
飽

磯

第

五

壱

第

g
)
班

(買

研
諒

)
欠
字

蔓

草

臥

人
文
地
理
率
土
よ
り
観
た
る
日
本
の
村
落小

｢=HH
HH
u

l

一

■ノ

療

治

幽JP
緒

言

日
本
の
村
落
及
び
都
市
の
成
立
に
陥
す
る
地
理
的
研
究
は
極
め
て
幼
稚
で
あ
る
O
聾
で
小
田
内
通
敏
氏
が
大
倉
敬

身
氏
の
支
持
に
よ
之
沌
成
し
た

｢
帝
都
と
近
郊
｣
な
る

1L
腰
は
此
の
方
向
に
於
て
敢
初
の
経

っ
た
研
究
の
試
み
で
あ

バィオ
ニγ

っ
て
,
客
谷
S
荒
音
と
し
て
迎
へ
花
餅
で
あ
る
｡
此
の
小
冊
子
に
は

閑

降

着

と
し
て
の
荊
棒
を
排
し
て
正
造
を
開
-

の
困
難
に
坐
す
る
敏
陥
は
あ
-
と
し
て
も
P
そ
の
有
益
な
る
資
料
た
る
は
い
ふ
ま
で
も
な
-
､
更
に
進
ん
で
知
ら
ん

..J
す
る
種
々
の
問
題
が
含
ま
る
1
に
的
は
ら
す
'
そ
の
彼
此
の
如
き
等
誌

M
op･ograp
h
の
跡
を
渡
ぐ
も
の
が
殆
ん

ど
な
い
状
博
を
弛
れ
ぬ
の
は
異
に
遺
憾
に
鳩

へ
ぬ
O

本
稿
は
小
田
内
氏
の
著
者
を
芋
に
し
化
隙
に
想
ひ
着
い
た
折
を
沓
き
綴

JI
P
石
椅
博
士
其
他
二
三
の
同
好
の
人
士

に
示
し
た
彼
p
乗
取
稲
と
し
て
久
し
-
監
底
に
赦
し
て
置
い
た
も
の
で
あ
る
､｡
今
之
を
公
に
す
る
に
督
っ
て
p
多
少

人
文
地
理
歩
上
よ
り
即
L
る
日
本
の
村
落

罪
証
懸

珊
凶
教

員
叫

I



洩

癖

罪
点
食

滞
四
盛

衰
入

こ

の
饗
胴
を
加
へ
た
が
う
大
磯
は
嘗
稿
の
ま
1

で
あ
る
か
ら
本
番
前
の
三
鷹
の
措
き
と
し
で
は
用
語
文
脈
の
語
調
を
敏

-
桝
が
抄
-
な
い
こ
と
を
告
白
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
O

今
田
の
田
本
に
於
け
る
居
住
H
ab
itati.
n
状
態
の
研
究
は
種
々
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
.
農
村
の
婿
家
か
ら
見

る
も
都
市
の
現
状
か
ら
見
る
も
､
其
の
居
住
状
解
の
単
連
に
は
観
成
金
部
の
生
活
間
題
が
含
ま
れ
て
居
る
｡
其
の
改

善
に
封
す
る
努
力
注
意
が
翠
に
現
状
の
み
に
限
ら
れ
､
居
健
の
蓮
源
p
果
落
凝
蓮
の
電
路
に
関
す
る
研
究
が
東
成
さ

れ
て
は
'
如
何
な
る
計
盛
に
せ
よ
親
し
で
蔵
密
な
朝
準
的
正
確
を
期
し
得
る
や
甚

だ危
ぶ
ま
れ
ね
は
な
る
ま
い
｡
我

々
の
か
つ
て
試
み
た
二
三
の
日
本
農
相
に
関
す
る
研
究

(地
畢
難
詰
大

正
三
年
第
二
十
六
年
滞
三
富
十
二
助
に
載
せ

た

｢
越
中
尉
四
部
の
荘
宅
に
郭
で
｣
及
び
京
都
府
政
常
食
か
ら
出
版
し
た

｢
近
畿
地
方
の
土
地
と
住
民
L
)
の
艇
麿
と

し
て
其
の
後
に
獲
た
材
撒
及
び
其
の
研
究
の
端
緒
を
露
に
述
べ
ん
と
す
る
の
ほ
p
現
今
の
村
落
及
び
都
市
の
研
究
に

於
で
其
歴
史
的
発
達
が

1
見
極
め
て
縁
遠
い
榛
で
'
而
か
も
之
を
軽
減
す
れ
ば
其
成
因
を
不
明
な
ら
し
め
t
.其
構
造

の
差
異
を
説
明
し
神
聖

j
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
過
去
の
居
住
状
態
の
成
立
と
嘩
藩
を
顧
み
ず
し
て
現
在
及
び
将

来
を
考
察
す
る
の
は
考
察
故
其
も
の
ゝ

駄
臓
で
'
こ
れ
よ
-
生
や

る
顎
語
は
許
容
さ
る
可
ら

ざ
る
も
の
と
倍
す
る
｡

課
に
村
落
に
於
け
る
氏
榊
に
観
て
考
ふ
る
に
､
是
は
層
位
と
離
す
可
ら
ざ
る
も
の
で
氏
子
に
は
往
々
に
し
て
近
畿

カ
リ'L
ノ

地
方
に
見
る
如
き

軸

距

と
離
す
る
祭
典
を
司
ど
る
常
静
が
あ
っ
て
ー
同
異
洛
中
の
家
柄
に
よ
っ
て
之
を
拾
暫
し
得
る



も
の
と
得

ざ
る
も
の
と
の
鑑
別
を
保
存
し
て
屠
る
O
此
の
如
き
氏
榊
に
瀕
す
る
村
民
の
関
係
は
租
党
樽
寒

のも
の
で

越
後
地
方
の
例
で
は
其
の
村
民
が
他
に
新
地
を
開
墾
し
て
移
住
す
る
場
食
に
'
其
分

配
を
建
て
る
か
､
叉
は
祭
典
の

日
に
階
位
村
は
と
共
に
郷
里
の
氏
榊
に
参
拝
す
る
の
習
慣
も
あ
る
O

嘗
て
内
務
省
が
村
社
の
令
把
を
強
制
せ
ん
と
試
み
た
の
は
資
に
此
の
如
き
氏
碑
に
封
す
る
農
村
の
萄
慣
な
無
税
し

畢
純
に
卓
上
の
容
憩
を
基
礎
と
し
陀
も
の
で
'
敬
碑
の
信
念
窒

玄
翁
し
た
目
的
と
金
-
背
馳
し
た
布
告
鮎
益
の

1
大

矢
錨
で
あ
っ
た
｡
敷
石
千
年
乗
の
古
木
の
轡
蒼
化
ら
し
鎮
守
の
森
が
此
の
1
片
の
法
令
に
よ
っ
て
伐

り
什
さ
れ
て
'

其
の
或
も
の
が
村
民
の
一
場
の
酒
食
費
な
ど
に
煙
附
霧
散
し
た
の
は
永
久
に
恢
復
し
粍
き
損
失
で
あ
っ
て
､
之
と
同

峰
に
数
多
の
衆
洛
成
立
の
記
念
物
は
失
ほ
れ
た
の
で
あ
る
｡
常
時
の
圃
髄
擁
護
に
腐
心
し
た
内
務
省
常
置
者
が
此
の

敬
謬
に
陥

っ
た
の
は
甚
だ
不
可
解
に
見
え
る
が
'
其
理
由
は
来
港
に
於
け
る
氏
榊
が
如
何
な
る
機
関
と
し
て
農
民
の

居
住
に
歴
史
的
関
係
を
宥
す
る
か
な
知
ら
ざ
る
下
級
行
政
官
敦
の
軽
挙
筏
判
断
の
み
で
筏
-
て
'
高
級
行
政
官
吏
に

在
っ
て
も
農
村
に
封
す
る
科
挙
的
研
究
を
放
い
た
結
果
と
し
て
盆
-
其
根
本
意
義
を
知
ら

ざ
h
L
に
よ
っ
た
の
で
あ

る

0人
文
地
理
撃
に
於
け
る
居
住
即
ち
来
港

S
;e
delu
n
g
JF･tabtissem
en
t,
S
e
ttlem
en
t
の
意
義
は
如
何
0
人
棟
の
土

地
占
有
の
必
要
の
麓

一
は
雨
露
共
著
を
防
ぎ
安
穏
な
生
活
を
得
る
溺
め
に
座
食
を
作
り
住
宅
を
定

め
る

こ
と
に
あ

る
｡

住
宅
患

っ
て
衣
食
を
得
る
病
め
の
農
耕
牧
畜
の
生
米
が
営
ま
れ
る
.

故
に
地
と
人
と
の
関
係
は
居
住
に
よ
っ
て

人
文
北
塊
避
止
よ
り
剃
iI
る
日
本
の
村
落

第
五
恕

第
四
鵬

二
荒

芝



胡

蝶

第
五
懸

第
四
脱

着

0

田

園
足
し
.
而
し
て
居
住

の
仕
方
に
は
民
族
に
よ

も
地
文
的
環
境
に
よ
り
特
殊
の
型
式
が
遇

っ
て
凍
る
｡
居
住
に
於
で

注
意
さ
る
･J
折
の
家
屋

の構
造
.
択
蕗
の
形
状
'
土
地
の
占
有
及
び
使
用
法
等
の
如
き
要
款
は
土
俗
上
経
済
卜

農
政

上
等
に
各
軸
潜
の
忠
義
あ
る
の
み
な
ら
ず
､
人
文
地
理
挙
上
に
は
氏
族
の
櫨
格
容
貌
習
慣
等
よ
-
･4
泣
か
に
認
大
電

窓
覇
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
0
時
に
層
位
状
態
の
差
異
は
地
矧
上
に
明
瞭
に
現
ほ
れ
て
P
人
文
地
理
挙
上
の
地
方
的

糖
徴
と
な
る
｡
ブ

リ
エ
ヌ
氏
が
鑑
頃

｢
人
文
地
理
畢
｣
に
於
で
庫
に
比
の
鮎
に
多
大
の
考
窮
を
舶

へ
た
の
は
う
ラ
ブ

ッ

ユ

ル
の
綜
命
的
方
故
に
よ
り
創
超
せ
る
も
の
に
免
れ
難
き
疎
大
の
歓
臓
恕
補
綴
し
た
功
頗
る
大
な
る
を
認
め
ぬ
ば

な
ら
ぬ
0

今

祷
潜
を
起
草
す
る
に
鷺

つ
で
著
者
の
最
も
偏
頗
す
る
の
は
自
分
の
観
察
の
不
十
分
な
こ
と
1

'
専
心

7
意
此
の

閉
篭
に
投
璃
し
得

ざ
る
馬
め
に
生
す
る
必
要
な
智
諭
の
貧
窮
な
こ
と
で
あ
る
が
'
村
落
に
も
都
市
に
も
今
や
施
設
に

関
し
て
種
々
の
問
題
が
捉
起
さ
れ
つ
1
あ
る
際
で
あ
る
か
ら
.
就
に
絡
げ
て
大
方
の
数
を
乞
ほ

ん

と

す

る
の
で
あ

る

O

叫
叫.G
家
屋
構
造
の
差
異
と
其
湛
虎

居
住
の
要
素
は
宅
地
と
田
野
と
を
成
す
家
歴
と
土
地
と
で
あ
る
O

鬼
は
同
機
地
官
の
塵
と
田
と
に
粕
骨
す
る
も
の

で
'
家
産
の
構
造
は
住
着
の
生
薬
に
従
っ

て典
る
の
で
あ
る
｡

然
れ
ど
も
現
今
の
村
落
と
都
市
と
に
於
け
る
家
犀
の



構
造
の
根
本
的
義
範
は
島
観
の
原
始
民
族
と
大
陸
よ
-
の
移
住
民
族
か
ら
成
立
っ
た
関
係
か
ら
種
々
の
礎
化
を
経
過

し
て
h
-来
た
も
の
と

憩
は
れ
る
O

鹿
家
の
構
造
に
於
で
最
も
原
始
的
型
式
の
蒐
存
す
る
の
は
選
者
屋
根
で
'
其
上
に
榊
敵
の
松
魚
水
と
同
形
の
棟
俵

が
附
着
し
て
基
の
構
造
の
避
原
の
古
き
暫
試
し
て
屠
る
｡
之
を
朝
鮮
の
鹿
家
に
比
按
す
る
に
'
基
の
構
造
は
潤
む
勾

配
の
彼
に
春
っ
て
遇
に
緩
慢
筏
だ
け
で
な
し

棟
の
部
分
が
金
-
両
側
及
び
両
端
に
薦
い
た
鞘
鳳
形
の
凸
起
た
る
に

止
る
鮎
で
頗
る
著
し
-
輿
っ
て
居
る
.
勾
配
秒
差
は
気
候
上
藍

鹿
の
多
少
に
よ
-
塵
化
す
る
こ
と
も
あ
ら
う
が
p
其

上
部
に
加

へ
た
抱
負
木
の
造
制
は
碓
賓
な
氏
族
的
差
異
と
看
放
し
得
る
Q
故
に
日
本
鹿
家
の
家
屋
構
造
は
古
い
型
式

を

]
部
分
に
残
し
て
柄
る
こ
と
は
軍
は
れ
ぬ
0
然
れ
ど
も
内
部
の
房
室
の
排
選
に
至
っ
て
は
支
那
農
家
と
半
島
及
び

日
本
の
鹿
家
と
の
間
に
著
し
い
差
異
が
あ
っ
て
'
後
の
両
者
は
互
に
近
-
前
者
は
金
-
異
っ
た
型
式
に
腐
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
O

農
家
の
構
造
も
乱
世
の
型
式
と
同
じ
-
区
別
し
て
種
々
の
型
式
と
な
し
得
る
｡
先
頃
喜
田
博
士
の

青

木
民
族
と

佐
屋
｣
(雑
誌
民
族
と
歴
史
第
三
p
四
両
撃

に
記
載
さ
れ
た
の
で
･｡
朝
著
式
の
展
屋
と
柑
阿
武
の
東
屋
の
区
別
及
び

之
に
関
す
る
其
歴
史
的
轟
欝
が
明
か
と
な
っ
た
が
､
我
々
の
狭
い
範
園
に
於
で
観
察
し
た
桝
で
も
'
型
式
の
隈
別
を

試
む
る
に
は
筏
は
此
介
に
注
意
す
べ
き

鮎
が
種
々
あ
る
様
に
見
え
る
O

来
由
迫
の
餓
造
沿
線
に
で
は
駿
櫨
噴
射
か
ら
以
栗
は

一
敗
に
楽
屋
か
普
通
で
'
達

か
ら
以
西
は
常
田
博
士
の
東
風

人
文
地
弛
掛
J
よ
り
撃
1

ろ
日
本
の
村
路

節
五
令

弟
四
紋

章

五



埼

癖

舘
玉
食

.

罪
凹
班

童

1

未

の
小
我
と
せ
ら
れ
た
入
健
康
が
普
通
で
あ
る
O
而
し
て
大
将
屋
に
於
て
注
意
さ
れ
る
の
は
'
棟
の
両
端
が
反
･O
上
っ

て
居
る
こ
と
で
'
尾
張
以
酉
で
殊
に
著
し
-
日
に
者
-
の
で
あ
る
｡
此
の
形
状
は
掲
凍
諸
島
土
人
の
切
妻
式
侶
尿
の

棟
を
想
ひ
門
さ
し
む
る
も
の
で
､
ア
イ
ヌ
民
族
の
型
式
た
る
末
座
と
起
原
を
異
に
す
る
も
の
で
な
い
か
と
疑
は
れ
る
O

切
要
式
で
宴
入
-
の
露
座
は
北
陸
道
の
農
家
に
最
も
醤
油
L･4
型
式
で
'
飛
騨
庄
川
谷
等
に
も
あ
a
.
寄
附
博
士
は
鼻

屋
印
も

｢
ミ
ヤ
｣
で
古
代
に
於
で
高
貴
の
住
宅
と
紳
敢
と
に
限
ら
れ
､
地
方
の
山
放
平
民
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

が
p
奈
良
朝
5
'後
に
庶
民
の
佐
屋
に
も
泉
尾
を
見
る
に
至
っ
た
と
考
へ
ら
れ
た
O
然
れ

ど
も
産
れ
も
亦
た
其
構
造
の

簡
異
な
こ
と

(喜
田
博
士
の
箪
三
耽
表
紙
に
掲
げ
ら
れ
た
合
掌
家
康
)
を
併
せ
考
へ
凍
れ
ば
'
原
始
的
農
家
と
し
て

造
ら
れ
得
る
も
の
で
'
北
陸
の
農
家
に
の
み
後
世
僧
上
の
意
で
造
-
出
さ
れ
た
と
は
受
け
取
れ
ぬ
｡
我
々
裾
鼻
属
を

農
家
の
原
始
的
型
式
の
1
と
看
放
し
た
い
O

紳
耽
々
殿
の
型
式
と
同
じ
様
に
虚
家
々
屋
に
型
式
の
種
板
を
区
別
し
て
其
地
方
的
醇
色
を
明
確
に
知
る
こ
と
は
望

ま
し
い
｡
今
我
々
は
此
の
鮎
に
就
い
て
多
-

を

語
-
得
ね
の
を
遺
憾
･･Jす
る
｡
が
'
串
に
藤
田
(元
春
)
文
革
士
の
熱

心
な
研
究
で
､
最
近

山
道
の
光
明
を
認
め
'

本
能
に
掲
げ
た
同
氏
の
報
告
に
そ

の
7
端
を
認
め
得
る
｡

大
陸

か
ら
輸
入
さ
れ
た
家
屋
の
構
造

の
最
も
顕
著
に
埋
っ
た
の
は
俳
閲
と
宮
殿
で
あ
る
｡
現
今
の
都
市
に
於
け
る

紳
士
の
任
宅
建
塾
は
隔
唐
文
化
の
影
響
に
よ
っ
て
生
じ
た
公
卿
の
俳
宅
か
ら

1
鼻
し
た
所
の
武
家
の
住
宅
建
染
が
基

礎
と
な
っ
た
も
の

と
想
は
れ
る
｡

都
市

の
1
敗
の
中
流
以
下
の
住
宅
は
同
じ
-
大
陸
の
移
住
民
の
影
響
を
受
け
LJ
省



で
は
あ
る
が
ー
異
の
判
然
た
る
驚
跡
を
挙
げ
る
=
と
は
糾
難
で
あ
る
O
近
畿
地
方
の
小
栗
屈
の
街
路
に
而
し
た
月
日

の
側
に
部
の
構
造
の
遺
物
と
憩
ほ
れ
る
所
の
上
げ
橡
が
見
ら
れ
る
な
ど
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
｡

之
を
罪
す
る
に
現
今
存
す
る
日
本
の
家
屋
建
築
の
起
原
蜜
T=
す
も
の
1
1
は
翻
融
で
'
大
社
造
-
其
他
種
々
の
構

造
の
差
異
は
あ
つ
て
も
､
島
組
固
有
の
原
始
的
居
住
の
型
式
を
存
す
る
も
の
で
､
之
に
射
し
て
奥
化
を
輿

へ
た
大
陸

輸
入
の
家
腰
構
造
は
寺
院
に
於
で
其
純
粋
に
近
き
型
式
を
存
し
て
居
る
O

然
れ
ど
も
日
本
の
家
屋
に
見
る
所
の
榛
は
支
那
に
は
金
-
放
け
て
居
る
こ
と
は
著
し
い
差
輿
で
あ
る
｡
是
は
紳
赴

建
勉
に
奴
に
あ
る
も
の
で
朝
鮮
家
屋
に
も
あ
る
｡
故
に
棟
の
有
無
は
朝
鮮
及
び
日
本
の
家
屋
を
支
部
荏
範
と
区
別
す

る

一
輝
色
と
い
ひ
縛
る
か
も
知
れ
ぬ
｡

異
に
家
屋
の
み
を
考
察
し
て
既
に
原
住
民
族
と
移
住
民
族
と
の
居
住

の仕
方
の
差
異
が
此
の
か
-
明
瞭
に
認
め
ら

れ
る
が
'
其
の
宅
地
及
び
肘
野
の
分
配
及
び
村
落
と
し
て
の
異
食
に
替
っ
て
如
何
な
る
差
異
が
あ
っ
た
か
は
次
に
之

を
述
べ
る
｡

叫票

荘
魔
式
村
落
と
垣
内
式
村
落

E
I本
の
神
社
に
見
る
所
の
樹
木
を
周
囲
に
瞭
ら
し
で
'
英
内
に
敢
殿
倉
魔
を
姥
で
た
型
式
は
放
尿
の
原
始
的
住
宅

に
其
俵
に
保
存
さ
れ
た
も
の
で
p
之
に
近
い
住
宅
は
現
に
越
中
西
部
の
荘
宅
式
鹿
家
に
今
も
行
は
れ
で
居
る
｡
束
撤

人
文
地
理
遡
上
よ
り
耕
i1
ろ
円
木
の
村
落

第
五
懸

第
四
鯛

云
三

七



地

球

沸
立
懸

発
相
磯

五
四

･<

浩
の
中
尾
洪

1
ノ
営
附
近
の
村
落
に
も
比
の
如
き
銘
木
を
何
ら
し
た
住
宅
が
頗
る
多
-
.
或
る
村
落
は
汽
革
か
ら
望

ん
で
森
林
か
と
憩
は
れ
る
位
で
あ
る
O

家
屋
の
倒
問
に
耽
ら
し
た
偶
木
の
奄
鵜
は
越
中
属
耽
美
政
に
見
る
桝
の
杉
の
立
木
が
最
も
原
始
的
宅
地
の
蕊
粕
を

饗
す
も
の
と
憩
は
れ
る
C'
黙
れ
A
J東
海
道
線
に
見
る
如
-
其
他
の
潤
基
掛
を
耗
ら
す
揚
令
も
あ
-
p
叉
陀
奇
麗
に
刈

込
ん
だ
横
の
生
垣
を
造
る
参
遮
地
方
の
鹿
家
の
如
き
も
の
も
あ
る
O

北
の
如
き
湯
舟
の
立
木
は
鹿
家
と
し
て
の
定
住
を
示
す
最
も
薄
き
臥
槙
で
T
従

っ
て
古
木
あ
る
を
誇
る
こ
と
は
保

守
的
L･B農
村
の
美
風
で
あ
る
.
此
頃
滋
賀
舷
畦
上
の
宜
水
を
伐

･jl
去
ら
し
め
た
如
き
新
農
政
の
無
謀
な
劃

一
鼻
薬
が

此
に
脚
行
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
｡

孤
立
荘
宅

E
.rnz
e
lh
.
f
の
形
を
成
し
た
越
中
商
砺
波
郡
の
地
方
で
は
此
の
住
宅
と
其
周
遊
の
田
地
の
新
作
と
密
接

の
聯
絡
む
宥
し
新
作
の
習
慣
上

1
種
の
荘
宅
と
看
放
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
に
本
誌
で
述
べ
た
.
然
れ
ど
も

比
の
地
方
の
荘
宅
な
る
も
の
は
必
ず
し
も
原
始
的
型
式
と
速
断
し
難
い
軍
倍
が
あ
る
｡
今
此
の
型
式
の
農
村
の
分
布

す
る
塵
は
束
大
音
文
啓
に
よ
っ
て
東
大
寺
墾
田
で
あ
っ
た
土
地
た
る
は
明
か
で
'
地
勢
上
帥
迫
川
の
洪
薄
地
で
あ
っ

た
の
が
寺
院
に
輿
へ
ら
れ
て
荒
苑
地
が
道
々
開
生
さ
れ
先
の
で
あ
る
.
故
に
大
井
川
の
洪
泊
地
た
る
勝
枝
附
鑑
に
見

る

1
樺
の
散
布
式
鹿
家
と
同
じ
様
に
ー
開
墾
の
病
め
に
生
じ
た
孤
立
荘
各
が
乗
侯
の
緬
係
で
永
遠
に
持
績
さ
れ
た
も

の

と
希
へ
ら
れ
得
る
0



弧
立
像
家
の
散
壷
が
地
山岡
上
に
著
し
-
見
え
る
他
の

】
例
は
肋間
岐
高
松
附
鑑
の
偵
規
制
の
親
跡
判
然
陀
る
虞
で
あ

る
っ
現
場
に
就
い
て
調
査
し
た
所
に
よ
れ
ば
多
-
小
作
人
の
小
家
屋
で
は
あ
る
が
､
此
の
地
方
で
は
水
音
其
の
他

り

汁

故
障
の
t･b
い
限
-
農
民
は
散
布
式
居
住
を
好
む
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
O
故
に
此
の
場
今
で
併
せ
考
ふ
れ
ば
日
本
に
進

宅
の
有
無
は
問
題
に
は
な
ら
ぬ
機
で
'
島
園
の
原
始
住
民
が
多
-
の
場
倉
に
孤
立
荘
宅
と
し
て
層
位
を
起
し
､
種
々

の
型
式
の
村
落
は
其
彼
に
形
成
し
た
.と
す
る
の
は
必
ず
し
も
峯
想
で
な
か
や

つ
｡

此
の
如
き
散
布
式
村
落
と
形
態
の
.塾
-
相
反
し
た
の
は
奈
良
京
附
近
及
び
諮
団
の
国
府
所
在
地
階
近
寄
に
行
は
る

.･4

健
児
制
の
造
物
た
る
垣
内
式
村
落
で
あ
る
｡
嘗
て
｢
近
畿
地
方
の
土
地
と
任
比
｣
な
る
小
冊
子
に
記
載
し
た
如

-～

此
種
の
村
落
の
密
集
家
屋
よ
り
成
る
村
落
と
臨
別
す
る
鮎
は
藤

一
に
債
鬼
制
に
よ
っ
で
測
定
さ
れ
た
方
格
状
の
巷
衛

を
成
し
た
こ
と
で
あ
る
が
'
其
原
始
的
形
状
に
柳
-
て
考
究
す
る
に
'
最
初
は
略
ぼ
方
形
叉
は
党
方
形
に
近
き
輪
廓

を
有
す
る
も
の
で
p
奈
良
平
野
で
は
其
外
を
周
ら
す
に
幅
約
二
空

十
四
尺
許
)
の
堀
を
以
て
L
t
其
四
面
に
各

一
門

(木
戸
望

藍

訊
け
た
る
も
の
で
'
茶
内
に
含
ま
れ
た
戸
口
は
二
十
月
許
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
る
｡
基
線
に
琴

南

の

異
港
の
教
底
に
ょ
-
戸
数
の
埼
加
す
る
に
及
び
更
に
匝
測
藍

賢

で
堀
を
周
ら
し
'
弟
三
期
以
後
は
金
-
任
藩
に
宅

地
を
定
め
化
の
が
判
然
と
追
跡
さ
れ
得
る
も
の
が
あ
る
｡

一
基
孜
初
の
月
数
約
二
十
五
月
な
る
こ
と
は
寵
文
雄
十
二
に
間
の
字
を
解
し
て

児
門
並
､
瓜

門
呂
壁
'
周
磯
義
家
燭
比
､
就
比
盛
岡
､
閣
侶
也
､
二
十
五
庶
粕
撃
個
也
p

八
丈
地
軸
単
上
よ
り
靭
㍗
ろ
日
本
の
打
落

罪
五
各

節

柑

鵬

志
誠

九



地

球

灘
五
食

滞

抄
紙

云

知

内
0

と
い
ふ
支
那
の
宙
村
落
制
と

略
は
似
た
制
度
で
あ
る
｡
隔
寄
食
農
畜
に
よ
れ
ば
'

北
の
田
里
制
皮
は
北
朝
に
行
は
れ

た
こ
と
が
明
か
で
p
後
阿
武
瀞
の
保
定
二
年
(五
六
二
年
.
欽
明
天
皇
二
十
三
年
)
に

遮
断
命
制
,
人
鼠
発
馬
保
'
保
有
長
､
保
五
男
間
､
闇
四
番
族
,
薯
有
軍

歌
外
蔭
盟
華

此
間
藍

鵡
長
.
班

族

正
へ
以
和
検
察
蔦
､

と

い
ふ
記
事
が
あ
る
｡

カ
イ
･r

比

の
型
式
の
村
落
は
近
畿
地
方
で
村
の
1
窮
藩
を

垣

内

と
呼
ぶ
語
源
を
説
明
す
る
最
も
雄
粋
な
穿
例
で
p
垣
内
即

カィ
J,,

ち
閣
内
で
あ
る
｡
故
に
我
々
は
之
と
垣

内

式
村
落
と
し
て
区
別
す
る
｡

近
江
東
部
の
簡
登
川
附
近
に
で
踏
査
し
た
健
児
遺
跡
の
村
落
で
は
'
究
食
の
形
状
は
之
と
金
-
柄

.1
L･4
る
も
､
掘

及
び
木
戸
の
有
難
は
不
明
で
あ
っ
た
.
河
内
洗
浄
等
に
て
は
平
野
郷
そ
の
他
の
如
-
堀
の
遺
跡
の
認
め
ら
る
ふ
も
の

が
少
-
t･Ib
い
盛
か
ら
考
ふ
れ
ば
.
多
弁
僚
盟
制
の
完
全
に
賓
施
さ
れ
た
五
畿
内
に
は
村
落
ま
で
も

1
定
の
ブ
ラ
ン
に

徒
ひ
起
さ
れ
た
の
で
あ
ら

う
0
奈
良
平
野
の
二
甚
分

]
地
形
園
を
披
け
ば
'
此
の
型
式
の
村
落
が
倣
児
制
と
密
接
の

ク
ニ

開
係
あ
る
も
の
で
奈
良
京
の
長
安
帝
都
に
倣
ひ

恭

仁

京
の
洛
陽
に
倣

っ
た
如
-
常
時
の
支
那
村
落
制
に
倣
ふ
も
の
と

直
に
看
取
し
得
る
｡

抑
支
那
に
於
け
る
村
落
に
障
壁
を
周
ら
し
開
を
設
け
て
朝
夕
開
閉
す
る
の
習
慣
は
非
常
に
宙
-
'
管
子
乗
馬
籍
に

分
国
以
馬
瓦
郷
､
分
郷
以
盛
瓦
州
､
州
盛
之
虎
､
介
州
以
馬
十
里
､
里
盛
之
尉
､
分
里
以
馬
十
肝
'
静
秀
之
宗



り

リ

1

-

)

)
)

〕

〕

〕

)

)

十
家
馬
廿
､
五
発
馬
伍
,
什
伍
菅
有
長
寓
､
築

階

数
匿
､

]
道
路
､
博
出
入
p
静

際

限

.
脚
貨

幣

恩

赦

肝

里

り

っ
つ
O
O

り
CI
O
O

尉

'
聴

闇
市
司

'
以

嘩

開

聞

､
間
有
司
観
出
入
者
'
以
後
於
盟
肘
､

と
い
ふ
の
で
障
琴
曾
築
き
里
門
を
設
け
る
事
が
春
秋
時
代
に
既
に
山.1
光
地
方
に

一
般
に
行
は
れ
等

Jと
は
知
れ
る
｡

今
山
東
の
村
落
の
荊
大
電
も
の
に
大
抵
土
壁
を
周
ら
し
鬼
門
を
設
け
陀
の
む
見
る
の
は
二
千
飴
年
以
来
の
村
落
構
造

の
償
観
を
存
す
る
も
の
と
し
て
面
白
い
｡
此
の
障
壁
の
築
造
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
平
野
の
都
市
囲
C
l'ty
･K
ingd.
m
s
に

於
け
る
と
刷
じ
-
'
黄
河
平
野
の
住
民
に
も
必
要
で
.
戎
秋
の
襲
寒
に
封
す
る
防
熱
の
病
め
に
故
-
可
ら

ざ
る
も
の

で
あ
っ
た
の
は
勿
論
で
あ
ら
う
｡

然
れ
ど
も
日
本
の
第
七
八
低
紀
聞
に
飛
鳥
奈
良
の
諮
朝
の
貨
施
し
た
村
落
の
制
度
は
在
に
大
陸
に
於
け
る
幣
制
其

も
の
を
襲
用
し
た
の
で
な
-
て
'
階
唐
間
に
行
ほ
れ
た
餅
に
亀
を
取
っ
た
の
で
あ
る
C
隅
の
高
親
の
開
垂

二
年

(蕊

八
三
年
)
に
実
験
吐
谷
野
が
洩
基
の
地
を
犯
し
た
の
で
､

0
0
0

於
河
西
､
敬
宵
姓
､
立

鍵

常

田
､

と
の
命

を
下
し
p
乳
化
爆
帝
の
大
業
十

1
年
(六

]
五
年
)
二
月
の
紀
革
に

O
O
C)
0
0
り
Cl

庚
午
'
詔
氏
蕗
城
層
'
田
随
近
給
郡
嫌
う
騨

亭

村

埼

菅

箆

城

(資
治
通
麗
容
石
八
十
二
､
階
紀
六
)

の
文
が
見
え
､
常
時
盗
購
天
下
に
蜂
起
し
都
祁
共
に
物
騒
と
な
っ
た
結
空
胴
に
掲
げ
た
後
周
保
寧

亮

の
村
落
制
度

の
行
ほ
れ
た
地
方
に
於
い
て
村
里
の
築
降
を
励
行
せ
し
め
た
の
で
あ
る
.
此
の
詔
勅
の
凝
せ
ら
れ
た
の
は
本
邦
推
古

人
文
地
靴
峯
上
よ
り
靭
た
る
甘
木
の
村
落

第
五
容

第
四
続

竜

也

H



蝿療第五替弟相場]衷〓叫

天皇の二十三年即ち凍筏太子構政の時代で､恰かも犬上御田鰍等の階より還った年であるからへ膝

里を設け班相を布ふに常って常時大陸に術ほれた築障法をも悪貨に摸倣したと解せられる｡

同じ-依里の遺跡臆魚と見える讃岐高松附近の孤立湛宅式村落の現存する事茸は一見此の論断と抵繭する如きも､此の地方の如-中光政肝から泣-離れた俳では､倹=j翫田の茸施が村落の改造までに綱目を悉さなんだものと考へられる､近江に於ける氏家異食の型式が奈良平野の揚食と同一で.堀の存泰せぬものは恰かも此の両者の中間に位すると看放され得るから'債鬼制の遺跡に見る村落に築降薮政を設けた純然たる垣内式村落から種々の階段を以て極めて原始的な居住状態まであっLJ

とすべき軍蟹は倍明かとなる評であるO

垣内式柑簿に放ける鹿家の悔衛を作って密集した居住は1敗の東食村落に於ける農家の住宅と著しい封麿を墨Lで居る｡孤立荘宅式の鹿家宅地に見る立木は仝-之を穐ゑる飴地な-見た脊声に果樹園疏某岡を設けることも出家ぬ｡唯郡市の宅地と輿るは米歩の収穫に必安な庭を有するのみである｡此の如き鹿家の生拓は電話小雅の｢巾田村r鷹｣といひ､宅都邑に春-'外野に附しP鹿呼に出でム田に就き'農人田中に於で鷹を作-､.以て英田事に保にすといふっ支那古代の住宅地を'田野と無関係に躍いたのを其儲摸富した形である｡串に村落間の距離は教市来で住宅から田地に行-距

離が近いので大なる不便な-贋を田中に際-必要-少いO



牝
の
型
式
の
蔑
相
は
原
と

小
走

り人
口
に
新
地
を
分
配
し
た
の
で
あ
っ
て
'
奈
良
附
鑑

の如
き
虜
で
は
式
後

l
千

三
百
年
間
に
増
殖
し
て
来
た
入
り
の
過
剰
に
射
し
て
村
落
其
も
の
1
東
新
地
開
墾
其
他
の
方
綾
に
よ
る
鯛
構
作
用
は

行
は
れ
る
飴
地
脅
持
た
ぬ
か
ら
'
従
っ
て
他
の
未
開
地
方
に
移
任
し
た
形
跡
が
あ
る
｡
藤
田
文
率
土

の郷
里
叱
る
丹

波
=_
奥
の
鶴
岡
な
ど
は
鎌
倉
時
代
に
比
の
平
野
か
ら
H
で
開
墾
し
た

一
例
で
'
日
本
重
囲
に
董
魔
し
た
近
江
商
人
の

登
源
地
が
同
じ
-
垣
内
式
村
落
の
教
逢
し
た
地
方
な
る
の
は
他
の

一
例
で
あ
る
｡
故
に
比
の
如
き
地
方
で
は
人
口
密

度
の
飽
和
状
態
が
約
千
年
間
膜
潰
し
凍
っ
た
の
で
あ
る
O

見
た
此
の
如
き
新
地
過
少
p
努
力
過
多
と
中
筋
飼
養
に
必
嬰
な
牧
草
の
敏
之
と
相
伴
ひ
p
家
畜
を
有
す
る
も
の
非

常
に
少
-
虚

家
に
厩
の
互
い
の
が
普
通
で
あ
る
｡
高
松
附
妃

の
如
き
は
新
作
李
に
入
れ
は
川
越
し
に
阿
波
か
ら
贋
牛

が
入
-
込
み
'
小
段
は
共
同
に
て
賃
借
し
終
れ
ば
敷
物
を
載
せ
て
膏
野
川
横
谷
の
地
方
へ
返
っ
て
行
-
盛
が
あ
る
｡

是
は
パ
ミ
ル
や

ア

ル
プ

ス

S
故
地
に
移
動
す
る
畜
群
と
登
-
性
質
目
的
の
興
っ
た
家
畜
移
物

の
面
白

い
例
で
あ
る
.

育
-
開
け
た
比
の
種
の
農
相
と
附
畑
の
升
に
山
林
原
野
潮
河
を
有
し
新
淡
牧
嘩
魚
介
を
日
給
し
得
る
途
あ
る
他

り

型
式
の
腹
材
と
の
間
に
は
惨
敗
的
発
達

の過
程
を
輿
に
ず
る
1
共
に
臆
神
経
浄
土
非
常
に
大
な
る
差
損
の
あ
る
こ

と

が
認
め
ら
れ
る
｡

今
露
に
挙
げ
た
葦
二
穂
の
型
式
は
従
来
猫
逸
居
住
地
理
聾
者
の
高

名
し
た
街
村
S
trass
end.rf風
神

R
tln
d
d.
rf請

異
相

H
atTfen山oi･[
林
隣
村
ノ
ぺ

a

idhufendol･Hl掘
端
村

M
arsch
enrJ

.
i･f
等
の
如
き
中
欧
及
び
閤
歓
で
輿

へ
ら
れ
代

入
文
地
租
騨
上
よ
り
朔
JC
ろ
甘
茶
の
舟

落

第

l&.食

餌
四
鴎

志

九

二

H

l



地

銀

第
五
各

節

川

親

犬

0

]
四

型
式
上
の
分
縮
を
英
機
に
適
用
し
難
い
日
本
特
有
の
層
位
型
式
で
あ
る
｡
若
し
之
に
弼
泡
式
の
名
稗
を
輿

へ
る
な
ら

セ-I.=.メ

ば
門

の語
練

を宥
す
る
｢
小

路

村
L
G
ass
erld.rf
と
す
べ
き
で
あ
る
｡
而
し
て
此
の
型
式
の
特
に
両
白
い
鮎
は
大
陸

文
化
が
古
代
日
本
の
磨
民
に
輿

へ
た
影
響
の
清
野
に
洗
-
且
つ
大
で
､
其
の
造
-
出
し
た
農
村
構
造
は
千
年
以
上
も

化
石
の
如
-
保
存
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
明
治
時
代
に
茸
施
し
化
西
洋
文
化
の
影
響
た
る
耕
地
整
理
は
恐
ら
-
は
購

求
の
農
民
生
活
に
此
の
如
き
大
な
る
極
化
を
界

へ
ま
い
O

四
Je
洪
渦
地
に
於
け
る
村
落
の
替
連

日
本
の
農
村

の居
住
状
悪
に
於
で
尿
虹
的
見
地
か
ら
最
も
宙
-
て
.
而
か
も
型
式
上
互
に
著
し
い
陸
別
が
あ
ら
.

叉
iJ･各
興
っ
た
避
原
を
有
し
､
此
の
両
種

3村
落
に
比
し
て
成
立
の
時
代
が
透
か
に
新
ら
し
-
'
而
か
も
形
潜
上
簡

素
の
中
間
に
位
す
る
も
の
が
慮
々
に
認
め
ら
れ
る
｡
是
は
孤
立
荘
宅
か
ら
叢
果
村
落
に
特
化
す
る
漸
移
形
蜜
ホ
す

山

種
の
散
布
村
落
で
あ
る
｡
此
の
型
式
の
層
位
は
上
野
赤
城
山
の
帝
政
に
於
て
足
利
前
橋
間
の
餓
造
沿
線
に
著
し
-
覗

オ
ホ

ゴ

は
れ
'
陣
に
二
溺
分

1
大

胡

駒
形
商
圏
幡
(前
橋
及
高
崎
近
傍
)
に
明
瞭
に
措
か
れ
て
居
る
.

此
甥
倉
で
は
農
家
は
贋
き
脊
声
を
宥
す
る
宅
地
を
有
し
.
垂
-
瓢
･..双
し
た
も
の
か
ら
二
三
四
五
位

の
架
蕗
を
作

っ

て
孤
立
し
'
或
は
此
の
即
き
衆
蕗
の
二
三
四
五
が
粕
蓮
接
し
て
笠
果
村
落
に
琴

き
形
態
を
成
す
も
の
で
あ
る
｡
下
田

(班
佐
ノ文
堺
士
の
報
知
に
よ
れ
ば
此
辱
層
位
の
歴
史
は
速
き
-
戦
国
時
代
に
止
-
､
前
に
見
た
奈
良
平
卦
南
朝
の
聞



に

的雅
た
-
の
よ
-
は
強
か
に
新
ら
し
い
T3

大
抵

一
部
落

愉
姓
で
共
榊

の墓
地
を
有
し
'
其
根
に
入
り
込
ん

だ越
彼

か
ら
の
移
住
者
は
劣
等
親
さ
れ
て
'
其
墓
地
に
は
都
ら
し
め
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡

之
と
相
似
し
た
も
の
で
東
に
新
ら
し

い
時
代
の
属
性
と
憩
は
る
ゝ
は
大
非
川
の
下
流
金
谷
の
北
か
ら
島
田
膝
枚
の

近
傍
に
至
る
間
の
平
坦
な
洪
涌
平
原
に
聴
蓮
し
た
も
の
で
あ
る
｡
二
高
弁

1
青
島
島
田
爾
間
隔
に
措
か
れ
た
此
の
居

住
は

一
戸
乃
整
数
戸
の
落
来
樹
で
園
ま
れ
た
農
家
か
ら
舵
立
っ
て
母
港
に
る
こ
と
盛
桁
の
加
-
.
或
は
速
擬
し
或
は

孤
立
す
る
こ
と
基
局
の
如
-
な
つ
で
散
布
し
て
居
る
.
此
等
の
村
落
に
は
新
田
と
か
島
と
か
洲
と

い
ふ
地
名

の多
い

の
で
其
の
新
開
地
た
る

こ
と
は
容
易
に
知
れ
る
｡

此
の
平
地

山南
な
る
大
井
川
に
臨
ん
だ
基
地
に
は
純
然
た
る
孤
立
鹿
家
か
ら
出
来
た
初
食
材
の
如
き
鹿
が
あ
る
r'

是
は

一
層
研
ら
し
い
池
原
の
居
住
ら
し
-
'
之
と
相
似
の
未
開
椋
野
を
開
墾
し
て
田
畑
を
拓
き
つ
ゝ

あ
る
地
方
に
は

願
々
比
の
如

き
間
隔
の
大
な
る
弘
光
農
家
を
見
る
｡
近
畿
地
方
で
も
明
石
の
基
地
の
如
き
虞
に
は
同
じ
型
式
の
孤
立

農
家
が
あ
る
東
海
迫
の
新
出
第
三
紀
牌
の
産
地

の間
に
廉

い
終
谷
を
作

っ
て
流
れ
る
猪
河
の
洪
滴
地
に
は
比
の
如
き

折
田
多
-
.
天
鵜
川
の
二
俣
見
附
問
に
は
殊
に
著
し
-
'
叉

に
其
基
地
の
上
は
三
方
原
の
如
-
殆
ど
盆
-
居
住

の
な

い
大
原
野
を
成
し
て
屠
る
O

然
れ
ど
も
此

の如
き
域
倉
で
は
開
墾
の
半
途
に
在
る
も
の
で
､
未
だ
英
の
安
定
状
態
に
は
入
っ
て
居
ら
ぬ
か
ら
P

越
中
若
-
は
讃
岐
の
平
野
に
見
る
も
の
～
如
-
､
之
を
孤
立
荘
宅
と
し
て
数

へ
る
こ
と
を
厩
鐸
す
る
O

人
文
地
租
参
上
よ
り
瓢
ii
ろ
日
本
の
柑
落

飾
瓦
懸

第

四

舵

天
一

州
五



確

球

耶
五

ぜ

弟
川
場

云
一

〓

e

抑
日
本
に
於
け
る
新
地
の
開
墾
･J農
村

の載
蓮
と
を
硯
載

レJ
状
況
よ
り

判
断
し
て
は
'
往
々
に
し
て
大
な
る
萌
謬

に
陥
る
の
で
あ
る
､∪
我
々
の
越
中
囲
東
部
に
就
い
て
和
名
抄
の
郷
名
に
替
る
現
在
の
村
落
を
考
定
せ
ん
と
試
み
た
結

果
に
よ
れ
ば
､
衛
郷
S
地
鮎
は
射
水
小
矢
部
両
糾
問
の
洪
滴
低
地
を
避
け
て
､
大
抵
山
間
の
掌
大
の
耕
地
あ
る
虞
､

山
腹
か
ら
低
地
に
移
る
彪
及
び
河
谷
の
低
地
に
閲
-
底
に
在
る
こ
と
を
顔
見
し
た
｡
敬
っ
て
富
田
末
位
氏
の
地
名
酔

客
に
考
定
し
た
郷
右
折
春
山
は
山
間
の
薦
村
落
か
ら
移
住
し
た
山
村
に
粕
常
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
〕

鑑
に
述
べ

た
大
井
川
に
於
け
る
新
旧
開
墾
と
同
じ
過
葦
は
越
中
の
東
大
寺
楓
に
於
て
申
-
行
ほ
れ
た
の
で
あ
る
が
p
多
-
の
湯

谷

に
は
水
害
を
防
ぐ
築
堤

及
び
大
規
模
の
涯
放
水
嵐
を
製
せ
ぬ
底
に
政
も
育
n
J農
村
が
聴
通
し
て
居
る
こ
と
は
注
憩

に
値
す
る
革
質
で
あ
る
｡

石
橋
博
士
は
近
畿
地
方
の
青
い
果
港
が
洪
水
･,tq･J避
け
て
高
虞
を
鐸
ん
で
出
家
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
が
p
そ
の
後

に
和
名
抄
の
郷
名
の
現
存
す
る
村
落
を
追
跡
し
て
'
生
駒
山
塊

り
克
斜
面
な
ど
で
小
鉢
谷

∽
平
地
に
流
出
す
る
淋
口

村
と
し
て
区
別
す
べ
き
も

S
が
頼
る
多
い
こ
と
が
知
れ
化
｡
此
の
如
き
小
な
る
扇
状
沖
積
地

の敬
蓮
す
る
鬼
に
は
環

流
を
引
い
て
こ
の
綻
斜
面
に
護
配
す
る
の
容
易
な
る
と
薯
大
和
川
の
低
地
に
起
る
洪
水
の
危
険
な
き
と

の
二
内
子
が

興
っ
て
そ
の
成
立
を
促
し
た
の
で
あ
る
･⊃
違
和
の
東
北
に
常
る
白
河

一
乗
専
修
単
院
等
の
村
落
の
位
股
も
登
-
之
と

同
じ
-
､
生
駒
白
河
共
に
花
岡
岩
土
砂
の
流
出
に
よ
-
著
し
い
扇
状
沖
積
地
の
聴
逢
し
た
も

の
で
､
地
封
土
の
要
件

を

｣
に
す
る
め
も
面
白
い
地
文
輔
係
で
あ
る
u



此
の
如
き
村
落
は
大
抵
郷
地
何
時
に
乏
し
-
'
線
状
の
農
相
拝
情
か
ら
観
れ
ば

1一
郷
の
異
能
と
し
て
狭
小
に
過
ぐ

る
が
如
き
も
P
是
は
平
安
朝
に
於
け
る
郡
閲
の
揮
麿
の
如
何
に
小
規
模
な
･ctL
か
&
.窺
ふ

1
班
と
し
て
硯
ね
ぼ
な
ら

ぬ
rJ

藍
.
村
落
に
於
打す
る
氏
碑
と
寺
院

日
本
村
落
に
必
ず
有
る
帥
融
は
所
謂
氏
紺

で
p
其
の
叢
も
古
い
も
の
は
撃

潔
式
に
列
挙
T,Jれ
た
も

の
如ゝ
-
.
天

孫
降
臨
前

か
ら
B
木
の
土
地
に
あ
っ
た
も
の
が
あ
る
rJ
巽
中
に
は
春
日
明
碑
の
刺
-
強
大
(=5氏
族

の
祖
先
･tJ.し
て
宏

批
総
帥
配
を
成
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
､
同
じ
-
古

い
起
_S
L哲
学

r
な
が
ら
､
憧
か
に
一
部
落
の
氏
榊
に
止
っ
て
終
に

最
近
に
併
合
の
悲
運
に
過
ひ
p
其
氏
子
の
部
落

か
ら
移
晒
し
陀
様
な
も
の
も
乳
化
は
挽
き
以
前
に
氏
子
と
共
に
移
植

し
も
の
も
少
-
な
か
ら
-
｡
此
の
如
"
J紳
々

の
中
で
最
も
著
し
い
例
は
紀
伊
桶

の
伊
太
斬
骨
碑
政
の
如
-
'
園
の

1

ノ
宮
た
る
位
龍
を
譲
っ
て
古
-
移
晒
し
た
揚
令
で
あ
る
｡

大
陸
移
住
氏
族
と
共
に
樽
楽
し
醤
油

で
は
山
城

の椙
荷
平
野
路
尾
の
如
き
は
架
茂
其
他

の圃
柵

の間
に
剤
h
･込
ん

で
次
雄
に
登
展
し
た
o
然
れ
▲ど
も
其
の
升
家
斉
た
る
地
位
は
摺
前
の
か
-
代
見
に
氏
子
を
燕
化
す
'
顕
鎮
座
の
土
地

は
其
以
術
か
ら
の
氏
紳
た
る
藤

ノ
森
紳
赦

S
氏
子
と
し
て
今
日
ま
で
療

い
た
の
で
明
か
筏
も
の
が
あ
る
O

村
落
に
就

い
て
之
恕
観
る
に
垣
内
に
は
必
や
紳
乱
が
あ
っ
て
p
其
の
氏
子
が
他
に
断
に
居
住
す
る
時
に
は
其
分
配

人
文
地
粍
啓
上
£
=
靭
i
lろ
打
水
の
柑
洛

外
五
懸

紫
紺
政

夫
l

叫七



地

球

第
五
萄

第
四
焼

き
F

叫
凡

を
蔑
て
る
｡

著
し
比
較
的
に
近
い
盛
で
あ
れ
ば
之
を
桂
で
す
に
原
任
地

S
湘
融
を
氏
新
と
す
る
場
食
も
あ
る
｡
其
祭

榊
は
往
々
武
内
神
社
の
あ
る
虞
で
-
'
他
の
塩
に
新
ら
し
い
天
神
と
か
山
王
と
か
八
幡
と
い
ふ
様
な

1
酸
倍
仰
の
洗

い
も

り
が
氏
帥
と
な
っ
て
屠
る
Q
是
か
ら
見
れ
ば
氏
諏
な
る
も
の
は
極
め
て
青

い
地
方
固
有
の
図
画
を
観
光
と
し
て

祭
た
も
の
よ
-
も
､
或
る
村
落
か
出
来
た
初
め
に
何
れ
か
の
神
政
か
ら
卦

酷
請
米
し
た
も
の
が
多
い
の
は
勿
静
で
あ

る
C
故
に
日
本
の
層
位
と
氏
神
と

の
開
係
に
は
7
すご
]
シ
ア
希
臆
詰
民
族
が
地
中
海
の
各
地
に
捕
民
す
る
に
潜

っ
て

到
る
盛
に
郷
里
の
榊
の
廟
を
起
し
た
の
と
粕
似
鮎
が
認
め
ら
れ
る
.

寺
院
は
沸
教
の
欄
播
と
共
に

浪

々
に
朕
ま
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
､
氏
刺
の
如
-
村
落
の
成
立
と
荘
按
の
関
係
が
な

い
か
と
憩
は
れ
る
｡
河
内
の
国
府

の
遺
跡
の
北
に
春
る
射
橋
に
は
小
部
落
な
る
に
的
ら
す
う
氏
神
の
敢
殿
と
棟
を
並

べ
て
岡
部
紳
造
時
代
の
造
物
た
る
寺
院
の
現
存
す
る
が
､
是
は
殆
ど
例
外
と
も
い
ふ
べ
き
で
あ
る
.
察
す
る
に
虚
は

原
と
名
の
如
-
渡
場
村
落
と
し
て
古
-
附
裸
LJ
竃
裏
襟
村
落
で
あ
っ
た
馬
め
に
'
寺
院
ま
で
も
興
さ
れ
た
の
で
あ
ら

-
c

l
股
に
言
へ
ば
寺
院
は
数
多
の
垣
内
に
共
通
に
各
宗
の
も
の
が
彪
々
に
あ
っ
て
､
其
の
各
の
信
徒
が
垣
円
に
森

閑
係
に
信
奉
し
て
居
る
.
繭
に
述
べ
た
下
里
又
率
土
の
評
ら
れ
た
関
東
平
野
北
部
に
於
け
る
同
姓

の層
位
者
の
み
が

共
同
の
墓
地
に
準

｡
他

の新
入
者
を
除
外
す
る
習
慣

の
如
き
は
､
近
畿
に
於
け
る
紳
殿
た
る
資
格
あ
る
家
と
然
ら

ざ

る
も
め
と
を
匿
別
す
る
習
慣
に
相
似
す
る
も
の
で
あ
る
C,
足
れ
ば
園
束
の
開
墾
が
近
畿
よ
-
も
後
れ
て
'
備
数
の
大

に
民
衆
化
し
た
時
代
に
及
ん
で
行
は
れ
穴
馬
め
で
'
或
は
村
落
と
し
て
の
形
成
の
際
に
氏
帥
よ
-
-
或
る
宗
派
の
倍



仰
の
方
が
よ
-
認
大
L･鞠
係
･hqI,持
て
屠
た
か
と
の
疑
が
あ
る
C
'

故
に
村
落
組
織
の
要
素
と
し
て
寺
院
が
ど
れ
だ
け
の

窓
鶴
が
あ
る
か
十
分
に
考
究
し
て
見
た
い
O

輝
に
関
東
の
如
き
大
陸
文
化
の
影
響

の
普
及
が
吸

い
盛
で
此
鮎
に
注
意

し
て
屈
位
研
究
を
進
め
て
見
た
い
.

衆
ー

漁

村

と

山

村

環
境
の
居
住
に
及
ぼ
す
監
督
は
著
し
い
が
p
巽
中
で
も
淡
い
沿
岸
及
び
孤
島
の
漁
村
と
窮
谷

の山
村
即
ち
柳
田
君

の
所
謂

｢
山
鳥
｣
の
村
落
と
は
共
通
な
る
日
本
民
族
の
原
始
的
層
位
状
態
及
び
風
俗
習
慣
を
保
存
す
る
も
の
と
し
て

研
究

の
両
白
味
を
持
っ
て
倍
る
｡
奄
蓑
大
島
や
八
丈
島
は
各
特
有
の
産
物
柁
る
織
物
で
兄
女
子
に
ま
で
知
ら
れ
る
升

に
,
鴨
格
言
語
風
俗
等

に
孤
立
に
よ
-
舌
代
日
本
民
族
の
両
日
恕
祈
沸
せ
し
む
る
も
の
が
あ
る
｡

古

い
能
の
両
に
表
現
さ
れ
た
婦
人
の
顔
面
が
屡
此
等
の
島
供
の
婦
人
に
見
ら
れ
る
の
は
'
純
粋
な
日
本
人
の
容
貌

の
型
式
と
し
て
両
日
-
威
せ
ら
れ
る
0
叉
た
互
に
離
れ
た
両
島
の
婦
人
の
頭
髪
の
著
し
-
養

い
こ
と
も

一
特
性
で
'

内
地
の
不
自
然
な
富
を
枯
ふ
習
慣
に
よ
っ
て
永

い
間
に
此
の
-ヨ
本
人
固
有
の
髄
質

の饗
化
し
た
以
前
を
想
像
し
p
緒

谷
に
魂

ほ
れ
た
婦
人
と
今
日
の
婦
人
の
差
典
を
鴛
験
せ
し
芸

｡
分
娩
を
茅
坪
と
し
て
隔
離
す
る
軸
代
の
俺
祝
も
亦

化
其
構
此
の
研
き
島
駅
に
習
慣
と
し
て
今
に
存
す
る
の
み
な
ら
ず
'
若
狭
の
漁
村
の
如
き
京
都
に
近
い
虚
に
も
今
何

は
鬼
ら
る
～

の
で
あ
る
(･'
比
の
習
慣
に
よ
っ
て
生
や
る

l
の
居
住
上
の
種
色
は
'
慶
低
層
を
建
て
村
落
か
ら
隔
離
し

人
文
地
租
埠
チ

6り
激
写

ハ
=
木
の
秤
終

発
五
食

餌
川
塊

茎

帥九



珊

瑚

第
五
番

罪
川
腫

二
八
四

こ

0

て
建
て
p
見
た
月
経
あ
る
新
人
を
隔
離
す
る
習
慣
の
.あ
る
虚

も
あ
っ
て
'
其
の
璃
め
に
毎
月
約

7
週
間
づ
上

部
港

の
婦
人
か
離
層
す
る
合
宿
職
歴
を
設
け
た
盛
か
あ
る
J

日
本
比
族
が
旭
の
文
化
拭
族
手

｡
も
清
潔
を
好
む
こ
と
は
著
し
-
､
劫
蓄
倭
人
他
に

｢
巳
葬
､
嚢
家
詣
水
中
洗
浴

以
如
棟
汰

｣
と
い
ふ
風
俗

Lの記
事
に
よ
-
て
も
今

り
日本
人
の
頻
繁
に
沈
潜
す
る
習
慣

の淵
源

の遮
き
を
憩
は
し
め

今
池
..(
た
如
き
現
壷
の
漁
村
の
婦
人
が
賑
屋
か
ら
出
る
時
必

ず
海
中
に
浴
し
て
家
に
踊
る
習
慣
あ
る
こ
と
か
ら
推
せ

ば
猶
b
葬
の
棟
を
水
に
操
搭
し
て
辞
め
た
の
み
で
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
に
足
る
の
で
あ
る
｡

漁
村
に
此
の
如
-
日
本
民
族
の
不
坪
を
嫌
忌
す
る
懲
慣
な
純
粋
の
形
の
ま
1
今
日
に
樽

へ
凍
っ
た
の
は
'
変
通

の

比
較
的
に
少
-
し
て
郊
外
の
影
響

に
よ
る
時
化
を
故
ら
聖

jと
が
之
を
保
護
す
る
重
な
畔
由
の
一
で
あ
る
O
然
れ
ど

も
他

の
理
由
は
危
険
な
海
上
生
活
を
営
む
融
合

に
不
津
に
触
れ
た
翁
め
に
撤
碑
の
罰
を
被
る
と
い
ふ
恐
怖
心
が
捲
倍

と
し
て
最
も
永
-
鰭
-
馬
め
で
あ
る
｡

漁
村
に
於
け
る
蕃
慣
の
保
存
と
刷
棟
な
る
は
山
村
で
p
近
年
に
預
る
ま
で
其
の
生
活
状
態
に
蝉
化
な
-
'
従
っ
て

飛
騨
荘
川
谷

の如
-
奈
良
朝
頃
の
家
族
制
度
が
其
儲
保
存
さ
れ
て
家
長
が
絶
対
の
糟
カ
を
有
す
る
孤
立
荘
宅
の
教
も

完
重
な
形
状
を
維
持
し
て
居
る
慶
が
あ
る
O

基
の
家
層
構
造
も
亦
た
ア
ル
プ

ス
山
車
の
シ
ャ

レ
ー
に
糖
似
し
た
二
階

家
で
あ
っ
て
'
山
碑

の
住
宅
と
し
て
窮
境
の
支
配
を
受
け
た
こ
と
が
明
か
で
は
あ
る
が
'
而

か
も
其
構
造
が
英
機
越

中
の
荘
宅
式
村
落
に
繰
返
さ
れ
て
居
る
こ
-
は
面
白
い
O
我
々
は
此
鮎
か
ら
-
荘
宅
式
居
住
が
日
本
民
族
の
原
始
的



層
位
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
得
る
と
倍
や
る
Q

是
に
由
て
之
を
観
れ
ば
日
本
に
於
け
る
回
位
地
理
塾
の
研
究
に
は
此
等
の
漁
村
及
び
山
村
に
於
て
其
の
原
曲
的
風

俗
習
慣

の飴
職
を
無

め
ね
ば
な
ら

ぬ｡
歴
史
的
畿
蓮
を
注
意
す
る
も
の
に
は
此
等
の
場
合
は
見
逃
が
せ
こ
と
の
･=1
凍

ぬ
好
材
料
で
あ
る
O

現
今
は
漁
村
及
び
山
村

の
駐
終
上
の
塵
化
の
急
激
に
行
は
れ
つ

､あ
る
時
機
で
あ
る
O
教
職
機
酔
-
ロ
ー
ル
贈
肇

が
漁
業
に
使
用
さ
れ
で
陸
上
交
通

の
不
純
な
I
pL
波
帽
の
海
岸
島
桝
と
都
市
と
の
問
の
物
資

の運
搬
が
自
由

と
な

♭

従
っ
て
水
産
物

の慣
砲
が
高
ま
る
と
共
に
生
析
状
態
は
面
目
を
改
め
た
｡
之
に
劣
ら
ぬ
塵
化
は
山
村
に
も
起
っ
て
居

る
O

降
水
運
搬
の
稔
の
な
か
っ
た
馬
め
に
有
償

の木
材
で
窮
谷
に
腐
朽
す
べ
か
ら
し
も
の
が
'
水
源
仕
掛
の
鋸
に
よ

っ
て
板
と
し
て
掘
出
さ
れ
る

の
で
深
山
に
於
け
る
森
林
の

一
部
に
限
ら
れ
た
利
用
が

一
般
的
に
普
及
し
程
る
横
に
な

っ
た
｡
乳
化
山
村
の
楳
比

の羊
で
は
山
紙
揮
驚

S十
分
に
州
凍
難
い
の
が
栗
木
家
が
植
林
饗
を
放
資
す
る
こ
と
に
な

っ
て
､
山
村
比
は
土
地
を
苧

鼻

役
に
服
す
る
鹿
村
の
小
作
と
異
つ
け
二

穂

の
資
本
と
努
力
と
の
袖
係
を
生
じ
た
｡

此
等
の
生
活

の肇
化
が
潤
釆
S
t漁
村
及
び
山
村
空

車
↑
る

′
こ

～
は
疑
史

容
れ
ぬ
O

故
に
峯
に
研
究
者
の
立
場

か
ら

考

へ
て
調
査
の
肺
機
を
失

へ
ば
捕
球
は
背
慣
智
追
跡
す
る
こ
と
が
今
よ
り
も
困
難
と
な
る
べ
き
で
あ
る
｡

漁
村
の
層
性
状
潜
が
地
問
上
に
現
ほ
れ
て
弼
白

い
の
は
そ
の
祢
洋
紙

∽
嘩
運
に
件
ふ
移
動
で
あ
る
こ
東
海
道
で
は

富
士
愛
臆
面
火
山
の
裾
野
の
沿
岸
に
鈴
川
か
ら
沼
津
に
至
る
問
の
沿
岸
即
ち
今

の
発
揮
退
城
造
水
線
を
如
す
る
新
ら

入
党
地
慧

完

よ
り
部
室
小
目

警

村
落

非
frg
懸

ノ
解
押
紙

天..i

こ

I



粕

塊

第
五
懇

紫
紺
賦

天
六

こ

こ

し
い
村
落
と
呼
値
沼
を
隔
て
た
裾
野
S
盛
縁
に
中

で
負
ふ
セ
村
落
と
再
封
照
は
頗
る
著
し
-
､
後
者
は
仝
-
海
に
封

す
る
聯
膝
を
失
っ
た
農
村
で
､
前
者
に
漁
村
の
叔
粕
を
詔
の
る
｡

此
の
場
合
は
本
邦
交
通

の幹
線
で
､
蒐
な
大
栗
洛

は
室
町
時
代
以
後
に
畿
逢
し
た
駆
端

の
形
状
を
成

す
な
以
て
p
漁
村
と
し
て
の
み
成
立
っ
た
の
で
な
-
'
従

っ
て
純

然
た
る
漁
村
の
樺
色
を
失
っ
て
る
も
の
も
少
か
ら
ぬ
｡

濃
よ
-
も
顕
著
な
の
は
房
纏
半
島
の
東
岸
九
十
九
里
潰
の
沿
岸
漁
村
で
あ
る
｡
此
∽
海
岸
に
は
関
東
平
野
の
高
基

の
毘
卜
か
ら
現
今
の
海
岸
に
至
る
間
に
五
乃
至
十
肝
の
平
地
が
礎
超
し
､
交
通
孤
は

1
之
宮
か
ら
茂
原
大
網
東
金
成

東
横
之
町
八
日
市
場
(痛
岡
町
)
成
田
(泡
町
)飯
綱
の
小
市
街
を
連
結
し
た
道
路
で
'
之
に
治
ひ
餓
迫
も
敷
設
さ
れ
て

a
.る
l｡
而
し
て
此
の
古
い
異
港
の
憩
達
し
七
位
艦
か
ら
海
岸
紋
が
次
籍
に
移
動
し
て
現
在
の
如
-
離
れ
た
の
で
､
漁

狼
を
生
米
と
㌻
る
住
民

の
果
港
も
次
籍
に
崖
下
か
ら
速
-
離
れ
'
海
岸
線
に
並
兼
す
る
数
列
の
小
村
落
と
な
-
'
道

路
も
亦
Lj
海
岸
に
縦
走

す
る
も

のと
之
を
横
ざ
る
も
の
と
の
網
目
を
成
す
は
地
図
を

.l
瞥
す
る
も

り
1
注
意
す
る
伊

で
あ
る
.
こ
り
涯
演
に
Hl
来
た
来
港
は
共
演
基
約
度
と
呼
び
'
之
よ
-

l
肝
内
外
を
隔
て
た
奥
の
集
落
の
名
恕
揺
す

る
も
の
多
-
'
母
相
か
ら
前
進
し
た
漁
場
が
新
た
な
果
港
に
畿
蓮
す
る
篠
路
が
貨
に
明
瞭
に
現
ほ
れ
て
ゐ
る
r)

利
根
河
口
の
銚
子
港
以
北
で
も
此
の
如
-
前
進
し
た
漁
場
の
形
跡
を
認
め
得
る
も
'
果
港
の
規
則
蒐
し
い
敬
達
は

明
瞭
で
な
い
O
足
は
北
方
の
海
岸
に
砂
丘
の
礁
運
が
迅
速
に
進
み
､
且
つ
高

い
砂
丘
が
頻
繁
に
移
動
す
る
と
い
ふ
自

然
力
が
安
定
し
た
居
住
を
固
那
な
ら
し
め
る
故
仰英

と
想
は
れ
る
O



I

t一1一1t九
十
九

=}鞘
と
腸
管
S
位
聡
に
.の
る
翼
素
滑
に
閣
し
た
閤
岸
は
太
平
洋
岸

の如
き
潮
流
の
作
用
が
働
か
ぬ
か
ら
ー

養
老
川
及
び
小
鴨
川
の
河
里

二
竹
洲
の
登
蓮
に
件
ひ
海
岸
縦
の
礎
化
が
起
る
局
部
に
限
っ
て
漁
村
の
移
動
が
起
っ
た

に

比
る
0

凝
.
膝
頭
河
津
湖
津
及
び
海
津
の
蟹
連

古
代
か
ら
機
甲

ま
で
の
間
に
遇
っ
た
居
住
の
中
で
交
通
の
関
係
か
ら
生
じ
た
鴇
の
が
あ
る
O
鹿
は
徳
川
幕
府
時
代

に
至
っ
て
乗
に
敬
逢
し
て
現
今

の
都
市
と
LJ
つ
た
も
の
も
あ
れ
ば
､
交
通
路

り麺
化
に
よ
っ
て
衰
微
し
て
村
落
と
し

て
頚
っ
て
る
も
の
も
あ
る
0
蓋
し
陸
上
の
交
通
線
路
は
或
る
部
分
だ
け
轡

ら
ぬ
盛
が
あ
る
升
は
平
安
朝
か
ら
戦
国
ま

で
と
徳
川
幕
府
以
後
と
著
し
-
頻
っ
た
盛
が
多
い
O
此
の
塵
化
を
考
へ
ね
ば
古
代
街
親
に
騨
端
と
し
て
起
っ
た
層
位

を
認
め
難
い
｡
其

1
例
は
奈
良
京
都
間
街
迫
中

の長
池
木
津
間
で
今

S
木
津
川
に
沿
ふ
化
平
坦
提
大
鑑
は
盆
-
新
ら

し
く
P
今

の
蛾
迫
に
泊
ふ
た
山
手
の
村
落
粕
望
ん
で
連
宿
し

㍑
混
紡
の
方
が
古
代
の
交
迫
路
で
あ
っ
た
の
で
此
等
の

層
位
が
出
来
た
の
で
あ
る
○
阪
紳
間
の
交
通
緑
旦
日印
現
か
ら
四
J
宮
の
北
の
贋
田
に
至
b
是
か
ら
今

の
餓
造
線
路
の

北
を
山
飴
に
漕
ふ
て
生
田
紳
融
に
蓮
す
る
も
の
が
古
い
街
道
ら
し
-
今
日
の
最
も
人
個
相
楽
L･蒜

岸
の
郡
邑
は
多
-

は
武
庫
山
塊
か
ら
盛
ん
に
流
出
す
る
華

同
着
砂

SL堆
指
に
よ
っ
て
生
じ
た
新
地
に
漁
村
と
し
て
屈
位
が
遇
っ
た
ら
し

い
O
租
魂
の
居
住
が
山
芋
と
海
岸
と
の
中
間
に
基
地
を
増
し
て
判
然
た
る
l
高

を
舵
す
の
は
此
の
関
係
を
指
示
す
る

へ
文
地
域
蜘
上
エ
･;
取
手

{･日
本
の
柑
落

第
五
懲

第
四
鰻

重

l冨



地

球

節
九
億

5=2
相
脱

文
八

こ
也

軍
資

で
あ
る
｡
兵
庫
以
来
の
渥
岸
で
古

い
港
1
一し
て
敬
逢
し
た
居
住
は
横
田
の
南
に
寒

心
酉
ノ
宮
で
'

其
後
に
今
津

が
5
凍
LJt
こ
と
は
紳
融
及
び
地
名
か
ら
碇
に
推
知
さ
れ
る
F'

此
S
E如
き
塵
化
が
現
今

城
迫

の布
談
に
よ
っ
て
新
ら
し
い
停
軍
場
の
設
蔭
1
兵

に
壁
化
す
る
以
前
に
行
は
れ
凍
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
､
交
通
に
よ
っ
で
生
じ
た
何
位
は
的
に
述
べ
た
如
き
耕
作
英
他
の
土
地
其
も
の
に
臓
着
し
た
生
米

に
件
ふ
層
位
に
比
し
て
塩
か
に
急
激
S
嘩
化
が
起

h
l､
乳
化
従
っ
て
古
代
よ

り
現
今
に
至
る
間
に
鮭
に
軽
蔑
も
多
い

鷺
で
あ
る
｡
古
代
に
此
の
朗
-
し
て
出
来
た
都
邑
で
も
交
通
上
の
意
義
が
消
滅
汎
化
は
減
少
す
れ
ば
衰
微
し
て
畢
純

月
農
村
に
沈
滞
す
る
介
は
LJu
い
Ll
之
に
反
し
て
数
多

の交
通
路
の
交
叉
鮎
と
し
て
地
勢
上
か
ら
時
代
の
轡

題

の影
響

を
被
ら
ぬ
盛
は
次
第
に
凝
屈
し
て
郡
邑
と
な
る
｡

此
の
交
通
の
閣
係

の
山
荘
ft
塵
な
著
し
い
場
倉
の

山
は
山
間
に
於
け
る
村
落
に
屡
見
る
併

S
落
合
久
は
河
合
と
い

ふ
地
名
で
'
是
は
大
抵
簡
深
谷

の
潜
流
に
載
っ
て
交
通
鮫
の
分
岐
鮎
に
潜
る
も
の
で
あ
る
J
叉
だ
此

の如
き
地
鮎
は

蓑
潰
根
尾
谷
の
市
域
の
名
に
て
推
知
さ
れ
る
如
き

磨
比

の
物
資
集
散
地
と
な
っ
た
も
の
も
あ
る
｡

其
の
交
通

の
意
我

が
局
部
的
に
限
ら
れ
や
し
で

1
郡

山
問
の
嬰
鮎
た
る
も
の
に
至
っ
て
は
大
都
邑
に
畿
蓮
す
る
の
で
あ
る
｡

平
地
に
於
け
る
交
通
の
停
止
鮎
は
河
流
を
横
る
廃
で
洗
場
を
藩
政
す
る
英
国

り
フ
ヲ
-
ド
F

ord
(猫
泡
の
フ
ル
ト

F
u
rt
)
橋

を
忠
炊
す
る
ブ
タ

ヅ
デ

B
r…dge(ブ
ル
ッ
ク
､
ブ

リ
ユ

ッ

ケ

ン

i3
ru
ck
,
T3rI'C訂
n
)俳
園
の
ボ
ン
P
o
n
t
等

の
地
名
が
常
にこ
路

の
河
を
横
る
虚
.に
准
つ
で
､

其
認
許
な
る
も
の
が
郡
邑
花
る
紺
-
日
本
の
地
名
に
-
柿
に
波
･･J
い



ふ
地
名
が
あ
ら
ー
叉
た
厘
楠
本
触
椅
青
梅
等
の
地
名
が
あ
っ
て
基
層
任
避
収
の
意
鶴
の
明
瞭
互
例
が
あ
る
｡
基
敢
-

著
し
-
且
つ
匿
史
的
に
両
白
い
の
は
朗
山
八
幡
の
山
下
に
在
る
橋
本
で
あ
っ
て
､
久
し
-
披
櫓
の
み
で
淀
川
を
漉
し

て
屠
る
虚
に
此
名
が
あ
る
の
は
土
佐
;
記
に
見
え
た
古
の
山
崎
楠
の
名
機
-
を
地
名
に
止
め
た
も
り
で
あ
る
O
乳
化

此
の
如
き
irLi騨
粘
り
橋
梁
所
在
地
が
大
河
の
山
間
か
ら
平
地
に
出
る
河
精
鋼
は
枚
-
て
流
れ
の
緩
い
盛
に
擢
ま
れ
化

こ
と
も
著
し
い
革
質
で
'
瀬
多
事
治
山
崎
常
総
其
例
で
あ
る
O
古
い
道
路
が
阪
あ
る
山
手
を
通
過
し
て
平
地
を
避
け

た
の
も
的
じ
理
由
で
p
治
水
の
行
は
れ
ぬ
畔
代
に
騎
馬
及
び
歩
行
に
よ
る
交
通
の
品
行
は
れ
LJ
頃
に
は
洗
路
不
定
の

平
地
よ
り
も
其
の
確
乎
た
る
河
道

の
あ
る
部
分
を
羅
ん
だ
も
の
で
あ
ら
も

比
等

S鮎
は
何
れ
も
河
に
沿
ふ
た
供
張

の
龍
雄
建
道
を
考
ふ
る
に
懲

り
.鞘意
す
べ
き
で
あ
る
｡

湖
津
及
び
海
津
と
し
て
畿
逢
し
た
屈
位
は
古
今
を
通
じ
て
艦
鱒
的
窓
車
最
も
認
大
で
'
其
或
る
も
の
は
交
通
船
路

及
び
交
通
機
関
山
礎
化
と
共
に
衰
滅
し
法
っ
た
の
あ
あ
る
が
へ
多
-
は
檎
擬
し
て
敏
速
を
遊
げ
で
偵
る
O
中
慨
以
後

の
琵
琶
湖
韻
の
嬰
津
は
粥
声
内
海
沿
岸
の
簡
津
よ
り
も

一
府
狭
い
乾
固
に
Jg
で
行
は
れ
た
水
運
に
伴
ひ
発
達
し
･LJ
屈

位
と
し
て
面
白
い
研
究
問
題
で
あ
る
O
其
壁
衣
の
塵
蔓
は
鵬
賓
船
の
名
を
演
劇
の
那
童
に
留
め
LJ
筑
塵
の
如
-
'
垂

′ヽ

-
湖
津
と
し
て
消
失
し
た
も
の
が
あ
た

叉
化
梅
津
海
甜
整
附
の
如
-
湖
村
と
し
て
著
し
-
蘭
観
を

JR
憩
せ
し

の
ろ

も
の
も
あ
る
f'
今
此
等
の
地
方
を
翫
て
面
白
い
赫
性
を
詔
の
る
の
は
湖
村
昼
る

一
型
式
が
渦
潮
の
層
位
に
行
は
れ
る

こ
と
で
あ
る
｡
其
敢
好
の
1
例
は
琵
琶
湖
零

梓

の
伊
嬉
村
で
r
地
樹
上
に
は
縦
横
に
交
叉
し
た
河

(と
い
ふ
よ
膏
は

人
文
地
鞘
遜
上
よ
り
観
た
t去
=未
の

柑
港

鎌
五
懲

井

村

脱

党
血

こ
五



地

療

弟
五
聴

解

凹

地

莞
0

こ
米

莱

)
を
通
じ
た
ブ

ラ

三

市
街
に
防
桃
た
る
形
相
を
示
し
て
ゐ
る
O
湖
南
と
村
落
地
軸
と

聖
尚
度

の差
の
少

い
痛
め

に
p
此
等
の
溝
に
兜
し
た
橋
は
何
れ
旦
向
い
石
垣
を
橋

の
開
城
に
乾
い
て
'
梧
下

の
小
贋

S航
行
を
伐
に
し
た
翫
な

ど
も
ブ

ヱ
エ
ス
に
似
通
ふ
外
観
で
あ
る
O
唯
そ
の
興
る
鮎
は
ブ
エ
ー三

.に
准
っ
て
は
交
通
概
観
は
殆
ん
ど
金
-
ゴ
ン

ド
ラ
の
み
な
る
に
反
し
､
此
魔
で
は
贋
潤
な
る
湖
岸
に
接
し
た
村
落
に
過
ぎ
ぬ
の
で
.
人
家
と
溝
と
の
問
に
道
路
を

覆
し
.
溝
は
滞
激
機
関
に
利
用
さ
る
1
に
止
-
'
交
通
に
必
要
な
道
路
と
並
用
さ
れ
て
る
こ
と
で
滴
る
O

此
の
他
現
布
急
激
な
嘩
化
の
起

り
つ
･J

あ
る
の
は
海
岸
の
遅
発
及
び
避
寒
に
適

す
る
部
分
で
､
農
漁
等
の
生
業
と

鹿
関
係
に
新
ら
し
い
村
落
が
凍
蓮
す
る
事
賓
が
大
に
注
意
す
べ
き

1
例
で
は
あ
る
が
ー
今
鉱

に
一
々
此
の
如
き
鮎
を

敢
撃
す
る
暇
が
な
い
O

村
落
の
成
立
に
関
す
る
考
察
は
姑
-
此
だ
け
に
て
打
ち
切

･i,･､
次
潜
に
於
で
都
市
の
成
立
に
就

い
て
述
べ
る
｡

北
米
合
衆
国
の
歎
蕗
に
つ
い
て

中

日

私
は
常
に
髭
蕗
の
根
本
原
理
を
研
究
し
て
見
た
い
と
思
ふ
て
居
る
が
､
そ
の
迫
が
な
い
の
は
龍
城
で
あ
る
｡
末
路

の
根
本
原
理
に
は
弟

一
に
物
栗
方
面
第
二
に
粕
紳
方
南
の
研
究
が
必

嬰
と
恩
ふ
が
ー
今
日
ま
で
は
多
-
物
質
方
面

り


