
地

球

凝
甘
二
番
凝
血JPq親
昭
-

-

二
月

盲

職

軍

の

地

理

撃

的

考

察

(
五
)
(

附

樹
版
警

版
)

小

ノ

家

治

〓
l

戦
車
に
放
け
る
地
形
の
利
用
の
巧
拙
は
そ
の
勝
敗
に
決
定
的
鏑
係
が
あ
る
こ
亡
は
既
に
述

べ
た
朗
か
ら
頗
る
明
瞭

で
あ
る
｡
人
文
地
班
撃
の
立
脚
鮎
か
ら
或
る
地
域
に
於
け
る
都
邑
の
興
廃
盛
衰
を
諭
ず
る
に
常
っ
て
も
う
亦
化
骨
に

此
の
渦
鮎
に
着
眼
せ
ね
ば
そ
の
奥
義
を
誤
解
す
る
に
至
る
危
険
が
あ
る
｡
之
を
換
言
す
れ
ば
大
都
市
報
達
の
第

∵
の

要
因
ビ

して
旗
大
な
る
地
域
に
封
し
て
戦
争
上
に
都
合
の
良
い
位
寛
を
占
め
る
こ
E
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
｡
此
の
選
樺
を
観
る
か
又
は
時
代
の
慶
蓬
に
よ
-
最
初
選
定
さ
れ
た
時
に
蛋
要
で
あ
っ
た
戦
略
上
の
意
義
が
失
は

れ
る
か
に
よ
-
牲
々
に
し
て

l
た
び
発
え
た
都
邑
が
衰
滅
す
る
運
命
に
遭
遇
す
る
も
亦
た
免
れ
難
き
数
で
あ
る
｡
特

に
時
代
の
経
過
に
従
ひ
都
邑
遷
移
の
必
要
だ
な
る
の
は
歴
史
上
に
屡
見
る
所
で
'
そ
の
甥
由
に
は
種
々
あ
っ
て
'
地

形
の
麹
化
も
あ
-
'
交
通
磯
紺
の
聴
達
も
あ
-
.
地
域
の
購
大
又
は
敢
闘
の
鷹
迫
及
び
防
架
線
の
移
動
の
如
き
政
治

及
び
軍
事
上
の
関
係
も
あ
る
帯
で
'
単
な
る
時
間
の
経
過
.i
よ
り
生
す
る
も
の
で
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
｡
故
に
此

等
っ
細
目
に
捗
っ
て
考
察
し
て
始
め
て
人
文
地
排
撃
に
於
け
る
戦
略
撃
的
意
義
が
正
皆
に
了
解
さ
れ
る
｡

鴨

や
S
･地

孤
準
的
考
案

克
七

)



IL
T

小堺

弟

†
二
恕

妨

六

批

記

八

二

而
し
て
此
の
問
題
に
入
る
に
常
か
先
づ
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
亡
は
興
ら
れ
た
る
地
域
に
放
け
る
基
地
鮎
の
地
相

的
化
躍

(
幾
何
肇
に
定
ま
っ
た
位
置
)
の
不
塵
性
で
あ
っ
て
､
之
を
大
に
し
て
は

一
周
の
首
府
ビ
し
て
定
め
ら
れ
た

抽
瓢
ピ
そ
の
囲
境
fJ･J
の
間
の
棟
欝
の
捕
係
即
ち
首
府
か
ら
囲
境
ま
で

9距
離
の
場
合
に
見
る
こ
亡
が
出
凍
る
｡
闘
頃

が
山
川

の
如
き
同
定
し
た
地
物
に
よ
-
決
施
さ
れ
て
ゐ
る
ど
す
れ
ば

､之
に
封
す
る
距
離
は

.Z
定
不
鼻

に
し
て
p
地

間
に
就

い
て
之
を
観
れ
ば
そ
の
刑
互
の
柁
間
に
塾
化
.が
な
い
｡
戦
略
上
か
ら
は
此
の
不
束
性
は
必
L
も
縄
封
的
で
な

-
て
交
通
機
刷

の聴
連
に
伸
ひ
距
離
が
短
縮
し
た
.7J
同
じ
担
化
を
被
む
る
の
は
勿
輪
な
る
も
'
そ
れ
で
も
著
し
細
道

に
よ
る
迅
速
交
通
線
が
首
府
を
中
心
だ
し
て
放
射
状
に
敷
設
さ
れ
た
ら
ば
団
塊
に
連
す
る
に
要
す
る
時
間
は
失
脹

-

そ
の
距
離
に
比
例
す

.'(
き
で
､
中
心
ビ
用
過
ご
の
闘
係
の
担
化
は
そ
の
前
後
に
於

い
て
利
似
形
に
近

い
形
状
を
成
す

に
止
る

べ
き
で
あ
る
0

是

･上-
も
韮
大
な
る
埋
化
は
出
川
の
地
形
上
の
婁
化
で
p
就
中
沖
積
平
野
を
洗
る
～
河
道
の
軍
蓬
が
著
し
-
.
此

の
地
文
納
経
化
の
政
治
及
び
華
郡
上
に
及
ぼ
す
影
響
の
中
に
於
い
て
閉
境
の
移
動
が
特
に
注
意
に
億
す
る
.
内
地
に

そ
の
例
を
求
ひ
れ
ば
筑
後
川
の
下
流
及
び
河
口
に
起

っ
た
河
道
の
婁
運
は
こ

の事
薯
を
明
示
す
る
も
の
で
.
そ
の
蛇

行
す
る
頃
に
決
施
さ
れ
た
囲
境
は
洪
水
の
氾
濫
に
よ
-
屡
-
起

る
現
象
た
る
仔J
行
に
よ
-
勾
玉
状

の
肥
前
筑
後
両
周

の
飛
地
を
新
河
道

の
外
部
に
鎧
す
る
こ
F,JJ
～
な

っ
て
ゐ
る
｡
最
近
に
計
塞
さ
れ
た
筑
後
川
改
修
の
工
事
が
完
了
す
れ

ば
､
裏
に
此
の
如
き
飛
地
が
出
来
る
｡
此
の
如
き
河
道
外
の
領
地
が
舘
政
時
代
に
は
佐
賀
､
久
留
米
南
緯
の
所
領
の

間
に
捕
る
頗
る
厄
介
な
問
題
で
あ
っ
た
の
は
怪
む
に
足
ら
ぬ
｡

〓

ニ



河
遭
rS
境
化
に
関
る
機
略
地
排
撃
的
硯
係
の
慶
化
の
敢
も
好
い
例
は
紬
東
中
野
に
見
ら
れ
る
｡
刺
状
川
の
現
在
の

流
路
は
大
正
十
八
年
徳
川
氏
の
江
i1
入
府
以
殊
に
人

工
に
よ
-
附
け
鍵

へ
が
行
は
れ
で
出
家
た
も
の
で
あ
る
｡
音
m

(束
伍
藩

士
に
捉

へ
ば
そ
の
以
前
に
は
利
根
川
の
幹
流
は
略
ば
今
の
江
1i
川
の
河
道
に
滑
ひ
南
流
し
て
東
京
轡

に
注

い
だ
も
の
で
､
渡
良
瀬
川
も
亦
た
略
は
之
だ
遊
走
し
て
南
流
し
た
ら
し
い
.
そ
の
精
密
な
る
位
置
は
多
少
不
明
な
る

も
､
武
戴

け
下
地
囲
境
を
劃
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
如
ち
現
在
の
如
-
摘
東
中
野
を
南
北
に
二
分
す
る
代

-
に
.
少

-
も
そ
の
摘
草
を
粟
に
東
西
に
二
分
す
る
も
の
で
あ
っ
て
.
今
河
北
に
衣
ろ
紙
城
北
相
馬
二
郡
は
皆
時
は
河
東
に
下

線
の
他
紬
に
頂

い
た
位
置
を
占

め
て
ゐ
た
｡
此
の
位
置
た
る
や
､
督
時
雨
郡
は
北
は
白
河
の
閲
を
経
て
奥
羽
に
通
じ

酉
は
雨
毛
を
据
て
碓
氷
清
水

の再
植
を
越
え
信
濃
越
後
に
通
じ
､
兼
は
常
陸
潟
縛
道
､
勿
衣
の
銅
を
経
て
磐
城
陸
奥

に
通
じ
､
南
は
柄
線
･!J
安
鼻
を
柵

へ
て
ゐ
る
か
ら
'
関
八
州
の
中
の
六
園
を
捧
榊
す
る
こ
･fJ
が
出
凍
る
･7J
い
ふ
形
跡

を
成
し
て
ゐ
た
輝
で
あ
る
｡

此
の
鬼
怒
川
だ
刺
状
川

の
河
囲
平
地
の
哉
路
上
の
意
義
は
天
慶
の
胤
に
卒
肺
門
の
覗
接
地
ど
な
っ
た
時
に
初
め
て

覗
ほ
れ
た
｡
大
森
(
金
五
郎
)文
撃
ijLに
捉

へ
ば
賂
門
託
.IJ
い
ふ
文
藩
は
乱
後
敗
月
を
出
で
ざ
る
際
の
記
録
に
し
て
版

い
わ
ゐ

本
資
料
･J･J
し
て
故
も
珍
ビ
す

べ
き
も
の
で
p
此
の
聾
に
疲
れ
ば
肺
門
の
掘

っ
た
石
井
菅
所
は
今
の
岩
井
町
附
鑑
に
在

り
.
そ

S焦
れ
た
所
は
既
出
郁
々
の
結
城
郡
の
中
の
鬼
怒
川
の
光
側
で
あ
っ
た
ビ
い
ふ
｡
即
ち
肺
門
は
鬼
怒
川
を
渡

っ
て
此
の
河
聞
平
地
に
進
出
し
た
も
の
で
､
俗
詮
胡
掲
内
基
,.1J
い
ふ
も
の
は
こ
の
岩
井
町
附
近
に
計
塞
さ
れ
た
関
東

Li
園
の
首
府
で
あ
っ
て
p
末
だ
野
心
を
安
現
す
る
に
至
ら
ず
し
て
p
平
貞
盛
藤
原
秀
郷
等
の
襲
撃
に
遭
ひ
､

一
敗
寓

ち
に
戦
死
し
た
の
で
あ
る
｡

鴨
仰
の
血

糾
畔
的
考
察
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岩
井
附
近
の
地
形
の
千
年
間
に
被
っ
た
鼻
化
は
前
に
述

べ
た
利
根
川
の
流
路
の
附
け
鼻

へ
が
最
も
著
し
き
も
､
林

野
沼
浬
の
開
墾
の
進
行
に
よ
る
条
規
の
鼻
化
も
頗
る
著
し
-
､
明
治
年
間
に
薯
測
し
た
陸
地
測
量
部
の
地
形
図
を
現

状

に此
扱
し
て
鼻
化
し
た
所
が
既
に
多
大
な
る
鴛
-
ば
か
り
で
あ
る
｡
残
存
す
る
地
物
か
ら
之
を
推
測
す
る
に
､
闘

兼
平
野
の
中
今
の
利
鵜
川
以
北
に
在
る
嗣
宅
常
陸
及
び
下
線
北
部
の
地
方
は
姦
地
に
松
杉
槻
樫
等
の
樹
木
ビ
竹
骸
と

が
多
-
し
て
'
そ
の
間
の
沼
喋
地
に
は
蔑
乳
業
鎖
し
'
旧
畑
屋
嬢
の
散
在
す
る
状
態
は
今
日
ビ
経
も
稀
薄
な
る
鷹
が

あ
る
が
.
常
時
は
更
に
互
に
離
れ
､
賂
門
.fJ
之
に
封
流
し
た
-
の
ど
の
軍
隊
の
出
没
に
適
し
'
地
坪
に
油
膜
し
た
も

の
が
朝
が
け
夜
討
ち
の
奇
襲
を
試
む
る
こ
と
は
頗
る
自
由
な

･｡
し
な
想
像
し
得
る
｡

p
し
ま

rtづ
か
いだ
う

串

島

(

猿
島
)
郡
岩
井
町
は
鬼
怒
川
に
沿
ふ
た
水

海

道

の
酉
に
在

っ
て
'
そ
の
間
に
菅
鎮
昭
の
低
温
地
が
北
に
深
-

入
-
込
み
.
そ
の
酉
に
鶴
戸
消
長
井
田
(
肺
門
託
の
葦
津
沼
)等
が
西
北
に
延
長
し
'
そ
の
大
部
干
拓
さ
れ
た
今
日
に

此
す
れ
ば
常
時
は
侵
入
者
に
不
利
で
､
立
て
舘
る
も
の
に
は
守
備
に
便
な
る
地
形
を
成
し
た
筈
で
あ
る
.

肺
門
託
.)i
貞
盛
秀
郷
等
の
四
千
鉄
人
の
兵
を
盤

へ
て
我
は
ん
.,J
す
る
を
聞
き
､
肺
門
天
慶
四
年
二
月

1
日
下
野
に

_I.LI･

向
ひ
､
そ
の
前
障
未
だ
敵
の
所
在
を
知
ら
す
､
後
陣
の
玄
茂
等
散
の
所
在
を
訪
ひ
得
て
､
賓
'仲
を
鬼
ん
が
た
め
高
山

の
,頂
に
登

-
温
か
に
北
方
を
見
れ
ば
敵
あ

-
ビ
い
ひ
､
高
山
だ
い
ふ
の
は
誇
張
の
語
に
し
て
唯
高
庭
を
指
す
に
過
ぎ

ざ
る
べ
き
も
､
そ
の
放
る
ゝ
に
及
び
地
排
に
曙
き
も
の
ゝ
逃
げ
迷
ふ
状
を
記
し
た
る
ビ
共
に
常
時
の
林
野
の
錯
離
し

た
形
相
を
療
す
る
に
飴

･｡
あ
る
.

下
野
常
陸
ド
楓
三
園
の
交
界
地
に
は
此
ビ
同
じ
低
繊
な
る
招
樺
頗
る
多
-
､
水
海
道
の
牝
二
〇
粁
の
大
審
沼
の
如

き
も
､
今
は
大
部
分
干
拓
し
て
水
田
ど
な
っ
て
ゐ
る
が
'
之
に
臨
ん
だ
閥
舘
は
幽
宗
師
の
屠
且
に
し
て
北
島
親
房
踊



兼
下
向
の
時
に
之
を
援
護
し
て
鋼
塊
に
立
て
簡
-
､
そ
の
南
の
大
驚
城
だ
埜
ん
で
観
光
の
南
朝
方
を
牧
<
=
L
､
高
騨

冬
等
の
大
軍
に
封
抗
す
る
こ
ビ
四
年
に
互
っ
た
虞
で
あ
る
｡

下
線
閲
西
北
界
に
近
い
結
城
古
河
の
両
地
も
亦
た
此
の
河
間
平
地
11=
於
け
る
要
地
で
あ
っ
た
｡

室
町
時
代
に
降

っ

て
足
利
持
氏
の
上

杉
悪
貨
に
迫
ら
れ
て
鎌
倉
に
自
殺
し
た
後
に
結
城
氏
朝
の
持
氏
の
二
孤
を
擁
し
て
櫨

っ
た
結
城
城

は
今
の
結
城
町
の
市
縛
の
尭
北
に
在
っ
て
'
鬼
怒
川
FlI
川
の
耐
水
左
右
を
流
れ
､
嘗
託
に
天
然
形
勝
の
地
要
害
の
便

あ
り
だ
い
ふ
魔
で
あ
り
,
叉
た
瓜
淵
に
臨
ん
だ
小
山
は
古
間
雁
の
所
在
地
に
近
-
p
下
野
囲
守
の
衰

力
の
衷

へ
た
後

に
は
小
山
朝
政
の
子
孫
の
割
櫨
す
る
所
差

～

p
古
城
比
は
渡
良
瀬
川
の
左
岸
に
在
っ
て
､
周
囲
の
遠
近
に
沼
樺
の

多
い
低
温
の
土
地
に
小
高
-
な
っ
た
丘
卓
に
築
城
し
､
足
利
成
氏
の
鎌
倉
を
落
ち
て
種
田
世
間
屋
形
を
立
て
闘
東
北

牢
の
渚
豪
族
藍

忍
ぶ
ビ
し
て
管
領
上
杉
氏
に
封
晒
し
た
｡

此
等

∽
諮
地
鮎
の
版
略
上
関
兼
平
野
に
封
し
て
有
し
空

は
義
は
江
声
成
立
以
後
利
根
川
の
東
流
す
る
に
及
ん
で
少

く
ら
そ
の
中
を
失
ひ
､
薦
利
根
川
の
東
岸
に
准
っ
て
北
棟
氏
綱
の
闘
東
占
有
の
決
勝
戦
の
行
ほ
れ
た
囲
府
ノ轟

の
如

き
も
亦
た
武
組
閣
境
に
於
け
る
形
勝
の
偉
叢
の
意
義
が
殆
ん
.ru
*
L-
失
せ
た
｡

l
四

萌
河
の
大
平
野
に
流
れ
侶
た
後
L1=
下
部
の
幹
支
流
の
有
史
以
東
に
鍵
化
し
托
の
は
歴
史
地
相
上
顕
著
な
る
事
件
の

言

あ
る
O
そ
の
大
行
山
地
の
来
聴
に
的
ふ
て
北
流
し
た
幹
流
が
九
派
の
所
謂
九
河
ど
な
っ
て
鋤
梅
轡
に
狂
い
だ
の

は
春
秋
戦
闘
の
間
に
既
に
認
め
ら
れ
る
所
で
あ
る
0
常
時
か
ら
今
の
山
兼
匿
隷
河
繍
三
省
の
交
碁
地
方
は
度
々
の
河

道
の
軍
港
を
披
-
て
宋
元
の
間
に
至
っ
た
o
そ
の
金
の
押
京
に
嘘

っ
た
頃
即
ち
別
昌
五
年
(
二

九
四
年
)
ド
.
壁

用

職
餅
S
地
孤
歩
的
考
終

F

O
1

五



地

球

節
十
二
偉

節

六

親

S
O
二

六

の
西
北
陽
武
に
放
て
決

し
て
梁
山
泊
の
蓮
に
至
っ
て
､

北
浦
河
ビ
商
浦
河
ど
な
っ
て
山
東
岩
内
を
分
流
L
t
河
水
の

大
草
は
東
南
流
し
て
濯
水
に
入
る
こ
と
ゝ
な

り
､
元
至
元
二
十
六
年

(
〓

叫八
九
年
)
に
食
通
河

の運
河
を
開
-
ド

及
び
北
構
河
の
水
は
令
-
絶
え
た
41J
い
ふ
O
然
る
に
十
九
世
紀
中
葉
に
至
-
神
び
北
清
河
の
流
路
に
従
ひ
末
流
す
る

こ
､1J
ゝ
な
っ
た
O

春
秋
の
時
に
此
の
三
省
交
罪
地
方
に
起

っ
た
薫
も
有
名
な
る
敬
軍
は
背
理
草
覇
我
の

一
た
る
菅
文
公
の
楚
軍
を
破

っ
て
附
を
栴
し
た
｡
城
濃
の
我
で
こ
の
城
濃
だ
い
ふ
譜
の
起
源
た
る
潤
水
は
常
時
は
黄
河
幹
流
S
商
側
に
之
に
沿
ふ

て
流
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
城
は
そ
の
牝
に
在
っ
た
ら
し
い
が
､
之
を
今
の
水
系
に
昏

つ
れ
ば
'
轡
州
府
だ
東
研
豚
ど

の
間
を
流
れ
る
黄
河
幹
流
に

一
致
す
る
こ
と
に
な
る
｡
左
傾
侶
爪竺

1十
八
年
の
戟
帝
の
挺
過
を
記
載
し
た
文
を
鵜
る

に
車
職
に
し
て
河
水
が
地
物
ビ
し
て
何
の
役
割
を
も
演
じ
て
屠
ぬ
こ
}J
が
著
し
い
｡
恭
し
皆
時
の
幹
流
は
今
の
衛
輝

府
の
橘
及
び
潅
腸
の
商
を
経
て
東
北
流
し
､
管
衛
爾
閥
は
河
南

に
在
っ
た
か
ら
'
党
人
は
黄
河
以
南
の
此
等
の
絢
を

勢
力
範
閲
に
辞
か
ん
と
し
て
ゐ
化
か
ら
､
南
北
の
勢
力
の
衝
突
が
此
魔
で
起
っ
た
の
で
あ
る
｡

粥
漢
の
頃
^1J
錐
も
此
の
間
の
幹
流
の
位
置
に
は
慶
化
少
-
､
大
作
山
の
南
に
常
る
白
馬
津
の
適
は
黄
河
波
過
の
妥

津
ビ
茂

-
'
皆
操
ビ
義
備
父
子
ビ
聖
父
戦
に
於
い
て
.
そ
の
事
餐
が
行
は
れ
た
が
'
今
の
黄
河
幹
流
は
温
か
に
そ
の

偶
に
従
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
｡

水
漕
伴
,i
英
雄
の
活
躍
す
る
教
養
た
る
梁
山
泊
の
如
き
宋
金
元
の
間
に
在
っ
て
は
水
運
の
枢
要
の
付
置
に
潜

っ
て

ゐ
た
が
､
そ
の
後
押
流
は
更
に
南
に
従
っ
て
し
ま
っ
て
'
地
形
が
担
化
し
た
か
ら
明
簡
以
後
に
は
そ
の
意
義
は
な
-

な
っ
た
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日
本
に
於
い
て
伊
大
利
北
部
の
地
勢
に
比
較
し
得
る
の
は
利
根
川
の
中
流
及
び
上
流
の
地
方
に
し
て
､
兼
西
に
流

れ
る
幹
琉
･fJ
北
か
ら
之
に
合
流
す
る
支
流
-

脈
絡
の
形
状
は
頗
る
之
に
粗
似
し
て
ゐ
る
｡
佐
野
足
利
桐
佳
大
間
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等
の
哲

巴
は
何
れ
も
北
方
か
ら
平
野
に
向
つ
て
開
い
た
弥
谷
の
口
に
任

し
'
就
中
前
橋
主
局
崎
の
両
市
は
越
後
ビ
信

濃
に
通

す
る
枢
要
の
地
鮎
で
あ
っ
て
､
古
の
開
府

の遺
丑
は
前
橋
の
西
郊
に
在
る
｡
哉
囲
時
代
に
至

-
上
杉
氏
の
閲

束
管
甲

fJ
J
tで
勢
力
が
失
墜
し
た
頃
に
至
っ
て
も

､
此
S
元

方
は
越
後
晶

兼
ど
な
連
絡
す
る
に
堅

止
っ
た
｡
而
し

て
此

の
時
に
於
い
て
軍

事
上
に

最
も
光
輝
あ
る
紀
蝕
を
残
し
た
の
は
高
崎
の
西
北
1こ
在
る
榛
名
山
裾
野
の
箕
職
域
で

あ

る0
上
杉
氏
は
北
伐
武
r=
等

の諸
大
名
の
駆
迫
に
構
え
ず
し
て
越
後
長
尾
氏
に
依
る
に
汲
ん
で
'
上
州
諾
城
主
だ
連
衡

し
て
武
山
氏
に
抵
抗
し

た
長
野
業
政
は
此
の
城
を
根
接

t̂J
し
て
周
遊
の
渚
城
･tJ
相
呼
臆
し
て
信
玄
の
侵
略
を
防
ぎ
.

支
持
十
数
年

の後
病
死
し

て子
の業
盛
が
代
っ
た
後
に
絶
LI=
附
落
し
上
州
の
大
部
分
は
武
m
氏

の古
間
に
蹄
し
た
｡

織
目
氏
が
武
ト-1
氏
を
亡
し
た
後
に
は
瀧
川

表

が
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塵
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来
っ
て
上
杉
北
棟
に
封
抗
し
､
北
棟
氏
滅
ん
で
徳
川
氏

の
匹
♪
入
府
に
昔
-
､
井
伊
直
政
が
箕
輪
に
塞

-
､
頂

い
て
南
柏
城
に
迷
っ
た
｡

職
穂
両
氏
の
此
の
地
位
を
此
の
如

く
苅
製
硯
し
た
の
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描
水
碓
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峠
を
経
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す
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あ
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ら
で
あ
る
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