
-

一ttf-

地層

槻

概

拠覗

(七
)

文
撃

士

藤

田

元

春

〓
ニ
'
瓦

や

ね

の

奨

励

板
や
が
克
茸
に
か
は
る
の
は
自
然
の
傾
向
で
あ
る
'
計
き
に
も
引
用
し
た
｢
西
鶴
織
留
｣
の
伏
見
商
人
は
取
茸
や
ね

を
充
に
し
た
ど
あ
る
'
慶
長
六
年
に
瀧
山
洞
炎
兵
術
が
等
晃
を
あ
げ
た
の
も
火
炎
が
あ
っ
た
め
ど
の
こ
E
で
あ
る
｡

解
明
大
患
の
収
束
宵
が
火
炎
に
あ
ひ
飛
鳥
川
原
宮
に
遷
都
さ
れ
た
二
年
冬
十
月
の
傭
は

十
月
丁
酉
朔
巳
酉
､於
二小
懇
EH
衰

二起
宮
関
東

=嘩
嘉

覆
一

ビ
あ
る
.
し
か
し
常
時
は
寺
院
の
み
が
瓦
葺
で
,
宮
殿
は
ま

だ東
に
は
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
･
推
古
天
畠
崩
御
の

時
の
温
雅
に
乗
じ
て
蘇
我
蝦
夷
が
境
部
臣
を
殺
し
た
時
に
其
兄
の
子
毛
幹
が
尼
寺
瓦
倉
に
逃
鮭
す
･W
記
さ
れ
て
ゐ
る

の
が
克
合
な
る
語
の
兜
に
見
ゆ
る
は
じ
め
で
あ
る
･
し
か
し
克
工
の
凍
る
は
之
に
発
ち
克
博
士
な
る
も
の
は
用
明
天

皇
の
朝
に
凍
て
ゐ
る
.
け
れ
ど
も
我
囲
氏
人
は
中
々
瓦
を
用
ゐ
な
か
っ
た
ビ
札
わ
て
･
そ
の
後
紳
垂

刀
年
壷

武
)
に

は
太
政
官
か
ら
二
月
師
の
五
位
己
上
及
庶
民
の
富
め
る
も
の
に
克
合
を
す
～
め
ら
れ
る
ど
い
ふ
有
機
で
あ
っ
た
｡

大
同
元
年
の
蔽

轟
を
見
る
1J
･
備
後
,
安
野

周
防
p
長
門
等
の
輝
館
の
蕃
客
に
備
ふ
る
所
は
先
茸
粉
壁
だ
あ
る

け
れ
で
も
'
そ
の
維
棒
の
容
易
で
な
か
っ
た
こ
だ
が
明
に
さ
れ
で
あ
る
'
蓋
し
逝
時
あ
ち
こ
ち
の
育
代
寺
院
の
遺
地

か
ら
出
る
古
充
の
ぬ
の
め
尭
な
る
も
の
を
見
る
ビ
明
な
や
う
に
'
舌
代
の
亮
は
中
々
大
き
-
て
丈
夫
で
重
い
か
ら
,

石
綿
地
質
嘩
概
紫

買

七

五
九



地

球

前
山ハ
食

滞
五
紙

宗

八

六

〇

木
材
の
強
大
な
寺
院
宮
殿
以
外
の
ふ

さ
い
家
で
は
'
到
琴

丘

を
上
げ
て
荷
寮
に
堪
え
な
ん
だ
も
の
だ
考

へ
る
O

L
か
し
そ
れ
が
近
故
に
な
っ
て
鼻
化
し
た
｡
嵐
山
八
重
盛
年
日
間
請
に
よ
れ
ば
大
正
四
年
織
的
信
長
が
安
土
城
を

築
-
に
あ
た
っ
て
､
明
人

7
官
(或
は

一
軌
)
な
る
も
の
を
招
き
て
.
瓦
m

-
ら
し
吾
其
の
子
八
人
の
も
の
が
我
国

け
帥
】ノメ

に
充
を
弘
め
た
'
こ
の
新
ら
し
い
瓦
は
古
代
の
克
己
ち
が
っ
て
厚
さ
の
滞
い
'
素
面

に

細

目

(京
都
で
は
櫛
形
ビ
い

A

)
のあ
る
瞳
瓦
で
あ
っ
た
｡
益
に
於
て
屋
根
の
頚
さ
が
減
じ
た
ゝ
め
に
'
比
畔
的
細
い
材
を
用
ふ
る
民
家
に
も
､

義
を
上
げ
-
る
や
-
に
な
っ
た
の
で
あ
る
'
従

っ
て
都
督
の
東
署
だ
L･4
つ
た
の
は
全
-
近
代
の
現
象
で
あ
る
ビ
考

へ

ね
ば
な
ら
ぬ
､
守
貞
漫
鱗
に
二
界
邸
の
克
蓄
ど
な
-
た
る
は
中
古
似
非
の
事
P.
天
正
年
中
迄
は
雨
戸
な
し
'
天
文
迄

は
未
練
な
し
な
ど
記
し
て
あ
る
の
か
そ
の
際
左
で
あ
る
.
汁
戸
で
は
常
滑
三
年
(西
紀

〓
ハ
六

〇
)の
令

(頗
冶
院
御

賓
記
)
四
代
家
綱
の
時
で
さ

へ

先
に
命
せ
し
如
-
茅
茸
の
家
は
そ
の
便
宜
に
徒
ひ
城
櫓
の
上
を
取
っ
て
速
に
ぬ
る
べ
し
渥
綬
す
る
こ
yJ
な
か
れ

･'J
あ
る
.
創
業
常
時
の
武
士
は
(三
省
錬
)

古
老

の旗
本
中
の
紋
に
而
釜

の於
中
の
本
家
筑
後
守
四
番
町

の居
宅
柿
ふ
き
に
数
倍
ご
て
見
物
い
た
し
候
也

}J
あ
っ
て
.
柿
葺
さ
へ
資
降
で
'
皆
草
ぶ
き
で
あ
つ
た
が
'
ど
う
も
火
炎
が
恐
ろ
し
い
.
そ
こ
で
徳
川
禁
令
考
に
よ

る

ffJ
.享

保
八
卯
年
十
二
月
十
八
日
(西
紀

一
七
二
三
)'
去
る
五
日
牛
込
出
火
の
儀
市
ヶ
谷
御
門
内
'
番
町
筋
蒋
煩
の

l
P
l
l

両
々
.
屋
敷
何
れ
も
背
筋
候
は
ゞ
､
居
宅
長
屋
等
随
分
小
体
居
に
い
た
し
樺
き
尭
茸
に
巾
付
火
事
除
に
成
候
や

-
普
許
可
数
侠
依
て
左
の
沓
附
の
池
井
惜
破
仰
伸
候



ri=-十
番
よ
トソ九
･7
着
産

金
拾
脚
韻m

五
千
石
よ
-
九
千
和
迩

金
四
百
両

中
略

ビ
あ
る
.
蓋
し
旗
本
ビ
岬
も
単
著
が
多
か
つ
た
め
で
あ
る
か
ら
'
押
借
金
即
低
利
費
命
融
通
の
途
を
立
て
～
p
克
茸

に
さ
し
た
も
の
で
'
こ
の
邦
借
金
は
'
右
上
納
の
鶴
は
十
年
瑠
返
納
可
任
侠
W
あ
っ
た
'
爾
後
数
阿
の
同
様
な
挿
借

金
が
出
た
が
.
い
づ
れ
も
十
年
凪
返
納
で
あ
っ
た
e

旗
席
で
さ
へ
こ
の
始
末
で
あ
っ
た
か
ら
貧
し

い
民
は
容
易
な
こ
亡
で
尭
茸
に
し
な
か
つ
た
.
敢
骨
事
鹿
に
常
時
の

ヽ
l
ヽ
ヽ

御
鯛
啓
が
の
,つ
て
ゐ
る
'
そ
れ
に
よ
っ
て
陣

き

瓦

葺

だ
い
ふ
意
奴
を
明
に
す
る
'
日
-

家
作
可
成
攻
ひ
き
-
建
候
儀
可
虜
肝
要
樵
車

重
骨
だ
穀
仰
出
供
は
土
減
作
-
之
串
に
て
は
無
之
'
屋
根
斗
'
中
東
に
て
も
.
横
裳
に
て
ら
著
候
儀
に
曙

光

下
地
塗
不
申
'
直
ち
に
義
艦
候
様
に
致
し
見
分
計
取
繕
臓
儀
は
豊
和
之
間
数
事
'
但
任
勝
手
土
減
作
に
被
致
候

段
は
勿
論
可
然
候

卯
十
二
月
.
t有
徳
院
殿
御
賓
記
塵
盟
)

しヾ
あ
る
'
嘩
い
瓦
葺
だ
い
ふ
意
が
い
か
に
も
明
で
あ
る
､
つ
い
で
専
従
十
三
年
(
西
紀

f
七
三
二
)
に
な
っ
て
,
向
鶴

首
ぶ
き
に
仕
間
数
候
ど
の
令

が
出
た
昏
帖
'
嬉
遊
脚
豊
を
見
る
三

享
保
十
七
年
)

小
屋
赦
町
屋
L･蔓

は
蝿
額
を
屋
根

へ
あ
げ
'
軒
に
月
額
を
蘭
に
軒
だ
あ
る
｡

証

こ
の
屈
根
Li｡且
か
の
せ
る
こ
,)
は
今
日
で
も
安
屠
り
迅

･1
ほ
多

い
ー
埜
兄
で
も
離
れ
の
茶
室
杉
皮
聾
に
堀
親
船
の
ぜ
ii
の
が
最
故
ま
で
残

存
L
ii
｡
近
故
で
11
耗
々
茅
屈
租
の
上
に
他
見
竺

三

わ
4り
ぜ
i1
も
り
が
み
る
ー
‥
れ
ほ
本
末
の
怒
萌
b
;jJ失
っ
て
形
式
の
規
つ
れ
も
の
で

あ
ら
-
~

良
枝
池
の
岡
.
伊
勢
田
村
で

t
粁
ー

北
嵯
峨
の
数
の
陰
.1

7
聖

地
裂
倣
=
脚
停
車
鞍
駒
の
徳
田
戊
の
届
租
,望
,,
ほ
ー
予
の
見

十
l賓
例
で
あ
る
｡

位

相

概

説

へ七
)

ニ究

六

7



地

球

第
六
巷

第
五
班

蓋

〇

六

二

即
ち
革
屋
根
の
つ
ぎ
に
p
鑑
ち
に
瓦
が
現
は
れ
な
い
で
.
其
中
間
に
根
尾
の
上
に
月
を
の
せ
る
仲
代
.
掘
顔
屋
根

だ
い
ふ
こ
ど
が
行
ほ
れ
た
の
で
'
享
保
十
年
に
は
四
つ
谷
御
門
連
外
よ
-
'
牛
込
御
門
逸
迄
の
間
は
'
此
度
家
作
致

候
は
ゞ
･
収
望

雷
耳
等
無
用
に
致
し
塗
屋
か
'
か
き
が
ら
茸
に
可
仕
候
亡
の
命

を
出
し
'
之
に
よ
っ
て
も
拝
借
可
破

仰
噺
候
だ
の
欄
番
が
出
た
位
で
あ
る
.
其
後
十
八
世
紀
の
初
め
元
文
二

七
三
六
)
に
な
っ
て
も
滑
下
谷
蓮
に
て
'
玉

算
の
家
作
を
す
る
な
ら
ば
p
拝
借
可
改
仰
何
だ
の
命

が
出
た
程
で
あ
る
｡

否
最
近
で
も
.
越
前
大
野
町
の
町
家
が
板
屋
で
あ
っ
た
溜
め
に
'
大
火
に
金
城
の
悲
境
を
映
っ
た
の
で
'
其
後
の

町
是
}J
し
て
瓦
葺
を
奨
翻
し
'
も
し
瓦
葺
に
す
る
な
ら
ば
,
町
輩
で
補
助
金
を
出
す
'
叉
町
民
和
瓦
の
問
に
も
尭
講

ビ
い
ふ
を

つ
-
つ
て
.
毎
月
若
干
の
掛
金
を
集
め
て
'
其
帯
金
の
閲
に
あ
た
っ
た
も
の
か
ら
'
東
署
に
ふ
き
か
へ
る

ど
い
ふ
制
度
を
立
て
た
の
の
で
あ
る
'
し
か
し
大
野
の
町
は
今
日
も
滑
多
-
の
梗
屋
を
覆
し
て
ゐ
る
'
北
陸
に
は
こ

の
例
が
多
い
で
あ
ら
-
｡
蓋
し
民
家
が
克
昔
に
な
る
yJ
い
ふ
こ
亡
は
'
今
も
晋
も
経
済
上
除
程
困
難
な
事
業
で
あ
る

5J
み

ね
る
.

従

っ
て
過
去
に
於
て
京
大
阪
が
瓦
葺
に
な
る
の
も
容
易
で
は
な
か
つ
た
.
さ
れ
ば
寛
文
五
年
出
版
の
京
雀
を
見
て

も
そ
の
頃
は
京
都
は
ま

だ根
や
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

l
四
'
瓦

の

起

源

さ
て
し
か
ら
ば
'
こ
の
草
屋
か
ら
東
屋
E
L･I6-
㌧
最
後
に
瓦
屋
ど
な
っ
た
其
瓦
の
起
源
は
何
で
あ
る
か
ど
い
ふ
こ

･i)
に
な
る
E
t
工
業
大
尉
啓
に
佐
藤
功
氏
は
瓦
葺
に
於
で
は
亮
の
牝
牡
両
種
を
仰
伏
交
互
に
粕
韮
ぬ
る
だ
い
ふ
こ
}J

が
,
壮
外
的
に
英
独
す
る
'
印
度
地
方
'
南
欧
地
力
尊
に
も
祈
は
れ
で
ゐ
る
'
蓋
し
=
の
嘉
茸
の
形
は
金
-
印
度
地



関
川悶柑関川相川柑柑相川柑相川川は
m

カ
の
竹
茸
屋
根
に
仙
川
づ
る
切
だ
ら
-
ビ
説
い
て
ゐ
､ら
れ
る
~
飴
稀
面
白
い
説
明
で
我
執
九
州
速
に
て
は
ル剛
曲早
の
ぶ
る

通
-
今
で
も
竹
の
ふ
し
を
ぬ
い
て
こ
れ
を
二
分
し
て
牝
牡
交
互
に
語
ね
て
ふ
い
て
ゐ
る
桝
が
あ
る
'
そ
れ
が
苑
に
担

っ
た
ど
い
ふ
は
い
か
に
も
さ
も
あ
る
ら
し
い
こ
}J
で
あ
る
が
果
し
て
亮
は
印
皮
に
起
っ
て
弘
ま
つ
た
か
否
や

一
膝
吟

塊
の
必
要
が
あ
る
だ
思
ふ
｡

カ
rl
ラ
里
方
ふ
語
は

K
a
p
巴
a
笠

石
ふ
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
j･
で
あ
っ
て
'
我
観

へ
は
俳
数
だ
共
に
輸
入
さ
れ
た
ら
し

い
.
テ
ラ
(
寺
)
だ
い
ふ
語
も
亦
印
度

er,
ソ
ヂ
ヤ
ブ
速
の
言
葉
で
あ
る
.
そ
の
寺
院
建
築
だ
共
に
亮
が
我
国
に
入
っ
た

_

こ
}J
は
こ
れ
又
疑
も
な
い
こ
E
で
あ
る
'
支
那

へ
も
同
様
に
そ
れ
が
西
域
か
ら
翻
数
だ
共
に
入
っ
た
ビ
考

へ
て
よ
い

だ
ら
-
か
｡
西
域
交
通
の
結
典
件
数
の
入
っ
た
の
は
後
漢
の
串
で
あ
る
ビ
倍
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
.
し
か
し
支
那
で
は

兎
は
晩
に
先
秦
時
代
に
ゐ
つ
て
等
九
の
瓦
皆
が
山
東
方
面
で
費
掘
さ
れ
'
そ
れ
が
内
藤
教
授
の
寄
托
品
yJ
し
て
京
大

考
古
単
数
富
に
陳
列
さ
れ
て
ゐ
る
｡
克
皆
は
後
世
の
も
の
に
L･4
る
E
B]
発
だ
い
っ
て
.
普
通
丸

い
の
で
あ
る
が
,
こ

.トサ
テ
ツ

の
発
寒
の
古

い
元
首
は
竿
固
形
で
あ
っ
て
､
其
模
様
は
変
容
紋
で
.
股
代
の
古
銅
鐸
に
つ
い
て
ゐ
る
も
の
だ
同
じ
-

由
裾
の
宙
さ
を
恩
は
し
め
る
｡
同
じ
-
撲
代
の
山
兼
の
不
其
古
城
の
虻
か
ら
出
た
尭
鷺
も
t
等
固
形
の
も
の
で
同
数

宝
に
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
.
内
藤
教
授
の
説
に
よ
る
E
.
長
安
逸
の
古
瓦
は
秦
以
後
の
も
の
し
か
出
な
い
･
今
日
支
那

で
光
も
古

い
克
笠

石
へ
ば
多
-
山
楽

か
ら
田
る
の
で
あ
る
ど
.
し
て
見
る
kj現
在
の
音
義
の
出
土
か
ら
み
て
瓦
に
西

方

か
ら
の
樽
乗
}J
い
ふ
こ
kJを
静
す
る
古
物
が
少
-
て
.
寧
ろ
狗
立
に
支
那
の
東
方
に
敬
現
し
た
ビ
考

へ
る
の
が
よ

い
ら
し

い
'
或
は
肺
衆
先
番
の
古
瓦
が
.
西
域
の
通
路
で
あ
っ
た
所
に
出
る
か
も
し
れ
ね
が
望
は
少
い
の
で
あ
る
｡

蓋
し
支
那
の
肯
典
で
あ
る
辞
鮭
に
は
既
に
克
里
方
ふ
字
が
あ
る
.
小
雅
邦
千
葉
に
.

崖

根

城

祝

へ七
)

悪
1

六
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地

球

静
六
啓

発
五
銀

章

1

六
四

乃
生
〓女
子
?

職
チ琴

乏

ナ
地
?
戟
衣
二之
楊

一｡我
弄
叫之
克
]

ど
あ
っ
て
周
代
女
の
子
の
玩
具
に
亮
を
輿

へ
た
ど
あ
る
や
こ
れ
に
射
し
て
男
の
子
に
は
埠
を
輿

へ
た
ど
い
ふ
こ
亡
で

あ
る
.
し
か
し
こ
の
充
は
毛
侍
に
よ
れ
ば
紡
噂
で
あ
っ
て
屋
束
で
な
い
｡
散
文
に
も
充
だ
は
土
界
巳
焔
の
纏
名
だ
あ

る
か
ら
.
恐
ら
-
土
器
を
亮
だ
い
っ
た
の
で
あ
ら
-
､
し
か
し
か
や
-
に
舌
-
克
界
を

つ
-
-1
得
た
民
が
噂
叉
は
其

の
瓶
似
品
を
屋
上
に
の
せ
て
層
蓋
に
す
る
に
至
る
こ
ど
も
容
易
に
考

へ
ら
れ
る
か
ら
'
瓦
が
印
度
に
始
ま
っ
て
そ
れ

が
四
方
に
流
布
し
た
yJ
見
る
よ
-
ち
.
支
那
で
は
金
-
濁
丑
に
山
東
河
南
の
中
央
所
謂
天
下
の
中
心
於
で
早
-
か
ら

こ
の
晃
が
出
水
た
も
の
だ
倍
せ
ら
れ
る
.
周
緒
の
考
工
記
そ
れ
は
ま
づ
党
秦
の
啓
YJ
兇
え
る
も
の
に
.
茅
屋
塵
分
瓦

ブ.ガ
ザ

屋
四
.卦
だ
い
ふ
静
が
あ
る
｡
こ
竺

二
分
四
分
だ
い
ふ
こ
E
は
其
注
記
に
徒

へ
ば
屋
は
'
各
其
俺

を分
ち
.
英

一
を
似

タ
カ
サ

て

峡

だ

嚢
す
'
暇
命

は
奥
行
が

1
或
二
尺
の
家
で
は
三
分
即
ち
四
尺
の
高
さ
に
草
屋
を
茸
-
那
.
(
傾
斜
凡
二
十
度
)

瓦
屋
な
ら
ば
四
分
即
ち
三
尺
の
高
さ
に
す
る
.
(
傾
斜
凡
十
五
度

)t
充
の
方
は
草
罫
よ
-
も
傾
斜
が
緩

い

1
尺
攻
ガ

舵
-
ゝ
な
る
剖
倉
で
あ
る
ど
い
ふ
串
で
あ
る
'
し
て
見
る
ビ
飴
群
早
-
か
ら
支
那
に
は
克
茸
が
行
ほ
れ
た
も
の
で
.

宙
史
考
な
ど
も
夏
世
良
尊
氏
作
二
屋
克
l
YJ
記
し
て
ゐ
生

し
か
し
周
エ
-
も
翌

別
に
充
が
あ
っ
た
ら
う
だ
断
言
し

う

..(
き
資
料
は
な
い
.
紋
に
少
-
ど
も
周
の
中
頃
以
後
に
於
で
健
か
に
屋
瓦
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
-
'
こ
の
こ
亡
は
竿

克
骨
の
出
土

に
よ
っ
て
紀
せ
ら
れ
る
｡
撲
啓
電
光
侍
中
に
は
屋
上
撤
瓦
の
句
が
あ
-
.
尭
武
本
紀
に
は
.
鼻
元
皆
飛

k
J
い
ふ
語
が
あ
る
か
ら
'
浅
代
ま
で
下
る
ビ
瓦
葺
は
除
程
贋
-
分
布
し
て
ゐ
て
.
殿
堂
の
糖
は
す

べ
て
之
を
茸

い
た

も
の
ら
し
い
.
さ
れ
ば
佳
代
の
番
橡
石
L･土
,,J
を
見
る
法
.
四
阿
畳
屋
の
克
茸
ら
し

い
苗
が
多
-
出
て
-
る
の
で
あ
る

I,)か
し
そ
れ
が
民
間
の
屋
根
に
迄
溌
布
し
た
こ
k
lは
除
程
後
世
の
こ
}J
で
'
唐
以
後
に
な
っ
て
か
ら
地
方
牧
民
の
<



々
が
勃
叩心
に
指
導
し
た
傾
向
が
風
ぬ
る
0
鞘
ナり店
番
かボ
宝
偶
に
ー
境
南
偏
W度
硬
帝
物
TT
復
が
氏
に
阿
東
を
教

へ
わiE

あ
う
'
同
じ
-
楊
於
陵
も
民
に
陶
先
を
数

へ
て
蒲
屋
に
易
へ
似
て
火
息
を
絶

つ
5,J
TN.ふ
記
事
が
出
て
ゐ
る
の
で

し
れ

る
｡
宋
史
外
戚
侍
を
見
る
ビ
鄭
典
蘭
は
揚
州
の
知
事
ど
な
っ
て

知
=揚
朝
】州
民
哲
骨
茅
合
易
レ焚
'典
常
貸
二之
儲
叫
命
易
レ以
レ克
､
員
レ
是
火
患
乃
息
'
叉
奏
免
二
其
慣
丁民
甚
徳
レ之

ビ
ゐ
a
.
欝

に
こ
れ
事
似
押
惜
金
望

剛
艦
で
あ
る
'
か
や
う
の
例
を
見
る

1J.
支
那
で
も
江
南
嶺
商
の
民
家
に
亮
の

あ
る
の
は
十
世
紀
以
雑
の
こ
}J
で
あ
っ
て
､
英
資
蓮
の
粧
路
は
我
国
.JJ
似
て
ゐ
る
ど
せ
な
-
て
は
な
ら
ぬ
七
億
唐
啓

列
倦
範
九
十
六
宋
糧

の
修
に
窟
贋
州
の
都
督
ど
な
か
､
贋
州
菌
俗
骨
竹
茅
を
似
て
慮
ど
な
す
､
静
火
炎
あ
-
､
環
八
に

数

へ
て
瓦
を
焼
き
'
店
坪
を
改
造
せ
し
む
な
.rw
ゝ
あ
る
の
を
見
て
も
南
部
支
那
に
瓦
葺
の
刑
務
た
の
は
中
央
部
よ
-

も
除
程
新
ら
し
い
彼
の
世
で
あ
る
｡
も
し
印
度
で
竹
屋
根
か
ら
思
ひ
つ
い
て
兎
に
し
た
ど
す
れ
ば
'
こ
の
南
方
ど
の

発
泡
の
要
地
で
あ
る
贋
州
の
竹
茅
が
支
那
で
も
最
先
に
瓦
屋
根
に
な
っ
た
ど
せ
な
-
て
は
な
ら
ぬ
.
し
か
る
に
革
質

は
之
に
反
し
て
北
方
か
ら
の
教
導
を
-
け
吾
の
で
あ
る
'
故
に
支
那
で
は
西
域
か
ら
の
俳
数
倍
凍
亡
か
･
或
は
贋
州

(
今
の
成
東

)ビ印
度
と
の
変
通
だ
か
に
無
関
係
に
.
飴
稗
草
-
か
ら
中
原
に
欄
立
に
充
が
製
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
-

勿
論
そ
の
瓦
の
最
初
は
'
捗
閣
宮
殿
だ
い
ふ
縛
の
み
に
用
ひ
ら
れ
た
が
'
や
が
て
庸
宋
時
代
に
な
っ
て
民
間
茅
屋
の

料
に
伏
せ
ら
れ
た
も
の
ビ
解
押
し
て
よ
い
や
-
で
あ
る
.
こ
の
断
切
に
識
者
の
是
正
を
仰
ぐ
｡

師
瓦
.
瓦

葺

の

喧

軸

そ
れ
は
ど
も
か
-
今
日
支
那
や
朝
鮮
で
は
'
克
茸
笠

石
へ
ば
北
京
宮
城
の
ご
ど
き
碧
嘉
黄
瓦
の
東
糖
の
堂
々
た
る

も
の
か
ら
民
家
の
'
簡
罫
な
土
瓦
に
至
る
迄
基
薪
が
多
い
｡
其
茸
方
を
見
る
ビ
殿
堂
の
東
署
は
'
我
日
本
で
云
ふ
本

屋

根

板

耽

(也
)

萎

l

六

五
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帯
五
胡

.

悪

回

六
六

東
署
ビ
い
ふ
も
の
で
中
東
だ
九
克
巳
を
粗
食
せ
'
棟
に
は
鴎
物
の
蹄
を
澄
-
こ
}J
.
鞄
観
の
獅
子
ロ
P
鬼
板
に
頻
し

垂
-
帆

7
文
化
の
圏
内
に
あ
る
こ
}J
を
示
し
て
ゐ
る
.
し
か
し
民
家
に
至
っ
て
は
北
方
で
は
土
屋
が
多
-
て
秀
が
少

-
'
南
方
に
は
茅
屋
も
あ
る
が
多
-
は
亮
を
用
ひ
る
.
そ
の
瓦
は
概
ね

一
種
頬
で
'
尭
煎
餅
の
如
き
薄
い
四
角
凹
形

の
も
の
を
牝
牡
交
互
に
仰
伏
す
る
も
の
が
多
い
'
そ
れ
で
速
-
か
ら
本
瓦
葺
に
見

わ
る
が
畢
賓
日
本
の
如
き
九
亮
を

用
ゐ
な
い
.
尤
も
簡
畢
な
も
の
は
た
ゞ
こ
の
年
兎
を

小
池
h
並

べ
て
あ
る
に
過
ぎ
L･i
い
､
漆
喰
で
固
め
も
し
て
ゐ
な

い
の
が
あ
る
.
兎
は
薄
-
て
且
粗
末
な
も
の
が
多
-
用
ひ
ら
る
'
こ
れ
金
-
大
陸
性
の
戴
侯
で
雨
量
が
少

い
か
ら
で

あ
ら
-
｡
然
る
に
我
国
で
は
多
面
の
園
で
あ
る
放
け
に
'
本
発
音
}
J
て
か
の
申
克
巳
丸
瓦
の
牝
牡
二
種
を
仰
臥
さ
し

て
ふ
-
茸
方
を
畢
び
'
其
軒
端
に
は
彼
観
の
風
を
移
し
.
巴
克
又
は
唐
草
亮
を
用
ひ
る
.
克
f
L
支
那
の
軒
兎
は
我

園
の
如
-
'
其
屋
蓋
の
傾
斜
面
だ
直
角
を
な
さ
ず
し
て
.
蘭
垂
式
に
外
に
僻
斜
し
て
ゐ
る
P
我
国
で
も
其
興
似
を
し

た
の
が
.
妙
心
寺
内
の
金
牛
院
の
門
に
あ
る
が
極
め
て
稀
で
あ
る
'
而
し
て
巴
充
の
模
様
だ
か
唐
草
苑
の
模
様
叉
は

形
だ
か
い
ふ
も
の
は
.
い
ろ
-
1

輿
化
し
て
近
頃
は
模
様
の
な
い

一
文
字
亮
.
石
持
亮
な
ど
い
ふ
の
が
流
行
し
て
ゐ

る
｡
流
石
は
京
阪
は
晃
の
和
栂
yJ
形
式
が
多
い
が
山
陰
や
北
陸
に
ゆ
-
だ
克
ビ
い
へ
ば

一
様
で
経
化
が
少
-
.
且
梯

瓦
葺
の
み
が
経
過
し
て
ゐ
る
'
こ
れ
で
文
化
の
洩
深
の
差
を
表
は
し
て
ゐ
る
ど
も
見
ら
れ
る
.
さ
て
こ
の
横
束
だ
い

ふ
は
支
那
や
朝
鮮
に
見
L･4
い
我
国
の
費
明
で
'
英
語

の
P
antile
に
似
た
波
状
の
亮
で
p
丸
瓦
yJ
卒
希
二
枚
を

1
枚

に
し
た
も
の
で
機
が
普
通
右
に
あ
る
も
の
で
あ
る
'
P
a
n
tile
に
は
之
に
逆
に
樺
が
あ
る
の
が
あ
る
'
こ
れ
を
用

ふ
れ

ば
本
署
の
如
-
に
牝
牡
二
枚
を
要
し
な
い
か
ら
'
目
方
-
樽
-
な
る
,
簡
単
で
-
あ
る
,
故
に
之
を
勘
略
罫
だ
い
ふ

事
件
八
年
卯
十
二
日
の
命
に
'
輯
き
乗
算
だ
し
て
記
さ
れ
で
あ
る
も
の
で
.
常
時
か
-
棟
蕗
だ
い
ふ
物
が
あ

つ
た
の



誓

駁

で
あ
る
0
問
-
桝
に
-
-
E
､
替
地岬
の
畦
･-
克
茸
の
中
に
は
､
益
丁克
の
み
を
相
川ゐ
て
ー
九
充
に
す
べ
き

所
を
榛
喰
で

代
用
し
て
九
-
す
る
.
枚
鹿
茸
だ
い
ふ
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
'
現
今
で
は
こ
の
桧
皮
貰
rfJ
い
ふ
は
見
ら

れ
な
-
な
っ

た
､
し
か
し
横
瓦
葺
で
あ
-
な
が
ら
へ
英
機
の
接
合
鮎
に
白
い
漆
喰
を
つ
け
た
-1
.
切
要
の
元
の
端
に
東
面
よ
-
ち

滑
高
-
漆
喰
を
ぬ
-
上
げ
に
し
た
.
ケ
ラ
バ
の
軒
を
今

に
造
る
も
の
が
あ
る
'
前
者
は
伊
勢
路
か
ら
名
宙
屋
速
の
町

暮収触

ら :__IJ=よ 1
昔 L 液

鳥

J
:.ソT
t
T
17..I

屋
で
'
後
者
は
大
阪
の
町
家
特
に
大
阪
の
土
蔵
の
軒
に
於
て
見
ら
れ
る
'
こ

れ
は
昔
の
江
戸
で
も
同
様
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
'
近
世
風
俗
史
に
其
の
説

明
が
出
て
ゐ
る
｡

江
戸
土
蔵
は
元
首
也
'
本
茸
も
在
々
有
之
'
又
棒
漆
喰
だ
競
し
て
本
葺
の

如
-
中
元
を
比
べ
.
盤
の
目
L]
竿
の
如
-
漆
喰
を
氾
-
製
し
て
九
亮
に
代

る
也
(
郎
桧
皮
葺
)
こ
の
棒
し
っ
-
い
京
阪
に
顛
き
所
也
.
又
さ
ん
元
首
も

あ
-
.
多
-
は
屋
根
漆
喰
ご
て
晃
の
暇
を
ぬ
る
也
'
尾
端
二
候
は
常
必
ず

九
充
を
用
ふ
る
也
.
尾
端
義
の
耳
を
漆
喰
ぬ
-
に
す
る
を
漉
け
て
ゲ
ラ
P.～

}J
い
ふ
也
.

又
､
官
僚
年
前
の
制
に
は
克
下
崩
板
柾
を
用
ひ
ず
.
幅
寸
ば
か
-
の
剤
竹

を
鷺
に
縮
み
.
垂
木
の
上
に
敷
之
.
土
を
置
き
て
瓦
を
茸
き
た
る
も
の
也
余
が
大
阪
の
家
即
ち
こ
の
制
也
串
に
百

飴
年
火
炎
な
の
が
れ
し
な
-
ど
.

こ
の
著
者
喜
多
川
等
亜
流
は
文
化
七
年
二

八
〇
二

大
阪
に
生
れ
p
天
保
十

7
年
層
を
江
戸
に
移
し
た
人
で
あ
る
.

屋

根

概

説

(也
)

ニ蓋

｣ハ
七
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懲

罪
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毒

ハ

六
八

京
阪
の
風
俗
拳
牌
に
糟
過
し
て
'
し
か
も
軌
解
糖
紋
を
極
め
て
ゐ
る
｡

い
か
に
も
こ
～
に
述

べ
て
あ
る
や
,γ
に
,
棲

克
聾
･,-J
い
っ
て
も
(
こ
尾
端
二
億
は
骨
必
ず
丸
瓦
を
用
ひ
(
二
)
ケ
ラ
バ
を
漆
喰
で
塗
-
高
め
る
ĴJ
い
ふ
こ
5°
が
常
時

の
風
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
然
る
に
今
日
で
は
こ
れ
ら
の
串
は
弗
で
過
去
の
風
に
な
っ
た
傾
が
あ
る
O
尾
端

一
懐
こ

カ
ゼ
中
り

催
稀
に
三
億
の
九
寛
を
用
ゐ
る
.
之
を
今
日
風

切

だ

い
ふ
の
で
あ
る
が
p
こ
れ
は
大
阪
で
は
偶
屋
に
で
も
依
然
だ
し

て
存
し
て
ゐ
る
'
け
れ
rr,,J
も
新
し
い
所
で
あ
れ
ば
垂
-
之
を
な
-
し
て
ゐ
る
P
漆
喰
ケ
ラ
バ
は
こ
れ
又
大
阪
や
'
京

の
田
倉
に
は
あ
る
が
'
普
通
は
こ
れ
も
見
ら
れ
無
-
な
っ
た
p
同
時
に
屋
根
漆
喰
だ
い
ふ
も
の
も
飴
程
少
-
な

っ
た
p

菟
下
屋
根
板
Ld
'F/J
も
.
今
日
で
は
音
程
に
憲
厚
に
し
な
い
'
之
を
要
す
る
に

1
股
に
勘
略
に
流
れ
て
き
て
ゐ
る
.
し

か
し
さ
-
い
つ
に
勘
略
の
茸
ガ
の
本
家
本
元
は
嚢
に
千
年
の
古
都
で
あ
る
京
都
で
あ
る
の
が
面
白
い
｡
蓋
し
京
都
が

さ
-
い
ふ
傾
向
を
し
め
し
た
の
は
.
今
日
に
始
ま
っ
た
こ
}J
で
な
い
.
喜
多
川
氏
は
宙
年
以
前
に
之
を
喝
破
し
て
ゐ

る
'
田
-

京
阪
共
に
皆
瓦
茸
也
然
れ
.･,)
土
用
阪
大
同
少
典
あ
り
二
見
師
は
捌
略
苛
む
専
1,
し
､
本
苛
む
締
T,
サ
ー
大
阪
は
之
に
反
し
て
本
聾
か
専
ミ
し
勘
略
茸

か
稀
tJ
す
､
或
は
棟
以
前
松
本
弦
以
背
む
勘
略
,1
す
る
J
め
り
､
京
師
に
J
わ
れ
.,,)稀
也
､
本
聾
W
い
ふ
は
平
気
か
鵡
べ
懸
り
暇
な
覆
ふ
に
は
丸
瓦

私
用
ふ
な
云
ふ
也
~
勘
略
は
縦
横
次
節
に
式
棉
凝
れ
丸
瓦

か
川
ひ
ざ
る
も
の
也
t
.江
戸
_こ
て
基
布
サ
ン
式
三
芯
ふ
也
-
平
気
TJは
形
異
也

だ
あ
る
.

い
か
に
も
天
保
頃
既
に
京
都
は
勘
略
で
あ
る
の
に
.

大
阪
は
滑
償
慨
を
盛
守
し
て
ゐ
た
'

其
傾
向
が
光
正

の
･今
日
に
も
の
こ
つ
て
'
天
王
寄
附
近
逢
坂
上
ノ
町
推
寺
町
な
ど
の
電
革
迫
の
南

側
に
あ
る
古

い
家
十
敏
軒
が
.
普

の
哀

～
所
要

は
本
瓦
葺
の
尾
根
を
も
っ
て
ゐ
る
位
で
･
市
中

i
股
は
殆
ざ
勘
格
葺
に
縫
っ
た
､
そ
れ
で
も
屋
端
二
晩

攻
は
や
は
-
風
切
丸
充
を
ふ
せ
て
ゐ
る
が
多
い
'
之
に
反
し
て
京
都
で
は
こ
の
,風
切
を
既
に
金
-
失

っ
て
し

ま

っ

た
｡
換
言
す
れ
ば
京
都
は
勘
略
の
勘
略
に
捷
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
'
節
を
改
め
て

7
鹿
京
阪
菟
茸
の
差
を
述
べ

る
で

あ
ら
,7
0


