
∵
二

三

篭

〓
智

端
.六

紙

大

正
十

三
年
十

二
月

地
文
及
び
人
文
挙
上
よ
り
観
上
る
九
州
西
北
部

㈱

小

ノ

琢

治

四
､
火

山

作

円

苗
は
九
州
西
北
部
の
地
祝
を
支
配
す
る
垂
婁
な
る
僚
力
竺

た
る
第
三
紀
以
後
の
火
山
作
用
を
考
ふ
る
に
'
其
の

蔵
も
著
し
苧
も
の
ほ
お
良
岳
及
び
温
泉
岳
の
耐
大
火
山
な
る
も
'
何
は
此
の
外
に
各
種
の
之
に
発
ち
て
噴
出
し
た
山

塊
及
び
素
地
が
あ
-

､
其
の
中

に
は
今
僻
は
小
規
模
な
が
ら
火
山
特
有
の
形
感
を
保
持
す

る
も
の
も
あ
る
O
五
島

に

は
此
の
如
き
玄
武
栗
の
火
臣
が
あ
っ
て
之
か
ら
抽
出
し
た
火
山
弾
は
頗
る
多
最
に
番
見
せ
ら
れ
て
ゐ
る
O

此
の
玄
武
岩
の
噴
出
し
た
時
代
は
各
地
を
通
じ
て
同

1
で
は
な
か
っ
た
ら
し
-
'
又
潜
嚢
が
頗
る
分
化
を
受
け
た

の
で
多
義
の
ァ
ル

ヵ
Jl
を
合
有
し
安
山
忍
さ
は
著
し
-
化
軍
成
分
の
薫

っ
た
も
の
を
倉
み
'
又
珪
酸
合
有
畳
の
頗
る

多

い
粗
而
岩
の
柏
も

現
ほ
れ
て
凍
る
.

唐
津
附
近
及
び

五
島
に
は

此
の
如
き
ア
〝

カ

リ
粗
面
岩
で
瞥
連
徴
斜
長
石

A
n
o
r

th
octase
を
食

む
も
の
が
骨
て
碑
津
博
士
に
よ
っ
て
聡
兇
さ
れ
､
此
の
地
方
の
火
山
岩
噴
出
は
朝
鮮
等
島
の
日

地
文
及
び
人
文
準
上
よ
り
批
た
ろ
九
州
関
北
耶
(
坤
)

讃
Lfa



地

球

節
二
番

第
六
戟

蓋

.

三

本
海
沿
岸
地
方
ビ
密
接
な
る
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
る
｡
昨
年
五
月
朝
鮮
総
督
府
地
質
調
査
所
立
草

山
成
耐
技
師
の

調
査
せ
ら
れ
た
威
鹿
北
整

晶

｡明
川
両
郡
の
ア
ル
カ

リ
火
山
蓋
噴
出
地
方
を
兼
行
し
て
扇

技
師
の
決
見
せ
ら
れ
欠

如

′-､
些

二
磐

J;
期
か
ら
第
四
紀
に
至
る
閑
に
､酸
性
豪

性
火
山
岩
衝
の
分
化
し
誓

石
基
が
幾
回
も
押
し
出
さ
れ
て

贋
大
な
る
地
域
に
亙
-
洗
出
し
p
青

い
第
三
紀
時
代
の
.も
の
は
爽
衆
潜
中
に
岩
席
を
成
し
浸
蝕
さ
れ
て
高
原
状
の
山

地
を
成
す

二
だ
を
観
た
.
其
の
第
四
紀
に
入
っ
て
か
ら
噴
出
し
た
ビ
想
は
れ
る
も
の
は
普
通
の
玄
武
岩
で
浸
蝕
谷
を

充
た
し
て
河
成
段
丘
霊

撃
Il.
又
今

荷
は
其
の
後
の
浸
蝕
の
不
充
分
紀
伊
に
は
京
元
餓
進
の
治
兼
に
観
る
が
如
き
揺

岩
中
原
霊

写

た
所
も
あ
る
〇
九
州
西
北
部
の
ア
ル
カ

-
火
山
岩
の
噴
出
は
多
分
成
北
地
方
ビ
同
じ
く
晩
に
漸
新
世

に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
ら
-
が
未
だ
讐

雇

膚
の
暦
序
が
不
明
な
た
め
に
確
定
し
難

い
.
然
れ
で
も
島
原
寧
島
や
唐

津
･伊
苗
写

佐
世
保
の
附
近
に
於
て
基
地
を
成
し
著
-
ば
山
頭
に
の
み
浸
徹
さ
れ
て
残
っ
た
も
の
も
･
又
た
讐

元

来
の
茂
木
の
椀
物
化
石
を
倉
む
薯
府
中
の
も
あ
る
こ
と
は
繭
に
述

べ
た
通
-
で
あ
る
O

朝
鮮
海
峡
に
於
け
る
ア
ル
巾ハ

ブ
火
山
岩
の
噴
出
は
九
州
本
島
で
は
此
の
加
-
飴
-
人
目
を
惹
-
に
は
至
ら
ぬ
が
･

終
州
島
に
於
で
は
有
名
な
る
濃
密
山
の
立

沢
14
大
火
丘
を
掘
起
し
･
中
村
廟

太
郎
)
数
按
が
踏
査
せ
ら
れ
た
る
所
で

は
親
両
署
の
噴
出
し
た
ビ
略
ぼ
同
じ
通
路
†せl
取
っ
て
玄
武
岩
の
大
洗
出
を
見
て
､
頂
上
の
現
火
口
の

7
部
に
は
貴
い

玄
武
岩
の
外
に
白
色
の
峨
岩
が
畢
立
す
る
奇
観
を
口記
し
て
ゐ
る
ど
い
ふ
.

食
止も
ぎ

も
節
囲
配
に
入
っ
て
後
の
安
山
岩
の
噴
出
は
九
州
側
で
は
粟
に
音
大
で
･
長
崎

近

傍
そ
砂
他
諸
所
に
基
の



憤
仙
川塊
を
児
~
就
中
多
良
渦
兼
の
珊
偉
tI･6る
山
容
は
阿
蘇
･金
峰
両
火
山
ビ
封
嘩
し
て
有
明
聯
･由伺
押
仙関
の
凹
地
の
用

園
に
質
表
に
聾
え
て
ゐ
る
｡
此
の
両
火
山
中
多
良
喬
の
方
は
多
義
の
集
塊
岩
を
噴
出
し
て
後
に
久
し
-
活
動
が
止
ん

で
し
ま
っ
た
が
.
視
点
番
は
最
近
三
官
年
間
に
少
-
も
二
回
の
潜
動
窒
不
し
.
之
に
伴
っ
て
頗
る
激
甚
な
る
地
震
も

起
る
の
で
醇
に
注
意
さ
れ
て
ゐ
る
.

山
昨
年
十
二
月
島
原
牛
島
の
激
震
が
あ
っ
た
後
直
ち
に
現
場
を
踏
査
し
此
の
火
山
噴
出
地
に
起
っ
た
地
震
の
性
質

を
研
究
し
た
O
基
の
報
告
は
既
に
京
都
大
軍
埋
畢
部
紀
嬰
Fq
籍
二
親
に
盆
に
し
た
の
で
あ
る
が
'
其
の
附
園
を
本
誌

前
牝
に
掲
載
し
た
か
ら
左
に
其
の
概
要
を
載
せ
る
｡

温
泉
火
山
の
地
質
に
関
し
て
は
骨
で
地
貿
調
査
所
.
山
下
福

富
)技
師
の
熊
本
間
隔
説
明
書
p
山
田
(邦
彦
)博
士

の
地
質
単
離
誌
(琉
三
鵬
)
に
報
告
さ
れ
た
後
p
駒
田
(亥
久
雄
)扱
師
の
詳
細
LJ
る
調
査
報
告
文
が
憲
英
調
査
骨
か
ら

聴
衆
に
な
っ
て
み
る
の
で
p
此
の
火
山
の
構
造
が
明
か
に
な
っ
て
今
本
誌
に
掲
げ
た
地
質
園
も
亦
駒
的
氏
の
附
間
を

縮
め
て
之
に
佐
藤
(樽
減
)学
士
の
意
見
を
慶
照
し
て
調
製
し
た
の
で
あ
る
｡

曲
の
弛
貿
糧I
に
明
か
な
る
が
如
-
p島
原
竿
島
は
温
泉
火
山
の
裾
野
輪
廓
が
そ
の
ま
ゝ
海
岸
脱
を
成
し
LJ
北
部
･莱

部
.JYJ
其
の
扱
奴
せ
ら
れ
た
西
部

の外
に
､
其
の
関
南
に
之
よ
ro
も
首
い
新
館
三
紀
の
玄
武
岩
を
償
い
空
荷
原
状
の
地

方
も
あ
っ
て
p
千
々
岩
灘
の
側
は
弧
泉
火
山
の
大
火
山
の
大
火
日
の
酉
に
開
い
た
部
分
で
あ
る
｡

源
泉
火
山
も
多
良
岳
だ
同
じ
-
霜
四
配
有
明
泥
中
に
噴
出
し
た
も
の
で
'
先
づ
多
最
の
銀
塊
岩
の
流
出
が
あ
っ
て

地
文
及
び
人
文
掛
上
よ
り
軌
た
る
九
州
西
北
那
ハ
ート
〕

R
ll:r弧

三



地

球

嬰

壷

壁

ハ
班

喜

田

次
で
角
閃
安
山
岩
の
熔
岩
が
流
出
し
て
其
の
上
を
故
接
し
て
蒐
大
な
る
火
丘
を
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡
是
が
括
勘
窮

1
期
即
ち
敢
旺
盛
を
代
衷
す
る
も
の
で
p
今
の
寧
島
周
遊
に
裾
野
を
成
し
た
緩
斜
面
地
は
此
の
集
塊
岩
の
噴
出
に
伴

ひ
た
る
次
暦
の
地
盤
の
上
に
史
に
其
の
後
の
活
勤
の
時
に
噴
出
し
た
次
潜
が
被
接
し
て
出
来
て
ゐ
る
.

此
の
第

7
期

噴
出
物
の
造
っ
た
大
火
丘
は
今
は
大
部
分
破
壊
せ
ら
れ
て
中
央
に
急
に
外
面
に
顔
や
か
な
数
多
の
山
塊
に
成
っ
て
･

佐
壮
保
養

摘
閥
の
汽
華
中
か
ら
望
見
す
る
非
封
洞
的
斜
面
を
揮
っ
た
山
轡
が
助
の
外
輪
山
の

7
部
で
あ
る
｡
大
火
口

の
成
生
は
後
に
逓
ぶ

る
卑

-
火
山
活
動
に
伴
ふ
地
震
が
噴
火
の
衷

へ
た
後
醸
薦
す
る
た
め
に
地
盤
に
先
天
的
に
存
在

し
た
構
造
銀
に
よ
っ
て
地
塊
に
分
割
さ
れ
iJ
も
の
で
あ
る
｡

活
動
の
讐

廟

は
大
火
口
の
中
央
及
び
周
遊
に
同
じ
-

遠

の
構
造
牌
に
治
ひ
地
下
洗
魔
か
ら
押
し
出
さ
れ
る
岩

粟
通
路
の
上
端
に
出
来
た
個
々
の
火
丘
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
｡
渦
泉
岳
の
中
央
火
丘
の
阿
轡

金
峰
山
等
ビ
薫
る

特
色
は
其
の
中
炎
通
路
に
よ
る
噴
火
が
除
-
著
し
-
な
っ
て
.
却
っ
て
大
火
口
の
周
壁
に
噴
出
し
た
部
分
が
多
量
の

熔
岩
を
流
出
し
.
中
央
火
丘
た
る
九
千
部
岳
よ
-
も
却

っ
て
高
い
現
今
の
濃
秀
鮎
た
る
普
賢
商

(
三

六

〇
拳

の

成
生
を
見
た

の
で
あ
る
0
駒
田
埋

率
土
が

望

晋

れ
た
如
-

寄
生
火
丘
の
噴
出
も
略
ぼ

1
定
の
走
向
に
排
列
し
酉

郷
山
及
び
高
縁
を
連
ね
た
南
北
繭
と
〇
九
千
部
轟

賢
や

前
山
(眉
山
妄

連
ね
た
東
酉
線
は
殊
に
著
し
い
0
(第
十
三

版
構
造
楯
岡
療
撃

此
の
活
動
塑

頑

即
ち
中
火
火
丘
の
成
空

｣
同
じ
-
､
麓
三
期
周
遊
火
丘
の
成
生
及
び
寄
隼
火

丘
の
噴
出
は
節

1
期
に
比
し
て
活
動
力
の
衰
退
を
ポ
す
-
の
で
､
雌
の
時
に
は
連
ビ
し
て
焼
栗
の
流
出
を
札
た
も
の



で
ー
従
っ
て
基
の
槻
帖城
性
は
山海
か
に
窮
は
-
つ
た
-
-

ビ

憩
は
れ
る
｡
此
の
闘
僻
は
流
刑
川す
る
牌
仰岩
及
び
合
有
基
怨
刑

の
岳
の
独
少
む
も

意
味

し
た
笠
で
.
釣

一
期
洗
出
の
角
閃
石
熔
岩
の
周
遊
に
向

つ
て
流
れ
た
勾
配
よ
り
も
温
か
に
急

峻
な
傾
斜
面
を
成
す
こ
亡
か
ら
推
定
さ
れ
得
る
所
で
あ
る
.

地
質
調
査
所
で
佐
藤
氏
の
採
集
し
た
熔
岩
に
親
で
行
っ

た
化
寧
分
析
の
成
績
は
左
の
加
-
な
つ
で
る
O

班酸

化

知

ドー二
脱

化

l

脱

化

-..;･･'
.目し
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円
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〇
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∵
二
八

北
等
中
央
火
丘
及

び
零
珪
火
丘
の
r箱
船
岩
は
何
れ
も
角
閃
夏
山
潜
で
多
-
は
農

事
舟
か
食
み
.
太
鴨
著
し

い
珪
酸
倉

地
文
及
び
人
波
札
王

よ
り
規
i1
る
九
州
仲
北
部
ハ中
)

五



地

球

第
二
各

節
六
折

芸

八

六

有
濃
の
挺
化
を
月
な
い
が
.
後
者
は
稗
酸
性
に
し
て
少
し
-
の
悪
果
分
化
の
形
跡
も
認
め
ら
れ
､
地
下
に
伏
在
す
る

岩
礁
源
が
或
は
徐
々
に
湿
度
の
低
下
ビ
共
に
部
分
的
結
晶
作
用
を
起
し
っ
～
あ
る
べ
き
を
憩
は
し
め
る
.

I
つ
の
大
き
な
火
山
hCq･J形
成
す
る
熔
岩
の
化
単
成
分
に
屡
認
め
ら
れ
る
挺
化
は
初
期
の
遊
佐
に
し
て
之
に
薦
-
ち

の
が
漸
次
珪
酸
倉
有
蓋
の
増
加
を
示
す
革
質
が
あ
る
.
上
に
掲
げ
た
る
分
析
成
績
は
其
の

叫
部
分
に
止
ま
る
も
.
僻

は
怯
少
な
が
ら
韮
牲
池
波
の
法
則
の
行
は
る

事ゝ
賓
を
語
る
も
の
L～
如
上

即
ち
九
千
部
岳
熔
岩
よ
-
も
前
山
噴
出

物
の
方
が
捕
珪
酸
最
多
-
'
憩
鷺
蕎
よ
-
も
晃
政
侭
忍
の
方
が
多
き
を
認
め
る
｡

魚

れ
tp,,
も
之
を
隣
接
す
る
阿
蘇
火

山
に
比
収
す
る
に
敗
れ
に
ゐ
つ
て
は
中
央
火
丘
の
噴
出
物
は
輝
石
安
山
岩
の
み
に
て
外
輪
山
の
角
閃
安
山
岩
に
始
ま

っ
て
､
即
ち
所
謂
阿
蘇
泥
熔
岩
の
大

洗
出
ど
な
-
'
成
分
の
担
化
が
著
し
い
.
換
言
す
れ
ば
阿
蘇
の
場
食
に
は
現
今

満
潮
を
糖
帝
す
る
中
火
火
丘
の
下
に
伏
在
す
る
岩
栗
源
は
過
去
の
大
阿
蘇
火
山
を
形
成
し
た
崎
に
分
化
作
用
の
第

1

期
を
完
了
L
t
現
今

は
安
に
洗
き
下
府
の
悪
果
鼎
か
ら
砿
接
に
押
し
出
さ
れ
て
雑
た
琴

南

の
岩
莱
上
昇
作
用
を
代

袈
す
る
も
の
ど
憩
は
れ
る
｡
故
に
温
泉
の
場
倉
に
岩
某
源
か
ら
云

へ
ぼ
大
火
丘
の
造
ら
れ
て
か
ら
今
日
に
空
ろ
ま
で

畢

一
の
も
の
で
.
唯
長
い
間
に
多
少
の
分
化
作
用
が
行
ほ
れ
て
ゐ
る
に
止
ま
っ
て
.
第

一
期
の
悪
果
上
昇
作
用
の
撒

贋

を

意
味
す
る
も
の
ビ
想
は
れ
る
｡

次
に
噴
火
の
現
象

に
つ
い
て
考
ふ
る
に
現
今
日
本
で
大
き
な
火
山
ビ
認
め
ら
る
,
も
の
ゝ
軒
数
を
青
む
る
安
山
岩

質
の
も
の
に
は
'
略
ば
共
通
の
手
頂
き
が
あ
る
ら
し
-
､
其
の
最
初
期
に
出
水
る
-
の
は
渥
底
噴
火
に
飴
ま
わ
,､
成



長
し
て
裾
面
上
に
囁
角
を
あ
-
は
し
た
の
は
恐
ら
-
は
殆
ど
.脱
上
の
車
両
に
近
い
鰻
頭
状
の
火
丘
に
過
ぎ
な
い
も
の

で
p
是
が
原
始
型
式
で
有
る
べ
き
で
あ
る
が
.之
を
保
有
す
る
も
の
は
殆
ど
な
-
､自
分
の
知
る
範
囲
で
は
東
南
の
中

硫
黄
島
元
山
の
友

で
あ
る
.
伊
豆
の
諦
火
山
中
敦
も
洗
-
開
研
さ
れ
た
緒
枚
火
山
の
韮
雅
に
観
る
所
の
凝
次
男
海
底

堆
積
畢

言

は
同
じ
-
此
の
最
初
期
を
代
表
す
る
ら
し
い
が
､
大
抵
何
れ
の
火
山
に
で
も
其
の
後
の
活
動
に
件
ふ
抽

出
及
び
洗
出
物
の
た
め
に
被
覆
さ
れ
て
之
を
見
る
こ
だ
が
出
水
な
い
｡
次
期
に
入
っ
て
集
塊
熔
岩
が
多
量
に
流
出
す

る
も
の
で
は
或
場
合
に
は
此
の
如
き
活
動
の
た
め
に

一
種
の
火
山
藍

:3
㌔

其
の
上
を
其
の
後
に
多
量
の
異
熔
岩
の

流
出
を
職
な
い
で
終
結
し
･之
も
異
の
敏
頂
閲
錐
状
の
火
丘
霊

撃
ら
ぬ
の
で
火
山
だ
し
て
の
完
金
程
形
態
雷
毒

ぬ
､

従
っ
て
其
の
剰
ま
し
た
火
山

ĴJ
し
て
障
別
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
が
多

い
や
-
で
あ
る
0
伊
豆
半
島
の
簡
苗
な
で
に
は

此
の
如
き
集
塊
岩
の
山
が
あ
っ
て
.
浸
蝕
作
用
の
激
甚
な
る
が
た
め
に
火
山
ど
し
て
飴

-
注
意
さ
れ
て
屠
ら
ぬ
も
の

を
軌
た
こ
だ
が
あ
る
.
九
州
西
北
部
で
も
多
良
岳
の
如
き
は
此
の
時
期
の
集
塊
岩
が
山
酷
の
大
部
分
を
成
し
活
動
の

耶
盛
壁

ポ
し
て
ゐ
る
｡
温
泉
岳
で
は
此
時
期
の
活
動
に
頂

い
た
焼
岩
の
流
料
期
が
更
に
著
し
く

従

っ
て
完
全
L･4
外

輪
山
だ
し
て
今

宛
つ
LJ
所
の
大
火
山

に
成
長
し
た
の
で
あ
る
｡

曲
の
三
っ
の
噴
火
期
は
何
れ
も
岩
粟
中
に
多
量
の
水

蒸

気

及

び
其
の
他

の
揮
俊
介
を
倉
石
す
る
も
の
で
､
基
の
噴
火
の
状
態
は
恐
ら
-
は
今
か
ら
想
像
し
能
は
ぬ
位
激
烈

な
性
質
を
帯
び
て
ゐ
た
笠
で
あ
る
.

此
の
血
-

-
て
大
火
丘
を
形
成
す
る
に
至
る
噴
火
作
用
が
火
山
形
成
の
窮

叫
輪
廻
で
あ
っ
て
p
其
の
.後
生
す
る
中

地
文
及

び
人
文
蜂
上
よ
り
撃

i
ろ
九
州
関
北
.S
(
中
)

粥
克

忠



地

球

琴

壷

第
六
淡

喜

八

兜
及
び
寄
生
火
丘
の
出
凍
る
噴
火
は
之
に
比
し
て
遊
か
に
活
動
力
の
東
起
し
た
第
二
輪
廻
だ
誉

O
J
近
世
の
歴
史
時

代
噴
火
は
恐
ら
-
は
此
の
輪
廻
の
終
結
に
近
い
敢
も
精
勤
カ
の
少
な
い
も
の
に
過
ぎ
ぬ
ら
し
い

次
に

五
.
温
泉
火
山
憲
島
原
中
島
の
地
震
の
関
係

を
考
ふ
る
に
両
輪
池
の
種
々
の
時
期
に
噴
火
の
盛
衰
は
頗
る
賓
し
い
が
､之
れ
に
件
ふ
地
震
は
何
時
も
朝
常
に
張
-
･

最
初
期
に
岩
膿
が
地
表
に
近
づ
き
其
の
爆
教
的
に
続
出
す
る
時
に
純
然
た
る
火
山
地
震
の
頗
る
激
甚
な
る
べ
き
は
誰

も
疑
は
ね
桝
で
あ
る
が
.
又
第

1
輪
廻
の
絡
-
撃

一の
藤

池
に
人
ら
ん
だ
す
る
畔
に
も
.
七
九
年
グ
エ
ス
,,i,
ヤ
ス
火

山
の
活
動
復
活
に
先
だ
つ
十
六
年
前
の
激
震
の
如
き
も
の
が
こ
～

に
も
遇
っ
た
･,J
想
は
れ
る
｡
大
垂

二
年
の
桜
島
噴

火
の
時
の
激
震
か
ら
推
せ
ば
.
普
賢
岳
の
如
き
新
火
丘
の
成
生
に
潜

っ
て
も
地
震
は
例
命
局
部
的
で
あ
っ
た
と
し
で

も
除
程
大
き
か
つ
た
ら
-
ビ
考

へ
ら
れ
る
｡

光
政
四
年
の
普
賢
岳
噴
火
に
件
-
た
地
質
は
現
存
す
る
記
鎌
に
よ
れ
ば
同
じ
-
戯
る
激
甚
な
る
も
の
で
.
今
何
は

｢
島
原
大
建
肥
後
迷
惑
｣
だ
い
ふ
円
碑
に
追

っ
た
大
地
挺
な
る
も
の
は
大
部
分
地
震
の
損
害
で
あ
っ
LJ
の
で
あ
る
0

混
糸
帝
噴
火
の
歴
史
を
観
る
に
混
泉
の
聴
兄
を
行
基
菩
薩
天
資
年
間
だ
し
た
樽
寵
が
叢
も
着
工

其
の
後
月
観
二

年
に
孤
束
伸
の
陛
位
の
記
事
が
三
代
賓
雄
志

聖

に
見
え
既
に
火
山
活
動
の
形
跡
を
憩
は
し
め
p
島
原
高
等
女
轡
校

に
は
山
上
よ
-
得
た
ATJ
い
ふ
古
い
.i
寧
ノ叫
石
塔
の
塾
肢
寧
膿
明
瞭
な
る
二
相
の
鮭
文
断
片
を
見
た
が
.
之
は
少
-
ち

平
安
朝
中
頃
を
下
ら
ぬ
-
の
で
圃
史
の
記
雄
ビ
共
に
､
山
上
に
神
勅
棚
尊
現
存
せ
る
を
推
知
す
る
に
足
る
も
の
で
あ



る
0
島
原
大
塵
記

著
者
不
明
)
に
は
弘
安
四
年
の
蒙
古

憩
殊
の
一時
に
山
上
の
肇
院
は
戯
る
基
え
ー
有
馬
家
が
之
を
倣

奴
し
た
ど
い
ひ
'
此
の
闇
を
通
じ
て
激
烈
な
噴
火
状
態
は
或
は
な
か
っ
た
ら
し
い
｡

大
損
記
の
詑
す
る
桝
に
腫
れ
ば
明
磨
三
年
=

ハ
五
七
)
の
噴
火
が
確
貨
で
二
十
四
年
に
盃
-
活
動
を
頂
け
た
ら
し

-
･
牛
島
の
北
部
の
柑
･響

夜
間
提
灯
専
用
ゐ
な
い
位
に
激
し
上

背

鷺
櫓

の
北
軍
順
三
骨
相
領
に
古
焼
品

す
る

熔
岩
流
は
此
の
頃
火
に
洗
出
し
た
も
の
で
あ
る
J
之
か
ら
六
年
を-
隔
て
ゝ
寛
文
三
年
三
月
に
も
五
日
間
噴
火
し
､
普

鷺
南
の
南
側
に
九
十
九
島
1J
揮
す
る
岩
層
堆
が
此
の
噴
火
の
時
に
頂
上
に
出
た
ビ
金
井
俊
行
氏
は
考

へ
た
｡
其
の
翌

年

嘉

に
も
小
噴
火
が
あ
っ
た
O
貼
れ
で
も
此
の
頃
は
高
力
侯
の
牛
島
を
領
し
た
時
で
其
の
後
失
政
の
た
め
改
易
ど

な

-確
賞

打{
記

鉄

が

な

い
O

革

ひに
長
崎
が
泥
泉
に
近
い
の
で
和
蘭
人
の
此
の
山
に
聞
す
る
記
事
が
あ
っ
て
､
罪
文
元
年
(
=
ハ
六

=
加
比
丹

イ
ン
ダ
イ
〃
が
江
戸

へ
往
復
し
た
日
記
ビ
･
少
し
之
に
後
れ
て
ゼ

ル

デ

ー

ン
の
従
復
讐

が
…

ダ
ー

ヌ
ス
の
日
本

誌

R
,i
o
n

t
l
n
u
S
一

A
tI
aS
J1PlnneuSis
に
収
錬
さ
れ
て
ゐ
る
｡
其
の
ィ
ソ
ダ
イ
ク
の
記
事
慧

も
の
は
編
纂
者
の
日

本
S
血

税
を
知
ら
ぬ
た
め
地
名
の
温
雅
恵
生
じ
て
ゐ
る
が
p
時
々
小
噴
火
を
な
し
つ
～
あ
る
模
様
で
.
又
た
ヶ
ソ
ベ

ル
の
日
本
史
に
-克

聖

布

か
ら
五
年
の
閏
に
長
崎
に
屠

っ
て
遠
方
か
ら
微
か
に
噴
畑
を
認
め
た
Ĵ･J
rW

で
居
る
.

之
よ
-
空

耳

倫
年
を
緯
て
地
震
噴
火
津
浪
の
三
大
地
境
が
寛
政
四
年
二

七
九
三
)
に
起
っ
た
O

其
の
前
年
の
十

月
入
禦

太

陽
暦
‡

月
;rTi.u
)
地
鴫
を
呼

フ
た
地
震
が
､
日
々
三
四
回
づ
､
誕
-
､
十

小
月
十
°
は
殊
に
張
-
震
動

地
文
及
び
人
文

築
上
よ
り
粥
た
る
九
州
西
北
部
(
中
)

六
四
i

九



地

球

琴

義

弟
六
班

六竺

榊0

L
p
之
が
た
め
に
前
山
の
東
商
両
に
山
崩
れ
を
起
し
た
｡
但
し
此
の
地
窪
は
西
岸
の
小
潰
附
鑑
の
嘉

が
甥
か
っ
た
ら

し
-
蛍
櫛
又
は
山
領
で
は
山
番
の
小
屋
か
落
石
の
た
め
に
敷
ほ
れ
て
番
人
夫
婦
が
死
ん
だ
/̂J
い
ふ
O
恐
ら
-
は
此
の

地
震
の
震
源
は
今
回
だ
同
じ
-
古
い
基
性
安
山
岩
の
北
端
に
近
い
所
に
あ
っ
た
ら
し
い
Ll

四
年
に
八
つ
･て
島
原
相
方
の
山
芋
に
地
場
が
屡
題
-
和
蘭
の
フ
レ
ガ
ヅ
･-
の
費
砲
す
る
如
-
あ
っ
た
ど
い
ふ
こ
E

で
あ
る
｡

JI
三

月
十
七
聖

油
代
日
記
に
伐
る
)普
賢
岳
か
ら
地
場
.･,･J
共
に
激
震
を
起
し
て
紳
代
の
村
民
等
は
朝
山
頂
か
ら
黒
煙

が
潜
&
･盛

ん

だ如
き
形
を
な
し
て
噴
出
す
る
を
認
め
p
島
原
に
於
で
は
前
夜
か
ら
震
動
が

仙
暦
数
げ
し
-
､
神
代
鍋

島
家
か
ら
派
遣
し
た
村
上に
屋
は
山
に
登
-
髄
は
や
し
て
締

-1
､武
士
を
遣

-
草

っ
じ
て
糖
衣
を
践
ん
で
頂
上
に
達
し
､

普
賢
岳
頂
上
の
詞
の
前
に
蕊
讐

i+
問
ば
か
-
の
窪
み
が
出
来
て
基
底
か
ら
熱
傷
を
噴
き
出
し
･
之
ビ
共
に
岩
層
ビ

泥
亡
が
放
出
さ

れ

p
其
の
泥
で
基
底
に
大
き
な
圏
域
を
成
す
の
む
見
た
と
い
ふ
｡
三
日
目
は
殊
に
盛
ん
に
噴
火
し
･

謹
煙
天
に
押
し
容
を
被
ひ
島
原
近
傍
に
は
降
衆
が
頗
る
多
量
で
あ
っ
た
rJ
然
れ
･･W
皇

万

中
に
は
漸
-
東

へ
て
泥
の

噴
出
す
る
高
さ
も
数
尺
を
超
え
な
ん
だ
｡

之
よ
り
十
五
°
の
後
声
迫
谷
の
上
酢
の
土
地
農
勤
し
二

盲

目
に
土
を
噴
騰
し
,
三
月

言

三

月
五
日
)
の
花

i.
._:I.i

火
光
&
F費
し
て
畑
山宥

押
出
し
.
折
橋
相
の
両
千
本
水
の
方
向
に
洗
出
し
､之
を
新
焼
ビ
呼
ぶ
D
此
熔
岩
は
洗
れ
下
-

湛
間
の
人
家

を
埋没
し
基
の
下
端
は
幅
約
二
百
米
高
さ
五
十
米
の
断
康
を
成
し
て
今
-
響

-

の
で
,
常
時
は
焼
栗



の
流
出
壮
観
を
極
め
､
人
心
の
恐
怖
が
次
籍
に
好
奇
心
に
鼻
す
る
ビ
共
に
卵
常
滑
瓢
を
坊

へ
見
物
に
出
か
け
る
者
が

多
主

立

掛
茶
屋
を
設
け
･
終
に
は
酢
歌
乳
卸
し
て
熔
岩
流
に
梱
れ
て
怪
我
人
を
生
じ
､
島
原
藩
よ
上

空

人

の
男
子
8
.,限

-
現
場
の
見
介
を
許
す
も
見
物
を
禁
止
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
状
態
守

し
だ
い
ふ
.
三
月
二
十
五
日
紳

代
よ
品

分
に
出
た
る
者
の
報
告
に
洩
れ
ば
見
物
人
の
教
書

超
え
た
る
が
加
し
だ
い
A
.

(

竿

四
賢

帝
)

噴
火
は
問
は
普
賢
岳
頂
上
附
近
諸
鬼
に
も
起

-
新
蟻
の
七

飯
洞
岩
の
西
北
に
数
多
の
小
孔
を
生
じ
助
産
か
ら
も

噴

煙
あ
-
p
又
焼
栗
流
は
六
十
品

に
二
十

1
･12
十
五
間
を
流
下
し

宕

約
四
十
光
の
速
さ
に
て
島
原
城
下
の
方
向

に
下
っ
た
の
で
･
若
し
此
の
焼
岩
が
海
岸
に
連
す
る
こ
ど
も
あ
ら
は
暇
倉
島
帰
線
に
腫
到
す
る
こ
"J
琴
-
ど
も
竿
島

南
北
の
交
通
は
全
-
速
断
さ
る
､
の
で
大
に
恐
慌
を
起
し
た
｡

四
月
二
十

盲

二
二
月
朔
日
J
の
地
震
は
今
の
午
後
四
時
頃
で
頗
る
激
震
で
あ
っ
て
I
前
山
の
方
向
か
ら
地
嶋
が
聞

え
完

の
虚

潮
回
教
初
旦

嘉

回
､
翌
両
-

官
回
を
禦

,
四
月
二
十
九
具

三
月
九
日
)
に
も
激
欝

あ
っ
た
｡

其
の
描
漂

鳥
讐

於
で
六
十

品

の
一潰
れ
衆
望

減
雲

高

八
十
八
棟
の
全
潰
笈

は
軍
滑
れ
小
管

生
じ
て
､

死
者
二
人
を
出
し
た
｡
此
の
埋
駕
の
最
-

か
っ
た
の
は
島
原
深
江
問
で
北
方
の
醐
代
で
は
石
燈
龍
鳥
居
等
の

義

が

倒
れ
た
だ
け
で
あ
る
の
に
･
島
撃

は
此
等
の
も
の
は
悉
-
倒
れ
て
ゐ
た
｡
曲
の
車

警

ら
見
れ
ば
其
の
菅

は

毒

年
の
地
震
よ
り
･も
島
撃

は
票

に
強
-
牛
島
査
概
を
通
じ
て
頗
る
聖

等

あ
っ
た
晶

は
れ
る
｡

殊
に
此
の
地
震
の
飴
警

し
て
管

-

倒
れ
が
襲
撃

島
原
安
穏
閲
で
は
諸
讐

地
割
れ
が
あ
っ
て
'
其
の

ー

地
菱

び
入
違

上
よ
品

を

九
州
田
叢

ハ中
)

壷

=



地

球

第
二
懲

解
i(親

宗

田

〓
i

つ
は
島
原
城
を
閥
微
北
か
ら
強
硬
両
に
楕
ぎ
つ
て
長
さ
約
九
町
に
達
し
､
曲
の
割
目
の
南
側
の
土
地
が
下
っ
た
さ
い

ひ
p
研
椅
柑
に
で
も
同
じ
方
向
に
蒔
き
､
東
に
又
温
泉
大
火
口
の
北
壁
を
成
す
魚
見
放
か
ら
普
賓
番
の
斜
面
の
方
向

に
走
る
地
割
れ
も
出
来
た
J
此
の
三
者
か

通
鮎
す
れ
ば
略
ぼ
兼
酉
に
近
き

7
構
造
線
を
成
し
.
大
火
口
の
北
壁
の
南

に
潜
る
谷
は
度
々
以
前
に
起
っ
た
此
の
如
き
地
質
に
よ
っ
て
生
じ
た
地
形
に
外
琴
ISlぬ

こ

と
が
明
か
で
あ
る
｡

政
の
地
震
の
庫
に
前
山
の
東
南
部
に
山
崩
れ
が
起
上

島
原
で
は
山
潮
即
ち
山
崩
れ
の
流
言
が
遇
っ
て

7
時
人
心

滴
々
だ
な
っ
た
だ
い
ふ
こ
ど
が
神
代
鍋
島
家
の
記
鎌
に
見
え
て
居
る
.

地
質
は
7
時
沈
静
に
向
つ
た
が
五
月
二
十

一
日
(四
月
朔
里

夕
八
時
頃
再
び
弾
麓
が
あ
っ
て
苗
雷
の

7
時
に
落
ち

る
如
-
響
き
､
酉
-
し
て
島
庶
市
外
の
来
及
繭
に
叫
び
邸
が
聞
え
て
.
城
門
の
番
人
は
津
浪
の
麗
雄
を
縮
め
二

二
回

磨
い
た
大
狼
の
た
め
に
最
も
繁
華
の
部
分
が
悉
-
洗

ひ去
ら
れ
た
｡

和
代
で
も
七
八
時
の
問
に
毎
の
方
に
引
綱
の
軌
蝉

を
祖
は
す
如
き
膏
が
開
え
で
p
村
民
が
海
岸
に
出
て
見
れ
ば
小

山
の
や
う
な
大
損
が
嚢
妹
す
る
の
で
､
悉
-
高
地
に
遁
げ
た
ど
い
ふ
こ
と
で

7
人
の
死
者
を
も
出
さ
な
か
っ
た
が
.

島
頂
で
は
津
浪
の
退
い
た
跡
の
光
蕊
は
名
状
す

べ
か
ら
ざ
る
者
で
､
暗
夜
基
の
泉
瓶
は
知
れ
覧
ん
だ
が
翌
朝
に
至
っ

て
前
山
の
東
南
三
分
の
二

を
成
す
天
狗
山
が
年
崩
れ
て
荘
丑
の
断
撲
ど
な
っ
て
'
前
山
の
盆
山
塊
の
約
六
分
の

叫
即

･･･i
･;

ち
約
輩
立
方
軒
の
山
塊
が
渦
中
に
,u
-
落
ち
'
島
原
柑
今
名
及
び
安
徳
村
北
名
の
両
村
は
盆
-
岩
層
に
埋
れ
て
市
外

の
市
部
の
.離
薯
場
は
此
尊
の
物
質
の
た
め
に
河
原
の
一如
き
状
態
に
hF･i
つ
て
､
渦
に
落
ち
た
栗
田
錐
が
二
三
宵
の
小
島



を
成
し
た
｡
駒
田
代
の
所
謂
｢
流
れ
山
｣
は
=
れ
で
あ
る
｡

此
の
損
害
は
島
原
伍
の
み
で
死
者

二
的
新
'
流
失
家
屋
小
屋
五
千
飴
棟
に
達
し
.
両
面
岸
西
郷
か
ら
大
江
ま
で
七

六
粁
海
岸
に
横
が
-
鋼
は
島
原
滑
を
隔
て
た
天
革
に
於
て
も
死
者
三
百
除
'
洗
失
家
屋
小
屋
入
官
除
棟
を
数

へ
p
九

州
本
島
の
肥
後
閥
宇
土
｡飽
田
｡玉
名
三
郡
で
も
死
者
四
千
除
'
流
失
家
屋
二
千
除
棟
あ
っ
て
､
人
命
の
損
失
の
み
が

7
苗
五
千
を
算
し
た
.

此
の
津
浪
を
起
し
た
山
崩
れ
の
原
田
に
つ
い
て
は
､駒
田
｡佐
藤
両
氏
は
火
山
の
爆
聴
作
用
ビ
看
倣
さ
ん
亡
し
た
が

我
々
は
大
森
博
士
ビ
共
に
前
に
述

べ
た
両
河
の
地
震
に
よ
っ
て
山
崩
れ
が
起
っ
た
も
の
だ
考

へ
る
.

此
の
後
の
噴
火
及
び
地
震
は
'
八
月

一
日
(七
月
十
五
-
)
頃
ま
で
蒔
き
翌
年

l
月
三
十

1
日
に
仲
代
で
は
地
震
が

あ
っ
た
と
い
ふ
.

以
上
逓

べ
た
の
一で
明
か
な
る
如
-
､
渦
泉
火
山
の
活
勤
ビ
地
震
ビ
は
密
接
の
関
係
が
あ
っ
て
'
之
を
火
山
焼
地
質

V

otcan
ic

E
a
r
thqua宜

の

山
種
ビ
見
ら
れ
､
殊
に
之
に
伸
-
た
地
割
れ
及
び
山
崩
れ
が
火
山
を
破
壊
す
る
重
大
な

る
役
割
を
演
じ
た
の
で
.
他
の
大
火
山
の
場
食
に
も
同
じ
や
-
巧
手
薦
き
で
火
山
の
原
形
の
破
壊
が
行
ほ
れ
た
の
も

推
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

大
IE
十

一
年
十
二
月
八
°
の
地
震
も
恰
も
官
三
十
年
を
隔
て
.
基
の
前
明
治
四
十
二
年
頃
に
は
湿
泉
岳
の
局
部
的

小
地
麓
で
西
洋
人
を
驚
か
し
た
こ
だ
が
あ
っ
て
.
八
月
十
六
日
の
朝
の
強
震
に
次
で
二
十
四
時
間
内
に
十
七
回
の
地

地
文
及
び
人
文

挙
上
よ
り
概
+
Lス
九
州
西
北
部
(
印
)

蒜

況

〓

品



地

球

野

蚕

第
六
班

語

粥

叫
凶

鴨
を
聞
い
た
亡
い
ふ
が
遥
ハの
後
も
後
藤
排
撃
士
が
長
崎
測
候
所
長
在
職
中
に
火
室

二
由

年
間
に
寧
島
に
震
源
を
有

す
る
地
堤
十
六
回
を
認
め
て
ゐ
た
｡
而
し
て
盈
近
の
激
震
の
際
に
紅

i
ヶ
月
年
前
に
十
月
二
十
一二
日

7
回
､
前
日

一

回
の
前
震
が
あ
っ
た
後
に
入
口
午
後

;
時
五
十
分
に
主
要
定
が
起
っ
て
'
人
髄
に
戚
す
る
大
小
の
虚
動
は
十
二
年

l

月
十
三
日
ま
で
に
肯
十
回
を
数

へ
'
微
動
は
千
七
百
九
十
八
回
を
数

へ
た
の
で
あ
る
.｡

自
分
の
現
場
を
踏
査
し
た
朗
で
は
最
激
震
地
は
東
商
岸
須
川
｡大
江
聞
'
西
岸
は
小
潰
未

指
問
即
ち
北
西
南
東
の

一
箱
で
此
の
他
に
北
ノ
村
も
局
部
的
に
甥
-
､
又
別
に
閣
岸
を
廻
っ
て
南
口
ノ
津
の
カ

ま
で
海
岸

一
帯
に
之
に
次
ぐ

微
震
の
跡
を
認
め
.
最
激
震
潤
の
東
北
で
も
千
々
岩
村
か
ら
堂
崎
に
引
い
た
北
西
､
南
濃
の

1
強
固
覇
の
部
分
食
髄

は
僚
程
強
か
っ
た
｡然
れ
T･/J
L
個
々
の
村
落
の
損
害
状
態
を
岡
上
に
追
跡
す
れ
ば
年
島
想
定
構
造
岡
に
示
す
が
如
-
I

北
軍

南
東
に
併
走
す
る
数
多
の
地
震
構
造
線
に
giB
Aつ
て
野
-
霜

か
も
木
指
の
近
傍
か
ら
谷
川
に
引
い
た
も
の
が
殆

tfJJ
震
央
帯
の
中
軸
を
成
し
た
か
-
.
之
に
よ
っ
て
考
ふ
れ
ば
寛
政
二
年
の
冬
の
地
震
も
共
に
活
火
山
の
中
心
か
ら
迄

か
に
西
南
に
偏
し
て
震
源
が
あ
っ
て
'
泉
南
に
角
閃
安
山
岩
熔
岩
を
流
出
し
た
岩
栗
源
だ
直
接
の
関
係
が
tI6-
て
､

そ
れ
よ
-
も
古
い
基
件
安
山
岩
の
地
域
に
偏
し
て
震
源
の
あ
る
こ
E
が
認
め
ら
れ
る
.
之
に
よ
っ
て
考
ふ
れ
は
今
回

の
激
震
は
温
泉
喬
殊
に
普
賢
岳
火
口
の
活
動
ビ
は
聞
係
の
薄
い
7
種
の
地
震
で
あ
る
.

震
英
常
時
中
火
気
象
轟
加
戦
中
の
中
村
(左
衛
門
太
郎
)博
士
工
糾
田
長
崎
測
候
所
長
等
の
之
を
構
造
地
震
だ
L
t大

森
博
士
が
火
山
地
震
'J
せ
ら
れ
た
の
で
鞘
見
解
の
舟
運
を
珪
じ
て
､
地
方
住
民
を
し
て
過
程
す
る
に
苦
-
し
め
た
=



ど
も
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
桝
で
あ
る
｡

昨
年
三
月
大
森
博
士
が
其
の
砥
堀
を
公
に
せ
ら
れ
た
時
に
至
っ
て
'
其
の
震
裸

の
洗
さ
旦

二
凹
､
五
肝
だ
推
算
せ
ら
れ
先
の
か

ら
察
す
れ
ば
.
同
博
士
は
熊
本
S
地
震
計
記
膝
を
見
ら
れ
た
後
に
純

然
た
る
火
山
性
地
震
ビ
い
ふ
見
桐
を
赦
乗
せ
ら
れ
た
こ
ど
は
明
か
で
.
自
分
は
此
の
火
山
地
方
に
起
っ
た
地
震
を
調

べ
た
鮎
諭
だ
し
て
昨
年
四
月
英
文
報
菅
を
堪
輩
す
る
際
に
p
火
山
地
震
な
る
も
の
が
そ
れ
よ
-
も
震
源
の
探
き
所
謂

構
造
地
震
に
移
-
行
-
も
の
亡
者

へ
た
の
で
あ
る
｣

其
の
後
昨
年
九
月

一
日
の
関
東
大
地
崖
を
研
究
し
て
.
此
場
令

に
も
震
央
鼎
の
位
置
が
活
火
山
を
頂
い
た
富
士
火
山
帯
其
の
も
の
,̂J
は
瑚
漉
し
て
.長
野
附
近
か
ら
織
訪
･甲
府
を
経

て
小
田
原
近
傍
を
過
ぎ
.
三
浦
･廃
紙
両
年
島
に
連
す

る

!
園
弧
を
描
き
石
英
開
披
岩
･斑
堀
岩
等
の
洗
成
岩
の
噴
出

潤
に
脱
走
す
る
こ
ど
な
鎗
見
し
て
.
閲
来
大
地
震
な
る
も
の
が
懲
ら
-
は
大
森
博
士
の
祖
来
地
方
地
質
の
震
源
の
浅

さ
ど
さ
れ
望

二
四
十
肝
の
深
鹿
で
岩
壁
瀞
に
起
る
超
勤
が
原
因
た
る
べ
き
を
考

へ
､
洗
登
地
農
の
新
名
銅
を
本
誌
上

で
捉
尭
し
た
｡
之
を
島
原
寧
続
の
場
合
･fJ
比
梗
す
る
に
此
の
方
も
同
じ
-
浅
間
｡松
島
等
の
噴
火
に
伸
-
尭
七
粁
内
外

の
浅
い
震
源
の
も
の
よ
Jl
は
非
常
に
洗
-
て
､
同
じ
-
青

い
表
面
活
動
の
止
ん
だ
火
山
の
下
底
に
伏
在
す
る
岩
壁
の

擬
制
が
原
因
た
る
べ
き
を
信
す
る
の
で
あ
る
｡

黒

山
は
非
文
双
郡
大
雄
即
興
耶
認
封
雪

比
尉
火
山
地
位
に
於
け
ろ
火
川
及
び
地
匪
現
象

附
大
正
十

1
年
十
二
月
八
日
地
鼠
報
告
｣
に
掲
げ
だ
地
質

附
及
び
構
出
川
柑
搬
せ
る
_こ
滑
り
､
別
の
締
琴

fJ
せ
ず
_こ
本
給
に
収
め
詫
払洲
丈
の
軍
旨
和
郎
略
し
i1
の
で
､
文
窓
不
明
に
陥
り
､

且
つ
竹
木
按
絞

り
感
が
お
ろ
か
も
知
れ
ね
こ

しヾ
み
御
断
り
し
て
鮮
-
0

地
文
及
び
人
文
戟
上
よ
り
概
i1
品
九
州
西
北
部
(
申
)

舛
盟

邦
五


