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講

甥

大
都
市
及
其
附
近
に
於
げ
ろ
交
通
機
閲
に
執
て

巨

T｢一

.']1

Lトヒ

茄
に

ロロ

虜

朗叫

一

都
市
の
費
達
と
交
通
機
関

我
閲
に
於
け
る
人
口
増
加
の
趨
勢
は
辞
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
貰
で
あ
り
ま
し
て
最
近
に
於
て
は
内
地
だ
け
で
も
年
々

八
､
九
十
常
人

の
増
加
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
-
ま
す
O
之
を
都
即
別
の
人
口
に
見
ま
す
と
､
各
都
市
'
就
中
大
都
市
に
か
け
る
人

口
の
増
加
は
著

し
く

近
代
的
傾
向
と
し
て
見
逃
す
こ
と
の
出
禿
な
い
厚
着
な
る
手
篭
で
あ
-
ま
す
.
之
は
必
ず
し
も
都
市
居
住
者
の
出
産
率
の
多

い
た
め
で
は
無
-
､
敢
食
生
活
の
襲
造
､
経
済
組
織
の
奨
化
か
ら
地
方
人
の
都
市
移
住
が
激
増
し
て
釆
た
た
め
で
あ
り
ま
し
て
､
諸

君
既
に
御
承
知
の
通
で
あ
-
ま
す
｡

昭
和
二
年
末
に
於
け
る
内
地
の
本
籍
人
口
は
約
六
千
四
百
常
人
で
あ
り
ま
す
が
'
前
年
に
比
し
約
九
十
常
人
の
増
加
で
あ
り
ま
L
V

て
､
即
ち
年

一
分
四
厘
弱
の
増
加
率
を
1不
し
て
居
り
ま
す
が
､
大
都
市
に
於
て
は
神
戸
を
除
き
次
の
如
く
其
の
増
加
率
が
著
し
い
の

で
あ
り
ま
す
｡

講

演

大
都
市
渡
英
附
近
に
放
け
る
交
通
磯
脱
に
裁
て
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都
市
人
口
増
加
の
七
､
八
割
は
都
市
集
中
即
ち
地
方
よ
り
都
督
に
移
仕
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
き
事
晋
で
あ
り
ま
す
｡
こ

の
人
口
の
都
市
集
中
と
い
ふ
現
象
に
就
き
ま
し
て
は
祉
宙
の
各
方
面
に
色
々
の
閃
胤
を
惹
き
起
し
て
居
る
の
で
あ
-
ま
す
が
'
私
は

間
･pq
を
局
限
し
て
人
口
の
都
市
集
い
と
都
市
の
膨
朕
と
而
し
て
交
通
磯
閲
の
襲
達
と
の
関
係
に
就
て
御
話
を
し
て
見
た
い
と
児
ふ
の

で
あ
り
ま
す
.
都
市
の
番
達
は
都
心
計
中

心
と
し
て
漸
次
共
の
半
径
を
櫨
は
し
て
韻
か
る
1
同
心
凶
の
如
-
外
側
に
向
つ
て
雌
が
つ

て
行
く

1
校
的
傾
向
が
あ
り
望
す
C
尤
も
地
勢
や
産
米
の
状
態
に
伐
っ
て
帯
の
如
-
細
長
-

異
な
っ
た
発
達
を
見
つ
＼
あ
る
槙
も
あ

り
ま
す
が
､
こ
れ
は
寧
ろ
例
外
で
あ
り
ま
す
.
即
ち
第

l
の
階
梯
に
於
て
は
都
市
の
人
口
は
都
心
に
賓
壊
し
､
そ
れ
が
漸
次
教
場
膨

脹
す
る
に
連
れ
て
外
周
に
向
つ
て
婿
が
つ
て
行
-
｡
而
し
て
人
口
の
墳
度
は
最
朝
と
は
正
反
対
に
都
心
は
疎
に
し
て
囲
周
の
方
が
碑

に
な
り
行
-
と
い
ふ
の
が
泊
例
で
あ
り
ま
す
.
か
-
し
て
都
市
が
漸
次
膨
仮
し
て
外
方
へ
濃
か
り
ま
す
と
､
都
心
と
外
聞
と
の
問
の

距
離
が
延
び
て
行
き
ま
す
.
従
っ
て
其
麿
に
交
通
機
関
の
必
要
を
生
じ
て
釆
る
の
で
あ
り
ま
す
.
紐
育
､
伶
敦
､
巴
男
､
伯
林
の
如

き
世
鼎
の
大
都
市
も
借
初
め
に
は
此
の
階
梯
を
辿
っ
て
禾
て
居
る
の
で
あ
-
ま
す
o
倫
敦
や
巴
里
の
如
き
は
其
の
隣
接
町
村
に
来
往

す
る
に
は
醇
属
を
柑
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
､
攻
で
乗
合
馬
車
と
な
り
､

T
八
二
五
年
に
は
紐
首
に
馬
車
鏡
:A,I,
が
出
水
､
そ
れ
が
倫



敦
､
巴
畢

伯
林
に
も
音
及
さ
れ
､
そ
の
頃
の
唯

.I
の
都
市
交
通
検
閲
と
し
て
盛
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
O
我
国
に
於
て
も

東
京
を
始
め
其
の
他
の
大
都
市
の
交
通
梯
紬
の
前
身
は
失
張
こ
の
馬
車
繊
道
で
あ
っ
た
こ
と
は
世
間
周
知
の
事
音
で
あ
り
ま
す
.
此

の
馬
車
繊

姐
は
十
九
世
紀
の
科
拳
の
進
歩
に
因
-
ま
し
て
蒸
汽
銑
道
と
な
り
'
電
車
と
な
-
､
高
速
度
電
嘩

自
動
車
と
な
っ
て
今

日
に
及
ん
で
居
る
の
で
あ
り
ま
す
｡
か
-
の
如
-
都
市
の
膨
肢
に
連
れ
て
都
市
交
通
上
の
必
宴
か
ら
交
通
機
閲
が
生
れ
た
結
果
､
都

心
の
都
市
の
外
周
と
の
距
離
が
時
間
的
に
短
縮
せ
ら
れ
る
.
従
っ
て
都
市
に
於
て
仕
事
を
す
る
人
々
に
は
事
務
所
､
営
業
所
.
工
場

以
外
に
自
己
の
住
宅
は
必
す
L
も
都
心
に
置
-
必
要
が
無
-
な
っ
て
稀
る
｡
勢
ひ
都
市
の
難
問
を
避
け
て
閑
静
な
る
郊
外
に
任
む
や

う
に
な
り
.
共
の
結
果
と
し
て
交
徳
雄
閥
が
是
等
の
人
に
利
用
せ
ら
れ
､
迄
に
交
通
棟
閲
の
蔑
蓮
を
見
る
こ
と
1
な
る
の
で
あ
り
ま

す
O
比
の
川
論
は
脂
桜
L
t.J
準

氾
機
組
の
郊
外
娃
虎
は
都
市
の
郊
外
膨
股
敬
語
に
促
進
し
て
行
-
こ
と
に
耽
る
の
で
あ
り
思
し
て
､

即
ち
人
口
の
増
加
と
都
市
の
膨
脹
･tJそ
し
て
交
通
検
閲
の
敏
速
と
が
互
に
国
と
な
-
果
と
な
っ
て
進
ん
で
行
-
と
い
ふ
の
は
碓
氷
の

都
市
覆
連
の
沿
革
な
の
で
あ
-
ま
す
.
尤
も
都
市
の
膨
脹
番
達
は
必
ず
し
も
交
通
機
鯛
の
み
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
申
し
ま

せ
ん
.
他
に
経
済
的
に
政
治
的
に
幾
多
の
因
由
の
あ
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
無
い
こ
と
で
あ
-
ま
す
が
'
交
通
機
関
の
作
用
そ
の
も
の

も
極
め
て
重
要
な
る
原
動
力
の
l
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
何
人
も
反
封
し
得
な
い
鮎
で
あ
ら
う
と
信
す
る
の
で
あ
り
ま
す
O
都
市
の

膨
脹
に
寄
輿
す
る
高
速
度
電
織
の
発
達
は
其
の
利
用
程
度
が
如
何
に
加
速
度
的
に
増
加
し
っ
1
あ
る
か
堅

三

の
官
例
に
就
て
示
し

て
見
ま
す
れ
ば
､
紐
宵
に
於
て
は
人
口
は
過
華

ハ
十
年
間
に
於
て
五
倍
に
増
加
し
て
居
る
が
'

乗
客
数
は
四
十
五
倍
に
な

っ
て
居

り
､

一
人
常
乗
車
回
数
も
四
十
三
回
か
ら
四
百
四
回
に
な
っ
て
糾
る
の
で
あ
り
ま
す
O
璽
只
に
於
け
る
過
去
十
年
の
人
口
増
加
率
は

三
割
七
分
で
､
乗
客
増
加
率
は
四
十
九
割
に
な
っ
て
居
る
事
鷺
に
親
ま
し
て
も

1
出
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
の
で

あ
り
ま

す
｡
殊
に
此
bl
人
口
と
乗
客
と
の
増
加
率
は
都
心
よ
り
は
郊
外
に
於
て
l
厨
著
し
-
､
重

点
に
於
て
は
､
市
内
は
十
年
間
に
人
口
増

加
率

l
割
七
分
､
乗
客
増
加
撃

二
十
二
両

二
分
'
郊
外
は
人
口
増
加
率
十

1
割
五
分
ー
乗
客
増
加
率
凹
十
七
割
と
い
ふ
現
象
を
示
し

講
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近
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講

演

大
都
市
及
其
附
近
に
於
け
rO
交
通
機
鯛
に
就
て

夢
三
十
番

三
八
八

第
二
親

二

六

て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
｡

〓

都
市
交
通
の
二
方
面

郡
市
の
人
EIが
或
樺
魔
道
増
加
し
て
誌
に
大
都
市
を
形
成
す
る
に
至
れ
ば
'
勢
ひ
大
都
市
交
通
･,J
し
て
の
二
方
面
を
生
ず
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
-
ま
す
O
即
ち

一
は
市
稗
交
通
'
二
は
近
郊
交
通
と
な
る
の
で
あ
-
ま
す
9
両
碍
交
通
は
同

.L
市
筒
内
の
短
距
離
の

交
通
で
あ
り
ま
し
て
'
今
日
放
も
歩
く
用
ゐ
ら
れ
て
居
る
の
は
所
謂
路
面
電
車
で
あ
り
ま
す
｡
近
時
地
下
鋳
造
'
バ
ス
､
ク
ク
シ
I

の
如
き
も
の
か
利
用
yv,る
1
甲
う
こ
･£
-
空
し
と
.L
'
見
4'
こ
&
'U
･H
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tN
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.一
月

は
比
の
路
面
電
車
の
述
軸
方
式
や
営
党
組
織
が
都
<
士
を
紙
屋
せ
し
め
得
る
か
ら
で
あ
-
ま
す
O
即
ち
迎
賓
は
洋
の
東
西
を
通
じ
て

極
め
て
廉
僻
で
あ
り
'
運
栖
回
数
は
煩
る
頻
繁
で
あ
り
'
停
留
場
の
間
隔
は
近
く

且
そ
の
位
置
は
市
得
の
栖
要
地
に
在
る
の
で
､

通
行
者
は
何
人
で
も
容
易
に
利
用
し
得
る
施
設
に
な
っ
て
頗
る
便
利
に
出
来
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
.
然
し
此
の
路
佃
電
車
は
停
留

場
を
多
-
接
近
せ
し
め
て
置
-
閲
係
と
'
交
通
の
安
全
を
期
す
る
関
係
か
ら
､
速
度
に
大
な
る
制
限
を
加
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り

ま
す
｡
之
は
路
面
電
革
の
紋
鮎
と
言
は
2̂
映
鮎
で
す
が
･.
己
む
を
得
ざ
る
も
の
と
思
ふ
で
あ
り
ま
す
｡

攻
に
第
二
の
近
郊
交
通
に
就
き
ま
し
て
は
そ
の
多
く
の
場
合
比
較
的
長
距
離
運
輸
に
従
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
郊
外
の
住

宅
地
か
ら
都
心
へ
'
又
は
都
心
か
ら
隣
接
都
市

へ
の
交
通
に
充
て
ら
る
1
も
の
で
あ
り
ま
し
て
'
所
謂
郊
外
電
鋳
と
柄
せ
ら
る
1
も

の
で
あ
-
ま
す
が
､
近
時
世
界
の
it
都
市
に
放
け
る
最
も
有
力
な
る
交
通

磯
閲
と
し
て
益
々
聾
達
せ
ん
と
し
っ
1
あ
る
の
で
あ
-
蕊

す
.
そ
の
多
-
は
数
十
哩
の
透
き
に
及
び
､
そ
の
運
樽
速
度
も
大
な
る
が
故
に
'
郊
外
か
ら
の
通
勤
通
草
者
に
封
し
市
内
居
住
者
と

同
様
の
便
利
を
輿

へ
つ
1
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
.
蓬
負
の
如
き
も
多
-
の
路
面
電
革
の
採
用
し
っ
1
あ
る
低
廉
な
る
均

]
蓮
賃
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
'
常
時
利

用
す
る
乗
客
に
封
し
て
は
定
期
又
は
回
数
乗
車
券
を
聾
責
L
t
普
通
運
賃
に
此
し
て
多
大
の
割
引
を
し
て

居
る
の
で
あ
り
ま
す
｡



三

郊
外
電
鋳
の
特
質

郊
外
電
織
の
運
輸
の
封
照
は
常
に
旅
客
を
主
と
し
て
居
る
の
で
あ
-
ま
す
｡
何
と
な
れ
ば
､
貨
物
は
生
産
地
か
ら
消
費
地
に
耽
る

1
を
常
願
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
､
都
市
と
近
郊
と
は
特
殊
の
場
合
を
除
-
の
外
は
共
に
消
費
地
な
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
.
大
量

貨
物
の
糠
超
は

1
般
に
望
み
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
.
殊
に
我
国
に
A
'き
字

し
て
は
固
有
繊
道
幹
線
と
近
郊
電
鋳
と
は
軌
間
を
異
に

す
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
り
ま
し
て
､
之
は
各
個
の
沿
革
的
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
へ
東
京
附
近
に
於
て
は
四
択
六

吋
､
大
阪
附
近
に
於
て
は
四
呪
八
叶
牛
と
い
ふ
の
か
多
い
の
で
あ
-
ま
す
.
尤
も
東
京
に
於
け
る
東
武
繊
追
と
か
､
大
阪
に
於
け
る

南
海
細
道
及
大
阪
繊
道
の
如
き
些

二
呪
六
吋
で
固
有
鋳
造
と
同

一
軌
尚
で
は
あ
り
ま
す
が
'
之
は
建
設
箪
初
に
於
て
普
通
の
蒸
汽
餓

詔
と
し
て
頚
辻
L

筏
に
電
化
し
て
近
郊
迷
称
の
働
き
を
為
し
.～
居
る
の
ご
あ
-
鼓
し
て
兜
づ
例
外
で
あ
り
ま
す
G
単
利
か
ら
大
都

市
郊
外
の
電
気
鍛
造
と
し
て
建
設
せ
ら
た
も
の
1
大
部
分
が
固
有
鎖
道
の
｢
三
沢
六
吋
｣
軌
間
よ
り
は
大
き
い
軌
間
を
以
て
建
設
せ
ら

れ
て
居
る
の
は
事
ま
で
あ
り
ま
す
.
凡
そ
貨
物
違

輪
に
あ
り
ま
し
て
は
戸
口
か
ら
戸
口
道
道
ぶ
の
を
本
位
と
致
し
ま
す
関
係
上
'
近

距
離
に
於
て
は
停
留
場
の
積
却
費
用
や
積
却
時
間
等
を
考
慮
す
る
と
き
は
､
電
鋳
を
利
用
す
る
よ
り
も
荷
馬
車
や
ト
ラ
ッ
ク
等
を
利

用
す
る
方
が
有
利
で
あ
る
場
合
が
多
い
た
め
に
'
郊
外
電
鉄
に
於
て
貨
物
を
主
と
し
て
取
扱
は
な
い
の
は
触
理
な
ら
ぬ
こ
と
で
､
固

有
織
迫
に
於
て
も
近
時
甲

五
十
哩
位
の
近
距
離
行
小
口
扱
貨
物
が
激
減
し
た
の
は

這般
の
事
情
を
姓
群
に
物
語
っ
て
居
る
の
で
あ

-
ま
す
｡

攻
に
郊
外
電
織
を
利
用
す
る
放
客
に
就
て
考
へ
て
見
ま
す
る
の
に
､
大
磯
に
於
て
之
を
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
H.
来
る
と
思
ひ

ま
す
｡

第

一
は
郊
外
住
宅
か
ら
都
心
の
事
捗
所
､
蛍
光
所
､
畢
校
､
工
場
等
の
間
を
往
復
す
る
通
勤
通
皐
の
旅
客
で
あ
り
ま
す
O

第
二
は
都
心
か
ら
郊
外
へ
の
造
既
成
祭
の
放
客
で
あ
-
ま
す
O

鼓

演

大
都
市
及
其
附
近
に
於
け
る
交
通
機
関
に
裁
て

界
三
十
巻

三
八
九

第

二
戟

二

七



詐

演

大
都
市
及
其
附
近
に
於
け
る
交
通
機
鴎
に
就
て

第
三
十
番

三

九

〇

第

二
親

二

八

第
Tl謹

大
都
市
と
隣
接
都
市
と
の
間
を
往
復
す
る
旗
客
て
あ
り
ま
す
.

就
中
第

.1
の
旗
客
は
季
節
や
天
候
に
支
配
さ
れ
な
い
同
定
し
た
る
礁
容
で
あ
り
ま
し
て
､
そ
の
数
量
も
大
き
い
の
で
あ
り
鼻
音
｡

一
般
に
郊
外
化
宅
地
に

l
戸
の
住
宅
が
娃
て
ら
る
れ
ば

一
蔚
年
に
千
人
の
旗
客
と
な
っ
て
現
は
れ
る
と
謂
は
る
･,
程
で
あ
り
ま
す
か

ら
'
郊
外
電
鎖
経
営
者
が
沿
線
に
住
宅
地
の
経
営
を
試

け
た
-
'
郊
外
桔
住
着
に
便
利
を
輿
ふ
る
た
め
に
低
廉
な

る
定
期
乗
車
発
を

襲
辞
す
710
の
も
常
然
で
あ
り
'
又
必
要
な
る
こ
と
1
思
ふ

の
で
あ
り
ま
す
.
た
Z,
謁
に
問
題
と
し
て
研
究
せ
ら
れ
つ
1
両
か
も
依
然

と
し
て
解
決
し
得
ざ
る
も

り
が
あ
る
の
で
あ
-
ま
す

.
そ
れ
は
前
述
の
第

.1
の
旗
容
は
通
勤
通
拳
の
族
客
で
あ
り
ま
し

て
'
洋
の
束

匹
を
間
は
寸
uELiJ
て
あ
り
ま
す
か

tnJ東

嶺

府

孝
楳

工
場
等
に15i
讃
召
楢
網
田
,P
メ
侶
i

一
嘩
冴
て
透
り
ま
す
関
係
上
'
郊

外
仕
宅
地
か
ら
都
心
に
向
ふ
放
客
が
毎
朝
_
l
時
刻
に
殺
到
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
o
JJ
の
｢
ラ
ッ
シ
ュ
･
ア
ワ
ー
｣
に
於
て
は
'
各

郊
外
電
鋳
は
そ
の
設
備
の
全
部
を
絶
動
員
し
て
全
横
脂
を
聾
揮
し
ま
し
て
も
満
足
な
る
輸
送
を
為
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
､
多
-

の
旅
客
か
ら
の
｢
客
を
胎
話
に
す
る
｣
と
い
ふ
不
平
の
草
を
耳
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
O

◎
1
日
望
父
通
蛍
と
｢
ラ
ッ
シ
ュ
ア
･
ワ
I
｣
一
時
間
の
交
通
量
の
比

中
央
線
-
了

山
手
線
1
号

京
潰

線
～
J7

i(
阪
附
近
の
郊
外
電
草
上
川

而
し
て
此

の
状
態
は
朝
程
で
は
あ
り
ま
ん
が
'
夕
刻
は
又
反
封
の
方
面
に
繰

返

さ
る
1
の
で
あ
り
ま
し
て
､
此
の
朝
夕
の

｢
ラ
ッ

シ
ュ
･
ア
ワ
ー
｣
以
外
の
時
間
は
極
め
て
閑
散
状
態
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
O

｢
ラ
ッ
シ
ュ
･
ア
ワ
ー
｣
の
.)
.
二
時
間
の
玲
達
の
た
め
に
完
全
な
る
設
備
を
す
る
こ
と
は
'
其
の
反
面
に
於
て
常
時
不
用
の
大
設

備
と
多
数
の
革
師
や
従
事
員
を
遊
ば
せ
て
宜
-
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
し
て
'
経
営
者
と
し
て
は
容
易
に
行
払
難
い
事
柄
な
の
で
あ

-
ま
す
｡

私
が
嘗
て
鋳
造
省
に
蕃
職
し
て
居
り
ま
し
た
頃
'
此
の
問
題
に
裁
て
常
に
頭
を
悩
ま
し
た
の
で
あ
-
ま
す
が
､
之
を
如
何
と
も
す



る
こ
と
が
出
水
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
｡
之
は
我
国
の
み
で
な
-
世
界
の
大
都
市
皆
然
り
と
申
し
て
も
よ
い
の
で
あ
-
ま
す
｡

私
は
此
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
出
勤
時
間
の
繰
上
げ
繰
下
げ
を
賃
行
し
て
貰
ふ
よ
り
外
に
途
な
し
と
考
へ
ま
し
て
､
丸
之
内
を

中
心
と
す
る
各
官
臆
や
分
社
に
封
し
て
杓
劫
嘩
糊
の
繰
上
げ
繰
下
げ
に
閲
す
皇

瓜
兄
を
概
し
て
見
た
の
で
あ
-
ま
す
が
'
四
百
三
十

Ⅶ
通
の
照
倉
に
対
し
て
回
答
の
あ
っ
た
の
は
儀
に
糾
十
八
通
で
あ
り
ま
し
た
O
そ
し
て
其
の
回
答
の
内
容
は

｢趣
旨
は
大
賛
成
だ
か

ら
是
非
貿
行
し
て
拭
ひ
た
い
但
し
私
の
方
は
出
勤
遅
出
は
昔
か
ら
決
っ
て
居
る
の
だ
か
ら
他
を
轡
へ
る
や
う
に
し
て
貰
払
た
い
｣
と

い
ふ
の
が
大
部
分
で
'
中
に
は
｢
こ
の
間
題
は
鋳
造
自
身
で
仰
決
す
べ
き
も
の
で
旅
客
は
各
自
欲
す
る
時
間
に
乗
車
す
れ
ば
よ
い
｣と

い
ふ
や
う
な
の
も
め
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
C'

斯
称
の
関
越
は
]父
迫
棟
約
日
髄
の
公
共
他
と
い
ふ
鮎
か
ら
'
放
客
側
に
放
て
I?
十
分
に
誰
解
し
て
共
に
解
決
し
ょ
う
と
い
ふ
考
が

た
い
限
-
永
久
に
解
決
す
る
事
が
出
来
た
S
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
｡

第
二
は
都
市
か
û
郊
外
に
向
つ
て
遊
撃

行
#
.
硯
祭
に
刑
掛
-
る
旅
客
で
あ
り
ま
す
が
､
之
は
｢
ウ
4
-
ク
デ

ー
｣
に
少
な
く
日

曜
､
祭
日
､
紋
日
に
多
い
の
で
あ
り
ま
し
て
､
｢
ウ
ヰ
-
ク
デ
ー
｣
の
.r
t7
ツ
シ
ユ
･
ア
ワ
ー
｣
の
旗
容
の
流
が
､
都
官
か
ら
郊
外
に
達

に
流
れ
て
行
-
の
で
あ
り
ま
す
〇
千
日
常
に
か
-
の
如
き
旗
客
が
多
け
れ
ば
､
逆
進
の
基
革
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
て
輸
注
の
均

衡
を
国
る
こ
と
か
出
氷
る
の
で
あ
-
ま
す
か
､
平
日
と
紋
日
と
に
其
の
麻
蓮
の
状
態
が
違
ふ
の
で
運
輸
首
事
者
に
は
等
し
-
悩
み
の

種
と
な
る
の
で
あ
-
ま
す
.
斯
種
の
旅
客
に
就
き
ま
し
て
は
､
郊
外
電
鋳
か
そ
の
沿
線
に
神
社
椀
閣
な
-
､
史
鼓
名
勝
な
り
'
著
名

の
遊
盟
地
な
り
が
恵
ま
れ
て
居
り
ま
す
れ
ば
比
の
上
も
な
い
の
で
あ
-
ま
す
し
､
又
そ
れ
が
人
工
的
に
作
ら
れ
た
遊
園
地
で
も
相
背

旗
客
を
吸
引
す
る
こ
と
が
出
氷
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
'
各
郊
外
電
鋳
で
は
飼
う
て
遊
園
地
と
か
温
泉
場
と
か
運
動
場
等
を
軽
骨
し

て
旗
客
の
誇
敦
に
努
め
て
拭
る
の
で
あ
り
ヰ
手

｡
斯
稜
の
旗
客
灯
そ
の
整

畏

於
て
は
洩
助
通
草
の
族
容
に
及
ば
な
S
の
で
す
が
,

人
哩
収
入
の
多
い
鮎
に
於
て
注
員
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
｡
大
阪
附
近
の
郊
外
電
鋳
で
は
特
に
此
の
方
面
に
力
を
入
れ
'
宜
仲

詐

演

大
都
市
及
其
附
近
忙
放
け
旦
父
通
磯
閥
に
裁
て

第

三
十
巻

三
九

l

欝

二
親

二

九



誹

演

大
都
市
及
其
糾
淀

に於
け

る
･父
功
磯
陶
に
就
て

鮮
三
十
魯

三
九
二

第
二
耽

一

二〇

費
の
如
き
も
各
社
と
も

l
箇
年
五
､
六
苗
圃

乃
至
十
苗
圃
を
費
し
て
居
り
ま
す
｡
之
を
収

入
に
比
す
れ
ば

一
パ
ー
セ
ン
ト
乃
至
五
パ
ー

セ
ン
･L
位
を
費
し
て
居
り
ま
す
が
ー
言
ひ
換

ふ
れ
ば

11
囲
乃
亨
五
園
の
宜
侍
で
百
回
の
聴

,<
を
等
ん
と
努
め
て
巳出
る
と
い
ふ
掴帝
で
あ
り
.

ま
す
O

第
三
の
都
市
連
絡
の
旗
客
は
｢
ワ
ッ
シ
TT

ア

ワ
ー
｣
は
勿
論
路
EtI
絶
え
ざ
る
交
通
量
を

持

っ
て
居
り
ま
し
て
､
放
り
･■且
侍
費
や
積
極

的
の
投
資
を
要
せ
な
い
の
で
す
が
'
｢
サ
ー

ビ
ス
｣
の
改
善
'
運
賃
の
低
下
'
運
樽
時
間

の
短
粁
等
に
依
り
漸
次
旗
客
の
増
加
を
幽
-

得
る
の
で
あ
り
ま
す
｡

四

東
西
大
都
市
の
近
郊
交
通

東
京
に
於
て
近
郊
交
通
の
任
に
首
つ
て
屠

る
も
の
に
は
第

一
に
省
線
電
車
の
山
手
循
項

放
､
中
央
放
二
駅
演
故
の
五
十
九
哩
を
奉
げ



な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
昭
聖

1印
度
に
於
て
そ
の
退
縮
淑
且聖

:億
二
千
八
百
常
人
'
収
入
二
千
百
八
十
苗
圃
を
質
し
て
居
り
ま
す
｡

次
に
東
流
出
郊
の
出
銭竹[電
鰯
は
水
火
か
病

め
と
し
て
､
西
武
'
京
王
'
武
弛
野
'
王
子
'
京
成
'
城
東
'
玉
川
t
i只
演
へ
池
上
'
日
恩
蒲
田
､

東
京
描
演
.
小
川
原
急
.E
等
(貨
物
を
主
と
す
る
も
の
を
除
-
)
十
二
番

叶
が
あ
り
ま
し
て
､
主
と
し
て
省
線
の
山
手
線
を
起
鮎
と
し

て
放
射
線
状
に
郊
外
又
は
隣
接
地
方
に
走
る
電
紙
を
総
督

て
居
る
の
で
あ
り
古
手

｡
而
し
て
そ
の
常
*
'哩
は
絶
計
約
五
百
哩
に
垂

ん
と
L
t
建
設
碇
的

.4
倍
九
千
苗
圃

運
貨
収
入
年
々
約
二
千
三
H=
甫
圃
に
達
す
る
の
で
あ
り
ま
す
｡
之
を
衆
も
地
の
利
を
占
め
て

括
る
省
紬
に
比
す
れ
ば
多
大
の
捲
色
が
あ
り
ま
す
が
､

全
図
の
地
方
繊

道
軌
道

の
夫
れ
に
比
す
れ
ば

左
の
如
く
で
あ
り
ま
す
.

I

1

昭

利

二

牛

虎

哲

裟

哩

叫

1
J

‥卜:

､二

軌

道

(

電
)

計
大

束

京

全
開
に

封す
る
大
東
京

の
比

]､ニ莞

'
三

四'七
日五
']

四
七
.ハ
､七

〇
.100

建

設

費

¶

乱=
5,
.a
if
i

≡

六

三
-
3ハ

0(.111
...礼

t､T
P
:ハt
a

三
.eT(T

]叩九.
四

六
日ハ､七
莞

O
.

TT1)

年

収

八

i
:

語

､台
.F
バ
C
H
C

11]1m
.

九
実

､
買

11

]tO(
.宝
二
三
八九

三
､
t八
九二
1110

0
､二
]

営
業
哩
に
於
て
は
4
.国
の
.L
割
'
建
設
費
に
於
て
は

1L
割
二
赤

軍

収
入
に
於
て
は

1.
割

一
分
を
占
め
て
居
る
と
い
ふ
事
態
を
見

て
も
'
大
東
京
の
近
郊
遥
輪
の
重
嬰
性
を
知
る
lJ
と
が
出
氷
る
の
で
あ
り
ま
す
0

然
ら
ば
大
阪
は
ど
う
か
と
申
し
ま
す
と
.
省
線
は
城
東
線
へ
片
町
線
'
関
西
衣
紋
､
末
路
道
本
線
へ
山
陰
線
'
西
成
娘
等
相
普
蕗

組
を
包
容
し
て
居
り
ま
す
が
､
何
れ
も
第
円
列
革
の
述
極
な
る
が
故
に
､
そ
の
頻
繁
の
権
度
'
設
備
､
サ
ー
ビ
ス
等
の
何
れ
の
鮎
よ

-
見
て
も
'
東
京
附
近
の
省
紬
に
比
し
て
多
大
の
演
色
が
あ
り
､
民
皆
の
電
賊
の
た
め
に
郡
迫
を
加
へ
ら
れ

つ
1
あ
る
状
態
で
あ
り

ま
す
｡
然
し

1
度
省
組
が
電
化
さ
れ
ん
か
､
そ
の
何
日
を

1
新
す
る
の
は
多
言
を
嬰
せ
ざ
る
こ
と
ゝ
息
ふ
の
で
あ
-
ま
す
.
扱
現
在

に
於
て
大
阪
,l<L%
心
と
す
る
郊
外
電
鋤
は
南
嘩

阪
叫

京
阪
.
阪
急
､
大
助
､
新
京
喝

大
鎖
､

旺
和
､
阪
堺
'
奈
良
､
共
他
で

前

額

大
都
市
及

其
附
近
_⊂
於
け
る
交
曲
機
関
に
就
て

筆
二
十
巻

三
九
三

界

二
敬

二
〓



講

演

大
都
市
及
其
附
近
に
放
け
る
交
通
機
甲
に
就
て

第
三
十
馨

三
九
四

第
二
瀕

]二
二

十
五
倉
政
に
及
び

､
啓
発
哩
四
百

三
十
哩
'
建
設
費
約
二
億
回
､
年

収
入
的
E
I千
二
百
罵
倒
と
い
ふ
数

字
型
不
し
て
居
り
ま
す
｡
之
を
全

国
の
地
方
繊
追
及
軌
道
の
そ
れ
に

七
㌻
化
ま
､
替
浩
埋
ま
れ

{p
二

厘
､
建
設
費
は

一
割
七
分
墾

収

入
は
二
割

一
分
を
不
L
t
東
京
の

そ
れ
に
比
し
て
甚
だ
優
越
な
る
地

歩
を
占
め
て
居
る
と
S
ふ
も
差
支

な
い
の
で
あ
り
ま
す
｡
然
ら
ば
何

故
に
東
西
大
都
市
の
近
郊
電
鎖
が

か
く
の
如
く
そ
の
覆
達
を
異
に
す

る
か
と
申
し
ま
す
と
､
第

一
に
東

京
近
郊
に
あ
り
て
は
郊
外
住
宅
地

か
ら
都
心
に
向
つ
て
通
勤
逸
勢
す

る
旅
客
を
主
と

L
'

遊

党
'

参

詣
､
又
は
隣
接
都
市
と
の
荏
復
と



い
ふ
か
如
き
旗
客
が
比
較
的
少
な
い
の
で
あ
り
ま
す
｡
加
之
東
京
附
近
に
於
け
る
郊
外
電
鋳
の
｢
タ
ー
ミ
ナ
ル
｣
は
何
れ
も
省
線
山
手

線
の
環
状
線
の
外
側
に
置
か
れ
､
都
心
に
深
く
入
込
ん
で
居
る
も
の
は
殆
ん
ど
無
い
の
で
あ
り
ま
す
.
然
る
に
大
阪
地
方
に
於
て
は

是
等
の
各
候
件
が
兎
も
角
も
調
和
を
得
て
居
る
こ
と
か
そ
の
馨
達
を
促
し
た
有
力
た
る
原
因
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
｡

準

正

は
省
組
が
電
化
改
良
に
よ
り
又
粕
の
利
を
占
め
て
居
る
関
係
上
､
敢
初
に
大
聖
訳
の
郊
外
電
餓
鼎
に
君
臨
す
る
こ
と
1
な

っ
た
の
で
､
他
の
地
方
繊
道
及
軌
道
は
容
易
に
園
織
に
追
及
す
べ
き
路
線
を
獲
得
し
難
く
､
山
手
線
を
起
鮎
と
七
て
放
射
線
状
に
郊

外
の
人
口
稀
蒋
な
る
方
向
に
向
つ
て
路
線
を
求
む
る
の
外
に
速
が
無
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
｡

然
る
に
大
阪
附
近
に
放
て
は
省
紋
の
改
良
の
筏
る
1
に
莱
じ
て
民
間
の
電
拭
計
苗
が
進
捗
し
､
阪
称
､
京
阪
等
の
大
都
市
連
絡
が

成
功
し
,.
南
拓
に
r.
大
阪

､墾

岸
和
田
T
和
歌
山
の

都
市
迎
路
線
の
電
化
を
旦

大
隊
と
奈
良
と
を
詐
ひ
rJ-
る
i(
軌
笛
鈍
が
生

れ
る
と
い
ふ
風
に
'
各
電
鋳
共
に
地
の
利
を
得
て
省
線
を
墜
倒
す
る
の
勢
を
示
し
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
｡
殊
に
大
阪
に
於
き
ま
し

て
は
各
電
鋳
共
に
其
の
｢
ク
｢
,,,
ナ
ル
｣
を
都
心
に
有
し
､
何
れ
も
省
紐
と
の
漣
絡
な
し
に
嘱
目
の
地
歩
を
以
て
費
達
し
て
釆
た
と
い

ふ
鮎
に
於
て
大
に
特
色
を
有
し
て
居
る
と
恩
ふ
の
で
あ
り
ま
す
.

第
三
は
地
理
的
及
史
故
的
関
係
と
'
都
市
生
活
の
様
式
及
人
情
風
俗
の
関
係
と
が
両
者
の
隻
達
上
に
大
な
る
影
響
を
持
つ
こ
と
で

あ
り
ま
す
O
大
和
地
方
は
申
す
迄
も
な
-
日
本
畢
図
の
地
で
あ
･sL
'
民
族
発
達
の
地
で
あ
-
'
上
代
帝
都
で
あ
っ
た
奈
良
'
近
代
の

帝
都
た
-
し
京
都
'
日
本
最
古
の
貿
易
港
に
し
て
現
代
有
数
の
⊥
柴
地
た
る
堺
､
徳
川
御
三
家
の
1
と
し
て
柴
え
た
る
紀

州
和
歌

山
､
明
治
以
来
開
港
場
と
し
て
今
旦

ハ
大
都
市
の
1
に
数

へ
ら
る
1
耐
u
J

是
等
の
都
市
を
数
十
哩
の
近
距
離
に
持
つ
大
阪
は
､
東

京
が
唯

一
の
隣
接
都
市
た
る
横
波
を
持
つ
に
比
し
て
'
如
何
に
澄
ま

れ
て
居
る
か
は
多
-
説
明
を
要
せ
ざ
る
所
で
あ
り
ま
し
て
'
参

-
の
都
市
と
史
蹟
名
勝
を
持
つ
大
阪
の
近
郊
交
通
が
殿
坂
を
極
む
る
と
い
ふ
こ
と
は
固
よ
-
首
然
の
理
で
あ
り
ま
す
｡

･
大
東
京
の
蚤
達
は
江
戸
以
降
の
こ
と
で
あ
り
'
横
演
の
額
達
も
ベ
ル
リ
の
木
枕
以
衆
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
､
大
阪
附
近
の
華
南

講

浜

大
都
滞
及
其
働
正
に
於
廿
p9
1父
適
概
観
に
裁
て

堅

二十
番

三

九
五

笈
こ
1耽

一
二
三



講

演

大
都
市
及
其
附
近
に
於
け
皇
光
速
軸
組
に
就
て

撃

]]十
巻

三
九

六

撃

壷

)
二
四

以
水
の
席
史
を
布
す
る
も
の
と
は
同
日
の
談
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
而
し
て
近
畿
地
方
は
仙
数
億

氷
以
後
的
教
の
文
化
が
浸
潤
し
て
居

る
に
反
し
'
東
京
地
方
は
近
代
の
欺
洲
文
化
に
支
配
せ
ら
る
1
所
が
多
い
の
で
あ
り
ま
し
て
､
此
の
鮎
か
ら
見
ま
し
て
も
､
大
阪
地

方

〃
人
々
が
東
京
地
方
の
人
々
に
此
し
て
帥
排
に
封
す
る
信
仰

心
厚
く

従
っ
て
斯
鮎
の
紳
純
参
詣
の
旗
客
も
準
用
に
此
し
て
遇
に

多

い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で

あ
り
ま
㌻
｡
攻
に
都
市
銘
柄
の
別
に
就
て
考
ま
す
と
'
大
阪
の
商
工
都
肘
で
あ
り
ま
し
て
'
市
内
に

は
樹
木
少
な
く
'
媒
肘
多
く
へ
日
常
牡
折
は
如
只
に
比
し
て
非
術
生
的
で
あ
り
ま
す
｡
従

っ
て
大
阪
<
は
日
常
皆
々
と
し
て
働
-
代

-
に
日
曜
､
祭
日
7
紋
日
に
は
郊
外

へ
造
粒
に
日
掛
-
る
慣
習
を
持
っ
て
居
る
の
で
あ
-
ま
す
O

然
る
に
山
東
に
於
･r･.比
和
桝
.
深
川
T.
帥

川
の

山
部
.
1拭
椿
､
円
人
橋
等
の
蹄
J
柴
地
帯
を
除
5
て
は
'
概
し
て
大
阪
に
比
し
て

住
宅
地
恥
衛
生
的
で
あ
り
ま
す
か
ら
'
休
日
に
郊
外

に
日
掛
け
ね
は
な
ら
ぬ
杜
に
必
要
を
感
じ
な
い
の
で
あ
-
ま
す
O
又
郊
外
に
通

常
な
る
遊
園
地
も
少
な
く

寧
ろ
E
M
の
公
園
や
超
勤
場
が
繁
昌
し
て
居
る
の
で
あ
11
ま
す
O

以
上
の
各
事
由
に
よ
り
ま
し
て
大
阪
附
虻
の
郊
外
電
蛾
が
型

穴
附
妃
bl
そ
れ
に
比
し
て
大
に
志
ま
れ
て
今
日
の
獲
達
を
見
た
る
次

第
で
あ
り
ま
す
｡

五

近
郊
交
流
横
側
と
都
市
計
蕃

大
都
市
近
郊

の
電
鋳
｢
タ
I
r,]
ナ
ル
｣
が
都
心
に
あ
る
場
合
と
親
ら
ざ
る
場
合
と
に
依
り
､

t
般
民
衆
に
封
す
る
利
便
に
於
て
格
段

の
差
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
.
又
そ
れ
が
都
市
計
諸
掛
立
上
に
於
て
も
昇
大
な
る
関
係
を
前
す
る
の
で
あ
り
ま
す
｡
即
ち

｢
タ
ー
ミ

ナ
ル
｣
が
都
心
に
深
く
入
れ
ば
入
る
ほ
ど

一
服
.1L'衆
に
輿
ふ
る
利
便
は
犬
で
あ
っ
て
郡
市
の
費
達
膨
艇
の
上
に
重
大
の
影
響
を
輿
ふ

る
こ
と
喋

聖

兄
に
於
て
省
紘
電
車
の
都
心
爽
入
れ
の
事
蜜
､
t
J阪
に
於
て
各
郊
外
電
織
の
都
心
窮
入
れ
の
状
態
を
見
れ
ば
'
多
言

を
婆
せ
ず
し
て
判
明
す
る
の
で
あ
り
ま
す
O
然
る
に
撤
近
比
の
郊
外
電
銭
の
都
心
乗
入
れ
に
封
し
各
地
に
於
て
粒
々
論
議
せ
ら
る
ゝ

結
典

折
角
の
長
い
計
嵩
も
勤
も
す
れ
ば
頓
挫
せ
ん
と
す
る
の
傾
向
あ
る
は
賓
に
遺
憾
の
至
-
で
あ
り
ま
す
O
か
-

の
如
き
郊
外
電



織
の
都
心
乗
入
間
題
は
､
交
通
検
閲
の
本
質
上
改
称
に
於
て
動
か
す
と
と
の
出
水
な
い
断
秦
を
下
す
べ
き
で
あ
っ
て
､
徒
に
論
議
を

重
ね
て
両
か
73
其
の
17
に
不
純
の
行
動
を
惹
起
す
る
虞
な
き
や
う
に
す
る
こ
と
が
刻
下
の
急
叛
と
信
す
る
の
で
あ
り
ま
す
｡
郊
外
電

織
の
地
下
式
乗
入
れ
に
際
し
て
は

一
哩
少
-
も
pq
五
百
寓
風
を
要
す
る
の
で
あ
-
ま
す
か
ら
'
単
純
な
る
搾
算
の
み
で
は

一
営
利
禽

社
が
之
を
計
菌
遂
行
す
る
こ
と
は
中
々
困
難
な
の
で
あ
ゎ
ま
す
O
祝
ん
や
之
が
発
許
に
雷
っ
て
更
に
教
胃
常
陶
の
冥
加
金
を
市
に
約

付
す
る
が
如
き
は
到
底
其
の
負
姑
に
堪

え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
｡
仮
に
そ
の
負
楯
に
堪
ゆ
る
と
す
る
も
､
そ
の
計
苗
を
電
視
す
る
に

は
長
年
月
を
輩
す
る
こ
と
1
な
り
.
之
を
利
用
せ
ん
と
す
る
民
衆
の
受
-
る
不
便
は
決
し
て
少
な
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
｡

要
す
る
に
郊
外
電
鋳
の
乗
入
れ
の
如
き
夏
姿
た
る
問
題
は
'
都
市
計
苗
樹
立
の
際
に
利
用
者
の
便
否
や
各
交
流
磯
閲
の
連
絡
等
を

T
分
に
研
究
し
T.
有
年
山
･k
計
む
紙
ら
な
い
や
う
に
考
は
哉
能
す
べ
qu事
柄
で
あ
ゎ
畠

す
e

大

交
通
機
関
の
合
雅
的
統
制

今
日
我
国
の
閲
有
鏑
達
は
そ
の
営
業
哩
既
に
八
千
哩
を
爽
破
し
地
方
繊
道
及
軌
道
は
五
千
哩
に
透
し
て
居
り
ま
す
か
ら
統
計

一
貫

三
千
哩
の
延
長
を
有
す
る
の
で
あ
り
ま
す
o
然
し
之
を
閑
寂
の
交
通
疎
開
と
し
て
の
大
局
か
ら
考
へ
て
み
ま
す
と
き
は
'
そ
の
路
線

に
於
て
合
理
的
の
統
制
が
あ
る
か
､
道
路
交
通
と
の
関
係
は
如
何
に
な
っ
て
居
る
か
､
叉
翻
っ
て
そ
の
控
常
方
法
を
考

ふ
る
と

き

は
'
大
局
か
ら
見
て
経
済
的
な
る
経
常
が
行
は
れ
て
居
る
か
如
何
と
い
ふ
諸
鮎
に
裁
て
大
な
る
疑
苑
を
生
ぜ
ざ
る
を
椙
な
い
の
で
あ

り
ま
す
o
無
用
な
る
競
争
紙
を
作
っ
て
互
に
柴
を
畢
ひ
'
資
本
及
労
力
の
無
駄
を
二
重

二
重
に
し
て
居
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
随

所
に
見
う
け
ら
れ
r
殊
に
大
都
市
附
近
の
近
郊
道
政
機
関
に
於
て
最
も
そ
の
多
き
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
･S1
ま
す
.

今
東
西
に
於
け
る
各
電
鋳
魯
融
の
普
梼
昭
和
二
年
度
を
見
る
と
攻
の
表
の
如
く
で
あ
り
ま
す
O

鼓

浜

大
都
市
及
其
附
近
に
於
け
る
交
泡
磯
閑
に
裁
て

第
三
十
啓

三
九
七

夢
二
班

)
二
五



碍

演

大
都
市
及
其
附
近

に
於

け
る
交
通
礁
岡

に
就

て

東

京

附

近

第
三
十
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九
八
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即
ち
現
在
鋳
造
を
建
設
す
る
に
は
へ
日
食
の
如
何
に
報
償
が
安
い
虚
で
も
単
線
で

]
哩
十
高
風
以
上
を
要
し
ま
す
｡
通
常
の
場
所



な
れ
ば
少
-
も
単
線
で

一
望

一三
+
苗
圃
､
複
線

T
哩
四
五
十
寓
回
位
は
か
1
･Sl
'
都
市
内
に
高
架
叉
は
地
下
式
で
路
線
を
遣
る
場

合
に
は
数
百
高
風
を
婁
す
る
の
で
あ
-
ま
す
.
今
仮
に

1
哩
五
十
寓
凧
の
線
路
を
造
れ
ば
年
額
二
面

園
の
純
布
を
得
な
け
れ
ば
六
栄

の
配
雷
が
ii
爽
な
い
勘
定
に
な
り
ま
す
｡
言
ひ
換
ふ
れ
ば

4
日

一
哩
八
十
二
園
の
純
益
を
上
ぐ
べ
き
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
そ
れ
に

は

lL
田

lL
哩
百
六
七
十
園
の
牧
人
軒
宿

る
必
要
が
あ
り
ま
す
0
大
阪
地
内
確
要
の
場
所
に
｢
ク
ー
,I,
ナ
ル
｣
を
持
っ
て
居
る
や
う
な
電

鋳
は
勿
論
そ
れ
以
上
の
収
入
を
得
て
居
り
ま
す
が
､

一
般
の
地
方
鋳
造
軌
道
で
は

l
日

1L
哩
百
六
七
十
園
の
収
入
を
拳
げ
て
居
る
の

は
頗
る
少
な
い
の
で
あ
り
ま
す
O
故
に
経
済
状
態
を
考
慮
せ
ず
に
線
路
を
免
許
す
る
が
如
き
は
最
も
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
､
畢
藷
資
本
の
浪
費
に
経
る
こ
と
ゝ
な
る
の
で
あ
-
ま
す
か
ら

か
や
う
な
事
を
十
分
に
考
へ
て
交
通
網
を
合
理
的
に
整
理
す
る

こ
と
が
最
も
必
要
で
あ
る
と
考
ぶ
る
の

で
あ
り
ま
す
｡
国
有
繊
遇
に
於
て
は
繊
迫
愈
議
に
繊
道
網
を
諮
問
し
帝
闘
議
合
の
筋
管
を
粁

て
銭
道
敷
設
法
に
掲
げ
､
そ
の
建
設
の
年
度
割
簡
算
を
定
む
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
'
そ
れ
で
す
ら
侍
ほ
種
々
の

事
情
り
た
め
に
不
合
理
な
る
建
設
が
行
は
れ
る
こ
と
が
無
い
と
は
言
ひ
難
い
の
で
あ
り
ま
す
｡
地
方
繊
道
や
軌
道
'
自
励
車
道
路
の

如
き

は
何
等
の
療
準
な
-
､
革
に
]
行
政
官
廉
の
自
由
裁
量
に
依
っ
て
免
許
さ
る
1
が
故
に
一
骨
弊
害
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
｡
か
-
の
如
き
弊
賓
を

.i
碍
し
て
路
線
の
選
定
を
合
理
化
す
る
に
は
､
地
方
横
道
､
軌
道
及
自
動
車
道
路

に
於
て
も
樺
威
あ
る
審
査
磯
随
を
設
け
て
路
線
の
決
定
を
為
し
'
固
有
餓
道
と
併
せ
て
歯
豪
の
大
局
か
ら
見
た
る
交
通
網
を
作
-

そ
の
交
通
網
に
経
っ
て
の
み
免
許
を
輿
ふ
る
こ
と
1
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
.
#
.ら
ば
既
に
建
設
さ
れ
た
る
蛾
道
.
軌
道
､
自
動
車
道

を
如
何
に
整
理
統

一
す
る
か
と
云
ふ
に
､
既
設
合
杜
の
合
同
叉
は
買
収
に
依
る
の
外
に
途
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
､
此
の
合
併
買

収
を
賓
行
し
ま
す
の
に
も
'
公
正
適
確
な
る
捷
準
の

な
い
時
代
に
於
て
は
種
々
の
困
難
な
る
問
題
が
起
る
の
で
あ
り
ま
す
D
故
に
政

府
に
相
嘗
梯
威
あ
る
機
関
を
設
け
､
全
図
の
織
道
'
軌
道
及
日
勤
車
道
に
亘
り

そ
の
替
集
成
統
'
財
産
状
態
に
就
て
投
も
正
確
な
る

而
し
て
合
理
的
な
る
評
偵
解
を
決
定
し
'
常
時
之
を
峯
備
し
て
合
同
や
買
収
に
封
し
て
構
成
あ
る
参
考
資
料
と
す
る
と
と
1
な
り
ま

講

演

大
都
市
及
共
附
近
に
於
け
rO
交
劫
機
軸
に
裁
て

解
三
十
啓

二1九
九
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誇

藻

大
都
市
及
其
附
近
に
於
け
る
交
通
槻
鯛
に
裁
て

第
三
十
番

四
〇
〇

弟
二
鍵

一
二
八

し
た
な
ら
ば
'

既
設
の
地
方
鏑
追
及
軌
道
等
の
薬
理
武

一
に
貢
献
す
る
所
決
し

て
少
な
く
は
あ
る
ま
い
と
倍
す
る
の
で
あ
り
ま
す
｡

此
の
財
産
許
傾
(V
aluatio
n
)
は
電
賊
の
買
収
や
合
併
に
封
し
て
有
川
な
る
の
み
な
ら
ず
､
運
賃
制
定
に
苫
つ
て
も
大
に
必
要
な
の
で

あ
り
ま
す
O
今
日
大
都
市
附
近
に
多
数
の
電
賊
が
あ
り
ま
す
が
'
そ
の
l
哩
常
の
運
賃
は
殆
ん
ど
全
部
違
っ
て
居
る
と
申
す
も
過
言

で
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
O
運
鷺
は
大
槻
旗
容
の
負
槍
力
を
考
へ
て
決
定
す
る
も
の
と
す
れ
ば
､
同
じ
社
済
状
態
の
地
方
に
於

け
る
各
電
織
の
遥
貨
が
皆
違
っ
て
居
る
な
ど
は
飴
り
に
不
可
解
で
あ
ゆ
ま
す
C
萄
-
も
開
家
の
免
許
制
度
の
下
に
中晩
鏑
か
経
営
さ
る

･.
な
ら
ば
'
そ
の
道
賃
に
裁
て
も
期
首
の
棲
準
を
定
む
る
必
=38
あ
り
と
信
す
る
の
で
あ
り
ま
す
.
現
在
図
表
が
粁
皆
困
難
な
る
繊
道

に

射
し
て
補
助
を
興
ふ
る
制
度
を
粁
持
す
る
以
上
1.
そ
の
餓
道
と
軌
超
と
を
聞
は
す
､
萄
-
も
地
方
交
通
機
関
と
し
て
必
潜
あ
り
と

し
て
そ
の
敷
設
を
免
許
す
る
場
合

1
定
の
運
賃
を
傭
件
と
し
て
之
を
免
許
し
､
其
の
経
営
が
過
誤
故
壇
の
跡
な
-
し
て
何
ほ
収
入

不
足
を
昔
ぐ
る
に
於
て
は
､
政
府
は
宜
し
-
補
助
を
輿
へ
て
健
全
な
る
費
達
を
囲
る
べ
き
も
の
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
O
然
る
に
自

由
昔
柴
の
下
に
費
買
さ
る
1
商
品
の
如
-
､
蓬
賃
が
直
々
に
な

っ
て
居
る
の
は
飴
り
に
放
任
さ
れ
て
居
る
や
の
感
が
す
る
の
で
あ
り

ま
す
O
是
等
の
画

題
は
財
産

評
情
と
関
連
し
て
十
分
に
研

究
す
る
必
妥
あ
-
と
児
ふ
の
で
あ
り
ま
す
｡

責
に

三
一Eを
加
へ
て
置
き
た
い
こ
と
は
'
鏑
道
と
軌
道
と
の
直
別
に
裁
て
で
あ
り
ま
す
O
東
京
及
大
阪
を
中
心
と
し
て
幾
多
の
電

織
が
あ
り
ま
す
が
､
執
れ
.か
細
道
で

何
れ
が
軌
道
で
あ
る
か
､
恐
ら
く
何
人
も
そ
の
直
別
の
梗
準
を
見
糾
す
に
苦
し
ま
る
ゝ
こ
と
ゝ

息
ふ
の
で
あ
り
ま
す
o
此
の
区
別
に
裁
て
は
稜
々
の
詮
を
聞
-
の
で
あ
-
ま
す
.
或
は
地
方
紙
道
法
に
準
振
し
て
敷
設
し
た
る
も
の

は
鋳
造
で
軌
道
法
に
撰
っ
て
敷
設
し
た
る
も
の
は
軌
道
で
あ
る
と
か
､
或
は
道
路
の
祁
助
横
軸
た
る
も
の
は
軌
道
で
あ
っ
て
然
ら
ざ

る
も
の
が
銭
道
で
あ
る
と
か
､
或
は
原
則
と
し
て
道
路
に
敷
設
す
る
も
の
が
軌
道
で
然
ら
ざ
る
も
の
が
細
道
で
あ
る
と
か
色
々
の
意

見
が
あ
-
ま
す
が
'
結
局
現
状
の
弼
退
及
軌
範
に
裁
て
之
を
見
ま
す
れ
ば
､
大
阪
方
面
で
は
新
京
阪
､
南
梅
の
大
部
分
及
大
鏡
は
械

苗
で
あ
り
､
京
阪
'
既
考

大
軌
の
大
部
分
は
軌
道
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
.
尤
も
軌
道
は
そ
の
頚
達
の
沿
革
閲
係
に
於
て
'
革
研



は
相
営
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
､
今
日
に
至
っ
て
は
貰
質
的
に
'
賦
活
と
の
間
に
何
等
の
尾
別
棟
準
が
な
い
､
と
言
っ
て
差

支
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
o
従
っ
て
循
環
論
法
に
な
-
ま
す
が
'
地
方
鋳
造
法
打
操
っ
た
も
の
が
餓
道
で
'
軌
道

法
に
嘘
っ
た
も
の
が
軌
道
で
あ
る
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
｡
つ
ま
り
敷
設
免
許
を

得
る
場
合
に
於
け
る
日
嗣
符
の
意

志
に
依
っ
て
執
れ
に
も
な
る
も
の
で
.'
今
日
迄
は
闇
毅
と
し
て
執
れ
か
に

1
定
す
る
嘘
唯
も
方
針
も
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
'
然

ら
ば
繊
道
と
軌
道
と
如
何
な
る
鮎
に
於
て
異
っ
て
居
る
か
と
申
し
ま
す
と
'
そ
の
監
督
官
歴
が
異
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
.
繊
道

は
鉄
道
大
臣
の
み
の
監
督
を
受
-
る
に
杓
は
ら
す
'
軌
道
は
内
&
.
戟
造
両
大
臣
の
監
督
を
受
け
､
更
に
そ
の
樺
隈
の
一
部
が
地
方

藍
に
委
任
ru･れ
て
居
り
ま
し
て
'
更
に
勧
進
及
軌
道
の
動
力
が
電
気
で
あ
る
場
合
に
は
避
信
大
臣
の
監
督
を
も
受
-
る
の
で
あ
-
ま

す
O
攻
に
接
試
に
際
し
て
織
過
に
は
軌
過
に
比
し
て
校
々
や
か
ま
し
い
制
限
が
あ
り
ま
す
.
例
へ
は
本
紙
の
曲
線
は
八
鎖
以
上
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
､
叉
複
軸
で
車
軸
の
行
違
ひ
の
場
合
に
於
け
る
間
隔
竺

爽

以
上
を
嬰
す
る
と
か
'
執
れ
も
軌
道
の
場
合
よ
り

も
安
全
率
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
｡

然
し
な
が
ら
寛
際
に
鋳
造
と
軌
道
と
の
設
備
や
造
特
速
度
を
比
較
し
て
見
る
と
矛
盾
し
て
居
る
や
う
な
感
が
す
る
の
で

あ
り
ま

す
.
第
三
に
経
営
上
に
於
て
も
郁
々
違
っ
た
制
限
が
あ
り
ま
す
.
例

へ
は
耽
低
を
募
る
場
合
､
繊
道
な
ら
ば
誰
可
を
嬰
す
る
が
軌
道

に
は
そ
の
必
要
が
な
い
と
か
へ
叉
小

供
の
運
賃
は
'
鋳
造
で
は
凹
歳
よ
り
十
二
歳
ま
で
の
小
供
に
射
し
大
人
の
運
賃
の
年
朝
を
徴
収

す
る
こ
と
1
な
っ
て
居
-
'
軌
道
で
は
六
歳
以
上
の
小
供
は
大
人
と
同
毅
の
運
賃
を
徹
す
る
も
差
支
な
い
こ
と
1
な
っ
て
屠
り

ま

す
｡か

-
の
如
-
種
々

な
る
鮎
か
ら
考
察
し
ま
す
と
､
何
の
た
め
に
繊
道
と
軌
道
と
の
別
を
設
け
て
各
関
係
法
現
を
別
に
し
て
居
る
の

か
'
そ
の
青
森
は
何

虚
に
あ
る
の
か
､
鋳
造
及
軌
道
の
本
質
を
冷
静
に
考
へ
ま
し
た
な
ら
ば
､
徒
に
手
続
の
繁
攻
を
痛
感
す
る
の
み

で
あ
り
ま
す
｡

辞

演

大
都
市
及
其
附
近
に
於
け
皇
父
迅
磯
的
に
裁
て

夢
三
十
番

四
〇
1

第
二
戟

1
二
九



詩

境

大
都
市
及
其
附
近
に
於
け
る
交
通
機
関
に
裁
て

第
三
十
番

四

〇
二

第

二
耽

1
三
〇

政
費
の
節
約
や
緊
縮
の
聾
の
高
き
今
日
に
於
て
絶
て
の
仕
事
を
合
理
的
に
盤

理
す
る
こ
と
が
最
も
緊
要
な
の
で
あ
り
ま
す
が
'
革

に
言
葉
の
上
で
大
言
壮
語
す
る
の
み
で
な
く
'
只
今
申
上
げ
ま
し
た
や
う
な
極
め
て
卑
近
な
具
鰭
的
の
問
題
に
裁
て
紬
か
-
研
究
し

能
率
の
増
進
を
期
す
る
必
要
あ
り
と
信
じ
ま
し
て
二
三
の
貫
例
を
示
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
.

従
来
我
国
で
は
理
論
と
貿
際
と
は
必
ず
し
も

1
致
し
な
い
と
い
ふ
考
が

1
殻
を
支
配
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
､
之
は
料
率
に

封
し
て
全
幅
の
信
楯
教
捧
げ
な
い
と
い
ふ
習
慣
に
よ
る
も
の
で
あ
り
恵
す
.
猫
逸
や
米
国
が
世
鼎
の
科
挙
王
閲
､
富
の
王
国
と
な
る

所
以
は
'
科
単
に
射
し
て
息
貿
な
る
遵
奉
者
で
あ
り
'
仰望
調
と
賓
際
と
は
必
ず

一
致
す
べ
き
も
の
た
り
F
と
の
確
信
の
下
に
珊
給
の

r11Iこl,
′1
.lく_
｢一
ノ
)

〉
_

.

官
慣
れ
K
葬
ブ
L
/一
上
衣
Pt.己
と
力
男
bl重
要
な
N
信
匡
て
凄
ら
う
･U
考
(
ら
幻
芸
のlて
走
り
ま
す
ー
希
は
･超
す
L
も
国
井
til嶺
糧

を
拝
せ
ん
と
す
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
､
理
論
の
電
際
化
は
人
の
努
力
に
よ
り
て
必
ず
可
能
な
り
と
倍
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
.

科
車
に
封
す
る
息
貰
な
る
信
祝
着
と
し
て
交
通
企
業
の
合
理
化
に
向
つ
て
遇
進
し
た
い
と
考
へ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
.


