
地

球

範
十
二
懇

金
塊
七
十
月
で
あ
っ
て
被
審
家
屋
紙
数
の
大
部
分
を
占

め
て
ゐ
る
｡
人
畜
に
被
巷
は
少
-
二
名
の
死
亡
を
見
た

だ
け
で
あ
る
の
は
不
車
中
の
串
で
あ
る
｡

今
降
石
置
城
中
で
我
々
の
踏
査
せ
る
範
囲
に
骨
で
そ

の
被
客
を
略
述
す
れ
ば

E
p
銚
子
口

桜
五
糎
内
外
の
浮
有
償
に
道
を
掩
ふ
0

〓
'
留
の
樺

篠
十
糎
内
外
の
浮
石
ビ
次
の
堆
積
畢

山

十
輝
内
外
で
､
樹
木
す

べ
て
枯
死
す
｡
留
の
湯
第

一

磯
電
朗
は
そ
の
ベ
ー
ス
だ
け
を
増
し
て
焼
失
し
た
｡

≡
.
小
川
.
超
十
糎
の
洋
右
が
主
で
あ
っ
て
そ
の
堆
積

畳
は
最
大
九
十
鍵
に
達
し
床
下
を
蚤
-
掩
ひ
っ
-
す

小
撃
枚
は
屋
根
を
大
破
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
第
二
磯
電

夢
二
敬

三

丁

五
〇

桝
は
そ
の
草
を
埋
め
つ
-
さ
れ
て
ゐ
る
〇

三
'
研
月
附
近
｡
輝
石
降
衣
の
堆
積

一
米
車
に
及
び
人

家
は
軒
下
数
人
の
魔
ま
で
埋
め
ら
れ
､
入
口
だ
道
路

ど
の
交
通
は
石
を
か
き
わ
け
て
作
っ
た
僅
か
の
道
路

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
ゐ
た
｡

四
'
本
別
｡
堆
積
畳

1
米
に
飴

･｡
､
二
十

1
日
の
降
次

数
一
糎
｡

五
'
出
凍
澗
暗
｡
五
十
糎
内
外
の
堆
積
を
見
る
｡

こ
の
近
方
の
海
樺
は
降
着
の
た
め
二
十
米
以
上
の
海

岸
線
の
後
退
を
見
せ
て
ゐ
た
｡

六
㌧
ド
ド
メ
キ
川
｡
僅
少
の
降
石
の
上
に
二
十

一
日
の

降
灰
が
〇
七
四
糎
内
外
あ
っ
た
O

埴

科

都

下

の

億

○

上
越
の
如

-模
式
的
な
囲
劃
地
を
失
ひ
'
中
之
使
酉

里

(
二

)

高

ー

野

豊

文

方
に
僅
か
偽
を
止
む
る
史
で
あ
る
が
､
そ
れ
-
某
よ
ら

酉

へ
の
傾
斜
地
で
あ
る
の
で

一
町
歩
内
の
囲
割
も
正
し



か
ら
犯
が
､
そ
れ
に
し
て
-
六
間
､
十
二
間
､
十
八
間

等
六
の
倍
数
で
分
割
さ
れ
'
二
三
八
の
高
い
畦
畔
を
つ

け
つ
ゝ
も
大
概
の
劃
潜
にこ
各
ふ
は
'
古
人
の
梨
田
の
努

力
に
敬
意
を
細
は
ざ
る
を
得
な
い
｡

一
枚
の
田
が
多
-

は
南
西
にこ
短
か
-
東
北
に
長

い
は
地
形
上
の
関
係
か
ら

で

一
撃
の
田
も
大
L･i
る
は
五
升
博
か
ら
小
LJ
る
は

1
升

僻
等
置
々
で
あ
る
も
'
二
升
藤
が
最
も
多
-
春
す
る
｡

○

此
に

.1
升
ま
き
だ
栴
す
る
面
積
の
呼
方
で
あ
る
が
.

此
の
方
言
は
埴
科
郡
で
は
商
埴
に
限
ら
れ
'
駈
級
南
部

小
嚇
万
両
に
及
ぶ
｡
坂
城
で
は
七
十
五
坪
.
中
之
櫨
で

は
八
十
坪

(
但
し
唖
岬
を
含
む

)
小
膳
で
は
大
約
首
坪

だと
い
ふ
.
此
の

一
升
は
現
代

の
桝
の

.I
升
で
'
豊
臣

秀膏
以
後
の
定
桝
で
あ
る
が
'
七
十
五
坪
内
外
を

一
升

ま
き
ビ
綱
し
て
田
積
呼
唱
の
単
位
だ
し
て
ゐ
る
こ
亡
は

ツ
カ

中
埴
の
十
東
刈
､
戸
倉
辿
り
の

一
ハ
カ
P
佐
久
万
両
の

一
兎
だ
共
通
で
､
そ
こ
に
古
代
の
匿
劃
制
か
ら
雄
花
名

桐
た
る
を
暗
示
し
て
ゐ
は
し
皇
い
か
だ
m
心
は
せ
る
.
之

を
単
位
に
年
貢
米
.
地
子
米
を
収
め
て
ゐ
た
も
の
故
､

鴫
抑
郡
下
の
健
康

種
子
激
の
免
に
は
崩
汎化
な
き
-
F
土
地
恵
-
な
る
に
つ

れ
年
買
米
も
減
す
る
こ
だ
か
ら
'
七
十
五
坪
内
外
だ
同

量
の
年
買
米
地
は
坪
数
を
増
し
て

一
升
勝
だ
唱

へ
る
や

-
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
.
何
ど
な
れ
ば
種
子
粗
は

菅
か
ら
減
-
こ
そ
し
た
が
増
え
た
こ
.亡
は
あ
る
互
い
か

ら
'
官
坪
を

一
升
帝
だ
栴
す
る
こ
ゴ
ビ
七
十
五
坪
を

一

升
借
だ
栴
す
る
こ
と
で
は
七
十
五
坪
を
単
位
だ
為
す
方

が
官
い
こ
と
で
あ
る
ど
ぶ
は
れ
る
.
現
在
で
は
七
十
五

坪
に
す
ら

l
升
の
種
子
は
要
せ
ぬ
ど
い
ふ
.
因
に
奈
良

胡
時
代
の
種
子
瓶
の
畳
に
つ
い
て
は
'
大
健
闘
正
枕
帳

に
上
中
下
田
を
問
は
す

l
町
歩
に
つ
き
二
十
兼
の
制
令

だ
あ
る
.
之
を

1
段
の
五
分
の

一
即
ち
十
兼
刈
七
十
二

坪
の
穏
子
鹿
に
換
算
す
れ
ば
四
把
だ
な
-
'
現
今
の
升

で
約

一
升
六
合
ど
な
る
｡
こ
れ
を
現
在

に
比
せ
ば
約
二

倍
の
農
で
遵
法
の
進
歩
を
知
る
こ
だ
が
出
凍
る

(序
乍

ら
収
穫
量
は
奈
良
時
代
の
二
倍
牛
乃
至
三
倍
に
現
在
は

増
し
て
ゐ
る
)
よ
っ
て

一
升
蒔
な
る
語
は
秀
膏
以
後
の

名
稲
た
る
も
'
そ
の
坪
数
は
依
然
中
世
以
氷
の
劃
池
に

ょ
る
畢
位
面
積
十
兼
刈
二
段
班
にこ
通
用
さ
れ
た
も
の
だ

瓜
ほ
れ
る
の
で
あ
る
｡1btl

J1

五

1



地

球

S
十
二
*

○

坂
城
郷
は

歴史
的
に
は
鎌
倉
時
代
か
ら
散
開
時
代
に

か
け
て
村
上
氏
の
居
地

ビし
て
名
高
-
､
有
名
な
葛
尾

城
は
そ
の
北
方
の
山
上

にあ
-
'･
地
名
に
も
御
所
､
鎌

倉
'
登
城
口
､
下
長
森
､
樺
馬
場
､
枚
之
木
馬
場
等
見

え
､
且
叉
平
安
前
期
の
古
瓦
育
鋸
発
根
の
遺
物
等
多
い

坂
木
北
棟
な
る
語
は
す
で
に
叩
川
文
薄

に

二
三
見
ら

れ
､
叉
村
上
基
周
が
保
元
の
乱
に
敗
れ
で
埴
科
郡
目
名

の
庄
司
を
亡
し
て
任
し
､
朗
朝
の
時
基
岡
は
上
野
に
そ

の
故
地
は
基
閥
の
従
山
賊
時
に
典

へ
ら
れ
'
鵡
時
は
坂

城
御
北
修
に
居
任
し
た
ビ
栴
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
上
m
中

撃
枚
数
諭
の
藤
樺
直
枝
先
生
は
此
の
村
上
氏
居
館
比
は

御
所
輝
の
南
方
鎌
倉
地
籍
で
あ
る
ビ
推
究
さ
れ
て
ゐ
る

す
れ
ば
此
の
鎌
倉
地
籍
は
坂
城
北
櫨
ビ
い
ほ
れ
た
部
分

で
梨
本
､
山
王
地
籍
だ
共
に
前
祝
の
常
山
堤
東
北
に
替

り
､
略
田
圃
の
壮
健
の
栗
蓮
だ
見
る
こ
と
が
旧
来
､
椴

令
田
圃
な
ら
す
ど
も
榛
名
が
東
西
に
言
及
さ
れ
て
ゐ
る

こ
ど
な
物
語
る
.

以
上
の
押
由
に
よ
っ
て
此
の
地
の
墾
田
は
鎌
倉
時
代

よ
り
以
前
の
も
の
で
恐
ら
-
平
安
朝
前
記
頃
で
は
あ
る

第
二
班

三

四

五
二

ま
い
か
b･J
思
惟
さ
れ
'

壮
健
､
中
之
修
'
寓
懐
は
此
の

旧
慣
の
六
町
巾
を

一
低
だ
計

へ
た
割
法
か
ら
水
化
名
箱

で
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉

時代
に
か
け
て
春
名
し
て
ゐ
た

も
の
で
あ
ら
う
｡
さ
る
智
北
修
の
名
は
亡
び
て
坂
城
町

ど
な
り
中
之
楳
南
棟
は
楳
里
に
舶
係
な
き
村
名
ビ
鼻
っ

て
今

口
に
至
っ
た
｡

○

以
上
埴
科

ビ
い
ふ
甚
だ
狭
範
囲
に
亘
っ
た
調
査
で
あ

り
､
且
模
式
的
に
候
里
の
制
だ
い
ひ
得
な
い
乍
ら
､
そ

の
薯
側
だ
慣
劃
法
は
侠
旦
法
に
各
致
し
た
も
の
で
あ
わ

候
町
反
坪
等
の
部
落
名
､
地
籍
名
も
之
に
因
っ
て
凍
た

こ
A,vJ
を
明
か
に
し
た
｡
目
下
引
続
き
吏
級
郡
下
も
調
査

中
で
あ
る
が
､
之
等
を
綜
令
し
て
次
の
事
項
が
結
論
ビ

し
て
考

へ
ら
れ
る
｡

二

六
間
､
十
二
間
等
六
の
倍
数
で
固
劃
さ
れ
､
磁

針
の
方
向
に
直
行
Jp
る
も
の
は
大
鰭
我
観
時
代
以

前
の
劃
法
に
よ
っ
た
も
の
｡

二
㌧
十
進
法
で
割
ら
れ
其
方
向
に
無
頓
着
な
割
法
は

版
図
時
代
以
後
の
も
の
で
､
多
-
は
新
田
'
河
原

題
返
し
､
新
開
､
新
地
の
地
名
を
持
つ
0



三
､
和
名
抄
に
よ
る
埴
科
七
郷
は
田
園
に
よ
っ
て
明

か
に
し
た
｡
他
の
三
郷
は
現
在
の
戸
倉
相
か
ら
埴

蕪
村
に
か
け
て
二
､
構
野
村
字
樟
好
適
に

一
あ
つ

た
で
あ
ら
-
.
之
に
は
千
曲
川
氾
濫
の
為
か
'
叉

は
土
地
狭
少
の
為
か
修
里
遺
地
な
し
｡

四
も
帳
且
の
刺
激
に
よ
･I
整
相
ビ
さ
れ
し
古
代
の
田

笛
は
平
坦
地
に
限
ら
れ
.
此

り地
方
で
は
千
仙
川

犀
川
の
縄
域
に
春
す
る
｡

五
'
近
世
の
梨
田
儀
は
多
-
山
の
傾
斜
地
叉
は
育
代

の
河
床
地
に
あ
り
｡

六
.
従
っ
て
河
道
の
鼻
恕
'
村
落
の
推
移
'
登
連
状

況
を
知
る
こ
と
も
Ⅲ
凍
る
｡

也
.
大
河
'
山
脈
は
憶
里
の
劃
鞍
の
大
境
界
線
ど
な･t

つ
た
｡
斑
紋
郡
'IJ埴
科
郡
は
同

<E
平
坦
地
で
あ
り

乍
ら
千
曲
川

に
よっ
て
各
別
に
傾
度
を
立
て
し

こ

だ
｡
史
観
に
も
傍
名
を
持
つ
地
錐
多
き
も
埴
科
･J･J

連

絡
L4
-
㌧
叉
千
仙
川
岸
に
そ
っ
て
横
暮
'
旬
附

田
輔
等
の
地
名
多
し
｡
叉
埴
科
の
僕
名
は
甫
碑
､

中
嶋
､
北
埴
'
各
別
に
附
せ
ら
れ
､
を
の
境
界
は

山
脈
で
あ
る
｡
従
っ
て
育
代
の
郡
境
'
郷
堺
も
之

埴
科
抑
下
の
催
甜

等
か
ら
幡
示
を
受
け
る
〇

八
､
歳
内
乱
を
始
め
古
い
醐
配
は
移
稗
さ
れ
ざ
る
限

り
育
代
田
圃
の
適
々
に
立
っ
｡

九
'
田
に
開
す
る
地
名
'
村
落
名
'
引
い
て
は
人
の

姓
に
も
各
々
そ
の
意
味
を
揮
っ
て
居
た
も
の
｡

十
㌧
櫨
且
は
地
球
表
面
の
経
緯
度
の
如
-
で
あ
っ
て

面
積
の
桐
呼
で
は
L･4
い
｡

十

1
､
更
埴
地
方

完
W
榛
名
を
有
す
る
地
籍
は
多
々

あ
る
も
､
旦
名
の
存
在
至
っ
て
少
し
｡
是
は
恐
ら

-
郷
藍
の
旦
(
後
世
村
だ
政
柄
)
I,J
混
同
L
t
現
在

は
部
落
名
に
隠
さ
れ
た
る
か
､
又
は
場
所
狭
き
為

に
特
に
里
は
略
さ
れ
た
る
か
'
執
着
の
致
示
を
乞

ふ
〇

十
二
'
以
上
の
他
に
飼
修
盟
の
劃
法
に
よ
る
ビ
恩
は

●

o

O
o

●
●

れ
る
地
名
に
坤

之
内
'
市
之
坤

'
十

二

'
憶

仁

'

十
二
原
等
見
出
さ
れ
る
｡
又
田
園
に
桐
聯
す
る
も

の
で
川
岸
に
翻

&

,
女
臼
､
臼
田
等
の
地
籍
の
存

す
る
も
の
も
あ
-
.
以
て
水
事
屋
の
在
り
し
を
暗

示
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
之
等
は
更
級
郡
下
に
名

き
も
の
L･4
る
故
､
後
日
の
研
究
に
ゆ
づ
る
｡

二
義

五
三



地

球

竿

壷

十
三
､
憧
君

八
度
に
つ
い
て
｡
私
は
前
蕾

制
史

の
部
で
奈
良
靭
時
代
の
尺
庇
は
煙
火
で
あ
る
こ
～J

を
論
じ
p
且
現
今
曲
尺
に
大
櫨
同
じ
き
こ
ど
な
記

し
た
が
､
之
を
厳
密
に
い
ふ
心
要
が
あ
る
○

煙
火

が
現
今
曲
尺
に
此
L
幾
何
で
あ
る
か
は
古
米
訟

多

き
も
､
喜
田
博
士
の
唐
八

完

は

曲
尺
の
九
寸
七

分
五
厘
説
､
閥
野
博
士
の
九
寸
八
分
説
-横
山

由
清

拭
の
九
寸
七
分
八
厘
訟
最
も
侶
す

べ
き
も
の
ど
す

る
｡
然
る
に
埴
科
使
早

宮
賓
測
す
る
亡
き
･･
確
里

に
梗
用
さ
れ
L
尺
度
は
殆
ん
･･IJJ
現
今
の
曲
尺
ビ
蛮

異
な
き
も
の
-
厳
密
に
い
へ
ば
倍
尺

∵
尺
に
つ
き

二
分
内
外
の
延
び
あ
る
尺
度
で
あ
-
し
か
を
皿
ひ

ょ
っ
て
庸
八
が
曲
尺
に
大
慢
同
じ

ビ
論
じ
た
の
で

ぁ
る
｡
何
ど
な
れ
ば
も
し
此
虞
の
保
選
が
倍
尺
に

て
測
定
さ
れ
し
な
ら
ば

完

に
つ
き
約
二
分
､

一

間
に
て
は

盲

二
分
､

蒜

に
は
七
八
三

ュ

候

叉
は

壷

に
つ
い
て
は
四
十
五
八
即
ち
七
間
乃
至

入
間
の
差
を
生
せ
る
こ
ど
～
な
る
0
然
る
に
六
町

十
八
町
ビ
大
き
-
賓
測
し
た
結
果
は
､
現
今
曲
尺

に
よ
る
六
町
乃
至
十
八
町
ビ
そ
の
差
異
を
秘
め
る

節
二
雄

二責

五
四

こ
ビ
殆
ん
で
な
し
｡
暇
脊
憧
里
に
吐
岬
を
見
込
み

誓

3
.1J
す
る
も
､
単
位
の
異
る
も
の
な
ら
ば
大
き

く
質
測
す
る
轟
そ
の
差
異
の
槍
大
す
る
筈
で
あ
る

の
に
'
大
き
-
計
る
縄
そ
の
平
均
を
求
む
る
ど
き

育
代
の

7
町
は
今
日

竺
町
だ
見
る
こ
と
の
不
可

な
き
こ
と
を
確
認
し

得
る
｡

(
註
)
『
此
の
託
を
終
っ
て
私
は
考
古
撃
難
詰
筆

姦

第
三
故
旧
村
軍

氷
寺
氏
の
｢
天
平
尺
に
つ
い
て
｣
の

翰
文
を
葡
む
を
縛
､
参
考
･J･Jな
る
鮎
を
左
に
記
す
虹

素
刑
博
士
は
憧
坊
の
制
は
唐
人

(
現
今
曲
尺
の
九

寸
七
分
五
原
)
を
使
用
し
､
煤
塵
測
定
の
尺
度
は

そ
れ
よ
豊

分
玉
座
の
延
び
あ
る

蒜

の
尺
p
即

ち
現
今
曲
尺
に
等
し
き
八
鹿
を
以
っ
て
置
劃
さ
れ

ぁ
る
結
論
を
出
し
､
そ
の
心
要
に
つ
い
て

｢
田
舎
の
悌
盟
を
測
る
場
各
に
二

八
に
つ
い
て

二
分
五
L
if､
則
ち

蒜

三
十

六
史
に
つ
い
て
九
尺

宛
の
飴
分
を
哩
だ
か
用
水
ビ
か
の
敷
地
の
幅
に
見

込
ん
だ
も
の
で
､
其
平
均
数
を
尺
に
表
し
た
の
で

は
な
か
ら
う
か
｣
だ
0

之
に
つ
い

て
田
村

氏
は
1
倍
尺
は
現
今
の
曲
尺
に



此
L
九
寸
七
分
七
厘
説
を
唱

へ
､
こ
の
尺
度
で
平

城
京
の
櫨
坊
は
綻
皆
さ
れ
陀
も
の
な
る
の
み
な
ら

ず
へ
鋸
田
修
里
の
置
掛
に
つ
い
て
も
該
鹿
尺

(
天

平
凡
)
を
使
用
し
t

li
旦
叉
は

.i
櫨
は
こ
す
十
六

丈
に
玉
女
の
道
路
を
測
り
込
み
た
る
二
百
二
十

一

丈
で
あ
る
O
之
を
現
今
曲
尺
の
二
官
十
六
史
に
比

す
る
だ
'
僅
か
八
寸
三
分
の
差
あ
る
の
み
で
殆
ん

ぎ

一
致
耳
だ
｡

何

れ

に
せ

よ
現
今
曲
尺
だ
修
旦
測
定
の
平
均
尺

(測
定
の
尺
度
は
膚
尺
に
せ
よ
)
だ
は
大
髄

一
致

す
る
｡
此
れ
が
候
里
研
究
に
甚
だ
好
都
合
の
鮎
で

あ
っ
た
○

†
四
p
和
名
娠
衆
抄
もニ
よ
る
ビ
信
濃
閥
の
郡
は
十
､

郷
は
六
十
七
､
線
反
別
三
甫
九
宵
八
町
人
投
首
四

十
歩
ビ
あ
る
.
之
を

一
郷
平
均
に
せ
ば
臥
望

ハ
十

一
町
歩
'1J
な
る
｡
然
る
に
埴
科
郡
は
七
郷
あ
-
｡

一
郷
平
均
の
性ー
積
は
如
何
に
多
き
郷
だ
靴
も
三
石

町
歩
を
越
え
ぬ
｡
屋
代
郷
に
至
っ
て
は
甘
五
十
町

歩
で
あ
る
｡
現
今
で
も
埴
科
郡
は
地
業
地
域
だ
し

て
そ
の
人
口
密
度
賦
下
節

一
な
る
が

(
即
ち
棟
を

脈
打
耶
下
の
隙
取

人
口
百
六
十
常
埴
科
は
五
常
人
で
堀
金
健
の
-
罰
.cQ

を
占
め
る
)
定
に
中
世
に
寅
っ
て
は
郷
数
に
し
て

7
祈

即
ち
的

1
両

を
占
め
(
人
口
も
之
か
ら
恕

足
し
得
る
)
そ

の
密
皮
の
程
度
か
ら
言

へ
ば
現
在

以
上
の
最
大
密
度
地
域
で
あ
っ
た
こ
ど
な
知
-
'

且
此
の
研
磨
人
口
を
支

へ
解
る
カ
は
土
地
の
沃
庶

ビ
乗
組
.,J
朝
倹
ち
て
牧
畳
の
多
か
つ
こ
ど
は
郷
別

田
稀
か
ら
も
考

へ
ら
れ
'
少
′､
ど
も
北
信
地
帯
の

中
心
で
あ
っ
た
41J
恩
ほ
れ
て
来
る
｡

'{J･･

十
1J
t
町

1̂
J
い
ふ
こ
亡
に
つ
い
て
｡
諸
所
の
肘
闇
や

●

●

地
籍
名
に
多
-
見

う
け
ら
れ
る
｡
大
町

'
姦
町

'

●

●

●

●

柳
町
､
町
田

､･
反
町

t
E
Z

町
等
が
よ
-
盲
管
の
据

置
の
遺
跡
地
だ
購
せ
ら
れ
る
む
き
が
あ
る
が
'
之

等
は
多
-
は
帳
壁
蝕
の
坤
か
ら
来
た
名
稀
で
あ
る

こ
ど
ゝ
恩
ふ
｡
和
名
抄
に

｢
町
'
未
知
'
蒼
顎
云

町
田
憧
也
｣
だ
あ
-
｡
又
頚
証
に

｢
散
文
p
町
政

産
L
T
成
約
'
町
仕1
彪
｣
ビ
革

孔
支
那
で
も
m
土
の

劃
決
に
使
用
さ
れ
た
も
の
｡
叉
都
城
の
低
域
の
置

制
に
は
坊
を
保
に
保
を
犯
に
町
に
割
-
'
田
閏
の

町
だ
そ
の
形
態
を
等
し
う
し
た
｡
之
が
家
屋
の
匿

]

lL...
1一七

五
五



地

球

弟
十
二
懇

々
に
分
け
し
町
ビ
い
ひ
及
さ
れ
る
や
-
に
な
っ
た

の
は
除
程
後
世
の
こ
E
で
あ
ら
-
ご
恩
ふ
｡

○

埴
科
ビ
い
ふ
小
郡
の
円
筒
に
つ
い
.tJ
t
そ
の
劃
法
の

正
し
い
こ
ビ
傾
名
の
あ
る
こ
ど
か
ら
仰
々
し
-
健
旦
制

堂

山や

鱒
二
雄

三
(

五
大

ビ
遷
し
て
か
い
た
が
､

之
史
で
は
偵
恩
の
概
念
も
榛
里

の
精
寒
さ
も
甚
だ
明
瞭
を
か
-
の
で
､
大
朝
の
も
の
で

は
あ
る
が
魯
文

輩に
よ
る
食
倒
を
左
に
記
し
.
模
式
的

な
憶
里
法
に
代

へ
て
参
考
に
資
す
｡

(郡火)郡 止 添 幌 土 圧 食
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ナ什

元
衣
土
地
を
均
分
に
民
人
に
給
せ

ん
だ
す
る
考

へ
は
盛
業
閉
ざ
し
て
は

必
然
的
に
起
る
こ
と
で
あ
っ
て
'
漢

字
の
田
が
す
で
に
正
方
形
の
土
地
を

四
等
介
し
た
こ
ど
な
語
る
の
み
な
ら

ず
'

エ
ジ
プ
ト
文
字
の

ヘ
ス
ブ
が
土

地
の
意
味
で
同
じ
-
碁
盤
形
の
象
形

文
字
で
あ
る
｡
叉
決
字
井
は
周
代
に

放
け
る
井
旺~
法
の
方

一
旦
九
甘
畝
を

九
等
分
す
る
象
形
文
字
で
ロ
9
中
に

井
を
入
れ
る
ビ
盲
動
の
も
の
が
九
つ

出
来
る
の
で
あ
io
｡
此
の
字
の
膏
は

セ
イ
で
あ
っ
て
ヰ
は
で
は
な
か
っ
た

井
は
井
で
あ
っ
て
中
の
鮎
は
釣
瓶
を
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:

象
徴
し
､
井
.fJ
井
は
明
か
に
置
別
の
あ
っ
た
も
の
'
然

る
に
井
田
舘
の
碑
贋
ビ
典
に
井
の
字
も
不
用
に
塵
L
t

や
が
て
井
が
井
ビ
紛
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
.i)
い
ふ
｡

健
盟
の
法
も
か
-
の
如
き
見
離
の
井
田
法
か
ら
出
聴
し

た
も
の
A,J
い
ふ
ペ
-
勿
論
支
邪
に
そ
の
範
を
求
む

べ
き

も
､
支
那
に
て
は
都
城
に
閥
す
る
調
法
以
外
に
円
筒
に

使
旦
置
劃
あ
る
む
き
か
ぬ
｡
恐
ら
-
支
那
で
謂
ふ
四
室

の
法
ビ
は
此
の
こ
と
で
あ
ら
-
が
'
薯
に
使
果
法
は
鶴

を
支
部
に
だ
っ
て
支
邦
狗
特
の
展
開
だ
見
る
こ
さ
が
揖

裸
や
う
｡
此
の
方
法
は
我
閥
に
て
は
､
嵩

ーH兼
任
先
生

の
地
名
僻
韓
に
よ
る
ビ
藍
亀
元
年
か
ら
文

明年
間
に
か

稲
村
郡
下
の
樵
別

庇制 別 院 図 米 〔固 B〕

6 4 3 2 1 1 2 3 4 6

け
七
八
宵
年
間
殆
ん
.,JJ
金
閣
的

に普

ね
-
施
行
さ
れ
L
も
の
の
如
-

､そ

の
後
代
の
も
の
に
な
っ
て
は
煤
塵
等

の
名
柄
な
-
月
割
法
に
よ
-
L
ち
の

の
み
の
も
の
あ
り
,ど
い
ふ
0

史
に
此
の
法
は
東
洋
語
閲
の
み
な

ら
ず
質
に
世
静
的
だ
い
っ
て
も
過
言

で
な
-
.
育
-
は
北
ド
イ
ツ
地
方
の

開
墾
に
も
.
新
し
-
は
現
に
北
米
各

哩61J

LL}

4

0
0

2

1

1

2

L.n

4

E
U

二
元

五
七
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第
十
二
番

東
園
の
西
部
平
原

地
に
も
賓
施
さ
れ

そ
の
方
法
が
よ
-

楳
里
に
近
似
せ
る

は
誠
に
不
可
恩
箱

の
戚
が
あ
る
｡

之
に
米
問
の
置
劃

法
を
閲
示
し
て
見

や

う
｡

寸
時
だ
し
て
休
ま

ざ
る
土
地
利
用
法
の
千
塵
寓
化
す

る
中
に
あ
っ
て
割
合
に
ま
-
此
の
置
劃
法
が
現
存
す
る

は
'

一
は
田
隈
の
水
利
関
係
や
農
耕
法
の
塵
史
せ
ざ
る

こ
と
に
よ
る
iJ
経
も
､

一
に
は
保
旦
法
が
土
地
固
劃
上

相
恩
的
ど
い
つ
で
も
過
言
で
な
い
籍
で
､
世
界
的
な
る

理
も
薯
に
此
盛
に
在
る
｡
か
-
の
如
き
見
地
の
も
ど
に

第
二
髄

z
E

O

五
八

現
代
地
閲
を
児
､
現
代
の
耕
地
盤
5
'
道
路
網
道
路
計
墓

を
見
る
亡
き
'
果
し
て
楳
旦
法
の
如
-
永
遠
の
生
命
あ

り
や
｡
我
ら
に
眼
前
の
経
酒
的
傾
向
に
拘
束
さ
れ
､
叉

は
小
部
落
町
村
等
の
戚
情
に
支
配
さ
れ
て
'
終
始

1
質

せ
る
標
準
も
な
-
無
方
針
無
定
見
で
､
賓
に
規
則
正
し

き
方
腿
紙
上
に
四
五
才
の
幼
童
が
従
筆
す
る
如
-
見
ゆ

藤
田
元
春
先
塾
は
此
の
串
を
慨
曝
さ
れ
て
ゐ
た
｡
土
地

狭
小
に
苦
し
む
日
本
が
そ
の
籍
に
不
生
鷹
地
だ
さ
れ
る

地
の
如
何
に
多
き
か
､
問
家
経
済
上
よ
-
諭
す
る
と
き

不
各
班
極
-
な
し
｡
之
を
金
団

一
定
の
慮
準
に
よ
-
香

線
形

だ

1
定
の
方
向
ビ
で
博
劃
し
た
催
曳
法
は
､
最
も

綬
酒
的
に
土
地
利
用
を
し
た
最
良
の
方
法
だ
信
ず
る
O

以
っ
て
現
代
人
の
批
判
だ
為
政
者
の
考
慮
を
燭
は
し
た

い
次
窮
で
あ
る
.
滑
最
近
に
藤
田
先
生
の
尤
度
絵
考
が

兼
京
の
刀
江
番
院
か
ら
出
た
｡
諌
者
の
塵
照
を
乞
ふ
･


