
地

球

野

手

七
怨

で
の
み
で
あ
る
｡
即
ち
､
只

一
回
突
然
隆
起
す
る
代
-
ほ

徐
々
に
面
も
雄
回
も
組
む
返
し
隆
起
作
用
が
起
る
と
温

ひ
る
､
そ
し
‡

J
の
粕
基
と
し
て
p
｢
熔
岩
脈
や
熔
岩
床

が
蔑
回
と
在
-
両
軸
か
ら
正
人
し
た
結
基
惹
起
r
uれ
ね

膨
脹
並
び
に
隆
起
現
象
｣
が
観
察
ru
れ
る
筈
で
あ
る
と
.

而
し
て
γで
の
後
瞥
-
し
て
フ
イ
ス
(W
.
R
e

茎

数
が
グ

ォ
ル
グ

･
',
ル
ツ
ン
グ
(G
e
0
rg
flartu
n
g
)
は
パ
ル

マ

(P
a
lm
a
)
及
び
ダ
ラ
ン
｡
カ
ナ
リ
ヤ
(G
Ta
n
C
an
aTi
a)

の

観
察
を
基
礎
と
し
て
レ
オ
ポ
ル
ド
･
フ
ォ
ン
.
ブ
ツ
フ

の
龍
を
猛
烈
ほ
攻
撃
し
た
｡
パ
ル

マ
の
火
口
湖
が
侵
蝕

節
三
蛇

亮

空
へ

の
結
果
山
水
ね
事
も
正
し
-
温
め
ら
れ
た
.
斯
-
し
て

要
す
る
に
､
多
-
の
地
質
撃
賓

大
陸
は
於

い
て
も
)
紘

ぁ
っ
て
隆
起
火
口
散
は
十
九
世
紀
の
後
輩
の
初
期
以
後

す
で
に
そ
の
横
倍
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
｡
大
旅
行
家
た

る
レ
オ
ポ
ル
ド
･
h
ォ
ン
･
ブ
ッ
フ
は
､

-
バ
リ
ー
諸
島

の
正
確
な
る
市
精
査
は
よ
っ
て
熔
岩
流

が
魔

は
よ
っ
て

は
登
-
忠
斜
し
た
基
盤
上
に
も
極
め
て
多
畳
に
薯
際
に

凝
固
し
得
て
ゐ
る
事
を
知
る
事
が
田
楽
た
の
で
､
蓬
に

自
己
の
特
設
を
観
察
の
僅
少
に
求
ひ
る
は
至
っ
た
｡

(
末
･:..i
)

I-I
.-･1
-

御
勅
使
川
扇
状
地
及
其
の
近
傍
の
墾
洛

r
ノ

造

三
ー
栗
蕗
の
立
地

l
､
位
置
と
人
文
型

本
地
域
は
賂
々
N
.
3
5
5.
A
.

148
｡
で
甲
府
の
四
方
に

化
し
'
文
化
の
漸
移
地
帯
で

あ
る
｡
近
凍
小
撃
棟
数
宵

の
徹
底
と
.
交
通
の
磯
連
は
よ
-
主
と
し
て
東
京
方
面



よ
-
文
化
を
移
入
す
る
rJ
と
の
二
大
頂
周
に
多
大
は
支

配
せ
ら
れ
て
'
急
激
に
宛
諒
化
し
っ
!
あ
る
が
'
荷
胸

囲
の
文
化
の
色
形
が
地
厚

は

依

存

し
､
叉

一
面
表
=

本
､
表
日
本
の
色
彩
も
件
な
ひ
､
東
西
'
絹
北
の
文
化

の
混
合
地
帯
で
あ
る
｡

言
語
型
や
､
脱
姓
等
の
封
外
的
の
も
の
は
閥
束
型
に

な
っ
た
が
'
家
庭
内
の
習
慣
'
食
物
等
'
内
的
の
も
の

は
悪
だ
闘
酉
の
型
が
根
損
-
'
過
去
の
文
化
の
封
照
が

闘
西

であ
っ
た
蔀
を
物
語
っ
て
ゐ
る
｡

か
い
巷
の
使
用
は
近
世
で
､
明
治
頃
ま
で
は
闘
珊
型

の
布
附
が
主
で
p
｡:叫
衣
の
躯
衣
は
新
文
化
人
にこ
は
用
ひ

ら
れ
る
が
.
年
寄
は
今

荷
､
赤
裸
t
l直
接
蒲
閲
に
入
る
｡

即
ち
北
日
本
は
み
ら

れ
る
型
で
あ
る
｡
東
北
の
川
合
に

み
ら
れ
る
腹
芸
は
使
用
し
な

い
が
p
藁
の
Lす
iI
ら
層
を

紬
の
代
用
と
し
た
基
蒲
関
は
､
老
人
.病
人
の
二
枚
蒐
ね

の
下
浦
闇
に
使
用
ru
れ
て
居
る
暖
問
に
み
ら
れ
る
'
御

燕
を
苗
圃
の
互

に
敷
-
乙
と
は
仝
-
み
ら
郎
な

い
O

FJ
れ
は
気
候
聖
が
'
尭
北
型
に
近

い
故
で
あ
ら
う
｡

し
か
し
､
聖
袴
､
山
袴
の
使
用
は
愈
々
な
-
､
山
に
行

榊
勅
仙
川
扇
状
地
及
fi.(
の
虻
傍

の
流
路

-
7P
m
机
に
働
-
に
79
女
は
､
紅
裾
を
ひ
ら

め
か
せ
て

属
-
p
即
ち
衷
日
本
型
で
あ
る
が
二
三
年
rJ
の
方
､
糎

補
敢
錐
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
-
､
魔
女
囲
員
が
率
先
し

て
洋
服
と
聖
袴
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
作
業
服
を
作
成
し
て

か
ら
'
老
女
は
至
る
ま
で
TJ
れ
を
使
川
L
t
健
貌
な
大

和
な
で
L
fJ
の
泰
が
み
ら
れ
る
｡
但
し
'
御
勅
使
川
を

越
え
る
と
､｢
も
ん
ぺ
｣
｢
か
る
r
J
A
｣
は
以
前
か
ら
使
用

せ
ら
れ
て
居
た
｡
fJ
れ
恕
姉
川
白
川
河
谷
で
は

｢
ふ
人

ご
み
｣
と

い
ふ
が
本
地
方
で
は
股
引
を
'
ふ
ん
ご
み
と

言
っ
て
ゐ
る
.

詐
刺
は
衣
食
住
の
頃
で
述
べ
る
が
'
食
物
79
掴
西
型

で
'
闘
光
風
の
朝
味
噌
汁
を
邦
ひ
る
乙
と
は
少
-
､
蕃

容
の
産
廃
は
過
去
に
は
祁
皆
あ
っ
た
が
'
現
在
で
も
飲

食
店
の
羽
板
は

｢
鐘
そ
ば
｣
の
字
は
み
あ
写
ら
ず

｢
う

む
ど
止
｣
｢
肉
う
む
ど
A
L
が
殆
ど
絶
て
1J
あ
る
｡
本
地

州
債

は
蕃
番
屋
は
ね
ゞ
.I
軒
､
小
笠
原
に
あ
る
が
'
そ

れ
も
､
つ
い
三
四
年
此
方
の
開
業
で
あ
る
C)
夕
食
に
は

｢
ほ
う
と
う
｣
と

い
ふ
､
多
古
屋
の
手
打
茶
込
線
維
が
軒

毎
に
主
食
又
は
､
か
て
物
と
し
て
借
に
登
る
｡
葱
も
隅

1
丑

三
七



地

球

野

手

七
接

.i;
型

の
昔
葱
を
使
用
し
て
ゐ
る
｡
灘
登
は
餅
を
や
か
ず

味
噌
桂
瀬
の
闘
;仙
風
が
多
も

刺
身
は
平
偶
作
-
雄
津

川
の
江
声
凪
で
あ
る
｡
家
屋
の
壁
は
閥
束
聖
の
板
壁
は

極
少
で
､
掘
出
型
の
土
壁
で
あ
る
｡
出
入
口
の
格
子
声

は
少
-
､
啓
蒙
は
大
月
む
下
し
て
ゐ
る
｡
屋
内
に
は
廉

い
土
間
や
板
の
間
が
焼
-
布
L
t
過
hr
の
冬
期
家
内
工

業
の
作
業
場
と
ru
紅
､
北
=
本
型
を
遺
し
て
ゐ
る
｡

方
言
は
東
川
'
束
渥
特
有
の
､
来
状
の
助
酢
は
､1
ず
｣

を

用以
pr.行
か
う
｣
と

い
ふ
代
-
ほ
｢
行
か
ず
｣
と

5,
ひ
.

稚

魚の
助
僻
は
｢ら
｣
｢
づ
ら
｣
を
殆
ど
使
用
し
て
居
る
｡

｢
行
-
窄
b
う
｣
を
｢
行
-
ら
｣
｢
行
-
づ
ら
｣
'
｢
し
苧
b

ぅ
L
を
｢
し
っ
ら
｣
｢
し
と
う
づ
ら
｣
と

い
ふ
が
如

き
で
あ

る
｡
打
消
し
の
｢
夜
か
つ
ぎ

"LJr
な
ん
牢
lJ
J闘

西
風
に

い
ふ
｡
闘
東
型
の
｢
べ
-
｣
は
郡
内
は
限
ら
れ
盆
地
内
で

は
'
利
p
T且
､
駿
､
甲
'
椙
に
分
布
の
r

'r
ら
｣

の
使
用

が
顕
著
で
､
｢
も
ー
へ
I
L｢
へ
I
へ
-
｣
等
む
接

頭
に
よ

-
使
ふ
｡

｢
ヘ
-
海
草

う

ご
い

う

｣

I

｢
ヘ
I
へ

-

ふ

よ

L

A

r
J

つ
で

｣

i･.聖

ニ
鍍

表ハ

三
八

ノ1

又
｢
ヘ
I
L
は
闘
西
型
の
早
の
意
に
も
使
は
れ
で
屠
る

｢
へ
-
け
え
っ
で
架
と
う
か
｣

の
栂
で
あ
る
｡

伊
州
の
方
言
唱
の
粋
を
御

調
介
す
る
｡
(
｡
の
右
側
は

あ
る
は
接
頭
語
)

｢

r

J
ら
あ
'
叩
州

言

葉
の
名
寄
せ
で
'こ
い
す
｡
は
ん

で
(度
々
)
を
ぜ
え
る
(
悪
ふ
ざ
け
)
わ
に
る
(
ふ
ざ
け
る
)

の
と
'
出
る
と
出
来
る
の
言
違
以
'
行
か
ず
(
行
か
う
)

か

へ
ら
す
(踊
ら
う
)
め
っ
け
た
け
(
ruが
し
た
か
)
ど
つ

か
ら
ど
こ
ま
で
申
し
い
せ
う
｡
(申
し
ま
せ
う
)

海
ぽ
ん
(
あ
げ
ru
A
)ゐ
氾
か
や
(居
ら
ぬ
か
)
rJ
ル
ビ

し
ょ
を
(
味
噌
FJ
L
旅
)
い
ら
つ
で
(
か
-
畠

)
い
さ

い
す

(
行
き
ま
す
)
へ
え
ru
い
な
(
は
い
左
戒
な
ら
)
ず
A
rJ
を

(
竹
ノ
皮
革
履
)
-
ん
ず
ら
(
取
-
称

へ
学
b
う
)
潜
ま
ち

ね
え
(
港
待
ち
な
さ
い
)
さ
う
で
rJ
い
し
ょ
う

(
左
様
で

御
座
い
ま
せ
う
)
そ
の
い
ち
ら
(
そ
の
ま
J
)
け
け
て
(
の

●

●

せ
て
置
-
)
行
つ
つ
ら
(
行
つ
窄
b
う
)
ぶ

ん
だし
っ
ら

(山
掛
け
72
ら
う
)
.

●

ほ
う
と
う
び
ん
た
-
(煮
込
制
純
で
し
た
や
け
ど
)
ど

●

ぅ
さ
ば
し
(
私
娼
)
い
し
ょ
む

(
石
を
)
ぶ
っ
つ
け
て

(
投



げ
つ
け
)
rJ
ま
る
ぢ
や
ん
け
〔
rJ
ま
-
ま
す
)
ふ
=
.邪
推

て
-
ん
な
い
し
ょ
(
下
ru
レ
)
乙
の
ぽ
こ
(
子
供
)
ふ
ん
と

に
(
木
曽
は
)
あ
-
ね
ま
で
(暴
れ
者
)､
あ
ら
げ
の

(
我

家
の
)
び
-
や
(
小
娘
)
息
じ
ょ
う
も
ん
に
(娘
)
は
ん
で
､

め
た
め
た
(庇
尭
な
る
意
)
か
る
rB
rJ
き
(
悪
戯
を
し
て
)

A
.ら
バ
P
A

rな
け
え
(
我
が
妻
)

や
ヤ
げ
ね
ぇ

(
可
愛
ru

ラ
)

0早
-
で
し
や
が
れ
(
楽
い
)
の
も
-
野
郎

(悪
い
な
ま

け
男
)
港
だ
ら
あ
(軸
粗
)
ば
ん
ば
ん
(大
急
ぎ
)
忠
-
ら

っ
て
(食
っ
て
)
乙
え
J

ru(
小
屋
)
へ
え
え
つ
て

〔
入
っ

●
●

て
)
ぶ
ち
か
あ
れ
(塵
よ
)が
と
う
(
大
将
両
)
よ
ま
あ
れ

(
叱
ら
れ
)
の
ぷ
い
奴
(
づ
太
い
奴
)す
で
rJ
で
(
ど
う
も
､

乙
う
も
)ど
っ
ち
よ
で
(面
倒
で
)
因
り
い
す
｣

又
p｢
あ
ら
げ
の
'
え
ん
の
FJ
A
p
づ
A
rJ
k
'
-

へ

て
こ
ゝ
の
ゑ
ん
の
し
て
え
'
79
ぐ
っ
と
を
け
人
ど
､
rJ

＼
の
粘
つ
ち
ゃ
ん
､
い
ぬ
か
や
｣

｢
我
等
の
小
犬
が
竹
の
皮
革
展
を
'
-
は
へ
で
､
御
宅

の
床
下

へ
入
っ
た
け
れ
ど
､
御
宅
の
主
人
は
屠
ら
粕
か
｣

と
い
ふ
意
で
あ
る
｡
こ
れ
は
越
中
の
薬
責
-
が
､
rJ
の

御
勅
使
川
煩
う-太
地
及
共

の
妃
傍
の
淡

路

桟
を
服
の
あ
た
-
ほ
み
て
､
｢
fJ
J

の
も
り
ち
ゃ
ん
'
い

ぬ
か
｣
で
は
.i
機
ど
れ
が
犬
や
ら

ru
つ
ば
-
わ
か
ら
ず

前
人
こ
､
え
ん
の
rJ
t
に
は
ど
れ
が
小
犬
や
ら
面
食
っ

た
と
い
ふ
o

｢
へ
え
え
'
つ
け
凡
ば
あ
つ
か
っ
て
p

へ
ぇ
､
よ
海

だ
け
に
t
L
ね
ら
'
よ
か
ら
ず
｣

鐸

｢堺

へ
､
支
え
棒
を
L

tjt
も
う
御
三
時
は
､
し
ね

ら
よ
か
ら
う
｣

以
上
は
甲
州
の
特
有
の
方
言
と
み
ら
れ
る
が
'
老
付

と
息
子
の
骨

語
を
述
べ
.tJ
t

言

語
の
漸
移
地
帯
で
あ
る

rJ
と
を
窺
ふ

rJ
と
に
す
る
｡

△
印
は
捌
火

判
と
抑
･:九
の
も
の

⑳
印
は
桝
西
側
と
酢
I.妃
の
も
の

○
印
は
申
珊
瑚
及
叩
州
特
称

の
も
･.i

■

●

｢
あ
の
男
ア
.

朝
的
79
す
ま
ん
に
何
巌
を
､
ほ
う
つ

∴
]
∴
∴

rJ
rJ

∴

P,
あ

-

つ

て

居
る
づ

ら

か
｡
あ
ん
な
も
な
あ
七
草
-
ラ

＼
∴
ー
-:
1

.
_
●
●
●
+
_

つ

ち

ん

ど

う
方
が
'

な
ん
ば
う
え
J
か
､
と
し
を
と
つ

△
△
△
△
△

て
か
ら
'
な

ん

ち

ゅ

う

背
鼻
を
す
る
乙
ん
ど
か
｣
を
乙

へ
息
子
が
掘
っ
て
凍
る
｡

1
九
七

三

九



地

球

妨
二
十
七
怨

0

0

0

0

△

△
△

△

△

0

0

0

0

0

0

｢

ヘ

I

へ
I
p
な

ん

ち

ゅ

う

塞
い
づ

ら

か
､
も

か

ァ

-i

(仲
さ
ん
)

0

0

0

0

0

C

O

C

O

O

O

O

O

号
b
あ
､ち
ょ

う

ぶ

ー
は
ら
ん
う

つ

ペ

つ

ち

ゃ

っ

と

う

｣

(大
婁
)

(す
い
た
)

0

0
0

｢
潜

み

ヤ

ア

､

お

ち
や
め
え
で
ど

こ

う

､

あ
ゎ
つ
て
ゐ

(
お
前
)

0

0

0

0

0

0

0

る

でえ
､

け

<

..̂
J
う

づ

で
も
､
ぶ
つ
fJ
ぽ
し
て
く
れ
う

(沈
ひ
水
)

●
●
_
●

ば
も
お
＼
さ
に

&
J
ど

う

に
｣

幽
東

型と
い
っ
て
も
､
朝
種
と
通
ず
る
鮎
が
多
い
接

で
あ
る

｡

叩
州
の
言
葉
は
接
頭
語
が
多
-
､
語
気
が
先
-
観
相

人
が
帆

い
た
ら
喧
嘩
の
接
に
恩
ふ
だ
ら
う
｡

2
､
地
形
､
地
質
概
証

本
地
域
は
中
部
地
方
の
骨
格
を
な
し
て
居
る
｡
南
轡

山
系
中
の
赤
石
梯
形
地
の
東
部
及
,そ
の
東
涯
､
静
岡
､

韮
崎
の
構
造
線
上
に
磯
連
し
た
御
勅
使
州
外
新
川
の
複

合
扇
状
地
と
で
あ
る
｡

赤
石
川
地
は
辻
村
助
教
授
に
よ
れ
ば
､
(;
丑
代
の
循

曲
が
擁
曲
は
依
-
降
起
し
た
端
を
､
断
簡
に
よ
-
切
断

し
た
地
塊
で
､
企
機
と
し
て
､
開
柿
高
原
の
疾
跡
が
存

妨
三

班

完

八

凹

U

L
p
準
串
原
遺
物
を
有
し
て
､
二
輪
廻
の
形
態
を
と
っ

て
屠
る
と

い
は
れ
､
Tmj田
中
助
教
授
は
乙
の
東
側
は
三
段

の
階
段
断
簡
だ
と
論
じ
､
Ⅲ
中
元
之
進
戊
は
rJ
机
は
差

分
侵
蝕
の
枯
葉
で
あ
る
と
し
､
従
衆
の
断
暦
数
を
否
定

し
て
居
る
｡
翻

.
亦
石
の
名
柿
は
赤
色
の
洗
岩
の
露
出

に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

亦
宥
梗
形
地
は
､
大
井
川
の
上
流
操
州
の
関
節
は
よ

ゎ
二
分
r
uれ
'
西
牢
は
豊
､
亦
石
'
兼
'
荒
川
.
愚
見
の

建
峯
､
東
部
は
間
の
岳
よ
わ
分
岐
し
て
白
状
山
脈
と
夜

-
'
農
鳥
岳
等
が
準
え

て居
る
.
本
邦
の
三
千
米
以
上

の
高
山
十
四
ー-1
九
ま
で

は乙
の
山
鰻
に
屈
し
て
ゐ
る
｡

乙
の
部
分
は
主
と
し
て
宥
成
層
で
粘
坂
岩
､
祉
岩
､

硯
砂
岩
よ
み
成
み
､
叉
諸
々
に
助
健
也
石
衣
岩
其
他
の

石
衣
岩
の
分
布
が
あ
る
｡
乙
の
西
経
部
は
三
波
州
系
の

暴
政
岩
で
あ
る
恥
晶
片
岩
､
石
韻
片
岩
'
紅
塵
片
岩
､

維
泥
片
岩
'
絹
雲
母
片
岩
等
が
赤
し
て
居
る
｡
乙
の
地

層
は
p
西
南
日
本
外
箱
の
内
側
は
あ
わ
､
そ
の
延
長
は

紀
伊
草
晶
､
四
囲
､
九
州
ほ
ま
で
及
ん
で
屠
る
｡

野
呂
川
縦
谷
の
東
側
は
､
鞘
南
日
本
外
肝
に
異
例
な

!
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-
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花
閲
岩
粗
が
宥
し
て
ゐ
る
｡
酋
;
取
乱
よ
-
､
鰍
坪
に

至
る
､
LS
.'煙
:-
脈
の
横
断
通
路
の
許
出
は
､
裾
板
岩
､

砂
岩
､
凝
灰
岩
等
で
､
rJ
れ
を
粉
岩
鞘
紋
岩
が
賞
通

し

て
ゐ
る
接
で
あ
る
｡
窟
安
の
夜
叉
榊
峠
を
越
え
て
五
葉

尾
根
附
近
に
至
る
間
も
rJ
机
と
同

l
の
地
贋
構
造
で
､

第
三
紀
に
属
し
て
屠
る
O

房
状
地
の
村
方
に
は
'
御
勅
使
川
始
め
'
大
和
.
高

牢
､
大
樹
'
幽
韓
､
溌
搾
'
市
ノ
瀬
'
漆
､
秋
山
.
月

根
p
戸
'
其
他
の
粗
布
が
著
し
-
塘
達
し
で
盾
で
何
れ

も
'
肝
年
期
の
渓
谷
地
形
む
な
し
で
屠
る
｡
乙
の
上
流

地
方
に
は
.
高
尾
よ
-
高
下
に
至
る
轄
地
の
球
数
状
連

動
が
み
ら
れ
p
水
を
九
㌧
へ
て
屠
る
も
の
79
宥
す
る
O

前
述
の
盗
谷
及
羅
地
に
は
､

ロ
ー
ム
層
の
堆
精

が
な

い
｡
仰
ケ
潮
基
地
と
北
ハほ
､
大
石
､
磯
p
砂
利
'
泥
土

等
よ
り
形
成
せ
ら
れ
て
居
る
｡
か

ノ
瀬
基
地
に
は
､
蛇

石
と
桐
す
る
十
立
方
坪
以
上
も
あ
る
玉
石
が
宥
し
て
居

て

北
猫
過
の
匡
人
前
と
好

一
封
で
､
市
棚
も
彼
地
と

川
じ
-
.
塚
ほ
し
た
ら
'
又
､
石
垣
に
使
用
し
て
m
畑

の
傾
斜
を
少
ほ
し
､
洗
士
を
防

い
で
､

.t
畢
両
得
む
し

別
納
位
川
扇
状
地
淡
炎

の
虻
伴

の
米
･WE

て
ゐ
る
｡

河
谷
の
露
出
操
に
も
大
石
が
み
ら
れ
､
非
声

堀
の
際
も
大
石
を
爆
報
せ
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
79
あ
-
氷

河
堆
積
物
で
あ
る
こ
と
を
不
L
で
屠
る
O

大
和
川
以
下
の
河
川
は
何
れ
も
.
倣
虜
を
東
方
に
開

き
'
公
孫
樹
を
上
方
か
ら
眺
め
た
棟
を
灘
軌
を
量
し

て

ゐ
る
O
乙
の
腐
状
地
に
は
降
簡
略
の
み
の
堆
積
で
形

成

r
uれ
た
美
都
を
も
の
も
あ
る
.
倣
扇
状
地
は
何
れ
も
急

傾
斜
を
な
し
雛
段
衆
落
'
段
目
が
凝
超
し
p
特
稀
の
茸

観
を
量
し
て
ゐ
る
｡
山
林
は
近
-
'
耕
地
7P
荒
地
が
多

い
の
で
'
山
を
錐
活
の
要
素
は
入
れ
て
居
る
緊
群
が
多

い
0御

勅
使
川
'
声
川
を
除
-
河
川
の
大
方
の
水
源
地
は

.i
O
O

O
米
附
妃
に
あ
る
の
は
氷
河
と
闘
係
が
あ
る
棟

で
あ
る
｡
川
渡
附
近
の
淡
谷
の
地
形
は
批
年
谷
で
あ
る

が
､
仰
斜
が
少
-
な
る
と
急
激
な
堆
積
を
打
払
も
驚
-

べ

qJ天
井
川
を
形
成
し
て
屠
る
｡
其
美
事
な
も
の
は
'

小
笠
以
よ
わ
下
流
の
瀧
津
川
'
古
市
場
の
西
よ
-
下
流

の
坪
州
､
そ
の
他
声
温
州
.
11
川
tIJ
主
要
交
通
路
は
随
道

が
通
じ
で
お
る
｡
増
水
時
の
免
除
は
嵩
を
ま
ね
な

い
｡

芯

九

四

..



地

城

節

二
十
七
怨

乙
の
外
人
工
の
堰
の
堆
鵜
も
す

n
ま
じ
-
､
何
れ
79

天
井
地
形
を
を
し
て
居
る
が
'
殊
に
雄
大
な
の
は
准
ケ

塚
堰
の
念
棚
板
は
於
け
る
も
の
で
あ
る
｡
近
年
隠
遣
は

し
た
が
そ
れ
以
前
は
交
通
の
難
路
で
あ
っ
た
｡
rJ
の
堰

は
幅

一
光
は
満
た
な

い
秋
少
の
も
の
で
､
水
は
四
時
流

れ
て
は
居
ず
車
庫
伐
は
渦
乾
し
て
屠
る
0
乙
の
開
港
は

徳
島
堰
闇
通
と
同
時
は
原
方
の
在
ケ
塚
を
水
田
化
し
た

の
で
あ
る
か
ら
P
今
か
ら
二
六
仇
年
前
で
あ
る
.
僅
々

rJ
の
短
期
間
に
､
高
さ
約
七
米
の
富
士
川
型
の
砂
士
お

題
徹
し
た
の
で
あ
る
O
我
々
は
地
形
の
婁
化
が
遅
々
と

し
て
進
ま
ぬ
戒
は
考

へ
､
絶
て
､
地
質
時
代
の
何
常
年

と
か
何
倍
年
と
か
悠
遠
な
過

去と
糊
か
ru
机
で
居
る
が

本
地
域
の
加
は
鍵
化
の
多

い
所
で
は
賓
例
を
目
撃
し
て

ゐ
る
の
で
'
7P
つ
と
佳
き
LJ
歴
史
に
そ
-
し
た
､
地
形

や
地
質
の
撃
問
が
望
み
た
い
茂
に
瓜

へ
る
｡
瀧
樺
川
は

小
笠
原
の
北
方
,'kl迫
っ
て
居
て
､
現
在
の
河
床
は
高
ま

-
大
井
川
で
あ
る
が
筆
者
の
幼
時
は
殆
ど
小
笠
原
の
造

路
面
と
平
衡
で
､
そ
の
附
近
で
凧
あ
げ
の
見
頚
な
ど
み

た
｡
小
笠
頂
新
作t
の
橋
の
秋
の
家
79
道
路
面
に
潜
っ
て

妨
三
緋

云
0

四
二

居
た
が
'
現
在
は
土
手
か
ら
見
下
す
位
裾
に
あ
る
｡

rJ

の
静
は
､
小
笠
原
の
人
々
に
確
め
た
が
p
曹
肯
定
し
て

ゐ
る
0

屈
強
の
河
は
何
れ
も
桶
期
の
外
は
流
水
が
な
-
.
旗

い
河
原
が
､
長
々
と
退
屈
気
で
あ
る
｡

届
頂
錨
中
修
'
三
惑
､
大
井
'
克
明
の
南
端
に
は
湧

泉
地
瀞
が
春
し
て
居
る
乙
と
は
'
既
に
川
中
助
教
授
の

研
究
が
あ
る
.
鋸
中
修
よ
わ
北
､
高
砂
は
至
る

一
線
の

眉
頂
は
釜
森
川
の
頭
部
浸
蝕
に
よ
み
急
用
を
量
し
て
居

る
｡
従
っ
て
､
こ
れ
を
落
下
す
る
小
堰
は
著
し
-

浸蝕

し

て､
Ⅴ
字
状
を
在
し
て
ゐ
る
｡
信
玄
の
治
水
政
策
は

よ
む
御
勅
使
川
の
氾
濫
は
､
ru
轟
心
配
を

い
が
'
眉
頂

の
人
々
は
､
乙
の
釜
無
の
頭
部
浸
蝕
に
夜
や
ま
さ
れ
て

居
を
移
し
､
柾~
畑
を
流
ruれ
て
ゐ
る
｡

藤
川
､

杜t島
'
精
水
以
南
､
即
ち
E
の
地
域
は
､
樹

氷
時
ほ
は

'富
士
川
口
の
排
水
最
が
､
河
川
の
農
に
及

ぼ
す
､
は
ヾ
み
水
と
な
っ
て
'
高
潮
の
様
に
逆
流
す
る

浸
水
に
骨
は
見
舞
は
れ
で

ゐる
｡
rJ
の
地
域
は
､
そ
の

都
度
､
粘
土
の
堆
積
が
み
ら
れ
る
｡
南
湖
附
近
は
又
､



頭
細
注
蝕
は
塞
ruれ
る
乙
と
も
あ
る
｡

扇
面
の
地
質
は
就
て
は
､
色
々
は
調
査
さ
れ
て
居
る

が
､
井
1i1
の
泥
r
uと
か
､
非
声
堀
の
出
土
と
か
に
ょ
る

外
な

い
様
で
､
崩
紬
急
昆
の
露
出
は
み
ら
れ
る
が
'
そ

の
外
は
天
井
川
で
あ
る
故
如
何
と
も
な
し
難

い
｡
井
声

堀
の
.<
に
聞

い
て
み
て
79
､
正
解
な
報
幹
は
望
み
難

い
｡

但
し
､
砂
利
､
小
石
'
粘
土
等
の
互
厨
で
'
各
々
色
の

興
っ
た
79
の
が
交
互
に
あ
る
邦
は
邦
貨
で
あ
る
｡
を
し

て
､
池
や
､
非
l1
掘
､
其
他
の
時
､
基
布
'
食
器
､衣
､

炭
等
が
出
土
す
る
｡
基
は
鳩
r
uれ
て
居
る
が
'
他
は
逸

放
し
て
屠
る
｡

非
〃
水
の
増
減
は
､
穂
高
喉
の
水
の
有
無
は
左
右
せ

ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
大
多
数
で
､
各
地
に
み
ら
れ
る
草

夏
井
月
と
同
様
で
あ
る
｡
瀧
韓
川
の
右
岸
も
大
井
､
五

明
の
速
も
rJ
の
支
配
を
う
け
で
屠
る
と

い
ふ
か
ら
'
下

部
は
や
は
ゎ
御
勅
使
川
の
堆
積
で
あ
ら
う
か
と
恩
は
れ

る
0扇

面

の
耕
地
に
は
市
を
畦
に
精
求
心
で
塚
を
な
t
て

屠
る

753の
が
散
在
し
て
屠
る
U

榊
勅
位
川
扇
状
地
及
北
ハ
の
近
傍

の
雅
滞

柑
徴
朝
の
地
形
や
地
贋
は
明
治
二
十

一
年
の
二
苗
分
､

明
治
_唱
十
三
年
の
二
寓
五
千
分
の
地
周
は
よ
れ
は
明
瞭

で
あ
る
rj
即
ち
､
河
頂
.
荒
地
は
磯
砂
､
森
林
は
こ
れ

に
近

い
土
貿
で
､
桑
畑
'
英
樹
園
は
こ
れ
よ
-
幾
分
上

で
父
､
届
頂
p
虜
規
の
水
田
､
崩
典
の
鄭
新
作
畑
は
最

上
の
も
の
と
み
て
よ
い
様
で
あ
る
O
佃
腐
紬
､
出
水
地

方
に
於
け
る
祭
群
の
付
置
は
p
附
泥
の
高
所
を
ホ
し
て

ゐ
る
C)

砂
塵
の
大
小
､
及
び
濃
は
､
腐
頂
よ
-
漸
次
腐
英
､

腐
鼎
に
少
と
な
-
､細
砂
､
粘
土
は
rJ
の
反
射
と
な
る
｡

し
か
し
､
TJ
れ
ほ
は
例
外
が
多
分
は
あ
る
rJ
と
を
断
つ

i,L
E{
-
｡

rJ
J
に
考
究
せ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
rJ
と
は
古
田
･府
潮
の
持

鵡
期
間
で
あ
る
が
､
叩
斐
の
郷
士
研
究
者
は
い
づ
机
も

潮
の
布
衣
を
有
史
ま
で
と
主
張
し
て
屠
る
様
で
あ
る
｡

筆
者
も
単
-
よ
り
こ
れ
に
典
妹
を
持
ち
､
そ
の
澄
接
を

蒐
基
し
て
み
た
結
果
を
基
に
列
記
し
て
大
方
の
数
を
蒲

は
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

○
地
5
.的
州
南

琴
等



州

+i:i

妨

二
十
七
怨

二

;-
肝
盆
地
唯

lL
の
排
水
日
で
あ
る
冨
十
川
の
渓

谷
の
鹿

部
(
鰍
樺
と
;
･3樺
の
間
)萌
ノ
油
は
疎
塩
な
基
塊

岩
で
あ
る
し
.
又
謹
撰
騨
の
附
進
の
新
道
の
商
側
の
約

二
十
米
断
崖
は
洪
精
世
の
跳
層
で
地
質
的
に
新
し
い
'

そ
れ
を
切
開
い
た
の
で
あ
る
か
ら
排
水
は
現
世
と
み
て

差
支

へ
な
い
｡

二
㌧
飯
野

朴
葡

王
手

の
西

方
川
上

四
五
〇
米
の
箇
所

に
厚

い
粘
土
層
の
露
出
が
あ
る
｡
こ
の
成
因
は

つ

い
て

和
動
佐
川
､
第
簸
川
p
氷
河
等
を
考

へ
て
み
な
が
､
企

排
的
で
な
い
｡
厚
い
粘
土
層
の
堆
種
は
静
穏
の
水
に
ょ

つ
て
の
み
な
ru
れ
る
O

三
p
和
動
川
扇
状
地
の
崩拙

速

か
ら

現
在
､
堂
々
し

い

輩の
基
が
据わ

目

さ

れ

る

｡

陛
p
現
在
も
輩
問
と
和
し
て
､
輩
の
群
雄
し
た
福
地

が
低
地
に
春
す
る
｡

滋
､
大
雨
の
あ
っ
た
時
､
富
士
.L川
の
排
水
の
最
が
こ

れ
は
件
は
ぬ
場
合
は
う
そ
の
水
が
逆
流
し
て
､
盆
地
の

最
低
地
二
四
五
来
遊
ま
で
は
.L
面
の
湖
水
状
を
量
し
た

こ
と
が
あ
る
｡
現
在
で
も
沼
状
の
地
形
は
綿
々
は
存
す

妨
三
批

7
;
0

ニ

粥
川

る
〇六

､
滴
湖
'
菅
沼
等
の
地
名
が
'
低
地
に
存
し
て
屠

る
〇七

も
蓮
浬
､

一
町
畑
p
乙
農
､
西
北
輪
蓮
よ
-,h沼
瓦

斯
が
発
生
し
p
井
戸
掘
の
際
p
有
機
物
が
出
る
｡

0
史
的
珊
由

一
､
残
簡

甲
斐
風
土
記
､

八
代
郡
の
候
に
北
限
-嘩

描
;
と
あ
わ

'
買
物
播
種
の
中
､
鶴
'
肺
､
鴨
､
噂
､

亙
麻
郡
の
貫
は
鴨
､
鷺
､
鳩
鵜
､
鮎
､
鮒
が
あ
わ
O
市

川
郷
の
榛
は
.
春
夏
之
申
､
土
俗
以
和

銅
]随
,)梅
磯
｢符
岩

魚
凍
而

取
レ之
､

一
網
取
.数
百
燐
‥と
あ
る
｡
之
等
は
い

づ
れ
も
､
湖

沼
を
背
嚢
と
し
た
珪
業
で
あ
り
t
,J
の
啓

の
作
ら
れ
た
常
時
の
状
態
を
私
ぶ
ほ
足
る
｡
編
纂
の
年

代
は

fi
舷
の
風
土
記
の
作
ら
れ
た
の
は
元
別
天
虫

(
一

三
七
二
)
頃
で
､
こ
れ
も
そ
の
時
の
も
の
ゝ
雄
簡
で
あ

る
か
､
叉
は
そ
の
後
模
作
さ
れ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る

が
､
敢
小
限
度
克
明
天
皇
の
時
代
は
湖
水
が
あ
っ
た
事

と
な
わ
､
そ
の
後
の
模
作
と
す
れ
ば
p
荷
後
世
ま
で
湖

が
押
頂
せ
ら
れ
た
rJ
と
.J
な
る
｡



二
､
現
加
ド

甘
地
､
元
､市
ケ
瀬
基
地
に
あ
っ
た
､
三

輪
榊
勅
は
垂
仁

天
虫
の
榊
宇
p
大
利
岡
城
上
郡
三
輪
醐

乱
か
ら
渦
萌
し
た
も
の
で
あ
る
が
p
を
の
枇
前
は

;[
面

の
湖
水
で
あ
っ
た
故
､
今
79
奮
二
月
二
日
は
船
引
の
祭

と

い
ひ
.
舟
敬
)模
作
し

て､
中
に
御
幣
を
立
て
'
正
果

し
た
醐
宜
が
醐
鹿
を
引

き悪
は
す
｡
三
輪
醐
配
の
地
形

が
三
方
水
に
因
れ
た
地
域
で
あ
る
と

い
ふ
が
'
大
利
も

乙
J
75=同

-i
地
形
で
あ
る
｡

三
､
又
こ
の
時
､
三
輪
様
の
水
先
案
内
を
し
欠
'
勅

使
水
先
別
納
が
､
市
ノ
湘
基
地
の
榊
士
に
祭
ら
れ
て
ゐ

る
〇四

'
八
代
の
熊
野
擢
現
に
も
三
月
三
日
榊
離
農
が
あ

-
'
舟
二
娘
h
.作
ら
右
を
地
頭
舟
'
充
を
甘
地
舟
と

い

S
t
来
任
潜
時
の
骨
偏
と
部
民
が
別
々
の
舟
に
乗
っ

て

兼
ね
rJ
と
敬
意
唖
し
て
ゐ
る
｡

五
､
乙
の
外
基
地
､
山
麓
の
古
米
群
に
は
､
水
先
､

榊
購
､
の
紳
恥
が
あ
-
'
水
先
案
内
人
か
､
又
は
坤
を

意
味
し
て
ゐ
る
と
み
ら
れ
る
｡
本
地
方
附
並
で
の
所
在

は
左
記
の
如
-
で
あ
る
0

御
地
仙
川
扇
状
地
及
兆
の
泣
傍

の
規
格

極
目
､
上
様
､
築
山
､
塚
旭
､
高
尾
､
大
洋
､
十
=

市

場
'
上
宮
地
､
平
岡
'
下
宮
地
､
上
野
〔
八
代
)
､

等

｡

六

､

市
ノ
瀬
轟
地
中
兜
の
南
北
の
交
通
路
を
今

村
舶

道
と

い
っ
て
ゐ
る
｡

七
p
か
ノ
醐
義
地
の
中
州
及
び
八
代
郡
上
野
営
市
ノ

瀬
と
呼
び
'
舟
寄
場
だ
と
の
口
碑
が
あ
る
｡

八
､
醐
就
藩
潜
四
に
元
明
天
魚
の
御
代
干
潮
と
の
記

妹
が
あ
る
｡

九
'
山
寺
の
賢
妹
寺
の
経
過
に
ょ
れ
ば
､
本
章
の
附

進
ま
で
潮
で
､
住
民
は
時
々
水
溶
に
昔
め
ら
れ
た
｡
共

析
行
基
が
通
-
か
j
-
､
乙
の
帽
苦
を
救
ふ
べ
-
'

小

字
を
立
て
ゝ
棚
橡
を
刻
ん
で
鎮
め
た
の
が
本
尊
の
韮
触

如
来
で
あ
る
と
､
後
行
進
は
'
親
王
の
篠
原
山
で
地
形

を
み
て
商
ノ
瀬
を
払
ら

い
た
と

い
ふ
.

十
､
上
古
'
古
本
毘
京
王
､
挽
見
放
尼
'
武
狩
川
別

命
等
轍
鯉
口
開
港
の
丸
棒
が
あ
る
｡

十

一
､
蹴
裂
別
榊
､
佐
久
大
明
碑
､
穴
切
紳
酢
､
囲

陣
地
減
'
湘
軍
小
動
p
法
成
寺

(
水
去
-
て
士
と
な
る

ニ
!;
.1L

M
.i
.



地

拭

妨

二
十
七
懲

蕊
)
の
紳
仰
p
両
胸
等
の
地
名
あ
る
は
+;
人
が
絶
え
ず

治
水
に
懸
念
し
て
ゐ
た
澄
接
で
あ
る
O

十
二
､
盆
地
の
固
蓮
は
舟
つ
な
ぎ
の
松
､
梅
岸
寺
等

の
地
名
が
赤
す
る
｡

十
三
､
小
夜
千
息
､
容
に
rJ
を
な
け
鮫
の
州
､
差
出

の
磯
7P
狼
や
乙
す
ら
止
｡
し
ぼ
の
や
ま
差
出
の
磯
に
性

む
千
鳥
､
君
が
御
代
を
ば
八
千
代
と
ど
な
-
｡
古
今
基

の
古
歌
は
､
湖
速
の
惜
蔀
で
'
囲
文
の
先
生
方
が
い
ふ

能
登
あ
た
-
の
地
名
と
絡
ん
だ
-
､
奇
を
て
ら
っ
た
等

と

い
ふ
邪
種
は
.i
考
の
債
値
が
あ
ら
う
｡

十
四
､
叩
府
盆
地
の
最
低
部
に
は
郷
名
な
-
'
こ
れ

の
撲
定
新
代
に
は
架
静
が
な
か
っ
た
か
と
み
ら
れ
る
｡

但
し
､
rJ
れ
は
氾
濫
原
で
も
同
様
故
､
薄
霧
な
,=i
.由
で

あ
る
〇

十
茄
､
加
々
美
､
脆
附
､
南
湖
と
集
群
が
漸
進
的
に

低
地

へ
教
連
す
る
の
一も

<;
川
面
と
な
る
｡

以
上
を
綜
各
し
て
み
る
と
'
ー
甲
府
湖
は
奈
良
朝
頃

ま
で
駅
範
園
に
存
し
､
平
安
時
代
の
求
州
道
は
戯
低
地

に

▲..
部
が
許
し
'
其
後
､
土
地
の
昇
降
が
大
な
る
排
由

妨
三
状

ニ
0
四

四
六

と
な
-
､
そ
れ
は
人
力
が
加

へ
ら
れ
て
千
湖
し
た
も
の

と
E
･S
へ
る
｡
但
し
､
湖
水
の
状
態
は
治
水
の
巧
に
行
ば

れ
な
い
時
は
度
々

一
時
的
に
あ
っ
と
FJ
と
J
恩

へ
る
｡

3

'
気

候

川
方
が

両
に
園
れ

ね
地
形

で

あ

る

か

ら

､

沼
津
ま
わ

雨
泉
が
少
-
､
年
雨
盈
'
二
〇
〇
〇
邦
に
勤
し
で
.
本

地
方
は

一
四
〇
〇
粍
前
後
で
あ
る
｡
松
本
の
二

〇
〇

粍
よ
-
少
し
-
多
-
､
光
束
の

7
六
〇
〇
邦
よ
わ
少
し

-
多
い
｡

楠
畳
の
曲
線
は
､
八
月
を
峯
と
L
LJ
.-･堺

一
の
山
形
を

量
し
､
宙
両
地
域
で
あ
る
都
を
ホ
し
て
居
る
｡
乙
の
型

は
､
群
掲
'
板
木
附
逝
け
よ
-
み
ら
れ
'
足
尾
'
目
元

等
年
両
灘
の
相
違
は
あ
る
が
'

山
頂
峯
の
山
形
聖
は
同

一
で
あ
る
｡

年
桶
畳
､
其
他
の
瓢
で
､
東
京
､
瀬
戸
内
と
粕
似
は

し
で
居
る
が
両
者
は
七
'
八
月
は
両
最
が
逓
減
し
て
六

月
と
九
月
の
二
頂
峯
聖
で
あ
る
｡
山
形
等
も
類
似
型
は

属
す
る
が
北
日
本
聖
の
七
月
､
九
月
､
十
二
･月
の
二
頂

峯
理
で
あ
る
｡
日
本
の
雨
凡肌
曲
線
は
南
=
木
型
の
｢
六
･



節

二

圃

九
叉
は
｢
瓦
｡九
｣

二
頂
峯
型
.
笛
両
地
域
の
八
月
が
､

舵
-
な
ら
舶
一頂
峯
型
へ
｢
十
二
･七
･九
｣
三
頂
峯
の
北

御
勅
位
川
1L
S
批
地
及
北
ハ
わ
妃
傍

の
米
箔

=
木
型
の
∴
ニ
種
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
棟
で
あ
る
｡

本
地
域
の
南
方
の
水
m
地
方
及
相
方
の
山
村
は

山

頂

峯
型
で
あ
る
が
'
腐
典
は
､瀬
戸
内
に
酷
似
し
て
p
七

･

八

の
雷
雨
は
降
雨
が
あ
ま
-
な

い
｡

風
は
南
日
本
聖
の
様
で
九
月
の
未
か
ら
名
物
の
八
ヶ

岳
下
し
が
吹
出
し
十
月
の
牢
よ
り
翌
年
の
四
月
束
頃
ま

で
は
fJ
の
北
風
が
卓
越
す
る
｡
四
月
兼
か
ら
五
月
は
か

け
て
'
風
の
交
代
期
頃
'
大
箱
が
見
舞
っ
た
み
'
五
月

二
十
日
頃
に
な
み
春
賀
の
雅
驚
飼
育
期
に
人
づ
て
か
ら

急
に
'
北
風
に
担
っ
た
わ
し
て
農
家
の
膿
を
悪
か
ら
し

め
る
｡
秋
は
十
月
が
そ
の
交
代
期
で
あ
る
｡

三
浬
勝
街
氏
が
行
っ
た
棟
に
'
柿
の
枝
は
よ
っ
て
み

る
と
'
そ
の
年
育
期
即
ち
晩
春
か
ら
初
秋

へ
の
卓
越
風

が
記
錬
rb
机
で
ゐ
る
｡
叉
'
春
驚
上
辞
後
､
教
井
し
わ

桑
帳
は
'
初
夏
か
ら
'
晩
秋
ま
で
の
卓
越
風
及
両
泉
､

東
楓
等
の
記
錬
者
で
あ
る
｡
即
ち
次
岡
に
示
す
如
き
形

潜
と
な
る
｡
芽
の
間
の
近
い
の
は
､
水
分
の
少
い
た
め

成
長
の
皮
4
1が
に
ぶ
っ
た
も
の
で
'
年
に
ょ
-
興
っ
て

ゐ
る
｡
叉
近
傍
の
力
草
と

い
ふ
禾
本
科
の
椀
物
の
兼
も

ニ
O
Td

四

七



第 三 聞

地

5W/ J求

節
二
十
し
昏

こ
れ
の
記
強

者
で
､

-

び

れ
を

い
-
つ

か
み
せ
て
屠

る
0夏

期
の

卓

越
風

は
富

士

川
の
演
谷
か
ら
凍
る
も
の
で
あ
る
｡
春
か
ら
夏

へ
か
け

て
の
.
捕
ま
-
凪
､
兼
よ
わ
の
風
は
､
天
粟
の
恵
-
衣

る
兆
快
で
あ
る
し
､
風
向
が
西
又
は
北
は
鼻
る
と
天
気

,/Iカ
よ
-
な
る
と

い
は
れ
で
ゐ
る
｡

殆
ど
風
の
な

い
東
北
は
通
風
の
馬
は
錐
門
と
し
て
塞

け
､
暴
風
の
他
は
あ
ま
ら
吹
か
な

い
東
南
寄

与
に
は
便

所
が
設
け
ら
れ
ttJ
居
る
｡
西
風
は
冬
期
時
々
吹
い
た
-

1.

夜
間
九
時
か
ら
十
時
頃
叉
は
夜
草
､
突
発
的
に
狂
的
は

根
-
吹

い
て
p

一
寸
聡
か
し
わ
む
､
夢
を
破
っ
た
ヵ
す

る
が
､
十
分
枕
で
や
む
部
が
多
-
､
両
地
は
起
る
乾
燥

し
た

F
6
h
n
と
み
ら
れ
る
.

凪
の
適

鹿
は
各
々
月
の
毎
秒
の
平
均
が
二
光
に
満
た

燐

三

縄

二
景

凹
八

な

い
が
'

四
時
吹
通

し
で
な

い
か
ら
､

十
二
､

一
､

二
'
三
七
四
の
月
は
十
朱
以
上
の
速
度
の
北
風
は
関
々

め
-
､
疾
風
種
皮
の
も
の
は
殆
ど
海
口
吹
-
｡
五
月
の

南
風
も
刑
皆
は
弧
-

雨
を
件
ふ
時
が
街
は
大
で
あ
る
｡

秋
の
就
時
の
凪
は
捕

基
他
の
英
樹
に
大
損
客
を
水
す
こ

と
が
多
-
'
大
粒
の
相
が
収
穫
豊

刑
ほ
し
で
､
算
を
乱

し
て
'
地
肌
の
み
え
内
相
落
ち
る
事
も
あ
ゎ
､
乙
の
姉

は
鵬
が
あ
る
故
'
こ
ろ
柿
'
樽
柿
､
ru
は
し
柿
に
は
在

ら
ず
薯
は
悲
惨
で
あ
る
｡
又
よ
-
疾
風
'
強
風
の
吹
-

時
は
､
古

い
容
養
屋
根
む
め
-
ら
れ
て
､
防
止
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
｡

家
屋
と
凪
の
闘
係
に
つ
い

ては
後
事
に
述
べ
る
｡
気

温
は
枚
本
程
で
な

い
が
､
や
ゝ
大
陸
的
で
､
塞
薯
北
ハほ

著
し

い
｡

初
霜
は
十
月
二
十
五
日
頃
で
､
刺
耕
作
時
代
は
こ
れ

が
作
物
の
聴
育
停
止
の
報
骨
と
み
て
､

一
審
に
取
入
れ

が
開
始
rb
れ
る
.
結
露
は
大
た
い

四月
の
兼
で
絶

っ
て

居
る
が
p
山
番
仙
骨
の
常
'
桑
の
芽
が
出
そ
ろ
っ
た
'

五
月
の
十
日
頃
は
在
っ
て
､
大
霜
は
見
錬
れ
る
rJ
と
が

Jr

I
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-
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聞
々
あ
る
｡
rJ
の
篤
､
春
篭
の
掃
立
が
遅
れ
る
が
､
間

も
な
-
桑
は
､

捗
配
す
の
で
他
の
作
物
の
様
な
大
審
は

な

い
様
で
あ
る
｡
霜
柱
は
出
方
､
相
方
は
多
-
､
局
面
は

砂
利
が
多

い
の
で
'
H
で
も
弊
ふ
み
は
あ
ま
-
し
な

い
｡

声
外
頻
働
の
停
止
は
初
等
は
よ
っ
て
決
定
ru
れ
る
｡

初
雪
は
極
っ
た
様
は
七
十
二
lJ

i
E
の
高
尾
山
の
契

機
に
降
る
｡

難
新
作
時
代
は
富
士
山
の
等
や
､
八
ヶ
岳
､
自
髄
の

鼻
白
-
な
る
こ
と
が
.
巣
み
で
も
あ
-
又
心
糾
-
も
あ

っ
た
｡
紺
碧
は
澄
ん
だ
高
原
の
埠
は
こ
れ
等
の
白
姿
が

-
つ
き
-
準
え

て､
並
太
の
柿
紅
基
が
倣

い
北
風
に
､

軽
快
に
ば
ら
-

1
散
っ
て
ゐ
る
｡
う
ら
を
-
の
柿
が
す

F
u透
る
様
に
熟
れ

て､
時
々
島
の
群
が
訪
れ
る
｡
容
の

罪
が
ほ
ん
の
か
､
若
練
に

l,
寸
程
の
び

七､
取
成
し
の

木
綿
の
紬
が
白
-
ぼ
け
て
屠
る
｡
桑
修
や
､蛙
筆
数
が
p

苗
の
所
々
に
置
忘
れ
で
あ
る
の
む
多
能
-
の
燃
料
に
収

基
め
る
｡
木
綿
7P
殻

へ
布
-
前
に
収
穫
す
る
｡
高
尾
山

へ
榊
参
-,>
の
遺
著
が
p
ぽ
っ
-
1
通
っ
て
少
年
連
の
気

む
は
づ
ま
せ
る
｡

御
地
似
川
扇
状
地
及

北
ハ
の
近
侍

の
雅
絡

榊
藩
も
少
し
-
過
ぎ
iJ
噴
あ
た
-
が
､
騒
飲
州と
し

て

桑
の
基
や
､

柿
の
葉
を
ま

き
ち
ら
し

旧
し
､

は
う

き

木
の
様
な
防
風
林
の
棒
79
ざ
わ
-
-

し
て
ゐ
る
｡

い
つ

か
北
山
79
西
川
も
時
涌
れ
て
粉
等
が
p
ち
ら
く

舞
S
I

出
し
た
の
だ
､
富
士
も
み
え
ぬ
｡
家
々
で
は
､
軒
端
は

煙
草
や
'
こ
ろ
柿
を
つ
-
込
ん
だ
ら
'
落
花
生
の
ほ
し

た
の
や
'
大
根
の
切
干
し
'
柿
の
皮
p
輩
の
洗
っ
た
も

の
等
姉
さ
ん
被
わ
の
女
辻
が
土
間
は
入
れ
た
-
す
る
｡

後
れ
毛
に
雪
の
と
け
ね
の
が
光
っ
て
ゐ
る
｡
旦
高
尾
の
●
●

怨
の
ru
は
ぎ
が
手
は
と
る
様
は
聞
え
る
｡
名
物
の
わ
ん

●
●

●
●

●
●
●
●
●

切
-
の
｢
か
や
飴
｣

や
発
貴
家
の
｢
乙
ん
ほ
や
-
L
を
聯
憩

し
な
が
ら
.
仕
事

を
早
仕
舞
L

tt
菜
も
若
き
も
怨
は

急
ぐ
｡
間
も
夜
-
撃
も
止
ん
で

tか
ら
-
し
た
童
に
な

る
｡
初
等
は
い
つ
JC
大
降
-
は
な
-
､
時
雨
の
強
度
で

終
る
｡
秋
の
訪
れ
に

｢
つ
-
づ
-
怯
師
｣
が
p
熟
柿
を

食

へ
と
な
-
様
に
p
各
の
訪
れ
に
は
｢
雪
げ
t,
｣
(
ぶ
ゆ

の
様
な
白

い
羽
虫
)
が
舞
ふ
｡
少
女
は
､
慶
の
毛
が
崇

-
な
る
と

い
つ
y
t
軍
っ
て
FJ
れ
を
浦

へ
て
つ
け
る
の

だ
｡
-

筆
者
の
少
年
時
代
は
こ
ん
な
風
で
あ
っ
た
｡

ttrJ
七

凹

九



地

紋

終

等

は
大

抵
も

三
月

lL
ぱ
い
で
あ
る

が
'

四
月

に

な
る
昭
も
あ
る

｡

鮮
二
十
七
潜

時
は
よ
-

和

抑

晩

舗

松

林

'i
O

t..八

.li
t
.L
凹

水

火

二

.
'

li二

凹
'

八

本
地

力

L,
〓
'

ニ
滋

凹

'三
U

I;

形

-.C

､ニ
二

光

t
I,i;

q

=

二

'
八

川
t
Jt八

郎
兜

粍
一

∵

二
光

'.三

二的

初

JJL
.

.1

.

.二

.川

〓
LLP二
五

-.i
二
､

l

二

､
.i
八

二
1'
.1

六

∵

∬

霜
は
朝
も
夕
も
殆
ど
夜
-
'
小
野
棟
の
児
童

へ
の
説

明
も
rJ
せ
る
緯
度
で
'
渥
岸
地
方
の
戒
は
明
瞭
に
み
え

な

い
｡
春
秋
の
両
の
蒸
れ
る
朝
や
夕
等
'
霧
は

li
寸
先

も
み
え
ぬ
強
度
に
凍
る
こ
と
が
あ
る
0
露
は
夏
期
は
夜

に
な
る
と
曇
る
H
が
多

い
の
で
少
-
､
せ
め
て
夜
露
で

も
あ
れ
ば
と
､
屈
典
の
農
家
を
夜
げ
か
せ
る
｡
酢
耕
作

時
代
ほ
は

｢
あ
み
ま

き
L
が
ふ
え
る
の
で
閉
口
し
な
｡

こ
れ
ら
の

.i
敗

に
少

い
の
は
地
面
に
水
分
が
少

5,番
と

息
は
れ
る
が
､
糧
皮
衣
の
年
平
均
は
七
五
%
棟
で
東
京

地
方
と
頻
ら
ぬ
が
不
瓜
講
で
あ
る
｡

節
三
雛

云

八

fj
C

桶
金
閣
は
示
す
戒
に
七
両
袋
は
西
方
の
山
地
は
多
-

扇
状
地
は
少

い
｡
等
温
線
も
'
冨
士
川
の
演
谷
か
ら
坤

状
に
入
-
込
ん
で
､
純
度
と
寓
角
に
な
る
特
相
を
現
出

し
て
居

る
｡
即
ち
本
地
方
は
夏
期
'
酷
熱
寡
浦
の
地
域

で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
が
英
樹
p
妹
に
名
産
の
葡
萄
に

は
夜
間
の
谷
風
と
共
に
よ

い
ら
し
-
'
名
産
地
即
ち
葡

萄
園
は
甲
府
盆
地
の
酷
熱
､
寡
両
地
域
は
包
含
せ
ら
れ

て
屠
る
｡

車
両
畳
､

一
四
〇
〇
牝
で
､

-1
蚊
の
農
作
物
に
は
差

文

へ
な

い
の
で
あ
る
が
.
属
報
の
傍
鼠
地
碑
を
除
-
外

は
､
主
と
し
て
砂
磯
贋
の
壌
土
で
あ
る
か
ら
水
分
の
包

有
カ
に
乏
し
-
､
且
つ
'
地
下
水
も
深

い
故
､
す
ぐ
畢

麗
し
で
､
錐
育
困
難
と
な
-
､
降
両
の
少

い
時
は
限
っ

て
､
液
量
-
で
'
露
も
少
-
､
桑
の
粟
は
'
夜
で
も
在

へ
で
､
使
用
出
水
ず
､
貯
戴
場
で
霧
を
吹

い
て
驚
は
や

る
耕
皮
で
'
下
葉
は
黄
ば
ん
で
時
な
ら
ぬ
款
景
色
を
量

す
る
｡
玉
唐
黍
も
立
粘
れ
'
遭
芝
は
田
中
は
よ
れ
-
㌔

ほ
在
っ
て
ゐ
る
｡
歩
行
の
困
難
薯
は
言
語
は
親
せ
ず
､

桑
が
高
-
班
か
ら
被
r
u-
､
見
晴
し
は
q
Jか
ず
.
涼
風



は
来
ず
､
上
映
に
ま
み
れ
た
､
燕
粗
い
乾

い
た
凧
が
､

隠
道
の
様
な
道
路
を
む
せ
か
へ
る
棟
に
晩
-
の
み
で
あ

る
｡
.'S
が
凸
凹
･
~
し
た
道
路
は
情
格
の
様
に
焼
け
て
､
靴

に
火
の
棟
に
戚
じ
､
跳
足
等
で
は

山
間
も
歩
行
し
兼
ね

る
0そ

れ
故
秋
方
､
枚
方
で
は
現
代
で
も
桑
科
に
雄
に
酢

水
す
る
｡
こ
れ
は
水
附
の
水
番
人
の
飴
蝕
で
､
田
の
飴

-
水
MLJ'
飯
野
､
百
m
蓮
で
､
一
段
三
園
､
査
ケ
塚
で
､

_
･五
固
､
豊
蓮
に
な
る
と
六
･七
例
と

い
ふ
法
外
も
を

い
懐
で
褒
る
｡
急
こ
し
ら

へ
の
堰
の
水
が
あ
ふ
れ
て
､

道
路

へ
1,
ぱ

い
は
な
-
'
歩
行
が
防
塞
せ
ら
れ
る
こ
と

に
間
々
田
合
は
す
O
叉
､
降

雨

の
際
の
扇
状
地
の
道
路

は
水
路
と
な
み
､
涌
止
み
の
後
に
は
'
河
損
の
様
な
堆

精
や
浸
蝕
が
み
ら
れ
る
｡

こ
<
な
状
態
で
あ
る
か
ら
､
夏
期
の
降

雨

は
崩
基
局

頂
の
人
に
は
熱
望
さ
れ
る
が
､
田
方
で
F

J

A
な
必
要
は

毛
班
秘
め
ら
れ
ず
､草
憂
後
'
地
下
水
の
由
粗
景
は
増
す

故
､
吊
は
水
附
の

山
部
に
地
盛
-
む
し
で
作
ら
れ
て
ゐ

る
｡
を
れ
故
､
降
雨
よ
･｡
日
射
の
ガ
が
好
ま
し
い
ら
し

御

地

仙川
崩
服
地
及
%
J
の

近
1倍
の
非
紡

い
｡
か
-
利
幸
舶
反
す
る
二
､
地

排
僻
は
賓
際
問
題
と

し
て
､
野
H
川
疏
水
刷
題
が
付
け

阿
と
な
-
穂
川
時
代

か
ら
持
出
rJ
れ
､
原
方
の
水
m
化
を
望
ま
れ
る
が
､
こ

の
為
､
地
下
水
が
多
景
と
な
り
､
水
蜜
の
根
源
を

r--

多
-
す
る
串
を
憂

い
る

附方
人
士
の
反
動
に

あ
ひ､
い

つ
も
立
滑
と
な
み
､
御
流
れ
の
許
の
郭
を
｢

野
呂
川
糊

題
｣
と
い
っ
て
代
褒
詞
に
使
用
さ
れ
て
屠
る
棟
で
あ
る
'j

fJ
れ
粥
に

一
方
は
水
を
欲
し
'

一
方
は
必
要
も
な
い

の
に
夏
期
の
挑
雨
は
.
皮
肉
に
水
の
人
ら
粕
水

=地
方

に
多
-
降
-
､
頂
方
に
少

い
｡

布
目
の
棟
は
年
后
に
な
る
と
､
t唱
用
の
両
に
雲
が
な

れ
て
速
笛
が
附
か
れ
る
｡
見
晴
し
の
よ
い
'
土
手
に
で

も
上
っ
て
み
て
屠
る
と
'
八
ヶ
岳
か
ら
､
東
方
に
走
る

雨
凪
の
煙
っ
た
の
や
､
御
坂
山
脈
か
ら
;1
府
方
面

へ
時

輔
れ
て
宿
-
状
態
が
芋
は
と
る
接
に
み
え
る
O
甲
府
盆

地
の
夏
期
の
両
は
､
至
る
塵
で
催
ru
れ
'
小
槌
城
に
降

両
す
る
｡
富
士
川
の
渓
谷
か
ら
北
上
す
る
も
の
は
'
開

山
の
上
を
走
っ
て
､
明
る
-
行
き
過
ぎ
､
扇
状
地
へ
は

e'1
1フ
-
I

と
'
ね
ヾ
桑
摘
む
人

の
心
む
せ
か
せ
ね
に
過

二見

先
…



地

球

妨

ニ
L
七
億

ぎ
ぬ
場
合
が
多

い
｡
又
卒
地
へ
氷
る
も
の
も
P
崩
頂
の

水
田
地
方
は
止
む
崩
火
に
及
ば
ぬ
｡
農
家
は
大
粒
の
雨

に
よ
っ
て
鮎
々
と
瓦
の
蔵
に
印
さ
れ
た
白

い
塊
の
庭
む

怨
め
し
げ
に
眺
め
て
'
長
嘆
息
を
な
す
の
み
で
あ
る
｡

-

昭
和
十

一
年
八
月
十
八
日
朝
晴
､
年
後
〇
時
草
p

藤
田
村
役
場
を
即
し
､
徒
歩
刑

島
､
酉
璃
湖
を
経
で

一

軒
茶
屋
に
向
ふ
｡
四
用
の
叫
は
無
朱
味
は
黒
ず
み
p
雲

は
以
-
ゝ
垂
れ
て
､
蒸
熟
-
､
覇
業
の
末
79
動
ず
､
無

風
｡
1
斬
茶
屋
を
過
ぎ
て
三
軒
家
に
向
は
ん
と
せ
し
時
､

敏
凪
と
共
は
南
方
よ
-
ぽ
っ
-
～
と
大
粒
の
両
､
雷
鳴

な
し
｡
急
ぎ
引
返
し
東
南
湖
は
樽
向
'
紅
白
の
蓮
の
花

の
風
情
鑑
賞
の
暇
も
夜
-
歩
を
急
ぎ
p
祭
蕗
の
草
は
塞

-
し
頃
､
両
は
愈
々
繁
-
p
宿
は
づ
れ
の
小
店
に
小
憩
､

日
照
簡
明
る
-
p
江
声
時
代
の
宿
場
の
凧
楠
､
･.G
r貧
の

壷
を
思
S
浮
べ
た
ゎ
｡
約
三
十
分
､
丑
む
を
待
ち
て
南

湖
村
役
場
は
至
る
｡
時
は
三
時
十
分
前
'
五
十
分
を
勤

し
､
分
間
山
間
其
他
を
卯
月
'
離
し
て
五
明
村
役
場
に

行
か
ん
と
し
て
p
和
泉
に
八
･a
L
頃
､
来
芳
よ
む
豪
両

要
求
'
遠
雷
有
-
､
附
近
の
民
家
の
門
脇
に
運
搬
､
申

鮮
三
雄

ニ
I
O

..<
二

々
止
ま
ず
｡
結
局
招
ぜ
ら
る
L
iri
J
に
､
邸
内
に
入
-

約

Li
時
間
数
過
す
｡
両
止
み
允
的
ど
塞
晴
れ
ず
､
先
程

の
二
覗
両
は
､
硝
盆
地
内
を
走
駆
す
る
と
み
え
､
川
影

明
か
な
ら
ず
O
涼
風
を
満
喫
し
っ
J
徒
歩
､
大
師
､
刑

樺
､
鮎
浬
を
経

てp
小
笠
原
の
橋
畔
､
自
動
車
立
場
は

夕
刻
到
着
｡

午
后
の
両
の
状
態
を
問

へ
ば
､｢
ば
ら
-
～
桶
二
回
あ

-
｣
と
､
成
轟
'
地
面
は
攻
の
立
た
ぬ
米
艦
､
桑
の
根

本
は
ま
だ
白
-
境
ruれ
た
-
｡

源
村
行
来
各
自
動
車
に
乗
-,,l
て
'
倉
庫
町
の
入
日
ほ

て
下
車
｡
暴
暗
-
p
戯
影
な
し
p
掠
気
を
う
け
て
再
び

足
は
ま
か
せ
て
町
の
過
草
に
水
ら
し
頃
p
背
後
よ
･Q
､

一
陣
の
強
風

と共
は
大
桐
沌
然
と
氷
る
｡
雷
鳴
を
L
p

知
人
の
家
は
駆
け
入
る
.
時
に
入
時
十
分
前
｡

｢
乙
せ
っ
た
両
｣
と
つ
ぶ
や
け
ば
pr
乙
ま
る
鷹
か
大
助

か
ゎ
､
北
壁
の
躍
れ
相
殺
降
れ
ば
よ
し
｣
と
微
苦
笑
､

飛
だ
塵
で
.
飛
だ
御
叱
与
を
甘
受
｡
｢登
の
両
は
｣
と
周

へ
ば
､
｢
催
し
ば
か
-
L
と
答
ふ
｡

一
時
間
飲
む
小
止
み

ru
へ
な
し
｡
悪
雨
の
為
か
家
Ti<;
の
人
の
邸
は
は
ず
む
｡



圧
力
な
-
傘
を
楢
川
､
臨
終
ほ
っ
-
｡
-

夏
期
の
靴
桶
は
rJ
の
例
ば
か
-
で
な
-
'
い
つ
も

一

日
に
二
p
三
河
の
僻
は
み
る
.
そ
し
て
崩
鮎
方
面
は
二

相
も
､
三
河
も
こ
ん
な
雨
は
川
合
ふ
｡
し
か
し
崩
典
は

瀬
戸
内
掲
式
に
'
雷
鳴
と
､
蒸
熱
さ
を
感
じ
た
ば
か
-1

で
終
る
こ
と
が
多

い
｡

崩
架

へ
氷
る
も
の
は
鮒
樺
の
少
し
-
北
方
の
聴
産
の

も
の
が
降
桶
率
が
大
で
あ
る
｡

｢
哲
雄
の
如
-
､
凪
が
山
脈
に
覚
っ
て
降
雨
す
る
と

速
断
せ
ず
'
眼
に
み
え
な

い
気
流
の
山
脈
が
各
所
に
あ

る
こ
と
を
考

へ
ね
ほ
な
ら
粕
｡
梅
か
ら
陸
に
上
る
時
､

山
脈
に
突
潜
っ
た
時
は
勿
論
で
あ
る
が
､
河
川
も
浜
谷

が
あ
っ
て
も
P
同
様
に
降
桶
が
促
が
さ
れ
る
｡
rJ
の
例

は
､
ミ
シ
シ
ッ
ピ
河
の
流
域
､
淀
川
の
流
域
の
如
き
で

あ
る
｣
と
'
築
地
技
師
は
言
は
れ
た
が
'
早
川
p
冨
士

川
の
臨
界
に
輔
が
多

い
の
は
縦
谷
の
故
と
こ
ん
な
修
件

も
入
る
の
で
は
な

い
か
と
思
は
れ
る
｡
而
し

1
枚
に
平

地
よ
-
山
岳
地
方
の
雨
敦
の
大
な
rJ
と
は
次
の
宜
例
で

7?
判
明
す
る
故
考
慮
の
故
地
が
あ
る
｡

御

地

仙

川

扇

状

地

及

非

の

近

位

の
柴

描

巌

土

山

八
月
中
に

'
約

.i
U
日
C
靴
｡

御

縁
川
夏

期

四

三

日

間

に

､

約

七

七

〇

靴
で
､
川

麓
の
盈
裸
は
比
し
二
倍
で
あ
る
｡

上
向
地

七
月
中
p
七
五
四
粕
で
松
本
よ
り
六
三
四

粍

多

い
｡

水
m
地
方
の

降

雨

の
多

い
の
は
､
崩
苑
地
に
比
し
て

冷
え
た
気
流
の
山
の
布
衣
と
恩
は
れ
､
崩
英
の
豊
間
の

暴
雨
は
'
乾
燥
し
て
気
温
が
高

い
故
'
上
昇
追
放
し
て

仕
舞
ふ
負
か
と
考

へ
ら
れ
る
｡
八
九
月
の
夜
半
降
雨
が

頻
繁
に
あ
る
の
は
､
特
別
に
上
客
の
気
温
が
低
下
す
る

故
と
息
は
れ
る
｡

梅
雨
､
淋
雨
の
状
態
は
'
日
本
内
地
の
各
地
と
大
差

は
覆

い
戒
で
あ
る
｡

出
産
の

一
月
､
三
月
.
十

一
月
即
ち
冬
期
に
多

い
の

は
p
他
地
方
で
も
同
様
p
四
､
五
月
の
藤
井
期
に
批
娠

率
が
多

い
故
と
見
放
さ
れ
'
申
正
座
郡
金
閣
の
統
計
も

順
々
同

山
の
型
腔
を
と
っ
て
ゐ
る
｡

死
亡
率
が
二
p
三
月
に
多

い
の
は
'
極
基
と
'
政
商

低
気
温
の
閃
き
が
大
で
p
東
棟
不
順
の
故
と
み
ら
れ
.

≡
]

空
ニ



地

球

節

二
十
七
怨

七
凡
の
-;
は
､
春
雷
の
退
歩
や
'
梅
雨
',
及
梅
雨
晴
れ

の
暑
n
ほ
負
け
る
も
の
と
み
ら
れ
る
.｡
韻
庇
と
の
関
係

は
明
瞭
で
頂
い
｡

4
､
天
然
資
源

本
研
究
地
域
は
殆
ど
温
雅
林
相
で
あ
る
｡
-;
地
に
は

｢
ぶ
覆
し
'｢
A
ほ
を
ら
｣
､｢
み
づ
な
ら
｣
､
｢
つ
が
｣
.
｢落
葉

栓
L
t｢
杉

L
t
｢黒
於
｣

'r
赤
絵
｣
'
｢
か
や
L
t｢
称
｣
､｢
も
み
L
t

｢
ぬ
づ
rJ
L
､｢
あ
ら
ゝ

ぎ
｣
､
｢撹
｣
､｢
rJな
ら
｣
等
の
脱
硫

林
が
繁
茂

し
て
ゐ
io
.
明
治
四
十
四
年
約
三
十
苗
町
歩

の
思
朋
林
下
朋
時
代
は
濫
伐
の
為
'
米
山
と
夜
タ
'
大

洪
水
を
塀
出
し
て
居
ね
が
'
共
後
発
林
を
養
成
し
カ
の

で
水
劣
も
少
い
.

低
地
の
森
林
は
納
札
の
外
殆
ど
み
ら
れ
ず
'
僅
か
に

河
原
に
美
林
の
帯
状
分
布
が
み
ら
れ
る
｡
｢
詔
蛤
｣
､
｢亦

放
し
'
｢操
｣
が
主
で
あ
る
｡
P,
の
外
,
泣
蝕
･T

土
手
,

其
他

念
傾
斜
地
を
利
用
し
た
-
し
て
操
が
牡
育
し
て
ゐ

る
｡
明
治
時
代
､
菱
茸
の
城
大
以
前
は
伐
地
各
所
に
共

却
夜
林
柵
が
み
ら
れ
ね
が
'
今
は
前
述
の
局
所
に
名
城

を
止
め
て
居
る
だ
け
で
あ
る
が
仰
E=
の
畦
tこ
於
や
樺
の

妨
三
班

三
三

五
円

i;
水
が

1
本
化
鳩
さ
れ
ね
む
'

1
二
八
の
横
等
が
芽
を

目
し
た
ら
し
て
'
過
去
を
物
語
っ
て
-
れ
る
｡
叉
光
地

んタゲ

に

横

の

木
を
J
-
み
う
け
る
｡

又
河
iS
にこ
は
､｢
針
ゑ
人
じ
ゆ
L
t｢
ポ
プ
ラ
｣
'｢
ね
む
｣
､

｢
河
原
ぐ
み
｣
､｢
野
い
ば
ら
｣
が
み
ら
れ
る
｡

榊
靴
に
は
｢
乃
稔
｣
､｢赤
松
｣
が
主
で
､
rJ
れ
ほ
｢杉
｣
､

.｢
拾
｣
'｢
棒
｣
'｢梯
｣
等
混
入
n
れ
｢
い
て
ふ
｣
が
極
-
稀
に

み
ら
れ
る
｡
防
風
林
の
家
森
は
､｢,iLT竹
｣
､｢
棒
｣
､
｢棲
｣
､

新
し
い
も
の
に
｢杉
｣
が
あ
る
が
'
こ
れ
等
ほ
'
｢藤
L
t

｢
あ
け
び
｣
等
が
せ
つ
は
っ
て
ゐ
る
｡
低
地
柄
林
と
し

て

は
桐
が
住
宅
の
附
妃
は
み
ら
れ
'
柿
の
木
は
寅
る
虜
に

列
状
又
は
淋
状
に
分
和
し
て
ゐ
る
｡
主
と
し
て
油
柿
で

｢
rJ
ろ
柿
｣
､
｢
さ
わ
し
柿
｣
に
位
は
れ
る
｡
ノ低
地
に
放
け

る
桑
梅
の
中
の
L?
は
鎮
守
の
森
で
あ
わ
'
乙
の
柿
の
木

で
あ
る
.
柿
の
木
は
文
の
券
働
の
十
時
'
三
時
の
休
憩

所
と
改
み
.
乙
の
下
で
:3
家
の
A
茶
が
架
し
-

の
ま

れ
'
邦
人
の
L
,
ク
一-
ツ
ク
以
上
の
囲

卵凪
灘
で
狩
人
の

飛
越
h
l長
か
ら
し
め
る
.

兆
樹
は
乙
の
外
､
｢稲
荷
｣
､
｢坤
桃
L
t
｢
祈
｣
'
｢
桃
｣
'



｢
梨
｣
'
｢寺
田
杏
L
t｢
梅
Lt
｢
庭
梅
L
t｢ぐ

み
｣
､｢ぎ
-
ろ
｣
､

｢
柚
L
t
｢
か
い
だ
う
Lt
｢
林

檎
｣
､
｢
び
わ
｣
､｢
す
ぐ
か
L
t｢
か

｢

ら
ん
｣
等
で
あ
る
｡

庭
木
に
は
'
於
粗
'
杉
'椅
'梅
'
ア
ラ
,

ギ
'
如
柳
'

や
つ
で
,
さ
る
す
べ
み
r
払
い
ら
ぎ
'
樫
･
楓
頬
･
賛

梅
'
木
犀
'
つ
ゝ
ぢ
租
､
沈
丁
花
､
枠
'
山
茶
花
'
柄

桐
'
つ
げ
'
樟
類
'
牡
丹
'
柳
類
'
銀
杏
､高
野
せ
き
､

-
ち
な
し
､
欝
衣
類
t
L
ゆ
ス
､
あ
じ
さ
い
,'
水
述
'

茶
･.
歯
繭
等
が
み
.ら
れ
る
｡

生
垣
は
頗
る
僅
少
で
､
竹
薮
の
背
後
の
白
銑
木
を
怪

し
げ
に
組
ん
だ
の
や
'
桑
を
利
用
し
た
も
の
や
､
横
が

飛
ん
で
居
た
ら
し
て
t
.計
蓋
的
の
生
垣
は
殆
ど
み
ら
れ

敬
い
｡
寺
社
'
学
校
'
欝
院
'官
署
等
で
'｢杉
L
t｢椅
｣
'

｢
あ
す
夜
ろ
｣
等
が
み
う
け
ら
れ
る
が
､
和
風
に
刈
-
込

ん
だ
も
の
は
成
育
が
L
が
ね
-
'
白
熱
に
悲
-
の
ば
し

て
防
風
林
む
か
ね
て
居
る
茂
で
あ
る
｡
筑
後
に
ょ
く
あ

る
｢
か
ら
た
ち
L
の
生
垣
が
79
と
遷
只
局
ーこ
あ
つ
ね
が
今

は
か
i
Jか
ね
も
覆
い
'
武
'
相
'
房
'
線
に
よ
く
み
う

け
tb
｡
｢
か
改
め
｣
､
｢
つ
げ
L
t｢椅
L
t｢
損
L
t｢
榊
L
t
｢
ク
ラ

御
勅
使
川
扇
状
地
及
其

の
近
傍
の
未
落

イ
ミ
ン
〆
'

ロ
ー
ズ
｣
等
の
風
景
は
み
ら
れ
ず
､
遠
江

迫
の
｢椛
｣
も
な

い
｡
刈
-
込
ん
だ
方
形
の
植
物
と

い
へ

ば
'
安
川
か
ら
過
ぎ
か
つ
溌
樫
の
角
仕
立
位
の
も
の
_で

あ
る
〇
･

的
光
の
平
野
に
み
う
け
る
､｢
ほ
ん
の
木
｣
'｢栃
｣
等
は

あ
93
-,>み
う
け
な
い
｡
又
'
閃
光
で
よ
-
育
つ
柘
植
は

夏
期
の
満
水
を
忘
れ
る
と
'
枯
死
す
る
故
'
事
大
を
よ

-
し
て
大
切
ーこ
し
て
ゐ
る
.

天
飴
記
念
物
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
に
三
浪
相
の

･大
枠
'

一
宮
村
の
大
杉
'
山
高
の
御
代
横
等
が
本
地
域

と
'
略
々
同

一
植
物
碓
tこ
屈
す
る
も
の
で
あ
る
.

l
静
岡
牌
の
天
然
記
念
物
の
蘇
銭
等
と
重
々
異
相
を
示

し
て
ゐ
る
.｡
楠
等
も
殆
ど
み
ら
れ
覆
い
.

こ
れ
で
本

地
方
の
植
物
柴
観
は五
大
た
い
的
暁
に
夜
つ

た
と
瓜
は
れ
る
が
'
文
化
の
漸
移
聯
で
あ
る
の
と
同
様

植
物
も
多
様
の
分
子
hJ含
ん
で
居
る
｡

｢樺
L
t｢棲
｣
､｢梯
桃
｣
'｢林
檎
L
t｢
香
｣
等
の
南
進
的
植

物
も
よ
-
成
育
L
t
北
進
的
植
物

の

｢
柚
｣
､｢茶
L
t｢
孟

宗
竹
｣
､｢
し
ゆ
ろ
L
t｢
椿
｣
､｢山
茶
花
｣
'コ
枇
杷

｣
等
も
成

三

三

五
五



血

球

妨

ニ

7
･

七

懲

育
し
て
屠
る
｡

こ
れ
は
､
冬
の
極
悪
､
夏
の
酷
暑
が
よ

い
意
味
に
働
-
姉
基
か
と
み
ら
れ
る
｡
棚
は
､
標
高
も

d
o
om
,

N
.
8･50.
4
0
'
の
寧
岡
部
群
に
優
良
品
が
産
Ⅲ
ru

れ
て
居

る
が
'
川
ふ
と
FJ
ろ
で
も
暴
風
h
tr
u
へ
ざ
ら
､

日
射
を
'
込
め
る
馬
と
は
は
れ
.
柑
橘
強
の
北
限
と
み

ら
れ
る
｡
楼
桃
は
'
地
木
の
山
形
よ
-
早
巷
で
あ
る
為

山
形
む
し
で
脅
威
y=tE戚
ぜ
し
め
て
居
る
が
､
益
々
磯
展

の
一如
-
で
あ
る
｡

し
か
し
林
檎
は
､
紬
虫
の
被
韓
が
多
-
成
績
は
あ
ま

-
良
都
で
な
-
'
孟
宗
竹
も
､
人
工
的
に
苦
心
し
て
も

揚
手
江
南
地
の
様
な
良
品
は
得
ら
れ
ず
､
ず
っ
と
形
が

小
r
u
い
｡
東
武
の
日
貴
通
が
､
東
棟
の
上
か
ら
の
北
限

で
人
工
む
加
へ
て
良
品
が
出
る
乙
J
J
J
瓜
は
れ
る
｡
茶

の
栽
培
は
あ
ま
み
み
ら
れ
夜

い
が
､
rJ
紅
は
東
棟
の
上

か
ら
と
い
ふ
よ
-
P
大
産
地
の
静
岡
は
近
-
､
又
重
畳
の

鮎
か
ら
運
賃
も
か
rbま
ず
､
粉
茶
が
安
倍
に
手
に
入
る

の
で
'
教
達
し
な

い
も
の
と
息
は
れ
る
｡
枇
杷
も
良
Hm

は
産
出
rJれ
ず
庭
の
中
の
鑑
賞
樹
棟
の
程
度
で
あ
る
､

現
在
で
は
革
本
は
蕉
活
御
用
と
し
て
釆
婆
性
が
な
い
と

箪
三
的

二
品

北
大

み
と
め
IyJ
割
愛
す
る
｡
動
物
は
古
北
匿
京
亜
群
に
属
し

て
ゐ
る
｡

現
在
は
牛
馬
は
､
極
少
で
あ
る
が
穂
川
時
代
文
化
年

間
に
は
p
rJ
の
附
近
ほ
､
｢
馬
､
三
五
七
班
｣
p｢
牛
､
四

五
六
班
｣
あ
っ
た
.
古
代
牧
境
地
で
あ
っ
た
故
､
又
南

進
的
在
馬
の
禍
根
で
あ
ヵ
'
北
進
的
を
牛
の
北
限
地
帯

と
み
ら
れ
る
0

南
船
北
馬
は
支
那
の
交
通
の
訟
別
で
は
在
-
'
日
本

の
上
に
も
共
通
の
如
-
で
あ
る
｡
坂
東
武
者
の
源
氏
は

馬
､
断
固
の
平
家
は
糖
で
､
其
他
千
早
城
の
正
成
も
､

観
光
の
騎
馬
兵
は
封
し
て
苦
心
し
､
泉
田
串
村
は
伊
達

政
義
の
騎
兵
を
折
数
で
､

甲
を
粕
が
せ
ね
｡
馬
は
人
の

上
は
決
し
て
ふ
忠
相

r
u
う

で
あ
る
｡
交
通
に
於
で
も
歴

史
時
代
は
乙
の
傾
向

が
大
の
様
で
あ
っ
た
｡

｢
さ
る
L
p｢
ゐ
の
し
･/
｣
､
｢熊
｣
は
過
去
は
如
何
か
知
ら

田
が
今
は

み
た
乙
と
も
覆

い
O
｢庇
L
､｢
狐
｣
～｢
山
犬
｣
'

｢
ひ
じ
を
｣
等
の
請
は
'
老
人
は
よ
-
知
っ
て
ゐ
る
.

其
他
の
動
物
も
熱
情
資
源
と
し
て
の
影
響
が
少
い
故

割
愛
す
る
0



以
上
は
東
棟
の
漸
移
帯
の
葡
明
を
主
と
し
て
述
べ
､

後
述
の
鎌
鹿
の
頃
に
清
川
の
目
的
で
'
事

い
ね
に
過
ぎ

ぬ
｡魚

称
は
殆
ど
菱
殖

ruれ
ず
m
芳
地
方
と

い
ヘ
ビ
も
淡

水
魚
魚
の
需
要
に
み
た
な

い
｡
｢
ど
ぜ
う
｣
の
行
商
位
が

光
な
も
の
で
あ
る
｡

錬
物
は
'
和
動
桃
川
の
上
流
､
費
安
に
黄
銅
鯨
の
規

減
が
多
少
あ
-
､
大
7r:比
の
好
敦
朱
時
代
採
掘
ru机
､
塩

安
､
源
等
の
.杵
を

.,i
時
賑
し
た
が

今
は
休
業

し

て
ゐ

る
0

｢
金
L
t
｢
マ
ン
ガ
ン
L

の
埋
減
も
幾
分
あ
る
城

だが
問

題
に
す
る
轟
で
も
な

い

｡

只
､
石
衣
岩
の
利
用
が
出
水
瀧
ら
面
白
か
ら
う
と
〓
心

は
れ
る
｡
(
未
完
)

世
界
列
強
の
鍵
屋
資
源
と
鍛
業
政
策

(
A
)

米
問
地
襲
撃
者

シ
ー
･
b
卜
ニ

ー
ス
博
士
紫近

藤

竪

二

滞

第

六

章

資
源
保
存
問
題

世
非
の
･::.=鮎
床
及
び
騎
産
地
は
既
は
採
用
し
訳
し

て

綱
渇
期

は
入
っ
て
ゐ
る
か
精

々
良
好
な
塵
で
も
衰
微

に

世
辞
列
弧
の
倣
稗
資
附
と
鍬
難
政
策

向
つ
て
居
て
漸
次
は
砥
==｡
柾
の
貧
鋸
の
利
州
が
盛
に
夜

-
之
が
世
邪
的
傾
向
を
な
し
て
ゐ
る
(節
二
葦
参
照
)
0

低
晶
化
で
蕉
産
費
の
嵩
む
糠
床
を
悉
-
勘
定
は
容
れ
る

な
ら
ば
金
と
石
油

を
除
外
し
て
他
の
吸
物
の
牌
米

に
於

≡

hJ

.<
七


