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黄

海

の

海

岸

藤

田

元

春

｢
概
朔

こ
､
吻
縦
湖
岸
望
糾
遊

芸
､
苅
猫
々
邦
の
前
述

田
ー
抄
蛸
の
現
状

瓦
､
元
肌
の
海

沼

｢

概

観

支
那
は
海
岸
線
の
短
い
国
で
あ
る
.
而
か
も
其
褒
い
海
岸
孤
の
中
で
帝
に
出
入
に
富
み
良
港
又
は
繋
港
を
成
せ
る

桝
は
.
す

べ
で
古
い
地
貿
時
代
の
岩
石
の
由

で
ゐ
る
虎
で
.
所
謂
支
那
中
原
の
心
臓
か
ら
比
較
的
遠
隔
の
地
鮎
に
あ

る
｡
例
命

ぼ
大
連
旅
順
の
あ
る
遼
兼
半
島
は
太
古
代
の
片
麻
岩
や
古
生
代
の
廠

栗
や
千
枚
栗
の
地
膚
か
ら
成
立
ち
.

其
対
岸
遼
東
轡
の
酉
､
鞘
鹿
島
や
泰
阜
島
等
の
良
港
閏
の
あ
る
笛
域
は
､
大
行
山
脈
の
東
端
で
.
同
じ
-
太
古
代
の

片
麻
岩
奥
陶
紀
の
砂
岩
頁
栗
tIu
,i,
の
由

て
ゐ
る
鷹
で
あ
る
｡

次
に
中
央
の
山
米
海
岸
.
fJれ
も
亦
.
太
古
代
の
花
岡

岩
や
片
麻
岩
を
基
礎
ビ
し
た
黍
山
々
脈
'
鎗
山
々
脈
の
麓
を
泥
紋
が
洗
ふ
て
ゐ
る
の
で
リ
ア
ス
式
の
海
岸
を
な
し
.

こ
～
に
威
渥
衛
又
は
蘭
島
の
良
港
を
つ
-
-

､
東
に
杭
州
滞
よ
-
南
方
を
見
る
ビ
p
こ
ゝ
は
か
の
州昆
撒
大
山
系
の
末

端
甫
嶺
の
横
は
る
所
で
.
兼
北
酉
商
の
武
夷
山
脈
に
併
行
し
た
太
平
洋
岸
様
式
の
海
岸
で
あ
る
が
p
基
地
贋
は
'
同

じ
-
古
い

石
英
斑
岩
や
.
花
覇
岩
の
噴
出
せ
る
所
で
.
贋
大
な
火
山
岩
地
の
裂
け
目
に
'
両
州
p
泉
州
さ
て
は
香
港



寸J
い
ふ
や
-
な
良
港
礎
が
出
凍
LJ
も
の
で
あ
る
.
し
か
し
て
こ
の
方
宙
は
速
-
撲
代
以
後
甫
堕
胎
の
従
沸
し
た
所
で

早
-
か
ら
印
度
､
ア
ラ
rJi)
ヤ
'

ロ
ー
マ
､
等
の
文
明
将
来
の
門
口
を
な
し
.
過
去
に
入
っ
て
い
ち
は
や
-
葡
萄
牙
人

の
来
航
割
接
し
た
換
門
の
ご
亡
き
も
､
や
は
-
こ
の
花
岡
悪
ど
志
以班
別
亜
紀
の
堅
忍
AfJ
の
接
嫡
地
瓢
に
あ
る
の
で
あ

る
｡

さ
て
か
や
う
に
､
北
部

中
部
南
部
の
古
い
地
膚
か
ら
成
立
っ
て
ゐ

る
渥
岸
を
の
ぞ
き
.
所
謂
支
那
の
中
原

f̂J

耕
す
る
平
野
を
限
る
所
の
観
梅
醤
及
黄
海
の
沿
岸
を
見
る
ど
∵

)1
は
白
河
｡
黄
河
､
碓
氷
.
揚
子
江
.
ど
い
つ
吾

や
う
な
大
川
小
流
の
つ
-
つ
た
デ
ル

タ
で
あ
る
が
故
に
∵

｣
れ
は
叉
鴛
-

べ
き
遠
浅
の
泥
を
な
し
p
其
汀
娘
は
見
渡

す
か
ぎ
･i=L
酸
輩
繁
茂
の
滑
津
地
で
､
憶
か
な
据
岸
廉
を
測
定
す

る
こ
yJ
す
ら
困
難
で
あ
る
｡
も
し
こ
～
を
測
畳
す
る

だ
せ
ば
p
特
別
の
醇
を
つ
-
ri=L櫛
殊
の
用
意
を
嬰
す
る
.
従
っ
て
我
海
尉
三
九
二
鶴
p
樹
海
轡
の
如
き
'
其
酉
岸
頻

に
大
三
河
mJ

大
浦
河
口
の
如
き
は

7
人
六

〇
年
(商
延
元
年
)
の
英
胎
の
測
量
を
そ
の
ま

ゝ
階
数
し
て
今

以
て
改
版

が
出
来
ず
'
所
5,
に
海
岸
｢
見
分
ケ
難

シ
｣
だ
記
し
て
ゐ
る
程
で
あ
る
?
然
ら
ば
こ
れ
を
陸
の
方
か
ら
測
最
す
る
だ
し

て
も
浦
田
の
芦
輩
で
寄
Lリ付
け
な
い
し
叉
足
場
も
な
い
か
ら
依
然
E
L
で
困
難
で
あ
る
.
こ
の
事
は
湖
面
河
岸
の
み

で
な
-
て
.
藤
間
三
八

7,
脱
の
如
き
黄
海
岸
に
於
で
も
同
様
至
る
所
に
.
海
岸
線
の
中
経
又
は
不
足
の
.個
所
が
あ
る

の
で
あ
る
O
か
-
の
加
ぐ
其
海
岸
が
泥
土
批
糧
の
た
め
に
不
明
瞭
で
あ
る
外
'
二
の
膳
大
昔
鹿
茸
の
前
面
は
p
い
づ

れ
も
黄
濁
を
な
せ
る
海
商
で
其
下
に
は
'
際
-

べ
き
無
数
の
砂
雅
が
あ
っ
て
.
水
深

山
二
尺
或
は
二
軍
三
軍
の
問
に

出
入
し
､
底
単
な
る
支
那
鳩
に
し
て
衝
且
つ
欄
坐
す
る
の
愚
が
あ
る
.
こ
れ
ら
の
砂
雅
は
航
海
者
に
だ
っ
て
尤
も
急

流

捕

り

淋

洋

三カ

ニ
温
血
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由
0

む

べ
き
町
沙
で
あ
る
が
'
幾
十
年
の
後
に
は
海
面
上
に
現
ほ
れ
て
､
陸
地
}J
な
る
も
の
で
あ
る
'
か
や
う
の
海
岸
の

性
質
の
飴
束
だ
し
て
'
こ
の
汀
線
に
近
か
-
良
港
を
得
る
だ
い
ふ
こ
亡
は
､
白
か
ら
困
難
で
あ
る
か
ら
､
他
罪
の
他

の
多
-
の
デ
ル
タ

･
ラ
ン
ド
に
於
で
見
る
や
-
に
'
或
る
距
離
の
問
は
大
河
を
柳
っ
て
.
そ
こ
に
地
盤
の
固
ま
っ
た

坤
番
地
を
見
つ
け
て
河
港
を
つ
-
る
の
は
止
を
得
な
い
串
で
あ
る
｡
し
か
も
争
ブ
い
ふ
目
的
に
叶
ふ
や
う
な
大
河
が

ラ
ンキヤ
ン

こ
の
海
岸
に
少
な
い
p
天
津
ビ
い
ひ
上
海
ビ

い
ひ
東
洋
有
蘭
の
大
貿
易
港
で
あ
る
け
れ
ざ
も
'
白
河
の
口
に
は

欄

江

シ
ヤ

アウ女
I
.I-

ヅ
･1

抄

ビ

邦
す
る
鯖
建

一
浬
の
門
抄
が
あ
ら
.
上
海
の
入
口
､
兵
船
港
外
に
は
所
謂

外

円

洲

が
あ
-
.
南
水
道
口
に
は
兼

シヤ
バ
ンク

抄

堆

及

フ
エ
ヤ
リ
ー
ブ
ラ
ッ
ト
が
あ
っ
て
低
潮
水
探
十
六
択
し
か
な
い
も
の
が
三
十
哩
の
贋
蓑
に
蓮
し
て
ゐ
る
｡
従

っ
て
こ
の
両
港
が
.
こ
れ
ら
の
泥
抄
の
た
め
に
い
か
に
多
-
の
犠
牲
を
誹
っ
て
ゐ
る
か
は
､
賓
に
恩
竿
に
過
ぐ
る
も

の
が
あ
る
D

現
今
世
界
の
大
都
市
は
.
す

べ
て
其
港
糖
化
を
は
か
-､リ
､
倫
敦
.
紐
腎
は
中
に
及
ぼ
や
'
巴
里
'
伯
株

の如
き
.

い
づ
れ
も
外
洋

へ
の
航
適
を
完
全
に
せ
ん
事
を
努
力
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
∵

｣れ
ビ
同
じ
理
想
は
支
那
に
於
て
肯

-
行
は
れ
､
歴
代
の
帝
都
た
･C,し
.
長
安
､
北
京
'
洛
陽
､
里

見
'
南
京
.
杭
州
苛
-
も

7
度
王
城
ど
な
れ
る
必
ず

そ
こ
に
蓮
蓮
の
健
を
過
せ
ざ
る
は
な
-
.
酒
造
に
よ
っ
て
其
刺
を
得
た
の
で
あ
つ
た
が
､
そ
れ
は
中
原
を
政
界
の
中

央
ビ
見
て
居
た
時
代
の
こ
E
で
p
現
今
の
や
-
に
海
洋
の
交
通
が
頻
繁
ど
な
pc1.
大
船
宜
舶
の
岸
接
紫
舶
を
必
姿
と

す
る
に
至
っ
て
は
い
か
に
大
道
河
が
有
名
で
あ
つ
て
も
再
び
之
を
用
ふ
る
こ
/̂J
が
出
来
な
い
､
否
運
河
に
入
る
迄
の



海
中
の
沙
轍
が
こ
れ
を
防
ぐ
る
の
で
あ
る
､
蓋
し
中
原
の
都
骨
は
こ
の
鮎
に
於
で
ー
世
鼎
の
大
都
に
比
し
金
-
不
率

L･i
位
置
に
履
か
れ
て
あ
る
5･J
い
っ
て
よ
い
'
殊
に
潮
梅
方
面
で
白
河
黄
河
の
泥
は
甚
だ
多

い
か
ら
誠
に
始
末
が
わ
る

い
が
.
唯

7
中
央
支
那
の
廟

脈
た
る
楊
子
江
ビ
雅
も
.
江
水
の
持
ち
運
ぶ
泥
抄
が
江
を
測
る
艦
船
に
に
射
し
て
多
大

の
脅
威
で
あ
-
'
上
海
港
の
大
改
築
ビ
い
ふ
こ
と
が
非
常
の
困
難
で
あ
る
こ
亡
は
人
の
よ
-
知
る
通
で
あ
る
)
欝
に

こ
の
支
那
平
野
を
つ
-
つ
た
梶
抄
は
黄
河
を
宗
ビ
し
て
'
白
河
の
諸
水
'
湛
水
の
諸
支
流
が
運
ぶ
嚢
土
で
あ
っ
て
'

漢
代
許
商
の
言
っ
た
通

r･C,'
水

7
石
而
泥
六
斗
ビ
い
っ
た
其
の
勢
が
今
日
も
滑
つ
>
い
て
ゐ
る
外
､
揚
子
江
の
運
ぶ

泥
抄
も
亦
甚
だ
多
-
'
漠
口
に
て

D
r.
g
u
ppy
の
観
測
し
た
る
例
に
よ
れ
ば
揚
子
江
よ
-
海
に
注
ぐ
水
盛
は
毎
秒
卒

均
七
十
七
常
波
方
沢
で
.
海
に
流
れ
或
は
静
水
中
に
沈
澱
す
る
物
質
の
線
量
は
毎
年
六
十
四
億
二
千
八
宵
八
十
五
番

八
千
二
官
五
十
五
立
方
沢
に
蓮
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
.
こ
の
飴
-

べ
き
掘
土
の
.た
め
に
黄
海
は
仝
-
黄
褐
色
を
な

し
､
浪
花
.
茶
兼
に
似
た
rI
E
い
は
る
ゝ
葦
で
､
涯
の
名
も
そ
れ
か
ら
起
っ
た
ど
い
ふ
.
激
涯
の
方
も
同
様
'
黄
土

の
た
め
に
海
水
黄
禍
で
あ
る
'
従
っ
て
こ
の
両
大
河
の
坤
搬
作
用
は
年
だ
共
に
並
み
つ
ゝ
あ
る
の
で
本
論
iiiビ
し
て
.

看
取
以
後
に
於
け
る
黄
海
海
岸
の
慶
遷
状
慮
を
の
ペ
る
つ
も
r･n
で
は
あ
る
が
､
蟹
の
序
に
ま
づ
樹
海
々
岸
の
方
を
S
.

ペ
る
｡

〓
'
潮
海
鱒
岸
の
前
進

今
日
大
行
山
南
を
来
し
て
.
潮
海
曹
に
流
る
ヽ
黄
河
か
ら
北
方
の
大
平
原
､
荘
灘
河
南
山
東
の
三
省
に
跨
が
る
伊

部

粕

の
.
淋

非

.JE

]
[
E
)
i
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髄

]竺

肘
担
こ

は
う
幾
分
黄
土
の
風
精
作
用
も
加
は
つ
た
で
あ
ら
-
け
れ
bf/J

も
p
ま
と
し
て
黄
河
の
一紛
ら
し
た
坤
薦
中
野
で
あ
っ
て
.
有

史
時
代
最
古
の
記
確
た
る
南
貫
に
よ
れ
ば
.
河
は
東
通
格
納

妻
子
太
極
F
北
通
辞
水
､
妻
子
大
陸
p
又
北
括
満
九
河
'
同

番
逆
河
入
手
海
ビ
あ
っ
て
上
固
1
の
進
路
を
ど
-
.
つ
い
で

既
代
の
大
河
は
ま
葬
河
ビ
い
ひ
紀
元
前
十

i
年
迄
は
上
岡
中

2
の
コ
ー
ス
を

亡
失

つ
い
で
後
段
の
明
帝
打
時
に
王
蕊
だ

い
ふ
人
が
河
を

治
め
て
p
千
乗
入
泥
の
大
河
に
な
っ
た
､
即

上
固
中
3
の
コ
ー
ス
で
あ
る
'
こ
れ
は
浅
膚

l
千
年
の
河
道

で
あ
る
が
宋
代
に
な
っ
て
河
叉
古
河
に
従
っ
て
､
北
流
し
て

葡
洗
‖=
(
今

猫
洗
鎮
鮎
あ
,C,)よ
r･=l海
に
入
む
し
が
.
金
明
邑

五
年
以
後
河
追
回
鼻
し
て
'
南
北
に
分
流
し
二
刀
鹿
足
以
後

は
金
-
南
流
し
て
発
揮
に
出
た
が
'
威
豊
三
年
〓

八
重

二
)
に
至
っ
て
大
河
再
び
淑
海
に
注
ぎ
現
在
の
河
道
な
ど
つ

た
/̂J
い
ふ
次
鈴
で
~
兼
泰
山
よ
-
酉
大
行
に
至
る
こ
の
平
野
は
金
-
黄
河
の
形
成
し
た
坤
殻
地
で
あ
る
.
従
っ
て
其

弥
岸
鋸
の
如
き
も
昔
は
今
日
よ
-
-
ず
つ
ビ
奥
に
引
き
込
ん
で
ゐ
た
-
の
で
ー
潮
は
寵
文
に
-
地
之
避
着
日
勃
叉
革
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水
盛
出
之
貌
}J
あ
っ
て
そ
の
海
岸
兼
が
い
や
が
上
に
も
商
港
し
て
地
起
る
が
故
に
つ
け
孜
だ
思
は
る
ー
林
藤
棚
氏
は

勃
蟻
だ
て
ざ
ら

-
1
せ
る
砂
地
･tq･J勃
ビ
い
ふ
ビ
説
か
れ
た
'
し
て
み
る
/̂J
舌
代
か
ら
こ
の
海

岸
の
砂
地
の
事
情
を
人

々
が
注
意
し
て
ゐ
た
ど
い
ふ
べ
き
で
あ
る
｡
さ
て
こ
の
海
は
戦
国
時
代
に
は
間
の
如
-
燕
(北
京
)
),J
密
(山
東
)
)･J
の

問
に
洗
い
入
海
ど
な
っ
て
酉
は
東
経
百
十
五
度
今
の
保
定
附
並
に
及
ん
で
ゐ
た
も
の
で
降
っ
て
洗
代
に
は
其
断
ち

の

任
邸
に
泥
冠
を
防
ぐ
LJ
め
の
巡
検
海
機
の
城
が
あ
っ
た
程
で
あ
る
.そ
こ
で
す
つ
だ
下
っ
て
宋
代
に
は
凍
乾
寧
畢
(令

の
青
轡

か
ら
酉
促
定
軍
ま
で
凡
紅
些

東

の
間
に

l
大
入
江
(塘
繰
)を
つ
-
つ
て
p
敷
金
戎
馬
の
来
る
を
防
い

だ

も
の
で
あ
る
'
そ
れ
が
其
後
漸
次
に
卒
陸
ど
な
-1
.
元
代
に
は
大
逆
河
を
ひ
ら
い
て
政
治
海
口
(今

の
天
鍵
)
か
ら
北

京

へ
の
舟
運
を
通
じ
た
p
そ
れ
が
今
H
は
太
借
河
口
に
よ
-
水
路
五
十
浬
の
上
流
に
あ
る
天
津
港
で
あ
る
'
で
か
や

-
に
新
し
い
沖
積
低
温
の
由

で
あ
る
か
ら
永
定
河
や
源
陀
河
に
洪
水
が
出
る
ビ
鑑
ち
に
基
附
近
は

山
南
の
湖
水
に
な

る
｡

白
倉
が
今
年
九
月
天
津
か
ら
鮮
苗

へ
過
っ
た
隙
に
'
術
八
月
の
洪
水
が
引
か
す
梯
相
か
ら
楊
柳
青
に
至
る

完
仰

数
十
虫
の
地
が
'

…
面
に
濁
駄
酒
天
の
惨
状
を
し
め
し
て
ゐ
化
の
を
目
撃
し
た
種
で
あ
っ
た
.
か
や
-
な
次
第
で
こ

の
海
岸
の
前
進
は
飴
程
著
し
い
現
象
で
あ
る
が
今
は
こ
れ
を
附
間
に
凍

っ
て
其
詳
論
は
他
日
を
期
す
る
｡

掛
春
機
に
於
け
る
こ
の
海
岸
前
進
の
革
質
は
東
に
山
楽
の
苗
.
江
蘇
裾
江
の
痕

岸
に
於
て
も
同
様
で
あ
っ
て
今

も

の
べ
た
塩
旦
光
の
泰
定
以
後
.
黄
河
の
こ
の
方
面
に
朝
盗
す
る
事
凡
六
官
五
十
七
年
で
あ
っ
た
か
ら
.
其
影
響
た
る

や
軽
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
'
こ
れ
よ
-
項
を
改
め
て
江
蘇
省
兼
岸
の
担
超
を
論
語
し
た

い｡

我

淋

り

溶

岸

蒜
'ttL1

印
璽
孟



地

鰐
三
春

第

7
教

三
'
藁
海
々
岸
の
前
進

予
が
今
こ
～
で
黄
海
西
岸
の
鍵
遊
}J
L
で
逓

'･(
ん
だ
す
る
隣
は
東
経
百
十
九
度
牢
北
緯
三
十
四
度
四
十
分
.
音

へ

の
懲
州
又
は
都
州
今
の
軍

愛
山
だ
い
ふ
海
州
の
.
東
の
山
か
ら
'
東
経
官
二
十
二
度
北
緯
三
十
皮
四
十

分
.に
至

る

箪丁- 4?i_ --______‥聖…
岸梅在規 岸海告週一一--

ナ樟海の去週 図二第

楊
子
岬
角
の
南
ま
で
凡
そ
二
百
四
十
漣
の
海
岸
'

ま
だ
し
て
江
蘇
省
の
束
を
限
る

7
線
で
あ
る
が
其

海
岸
の
蘭
画
に
数
多
の
虞
澗
Eji
る
不
離
及
浅
樵
の

あ
る
朗
で
.
同
庫
に
海
岸
線
の
劃
足
し
が
た
い
所

で
あ
る
'
而
し
て
こ
の
海
岸
蝕
が
最
近
の
歴
史
時

代
に
著
し
-
前
進
し
た
革
質
を
左
に
列
泰
す
る
詮

左
に
よ
っ
て
考

へ
る
亨

あ

海
岸
は
極
め
て
最
近

の
前
進
も
あ
る
が
.
舌
-
は
唐
代
以
後
少
-
ど
も

7
千
年
間
に
凡
そ
三
十
粁
以
上
の
前
進
を
し
た
も

の
で
あ
る
｡

今
其
の
前
進
の
革
質
を
簡
罫
に
記
し
て
見
や
う
｡

i
.
雲
量
山

大
措

7
統
志
海
州
の
備
に
日
-
'

按
宴
董
山
帥
音
響
林
也
'
在
州
東
北
海
中
､漢
未
黄
巾
起
､
郁
原
豚
家
入
海
'
任
瞥
州
山
中
.
山
海
紅
海
内
東
経
併



謂
邪
山
荘
海
中
着
地
｡

し
て
見
る
ど
こ
の
山
は
舌
-
か
ら
泥
中
の
孤
島
で
海
州
の
兼
官
支
里
の
所
に
あ
る
が
大
明

一
統
志
に
も
肋
山
兼
北
海

中
有
大
州
謂
之
懲
州
ビ
あ
っ
て
明
代
を
通
じ
措
初
大
鰐

7
統
志
の
出
来
た
時
ま
で
術
海
中
の
島
で
あ
っ
た
の
が
薯
黄

河
の
沖
積
作
用
で
今
日
は
陸
つ
i
き
だ
な
っ
た
の
で
あ
る
.

こ
.
葛
黄
河
口

康
概
州十
六
年
(
〓
ハ
七
七
)聯
鞘
の
治
水
の
上
書
を
見
る
ど
p

自
書
瑚
閣
外
'
以
至
海
口
.
僻
有
首
里
之
慈
'
ど
あ
る
が
.
嘉
慶
八
年
二

八
三

二
)頻
拍
の
勘
蹄
海
口
潜
沙
備
形

銃
に
は

今
査
従
前
海
口
.
本
即
在
賓
聯
閣
下
､
迫
後
激
出
者
官
五
十
鎗
里
至
王
家
港
入
海
､
複
文
接
生
批
難
四
十
鎗
里
'

萱
新
秋
尖
以
下
始
嚢
海
口
'
秋
沢
益
長
海
口
愈
速
｡

ど
あ
る
'
こ
れ
で
見
る
ビ
巌
鷹
に
は
開
外
宮
除
里
の
河
床
が
首
四
十
年
の
問
に
延
び
て
'
百
五
十
里
で
王
家
港
ど
な

り
'
沿
そ
の
さ
き
に
四
十
除
里
の
浅
欄
が
出
来
た
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
前
後
閣
外
百
九
十
里
の
進
長
が
あ
る
'
幣

-
べ
き
堆
薦
ビ
い
ふ
べ
き
で
あ
る
が
p
rJれ
を
最
近
の
江
蘇
省
金
団
に
よ
っ
て
調

へ
て
見
る
亡
君
瑚
問
は
旦
布
煤
城

の
北
佃
湖
に
近
か
-
少
-
ど
も
園
外
四
五
十
新
の
前
進
を
認
め
得
ら
る
ゝ

｡

三
.
沌
盆
堤
､
大
鰐

7
就
志
に
日
-

春
暁
城
腺
兼
門
外
二
児
も
即
掃
海
堤
也
.
箇
抵
迫
鹿
北
接
山
陽
長
五
首
鎗
盟
､
鷹
番指
捗
使
李
乗
数
､
萎
.g
仲
俺
重

.･･.山
高

の

淋

･.Tl

]
E
E'

J
E
)五



地

球

第
三
番

銭
こ

悲

喜

叫
望

外

俊
敏
名
｡
究
兜
河
題
意
臼
p
遠
州
楚
州
漕
据
粛
軍
海
堰
､
充
距
大
漏
'
北
接
魔
城
豪

1
有
川
十
二
単
試
々
､
本
朝

乾
隆
七
年
頚
修
｡

藍
し
こ
の
沿
岸
で
は
沙
桃
が
水
上
に
出
る
ど
う
民
人
は
堤
防
を
築
い
て
鑑
ち
に
鹿
部
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
.
堤
防

は
い
つ
の
聞
に
か
前
準
す
る
.
し
か
し
こ
の
沌
盆
堤
の
如
き
大
規
模
の
も
の
は
何
曜
迄
も
の
一言

.
梓
滞
堤
だ
い
ふ

の
で
あ
る
か
ら
海
級
を
避
け
た
に
違
ひ
な
い
J
所
謂
､
践
海
の
廃
除
で
あ
る
0
し
か
る
に
こ
れ
を
叢
鑑
の
江
蘇
省
金

閣
で
見
る
ビ
凡
そ
七
十
里
二
二
十
粁
)
の
内
陸
に
入
っ
て
ゐ
る
p
し
て
見
る
ど
?
こ
の
汚
公
堤
な
る
も
の
は
唐
宋
以
後

の
神
殿
地
の
前
進
を
語
る
1
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
ど
い
つ
で
よ
ろ
し
い
｡

四
p
海
門
膳
､
大
澗

一
統
志
に
日
-

挽
陵
溶
脱
沙
地
､
後
索
米
州
鎮
'
伺
影
穂
中
飴
牒
族
二
光
未
以
水
患
従
治
亜
愛
郷
'
後
程
規
､
脊
治
州
城
'
明
嘉

簡
閲
築
城
復
妃
於
海
"

本
朝
鹿
批
州十

叫
年
省
併
入
州
､
自
後
沙
地
口
漸
沫
出
計
膚
数
十
里
'
民
八
分
額
塑
種
O

光
陰
三
十
三
年
以
抄
地
H
贋
､
菖
順
地
供
邑
洗
.
緩
割
通
州
之
安
慶
苗
安
等
十
九
沙
p
貴
明
之
隼
洋
富
民
等
十

1

抄
及
薦
振
之
天
南

一
沙
樺
設
藤
門
鹿
｡

こ
れ
に
よ
る
ビ
楊
子
江
口
北
岸
の
海
門
旅
の
地
は
五
代
に
な
っ
て
蟻
治
を
置
-
程
度
に
な
っ
た
ど
こ
ろ
二
冗
束
水
愚

の
た
め
に
fi
旦
失
は
れ
.
つ
い
で
別
の
東

研
に
満
び
榛
城
を
澄
い
た
が
.
又
々
水
に
洗
ほ
れ
た
の
で
'
活
初
に
は
之

を
省
い
で
遁
州
の
管
緒
に
し
た
.
然
る
に
其
後
沙
地
口
に
生
長

前
進
し
て
.
民
人
の
開
塞
す
る
-
の
が
将
加
す
る
､



求

鯨

の

郎

….〟

1-
m
山

J
E
]七

そ
こ
で
乾
隆
三
十
三
年
に
は
､
蕃
版
城
の
地
も
水
上
に
甫
は
れ
で
琴

爪
か
ら
こ
れ
を
筏
消
し
て
.
東
ら
に
江
中
に
馨

達
し
た
yJ
.)
ろ
の
姦

-
の
砂
地
を
倉
せ
て
潅
門
脇
に
管
す

る
こ
古
に
な
っ
た
ど
い
ふ
の
Lで
あ
る
｡

こ
の
苗
に
十
九
沙

匿

前

q)

詩
叫

国

等

前
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地

球

節
三
春

妨

l
班

一四
八

開
田
凡

ビ
記
し
た
p
新
成
の
沙
地
は
'
安
慶
p
苗
安
'

禅
骨
.
玉
帯
､
玉
心
.
両
天
邪
､
東
天
補
う
川
港
p
常
滑
除
.
通
輿

三
角
'
小
年
､
大
年
'
日
照
､
兄
詩
'
甫
盛
､
民
竃
､
藤
並
､
丁
角
の
十
九
抄
で
い
づ
れ
権
門
榛
の
地
に
編
入
さ
れ

た
も
の
で
p
富
民
､
平
群
p
太
平
.
目
盛
p
大
洗
p
復
興
.
永
阜
'
大
安
､
小
安
'
玉
楼
の
一十

1
秒
は
同
時
に
貴
明

棟
に
入
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
0
然
る
に
こ
ゝ
に
我
大
軍
地
理
敬
重
に
支
那
出
水
の
海
防
固
な
る
も
の
が
あ

ち
.
食
物
で
あ
っ
て
海
岸
の
地
固
で
あ
る
が
.
い
つ
頃
の
者
で
あ
る
が
は
不
明
で
あ
っ
た
が
､
今
度
本
論
を
草
す
る

に
督
-
.
こ
の
海
円
豚
へ
編
入
さ
れ
た
十
九
沙
又
は
十

一
抄
の
名
を
こ
の
海
防
樹
上
に
調

べ
た
魔
p
串
ひ
に
も
こ
の

沙
堆
の
多
-
が
同
の
如
-
に
書
か
れ
て
あ
っ
て
.
海
門
螺
治
は
金
-
な
い
故
に
こ
の
陶
が
疑
ひ
も
な
-
精
初
乾
降
以

前
､
搭
海
の
形
を
し
め
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
'J
を
知
-
'
併
せ
て
こ
の
間
に
よ
っ
て
元
明
の
海
道
の
航
路
が
今
日
YJ

は
仝
-
も
が
っ
て
p
常
時
の
女

那
醇
の
運
糧
に
従
事
し
た
も
の
は
'
塩
明
島
の
北
か
ら
'
梯
子
江
北
口
を
過

つ
写

)

ビ
杏
知
,J-
得
た
の
で
あ
っ
た
｡
従
っ
て
本
論
後
輩
に
於
で
元
代
海
道
の
起
瓢
及
基
経
退
路
ビ
我
黄
海
岸
岸
の
開
係
に

言
及
す
る
つ
も
･=1
で
あ
る
｡
滑
本
海
防
圏
の
精
密
な
考
雷
は
他
日
七
譲
る
｡

五
､
栄
明
州
p
元
史
地
聖
志
に
日
-

太
温
州
海
渚
之
沙
州
､
宋
姓
炎
中
'
昇
州
句
容
榛
､
桃
劉
二
姓
'
避
兵
於
沙
上
'
其
後
稀
有
入
居
薯
p
蓬
捕
桃
劉

沙
'
衆
寡
定
間
置
鮭
場
､
屈
推
取
間
司
二

刀
撃
ur,
十
四
年
升
虜
崇
明
州
o

b･J
こ
れ
に
よ
る
t,J
梯
子
江
口
の
崇
明
島
'
長
三
十
七
浬
幅
五
浬
乃
至
十
浬
で
現
今
人
口
七
十

1
常
以
上
を
有
す
る
大



良
-
､
唐
代
は
海
水
両
以
下
に
あ
-
.
西
暦

二

二
八
年
に
至
っ
て
漸
-
民
人
の
移
任
し
待
ら
-ア

ユ
向
さ
に
逢
し
た

の
で
あ
っ
た
.
そ
れ
が
其
後
乾
隆
三
十
三
年
に
は
十

一
抄
を
加

へ
今
も
鼎
に
益
々
大
な
ら
ん
A,J
し
っ
ゝ
あ
る
の
で
あ

る
〇

六
p
上
海
棟
､
大
酒

一
統
志
に
臼
-

在
校
江
府
城
東
北
九
十
里
､
本
埜
骨
癌
地
膚
海
之
上
､
薯
日
華
や
海
.
宋
時
簡
版
瓶
寮
'
名
上
海
市
二
刀
萱
元
車

置
上
海
煤
｡

上
海
廉
は
こ
れ
で
見
る
･,J
も
ど
は
華
革
源
で
上
海
糠
志
に
よ
れ
ば
'
基
は
唐
時
に
'
嵐
山
.
海
盟
'
嘉
輿
三
煤
の
地

を
さ
い
て
新
に
聾
や
膳
を
選
い
た
p
其
葦
革
の
東
北
に
あ
っ
た
海
を
輩
や
海
ど
い
つ
た
そ
れ
が
後
に
陸
地
に
な
-
宋

鞘
帯
七
年
(
7
〇
七
〇
)
に
至
っ
て
こ
～
に
市
舶
龍
巻
司
を
お
い
た
)･J
い
ふ
が
有
名
な
乗
の
五
大
浦
の
-
ち
に
も
上
海

は
入
ら
な
い
位
で
あ
る
か
ら
栗
東
に
は
こ
の
地
は
盗
掘
の
漁
港
で
～
も
あ
っ
た
の
で
あ
ら
-
.
し
か
し
其
膳
だ
な
っ

た
の
は
賞
に
撃
些

1十
九
年
二

二
九
〇
)で
あ
っ
た
p
抑
旦
.R
が
海
運
を
は
じ
め
た
の
は
伯
顔
の
講
に
よ
J11
萱
元
二

十

i
年
で
あ
る
か
ら
.
常
時
ま
だ
豚
に
も
琴
ら
な
か
っ
た
今
の
上
海
港
は
腐
ら
れ
す
'
梅
港
だ
し
て
は
上
海
か
ら
凡

三
十
八
粁
(日
本
の
九
豊

を
両
北
に
表
れ
た
.
江
岸
の
劇
家
港
の
方
が
繁
昌
し
て
ゐ
た
ど
見
え
こ
れ
を
以
て
造
糧
の

起
鮎
に
し
た
の
で
あ
っ
た
.
そ
れ
が
今
日
で
は
金
-
其
位
置
を
鼻
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
.

(
後

車

療

照

)末

晦

の

縦

枠



地

域

筋
三
番

第

1
放

言

O

六
､
商
湛
膳

本
上
海
犠
地
洪
武
二
十
二
年
置
煤

奉
既
成

本
革
亭
膝
地

僻
正
三
牢
置
煤

川

抄

煤

本
土
蒲
煉
地

民
国
光
年

山
月
改
.翁
煤

こ
ゝ
に
記
し
た
三
螺
の
地
は
今
:E
S
t揚
子
江
の
南
岸
の
英
角
で
江
1
A,,J
杭
州
糖
ど
の
関
に
突
出
せ
る
三
角
形
の
地
域

で
い
づ
れ
も
P
共
役
煤
の
年
代
の
嘉
め
す
が
如
-
p
最
近
の
強
運
に
か
P
る
も
の
で
あ
る
｡

以
上
第

一
項
の
L渥
州
賓
基
山
が
陸
つ
い

き
に
な
つ
,LJ難
か
ら
p
雲
相
聞
p
港
公
堤
､
南
門
螺
.
賢
明
島
上
海
A,J
=

の
,'<
つ
の
甚
域
を
唐
栗
以
後
の
髄
出
せ
る
沙
地
だ
慮
る
な
ら
ば
.
露
に
可
成
正
確
花
過
去
の
渦
岸

S
第

一
藻
が
ひ
け

る
.

淀
代
以
前
の
一箱
二
親
が
東
に
内
陸
に
あ
っ
た
の
は
申
迄
も
な
い
事
で
あ
る
が
今
典
籍
の
詮
す

べ
き
も
の
か

見
潜

ら
ぬ
か
ら
.
基
鵡
h=q･j
ひ
-
こ
ビ
樹
海
滑
の
,加
-
に
汀i
ら
ぬ
の
む
遺
憾
だ
す
る
｡
(籍
二
間
盤
照
)

四
､
沙

堆

の

現

状

前
に
述
べ
た
塩
-
二
光
泰
定
以
後
凡
六
百
年
間
は
.
黄
河
の
流
入
が
あ
･/

湛
水
も
又

こ

れ
に
倉
し
て
土
砂
を
運

び
p
同
時
に
揚
子
江
も
こ
の
海
上
に
放
流
し
た
の
で
あ
る
か
ら
P
威
豊
以
前
に
於
て
は
支
那
の
尤
も
有
力
LiI6大
河
の

出
E
Ĵ･J
L
で
鴛
-
べ
き
泥
抄
の
運
搬
が
あ
-
'
従
っ
て
二
円Ij
節
説
き
凍
っ
た
通
-
凡
三
十
肝
の
海
崖

別
荘
が
あ
つ
た

が
p
こ
れ
ら
の
河
江
の
進
ん
だ
泥
抄
は
p
陸
地
を
造
-
つ
LJ
外
に
､
今
も

猶
'
黄
海
々
岸
に
礼
帽

i
皮
(古
十

一
粁
)

の
葎
雅
を
り
-
-
三
十
六
米
以
内
の
等
深
線
を
以
で
限
ら
れ
て
わ
ら
'
そ
れ
は
布
団
三
八
1
支
那
東
岸
の
同
幅
を
見



れ
ぼ

叫
目
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
糠
に
目
立
つ
の
は
.
奮
糞
河
の
河
口
に
春
す
る
東
沖
雄
で
基
帽
は
約
三
十

浬
に
亙
-
河
口
よ
-
八
十
浬
乃
至
九
十
浬
の
延
伸
が
あ
る
､
こ
れ
は
渦
防
間
の
五
楳
沙

!̂J
申
す
も
の
で
其
の
北
に
は

今
も
獅
無
敗
の
無
名
沙
椎
が
あ
っ
て
､
之
を
常
温
す
る
放
伐
の
小
水
迫
か
･.通
過
せ
ん
ご
し
て
支
那
形
轍
は
屡
々
該
沙

上
に
腰
着
し
た
も
の
で
あ
る
O
故
に
現
今

で
は
支
那
形
賠

!̂J
雅
も
基
外
側
を
通
行
す
る
ど
い
ふ
の
で
あ
る
.
こ
れ
を

黄
河
朝
宗
の
L名
残
yJ
す
れ
ば
吏
ら
に
南
に
あ
る
揚
子
江
は
大
沙
堆
よ
-
も
安
ら
に
大
規
模
の
大
楊
子
沙
堆
な
る
も
の
,

を
薙
水
面
下
に
つ
-
つ
て
ゐ
る
∵

!lJ組
は
江
口
附
近
よ
-
約
北
七
十
六
泣
東
に
向
ひ
て
沙
児
山
島
を
距
る
百
二
十
五

浬
の
艦
ま
で
娃
伸
し
其
幅
は
基
底
に
於
て
凡
二
手

浬
東
端
に
於
て
十
浬
も
あ
る
｡
こ
れ
を
調
査
す
る
ビ
淡
色
の
斑
鮎

あ
る
帥
砂
で
~
腫
上
の
水
洗
は
十
三
番
乃
至
二
十
尋
p
雄
の
外
側
は
泥
貿
又
は
泥
砂
で
南
方
に
二
十
五
尋
の
谷
を
つ

-
つ
て
ゐ
る
｡

こ
う
い
ふ
大
き
い
淘
堆
の
外
に
江
口
に
近
づ
け
ば
､
崇
明
島
沙
糠
の
東
に
兼
沙
堆
が
あ
っ
て
9
宙
水
艦
の
門
洲
を

な
し
､
水
沫
は
や
つ
だ
減
じ
て
二
軍
内
外
に
な
っ
て
ゐ
る
∵

あ

莱
沙
雅
に
相
対
す
る
も
の
を
楊
子
岬
角
だ
し
.
芦

葦
非
常
に
繁

っ
て
'
出
水
の
際
揚
子
江
の
泥
を
把
持
す
る
か
ら
P
町
費
髄
が
漸
次
軍

カ
に
嬢
伸
し
p
干
潮
に
際
し
て

は
岬
よ
り
南
は
潰
を
振
る
二
三

浬
等
､

岬
よ
-
光へ
約

二
･･5
年
.
干
出
す
る
ピ
い
ふ
勢
で
､
基
の
雨

近
は
束
沙
雑

ざ同
じ
-
二
軍
以
下
の
水
深
で
､
(諦
四
囲
盤
侶
誓

こ
の
二
つ
の
沙
堆
の
閏
は
所
謂
ア
ユ
ヤ
リ
ー
ブ
ラ

ツ

･1
で

干

潮
水
洗
十
六
沢
の
も
の
が
三
十
浬
の
燐
さ
む
し
的
基
間
草

り
Lじ
て
洗
四
尋
の
糾
い
苗
水
道
が
あ
ら
p
串
に
上
海

へ
の

茄

揃

6
1
侭

洋

室

的
五

山



地

球

第
三
番

第

7
故

事

J

j
五
三

航
路
ど
な
っ
て
ゐ
る
ど
い
ふ
現
勢
で
あ
る
｡
そ
こ
で
こ
の
釆
抄
の
瀞
を
柳
江
す
る
}J
.家
島
や
鴨
嵩
沙
p石
萌
抄
な
ど

～
い
っ
て
氷
河
に
現
ほ
れ
た
沙
洲
が
あ
ro
水
面
下
に
は
無
敗
の
浅
堆
が
あ
る
｡
轍
は
其
問
を
縫
-
て
江
の
南
岸
に
治

ひ
典
沿
路
に
蓮
す
る
の
で
あ
る
が
､
東
に
眼
を
樽
じ
て
崇
明
島
の
北
所
謂
梯
子
江
の
北
水
道
を
見
る
ど
.
こ
ゝ
に
は

i.Iチイ
･)ヤ

又
長

背

抄

が
横
は
-
.
其
北
方
に
は
呂
囲
江
ビ
い
ふ
六
尋
乃
至
四
尋
の
水
道
を
へ
だ
て
ゝ
烏
箇
沙
'
欄
家
抄
が
あ
-

何
れ
も

叫
尋
以
下
の
沙
雄
で
其
北
に
は
新
加
沙
ビ
い
ふ
の
が
北
緯
三
三
度
兼
官
二
十

叫
度
五
十
五
分
に
達
し
'
其
北

ワ
シシシヤ

に
は
環
番
抄
へ
鄭
家
抄
'
何
基
激
抄
､
荘
家
抄
､
唐
子
沙
'
陰
沙
'
腰
抄
､
狼
抄
､
北
沙
t･n
/J
ゝ
耕
す
る
大
小
無
数

の
沙
堆
が
官
二
十
二
度
の
線
以
西
に
割
接
し
て
葛
賛
河
口
の
大
抄
に
連
な
っ
て
ゐ
る
｡
其
の
状
況
は
､
舘
三
間
海
防

圏
に
示
め
さ
れ
た
も
の
よ
-
-
兼
に
優
雅
鮮
-
べ
き
も
の
LP
あ
る
O
か
～
る
現
象
は
楊
子
江
や
黄
河
の
如
き
大
河
の

泥
抄
を
蓮
ぶ

事
な
-
し
て
は
決
し
て
生
じ
な
い
の
で
あ
る
が
..
開
-
所
に
よ
る
ビ
揚
子
江
の
泥
沙
は
か
-
外
洋
に
出

で
～
浅
堆
を
つ
-
る
の
み
な
ら
ず
､
江
中
に
於
て
も
断
え
や
浅
堆
を
つ
-
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
蓋
し
楊
子
江
は
其

水
源
よ
rC,輝
に
至
る
迄
約
三
千
浬
'
驚
-

べ
き
多
畳
の
泥
を
は
,え

で
.
常
に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
に
濁
っ
て
ゐ
る
が

こ
の
川
は
殆
ん
で
年
々
例
外
な
し
に
雨
期
六
七
八
月
の
洪
水
が
あ
-,,'
1
九
〇
1
年
に
は
洗
口
に
て
四
十
六
択
三
吋

ビ
い
ふ
記
膝
を
出
し
た
が
､
本
年
自
分
の
柳
江
し
た
時
は
四
十
八
択
二
時
に
も
昇
っ
た
､
か
､
る
大
洪
水
に
際
し
て

は
水
は
其
の
堤
防
を
越
え
て
河
岸
の
山
は
す

べ
て
島
嘆
の
形
に
学

C,村
落
市
街
の
民
は
す

べ
て
山
上
に
避
難
す
る
.

か
～
る
際
に
こ
の
振
れ
た
水
は
溌
速
が
ゆ
る
-
な
る
必
然
の
飴
県
ビ
し
て
.
其
泥
沙
h
T
7
暦
速
か
に
沈
降
せ
し
ひ
る



那
,
洪
水
の
城
過
し
て

水
準
両
が
低
下
す
る
f̂J
､
=
れ
-
の
沈

織
物
が

l
時
に
江
内

に
洗
出
し
で
､
恐
る
べ
き
新

堆
督
つ
-
る
こ
と
に
な
っ
て
､
昨
年
の
水
噂
は
今
年
は
迫
れ
な
い
.
昨
年
通
れ
な
か
っ
た
水
道
が
今
年
は
通
れ
る
さ

い
ふ
エ
令
に
な
っ
て
'
水
流
の
速
さ
だ
援
さ
に
従
っ
て
沙
堆
の
位
置
は
'
殆
ん
..～
時
々
刻
々
に
鼻
化
す
る
｡

従
っ
て

こ
の
梯
子
江
の
測
江
ビ
い
ふ
串
は
除
程
熟
練
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
'
こ
の
水
量
の
慶
化
に
件
ふ
江
底
の
慶
勧
ビ
い

ふ
現
象
も
し
-
は
'
浅
堆
の
移
動
ビ
い
ふ
事
は
界
に
江
の
中
流
下
流
に
於
て
甚
し
き
の
み
で
tI6-
.
江
口
に
於
て
称

ア
ウタし
ハー

イ
ンナ
ー
バ-

に
甚

だし
い
も
の
が
あ
る
､
こ
れ
に
よ
っ
て
黄
堀
江
外
の
外

門

洲

や
其
の
中
流
に
あ
る
内

円

洲

な
ど
い
ふ
も
の
が
p

r,
か
に
上
海
へ
の
航
醇
を
苦
し
め
､
同
時
に
黄
堀
口
成
就
の
常
に
必
賓
な
こ
ĴJ
が
諒
解
さ
れ
る
｡

か
や
-
な
性
質
を

も
っ
た
沙
堆
が
現
に
江
口
か
ら
貴
明
島
の
.北
側
に
あ
っ
て
'
元
代
海
道
を
は
じ
め
た
亡
き
､
ま
づ
こ
の
洩
堆
を
つ
き

ぬ
け
る
こ
と
に
努
力
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
恩
ふ
/̂/

海
道
経
に
於
て

0
0
0
0
0

橘
開
揚
子
江
者
質
海
運
之

患

華

必
常
揮
小
訊
大
訊
､
綜
開
鮮
有
免
除
'
加
大
訊
行
僻
寸
簡
倍
束
風
勢

急
.
忍
水

急
繁
､
酔
柚
研
密
､

1
胎
退
下
､
紐
二
撃

二
､
線
碓
交
纏
.
蔚
糟
粕
撃
､
風
雨
粕
攻
p
人
無
捕
手
､
荘
重
抄
灘
.

必
有
損
壊
'
宣
洗
燐
之
'

三
吉
っ
た
も
の
薗

魚
で
あ
る
.
如
ち
其
の
言
ふ
所
は
揚
子
江
は
賓
に
海
道
の
愚
で
あ
る
何
ど
な
れ
ば
∵

)ゝ

を
通
る

に
は
大
訊
(三
月
か
ら
六
月
迄
)
小
訊
(九
月
か
ら
十
月
)
の
二
軍
を
揮
び
だ
っ
て
開
群
す
れ
ば
よ
い
が
.
.)
の
江
口
で

醇
を
動
か
し
'
大
軌
の
際
も
し
東
風
の
急
な
る
に
過
っ
た
な
ら
ば
そ
れ
こ
そ
大
鼻
で
.
触
ビ
糖
ビ
つ
き
あ
た

-
'
碇

i.･=
恥

の

氾

汀

宗
.ll.]

1
五
tll

-

･
･

J
I

･

-

J-

･



地

球

節
三
省

第

一
雑

品

畑

山
題
盟

の
継
は
も
つ
れ
る
､
帆
症
は
こ
け
る
.
つ
ひ
に
は
沙
灘
に
孫
JJI･上
げ
る
恐
が
あ
る
p
し
か
し
て
大
部
期
間
は
革
質
偏

東
風
が
多

い
の
で
あ
る
政
に
ご
う
も
困
っ
た
も
の
た

ど
.1
ふ
の
で
あ
る
∵

)れ
は
現
今
の
如
き
大
艦
宜
繭
の
出
入
に

閲
し
た
こ
亡
で
は
な
い
が
､
そ
れ
で
も
事
楢
は
同
様
で
､
沙
雅
に
潤
坐
せ
な
い
褒
め
に
船
長
や
水
先
の
努
力
は
今
rTI

A/J
雅
も
昔
ビ
か
は
ら
ぬ
p
,…

に
元
明
の
極
道
の
法
が
岩
明
島
の
元

を
旭
は
つ
で
属
た
こ
ÎJ
を
考

へ
る
ど
了

を

海

進
経
の
苦
言
は
蜜
に
よ
-
出
凍
て
ゐ
る
ビ
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
O

五
'
元

明

の

海

道

黄
海
々
岸
の
前
進
な
ど
き
､
琴

b
に
海
堆
の
朕
を
の
ベ
p
そ
れ
が
明
大
に
､
境
域
の
邸
を
沓
せ
し
め
た
原
因

,̂J
な

っ
た
事
に
論
及
し
た
か
ら
P
育
尺
竿
所

7
歩
を
す

ゝ
め
て
､
元
明
の
海
運
路
を
さ
ぐ
つ
て
見
る
こ
ど
に
す
る
二
1Ti
皮

目
-重

光
十
九
年
比
延
(櫓
顔
)追
憶
海
混
載
栗
岡
鈷
之
事
p
以
兼
海
運
可
行
P
波
是
清
朝
廷
'
命
上
海
線
管
羅
壁
､
朱

清
張
駕
等
.
道
中
底
泥
傭
六
十
鰹
､
蓬
糧
四
番
六
千
鎗

石
U

だ
あ
っ
て
撃
空

手

年
に
至
っ
て
兼
清
張
撃

天

が
p
は
じ
め
て
糧
食
を
運
ん
だ
の
が
敢
初
で
p
儀
典
岡
や
海
道
紅

に
よ
る
ど
こ
の
二
人
は
､
も
ど
海
上
u
命
の
盗
魁
で
あ
っ
た
の
セ

水
道
に
通
暁
し
て
ゐ
た
か
ら
伯
顔
が
起
用
し
た
こ

と
に
な
っ
て
ゐ
る
t
で
数
回

こ

れ
を
行
ふ
て
雪
空

一十
七
年
に
は

二

号

月
の
間
に
揚
子
江
か
ら
鑑
清
に
連
す
る
を

得
た
'
こ
れ
を
漕
迂
帥
大
逆
河
の
荘
貨
に
比
し
て
除
程
廉
-
上
-
ー
か
つ
便
利
で
あ
る
‥
,̂J
む
し
っ
て
~
朱
を
新
注
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m

jfL

h
J.i

省
盤
政
/̂IJ
L
p
張
を
胡
江
臆
蓮
司
都
蓮
ビ
し
て
･
い

づ
れ
も
基
後
の
海
軍
S-･督
せ
し
め
た
ビ
甲

し
て
あ
る
.
然
ら
ば

こ
の
先
や
張
の
航
路
は
何
鹿
で
あ
っ
た
か
ど
見
る
と
.
元
虫
に

我

鴨

の

晦

川押

.L
山
.j

一
五
五



地

球

茄
三
番

弟
丁班

毒

ハ

岬
五
六

初
海
運
之
造

自
中
江
劉
家
路
､
入
海
粧
･.tS
州
'
通
州
.
渥
門
犠
p
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