
伊

豆

諸

嶋

の

党

務

喝

緒

言

大
串

光
年
八
月
に
寛
荒
地
畢
協
合
の
撃
術
旅
行
に
加

は
つ
て
東
南
滞
嶋
の
航
海
を
試
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡

其
の
節

1
日
に
八

東
嶋
､に
1;
Til
hqIJ費
し
た
の
は
私
が
嶋

の
生
活
に
親
ん
だ
初
め
で
あ
っ
て
､
此
の
陣
指
導
の
静

を
と
ら
れ
た
､
小
川
博
士

l
行
と
八
東
富
士
に
登

る道

す
が
ら
符

化
地
理
的
智
識
と
共
に
､
嶋
駅
に
封
す
る
興

味
を
引
dTTJ起
し
た
の
で
あ
る
｡
黄
綬
四
先
年
間
に
専
ら

火
山
現
象
hLJ観
察
す
る
目
的
で
屡
々
訪
問
し
た
二
三
嶋

に
親
で
'
小
火
山
鳩
に
於
け
る
生
活
粕
の

1
端
を
地
理

軍
的
に
窺
っ
て
見
た
い
と
思
つ
で
も
､
何
分
聾
門
以
外

の
什
軍
で
あ
る
の
で
確
薯
指
調
薬
を
す
る
暇
も
無
-
千

年
は
過
ぎ
て
了
つ
た
｡

伊
夏
餌
場
の
褒
蕗

辻

村

太

郎

脊
本
誌
来
港
敬
の
計
測
を
機
と
し
て
F
此
の
首
都
に

近
-
し
て
､
し
か
も
忘
れ
ら
れ
勝
ち
な
嶋
々
な
同
軍

の

士
に
紹
介
し
握
る
こ
と
を
欣
び
と
す
る
と
共
に
'
堆

然

と
し
陀
科
挙
的
叙
述
を
す
る
璃
め
に
準
備
の
乏
し
い
こ

と
密
教
も
遺
憾
に
思
ふ
｡
変
に
完
全
に
系
統
的
調
査
は

後
の
熱
心
総
単
著
の
芋
に
委
ね
た
い
｡
此
所
で
述
べ
る

所
の
栂
察
醇
巣
の
概
略
を
挙
げ
れ
ば
.
勘
伊
豆
諮
嶋
中

の
嶋
々
で
は
比
按
的
近
距
離
に
あ
る
も
の
ゝ
間
に
も
糾

合
に
逢
っ
た
生
活
が
見
ら
れ
る
｡
周

一
嶋
の
中
に
放
て

--
各
村
港
間
の
舶
違
鮎
が
比
按
的
甚
し
い
O
伺
此
等
の

関
係
は
交
通

の
不
完
全
と
､
自
然
環
境
が
小
羅
域
間
に

於
て
も
樺
化
に
富
む
こ
と

か
ら
湛
る
C
何
食
嶋
群
に
通

じ
て
共
通
は
生
活
形
態
と
諸
嶋
以
外
に
於
け
る
形
腎
と

の
間
に
見
出
さ
れ
る
柵
速
は
此
れ
亦
交
通
の
畿
蓮
の
低

紫
五
食

滞
四
威

誉

れ

盟
艶



地

銀

さ
か
ら
起
る
｡
伺
交
通

の敏
速
程
度
が
生
産
の
強
度
に

関
係
が
ゐ
-
r
従
っ
て

文
化
の
程
度
を
馳
走
し
文
化
凪

景
の
特
性

を
輿

へ
､
其
の

7
衆
塀
と
し
て
雛
落
形
状
が

叫
定
の
特
徴
を
鞘
び
る
｡
拘
比
等
の
関
係
よ
り
文
化
風

蕊
の
畿
連
が
大
で
無

い
か
ら
'
或
る
嶋
に
於
け
る
自
然

風
発
は
日
本
に
於
て
最
も
稀
L･.
る
も
の
～
山
と
し
て
保

存
さ
れ
て
屠
る
｡

〓
地

文

状

態

伊
豆
七
嶋

の中
此
所
に
記
述
す
る
四
嶋
へ
三
宅
嶋
御

蔵
嶋
新
嶋
及

び榊
津
嶋
は
絶
て
新
嘗
の
火
山
嶋
で
あ
っ

て
'
岩
石
の
性
質
か
ら
二
群
に
分
た
れ
て
居
る
｡
三
宅

嶋
及
び
御
赦
嶋
は
基
性
な
安
山
岩
山
路
岩
及
地
出
物
暦

よ
JT･成
る
コ

ー1-
ヂ
形
火
山
錐
で
あ
っ
て
'
御
赦
嶋
は

東
関
甫
北
谷

五
肝
の
大
さ
を
有
L
t
壮
年
的
に
開
析
さ

れ
'
面
積
は
小
な
る
に
係
ら
ず
高
度
は
最
大
で
卸
山
の

頂
に
於
で
八
官
五
十
米
に
透
し
て
居
る
｡
周
園
に
は
高

い
糎
蝕
崖
と
砂
渚
と
を
綬
ら
し
'
崖
の
薄
さ
は
最
低
宵

茶
番
高
井
古
米
で
あ

る
｡
平
均
傾
斜
起
伏
共
に
大
で
あ

る
か
ら
､

俳
展
に
は
通
常
で
郵
-
､
児

戯

び
梅
郷

の

第
五
懸

第
四
鏡

萱

〇

五
牢

小
村
二
を
見
る
の
み
で
あ
る
O

ニ
議

場
は
東
関
南
北

各
人
肝
の
太
さ
を
有
L
t
火
山
錐
の
上
郡
に
は
種
千
百

米
の
カ
ル
デ
ラ
が
存
在
し
て
'
中
に
火
口
原
火
口
丘
を

存
し
､
碓
山
の
標
高
人
膚
十
四
米
で
あ
る
.
幅
射
谷
は

涯
-
'
海
蝕
崖
は
低
-
で
最
高
の
所
で
五
十
兼
に
過
ぎ

ず
'
火
山
錐
の
周
囲
に
は
裾
野
の
覇
斜
面
が
虞
-
格
は

-
.
卦
解
し
た
火
山
灰
磯
で
敢
ほ
れ
て
新
作
に
.過
し
て

居
る
｡

此
れ
に
封
す
る
新
嶋
及
び
碑
津
嶋

bJTill嶋
の鋳
薯
は

酸
性
筏
流
紋
岩
粕
で
あ
っ
て
'
其
の
粉
砕
さ

れ
た
も
の

は
雲
白
色
の
石
英
砂
の
長
い
砂
坑
を
形
成
し
二

二
宅
嶋

の
断
片
的
に
畿
蓮
す
る
榛
農
色
の
砂
と
著
し
JrU執
偲
riJ

な
す
｡
火
山
髄
は
頂
の
平
坦
な
ト
や
イ
ヂ
形
鉾
岩
園
田

丘
の
E
大
総
も
の
を
基
本
形
と
し
､
山
側
は

一
般
に
急

峻
で
森
林
に
散
は
れ
る
D
新
嶋
は
南
北
の
長

さ
十
肝
'

東
西
の
幅
三
肝
へ
営
塚
山
の
標
高
四
宵
二
十
八

米
p
紳

津
嶋
は
南
北
六
粁
'
寵
四
四
粁
'
塁
肉
腫
天
上
山
の
棲

高
五
百
七
十
四
米
で
あ
る
｡
此
の
二
嶋
で
は
火
山
抽
出

物
の
厚
静
ま
-
成
る
低

い
基
地
が
浄
岸

附
近
に
布
衣
す

る
俊
刷
め
に
新
〃作
層
任
地
が
輿

へ
ら
れ
る
〈U



付
へ仙川
活
動
は

∵
代
山
嶋
t
･よ
っ
て

7
由凪
り
朝
日雌肝
.官
有

し
､
三
宅
嶋
の
瞭
火
は
平
均
五
十
九
年
の
規
期
を
以
て

起
わ
､
野
火
型
式
は
エ
ト
ナ
式
或
は
ダ
エ
ス
ブ
イ
オ
式

で
中
央
火
口
の
活
動
に
件
ふ
か
或
は
弼
立
に
火
山
錐
の

側
面
に
於
で
小
火
口
列
を
生
じ
'
燐
登
型
式
は
多
-
強

ス
J･
P
ン
ポ
リ
式
で
､
火
山
磯
を
飛
ば
し
路
岩
流
を
流

す

｡
明
治
七
年
の
瞭
火
で
は
高
度
五
官
米
以
下
の
晦
射

線
上
に
火
口
を
生
じ
'
鋒
岩
は
嶋
の
北
側
東
郷
の
小
部

落
を
埋
め
た
｡
以
前
の
瞭
火
で
も
西
南
､
東
方
等
に
原

錐
岩
流
を
出
し
た
形
跡
が
あ
る
け
れ
ど
も
P
村
落
の
位

龍
は
暁
火
に
劃
し
て
消
極
的
ト
ロ
ピ
ズ

ム
を
示
し
t･'居

Lj･b
い
C
阿
古
村
の
如
き
は
村
の
一
部
が

路
岩
流
の
上
に

在

っ
て
'
道
路
は
天
然
の
鋪
道
を
示
し
て
屠
る
O

油
津
嶋
新
鴫
の
謄
火
は
箆
虹
に
よ
る
と
各
約

7
千
年

前
の
東
和
先
年
及
び
七
年
(西
暦
八
草

l亭

八
年
)と
仁

和
二
年
及
び
三
年
(西
暦
入
省
十
六
年
)と
に
起
っ
た
形

跡
が
あ
っ
て
'
其
の
煉
駿
型
式

は
少
-
と
も
強
烈
花
グ

ル
カ
ノ
式
恐
ら
-
ベ
レ
ー
式
に

近
い
も
の
と
思
は
れ
'

熟

灼
し
た
掘
出
物
は
森
私
を
焼
き
蕗
を
埋
め
た
O
鋳
岩

は
大
凧
頂
丘
を
形
成
し
'
掘
出
物
暦
よ
り
な
る
劫
マ
-

酔
夏
滞
鴫
の
L難
路

テ

形
止
ハ山
錐
を
心
ハ部
分
就
ひ
隠
し

た
o
此
等
の
鴨
が
班別

火

山
鳩
で
あ
る
と
云
ふ
軍
資
す

ら

今
は
忘
れ
ら
れ
て

屠
る
｡
海
を
埋
め
た
摘
出
働
厨
が
戯
け
れ
ば
二
嶋
共
に

住
居
に
甚
だ
不
通
常
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
｡

新
鮮
ti･4
火
山
掘
出
物
の
堆
積
し
て
居
る
地
表
は
大
嶋

の
火
口
原
で
は
金
-
砂
漠
状
の
不
毛
の
地
で
あ
る
け
れ

ヽ
ヽ
ヽ

ど
も
'
三
宅
嶋
の
火
口
原
八
丁
卒
(或
は
は
や
-
の
平
)

に
は
ヤ
シ
ヤ
ブ
シ
等
の
俊
樹
が
生
長
し
て
居
て
p
多
数
鞍

の
牛
が
放
牧
さ
れ
で
屠
る
｡
濃
も
完
全
に
原
状
を
保
っ

て
居
る
の
は
柵
津
幡
天
井
山
の
田
側
軸
マ
ー
チ
火
山
錐

の
南
で
あ
っ
て
'
白
鳥
と
稀
せ
ら
れ
茂
質
の
や
-
に
遠

方
か
ら
も
自
-
見
え
る
｡
三
宅
嶋
で
は
概
し
て
新
崎
出

物
が
植
物
に
敢
は
れ
る
こ
と
が
迅
速
で
､
明
治
の
初
年

に
は
雄
山
の
頂
上
部
が

一
両
に
畏
-
見
え
た
さ
-
で
あ

る
が
今
は
青
々
と
し
た
｢
山
｣
と
化
し
て
屠
る
Q
火
山
岩

は
建
築
石
動
と
し
て
特
に
切
り
出
す
所
な
-
r
必
要
に

腔
じ
て
海
岸
の
玉
石
か
ら
容
易
に
得
ら
れ
る
｡
阿
古
村

に

一
時
徴
を
輿

へ
る
防
敢
防
風
の
石
堤
は
漁
色
の
塊
状

鋳
岩
の
岩
塊
を
利
用
し
て
造
ら
れ
て
屠
る
｡
唯
だ
流
紋

岩
路
岩
の
特
別
t･.b部
分
'
即
ち
新
嶋
向
山
ト
ロ
イ
デ
形

質
五
懸

紫
紺
娘

竺

l

監
忠



地

球

圃
頂
点
の
表
面
を
作
る
塊
状
熔
岩
は
遷
し
-
搾
石
質
で

あ
る
馬
に
'
採
掘
し
て
抗
火
石
の
名
の
下
に
種
々
の
用

途
に
伏
せ
ら
れ
て
屠
る
こ
と
は
人
の
知
る
所
で
あ
る
.
,

欝
す
る
に
請
嶋
に
於
い
る
火
山
作
用
は

山
畔
的
の
英

革
は
及
ぼ
し
て
-･
p
幾
多
の
敵
意
を
輿

へ
て
居
る
｡
其

れ
か
あ
ら
ぬ
か
三
宅
嶋
に
観
て
み
る
に
､所
謂
｢
卸
紳
火

｣
を
帥
米
と
し
て
巣
敬
す
る
に
し
て
も
此
れ
に
封
す
る

雄
恵
の
情
は
蓬
に
認
め
る
こ
と
が
胴
衣
な
か
っ
た
o
反

っ
て
春
代
主
命
が
嶋
を
焼
け
膳
げ
る
と
云
ふ
伯
を
さ
へ

生
じ
て
屠
る
rlJ
革
質
に
於

て
鋒
岩
流
が
振
替
埋
め
る
こ

と
は
他
日
の
耕
作
地
の
面
積
を
増
加
す
る
こ
と
に
稔
る

の
で
､
嶋
民
に
幾
分
の
心
強
さ
を
戚
じ
さ
せ
て
居
る
こ

と
は
見
逃
せ
互
い
O
此
れ

と
反
灘
に
新
鳴
り
や
-
に
軟

弱
な
火
山
抽
出
物
の
上
に

層
任
地
が
存
在
す
る
所
で
は

迅
進
に
破
嘩
作
用
を
及
ぼ
す
海
蝕
の
満
め
に
､
元
凍
狭

い
土
地
が
減
少
す
る

1
方
で
あ
る
か
ら
P
海
岸
線
の
麺

化
に
射
し
て
人
々
が
幾
分
不
安
の
念
を
抱
い
て
居
る
の

は
無
理

の無
い
こ
と
で
あ
る
0

諮
嶋

の気
候
は
温
和
過
ぎ
る
位
で
あ
っ
て
ー
夏
時
炎

熱
皆
威

せ
サ
ー
冬
脚
の
降
雪
は
山
慣
例
に
限
ら
れ
て
居
る
0

郊
五
聴

解
印
紙

芸
]

tf]
<

雨
量

が

.
塞
-
及
び
温
度
が
高
-
.
夏
の
頃
濃
雨
が
戚
-

と
盛
に
徴
を
生
す
一Q
O
冬
季
は
西
風
が
強
-
航
行
を
碍

げ
る
｡
潮
流
は
黒
潮
の
流
域
に
潜
る
か
ら
海
岸
近
-
で

も
大
な
る
流
速
を
宥
し
､
平
常
の
漁
業
に
於
で
も
其
の

智
誠
は
蓋
聾
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
､
難
破
し
た
時
な
ど

は

英
の
有
無
が
死
活
の
閉
抽
と
な
る
｡
温
暖
清
澄
な
海

水
に
鹿

む
鰹
S
遠
洋
漁
業
は
蓬
ま
し
て
石
油
教
動
機
僻

を
利
用
す
る
｢
圃
｣
山
漁

夫
に
よ
っ
て
行
は
れ
､
四
五
月

の
飛
魚
漁
薬
も
亦
季
節
的
に
移
任
し
て
凍
る
内
地
S
漁

夫
が
ま
と
し

て
営
む
rJ
時
に
嶋
人
の
事
に
よ
る
蒐

姿
砧

海
産
物
は
云

ふ
ま
で
も
な
-
断
嶋
に
於
け
ち
宝
鰭
の
干

魚
(-
さ
や
)
で
あ
る
｡

植
物
群
は
気
候
の
最
も
碇
按
,.;h表
現
と
し
て
此
の
諮
寺

嶋
の
漁
色
に
特
色
を
異

へ
る
｡
山
腹
に
な
は
贋
-
分
布

し
て
居
る
原
始
林
を
観
察
す
る
と
r
明

か
に
暖
覗
林
の

特
徴
を
具
へ
p
iii婁
林
木

シ
ヒ
'
イ
ヌ
グ
ス
'

ユ
ズ

ゲ

バ
へ
ヒ
ケ
カ
キ
P
ヤ
マ
モ
モ
等
の
常
練
潮
来
樹
で
シ

ヒ

が

薫
も
多
数
を
占
め
p
其
の
欝
は
秋
季
に
東
京
の
市
境

に
現
れ
る
rJ
三
宅
嶋
の
東
部
で
は
山
頂
よ
り
海
岸
に
至

る
ま
で
の
山
腹
及
裾
野
お
山舵
ふ
0
骨柄
さ
十

米
に
も
及
ぶ



喬
木
が
あ
っ
て
､
樹
幹
に
は
オ
ホ
タ

ー3
ア
タ
リ
の
や
う

:仏
無
鞘
恰
羊
歯
が
着
生
し
て
屠
る
｡
此
の
林
和
は
内
地

に
放
て
は
殆
ど
滅
び
て
了
つ
た
所
の
も
の
で
あ

る
か

ら
,
菅
の
自
然
風
発
を
し
の
ぶ
に
も
柴
重
な
も
の
と
思

は
れ
る
｡

捕
物
群
の
状
態
は
此
の
地
方
の
裁
培
植
物
の
種
煩
を

大
股
に
定
め
て
屠
る
0
人
造
林
と
し
三

膏

嶋
で
は
生

育

の
極
め
で
遅
い
帯
揚
の
.林
が
あ
っ
て
北
濃
軸
着
付
伊

豆
相
の
速
の
森
林
の
下
方
境
界
に
近
-
に
多
い
｡
村
落

に
近
い
所
で
は
椿
の
柿
裁
が
行
は
れ
､
箇
々
の
家
の
周

囲
に
は
防
風
林
の
形
で
穐
ゑ
ら
れ
る
か
､
或
は
三
宅
嶋

坪
凹
村

の
四
部
に
於
け
る
射
-
や
～
購

い
林
を
形
成
し

て
屠
る

｡
椿
油
は
嶋
比
の
食
撤
と
し
で
も
生
産
と
し
て

も
杢

仏
る
意
味
を
宥
す
る
こ
と
地
中
河
地
方
の
撤
機
に

似
て
居
る
｡
畑

に
作
る
も
の
は
弊
甘
準
智
iiiと
し
て
p

馬
鈴
薯
里
芋
等
で
あ
る
｡

冨

軸

人

文

状

態

艶
鮪
を
所
謂
文
化
地
理
準
的
形
態

の
山
と
し
て
観
察

す
る
時
に
p
I
石

の
見
方
が
必
要
で

あ
る
｡

1
っ
は
屠

伊
豆
甜
鴫
の
架
路

性
地
の
地
理
的
使
億
に
制
約
を
及
ぼ
す
必
魚
的
膝
仲
で

あ

っ
て
､
他
は
其
れ
を
中
心
と
し
て
行
は
れ
る
文
化
風

景
の
泥
化
で
あ
る
｡
此
等
の
嶋
々
で
は
比
較
的
簡
畢
な

関
係
が
此
等
の
間
に
成
立
し
て
屠
る
か
ら
'
我
等
非
専

門
家
の
手
に
で
も
多
少
の
説
明
が
=
.東
予

フ

で
あ
る
O

斯
嶋
紳
津
嶋
及

び

三
宅
嶋
に
就
て
見
る
に
'
村
落
の

位
寵
と
碇
舶
地
と
の
関
係
は
必
す
L
も
嬢
按
で
L･{
い
.

村
洛
形
成

の
葦

一
膝
伴
は
人
間
の
集
凹
に
劃
し
て
食
料

を
供
給
す
る
耕
作
地
の
存
在
で
あ
る
｡
三
宅
嶋
に
於
け

る
玉
村
は
其
の
村
に
接
し
て
.
或
は
短
時
間
に
往
復
の

桝
凍
る
距
雛
の
桝
に
耕
作
に
過
す
る
緩
傾
斜
わ
･有
し
て

屠
る
｡
此
れ

に
対
し
て
東
面
岸
に
は
御
地
潰
其

他

の小

滑
が
あ
っ
て
'
鼠
波
か
虚

け
る
に
便
利
で
あ
る
に

係
ら

す
'
炭
焼
等
の
必
軍
か
ら

一
時
的
の
住
居
が
出
凍
る
攻

で
村
落
は
敏
速
し
な
い
C)

油
津
嶋

の
一
柵
は
南
方
の
低

い
鋳
岩
姦
地
面
に
耕
作

地
を
有
し

'新
嶋
の
二
村
の
中
本
村
の
海
岸
は
舶
付
き

が
寧
ろ
不
良
で
p
風
浪
の
高
い
時
に
は
北
方
著
郷

の
小

村
に
轍
が
着
-
の
で
あ
る
｡
如
ち
村
の
位
蔵
に
射
し
て

漁
米
及
び
交
通
は
従
で
あ
っ
て
農
耕
は
立
で
あ
る
.
敬

罪
五
懸

餌
四
城

･
莞
盗

監
九



地

球

っ
て
矯
集
し
た
退
路
の
狭
い
p
純
粋
の
漁
村
の
形
状
を

有
す
る
も
の
が
無

い
0
農
比
と
漁
民
と
は
多
-
の
域
食

み
離
し
て
居
な
い
け
れ
ど
～-
'
三
宅
嶋
で
は
己
に
多
少

の
分
化
が
鮫
じ
､
榊
着
村
及
び
伊
豆
相
は
海
面
上
五
十

米
内
外
の
高
段
に
存

す
る
純
鹿
村
の
形
態
を
有
L
へ
阿

古
村
は
海
岸
に
推
而
し
て
可
L･.
り
漁
村
の
色
彩
が
濃
-

な
っ
て
屠
る
｡
斯
か
る
温
海
の
山
地
の
下
部
が
居
住
の

地
と
し
て
撰
ば
れ
る
事
は

'1
ク
ス
ホ
ー
プ
ア
I
が
云

っ

て
居
る
や
-
に
.
握
雑
種
族

の

通
有
性
な
ど
を
考

へ
食

せ
る
ま
で
も
t･Jb-
'
此
の
気
候
此
の
地
形
の
土
地
に
於

て
は
人
種
の
如
何
を
間
は
す
最
も
自
然
な
生
活
蝕

か
ら

生
じ
得
る
こ
と
と
恩
は
れ
る
｡

飲
料
水
の
集
落
俳
優
に
及
ぼ
す
影
響
は
'
概
し
て
水

に
乏
し
い
新
火
山
嶋
で
は
舶
常
に
大
で
L･4
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
少
-
と
も
外
の
礁
件
が
同
じ
で
あ
る
時
に
'
水

に
便
利
な
地
鮎
に
居
住
地
が
偏
す
る
貨
で
あ
る
O
三
宅

嶋
に
於
で
裾
野
の
上
に
あ
る
村
即
ち
湘
着
及
び
坪
田
の

如
き
も
の
と
､
糎
蝕
崖
下
の
阿
音
の
郁
き
も
の
と
は
､

甚
し
-
違
っ
た
状
況
の
下
に
澄
れ
て
屠
る
0
両
愚
は
豊

富
で
あ
る
が
､
谷
の
凝
蓮
が
露

い
番
に
永
久
件
の
水
流

男
五
啓

発
相
銀

萱

河

宋

0

花
-
､
雨
水
は
鋳
岩
層
間
に
凄
透
し
て
撤
蝕
虚
面
に
於

で
泉
と
Lj,､つ
て
野
き
出
し
て
屠
る
O
従
っ
て
繭
の
棟
桁

の
村
で
は
雨
水
･智
貯
蔵
す
る
井
戸
或
は
立
木
の
幹
か
ら

雨
水
を
導
い
て

瓶

に
湛

へ
る
等
の
必
要
が
生
す
る
.

谷
の
完
全
に
凝
達
し

で

屠

る

開
肝
火
山
嶋
御
政
で

は
､
電
束
を
起
す
に
慮
る
程
の
水
洗
が
至
る
所
の
谷
底

に
あ
っ
て
'
海
蝕
崖
面
に
於
で
懸
谷
と
な
り
P
粥
布
と

し
て
奔
流
し
て
居
る
Q
其
の
混
和
は
天
来
の
晴
朗
な
臼

に
三
宅
嶋
よ
-
望
見
す
る
こ
と
が
出
寒
'
水
の
映
芝
に

苔
む
村
人
的
欺
息
を
大
き
-
さ
せ
る
っ
若

い
小
火
山
嶋

に
於
て
は
償

い
耕
作
地
の
存
在
と
水
利
と

か
到
底
両
立

し
難
い
の
で
あ
る
G
新
崎
及
び
新
津
嶋
に
於

ては
水
平

指
摘
出
物
暦
恕
躍

っ
て
井
水
を
得
る
の
み
罵

らず
p
ト

ロ
イ
デ
形
火
山
鴎
の
中
腹
或
は
梅
錦
崖
に
於
で
満
列
な

泉
が
湧
出
す
る
の
を
見
る
｡

各
村
落
間
の
交
通
の
少
い
こ
と
は
嶋
駅
に
於
け
る
一

特
色
た
る
を
矢
は
な
い
｡
三
宅
嶋

の
五
箇
村
に
歌
で
云

へ
ば
､
各
村
の
聞
二
曳
乃
至
三
里

の
道
で

山
人
の
行
人

に
も
遇
は
ぬ
こ
と
が
稀
で
無

い
○
此
の
紬
鵜
は
各
村
を

孤
宜
せ
し
め
る
こ
と
と
な
み
､
槌
的
な
例
で
嘉

へ
は
三



宅
鴫
の
各
村
中
坤
田
村
の
7
村

C3..1み
賎
し
-
苫
禍
及
び

風
俗
を
輿
に
す
る
や
-
L･B
現
象

を
茎
す
る
｡
潜
熱
過
ぎ

る
こ
と
で
あ
る
が
､
各
嶋
間
S
交
通
の
不
便
は

更
に
一

嶋
に
夫

々
の
習
俗
を
作
ら
せ
て
宿
る
O
例
へ
ば
脊
負
龍

の
形
の
罪
に
糞
る
ま
で
八
東
嶋
榊
津
嶋
三
宅
嶋
大
嶋
に

於
で
明
瞭
に
興
る
｡
其
他
1
々
例
を
挙
げ
切
れ
ぬ
l
嶋

の
特
色
が
あ
っ
て
互
に
典
似
る
こ
と
を
し
な
い
｡
此
の

郎
旦
父
通
の
不
完
全
は
刺
戯
欲
望
或

は
智
識
交
換
町
不

足
の
基
と
な
-
'
文
化
カ
の
発
達
を
少
か
ら
す
阻
害
す

る

0村
落
を
中
心
と

し
て
開
か
れ
て
行
-
文
化
風
最
は
'

上
記
の
理
由
か
ら
常
然
畢
純
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

蔦
村
の

i
例
と
し
て
三
宅
嶋
の
帥
着
村
を
挙
げ
れ
ば
'

村
の
附
逆
に
限
っ
て
黒
松
の
並
木
が
あ
る
｡
常
耗
潤
共

闘
及
び
椿
の
間
に
､
不
規
則
に
散
布
し
て
茅
屋
が
並
び
~

道
路
は
小
楯
射
谷
の
盛
め
坂
道
を
な
し
て
曲
折
し
切

-

通
し
が
多
い
O
其
の
系
統
は
村
落
聞

S
交
通
路
で
あ
る

同
心
閲
的
で
汁
樺
的
平
班
毎
も
の
と

'
山
頂
に
向
ふ
山

路
に
速
帝
す
る
輔
封
的
な
も
の
と
誓

tI稗
に
分
れ
る
｡

交
通
機
幌
は
無
-
車
以
外
の
沌
搬
動
物
を
有
し
て
属
な

軒
瀕抑
喝の
報
港

い
か
ら
､
糖
鳩
の
立
口
を
閲
-
こ
と
が
北
川､い
0
乳
牛
の
山野

が
絶
え
や
開
え
ー
小

規

模
な
が
ら
酷
虚
業
が
行
は
れ
で

居
る
｡
村
の
境
を
出
る
と
高
原
的
な
裾
野
の
斜
面
で
畑

と
な

ら
､
磯
の
海
蝕
崖
の
際
か
ら
上
方
の
森
林
と
の
嘘

ま
で
梧
-
O
此
の
耕
作
地
が

一
対
り
周
園
に
作
ら
れ
た

ケ
ルい
ラ
7
ステ
ヅ
ベ

所
謂

文

化

串

原

で

あ
っ
て
'
其
の

形
状
は
暮
春
の
頃
に

此
の
附
妃
の
海
上
密
航
す
る
人
の
服
に
黄
色
の
断
片
と

し
て
認
め
ら
れ
る
｡
村

の衆
に
は
熔
け
場
と
よ
ぶ
明
治

七
年
の
終
着
洗
及
び
火

山
塵
の
地
が
段
々
と
見
え
る
｡

火
山
磯
の
衆
両
は
僅
か
に
天
草
の
干
し
場
に
し
か
僅
ほ

れ
て
居
な
い
｡

天
然
林
破
壊
の
程
度
は
方
南
に
よ
-
非
常
に
典

-
.

其
の
関
係
は
意
外
に
優
雅
ら
し

い
｡
例

へ
ば
基
数

の
目

的
で
伐
採
が
行
は
れ
る
馬
め
に
柚
相
･,tq･J塵
し
て
ヤ
シ
ャ

ブ
シ
を
iiiと
す
る
落
葉
樹
林
に
な
る
折
が
多
い
が
へ
其

の
隈
域
は
何
に
交
配
さ
れ
て
屠
る
か
を
-
明
瞭
で
は
無

い
.
然
し
隼
虐
年
波
の
坤
四
村
及
阿
古
村
の
上
方
に
於

て
天
然
林
が
破
壊
さ
れ
て
革
山

の
部
分
を
其
間
に
頼
み

伊
豆
及
び
新
着
の
二
農
村

SL上
方
で
は
原
始
林
が
隣
-

保
存
さ
れ
ィ}
屈
る
こ
と
は

注
意
に
撒
す
る
O
果
樹
の
畑

紫
五
溶

質
相
貌

.≡

.京

大

榊



鴫

感

或
は
急
斜
面
に
於
け
る
段
々
畠
の
無
い
こ
と
異
価
SLI畢

純
な
田
園
形
は
土
地
が
極
め
て
イ
ン
チ
ソ
･b
I
デ
に
利

用
さ
れ
て
居
な
い
こ
と
か
轟

掻
立
て
て
屠
る
｡

セ
ソ
ブ

ル
の
記
し
て
屠
る
や
-
L･.
或
る
南
洋
嶋
駅
の
盆
親
的
虚

業
或
は
其
の
円
本
の
農
業
の
一
陣
質
と
し
て
並

べ
た
間

作
の
那
jrJも
の
は
此
所
で
は
絶
え
て
見
ら
れ
な
い
.
其

外
植
林
が
蝕
-
朽
は
れ
す
竹
薮
の
存
在
し
な
い
こ
と
も

土
地
利
用
の
減
圧
の
小
な
る
こ
と
庖
示
す
｡

研
嶋
本
村

の
放
免
は
地
形
地
質
の
興
る
如
-
甚
し
-

違
ふ
｡
第

1
に
村
S
･家
々
は
密
集
し
て
砂
質
の
平
坦
地

上
に
存
春
L
P
風
に
飛
ぶ
砂
を
避
け
る
網
代
垣
を
周
園

に
耽
ら
せ
る
｡
村
内
の
道
路
は
若
郷
と

ti-1
じ
-
海
岸
に

平
行
及
び
碇
角
の
二
系
統
に
分
れ
る
Q
三
宅
嶋
で
は
稀

に
塊
状
鉾
岩
の
天
然
石
を
積
ん
だ
穐
雑
L
t石
垣
を
見
る

の
み
で
あ
っ
た
が
p
此
所
で
は
加
工
し
易
い
流
紋
岩
の

立
派
筏
石
塀
を
有
す
る
家
を
見
ら
れ
る
rJ
彼
の
嶋
の
石

坂
遮
或
は
泥
浮
の
赤
土
鑑
の
代
-
に
坦
々
と
.し
た
砂
の

道
が
あ
っ
て
夜
も
灯
な
し
で
歩
け
る
｡
此
所
で
は
牧
牛

の
非
を
聞
か
ず
'
其
の
代
-
に
網
を
曳
-
漁
業
者
の
叫

び
を
囲
-
｡
然
し
村
の
衆
速
に
は
仙駅
い
小
椋
林
に
固
ま

第
五
懸

濁
四
餌

至

六

蔓

触

れ
た
静
か

は
畑
が
虞
が
･eh
t
頭
上
に
鎗
ふ
天
秤
棒
の
雨

滴
に
小
さ
な
肥
称
稲
を
吊
る
婦
女
の
往
来
を
見
る
｡
海

岸
の
砂
丘
の
下
に
は
漁
具
を
入
れ
vQ
納
屋
の
列
が
あ
っ

て
'
其
の
床
は
高
-
八
攻
嶋
の
穀
倉
か
･)恩
ひ
起
さ
せ
る

が
'
基
に
南
洋
の
モ
ー
タ
イ
ー
プ
を
縛
り
て
説
明
す
る

必
要
は
L･4
い
で
あ
ら
う
｡

納
津
嶋
村
は
駒
二
例
の
中
間
性
肇
か
J示
し
､'/横
式
的

半
農
半
漁
の
生
活
か
ら
遇
っ
た
形
態
蟹
ホ
し
て
屠
る
0

村
の
造
蘭
は
石
盤
み
の
緩
か
な
坂
が
多
く

人
家
は
制

令
に
密
集
し
て
屠
る
C
漁
業
と
農
業
が
男
女
の
分
業
に

な
っ
て
屠
る
こ
と
は
新
嶋
に
同
じ
-
､
及
運
搬
に
層
す

る
仕
事
が
女
の
専
業
に
な

っ
て
居
る
か
ら
､
七
賠
共
通

で
あ
る
頭
上
運
搬
の
習
慣
は
此
れ
攻
で
完
全
に
榊
揮
r
J

れ
る
O
山
中
に
於
け
る
労
働
が
女
の
義
務
で
あ
る
こ
と

も
新
嶋
と
同
じ
で
あ
る
｡
例
へ
ば
朝
卑
-
海
岸
に
行
-

と
り
其
の
途
中
で
先
人
も
の
漁
夫
が
硬
釣
か
ら
反
っ
て

片
手
に
飛
他
を
提
げ
片
手
に
は
漁
燈
を
携

へ
凍
る
の
に

別
命
ふ
｡
此
の
時
間
に
天
井
山
の
山
頂
附
鑑
を
み
る
と

五
官
米
の
高
さ
の
白
嶋

の
斜
面
を
打
ち
連
れ
て
登
っ
て

行
-
東
の
群
が
小
鼻
郡
に
な
っ
て
教
勘
す
る
の
が
認
め



ら
れ
る
0
彼
等
は
牝
の
山
を
堪
え
て
東
側
の
急
谷
の
連

で
終
日
薪
な
探
り
､
夕
方
に
な
る
と
撞
約

1
米
の
大
き

な
球
に
し
て
頭

上
に
｢
か
づ
い
｣
で
踊
る
.
此
等
の
薪
の

東
は
豪
の
周
園
に
積
み
上
げ
其
の
蓋
の
多
い
の
を
誇
-

と
す
る
r='

甚
だ
鶴
碓
総
記
通
で
あ
る
が
.
此
等

山生
活
横
式
及

び
文
化
風
見
は
暇
に
､
今
見
る
桝
の
J

聞と
土
地
性
質

と
だ
け
輿

へ
れ
ば
決
定
さ
れ
る
所
の
も

り
と
は
思
ほ
れ

な

い
｡
地
理
的
政
党
従

っ
て
交
通
は
蓋

大
電
因
子
で
無

く
で
は
な
ら
だ･b
い
O
侶
り
に
此
等
の
嶋
を
鹿
施
嶋
潜
の

中

の
榛
鳴

り
や
-
な
位
置
に
移
せ
ば
'
交
好
物
資
輸
注

並
に
生
鹿

等
の
閑
に
存
す
る
機
巧
は
全
然
違

っ
た
も
の

に
な
る
笠
で
あ
る
O

(勿
論
此
際
他
の
僚
件
を
塾
-
桐

じ
と
す
る
こ
と
は
無
理
で
は
あ
る
が
侶
-
に

期
-考
へ

ち
)

7
股
に
寅
に
複
雑
な
園
紫
紺
係
に
よ
っ
て
結
び
付

け
ら
れ
て
屠
る
異
落
景
観
を
明
確
な
説
明
的
字
句
で
記

述
す
る
方
法
は
無
い
で
あ
ら
う
か
｡

此
れ
は
全
然

一
の
思
考
聾
験
に
過
ぎ
ぬ
が
へ
用
例

へ

は
此
所
に
物
資
に
映
乏
し
交
通
の
畿
逢
せ
ぬ
地
方
が
あ

る
0
日
木
琴
ら
ば
起
伏

の大
揺
る
山
地
中
の
山
村
で
あ

伊
官
印
噂
い
難
路

る
0
異
常
の
形
は
簡
畢
拘
留
で
､
家
船
仙の
‥材
朴
は
附
妃

の
天
魔
に
仰
ぐ
O
堂
活
の
馬
の
動
労
は
大
で
あ
る
｡
〓

一
方
に
衣
食
の
資
料
は
粕
常
に
豊
富
で
､
交
通
の
哉
逢

せ
ぬ
地
方
が
あ
る
.
其
の
多
-
は
山
勝
ち
総
軍
嶋
或
は

嶋
隣
で
あ
る
｡
此
の
場
合
も
異
港
の
形
は
大
概
均
質
と

し
て
-̂
p
前
著
と
異
な
り
努

力
に
は
飴
裕
が
あ
る
｡
卸

商
二
者
と
反
射
の
極
に
立
つ
も
の
は
'
変
通
か
我
達

し

従

っ
て
遠
近
か
ら
物
資
の
供
給

･3
充
分
あ
る
和
食
で

ー
ぁ

っ
て
'
異
港
の
形
状
は
非
常
に

不
均
質
で
.
構
成
材
科

は
良
否
共
に
内
外
接
近
か
ら
凍
る
｡
其
所
に
は
喜
怒
痢

ク
ルー
ーlア
リ

Tlステ

濃
藻
に
於
げ
ろ
文

化

砂

漠

が

現
出
す
る
O

比
の
範
園
内
で
地
方
的
な
功
利
及
び
好
餌
に
よ
る
多

様
の
礎
化
が
可
能
で
あ
る
｡
其
れ
は
土
俗
的
.
歴
史
的
､

董
補
的
或
は
需
数
的
基
他
何
で
あ
つ
て
も
宜

い
が
'
大

概
の
形
態
は
以
上
の
中
間
に
於
け
る
種
々
な
る
果
港
長

の
何
れ
か
に
粕
督
す
る
｡
細
部
の
形
状
に
駅
で
は
夫
々

の
専
門
家
が
扱
ふ
こ
と
も
糾
寒
や
-
が
'
此
等
に
系
統

を
立
て
て
的
確
な
術
革

だ
;1｣
ゐ
､
同
軍
的
率

ホ
を
以
て

各
班
的
な
説
明
堂
i､
す
の
は
澗
寒
の
地
理
学
者

S
仕
事

の

一
つ
で
な
-
て
は
な
ら
ぬ
L"

罪
五
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