
地

瑚

第

五
巻
第

六
競

大
正
十
五
年
六
月

言

人
文
地
理
挙
上
よ
り
観
た
る
日
本
の
都
市

へ下
)

小

川

療

治

五
､
市

場

町

イ
チ

人
口
の
衆
今

で
椅
遊
し
都
邑
の
成
立
を
確
定
す
る
の
は
霞
麟
関
係
で
'
生
産
品
の
交
換
の
必
要
か
ら
生
･じ
た
市
は

何
れ
の
文
化
民
族
に
も
あ
っ
て
'
農
村
の
問
に
澄
漕
中
心
YJ
な
っ
て
都
市
に
登
蓮
す
る
の
で
あ
る
｡
故
に
前
条
に
述

べ
た
如
き
地
方
の
行
政
軍
事
等
の
関
係
か
㌃
古
-
費
逢
し
た
都
市
と
錐
も

小
南
に
は
雌
の
如
き
経
済
生
活
の
活
動
を

膿
蔚
し
得
る
や
否
や
が
そ
の
盛
衰
を
決
定
す
る
｡

カ
ル

T

ガ

ツ

パ
イ
イ
チ

ア

･1

ク
ヮ

卒
安
朝
里

別
の
市
に
関
し
て
は
此
紳
朝
の
樫

市
'
雄
略
朝
の

餌

香

市
'
武
烈
朝
の
柘

相

市

'

敏
達
朝
の
阿

斗

桑

市

等
が
あ
っ
て
奈
良
朝
ま
で
庶

い
た
と
の
柴
(誹
太
郎
)文
撃
士
の
説
に
徒

へ
ば
'
古
-
か
ら
此
の
如
き
小
経
済
的
中
心

が
市
に
よ
っ
て
出
家
た
こ
亡
を
想
像
し
得
る
｡
然
れ
'Ju
も
そ
の
都
市
ビ
し
て
の
形
態
を
復
原
す
る
手
が
か
ら
ご
な
る

材
料

の
乏
し
い
の
が
遺
憾
で
あ
る
｡

平
安
朝
の
図
指
の
所
在
地
で
今
何
は
都
市

｣ヾ
し
て
連
綿
}J
存
立
す
る

1
例
に
越
前
武
生
町
が
あ
る
O
此
の
南
北
に

人
文
地
理
挙
上
よ
り
胡
Li
ろ
円
本
の
都
市

五
重



地

球

第
九
啓

発

六

扮

告

E
)

こ

延
長
し
た
市
街
中
央
の
大
漁
に
流
水
あ
る
確
か
･J通
じ
､
そ

の
両
側
が
道
路
ど
な
っ
て
て
ゐ
る
0

政
の
型
式
は
内
田

(寛

二
丈
嘩
ま
に
従

へ
ば
東
海
道
そ
の
他
の
大
田
濃
に
雷
る
村
落
に
往
々
今
綿
は
残
存
L
t
駄
蹴
(牛
馬
)
が
運
輸
交

通
の
重
要
機
関
で
あ
っ
た
徳
川
幕
府
時
代
の
面
影
で
あ
る
｡
然
れ
ど
も
奈
良
申
安
南
朝
ま
で
滞
っ
て
も
同
じ
機
関
が

け
T,ヤ

行
ほ
れ
て
p
輝
が
交
通
路
の
停
留
鮎
ど
な
っ
て
ゐ
吾
の
で
あ
る
か
ら
P
恐
ら
-
は
今
の
武
生
町
に
見
る
如
き
型
式
が

地
方
の
程
鰐
中
心
た
る
市
の
丑

っ
邸
邑

1
娘
に
行
ほ
れ
て
ゐ
た
ら
う
ど
想
像
さ
れ
る
｡

満
が
都
邑
の
成
立
を
促
が
し
写

)
だ
が
地
名
に
明
か
に
示
さ
れ
る
例
は
二
日
市

ハ筑
前
)
三
日
市

(越
中
)
四
日
市

(伊
勢
p
豊
後
)五
日
市
(武
蔵
)六
日
市
(越
後
)七
日
市
へ石
見
.
越
後
.
羽
後
)八
日
市
(
涯
江
'
下
線
)十
日
町

(越

後
p
古
志
.
中
魚
沼
1)
等
s
L揚
合
に
見
る
所
で
'
多
言
す
る
ま
で
も
な
-
薄
日
を
定
め

1
定
の
蟻
塵
に
附
淀
の
農
民

が
集
る
習
慣
が
続
い
て
終
に
漉
派
な

一
地
方
の
荘
槽
中
心
}J
し
て
都
邑
に
散
超
し
た
の
で
あ
る
.
然
れ
ど
も
此
の
如

き
小
中
心
が
大
き
な
郡
市
に
生
長
す
る
に
は
廉
-
遠
方
か
ら
貨
物
の
焦
醸
し
得
る
交
通
の
使
あ
る
こ
E
が
必
要
で
.

罫
な
る
腰
村
中
の
市
協
た
る
の
で
は
太
市
術
に
は
な
り
得
ぬ
｡
伊
勢
海

の撃
砕
た
る
四
日
市
を
除
い
て
は
数
溝
の
人

口
を
有
す
る
も
の
が
何
日
市
だ
い
ふ
も
の
に
見
懲
ら
ぬ
の
は
雌
の
囲
係
に
職
由
す
る
}J
想
は
れ
る
｡

僻
は
市
域
の
存
在
を
示
し
た
地
名
に
は
古
市
今
市
等
の
如
-

1
地
方
に
二
つ
以
上
の
市
域
が
順
次
揖
凍
死
経
路
を

語
る
も
の
が
あ
る
の
は
面
白
-
.
政
等

り郡
邑
に
就
い
て
詳
ら
か
に
調
べ
た
な
ら
ば
種
々
の
有
益
な
陛
漕
史
上
の
顔

料
が
静
見
さ
れ
る
こ
b･J
ゝ
倍
ず
る
｡



自
分
の
尊
て
見
た
市
場
町
の

叫
例
は
豊
後
観
i<
野
郡
三
軍
町
で
'
雌
の
山
間
の
小
満
術
は
奥
野
の
長
者
淡
,焼
小
五

郎
S
l長
者
倦
寵
ご
閤
聯
し
た
麗
源
に
頗
る
古

い
蟻
所
で
あ
る
｡
三
東
町
は
臼
杵

か
ら
西
南
約
六
里
芋
の
距
畔
に
在
る

阿
蘇
熔
岩
の
造

っ
た
印
陵
問
の
小
年
地
で
p
竹
m
臼
杵
問
で
締
著
し
い
地
方
匪
酒
の
中
心
{%･)成
し
て
ゐ
る
｡
此
の
市

域
の
起
源
を
語
る
体
現
で
は
邸
か
ら
玉
津
姫
が
此
底
に
夫
た
る

べ
き
男
を
尋
ね
凍
っ
て
小
五
郎
の
要
ど
な
･cJ

炎
蟻

を
潜
む
問
に
黄
金
を
散
見
し
た
の
で
長
者
だ
な
つ
た
と
い
ふ
｡
而
し
て
未
婚
の
信
仰
で
得
た

1
人
娘
般
若
胎
の
婿
揮

び
に
皆
Jil
P
そ
の
L焼

栗
の
名
を
聞
き
敏
建
天
皇
の
皇
子
用
明
天
蓋
が
革
苅
男
'fJ
t
ib
つ
て
凍
て
居
て
三
重
の
於
原
の
洗

鏑
梅
に
絶
技
を

不
し
て
婿
･/J
な
っ
た
だ
い
ひ
'
こ
の
般
若
姫
の
父
母
Y)娘
の
信
心
で
臼
杵
の
酉

1
里
竿
の
深
田
に
満

月
等
を
麗
し
p
阿
蘇
熔
岩
の
郁
腹
に
鍵
熊
石
僻
数
十
躯
を
刻
ん

だど
い
ひ
'
こ
の
長
者
が
支
那
か
ら
簡
蒸
し
空
荷
何

が
蓮
城
法
師
で
二

二
重
市
域
に
も

一
馬

の
寺
,{q･)起
し
た
,,)
い
ひ
'
石
俳
寺
院
及
び
長
者
の
年
代
を
栄
良
朝
以
前
に
在

ち
.JJ
L
で
棚
数
の
円
本
波
雄
の
先
願
が
此
虜
に
発
づ
遷
し
た
だ
し
て
ゐ
る
.

然
れ
''M
も
深
田
看
価
は
石
の
膨
釧
YJ
し
て
日
本
に
比
頬
な
き
傑
作
で
は
あ
る
が
.
そ
の
横
式
は
大
分
市
南
国
分
寺

遺
蹟
に
近
い
岩
屋
等
栗
師
そ
の
他
の
摩
崖
諮
桃
に
比
し
て
新
ら
し
-
.
卒
安
朝
初
期
以
上
に
は
槻
-
得
な

い
も
の
で

嘉
永
承
安
の
紀
布
部
あ
る

山
石
S
･五
輪
塔
三
基
の
馨
見
に
ょ
-
平
安
朝
末
期
(..%
家
時
代
)
に
磨

い
て
鎌
倉
時
代
に
及

ぶ
間
に
作
ら
れ
た
も
め

｣ヾ
想
は
れ
へ
絶

っ
て
市
場

の頓
醍
た
る
大
野
郡
の
閑
静
も
亦
た
申
安
胡
以
前
ま
で
は
朔
-
得

な
い
｡

J
文
地
況
中
上
よ
:
湖
il
t･C.日
本
の
都
市

琶
五
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球

弟
五
番

第

六
鵬

萱

八

四

政
の
場
合

に
叢
も
注
意
さ
れ
る
の
は
深
田
石
桃
の
横
式
が
研
江
省
杭
州
酋
湖
に
英
越
王
曙
氏

の作
っ
た
零
隙
の
有

価
に
相
似
す
る
鮎
で
.
内
藤
湖
南
博
士
が
自
分
の
初
め
て
静
鬼
し
た
際
に
嘉
鷹
の
拓
本
字
憶
が
衆
人
の
手
に
成
っ
た

ら
し
い
ざ
い
ほ
れ
た

の
も
､
曲
の
石
俳
が
大
分
の
唐
代
洛
陽
龍
門
の
嘉

棚
の
様
式
を
俸

へ
た
る
に
反
し
.
南
支
那
だ

望
宰
迫
が
晩
唐
五
代
北
東
の
問
に
行
は
れ
需
給
左
た
る
こ
亡
で
あ
る
｡
是
か
ら
平
安
朝
に
入
っ
て
中
央
政
府
の
遣
唐

使
榊
が
燈
さ
れ
た
後
に
九
州
東
岸
か
ら
の
直
接
変
通
が
連
綿
だ
宿
ほ
れ
て
t
TTT
Lii杵
が
そ
の
粟
津
yJ
な
-
更
に
奥
地
に

こ

の
海
外
負
易
を
脅

か､
長
者
が
居
た
こ
宇
野
推
測
せ
し
め
る
に
足
-
.
桂
城
寺
所
蔵
の
姫
の
特
価
ビ
耕
す
る
六
朝
小

鍍
金
俳
及
び
秘
価
千
手
観
世
音
の
如
き
も
P
陸
奥
金

色
革
は
F',,,
の
豪
華
で
は
な
-
ど
も
.
食
餌
の
採
掘
}J
海
外
貿
易

だ
で
九
州
の

7
隅
に
他
の
地
方
に
放
し
て
著
し
-
繋
兜
に
誇
っ
た
豪
族
の
紬
念
物
だ
な
っ
て
ゐ
る
.

興
野
長
者
の
鑑
幣
止
の
勢
力
圏
が
虞
か
つ
た
こ
だ
は
般
若
姉
が
周
明
天
恵

の竃
に
庇
じ
て
海
路
東
上
L
t
途
中
周

防
柳
井
津
に
立
寄
-
､
そ
の
持
俳
が
伊
扱
高
厳
に
滞
著
し
た
.fJ
い
ふ
の
に
明
か
で
p
柳
井
津
の
西
の
暇
著
等
に
長
者
後

背
の
建
て
た
石
碑
を
樽

へ
.
高
藍
の
大
山
寺
に
は
長
者
堂
が
残
っ
て
.
侍
説
の
各
-
の
虚
構
な
ら
撃
で
語
っ
て
ゐ
る
E?

こ
の

7
例
は
有
価
研
究
の
･副
産
物
w
L
て
中
萱
朝
の
問
に
閑
静
さ
れ
た
地
方
経
済
史
料
の
敏
隅
を
補
ひ
得
た
ビ
同

時
に
'
地
方
の
市
域
が
決
し
て
嘩
硯
す
可
ら

ざ
る
意
義
を
有
し
た
こ
亡
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
此
の
か
-
倦
説
.
古

蹟
及
び
遺
物
に
関
す
る
醸
史
的
井
に
考
畢
的
の
調
査
は
地
方
に
於
け
る
荘
滑
中
心
の
膝
藍
的
常
連
を
挽
知
す
る
手
段

ど
な
-
得
る
の
で
あ
る
か
ら
人
文
地
珊
挙
上
の
研
究
に
常
-
之
に
注
意
す
る
こ
yJ
は
決
し
て
無
意
議
で
あ
る
ま
い
e



犬
p

鳥
居
止別
町
及
び
門
前
町

ビ
し
て
普
通
の
市
場
町
E
値
別
す
べ
,き
庸
術
が
あ
る
｡
此
の
如
-
榊
撒
及
び
沸
教
ビ
閲
聯
し
て
敏
速
す
る
市
街
の

成
立
す
る
得
路
は
紳
政
の
狸
穐
･jJ
寺
院
の
僚
式
に
多
数
の
信
者
の
潤
秤
の
周
め
に
金
塊
す
る
の
で
臨
時
の
市
域
が
出

窄

叉
吾
常
時
の
凍
寒
者
の
虐
め
に
も
満
座
が
開
か
れ
る
の
に
在
る
は
冨
ふ
よ
で
も
な
い
｡

此
の
如
き
郡
市
の
宜
撃
が
伊
勢
大
翻
宮
に
附
醸
し
て
田
凍
死
宇
治
山
田
で
あ
る
の
は
金
閣
民
信
仰
の
中
心
た
る
関

係
か
ら
の
骨
然
の
結
果
で
･
之
に
次
ぐ
も
の
1
中
琴
票

額
櫨
金
毘
羅
)'
長
野
(善
光
寺

､成
里

杵
築
(
出
雲
大
聖

宇
佐
,太
宰
雁
等
が
著
大
で
､
そ
の
他
の
市
距
地
を
成
し
た
町
村
に
至
っ
て
は
殆
ん
TJ"
枚
鱒
に
暇
な
い
位
に
あ
る
｡

雌
等
の
都
市
に
共
通
な
る
特
色

の
7.
は
紳
政
の
鳥
居
及
び
寺
院
の
門
の
内
外
に
道
路
に
沿
ふ
て
商
店
が
軒
を
並
.I(

て
列
宜
し
p
狭
長
な
る
市
術
地
儀
を
成
す
こ
丘
で
あ
る
｡
そ
の
年
商
同
は
内
外
雨
宮
を
迎
結
す
る
宇
治
山
田
問
の
問

ノ
山
の
場
合
に
見
る
如
-
.
金
-
遠
方
か
ら
凍
集
す
る
盛
話
人
の
宿
泊
だ
そ
の
持
ち
締
る
土
産
物
髪

質
る
巧

田
舎

者
の
耳
目
を
無
し
ま
せ
る
見
せ
物
店
等
が
目
立
っ
て
ゐ
る
｡
信
濃
の
善
光
寺
讃
岐
の
金
毘
羅
等
で
は
そ
の
門
前

(金

捉
確
は
鳥
居
前
)
に

一
直
線
に
雌
の
如
き
商
店
が
漁
連
し
て
揖
水
化
形
勢
は
現
在
の
市
街
圏
に
嗣
然
ビ
認
め
ら
れ
る
.

我
々
は
曲
の
如
-
榊
融
及
び
寺
院
の
存
在
が
成
立
の
原
因

しヾ
な
っ
た
郡
市
を
屈
別
し
て
鳥
居
前
町
及
び
門
前
町
だ

呼
ぶ
を
通
常
だ
考

へ
る
｡

信
仰
の
中
心
が
<
口
集
中
を
起
し
T
魂

市
の
存
立
だ
繁
兜
を
維
持
す
る
は
上
に
轟
げ
だ
如
き
塙
倉
以
外
に
も
屡
々

人
文
地

相蝉
⊥
よ
･J
観
i1
ろ

日
本
の
淋
市

警

七

光



地

封

筏

五

番

乾
山ハ
批

含

八

六

見
る
所
で
'
千
偉
年
以
前
に
首
府
と
し
て
の
意
義
の
消
失
し
た
奈
良
兄
の
凍
北
部
外
に
兼
大
寺
大
棚
だ
蓉
日
和
敵
の

あ
る
褒
め
に
都
市
･fJ
し
て
今
日
ま
で
療
い
た
の
が
そ
の
最
も
著
し
い
例
で
あ
る
｡
環
朝
の
如
き
も
東
西
雨
本
願
寺
}J

北
野
天
刺
が
各
熟
開
襟
る
術
槽
を
成
し
'
前
者
の
門
前
の
棚
泉
尾
及
び
宿
屋
は
市
内
の
他
の
部
分
'J
全
然
異
つ
た
形

粕
を
孝
し
て
ゐ
る
｡

東
豪
郊
外
の
日
課
不
敬
'
新
井
薬
師
'
亀
井
声
天
和
等
が
郊
外
地
に
住
宅
の
密
集
す
る
以
駒
の
一香
港
で
'
他
の
農

村
か
ら
費
逢
し
た
梓
橋
市
術
地
と
異
っ
た
鮎
も
亦
た
著
し
-
'
是
か
ら
推
し
て
江
戸
城
の
昭
雄
た
初
め
の
浅
草
観
音

附
進
の
状
態
が
想
像
さ
れ
て
而
白
い
O

我
々
が
益
に
雌
の
都
市
の
型
式
を
区
別
す
る
動
機
は
明
治
三
十
八
年
の
秋
能
筆
曾
放
行
し
た
際
に
鳳
至
郡
に
門
前

･fJ
い
ふ
大
字
が
あ
っ
て
'
武
減
鶴
見
に
移
晒
す
る
以
前
の
絶
柿
寺
本
山
の
門
前
に
督
-
'
そ
の
魯
式
に
遠
近
か
ら
凍

軍
す
る
善
男
善
女
の
絡
鐸
u
L
で
､
文
字
洩
ら
に
門
前
市
を
成
す
の
礁
祝
を
日
堪
し
た
粧
廟
に
在

っ
て
'
是
か
ら
門

前
町
ビ
い
ム
名
鞘
を
考

へ
着
い
た
の
で
あ
る
｡
藤
田
文
革
土
が
昨
年
の
本
誌
観
葉
欄
に
記
職
し
た
盆
輔
の
歌
は
我
々

は
名
分
若
狭
か
ら
北
陸
の
荷
岸
に
沿
ひ
'
鎌
倉
時
代
の
末
期
に
起
っ
て
南
北
朝
に
下

り
二
倣
峨
山
(鳳
明
祖
師
)
の
振

興
し
た
闇
洞

1
派
の
本
山
始
拝
聾
に
詣
る
航
路
を
示
す
も
の
で
'
五
首
伶
年
前
に
商
符
の
往
復
が
あ
っ
た
記
念
で
あ

ッ

1

･苧
ヂ

る
ご
推
定
し
た
.
著
し
果
し
て
然
--
～)
せ
ば
仇
の
門
前
ビ
そ
の
揖
入
口
の
捲
薦
た

る

創

地

蓮
が
寺
院

｣ヾ
共
に
起
っ
た

地
方
の
控
幣
の
中
心
を
成
し
た
の
で
あ
る
｡



縁
日
の
軒
が
東
京
を
は
じ
め
到
る
庭
の
市
術
に
行
は
れ
'
中
に
は
利
敵
仰
閣
そ
の
も
の
が
併
-
著
名
で
L..
-
て
こ

の
市
あ
る
が
薦
め
に
存
在
の
知
ら
れ
､
｢
紋

日
商
人
｣
の
如
-
縁
日
の
耐
偽
も
亦
た
信
仰
の
目
標
と
し
て
伶
-
構
成
の

な
い
場
合
が
多
い
こ
亡
に
は
注
意
を
要
す
る
｡

長
篠
に
附
加

へ
ね
は
な
ら
ぬ
の
は
明
治
年
間
に
信
仰
が
原
因
ど
な
っ
て
繁
華
互
市
街
が
起

っ
た
著
明
空

例
升
披

市
で
,
こ
の
天
珊
数
骨
の
本
山
に
向
っ
て
全
問
信
者
の
狭
集
す
る
虜
め
に
春
季
汽
串
の
混
雛
は
本
願
寺
塵
-
に
劣
ら

ぬ
盛
況
雪

王

,
脚
兼
に
於
て
も
そ
れ
程
に
重
大
な
ら
ぬ
ま
で
も
河
崎
の
近
傍
に
犬
守
桁
荷
が
粂

わ
始

め
て
か
ら
そ

の
藍

川
<
の
維
沓
が
大
師
金
-
を
凌
ぐ
か
･1J
疑
は
れ
る
に
至
っ
た
の
は
何
人
も
知
る
所
で
あ
る
｡

之
を
要
す
る
に
紳
桃
の
信
仰
が
心
核
ど
な
っ
て
都
市

｡成
苦

る
こ
と
は
射
落
完

納
"
形
式
に
於
て
頻
似
す
る

も
そ
の
駿
浬
は
地
方
的
経
怖
様
相
の
活
動
に
伴
ふ
の
で
あ
る
｡
枚
に
交
通
の
便
否
が
そ
の
繁
発
の
程
度
を
制
限
す
る

‖ノ1Iク

の
は
曹
然
で
,
紳
俳
の
成
徳
利
益
も
従
々
に
し
て
交
通
機
関

21費
蓬
に
よ
っ
七

番
揮
顕
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

七
p
湛

車

間

と
呼
ぶ
べ
き
時
殊
の
市
術
地
が
あ
る
.
是
は
弧
卑

海
水
浴
,
遊
園
･
遊
廓
等
を
倉
む
も
の
で
･
地
方
的
経
済
の

中
心
が
都
雷

成
す
如
-
地
方
人
の
進
燕
の
目
標
-

る
に
足
る
何

か
の
引
力
あ
る
土
地
が
曲
の
如
-
静
達
す
る
｡

況
泉
町

慧
立

は
全
-
地
質
上
品

係
で
決
誉

れ
ろ
も
の
で
,
日
本
に
於
け
る
温
泉
の
湧
出
は
活
火
山
地
方
又

は
火
･;
岩
噴
==
･
-l
地
に
在

る
も

の

が
多
数
を
占
め
る
は
勿
論
で
･
蹄
寓
地
方
の
熱
海
箱
根
伊
香
保
蹄
原
'
九
州
の
別

人
文
f
･･_毒
上
よ
=
勅
を

日
本
の
都
市

王
冠

七
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地

球

第
五
怨

茄
大

鵬

温占

入

ウ
ン

-i
;
!

ン

府
'
温

泉

'

阿
蘇
り
如
き
は
そ
り
舘

!
に
成
し
F
紀
伊
山
陰
北
陸
等
の
諸
況
泉
は
そ
の
麓

二
に
属
し
'
瑚
声
内
海
に

両
す
る
進
横
路
出
撃
は
そ
の
関
係
不
明
な
る
著
し
い
も
の
で
あ
る
が
極
め
て
少
数
で
あ
る
｡

温
泉
の
教
風
の
歴
史
は
年
実
朝
以
前
に
潮
-
得
る
偉
古
い
も
S
が
多
-
p
圏
燕
魔
術
の
幼
稚
な
る
時
代
に
は
現
今

よ
-
も
人
生
に
苛
要
現
さ
れ
て
多
数
の
洛
客
が
凍
英
す
る
か
ら
.
そ
の
成
立
の
着
い
も
の
は
樽
殊
の
市
街
地
を
成
す

の
で
あ
る
｡
道
後
有
掲
等
は
そ
の
好
例
で
.
主
も
な
泉
源
に
設
け
た
浴
蟻
に
混
浴
す
る
習
慣
が
宿
は
れ
.
浴
場
を
中

心
yJ
し
て
宿
屋
及
び
温
泉
尊
に
附
威
し
た
寺
院
(宿
坊
)
が
之
を
園
綾
し
て
ゐ
る
｡
雌
の
如
き
温
泉
に
凍
る
農
民
が
自

ら
米
を
欝
ら
し
て
各
層
す
る
の
で
普
通
族
合
と
薫

っ
た
木
質
の
仕
組
が
出
凍
て
る
域
倉
が
多
い
｡

カ

イ
ケ

此
む
原
型
ビ
著
し
-
典

つ
だ
の
は
近
頃
掘
襲
し
て
開
い
た
弧
兼
地
で
.
伊
豆
長
岡
'
箱
根
張
雁
'
鳥
取

皆

生

等
の

か
-
全
-
文
化
住
宅
か
ら
成
-
p
淘
岸
地
方
に
開
け
た
避
愚
適
意
別
荘
地
yJ
隈
別
な
き
形
船
を
量
し
て
ゐ
る
.

海
岸
に
敏
速
し
っ
ゝ
あ
る
海
水
浴
地
は
偉
道
の
靭
係
か
ら
種
々
の
散
布
式
窺
落
を
成
す
璃
合
が
多
-
p
帝
に
古
-

風
景
の
勝
地
ビ
し
て
名
あ
る
近
畿
の
須
磨
明
石
和
歌
浦
闇
来
り
武
州
食
滞
の
如
き
は
'
熱
闘
な
る
大
都
市
か
ら
近
距

離
に
あ
る
こ
だ
が
そ
の
教
達
の
安
野

で
成
し
'
大
阪
の
南
郊
任
膏
塔
寺
の
如
き
は
極
端
な
馨
蓮
を
な
し
て
p
全
-
港

園
地
か
ら
大
都
市
の

叫
部
に
痩
形
し
っ
ゝ
あ
る
も
の
を
も
認
め
る
｡

遊
賢
の
客
を
引
-
術
燕
地
の
馨
連
す
る
に
皆
-
屡
起
る
の
は
休
憩
飲
食
宿
泊
を
業
だ
す
る
旗
亭
放
合
食
座
数
を
有

す
る
花
柳
術
で
あ
る
.

雌
の
如
き
営
業
が
最
も
古
-
盛
ん
で
あ
っ
た
の
は
伊
勢
盛
り
を
尉
客
だ
し
た
宇
治
山
田
で
あ



っ
て
p
伊
勢
膏
餌
の
劇
曲
に
そ
の
名
残
を
留
め
て
ゐ
る
｡
陶
兼
の
筑
故
山
の
年
限
に
あ
る
筑
波
の
市
術
が
明
滑
年
間

に
至
っ
て
も
僻
は
潜
迫
旅
館

1
戸
の
外
は
貸
座
敷
で
あ
っ
た
の
は
草
野
農
村
か
ら
吟
行
異
地
た
る
開
係
に
職
由
し
た

の
は
同
じ
-
薯
的
な
例
で
あ
る
｡

雌
の
如
き
聴
殊
の
構
造
の
家
屋
は
明
清
以
前
に
は
充
海
送
中
仙
道
の
主
要
宿
曜
の
大
通
-
に
櫛
比
し
て
ゐ
た
が
'

今
は
次
筋
に
消
失
し
っ
～
あ
る
.
熟
れ
で
も
教
場
の
許
さ
れ
る
日
本
の
現
状
で
は
遊
廓
町
な
る
も
の
が
華
粟
町
の
特

殊
の
形
式
ビ
し
て
間
は
春
綬
す
る
牢
で
あ
る
か
ら

三
日
せ
ね
は
な
ら
ぬ
｡

汎
･p
軍
港
野
p

商
港
野
p
編
出
野

都
市
を
人
燕

の荘
碑
的
及
び
政
治
的
機
能
の
静
現
し
た
型
式
･JVJ
し
て
考
察
す
れ
ば
何
は
鼓
に
列
轟
し
た
外
に
互
に

臓
る
薫
っ
た
種
々
の
も
の
が
諦
め
ら
れ
る
｡

軍
事
上
の
関
係
で
蓉
蓮
し
た
鎮
守
府
の
あ
る
奪
略
町
の
如
き
は
数
に
於

て
少
い
が
,
哨
蝶
の
髄
カ
を
維
蒋
静
揮
す
る
に
必
要
な
る
特
殊
の
施
設
が
あ
る
鮎
で
箇
願
の
出
入
の
焼
香
か
ら
剖
-

出
し
た
商
港
だ
異
な
る
は
勿
論
'
そ
の
血

塊
的
位
置
及
び
地
形
も
亦
た
戦
略
だ
関
係
し
て
重
大
な
る
意
義
を
有
し
て

ゐ
る
｡
軍
港
は
時
だ
し
て
間
際
闘
係

の
肇
化
に
伴
ひ
激
挺
す
る
も
の
で
.
欧
洲
戦
零
の
際
に
英
閲
の
大
艦
隊
を
盛
申

し
て
購
逸
海
軍
}J
親.
略
し
た
ス
カ
バ
｡
フ
ロ
ー

ScapI
F
lo
w

の
如
き
は
碇
格
間
の
兼
北
岸
オ
ー
ク
ネ
-
諸
鴫
の
間

に
包
ま
れ
た
開
成

い
水
面
で
'
休
暇
の
頃
に
至
っ
て
そ
の
名
が
厳

か
に
世
鼎
に
著
は
れ
'
而
か
も
現
今
は
再
び
櫨
艇

の
槽
形
を
絶
ち
.
曹
鵬
の
眠
稽
か
な
薦
風
景
に
返
っ
た
こ
.,J
ゝ
想
像
さ
れ
る
Q

人
文
地
規
樹
上
よ
7
捌
ii
ろ
日
本
の
都
市

聖

1

九



地

班

第
LFf懸

第

六

批

芋
h

i
o

之
ビ
金
-
意
鶴
の
異
な
る
も
の
は
大
な
る
程
酒
的
中
心
た
る
陣
内
の
郡
市
又
は
船
舶
の
出
入
に
不
便
な
る
大
都
市

に
伴
ふ
商
港
町
で
あ
る
｡
此
鞘
の
都
市
の
最
も
古
い
の
は
申
安
朝
ま
で
の
難
波
浄
南
北
朝
以
彼
の
堺
港
で
あ
ら
う
｡

現
今

の
円
空

.,J
は
堅

界
に
聖

9
る
横
軍

大
阪
に
封
す
る
神
戸
'
名
古
屋
に
封
す
る
熟
削
等
で
､
そ
の
常
連
は
太
中

心

の
雀
牌
に
舶
施
し
て
進
む
も
の
で
二

二
着
共
に
次
第
に
ま
郡
市
･/J
聯
鎮
し
た
捕
縛
地
に
卑
化
せ
ん
だ
す
る
趨
勢
を

示
し
っ
ゝ
あ
る
｡

鋸
業
は
多
-
は
山
地
に
市
は
れ
る
か
ら
足
尾
小
阪
等
の
如
-
周
遊
の
<
口
数
倉
に
不
便
な
る
事
情
だ
無
関
係
に
鵡

-
得
る
yJ
基
に
.
そ
の
盛
衰
も
亦
た
豊
富
な
糠
床
の
抹
-
載
さ
れ
る
だ
共
に
死
滅
す
る
運
命
を
持

つ
の
で
あ
る
｡
そ

の
最
も
有
名
は
例
は
北
米
ネ
ブ
ダ
州
の
プ
ア
ー
デ

エ
ア
少
,b
チ
-
で
.
神
話
の
如
き

コ
ム
ス
ト
ッ
ク
e
ロ

ー

ド
館
山

の
金
銀
鮒
の
採
掘
で
.
グ

レ
ー
ト
や
べ
.,,h
ソ
の
嘩
原
中
に
突
然
だ
し
て
屠
蘇
桜
の
貞-1
-
出
来
'

7
八
六
四
年
に
は
ネ

.ヴ

.ダ
州
を

一
州
さ
し
て
諏
め
る
ま
で
に
発
わ
た
の
が
'
税
源
の
渦
渇
だ
共
に
再
び
沈
倫
し
て
十

1
南
方
哩
の
全
州
の

人
口
サ
蕎
内
外
に
過
ぎ
ぬ
状
薦
三
仏
つ
た
.
是
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
愈

僻

の敬
鬼
で
栗
わ
始
め
て
'
農
業
が
開

ら
け
頂

い
て
油
田
の
開
発
で
長
足
S
教
務
を
な
し
つ
ゝ
あ
る
･7J
正
反
射
の
現
象
で
あ
る
｡
日
本
で
も
院
内
阿
仁
等
の

徳
川
幕
府
時
代
か
ら
の
諸
館
山
町
は
助
の
如
き
悲
惨
Lj,運
命
を
免
れ
な
か
っ
た
｡

此
の
加
,u
J山
閏

の館
山
町
･tJ
著
し
-
樽
性
を
童
に
す
る
も
の
は
第
三
紀
層
中
に
埋
蔵
さ
れ
た
石
油
及
び
石
英
の
場

合
で
ー
何
れ
も
.ZLjの
分
布
地
域
が
贋

い
購
係
か
ら
'
=
本
の
油
田
の
如
-
渦
渇
し
易
い
も
の
で
も
精
油
蟻
を
宥
す
る



柏
崎
の
加
-
三
十
除
年
間
に
繁
盛
を
増
し
へ
北
海
道
1
億
撃

筑
豊
'
寛
津
二
二
池
等
の
大
盤
田
地
カ
に
至
っ
て
は

現
在
の
か
-
衆
僧
だ
探
求
肇
の
比
率
が
採
算
を
困
難
な
ら
し
め
る
軍
備
あ
る
に
閉
ら
ず
'
閉
=-
す
る
も
の
は
戦
時
好

況
時
代
に
勃
興
し
た
小
規
模
の
衆
坑
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
現
状
で
あ
る
｡

洪
鋸
町
の
面
白
い
代
表
者
は
三
池
泉
田

の大
命
=
誉

｣
山

口
螺
の
宇
部
市
で
あ
る
｡
前
警

秀

家
の
大
規
模
｡
探

衣
雷

の
下
に
内
地
最
大
衣
坑
に
費
逢
し
た
1
に
p
紡
機
説
蛤
製
錬
等
の
工
業
も
興

っ
た
の
で
海
岸
の

二
<
市
街
だ

な
り
,
寛
洋
の
カ
ー
言

も
い
ふ
･,(
き
石
炭
精
出
港
を
兼
ね
て
雷

｡

宇
部
苗
は
三
池
兼
に
比
し
て
衆
贋
劣
-
庚
EE

A,)
し
て
S
償
伯
は
必
や
し
も
優
良
な
き

J
は
い
へ
ね
に
拘
は
ら
で

農
村
が

表

し
て
市
制
を
放
き
縛
る
ま
で
に
敬

連
し
た
｡
そ
り
径
路
は
塾
-
村
民
等
の
協
刑

表

し
た
曙
牲
心
で
窮
坑
の
提
督
が
成
功
し
,
終
に
立
派
な
る
市
政
を

宿
ひ
っ
～
あ
る
さ
い
ひ
･
日
本
の
都
市
に
北
由

な
る
戴
多
の
弊
害
に
超
越
し
た
模
範
的
都
市
が
衆
蟹
地
方
に
費
逢
し

た
奇
投
写

心
は
賓
に
快
心
に
城

へ
ぬ
｡

紡
轡

品

他
の
土

業
に
､-

繋
栗
す
る
都
市
は

議

し
て
工
業
町
ビ
い
ふ
べ
き
も
の
で
p
近
年
各
地
方
の
郡
市
に

し
て
荷
-
も
餓
道
及
び
汽
船
の
交
通
勅
使
あ
る
鹿
に
は
何
等
か
の
工
蟻
を
見
ざ
る
な
き
の
状
況
を
墨
し
二

々
之
を

隔
別
す
る
の
繁
に
桃

へ
ぬ
｡
そ
の
中
最
も
お
き
は
紡
精
工
接
で
あ
っ
て
･
是
は
原
料
の
運
搬
が
比
較
的
に
容
易
で
あ

る
か
ら
P
動
力
だ
称
働
薯
を
得
る
の
便
あ
る
鹿
に
エ
蟻
が
設
け
ら
れ
て
,
璽

望
月
阪
に
先
.品

ハ
つ
に
工
業
が
吹
窮
に

地
方
化
し
て
宿
き
つ
Jn
あ
る
特
典
で
あ
る
｡

人
文
仙
班
壁
上
よ
り
親
JX
ろ
日
本
の
都
市

n

IL1

1
1

1



地

球

第
託
せ

第
六
既

望

四

二
叫

唯

7
つ
陸
別
す

べ
き
も
の
に
牧
童
町
が
あ
る
｡
是
は
近
畿
の
灘
東
郷
だ
閣
兼
の
野
田
及
び
銚
子
の
笹
洲
亡
の
雨
醸

造
業
地
に
見
る
所
で
'
前
者
は
酉
ノ
宮
浦
の
戎
翻
乱
に
因
み
て
宮
水
ビ
郡
す
る
惟
酒
に
適
す
る
滑
水
の
務
出
す
る
だ

瀬
戸
内
海
の
海
運
が
宙
-
か
ら
煙
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
金
属
に
冠
絶
す
る
博
樹
を
生
産
す
る
の
で
あ
る
J
開
束

の醤

油
醸
造
業
は
之
ĵJ
鹿
を
薫
に
し
'
純
然
た
る
腰
慮
工
業
が
水
田
少
-
し
て
穿
大
豆
三
重

産
額
の
多

い
大
卒
野
に
典
つ

た
も
の
で
.
紀
伊
蕗
漆
の
隣
村
頗
村
漁
民
の
九
十
九
鬼
畜
移
住
者
が
湯
浅
醤
油

り性
造
法
を
樽

へ
て
漁
港
銚
子
で
そ

の
製
造
滋
･J始
め
て
'
路
に
金
閣
に
供
給
す
る
盛
運
を
開
い
た
の
で
あ
る
｡
而
し
て
こ
の
商
工
業
が
共
に
日
本
の
樽
銃

的
工
業
で
他
の
土

業
の
外
凍
影
響
を
受
け
ず
に
静
蓮
を
甫
け
得
た
柿
な
例
ビ
し
て
面
白
い
｡

日
本
の
郡
市
は
現
に
術
は
れ
つ
ゝ
あ
る
都
市
計
毒
の
賓
現
に
よ
り
形
粕
の
政
韓
を
見

ん
だ
す
る
楠
機
に
在
る
｡
露

に
記
載
し
た
都
市
成
立
の
起
源
の
和
典
だ
そ
の
蓉
蓬
を
交
配
し
た
事
情
ど
の
現
在
都
市
の
形
相
に
輿

へ
た
特
色
が
如

何
に
抹
殺
さ
れ
行
-
か
ほ
翠
な
る
興
欺
あ
る
<
文
地
理
壁
上
の
問
題
た
る
に
止
ら
ず
し
て
p

一
般
鮭
牡
の
人
士
も
亦

吾
留
意
熟
考
す

べ
き
所
が
あ
ら
う
ど
信
す
る
｡
(
完
)


