
地

･

球

第
五
食

滞
的
蚊

奈

良

盆

地

の

衆

落

日
次

⊥

､
埜
Ft
二
㌧
架
弘
の
分
祁

三
㌧
架
路
の
形
態
･
柿
滑jI

d･

都
市

rl.
村
落

附
'
参
考
文
献

BJP
緒

富

木
静
に
入
る
に
党

だも
'
衆
落
研
究
の
方
法
に
関
す

る
卑
見
を

一
言
す
る

C'

抑
も
野

路
と
は
人
相

の任
所
即
ち
人
家
の
集
脊
髄
を

い
ふ
の
で
あ
る
が
十
人
家
に
は
稀
に
は
孤
立
的
に
散
在

し
て
果
洛
女
形
づ
-
ら
ぬ
も
の
も
あ
る
が
(謹
1
)､
之
は

嚇
殊
の
域
令
で
あ
っ
て
､
通
常
は
大
小
の
未
落
な
つ
-

る
C
そ
の
小
な
る
も
の
は
通
常
村
落
と
よ
ば
れ
､
大
L-a

る
も
の
は
都
市
と
呼
ば
れ
る
-｡
何
都
市
に
は
iE
cit
yと

町

t
ow
n
の
匪
別
が
あ
る
｡

村
落
と
郡
市
と
の
匝
別
は

一
見
簡
界
の
棟
で
あ
る
が

中
々
さ
う
で
は
な

い
′証
2
)Q
米
田
博
士
が

｢
郡
市
と
は

西

田

輿

四

郎

人
口
の
比
梗
的
に
多
-
p
且
濃
密
な
る
P
而
し
て
非
農

薬
的
L･4
る
屠
任
所
で
あ
る
L
(誰
cc
)'
と

い
っ
て
屑
ら
れ

ヽ
ノ

る
や
う
に
p
郵
相
と
村
落
の
掻
別
の
標
準
は
L
乗
港
の

＼.∫

大
小
即
ち
人
目
の
多
少
'
二
住
民
の
生
業
の
二
鮎
に
よ

′′▲_ヽ

I.ノ

る
の
が
漣
常
で
あ
る
と
考

へ
る
L.J
二
東
塔
の
大
小
即
ち

′....＼

人
口
の
多
少
に
よ
る
区
分
は
我
が
国
の
放
制
で
は
二
商

菜
千
以
上
の
人
口
を
有
し
市
制
を
布
-
と
こ
ろ
を
市
と

い
ふ
が
､
町
･上
村
と
に
は
人
口
上
の
区
別
筏
-
'
只
人

家
集
倉
し
て
梢
繁
華
な
と
こ
ろ
は
町
制
を
布
-
こ
と
を

許
し
て
之
を
町
と
し
て
ゐ
る
(IT
然
し
法
制
上
の
町
の
中

に
は
月

一
つ
の
果
港
の
こ
と
も
あ
れ
ば
､
数
個
乃

至
十

数
個
の
集
落
が
散
在
し
て
ゐ
る
I･O
の
な

]
括
し
て
呼
ん

で
ゐ
る
も
の
も
あ
る
か
ら
衆
落
研
究
上
に
注
意
,〟･J要
す

る
O
奈
良
教
地
内
で
は
前
者
の
例
で
は
郡
山
町

･

田
原

イ
チ
ノ
そ
,-

本
町
等
が
あ
-
1故
老
の
例
で
は
升
披
市
町
･
棟

本

町

等



が
あ
る
｡
後
者
の
場
食
で
は
､
そ
の
iiiな
る
東
落
の
み

が
小
商
工
業
の
中
心
で
町
の
茸
を
典

へ
て
ゐ
る
が
､
日

飴
の
取
落
は
純
然
た
る
農
村
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
.

舟
屋
氏
は
軟
水
で
は
人
口
二
千
以
上
を
都
市
と
す
る

が
'
我
が
国
で
は
人
口
兼
千
以
上
を
都
市
と
す
る
が
よ

い
と
云
っ
て
ゐ
る
へ響
-1.)0

､ヽ~ノ二
生
業
の
郡
よ
り

見
る
と
'
村
は
原
塘
産
米
を
生
薬

(

と

す

る
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
'
都
市
は
商
工
業
を
生
業
と

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
っ
た
方
が
よ
い
と
考

へ
る
0

弼
樺
や
湖
岸
や
山
間
Ej,ど
に
聾

心
と
農
光

｡
漁
業

･
林

業

｡
斯
業

･
牧
畜
業
久
は
そ
れ
等
の
二
三
酔

っ
て
ゐ
る

村
も
あ
る
が
'
奈
良
盆
地
の
由

は
純
然
た
る
農
村
で
毎

る
0次

に
取
落
の
地
理
準
的
研
究
は
如
何
に
す

べ
き
か
｡

郡
市
地
理
の
研
究
綾
に
つ
い
て
の
卑
見
は
既
L
'･
二
三

の
難
詰
に
於
で
述
べ
陀
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
(註
4
)へ
弦

に
は
再
び
説

-

こ
と

を
止

め
る
が
､
之
を
契
約
す
る

と
､
郡
市
地
理
で
は
郡
市
を
地
表
の
人
文
放

K
ulh
lr･

1al,
d

sch
aft
と
し
て
収
扱
ひ
'
其

の地
表
に
於
け
る
分

布

D
istr
ibLlt
ion
並
に
其
の
形
態

jl,I.
rp
h
.1g
.
y
構
造

寮

JR
銑
地
の
架
踏

H

7-
s
t

O
Io

g
JV

を
論
す

る

に
あ
る
こ
と
､
恰
も
地
形
挙
に

於

て

地

形
を
諭
す
る
横

倉
の
如
-
し
よ
-
と
す
る
の
で

あ
る
0

村
落
地
理
の
研
究
綾
に
於
で
も
之
と
同

一
の
態
度
を

と
る
べ
き
で
あ
る
と
恩
ふ
O
村
落
地
理
に
関
す
る
文
献

は
至
っ
て
少
-
'
従

っ
て
其
研
究
法
も
模
範
と
す
る
に

足
る
も

Jのが
少
い
が
'
ミ
ル
ケ
の
研
究
の
如
き
は
大
敗

此
の
方

針で
進
ん
で
ゐ
る
(詑
5
)0

之
を
要
す
る
に
兼
務
地
理
の
研
究
決
は
衆
落
七
地
衣

に
於
け
る

一
の
人
文
敦
と
し
て
取
扱
ひ
'
其
の
地
表

に

於
け
る
分
布
並
に
形
態

･
構

造を
諭
す
る
に
あ
る
と
考

へ
る
の
で
あ
る
｡

私
は
以
上
の
見
地
か
ら
'
此
の
小
潜
に
於
で
党
づ
奈

良
盆
地
内
の
果
落
の
分
布
を
述

べ
'
攻
に
架
港
の
形
態
･

構
造
を
郡
市
と
村
落
に
分
も
て
少
し
-
記
述
し
て
見
や

う
･品
心
ふ
〇二

p
群
落
の
分
布

奈
良
衆
地
内
に
於
け
る
難
解
の
泰

布
を
見
る
と
'
小

川
博
士
も
述
べ
ら
れ
た
と
は
J,
(許
6
)､
二
三
･i･
月
乃
至

弗
玉
食

第
pq
娩

苗

れ

<
瓦



地

球

七
八
十
月

S
紫
紺
を
つ
･I
つ
た
農
村
所
謂
集
村

H
atlf･

e
1,Ejo
rf
が

殆
ん
ど
同
じ
位
の
間
隔
〓

粁
内
外
)を
聡
い

t
tJ
平

野
西
に
万
遍
に
散
布
FT･Jれ
て
ゐ
る
様
は
､
恰
も
満

天
に
是
か
銀
砂
手
短
も
-
ば
め
た
標
な
状
況
で
あ
る
｡

そ
し
て
盆
地
の

周
遊
に
あ
た
つ
て
は
大
小

別
し
て
ゐ
る
に
反
し
'
盆
地
の
中
央
に

は

m ''レ･1
原 謂ほ
本 下市
以 が
升 並

に
町
が
な
い
O

以
上
の
事
貨
は
二
万
分

…
や
五
万
分

一
地
形
樹
に
よ

っ
て
荘
ち
に
観
察
し
得
る
二
王
じ
あ
る
が
'
こ
れ
は
人

口
分
布
上
の
研
究
と
も
7
致
す
る
の
で
あ
る
0

奈
良
盆
地
の
入
日
分
布
に
つ
い
て
は
石
井
理
学
士
の

精
鋼
な
研
究

が
あ
る
(誰
7
)
O
氏
の
計
算
に
よ
る
と

両

級

人
r=
密
虻
〓

カ
艶
)

問､
中
央
地
域

(三
〇
-
五
〇
米
)
音
義
力
盟

二
,九九
九
人

囲
,
中
間
蒜

へ謎

批
鮎

過
)

蔓

冨

70
･9着

問
､
還

地
域

へ糾
庸
蒜

錆

)
芸

一八,義

と
い
ふ
結
果
を
得
た
｡
例
の
地
域
が
印
の
地
域
よ
ら
人

口
密
度
消
小
な
る
は
英
の
地
域
内
に
梅
見
uj.陵

(約
八

十
米
の
丘
陵
で
商
機

二

二
三
方
盟
)
を
倉
む
か
ら
で
あ

る
O
伊
で
大
仙棺
か
ら
見
る
と
平
野
を
二
つ
の
地
域
に
分

第
五
懇

弟
組
成

式
台

八
大

け
て
考

へ
て
も
よ
い
｡
即
ち
伸
何
を

1
つ
の
地
域
と
見

て
､
そ
の
人
口
密
度
は
平
均

7
才
盟
約

一
万
Å
鎗

〓

カ
粁
約
六
五
〇
人
)
で
あ
る
'
周
連
地
域
は
繭
を
警

1

倍
の
人
口
密
度
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
糾
凍
る
O
勿
論

石
井
学
士

の
此
の
計
算
は
大
正
九
年
の
第

i
取
囲
勢
謝

萱
の
結
堀
に
基

い
た
も
の
で
あ
る
が
へ
大
志
十
四
年
の

飾
二
回
脚
数
調
査

の
結
果
に
よ
っ
て
計
算
し
て
も
助
の

大
島
観
察
に
は
影
響
し
な
い
｡
何
と
な
れ
ば
奈
良
棟
の

人
口
密
度
は
こ
の
五
年
間
に

一
方
盟
約
八
三
人
の
噂
加

を
示
す
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
O

以
上
の
如
-
盆
地
の
中
部
に
は
同
じ
位
の
太
さ
の
農

村
が
)
機
に
分
布
し
て
人
口
梢
疎
に
､
周
遊
地
域
に
も

飽
村
は

一
様
に
分
布
し
て
ゐ
る
が
､

そこ
に
は
そ
の
外

に
都
市
が
並
列
し
て
屠
る
た
め
に
人

口購
な
る
部
分
を

何
｡こ

れ
を
白
熱
的
原
因
と
人
文
的
原
因
と
の
二
方
南
か

ら
考
察
す
る
｡

自
然
的
原
因
と

し

て

は

盆
地
の
地
形
が
浅
田
で
あ

る
0
奈
良
盆
地
は
甫
北
最
儀
部
約
三
十
肝
､
東
関
敢
騒



か
叩
約

十

7.ハ
山朴
､
固

相
約

二
九

三
芳
粁

(
十

九
分
h児
)

の
菱

形

を

な

す
跡

層

盆
地

で
､

そ

打
地

形
は

周

遊

海
抜

的
青

光
よ
-
巾
兜
部
(約
三
十
米
)
に
向
つ
て
綬
糾
し
て
屠
る

極

め
で
畢
調
な
起
伏
殆
ん
と
Lj,d
J平
野
で
､
月
商
速
に

･･･,,Jナ
シ

耳
成
ト

ロ
イ
デ
(
山
四
〇
米
)
と
'
四
速
に
前
述
S
梅
見

丘
陵

の
孤
立
し
て
此
の
畢
調
を
破
る
の
み
で
あ

る
｡
而

も
最
低
部

と
雅
も
卑
損
な
盛
少
-
､
二
毛
作
の
行
は
れ

ぬ
土
地
即

ち
常
に
水
田
に
な
っ
て
ぬ
る
と
こ
ろ
は
非
常

に
少
い
L:
そ
れ
で
緊
港
は
到
る
と
こ
ろ
に
之
を
つ
-
a

こ
と
が
MH
氷
る
の
で
あ
る
｡

人
文
的
原
因
と
し
て
は
此

の盆
地
に
於
け
る
人
粕
居

住
の
歴
史
の
古
い
こ
と
で
あ

る
｡
紳
式
典
邸
以
前
か
ら

鑑
に
人
相

が若
干
屈
任
し
て
ゐ
写

)
と
は
盆
地
内
の
石

器
陣
代
の
遺
跡
等
か
ら
も
推
察
出
来
る
の
で
あ
る
が
'

(詫
8
)､
神
武
倉
榔
以
綾
久
し
-
我
が
闇
文
化
の
中
心
地

城
で
あ
っ
た
に
め
戸
口
の
密
集
し
て
釆
た
こ
と
は
い
ふ

ま
で
も
な
い
｡
従

っ
て
盆
地
内
S
月
日
は
久
し
き
以
前

か
ら
便
利
状
態
に

あ

っ

た

こ
と
も
疑
な
き
軍
資
で
あ

る

証
C,)o
徳
川
時
代
以

前
に

は
詳
細
な
大
和
の
古
地

図
が
な
い
の
で
集
落
分
布
の
正
確
な
状
況
,ぜ
知
る
こ
と

案
洪

飛
地
山
塊
路

が
出
衆
な
い
が
､
徳
川
‥時
代
の
大
和
の
地
相
類

(浦
幌

三
年
の
も

り
が
私

の
嘱
目
し
た
敢
宙
の
も
の
で
あ
る

(社
川
))
を

見
る
と
現
在
と
殆
ん
ど
同

一
の
分
布
状
態
を

示
し
て
居
る
の
で
あ
る
｡

最
近

に於
け
る
二
回
の
観
勢

調
査
の
結
果
を
比
較
し
て
見
て
も
そ
の
戸
口
は
殆
ん
A
J

大
な
る
慶
化
は
な

い
O
若
干
増
加
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る

が
現
況
少
し
っ
.Jtあ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
O
訳
に
そ
の
二

三
を
掲
げ
て
見
や
う
｡
侶
左
喪
中
'
村
と
あ
る
は
行
政

上
の
村
で
､
そ
の
中
に
敦
掴
乃
至
十
数
個
の
大
字
が
倉

ま
れ
へ
そ
の
各
大
学
は
多
-
は
別
々
の
架
落
皆
つ
-
a

が
'
時
に
は

一
大
字
が
二
三
の
架
終
に
分
れ
て
ゐ
る
こ

と
も
あ
る
｡
叉
稀
に
は
二
三

の
大
字
が
滋
摸
し
LJ集
落

に
な
っ
て
居
る
こ
と
も
あ
る
Q

仝磯山
仝

J添
那

城迅上

川井聯大平秤
安

親戚和奇利(
大
串
一ヽ′
(′~ヽ(′~■ヽ(三三蒜三八
)))))

症

q7-,-九
咋

′一ヽ′~ヽ((′~ヽ′ヽ̀舞

､ヽノ＼､ノヽ_ノ))) 班
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地

㍗

…
叫

城

島

(
A
)

韮

(
八
)

印
(

γTl･}
)

井

(

北
)

LL/
(
川

)

云

:a

(
蒜

八

誠
)

1
三

二

欝

只

)

監

九

へ
克

染

)

孟

八

(
芸
喜

)

盆
地
内
の
村
落
は
何
れ
も
純
農
村
で
'
其
の
四
周
に

各
日
の
耕
地
を
も
っ
て
ゐ
る
｡
其
の
土
地
所
有
雑
は
他

の
部
落
の
人
の
所
有
の
も
の
も
あ
る
が
う
そ
の
村
比
が

之
蟹
小
作
し
て
ゐ
る
O
で
あ
る
か
ら
農
村
の
衆
港
の
大

小
に
従

っ
て
そ
の
周
園
の
新
地
の
大
小
が
透
る
か
ら
'

梢
大
き
な
腰
村
が
あ
る
と
隣
の
農
相
と
の
問
の
距
離
が

荊
大
き
-
'
帝
小
さ
い
農
村
の
域
令
に
は
之
に
反
し
隣

第
五
客

筋
は
娩

喜
一

凡
入

相
と
の
間
隔
が
柄
小
さ
い
｡
か
-
の
如
-
い
-
ら
か
不

規
則
の
間
隔
を
各
農
村
鞭
港
間
に
も
つ
て
は
居
る
が
､

そ
の
衆
港
の
大
さ
に
大
差
な
い
こ
と
か
ら
'
制
令
況
朋

正
し
い
間
隔
を
以
て
各
緊
藩
は
1
様
に
散
布
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
｡
各
兼
蕗
の
太
さ
が
殆
ん
ど
同

1
で
一
様
に

散
布
し
て
ゐ
る
原
因
に
至
っ
て
は
今
俄
に
断
定
す
る
材

料
を
持
た
ぬ
が
'
恐
ら
-
上
古
の
班
田
僚
里
制
が
平
野

に
術
は
れ
た
こ
と
に
由
雄
し
て
農
村
が
散
在
す
る
こ
と

と
な
っ
た
も
の
で
は
あ
る
よ
い
か
｡

次
に
周
遊
地
域
に
農
村
の
間
に
醇
に
都
市
の
並
列
す

る
理
由
如
何
｡

党
づ
盆
地
伺
速
の
都
市
を
北
か
ら
着
地
わ
に
列
挙
す

る
と
次
の
郎
-
で
あ
る
｡

1.5
471
順大
き

･牝の
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○
木
表
叩
岡
格
段
村
数
と
あ
る
は
､
前
に
滅
べ
i1
如
-
行
政
上
の
1
町

が
全
部

1
の
都
市
JJ
Ⅷ
つ
て
ゐ
為
も
の
と
'
行
政
上
の
町
に
1
の
都

市
と
附
属
の
大
串
(投
打

)

と
よ
り
成
ろ
J
の
と
が
あ
る
か
ら
'
之
み

区
別
す
る
馬
吋
に
大
串
故
で
低
相
を
那
し
小卜
の
で
あ
ろ
｡
=
の
大
字

吋
に
は

1
仰
の
袋
路
の
塊
食
と
'
二
佃
以
上
の
架
指
の
坊

令
と
'
稀

に
は
二
大
串
述
組
で
ろ
も
の
と
あ
そ

Jと
.tl
別
FS
粗
相
の
#
.の
場
合

に
同
じ
0
糞
展
市
も
抹
準
帝
と
い
ふ

7
の
細
胞
相
和
J
つ
て
お
ろ
C

船
文
辞
町
は
大
沌
十
末
年
二
;
十

7
日
よ
り
即
と
七
つ
i1
も
の
で
お

ろ
｡
大
さ
の
順
位
は
大
正
十
四
年
の
仰
仰
敬
の
順
俄
で
'
静
盛
の
.脱

第
%
'疏
地
の
架
落

托
人
口
相
加
琴
の
七
七
為
も
の
み
上
位
と
L
i;
｡
彼
塔
に
ょ
つ
て
都

市
の
油
軸
力
&
･卜
す
る
こ
と
が
出
氷
る
｡
吋
寒
某
市
の
み
は
倦
保
柑

(
大
正
九
年
の
冊
撃

三

二
'
人
t3
1
凹
八
#
)A
,食
併
し
tI
か
ら
将

蜘
率
が
粕
米
と
T･T･<.つ
て
ゐ
ス
あ

が
､
之
か
考
の
坤
に
入
れ
る
と
､
沸

二
枚
で
あ
る
0

以

上

一
市

十
四
町
中
､
相
原
太
町
以
外
は
凡
て
盆
地

の
周
速
に
存
奄
す
る
の
で
あ
る
.
何
故
に
か
1
る
位
聡

に
あ
る
か
智
者
ふ
鳩
に
t

l
敵
に
山
麓
弗
即
ち
平
野
と

山
地
と
の
按
偶
地
潤
は
人
口
密
度
が
多
い
の
で
あ
る
O

滞
五
食

餌

的
鯛

孟
ま

免
れ



地

療

そ
れ
は
住
僧
を
構
ふ
る
に
あ
た
-
税
々
の
性
別
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
｡
飲
料
水
の
よ
い
こ
と
､
土
地
の
高
燥
LIa

こ
と
P
平
野

･
山
地
両
者
よ
り
生
活
資
料
の
得
易
き
こ

と
等
で
あ
る
O
従

っ
て
山
麓
地
帯
に
は
都
市
教
生
の
可

能
性
が
大
き
い
｡
今
奈
良
盆
地
に
つ
い
て
見
る
と
'
盆

地
の
北
端
高
塊

山
地

に
甫
而
し
て
つ
-
ら
れ
た
平
城
京

の
東

へ
の
延
長
で
あ
る
奈
良
市
が
盆
地
の
東
北
隅
を
占

め
て
ゐ
る
の
は
'
平
城
京
遷
都
後
p
山
麓
に
宛
っ
た
東

大
寺

･
興
帽
章

二
光
輿
寺
等
の
門
前
町
か
ら
教
逢
し
た

馬
で
あ
る
(鼓
は
)｡
叉
郡
山
町
は
西
北
の
方
に
あ
る
蹄
ノ

露
丘
陵
地
の
先
端
郡
山
城
の
城
下
町
と
し
て
を
蓮
し
た

も
の
で
あ
る
(誰
E
)｡
盆
地
の
南
速
に
あ
る

今
井
町
は
足

利
時
代
の
末
に

1
向
宗
の
僧
侶
兵
部
な
る
も
の
が
'
四

町
四
方
に
堀
を
巡
ら
し
土
手
を
簸
き
P
内
に
町
制
む
つ

-

つ
た
も
の
で
あ
る
(註
15
)｡
来
迎
の
升
披
市
町
の

l
部

I-
シ
'{

を
な
す
大
字
三

島
附

鑑
は
天
理
教
本
部
の
併
奄
地
な
る

が
虜
に
そ
こ
に
四
十
年
凍
宗
数
郡
市
を
出
現
し
大
字
丹

波
市
の
究
蕗
は
そ
の
北
部
に
於
で
蹟
大
し
っ
ゝ
あ
る
｡

以
上
の
針
の
郡
市
は
何
れ
も
街
村

S
trassen
d
orf
の

験
逢
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
0
そ
れ
は
何
れ

-
山地低
を

第
五
啓

発
相
磯

誌
四

九
〇

通

ず
る
進
路
に
治
ふ
て
延
び
て
屠
る
の
で
あ
る
O
而
し

て
何
れ
も
谷
の
出
口
に
あ
た
っ
て
居
る
O
即
ち
ヒ
ン
タ

ー
ラ
ン
ド
と
し
て
山
地
部
を
ひ
か
へ
で
屠
る
と
こ
ろ
に

出
家
た
市
街
で
あ
る
O

盆
地
の
中
央
に
あ
る
田
原
本
町
も
盆
地
の
中
央
を
南

北
走
す
る
中
節
鼠
に
準

フ
て
出
家
化
市
街
で
あ
る
.

≡
p
群
落
の
乾
態
鹿
遺

ctT

都

市

盆
地
内
の
郡
市

一
市
十
四
町
の
形
態
を
述
べ
る
と
F
.I

奈
良
や

藤
山
町
･今
井
町
及
び
丹
波
市
町
秒

1
部

(大

学
三
島
附
近
)
以
外
は
街
村
式
の
来
港
と
い
ふ
べ
き
で

あ
っ
て
'
何
れ
も
主
塔
道
路
に
沿
-
で
細
食
い
市
街

.ど

つ
-
-
'
叉
樺
井
町

･
八
森
町
の
射
-
道
路
の
交
叉

す

る
と
こ
ろ
で
は
十
字
形
の
市
街
を
?
-
つ
て
ゐ
る
も
の

も
あ
る
｡

奈

良

市
の
形
潜

･
構
造
に
つ
い
て
は
既
に
T
小
題
を

公
に
し
た
か
ら
(註
㍑
)､
蓑
に
は
轟
び
詳
説
す
る
こ
と
を

省
-
が
'
要
す
る
に
奈
良
肘
は
前
節
に
-

〓
71=
し
た
如

-
､
平
城
山軍
の
京
東
班
田
の
健
児
山
上
に
東
大
寺
･典
叫踊



寺
･元
典
毒

の
門
繭
町
と
し
て
起
こ
り
楯
里
と
ー街
路

と
多
-
は

7
致
す
る
か
ら
､
街
路
は
碁
雅
日
賦
を
な
し

て
屠
る
の
で
あ
る
O
こ
れ
が
市
の
胴
部

R
u
m
pf
に
常
る

と
こ
ろ
で
､
こ
の
胴
部
か
ら
四
方
に
肢
飾

G
iied
e
run
E

,U

が
凹
で
ゐ
る
の
鳩
'
他
方
と
結
ぶ
道
路
上
に
市

街
が
延

び
た
か
ら
で
あ
る
.
そ
し
て
此
の
形
態
の
完
成
し
た
の

は
恐
ら
-
徳
川
時
代
の
初
期
で
あ
っ
た
.
奈
良
の
古
間

(覚
文
六
年
版
)
を
見
る
･･Lr今
日
と
市
街
の
怜
廓
が
殆
ん

ど
同
じ
で
あ
っ
て
'
只
近
年
の
餓
道
交
通
の
敬
達
は
市

酉
の
奈
良
輝
や
市
南
の
京
終
騨
附
鑑
に
工

場
や
住
宅
が

若
干
増
加
し
､
札
市
の
酉
北
部
に
軍
使
や
住
宅
p
市
の

東
南
部
の
兵
営
や
仕
宅
が
若
干
相
加
し
た
難
が
､
市
の

形
態
の
介
的
惜
張
の
iijな
も
の
で
あ
る
.

郡
山
町
は
永
棟
年
間
小
附
切
替
次
が
西
ノ
京
丘
陵
の

先
端
に
地
を
楢

へ
彼
､
天
正
十
三
年
豊
田
秀
党
は
有
万

石
の
属
地
と
し
て
(先
日
)'
城
廓
を
横
紙
L
Lj
が
'
そ
の

後

-二
は
こ
の
城
廓
の
iij安
部
の
み
が
居
城
と
し
て
明
治

維
新
に
至
り
'
秀
虎
時
代
の
誠
の
針
廓
の
部
分
は
市
街

地
と
な
っ
て
居
っ
た
O
こ
れ
は
二
万
分

一
地
形
問
に
よ

っ
て
p
そ
の
外
按
が
市
街
の
中
に
あ
る
こ
と
を
革
ち
に

糞
艮
耗
地
の
袈
踏

知
り
得
る
の
で
あ
る
rI
即
ち
郡
山
は
城
下
町
で
城
の
東

南
部
即
ち
丘
陵
の
下
の
平
地
に
郎
雄
花
市
街
で
ー
ま
要

交
通
路
の
方
向
に
肢
節
が
延
び
で
居
る
が
つ
ま
婁
部
分

の
術
衛
は
東
関

･
南
北
の
二
組
の
組
合
せ
か
ら
成

っ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
O
こ
の

町
の
豊
欝
部
分
は
稽
川
時
代
の

初
期
に
現
今
と
は
5

同
じ
形
態
を
と
つ
た
が
'
域
道
や

能
事
の
開
通
に
よ
っ
て

､紡
績
工
場
が
停
革
域
の
西
北

方
に
出
塞
'
住
宅
が
嘗
城
地
の
丘
陵
の
方
面
に
若
干
滑

し
っ
ー
あ
る
｡

今
井
町
は
前
節
に
池

べ
た
棟
に
足
利

の
番
地
に

l
向

滑
の
城
兼
と
し
て
そ
の
中
に
町
制
を
つ
-
つ
た
も
の
で

あ
る
が
(訣
73
)'
現
今
の
町
の
形
は
田
町
四
方
で
な
-
て

東
酉
は
約
四
町
あ
る

が南
北
は
荊
小
さ
い
0
し
か
し
大

概
も
と
の
形
か
IJ報
し
て
屠
る
｡
現
今
敦
も
沈
滞
し
た
町

で
あ
る
こ
と
は
前
節
の
乗
に
示
す
通

･O
で
あ
る
｡

丹
波
市
町
の
内
p
大
字
沖
波
市
の
市
街
は
上
街
道
に

机
凍
た
も
の
で
大
膿
は
'
少
-
も
徳
川
時
代
か
ら
の
形

態

bI.t
皇
1

で
あ
る
が
'
そ
の
東
北
に
つ
3･-
大
字
三
島

の

階
近
は

信
徒
先
富
商
と
荊
す
る
天
理
敢
本
部
の
所
在

地
で
'
前
節
に
地
べ
た
や
-
に
'
門
前
町
が
軸

距
を
中

節
正
せ

第

四

披

露

血

九
州



地

球

心
に
し
て
四
方
に
麓
が
-
つ
～

あ
っ
て
P
二
嵩
分

1
地

形
図
な
ど
は
大
な
る
修
港
を
撃
す
る
や
-
に
L･4
つ
て
み

る
O以

上
の
諸
都
市
及
び
そ
の
以
外
の
都
市
別
ち

1
市
十

四
町
凡
て
を
通
じ
て
軒
桁
の
方
向
は
耽
ね
東
関
組
と
南

北
視
の
結
合
で
あ
る
こ
と
は
修
理
制
の
影
響
が
ま
困
で

あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
｡

.a

村

落

余
地
内
の
村
落
の
形
態
は
前
節

に
池

べ
た
や
-
に
殆

ん
A
J
凡
て
集
村
で
あ
っ
て
'
恰
も
市
街
の

1
部
を
切
は

な
し
た
J･J艶
小
は
L･4
い
C.
そ
し
て
や
は
J,
膝
盟
制
の
影

響
で
村
落
内
の
街
路
は
郡
市
の
均
令
と
向
じ
-
大
蛇
東

西
銀

｡
南
北
視
の
組
合
せ
か
ら
な
っ
て
ゐ
る
C

何
故
に
か
-
の
か

.き
集
村
を
つ
-
る
に
空
っ
た
か
の

原
因
に
至
っ
て
は
今
俄
か
に
断
定
し
難
い
が
う
そ

の
主

因
は
人
口
に
比
し
て
耕
地
の
少

い
と

い
ふ
粧
蹄
上
の
原

園

に
基
-

こ
と
で
あ
ら
う
｡

カ
Jl
ト

蓑
に

〓
召
し
て
龍
き
た
い
こ
Iと
は

垣

内

な
る
語
の
用

法
で
あ
る
｡
垣
内
な
る
語
は
現
在
は
法
制
上
の
敢
小
峯

偉
た
る
村
の
下
に
大
学
な
る
も
の
が
あ

っ
て
ー
そ
の
大
.

第
五
億

紫
紺
親

豊
粥

九
こ

字
は

3
の
果
港
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
し
.P

二
三
の
窮
落

の
纏
稲
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
O
こ
の
大
字

が

一
の
衆
落

で
あ
る
場
合
､
そ
の
窮
港
内
は
通
常
二
三
の
垣
内
に
分

れ
て
ゐ
る
｡
大
字
が
二
三
の
衆
港
の
紙
綱
で
あ
る
域
令

は
p
各
栗
港
は

l
の
垣
内
で
あ
る
こ
と
も
時
と
す
る
と

二
三
の
垣
内
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
｡
要
す
る
に
垣
内
と

は
村
の
小
分
の
大
字
の
更
に
小
舟
さ
れ
た
も
の
で
､
盆

地
内
の
凡
て
の
相
に
は
垣
内

の
な

い
盛
は
殆
ん

どな

い
O
従

っ
て
小
川
博
士
の
云
は
る
ゝ
(詫
6
)
ー
垣
内
式
の

村
落
な
る
語
の
使
用
に
つ
い
て
は
'
月
稗
田

･
井
戸
野

等
の
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
の
み
に
限
定
す
る
の
も

一

方
捧
で
あ
る
が
'
そ
し
て
そ
の
起
原
は
博
士
の
言
の
如

-
大
陸
の
影
響
で
あ
っ
た
で
あ
ら
-
が
､
現
今
の
垣
内

な
る
語
の
使
用
韓
は
以
上
述

べ
た
如
-
で
あ
る
.

次
に
村
落
の
構
造
に
つ
い
て

二
二日す
る
｡

前
に
地

べ
た
機
に
村
落
は
市
街
の

一
部
と
大
健
の
構

造
を
向
じ
-
し
て
ゐ
る
が
､
各
家
の
間
口
は
取
街
地
よ

-
も
期
合
に
贋
-
な
っ
て
中
流
以
上
の
家
は
土
塀
を
場

で
隣
地
と
の
界
を
つ
-
る
O
そ
し
て
市
街
地
は
大
部
分

岸
根
は
切
要
乳
は
人
称
日周
竜

の
東
野
で
多
-
は
木
枕岨
捕T



屋
鍵
で
あ
る
が
､
腿
相
は
充
茸
は
数
十
月
の
各
果
洛
中

の
1
剤
位
で
､
増
-
仙
人
抑
位
は
藁
葺
で
､

一
朝
位
は

I.tコムネ

身
力

襲
撃
と
克
堂
上
の
折
衷
式
の
も
の
で
､
之
､t

備

枚

阜

向

へィ
塀

誓

一種
が
あ
る
｡
乗
算
や
箱
嫌

二
尚
塀
の

昂
根
を
持

つ

家
は
村
落
中
の
中
洗
以
上
の
家
で
､
英
茸
の
家
は
下

府
の
農
比
で
あ
る
｡
茅
聾
屋
根
は
盆
地
内
で
は
殆
ん
と

な
い
｡
こ
れ
は
基
(変
災
は
絹
の
韮
)
の
方
が
そ
の
材
料

が
得
や
す
い
か
ら
で
あ
る
｡
責
聾
は
我
が
園
に
行
は
る

キり
ヅ
ヤ

ヨセ
人ネ

ィ
リ
キ
ヤ

ゝ
三

種
の
形
式
即
ち
;
切

妻

造

物
寄

棟

造
拘

入

庫

歴

造

の
TM
P
奈
良
盆
地
内
で
は
印
判
の
二
種
が
行
は
れ
勘
の

形
式
は
存
在
し
t･b
い
｡
閣
野
博
士
に
よ
る
と
註
川
〕'
切

要
造
は
大
和

の升
､
甲
斐

｡
信
濃
の

一
部
p

魯
津
地
方

に
村
は
れ
る

だけ
で
'
入
母
屋
竜
は
琉
郡
を
中
心
と
し

て
､
束
は
尾
張

｡
美
濃

･
越
中
.
酉
は
出
雲

｡
安
麹
に

及
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
こ

とで
あ
る
｡
杖
に
は
両
者
と
も

奇
数
品
は通
立

見
は
七
)

の鰹
木
彬
に
義
な
た
ば
ね
､
時

に
は
杉
皮
を
そ
の
上
に
解
い
た
も
の
を
聡
い
｢
､屋
根
を

堅
固
に
し
て
居
る
CJ
奈
良
盆
地
で
は
大
雅
尿
竜
よ
り
も

切
要
の
方
が
遇
に
多
い
O

高
塀
に
つ
い

ては
関
野
博
士
の
簡
異
な
図
解
(誰
-
)'

寅

.
Z

q"
飛地
の
.盤
路

塀 高 固一節

ろへ印で竹ひ秋で虎愉叉轄 裸
棟 報 国二錯

が
あ
る
が
､
菜
屋
根
の
爾
切

妻
を
土
で
塗
っ
て
霜
茸
と
し

た
も
の
で
'
箱
棟
は
こ
の
升

東
に
棟
の
部
分
だ
け
五
葉
に

し
た
も
の
で
あ
る
(第

一
岡
･

第
二
囲
)
こ
の
形
式
は
盆
地

殆
ん
ど
個
有
の
形
式
と
も
云

ふ
ペ
-
升
に
は
山
城

･
河
内

に
若
干
あ
る
の
み
の
榛
で
あ

る
｡
農
家
は
責
茸
で
も
高
塀

で
も
箱
棟
で
も
'
何
れ
も
従

属
す
る
の
は
下
の
方
だ
け
で

屋
根
裏
は
｢
ツ
シ
｣
と
呼
ば
れ

て
物
資
に
な

っ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
0

次
に
鹿
家
各
戸
の
林
学

ぜ
い
ふ
と
樹
の
如
き
建
物
の

配
樫
を
･-J
,Q
の
が
普
通
で

あ

る
O
,)
組
は
中
流
の
鹿
家

の
住
宅
の
ブ
ラ
ン
を
糟
念
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
t｡

モ
ヤ

建
物
の
法
要
部
を
な
す
仲

居

で
中
に
し
て
そ
の
前
後
に

物
干
庭
と
､
そ
の
物
干
庭
を
と
ゎ
ま
-
附
髄
建
物
と
か

錯
五
懸

灘
的
醜

志

心

九
ltl



柚

疎

I

ら
成
っ
て
ゐ
1tO
｡
母
屋
は
普
通
四
間
に
仕
切
ら
れ
'
衣

の
物
干
鮭
の
一
方
に
は
便
所
や
堆
肥
場
'
稀
に
は
牛
小

屋
も
附
属
す
る
｡
岨
近
年
牛
の
使
用
は
減
少
し
た
O
某

の
物
干
姓
の
伺
園
に
は
土
瓶
や
土
間
の
仕
事
部
屋

･
物

ト
ロ

盟

主

ソ

麓
な
ど
が
あ
る
｡
こ
の
敗
は
そ
の
家
の
富
の
程
度
に
よ

っ
て
曙
波
す
る
O
米
教
の
収
穫
期
に
は
籾
や
静
穏
を
此

の
物
干
庭
で
産
の
上
に
干
す
｡
平
時
は
不
用
の
も
の
で

あ
る
,J
貧
し
い
農
家
で
は
月
母
屋
と
前
の
物
干
姪
と
其

の
南
側
久
は
片
側
に
便
所

･
物
澄

･
仕
事
部
屋
等
の
附

魔
縫
物
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
O

今
は
奈
良
市
の
一
部
に
併
食
さ
れ
た
市
の
西
北
部
の

法
蓮

の
農
家
は

一
風
鍵
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
'
し

か
し
以
上
の
一
散
の
農
家
の
ブ
ラ
ン
が
荊
襲
っ
た
だ
け

で
あ
る
C
決
選
で

は
衆
の
物
干
庭
の
前
方
道
路
に
面
し

第
五
啓

第
四
娩

孟

八

九
四

で
便
所
と
堆
肥
小
屋
と
が
あ
っ
て
､
そ
れ
が
隣
の
も
の

と
並
ん
で
､
其
の
各
の
問
の
小
桜
か
ら
母
屋
に
出
入

す

る
｡
こ
の
表
の
物
干
姪
は
隣
家
∽
も
の
と
の
間
の
界
が

な
-
て
'
平
時
は
こ
こ
も
通
路

に
な
る
.
母
屋
及
び
宴

の
物
干
庭
及
そ
の
開
園
の
建
物
は
欠
肢

一
股
鹿
家
の
も

の
と
似
て
居
る
｡
月
奥
布
の
制
令
に
聞
出
の
狭

い
こ
と

は
奈
良
市
そ
の
他
の
市
街
地
の
均
令
の
榛
で
あ
る
｡
法

蓮
及
そ
S
由

の
法
華
寺

(こ
れ
も
今
は
奈
良
瀞
の

7
部

で
あ
る
が
p
こ
れ
は
純
農
相
で
孤
立
し
た

1
つ
の
集
村

で
あ
る
)
の
農
家
の
国
は
今
氏
の
著
番
に
示
さ
れ
て
ゐ

a
(
誰
汀
〕

｡.

農
村
の
各
果
港
は
以
卜
缶

如
き
大
小
の
農
家
か
ら
成

る
外
､
大
抵
紳
敵
と
寺
院
と
集
合
研
と
な
も
つ
.
時
に

は
小
畢
校
も
そ
の
7
部
分
を
な
す
こ
と
が
あ
る
｡
堤
村

の
寺
院
の
克
茸
の
大
家
屋
と
.
そ
の
村
の
起
原
を
散
る

糖
度
茸
の
紳
赦
.智
つ
ゝ
む
森
と
､.
時
に
は
小
撃
校

-:
大

き
な
克
茸
と
'
そ
れ
に
変
っ
て
'
そ
れ
よ
り
も
小
さ
な

某
茸

レJ
多
数
と

克
茸
や
菊
棟

･
高
塀
の
家
の
小
数
の
人

家
の
集
食
が
､

垂
盆
地
の
農
村
の
液
観
を
象
徴
す
る
も

の

であ
る
0
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馴仙

北
l
､

小
川
境

的
､
越

中
四

部
の
非
宅
に
つ
い
て

(
地
顔
雑
談
'
大
ー

;Ll串
十
二
月
)

C1
.
長
尾
敏
郎
ー
都
市
の
駿
速
と
<
.口
都
市
塊
叫
の
締
相

(都
市
間

越
野

一食
沸

1
鯛
t
it
正
i･
JL
J-
1
月
)

3
､
米
田
旺

太郎ー
現
代
人
心
塊
と
現
代
文
明

(
七
正
九
年
)

4
,
印
阿
如
7_
郡
､
都
市
地
租
の
研
究
緯
(地
理
教
材
桝
兜
墾

ハ輯
'

大
正
十
凹
坪
五
月
)

仝

支
那
の
都
市

(地
相
堺
評
論
､大
正
十
四
年
九
月
)

仝

都
市
の
研
究
と
敦
授

(地
理
敵
背
'
大
正
十
五
年

三
月
)

5
t
hlilk
e
:

I)1S
D
off
(
19
70
)

FT

;

D
IS
d
euts
ch
e
I
)
o
r
f
(3
･A
uf
,

79
20
)

6
'
小
川
壕
滑
'
近
敵
地
カ
の
土
地
と
俳
艮

(大
正

他
年
)

7
t
fR
非
泡
太
郎
'
寮
清
流
地
の
人
口
分
和
に
桃
さ
て

(地
租
軟
材

榊
究
沸
五
輪
'
火
ー
十
三
年
十

l
月
)

co
､
鳥
桝
龍
就
､
前
出
以
前
の
日
本

(
大
瀧
十
相
中
)

9
'
奈
瓦
銘
仙
の
け
央
部
の
人
口
軟
投

1
切
軒
約
五
六
〇
人
を
フ
ジ

ツ
tl
ル
の
示
す
人
目
密
波
束

(R
atzelL
:
A
n
ih
ropog
eo
g
rP

p
llic
t
[･
2
･
A
tlr･
S
･
H
73
)
と

比

べ
る
と
'
T
蛇
欧

縄
巴
式

鑑
光
れ
健

む

土
地
の
艮

僻

見
は
免
鳴
不
.&
地
力

の欧
洲
戊
肺
の

人
口
密
琴

･{り
紛
火
で
中
央
映
羅
巴
の
純
焼
鴻
地
の
人
口
密
比

よ
り
ほ
小
で
あ
る
c

m
､
大
和
囲
大
給
凶

(
佃
十
八
'
長
十
六
尺
)
(正
体
三
年
水
多
内
肘

寮
寓
銃
砲
の
艶
路

家
氷
の
･y
&
'で
t
i･,･S
永
三
.平
木
多
侠
･1
上
り
し
･i
の
の
控
か
享

保
川
中
に
鋸
ぜ
ろ
,i
の
､
王
寺
町
､
保
井
野
太
郎
氏
織
)

日
､
威
勢
調
蛍
池
軸

(
大
貼
九
年
J

Ej
､
仝

上

(
大
淀
十
凶
年
)

㍑
､
四
阿
興
四
郎
､
泰
演
市

(
地
租
敦
材
研
究
部
三
餌
､
大
正
十
二

jF
的
月
)

1
.
閥
珊
衡
'
大
和
志

(事
体
廿

叫
年
)

15
㌧
和
州
軍
紀

16
㌧
開
野
尻

､
茸
卦
樋
楓

(
同
文
紳
'
エ
光
大
群
嘗
啓
二
)

17
'
今
和
次
郎
､
日
本
の
民
家

(大
正
十

7
年
)

-

大
正
-
川
'
二
､
二
八
日
稲

-

o
兵
庫
鮪
聾
文
部
大
杉
肯
ん
ぎ
こ
踊

八
月
十
六
日
の
tq
糾
幾
組
に
三
川
十
人
の
由
子
が
シ
ャ
ガ
マ
か
蛸
に
怒
り

着
物
の
鋸
か
か
ら
げ
て
足
に
脚
抑
や
わ
ら
.P
で
固
め
蹄
が
汀
で
脱
に
大
鼓

な
つ
け
ろ
､
七
敗
の
樹
脂
に
竹
み
望
込
み
'英

一
鞘
か
池
の
聯
-こ
差
し
'其

竹
の
地
に
色
紙
の
頼
相
和
多
-
つ
け
る
'闘
争
に
招
和
も
う
'そ
れ
.1こ
も
色

紙
の
刻
ん
だ
の
が
つ
け
て
あ
る

｡
巾
踊
四
人
は
大
な
圏
顔
形
の
付
.tA
蚤
ふ

て
ゐ
る
､
こ
れ
に
も
色
紙
が
ほ
つ
て
あ
る
｡
新
教
忠
と
い
ふ
の
が
l
人
軍

配
脚
崩
で
陣
発
つ
け
て
巾
央
で
晋
摘
み
と
t<.｡
踊
り
の
椛
根
ほ
十
三
校
､

一
月
別
か
ら
倍
音
す
ろ
Q
こ
の
跡
_‡
江
州
伊
替
即
の
大
級
踊
.1
採
似
L
ii

も
の
で
'
何
だ
か
戦
的
時
代
か
ら
の
飴
散
ら
し
-
偲
び
ま
す
｡
(藤
田
報
)

弟
五
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柑
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