
ーり
不
宿
敵
t･It
る
も
の
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
地
袋
に

封
し
て
は
此
の
穂
の
研
究
が
甚
だ
必
要
で
あ
る
｡
而
し

て
恐
ら
Y
斯
-
の
如
き
性
質
は

其の
断
層
が
春
在
す
る

塵
の
地
層
ハ塾
･的
位
置
だ
方
向

だ
に
依
っ
て
大
.姿
決
定
せ

ら
る
る
で
あ
ら
う
0

島

崎

市

の

生

産

概

況

(朗糊
配桝
か釦
鰐
聖

森

寿

美

衛

長
崎
市
の
鍾
産
額
の
殆
.F/J

蚤
部
は
工
産
で
農
産
は
極

め
て
微
々
た
る
も
の
で
あ
る

(第

一
衷
)衰
微
し
っ
1
も

長
崎
市
は
や
は
り
商
港

ビ
し
て
の
長
崎
で
あ
る
が
工
業

的
特
色
も
多
分

に
持
っ
て
ゐ
る
｡
長
崎
市
は
工
業
に
よ

っ
て
今
田
の
語
命
を
保
っ
て
ゐ
る
三

(1
つ
て
も
過
言
で

は
tIIb
い
O

l
､
工

産

土
産
の
過
半
は
機
械
器
具
粗
で
其
の
大
部
は
三
菱
の

造
糖
で
あ
る

こ
の
汽
船
の
産
額
は
建
造
ば
か
-
で
な

-
修
繕
も
食
ん
で
ゐ
る
が
修
繕
は
約

一
割
で
あ
る
か
ら

殆
ご
大
部
は
追
贈
で
あ
る
｡
9111菱
兵
器
製
作
所
の
産
街

長
崎

の

出

辞

概

況

は
絶
対
秘
密
に
附
せ
ら
れ
て
知
る
に
由
も
な
い
が
'
従

業
者
よ
-
推
せ
ば
こ
れ
亦
邪
魔
の
互
街
に
蓬
す
る
で
あ

ら
う
｡
三
菱
骨
配
の
生
産
は
本
市
鐘
産
の
大
部
を
占
め

7:一旦

本
市
の
鐘
命
は

1
に
か
磨
っ
て
三

菱
に
あ
る
だ
い
せ

)
だ
が
吊
凍
る

賓
に
港
の
西
岸
立
榊
よ
り
飽

ノ
浦

方

面
に
亙

る
批
大
な

る
造
舶
工
場

船
渠
を
眺
め
た
る
時
､
其
の
ハ

h
J

ヤ

ー
の
署
々
た
る
膏
を
耳
に
す
る
時
p
亡
び
行
-
A

,J
謂

は

れ
る
長
崎
に
も

一
の
活
路
を
我
見
す
る
の
で
あ
る
｡

三
菱
の
景
気
の
好
不
況
は
匿
に
市
況
に
影
響
を
及
ぼ
し

賞
二

四

f



･地

球

造
船
艦
入
船
渠
の
殺
到
し
た
時
は
術
行
-
人
も

一
段
だ

笑
を
浮

べ
て
ゐ
る
｡

三
菱
の
製
品
に
衣
ぐ
は
長
崎
紡
織
骨
配
の
綿
糸
､
第

三
は
電
束
機
械
で
こ
れ
も
可
成
の
多
額
に
透
し
て
ゐ
る

市
の
名
産
た
る
カ
ス
テ
ー
ラ
､
階
叩
細
工
'
石
鹸
等
も

相
常
の
産
相
を
以
て
ゐ
て
産
物
の
性
讐

需
要
等
よ
･D
,

考
ふ
む
も
現
今
の
六
七
十
常
闇
の
′底
荷
は
先
づ
多
い
と

い
ふ
べ
き
で
あ
る
｡
焼
酎
は

一
般
に
本
膳
に
多
-
栽
培

せ
ら
れ
る
甘
藷
よ
-
造
る
も
の
で
飲
食
物
の
第

一
位
で

.脚
0--
岬
が
知
り
日
印
-6
M
S｡
帥
3
8｡
朋
dt,

∵
;.
‥
い∵
∴
･::.･,
i.:
:･M
;I

･
.,
JB
r
一
y
Jr
甘

,P

e

E

け

り

川

T

-

の
官

僚

を
占
め
で
ゐ
る
0

あ
る
｡
漁
港
ビ
し
て
の
長

崎
で
は
水
産
加
工
晶
は
ま

だ

振
は
な
い
｡

僅
か
に
蒲

鉾

の

八
十
苗
圃
を
隼

田
に

他
の
カ
ラ
ス
ミ

､

餓
鰭
.

例

飾
､
埋
十
等
合
せ
て
二

十
五
前
回
に
過
ぎ
ぬ
∽
は

少
々
心
細
い
｡
本
欄
は
北

海
道
に
次
ぐ
漁
獲
高
を
有

し
水
産
ビ
し
て
は
肝
曜
中

鮮
魚
列
車
は
…迎
博
さ
れ
て
と
り

節

九

符

節

五

兆

三
･+.'7t

四

二

な
は
錐
魚
ビ
し
て
の
販
掛
は
狭
い
の
で
あ
る
か
ら
'
本

願
漁
業
の
根
梯
地
た
る
督
市
は
牌
衆
こ
の
水
産
製
造
に

は
も
つ
.,J
努
力
す

べ
き
で
あ
か
｡
製
氷
の
多

い
の
も
漁

船
に
供
給
す
る
こ
だ
が
多
い
か
ら
で
'
精
根
に
便
利
な

浦
上
川
口
か
ら
轡
岸
の
旭
町
に
散
髄
の
製
氷
用
が
並
ん

で
ゐ
て
黒
い
境
管
か
ら
砕
氷
が
す
さ
ま
じ
い
勢
で
敬
動

汽
船
に
積
込
ま
れ
て
ゐ
る
の
も
活
乗
を
輪

へ
る
｡

各
種
の
工
産
額
ビ
従
業
者
ビ
は
其
割
合
が
ほ
ゞ

一
致

し
て
ゐ
る
が
(
別
表
)細
か
に
各
製
品
に
放
て

1
人
常
の

年
産
衛
を
見
る
に
最
高
は
酒
瓶
の
三
番
閲
に
し
て
之
に

次
ぐ
は
製
氷
､
石
鹸
~
皆
油
､
電
束
機
械
等
の

1･高
閲

内
外
で
あ
る
C
造
船
'
綿
糸
は
ず
つ
･,J
下
っ
て
三
千
固

足
ら
ず
'
カ
ース
テ
ー
ラ
､
菓
子
は
二
千
園
に
-
達
し
な

い
｡
即
ち
醸
造
は
此
政
的
生
産
能
率
.夙
-
化
撃
製
品
之

に
次
ぎ
人
手
を
多
-
要
す
る
作
業
は

一
人
の
生
産
高
が

極
め
て
低
い
｡

以
上
は
主

だし
て
大
正
十
五
年
昭
和
元
年
中
に
於
け

る
産
額
多
き

も
の
の
み
に
北
で
略
詑
し
た
の
で
あ
る
が

乗
に
卦
等
の
工
場
の
分
布
に
就
で
は
別
間
を
塵
照
せ
ら

れ
た
い
0
焼
き
地
所
k
J要
す
る
大
工
業
地
は
長
崎
港
の



閣
樺
か
ら
浦
上
川
口
附
近
ま
で
で
､
立
榊
､
飽

ノ
浦
､

水

ノ
浦
､
旭
町
よ
-
浦
上
に
至
る

一
線
に
三
菱
造
船
所

人q
E
I
A
fIタ
旦
4
♪
tq

h
rJI
ED-
n
+
tTED古

山
別
日
付
b
.
.
...q
O

叫

㍑

3
…
誓

…
:
:

ヽ
昏

q

･,
b

d

P
D

b
げ

長
崎
紡
餓
愈
配
､
三
菱
兵

器
製
作
所
等
が
帯
状
に
並

ん
で
ゐ
る
P
を
れ
よ
り
小

規
模
で
は
あ
る
が
南
岸
の

小
菅
､
月
町
等
の
沿
岸
に

も
小
船
遊
所
が
費
達
し
て

ゐ
る
｡
造
船
業
地
は
水
深

大
な
る
入
江
に
富
ん
だ
静

汁
.
海
岸
に
建
設
せ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ね
こ
だ
は
言

ふ
ま
で

も
な
い
こと
で
三
養
基
他
の
造
船
所
が
現
位
置

に
磯
達
し
た
こ
だ
は
海
岸
線
の
み
示
し
た
こ
の
地
図
で

も
容
易
に
首
肯
L
得
る
こ
E
A,J
瓜
ふ
｡
三
義
兵
苓
製
作

所
及
び
長
崎
妨
純
骨
配
は
捕
上
州
三
角
洲
の
班
立
地
を

利
用
し
.
地
積
に
乏
し
い
長
橋
で
は
最
も
常
哲
程
た
る

位
置
で
あ
る
O
且
両
者
･,J
も
表
は
粗
造
長
崎
本
線
に
沿

ひ
基
は
匿
に
紺
上
川
に
臨
み
満
潮
時
は
水
運
方
面
も
よ

-
利
用
せ
ら
れ
､
水
陸
の
低
を
有
す
る
こ
亡
に
於
て
エ

長
峰
神
の
洩
姥
批
況

場
ビ
し
て
は
他
の
す

べ
て
の
-
の
に
比
し
て
最
も

よ
い

位
置
を
占
め
て
ゐ
る
し

斯
様
に
工
場
地
は
轡
の
.西
岸
､
北
岸
､
南
岸
に
帯
状

に
辿
博
し
て
ー
そ
こ
に
働
-
従
業
者
も
多
-
は
宿
佐
よ

上
皿
醐
方
面
に
至
る
工
場
の
後
背
地
に
任
し
て
ゐ
る
.

長
植
苗
を
自
然
人
文
上
の
各
方
面
よ
り
見
て
数
個
の
地

汁
的
匿
域
に
分
つ
,tJ
き
は
比
等
の
地
は

『
沿
岸
工
業
地

帯
』
だ
し
て
立
派
に

1
特
色
を
具

へ
て
居
る
｡

次

に
小
工
場
の
多
-
酪
基
し
て
居
る
の
は
市
の
中
央

部
電
車
線
に
囲
ま
れ
た
る
は
:)
二
有

形
の
丘
陵
地
及
附

近
で
あ
る
が
､
こ
～
は
『
中
英
商
業
地
域
等

し
て
長
崎

市
中
最
も
繁
華
な
街
筒
で
肺
炎
も
や
は
-
本
市
の
中
心

地
た
る
べ
き
研
で
あ
る
か
ら
､
小
工
場

の
数
は
多
-
で

も
適
い
地
域
を
占
有
す
る
飴
地
も
L
t.-
工
業
地
だ
し
て

色
を
つ
け
る
こ
E
は
出
来
な
い
｡
都
市
計
韮
施
行
の
暁

に
は
こ
れ
等
は
多
-
北
部
の
新
工
場
地
帯
に
移
晒
せ
ら

る
べ
き
も
の
ど
瓜
ふ
d

二
七
度

発

出
脚
直
に
海
滑
に
迫
る
長
崎
市
場
近
代
の
出
来
地
及

各
小
流
の
湊
谷
よ
rD
丘
陵
山
鹿
ま
で
商
店
､
工
場
.
任

票

吉

川
二
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t-一ItII

1甘吋紋別It軌

票
田

四
四

･MI=m
COO一一

約
枚
細

昆
敢
一且

ら
う
｡
普
通
作
の
毅
瓶
q･J
疏
発

だ
は
栽
培
段
別
に
大
差
な
き
も

(第
四
表
)崖
街
に
於
で
前
者
は

後
者
の
二
分

一
に
も
及
ば
ぬ
の

は
都
愈
地
及
附
近
で
は
疏
菜
園

輩
の
有
利
な
る
こ
と
を
物
語
っ

て
ゐ
る
｡
虎
だ
し
長
橋
は
冬
季

此
蛭
的
暖
い
の
で
同

一
地
面
よ

-
幾
回
ど
な
-
牧
穫
し
得
ら
れ

る
か
ら
で
も
あ
る
｡
莱
鵜
の
成

熟
も
透
か
で
秋
冬
の
交
の
み
に
て
も
五
六
何

棟
牧
穫
し
て
ゐ
る
｡
そ
れ
は
本
圃
の
白
菜
等

の
未
だ
成
長
中
に
す
で
に
苗
床
に
て
次
の
白

菜
の
肝
を
相
皆
に
培
養
し
置
き
本
圃
の
収
穫

後
直
に
大
な
る
苗
を
移
殖
す
る
法
を
行
っ
て

宅
等
覇
鉱
し
､
戯
作
を
潜
む
飴
地
を
春
し
な
い
｡
農
産

層
の
多
い
の
も
極
め
で
督
熱
の
革
で
あ
る
(第

1
表
)0

度
塵
紙
額
の
-
ち
約
六
割
牢
は
疏
基
弗
で
あ
る
｡

こ

れ
は
市
部
又
は
市
附
正
の
農
業
ビ
し
て
普
通
の
型
で
あ

居
る
か
ら
で
あ
る
｡

農
作
地
は
浦
上
川
流
域
に
多
-
開
け
竹

ノ
久
保
､
城

川
地
方
よ
♭
浦
上
州
左
岸

完
W
は
『
北
西
虚
業
地
域
』
だ

し
て

一
特
色
を
有
し
て
ゐ
る
｡
米
歩
の
栽
培
は
勿
論
で
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あ
る
が
山間

盤
万
両
が

特
に
.静
で

甘
藷
や
速

成
栽
培
の

茶
瓶
は
多

-
婦
人
の

肩
に
よ
っ

て
市
場
に

運
ば
れ
た

-
又
行
商

も
行
は
れ

で
ゐ
る
｡

耕
地
は
其

塵
塵
情
況
だ
t
で
は
此
他
原
料
及
珪
磨
…晶
の
需
給
闘

係
､
沿
革
､
蔵
近
の
趨
勢
､
製
法
等
に
至
る
ま
で
な
は

多
-
の
記
述
す

べ
き
事
項
が
あ
る
･fJ
恩
ふ
が
'
今
は
胆

に
大
正
十
五
年
昭
和
元
年
の
長
崎
苗
生
産
娘
覚
に
よ
-

て
作
ら
し
衷
ビ
本
市
の
各
種
分
布
図
紅
塵
UH
T

で
瓜
ひ

出
し
た
ま
ま
を

雑
然
ビ
審
き
並

べ
た

の
み
で
.聾
を
摘
-

こ
E
に
す
る

0

第
九
忠
第
四
髄
正
誤

絹
四
五
其
(節

囲
耽
節
七
節
入
院
)

(第
凹
図
版
節
七
節
八
樹
)

四
七
試
(節

(脚
版
節
六
附
し

(節
pq
樹
版
第
六
樹
)

四
八
第
(節

(何
故
節

T
l
第
五
回
)(弟
凹
樹
版
節

7
-
第
正
樹
)

五

1
巽
第
三
行
は
節
四

行
に
約
-

他
の
北
東
部

完
仰
の
鹿
田
積
を
占
む
る

『
北
東
山
岳
地

域
』
に
も
可
成
旗
-
分
布
し
て
ゐ
る
.
草
地
に
乏
し
い

此
地
方
で
は
安
山
岩
よ
り
成
る
倹
し
い
山
岳
の
中
腹
叉

は
頂
上
ま
で
も
よ
-
耕
作
せ
ら
れ
階
段
状
の
幅
狭
き
畑

が
重
爆
し
て
ゐ
る
有
様
は
亦
潜
市
の

一
異
観
で
あ
る
｡

i･Ii

泣

叫
γ

壮


