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か
ら
P
そ
の
基
礎
だ
し
て
荷
は
糖
密
鹿
汎
な
る
研
究
を
完
成
せ
お
ば
な
ら
ぬ
賓
で
あ
る
｡
我
々
は
藤
田
撃
士
の
操

ら
れ
た
塊
に
よ
-
開
か
れ
た
蟹
座
か
ら
椅
々
未
知
の
資
料
が
取

ら
出
さ
れ
て
居
住
地
坪
撃
の
生
面
が
次
第
に
展
開
す

る
を
期
待
し
て
替
-
本
稿
を
結
ぶ
｡

静
岡
願
掛
川
町
近
傍
の
地
質
に
就
き
て

悶

横

山

次

郎

掛
川
枕
と
堀
之
内
銃
の
関
係

す
で
に
蔑
度
か
繰
-
返
し
爾
暦
は
金
熱
盤
各

で
あ
る
串
を
述

べ
た
｡
し
か
ら
ば
両
者

は
何
故
に
分
つ
か
｡
元
凍
掛
川
銃
は
掛
川
藤
間
に
教
壇
す
る
大
日
砂
岩
以
上
結
線
寺
泥
岩
ま
で
の
整
然
た
る

1
層
群

で
沈
積
の

山
輪
廻
を
完
-
L
ゐ
る
も
の
で
其
基
磐
は
大
井
川
暦
の
岩
石
よ
わ
な
る
此
蛭
的
卒
に
穀
な
る
表
面
で
あ
る

然
る
に
其
南
東
の
延
長
は
下
に
此
樺
準
下
底
以
下
の
厚
い
砂
泥
互
暦
が
凍
る
｡
堀
之
内
銃
は
特
別
な
る
凹
朗
に
沈
積

し
た
る

lJ地
方
的
の
層
群
で
掛
川
以
筒
に
は
金
-
敏
け
て
ゐ
る
｡
故
に
間
者
は
掛
川
以
南
で
は

J
逆
の
地
静
で
は
あ

る
が
蚤
鰭
に
普
遍
せ
し
め
得
ぬ
｡
皆
然
分
頬
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
其
分
界
は
此
金
谷
凹
酢
の
始
ま
る
鹿
で
あ
れ
ば
よ

い
｡
し
か
し
顔
式
掛
川
続
は
源
が
筒
よ
ら
兼

へ
昏
大
し
た
沈
積
で
兼

へ
多
少
覆
蔽
し
て
を

ち
其
最
古
い
も
の
を
固
執

に
見
る
｡
即
ち
掛
川
以
南
の
地
に
放
け
る
両
統
の
親
和
な
る
層
群
よ
-
此
固
執
に
硯
は
る
る
水
平
線
以
上
に
相
昏
す

る
者
を
引
算
し
た
残
-
を
堀
之
内
統
ビ
す
れ
ば
よ
い
O
厳
密
な
る
分
界
は
ざ
う
し
て
も
人
為
的
に
な
る
｡
最
判
も
易
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い
銀
な
ど
る
罫
が
必
要
で
あ
る
｡

大
頚
髄
砂
岩
の
下
底
を
選
ん
だ
の
は
或

は
通
常
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ

白
岩
凍

次
岩
を
分
界
線
だ
し
た
方
が
よ
い
か
も

し
れ
ぬ
｡
た

だ聾
者
は
同
砂
岩
の
下
底

に
少
度
の
浸
蝕
を
堀
田
の
酉
で
見
た
の

で
便
宜
上
此
方
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
｡

概
し
て
堀
之
内
銃
の
岩
石
は
少
し
は
硬

い
棟
で
あ
る
.
ま
た
砂
嚢
泥
岩
の
暦
は

風
化
す
る
ビ
紅
紫
色
を
櫛
ぶ
る
事
は
掛

川
統
ど
の
差
で
あ
る
｡
堀
之
内
舵
の
銃

だ
い
ふ
語
は
不
適
常
で
あ
る
｡
た
だ
慣

用
し
て
き
た
の
で
用
ひ
て
ゐ
る

だけ
で

静
岡
帳
掛
川
町
近
傍
の
地
質
に
就
き
て

貸
際
は
此
地
方

だけ
で
は
堀
之
内
層
群
ビ
呼
ん
だ
方
が
よ
い
｡
掛
川

銃
の
画
報
で
は
大
日
砂
岩
中
に
白
岩
凝
磐

石
の
時
線
が
含
ま
れ
て
ゐ

る
0

掛
川
統
忙
就
て

本
誌
償
三
食
に
述

べ
化
骨
序
は
掛
川
町
附
近
に
於

t
o
I

T
五
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い
て
可
な
･=
東

郷
に
調

べ
た
結
果
で
あ
る
が
あ
れ
が

一
枚
的
芯
地
倉
上
な
い
の
で
多
少
の
改
正
を
加

へ
る
必
要
が
あ

る
｡
元
凍
地
層
は
多
少

レ
ン
ズ
形
で
あ
る
｡
同
じ
時
期
に
沈
積

し
て
も
海
岸
か
ら
の
距
離
海
底
の
状
況
七
時
に
多
-

の
砕
層
を
運
搬
す
る
河
の
有
無
等
に
て
碧
貿
は
朗
に
よ
っ
て
移
化
す
る
轟
は
明
か
で
あ
る
｡
そ
れ
故
に
掛
川
に
於
け

る

1
の
断
面
を
以
て
し
て
は
符
に
其
岸
質
だ
け
で
の
分
数
で
は

1
椴
に
な
ら
ぬ
｡
此
代
表
的
断
面
を
含
む
掛
川
町
附

近
り
掛
川
紋
に
魔
す
る
地
層
を
掛
川
層
群
ビ
し
此
な
以
て
掛
川
舵
の
標
式
だ
定
め
る
｡
前
回
の
曾
我
暦
は
分
離
し
て

別
の
歯

群
ビ
す
る
｡
掛
川
層
群
は
次
の
如
-
組
立
っ
て
ゐ
る
｡

A
t
下
部
(
大
日
厨
)
天
王
砂
岩

'
大
日
砂
岩
布
令
ぜ
糾
す
｡

Fq
､
中
和
移
北
部
(家
代
樹
)

C
､
中
部
(岡
郷
原
)
上
盤
暦
､
移
谷
砂
岩
､
五
官
済
暦
､
細
谷
暦
払
食
ぜ
科
す
｡

D
､
上
部
(
柑
紋
寺
氾
岩
)

此
様
に
す
れ
ば
蘭
西
方
に
延
長
し
て
も
池
川
で
き
る
｡

土
方
村
に
於
て
筆
者
が
補
水
管
だ
し
た
の
は
大
t･･b
る
訳
で
あ

る
轟
は
緒
言
で
述

べ
た
O
此
は
結
線
寺
泥
岩
で
あ
り
盆
-
其
連
癖
に
す
ぎ
な
い
｡
即
ち
千
谷
技
師
の
土
方
暦
は
結
線

寺
泥
岩
に
他
な
ら
ぬ
D
叉
同
技
師
は
佐
兼
暦

(
地
壁
郷
誌
三
十
八
年
八
五
貫
)
は
佐
兼
村
に
放
け
る
上
張
暦
以
下
大

日
砂
岩
ま
で
に
荊
皆
す
る
も
の
ど
さ
れ
た
｡
佐
兼
厨
だ
内
田
暦
の
分
界
を
五
官
妙
凝
衣
岩
背
だ
さ
れ
た
｡
然
る
に
此

凝
衣
岩
背
は
細
谷
暦
自
身
で
あ
る
か
ら
此
封
比
は
成
立
し
な
い
.
佐
鹿
骨
は
南
郷
層
の
南
西
延
長
で
細
谷
暦
以
上
に

替
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
書

千
春
技
師
の
内
田
暦
は
細
谷
層
以
下
大
武
寵
砂
岩
鼓
で
の
間
の
砂
泥
亙
暦
を
挿
す

yJ3'事
に
多
少
改
訂
す
れ
ば
大
日
暦
の
異
相
だ
し
て
成
立
す
る
｡
白
岩
産
衣
岩
以
下
の
堀
之
内
暦
を
満
水
厨
だ
さ
れ
た



め
は
不
可
で
あ
る
0

棲
式
掛
川
暦
置
分
だ
千
谷
技
師
の
掛
川
南
西
に
放
け
る
国
分
亡
を
改
正
封
此
せ
し
む
れ
ば
次
の
如
-
で
あ
る
｡

始
級
韓
氾
山方
1

-
-

土
方
厨

同
郷
厨

1

!

佐
東
暦

細
谷
暦
1

-
五
官
所
収
淡
紫
神

泉
代
燈
火
zE
暦
!

内

田
暦

堀
之
内
層
群

-
-
-

-
珊
之
内

暦

満
水
暦
-

-

ナ
シ

掛
川
層
群
は
掛
川
町
北
西
に
向
ふ
}J
大
日
哲

万
が
厚
ぐ
LJ
も
天
王
砂
岩
が
潤
-
な
る
｡
些

嘉

は
元
凍
前
者
が
申

粒
で
後
者
は
細
粒
の
差
あ
る
の
み
で
あ
る
d
即
前
者
は
よ
-
湧
き
水
底
に
沈
積
し
た
に
す
ぎ
ぬ
｡
掛
川
統
の
沈
積
は

次
第
に
西
方
よ
り
東
方

へ
浸
入

し
た
海
の
中
に
行
ほ
れ
た
｡
其
故
に
其
下
底
は
兼

へ
ビ
程
赦
し
て
行
-
｡
大
日
の
化

石
動
物
群
は
其
以
兼
'
掛
川
ま
で
に
は
な
い
｡
そ
れ
は
英
に
次
ぐ
地
層
に
希
赦
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡
然
し
掛

川
以
東
に
tJ
は
す
で
に
説
-
如
-
金
谷
凹
地
が
あ
る
の
で
地
膚
は
兼
か
ら
酉

へ
急
角
皮
に
覆
赦
し
て
ゐ
る
か
ら
軍
び

此
水
準
が
現
は
れ
る
道
理
で
あ
る
｡
大
日
化
石
群
に
近
似
し
た
も
の
は
栗
本
村
石
上
に
求
め
ら
れ
る
.
大
日
に
て
北

石
を
含
む
磯
質
砂
暦
は
最
下
底
で
直
に
大
井
川
暦
の
基
磐
上
に
あ
る
が
西
に
園
田
村
園
田
､

1
宮
村
谷
崎
に
進
め
ば

其
以
下
に
位
す
る
凝
荻
岩
が
あ
る
｡
此
凝
衣
岩
は
ざ
う
し
て
も
白
岩
准
衣
岩
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
火
山
活
動
に
よ

っ
て
見
れ
ば
凝
次
岩
は
化
石
同
様
に
時
線
髪

不
す
革
が
考

へ
ら
れ
る
｡
火
山
友
は
海
底
な
ら
ば
此
校
上
平
均
し
て

1

僻
岡
舵
掛
川
町
近
傍
の
地
資
に
就
与
Y

tO三

7
七
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凡

地
方
に
戯
ま
っ
て
ゐ
る
は
づ
で
あ
る
｡
此
故
に
掛
川
磯
巾
の
二
昔
の
凝
次
岩
は
有
力
な
る
示
華
暦
ど
な
ら
ぬ
ば
光
ら

ぬ
暗
線
は
岩
質
に
よ
る
地
膚
ビ
は
交
斜
す
る
同
田
村
に
あ
る
細
谷
(
五
官
酵
)凝
灰
岩
は
下
底
は
岩
質
止
大
口
砂
潜
中

に
混
じ
て
上
部
は
天
王
砂
岩
に
混
じ
て
沈
積
し
た
｡
然
し
宇
刈
肘
に
で
は
岩
贋
上
家
代
暦
だ
商
圏
に
踏
む
東
に
東
方

に
行
-
ほ
ざ
南
郷
暦
中
に
涯
入
し
て
ゐ
る
｡
南
郷
暦
は
掛
州
南
方
に
て
は
下
部
が
細
粒
砂
岩
又
は
職
質
泥
岩
で
あ
る

が
此
は
五
百
幣
の
南
東
に
て
次
第
に
砂
粥
互
暦
に
移
化
す
る
｡
凝
灰
岩
は
か
-
の
如
-
岩
層
旦
父
斜
す
る
か
ら
其
混

入
し
た
岩
慣
に
よ
り
所
に
よ
-
砂
嚢
で
も
泥
肇
で
も
頁
岩
質
で
為
あ
る
｡
花
だ
細
谷
膚
の
場
各
澱
下
部

(
郎
五
高
蹄

凝
岩
)
は
純
火
山
炭
質
で
大
部
は
耗
次
贋
､
上
部
は
特
に
浬
石
質
で
あ
る
｡
五
官
鱗
以
東
で
は
最
上
部

に
も
平
均
十

サ
ン
チ
の
細
き
旋
友
岩
が
あ
る
｡

南
郷
村
上
内
田

村
岡
に
て
南
郷
膚
中
に
二
の
厚
き
砂
岩
の
レ
ン
ズ
が
あ
る
｡
此
申
下
tL･t
る
も
の
は
前
.i
杉
谷
砂
岩

だ
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
細
谷
暦
よ
り
下
に
も

1
枚
の
砂
岩
の
レ
ン
ズ
が
あ
る
｡
ほ
ぼ
其
直
下
に
大
開
龍
砂
岩
が

あ
る
｡

ざれ
も
中
粒
の
砂
で
秒
堀
互
軍
,J
の
直
別
は
壁
に
砂
が
非
常
に
優
れ
て
ゐ
る

だけ
で

(
大
鞘
龍
砂
岩
は
例
外

日
砂
岩
は
西
よ
膏
搾
忙
尖
滅
す
る
も
.Q
で
あ
っ
て
此
等
の
哲

石
の
レ
ン
ズ
だ
は
登
壇
の
道
春
が
興
る
｡
金
谷
凹
地
は

も
し
此
を
陸
上

に摂
Y
.塙
切
ビ
す
れ
ば
そ
こ
に
大
な
る
谷
を
考

へ
し
め
る
.
源
密
の
進
行
後
も
な
は
此
谷
か

流
れ
下

る
阿
州
が
凹
地
延
長
上
に
庵
TQ
轟
は
想
像
し
得
ら
れ
る
｡
さ
す
れ
ば
ま
た
砕
層
の
少
か
ら
サ
運
搬
さ
れ
る
革
は
恩
ひ

浮
ば
れ
る
｡
特
に
南
郷
､
上
内
円
間
に
砂
岩
の
優
れ
て
聴
感
し
て
ゐ
る
の
は
此
闘
係
で
は
あ
る
ま
い
か
-.･-･
P
結
線
寺
泥

岩
津
に
介
在
す
る
砂
岩
も
此
岡
城
に
て
敢
数
多
-
ま
た
厚
い
の
で
あ
る
日
潮
流
を
も
っ
て
は
説
明
し
柑
ぬ
｡



鮮
新
期
以
後
に
放
て
有
孔
虫
は
あ
ま
-
有
力
な
示
準
化
石
で
は
な
い
｡
ま
た
小
筒
状
の
梅
錦
は
相
良
､
潅
水
言
堀

之
内
､
掛
川
の
各
敏
に
多
少
の
消
長
は
あ
つ
て
も
旗
-
分
布
し
て
封
此
上
葵
を
な
さ
ぬ
｡
概
L
tJ
大
日
暦
の
化
石
は

機
海
で
結
線
寺
泥
岩
の
は
大
海
で
搾
肝
性
の
動
物
･>J
喋
梅
松
の
動
物
だ
に
富
む
｡
結
線
寺
の
上
部
に
は
浬
韓

の
化
石

が
出
か
｡
こ
れ
は

一
旦
の
薩
海
後
即
沈
積
愉
舷
の
終
末
に
再
び
桟
-
な
っ
た
故
で
あ
る
｡
曾
我
暦
は
賓
に
掛
川
輪
廻

に
次
ぐ
輪
廻
に
屈
し
て
別
の
系
統
だ
し
て
考

へ
る
を
得
る
も
の
で
み
る
｡

曾
我
暦

本
暦
は
砂
､耗
次
岩
よ
り
な
り
浅
海
成
で
あ
る
｡
其
下
底
は
明
か
に
掛
川
銃
を
不
整
倉
に
覆
ふ
て
ゐ
畠
㌍

小

笠
山
の
北
恋
で
は
結
線
寺
泥
岩
上
に
不
盤
倉

に
凍
る
が
遮
盤
は
明
瞭
な
る
浸
蝕
の
跡
壁

ボ
し
時
に
下
底
は
基
底
磯
岩

を
な
し
て
結
線
等
暦
の
塊
を
含
む
轟
が
あ
る
｡
岩
井
寺
の
西
方
に
て
は
此
基
底
磯
岩

(榛
は
主
に
育
唾
厨
三
食
野
の
-

硬
い
岩
石
よ
り
な
り
馬
鈴
薯
大
以
下
で
あ
る
｡
)
中
に
褐
曲
し
た
府
班
発
達
せ
る
第
三
紀
岩
の
大
塊
を
含
む
?
岩
質
上

此
は
南
郷
暦
に
概
似
す
る
｡
し
か
し
土
方
村
入
山
瀬
の
谷
で
は
曾
我
暦
の
凍
る
べ
き
W
息
は
､る
る
所
に
骨
我
厨
な
-

結
線
寺
泥
岩
の
上
部
の
上
に
直
接
に
不
整
合
を
以
て
小
笠
山
磯
岩
が
凍
る
｡
結
線
寺
最
上
部
は
浅
海
庇
で
砂
嚢
を
帯

び
て
ゐ
る
｡
此
岩
石
が
岩
井
寺
の
曾
我
圏
下
底
に
罫
ち
て
ゐ
る
も
の
で
は
L･4
い
か
だ
皿
は
れ
右
｡
曾
我
暦
が
土
方
肘

に
延
び
て
ゐ
な
い
の
は
岩
井
等
の
酉
方
凍
た

り
で
終
っ
て
ゐ
tQ.為
で
あ
ら
.-
｡
曾
我
層
の
砂
は
新
鮮
に
て
地
下
水
を

含
む
時
は
音
次
色
で
暦
班
が
見
え
る
が
水
先
な
き
部
分
は
多
-
黄
褐
色
の
歌

い
砂
で
あ
る
｡

矢

田

砂

岩
六
非
常
の

s
an
d
s
g
ne
よ
-
意
味
を
戯
-
し
た
.
紀
要

には
D
ain
iti
S
an
d
s
だ
し
た
｡)
に
似
て
塊
状
で
あ
る
が
よ
り
歌
か
J
で

砂
岩
tJ
は
デ

ブ
し
て
も
呼
び
難

い
｡
北
輔
周
智

郡
下
で
は
可
t･,旨
磯
を
含
む
の
で
上
の
小
笠
山
磯
岩
古
の
岩
貿
上
の

判
別
が
困
難
で
あ
る
｡
賂

L
極
め
て
明
瞭
な
浸
蝕
が
商
圏
の
間
に
見
ら
れ
る
の
で
確
賓
にこ
固
別
し
符
る
.
曾
我
衛
牌

跡
川
彬
掛
川
仰
起
捗
の
地
質
に
就
4
,て

10
鼠

7
九



地

球

節
九
魯

第
二
髄

70六

二
〇

化
前
の
接
触
は
北
西
に
よ
-
多
-
掛
川
銃
の
上
部
を
例

-
取
っ
た
｡
此
故
に
曾
我
暦
は
宇
刈
村
で
は
南
郷
暦
の
直
上

に
凍

-
'
園
田
村
で
は
細
谷
厨
の
直
上
に
凍

-
､
野
部
材
で
は
大
井
川
暦
上
に
凍
る
｡
大
口
暦
が
西
に
砂
岩
厨
が
凝

蓮
す
る
A,J
同
じ
-
本
暦
は
蛸
に
質
が
親
に
.L･B
る
.
小
笠
磯
岩
基
底
の
不
整
各
は
曾
我
府
を
兼
ほ
ざ
多
-
矢
は
し
め
て

ゐ
る
.
露
班
に
て
曾
我
暦
上
下
の
不
整
各
の
明
か

第 九 問 小笠山荘蝕前地形蕗造等高線(七胡二千五百分ソ -)

な
の
は
立
法
寺
及
可
腫
で
あ

る
｡
.
(弟
七
'
八
尉
参
照
)

小
豊
山
磯
岩

百
米
以
上
G
)厚
さ
あ
る
磯
の
轡
で

あ
る
｡
久
努
西
村
､
山
科
'
可
睡
'
袋
井
町
､
小

野
m
､
法
多
山
等
に
は
粘
土
､
砂
の
互
暦
が
乗
を

す
る
｡
同
様
の
も
の
は
小
笠
山
南
酉
に
も
あ
る
｡

小
笠
山
磯
岩
は
小
笠
山
附
近
に
て
最
澄
-
灘
も
大

き
い
.
西
方

へ
は
勢
を
弱
め
て
LH(
融
州
左
岸
の
洪

積
層
に
次
第
に
移
化
す
る
棟
に
見
ら
れ
る
.
第
九

同
は
小
笠
御
料
林
の
置
域
に
あ
る
本
暦
の
表
面
を

荷
造
し
た
等
高
線
で
あ
る
/3
産
蝕
に
よ
っ
て
残
っ

た
敢
高
瓢
を
連
ね
て
元
の
商
を
暇
憩
し
た
も
の
で

あ
る
｡
此
に
よ
っ
て
見
る
と
小
笠
山
の
南
西

一
粁

か
な
り

ほ
.i,,
の
地
鮎
を

要

だ

す
る
扇
状
地
を
な
t
で
ゐ
る



此
扇
状
地
を
構
成
し
た
河
は
恐
ら
-
南
郷
暦
中
多
-
の
砂
を
運
搬
混
入
せ
し
め
た
河
の
後
身
で
は
あ
る
互

い
か
｡
小

笠
山
磯
岩
は
萩
間
堕
岩
だ
等
し
-
金
谷
凹
地
の
成
生
で
あ
る
｡
小
笠
山
磯
岩
の
塵
は
主
だ
し
て
三
食
膚
の
砂
岩
で
箪

以
外
の
岩
石
は
甚
少
い
｡
本
居
は
ま
た
陸
上
河
戒
で

1
部
の
粘
土
質
部
に
は
海
の
化
石
は
磯
見
さ
れ
な
い
｡
下
部
は

多
少
磯
が
互
に
凝
倒
し
て
ゐ
る
が
大
憶
は
洪
積
世
の
磯
だ
大
差
な
い
｡
其
時
代
は
洪
積
世
よ
･C,は
古
い
と
恩
は
れ
る

が
甚
し
-
は
宙
-
な
い
ら
し
い
｢

基
磐
地
質

大
井
川
原
三
倉
暦
の
地
質
は
未
知
で
あ
る
｡
大
髄
に
北
東
蘭
画
の
軸
を
な
す
背
斜
向
斜
は
認
め
ら
れ
る

ま
た
金
谷
町
､
絵
島
も
佐
夜
中
山
､
日
坂
'
大
野
の
地
に
は
大
井
川
暦
三
骨
層
に
属
せ
ざ
る
別
の
層
群
が
あ
る
｡
大

野
に
で
は
其
基
底
磯
岩
が
三
倉
骨
岩
石
の
磯
を
多
数
有
し
て
な
る
を
見
た
｡
此
上
に
衣
白
色
の
厚
い
砂
岩
が
あ
も
日

坂
村
以
東
に
は
上
部
の
晴
炎
色
泥
岩
が
あ
る
｡
い
づ
れ
も
は
げ
し
-
風
化
し
て
山
崩
を
起
し
易
い
｡
上
部
の
泥
岩
は

浦
水
暦
の
岩
石
だ
近
似
し
て
畷
別
す
る
の
は
甚
困
難
で
あ
る
0
此
等
の
地
層
は
覆
い
て
調
査
す
る
つ
も
.む
で
あ
る
｡

大
井
川
暦
は
深
成
岩
に
貫
か
れ
て
ゐ
る
｡

大
日
暦
の
化
石
動
物
群

掛
川
統
化
石

フ
ォ
ー
ナ
の
調
査
は
最
近
横
山
博
士
の
報
文
が
あ
る
｡

筆
者
は
六
年
間
主
と

し
て
大
日
暦
の
フ
ォ
ー
ナ
を
調

べ
て
雄
花
｡

や
う
や
-
其

一
部
生
月
都
帝
大
坪
学
部
紀
要
に
凝
来
し
た
｡
其
結
果
尊

名
の
上
で
横
山
博
士
の
ビ
可
な

rD
の
差
異
が
あ
る
が
此
は
厳
密
に
寓
岡
動
物
聾
名
規
約
に
穐
ふ
故
に
生
じ
た
の
で
こ

ど
さ
ら
に
奇
を
街
ふ
故
で
は
な
い
｡
多
-
の
人
は
撃
名
に
就
て
は
無
頓
着
で
其
本
衣
の
意
義
を
忘
れ
て
ゐ
る
Q
姉
三

紀
化
石
は
現
世
動
物
亡
の
比
較
上
動
物
聾
者
が
認
め
る
命
名
規
約
に
従
ふ
の
は
最
必
要
で
あ
る
｡
外
聞
にこ
て
も
新
に

フ
ォ
ー
ナ
を
研
究
し
て
ゐ
る
場
各
に
は
最
近
で
は
親
約
に
従
っ
て
ゐ
る
人
が
多
い
｡

筆
者
は
此
世
界
の
風
潮
に
歩
調

静
和
船
掛
川
町
立
傍
の
地
質
に
就
さ
て

]忌

二
1



地

球

節
九
番

節

二

幼

岩

八

二
二

を
合

せ
花
に
す
ぎ
住
い
.
命
名
規
約
に
よ
,i3.だ
政
音r
い
名
前
飲
用
ひ
て
シ

ノ
ニ
ム
を
す
て
る
｡
リ

ン

ネ

前
の
名
は
腐

し

月
掛
で
は
ボ
ー
ル≠

ン
の
名
を
諦
め
る
｡
畢
名
は
流
行
を
追
ふ
も
の
に
て
は
決
し
て
な
い
｡
ま
た
再
拝
の
尊
者
抄

訳
-
畝
何
時
ま
で
も
有
難
が
･サ
て
そ
の
ま
ま
邦
用
す
る
も
の
で
も
な
.い
｡
此
瓢
誤
解
な
き
,や
う
譲
者
に
お
膳
ひ
す
る
｡

密
着
の
認
識
し
た
歌
慨
動
物
化
石
は
百
八
十

7
億
で
各
属
各
種
各
亜
種
の
観
察
は
今
.の
問
題
だ
は
興
る
の
で
今
此

嵐
に
舟
蝕
は
し
な
い
か

､
フ
ォ
ー
ナ
′仝
Bg

fJ
し
て
の
観
察

だけ
を
略
述
す
る
･

官
八
十

山
麓
の
中
斧
足
掛
四
十
七
棟
J

痴

足
叛
五
種
､
腹
足
頻
空

手

九
種
で
あ
る
｡
右
の
中
種
､
亜
種
の
確
定
し
得
た
も
の
間
七
十

1.
積
で
其
申
視
座
算

定
頻
三
十
五
､
同
掘
足
類
三
七
同
腹
足
燕
四
十
二
務
で
現
鐘
楼
計
八
十
p
硯
鍾
種
の
盆
髄
に
封
す
る
割
合
は
四
十
六

･
八
.,l
I
セ
ン
ト
｡
亜
種
を
考

へ
の
外
だ
す
る
ビ
線
蔵
数
望

ハ
十
四
中
現
任
種
八
十
五
穂
で
そ
の
割
合
は
五
十

一
｡

八
｡
現
埋
蔵
の
余
憤
に
封
す
る
削
合
に
よ
-
第
三
紀
層
の
時
代
を
定
め
る
葦
は
諭
講
が
あ
る

｡
し
か
し
第
三
紀
中
新

以
後
に
は
世
界
的
示
準
化
石
に
乏
し
-
､
し
か
も
各
地
域
の
隔
絶
し
な
る
故
に
対
比
に
止
む
を
得
車
此
方
法
が
凧
ひ

ら
計
る
場
合
が
多
い
｡
我
団
に
於
で
は
ブ
ラ
タ
ン
ス
は
鮮
新
世
の
其
化
石
の
同
定
に
英
問
鮮
新
世
種
の
多
-
密
殺
て

時
代
の
判
定
を
加

へ
た
｡
徳
永
博
士
は
ブ
ラ
タ

ン
ス
町
同
定
の
誤
を

正
だし
光
束
附
近
王
子
､
田
端
､
品
川
の
賢
暦

を
割
合
敵
に
よ
-
て
洪
積
世
だ
認
め
た
.
し
か
る
に
横
山
博
士
は
千
素
裸
下
絵
植
厨
の
見
化
石
中
滅
亡
種
の
制
令
が

塵
準
の
洪
積
世
よ
-
も
多
き
串
を
記
さ
れ
た
0
矢
部
博
士
は
酢
に
反
射
で
割
各
法
の
蝿
b
に
足
ら
㌢
る
を
主
張
せ
ら

れ
た
O封
岸
カ

リ
フ
ォ
.〝

ニ
ア
の
第
三
紀
-
下
草
は
兼
部
及
中
部
の
時
代
判
明
せ
る
地
層
に
対
比
せ
ら
れ
其
服
を
迫
ふ

て
主
だ
し
て
割
合
法
を
以
て
感

新
倣
洪
積
世
を
分
別

し
た
が
近
凍
嘱
乳
頻
化
石
等
の
磯
風
を
加
へ
て
時
代
静
定
-
大

に=
進
ん

だ｡南
洋
方
面
で
は
滅
亡
種
の
以
外
に
少
い
に
も
係
ら
ず
相
皆
に
古
い
だ
認
め
ざ
る
か
称
な
い
貝
フ
ォ
ー
ナ
が



あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
此
は
熱
昔
で
あ
っ
て
事
情
が
量
る
｡
我
問
で
は
峻
洗
1J
寒
流
.fJ
脅
し
フ
ォ
ー
ナ
の
E時
代
的
地
甜

的
の
鼻
化
は
非
常
に
大

き
-
種
の
滅
U
の
機
骨
は
多

い
｡
此
問
題
は
な
は
詳
し
-
論
じ
て
み
た
い
.
化
石
フ
ォ
ー
ナ
の

滅
亡
種
は
展
に
城
u
L
な
る
や
未
だ
磯
見
さ
れ
ぬ
現
生
種
-T
ぁ
る

ーこあ
ら
ぬ
か
は
常

に我
等
を
幡
ま
す
｡
犬
自
衛
の

(

只
化
石
は
其
中
の
現
蕉
種
及
び
魔
難
儀
の
今
日
の
分
布
を
考

へ
て
み
れ
ば
明
か
に
相
模
督
よ
も
土
佐
沖
に
至
る
間
の

暖
流
の
影
響
あ
る
梅
酒
に
棲
息
す
る
も
の
に
殆

1
致
す
る
O
横
山
博
士
の
同
定
せ
ら
れ
た
る
種
に
は
な
は
多
ぐ
の
北

方
種
を
旦
る
も
筆
者
の
表
に
は
北
方
属
は

ワ
ラ
(
L
oran

あ
る
の
み
で

し
か
も
北
方
に
は
此
種
だ
此
絞
さ
れ
iQ
p
ラ

は
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
b
吾
人
は
断
じ
て
大
日
暦
月
フ
ォー
ナ
は
黒
潮
式
で
あ
る
三

日
ふ

塞
流
の
も
の
の
混
じ
た
る
を

見
な
い
｡
此
故
に
北
米
酉
海
岸
第
三
紀
月
フ
ォ
ー
ナ
b･J
は
開
係
が
少
い
が
南
洋
ジ
ャ
ぺ

チ
巧
-
ル
第
三
紀
だ
は
少
.々

の
共
瓶
種
が
出
る
｡
し
か
し
L･B
が
ら
印
度
F,,>
ヤ
バ
の
第
三
紀
上
部
只
栂
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
同
時
代
貝
粗
だ
甚
L
G
相
異

あ
る
だ
等
し
-
､
い
な
､常
然
其
以
上
に

ヨ
ー
ア
ッパ

f̂J

の
関
係
は
遠
い
｡
種
に
放
て
同

fI
の
も
の
は
殆
な
い
.
か
-

の
如
き
有
様
で
外
囲
の
フ
ォ
ー
ナ
ビ
は
比
較
す
る
革
が
で
き
な
い
か
ら
日
本
第
三
紀
は
可
tib
-
燭
立
に
研
究
し

て
行

か
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
勿
論
H
本
筋
三
酷
は

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
極
根
漉
背
の
第
三
紀
で
地
班
上
他
の
温
帝
地
升
だ
隔
絡
し

て
か

る
.
t滅
亡
種
の
認
定
は
黒
潮
式
フ
ォ
ー

ナ
の
場
合
に
は
可
な
り
安
全
で
あ
る
･｡何
だ
な
れ
ば
此
方
両
の
月
額
は
故

平
瀬
氏
が
黒
田
徳
光
氏
の
助
力
に
tJ
可
字

Ll
多
-
韮
め
て
置
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
/｡
些

.Lの
鮎
か
ら
押
し
･.p
-
れ
ば

大
日
静
の
時
代
は
鮮
新
倣
下
部
だ
す
る
の
が
最
展
に
近
い
｡
庇

は
横
山
博
士
の
敢
初
の
意
見
に
‥一
致
す
る
が
最
近
の

説
に
は
珊
反
す
る
｡
重

点
帝
大
班
軍
部
紀
要
第
二
鼻
筋

一
冊
に
博
士
の
詑
赦
さ
れ
た
遠
州
第
事
紀
艮
化
石
は
掛
川
統

下
部
中
部
上
部
の
み
な
ら
す
相
良
静
ま
.で
含
ま
れ
て
あ
る
O
欝
本
の
抹
発
着
は
千
谷
技
師
}J
小
棒
博
虫
で
あ
る
か
化

静
岡
舷
掛
川
町
近
鰭
の
地
厨
に
灘

+
,て

小
束

二
三
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二
四

石
を
含
有
す
る
地
層
の
暦
序
に
誤

-
が
あ
る
の
で
横
山
博
士
の
化

石
帯
は
層
序
だ
無
掬
係
に
で
き
上
っ
た
0
其
枚
上

下
の
別
が
あ
つ
て
も
､
現
生
種
打
割
合
が

1
定
の
順
序
を
な
さ
な
い
.
も
し
暦
序
が
正
し
-
て
割
各
が
順
を
ふ
ま
な

い
時
に
は
其
数
倍
に
は
誤
差
が
あ
ま

-
に
多
-
て
意
味
が
な
-
な
る
｡
化
石
が
育
種
も
あ
れ
ば
此
戚
な
誤
差
は
化
石

群
の
犀
序
を
乱
す
ほ
ざ

大
で
な
い
罫
は
寛
際
で
あ
る
｡
聾
者
は
武
兼
好
系
の
場
各
に
も
其
然
る
を
知
っ
た
O
大
日
暦

の
中
､
岩
石
の
蚤
な
り
だ
フ
ォ
ー
ナ
の
各
員
の
吟
味
か
ら
大
日
の
フ
ォ
ー
ナ
.
方

ノ
橋

フ
ォ
ー
ナ
､
天
王
山
フ
ォ
ー
ナ
ビ

順
序
を
･つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
現
銀
線
の
割
合
に
て
も
大
日
は
四
十
◎
四
'
方

ノ
橋
は
四
十

1
◎
六
七
天
王
山
が
五

十
三
ヱ
ハ
ビ
段
々
堵
卸
し
て
-
る
の
が
到
る
｡
超
の
同
定
｡
現
生
種
ど
の
此
較
ー膚
序
の
決
定
が
正
し
け
れ
ば
示

都
各

な
矛
盾
は
起
る
べ
き
薯
が
な
い
｡
我
執
に
於
で
第
三
紀
化
石
は
未
知
の
事
が
多
い
｡
炭
田
油
田
に
.於
け
る
岩
石

ビ構

造
は
可
な
-
詳
し
-
調
査
さ
れ
て
ゐ
る
が
化
石
上
か
ら
互
に
隔
絶
し
な
る
此
等
の
地
層
の
封
比
は
甚
不
完
蚤
に
し
か

出
凍
な

い
｡大
日
層
の
化
石
フ
-
ォ
ナ
は
少
-
旦

二
捕
草
島
の
鮮
新
世
よ
-
育
-
紀
州
日
蓮
の
中
新
世
よ
ら
新
し
い
kJ

恕
は
れ
る
｡
信
州
北
部
の
鮮
新
世
化
石
フ
ォ
ー
ナ
は
寒
流
式
の
代
乗
で
'
北
米
西
岸
に
踊
係
が
探
-
て
ほ
ぼ
同
時
代

kJ

m
心
は
れ
る
大
日
暦

フ
鮮

-ナ
ビ
は
大
し
た
距
-
が
あ
る
｡
我
固
第
三
紀

フ
ォ
ー
ナ
の
調
査
は
精
密
L･{
種
の
同
定
AfJ
其
の

環
境
の
万
両
に
な
ほ
艶
-
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
轟
を
痛
切
に
威
ず
る
｡
黒
潮
式
親
潮
式
内
源
式

だ
い
ふ
や
う
な

匿
分
'
牛
淡
水
'
浅
海
も
外
海
の
や
-
互
別
は
フ
ォ
ー
ナ
の
時
代
判
定
以
上
に
必
要
で
あ
る
｡

化
石
に
よ
ら
や
し
で
岩
石
の
順
序
､
頻
似
だ
け
で
隔
絶
し
た
地
域
の
地
層
の
封
比
を
千
谷
技
師
は
試
み
ら
れ
た
｡

L
か
し
か
-
の
如
き
方
法
に
て
寵
妾
な
結
果
を
村
る
ど
は
倍
せ
ら
れ
ぬ
｡

構
造

構
造
tこ
就
で
は
未
知
の
革
が
あ
ま
rc,に
多

い｡
た

だ大
略
を
乱
す
に
止
め
る
｡
大
井
川
暦
は
其
内
容
が
組
織



的
に
調
ぼ
っ
て
ゐ
な
い
の
で
稽
曲
の
本
態
は
な
は
閲
示
し
難
い
が
ー
多
-
の
走
向
傾
斜
側
定
の
結
果
を
綜
倉
す
れ
ば

1
枚
に
北
東
南
西
の
軸
を
有
す
る
補
助
の
賓
在
が
窺
は
れ
る
｡
大
井
川
暦
地
の
地
質
構
造
は
し
か
し
な
が
ら
単
な
る

相
曲
ぼ
か
-
で
は
表
現
し
っ
-
さ
れ
ぬ
.
多
-
の
視
雅
な
断
層
を
も
必
ず
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
相
良
暦
だ
大

井
川
暦
だ
は
整
合
で
は
あ
る
ま
い
ど
信
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
し
か
し
相
良
腎
は
榛
原
郡
に
て
大
井
川
膚
ビ
並
行
の
方
向

の
摺
曲
を
な
し
て
ゐ
る
｡
管
山
村
幡
ヶ
谷
'
新
田
の
相
良
暦
背
斜
は
近
き
女
碑
男
榊
の
大
井
川
暦
背
斜
に
並
行
し
石

油
が
出
る
の
で
早
-
よ
b
知
ら
れ
て
ゐ
る
｡

此
方
面
の
地
質
構
造
は

精
確
に
石
油
地
質
聾
者
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ

て
あ
る
.
聾
者
は
先
輩
大
村
新
谷
爾
舟
の
手
に
L･･
る
貴
蚤
学

Q
調
査
材
料
の
貸
輿
を
中
村
教
授
を
通
じ
願
ひ
す
る
事

が
出
水
た
｡

満
水
暦
は
す
で
に
述
べ
た
如
-
相
良
暦
ビ
構
造
上
よ
-
似
て
ゐ
る
｡
暦
班
不
分
明
だ
分
化
な
き
事
だ
の
為
に
調
査

が
困
難
で
あ
る
が
走
向
傾
斜
の
測
定
の
結
果
は
附
鑑
の
大
井
川
暦
に
近
似
し
て
ゐ
a
.
い
づ
れ
に
せ
よ
大
井
川
､
相

良
'
満
水
の
三
層
は
北
東
南
西
の
摺
曲
ビ
な
し
て
ゐ
る
｡
此
は
即
此
天
龍
川
上
流
よ
-
渥
美
牛
島
に
孤
を
豊
-
西
日

本
外
背
の
構
造
で
あ
る
｡
此
確
曲
を
生
じ
た
る
造
山
期
は
決
し
て
短
少
な

一
時
代
に
こ
め
て
し
ま
ふ
事
は
で
き
な
い
｡

大
井
川
厨
の
相
曲
は
相
良
腎
に
此
し
て
後
難
で
あ
る
｡
大
井
川
暦
沈
積
後
に
大
な
る
造
山
期
が
考

へ
ら
れ
る
が
其
造

山
作
用
の
終
略
せ
ざ
る
に
先

だち
て
相
良
満
水
暦
が
戚
生
し
し
か
る
後
に
堀
之
内
掛
川
続
が
沈
積
し
た
｡
さ
れ
ば
此

間
の
不
整
合
は
時
間
の
距
-
は
ざ
れ
ほ
ざ
大
き
-
な
い
だ
し
て
も
結
果
に
於
で
は
大
で
あ
る
｡
か
か
る
大
造
山
の
籍

に
日
本
の
地
形
は
今
日
の
状
態
に
難
し
て
多
-
の
急
斜
而
ビ
各
所
に
限
定
さ
れ
た
凹
地
Ad
を
生
じ
た
｡.
此

一
の
凹
地

の
次
第
に
可
L･4
-
急
蓮
に
源

へ
沈
降
し
っ
つ
あ
る
間
に
堀
之
内
骨
は
沈
積
し
た
｡
厚
大
な
る
萩
間
蟹
岩

ゼ
急
角
度
の

解

的
階
掛
川
町
妃
傍
の
地
質
,1
就
4
Jて

三

二
五



地

域

碑

九

番
雄

二

雄

三
ll

二

六

揮
藤
は
此
を
語
る
｡
堀
之
内
暦
掛
川
統
曾
我
暦
小
笠
山
磯
岩
は
ど
れ
耳
固
西
に
傾
斜
し
て
ゐ
る
｡

い
づ
れ
も
さ
し
て

急
斜
で
は
な
い
八
度
乃
至
十
五
度
が
普
通
で
あ
る
が
時
に
二
十
皮
に
及
ぶ
轟
も
あ
る
｡
此
傾
斜
は
決
し
て
沈
積
督
時

の
ま
ま
で
は
な
い
｡
勿
論
此
だ
け
の
諭
接
で
は
基
地
動
を
考
察
す
る
事
は
で
き
な
い
｡
前
記
北
東
商
館
の
補
助
を
起

し
灯
る
カ
ビ
は
直
角
の
方
向
の
力
が
働
い
て
ゐ
る
}J
見
る
事
も
で
き
る
｡
･し
か
し
な
が
ら
掛
川
統
以
後
に
於
て
北
東

南
西
の
摺
曲
は
金
-
終
止
し
て
は
か
L･{
い
｡
な
は
詳
細
iiニ
堀
之
内
暦
以
上
の
韮
甘
畝
槍
す
れ
ば
必
ず
し
も
北
野
敵
嵐

に

1
定
は
し
て
ゐ
t･･
い
｡
掛
川
統
金
膿
む
し
て
掛
川
以
東
に
て
は
ま
-
町

に偏
1
下
内
田
柑
大
坂
村
の
南
報
に
で
.は

殆
南
北
で
あ
る
O-
西
は
用
智
郡

1
宮
村
に
起

-
南
は
小
笠
郡
大
坂
相
に
つ
き
る
掛
川
耽
り
地
層
は
此
様
に
し
て
ホ
ッ

ケ
ー
の
棒
の
様
な
曲
線
を
塞
い
て
ゐ
る
｡
ま
た
掛
川
以
酉
に
て
平
均
北
六
十
度
酉
の
走
向
を
有
す
る
部
分
に
て
は
傾

斜
は
按
で
か
つ
て
五
度
入
皮
の
間
に
あ
る
｡
掛
川
の
南
,
南
郷
村
に
て
走
向
が
北
四
十
僅
酉
位
に
な
る
ビ
傾
斜
は
均

し
て
十
度
よ
り
十
五
度
に
な
る
｡
南
端
走
向
の
南
北
に
近
-
な
る
YJ
傾
斜
は
二
十
度
近
-
な
っ
て
凍
る
O
勿
論
此
は

例
外
も
あ
る
が
局
部
的
の
狸
動
に
よ
る
も
の
で
各
鰻
の
勢
は
確
に
右
の
如
-
で
あ
る
｡
堀
之
内
暦
は
掛
川
銃
に
整
合

で
あ
る
か
ら
走
向
傾
斜
も
並
行
で
あ
る
｡
し
か
し
東
山
村
聞
出
口
付
粟
本
村
に
あ
つ
て
は
北
北
東
の
走
向
で
あ
っ
.6
.

掛
川
以
酉
の
大
日
層
の
如
-
梶
-
酉
に
偏

っ
て
は
ゐ
な
い
O
簡
単
に
考

へ
れ
ば
此
は
基
底
の
地
形
に
支
配
さ
れ
て
ゐ

る
蔑
で
あ
る
が
其
聞
な
は
別
の
悪
童
あ
-
や
熟
慮
を
妥
す
る
｡
堀
之
内
圏
は
急
斜
面
′ぜ
有
す
る
斜
面
に
沈
積
し
た
の

で
あ
っ
て
其
端
末
は
賓
歩
L
を
る
の
で
あ
る
が
和
良
瀞
に
按
す
る
部
は
多
少
其
北
加
商
蘭
の
漣
向
Li
並
行
に
近
づ
く

傾
向
が
明
か
に
静
め
ら
れ
る
｡
最
下
底
勝
間
田
村
に
あ
る
萩
間
敏
岩
の
走
向
傾
斜
が
基
磐
の
形
に
並
行
し
て
み
る
軍

資
は
簡
革
で
あ
っ
て
し
か
る
ペ
仁
し
て
し
か
rcn
J
い
ふ
よ
り
肱
は
な
い
が
武
闘
よ
り
新
野
相
に
か
け
て
の
此
傾
向
は
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蝿

琉

第
九
怨

鰐
二
親

〓蹄

二
八

草

に基
磐
地
形
に
沿
ふ

ど
いふ
だけ
で
は
各

期
が
ゆ
か
な
い
P

も
し
標
準
の
走
向
を
有
す
る
中
心
部
よ
め
此
鼎
東
部

に
按
妊
す
る
な
ら
ば
其
鼻
化
の
段
々
･jJ
移
り
頻

っ
て
布
-
の
が
ま
-
わ
か
る
｡
最
も
明
か
な

一
例
を
あ
げ
て
敦
-
な

ら
ば
川
野
村
市
場
よ
-
正
林
寺
､
中
坂
を
粧
て
新
野
村
有
ケ
谷
の
兼
方
に
て
鼎
良
層
に
接
す
る
ま
で
二
好

の
間
に
て

北
三
十
度
西
に
始
ま
る
走
向
は
雷
光
ほ
ざ
ご
ざ
に
測
定
し
ゆ
-
に
次
第
に
南
北
ど
な
り
僅
々

l
粁
正
林
寺
に
て
は
北

十
八
度
兼
ど
な

-
有
ケ
谷
に
て
は
北
三
十
度
兼
'
其
束

へ
一
粁
の
間
に
四
十
度
四
十
五
度
ま
で
兼
に
蒐
は
る
｡
相
良

暦
は
此
地
で
は
北
五
十
度
兼
の
走
向
が
あ
る
.(
以
上
の
例
は
磁
石
の
蔑
み
で
あ
る
)
.
萩
間
相
の
谷
で
も
ば
ば
同
塵
の

凝
化
が
あ
る
｡
.も
し
金
谷
凹
地
に
堀
之
内
暦
が
沈
積
し
た
後
に
北
東
南
西
に
走
る
相
良
府
の
岩
磐
を
少
し
-
北
西
の

方
向
に
押
し
花

だす
れ
ば
上
記
の
様
な
結
果
に
は
な

-
は
し
な
い

だら
-
か
｡
此
場
各
必
要
な
姑
県
は
断
層
の
件
ふ

串
だ
接
近
す
る
傾
斜
の
急
で
あ
る
事
.I･J
岩
石
が
魔
鮪
を
強
-
受
け
る
べ
き
革
な
ざ
が
兜
づ
推
論
せ
ら
れ
る
｡
此
俵
件

は
恐
ら
-
い
づ
れ
も
充
分
に
堀
之
内
鳳
に
池
谷
さ
れ
る
｡
断
暦
ビ
か
小
摺
曲
は
よ
ほ
ざ
詳
し
い
測
量
を
し
た
後
で
な

い
呈
自
は
れ
な
い
が
賓
際
に
あ
る
事
は
確
で
あ
る
｡
傾
斜
が
急
に
な
る
革
は
ク

リ
ノ
メ
ー
タ
ー
で
測
っ
た
だ
け
で
明

瞭
で
あ
る
｡
西
萩
間
で
は
相
良
暦
に
接
す
る
墜
岩
は
五
十
度
の
急
傾
斜
が
次
第
に
北
西
に
離
れ
る
,̂J
経
に
な
っ
て
同

部
蕗
の
北
端
で
は
砂
泥
亙
層
が
北
三
十
度
'
東
萩
問
で
は
常
態
に
な
る
｡
前
記
川
野
新
野
村
岡
で
も
同
頻
で
市
場
で

二
十
度
が
正
林
寺
で
三
十
度
､
有
ケ
谷
の
兼
で
は
五
十
度
に
な
る
U

岩
石
の
塵
肺
は
明
で
放
状
に
な
っ
た
砂
岩
が
よ

-
磯
逢
し
て
ゐ
る
｡
此
地
方
で
は
急
傾
斜
の
暦
州
に
沿
ふ
て
の
小
さ
い
山
崩
が
非
常
に
多
い
｡
こ
れ
は
故
の
様
に
魔

縮
さ
れ
た
砂
岩
の
暦
が
よ
-
剥
げ
で
滑
る
た
め
で
あ
る
.

さ
で
大
き
な
る
脱

を
以
て
此
掛
川
統
合
櫨
の
構
造
を
観
察
す
れ
ば
此
意
暁
に
て

一
の
大
き
な
向
斜
の
や
う
や
-
壁



れ
か
か
っ
た
磯
な
状
態
だ
い
ふ
事
が
で
き
る
｡
し
か
し
詳
細
に
見
れ
ば
な
ほ
-小
さ
い
構
造
上
の
多
-
の
要
素
を
離
め

る
｡
摺
曲
の
初
期
だ
凪
は
る
る
も
の
は
局
所
的
に
屡
々
見
ら
れ
る
｡
擁
曲
ビ
い
ふ
譜
は
此
等
に
は
適
し
な
い
｡
基
地

東
上
に
見
ら
れ
る
形
は
走
向
の

一
部
分
に
於
け
る
鼻
態
で
あ
る
｡
常
態
の
走
向
よ
-
股
し
て
弧
を
塞
-
場
合
で
あ
る

此
は
17
の
よ
い
著
し
い
例
が
あ
る
｡

山
は
大
日
附
近
の
も
の
で
大
日
の
化
石
産
地
は
恰
度
そ
の
肺
胎
期
に
あ
る
背
斜

軸
の
上
に
あ
る
｡
字
刈
村
中
村
に
て
は
走
向
北
北
東
で
綬
傾
斜
を
以
て
兼
に
落
ち
て
ゐ
る
地
層
が
其
西
の
梅
ヶ
谷
で

は
走
向
北
北
西
Li
で
傾
斜
は
西
に
向
っ
て
ゐ
る
｡
此
小
さ
い
背
斜
の
芽
に
は
無
闘
僻
に
曾
我
暦
が
凍
て
ゐ
る
｡
故
に

此
地
動
は
曾
我
暦
下
の
不
盤
合
の
間
に
起
き
た
も
の
で
あ
ら
ね
ぼ
な
ち
ね
｡
他
の

一
の
例
は
南
方
相
単
相
に
あ
る
も

の
で
極
め
て
局
部
的
L･i
が
ら
走
向
の
甚
し
-
四
よ
り
に
な
る
軍
で
あ
る
｡
英
名
に
白
岩
耗
次
岩
は
上
平
州
よ
り
次
第

に
東
に
樽
す
る
孤
を
な
し
て
乗
組
に
出
る
｡

掛
川
杭
を
切
断
す
る
断
層
は
無
数
に
多
い
が
傾
斜
走
向
の
二
系
統
に
屈
す
る
も
の
が
多
-
就
中
傾
斜
断
簡
が
多
-

し
か
も
長
-
走
る
｡
最
著
し
き
も
の
は
岩
井
寺
断
層
(
元
の
潮
海
寺
断
層
の
銀
に
あ
わ
l)
で
あ
る
｡
し
か
し
其
他
の
断

層
に
て
落
差
十
米
を
越
す
ほ
ざ
の
も
の
は
児
あ
た
ら
ぬ
｡
た
ゞ
逆
川
原
野
川
の
谷
は
口
坂
村
に
て
ほ
大
き
な
断
層
を

寵
め
な
い
が
掛
川
町
以
西
に
於
で
は
可
な

ら
の
太
さ
の
断
簡
に
件
ふ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
ど
憩
は
れ
る
｡
堀
之
内

の
北
限
を
界
す
る
格
東
西
の
盆
に
沿
ふ
て
多
-
の
断
層
の
存
在
は
革
質
で
あ
る
が
､

1
の
断
層
地
層
分
碁
敵
を
な
し

て
ゐ
る
ど
い
ふ
轟
大
き
t･･言

も
の
は
賓
麗
し
な
い
｡

な
は
調
査
不
充
分
で
あ
る
為
に
疑
問
だ
し
て
雄
さ
れ
も
特
別
の
構
造
は
佐
兼
村
小
貫
に
あ
る

第
十
二
間
は
其

ス

ケ
ッ
チ
で
此
不
整
各
様
の
露
頭
は
畷
小
貫
の
棟
濫
路
傍
に
見
ら
れ
る
の
み
で
他
に
ど
-
し
て
も
連
絡
が
つ
か
な
い
｡

瀞
岡
輝
掛
川
町
近
健
の
地
兜
に
就
き
て

二

兎

二
九



第十二rpI･q 佐衆村JrJ(E1-の娩問のネ

髄各スケッチO不超各下の砂 には

洋右が含 まれるO上の砂泥互暦は

南郷暦J二糖く｡

第
九
噂

妨
二
班

二

山小

三
〇
･

搾
石
を
有
す
る
砂
の
暦
は
曾
我
暦
中
部
か
細
谷
骨
で
な
け
れ
甘
見

つ
か
ら
な
い
｡
な
は
小
貫
の
北
西
の
谷
に
滑
ふ
で
明
か
に
結
線
寺

涙

岩
な
る
砂
質
泥
岩
に
て
化
石
を
有
す
る
も
の
が
殆
直
立
し
て
を

る
の
が
見
ら
れ
る
.
此
直
立
部
は
幅
せ
ま
き
静
を
な
し
て
を
-
革

左
右
及
び
其
直
上
に
て
は
暦
は
常
態
の
傾
斜
を
t･bし
て
ゐ
る
｡
此

故
に
衝
上
断
層
が
考

へ
ら
れ
る
が
其
異
鹿
は
し
ば
ら
-
問
ふ
事
髄

は
す
で
あ
る
｡

掛卜三図 枚ノ原段丘祐造園(二十拭分ノー)

洪
播
層

階
段
堆
積
瀞
を
固
上
に
着
色
し

構
成
す
る
砕
屑
の
質
を
検
査
す
る
事
に
よ

ゎ
大
鰭
の
洪
積
世
に
於
け
る
地
相
を
寧
す

る
罫
が
で
き
る
｡
故

ノ
膜
轟
地
の
塵
は
其

質
が
主
と
し
て
古
重
層
三
倉
暦
の
右
耳
あ

-
各
節
の
形
は
拳
大
よ
-
犬
頭
大
で
よ
-

今
日
の
大
井
川
だ
似
て
し
か
も
共
同
階
段

を
追
ふ
時
は
大
井
川
の
容

に
洗
-
入
る
の

で
此
が
大
井
川
の
前
身
の
沈
積
物
で
あ
る

革
は
静
せ
ら
れ
る
｡
此
段
丘
東
野
の
財
形



密
蒋
遺
し
た
も
の
は
窮
十
三
間
で
あ
る
｡
段
丘
の
捷
成
は
や
は
?
上
昇
で
あ
る
q
何
故
な
ら
ば
川
野
村
育
谷
の
貝
喋

に
は
牛
淡
水
貝
粗
を
含
む
粘
土
管
が
下
部
に
位
億
し
て
お
で
海
挟
官
米
に
現
在
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
血
簸
鵜
の
串
は

前
に
も

一
寸
藩
い
た
革
が
あ
る
が
皆
現
生
椛
で
よ
-
三
方
掠
洪
積
暦
の
月
頻
に

l
致
す
る
G
敏

ノ
原
洪
積
健
は
麟

ノ

サ
.ハ
カ

児
､.
韓
水
加
原
､
牛
淵
描
'
古
谷
庶
'
弥
立
原
､
､新
野
原
を
限
界
ビ
す
る
南
北
の
級
よ
-
酉
に
は
見
ら
れ
な
い
｡
し

m鼠

か
も
此
酉
の
掛
川
堀
之
内
層

S
丘
陵
地
は
距
等
の
原
の
高
さ
よ
か
低
い
.
た
ゞ
.小
笠
山
磯
岩
が
著
し
い
ケ
ス
ク
.を
造

っ
て
二
百
五
十
米
を
実
株
し
て
ゐ
る
ば
か
ト
で
あ
る
｡
も
ど
よ
り
此
丘
陵
地
は
敏

ノ
原
洪
積
層
の
塵
成
し
た
る
時
代

-二
は
其
酉
に
小
高
い
丘
陵
を
な
し
て
大
井
川
の
勢
力
を
或
程
度
ま
で
防
小

だも
の
宰
せ
せ
る
凄
得
な
い
｡.
牧

ノ
原
以

後
の
障
蝕
は
賓
に
か
-
ま
で
は
げ
し
-
敏

ノ
原
砂
利
暦
を
彼
ら
ざ
わ
し
地
方
を
低
-
し
た
.
此
深
い
浸
蝕
は
勿
論
円

本
特
有
の
重
要
な
る
意
義
あ
る
も
の
で
肯
け
れ
碩

な
ら
ぬ
｡
多
雨
期
の
存
在
ま
た
は
今
日
の
雨
量
の
過
去
に
放
け
る

永
償
､
或
は
叉
雨
期
に
交
代
す
る
乾
燥
期
S
春
在
の
三
の
い
づ
れ
に
て
か
か
る
結
果
を
符
た
る
か
は
な
ほ
客
-
の
推

論
の
後
に
決
せ
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
淘
此
地
方
の
み
な
ら
ず
充
溢
洪
積
世
解
決
の
鶴
で
あ
る
｡
牧

ノ
原
よ
pI
低
い
丘
陵

は
今
日
の
水
流
の
近
代
に
於
け
る
鼻
蓬
の
脚
で
あ
る
が
今
は
論
議
を
略
す
る
｡

結
論
~
此
地
方
の
堅

二
配
厨
の
研
究
は
極
め
て
重
要

i1
こ
て
極
め
て
庖

難
で
あ
ち
.
困
難
だ

は
問

題
の
む
づ
か
.心
小
意

味
で
あ
る
｡
し
か
も
私
の
調
香
は
未
其
耳
介

ノ
一
も
な
し
て
な
ら
な
い
｡
恐
ら
-
L･4
ほ
長
年
の
間
没
頭
し
な
け
れ
ば

出
水
上
ら
な
い
｡
科
聾
上
の
難
問
題
は
多
-
の
人
に
よ
っ
て
推
戴
さ
れ
て
次
第
に
解
決
.さ
れ
る
.
率
に
し
て
此
地
方

は
本
邦
地
質
家
の

言

注
意
鮎
づ
な
ーっ
た
｡
私
の
最
初
の
報
骨
の
杜
撰
成
先
輩
に
よ
っ
て
摘
擬
さ
れ
た
.
先
の
胡
窓

は
L･i
ほ
進
ん
で
ゐ
る
｡
今

此
小
報
潔
を
公
に
ん
ね
の
も
な
は
多
し
の
示
教
を
得
咋
い
せ
思
っ
た
か
ら
で
完
成
し
た
も

僻
岡
株
掛
川
町
妊
呼
の
地
幣
に
耽
<
Jl/

二
心

三
叫



地

誠

硯
九
怨

解
二
班

三

三
二

の
で
は
無
論
な

い
｡

し
か
し
遠
か
ら
ず
此
小
さ
い
努
力
が
報
い
ら
れ
～7
日
が
凍
た
ら

ば
罫
に
地
方
地
質
の
解
決
で
は

な
い
｡
日
本
地
質
構
造
皮
目
本
第
三
紀
層
序
研
究
の
最
重
要
な
基
本
bJ
な
る
｡
ま
た
暦
序
撃
原
論
に
純
正
古
生
物
撃

に
多
-
の
貢
献
を
な
す
研
究
の
田
聴
鮎
ど
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0
油
田
問
題
の
止
に
も
多
少
の
利
益
が
あ
れ
ば

な
は
嬉
し

い
わ
け
で
あ
る
｡

始
終
親
切
に
教
導
n
れ
多
-
の
便
宜
私
輿

(
ら
れ
た
中
村
教
授
'
種
々
の
激
励
も
脇
は
つ
た
小
川
教
授
'
且
救
他
石
固
定
Li
多
-
の
教
示
]S
心
さ
れ

た
る
深
田
徳
米
代
に
探
-
謝
す
る
0
材
料
の
資
輿
'
標
本
の
労
政
､
其
他
の
嬰

不
払
下
さ
っ
た
大
村
'
千
谷
開
放
難
に
此
虚
に
軸
組
申
し
上
げ
る
O

(
昭
和
二
年
八
月
英
樹
か
4
ア
リ
タ
デ
に
て
梶
山
)

北

田

本

の

火

.山

背

大

橋
-

良

f

叫

造
山
帯
と
火
山
帯
及
び
地
歴
静

大
地
震
の
大
部
分
は
地
横
線
及
び
地
裂
兼
(『
地
構
線
ビ
造
山
背
』
地
理
撃
評
翰
第
四
食
上
､

一
九
二
八
､
塵
照
)
に
沿

ふ
て
凝
塊
す
る
も
の
で
あ
る
｡
第
三
紀
後
の
若
い
造
山
帯
を
網
の
目
の
よ
う
に
質
-
地
横
線
や
地
盤
線
.･i
.
大
抵
は

活
断
層
で
あ
っ
て
過
去
及
び
末
魂
に
亘

り
.

嘉

等
の
線
(貨
は
而
)
か
ら
地
震
を
起
す
'
著
者
は
捉
凍
唱

へ
ら
れ
で
ゐ

る
外
側
大
地
震
帯
ビ
か
､
内
側
地
震
帯
だ
か
い
ふ
無
意
味
な
考

へ
方
を
潔
-
投
げ
棄
て
～
'
造
山
帯
に

LL
致
す
る
地

震
帯
を
設
定
す

べ
き
で
あ
る
亡
者

へ
る
､
例

へ
ば
秋
田
地
方
tI･tら
ば
出
御
山
脈
に
伴
ふ
出
羽
地
震
帯

だ
.
敷
物
山
鹿


