひ
、
後
は
美
し
い
栗
色
の
光
澤
あ

る
樹
皮
に
薇
は
れ
る
こ
ざ
に
な
る
ｏ
此
の
鮎
は
本
種
が
マ

メ
ザ
タ
ラ
こ
は
著
し
く
違
ふ
ざ
こ
ろ
で
、

マ
メ
ザ
タ
ラ
で

は
三
年
目
で
も
依
然
ぜ
し
て
荻
稲
色
を
呈
し
て
ゐ
る
。
さ

れ
ば
熟
錬
し
た
眼
な
ら
ば
此
の
二
種
を
板
の
み
で
識
別
す

る
こ
ざ
不
可
能
で
は
な
い
。

葉
は
花
ざ
同
時
に
出
で
、
花
時
に
は
可
な
り
の
大
さ
に

達
す
る
ｏ
表
裏
画
面
に
微
毛
が
あ
る
が
、
葉
柄
は
全
く
無

毛
で
あ
る
こ
ざ
マ
メ
ザ
ク
ラ
ざ
大
に
異
つ
て
居
る
ｏ
充
分

成
長
し
た
葉
は
小
さ
く
て
も
長
さ
一
寸
幅
五
分

は

あ
る

が
、
大
な
る
も
の
で
は
長
さ
二
寸
五
分
幅

一
寸
三
分
程
に

な
る
ｏ
葉
縁
に
は
深
い
切
込
み
が
あ
っ
て
、
其
の
各
々
に

は
更
に
細
か
い
鋸
歯
を
有
す
る
こ
ざ
マ
メ
ザ

ク

ラ
、
チ

一
一
七

(403)



年
・ 三   十   第

０
維
　
　
　
　
録
　
　
高
山
植
物
雑
記
（三
）

ャ
シ
ジ
ザ
タ
ラ
ス
は
ミ
ャ
マ
ザ
ク
ラ
ざ
同
様
で
あ
る
ｏ
花

芽
が
開
ぐ
ざ
中
か
ら

一
乃
至
三
個
の
花
の
出
る
こ
ざ
チ
ャ

ク
ジ
ザ
ク
ラ
ざ
同
様
で
あ
る
が
、
マ
メ
ザ
タ
ラ
で
は
二
個

以
上
の
花
が
現
は
れ
る
こ
ざ
は
決
し
て
な
い
ざ
中
し
て
よ

い
。
花
は
淡
紅
色
を
帯
び
、其
の
直
後
は
七
八
分
程
あ
る
ｏ

花
榎
や
等
は
不
滑
で
あ
る
が
、
榎
に
は
稀
に
微
毛
を
見
る

こ
こ
が
あ
る
ｏ
等
片
の
級
は

マ
メ
ザ
ク
ラ
で
は
金
繰
で
あ

る
が
、
ミ
ネ
ザ
タ
ラ
で
は
疎
鋸
歯
を
具
へ
て
居
る
ｏ
果
質

は
長
さ
三
分
程
に
な
り
．
色
は
黒
紫
色
で
あ
っ
て
、
其
味

甚
苦
味
張
ぐ
、
餘
程
熟
し
た
も
の
で
な
く
て
は
日
に
し
難

い
程
で
あ
る
ｏ

八
　
チ
ン
マ
ダ
ク
ラ
０
早
池
峰
、
着
手
、
八
甲
田
の
如
シ

内
地
北
部
の
高
山
を
一初
め
，
北
海
道
で
は
有
名
な

マ
ク
カ

リ
ス
プ
リ
や
、
市
千
島
の
エ
ト
ノン
グ
島
等
に
産
し
、
夏
に

樺
太
の
ス
ヽ
ヤ
山
中
だ
ざ
か
チ
ペ
ナ
ニ
あ
た
り
に
も
生
す

る
こ
さ
を
知
ら
れ
て
居
る
ナ
ク
ラ
で
あ
る
ｏ
樹
は
高
さ
は

約

一
丈
程
に
な
り
、
枝
は
前
に
掲
げ
た
ミ
ネ
ザ
ク
ラ
ざ
同

様
で
三
年
目
か
ら
は
紫
黒
色
に
憂
す
る
ｏ
葉
も
概
形
甚
だ

よ
ぐ
似
て
居
る
が
、
往
々
夏
に
大
形
〓
な
つ
て
長
さ
四
幅

二
寸
に
達
す
る
こ
ざ
さ
へ
あ
る
ｏ
葉
柄
は
同
じ
く
短
ぐ
て

し　
　
一　
一
”ハ

三
四
分
を
算
す
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
褐
色
の
長
い
毛
を
生

す
る
こ
こ
ミ
ネ
ザ
ク
ラ
ざ
異
つ
て
ゐ
る
ｏ
此
の
外
省
充
分

成
熟
し
た
葉
で
も
主
な
脈
の
上
に
は
同
様
に
毛
が
あ
る
。

花
は
自
色
に
微
に
淡
紅
色
を
帯
び
、

一
花
芽
よ
り
二
三
個

織
房
花
序
を
な
し
、
通
例
葉
に
先
立
っ
て
現
は
れ
る
ｏ
其

の
際
花
榎
は
僅
々
三
四
分
で
、
同
じ
ぐ
毛
を
蒙
つ
て
ゐ
る

が
、
花
が
す
む
ざ
伸
長
し
て

一
寸
以
上
さ
な
り
、時
に
は
毛

が
殆
ん
ざ
落
去
る
こ
ざ
が
あ
る
ｏ
事
に
も
毛
が
疎
に
あ
つ

て
、
其
の
裂
片
は
ミ
ネ
ザ
タ
ラ
の
様
に
縁
に
疎
鋸
歯
が
あ

る
ｏ
充
分
開
い
た
花
は
直
征
八
分
内
外
を
算
し
、
ミ
ネ
ザ

タ
ラ
に
於
け
る
よ
り
も
少
し
大
き
い
。

チ
ン
マ
ザ
ク
ラ
は
此
の
如
ぐ
ミ
ネ
ザ
タ
テ
に
近
似
し
た

櫻
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
一初
め
て
エ
ト
ノン
プ
島
で
探
集
さ

れ
た
時
、
宮
部
博
士
は
こ
れ
を

Ｖ
雪
臓

Ｑ
①３
８
〓
８
春
Ｆ

Ｆ
ュ
】８
静

ざ
し
て
費
表
さ
れ
た
が
、
十
年
程
前
に
小
泉
博

士
は
之
を

マ
メ
ザ
タ
ラ
の
憂
種
ざ
考
定
さ
れ
た
ｏ
其
の
頃

自
分
は
チ
シ
マ
ザ
ク
ラ
が
マ
メ
ザ
タ
ラ
ご
も
ス
チ
ャ
ク
ジ

ザ
タ
ラ

（即
ち

・句
・
Ｑ
の冒
８
〓
８
）
ざ
も
異
る
難
を
認
め
、

事
ろ
特
立
の
一
種
ざ
し
た
方
が
宜
し
か
ら

，
ざ
考
へ
、
植

物
學
雑
誌
第
二
十
四
悠

一
一
面
に

鴫
〓
目
■
奎
畿
８
静

ざ
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ゴ』善

し
て
記
載
し
て
置
い
た
。ヽ．
其
の
後
シ
ュ
ナ
イ
ダ
Ｉ
Ｅ
い
ふ

學
者
は
硫
黄
山
産
の
標
品
を
手
に
す
る
に
及
ん
で
再
び
チ

ャ
シ
ジ
ザ
ク
ラ
の
愛
種
Ｅ
考
へ
、
後
夏
に
特
立
種
ざ
し
て

之
に
り
・
【■
ｏＮＳ

，
な
る
學
名
を
典
へ
た
。
其
の
後
小
泉
博

士
は
着
手
山
に
探
集
さ
れ
た
標
品
を
取
て
ミ
ネ
ザ
ク
ラ
の

有
毛
の
憂
種
な
り
こ
考
へ
、
こ
れ
に

同
・
Ｌ
題
８
一８

く
胃
・

暉
３
ｏいｏ８
“
ざ
い
ふ
偶
名
を
附
し
た
り
し
て
、
チ
シ
マ
ザ
ク

ラ
に
は
種
々
の
學
名
が
出
来
た
が
、
最
近
に
至
っ
て
ク
井

ノン
ス
ン
〓
い
ふ
米

国

の
學
者

が
更

に
改
憂

を

試

み

Ｆ

ュ
窮
ｏュ
ｏ‥
再
Ｌ
Ｅ
』
８
の一∽

ざ
い
ム
學
名
の
組
合
せ
を

作
っ
た
。
此
の
人
の
説
に
よ
る
ざ
ゴ
初
め
宮
部

博

士

が

蜀
・Ｑ
①邸
８
〓
ｏ”
の
愛
種
Ｅ
考

へ
ら
れ
た
の
は
尤
な
こ
ど
で
、

同
博
士
が
此
の
學
名
に
営
る
植
物
ざ
思
ひ
込
ん
だ
も
の
は

チ
ャ
ク
ジ
ザ
タ
ラ
で
は
な
く
て
、
資
は
ミ
ネ
ザ
ク
ラ
の
標

本
で
あ
つ
た
の
だ
ざ
い
ふ
、
故
に
シ
井
″
ス
ン
の
詑
は
宮

部
博
士
の
説
に
一
致
す
る
も
の
で
、
こ
れ
だ
け
調
査
し
た

結
果
ざ
し
て
、
チ
シ
マ
ザ
タ
ラ
の
學
名
を

Ｖ
目
〓

Ｌ
電
ｏ‐

ュ
８
く
罵
・
Ｆ
■
８
静

メョ
Ｆ

ざ
憂
夏
し
て
し
ま
つ
た
。
要

す
る
に
之
を
學
名
製
造
家
の
立
場
か
ら
言
ふ
ｔ
宜
し
く
漁

夫
の
利
を
得
た
辞
に
な
る
ｏ
（武
田
久
吉
）

０
雑
　
　
　
鏃
　
　
山
岳
繁
報
（三
）

山

岳

彙

報

三

△
常
念
山
脈
の
各
登
山

（前
碁
）
御
會
員
中
に
て
本
月
末
ス
キ
ー
登
山
御
企
に
付
御

照
會
の
趣
奔
承
仕
候
烏
川
方
面
の
案
内
若
〓
し
て
は
南
安

曇
郡
西
穂
高
村
大
学
校
小
学
庚
申
堂
、
寺
島
今
朝
市
ご
申

す
者
同
方
面
の
地
理
に
委
敷
候
へ
ば
同
人
へ
御
照
曾
相
成

候
は
ヽ
細
大
御
便
宜
相
計
り
可
申
こ
存
候
同
人
は
多
年
猥

夫
ざ
し
て
雲
中
登
山
の
経
験
も
有
之
案
内
人
ざ
し
て
は
更

に
御
懸
念
な
き
人
物
に
御
座
候
但
し
積
雲
の
調
子
が
ス
キ

ー
跛
渉
に
適
し
候
や
否
や
頗
る
疑
敷
御
座
侯
筒
ほ
本
月
二

日
常
地
日
本
銀
行
支
店
員
伊
藤
英
三
郎
氏
ス
キ
ー
に
て
武

石
峠
を
跛
渉
せ
ら
れ
候
に
付
同
氏
へ
御
聞
合
せ
相
成
候
へ

ば
大
客
様
子
相
分
り
可
申
〓
存
侯
。

（大
正
八
年
二
月
主
日
信
鐵
、
登
山
部
　
中
村
五

一
郎
）

△
松
本
よ
り
島
々
自
動
車
運
韓

陳
者
鷺
々
登
山
の
期
に
入
り
北
ア
ノン
プ
ス
の
開
門
た
る
自

骨
上
高
地
雨
温
泉
浴
客
も
過
般
木
登
山
す
る
も
の
益
々
多

く
弊
甦
螢
業
の
乗
合
自
動
車
に
て
楡
途
仕
居
候
。

営
會
赴
の
替
業
は
松
本
、
島
な
間
の
乗
合
自
動
車
に
し
て

一
一
九

(405)



年 三 十 第

◎
雑
　
　
　
　
録
　
　
登
山
案
内
オ
（三
）

毎
日
午
前
三
時
よ
り
松
本
辱
着
の
列
車
ざ
連
絡
を
取
り
運

韓
致
し
居
り
候
此
の
線
路
は
御
承
知
の
如
く
従
来
は
馬
車

を
以
て
楡
途
致
し
約
五
里
の
里
程
を
年
日
を
費
や
し
候
虎

自
動
車
は

一
時
間
未
満
に
て
一
日
を
以
て
優
に
雨
温
泉
に

到
達
す
る
を
得
時
間
の
経
済
上
ざ
賃
銀
の
廉
償
ざ
に
体
多

往
復
す
る
も
の
の
殆
ざ
全
部
は
乗
車
仕
候
。

登
山
時
期
〓
共
に
営
會
祗
に
て
は
特
に
山
岳
登
山
案
内
部

を
設
置
し
登
山
者
の
便
に
資
し
た
き
考
へ
に
有
之
貴
誌
御

装
行
上
に
も
御

一
報
下
さ
れ
候
は
ヽ
時
々
の
調
査
事
項
に

就
き
御
報
告
申
上
べ
ぐ
御
案
内
申
上
候
。
筒
御
参
考
迄
に

左
に
掲
載
仕
候
。

松
本
ゝ
り
維
鮎
迄
（十
哩
）

壼
人
　
壼
　
回

に
し
て
省
貸
切
に
て
随
時
運
樽
を
致
し
貸
自
動
車
も
螢
業

仕
候
間
獨
ｂ
島
々
間
の
み
な
ら
す
軌
れ
の
方
面
に
も
運
韓

仕
候
。

松
本
市
新
伊
勢
町
（罪
前
）

松
本
自
動
車
運
輸
株
式
會
祗

（記
者
日
）此
自
動
車
は
通
路
の
関
係
上
島
々
の
手
前
迄
に

し
て
其
村
迄
は
通
ら
ぬ
由
な
り
ｏ

一
二
〇

登
山
案
内
者

（三
）

本
欄
は
登
山
案
内
者
の
改
善
に
資
し
「

一
方
登
山
者
の

参
考
ご
し
て
特
設
せ
る
も
の
に
し
て
　
・
、
廣
く
同
好
諸
君

の
材
料
を
賜
ら
ん
事
を
乞
ふ
。
（係
り
）

◇
白
馬
岳
登
山
案
内
者
組
合

今
般
営
細
野
Ｅ
に
於
て
、
別
紙
の
通
り
自
馬
岳
登
山
案

内
組
合
を
組
織
致
し
、
自
馬
岳
を
中
心
ざ
し
て
各
方
面
の

縦
走
横
断
等
の
御
希
望
に
應
し
、
確
賓
に
御
案
内
致
し
度

候
。
付
て
は
廣
ぐ
貴
會
有
力
諸
賢
の
御
蓋
力
を
蒙
り
、
盆

盆
登
山
者
の
増
進
を
促
じ
度
く
、
吾
々
組
合
は
此
に
大
々

的
改
革
を
試
み
、
登
山
者
の
便
宜
を
計
ひ
、
ニ
ス
鄭
重
を

旨
ざ
し
、
善
良
な
る
案
内
者
を
養
成
致
す
心
得
に
御
座
候

間
、
何
率
徒
前
に
幾
倍
の
御
蓋
力
御
引
立
を
切
望
御
願
ひ

申
上
候
。

大
正
八
年

一
月
十
四
日

北
　
城
　
村
　
細
　
野

自
馬
登
山
案
内
組
合
事
務
所

九
　
　
山
　
　
岩
　
　
司

(4()6)



山岳

◇
自
馬
岳
登
山
案
内
者
組
合
規
約

一
ゝ
組
合
フ
白
馬
岳
登
山
案
内
者
組
合
卜
名
付
ク

一
、
組
合

ハ
白
馬
岳
フ
中
心
ト
ン
各
方
面
ヘ
グ
登
山
案
内

者
ノ
張
ヵ
フ
以
一ノ
組
織
ス

一
、
組
合
ハ
善
良

ニ
シ
テ
敏
捷
ナ
ノン
理
想
的
案
内
者
ノ
養

成
卜
登
山

二
枢
要
ナ
〃
設
備
ノ
完
成
フ
以
フ
ロ
的
ト
ナ

ス
一
、
組
合
事
務
所
フ
細
野
Ｅ

二
置
ク

一
、
組
合

ニ
ハ
主
任

一
名
、
會
計

一
名
、
幹
事
若
干
名
フ

置
キ
一
切
ノ
事
務
フ
慮
理
シ
筒
本
組
合
謎
立
賛
助
者
フ

顧
問
ト
ス

一
、
組
合
線
會
集
會
等

ハ
主
要
卜
認
メ
タ
〃
場
合
若
ク
ハ

組
合
員
五
名
以
上
相
営
ノ
理
由

ニ
ヨ
ソ
請
求
ン
タ
ノン
時

之
フ
催
ス

一
、
組
合
規
約
ノ
改
正
共
同
事
業
ノ
計
書
等
起
ソ
タ
ノン
場

合

ニ
ハ
役
員
豫
メ
之
フ
協
議
シ
絶
會
フ
開
キ
賛
否
フ
求

メ
多
数
決
フ
ト
″
事

一
、
登
山
者

ヨ
リ
案
内
張
力
雇
備
ノ
需
メ
ア
″
ト
キ
ハ
其

指
名
フ
主
任

二
委
セ
其
供
給

二
澁
滞
ア
ノン
マ
ジ
キ
事

一
、
加
入
着

ノ、
登
山
者
ノ
荷
物
ノ
負
据
フ
ナ
ン
其
他
登
山

０
雅
　
　
　
　
録
　
　
登
山
案
内
者
（三
）

者
ノ
篤
メ
一
切
ノ
勢
務
フ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

一
ｔ
加
入
者

ハ
出
獲
蹄
宅
ノ
ロ
ハ
事
務
所

二
立
寄
ソ
在
否

フ
ｍ明
・フ
カ
ニ
ス
ペ
キ
曹雫

一
、
案
内
者
張
カ
ノ
荷
物
負
措
重
量

ハ
約
八
貫
目
以
内
ト

ス
一
、
賃

金

　

　

一
日

金

九

拾

錢

他
方
面
縦
走
横
断
ノ
場
合

ハ
相
営
割
増
フ
受
ク

外

二
山
申

一
切
ノ
生
活
二
要
ス
ノ
資
料

ハ
客
ノ
負
措
タ

″
事

相
】
シ
一顧
詮
い
一許
井
罐
嘲
醐
鋤
無
定．
ス同一端
哺
一″
」
一
般
労
働
賃
金
二
準
シ
　
いり

一
、
加
入
者

′、
以
上
ノ
各
項

二
違
背
ア
ル
ト
キ
ハ
組
合
協
　
い

議
ノ
上
相
営
ノ
制
裁
フ
加

へ
除
名
ス
〃
事
ア
／
ベ
ン

一
、
事
業
基
本
金
積
立
、
共
同
山
小
屋
設
備

一
切
、
共
同

請
負
事
業◇

組
合
案
内
者
張
力
心
得

一
、
案
内
者
張
力

′、
純
朴
ニ
ン
テ
善
良
ナ
″
山
人
ノ
氣
風

フ
重
ジ
不
徳
義
ノ
行
篤
ア
／
マ
ジ
キ
事

一
、
登
山
者

二
封
ン
テ
ハ
出
来
得
″
限
ソ
親
切
丁
写
フ
旨

ト
ン
テ
其
意
志
二
背
カ
ズ
絶
テ
ノ
勢
務

二
忠
質
ナ
ル
事

一
、
規
定
ノ
賃
金
以
上
ノ
暴
利
フ
貧
ラ
ザ

ノン
事

〓

三



年 二 十 第

◎
雑
　
　
　
．録
　
　
登
曲
案
内
者
（三
）

一
、
山
中

二
於
テ
′、
家
族
的
和
楽
フ
ナ
シ
各
争
事
口
論
等

フ
起
ナ
ゞ
ノン
事

一
、
案
内
者
張
カ

ハ
責
任
フ
自
覺
ン
テ
過
失
ナ
キ
機
注
意

フ
怠
ラ
ザ

ノン
事

一
、
案
内
者
張
カ

ハ
経
験
浅
キ
張
カ
ノ
篤
メ
ニ
懇
切
指
導

フ
ナ
シ
後
維
者
ト
ン
テ
良
案
内
者
養
成

二
勉
務
ス
ベ
キ

事
一
、
宿
泊
地

ハ
イ
ゾ
ン
モ
清
潔
フ
保
チ
後
ヨ
ソ
末

′ソ
登
山

若

二
不
快
ノ
．念
フ
起
ナ
シ
メ
ザ
″
機

ニ
ナ
ス
事

一
「
迷
ヒ
易
キ
通
路
或

ハ
藪
茂
キ
場
所
等

ニ
ハ
臨
機
ノ
方

法
フ
以
テ
ロ
標
切
開
キ
フ
作
ソ
置
夕
事

一
「
濃
霧
或

′、
暴
風
雨
ノ
歩
行

ニ
ハ
絶

エ
ズ
登
山
客
ノ
傍

フ
離

ン
ズ
呼
應
シ
ツ
ヽ
行
動
フ
取

ノン
事

一
、
山
中

ニ
テ
偶
然
出
會
ン
タ
″
他
ノ
登
山
組

二
封
シ
・プ

ハ
相
常

ノ
敬
意
フ
以
テ
之

二
拶
挨
フ
ナ
シ
若
シ
質
問
等

ア
リ
ン
場
合

ニ
ハ
懇
切

二
回
答
フ
鴛
ス
ベ
キ
事

一
、
仲
間
ノ
中

二
負
傷
者
及
ピ
病
人
等
ア
リ
ン
場
合

ハ
登

山
客

二
計
ソ
出
来
得
″
限
ソ
ノ
方
法
フ
以
夕
看
護
フ
ナ

シ
慰
安
フ
典
フ
″
事

一
っ
濫
ソ
ニ
樹
木
フ
伐
探
ジ
鳥
獣
フ
害
シ
故
意

二
岩
石
フ

〓
三

崩
落
セ
ン
メ
ザ

ノン
事

一
、
主
要
高
山
植
物
ノ
繁
殖
フ
保
護
シ
濫
探
セ
シ
メ
ザ
ノン

事
一
、
善
良
ナ
〃
白
馬
岳
案
内
若
ノ
名
賞
フ
奉
グ
ノン
様
心
懸

タ
ベ
キ
事

山

市

三

郎

量

山

文

一
郎

長

山

元

次

郎

彙

山

七

左
衛
門

垂

橋
　
一ホ
　
士ロ
二七

右
の
中
各
方
面
縦
走
横
断
熟
練
者

太 九 太

谷
山

谷
勇

豊 次
庄

吉 郎 衛
五_=L .=ニ
〇 五 八

」ト

九九九九窺
山中山山冨
岩徳粂徳若
司司爾重蘇
ニ ニ ニ 四 ‐
四 ヨ■ 。ユ ー 良 条

熟
路

山

利

雄
露3
三 歳

九 横

山 山

由 留

松 吉

云 署

九 九

山 山

静 善

男 治

0五

九 九

山 山

武 政

四 治

―― ′ゝ

高 太 高 倉 九 九 高 九 九 九 九 九

橋 谷 橋 科 山 山

喜 定 薦 由 榮 儀

市 雄 壽 治 十 重

署 死 量 元 里 豊

(408)



山岳

（
一
）自
馬
岳
を
中
心
ε
し
て
針
の
木
迄
の
縦
走
熟
練
者

五
名

（
二
）白
馬
岳
よ
り
掃
路
大
果
を
経
越
中
剣
山
立
山
方
面

横
断
熟
練
者
六
名

（三
）白
馬
岳
よ
り
ｍ
母
谷
を
経
て
越
中
愛
本
通
り
熟
練

若
十
名

（四
）白
馬
岳
よ
り
越
中
猫
ス
谷
を
経
通
す
る
熟
練
者
二

名

（五
）
白
馬
岳
よ
う
越
後
糸
魚
川
迄
の
熟
練
者
組
合
員
全

部

（六
）自
馬
岳
よ
り
柳
又
維
通
小
川
間
熟
練
者
三
名

二
、
案
内
申
込
は
営
事
務
所
に
直
接
御
通
達
下
さ
れ
度
願

上
僕

三
、
組
合
の
役
員
及
其
住
所
は
只
今
の
庭
正
式
絶
會
致
さ

す
候
故
近
々
に
執
行
通
報
致
す
可
く
候

（本
組
合
は
細

野
Ｅ
を
中
心
ざ
し
て
北
城
村

一
般
有
志
者
を
以
て
組
合

員
ざ
な
す
心
得
に
て
活
動
数
し
居
り
候
）

四
、
組
合
設
立
に
付
て
は
北
城
村
役
場
へ
も
ス
北
城
村
巡

査
部
長
派
出
所

へ
も
充
分
御
相
談
交
渉
致
し
置
シ
候

１
日
８
１
‥
こ
‥
―
ニ
ユ
Ｔ

甲
ュ
ｎ
Ｖ

●

●
■
＝
＝
Ｈ＝
＝
Ｖ
‘
丁
ｎ
＝
Ｈ
Ｈ
Ｖ
・
●

ｎ
＝
曹
●
一
７
ロ
ロ
ロ
ー
・
・
７
‥
‐

◎
維
　
　
　
　
録
　
　
登
山
案
内
者
（三
）

◆
鳥
川
目
ざ
有
明
日
組
合

雨
組
合
共
信
濃
山
岳
會
々
員
の
援
助
ざ
鷹
護
に
依
り
て

成
立
せ
る
も
の
に
し
て
、
同
會
は
其
監
督
の
地
位
に
あ

る
も
の
ざ
云
ふ
べ
し
。
斯
ぐ
の
如
き
計
書
の
各
地
に
起

ら
ん
事
を
希
望
し
て
止
ま
す
ｏ

◇
烏
川
口
（
一
ノ
澤
）登
山
案
内
者
組
合
規
約

第

一　
條
　
本
組
合
フ
烏
川
口

（
一
ノ
澤
）
登
山
案
内
者

組
合
卜
藤
ス

第

二

條
　
本
組
合
ハ
鳥
川
口
一
ノ
澤

ヨ
ソ
各
方
面

へ
登

山
ス
ノン
者
ノ
案
内
人
及
ピ
張
力
者
フ
以
一ノ
組
織
ス

第

一二
條
　
本
組
合

ハ
登
山
案
内
人
ノ
養
成
、
善
良
ナ
″

氣
風
ノ
涌
養
及
ピ
一
般
登
山
者
の
利
便
フ
ロ
″
フ
以
テ

目
的
ト
ス

第

四

條
　
組
合
加
入
者

ハ
山
岳
保
護
フ
念
ト
ン
テ
登
山

者
ノ
案
内
、
荷
物
ノ
負
措
其
他
登
山
者
ノ
需
メ
ニ
應
ジ

一
切
ノ
勢
務
フ
篤
ス
モ
ノ
ト
ヌ

第

五

條
　
組
合
事
務
所
フ
南
安
曇
郡
西
穂
高
村
字
牧
屁

小
学
荒
薄
堂
、
寺
嶋
今
朝

一
方

二
置
タ

第

六

條
　
本
組
合

二
事
務
主
任

一
名
、相
談
役
若
干
名
、

〓
三

Ｑ
げ

ｎ
ｖ

▲
４



年 二 十 第

０
維
　
　
　
　
録
　
　
登
山
案
内
者
（三
）

世
話
役
若
干
名
フ
置
キ
絶
テ
ノ
事
項
フ
慮
理
ス

第

七

條
　
組
合
ノ
集
會

ハ
主
任
ノ
適
宜

二
依
り
随
時
之

フ
開
ク

第

八

條
　
組
合
ノ
事
業
、
其
他
協
議
事
項

ハ
絶
テ
座
談

的

二
熟
議
シ
組
合
員
ノ
多
数
決

二
依
ソ
フ
途
行
ス

第

九

條
　
組
合
加
入
者

ハ
他
ノ
登
山
地
ョ
リ
招
致
サ
ン

タ
ノン
場
合

ハ
主
任
ノ
認
諾
フ
経
ズ
ン
テ
之

二
應
ズ
ノン
コ

ト
フ
得
ズ

第

十

件
　
登
山
客
ョ
ソ
案
内
人
及
ピ
張
カ
ノ
需
メ
ア
ノソ

ト
キ
ハ
主
任
ハ
臨
機
之
ワ
撰
揮
指
名
ス
″
モ
ノ
ト
ス

第
十

一
條
　
加
入
者

ハ
組
合
基
本
金
ト
ン
一ノ
一
ケ
年

一
人

金
五
拾
錢
宛
フ
積
立
ッ
ノン
モ
ノ
ト
ス
、
其
ノ
積
立
方
法

卜
納
期

ハ
主
任
Ｄ
相
談
役
協
議
ノ
上
之
フ
定
ム

第
十
二
條
　
加
入
者

二
推
奨
ス
ベ
キ
行
篤
ア
ノン
ト
キ
ノ、
主

任
、
相
談
役
協
議
ノ
上
基
本
金
中
ヨ
ソ
相
営
卜
認
ム
″

額
フ
支
出
シ
之
フ
賞
興
ス

第
十
三
條
　
加
入
者
登
山
中
ゝ
不
慮
ノ
災
難

二
道
ヒ
タ
ノン

ト
キ
ハ
主
任
、
相
談
役
協
議
ノ
上
、
基
本
金
中

ョ
ソ
相

営
卜
認
ム
″
額
フ
支
出
シ
之
フ
見
舞
ト
シ
フ
購

″

第
十
四
條
　
案
内
人
及
ピ
張
カ
ノ
荷
物
負
措
童
量

ハ
一
人

一
二
四

几
ソ
八
貫
日
以
内
ト
ス
、
但
シ
時
宜

二
依
ソ
此
ノ
限
ソ

ニ
ア
ン̈
ズ

第
十
五
條
ヽ
主
務
案
内
ノ
任
フ
受
ケ
タ
ノン
者

ハ
其
組
ノ
先

達
ト
ン
他
ノ
張
カ

ハ
先
逹
ノ
指
揮

二
従
ヒ
互
二
同
僚
ノ

徳
義
フ
重

ン
ズ
ノン
モ
ノ
ト
ス

第
十
六
條
　
賃
金

ハ
毎
年
登
山
期
ノ
和
メ
ニ
於
テ
協
定
ン

加
入
者

ハ
固
ク
之
フ
守
ソ
登
山
客

二
封
シ
約
束
以
外
ノ

要
求
フ
篤
ス
ベ
カ
ラ
ズ

入
山
中
生
活

二
必
要
ナ

ノン
資
料

ノ、
雇
備
セ
″
登
山
客
ノ

負
措
ト
ス

Ｔ
山
ン
テ
任
務
経
了
ノ
ト
キ
、
其
解
備
地
ヨ
ソ
帰
宅
ス

ノン
ノ
道
程
年
日
以
上
フ
費
ス
ト
キ
ハ
相
営
ノ
蹄
途
旅
費

ス
ハ
ロ
常
フ
申
受
タ
ノン
モ
ノ
ト
ヌ

第
十
七
條
　
加
入
者
出
螢
ノ
ロ
及
ピ
婦
宅
ノ
日
ハ
必
ズ
事

務
所

二
報
告
シ
其
在
否
フ
明
カ
ニ
ス
″
コ
ト

登
山
期
中
「
病
氣
ノ
場
合

ハ
速

二
事
務
所

二
申
出
ゾ

ノン

フ
ト

フ
要

ス

第
十
八
條
　
山
中
ノ
出
来
事
、
行
程
路
ノ
難
易
、
水
ノ
有

無
、
露
螢
地
ノ
適
否
其
他
ノ
注
意
事
項

ハ
下
山
後
直
チ

ニ
事
務
所

二
報
告
シ
登
山
者

一
般
ノ
利
便

二
資
ス
ノン
コ

Ａ
Ｕ

ｌ
ム

“



山岳

同 同 同 同 同 同 同 世 同 相 主

話  談

役

′Jヽ

林

喜

作

第
十
九
條
　
加
入
者

ニ
ン
テ
此
ノ
規
約

二
違
背
ン
タ

ノン
ト

キ
ハ
組
合
員
協
議
ノ
上
相
営
ノ
制
裁
フ
加

へ
其
甚
シ
キ

者

二
封
ン
フ
′、
脱
退
フ
命
ズ
″
コ
ト
ア
″
ベ
ン

第
二
十
條
　
本
規
約
が
組
合
員
過
竿
数
ノ
同
意
フ
得
テ
憂

夏
ス
ノン
コ
ト
フ
得

大
正
八
年
六
月
二
十
日

烏
川
口
一
ノ
澤
登
山
案
内
溝
組
合

役 任

大
正
八
年
ノ
協
定
賃
金

◎
雑
　
　
　
　
録
　
　
登
山
案
内
者
（三
）

一

日

一
人
　

　

金

式

日

也

◇
有
明
日
登
山
案
内
者
組
合
規
約

一
、
本
組
合
ハ
有
明
日
登
山
案
内
者
組
合
卜
稀
ン
事
務
所

フ
赤
沼
千
尋
宅

二
置
ク

ニ
、
本
組
合

ハ
有
明
ロ
ニ
於
ケ
ノン
登
山
案
内
者
及
ピ
、
張

カ
フ
以
フ
組
織
ス

三
、
本
組
合

′、
理
想
的
案
内
者
ノ
養
成
及

一
般
登
山
者

ノ
利
便
フ
固

ノン
フ
以
テ
ロ
的
ト
ス

四
、
加
入
者

ハ
登
山
ノ
案
内
及
荷
物
ノ
負
指
フ
ナ
ン
登
山

者
ノ
鴛
メ
二
一
切
ノ
労
働
フ
ナ
ス

五
、
本
組
合
ハ
主
務
者

一
名
相
談
役
四
名
フ
置
キ
絶
フ
ノ

事
務
フ
庭
理
ス
別

二
山
岳
研
究
先
輩
フ
顧
問
ト
ナ
ン
登

山

二
開
ス
〃
一
切
ノ
指
導
フ
受
ク

六
、
組
合
ノ
集
會

ハ
主
任
ノ
適
宜

ニ
ョ
リ
随
時
是
フ
開
タ

七
ゝ
本
規
約
改
正
ノ
必
要
及
其
他
組
合

二
開
ス
ノン
事
業
′

計
書
起
ソ
タ
ノン
場
合
ハ
主
任
相
談
役
豫
メ
之
フ
協
議
シ

組
合
ノ
絶
會

二
諮
ソ
フ
之
フ
決
定
ヌ

八
、
営
組
合

二
他
ノ
登
山
地
ヨ
ソ
需
要
ア
ソ
タ
〃
場
合

ニ

ハ
主
任
相
談
役
熟
議
ノ
上
人
員
ノ
選
揮
ン
テ
主
任
指
名

〓

正

寺 長

嶋
田

小

松
十

市 郎

増 増 寺

田
田

嶋

八

体
十

万

市 吉 爾

宮 寺

嶋
嶋

今
Zトエ

朝

田

中

伊

十

藤

原

篤

市

牧

伊

良ト

■
占

■
‘

燿
告



年 三 十 第

◎
維
　
　
　
　
録
　
　
登
山
案
内
者
（三
）

メ
″
モ
ノ
ト
ス
決
シ
ノ
組
合
員
軍
獨
行
鴛
二
出
デ
ザ
″

モ
ノ
ト

ス

九
、
他
ノ
登
山
組
合
ョ
ソ
招
キ
ニ
應
ジ
タ
／
時
ハ
先
方
ノ

組
合
規
約
フ
遵
守
シ
其
ノ
責
任
フ
全
タ
ン
営
組
合
ノ
名

フ
恥
ヵ
シ
メ
ザ
″
事

十
、
加
入
者
ハ
一
ケ
年

一
人
金
五
拾
鏡
宛
フ
基
本
金
ト
ン

フ
積
立
ツ
″
事

主
、
本
組
合
加
入
者

ニ
ン
テ
特
筆
ス
ペ
キ
善
行
鴛
及
登
山

者

二
満
足
フ
典
へ
特

二
推
奨
ナ
レ
ン
場
合
ニ
ハ
絶
會
ノ

際
之
フ
装
表
シ
基
本
金
中
ヨ
ン
相
営
ノ
賞
フ
興
ノ
″
事

ァ

ノン
ペ
シ

主
、
加
入
者
入
山
中
若
ン
不
慮
ノ
災
難
フ
蒙
ソ
タ
〃
者
ア

ノン
時
ハ
主
任
相
談
役
協
議
ノ
上
相
営
ノ
見
舞
金
フ
基
本

金
中
ヨ
ソ
支
出
ス

主
、
案
内
者
及
張
カ
ノ
荷
物
ノ
負
措
重
量

ハ
通
例
七
貫
匁

内
外
ト
ス
、
但
シ
時
宜

二
依
ソ
此
ノ
限
ソ
ニ
ア
ラ
ズ

薔
ゝ
登
山
者
若
タ
ハ
主
任
ゴ
ソ
案
内
ノ
任
フ
受
ケ
タ
／
モ

ノ
ハ
其
組
ノ
先
達
ト
ン
他
ノ
張
カ

ハ
其
ノ
指
揮

二
徒
ヒ

先
達
ノ
言
動

二
封
シ
異
議
フ
差
挟

マ
ザ
〃
事

主
「
賃
金

ハ
毎
年
登
山
期
ノ
勅
メ
ニ
於
テ
之
フ
協
定
ス

大
正
八
年
度
ノ
標
準

外
二
山
中
生
活
ノ
一
切
ノ
資
料
ハ
登
山
者
ノ
負
措
ト
メ

（１
）
ゝ
有
明
澤
ヨ
ソ
中
房
温
泉
迄
ハ
規
定
日
備
ノ
年
分

上
高
地
温
泉
ゝ

一
日
市
場
騨
迄
ハ
一
日
ノ
賃
金
フ
申

受
ク
荷
物
ノ
軽
重
二
依
ソ
登
山
者
卜
相
談
ノ
上
相
常

賃
金
フ
申
受
夕
″
コ
ト
ア
〃
バ
ン

（２
）
、
北
安
大
町
方
面
室
堂
五
色
原
、
立
山
温
泉
ヨ
′

ノ
婦
途
ハ
ニ
日
ノ
賃
金
フ
及
信
濃
鐵
道
安
曇
追
分
、

大
町
ノ
往
復
ノ
汽
車
賃
フ
中
受
ク

其
他
ハ
婦
路
日
程
二
應
ジ
相
嘗
卜
認
メ
タ
／
日
備
フ
申

受

ノン

モ

ノ

ト

ス

英
、
加
入
者
出
獲
ノ
日
掃
宅
ノ
ロ
ハ
必
ズ
事
務
所

二
立
寄

ソ
其
在
否
フ
明
カ
ニ
ス
″
事

宅
Ｄ
山
中
ノ
出
来
事
行
程
等

ハ
成
可
夕
速

二
詳
シ
タ
事
務
・

所

二
報
告
シ
次
回
登
山
者
ノ
便
フ
謀

ノン
事

丈
、
加
入
者

ニ
ン
テ
以
上
ノ
條
項

二
違
反
ン
タ
ノン
時

ハ
組

合
協
議
ノ
上
相
営
ノ
制
裁
フ
加

へ
選
會
フ
命
ズ
ノン
事
ア

〃
ベ
ン

大

正

八

年

六

月
一
二
六

先
　
達
　
金

　

式
　
回

張
　
力
　
金
登
園
八
拾
錢

錢
Ｃ

ｌ
占

Ａ
■



山岳

信
州
市
安
曇
郡
有
明
村
新
屋
赤
沼
千
尋
方

有

明

日

登

山

案

内

者

組

合

◇
有
明
日
登
山
案
内
組
合
員
心
得

心
　
　
　
得

一
、
案
内
者
張
力
は
純
朴
に
し
て
善
良
な
る
山
人
の
氣
風

を
重
ん
じ
不
穂
義
の
行
篤
あ
る
ま
じ
き
事
。

一
、
登
山
者
に
封
し
て
は
出
来
得
る
限
り
親
切
丁
事
を
旨

ざ
し
其
意
志
に
背
か
す
絶
て
の
勢
務
に
忠
質
な
る
べ
き

事
。

一
、
規
定
賃
金
以
上
の
暴
利
を
貧
ら
ぎ
る
事
。

一
ゝ
山
中
に
於
て
は
家
族
的
和
楽
を
な
し
各
々
争
ひ
事
、

日
論
事
等
は
惧
む
べ
き
事
。

一
、
先
達
は
責
任
を
自
覺
し
細
心
に
し
て
過
失
な
き
様
注

意
す
べ
き
事
。

一
、
先
達
は
必
す
山
に
経
験
多
き
者
な
れ
ば
張
力
は
能
く

命
に
反
せ
す
従
ひ
先
達
は
経
験
浅
き
張
力
の
鴛
め
に
懇

切
に
指
導
を
な
し
藩
来
の
後
継
者
ざ
し
て
良
案
内
者
の

養
成
に
努
む
べ
き
事
。

一
ゝ
宿
泊
地
に
於
い
て
は
他
の
登
山
者
の
迷
惑
に
な
る
行

篤
等
は
必
ず
惧
み
飲
酒
を
な
し
て
暴
に
陥
ら
ざ
る
様
注

◎
離
　
　
　
　
録
　
　
登
山
案
内
者
（三
）

意
す
べ
し
。

一
、
宿
泊
地
は
い
づ
れ
も
清
潔
に
し
て
汚
機
を
止
め
ざ
る
，

様
心
懸
け
後
よ
り
な
る
登
山
者
に
不
快
の
念
を
起
さ
し

め
ぎ

る
事

。

一
、
濃
霧
或
は
暴
風
雨
の
歩
行
に
は
絶
え
す
族
客
の
傍
を

離
れ
す
互
に
呼
應
し
つ
ゝ
行
動
を
ざ
る
事
。

一
、
山
中
に
て
偶
然
島
近
せ
る
他
の
登
山
者
に
封
し
て
は

相
営
の
敬
意
を
以
て
之
に
挨
拶
を
鴛
し
若
し
質
問
等
あ

り
し
場
合
に
は
懇
切
に
回
答
を
な
す
べ
き
事
。

一
、
仲
間
の
中
に
負
傷
者
病
人
等
の
生
し
た
る
場
合
に
は

登
山
客
に
計
り
出
来
得
る
限
り
の
方
法
を
以
て
看
護
を

な
し
慰
安
を
典
ふ
る
事
。

一
、
濫
う
に
樹
木
を
伐
探
し
鳥
獣
を
害
し
故
意
に
岩
石
黎

崩
落
せ
し
め
ぎ
る
事
。

一
、
善
良
な
る
有
明
日
案
内
者
の
名
質
を
奉
ぐ
る
様
心
懸

ぐ
べ
き
事
。

以
　
　
　
上

◇
大
町
組
合
の
公
定
賃
金

拝
啓
悠
々
御
清
康
之
御
儀
奉
賀
上
候
陳
ば
去
る
二
十
日
常

組
合
絶
曾
に
於
て
案
内
者
張
力
賃
金
を
式
園
式
拾
錢
ご
協
【

一
二
七
　
・

(413)



年 三 十 第

◎
雑
　
　
　
　
銀
　
　
登
山
案
内
者
（三
）

定
仕
候
虚
其
後
に
至
り

一
般
労
働
賃
金
の
値
上
有
之
夫
れ

こ
の
比
衡
上
夏
に
値
増
し
を
要
求
す
る
者
多
数
に
て
種
々

調
定
を
試
み
案
内
者
の
み
金
式
園
五
拾
鏡
に
改
訂
仕
侯
段

御
了
承
被
下
度
不
取
敢
御
通
知
申
上
候

大
正
八
年
六
月
十
七
日

信
　
州
　
大
　
町

大
町
登
山
案
内
若
組
合

１

１

〓
‥

ロ
ー

‥

‥

ｉ

ｖ

Ｔ

Ａ

＝

ｕ

●

・
１

＝

Ｈ
Ｈ
＝

ｖ

中

Ａ

＝
＝

＝

Ｕ

●

●

ｎ

Ｕ

Ｉ

“
ユ

Ｔ

‥

ヨ

ー

ー

Ｅ

Ｉ

ｓ

Ｉ

◆
甲
斐
柳
澤
近
況

本
誌
第
十
三
年
第
二
琥

一
二
二
頁
に
柳
澤
の
人
夫
を
紹

介
せ
し
が
、
大
正
八
年
七
月
曾
員
影
山
寅
造
氏
は
、
同
地

を
出
装
貼
ご
し
て
、
水
石
春
吉
、
同
林
八
、
横
内
逸
不
の

三
名
を
具
し
、
自
峰
山
脈
及
赤
石
山
脈
を
跛
渉
さ
れ
、
同

地
の
人
夫
其
の
他
に
開
し
て
委
細
に
報
告
さ
れ
た
る
を
以

て
、
左
に
之
を
基
ざ
し
て
近
況
を
報
す
可
し
ｏ

昨
年
予
等
は
柳
澤
に
て
同
地
第

一
流
の
案
内
者
ざ
し
て

知
ら
る
る
水
石
孫
太
郎
に
面
會
し
て
山
中
の
模
様
等
に
就

き
て
聞
純
し
、
二
つ
其
の
息
春
吉
ス
は
林
八
の
何
れ
か
を

案
内
者
ざ
し
て
雇
備
せ
ん
ざ
せ
し
も
、
孫
太
郎
は
野
呂
川

一
二
人

入
に
漁
業
従
事
中
に
て
面
會
す
る
事
を
得
ず
、
春
吉
及
林

八
は
共
に
某
氏
に
雇
備
さ
れ
て
在
ら
す
、
只
野
呂
川
の
廣

河
原
に
て
邁
遇
の
際
藪
語
を
交

へ
た
る
に
過
ぎ
す
。
予
等

下
山
後
柳
澤
に
て
春
吉
林
八
等
に
柳
澤
の
人
夫
に
開
し
て

交
渉
せ
ん
ざ
せ
し
も
、
恰
も
旅
合
小
池
方
の
主
人
重
病
に

罹
り
て
、
篤
に
同
地
に
滞
在
す
る
こ
ざ
不
可
能
ざ
な
り
、

倉
性
日
野
春
に
赴
き
て
蹄
京
の
途
に
著
き
た
れ
ば
、
柳
澤

の
人
夫
に
開
し
て
は
、
只
登
山
の
前
日
小
池
浅
吉
ご
協
議

し
て
、
以
後
同
地
よ
り
登
山
す
る
人
の
篤
に
大
騰
の
方
針

を
定
め
た
る
に
過
ぎ
ざ
り
し
は
質
に
遺
械
ざ
す

る
庭

な
　
一η

♭
ｏ
営
時
予
等
は
大
町
の
例
に
傲
ひ
、
登
山
者
は
族
合
を
　
一幹

通
し
て
案
内
及
人
夫
を
雇
備
す
る
ざ
せ
ば
、
旋
合
に
於
て

も
宿
泊
の
準
備
を
な
す
こ
こ
を
得
、
且
つ
登
山
客
の
鴛
に

直
接
利
益
を
得
る
こ
こ
が
、
難
貨
業
を
主
ざ
せ
る
小
池
方

が
旅
宿
業
に
も
更
に
大
な
る
興
味
を
惹
起
し
て
、
幾
分
な

り
ざ
も
改
良
の
念
を
起
さ
し
む
可
き
か
ざ
想
像
し
た
り
し

な
り
ｏ
然
し
な
が
ら
予
等
の
理
想
は
而
く
簡
単
に
質
現
し

得
る
も
の
に
非
す
し
て
、そ
れ
ざ
同
時
に
柳
澤
に
於
て
は
、

差
営
り
旋
合
を
主
ざ
せ
ず
し
て
案
内
人
夫
を
主
ざ
な
す
方

反
て
得
策
な
る
こ
ざ
明
瞭
ざ
な
り
し
を
以
て
、
後
木
同
地



山岳

を
出
残
鮎
ざ
し
て
選
定
さ
る
ゝ
の
士
は
、
写
ろ
左
の
貼
に

留
意
さ
る
ゝ
を
以
て
至
便
な
り
ざ
せ
ん
か
ｏ

一
「
案
内
及
人
夫
雇
備
に
開
し
て
は
直
接
柳
澤
の
水
石

春
吉

（林
八
は
其
の
弟
）
に
照
會
し
、
他
の
登
山
客
ざ
衝

突
せ
ぎ
る
様
時
日
を
定
む
る
こ
ざ
。

一
、
案
内
及
人
夫
の
有
無
に
よ
り
、出
蟄
時
日
確
定
後
ゝ

案
内
若
よ
り
族
合
に
其
旨
通
知
を
依
頼
す
る
も
可
。

一
、
小
池
浅
吉
は
難
貨
店
、
族
宿
、
運
途
業
等
を
策
業

こ
す
る
故
、
理
論
上
便
利
無
比
な
れ
ぎ
、
同
店
に
て
販
賣

す
る
物
品
は
在
柳
澤
同
業
者
中
第

一
の
高
債
な
る
事

（其

の
篤
に
年
中
病
人
絶
え
す
ざ
は
二
人
の
評
な
♭
）
族
合
ざ

し
て
は
甚
だ
不
潔
に
し
て
、
且
食
物
粗
悪
到
底
口
に
し
難

き
事
、
但
し
家
内

一
同
親
切
な
る
は
心
地
宜
し
け
れ
ざ
、

こ
れ
は
同
地

一
般
の
人
情
な
る
可
し
。

一
、
本
年
頃
よ
り
他
に
旋
宿
専
業
の
家
出
木
る
由
な
れ

ば
、
そ
の
方
萬
事
に
つ
き
宣
し
か
ら
ん
か
ｏ

一
、
従
来
春
吉
及
び
林
八
は
相
共
に
山
に
入
る
の
習
慣

な
る
由
な
れ
ぎ
、
駒
ケ
岳
、
鳳
凰
山
附
近
を
除
け
ば
、
春

吉
ス
は
林
八
以
外
に
案
内
者
ざ
し
て
信
頼
す
る
に
足
る
可

き
若
無
之
に
よ
り
、
登
山
客
は
他
の
迷
惑
ざ
な
ら
ぎ
る
様

０
維
　
　
　
　
録
　
　
輩
曲
案
ｎ
者
（三
）

此
の
雨
入
を
同
時
に
拉
じ
去
ら
ぎ
る
様
、
自
ら
も
行
動
に

注
意
す
る
ざ
共
に
、
右
雨
人
に
も
其
の
旨
を
諭
し
、
若
じ

案
内
者
不
要
な
る
場
合
に
は
、
普
通
の
人
夫
を
使
用
す
る

様
留
意
さ
れ
ん
事
を
望
む
。

一
、
昨
年
予
等
が
使
用
せ
る
三
名
中
、
島
吉
は
林
八
の

弟
な
れ
ぎ
も
、
元
本
石
茸
採
を
職
ざ
せ
る
篤
、
登
山
案
内

若
ざ
し
て
は
簡
易
な
る
地
を
除
け
ば
不
通
常
な
る
こ
こ
、

牛
田
義
火
は
質
朴
に
し
て
且
つ
山
地
に
入
る
を
好
め
る
好

漢
な
れ
ば
、
鳳
凰
山
（北
御
室
を
経
て
）駒
ケ
岳
方
面

（大

武
川
上
流
、
尾
自
川
上
流
）
等
な
ら
ば
案
内
者
ざ
し
て
も

不
適
営
に
非
ず
、
二
っ
隈
格
強
大
に
し
て
替
力
あ
り
、
横

内
逸
不
に
至
り
て
は
元
来
日
野
春
こ
か
の
者
に
し
て
上
方

を
業
ざ
せ
し
も
、
故
あ
り
て
近
年
柳
澤
に
韓
住
し
た
る
な

れ
ば
、
山
地
に
馴
れ
ぎ
る
ざ
共
に
質
直
な
ら
ず
、
経
日
不

平
を
漏
し
な
が
ら
常
に
不
喩
快
な
る
行
篤
を
な
し
、
又
野

螢
地
に
於
て
も
兎
角
額
怠
の
風
あ
う
。
予
等
は
食
事
は
野

螢
の
時
の
外
は
大
抵
人
夫
ざ
分
離
し
て
行
動
し
た
れ
ば
、

左
ま
で
不
快
を
威
せ
ざ
り
し
も
、
経
日
相
伍
し
て
歩
行
す

る
は
希
は
ぎ
る
虜
な
り
。

一
、
柳
澤
よ
り
仙
丈
及
び
野
呂
川
右
岸
の
曲
岳
に
登
山

一
二
九

(生1:5)
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◎
難
　
　
　
　
銀
　
　
登
山
案
内
者
（三
）

す
る
場
合
に
は
、
日
下
信
頼
す
る
に
足
る
案
内
者
は
春
吉

及
び
林
八
二
名
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
、
同
時
に
二
組
以
上
の
登

山
隊
が
柳
澤
に
道
過
す
る
時
は
、
勢
ひ
不
熟
練
な
る
案
内

を
雇
ふ
か

（予
等
の
場
合
の
如
く
）
、或
は
不
潔
な
る
族
合

に
滞
在
を
餘
儀
な
く
さ
る
ゝ
虞
な
し
ご
せ
ぎ
れ
ば
、
出
装

前
に
十
分
の
打
合
せ
を
な
す
必
要
あ
り
０

一
、
柳
澤
に
新
設
さ
る
、
（或
は
さ
れ
た
る
？
）
族
合
の

模
様
不
明
な
る
も
、
同
時
に
十
名
以
上
の
登
山
客
の
宿
泊

は
困
難
多
き
を
覺
悟
せ
ぎ
る
可
か
ら
ず
、
勿
論
登
山
に
多

人
数
回
選
を
な
す
は
、
高
事
に
つ
き
不
得
策
な
る
は
、
管

に
柳
澤
方
面
の
み
に
限
ら
ず
、
出
来
得
る
限
り
避
く
る
を

上
乗
ざ
す
。

因
み
に
記
す
、
駒
ケ
岳
七
文
の
小
屋
は
、
、物
債
騰
貴
の

影
響
を
受
け
、
螢
業
困
難
な
る
が
鴛
め
、
本
年
限
り
閉
鎖

す
可
し
ご
聞
け
り
、
若
し
こ
れ
に
し
て
賓
行
さ
れ
ん
か
、

登
山
者
に
は
不
便
少
な
か
ら
ぎ
る
可
ぐ
、
同
山
及
其
の
連

山
を
跛
渉
せ
ん
ざ
す
る
の
士
は
、
豫
め
そ
の
質
否
を
確
め

置
く
は
必
要
な
る
事
な
る
可
し
。
（武
田
久
吉
氏
報
）

一
三
〇

(年6)
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雑

報

◆

富

士

登
山

の
魁

七
月

一
日
の
富
士
山
開
き
に
先
だ
ち
例
年
六
月
下

旬
ェ
リ
撃
生
の
登
山
隊
を
見
る
の
例
で
あ
る
デ
今
年
に
五
日
早
く
も
山
口
縣

吉
敷
郡
秋
穂
村
具
言
宗
扁
泉
寺

住
職
原
田
亮
巌
同
郡
秋
穂
二
島
村
興
正
院
住

職
白
井
興
澄
同
村
上
国
人
賢
の
三
氏

大
宮
ロ
ェ
リ
登
山
の
途
に
就
き
二
合
目

ま
で
幸
う
し
て
登
つ
た
が
大
よ
り
上
に
積
雪
二
尺
に
及
ん
で
到
底
登
れ
す
五

六
雨
目
を
同
所
の
石
室
に
明
い
し

七
日
下
山
し
た
、
是
れ
本
年
最
初
の
富
士

登
山
隊
で
あ
る
。
（沼
津
Ｘ
八
、
六
、
八
、報
知
）

◇

日
本
ア

ル
プ

ス
和

登
山

日
本
ア
ル
プ
ス
初
登
山
の
途
に
あ
る
信

濃
山
岳
會
幹
事
手
豪
準
一
郎
氏
に
三
日
夜
に
大
瀧
澤
の
岩
窟
に
露
書
し
四
日

朝
常
念
嶽
に
登
山
し
た
る
が
十
時
頃
エ
リ
雨
繁
く
臆
て
雲
に
襲
じ
本
年
に
残

雲
多
く
目
下
雲
解
の
時
期
に
て
雲
の
下
に
地
撤
の
帰
に
解
け
て
空
洞
ｔ
な
り

叉
雲
の
上
ｉｔ
柔
Ｔ
く
ガ
ン
ダ
キ
に
利
ｒ
す
身
證
彗
中
に
埋
波
す
る
欝

一
歩
も

進
む
能
に
す
露
誉
に
適
す
る
所
な
き
よ
り
断
然
下
山
し
五
日
島
々
に
赴
き
六

日
上
高
地
に
至
り
七
日
槍
ケ
嶽
に
登
る
事
に
決
し
た
リ
パ
松
本
）
（八
、六
、

七
、
愛
知
）

◇

燕

、
常

念
方

面
先
登

登
山

一
行
無

事

下
山
す
　

日
本
銀
行

松
本
支
店
、
松
本
聯
獣
匡
司
全
部
有
志
†
一
名
に
廿
九
日
日
本
ア
ル
プ
ス
の

中
房
温
泉
を
出
残
し
燕
嶽
、
大
天
丼
、
常
念
嶽
等
を
突
破
し
漸
く
同
夜
松
本

に
蹄
着
せ
り
之
れ
ホ
年
に
於
け
る
同
方
面
登
出
の
先
登
に
し
て
二
の
俣
の
小

◎
難
　
　
　
　
報

屋
の
如
き
に
恭
だ
積
彗
中
に
あ
り
ぜ
。
（松
本
来
電
Ｘ
八
、
セ
、
一
、大
、毎
）

◇
日
本
ア
ル
プ
ス
に
石
室
を
十
箇
所
新
設
の
長
野
縣
の
提

案

今
回
本
縣
に
臨
時
縣
會
開
會
に
際
Ｌ
各
山
岳
登
山
者
の
優
宜
を
固
り
石

室
新
築
費
五
十
回
を
提
案
し
た
其
石
室
に
合
計
十
ケ
所
で
其
内
六
夕
所
に
日

本
ア
ル
プ
ス
連
峰
の
自
馬
山
、
乗
鞍
、
大
黒
、
槍
ケ
嶽
及
そ
れ
に
連
亘
せ
る

こ
の
ス
で
他
に
下
伊
那
の
赤
石
山
、
上
伊
那
の
駒
夕
嶽
諏
訪
の
八
ケ
嶽
下
高

井
岩
菅
山
で
何
れ
も
一
ケ
所
の
建
設
費
に
五
百
国
で
あ
る
デ
其
他
に
も
必
要
　
いり

に
應
じ
各
所
に
漸
大
建
設
す
る
計
菫
な
り
ｔ
い
ふ
。
（長
野
）
（八
、六
、七
、
名
　
〔Ｗ

古
屋
）

◇

山

上

の
物
債
．

日
本
ア
ル
プ
ス
連
峰
の
登
山
者
に
年
■
殖
え
る
の
で

長
野
縣
に
本
年
臨
時
縣
會
を
開
き
日
本
北
ア
ル
プ
ス
（自
馬
ｒ
ら
御
嶽
ま
で
）

に
七
月
、
日
本
南
ア
ル
プ
ス

（赤
石
山
脈
）
に
二
戸
、
自
根
山
脈
に
一
月
、
部

合十
戸
の
石
室
　
を
建
設
す
る
こ
ｔ
を
決
議
Ｌ
た
、
松
本
の
信
濃
山
岳
會
に
慶

凛
、
一
高
、
東
大
、
三
高
を
初
め
金
回
各
撃
校
Ｔ
ら
の
慨
會
凛
答
に
忙
殺
さ

れ
各
登
山
日
の
物
債
ｉｔ
日
に
増
し
轟
騰
し
つ
ヽ
あ
る
、
念
の
角
め
連
峰
登
山

口
を
列
奉
す
る
ｔ

自

馬

岳
＝
＝
北
城

立
山
連
峰
＝
＝
大
町

〓
量
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０
織
　
　
　
報

大

天

丼
＝
＝
中
房
（有
明
日
）

槍

穂

高
＝
――
上
高
地
′島
●
口
）

乗
　
　
鞍
＝
＝
白
　
骨

御
　
　
嶽
＝
＝
米
曾
薦
島
、
上
松
暉

駒

ケ

嶽
＝
＝
木
管
羅
島
、
伊
那
町

赤

石

嶽
＝
＝
餃
　
田

八

夕

岳
＝
＝
茅
　
野

信
濃
山
嶽
會
　
で
に
組
合
を
設
け
て
物
領
の
統
一
を
固
ら
う
ｔ
し
て
お
ろ
け

れ
ぎ
交
通
鴨
態
で
一
概
に
チ
う
も
行
す
め
、

一
番
変
銀
の
不
便
な
島
◆
登
山

口
方
面
で
に
運
材
伐
木
肇
電
所
の
人
夫
賃

一
日
四
回
以
上
も
す
る
Ｔ
ら
若
し

登
山
案
内
の
張
力
に
頼
む
な
ら
夏
に
増
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
米

一

升
七
十
錢
以
上
、
牛
日
保
證
の
草
珪
が
一
足
十
六
錢

乃
三
十
八
鶴
、
一
日
保

た
せ
る
草
軽
に
二
十
錢
以
上
、
味
暗
が
百
匁
六
十
餞
即
ち
何
も
彼
も

昨
年
の
二
倍
　
で
あ
る
島
や
口
に
工
い
で
高
債
な
の
に
木
雷
爾
島
方
面
で
あ

る
御
嶽
山
の
中
腹
す
ら
上
に

サ
イ
ダ
ー

一
ホ
三
十
五
錢

▲
春
夢
、
饂
飩

一
杯
十
八
銭
▲
赤
飯

一
杯
十
八

錢
▲
蒲
国

一
枚
十
五
錢
▲
毛
布
一
枚
廿
餞

▲
鶏
卵
一
個
十
五
餞
▲
金
剛
杖

一
本
三
十
餞
▲
檜
笠

一
枚
十
八
餐

で
あ
る
、
北
城
登
山
口
、
有
明
日
な
ぎ
に
之
に
比
べ
れ
ば
逃
に
廉
く
人
大
賃

一
回
八
十
錢
、
張
力
二
回
、
草
軽
十
二
錢
ス
昨
年
び
ら
登
山
口
ｔ
な
つ
た
島

川
口
に
更
に
二
割
蒻
廉
い
但
し
こ
れ
が
ら

登
山
の
盛
期
　
に
な
れ
ば
諸
物
慣
ｌｔ
夏
に
上
る
、
草
軽
、
笠
、
莫
藤
、
食
料

品
の
や
う
な
も
の
に
松
本
で
仕
入
れ
て
登
山
口
Ｔ
ら
に
人
夫
だ
け
雇
ふ
や
う

に
す
れ
ば
餘
程
経
済
に
つ
く
で
あ
ろ
う
パ
松
本
Ｘ
八
、
六
ｒ
て
報
知
）

〓

〓

◇

伊

吹
山

頂

の
観

測
所
　
冬
が
来
る

、゙

北
画
の
方
向
ず
ら
身
を
も

肌
を
も
野
く

，
う
な
寒
い
′
ヽ
雪
風
が
、
漉
尾
李
野
の
頭
の
上
へ
物
凄
く
絶

え
ず
訪
れ
て
来
る
．
島
風
を
語
Ｌ
て
一
般
―こ
伊
吹
面
こ
名
つ
け
て
居
る
。
共

風
に
霞
に
れ
る
こ
濃
尾
の
午
野
ず
ら
北
西
に
聾
え
て
居
る
、
島
の
風
の
本
家

ホ
元
た
る
伊
吹
山
を
眺
め
る
に
違
ひ
な
い
。
其
時
其
伊
吹
山
に
雪
に
包
ま
れ

て
具
自
で
あ
る
。
雪
の
早
い
年
―■
、
十
一
月
の
末
び
ら
、
翌
年
の
四
月
下
旬

若
し
く
に
五
月
中
旬
頃
迄
二
尺
三
尺
、
真
冬
に
一
丈
二
丈
こ
積
雪
し
て
、
頂

上
ｔ
下
こ
に
全
く
変
難
も
通
信
も
織
て
の
物
デ
途
絶
さ
れ
て
仕
舞
ふ
。
共
頂

上
に
今
年
の
冬
ｒ
ら
高
空
気
象
の
翻
測
所
が
出
来
る
、
是
が
日
本
で
最
初
の

高
い
観
測
所
で
あ
る
。
外
口
で
に
高
い
山
項
の
観
測
所
に
何
程
で
も
あ
る
け

れ
ぎ
、
日
本
に
は
漸
く
茨
城
縣
の
筑
波
山
上
に
一
歩
所
あ
つ
て
、
今
迄
是
デ

日
本
最
高
の
観
測
所
で
あ
つ
た
。
け
れ
ぎ
筑
波
山
に
潮
く
海
抜
二
十
六
百
二

十
尺
に
過
ざ
な
い
、　
其
れ
に
比
べ
る
こ
伊
吹
山
に
四
千
五
百
四
十
四
尺
び
ら

あ
る
、
到
底
比
較
す
る
庭
で
に
な
い
。
其
四
千
五
百
尺
ｒ
ら
あ
る
伊
吹
の
頂

上
、
然
も
十
二
月
”
ら
五
月
迄
、
交
通
も
通
信
も
全
く
途
紀
す
る
英
山
頂
に

観
測
所
を
新
設
す
る
に
到
つ
た
優
路
、　
新
築
す
る
に
就
て
の
苦
心
、
そ
し
て

其
観
測
所
を
不
便
な
山
項
に
新
設
Ｌ
て
も
何
歴
仕
事
な
せ
や
う
こ
す
る
の
で

あ
ら
う
び
、
其
観
測
所
の
新
設
の
鴛
め
に
受
け
る
登
山
者
の
利
便
置
附
近
村

落
の
影
響
、其
等
を
賓
際
に
見
聞
す
る
鴛
め
、
彦
根
測
候
所
に
琶
琵
湖
の
新
渡

見
に
依
り
て
名
の
間
え
た
所
長
前
田
末
廣
氏
を
訪
ひ
、
夏
に
日
本

一
の
最
初

の
高
い
伊
吹
山
項
の
観
測
所
を
訪
う
て
見
■
。
此
の
観
測
所
に
二
等
測
候
所

こ
し
て
の
議
て
の
散
備
が
整
へ
ら
れ
る
事
言
な
つ
て
居
る
。
李
地
に
於
け
る

測
候
所
に
日
本
に
何
程
で
も
あ
る
け
れ
ぎ
、　
山
の
天
項
の
測
候
所
に
、
四
千

五
百
有
餘
尺
の
島
測
候
所
が
始
め
て
で
あ
る
。
殊
に
伊
吹
山
に
尾
南
に
面
し

(418)
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れ
方
向
即
ち
岐
卑
Ｔ
ら
濃
尾
李
野
に
、　
伊
吹
山
に
匡
切
ら
れ
て
伊
吹
菫
を
途

ら
な
い
限
り
、
曖
い
氣
候
を
組
け
る
事
が
出
来
る
け
れ
ぎ
、　
一
方
北
東
に
面

し
た
方
、
信
州
一
面
に
、
恐
ろ
し
い
寒
さ
せ
彗
の
寒
口
で
あ
る
。
其
の
寒
暖

を
匠
切
つ
た
大
き
な
山
の
項
上
に
設
け
ら
れ
た
測
候
所
丈
、　
其
れ
丈
其
重
に

備
へ
着
け
ら
れ
た
機
械
に
表
れ
る
毎
日
の
気
象
に
、
到
底
想
像
に
も
着
び
な

い
新
現
象
デ
現
に
れ
て
、
學
界
の
角
に
大
な
る
研
究
材
料
を
貢
献
す
る
に

違
ひ
な
い
。
其
観
測
所
に
に
普
通
二
等
測
候
所
こ
同
じ
機
械
デ
据
付
け
ら
れ
、

気
屋
、
氣
温
、
水
温

（降
水
、
雲
量
、
温
度
、
水
蒸
気
張
力
、
秦
奔
）
日
照

時
、
風
、
地
震
其
他
の
天
候
の
状
態
が
観
測
せ
ら
る
ヽ
事
に
成
つ
て
居
る
。

建
物
に
始
ぎ
石
ｔ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
り
上
げ
ら
れ
、
線
坪
鼓
十
七
坪
牛
。

革
農
に
事
務
室
、
腱
絨
室
、
宿
直
室
、
控
室
、
立
開
等
デ
造
ら
れ
て
、　
今
で

は
工
事
も
全
く
出
来
上
り
、　
も
う
機
械
の
据
ゑ
付
け
な
絡
れ
ば
、
遅
く
も
十

二
月
の
中
旬
頃

，
ら
詰
切
り
の
所
員
が
入
つ
て
、　
気
象
の
観
測
を
始
め
る
運

び
に
成
つ
て
居
る
。　
其
の
機
表
さ
れ
る
気
象
の
報
告
に
、
濃
尾
李
野
の
み
で

は
な
く
、
ス
キ
ー
に
違
暑
に
毎
年
幾
千
人
の
登
山
者
の
常
め
に
、　
何
れ
丈
け

の
便
宜
を
典
へ
る
事
で
あ
ら
う
。
夫
等
の
便
宜
な
興
へ
る
翁
め
に
、
気
象
報

告
の
通
信
の
角
め
に
は
、
項
Ｌ
び
ら
麓
迄
移
Ｌ
い
経
費
を
懸
け
て
、
も
う
電

話
さ
へ
も
完
成
さ
れ
て
居
る
。
一
各
目
湯
び
ら
に
低
い
草
許
り
で
、
立
木
ｔ

し
て
―■
一
本
の
雑
木
さ
へ
な
い
伊
吹
山
に
、
麓
び
ら
項
上
迄
一
直
線
の
電
信

棒
デ
ャ
並
ん
だ
。

そ
し
て
其
上
に
架
識
さ
れ
た
一
本
の
電
線
で
以
て
、
項
上

の
鶴
測
所
ｔ
麓
の
参
照
村
に
新
段
さ
れ
る
岬
測
所
春
照
出
張
事
務
所
ｔ
連
絡

ｔ
．て
、
項
上
の
刻
◆
に
優
つ
て
来
る
気
象
言
麓
の
気
象
ご
を
比
較
Ｌ
、　
風
是

む
職
く
報
告
す
る
事
に
載
つ
て
嬌
る
。・
が
然
Ｌ
も
う
項
上
に
１１
今
で
も
彗
び

あ
る
の
で
あ
る
。
今
月
の
中
旬
頃
び
ら
雪
が
ご
ん
′
ヽ
降
積
つ
て
、
饉
て
は

◎
雑
　
　
　
　
報

其
彗
デ
一
丈
に
も
二
丈
に
も
成
り
、
恐
ら
く
に
電
信
棒
も
理
ま
つ
て
了
ふ
に

違
ひ
な
い
。　
其
歴
魔
で
果
し
て
電
線
が
特
堪
へ
ら
ろ
ゝ
で
あ
ら
う
び
、
其
れ

に
甚
だ
疑
―■
し
い
次
第
で
あ
る
。
四
合
目
邊
”
ら
上
に
、
議
て
厳
丈
な
鋼
餞

線
を
用
ひ
て
に
あ
る
が
、
此
牛
月
程
以
前
二
三
日
各
地
方
に
寒
さ
が
襲
ふ
た

時
な
ぎ
、
項
上
で
に
五
六
尺
の
雲
が
積
つ
て
、　
現
在
の
電
線
な
ぎ
太
さ
に
電

信
棒
よ
り
大
く
、　
途
に
重
量
に
堪
へ
飛
れ
て
、
李
常
ビ
ン
電
一
林
に
張
つ
て

居
る
線
デ
地
上
に
着
く
程
迄
に
垂
れ
下
つ
た
ミ
云
ふ
事
で
あ
る
。
そ
し
て
無

論
通
話
も
出
来
な
が
つ
た
ぜ
云
ふ
事
で
あ
る
ザ
ら
、　
行
く
′
ヽ
に
地
下
線
に

で
も
し
な
い
限
り
、　
冬
に
先
づ
電
話
通
信
に
駄
日
ｔ
見
て
好
い
で
あ
ら
う
。
．

け
れ
ぎ
春
Ｔ
ら
秋
へ
懸
け
て
非
常
に
好
い
。
殊
に
登
山
者
の
鴛
め
に
何
れ
交

便
宝
で
あ
る
が
知
れ
な
い
。
山
登
り
に
天
候
一
つ
で
あ
る
、
今
迄
に
通
信
機

関
が
な
び
つ
た
錫
め
に
、
項
上
で
暴
風
雨
が
し
て
居
て
も
、　
或
に
急
に
途
中

で
暴
風
雨
に
運
ふ
事
も
全
く
知
る
事
の
出
来
な
い
危
陰
さ
で
あ
つ
た
。
其
れ

が
項
上
に
測
候
所
が
出
来
て
１
刻
々
に
麓
へ
連
絡
Ｌ
て
、『項
上
に
今
暴
風
雨

な
り
』
せ
Ｔ
『本
田
何
時
頃
雨
到
る
可
し
』
〓
”
『
風
張
す
る
可
Ｌ
』

こ
Ｔ

云
ふ
豫
報
が
、
春
照
村
の
事
務
所
に
勿
論
、
登
山
の
道
々
に
張
り
出
さ
れ
る

筈
で
あ
る
Ｔ
ら
、　
日
本
的
斯
界
の
角
め
の
研
究
材
料
こ
成
る
許
で
な
く
、
斯

う
し
九
便
宜
も
観
測
所
新
設
の
魯
蔭
で

一
般
に
受
け
る
利
益
の

一
つ
で
あ

る
。
登
山
客
許
で
な
く
、
山
麓
村
落
即
ち
春
照
ｔ
伊
吹
村
字

上
野
こ
の
受
け

る
影
響
も
叉
多
大
な
る
影
響
で
あ
る
。
殊
に
山
上
に
於
け
る
建
築
に
、
非
常

な
る
耀
搬
大
言
非
常
な
る
金
こ
が
要
つ
た
の
で
あ
る
。

運
搬
夫
極
上
野
の
音

川
藤
五
郎
ミ
云
ふ
の
が
受
買
つ
て
、
毎
日
々
々
多
い
時
に
は
四
五
十
人
、
書

通
で
七
十
五
人
や
二
十
人
に
、
絶
え
ず
山
へ
上
下
し
た
。
今
度
の
工
事
の
議

て
の
監
督
む
し
て
居
る
技
手
の
牧
野
奥
四
郎
氏
の
話
に
依
ろ
Ｅ
、　
今
日
迄
項

一
三
二

(419)



年 三 十 第

◎
雑
　
　
　
　
報

上
に
要
し
た
延
人
員
に
二
十
人
位
の
人
大
で
あ
つ
て
、　
英
運
搬
大
の
得
た
金

錢
に
従
て
莫
大
な
物
で
、　
上
野
で
に
一
戸
平
均
諄
く
電
も
十
二
二
回
位
宛
に

営
っ
て
居
る
ｔ
云
ふ
事
で
あ
る
が
ら
、　
如
何
に
上
野
が
今
度
の
観
測
所
に
カ

を
壼
し
て
居
る
Ｔ
が
剣
ち
課
で
あ
る
。
共
れ
が
鰐
め
に
上
野
で
に
匡
長
高
橋

善
不
氏
を
始
め
、
村
民
全
部
議
出
で
伊
吹
山
の
項
上
迄
立
派
な
新
道
を
作
つ

れ
の
で
あ
る
。
今
迄
に
伊
吹
登
山
道
に
四
合
目
が
ら
五
合
日
頃
ま
で
は
、　
可

成
り
な
道
が
あ
つ
た
け
れ
ぎ
、　
英
れ
ふ
り
上
に
始
ざ
一
直
線
の
念
唆
な
小
道

で
あ
つ
た
。
其
れ
が
今
度
の
観
測
所
新
殷
の
鶯
め
に
村
中
で
作
つ
た
道
に
、

九
十
九
折
り
に
馬
の
上
手
い
人
な
ら
ば
馬
で
も
邁
ら
れ
さ
う
な
道
で
あ
る
。

道
を
作
つ
た
り
幾
百
人
ｔ
云
ふ
人
大
が
汗
水
出
し
て
運
ん
だ
項

上
の
建
物

ｌｔ
、
果
し
て
何
れ
丈
の
費
用
デ
懸
つ
た
で
あ
ら
う
び
、
其
れ
に
饉
十
七
坪
牛

の
建
物
に
賓
に
一
萬
三
四
千
回
び
ら
懸
つ
た
の
で
あ
る
電
云
ふ
。　
二
十
七
坪

牛
に
一
萬

三
四
千
回
懸
つ
た
ｔ
云
ふ
事
―■
一
寸
想
像
も
さ
れ
な
い
程
で
あ

る
。
け
れ
ご
何
し
ろ
四
千
五
百
餘
尺
の
項
上
に
小
さ
い
乍
ら
も
家
を
建
て
て
、

然
も
雲
に
埋
つ
て
仕
舞
ふ
そ
の
牛
年
を
立
籠
ら
う
ぜ
云
ふ
の
で
あ
る
Ｔ
り
、

設
備
も
叉
充
分
で
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
運
搬
に
も
想
像
以
上
の
金

餞
電
苦
心
ｔ
を
要
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
Ｔ
つ
た
の
で
あ
る
。
麓
の
上
野
が
一

月
平
均
十
三
四
回
、　
多
い
家
で
に
百
回
以
上
も
騰
け
て
居
る
こ
云
ふ
有
標
で

あ
る
一
ら
、　
如
何
に
運
搬
費
に
金
の
懸
つ
て
居
る
い
を
も
想
像
さ
れ
る
課
で

あ
る
。
其
れ
に
雪
防
の
帰
め
石
ｔ
混
凝
土
ｔ
の
ま
な
ろ
建
築
の
帰
め
に
ヽ
石

〓
二
四

材
に
頭
上
に
何
程
で
も
あ
る
け
れ
ぎ
、　
混
震
土
に
要
す
る
土
砂
及
セ
メ
ン
ト

等
の
運
搬
、
一
坪
に
要
す
る
其
費
用
が
百
八
九
十
回
懸
つ
た
さ
云
ふ
事
で
あ

る
ｏ
　
一
坪
の
砂
の
運
搬
費
が
百
八
十
日
ｔ
云
ふ
事
も
、
一
寸
李
地
で
に
想
像

す
る
事
の
出
来
な
い
金
高
で
あ
る
。
其
等
を
見
て
も
如
何
に
木
材
機
械
「
鐵

材
、
土
砂
、
薬
品
、
燃
料
、　
生
活
品
の
運
搬
費
が
何
れ
丈
要
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
が
つ
た
び
を
想
像
さ
れ
る
澤
で
あ
る
。
運
搬
大
に
一
日
に
一
人

一
回
牛

の
登
山
を
し
な
け
れ
ば
、　
金
に
成
ら
な
い
の
で
あ
る
、
そ
し
て
一
人
先
づ
不

均
十
二
三
貫
宛
で
、　
十
六
貫
擦
い
だ
者
に
此
一測
候
所
建
設
の
最
初
が
ら
饉
に

一
人
限
リ
エ
リ
無
び
つ
た
ｔ
云
ふ
。
女
も
子
供
も
顕
に
運
搬
に
従
事
す
る
●

項
上
で
此
運
搬
費
を
加
算
す
る
ミ
、
田
合
の
具
中
の
野
案
の
生
産
地
で
あ
り

乍
ら
、　
大
根

一
本
が
十
錢
位
宛
に
常
る
、
高
い
米
も
此
濾
へ
爽
れ
ば
叉
夏
に

高
く
、　
一
升
七
八
十
銀
ｒ
ら
一
回
近
く
に
も
成
る
こ
云
ふ
事
で
あ
る
。
懲
う

し
た
物
槙
運
搬
費
丈
け
出
せ
ば
、　
無
理
に
も
兎
に
角
得
る
事
が
出
来
る
け
れ

ぎ
、
懲
う
し
て
も
得
ら
れ
な
い
の
に
水
で
あ
る
。
昨
今
に
項
上
に
十
人
餘
り

の
人
大
ｔ
大
工
ぜ
石
工
ｔ
が
起
伏
し
て
居
る
の
で
、
是
れ
に
要
す
る
欽
料
に
、

一
日
に
砂
く
ｔ
も
一
石
二
三
斗
宛
の
水
が
要
る
。　
け
れ
ぎ
項
上
に
雲
こ
そ
あ

る
が
水
ｔ
云
ふ
物
が
金
く
な
い
。　
止
お
を
得
す
目
下
二
人
の
人
大
を
水
の
運

搬
に
使
用
し
て
、　
工
事
に
着
手
し
た
此
七
月
頃
Ｔ
ら
、
六
合
目
邊
の
谷
水
な

絶
え
す
汲
み
上
げ
さ
し
て
居
る
。
今
に
ま
だ
其
れ
で
も
足
り
る
の
で
あ
る
が
、

共
れ
の
出
来
る
の
ｉｔ
も
う
饉
び
の
間
の
事
で
あ
る
。

鑢
て
彗
デ
積
り
、
観
測

(420)



山岳

所
が
三
階
の
観
測
菫
丈
け
残
さ
れ
て
、　
企
く
雲
に
理
ろ
頃
に
は
、
六
今
日
迄

下
り
ろ
腱
デ
、
戸
外
へ
さ
へ
も
足
な
踏
出
す
事
に
出
来
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

其
以
前
に
飲
料
水
を
汲
貯
へ
て
置
く
ミ
云
ふ
事
の
出
来
な
い
事
に
な
い
が

も
知
れ
な
い
が
、　
共
れ
も
分
量
の
問
題
で
、
四
歩
月
五
ヶ
月
の
飲
料
水
は
、

到
底
貯
へ
て
置
く
こ
こ
の
出
来
や
う
筈
が
な
い
、　
止
む
を
得
す
雲
を
解
び
し

て
飲
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
雲
を
解
Ｔ
す
ｔ
云
ふ
事
に
容
易
な

事
の
や
う
で
あ
る
け
れ
ぎ
、
此
頃
の
寒
い
日
の
雲
び
五
六
尺
積
つ
た
時
に
、

項
上
に
寝
て
居
る
人
大
の
連
中
に
、
水
デ
得
ら
れ
な
く
て
仕
事
も
金
く
休
み

小
屋
の
中
に
開
ぢ
籠
つ
て
、
事
ら
雲
を
解
び
し
た
ｔ
云
ふ
事
で
あ
る
が
、
存

外
不
便
な
物
だ
さ
う
で
あ
る
。
此
頃
の
雲
言
云
へ
ば
、
共
雪
に
今
で
こ
そ
地

面
の
出
る
ま
で
解
け
た
け
れ
ぎ
、
一
時
―■
非
常
な
物
で
あ
つ
た
さ
う
で
あ
る
。

伊
吹
山
ｔｔ
前
に
も
書
い
た
や
う
に
、
北
西
の
寒
口
ｔ
東
南
の
暖
び
い
口
ｔ
の

境
界
に
立
つ
た
山
で
あ
る
丈
、　
伊
吹
山
に
降
ち
雲
に
西
北
び
ら
降
つ
て
来
る

の
，

ｔ
思
ふ
位
で
あ
つ
て
、
山
の
南
受
け
の
方
が
二
尺
積
れ
ば
、
北
受
け
に

六
尺
積
る
ｔ
云
ふ
有
様
で
あ
る
。
観
測
所
の
屋
上
に
立
て
ら
れ
た
選
雷
針
が
．

北
方
に
面
し
た
方
へ
露
デ
だ
ん
だ
ん
に
吹
き
つ
け
て
、　
一
直
線
に
三
寸
四
寸

に
も
及
び
、

恰
度
板
の
や
う
な
格
好
に
成
つ
た
電
云
ふ
珍
ら
し
い
現
象
も
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
項
上
に
立
つ
て
雨
方
の
村
を
見
下
せ
ば
、
北
に
給
デ
漸

く
ま
だ
刈
り
懸
つ
た
腱
で
あ
る
の
に
、　
南
に
金
く
片
着
い
て
居
る
こ
云
ふ
、

面
白
い
有
障
を
も
此
観
測
所
が
ら
見
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
濃
尾
李
野

◎
騨
　
　
　
報

の
寒
風
を
選
ろ
伊
吹
山
の
項
上
の
事
せ
て
、　
違
雷
針
デ
板
の
や
う
に
成
つ
た

り
、
南
北
村
落
の
積
の
出
来
榮
え
の
斯
ろ
相
違
に
、　
営
然
の
事
で
あ
る
び
も

知
れ
な
い
。
さ
う
し
た
寒
暖
の
境
界
・■
る
伊
吹
山
の
冬
に
、
果
し
て
何
歴
に

寒
い
の
で
あ
ら
う
。
前
田
彦
根
測
候
所
長
の
談
に
依
れ
ば
、
項
上
の
一
月
の

平
均
温
度
が
大
抵
、
北
海
道
の
国
饉
及
青
森
の
構
氏
氷
鶏
以
下
三
度
申
位
ｔ

同
じ
だ
ｔ
云
ふ
事
で
な
る
。
口
（伊
吹
山
に
青
森
や
回
館
の
曇
天
叉
１■
降
雲
の

多
い
の
に
比
し
て
、
晴
天
が
多
い
の
で
、
共
れ
丈
に
ま
だ
薬
な
課
で
あ
る
。

け
れ
ぎ
是
を
李
地
に
比
較
す
れ
ば
。　
名
古
屋
及
彦
根
町
の
機
氏
二
四
度
に
比

す
れ
ば
、　
約
六
七
度
低
く
、
東
京
大
阪
も
亦
同
じ
程
度
の
比
較
で
あ
る
。
一ｃ

う
し
た
項
上
に
冬
を
籠
つ
て
、
気
象
の
研
究
に
養
く
さ
う
こ
す
る
の
に
可
成

り
豪
い
仕
事
で
あ
る
。
も
う
燃
料
に
ご
ん
′
ヽ
せ
積
込
ま
れ
て
居
る
、
窓
の

清
手
な
ぎ
も
二
重
捕
子
の
巌
丈
な
物
が
用
ひ
て
に
あ
る
。
懲
う
し
た
日
本
一

の
高
山
観
測
所
デ
伊
吹
山
に
新
設
さ
れ
た
せ
云
ふ
事
に
、
滋
賀
縣
の
帰
め
畢

界
の
働
め
名
審
な
事
で
あ
る
だ
ら
う
け
れ
ぎ
、　
其
れ
に
従
事
す
る
人
々
に
、

可
成
り
な
蓄
痛
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
此
寒
い
項
上
の
所

員
の
帰
め
に
、　
小
使
ｔ
し
て
上
野
び
ら
人
が
一
人
登
る
さ
う
で
あ
る
。
年
に

二
百
回
ミ
び
三
百
回
ｔ
び
に
成
る
さ
う
だ
ザ
ら
電
て
大
分
離
ぎ
立
て
た
が
、

結
局
も
う
誰
び
一
人
極
つ
た
ぜ
び
云
ふ
。
『何
程
卜
金
に
成
る
た
つ
て
、
牛
年

も
女
房
の
顔
も
見
す
雲
の
中
に
暮
す
ｔ
云
ふ
事
に
電
て
も
ｔ
も
成
り
ま
せ

裁
』

」゙麓
の
登
山
宿
の
興
津
館
の
主
人
が
云
つ
て
わ
た
。
懲
う
し
て
新
設
さ

〓
二
五

(421)



年 三 十 弊

Ｃ
雑
　
　
　
報

れ
た
伊
吹
山
壼
測
所
に
、
　
一
番
最
初
現
在
の
森
滋
賀
縣
知
事
が
持
ち
出
し
た

の
で
あ
つ
た
。
前
田
未
廣
氏
等
も
相
談
に
興
つ
て
、
若
し
誰
れ
び
一
人
で
此

費
用
全
部
を
寄
附
す
る
人
が
あ
つ
た
な
ら
ば
ｔ
云
ひ
出
し
た
腱
、
第
一
番
に

寄
附
し
や
う
電
申
出
た
の
が
長
濱
町
の
下
郷
簿
李
氏
で
あ
つ
た
。
簿
李
氏
に

滋
賀
縣
に
於
け
る
屈
指
の
富
豪
で
あ
る
。
第
二
に
出
た
の
が
能
登
川
の
富
蒙

日
付
氏
で
あ
つ
た
。
け
れ
ざ
最
初
Ｔ
ら
一
人
に
て
ｔ
云
ふ
話
で
あ
つ
た
の．で
一

日
付
氏
に
断
つ
て
下
郷
氏
の
寄
附
に
依
り
、

此
庭
に
日
本
最
初
の
高
山
観
測

所
が
滋
賀
縣
の
手
に
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
果
し
て
島
日
本
一
の
観

測
所
が
．
滋
賀
縣
の
手
で
維
持
さ
れ
て
行
く
Ｔ
懲
う
び
に
、
可
成
り
な
難
問

題
で
あ
つ
た
。
其
腱
を
見
込
ん
で
、
開
始
さ
れ
る
本
年
末
ザ
ら
来
年
の
維
持

費
全
部
を
、　
大
阪
毎
日
新
聞
識
長
の
本
山
氏
が
寄
附
す
る
事
に
成
り
、
島
臓

に
於
て
先
づ
来
年
末
連
に
斯
界
の
研
究
材
料
デ
學
界
に
買
獣
せ
ら
る
ゝ
事
に

成
つ
た
の
で
あ
る
。
此
所
に
観
測
所
デ
出
来
れ
ば
、
登
山
客
も
叉
非
常
に
増

加
し
て
来
る
の
に
常
然
の
事
で
あ
る
。
共
れ
が
特
め
今
迄
頃
上
に
は
家
電
云

つ
て
に
茶
店
一
つ
無
び
つ
た
の
を
、
今
度
新
し
く
二
百
ム
位
の
登
山
若
な
敗

容
出
来
得
る
石
室
デ
造
ら
れ
る
筈
に
成
つ
て
居
る
。
経
費
に
約
二
千
回
の
饉

定
で
、
も
う
土
奎
ｔ
石
材
丈
に
集
め
て
あ
る
が
、
観
測
所
の
建
設
の
方
に
追

廻
さ
れ
て
、　
ま
だ
工
事
に
に
懸
つ
て
居
な
い
け
れ
ぎ
、
是
偽
来
年
の
春
に
に

完
成
さ
れ
る
筈
に
な
つ
て
居
る
。　
日
本
一
の
高
山
観
測
所
た
る
伊
吹
山
観
測

所
に
、
斯
く
し
て
落
成
し
た
の
で
あ
る
。
濃
尾
李
野
に
関
係
の
深
い
伊
吹
山

¨
三
六

の
頭
上
の
今
後
の
気
象
デ
、　
何
慶
に
現
に
れ
来
る
で
あ
ら

，
Ｔ
、
撃
界
の
欝

め
如
何
な
る
影
響
を
来
さ
う
ｔ
す
る
い
、　
日
本
気
象
學
界
の
研
究
材
料
を
如

何
に
豊
富
な
ら
し
め
ん
ｔ
す
る
び
、　
其
れ
が
鴛
め
登
山
客
び
何
れ
だ
け
便
〓

を
興
へ
ら
る
ゝ
Ｔ
、
線
て
の
識
―■
於
て
濃
尾
不
野
の
帰
め
、　
伊
吹
山
の
帰
め

廣
く
日
本
の
撃
界
の
帰
め
、
珍
ら
し
い
初
め
て
の
高
山
観
測
所
に
開
始
さ
れ

る
の
に
も
う
日
も
近
い
の
で
あ
る
。
（七
二

二
、
Ｔ
Ｉ
四
名
古
屋
）

鯰
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山響

會

本
會
規
則
の
改
正

現
行
本
會
規
則
は
、
明
治
四
十
三
年
の
制
定
に
係
り
、

會
務
上
、
世
の
趨
勢
共
に
、
現
行
規
則
の
改
正
を
必
要
ざ

し
幹
事
會
の
審
議
に
火
で
、
現
行
規
則
に
由
り
特
別
會
員

の
賛
否
を
問
ひ
、
整
に
其
贅
同
を
得
て
新
規
則
を
左
記
の

如
ぐ
制
定
せ
り
。

日
本
山
岳
會
規
則

第
　
一　
條
　
本
會
フ
日
本
山

岳

會

（『
還
〓

＞
Ｃ
澪

Ｏ
Ｆ
σ
）
ト
ル一
タ

第
　
一
一　
條
　
本
會

ハ
山
岳

二
開
ス
〃
研
究
フ
ナ
ス
フ
以

テ
ロ
的
ト
メ

第
　
一二
　
條
　
本
會

ハ
第
二
條
ノ
主
旨

二
基
キ
機
関
雑
誌

「
山
岳
」
フ
姜
行
ス
、
叉
時
宜

ニ
ョ
ソ
別

ニ

臨
時
ス
ハ
定
時
ノ
出
版
物
フ
獲
刊
ス
ノン
コ

◎
會
　
　
　
　
報

ト
ァ
ノン
ベ
ジ

本
會

ハ
毎
年
大
會
及
ピ
小
集
會
フ
開
ク

本
會

ハ
會
長
フ
戴
ズ
幹
事
若
干
名
フ
置
キ

一
切
ノ
會
務
フ
庭
理
セ
ン
ム

本
會

ハ
別

二
評
議
員
フ
置
キ
重
要
ナ
″
會

務

二
参
興
セ
ン
ム

幹
事

ハ
會
員
ノ
選
暴

ニ
ヨ
ソ
評
議
員
之
フ

決
定
ジ
其
任
期

′、
三
箇
年
ト
ス

但
ン
再
選
フ
妨
グ
ズ

評
議
員

ハ
本
會
残
起
人
、
幹
事
及
ビ
元
幹

事

ニ
シ
フ
現

二
含
員
夕
″
者
フ
以
フ
コ
ン

ニ
充
ツ

本
會

ハ
一
地
方

二
開
ス
″
特
別
ノ
事
務
フ

虜
理
セ
ン
ム
〃
鴛
メ
必
要
ナ
″
時
期
フ
限

ソ
地
方
委
員
フ
置
タ
コ
ト
ア
″
ベ
ジ
地
方

委
員

ハ
本
會
幹
事
之
フ
嘱
託
ヌ

〓
二
七

報
第 第

五 四

購騎一　
　
ユハ

第
　
七

第
　
九

第
　
九

條  條  條 條ル末
漁
Ｗ條

２
ｙ

曖
，
“



年 三 十 第

◎
會

第

十

條

第

十

一
條

第

十

二

條

第

十

三

條

第

十

四

條

第

十

五

條

第

十

六

條

第

十

七

條

報

本
會
々
員
フ
別
チ
テ
正
會
員
及
ピ
名
春
會

員
ト
ス
、
名
春
會
員
ハ
本
會
幹
事
ノ
推
薦

ニ
ョ
ノン
モ
ノ
ト
ス

正
會
員
ク
ラ
ン
ト
欲
ス
ノ
者

ハ
會
員
三
名

ノ
紹
介
フ
以
フ
住
所
、
姓
名
、
年
齢
、
及

ビ
職
業
フ
記
ン
タ
″
中
込
書
フ
事
務
所

テ

途
附
ス
ペ
シ
但
ジ
紹
介
者
ノ
一
名

ハ
本
會

評
議
員
夕
″
フ
要
ス

（入
會
申
込
用
紙

ハ

事
務
所

二
備
付
ア
ソ
）

入
會
ノ
許
否

ハ
幹
事
會
ノ
決
議

ニ
ヨ
″
モ

ノ

ト

ス

入
會
許
可
ノ
通
知
二
接
ン
タ
ノン
者
ハ
直
ニ

入
會
金
五
ロ

ニ
會
費
フ
添
へ
排
込

ノン
ベ
ン

正
會
員
ハ
會
費
年
金
参
鳳
フ
前
納
ス
ベ
キ

モ
ノ
ト
ス

本
會

ハ
會
員

二
別

二
定
ム
ノン
庭
ノ
會
員
章

フ
貸
興
ス

本
會
々
員

ニ
ハ
「
山
岳
」
毎
統

一
部
を
頒
布

ス本
會
々
員

ハ
幹
事
ノ
承
認
フ
維
・ノ
本
會
所

一
〓
∵
ハ

蔵
ノ
岡
書
フ
開
寛
ス
ノン
事
フ
得

第

十

八

條

本
會

ハ
會
員
ノ
資
格
ナ
ン
ト
認
メ
タ
ノン
者

ニ
ハ
退
會
フ
命
ズ
ベ
シ

第

十

九

條

正
會
員

ニ
ン
テ
會
費
フ
納
付
セ
ズ
或

ハ
滞

納
ン
タ
〃
者

ニ
ハ
雑
誌
フ
頒
布
セ
ズ
ニ
回

ノ
督
促
フ
受
ケ
ノ
衛
納
付
セ
ザ

ノン
時
ハ
退

會
フ
命
ズ
ベ
シ

第

二

十

條

會
員

し
ン
テ
退
會
フ
欲
ヌ
ノン
時

ハ
其
旨
事

務
所

二
書
面
フ
以
テ
申
出
ゾ
ベ
ン

第
二
十

一
條
　
會
員
退
會
ノ
際

ニ
ハ
本
會

二
曾
員
章
フ
返

納
ス
ベ
ン

第
二
十
二
條
　
本
會
々
員

ニ
ン
フ
住
所
姓
名
職
業
フ
憂
夏

シ
ク
ノン
時

，
其
都
度
必
ズ
之
フ
事
務
所

ニ

通
知
ス
ベ
ン

第
二
十
三
條
　
本
會

ハ
既
納
ノ
金
品
フ

一
切
返
付
セ
ズ

第
二
十
四
條
　
本
會
ノ
規
則
フ
憂
夏
ス
ノン
ニ
ハ
評
議
員
會

ノ
決
議

ニ
コ
ノン
モ
ノ
ト
ス

附

　

　

則

一
、
本
規
則

′、
大
正
八
年
六
月

一
日
ヨ
ン
賓
施
メ

一
「
本
規
則

二
定
ム
ノン
會
費
及
ビ
入
會
金
ハ
大
正
九
年
度

ａ
ュ

０
ロ

“



曲番

ヨ
ソ
（大
正
九
年

一
月

一
ロ
ョ
ソ
）
質
施
ス

一
、
會
費

ハ
其
年
度
・初
メ
ニ
納
付
ス
ベ
タ
、
第

一
月
ョ
ソ

起
算

ン
学
途
入
會
者
卜
雖
モ
其
全
年
額
フ
納
付
ス
ノν
モ

ノ

ト

メ改
正
規
則
の
説
明

△
新
規
則
に
於
て
新
に
設
け
ら
れ
た
る
事

一
、
評
議
員
を
設
け
た
る
事
。
（第
六
條
）

二
、
地
方
委
員
を
設
け
た
る
事
。
（第
九
條
）

従
来
本
會
役
員
ざ
し
て
は
幹
事
十
三
名
に
於
て
庭
理
し
家

ｂ
た
る
も
會
務
の
趨
勢
上
、
評
議
員
を
新
に
設
け
。
重
要

な
る
會
務
に
基
典
す
る
事
ざ
せ
り
。

一
地
方
に
開
し
た
る
事
項
を
特
に
庭
理
す
る
場
合
、

一

一
幹
事
に
於
て
出
張
庭
理
し
得
ぎ
る
が
如
き
場
合
に
庭
す

る
鴛
め
或
時
期
を
限
う
て
地
方
委
員
を
嘱
託
す
る
事
ざ
せ

λソ
０

△
憂
更
さ
れ
た
る
事

一
、
幹
事
の
選
撃
を
會
員
全
般
に
由
る
事
ざ
せ
る
事
。
（第

七
條
）

◎
會
　
　
　
　
報

二
、
會
員
別
を
改
め
た
る
事
。
（第
十
條
）

三
、
會
費
及
び
入
會
金
の
増
額
。
（第
十
三
條
第
十
四
條
）

四
、
會
員
章
を
貸
興
す
る
事
ご
な
せ
る
事
ｏ
（第
十
五
條
第

二
十

一
條
）

五
、
規
則
改
正
に
就
て
は
評
議
員
會
の
議
決
に
由
る
事
ざ

せ
る
事
。
（第
二
十
四
條
）

（
一
）
前
規
則
に
於
て
は
特
別
會
員
の
選
暴
に
に
よ
り
幹
事

を
選
暴
し
た
る
も
、
會
員
全
般
の
選
睾
に
由
り
ｏ
省
ほ

評
議
員
會
に
其
決
定
構
を
保
留
せ
り
ｏ
（二
）
特
別
會
員

を
廃
し
、
正
會
員
及
び
名
春
會
員
の
二
種
ざ
せ
ｂ
。
（三
）

會
費
及
び
入
會
金
の
増
額
は

一
は
所
用
の
経
費
を
得
る

鴛
め
、
他
は
此
れ
に
よ
り
て
會
の
基
礎
を
確
質
な
ら
し

め
ん
が
篤
め
に
外
な
ら
す
ｏ
（四
）
會
員
章
は
、
従
前
軍

に
附
興
し
た
る
も
今
後
は
、
之
を
貸
典
す
る
形
式
に
由

り
退
會
に
際
し
て
は
必
す
返
戻
あ
る
べ
き
事
ざ
せ
り
、

此
事
は
現
在
會
員
諸
君
に
も
適
す
べ
き
に
つ
き
諒
承
あ

り
た
き
事
。
（五
）
前
規
則
に
於
て
は
全
會
員
の
三
分
二

以
上
の
賛
成
を
要
し
た
る
も
、
評
議
員
會
に
其
決
定
槽

を
附
興
す
る
を
以
て
最
も
適
営
ざ
認
め
た
る
を
以
て
然

か
せ
り
ｏ

一
二
九

ゝ
．ノ

″
０

０
ａ

↑



年 三 十 第

◎
含
　
　
　
　
報

特
別
會
員
を
康
止
し
た
る
事

従
来
特
別
會
員
に
当
し
て
は
、
何
等
特
別
な
る
待
遇
を

な
さ
ぃ
る
の
状
態
に
あ
り
た
り
、
會
の
本
旨
ざ
す
る
所
よ

り
し
て
も
、
其
徒
ら
に
名
義
の
み
を
附
典
す
る
の
不
営
な

る
を
思
ひ
、
整
に
之
を
腰
止
し
て
、
會
員
に
は
何
等
の
等

差
な
お
事
ざ
せ
り
、
且
つ
従
来
特
別
會
員
の
選
奉
に
由
り

た
る
幹
事
の
選
奉
も
、
會
員
全
般
に
曲
る
事
Ｅ
せ
り
。

會
費
、
入
會
金
の
増
額

逐
次
累
加
し
末
り
し
諸
物
慣
は
、
會
費
の
増
額
を
己
む

な
く
し
た
り
．
只
僅
か
に
所
用
の

一
部
分
を
増
額
し
た
る

に
止
り
敢
て
多
額
を
請
求
す
る
も
の
に
非
ぎ
る
を
以
て
了

せ
ら
れ
た
し
、
街
ほ
入
會
金
の
増
額
は
此
れ
に
由
つ
て
會

員
ざ
し
て
の
選
澤
を
十
分
な
ら
し
む
る
一
方
法
ざ
し
て
取

れ
―
。

一
四
〇

會
員
章
は
貸
典
す
る
事
及
其
憂
更

徒
来
の
會
員
の
退
會
に
際
し
て
は
、
一
々
會
員
章
の
返

戻
を
乞
ふ
べ
き
方
法
な
か
り
し
も
、
今
後
退
會
の
場
合
は

線
て
會
員
章
は
必
す
會
へ
返
戻
さ
る
べ
き
事
ざ
せ
り
、
此

れ
は
既
に
會
員
た
る
諸
君
に
も
及
ぶ
べ
き
事
に
し
て
ゝ
今

後
の
新
入
會
者
に
の
み
洒
用
す
べ
き
事
に
あ
ら
ず
、
ス
特

別
會
員
の
腰
上
に
由
り
、
特
別
會
員
章
は
自
然
的
腰
止
Ｅ

な
れ
り
、
従
来
特
別
會
員
た
り
し
諸
氏
に
は
遂
火
御
引
換

へ
申
す
べ
ぐ
事
務
所
定
御
途
附
あ
り
た
し
ｏ

會
費
計
算
方
法
の
憂
更

従
来
は
入
會
の
月
よ
う
起
算
し
計
算
し
た
れ
ざ
も
、
今

後
は
其
入
會
時
の
如
何
を
問
ず
、
其
年
度

一
月
よ
り
入
曾

せ
る
も
の
ざ
同
じ
く
計
算
し
全
年
額
分
の
納
付
を
乞
ふ
も

の
こ
す
、
而
し
て
毎
年
度
勅
め
に
於
、て

會
費
は
前
納
せ
ら

る
べ
き
も
の
Ｅ
せ
り
、
従
来
年
途
よ
り
起
算
し
つ
ゝ
あ
り

し
諸
君
に
は
逐
次
計
算
の
上
不
足
分
御
納
付
を
乞
ひ
、
年

度
割
ざ
し
て
整
理
す
べ
し
。

Ｒ
ｙ

，
“

“



山脅

第
十
二
回
大
會
記
事

大
正
八
年
二
月
四
日
午
前
十
時
よ
り
東
京
市
赤
坂
Ｅ
溜

池
町
三
曾
・堂
に
開
く
、
今
回
は
特
に
山
岳
地
の
地
固
類
の

展
覧
會
開
催
の
計
蓋
あ
り
て
、
講
演
も
右
に
開
し
た
る
も

の
を
主
ざ
し
た
り
ｏ

午
前
十
時
展
覧
會
場
を
開
く
、
内
外
各
地
の
山
岳
地
固

類
は
各
室
に
充
満
し
、
筒
ほ

一
室
は
特
に
陸
地
測
量
部
よ

り
出
品
さ
れ
た
る
、各
種
地
形
園
模
型
等
を
陳
列
し
た
り
ｏ

午
後
五
時
牛
階
上
大
廣
間
に
於
て
講
演
あ
り

第

一
席
　
支
那
四
川
省
義
肩
山
及
其
附
近
の
地
形
に
つ

き
　
　
　
　
　
　
理
學
士
　
小
林
　
儀

一
郎
氏

第
二
席
　
陸
地
測
量
部
出
版
地
形
国
作
製
の
順
序
方
法

並
其
使
用
法

陸
地
測
量
部
員
　
木

本

工
兵
大
尉

第
三
席
　
古
固
に
於
け
る
山
の
描
法
（幻
燈
）

理
學
博
士
　
山

崎

直

方

氏

午
後
九
時
年
盛
會
裡
に
閉
會
す
、
曾
す
る
も
の
二
百
餘
名

た
り
。

◎
會
　
　
　
　
報

第
十
二
回
大
會
出
品
目
録
（順
序
不
同
）

。

今
村
巳
之
助
氏
出
品

一
、
朝
鮮
金
剛
山
内
外
購
敵
到
　
一

二
、
同
略
筆
腑
離
圃
、
同
講
演
用
略
地
固

三
、
日
光
山
購
離
固
、
同
講
演
用
略
地
固

四
、
来
踏
地
腑
敵
固
（地
形
同
を
起
し
た
る
も
の
）

松
田
　
定
久
氏
出
品

陸
地
測
量
部
満
洲
全
国
（明
治
二
十
三
年
）

ジ
ヤ
バ
ン
、
ツ
ー
リ

ス．
卜
、
ビ

ユ
ロ
ー
出
品

日
ご
ｍ
Ｏ
二

り
【
●

Ｑ
”
口
費
〓

”
口

”
”
Ｏ
”
一
Ｏ

Ｎ

Ｏ
Ｏ
】島
０
崚
”
Ｆ
”

男

Ｏヽ
ｒ
”
〇

（戸
〇
∽

＞

】
り
の
∽

＝

‘
】
闘
γ

Ｚ
【８
・

．く
島
魚
”Φ●ｏ関
ｏ
ｃ
”ｏ
Ｚ
，ｏ
『ヨ
”
「
い
】∞
口
Φ
魚
●
Ｕ
ｏ””
・●
Ｚ
．ｏ
『
「
①∞
Φ

＞

Ｏ
ｏ
ざ
〓
●
ｏ
ｏ
Ｇ
ヨ
ｇ
ｏ【
”
ｏ●ｏ
■
■
口
ρ
・お
び
８
ｏ

日
Ｆ①
Ｚ
Φ‘
〓
”
Ｆ
ヨ
〇
ロ
ロ
す
Ｆ
・３
【イ
”
Ч

Ｈ
≧
ＮのＨ●
０
０
ご
”
“●【デ
Ｏ
ロ
メ・
「ざ
デ
ヨ
①“Ｎ

日て【Ｃ
Ｏ
〓
“あ
り
【翼
【”
””
デ

脚
①く
Ｌ
刊
。
目
ｏ
〓

◆
ヨ
、ユ
”８

出

品

千
九
百
九
年
ジ
ヤ
ツ
ク
ル
ト
ノ
大
尉
南
極
探
威
の
時
臀
士
電
し
て
同
行
し
た

る
出
品
者
の
友
人
た
る

】Ｐ
Ｑ
・
〓
ｌ
ｏゴ
〓

氏
の
手
謡
せ
る
南
極
同
　
一

武
田
　
久
吉
氏
出
品

（地
固
類
）

松
浦
竹
四
郎
―
―
東
西
蝦
夷
山
川
地
理
取
調
回
　
二
十
七
冊

（安
政
六
己
未
、

一
人
五
九
）

同
　
　
　
―
―
蛾
夷
閣
境
山
川
地
理
取
調
大
築
日
　
一
冊

一
四

一

(427)



年 二 十 第

◎
曾
　
　
　
報（安

政
七
庚
申
＝
＝
萬
延
元
年
、
一
人
六
〇
）

北
海
道
聴
管
行
―
―
二
十
萬
分
一
北
海
道
地
形
固
　
金
三
十
二
国

・
　

　

　

（第
六
刷
明
治
四
十
年
、
一
九
〇
七
）

林
子
不
―
―
蝦
夷
回
全
国
　
（天
明
五
年
、

一
七
八
五
）

藤
田
温
卿
―
―
蝦
夷
聞
境
輿
地
金
固
　
（嘉
永
六
獲
丑
、　
一
八
五
三
）

小
野
寺
謙
―
―
蝦
夷
海
陸
路
程
金
固
　
（安
政
二
年
、
一
人
五
五
）

開
拓
使
―
―
北
海
道
回
郡
固
　
（明
治
己
己
二
年
、
一
人
六
九
）

著
者
不
明
―
―
大
日
本
全
回
之
内
出
物
金
固
　
へ明
治
元
年
？
¨
八
六
八
）

橋
本
謙
―
―
陸
奥
出
物
回
郡
行
程
全
国
　
（明
治
以
前
）

宮
田
彦
弼
―
―
御
誓
播
磨
州
郡
邑
輿
地
金
団
　
（弘
化
三
、

一
人
四
六
）

著
者
不
明
―
―
大
日
本
九
州
之
団
　
（文
化
十
年

，
一
八
一
三
）

同
　
　
　
―
―
新
刻
九
州
之
団
　
（文
化
十
年
、
一
人
一
三
）

同
　
　
　
―
―
同
天
明
三
年
信
州
浅
間
汰
焼
並
上
州
吾
妻
郡
大
理
之
同
縮

（嘉
本
Ｘ
一
七
八
三
？
）

林
子
李
―
―
無
人
島
大
小
八
十
餘
山
之
回
　
（天
明
五
年
、
一
七
八
五
）

闘
口
備
正
―
ロー
府
縣
吹
正
大
日
本
全
国
　
（明
治
九
年
、
一
八
七
六
）

地
理
局
地
誌
課
―
―
大
日
本
国
全
国
　
（明
治
十
一二
年
、
一
人
八
〇
）

著
色
補
謁
五
萬
分
一
地
形
固
四
薬

“
”
ニ
デ
ｏ】９
日
Φく

Ｉ̈

Ｚ
．のく
　
一日
の“
ｓ
ｏの“
碗
口
”‘
ΦЧ
¨

μ
・

Ｚ
ｏそ
呵
ｏ
騒

ご
巳

Ｅ
‥

〓
二
“
Ｆ

Ю
・　
”
Ｒ
声ざ
【缶
”
Ｈ出
９
”♂
】，
９
ｏ・

”
・　
∽
Ｃ
嗜
Ｏ
Ч

か
・
　
日
｝〇
弓
Ｆ
●
い
●
魚
ｄ
）■
沖Ｆ
∽

（書

藉
）

一
四
二

崚
ユ

０
で

　

鮮
“
魚

Ｈ
・Ｈ
”
巧

〇
碗

Ｔ
Ｉ

Ｈ
出
畿

”
“
げ
〇
〇
イ

ゆ
し
」

（
」

ｔ・
μ
言

』

”
■

】

Ｚ

ざ

二

】
κ

Ｈ
”

『
静嗜
”５
・
Ｃ魚
Ｈ
（一
∞∽】
）

こ
　
　
　
　
　
　
　
』̈＝
Ｈ
＝
Φ魚
・
Ｎ
（】
∝
∞卜
）

Ｏ
Ｆ

，５”び
ｏＬ戸”】●
”口
鰤
り【，００●
１
，
Ｈ出”●
毎
ぴ
Ｏ
Ｏだ
いＯ”
『
”じ
”目
い
０“
∽
（Ｈ一〇”
）

町
田
　
彦
二
氏
出
品

千
九
百
年
価
逸
回
第
十
一軍
国
機
動
演
警
地
国
　
十
一業

前
川
　
一
郎
氏
出
品

東
宮
御
學
問
所
の
御
Ｔ
命
に
よ
り
自
今
製
作
中
の
大
地
球
儀
の
一
部

野
昌
　
　
掌
氏
出
品

菫
海
森
林
団
　
（説
明
共
）

阿
塁
山
鐵
道

陸

地

測

量

部

出
品

〇
二
十
萬
分
一
帝
口
日
編
纂
順
序

一

〇
鋼
型
製
作
順
序
　
五

０
富
士
山
石
膏
型
二
十
萬
分
一

０
階
段
式
　
一

０
右
紙
型
同
　
一

０
開
ケ
原
紙
型
固
　
一

山
崎
　
直
方
氏
出
品

北
齋
筆
―
―
支
那
鳥
敵
同
　
¨

同
　
　
―
―
東
海
道
名
所
一
寛

同
　
　
―
―
木
管
路
名
所

一
覧

○
地
結
現
示
要
領
　
十
三
教

○
伊
大
利
航
空
．固
　
一

０
ツ
イ
ン
島
敵
同
　
一

〇
右
李
面
回
　
一

〇
嘉
興
測
量
国
　
四

〇
地
同
製
作
法
　
四

〇

一
等
水
準
線
路
風
　
一

〇

一
等
三
角
綱
一
覧
団

(128)



山岳

具
　
秀
―
―
開
東
李
野
東
部
鳥
漿
圏
　
一

同
　
　
―
―
海
陸
道
中
書
譜
　
一

海
陸
道
中
国
給
　
一

下
野
口
全
同
　
一

大
日
本
分
境
図
上
下
　
二

貞
　
秀
―

富
士
山
具
形
千
給
団
　
一

ベ
ス
ピ
チ
ス
火
山
地
団
　
一

近
江
同
細
見
団
　
一

校
正
山
城
回
全
固
　
一

花
落
一
覧
固
　
一

江
戸
古
綸
同
　
一

最
新
西
湖
固
　
一

日
）”Φ
ｂ
ｒ】り
の
り
く
０
●
【
】
０
０】い
〇】
Ｈ
出
Φ
”“
〇
『〇
〇
Ｆ
　
ｒ

Ｏ
”魚
”
”
る^
コ
“
【
く
ｏ
ヽ
〇
【
いｏ
】魚
　
や

Ｈ
一Φ
無
ｃ
ｏ
①
“
』ｏ
Ｔ
眈ｒ
二
】ｏ

ｏ
↓
”
口
魚
ｏ
口
”
〓

，
モ

０
”
（
Ｖ
ｏ
”
絆
”
」
Ｆ
Ｌ
口

Ｆ
唇
】

Ｏ
Ｆ
Ｏ

，

ゝ
Ｆ・
Ｈ
）・
】
∞
〇
〇
　
　
日

【Ｈ
．Ｏ
Ｕ
Ｏ
”
『
”
Ｄ
∽
ギ
一
Ｆ
”
”
”

Ｏ
く
Ｏ
Ｈ

Ｆ
Ｏ
澤
”
ｏ
”
”
“
〇
絆
】
４
０
モ
”
Ｏ

ω
Ｏ

】”
・　
　
ド

＞
〓
認
魚
Φ
０
８
”
ξ
Ｌ
Ｌ
ｏ
〓
ｏュ
ｏ置
ｏ
（い

，
可
】目
８
◆）
ド

〇
【魚
曽
】８

∽
Ｃ
【“
Φ
Ч
Ｏ
”
同
じ
”
声費
″魚
〓
″魚
メ
く
』
●
∽
　
博

の
一い
”””
（早
Ｃ
Ｏ
】Ｏ
ｍ
】●”
（ル
．Ｈ
””
】】，
　
　
０

０
ｏ
目
ｏ
ｄ
、Φ
一“
‘
】”
澤
ｏ
　
Ю

Ｈ
・
∽”嘔
ｒＯ
”
①
Ｏ
”
叫
”
”
ｏ
Ｏ
〕〕メロ】”静”
”ｏ
い
∞
∽
い
・
”

〇
●
〇
”
【
・
一Ｚ
ご
げ
Φ
【
∽】ｏ
】二
崚占
【
”
【絆〇
鮨
Φ∽
円
）Φ
口
絆ヽ
日
一Φ
】Ｏ
Ｆ
Ｏ
ｍ
　
Ю

嗜

◎
會

　
　
　
報

】Ａ
”
】”●
魚
●碗
日
Ｊ
Ｃ
ｒ
Ｆ“０
”ＯＦ
ｏ一
　
一

】由
”
●
“
Ｆ
”
二
●
魚
ｏ”
困
・
因
・
配
Ｇ
Ｆ゙
Ｆ
●
Ｆ
“日
■
日
”
澤
ｃ
８
デ

，
諄
“
　
軟

月Ч
口
”絆ｏ勲
∽
””
静〇
磁
Ｈ″①】【Φ
ｈ
り
ｈ”
０
　
日

【
】・
ψ
・
Ω
Φヽ
ｏ
】〇
¨
【０
”
】
酸
“
暉
く
Ｏ
Ч
　
０

宍
戸
　
一
郎
氏
出
品

紙
製
富
士
山
模
型
日

加
賀
正
太
郎
氏
出
品

ユ
ン
グ
フ
ラ
ツ
模
型
　
ニ

マ
ツ
タ
ー
ホ
ー
ン
鋼
製
模
型
　
二

東
京
地
學
協
會
出
品

ス
ツ
エ
ン
、
ヘ
デ
イ
ン
博
士
西
蔵
旅
行
ス
タ
ツ
チ
ロ
　
一

欧
工
紙
製
模
型
固
（
一
八
六
０
年
？
）

一

城
　
　
敷

馬
氏
出
品

青
郎
団
　
二

鹿
島
　
龍
蔵
氏
出
品

辻
村
　
伊
助
氏
出
品

瑞
西
地
形
固
　
二
十
七
固

農
商
務
省
地
質
調
査
所
出
品

同
書
報
文
及
び
外
国
地
質
固

本

會

出

品

佐
伯
藤
之
助
原
型
―
―
立
山
鋤
岳
模
型
　
“

一
四
三

茨
木
猪
之
吉
筆
―
―
木
曾
御
岳
山
　
一

ヽ
口′

Ｑ
げ

ｎ
４単



年 三 十 第

③
官
　
　
　
報

Ｂ
‐
‥
‐
口
‐
‐
‐
〓
―
雪

甲
Ａ
＝
Ｕ

Ｏ
・
■
＝
＝
＝
＝
Ｖ
中
Ａ
＝
＝
＝
＝
曹
・
Ｏ

Ａ
＝
曹
凸

ぬ
響
冒
―
ロ
ー
ー
ー
ー
‥
‥

‐
第
四
回
小
集
會

大
正
八
年
六
月

一
日
午
後

一
時
牛
所
定
の
會
場
た
る
、

保
々
近
藤
合
名
會
祗
棲
上
に
高
野
幹
事
司
含
若
ざ
し
て
開

會
、
左
記
講
演
あ
り
た
り
ｏ

印
象
的
秩
父
親
　
　
　
　
　
　
田

部

重

治

氏

鳥
蹴
日
の
作
り
方
　
　
　
　
今
村
　
巳
之
助
氏

席
上
新
着
雑
誌
の
展
覧
及
び
、
今
村
氏
寄
贈
の
地
日
類
を

頒
ち
午
後
四
時
竿
閉
會
せ
り
、
末
會
者
左
記
の
如
し
ｏ

中
村
孝
二
郎
、
近
藤
茂
吉
、
梅
澤
親
光
、
田
部
重
治
「

山
本
宣
治
、
磯
員
藤
太
郎
、
郷
郁
三
郎
、
村
越
匡
次
、

辻
村
太
郎
、
戸
澤
英
二
、
高
畑
良
材
「
沼
井
鐵
太
郎
、

高
橋
錯
三
郎
、
堀
亀
雄
、
洒
井
忠

一
、
加
山
龍
之
助
ゝ

忽
滑
谷
安
美
、
高
田
達
也
、
木
暮
理
太
郎
、
矢
田
城
太

郎
、
内
山
忠
助
、
大
島
永
明
、
川
口
敏
郎
、演
名
増
雄
、

武
田
久
吉
、
別
所
梅
之
助
、
高
野
鷹
蔵
、
武
井
具
澄
、

棋
山
久
郎
。

外
に
會
員
外
の
ホ
會
者
あ
り
。

一
四
四

第
十

一
回
有
志
晩
餐
會

本
會
幹
事
小
島
烏
水
氏
の
体
暇
を
得
て
一
時
婦
朝
し
た

る
を
機
ざ
し
て
、
営
番
幹
事
は
同
氏
欺
迎
の
意
を
兼
て
去

る
五
月
十
五
日
、
品
川
鮫
洲
、
川
崎
屋
に
第
十

一
回
晩
餐

會
を
開
き
た
り
、
場
所
は
昔
の
東
海
道
に
滑
ひ
遠
く
向
地

を
望
む
、
廣
重
情
調
ざ
や
云
ふ
べ
く
、
此
れ
も
亦
鳥
水
氏

歓
迎
の
意
に
外
な
ら
す
ｏ

午
前
十

一
時
参
會
す
る
も
の
左
の
如
し
ｏ

小
鳥
鳥
水
、
松
宮
三
郎
、
山
本
宣
治
、
六
鵜
保
、
木
暮

理
太
郎
、
服
部
正
、
加
山
龍
之
助
、
鳥
山
悌
成
、
佐
伯

藤
之
助
、
鈴
木
盆
三
、
擦
名
増
雄
、
紳
尾
錠
吉
、
高
野

鷹
蔵
。大

阪
に
於
け
る
山
の
會

（第

一
回
茶
話
會
）

會
員
朝
輝
記
太
留
氏
が
教
育
脱
察
の
た
め
渡
米
せ
ら
れ

ま
し
た
の
は
昨
年
の
六
月
で
し
た
。
そ
し
て
本
年
の
二
月

末
に
無
事
鯖
朝
せ
ら
れ
ま
し
た
ｏ

(430)



山
_Tll■

日
頃
致
へ
を
う
け
る
竹
下
英

一
氏
ざ
談
合
の
上
、
朝
輝

君
の
御
話
を
承
ら
ん
ざ
、
在
阪
の
山
岳
會
員
御

一
同
に
業

内
般
を
差
出
し
ま
し
た
ｏ

残
途
し
ま
し
た
案
内
状
の
敷
は
五
十
通
、
こ
れ
に
封
し

郷
重
な
る
濃
辞
を
以
て
出
快
の
旨
を
途
ら
れ
ま
し
た
向
が

〆
め
て
五
通
。

さ
て
そ
の
営
目
に
な
り
ま
す
ぎ
、
朝
の
程
か
ら
氣
づ
か

は
れ
た
塞
が
果
然
書
過
ぎ
か
ら
烈
し
い
風
雨
こ
な
り
ま
し

た
に
も
不
拘
、
ぬ
れ
鼠
の
様
な
姿
で
参
奮
せ
ら
れ
た
會
員

が
七
名
ざ
ホ
賓
が
壺
名
あ
り
ま
し
た
ｏ

一
室
に
陳
列
し
て
あ
る
朝
輝
氏
の
御
土
産
に
就
い
て
氏

自
ら

一
ツ
一
ツ
説
明
し
て
居
ら
れ
ま
す
、
有
盆
な
参
考
資

料
は
あ
ま
り
数
が
多
く
て
陳
列
出
来
ず
、
其
ま
ゝ
机
上
に

山
ざ
積
み
重
ね
て
あ
る
中
を
、
熱
心
な
人
達
は
手
帖
を
出

し
て
何
か
書
き
留
め
て
居
ら
れ
ま
す
ｏ

や
が
て
こ
の
學
校
特
有
の
物
理
数
室
で
幻
燈
が
勅
ま
り

ま
す
、廣
い
数
室
に
十
名
た
ら
ず
の
人
数
で
柳
か
心
細
い
ゝ

で
も
朝
輝
氏
の
説
明
は
映
書
の
進
む
に
つ
れ
て
熱
を
加
ヘ

ま
す
。
且
つ
書
の
夏
る
度
に
親
者
の
眼
は
好
奇
に
満
ち
て

光
り
ま
す
ｏ◎

官
　
　
　
報

果
然
幻
燈
が
清
え
ま
し
た
、
機
械
の
故
障
？
、
こ
同
時

に
室
内
の
別
な
電
燈
を
つ
け
る
ス
イ
ツ
チ
を
入
れ
ま
し
た

が
駄
目
で
し
た
ｏ

い
く
ら
待
つ
て
も
電
気
が
っ
き
ま
せ
ん
か
ら

一
先
づ
元

ざ
の
廣
間
へ
戻
つ
て
茶
を
飲
み
、
四
方
山
の
話
を
し
て
居

る
内
に
電
流
が
家
た
ざ
の
報
せ
、
早
速
幻
燈
の
室
へ
往
つ

て
み
ま
し
た
が
矢
張
り
駄
目
で
し
た
ｏ

か
く
て
雨
三
度
往
復
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
後
、
念
々
今
日

は
駄
目
ざ
し
て
幻
燈
を
次
回
に
譲
り
、
會
を
閉
ぢ
る
事
に

い
た
し
ま
し
た
。
時
に
午
後
六
時
、
本
目
の
本
會
者
は
左

の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
（山
口
記
）

井
上
偉
吉
君
。
政
友
巌
三
君
。
小
塚
辰
次
郎
君
。
影
山

賞
造
粛
ｏ
山
崎
彦
麿
君
ｏ
榎
谷
徹
蔵
君
ｏ
田
中
孝
雄
君

（紳
戸
）
ｏ
竹
下
英

一
君
。
朝
輝
記
太
留
君
ｏ
山
口
季
次

郎
君
。
（本
賓
）
奥
戸
善
之
助
氏
。

（
第
二
回
茶
話
會
）

拝
啓
陳
者
前
回
の
茶
話
會
に
於
て
電
燈
故
障
の
た
め
未

完
の
幻
燈
講
話
マ
シ
ン
ト
ン
ニ
ア
に
就
て
の
績
き
を
致
し

た
ぐ
ざ
存
じ
輩
に
第
二
次
茶
話
會
相
催
度
候
間
御
繰
合
せ

御
末
會
破
下
度
御
案
内
申
上
候
。

一
四
五
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年 二 十 第

０
含
　
　
　
報

一
時
　
　
日
　
六
月
二
十
日
午
後
六
時
よ
り

一
鋳
　
　
所
　
私
立
樟
蔭
高
等
女
學
校
に
於
て

一
幻
燈
講
講
　
（午
後
七
時
よ
り
同
九
時
ま
で
）

以
　
　
　
上

大
正
八
年
六
月

発
起
人
　
會
員
　
竹
　
下
　
英
　
一

日

　

山

口

季

次

郎

こ
の
案
内
を
往
復
端
書
に
刷
つ
て
在
阪
會

員

全

部

に

（五
十
三
枚
）
差
出
し
ま
し
た
の
は
六
月
十
六
日
で
し
た
、

そ
し
て
出
席
の
御
返
鮮
を
頂
き
ま
し
た
の
が
十
六
通
、
鋏

席
の
御
返
僻
を
頂
き
ま
し
た
の
が
十
五
通
合
せ
て
三
十

一

通
の
御
返
僻
を
得
ま
し
た
が
差
引
二
十
二
通
は
鐵
砲
九
ざ

な
う
ま
し
た
ｏ

こ
の
目
は
誠
に
好
晴
で
梅
雨
季
に
珍
ら
し
い
美
し
い
花

で
し
た
、
定
刻
に
は
早
や
十
二
三
名
の
會
員
ざ
五
名
程
の

同
好
者
が
み
え
て
居
り
ま
す
ｏ

さ
て
念
々
幻
燈
を
一初
め
や
う
こ
致
し
ま
し
た
ざ
き
、
何

う
し
て
も
ア
ー
ク
燈
が
つ
き
ま
せ
ん
、
前
回
に
も
失
敗
し

た
の
で
す
か
ら
私
〓
朝
輝
氏
〓
は
大
ま
ご
つ
き
、
小
使
は

提
燈
を
さ
げ
て
走
り
廻
る
、
少
々
心
得
の
あ
る
方
が
い
ろ

一
四
六

い
ろ
槍
べ
て
下
さ
い
ま
し
た
が
何
う
も
原
因
が
分
明
リ
ゴ

せ
ん
、
電
燈
の
會
祗
か
ら
も
人
が
来
ま
し
た
が
、
同
じ
箇

庭
を
只
繰
返
し
て
調
べ
る
ば
か
り
で
す
ｏ

そ
の
内
に
私
が
無
鐵
砲
に
玩
む
だ
ス
イ
ツ
チ
が
効
を
鴛

し
て
漸
ぐ
電
流
が
ホ
ま
し
た
、
そ
し
て
ア
ー
タ
燈
が
つ
き

ま
し
た
、

一
同
眉
を
開
い
て
席
に
就
か
れ
ま
し
た
の
が
丁

度
八
時
で
し
た
ｏ

こ
の
騒
ぎ
の
た
め
豫
定
の
時
間
を
年
分
に
縮
め
ら
に
た

の
で
す
か
ら
、
幻
燈
は
最
大
急
行
で
進
行
し
ま
す
、
そ
れ

も
そ
の
筈

マ
ウ
ン
ト
ン
ニ
ア
に
登
ら
れ
た
朝
輝
氏
は
氷
河

の
あ
る
庭
ま
で
自
動
車
で
往
か
れ
た
の
で
す
も
の
、
幻
燈

が
経
つ
て
の
ち
元
ざ
の
廣
間
へ
掃
つ
て
雑
談
を
初
め
ま
し

た
ざ
き
、
會
員
の
二
三
か
ら
左
の
様
な
問
題
が
提
出
さ
れ

ま
し
た
。

即
ち
営
地
在
住
の
含
員
約
五
十
名
以
上
あ
る
が
、
往
年

大
含
の
開
か
れ
た
時
以
外
、
曾
て
交
数
の
機
を
得
な
い
術

お
互
に
顔
も
知
ら
ぬ
方
も
あ
る
事
故
、
こ
の
茶
話
會
を
引

績
き
開
催
し
て
は
如
何
、

ご
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
で
今
日
出
席
さ
れ
た
方
々

全
部
賛
同
の
上
左
の
様
な
協
約
を
致
し
ま
し
た
。
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山岳

△
在
阪
會
員
交
欺
の
篤
め
随
時
茶
話
含
を
開
く
事
。

△
次
回
開
催
の
時
日
、
場
所
、
幹
事
ゝ
其
他
必
要
の
事
項

は
前
回
の
席
上
協
定
す
る
事
ｏ

△
経
費
は
出
席
者
の
分
指
ざ
な
す
事
ｏ

△
會
員
外
同
好
者
の
出
席
を
散
迎
す
。

但
し
會
員
の
紹
介
を
要
す
。

以
上
の
協
定
に
囚
つ
て
次
回
の
會
合
目
を
水
る
九
月
中
旬

ざ
決
め
ま
し
た
、
そ
し
て
幹
事
を
榎
谷
氏
山
口
氏
に
依
頼

す
る
事
に
い
た
し
ま
し
た
ｏ

維
う
に
営
日
の
出
席
者
を
記
し
て
此
の
報
告
を
維
り
ま

す
。
（大
正
八
、
六
、
二
十
三
日
山
口
記
）

山
本
隆
三
君
。
宇
野
武
男
君
。
杉
浦
龍
之
助
君
。
西
井

常
造
君
。
山
中
治
三
郎
君
。
影
山
寅
造
君
。
小
塚
辰
次

郎
君
。
高
浦
吉
三
郎
君
。
大
不
千
吉
君
。
渡
谷
泰
次
郎

君
。
土
井
達
雄
君
。
政
友
巌
三
君
。
榎
谷
徹
蔵
君
。
朝

輝
記
太
留
君
ｏ
山
口
季
次
郎
君
。
（以
上
會
員
）

政
友
重
吉
氏
。
田
村
種
次
郎
氏
。
井
上
饉
吉
氏
。
植
村

誠
三
氏
。
菊
池
恒
三
氏
。
森
脇
龍
雄
氏
。
（以
上
同
好
者

ホ
賓
）

◎
會
　
　
　
　
報

信
濃
山
岳
會
ざ
日
本
ア
ル
プ
ス
會
成
立

信
濃
山
岳
會
は
信
濃
在
住
の
山
岳
家
河
野
齢
蔵
、
矢
澤

米
三
郎
、
牧
伊
三
郎
、
百
瀬
惧
太
郎
、
井
口
良

一
其
他
の

諸
氏
螢
起
の
元
に
成
れ
り
、
本
會
ざ
同
じ
道
を
歩
む
同
志

ざ
し
て
本
會
は
其
成
立
に
満
腟
慶
賀
の
意
を
表
す
、
前
途

洋
洋
た
る
同
會
の
愈
々
隆
盛
な
ら
ん
事
を
所
り
て
止
ず
ｏ

日
本
ア
ノン
プ
ス
會
は
祗
圏
法
人
ざ
し
て
認
可
を
得
て
公

に
残
表
さ
れ
た
り
絶
て
の
仕
事
は
九
山
術
氏
の
努
力
に
曲

れ
り
、
吾
等
は
同
志
ざ
し
て
其
螢
展
を
所
り
て
止
す
。

◇

信
濃
岳
會
々
則

第
　
一　
條
　
本
會
チ
信
濃
山
岳
卜
籍
ス

第
　
二
　
條
　
本
會
ハ
山
岳
ノ
保
護
及
ピ
山
岳
二
開
ス
ル
一
切
ノ
研
究
調
査

並
二
一
般
登
山
者
ノ
便
宜
チ
謀
ル
チ
以
テ
ロ
的
ト
ス

第

一二
　
條

水
會
ハ
前
條
ノ
ロ
的
チ
達
ス
ル
鈴
メ
研
究
部
、
施
設
部
、
講

演
部
、
出
版
部
チ
置
キ
筒
ホ
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
各
般
ノ
事
業

チ
行
フ

第
　
四
　
條
　
本
會
ハ
本
部
事
務
所
チ
松
本
市
二
支
部
チ
各
地
二
置
ク

支
部
二
開
ス
ル
規
程
ハ
支
部
二
於
テ
任
意
之
チ
定
メ
本
部
ノ

承
認
チ
経
ル
モ
ノ
ト
ス

第
　
五
　
條
　
ホ
會
ノ
経
費
ハ
會
員
ノ
會
費
。
一
般
寄
附
金
及
ピ
補
助
数
チ

以
テ
之
二
充
ン

一
四
七
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年 三 十 第

◎
會
　
　
　
　
報

第
　
エハ　
條
　
本
含
チ
分
チ
テ
左
ノ
三
種
ト
ス

一
、
正
會
員
　
本
會
ノ
ロ
的
チ
賛
成
ン
規
定
ノ．會

費
チ
納
ム
ル

者
ト
ス

ニ
、
特
別
會
員
　
ホ
會
ノ
事
業
チ
賛
成
ン
金
五
拾
回

以
上
チ
寄

附
ン
タ
ル
者
ト
ス

ニ
、
名
審
會
員
　
斯
道
ノ
先
輩
及
ピ
本
會
ノ
鴛
二
塞
カ
セ
ラ
ν

，‐／
篤
志
家
ニ
ン
テ
幹
事
並
二
評
議
員
會
′
議

決
チ
経
、
総
裁

之
チ
推
薦
ン
タ
ル
者
ト
ス

第
　
七
　
條
　
正
會
員
ハ
會
費
ト
ン
テ
毎
年
金
壼
回
チ
前
納
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

特
別
會
員
、
名
審
會
員
ヨ
リ
ハ
會
費
チ
徴
戦
セ
ズ

第
　
八
　
條
　
本
會
々
員
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
ホ
會
所
定
ノ
入
會
申
込
書
ニ

指
定
ノ
要
項
チ
記
入
ｙ
其
年
度
ノ
會
費
チ
添
工
申
込
ベ
ン

入
會
ノ
諾
否
ハ
幹
事
曾
之
チ
央
ス

第
　
九
　
條
　
六
會
や
員
ニ
ハ
所
定
ノ
徽
章
チ
交
附
ス

但
ン
徽
章
代
ハ
其
賞
費
チ
申
受
ク

第
　
十
　
條
　
本
會
や
員
ニ
ハ
本
會
数
行
ノ
出
版
物
及
ピ
富
興
等
チ
賓

費
若

ク
ハ
無
代
チ
以
テ
頗
附
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ン

第
十

一
僚
　
本
會
々
員
ハ
集
會
二
出
席
ン
演
説
請
話
チ
帰
ン
ス
會

員
外
′

知
友
チ
同
件
ス
ル
コ
ト
チ
得

第
十

二
條
　
本
會
や
員
ハ
本
會
所
蔵
ノ
回
書
チ
借
覧
ン
登
山

用
具
チ
使
用

ス
ル
コ
ト
チ
得

第

十

三
條
・
本
會
や
員
ハ
會
務
二
開
ン
テ
建
議
チ
鴛
ス
コ
ト
チ
得

第

十
四
條

本
會
々
員
ニ
ン
テ
本
會
ノ
阻
面
チ
傷
タ
ル
行
鴛
ア
リ
ス
ハ
會

員
タ
ル
義
務
チ
果
サ
ザ
ザ
ル
ト
キ
ハ
幹
事
及
ピ
評
議
員
會
ノ

一
四
八

決
議
チ
経
會
長
ノ
次
裁
チ
得
テ
除

名
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ン

ホ
會
々
員
ニ
ン
テ
登
山
セ
ン
ト
ス
ν
者
ハ
其
計
劃
一
班
チ
本

部
二
報
告
ス
ル
事
チ
要
ス
、
計
剣
ノ
獲
夏
モ
亦
同
ジ
、
叉
ド

山
ン
タ
ν
時
ハ
直
チ
ニ
共
趣
キ
チ
本
部
二
報
告
ス
ベ
ン

本
會
々
員
ニ
ン
テ
住
所
チ
移
轄
ン
ス
ハ
吹
姓
吹

名
ン
タ
フ‥′
ト

キ
ハ
其
都
度
必
ズ
本
部
二
通
知
ス
ベ
ン

退
會
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
其
冒
本
部
二
中
出
ゾ
ベ
ン
、
議
會
着

ニ
ハ
既
納
ノ
金
品
チ
返
附
セ
ズ

本
會
二
左
ノ
役
員
チ
置
ク

知

事

赤

星

典

大

矢

澤

米

三

耶

河

野

齢

議

牧

　

伊

三

耶

第
十

五
條

第
十

六
條

第
十
七
條

第
十

八
條

絶

裁

副
線
裁

會

長

副
曾
長

幹
事
長

幹
　
事
　
　
若
千
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井

口

更

一
其
他

評
議
員
　
　
若
干
名

支
部
員
　
　
若
千
名

相
談
役
　
　
若
干
名

第
十
九

條

線
裁
、
副
線
裁
、
會
長
、
副
會
長
ハ
名
饗
會
員

中
ヨ
リ
之
チ

推
戴
ス
幹
事
、
評
議
員
ハ
正
會
員
中
ヨ
リ
之
チ
選
奉
ス

支
部
長
ハ
正
會
員
叉
ハ
特
別
會
員
中
ヨ
リ
之
チ
推
薦
ス

相
談
役
ハ
正
會
員
特
別
會
員
叉
ハ
名
響
會

員
中
ヨ
リ
之
チ
推

薦
ス

第

二
十

條

線
裁
ハ
會
務
チ
続
裁
ス

名 名 名 名 名
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第
二
十

一
條

第
二
十
二
條

第
二
十
三
條

第
二
十
四
條

第
二
十
五
條

第
二
十
六
條

副
絶
裁
ハ
織
裁
チ
補
佐
ス

會
長
ハ
含
務

一
切
チ
監
督
腱
理
ス

副
會
長
ハ
會
長
チ
補
佐
ス

幹
事
ハ
本
會
ノ
事
務
萬
般
ノ
途
行
二
営
ル

評
議
員
ハ
會
務
途
行
上
ノ
評
議
二
興
ル

支
部
長
ハ
支
部
一
切
ノ
事
務
チ
庭
理
ス

相
談
役
ハ
會
務
二
開
ス
ル
諸
般
ノ
相
談
二
臨
ズ

役
員
ノ
任
期
ハ
幹
事
及
ピ
評
議
員
ハ
ニ
ケ
年
ト
ン
満
期
毎
ニ

吹
選
ス

但
再
選
ス
ル
ロ
ト
チ
得

其
他
ノ
役
員
ニ
ハ
任
期
ノ
制
限
チ
設
ケ
ズ
、
幹
事
及
ビ
評
議

員
會
ノ
議
決
チ
経
テ
推
薦
ス

ホ
會

ハ
毎
年
一
月
、
二
月
、
二
月
、
七
月
、
九
月
、
十

一
月

ノ
六
回
例
會
チ
開
ク
、
岱
ホ
時
宝
二
依
り
臨

時
大
含
チ
開
ク

コ
ト
ア
ル
ベ
ン

幹
事
會
、
評
議
員
ハ
必
要
二
應
ジ
テ
随
時
之
チ
開
ク

支
部
會
チ
開
キ
タ
ン
ト
キ
ハ
其
要
項
チ
本
部
二
報

告
ス
タン
ロ

ト
チ
要
ス

本
則
ノ
規
定
二
明
瞭
チ
鉄
キ
或
ハ
疑
議
ア
ν
場
合
ノ
事
項
途

行
二
開
ン
テ
ハ
幹
事
官
ノ
協
議
チ
経
會
長
ノ
央
裁
チ
得
テ
之

チ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

水
則
ハ
例
曾
者
ク
ハ
臨
時
大
會
ノ
協
議
僕
ニ
リ
出
席
者
池
牛

数
ノ
同
意
チ
得
テ
鍵
更
ス
ル
コ
ト
チ
得

長
野
縣
松
本
市
二
丁
目

◎
會
　
　
　
　
報

信

濃

山

岳

曾

事

務

所

◇

耐
圏
法
人
日
本
ア
ル
プ
ス
會
定
款

第

一
章

織

　

則

第

一
節

名

　

群

第

一
條
　
本
會
ハ
之
ン
チ
祗
回
法
人
日
本
ア
ル
プ
ス
會
卜
藤
ス

第

二

節
　
目
　
　
的

第

二

條
　
本
會
ノ
ロ
的
ハ
ロ
本
ア
ル
プ
ス
ノ
研
究
、
保
護
、
紹
介
チ
ナ
ン

及
ビ
登
山
チ
奨
働
ｙ
且
其
便
宜
チ
諜
り
以
テ
回
民
剛
健
ノ
気
象

チ
養
成
セ
ツ
ム
シ
ニ
在
リ

第

二

節

事

　

業

第

二

條
　
本
會
ハ
前
後
ノ
ロ
的
チ
達
ス
ν
鷲
メ
左
謡
ノ
事
業
チ
行
フ

一
、
登
山
ノ
帰
メ
必
要
ナ
ル
道
路
、
橋
梁
ゝ
指
導
標
、
石
室
、
宿

　ヽ
油
所
等
ノ
設
備
チ
ナ
ス
コ
ト

ニ
、
登
山
案
内
人
並
二
人
夫
ノ
養
成
チ
ナ
ス
コ
ト

三
、
日
本
ア
ル
プ
ス
特
有
ノ
動
植
物
並
二
風
致
景
勝
ノ
保
護
チ
ナ

ス

コ
ト

四
、
日
本
ア
ル
プ
ス
ニ
開
ス
ル
各
種
ノ
出
版
物
チ
肇
行
ス
ル
コ
ト

五
、
登
山
及
學
術
二
開
ス
ル
各
種
ノ
講
談
曾
チ
開
催
ス
ル
ヨ
ト

六
、
日
本
ア
ル
プ
ス
ニ
開
ス
ル
惇
物
舘
、
固
書
館
及
ビ
高
地
観
測

所
等
チ
設
タ
ル
コ
ト

七
、
共
他
本
會
ノ
ロ
的
チ
達
ス
ル
鷲
メ
必
要
ナ
ル
一
切
ノ
事
業
チ

ナ

ス

コ
ト

前
項
各
粧
ノ
事
業
ハ
神
河
内
チ
基
駄
ト
ン
テ
之
ン
チ
行
′

一
四
九
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年 三 十 第

◎
會
　
　
　
報

第

四

節

事

務

所

第

四

條
　
本
會
ハ
圭
タ
シ
事
務
所
チ
東
京
市
麹
町
匡
有
築
町
一
丁
目
二
番

地
二
置
キ
支
所
チ
長
野
縣
南
安
曇
郡
安
曇
村
宇

薄
河
内
園
有
林

四
四
六
八
番
地
二
置
ク
猫
理
事
會
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
便
宜
各
地
ニ

支
所
チ
設
ク
ル
コ
ト
ナ
得

支
所
チ
設
ケ
タ
シ
時
ハ
之
ン
チ
圭
務
官
醒
二
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト

ス

第

二

章
　
資
産
及
合
計

第

五

條
　
ホ
會
設
立
ノ
ロ
ニ
於
ケ
ル
贅
産
ハ
左
ノ
如
ｙ

一
、
教
起
人
丸
山
衛
、
塚
原
嘉
藤
雨
名
ノ
寄
附
ニ
ナ
ル
長
野
縣
南

安
曇
郡
安
曇
村
字
神
河
内
固
有
林
四
四
六
八
番
地
二
建
設
セ
ル

木
造
板
葺
三
階
建
家
屋

一
棟
建
坪
五
十
五
坪

外
三
階
坪
二
十
四

坪
附
闘
難
建
具
付
此
見
積
価
格
金
参
千
回
也

二
、
横
起
人
ヨ
リ
醒
出
セ
ル
金
額
金
式
千
五
百
回
也

有
志
者
ノ
寄
附
、
會
費
、
資
産
ノ
利
手
其
他
ノ
維
収
入
ハ
資
産

二
編
入
ス

第

六

條
　
本
曾
ノ
資
産
ハ
別
二
定
ム
ル
水
會
定
欺
施
行
細
則
ニ
ョ
リ
理
事

會
ノ
決
議
チ
以
テ
之
ン
チ
管
理
及
ピ
農
分
ス

第

七

條
　
本
會
ハ
評
議
員
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
基
本
財
産
チ
設
ク
ル
ヨ
ト
チ
得

前
項
ノ
基
本
財
産
ハ
評
議
員

三
分
ノ
ニ
以
上
ノ
同
意
チ
得
ル
ニ
ア
ラ

ザ
ン
パ
之
ン
チ
濾
分
ス
ル
ヨ
ト
チ
得
ズ

・

第

八

條
　
會
計
年
度
ハ
毎
年
四
月
一
日
二
始
マ
リ
翌
年
二
月
二
十

一
日
ニ

維
ル

第

九

條
　
ホ
會
ノ
豫
算
ハ
毎
年
度
理
事
會
ノ
決
議
チ
以
テ
之
ン
チ
定
メ
絶

一
五
〇

裁
ノ
承
認
チ
経
ル
コ
ト
チ
要
ス

本
會
ノ
決
算
ハ
絶
裁
ノ
承
認
チ
経
テ
温
會
二
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト

第

十

條
　
本
會
ノ
會
計
二
開
ス
ル
細
則
ハ
理
事
會
、
評
議
員
會
ノ
央
議
チ

以
テ
之
ン
チ
定
ム

第

二

車
　
曾
　
　
員

第
十

一
僚
　
木
會
ノ
會
員
ハ
左
ノ
如
ン

上

、
正
會
員

入
會
金
萱
百
国
以
上
チ
醸
出
ン
タ
ル
者

二
、
特
別
會
員

ホ
曾
二
封
ン
多
額
ノ
醸
出
金
チ
帰
ソ
ス
ハ
特
別
功
勢
ア
ル
者

三
、
賛
助
會
員

水
會
ノ
事
業
チ
賛
ス
ル
者
ニ
ン
テ
撃
識
叉
ハ
名
望
ア
ル
者

四
、
名
審
會
員

本
會
ノ
事
業
チ
翼
賛
ス
ル
着
ニ
ン
テ
撃
識
名
塁
ア
ル
者
二
就
キ

鑢
裁
之
ン
チ
推
薦
ン
タ
ル
者

正
會
員
及
特
別
會
員
チ
以
テ
法
律
上
ノ
會
員
ト
ス

第
十
二
條
　
加
入
金
式
回
及
毎
年
會
資
金
式
回
宛

叉
ハ
一
時
金
参
拾
国
以
上

チ
納
ム
ル
者
チ
本
會
々
友
ト
ス

會
友
ノ
待
過
ハ
別
二
之
ン
チ
定
ム

第
十
二
條
　
本
會
や
員
叉
ハ
會
友
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
其
旨
理
事
二
申
告
ス

ペ

ツ

入
會
ノ
拒
否
ハ
理
事
會
之
ン
チ
決
ス

第
十
四
僚
　
ホ
會
チ
退
曾
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
其
旨
理
事
二
中
告
ス
ベ
ン
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山
よ≧

第
十
五
條

第
十
六
條

第
十
七
條

第
十
八
條

第
十
九
條

會
費
チ
納
入
セ
ザ
シ
者
ハ
會
員
】叉
ハ
會
友
タ
ル
ノ
資
格
チ
失
フ

ホ
會
々
員
ス
ハ
會
友
ニ
ン
テ
ホ
會

二
不
利
盆
ナ
ル
行
帰
ア
リ
ト

認
ム
ル
者
ハ
評
議
員
會
ノ
奥
議
ニ
ヨ
リ
之
ン
チ
除
名
ス

第

四

草

役

　

員

ホ
曾
二
左
ノ
役
員
チ
置
ク

一
、
絶
　
裁
　
　
一　
　
名
　
　
副
絶
裁
二
名

二
、
理
　
事
　
　
十
名
以
内

三
、
評
議
員
　
　
若

千

名

四
、
監
　
事
　
　
一二
名
以
内

理
事
チ
以
テ
法
律
上
ノ
理
事
ト
ス

線
裁
、
副
組
裁
ハ
正
會
員
及
特
別
會
員
過
牟
数
ノ
決
議
チ
以
テ

器
望
〓
世
二
高
キ
人
チ
推
戴
ス

第

一
期
ノ
理
事
及
ピ
監
事
ハ
本
會
壼
起
人
中
ヨ
リ
互
選
ン
第
二

期
以
下
ハ
織
裁
ノ
推
薦
二
任
ス

評
議
員
ハ
叉
線
裁
ノ
推
薦
二
任
ズ

線
裁
ハ
本
會
チ
議
理
ン
副
織
裁
ハ
織
裁
ナ
輔
佐
ス

理
事
ハ
総
裁
及
ピ
織
會
ノ
指
揮
テ
受
ケ
本
會
諸
般
ノ
事
務
チ
濾

理
ス

理
事
、
監
事
ノ
任
期
チ
各
五
歩
年
評
議
員
ノ
任
期
ハ
ニ
ケ
年
ト

ス
但
ン
再
任
チ
妨
グ
ズ

第

五

革

織

　

曾

ホ
會

ハ
毎
年
一
回
定
期
絶
會
チ
開
會
ス

織
會
ハ
正
會
員
ス
ハ
特
別
管
員
チ
以
テ
之
ン
チ
組
織
シ
其
三
分

′
一
以
上
ノ
出
席
チ
以
テ
成
立
ス

◎
含
　
　
　
　
報

第
二
十
條
　
理
事
會
二
於
テ
必
要
ア
リ
ト
認
メ
タ
ン
ト
キ
ス
ハ
評
議
員
會
ノ

請
求
若
ク
ハ
會
員
三
分
ノ
一
以
上
ヨ
ー
會
議
ノ
ロ
的
タ
ル
事
項

チ
示
ン
テ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
臨
時
織
會
チ
開
曾
ス

第
廿

一
條
　
誌
會
ノ
招
集
ハ
十
日
前
二
其
會
議
ノ
ロ
的
タ
シ
事
項
チ
示
ン
文

書
チ
以
テ
之
ン
チ
通
知
ス
ベ
ン

第
十
二
條
　
織
會
ノ
議
長
ハ
理
事
中
互
選
チ
以
テ
之
ン
チ
決
ス

第
十
三
條
　
織
會
ノ
議
事
ハ
出
席
會
員
ノ
過
牛
数
チ
以
テ
之
ン
チ
決
ス
但
ｙ

可
否
同
数
ナ
シ
ト
キ
ハ
議
長
ノ
央
ス
″
庭
ニ
ョ
ル

第

六

革
　
評
議
員
會

第
十
四
條
　
評
議
員
會
ハ
理
事
會
二
於
テ
必
要
卜
認
メ
タ
ル
ト
キ
叉
ハ
評
議

員
三
分
ノ
一
以
上
ヨ
リ
會
議
ノ
ロ
的
タ
ル
事
項
チ
示
ン
テ
請
求

ア
リ
タ
ル
ト
キ
理
事
之
ン
チ
招
集
ス

第
十
五
條
　
第
十
一
條
乃
三
第
十
三
條
ノ
規
定
ハ
評
議
員
曾
二
之
ン
チ
準
川

ス

第

七

車

附

　

則

第
十
六
條
　
定
数
獲
夏
ハ
會
員
三
分
′
一
以
上
ノ
同
意
チ
以
テ
之
チ
行
フ

第
十
七
條
　
本
定
歎
施
行
細
則
ハ
理
事
會
二
於
テ
之
チ
定
メ
評
議
員
會
ノ
同

意
チ
経
ル
コ
ト
チ
要
ス

右
細
則
チ
設
タ
タ
シ
時
ハ
圭
務
営
聴

二
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

大
正
五
年
十
一
月
二
十
日

五     設
~唐

小 伊
立

原
澤 穴

五 者

俊 秀
郎

兵

樹 ― 衛
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年 三 十 年

◎
會
　
　
　
　
報

設
立
ノ
日
大
正
五
年
十

一
月
二
十
日

許
可
ノ
田
大
正
六
年
十
二
月
二
十
一
日

事
務
所
　
東
京
市
麹
町
匠
有
業
町
一
丁
日
参
番
地

支
　
所
　
長
野
麟
南
安
曇
郡
安
曇
村
字
神
河
内
閣
有
林
第
四
四
六
八
番
地

誰
国
法
人
日
本
ア
ル
プ
ス
倉

織
　
裁
　
　
澤
　
柳
　
政
　
大
　
耶

副
線
裁
　
　
加
　
　
藤
　
　
正
　
　
治

理
事
ノ
氏
名
住
所

東
京
市
麹
町
匡
有
築
町
一
丁
目
参
番
地

最
　
　
原
　
　
嘉
　
　
藤

長
野
縣
下
伊
那
郡
飯
田
町

伊

原

五

耶

兵

衛

同
　
　
縣
夏
級
郡
中
津
村

丸
　
　
　
山
　
　
　
　
　
含

東
京
市
日
本
格
匡
敷
寄
屋
町
拾
五
番
地

降
　
　
　
幡
　
　
　
　
　
積

一
三
二

同
　
市
小
石
川
匡
同
心
町
十
六
番
地

小
　
　
林
　
　
替
　
　
成

１

１

１

１

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ー

Ｔ

甲

１

＝

Ｕ

●

，

中

＝

Ｕ

み

０

■

＾

＝

゛

，

０

＾
＝

Ｖ

Ｔ

”

島

１

１

１

１

日

ヨ

ー

Ｏ

Ｉ

Ｉ

登

山

清

息

△
Ｏ
二
己
のィ
島
■
に
戦
争
の
角
非
常
な
る
不
景
気
に
て
小
生
に
窮
拠
屋
ょ
り

篤
興
器
を
安
く
買
ふ
事
デ
出
来
ま
し
た
、
案
内
者
も
今
少
し
早
け
れ
ば

メ■
９
∞ｏｌ
の
方
で
に

】
Ｇ∞
貯
昌
　
へ
北
方
で
に
氷
河
の
上
の
方
ま
で
に
行
け

る
だ
ら
う
ｔ
の
事
を
話
し
て
居
り
ま
し
た
。

夏
是
非
来
て
く
れ
ｔ
の
事
で
約
束
を
し
ま
し
た
、
筒
ス
イ
ス
に
に
獨
逸
の

ン
ン
ズ
中
々
に
御
座
い
ま
し
て
且
つ
安
く
御
座
候
佛
英
に
て
は
日
の
出
る
程

に
御
座
候
昨
日
に
大
雲
今
日
快
晴
に
て
氷
河
へ
参
り
中
候

（瑞
西

イ
ン
タ
ー

ラ
ー
ケ
ノ
に
て
八
年
二
月
十
二
日
、
黒
木
二
次
）

△
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
タ
ン
よ
リ

ユ
ン
グ
フ
ラ
ツ
デ
見
た
さ
に
富
ツ
平
ン
グ
ン
に

参
り
申
候
二
月
十
日
〓
云
ふ
に
雲
降
り
て
全
く
の
冬
景
色
に
御
座
候
進
に
諦

兄
の
健
康
を
ス
イ
ス
の
山
■
■
り
説
す
。

（八
、
三
、
三
二
、
ウ
ヱ
ン
グ
ン
に
て
　
黒
木
二
次
）

△
愈
々
登
山
時
期
ｔ
な
り
ま
し
た
盆
０
御
健
勝
の
御
事
亡
存
じ
ま
す
。
私
も

相
鍵
ら
す
手
紙
攻
め
に
過
つ
て
性
し
が
つ
て
居
り
ま
す
。　
二
十
八
日
に
大
澤

の
小
屋
開
き
に
参
り
ま
Ｌ
た
、
松
本
の
山
岳
會
の
連
中
に
二
三
の
同
行
希
望

者
が
あ
つ
た
の
で
蓮
華
ま
で
行
つ
て
昨
日
の
五
時
頃
帰
宅
い
た
し
ま
し
た
、

ま
だ
ス
バ
ラ
ン
イ
雲
で
し
た
。
殊
に
蓮
華
ザ
ら
見
た
餌
の
壮
観
に
（雲
の
）素

敵
重
い
ふ
外
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、
櫻
〓
、
駒
鳥
やヽ

自
樺
ご
い
つ
も
乍
ら

針
木
に
更
い
所
で
す
。

駆小 町降 丸倉 成 中塚 書勝

遅

澤 林 田
 山 島

'十
澤 原 家 山

幡   伍

貞 螢 梓     重 嘉 敬 勝

雄 成模 積 向課 郎雄 藤 造 司
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山主L
Jl

登
山
組
合
も
方
々
に
出
来
ま
し
た
、
有
明
日
の
ｌｔ
私
の
友
達
の
赤
沼
千
幕

ミ
い
ふ
君
び
や
つ
て
わ
ま
す
、　
此
れ
に
大
町
ｔ
う
ん
ｔ
う
ま
く
連
絡
を
電
リ

度
い
考
へ
で
を
り
ま
す
。
北
條
に
冬
び
ら
細
野
ｔ
山
木
が
擦
れ
合
つ
て
反
野

の
難
を
あ
げ
て
あ
ま
す
の
で
開
日
し
て
お
ま
す
。
松
澤
氏
の
方
で
に
今
年
に

細
野
の
奴
に
誰
も
使
に
な
い
電
力
ん
で
ゐ
る
の
で
新
ら
し
い
人
大
ば
ザ
リ
で

―■
大
黒
や
証
母
谷
方
面
に
不
都
合
を
感
じ
る
だ
ら
う
こ
餘
計
な
心
配
を
し
て

ゐ
ま
す
。
人
大
等
を
使
ふ
に
氣
骨
が
な
れ
た
り

面
倒
で
困
り
ま
す
、
此
頃
も

賃
金
の
協
議
を
し
た
後
に
不
不
を
言
ふ
の
が
出
来
て
来
て
到
頭
案
内
者
二
回

五
十
錢
人
大
三
回
二
十
錢
ｔ
い
ふ
高
便
に
せ
り

あ
げ
ら
れ
ま
し
た
、
登
山
者

の
方
に
に
申
課
な
い
様
な
気
が
し
ま
す
が
全
く
、
世
の
中
が
獲
つ
た
様
な
今

で
す
ザ
ら
如
何
こ
も
す
る
事
が
出
来
す
悲
観
で
す
。

住
ノ
木
の
櫻
デ
今
満
開
で
し
た
。

明
後
日
び
ら
一
高
の
人
達
が
ヽ
し
い
け
て
爽
ま
す
。

（八
、
六
、三
〇
大
町
に
て
　
百
瀬
篠
大
耶
葬
）

△
去
六
日
夜
東
京
を
ｔ
び
出
し
大
菩
薩
連
嶺
へ
出
び
け
候
、
新
宿
に
く
に
近

藤
標
に
ヽ
日
に
Ｔ
ゝ
り
候
七
日
朝
初
鹿
響
に
下
車
、　
田
野
を
へ
て
焼
山
に
入

り
、
革
獨
、
黒
岳
山

（未
暮
様
よ
り
教
へ
ら
れ
候
、
常
地
に
て
に
只
黒
木
ｔ

い
ふ
の
み
）

に
上
り
、
ガ
ン
ガ
ハ
ラ
ス
リ
を
縦
走
し
て
狼
李
に
出
で
、
之
ニ

リ
大
書
薩
峠
奮
道
よ
り
小
菅
村
池
之
尻
に
下
り
泊
、
八
日
、
青
柳
新
左
衛
門

を
件
ひ
て
大
書
藤
ハ大
黒
茂
）
に
上
り
堕
山
に
下
り
泊
観
九
日
鋪
京
致
候
、
忙

し
き
旅
の
事
ｔ
て
何
も
之
も
の
に
無
之
言
申
す
候
へ
ぎ
も

い
さ
ゝ
い
の
事
に

水
暮
様
に
御
報
告
申
上
置
候
。
（八
、五
、
〓
一　
沼
井
鐵
大
耶
）

△
小
生
六
日
風
雨
を
胃
し
て
上
高
地
へ
参
申
候
、　
同
日
夕
刻
ェ
リ
大
量
風
雨

電
処
し
、
夜
に
入
り
て
盆
に
げ
し
く
頗
ろ
壮
観
を
極
め
申
侯
、　
七
日
も
雨
、

◎
會
　
　
　
報

梓
川
の
出
水
に
近
年
稀
に
見
る
程
に
て
清
水
屋
の
温
泉
に
に
浸
水
致
し
た
る

大
第
に
候
、
八
日
朝
温
度
四
十
九
度
先
に
右
餘
に
後
便
に
早
々
頓
首
。

（七
月
八
日
上
高
地
に
て
丸
山
向
）

ｌ
ｌ
１

０
１
‥
―
―
〓
ｌ
＝

Ｏ

Ｔ
Ａ
ｎ
Ｕ

０

１
■
＝
＝

＝
Ｕ

上
Ｔ
■
＝
＝
＝
ｕ

ｌ

Ｏ

Ａ
＝

Ｖ
占

ｎ
＝
ヨ
ー
日
‥

日
―
‥
１
１
５

會
　
務
　
報
　
告

大
正
八
年
二
月
十
六
日
　
文
部
省
災
害
預
防
展
覧
會
出
品
の
作
に
つ
き
東
京

教
育
博
物
館
に
幹
事
出
張
す
。

同
　
四
月
一
日
　
規
則
吹
正
に
つ
き
特
別
會
員
に
協
議
状
な
讚
す
。

同
　
四
月
六
日
　
本
會
事
務
所
に
幹
事
會
開
催
左
記
の
件
を
識
了
す
。

一
、
大
會
講
演
者
に
つ
き
、
無
効
會
員
章
公
表
の
件
。

ハ出
席
者
）
木
暮
、
武
田
、
梅
澤
、
高
野

同
　
四
月
十
五
日
　
山
岳
十
二
年
二
脱
納
本

同
　
二
十

一
日
　
會
員
に
薇
途

同
　
二
十

一
日
　
大
會
通
知
曇
途

同
　
五
月
四
日
　
十
二
回
大
會
開
催

同
　
二
月
十

一
日
　
小
田
原
辻
村
幹
事
邸
に
於
て
外
人
會
員
の
角
め
高
山
械

物
展
覧
會
を
行
ふ
。

同
　
六
月

一
日
　
午
後
一
時
中
ェ
リ
東
京
保
や
近
藤
合
名
會
識
篠
上
に
高
野

幹
事
司
會
者
ｔ
し
て
小
集
會
開
催
。

同
　
六
月
二
十
九
日
　
長
野
市

會
員
河
野
齢
蔵
氏
よ
り
の
請
托
に
山
り
て
ヽ

皇
大
手
殿
下
に
同
氏
の
幻
燈
嚢
覧
に
供
す
べ
き
鴛
め
幻
燈
器
械

一
切
を
貸
奥

ず
。

同
　
六
月
十
五
日
　
松
本
市
に
於
て
信
濃
山
岳
會
、
日
本
ア
ル
プ
ス
學
會
壼

會
式
奉
行
に
つ
き
六
倉
ェ
リ
右
教
曾
式
に
醜
電
を
教
寸
。

一
五
三
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年 三 十 第

◎
會
　
　
　
　
報

會

員

諸

君

に

回
第
六
回
小
集
會
期
日

◇
末

ノン
十

一
月
九
日

（第
二
Ｈ
雁
＝
常
回
に
限
り
第
二
日

曜
日
に
憂
夏
）
午
後

一
時
よ
う

◇
東
京
市
麹
町
Ｅ
紀
尾
井
町
三
番
地
皆
香
園

（九
段
八
三

八
）
に
於
て
（電
車
赤
坂
見
付
Ｔ
車
）

◇
講
演
豫
定

末
　
定
　
　
　
　
幹
　
事
　
辻
　
村
　
伊
　
助
氏

同

　

　

　

同

　

武

田

久

吉
氏

◇
在
東
京
會
員
諸
君
に
は
追
て
講
演
決
定
の
上
御
通
知
す

べ
し

回
原

稿

蒐

集

所

従
来
共
本
誌
の
原
稿
は
、
左
記
原
稿
蒐
集
所
宛
御
途
附
を

希
望
し
つ
ゝ
あ
れ
ぎ
、
間
々
他
幹
事
宛
途
附
さ
る
ゝ
方
々

あ
り
、
自
今
之
を
局
行
あ
ら
ん
事
を
乞
ふ

東
京
市
本
郷
Ｅ
蓬
末
町
三

一　
　
木

暮

理

太

郎

一
五
四

回
會
費
納
付
に
つ
き

本
年
度
會
費
未
納
の
諸
君
は
此
際
納
入
あ
り
た
し
、
御
途

金
に
就
て
は
相
成
べ
く
は
振
替
口
座
へ
御
抑
込
あ
り
た
し

回

「登
山
案
内
者
」
に
つ
き

前
々
琥
よ
り
掲
載
し
っ
ゝ
あ
る

「
登
山
案
内
者
」
欄
に
就

て
は
各
位
よ
り
の
御
通
信
を
特
に
希
望
す
る
所
な
り
、
雅

山
案
内
者
の
改
善
は
現
在
の
問
題
に
し
て
藩
本
の
題
目
に

あ
ら
ぎ
る
な
り
。

冬
愕
』ヽ一味
一薪趾
難
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大

正

八

年

十

月

十

八

日

印

刷

大

正

八

年

十

月

廿

二

日

螢

行

稜

　

賣

　

所

【
定

便

七

拾

鏡

】

新

潟
縣

三

島
郡

深
オ
村
深
澤

残
行
景
編
輯
者

　

高

頭

仁

兵

衛

横
渡
市
大
田
町
五
丁
目
八
十
七
番
地

印

刷

者

　

村

岡

午

吉

横
渡

市
山

下
町

百
〇
四
番
地

印

刷

所
　

　

　

一膿
音

印

刷

合
資

會

走

横
演
市
本
町
四
丁
目
六
十
七
番
地

高

野

鷹

敷

方

獲

行

所
　
　
　
日

本

山

岳

會
事
務
所

徐
維
彊
覇
驚
覗
軽
議
）

東

京

市

前

田

Ｅ

表

棘

保

町

東
　
　
　
京

　
　
　
堂

所  著

権

有 作



欧
洲
ア
ル
プ
メ
産
高
山
植
物
種
子
及
生
品
の
頒
布

明

春

再

び

瑞

西

の

山

岳

に

登

攀

の
篤

ろ

渡

欧

を

機

と

し
、多

年

自

園

に

栽

培

せ

る
欧

洲

産

高

山

植

物

生

品

並

び

に

種

子

全

部

三

百

五

十

餘

種

を
、本

邦

に

分

布

せ

ん

が

鶯

ろ

に

廣

く

同

好

若

に

頒

つ
。

◇
生

品

十

二
種

一
組

　

金

　

上ハ
　

園

　

（途

料

共
）

◇
種

子

十

二

種

一
組

　

金

　

五

　

園

　

（途

料

共
）

特

に

御

希

望

の

種

類

に

就

て

は

御

照

會

を

乞

ふ
。

紳
奈
川
縣
小
日
原
町
櫻
小
路

（
城
内
舞
財
天
）

辻

村

伊

助

振

替

ユ

座

東

京

四

四

九

二

六

辻

村

農

園

電
話

小
田．
原
三
二
四



22 JAPANESE PART OF TIHE JOURNAL.

NEW MEIMiBER。

The f。 11。wing new melnber was aalmitted into the club,in
April,1919:― ―

J.D.ヽ Villis,cノoE.H.Hunter&Co.,Kawaguchi,0団 巌a.

Proposed by II.E.Daunt.

Scconded by B.Nag:肛 lo and S.Kondo.

ABSENT IIEIIBERS.

Admitted.

「
elix I:)insdde         June 1914

0。

「
.Mocock          Oct. 1917

H:Treichler         No▼。 1918
0swaldヽVhite          July 1915

JAPANESE PART OF THE JOURNAL`
′]1lhe prinCわ al artiCleS ill the JapaneSe pttt Of thiS nuluber

are:一―

Shinshiu IwasugeyarD&-
By M. Tsujiruoto, Kogakuhakuslt;i,

Mountains in Kiushiu-
By J. Yatsushiro.

Tanzawa Group-
tsy E. Tozawa, ancl tI. FujiruurA.

Komagatalie, Senjodake antl Hoosau-
By N. Yanagi.

About Gannoh arasuriyama-
By H. Takecla, D.I.C. , Rtgakuhak'ushL

Srnall Waterfalls of Nikko Yuliawa,
An Olcl Path to Shiralruzureyalna,

Alpiue Plant Notes.
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CLUB PROCEEDINGS。

TLe follcr,r'ing books have been presentetl to the Club
Iribrar.y :-

"Ncrge"... ... ... ..r ... ..o

" Innker" Vol. 10 ... ... ... .r.
The }lountain that was G,:d ...

CI』UB PROCEEDINGS.
THE Third Regular Meeting was held at the Secretary's Omce
■ Feb=uary 2nd,l pemo MI.S.KOndO presidea. Folbwing
lectures were given:……

Ascent to TttevamaローBv m【■1〔.Kanluri.
Ikoma Cable Car S烙 r▼ ice― B▼ Mr.T.Z.Tak饉 o.

About the Gannoharasuriyama― By II.Taked、 1)。LCe,:D.SG

AbOut 40 members were presente

The Forii"th Regular Meeting was held a,t the Secretary's Office
orr June lst, 1 p.m; Mr. T. Z.'fat(ano presicleil. Following lec-
tures were giveu :

Bird-Eye Yiew Sketches of the Mountaias and liountain Districts-
Ry l\fr. 1\I. Imamura"

Impression of Chichibu Bauge-By IIr. J. Tlnabe.

About 35 urembers were present.

TtreFifthIiegularonu.*ffi}:eldatt,}reKai1ioen,Strinri-
clzuilani Park, Kojiruachi-hu, on Sept. ?th, 1919. Dr. Taheda
presiclecl. Ilollorviog lectures wer:e given :

Trip along the Kurobegrwa-By Mr. Kogure.
The l\{ountains between Tamagawa and Sagamigarva-By Dr. Takcda-

About 65 ruembers were present, IText rneeting will be helct at the
lVfernbers &i-e errtitled to

bring
I)lace oin Nov. 9th, 1919, lp.1■ .

their f五endse

The Twelfth JAnnual Meeting was held i■ the:日 :all of the

Sankaido,.Akasaka,1:16kyO, on :Miay 4th. A.u I]xbibition of rare
lnaDS Of the lnOuntainS and inOuntain regiOnS in Japan and abrOaa

waξ shown to the public from 10 a。 lnetJ5 p.ln.Fおm5p.1■ .the
blbwing lectures were given:

Ofthe Gabisan,Chin3-― By RIre G.iKobayasbi。
Theヽこilitary SurvevヽVorks―“By Capto ICimoto。
D∝ criメ loご or Molntains in thJAnよ ent Maps一 By Proi Yam田 赦i.

About 200 attendants。
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20 CLUB LIBRARY.

A.s for us the exigencies of an inexorable state Of having tO tOil in

an open port for a living c。 lnpellea us to take the quickest route

back to civilization,so we llaa no aulternative but to retrace our steps

to]Daigahara and the rail、 vay line. At the iByObui、 va hut、ve baa
our second breakfast,and the old caretaker with a face likeれn ivory
netsuke gave us solne fresh・ lnushro01■s as a parthg gift.  The
]Koshiu Kolnagatake is a■ ne l■ountain,and the lD)aigahara route――

given ine weather一 ―is easy for any clilnber in training.

CLUB LIBRARY。

可 H`E bllowing publiGatiOns ana b00ks have been added to the
i Club Library shce April,1919:ロ ー

Bunttt:蹴
trttTi就i.111:ul守:摯 ,。

Cサ
IS ll

B▼‐Lws anl lRegister of the American Alpine Club…
BLlletins of the~Americ=L Gane Proted計 e Associa‐

tiono Vol。 8。 Nos。 l ana 2...  ...  ..。   ..。  ...  ...
Sulmmer Programme of the Brithh COlumbia 1lount‐

aineering Club 。..  ..。  .。 . ... 。.. ... ...  .e.
The■lountaineer,Vol.11   ..。   ...  ...  ...  ..◆   .。 .

The Mountaineer]Bulletins,Vol。 9,Nos.6‐ 9   ...  ...
Tlle Vear Book of the Prairie(■ ub  ... ... 。.. 。..
The Bulletins of the Prairie Club.No銘 82‐87 ... ...
Trai1 1回 ld Timtbenine,Nos.1‐ 15 ... ... .。 。 。。. 。。.
Field and FOrest Club Bulldin,July‐ Au鰊lst 。.. .¨
The乳

ll守
・
鋭跨

°
雪

phi.lal,:Ci:IF°

leP,lld:|「
hil'.

ThO lこ iぎ ‐Paciic Magazine,・vol。 17,Nos.3-6 and V'ol.
18,Nos.1‐ 3。 ..  ...  。..  ...  。。。  ...  ...  ..。   ...

Appttchiボ VoL 14,No。 3 and No.4". ..・  ... .“
Mttamち Vol。 5,NO.3 .。 .。 .。 。。。 。..... ......
Bird‐Lore,・ Vol.21,Nos。 1‐4 ... .。 . c。 . ... ......
Several iPublications of the National Aslociation of

Audubon Socidies t.。  。。。 。。. ... .。 . .。 . ...
ColoradO Chautauque Bull tins,Vol.8,Nos.3-7   ...
The Scottish Mountaineering ()lub JOurnal,vole 15,

No.87 ...  。..  ..。   。。。  ◆..  ...  .。 。  .。 .  ...  ...

The lGeOgraphical Journals,V・ ol。 53,Nos.1・6,and
Vo.54,INo。 1,。。。  ...  ...  ...  .。 .  ...  .。 。  。..

Theよ
:v欝』 T∬:S.lftli lfiCli.SClltiSIl.CITbili

La llontatue,Vo.14,Nos。 129‐133 andヽ アol.15, Nos。
134‐136.。 .  ...  ..。   ...  ..。   .。 。  。..  .。 .  ...  ...

AIDina・ N08。 1‐4.。 .  ...  。.。   ...  ...  ◆。.  。。。  。。。  。..
Anuario,Club Alpino Espanol  .。 . ... ... ... ...
Bulletti del Ce Eo do C.,Nose 285 287.¨  ... ..。  .“
Bollettino dd C.A.Io Sじ zlone FiOrcntinち

・
VOl..lQ

Nos,12  。。。 。..... ..。  .。 .... ..。  ..。 ...

L'Echo des Alpes,・Vol.55,Nos.1-4 。。。 。。. 。.。  ...
The Annual Repotts of tne Tourお ta眠d IIealth Re‐

sor"Dept。 .. .。 。 。
“
 。し。 ... ". ... 。。。 。̈
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New York,1919.
New Yorヽ 1919。

New York,1919.

Vancouver,1919.
SeattL 1918.
Seattle,1919.
Chicago,1919ご
Chicago,1919.
DewL 1918‐ 1919.
]BostOn,1919。

PhnddPhia,1919。

IIOn01ulu,1919。
Boston,1918‐ 1919.
Pol“land,1918。
New Yor、 1919.

New York,1915‐ 1916.
Boulder,1919。

EldinburgL,1919。

LondOn,1919.

Edinbul・ gL,D13‐ 1918。

Paris,1918-1919,
Ma.irid, 1918.
1こadrid, 1919.
]BarCeloコ しaり 1918.

Firenze,1919.
Geneve,1919.

WellingtOn,1913‐ 1918.



SCRAMBLES IN T.EE SOUTHERN JAPANESE ALI)S.     19

``aコnidst scenes which exactly ■1lea the ideals of Chinese Art。 "
Alas,■O s00ner had・ Ⅵ7e reached our goal than great banks of lnist

began to roll up fr01n the valley Of the Noroka、 va colllpletely shut‐

ting or any view Of I:10‐ 0-Zan,the Jizodake ridge and Fujisan.
L001ning to the right of the Norokawa ¬ワere thle triple‐topIDed

Shirane,with iKiainahe Or I【 itadake towering above the others, and
A.kaiShisan in a dご La straight linё behind theln. Further still to the
right lⅣ as that Ane lnounta,in Senlogavdal【e.  1lo the north-lvest we
、vere l.Ore fortunate. [rhere stretched out in a 101,g line lay the
giants of the Northern ndps,11lany of thell■ being easily recognised
by the peculiar fOrinatiOn Of each respective peak。   lIIwinetopped
lゞorikuraryhkeyM・la smoking lnerrily,IIodal【 a and its battlelnented
spires,and lyarigatalge,the Spear iPeak,as、vell as the rounded cone
of Jonendake__a11。 f them。la frienas lⅣ ith faces one nevcr tires of
looking at.  :BIebina theln again lay the magnincent Eboslli ltidge
traversea by LIessls.III.:Eo Daunt and J.G.S.GlLusden in July,
1918,Kurodake,the Clrystal Moulntain,Yakushidalζ e ana the IPaね‐

yama Range,and further still the Great WVhite IIorse Peak ana the

Lotus Glroup.  A view it for the gOds thelnselves,and Jupiter hiln‐
self sealbld on his Olylupian throne never sawv a finer sight than this.

We coula see no snoヽ w・ on Komagatake so the rains and the
sun lnust have plit in a g00d dea1 0f wOrk that sulnlner.

IIlhe date of our cliinb、 vas August 22nd,1911。  The top of the
lnountain ll■ easuring approxilnately One hundred square yards in
extent and 9,849 feetin,height is cOvered、アith huge granite bOulders
lying abOut in piCtureSque COnftК iOn,■VhilSt tlle ■VhiteerObea pilgFiin
is duly carea for by lnore than ono shrine and several stone monu_

lnents。  ()ne large ln`on01ith standing behind a ・white stOne torii
、vas inscribed、vith the following in Chinese ideograpbs,i.e。

,

Dαづ,0づιλづDαυb iFLι′。ュ」rソ。ιθ。′jttbαθπ_Iの
.

w'hich inscriptiOn can be taken tO n■ ean that thO stOne was erected
in honour oflE)ainichi Nyorai― ―one of the:Buddhist trinities‐―‐a per‐
sonincation of、visdoln and purity;Fudo,the Cod ofヽ Vids01n,and
LIyo｀wo,aWおe正三ing or Ruler. Hoden‐ ko is the nalne Of a pilgriln

club. [1]he monulnent had evidently been erected at their Order
and expense.

It is possible to descena this lllountain oll the v7estern side tO

Kurol【awa and Taυ katO in the valley of tlle rirenFyuga¬ Wa. [「 hiS

difEcult route。 lⅣas traversea by the ]Reve wvaltcr weston in the
spring of 1903,this particular■ anl( of IKon■ agatalくe ``being extra‐

。rdinarily steep ana covered ヽwith vlrgin forest and sealned with
narrow gullies illed、Ⅳith dazzling sno、 v."

It is also possible tO reach I:王 o‐0-Zan ana the TsuetttectOge
a10ng a Fidge 10ading Oα‐

 the ll10untain in a SOutherly direCtiOn.
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18    SCRAMIBLES IN THE SOUTHERN JAPANESE ALPS。

the′ Weather:WaS glo五 ousty fine, and the Stars shone out vヽith

tropical bnlliancy.  .A[fter such a long day no tilne、vasted in getting

t()a cOlnplete understanding vrith the dinner, Which consisted of
frba oxfora sausages and hot rice assisted by son・ e soul‐ satisfying

and thirst_quenching liquia obtained fr。ln a crystal spring in the

vicinity.  ]BivOuacs Of this kind have their aavantages.  No one can
coluplain of nOt getting enough fresh aire  Solne hot cocoa put the

iniShing touch to theわ icture,and Soon the entire entOurage WeК
10St in the land Of dК alnSo WhilSt Wandering thuS h■ Of the

beaten track to the :Blue Dragon‐ nv there aDDeared a WOnd■OuS

vision of the Jewened I:Iare,JLe Sこven GOdJろf Luck,the Forty
Seven:R,onin, ana the l■ an fron■ Satsuma dancing the lse OndO
before 

‐
〔Jrashilma一―the asherboy, Alna‐「Ibrasu一―the Sun Goddess,

and Tanabata― salna一―the SDider‐ Princess. or the Peach lChild Oll

li:11]11:1。F書き::∬,Ch SpanS the CeleStial RiVer tt°

Wing thr°ugh

s。。n after the arst streak of dalwn had■ ushea the western sI(y

v7e were scaling the ladders ana cllains on the face of the]Byobu‐
iwa cligse After thiso which is the l■ost interesting Da」 ;of the

climb,we gOt Out intO′ mOre Open and less dittcult c詭島 ry.At a
point oin the五 age some thousand feet below the sumlnit itself a loud

report was heara similar tO the nOiSe lnaae bV an eXD10SiOn Of
aynalnite,ana turning round a large volume of sinoke was seen
issuing f■Om the crater of Asa】〔Dtayama between afty and sixty IIliles

away in a north_easterly airection. Tlhe slnoke rose in a vertical

cOlulnn tO a great height and then opened out like an enorinous
ulnbrella。  、There was little or no wind,ana the air beautifully clear
as the day、Ⅳas glorio・側31y ine.  It seelned to us that Vuican hilnself

llad turned On this in■ posing spectacle for our especial beneit.

Japan's crack volcano is well worth seeing when working at Super‐
heatea telinperatures, and lnoreover afty odd .niles is quite a safe
distance.  But to return to our lnountain, and to quote with one of

the immortals:―‐

" Ilow faintly flushetl, how phantoru fair,"
" The Pony Peak was hanging there,"

The sunrrnit toweretl above us shimmering white in the bright sun-
shine. Magnificent granite cliffs fell awa,y on either siile in sheer
precipices to torrent-riven mountain glens, the home of the duck-
facecl deer, rnonkeys, pheasants, antl the speckletl trout, never
vet trotlclen by the feet of human beings. Then we guickenetl the
pace to get to the top before any mist anil 

- 
stray cloucls shoulil

obtain the chance of spoiling a magnificient view. As that crack
cliruber, Mr. T. II. B. Shaw, has written ;-

" Upwartls along the crest we scrarubled over crags and riclges
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better clilnb than tlle l■ 0■01ith of ][王 o‐ 0‐Zan? It isl underst00d
that the usual clilnbing season for the high lnountains of Dai NippOn

cominences in July,arthe end of the nyubai or rainy season「 己na
nniSheS with the nlst fa1l of snow in OctOber, if not earlier. At

59000‐80000 feet abOve sea_level the temperatuFe fallS tO a 10W DOint

during the nights of autulun,and it would also be a difncult matter

tO get gOriki after the sulnineF mOnthS.

I1lhe Koshiu KOlnagatake vra′ s the£ rst to clailn attention.partlv

on a(x)。unt of having clilnbea the shinshiu mountain namesake
standing as it does in b10se proximity jttt across the valley of the
sk▼aragon Rivere and Dartlv because lFe wishea to elnulate the feats

of the two clilnbers ll■ entiOned in ``The Tl西 アo :K:olnagatakes「'ana
written by MIo T.II。 :Ro Shaw一―see``Inaktl,''Vol。 1,Chap.xii.

After lnakillg a c01 of Jonendake― ―the Mountain of the Ever‐
praying Priest――f■01n the 唖loyoshina side and descending to the

charlning valley of the AdzЦOagawa,we put in aお w days at the
colnfortable()nsen Of]【alnikochi. IIiere 、ve annexed ``for value
roα3ived''our fair shape of sI■okea tTout,canned apricots ana Ki五 n
Beer,as alsO a fresh`scalI〕 'fro11:l KaJsullligatake, which is quite an
interesting climb.  Vヽe also witnessed a vcry ane erup伍 on of Yake‐
yanaa early one beautiful sumlner inoFl■ inge

Tlhe llsual outlet floln the clil■ bers' paradise over the TOkug0
pa′ss saw us wending Our wvay to the scorching LIatsumoto plain,
this hek being enlivened somewhat by a stand up nght between tw。
Squealing baSha口 pOnieS jnSt OutSide Shi工旧哺ilna。

Right glad we were to leave the sun_bakea train theぉ 11。wing
day at Ⅱinobaru, and to reach ]Daigahara― ―島 long straggling Old
worla village with brown thatche(1.。 。fs t()the houses口 __standing

near the base of our lnOuntain 8olne three llliles or sO a'wPav.  I」ittle

time was 16st in arranging with a couple of goriki as we haa plan‐
ned to reach the ]Byobu― i、va hut that day, and although these
CalHrieⅡ3 Were merely Sttlrdy faFiner ladS baurely Out Of their teenS,
they dia yeoman servi∝ ,and got us there iuSt bebЮ  the light gaVe
out.  To the shrine of Mael■iya the path leaas through wooded
country fairly level in placesぅ but rising gradually when nearing the
crossing place of the 五ver called the(ogiraga・ w,a.  The biidge haa
been washed a・ w,ay so we haa no choice but to fora the streal..
After passing this pOint the track cOmlllences tO FiSe Sharply and iS

very steep in parts.  The clirnb tO the hut fr01n ]Daigahara ・will
take about 5 hou鵬 . Quite the outstanding ttature of the scenery
were the rhododendron trees with their evergreen leaves,gnarled
trunks and scarlet■。we】田|:,whilst a feast of、 vila raspberries a‐ 壼|。rd"

cd a satisfactorv substitute for atternoon tea.

The hutitself when we reached it was bund to be l亜 nus two

WallS,and the・ 00f itSelf WaS COnSが CuQtt by itS abSenCeO LuCHly
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16 scBAMBTJEs rN TEE sourEEBN JApaNESE ar,ps.

SCRAttEB・LES IN TEE SOUTHERN
JAPANESE ALFSe

PART I.―THE:KOMAGATAKE OF:KOSⅡ IU.

BY

``BLUE DRAGON‐ FLY."

T UST as the pilgr{rn bentling for the first tirne in front of &

U sacrec[ shrine so is the mountaineer bringing to fresh peaks
his own pbrsonal contribution in the wey of variec[ ancl tlifferent
emotionality.

Curiosity blendecl with expecbation that receivecl no rud,e ancl
jolting clisappointment was paramount on each separaLe occasion,
ancl on leaving wlth leget the pleasurable feeling was experienced
of having receivecl a tlecideclly goocl run for the money. And in one
instance perhaps more Eo.

The fact that the psychology of .mountaineering will never be
e:rhaustetl rnust be the excuse for these lines. At the s&me time the
writer feels he cannot clo full justice to the subject after a, perusal of
the Rev. Walter Weston's glowing accounts 

-of 
his traveG ancl ex-

ploratioqg in the Southern Alps of Japan, which is the na,me gener-

lllY applietl by foreign mountaineers to " the great mountain rnass
lying between the valleys of those two large rivers the Fujikawa
antl the Tepryug?wa," &nd, " second only in brographical importance
to the Etchiu-Ilitla Mounta,ins," otherwise known as the l{orthern
Alps. See '-cc The Playgrouncl of the Far East "-f1snd.on. John
Murray, 1918. On this score alone he therefore craves the ind,ul-
gence of the critical.

Yet, if the Southern Alp cannot l*y clairn to the prcutl title of
" Seconcl to.None " by rcason of numbers thus being 

-in 
a ttecicletl

minq,rity,: *tJl! Fy rea,son of the altitude of some of its 
-giant 

peahs-
to wit, Akaishisan, Kug*ne, ancl the Koshiu Komagatake, anct by
reason of the superb mountain scenery of some of its tcn'ent-riven
valleys of the Norokawa antl the Hayakaw&, anc[ t]re Araka\,va a,s

well, there is not much to choose between theru : aitirough the
absence of the glistenirg snow slopes of the northern ranges will be
rencarkeil on by the lover of Alpine panoram&. One mat miss the
exhilarating feeiing of being above the snow line, still the clirnbing
in the Koshiu mountains is of the finest ; antl where in the whole of
the trapauese Alps wi[ you find a higher peak thau Kaigane, aucl ar
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OFF THE BEATEN TRACK.

tel■ 111lle、 valk to Kamil(ochi over the Yakedake‐ toge恥 ,e t00k it verv

easily indeed and reached our destination about 4 o'clock.  ]BOth

inv lく nees、vere Dainful nowoso l decidea to rest all the next aav at
]K31nikochi.  It、 vas pleasant surprise to lneet a friend of lnine whO,

togetber .Ⅵ「ith his sister, anotller lady and a gentleinan climbed
IIOdakavalna the next dav.  I believe tlhis is the Arst tilne ainv ladv

of any nationality has ever been up to the sunhmit of IIodakayama.

I)uring lny day's spell at :Kial■ likochi, the proprietor Kato, who is

alSO the OWner Of the ShilniZuya at Sh可 inla,t01d me he WaS making
preparations tO cater fOr fOreign guests next year。   One can there‐
fore reasOnably expect tO obtain sOme of the colnforts that have
becolne necessities tO us fOreigners。

Next morning,at 6 o'clock,I left Kamikochi for Shilnttima.It
、vas a muggv dav aind lw,e dia not have a view of Hodakayalna as
we clilnbea tbe TOkugO TOge.Just abOut a五 (2券 miles)缶om Sbi"
lualima lnv right knee becalne so extrelnelv painful that l coula not

bend it at the jOint.I was glad when wereached the Shilnzuya lnn
where they had a rikisha lFaiting,and shortly afterwards l was on
lny way to Matsul■ oto.  :FOF intending traVellerS it may be Of
interest tO knOw that the charge for carrying luggage frolxl Shilna‐
jima b Kamikochiis¥2.50,but the Кturn iourney¥1.20.

Tlhe reason being the loss of a day when the`goiiki'goes froln
shim.,lna aS it takeS a day tO return・  I haa two guides for ive
days and Paid one for the trip ¥8.50 a`nd the other Y7.50, alsO
71。 00, one night's loaging at Kal■ ikochi for both of thelni  I
lnight」so lnention that l spent¥5 atIヨ lirayu and the salme a口 Qount
at Gamadao This includea thК e lneals and a night's lodぷ ng br
myself and tlⅣ o guides, and also food for thena fbr an extra day
while we were clilnbing No五 kulHL and Kasadake.  It also included
tiFs.  My lodging bill at Kalnikochi for three nights and eight rlleals

alnounted to¥4。 50。  Of course ttDs were extra. The railwav fare
froΠl 

・yokohalna to Matsmo歓〕seoond class, ■o fhl、 t class, is

¥3。 13。

[The priCeS lnendOned in thiS artiCle haVe dnCe been COn‐
Siderttly inCreaSed.一 晟漏ο2・・]
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14 OFF THE BEATEN TRACX。

ana the guide going aheaa haa to cut steps as wo proceeded.while
sl。、vly crossing this part、 ve l「Tere startled by hearing a loua crash
bellind us,and loOking rOund sav′ a large blocl【 Of snow lolling
down the slope,and J few lninutes later‐ a second report tOld us
another block had fallen.

1にbout 9。 30a.ln。  、ve reacheュ  a sっ o七 、vhere 、ve haa to crawl
along the edge Of a IDrecipiceo  Then silnilar gOing to what we had

been having and abOut three hours later found us at the suコnl■lit.

Tne VieW lvaS,ho、 vever,not as clear as froln Norikura,as it、 vas
nearly noon,and after a rapid survey and a l.eal.ve descendea t。
our tente

One guide having gOne On ahead caught a ine l■ountain trOut,
WhiCh he IDreSented to lne,a′ fter C00king it by the camp■ reo  l had
eaten all o[the■sh that l thOught cOuld pOssibly be eaten,when the
guide asked lne to give hin.the remainder.  ェhandea the skeleton
to him ana was surprisea to see hiln eat the head and part ofthe
backbone.

'Another struggle thrOugh tlle dense fOrest and walk Over the

hills brought us to Galnadao  LIy l【 nee haa stooa the strain,but now
、vasin a bad way,sO we decided to return the next day by the
Yakedake― toge to Kalnikochie

My going to the bath at C‐ alnada evidently was an event tO
the village chilaren l弧sl wasf。 11。wea by quite a little crowd.  They
all crowded arOund the entralnce until solne Japanese bather re‐
monstrated with them. They then mOved、 away,leaving one as a
Sentry tO infOrm thex1l of I.ny l■ ovements.  Meanwhile, one enter‐
prねing youngster haa clilnbed on the r。 |。f lvhere he had an uninter_
raptea view。  (〕n lny arising to get out of the bath the one on ′
guara gave the signal by shrilly yelling out``the foreigner is getting i

out.''  Immediately there was a l:ush to get front seats.

When l left the bath solne half dOzen Of the l■ore enterprising
chilaren f。 11。wed lne to my r。 。nl. Thёir attention was getttng
solnewhat elnba]口 lassing when l nOticed a vendor Of cakes passing
by,so hailing him bOught a cake for each Of lny ad11lireⅡ 3.  They
aCknowledged their thanks by h01ding the cake tO their fOrehead,
and then walked away,br wEch l was thankful.

It was quite alnusing,・ when the wib Of the innkeeper calne tO
make up my bed. I noticea she haa laid the lower futons and
sheet and then seemea to be at a loss as to what to do next.  Then
sumlnoning up her courage,she turnea to l.ne and askea if l wanted

to have some nea pOwder sprinkled on.  IIaving haa past ex_
perience, I ilnlnediately ,Cquiescede  She then produced a packet
frol・ the sleeves of her kil.。 n。,ana strange to say it wofked well,
and l llad a peaceful night.

Next day was anOther scOrcher, but as 、ve Only had abOut a
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OFF TIEE BEATEN TRACX. 13

force a passage by pushing.  To add t。  。ur difnculties 、ve haa t。
look where we placed each foOt,as underneath were decavea trees。

otten in testing the ground with iny stick it woula sink ii right up
to the handle.  The air wァ as close and humid ana by the time we

霊 f撃驚:駐∬Hanh°
Щ'S hara Shuggling We W∝ e all Wet thr° ugh

We now walked a10ng the bank of a五 ver,where the air was
freshero  While clambering over a large rock one of the guides
noticed a large trout in a clear p。 。l and as 、ve haa brought a line
with us stoppea to try his luck while the other guide and myself sat
by 10。 king on. In a few.lninutes the trout rose to the ny,and a
secona later was hooked.Now began a stⅢ ggle,the guide receiv‐

ing enthusuastic applause and lnuch advice from his auaience of tlⅣ 。。
The trout Ⅵアas hO・w,ever,gaコae,and fOught hard for his liberty,and
unfortiunately for us got it, as the line snappede  A little later we

had to fora the river again, and then, discovering a shaay little

nool【 near the river,at the foot of Kasadake, we decidea b pitclh
our tont.  It was a delightfully pretty spOt amOngst the trees,and

wild■ o、アers grew all arOund, ∝;pedally lilLse While one g・ 田,de

went ashing,the other chopped down some trees,and after lnaldng
a soft bed of boughs and leaves erected our tent.  Meanwhile l was

l劉sily stretched out on an imlnense rock,conten.plating ma lnarvel_
ling at the titanic forces of nature.  It seelnea as l was gazing at

the rOCkS aS they lay in SCatterea COnfuSiOn rOI■ nd lne,[墨l if 80me

卓ant haind had in a nt of anger hurlea rock on.。 ck,ana then left
them pned indiscrilninately one on top of the other.

C)ur ishing friend having returned with elinpty hands,we de‐
cided as the kettle was bOiling tO have supper while it was sti11light,

and atter a substantial lneal felt content with ourselves ana the

world in general as 、ve lay stretchea out arouna the calup are
sl■olking and yarning,having alsO a nip or twO tO keep Out the cold.

El:|:.tola offbats done in the past until yawns told us'twas ttlne to

Vヽaking early the mOrlling shOヽwred all the prospects of
another ane day. After breakfast we pacl【 ea what fooa was neces‐

sary and stalrt:ed on our climbo  lt lⅣ as arauOus work, as we haa
tO clamber over those ilnme∬ e rOcks,b減 htting`waraji'we made
g00a progress.  ARer three quarters of an hour clilnbing,Ⅵ 「e stnlck

snOw which although slippery was oasier going than over the rocks.
The way now led up a ravine between two iinlnense clitts of

brbia“ng appettance that seemed to deケ the e“ OrtS Of puny lnan

to scaleo  we walked alternatelv over snow ana rocks until、 re

came to a large patch Of Snow vヽhich the guideS inお rimLea me｀VaS

probably a 20 or 30 fte deep shetch.A pa■ of the surface of t_bis

LEge StietCh Of SnOW had ieltea and frOZen OVer again,10rining iCe,
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when l enterea the bath tllere lllust have been l。 lne ten or twelve

Othels in it and l was sO alnused at the antics of sol■ e of the older

men that I Inust have rernailled fullv an hou:ro  l noticed a p01e in

the bath‐■00rn which is put tO a peculiar use.  If anv bather wishes

b have brty winks whie in the bath he lavs thぎ pole ac・ oss the

bath,then futs his legs over it,and rests his heaa attinst the edge

Of the bath. ]Ie is now readv for his nap. onlv his he3d and
l【nees being above water。   ・v7hile one bather of about sixty_ave
sammers was quietly reposing in this way,an old spo■ of about

S3Venty,turnea the COla Water On the bald heaa Of the bliSSfully
ignorant sleeper.  The gasp and l。。k of painea surprise on his face,

When t1le SleeDer felt the iCV COla Stream On hiS head WaS a Sight tO

be relmelnbered.  :日[is torinentor was llleanWhile holding his sides

with laughttr and elaborating the success of his joke by aoing what
is Jaっ anese for a cake、valk along the edge of the bath.  But he
who l嵐ughs l器 t laighs best。 軌 e old ttort,in p]五 ncing,lorgot

abOut the slipperiness Of the■ 00r and suddenly,■ rithout any warn‐

ing, he t。 。k a header into the bath,amia the sh」 1。ks of laughter

f.。ln the rest of us.  ][Ie got up spluttering ana triea to smile,but

it was a rather feeble attelnpt。

11。.Iny supper that night alnid other dishes such as boilea lily,

bulbs,etce,I had ptannigan stew,and raК ly haVe I OttOyed a diSh

more.
Afねrag∞a night's Кst and another bath in the morning my

knee seelnea tO be slightly better,sO we left abotlt 8 o'clock on our

way tO Galnada and then to Kasaaake.  It is a,Pleasant walk to
(31amada,winding in ana out of a valley Arst by the side of a river

ana then gradually asGending and leaving the river until it appears
like a streak of silver in a setting of green.  The walk ow'as without

incident exccpt for lny nearly treaaing on two snakes basking in the

sun. It wasjust over a briage and l was l。 。king at the rashing

torЮnt when one of the guides suadenly yenea at mec l instantly
stoppea and turnea to ind him pointing at iny feet,ana l。 。king

aOwnoSaw theSe tWO SnakeSo LIV neXt SteD WOula haVe been五 ght

On them.I lett my stick to the guide and he threw them into
the river. ]Both,h。

.wrever,swam st.。ngly and reachea lando  we
aコnved at Gamada before ll o'clool【 and l had another bath to ease

my knee,and afbr the guides haa haa thcirぉ 。d∝Юkea left 5or

Kasadake about l o'clock.

we walkea along the ralls of a tilnber c。1.Pany lor about a ri

(2キ milesヽ ana then after foraing the river clalDberea over some
large logs ready for transportatione  We then stluck a forost,lvhich

was also dettely covered with shrubs ana trees ana banlb。。gittLss

over 6 fte high.  1:lhe only way we coula get th■ ough was by bena‐

ing low and protecting ouT Lces as best we coula with Our arms,
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peaksr.lighting up the v,'irole scelre, autl also eliruinatiug the nip
tuottl the atrnosphete. V/hen we reached the summit t[e guides
macle their obeisances to the shtine, anil t]ren we stooil ent.*arrlet[ as
rve turnetl froru side to side to gaze at the glorious view. One coultl
not have wisheil fot' a tnore perfect dry, antl as fau as the eve coulcl
see lvas mountain after tuountain. It'ar away to the right was
Ase,maya,ma, pouring forth a column of d,ense blrck smolie aild to the
left ancl nea,r*er was Y?ilggatake belching forth srnolre of a lighter
hue. All the giants of the Japanese Alps \vere visible. Arnongst
the better known tuountains wore Iarigatahe, with its spear-like
peak, ant[ nea,rer, Iloilahayatna, while to the left was Kisaclahe,
rvith its forbiittling cliffs. Then we tr:unetl, anc[ almost behintl us
we saw in a rift of the cloucls the snow-cappetl peahs of lfakusan.
IXven as we were loolcing at this sea of mouutains wisps of cloutls
began to settle on the peaks ancl gratlually shut out our view. We
then began our clescent by another path anil after a scraurble clown
a precipitous slope reachec[ our tent. We hatl a meil ant[ a short
rest, antl then stmck calnp.

Elaving rnore time as we descentlecl we hacl opportunities of
athuiring the m,any varieties of wiltl flowers that grow- in profusiou
on all sicles. On reaching the snowfielcl, where we had stoppecl for
water on the previous clay, the guicles founcl traces of a bear that
hart evitleutly come for a-clrink siice we hatl passecl. Coming to an
olil river becl with large rocks, our progress wa,s slow as I hatl omit-
tetl to bring ' waraji' antl coulcl with tlifficulty keep a footing on the
sruoother rocks with my iron stutltletl boots. Eventually, in trying
to jump from one rock to another, I kickecl my right knee baclly.
I was now iu & fix, as my left hnee was weak from a previous
injury, anil I was relying on ruy right knee to carty me through.
My knee became worse a,s we proceecletl, so whon we reachetl ]tira-
yu at 2 o'clock we tlecitletl to stop insteat[ of going on to Gamad,a.
As we hatl not hacl any foocl since 9 &.m. we were neatly famishetl,
but it was not long before we were satisfyrng the inner Dtalr.

Ilirayu possesses a chalybeate hot spring, ancl shortly after luy
meal I was in it. I noticetl & great tlifferenoe in the bath house
since my previous visit. On the former occasion it was merely.a
shecl in thl open ancl both sexes bathetl together, only a barnboo laitl
&cross the bath separating the rnen from the women. This barnboo
was very convenient as i[ coultl be movecl about. If male bathers
preilominatetl, it was ruovet[ towartts the women's half ani[ vice
versa when female bathers were more in evitlence. But now all
hact changecl, the bath house being quite a, spacious buildiry- with
clifferent Saths ancl roorns for rnen anil wolnen. The bath house
serves not only for bathing purposes, but is also the n1o9.ting pla,ce

or village club. Elere t[i viilagers meet for their ctaily gossip.
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rcof sonoc thiee yeer-s ago on my way frorn Takay&m& to Shitahone.
I had occesion tc co:nplirnent the inr:keeper on his fine place. It
\vas a decided irnproveluent on his previous house, ancl the present inn
compa.*es favourably n,ith others of this tlistrict. After my guides
hatt cooliecl sorle foocl, we started on our climb. We left Ilirayu at
noon ancl soon after came &cioss sorne ruins of an oltl silver mine,
tr,nd a little further on we came in sight of & beautiful water{all
with a drop of about tr,vo huntlre,l feet. Our pathr]now led
alouncl antl over this waterfall, anc[ after two hours walkiog
we strucli some more ruins of silver rnines. Looking over
these rtrins we fotrnc[ machinery w]ric]r hact evitlently not been
rvorth the cost of cartiog down the n:ountain when woi'k hacl been
tliscontinuetl. In one sheil ttrere were large qtrantities of quartz
evitlently reacly for weighiDg, &s & r'usty olct weighing machine l*y
alongsitle.

Jt was an extremely hot day ancl we felt the heat intensely ,s
we plugged along. V/ater ly&s sc&rce, but we at last struch sorue
onty to fintl it bitter to the taste. We tlranli a little, but it dial not
seem to guench our tbirst. At 6 o'clock we hacl our first glirupse of
the peak antl shortly a,fterwarcls enterecl a snowfield, at thg eclge of
whiCh we founcl tlrinking water. I tlo not know whettrer the water
I had previously dranh tlisagreecl with me or not, but I was. feeling
far frdn lvell." I was feveristr antl fountl it hartl going.' At i
o'clocl< we saw it woultl be irnpossible to reach the hut at the base
of the peak so we decitletl to pitch our tent in a hollow nea,r a little
lake fonued by the melting snow. Although it has been hot tluring
the clay, it rvas cleciclectl.y colcl at this elevation (9,000 ft.) as soou as
the sun went d,own, antl our hancls were gtrite numbetl until we got
the carup fire going. We were in a sorry plight. We had brought
no hettle to boil water, because we hatt expectecl to reach the hut,
where kettles are to be found. I wffi, however, too tirecl to worry
rnuch, and after eating my frugal rneal of two slices of breacl ancl
some meat paste, washecl clown with a, cup of coltl water, rolletl my-
self in a blanliet ancl fell asleep. I presume the guicles turnetl in
soon a{ter I clial, as I ditl not hear thern or remember anything till
rnorning.

ft was quite cosy in the tent, but on looking out at tlaybreak,
we were greetecl by a bleak wincl. Elowever, as the prospect of a
fine view from the peak wgre good we hetl ]:reahfast, 'rvhich for me
was the same a.s rny evening meal, antl startetl to clirub the peak.
Soon after we left ollr tent rye saw a ptaunigan, which my gtritle
baggetl. After a short walk, up antl tlown two hillocks, we came to
the base of the peak ant[ &s we slowly tmclgetl up \Me frequently
stoppecl to gt\z,e at the maguificent pa,no]'ama, that w&s gratlually re-
vealing itself. The sun no\M appearecl above ttre neig]rbouring
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I::IOdakayama,the l■ ost aifncult n■ouitain tO Cli11llD in thiS diStFiCt.

The descent froEt the tOp Of the pass tO the river Azusagaw'a is
SteeD and then aヽValk fOr abOut three l■lileS a10ng the riVer bringS

us to the`。 nsen'(hOt sp五 ng)at Kalnil(ochi. Th麓 `onsen'遍
snuglv situated in a beautiful vallev beside the Azttaga・ w'a lwhose

clear waters abound with aeuciOus lnOuntain trout。 (Dn its left stand

theェンugged heights Of I:Iodakayama,toWering OVer the Other inOun‐
tains.  In frOnt iKasumidake, ana to the ttght the active v01cano

Yakegatal《 e belching fortl■ sinoke unceasingly.

(Эn One's flTst visit to Kanlikochi,one may be surprisea to■nd
only the inn ana n。 。ther house in sight except au'w'oodcutter's hute

]But this adds tO the charm.  After one visit to this delightful s100t,

the desire soelins to COme over one to go again and again.  The
lllaiesttc grandeur of the scenerv together with the aWfal SOleranitv

of the lnountains ca11。 ne u.esistibly frolEL the noise ana btttl。 。f

the city.

On arrival at the inn l renewed iny acquaintance lⅣ ith the

p■OpriebF Kat。 ,and wtt s00n ettOying the hOt sPring bath. After
a light supper of nsh,rice and tinned ap五 ∞惚……(eVeryOne WhO h器
been to Kamlkochi will remelnber these tinned apricolh inttsmuch as
they appear at breakfast,続f■n and dinner)]【 atO intrOduCed lne tO

two guides and l t01a them Of my plans.After attctting my pro‐
gramme aind exchanging ideas we decided to leave earlv next lnorn‐

ing for Norikura,stopping at Hirayu fOr f00a fOr the guideS・  A.sI
wa,s tired,ェ retired early but,。 wing to the attention devotea to me

by a host of neas,unfortunately not to sleep,and I oⅦ 「as still aroⅥァsy

when One Of my guides callea me at 5 02c10ck.A bath ana break“
fast revived llne, and we left Kamikochi about 6。 30 a.me We
skirtea the base of Yakedalre, where we saw a hare which one of
lny gddes prolnptly shote wvo were boking forwara to a hare stew
br dinner,when welnettwo w。 。acutterso who inbrm.ed us that a

p。liceinan was lnaking the usua1 1。 rtnightly visit ana happenea t。

be staying at I:Iirayue  we therefore reluctantly handea the hare t。
the w。。acut樋繋 afte.1。 pping or its ea鵬 ,which the guido handed
later tO the sOn Of the innkeeper at iEEirayu。  (〕ur path now turned
to the nght and began to ascend a`toge'ana then through a valley
densely grown with tFeeS.  Itヽ VaS intereSting tO See the brOaa leaVeS

of the balnb。。 grass coverea nwith ane p。 wヽaery ash, which had
fallen frOm an eruptbn of Yal【 edake only a few days pre宙 ously。

]E」ast year,within a lⅣ'eek of my ascent of this volcano,there was an

e■■ption,and again this year,a couple of days before my ar五 val,it

elupted,■alnes being seen isSuing fro]n its cratero The descent into

IIirayu is steep,but the path is fairly good.

On alrrivd at the inn,I was pleasantly surprisea by the inn‐
keeper and his sOn recognising me.  I had spent a night under their
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8 OFF TIHE BEATEN TRACK.

infornlea thev haa not. as thev haa never been there before. I
ll■mediately prOducea lny LIurray's Guide and、 vas able,in a COuple

of lninutes,to tell theln the nalne of the best inn. It was the五 rst

tilne thev had ever seen or heara of■ [ul:rav,s and、vere surprisea t。

learn Of a fOFeign publiCatiOn COntaining SuCh detailed infOr】 inatiOn.

(Эn audval at hlatsulnoto I Ⅵアent to the Mallll■ o lnn and afteF
cautiolai.ng the hotel people to be sure tO ca11 lne at 6 o'clock,
っ.。lnDtlv retirea.

It seemed as if l haa j‖ t gone b bed,when one of the maias
t01d ine it was tilne to get up. 工looked atlnywatch and it was only
ive。,clock butit was no use turning over to try ana go to sleep

again as the maids 、vere opening the `al【nado,' and all who have

been in Japanese hotels knowP the noise lvhich accompanies the
ODening of these wooden shutterse

Du五ng breakfttt,I enq灘 rea the cost of ana the len」 h of time

occupied in roaching´ shim.メlua. I was tola one coula go by pubhc

bus,hire a bus for oneself only,。 r go by rikisha. [rhe cost by pub_

lic bus is 80 sen and takes about 41 hou]s.  There are several stops.

which are apt to try one's patience.  If one hires a bus fof one's
privtte use it costs about¥3。 50,probably less if one cares to argue,

and tal【es about three hOuls.  ]But by far the l■ ost conafortable

lnethOd is by rikisha.  A moderately gooa runner・覇rill do the dis‐

tance,about 5五 (12券 miles)in 5〕 hours,and will charge 80 sen.
I decided On a rikisha ana settling lny bi1l of¥1.50 for becl and
breal【fast ana giving the u,sual ttps, left the Marumo lnn at 7
o'clock。  On my ariVal at the ShimiZuya lnn at Shimttima at
about 10。 30a.1■1。  I fouraa l.ny`goriki' waiting lor me.  He was a

ine strapping fellow and carried lny ricksack, lⅣ eighing about 50
pOunds,with ease.  It lnay be of interest for intending travellers to

know thatthese men can carry when travelhng with a g'uest about
50 pounds,but lvhen travelling alone ana taking their tilne,they
calrry as.nuch as loo pounas.

After a shOrt rest tO prepare a `benb'we le乱 5or Kalnikochi

at ll o'clock. The walk to]【 anlikochi is a dehghぱ ully pretty one,

with a g。。a path for that palt of the country, ana the distance is

abOut 15 miles.  The arst ive lniles is in a valley beside a rushing

river,the sound of which together with the freshness of the air,
formed a pleasant contrast to the noisy rattle and stllfnness of the

train jOurney the pКvious dayo After leaving a hut soine seven
miles from sЫ mttima,the path『 adually aSCenas until hrther up
it becOmes quite steep. As one is slowly walking up the zigzag path
the sound Of the ruShing lⅣ ater be10W beCOl□LeS SOfter and SOfter and

inally dies awayo Nothing is heara save an occaSional twitter Of
some bira or the gentle rustling of the wind al.Ongst tlle trees。

on the top Ofthe T{i)1【 ugO Toge(about 7,000偽 eり One llaS a VbW Of
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△10ng CaШ Le rtimber Carte  The driVer lⅣhO WaS leading the ho rse

、ァillingly agreea to carry llle。  ``II。、v lnuch shall I Pay you,,,``〔)hI
dOn't want anything."  I consultea with the guide Ⅵアho said 15 sen

sO I settled do、 vn'to ricle the last 5 1■ liles to Gohvakkoku―-3 sen DOr

mile or 7:sen an houre When we reached Gohyakkoku there was
.still a linile left tO the StatiOn■ 7here lⅣ e arriVed triulnphantly at 6。 30.

「
rOn■ G・Ohyal【koku a ligllt raihvay connects with the llupe」 bd Gov‐

ernlnent Railway at Namerikawa. The following day l bade a
rOluctant good‐ bye to my party ana returllea to Kobe.

OFF T:EE BEATEN TRACiK。

A.G.HEARNE。

A FRIEND and myself having ettOyed our trip amongst the
」」L  Japanese Alps.last year, planned a similar trip this season.

We however,decicled to take with us this tilne a tent,so that Ⅵアe
could,if necessary,calnp on tho mountains ana not return every
night to our headquarters at Kamikochi,or a near― by.village.

As we were btunate last year in ha宙 ng two g∞agゴdes we
WЮte,early in June,tO the ShimiZuya lnn at Shim可 ima,aSHng
the proprietor to engage them fOr us.  T00u.r surprise and regret

、ve received a reply to the eglect that our favourite guide, Zembei
Kobayashi,had died in April.  PoO■ old Zelnbei,he、 vas such a de‐

cent chap,alway obliging ana g。 。a natured,with a continual smile
on his weather‐beaten fa∝。  No lnatter how far the lournevo or
hOW heaVy the bad,he WaS alWayS Willingo ln faCti We gOt tO Fe‐
gara hiln.nore att a colinpanion than as a g.uide.ノ`
 A1l our DК paratiOnξ were made wheJmv mend was unexDoct‐

edly dbtaineご 。ご田count of business,and as・ I coula not itirany
Other date had, perfOrce, to go alone.  I left Yokohalna by the
10.55a.Ino train for nlatsu口 aOtO and arrived at my destination tired
out at ll p.m.  I shoula think this line h。 lds the record for tunnels
there being either afty‐ ■ve or six between Yokohama and Matsu‐
nloto.

While on the train l had an inttresting cOnversatiOn with t研 'o

Japanese Armv ol饂 cers whO were returning to Kanazawa from a
visit to llloky。 .  They haa both had their n.st flight in an aeroplane
that.nOrning at irokorozawa and were cuite excited over their ex_
perience. ぼhey alighted at Shiahi,a偽薔stations froh■ Matsumoto,
and on lny enquiring、 Ⅳhether they had decided on their hotel, lras
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up was the scene of a early attelnpt to climb Tsu】 :ugi w'hich

failea.

Finally we calne to the end of the snOw in a sort of receiving

basin from Bessan,harway between Tateyalna ana Tsungi. 
・we

CrOSSea thiS diagOnally,Inaking fOF the riage OVer brOken StOne.  It
l。。1【ea near enough but appearances are deceptive.  The tilne pass_

ed and we seemea to be no nearer un饉 l l began to think vァ e shoula

never al質 ive. Then inally, when l haa resigned lnyself to going
On all day,the guide tumed with a slnile and said`Shall we have a
rest?'andェ found we were on top.  I]ie haa brought us out aeaa
on the sumit of Bessan,northernlinOst Of the Tateyalna group.

From here a track leaas along the tOD OVer Fuiino‐ ottate and
C)nanii to the shrine On the summit of Tatevama. Mist haa bv this

til..e veilea Tsurugi ana the distant vie、 v and was settling aown on
Tateyama itsolf so after a short rest we descended tO the Tateyama

hut.

Our tilnes were:le島 7.30,Tsurugi=Lain stream 9.15,IBessan
l。30,Murodo 4。 30。

The fttlide wtt anxlous to ptth On from a zea10us deshe to save

l・nv Durse but l had haa ll.。 re than enough and insisted on staving.

Sept。 5:  We loft at 8。 30 on our last stage to GohyakkOku.
we should have startea earlier but when all was pacl【ed l suadenlv
nliSSed the CarrieFSe  They haa gOne Olr tO inSpeCt the Sulphur bedS.

Presently however at 8。 30 we were ready tO start and the
lnanager ofthe hut aropt a box]abshell.  ``lG・ oing to GohyakkOku,
are you?  It iis 13 ri and at alri an hour you will get in at 9。 30
tO‐night.G∞d‐bye.Pleatt come again.'' The guide 100ked per‐
turbed ana then got a brilliant idea.  ``They only say that to keep

the rate for c。。lie hire up."  】王。wever froln sunary indication it
sOon became only too olear that 13 ri it、 vas and we settled down to
a day ofit.

′1lhe path is g。。d in parts……。ver the aa卜 _aind execrable in

others……when it descends and relninds one of a driea river coul猟 3e.

Aftier several days of going over rOclく s,the last stretch down tO the

lnain road at F面 ibashi retains one small stretch Of exOuisite to■ ure
to tender feet― 一。ver the zaimokusaka s。 (nllea because the rocks
have worn in the shape of timbere

Fronl the Murodo to the Bridge is 7 ri and l broughtthe g'1」 ide

and cal口 riel田l down to it in 5 hOurs, Inuch to their astonishlnent.
I1lhat left 6 ri along a gooa road ana it was only l.30.  It was then

lnerely a question of plodding。  Our pace steadily declined till it can

have been little over 2 miles an hOur. [「 he gulde struck to ic lnan‐

fully but the carrie]慶 ;had drOpped away in the rear.

Vヽhen only 6 1niles were left,we sat dOwn and waited brthem。
The minuteS pttSed and they Oia not appear b■ something ehe did。
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stretch th■ ough aヽⅣool of beeches transports one in il■ aginatiOn to

]E】nglana。   :EIigher the valley becO】田tes■vildero  The fOrces Of des‐

t=uoction have been actively at lw'ork here alld whole sides of the
valley have fallen in.  `Young iKlu.robe'is a distinctly lusty baby.

Apparently it is snOw that does the mttor part of the dalnage,

lyiing deep on the sides during wlnter and falling in inasses in the

spring blinging away with it trees ma soil and dest.。ying every_

thing in its path. Even in September great blocks of it、 vere lying

in the bea Of the FiVer fOrming a kind Of SnOW'b五 age under W'hiCh
the stream runse

ln the afternoon¬ w'e met a party descending from the lnine― ―a
Russian and his escort whO had come over Tsurugio  I:Jnfortunately
l haa no Russian and he haa little :English so we coula not say
lnuch to each other.

IBy this tilne the valley haa nalElowed in and the river haa con_

tracted Arst to a strealn,then b a lnountain torrent and we were
obvbusly approaching the source,a semicircle of hills just be10w
Tsur,ugi I)ake。  ()n the五m is perchea the mine olEice which pre_
sently came in sight。

A valley on ol田『right Opened up to an interesting gap in the
ridge known as the(olnad0 0r:Big windOw.  1:lhere are three Of
these windows,the other two being Komado(small window)and
Sammado(thКe windows)。  Each is carpeted in snow.

■fv idea had been to stav at the o饉 ce but the guide said that
it wtt dbubtful whether there″ wtt suttcient accOmmЬ datiOn br all
of us.  Just below 、vas a hut occupiea by charcoal caurriers.  T。
theln the guide applied 5。 r shelter.  II]hey delnurred at arst but
、▼hon we turned tЭ leave changea their ininds ana gave us a hearty
Ⅵrelcolne.  We left iBabadani at 7.30 and arrived at 4。

Sept.4th:  I.」 eaving at 7, a short cl遣 nb brought us to the
mine builttngs。  On the OppOsite side is a little plateau with stagn‐
ant pools known as the lkenotairao  Just above is Tsuragi Dake
looking tantalisingly near.  F■ o■■ the plateau a sharp descent
through wood brings one to the bed of a tributary of the Tsurugi‐
sawao Two]miles Over snOw dOwn this and at 9。 15 we haa joined
the main Streal.n Ofthe TSurugiSaWa up WhiCh We nOW turned OuF
steps.

The strealn haa to be waded tⅥ ′。。r three tiEles and as it was
up to the lvaist at the last fOrd in spite of the dry sumlner,this
stage lnight present difttculties aftor rain. Higher we camo on snow
again which seems tO lie in the valley year in and year out.  The
going over this snoヽ w is remarkably easy though as the valley■ ises

in a kind Of series of steps,it is rather steep in parts.

We were here lifrht under TsuruFri DELke 恥アhiCll CιLn be Clhnbea
up a steep couloir opening on the right.  A.silnilar couloir higher
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the ptthお 110WS a10ng the Side Of thiS tO the mine WhiCh iS iuSt

under the peaks ofiKaramatsu and Goryuo Magゴ Acent宙ews aЮ
Obtttned,in particular of Tateyalna and Tsu]田 tgi。

~

FrOn■ the lnine n■ v intentiOn haa been~tO cross Gorvu and
clllnb Kashilna Yari but l haua to abandOn the idea ana content
my鍵lf with climbing Goryu as l was t01a theК  was no snow(the
only source of water)left On the riage.we lazed theК fore the rest

of the day.

At the l五 ne olttice we were lnost hospitably received and feast‐

ed on a hare__a welcome change froHl tinnea f。 。a__and our stay
at the lnine was one of linany bnght spots in our ltttle tripe

sept.1:  I accOInpanied I」 e tO the plass 2 hours above the
lnine. :Here we pa■ed company in mist intettpe∬ ea with gusts of

wind ana rain. I」e cOntmued dOwn tOコ[okЦゎ at 2 ana ha宙 ng
reached the outskirts of civilisatton lnotored into(Omachi thence to

Юturn to Kobe宙 a the Central Line。

The road OVer the pl橿 3S iS a neW One and leadSヽ Vithin a quarter

Of an hOu■ Of the sumlnit of Karamatsu which we there5ore clilnbea

Tlhere was of cOurse httle to be seen but telinpOrary lulls in the rain

StOFlnS gaVe CharIIling glmpSeS Of heightS・ SWilnnling in C10ua.

Sept.2nd: The weather had cleared and continued ine lor
the rest Of the trip.

The aavantage'of the]Daikoku Mine is its proximity to]【 ara‐

matsu and Goryu.  KttamatSu had taken less than 4 houtt and
c・Oryu,・with an hOur On tOp, Occupiea only a little over 3 hours.
Tlhe ascent is very steep. There iS a path'which ho`wever is very
hard in the early stages and extrelnely suppery after rain.  An hour

thTough the forost b五 ngS One Out On tO rOCk When the S10De beCOlmteS

easier,though the rocl【s are very sharp under f(x)to  The vielⅣ  is

silnilar tO that缶 OIn Orenge and is IЮ re or less complete of all the

nOrtllern ranges as far as Yarigatal【 eo Facing east one has an un‐
rivallea view Of range behind range of the lesser giants to.A"sama

ana beyOnd.FIOm OК nge we had had a lovelyⅥ ew of Ftti。

Fron■ G・oryu we returnea to the lnine at noon,left again at
l.30 and were back at Babadaniby 4。 30。

Sept.3rd: The following morning l bade gooa‐ bye to the]Ba‐

badani IIut and set out on the last stage oftheti亘 p__。ver[rateyama.

As,far as the Monkey's iI」 eap・wre returned by the]【 anetsuri path.

Just belolv this the]【o―kurobe or slnaller Kurobe runs in.  A tung‐

sten and lnolybdenun■ mine lⅣ as discovered in the upper sources a

year or so back and the clilnber derives the benent in a path which
has been constructed up the valley. Tlhe conditton of this path will
depend on the´ fortune of the mine;it is at present in excellent con‐

ditiOn.  .A.fter a steep prelilllinary clilnb to avoia gorges,the path is

carried lnOst Of the way a10ng the sides Of the valleyo A delightful
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chosen in a little cleム Ting in the creeping pine ,na the guide and
carriers set to oⅥ zith a will tO build a sheltere

lヽTOthing cOuld have been iner tllan the location of this camp.

we coula sit in the hut ana view the neighbOuring,heights, all ex‐
cept Renge itself, hidden behind shOzu‐ ga‐ tal【e.  A few steps out
from our calnp ana there in front of us、 vere Tsu・

・
gi and lllateyal□ ta

and in the far distance′  Yari, ][I:Odaka and iN‐ orikura.  We were
favoured witll clear fine lveather during our stav ana to stand on
this plateau and wavtch the colouring of these poaks changing with

the d[Lwn was a sight to be｀ relnenlberea but not desc五 bed.

ハLugust 28:  We set out at 7 to coinplete the ascent of(〕 renge.

The route f。 11。ws.。una the side of the ridge under the heights Of
Shozudake and lfae]Rengec  ]Ilalf way we llad a little excitelnent.
As we calne round a corner there a qualrter of a lnile a・ w'ay,was a
black Object_―a bear brOⅥrsing On the side of the lnountain. For

some ttme it was un∞鵬 ci。

“

。f our presen∝ . Then it made or,at
iHst slowly and presently in a kind of lulnbering ga11。 p aown int。

the valley.

A,pproached froln the west,0)renge at irst strikes one as a very

“tame''1■ ountain appearing as a silnple grassy slope but on,a nearer

app■oach it appears anything but tame the eastern face falling
awvay precipitously to the valley.  In'gen,eral all the peaks of the
Renge ana Tateyama ranges present a b。 lder appearance On the

elM〕 t side,where they have weathered and、 Ⅳhere the valleys lie deep

in snow,than on the wester1l more protectea side, the slopes of
which are steeD but not devoid of green。

0)renge is~known on the eastern side as I:Iakuba or Shiroulna
anaぉ more usually ascended f.。 m Hok可 0,nOrth Of OmaChiO There
is a hutjttt under the summit.Frol■ our camp the ascent oc‐
cupiea 2券 hours ana the desce競 rather less.

August 29: [rhere is little to record of the descent to]Baba‐
dani.which tool【 us nearly 9 hours and was little less fatiguing than

the ascent.  The whole party lⅣ as fully tirea by the tilne the stream

of the lllain llot spring at Babadani hove in sight。

August 30:  WVe decided we had earnea the right to a lazy
dav which was oDDortune as it rained hard.  In the afternoon our
lllessenger覇/holn、 ve haa sent into:Kanetsuri for letters returned
and after perusal of his lnail,L.decided he lnust return. Fortunate‐

ly the path to Daikoku Clopper Mine aForded hiln an alternれ te

lli11:llilillrnVia(Э
mlChiS° it WaS n° t neCeSSary t° palt C°mpainy

August 31:  ][」eft iBabadani 8。 30 ana reachea the mine at
l。 15.  The tilne coula be shOrtened if necessarv.

The path is a g00d One.  TwO hOurs' clilnbing brings one on
tO a Spur leadipg up to Karamatsu I)ake in the Renge Range and
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thOugh one building relnains in fair conditione This、 ve lnade our

headquarters as :Babadani was to be our base for the next
week.

I have tH卜 Oa tO describe the scenery of the Kurobe and aband‐

。nea the atteinpt.  c)f its kind l have seen little to equal and
nOthing to beat it.  FrOm AilnotO― bashi to iK:anetsuri and again

froln:Kanetsuri to]Babadani it steadily increases in grandeur. Al‐

、vays steep,the valley walls gradually draw in until at Sarutobi

(Monkey Leap)they are saia to be only 20お et across ana the

river■ows through a gorge with sides rising perpendicularly for
hundreds of feet.  ]:I。 le the path has haa to be cut out ofthe side

of solid rock and the view is lnagniacient in the extrelne.

Near the Sarutobi a tributary,the Kokurobe or SInall Kurobe,

runs in on the left bank and a little further on the lnain river is
jOined On the OppOsite bank by the Babadani River. The Kurobe
is crOssea by a suspensiOn bridge(saia to be 18 ken)which we found
in urgent need ol repaire  A.gooa nunュ ber of the crosS planksl have

fallen a、vay and most of the tirne one haa to step gingerly over gaps

of 2 and 3 feeto Tlhe b五age is suspendea froim stout wire ropes so

that the whole structure gives to the weight.
「
1lhere is Of cOurse nO bath― hOuse at iBabadani but a hole was

sc00ped out in tlle sand for us in the course taken by the hot spring

on its way to the rivere  、vhen t。。 hot, the ten.perature coula be

l■oderated by a1lo、 ving the river water to run in.

Augl薦t27: ・ⅥIアe were up early for our trip to Orenge but
what with bathing,eating,packing,etco we dia not get startea till
7。 30。  1:Iowever as eventts turned out we haa tilned it very nicely。

A forest Dath leads lor 30 1ninutes uD the:Babadanio Thence on‐
waras thLre is no path but the couttJof the strealn is f。 11。wea to its

sOurce,One or two detours being lnade through the forest to avoid
gorges.  Fortunately the guide had aulreaay taken half a dozen

Parties up this season and we haa the advantage in a distinct trail.
A.few lninutes after the end of the path were rather tiCkliSh W'heFe
the trail overhangs the river and there are only the stems of shlubs
to cling to for support in case of a lnisξ ed f。。thola. ■Iostly the way

is in the bed Of thё  strealn and the gOing is fairly arduOus.  Above
the pOint whOre the IOzawa(sulphur valley)■ Ows in(9。 40)the
going becolnes easier.  .▲ _t l.30 we came to the llst snow.  This
was lving in the bea of the streall. and over it we were able to
lnake g。。d progress. By this tilne Ⅵァe haa haa the riage in view

for s。 lne tirne ana Dresentlv the guide fors。 Ok the strealn and

struck up the side Over graLso Tビ is■vas very steep. PrQSeltly
lnist forlned and a shower of rain soln.ewhat dal.lpea our spirits but

bv 4 we were on the SDur and at 4.30 haa reached a little plateau

at 8,000 feet known~as the Shozu‐ ga―tara. Ⅱere a calnp was
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OSWALD WHITE。

呵
「

II:E lovア er Kurobe dLt五ct has not received the attention it de‐

■  serves ttoln the chmbing .vorlao This is entirely due n。
dOubt tO the ilnDressiOn abrOttd as tO its inaccessibility.  Yot a
footroad has existed fbr s01ne tilne Dast from Ail■ o七 o―bashi,■▽here
the]【urobe debOuches On the Dlaino for 15 miles or so up to]Baba‐
dani a tributary,frOm which it is possible to gain access to the lnore

imDOrtant DeakS at the eXtrelne nOrthern end Ofthe Alps.~ whelfI」
ibeaud and l were planning a summOr trip tOgether9

we■xea on the lower Kurobe as the scene of our operations in view

of the lnagnincient scenery of the river itself and of the opportunity

a任lora of clilnbing some of tho peaks already re金 )rrea to.  A night

train by the Hokuriku line drOpped lls at LIikkaichi beyOnd TOyalna
at 8。 30 on Aug鵬七24th.Here we weFe l■,t by Mr.Yoshizawa,a
toacher of the lUozu Mttdle School, who has aone ll■ uch tO make
known the beauties of the :Klurobe to the outside world and whO
haa shown great kindness in advising as to routes and guides for us

on our present tripo  An hour was spent in discussing inal aetails

and then we proceedea by basha to Aimoto‐bashi at the opening Of
the`Klurobe vaney.ヽ vhere weおund Our gゴde and carrieB await‐
ing us.  工。覇「lsh tO say here that they prOved lnOst el田 icicnt and gave

the gКttest satishction. The guide's name and addre∬ is Sttaki

Sukesaburo, Toyalnau‐ ken, Shunonilka・ w'agun, Ailnoto-lnura aza
Oおzawa. .

We left Ainloto― bashi at l.30. :Nine lniles up the Ku■ obe we
diVer● ed uD a Side ValleV and a lnile」 Rlrther arriVed at Kuronagi
C)nsen at 5。 30。  IIere, as at Kanetsuri and ]33badani, the great
attractiOn was the hOt springs.

August 25:  WVo had had an idea Of idling at I(urOnagi but
changeごour minds and at 2 PIOCeedea further up the valloyね
Kanetsuri(〕 nsen.  IIerO the baths were in an Original position― ―in
a natural cave in tlle rock.  A卜 s the water was so hotthat n0 0ne
coula remain in long,the bathers would go in for a l.linute,rest on
the roclく s Outside and then gO in again.

August 26:  We left at 7.35 and arrived at iBabadaini at 12。
lIIhere usea to be an inn here but it was abandoned a yettr or so ag。
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NIPPON SANGAKU:KWAI,

(THE JAPAN A.LPINE CLUB.)

Prem,ises :

No, 67r Shich6me, Ilonch6, Yokohama

Telephone:

Nos. 171 antl 6264, Honkyoku.

The ObieCt Of the Club being the pron・ otion and di麒ュsiOn Ofthe kュ OW‐

ledge of lnountains, and everytlling concerlling mountains, it has always

welcomod to its membership those ainxlous to further this O● eCt by therr

interest and suppOrt。

Clandidates lor adEnibsion intO this C,lub must be prOpOsed and seconded

by the three melmbers,one of theln inust be a lnember oF the 10ouncil,and it is

necessary that such candidates should ill in the ol饉 cial printed blank,・ with

details of ascetts made or chttacter of work accomplお bed by the cand通 ates,

and send it to the Clubo The admiss10n of candidates wil be decided by the

mLe】mberS Of COunCil.

Every member,on admission into the CluL be required to pay¥5困

entrance tte,ald¥3器 annual subscriptionお r the cunent year,and theroatter

a yearly contribution of:¥3,due On the lst January of e2К h year.(This re‐

gul轟On iS ettCtiVe On ttd after the lst Januar乃 1920).All mbscriptions tte

payable in adVanCe,On the lst January in each year. The]Post()Ince A,ccount

of the()lub is No.4,829,TOkyO.

Tbe privneges of a member include admisslon to a11 0rdin=y IKediings of

the Club,and the use ofthe Club Library and IIapso lE狐 )h member is entided

tO reCei▼e a copy Of all the Club's Periodical Publication、 No member shdl
h ottitled t。 ▼Ote Or e■Oy any priVnege ofthe oub while in arre籠 .

After October 15th, business of the CIub will be earried. on at No. 6,

Fujimich6 Shich6me, K6jimachi-ku, T6ky0. All communications should. be

ad.d.ressed to Dr. I:[. Taked.a. Enquiries requiring a reply should euclose returu
postage.
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