
鞄

磯

第

五

着

第

五

既

穴
-

葦

-

冒

人
党
地
理
撃
止
よ
り
観
た
る
田
本
の
都
市

(上
)

小

川

療

治

凶
.b
村
落
と
都
市
p

都
市
化
作
用

村
落
及
び
都
市

の
成
立
と
敏
速
は
人
痔
の
地
球
表
面
上
に
活
動
す
る
現
象
の
中
最
も
顕
著
な
も
の
ゝ

t
で
あ
る
.

を
の
発
達
の
趨
勢
を
知
る
に
は
数
年
乃
至
十
数
年
を
隔
て
た
地
形
団
を
対
比
す
れ
ば
十
分
で
p
地
形
図
上
の
衆
落
畿

生
を
追
跡
す
れ
ば
現
春

の
田
本
に
於
け
る
人
口
嬢
度
の
塵
化
し
っ
1
あ
る
状
憩
を
界
易
に
看
取
し
得
る
0
此
の
塵
化

は
交
通
の
不
便
な
る
出
合
か
ら
郡
市
に
近
づ
-
に
従
ひ
大
と
茂

り
､
樺
に
六
大
郡
市
､

㈲
蟻
の
中
心
を
成
す
都
市
叉
は

港
滑
其
の
他
交
通
の
要
衝
に
潜
る
盛
等
の
周
遊
に
於
て
鴛
-
べ
き
急
数
砧
る
経
過
を
示
し
､
現
在
の
日
本
に
超

か
つ

ゝ

あ
る
祈

り
田
園
生
活
か
ら
郡
市
生
活
に
遷

-
行
-

1
股
的
趨
勢
皆
指
示
す
る
現
耳
の
形
細
を
成
し
て
ゐ
る
｡

此
の

人
文
地
理
準
的
手
潜
は
之
を
呼
ん
で
村
落
の
都
市
化
作
用

U
rb
arliza
tio
n
o
f
v
iil

ag
es
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

人
文
地
銀
蝉
ii
よ
り
靭
ii
ろ
日
本
の
都
市

沸
立
懇

願
五
紙

四
岩

岬



地

球

第
五
懸

第
五
班

四
〇
(

忘

抑
人
類
の
地
表
に
於
け
る
分
布
に
は
人
類
が
動
物
と
共
通
に
有
す
る
可
動
性
に
起
因
す
る
分
散

D
issem
irla
tion

と

異
食

A
g
g
to
m
erati.n
と
の
舶
戊
劃
し
た
挙
動
が
行
は
れ
､
そ
の
結
果
と
し
.て
箇
々
の
地
域
及
び
地
院
内
に

山

定
の
密
虎
を
有
す
る
層
位
が
成
立
す
る
評
で
あ
る
C
繭
贋
に
述

べ
た
越
中
の
孤
立
の
荘
宅
及
び
大
井
川
新
開
地
の
鹿

家
の
如
き
は
分
散
作
用
の
固
定
し
た
形
跡
と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
C.
是
は
人
痔
の
原
始
的
の
土
地
占
有
な
ま
撒

す
る
村
落
の
形
式
で
あ
る
と
同
時
に
p
散
布
農
村
と
茂
っ
て
地
形
樹
に
現
は
る
ゝ
面
白

い
貸
例
で
あ
る
｡

之
に
反
し
て
異
食
は
人
概
が
配
合
的
動
物
陀
る
本
能
的
嚢
勤
の
表
現
に
升
な
ら
ぬ
か
ら
P
之
を
妨
審
す
る
重
大
な

理
由
の
な

い
限
-
大
抵
の
域
食
は
常
に
認
め
ら
れ
る
所
で
､
村
落
の
成
立
そ
の
も
の
が
此

山手
頂
で
め

-
p
都
市
の

成
立
は
こ
の
作
用
の
更
に
進
ん

だ階
段
に
過
ぎ
甲
と
い
っ
て
よ
い
O

此
の
即
lrJ次
弟
で
あ
る
か
ら
越
中
射
水
川
の
洪
涌
地
に
存
縛
す
る
荘
宅
と
井
波
そ
の
他
の
町
や
駿
河
大
井
川
の
新

開
農
村
と
島
田
藤
彼
等
の
町
の
間
に
は
人
口
密
度
の
局
部
的
分
布
に
著
し

い
差
異
が
あ
る
誰
で
p
地
形
樹
上
に
そ
の

鞘
膜
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
､
現
場
を

目
撃
す
れ
ば
そ
の
風
瀧
に
も
面
白

い
帝
色
が
認
め
ら
れ
る
｡

異
食
の
由

進
は
ま
た
生
清
の
仕
方
に
も
塵
化
を
興

へ
'
生
業
の
分
化
作
用
は
之
に
伴
ふ
て
起
る
:r
耕
し
て
食
ひ
織

っ
て
衣
る
m
T
iiii
--
給
田
足

の
状
態
は
小
さ
い
農
相
に
行
れ
る
が
､
東
食
に
よ
-
月
数
が
増
加
す
れ
ば
特
殊
の
技
塾
に
よ
み

器

具

を
作
る
工
人
や
土
地
に
座
せ
ぬ
物
品
を
馨
る
商
人
な
ど
が
各
狗
宜
し
で
生
活
し
得
る
.
若
干
の
農
村
の
問
に
此

の
卿
き
生
活
の
防必
要
品

の供
給
地
が
窮
逢
し
て
町
と
な

-
市
と
な
っ
て
或
る
地
区
の
生
活
が
安
定
に
愉
快
に
曹
ま
れ



る
の
で
あ
る
C
此
の
如
-
し
て
磯
蓮
す
る
都
邑
ほ

一
地
山蝿
の
物
資
集
散
に
必
要
な
る
変
通
の
便
が
大
な
る
だ
け
そ
れ

だ
け
大
き
-
な
る
可
能
性
を
有
し
､
従
っ
て
ま
た
交
通
線
の
敬
連
に
よ
ら
左
着
さ
る
人

は
常
然
で
'
接
近
し
た
都
邑

の

一
が
粂
え

1
が
東
へ
る
の
も
亦
柁
交
通
関
係
の
経
化
に
原
因
す
る
こ
と
が
多
い
.

村
落
と
都
市
と
の
間
に
月
々
の
生
薬
に
此
の
如
き
差
異
が
あ
る
か
ら
､
そ
の
住
宅
も
亦
た
金
-
構
造
を
典
に
L
P

農
村

の
宅
地
に
見
る
所
の
p
厩
'
嗣
屋
､
中
庭
等
の
如
き
新
作
と

収
穫
に
限
-
必
要
な
部
分
は
半
農
年
商
の
家
に
の

み
覆
る
こ
と
に
な
-
p
層
位
の
形
相
が
大
に
趣
を
輿
に
す
る
は
自
然

の成
行
で
あ
る
｡

然
れ
AJも
村
落
が
都
市
化
す
る
に
常
ら
そ
の
原
始
的
特
性
が
悉
-
消
滅
す
る
も
の
で
な
い
｡
注
意
す
れ
ば
そ
の
家

屋
の
構
造
排
列
等
に

1
定
の
地
方
的
特
色
を
保
揮
す
る
域
倉
を
蔑
見
し
得
る
域
倉
が
多
い
.藤
田
文
軍
士

禦
削
戟
(爵

竜
版
)
に
掲
げ
た
亀
岡
市
街
の
賓
入
-
鹿
家
の
家
屋
構
造
が
革
聾
屋
根
か
ら
克
茸
屋
根
.a'担
っ
た
ま
ゝ

留
っ
て
る
の

は
そ
の
1
例
で
あ
る
｡
此
の
型
式
の
鹿
家
は
近
畿
に
は
尚
は
慮
々
に
勝
ら
れ
p
紀
州
街
道
に
潜
る
和
泉
倍
達
村
と
い
∫

ふ
街
道
柑
な
ど
は
全
-
同

一
の
構
造
と
排
列
わ
心墨
し
て
著
し
-
人
目
を
惹
-
も
の
で
あ
る
O

近
畿
地
方
に
僚
里
の
匝
潮
の
名
残
-
蟹
ポ
す
垣
内
式
村
落
の
周
囲
に
見
る
所
の
堀
の
如
き
も
更
に
哉
蓮
し
て
平
野

郷
の
周
遊
の
も
の
と
な
り
~沓
堺
市
が
軍
律
と
し
て
勃
興
し
た
頃
ま
で
も
薦
い
iJ+ら
し
-
､地
形
図
上
に
今
縛
は
そ
の

盗
角
形
の
腰
壕
を
留
め
.中
欧
の
車
倣
城
郭
に
見
る
所
の
も
の
と
頼
旧
し
花
形
粕
を
留
め
た
の
は
他
の

1
例
で
あ
る
O

以
上
は

l
地
院
に
於
け
る
人
口
異
食
の
白
魚
篠
路
を
池
-
都
邑
の
教
生
す
る
常
例
で
あ
る
が
'
而
か
も
そ
の
東
食

人
文
地
租
餅
上
よ
り
籾
た
る
日
本
の
郡
市

欝
五
懸

弟
五
紙

聖

地

器



触

感

第
五
懲

沸
五
紙

望

0

を
促
す
原
因
は
頗
る
多
種
多
様
で
p
原
因
の
異
な
る
に
従
ひ
形
態
上
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
｡

然
れ
ど
も
此
の
問
題
に
入
る
に
発
ち
邸
邑
郡
市
等
の
語
源
と
東
舘
大
陸
に
畿
逢
し
た
比
の
如
き
緊
蕗
の
中
心
の

喝

源
と
語
源
と
に
動

い
て

三
日
せ
ね
ば
な
ら
拍
O

三
F'
郡
市
の
漣
源
と
語
源

居
住
に
関
す
る
譜
源
を
考
ふ
る
に
元
寒
村
(
ム
ラ
)
は
和
名
抄
に
｢
ム
ラ
J
サ
ト
｣
即
ち
異
落
L･6
-
と
L
t
人
家
孤
軍

千
の
群
即
ち
｢
ム
レ
｣
に
通
じ
P
朝
鮮
語
と
語
源
を

]
に
す
る
も
の
で
あ
る
O
之
に
対
立
す
る
｢
マ
テ
｣
は
御
名
抄
に
坊

に
作
-
p
今
の
通
用
す
る
町
に
同
じ
-
｢
マ
テ
｣
の
訓
は
あ
る
が
p
是
は
和
名
抄
に
｢
田
罷
也
｣
と
い
ひ
漢
字
固
有
の
耕

地
の
匝
割
に
限

-
用
ゐ
ら
れ
た
文
字
で
p
彼
に
奈
良
平
安
等
の
匝
剖
た
る
坊
の
｢
マ
チ
｣
に
混
用
し
た
も
の
で
あ
る
へ｡

都
p
都
合
､
都
邑
等
の
古
い
語
源
に
斬
っ
て
考
ふ
る
に
､
日
本
語
の
｢
ム
ラ
｣
に
粕
常
す
る
漢
字
は
邑
で
､
漢
許
懐

の
祝
文
に
は
邦
の
字
と
共
に
之
を
国
と
同
我
と
L
t
鄭
重
の
周
機
証
に
は
｢
邦
之
折
居
亦
日
閲
｣
と
い
ひ
'
逸
周
賞
の

作
練
僻
に
周
公
の
｢
及
購
致
政
､
乃
作
大
邑
成
用
手
土
中
L
と
い
ふ
文
は
大
邑
成
周
を
天
下
の
中
央
に
作
る
蕊
塵
で
p

之
皆
四
方
の
俳
偏
と
区
別
し
て
碓
邑
と

い
ひ
p
前
者
は
乳
化
酉
邑
と
呼
び
p
何
れ
に
も
骨
雁
に
相
営
す
る
意
に
は
乗

だ用
み
ら
れ
て
ゐ
ぬ
｡

邑

の舌
骨
智
者
ふ
る
に
ip
叉
は

ap,up
で
今
の
山
東
省
に
ゐ
化
都
夷
'
耶
州
の
都
と
同
音
で
あ
っ
た
と
想
は
れ
.



る
｡
能
楽
に
後
世
ま
で
喋
っ
た
擬
革
穂
族
が
洩
酉
の
地
名
と
し
て
北
森
か
ら
有
名
な
傑
越
間
､
圏
無
間
､
ー
威
､
無

慮
等
と
同
名
な
る
は
明
か
で
､
山
東
に
も
春
秋
時
代
に
牟
婁
よ
い
ふ
附
博
聞
が
あ
る
｡

此
等
を
通
観
す
れ
ば
邑
の
字

は
此
の
卑
署
と
関
係
あ
る
語
で
p
日
本
語

の｢
ム
ラ
｣
と
も
亦
化
根
源
の
同

1
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
せ
し
め
P
見
た

]
方
で
は
今
相
は
甘
衝
省
の
北
境
野
に
亦
示
挫
-3
の
如
き
地
名
の
存
在
す
る
事
も
参
照
す
れ
ば
､
邑
な
る
語
は
伺
人

の
四
方
か
ら
衣
陀
時
に
クで
の
地
方
に
行
は
る
～
果
港
に
関
係
あ
る
地
名
を
釆
方

へ
樽
播
せ
し
め
た
か
と
憩
は
せ
る
O

此
の
如
-
推
測
す
れ
ば
人
種
の
如
何
と
は
別
に
考

へ
て
栗
蕗
を
衆
は
す
｢
ム
ラ
｣
即
ち
邑
な
る
静
の
非
常
に
宙
-
且
つ

分

布
の
贋
い

こ
と
が
想
像
さ
れ
て
両
白
い
C)

ハク

周
以
前
の
放
代
に
測
れ
ば
篭

と
い
ふ
廃
に
都
し
た
と
い
ひ
､
屡
,ゝ
遷
都
が
Lt=
は
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
戯
本
紀
に
見

え
て
ゐ
る
0

然
る
に
乍
此
の
竜
と
い
ふ
地
名
は
乳
化
薄
と
も
薄
姑
と
も
蒲
姑
と
も
蒲
啓
と
も
綴
っ
た
ら
し
-
､
此

の
如
き
字
で
示
す
地
名
は
彪
々
に
畿
見
さ
れ
､

一
つ
の
邑
に
相
常
す
る
普
通
名
詞
で
p
駅
西
か
ら
甘
葡
地
方
に
分
布

す
る
折
か
ら
考

へ
で
､
散
人
も
同
人
と
同
じ
-
甘
甜
方
面
に
郷
土
が
あ
っ
て
､
東
方
に
移
任
し
て
夏
眉
氏
に
代
っ
た

と

想
は
れ
る
.
此
の
考
叢
は
目
下
印
刷
中
の
内
藤
(虎
次
郎
)
博
士
還
暦
紀
年
の
論
文
集
に
先
秦
幡
代
の
西
北
支
非
番

族
考
中
に
詳
通
し
た
如
-
p
澄
ら
-
は
今
も
断
礎
の
準
情
里
語
地
名
に
見
る
バ
グ

B

ag
に
和
普
す
る
ら
し
い
C
此

の
帯
は
探
検
家

二
ア
イ
ン
氏
は
之
を

G
arten
.
Do
rf
と
解
し
､
何
々
バ
グ
と
い
ふ
釆
藩
が
あ
る
か
ら
推
せ
ば
'
パ

グ
は
砂
漠
に
近

い
地
方
の
樹
木
の
あ
る
居
住
に
通
し
光
庭
に
起
っ
た
東
溶
で
あ
る
と
憩
は
れ
る
｡

人
文
地
租
駁
上
よ
り
戟
i1
ろ
日
本
の
L都
市

節
五
春

雄
五
奴

望

一



地

球

非
五
怨

第
五
㍑

望

ニ

訳
文
毛
の
字
を
検
す
る
に
｢
瓜
高
省
'
毛
蟹
｣
と
い
ひ
p
i向
に
は
｢
凡
高
之
闘
､
皆
乱
高
p
小
堂
庖
｣
と
い
ひ
p
革
に

は
｢
民
所
安
定
也
p
亭
有
梯
p
且
高
省
p
T
邸
｣
と
い
ひ
'
毛
の
字
は
宅
託
等
に
結
び
付

い
て
寄

-
安
ん
ず
る
意
義
を

有
L
p
宅
は
｢
人
併
託
層
也
｣
と
解
し
て
み
る
O
故
に
轟
の
字
に
も
蔑
物
の
あ
っ
て
人
の
託
居
す
る
所
帥
ち
家
屋
と
宅

地
と
を
含
む
｢
住
宅
｣
の
意
義
が
あ
る
と
想
は
れ
る
｡
憩
倣
お
琴

っ
す
れ
ば
戯
人
の
宅
と
い
ふ
層
位
状
態
は
或
は
荘
軍

式
に
孤
立
し
た
も
の
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
｡
従

っ
て
聞
入
の
邑
が
若
干
の
住
宅
の
巣
食
を
常
味
す
る
に
対
し
て
璃

は
ま
だ
渠
落
と
い
ふ
静
を
通
用
し
難

い
原
始
的
居
住
状
憩
に
在
っ
た
頃
に
避

-
､
支
都
本
部
に
入
っ
て
粥
大
塚
升
寒

民
族
と

な
っ
て
散
姥
の
如
き
都
を
嬉
て
る
に
至
っ
て
も
歌
語
が
そ
の
ま
ゝ
愚
人
の
骨
腫
に
ま
で
慣
用
さ
れ
t
.と
い
ふ

こ
と
も
出
凍
る
か
も
知
れ
ぬ
ノ

部
の
字
が
骨
牌

C
ap
i邑

鼠
は

M

etropolisの
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
た
の
は
秦
以
寒
の
こ
し
と
で
そ
の
後
も
郡
は
骨
腫

以
外
の
市
街
地
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
域
倉
が
あ
る
.
周
代
で
は
そ
の
東
西
雨
首
府
を
成
周
及
び
京
間
と
呼
び
へ
之
に

王
城
と
い
ふ
普
通
名
詞
も
用
ゐ
化
O
都
の
方
は
王
城
叉
は
公
侠
以
下
の
城
に
劃
し
て
都
城
と
呼
び
p
細
分
内

の
梢
遠

隔
の
盛
に
宗
室
宗
族
な
し
て
屠
ら
し
め
た
大
邑
に
用
ゐ
､
春
歌
時
代
に
は
此
の
常
嘘
以
上
に
出
で
聖

左
樽
荘
公
二

十
八
年
に
｢
凡
邑
看
完
備
先
君
之
ま
､
日
郡
'
無
目
邑
p
邑
日
築
p
郡
田
地
｣
と
い
.ひ
､
闇
畢
光
年
に
郵
荘
教
が
弟
の

共
叔
段
を
し
て
京
に
層
ら
し
め
'
之
を
京
城
大
叔
と
硝
つ
た
時
､
祭
仲
が
荘
公
を
諌
め
に
語
に

｢
郷
地
泡
閑
雅
'
圃

之
宰
也
.
先
王
之
制
'
大
都
示
過
参
観
之

二

中
克
之

1
､
小
九
之

t
p
今
京
示
度
､
非
制
也
｣
と
い
ふ
L3
は
此
の



靭瓜
糠
で
あ
る
C

同
じ
-
足
熱
十
二
年
に
唇
の
橿
公
の
三
子
孟
春
叔
孫
季
孫
三
家

の邑
成
郎
東
雲

面
と

呼
び
'
孔
子
の
約
子
予
防

が
季
氏
の
宰
と
な
-
之
を
堕
た
ん
と
し
た
時
p
公
飲
鷹
父
な
る
も
の
晶

に
､｢
膳
成
､
密
<
必
至
干
北
門
､
且
成
孟

氏
之
保
障
也
｣
と
い
つ
柁
の
で
p
成
の
魯
の
北
境
に
禁

で
範
囲
か
ら

の侵
入
･
防
ぐ
田
地
で
あ
っ
写

)と
が
明
か

で
あ
る

間
藤
司
馬
決
等
の
講
書
は
何
れ
も
国
印
も
王
城
を
距
る
兼
官
里
な
郡
と
す
と
い
ひ
p
王
城
か
ら
遠
い
虚
と
の
み
解

し
て
ゐ
る
が
･
そ
の
意
義
は
甚

だ不
徹
底
で
あ
る
O
裸
文
も
亦
化
左
樽
と
周
槽
と
の
再
議
を
探
用
L
へ
唯
だ

｢碁

巴

老
輩
｣
と
い
ふ
に
止
る
0
然
れ
ど
も
膏

と
義
と
の
聯
絡
む
琴
ふ
れ
は
､
都
と
望

易

渚
の
字
が
城
壁
を
意
味
し
'
薯

に
土
を
加

へ
柁
も
の
と
邑
智
加

へ
た
も
の
と
に
共
通
L･違

味
は
城
壁
嵩
る
べ
き
を
推
知
す
る
に
足

,Jn
､
都
の
古
い
藩

政
は
取
に
城
壁
を
轡

り
し
た
邑
で
､
春
秋
時
代
に
は
そ
の
碑
大
drな

も
の
を
邸
と
呼
ん

だと
さ
れ
る
｡

然
ら
ば
都
が
首
府
と
同
義
の
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
化
裡
路
は
如
何
｡
此
の
字
が
由
紀
秦
本
紀
に
見
え
る
の
は
孝
公

の

｢
十
二
年
,
作
解
威
陽
､
寮
能
都
之
｣
と
い
ふ
に
始
ま

-
'
同
署

完

紀
三
十
五
年
に

｢
於
澄
姑
息
以
華

厳
隣

人
多
,
先
王
之
宮
廷
小
･
嘗
開
聞
文
王
都
濃
,
武
王
榔
鏑
'
豊
鍋
之
間
へ
細
王
之
都
也
｣
と
い
ふ
陣
に
明
か
に
帝
王

の
屠
る
彪
を
も
都
と
い
っ
た
0
度
は
孝
各
の
榊
は
周
室
を
認
め
て
ゐ
る
時
に
用
ひ
た
欝
を
そ
の
ま
ゝ
套
鼓
し
､
矢
荻

I,
城
壁
を
統
ら
し
陀
大
邑
の
意
味
を
山
で
な
ん

だも
の
で
あ
る
O
そ
の
後
泰
に
脱
ぎ
捜
高
風
が
皇
帝
と
釈
す
る
に
及

人
文
地
理
壌
上

よ
り
槻
iiる
日
本
の
都

p-∫

帯
五
懸

第
五
破

巴

三

七



瑚

痢

鞘
五
億

第
五
紙

聖

四

八

び
寧

遠

の
摺
字

義

用
し
た
も
の
で
,
司
馬
遷
が
史
記
を
苧

-呼
に
-
項
羽
が
秦
を
破
っ
て
功
労
あ
る
-
の
な
ま

と
す
る
に
皆

か
.
項
羽
以
下
皆
な
某
王
と
し
某
虞
に
都
す
と
い
ひ
'
皇
帝
の
屑
虞
と
し
て
区
別
せ
学

化
だ
こ
と
が
明
t

か
で
あ
る
｡

顧
炎
武
の
日
加
備
(撃

章

1)
に
都
を
考
琵
し
て
､
王
春
が
碓
陽
を
新
宝
の
棄
却
と
し
長
安
を
関
都
と
し
,
後
位

之
に
因
り
蓬
に
古
の
下
邑
の
名
が
今
代
京
師
の
枕
と
な
っ
た
と
い
っ
た
の
は
此
の
用
静
の
塵
蓮
を
明
に
し
た
創
見
で

あ
る
○

蓋も

築

城

市

餌

都
が
城
壁
あ
る
邑
た
る
関
係
か
ら
考

へ
て
面
白

い
の
は
ビ

エ
ツ
へ
〝

の
国
民
握
済
成
生
諭
の
発
十
牽
五
千
年
間
の

大
都
市
型
式
讐

p
此
に
記
載
し
1J
西
並
及
び
牝
弗
の
未
開
文
化
時
代
か
ら
P
大
抵
武
力
を
用
ゐ
て
征
服
者
の
造

っ

た
骨
称
が
此
の
型
式
を
成
し
p
サ

;

抄
摸
中
に
嘘
地
と
-

た
も
の
も
､
憲

ロ
ン
､

11
ネ
ブ

毒

の
メ
ソ
雷

ミ
ア
爾
河
問
の
平
野
に
鼎
u
を
讐

も
の
も
,
支
部
の
王
城
と
大
同
小
異
で
あ
る
0
前
に
讐

蒜

王
の
聾

心
を
成

就
す
る
蕎
め
に
周
公
の
造
っ
た
大
邑
成
周
は

｢
城
方
千
七
軍

手

攻
,
邪
方
七
十
雪

南
異
字
洛
水
,
北
国
菅
井
山
p

以
満
天
下
之
大
湊
｣
と
い
ひ
ー
妄

里
以
上
の
王
城
の
外
に
外
郭
を
携
ら
し
･
そ
の
面
蒲
は
少
-
も
五
十
方
里
位
あ

っ

た
か
と
想
は
れ
る
0
之
を

へ
Ⅴ
ド
-
ス

の
記
載
し
た
力
中

手

ス
タ
デ
ィ
ブ
五

〇
〇
方
肝
の

11
J,t
ブ
ヱ
に
比
す
れ
ば
-



殆
ん
と
二
槽
の
面
接
を
有
す
る
の
.P
あ
る
C)

地
中
甑
文
化
氏
族
乗
職
雁
喝
等
の
問
に
行
ほ
れ
た
都
市
に
擁
ら
し
た
城
壁
の
構
造
に
関

し

て

は
､
羅

馬
時
代

の

V
itruvius
の
建
具
諭

V

i
t
r
u
v
i

us
‥宣
arci
V

l
t
r
u
v
].i

P
olt叫o
n
is

d
e

A

rch
itecraL
ibr
i

d
e
c
e
m

(
t
h

e
T

en
books
o
n

A

rch
itectu
re
.

E
n
g
l,
t

r
ansi･
by

M
.
H
･
M
o
r
g

a

n
.
H
a
rv21･d
U
n
7'V
.
P
r
･

)914
)

に
詳
細
に
記
載
さ
れ
､
戦
国
時
代
に
支
部
に
行
ほ
れ
た
桝
に
関
す
る
墨
子

∽
記
載
と
共
に
'
東
田
爾
文
化
地
域
に
於

け
る
都
市
を
研
究
す
る
も
の
1
大
に
参
考
す

べ
き
も

の
で
あ
る
｡

外
敵
の
防
兜
を
目
的
と
し
て
造
ら
れ
た
此

の郎
き
市
街
地
は
酉
洋
で
は
中
低
に
行
は
れ
､
絹
過
の

一三

ル
ン
ベ

ル

グ
の
如
-
今
餌
は
原
形
を
存
し
､
骨
腫
と
し
て
は
巴
厘
が
最
も
駅
大
な
る
そ
の
例
で
か
る
｡
家
並
で
は
支
那
朝
鮮
に

最
近
ま
で
行
は
れ
､
支
那
の
雁
州
繰
治
丑
-
城
を
成
し
'
且
つ
そ
の
形
状
が
南
北
に
延
び
た
長
方
形
t･4
る
場
合
が
多

い
O
そ
の
最
も
贋
大
な
の
は
北
京
で
､
南
北
に
長

い
内
地
と
東
西
に
長

い
外
地
か
ら
成

り
立
ち
'
大
な
る
城
門
を
通

じ
て
出
入
す
る
外
な

い
こ
と
は
二
千
鎗
年
の
告
と
塵
ら
ぬ
O

此
の
型
式
を
そ
の
ま
1
輸
入
し
花
の
が
奈
良
(平
城
)東
都
(平
安
)
簡
京
の
都
市
計
轟
で
あ
っ
て
'
奈
良
は
盆
-
読

腰
に
蹄
し
て
原
形
皆
留
め
ね
が
､
豪
邸
の
み
は
そ
の
左
京
が
今
の
方
略
状
の
規
則
正
し
い
市
街
地
に
萄
観
の

1
部
を

存
し
て
ゐ
る
0
然
れ
ど
も
此
等

の
都
市
に
練
ら
し
陀
垣
は
大
陸
に
於
け
る
介
旗
の
寝
入
に
脅
か
さ
れ
る
危
険
の
な
い

人
文
地
租
啓
上
よ
=
搬
た
る
日
水
の
都
市

発
五
啓

発
五
鵬

四
蒜

九



地

球

沸
五
額

輝
五
戚

空

列

叫0

日
本
に
何
等
の
防
御

の必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
'
決
し
て
彼
に
見
る
即
き
大
規
模
の
築
城
で
な
か
っ
た
O
此
の
鮎
は

奈
良
平
野
そ
の
他
の
僚
里
皇

統
け
柁
混
跡
の
村
落
が
垣
内
式
村
落
と
し
て
現
存
す
る
の
か
ら
推
せ
ば
､
平
安
朝
以

前
の
国
府

の
所
番
が
ま
た
大
陸
の
府
州
頼
治
の
如
き
小
郡
申
即
ち
築
城
市
街
地
の
型
式
に
従
つ
た
で
あ
ら
-
と
想
は

れ
る
が
.
同

一
の
理
由
で
立
派
な
城
壁
な
ど
を
設
け
な
ん
だ
も
の
と
見
え
､
何
塵
に
も
そ
の
遺
跡
を
認
め
る
こ
と
が

刑
塞
哩
.･.I

抑

J･-
城
壁
の
形
と
之
を
組
立
る
材
料
と
の
間
に
は
白
か
ら
離
れ
難

い
開
係
が
あ
る
も
の
で
p
メ
ソ
ポ
タ
ミ
や
支
那

の
如
き
平
地
に
過
っ
た
都
市
で
は
石
材
に
乏
し

い
満
に
軟
銅
も
煉
瓦
が
敏
明
さ
れ
て
之
に
代

わ
､
そ
の
規
則
正
し
い

方
形
が
城
壁
の
形
に
も
な
る
.の
が
潜
熱
の
順
序
で
'
之
に
反
し
て
自
然
石
,<qJ用
ゐ
得
る
山
地
で
は
朝
鮮
の
城
壁
の
如

-
不
弛
な
閲
味
を
鼎
び
た
城
壁
の
抽
廓
も
生
ず
る
の
で
あ
る
｡
日
本
の
古
代
で
は
防
軸
の
必
聾
か
ら
造
っ
た
城
壁
の

遺
跡
は
塾
-
堤
-
p
東
北
産
略
に
曹
っ
て
蝦
夷
奄
族
の
居
た
奥
明
に
設
け
た
も
の
が
棚
で
あ
っ
た
の
か
ら
推
せ
ば
怒

ら
-
は
大
陸
の
如
き
築
城
は
行
は
れ
な
ん
だ
か
も
知
れ
ぬ
｡
何
盛
か
園
府
叉
は
閲
衛
の
遺
跡
を
詳
細
に
調
査
し
て
そ

の
儀
形
を
確
如
し
た
い
も
の
で
あ
る
｡

此
の
如
き
都
市
化
る
こ

と
疑
筏
き

一
例
は
堺
播
な
る
こ
と
は
前
嘉
に
地

べ
た
か
-
ー
そ
の
時
色
は
恕
壕
の
遺
跡
が

山明
瞭
に
保
拝
さ

れ

て
る
鋸
に
あ
る
0
固
縛
な

ども
恐
ら
-
は
何
か
此
の
.即
き
郷
色
が
認
め
ら
れ
る
L･4
ら
ば
案
外
容
易



に
暑
い
輪
仙脚
か
J追
跡
し
得
る
で
あ
ら
,フ
〇

四
p
城

下

町

此
の
醐
き
郡
邑
の
升
挙
げ
決
定
す
る
築
城
と
趣
を
異
に
し
た
も
の
は
｡
地
方
大
小
名
が
剤
韓
に
よ
-
戦
囲
時
代
以

彼
に
推
逢
し
た
城
下
町
と
呼
ぶ
べ
き
都
邑
で
あ
る
｡
此
の
型
式
は
大
は
江
戸
名
古
屋
そ
の
他
の
諸
大
名
の
層
戚
あ
る

も
の
か
ら
P

一
二
閣
石
の
小
筒
供
の
,城
下
に
至
る
閲
に
大
小
の
差
等
の
著
し
い
の
は
勿
論
で
あ
る
が
､
そ
の
固
有
の

性
質
は
天
守
閣
本
丸
介
廓
か
ら
成
っ
陀
地
産
従
士
の
層
宅
を
囲
む
城
地
と
之
を
絞
っ
た
商
工
人
の
郎
街
地
と
か
ら
成

立
つ
こ
と
で
あ
る
｡
戚
そ
の
も
の
は
幾
つ
か
の
方
形
を
組
合
せ
た
多
角
形
の
輸
廓

哲
有
す
る
も
､
之
に
附
随
す
る
市

街
地
の
形
状
は
土
地

の状
況
如
何
に
よ
っ
て
種
々
錐
多
で
あ
る
な
免
れ
指
い
の
智
常
と
す
る
｡

城
下
町
の
位
聡
を
決
定
し
た
ま
要
覧
園
子
は
要
害
即
ち
戦
略
地
理
挙
上
の
地
形
で
あ
る
O
鎌
倉
幕
府
時
代
の
地
方

家
族
足
利
氏
の
足
利
､
餅
旧
氏

の太
甲
∽
酬
-
背
面
に
山
を
負
ふ
た
簡
硯
は
屋
形
を
作
っ
て
ゐ
陀
に
過
ぎ
花
ん

だら

し
く
､
範
囲
怖
代
以
後
に
築
城
術
が
長
足

の
進
歩
史
成
し
て
今
日
彪
々
に
見
る
桝
の
城
下
町
の
敏
速
お
産
げ
ね
の
で

あ
る
0
此
の
間
に
山
地
の
地
形
を
利
用
し
た
山
城
か
･1-
平
地
に
多
大
の
人
工
智
費
し
た
平
城
に
進
歩
し
て
都
市
の
生

長
を
許
す
に
至
つ
た
が
'
そ
れ
で
も
問
は
平
地
に
陀
立
-

柁
小
丘
に
天
守
閣
を
設
け
て
平
地
を
嘱
制
し
得
る
の
地
利

を
占
め
ん
と
し
た
揚
倉
が
多
い
r･'
姫
路
和
歌
山
の
如
き
は
そ
の
好
例
で
'
怒
ら
-
は
雄
此
の
み
を
留
め
た
安
土
城
に

人
文
地
租
挙
止
よ
り
潮
i
lろ
日
本
の
都
市

部
五
懇

沸
五
紙

四
芯

岬

弼



地

球

第
五
啓

発
五
紙

聖
八

〓

叫

濫
解
し
LJ
も
の
で
あ
ら
-
0

容
易
に
徒
渉
し
難
い
河
施
も
亦
陀
防
熱
線
と
し
て
戦
略
上
寛
大
な
る
窓
轟
を
布
す
る
か
ら
'
之
を
利
用
す
る
=
と

が
逸
走
の
目
安
と
な
る
の
が
常
然
で
'
今
日
城
下
町
に
は
此
の
鮎
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
｡
関
東
平
野

の
水
声
は
平
坦
eIb地
勢
の
盛
で
佐
か
に
那
珂
川
と
千
池
沼
と
の
間
の
基
地
を
利
用
し
た
そ
の

7
例
で
あ
る
O

鵠
多
の
城
下
町
中
大
版
と
東
京
と
は
凋

む
そ
の
日
本
最
大
の
都
市
た
る
の
み
な
ら
ず
､
そ
の
市
街
地
の
成
立
の
根

底
に
於
て
他
の
城
下
町
と
垂
-
趣
を
輿
に
し
､
且
っ
舶
互
の
間
に
も
著
し
い
差
異
が
あ
る
｡
大
阪
は

一
健
の
洪
積
層

姦
地
の
天
王
寺
の
北
に
突
出
し
て
淀
川
に
臨
ん
だ
要
害
に
煉
っ
て
造
ら
れ
tJ
石
山
寺
か

ら出
馨
し
､
そ
の
四
方
に
党

方
形
に
近
い
幾
つ
か
の
升
城
濠
を
設
け
て
平
安
京
に
近
い
格
子
状
の
市
街
地
を
畿
生
し
､
河
海
運
酒
交
通
の
倍
を
併

有
し
て
路
に
現
状
に
逢
し
'
豊
臣
秀
吉
の
大
陸
教
展
の
偉
樹
を
も
勉
さ
し
め
化
O

東
京
市
街
の
之
と
著
し
-
形
状
を
典
に
す
る
の
は
澗
軍
の
居
城
を
大
中
心
と
し
た
介
に
'
諸
大
名
邸
が
そ
の
周
囲

に
配
置
さ
れ
て
各
小
中
心

hLJ成
L
P
他
の
城
下
町
の
異
心
的
㍍
る
に
射
し
多
心
的
L.6
る
が
蕎
め
'
大
邸
宅
を
囲
ん
で

そ
の
間
園
に
町
屋
が
出
家
で
､
大
阪
の
格
子
状
市
街
に
劃
し
て
挽
き
日
の
目
状
の
如
き
政
射
状
の
市
街
を
成
す
に
至

っ
た
の
で
あ
る
｡
此
等

の大
邸
宅
の

1
都
は
早
-
開
放
さ
れ
て
住
宅
地
と
な
っ
た
が
p
経
営
御
用
邸
官
簡
単
校
数
鹿

野
園
使
臣
館
辞
に
償
翰
廓
の
1
都
を
留
め
､
都
市
計
轟
の
蓬
行
に
頗
る
国
難
な
る
現
状
を
成
し
て
ゐ
る
tj

城
下
町
の

1
地
方
に
於
け
る
地
理
的
位
置
は
封
建
時
代
か
ら
地
方
行
政
の
中
心
た
る
歴
史
を
有
し
､
大
薄

物場
食



ほ
名
魯
屈
金
湘坪
仙
毒
贋
島
等
の
如
-
三
層
年
前
か
ら
山肌
に
立
派
L･4
郡
市
を
成
し
､
維
新
以
後
行
政
軍
事
商
工
業
等
の

中
心
と
し
て
更
に
十
商
乃
至
数
i
･
端
の
大
都
市
に
敬
遷
し
た
も
の
が
あ
る
｡

之
に
反
ん
で
此
の
如
き
大
中
心
の
存
立

に
不
徳
皆
で
､
小
薄
に
爪
分
し
た
大
分
宮
崎
両
膝
の
酢
き
盛
で
は
今

問
は
五
萌
以
上
の
都
市
が
出
家
ぬ
場
令
も
あ
る
｡

故
に
日
本
の
都
市
中
に
於
で
城
下
町
は
最
も
重
要
茂
る
も
の
で
う
そ
の
歴
史
的
袖
係
を
無
税
し
て
は
人
口
東
食
の
手

槍
を
了
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
｡

最
後
に

l
言
せ
ね
ぼ
な
ら
撃

)
と
は
城
下
町
の
封
建
時
代
三
百
年
間
に
於
け
る
生
長
で
あ
る
｡
平
安
朝
の
果
落
款

の
稀
少
な
-
L
に
比
し
て
豪
族
の
地
方
劉
按
後
に
慨
土
内
の
土
地
を
開
墾
し
野
乗
の
民
口
を
数
枚
し
て
富
弧
の
資
金

を

牧
め
ん
と
努
力
し
た
と
憩
は
れ
る
が
p
穂
川
幕
雁
の
封
建
政
治
の
下
に
卦
興
さ
れ
た
限
ら
れ
た
る
領
土
の
富
源
を

種
皮
ま
で
開
磯
せ
ん
と
す
る
傾
向
甚
だ
し
-
花
っ
て
'
周
約
的
農
業
が
遺
憾
な
-
普
及
し
た
｡
大
名
の
灸
秤
石
高
と

そ
の
欝
収
入
と
の
間
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
を
常
と
L
t
そ
の
或
る
も
の
は
織
豊
両
氏
の
分
配
常
時
面
積
の
正
確
な

測
定
を
秋
い
た
の
に
蹄
因
す
る
は
勿
論
な
る
も
う
そ
の
大
多
数
は
分
封
後
の
鋭
意
経
営
し
た
結
果
大
に
凝
展
し
た
も

の
で
あ
る
｡

城
下
町
の
考
察
は
詳
細
に
捗
れ
ば
何
は
此
の
介
に
種
々
の
面
白
-
且
つ
有
益
な
る
軍
資
が
あ
る
が
'
暫
-
虎
に
て

7
-rhP
攻
に
他
の
要
因
に
ょ
つ
て
起
る
都
邑
智

1
着
す
る
｡

人
文
地
抑
沸
上
よ
り
瓢
iI
る
日
本
の
都
市

発
光
懸

第
五
蚊

空

地

≡

品


