
所
要
地
図

地
理
教
材
と
し
て
の
地
形
園

八
､

唐

津

炭

田

先
端
分

一
地
形
樹
､
武
雄
'
波
崎
､
伊

流
出

三
代
分

1
倍
津
…桃
川
地
封
筒

(第
二
輯
)

緒
言

唐
津
茨

閏
は
佐
賀
市
の

閣
'

久
保
田
か
ら
唐

津
町
に
走
る
地
道
唐
津
線
を
底
適
と
L
t
武
雄
町
を
頂

鮎
と
し
て
長
崎
本
線
及
び
武
雄
-
穂
5
'恵
間
を
他
の

二

蓮
と
す
る
三
角
形
の
地
域
内
に
包
帯
せ
ら
れ
､
そ
の
面

積
は
六
三
〇
〇
平
方
肝
に
連
す
る
｡

唐
津
炭

の
名
は
夙
-
か
ら
そ
の
積
出
港
唐
津
と
典
に

天
下
に
曜
侍
せ
ら
れ
､
今
日
迄
rJ
の
地
は
蔑
多
の
地
聾

者
が
訪
れ
た
｡
大
築
学
士
の
詳
細
在
る
地
質
調
査
及
び

早
川
撃
士
の
暦
序
撃
的
研
究
は
を
の
主
要
な
る
文
献
で

あ
っ
て
'
本
数
田
の
地
質
が
今
日
の
や
う
に
開
明
に
在

っ
た
の
は
灸
-
両
氏
の
功
績
に
負
ふ
と
rJ
ろ
が
多

い
.

火
炎
洋
之

助

店
津
:.AEH
調
波

経
文
及
び

三
粥
分
一

倍
津
淡
m
地
餌
闘

大

蛇
七
舛

早

川

班

二

価
津
淡
川
の
地
質

地
解
離
諒
解
三
六
塔

地
理
教
材
と
し
て
の
地
形
剛

節
四
二
六
排

大
正
十
三
年

地
形

脊
振
山

塊

の
西

側

は
銭

道

唐
津
線
に
滑
ふ
新

暦
線
は
よ
っ
て
限
ら
れ
p
藩
軌
間
幅
に
は
そ
の

一
部
で

サ
レイ

あ
る
天
山
(
一
〇
四
六
米
)彦
山

(
八
四
五
米
)
作

他

出

(
八
八
七
光
)種
山
(
七
六
〇
米
)三
方
山
(
五
〇
五
米
)等

の
川
丑
が
あ
る
｡
是
等
は
花
掃
岩
の
地
盛
で
あ
っ
て
､
周

囲
は
断
層
で
限
ら
れ
､
著
し
-
開
析
さ
れ
､
既
に
老
年

期
の
地
貌
"虹
量
し
て
ゐ
る
｡
脊
振
山
塊
は
西
隣
し
て
海

抜
二
甘
米
前
後
の
低
実
在
起
伏
に
富
ん
だ
第
三
紀
層
の

丘
陵
地
が
旗
-
敷
宿
し
､
炭
田
の
主
要
部
を
構
成
し
て

ゐ
る
｡
炭
田
の
中
央
部
に
は
兼
北
兼
か
ら
西
南
酉
に
走

る
高
距
約
六
〇
〇
米
の
最
高
地
帯
が
あ
っ
て
'
八
幡
山

セ
rL
T)
.I,,

(
七
六
四
米
)
瀬

戸

木

場
出
(
六
八
六
米
)
の
二
峰
が
東
西

の
方
向
に
並
ん
で
費
え
て
ゐ
る
｡
を
の
山
頂
に
は
第
三

紀
暦
計
t被
綬
す
る
玄
武
岩
が
あ
っ
て
､
地
形
間
か
ら
浪

人
で
も

判
る
や
う
に
甚
し
-
間
断
さ
れ
て
ゐ
る
｡
そ
の

宍
1

六

山



州-
.

托

節
十
E
E怨

酉
に
は
之
に
次
ぐ
高
峰
眉
山
(
五
三
四
米
)が
嘱
曝
し
'

輝
石
安
山
岩
か
ら
成
る
鈍
圃
錐
丘
を
作
っ
て
わ
る
0
東

南
部
に
は
兼
高
地
帯
と
多
久
-
伊
商
運
術
道
の
低
地
を

距
で
!
東
西
の
方
向
は
走
る
高
距
三
C
O
I
四
五
rJ
米

ワ･t～･

の
地
糖
が
あ
っ
て
､
鬼
ケ
奥
山

(
四
六
七
米
)
網
子
山

(
三
三
八
米
)
聖

岳(
四
二
〇
米
)穂
遵
川
(四
四
五
弗
)
の

譜
峰
が
あ
る
｡
そ
の
地
形
は
丘
陵
地
J
J
は
異
を
-
鬼
ケ

鼻
山
､
両
手
川
､
敦
岳
､陣

ノ
辻
尊
は
輝
石
安
山
岩
か
ら

成
り
､
狗
立
し
た
火
山
の
地
形
を
持
っ
て
屠
-
､
穂
連

山
は

山
頂
に
玄
武
岩
を
戴
き
和
平
か
･襟
轟
地
状
の
地
形

を
残
し
て
ゐ
る
｡
北
西
部
は
噴
出
岩
の
逃
出
は
殆
ど
な

-
p
唯
波
状
は
起
伏
し
ね
丘
陵
地
が
あ
る
の
み
で
あ
る

.

城
壁
の
や
う
夜
山
貌
を
量
す
る
岸
岳
(
三
三
八
米
)
は
薫

.高
峰
で
あ
っ
て
p
を
の
南
北
の
山
鹿
は
併
凪
の
や
う
な

7
つチ

直
立
し
た
砂
岩
の
紹
崖
を
露
は
し
て
ゐ
る
｡
相

知

の
南

方
に
陀
立
す
る
日
ノ
河
内
山
も
岸
岳
と
同
じ
や
う
森
山

相
で
あ
る
｡

J
I

I:

･｢
t+

河
川
は
簡
軍
は
放
浦
川
及

び

戯

木

川

の
二
系
に
置
分

せ
ら
る
.
於
浦
川
は
大
川
野
～
佐
里
問
に
於
で
明
か
に

断
層
谷
を
流
れ
る
も
の
と
静
め
ら
れ
､
大
川
野
附
近
ほ

鰐
玉
髄

莞
二

六
二

は
可
成
-
鹿

い
地
域
に
沖
精
層
の
礎
連
が
あ
る
.
厳
木

川
は
牧
瀬
か
ら
脊
振
山
塊
西
棟
の
断
層
谷
に
沼
ふ
て
流

下
L
p
相
知
に
放
て
放
浦
川
に
合
し
て
ゐ
る
｡
兜
は
於

浦
川
は
相
知
か
ら
西
北
に
流
れ
tt
松
浦
潟
に
注

い
で
ゐ

子
ヨウギ
リ

る
｡
巌
木
川
の
浸
蝕
作
用
は
著
し
-

町

切

1

岩
屋
間
は

於
で
屈
曲
す
る
と
こ
ろ
で
は
.
柁
質
砂
岩
は
高
さ
約
六

アザ
.1.ハル

〇
米
の
断
崖
を
露
は
し

てお
る
｡
茄
原
輝
の
閣
北
方
の

峠
は
嵩
距

-E
O
O
米
飴

あ
っ
て
､

厳
木
川
と
車
津
川
と

の
分
水
規
を
成
し
て
お
る
｡
若
し
rJ
の
地
域
が

一
〇
〇

米
前
後
沈
降
し
た
も
の
と
順
走
す
れ
ば
､
rJ
の
峠
を
通

じ
で
脊
振
山
塊
の
酉
側
断
層
谷
に
ょ
つ
て
絵
描
潟
と
有

明
海
と
を
完
金
に
連
結
す
る
事
が
田
楽
る
の
で
あ
る
｡

地
質

唐
津
泉
凹
･,i)構
成
す
る
地
質
は
主
と
し
て
節

三
配
暦
で
､
そ
の
他
は
基
盤
を
成
す
も
の
と
､之
を
被
覆

し
叉
は
之
に
貫
入
す
る
噴
出
岩
が
あ
る
｡
基
盤
を
覆
す

も
の
は
韮
耐
暑
p
角
閃
岩
系
､
蛇
紋
岩
で
'
是
等
の
基

盤
は
久
し
-
陸
上
に
あ
っ
て
浸
蝕
作
用
を
嚢
つ
ね
.
そ

の
浸
蝕
面
上
に
は
陸
成
及
び
海
戊
の
第
三
紀
層
が
交
互

に
珊
桟
し
て
ゐ
る
｡
岩
屋
炭
坑
に
於
で
花
尚
岩
と
第
三

紀
層
と
の
相
互
相
棒
,<LJ観
察
し
た
と
rJ
ろ
に
よ
る
と
花



嗣
岩
は
断
簡
線
と
以
て
限
ら
れ
殆
ど
直
立
し
.
之
に
第

三
紀
層
が
盆
状
構
造
,<LJな
し
tyJ
堆
積
し
.
を
の
接
欄
部

に
は
そ
の
後
の
地
塵
に
よ
っ
て
蕉
じ
た
粉
炭
が
あ
る
の

み
で
あ
る
｡

節
三
配
層
は
早
川
撃
士
に
よ
っ
て
駐
米
層
群
(
源
成
)

相
知
層
群
(
陸
成
し及
び
行
合
野
層
群
(
梅
成
)
の
三
種
に

大
別
rT,れ
1〝
｡
脹
木
層
群
は
白
色
或
は
陪
音
色
の
申
粒

ウ
ソ
ポギ

乃
至
粗
粒
の
砂
岩
で
町
切
､
笠

木

､
多
久
等
に
鋸
白
し

厚
ru約
九
〇
C
尺
と
梢
測
ruれ
る
｡
本
健
に
は
s
o
le
n
,

n
a
tica
,c
on
us.
o
stre
a
の
介
化
石
生
産
す
る
｡

相

知

闇
群
は
厳
木
層
群

を
整
合
的
に
廠
以
､

層
厚
六
〇
〇
八

は
及
ぶ

｡

白
色

砂

岩

(
花

園

砂
岩

)
父
は

暗

音

色

の

細

粒

砂
岩
放
び
旗
色
可
岩
､
炭
圏
の
累
暦
か
ら
成
-
､
下
部

に
は
是
等
の
正
樹
が
特
に
烈
し
く
､
上
部
に
は
白
色

砂

岩
の
厚
轡
が
あ
る
｡
本
層
群
は
厳
木
層
群
と
基
q
E
L
陸

珪
植
物
化
石
に
ょ
つ
で
地
盤
の
隆
起
む
知
る
乙
と
が
出

凍
る
｡

証

に
相
知
圏
群
は
提
出
砂
岩
p
岩
尾
砂
岩
及
'<LJ
大
峠

砂
岩
の
三
者
に
細
別
5,J
頼
る
｡
岸
山
砂
岩
は
厚
ru
約
二

c
c
八
で
p
五
八
皮
か

三
八
の
菰
要
炭
層
を
爽
有
L
t

地
相
教
材
と
し
て
の
地
形
閥

必
･h

.I.く
ル

帯
原
､
多
久

原

t

に
は
そ
の
好
露
出
が
あ
る
｡
岩
屋
砂

岩
は
相
知
層
群
の
中
郷
を
構
成
す
る
厚
三

三

〇
尺
の

硬
質
砂
岩
で
､
同
岩
に
教
連
す
る
垂
直
の
裂
櫨

に
滑
ふ

て
岩
石
が
崩
壊
す
る
た
め
柏
屋
,<LJ.露
は
し
特
異
な
る
風

(.J･.

貌
計
量
す
る
｡
七
韮

圏

は
春
樹
中
は
含
ま
れ
､
乙
の
厚

い
砂
岩
は
本
数
E=
の
深
場
上
に
は
頗
る
軍
票
税
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
｡

約
は
乙
の
砂
岩
中
に
は
､

N
elu
m
b
iu
m
sp
.
,hLt崖
す
る
｡
岩
壁
砂
岩
の
L
部
に
は

発
-
化
石
む
爽
有
し
な

い
暗
色
の
大
峠
砂
岩
が
あ
る
｡

厳
木
p
邪
知

両
層
群
は
轟
に
大
築
撃
士
の
第
三
紀
層
下

部
と
さ
れ
たJ
も
の
で
始
新
世
と
着

へ
ら
華
｡
行
合
野
層

群
は
大
築
壁
土
の
第
三
紀
層
上
部
と
r
uれ
た
も
の

で
漸

新
世
に
該
常
し
'
炭
田
の
西
北
部
か
ら
武
雄
の
兼
方
に

至
る
悪
で
旗
-
分
布
L
t
和
知
層
群
と
は
生
食
的
ほ
沈

積
し
た
も
の
で
あ
る
.
FJ
れ
は
炭
業
者
間
で
俗
に
グ
-

ン
と
呼
ば
れ
音
色
又
は
暗
紘
色
の
凝
次
嚢
砂
岩
で
あ
っ

て
海
棲
介
化
石
を
保
減
し
て
ゐ
る
｡
岸
静
､
H
ノ
河
内

山
､
押
天
山
.
堂
岳
.
八
幡
山
の
山
膿
k
.構
成
す
る
も

の
は
乙
の
グ

リ
ン
な
の
で
あ
る
｡

是
等
の
成
厨
岩
を
貫

い
て
輝
石
安
山
岩
が
眉
出
.
鬼

宍

三

六

三



地

球

第
十
四
番

ケ
鼻
山
､

聖
岳
等
ほ
露
は
れ
玄
武
岩
は
第
三
配
管
htLJ被

覆
し
て
八
幡
山
､
湖
rqi
木
場
山
'
徳
連
山
の
山
頂
に
分

布
し
て
ゐ
る
｡
玄
武
岩
は
湛
し
-
冊
析
n
紅
､
そ
の
分

布
状
態
か
ら
考

へ
る
と
元

一
大
熔
岩
基
地
を
構
成
し
そ

の
後
の
浸
蝕
作
用
に
ょ
つ
て
現
に
露
は
れ
る
や
う
に
分

印
し
て
了
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
｡

構
造

脊
振
山
塊
の
閣
側
の
坤
裂
線
は
関
北
か
ら
兼

南
に
走
る
県
も
重
要
在
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
他
に
著T''

し
い
断
層
線
は
松
浦
川
の
峡
谷
で
あ
っ
て
佐
里
か
ら
駒

ナ
キ

鳴
HLJ雀
で
大
川
野
に
至
る
も
の
で
p
両
岸
の
地
嚢
の
相

違
に
よ
っ
て
容
易
は
甜
骨
出
凍
る
｡
滑
は
rJ
の
組
は
伊

薗
旦
将
か
ら
大
川
内
山
脈
を
椅
ざ
る
峡
谷
を
な
し
て
戚

宿
に
出
で
､
史
に
大
村
幣
は
至
る
断
層
線

ほ
平
行
す
る

79
の
で
あ
っ
て
.
酉
北
九
州
の
地
質
構
造
上
見
通
す
べ

か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
｡
泉
田
地
域
に
庚
-
発
達
す
る

第
三
紀
層
は
局
部
的
の
凝
化
甚
し
-
触
数
の
断
暦
や
慶

動
の
た
め
地
暦
は
全
-
擾
乱
せ
ら
れ
､
そ
の
暦
向
及
び

傾
斜
は
置
々
で
あ
る
.
岸
番
数
坑
の
如
-
東
西
に
近
い

方
向
に
走
-
南
方
に
緩

い
傾
斜
を
な
す
も
の
79
あ
れ
ば

相
知
炭
坑
の
如
-
多
少
放
射
構
造
を
有
す
る
も
の
も
あ

鰐
五
班

天
蹄

六
四

-,h
t
叉
岩
屋
炭
坑
の
如
-
盆
状
構
造
h
t量
L
p
弧
状
階

段
断
暦
を
不
す
も
の
も
あ
る
｡
叉
卒
山
下
に
は
背
斜
谷

が
あ
わ
'
岩
屋
の
波
方
に
は
等
寝
状
構
造
が
あ
る
.
今

日
ま
で
数
多
の
試
錐
が
試
み
ら
れ
地
下
の
地
層
構
蓋
も

相
明
瞭
に
在
っ
た
｡
そ
の
結
果
を
綜
倉
す
れ
ば
野
口
谷

ワ
ラビ
ノ

断
層
(
五
〇
八
)
冒
ノ
河
内
断
層
(
1
四
〇
八
)
蕨

野

断
層

(
八
〇
〇
八
)佐
旦
断
簡
(
五
〇
〇
八
)
が
確
め
ら
れ
何
れ

も
崩
落
で
あ
る
｡
是
等
の
断
暦
は
す
べ
て
大
築
撃
士
が

野
外
調
査
に
よ
っ
て
憩
足
さ
れ
た
も
の
と

一
致
す
る
.

猟
は
佐
里
と
鷹

取に
は
断
層
線
か
ら
湧
出
す
る
錬
泉

が
教
見
n
れ
ね
｡
八
幡
山
及
び
瀬
戸
木
場
出
の
;
頂
に

あ
る
玄
武
岩
帽

(Basatt
C
ap)
は
第
四
期
の
暁
闇
は
屈

し
'
恐
ら
-
岩
尾
炭
既
の

鎗
状
状
構
造
と
密
接
攻
囲
係

が
あ
る
も
の
ゝ
や
う
で
､
そ
の
最
外
部
の
盆
状
階
段
断

層
線
か
ら
逆
流
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡≠
又
輝
石
安

山
岩
か
ら
成
る
眉
出
､
鬼
ケ
鼻
山
等
は
玄
武
岩
の
噴
出

の
後
に
第
三
紀
層
を
貫

い
て
境
遇
し
た
も
の
で
あ
る
.

唐
津
駿

唐
津
故
と
し
て
現
に
稼
行
rD
れ
て
ゐ
る
も

の
は
相
知
層
群
は
含
ま
れ
る
五
八
七
三
八
及
び
七
巽
暦

.ハケ

(
化

物

)
の
三
層
で
あ
っ
て
'
数
的
は
酉
北
か
ら
楽
園



ほ
社
長
し
樺
岳
､
芳
′
谷
.

相
知
p
岩
屋
p
厳
木
､
茄

原
.
多
久
の
語
数
坑
が
相
隣
っ
て
ゐ
る
｡
叉
長
崎
本
線

キ女げタ

の
北

方

騨
附
近
ほ
は
杵
島
茨
瑞
が
あ
る
｡
上
記
の
内
主

要
な
る
炭
坑
は
相
知
p
芳
ノ谷
(
三
菱
)
岩
尾
(
月
島
)秤

島
で
､
年
度
街
は
和
知
､
芳
ノ谷
約
四
捌
常
ト
ン
p

岩

尾
約
三
〇
常
ト
ン
､
杵
島
約
四
八
菌
ト
ン
で
あ
る
｡
佐

賀
腸
は
九
州
は
於
で
は
而
岡
､
長
崎
の
爾
堀
に
次
ぐ
石

炭
の
産
地
な
の
で
あ
る
｡
旋
暦
の
特
徴
は
薄
圏
の
移
し

い
こ
と
で
､

一
尺
に
満
な

い
も
の
も
非
常
に
多

い
｡
又

松
石
を
多
産
す
る
Ll

交
通
と
文
化

本
炭
山
の
南
に
は
長
崎
本
線
が
走
ら

脊
振
山
塊
の
西
棟
に
は
唐
津
線
が
あ
-
､
捧
岳
炭
坑
に

は
山
本
か
ら
唐
津
線
の
支
線
が
岐
れ
､
又
山
本
か
ら
博

多
は
通
ず
る
北
九
州
餓
道
の
榎
が
あ
る
｡
給
浦
川
の
何

日
に
は
天
炊
㌫

良
港
を
据
し
て
そ
の
積
出
港
の
唐
津
町

が
あ
る
.
か
-
交
通
の
健
に
恵
ま
れ
た
､
乙
の
炭
田
で

は
薄
層
の
石
炭
も
収
支
償
ふ
と
rJ
ろ
か
ら
採
取
さ
れ
て

オ
砿｢

み
る
.
佐
賀
市
か
ら
小

城

町
.
多
久
を
経
て
唐
津
は
至

る
間
は
雨
空
父
通
の
要
路
で
あ
か
'
相
知
附
近
に
露
白

す
る
砂
岩
の
断
崖
に
は
石
俳
が
刻
ま
れ
､
叉
汀
線
の
跡

地
桝
教
材
と
し
て
の
地
形
問

ij]
rij'

を
苛
す
る
洞
穴
が
あ
る
.
相
知
炭
坑
前
の
鵜
殿
渚
に
は

樺
迦
擁
橡
､多
聞
天
､
挿
図
天
を
初
め
五
十
有
飴
の
偽
像

が
あ
-
､
速
保
木
の
立
石
観
音
に
は
阿
滞
陀
像
を
中
央

ほ
し
で
左
右
に
十

一
両
観
世
音
像
及
び
勢
至
像
の
三
尊

像
が

あ
る
｡
こ
の
度
崖
の
石
俳
は
技
巧
に
於
で
は
粗
末

で
あ
る
が
豪
岩
を
大
陸
的
の
風
貌
を
現
は
し
て
ゐ
る
｡

是
等
の
石
価
は
九
州
の
酉
北
備
に
位
置
す
る
乙
の
地
方

の
大
陸
交
通
記
念
物
と
し
て
p
我
図
文
化
史
上
に
重
要

視
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

｡父
多
久
村
の
南
郊
椎
原
山

の
耐
食
に
は
我
開
放
古
の
聖
廟
と
し
て
著
名
を
多
久
聖

廟
が
あ
-
､
我
期
に
於
け
る
聖
廟
鍵
集
計
番
の
先
駆
を

な
す
も
の
で
あ
る
｡
唐
津
線
に
沿
う
て
教
壇
し
た
多
久
､

･.,
･.'
ぺ

前
原
､椋
木
､岩
屋
､
相
知
､
牟

阿

部

､
岸
岳
及
び
長
崎

汁
Z･>]4･

本
線
の
北

方

の

兼
務
は
盆
-
炭
坑
の
開
磯
は
よ
っ
て
悪

村
か
ら
急
激
に
形
成
ru
れ
た
磯
両
町
で
あ
る
｡
使
っ
て

を
の
特
徴
と
し
て
槻
山
と
そ
の
盛
衰
を
共
ほ
し
､
骨
て

賑
盛
,<LJ極
め
た

芳ノ谷
も

今
で
は
そ
の
繁
柴
を
相
知
は

奪
は
れ
で
了
つ
た
O
武
雄
は
是
等
と
趣
を
異
ほ
し
紳
功

畠
后
の
侍
説
で
名
高

い
御
船
山
を
前
に
し
､
蓬
莱
山
の

南
麓
に
あ
る
景
勝
の
美
に
恵
ま
れ
た
温
泉
町
で
あ
る
｡

1.JlJt
五

六
五



地

琉

筋
十
四
番

第
五
故

買

六

六
六

社
宙
は
大
陸
交
通
の
要
路
で
あ
ら
､
降

っ
て
松
浦
濃
の

新
聞
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
こ
の
地
も
､
茨
坑
の
開
署
と

北
ハほ
著
し

い
礎
化
を
な
し
た
｡
給
浦
蓋
の
居
城
と
し
て

岸
酷
城
部
に
人
馬
の
斯

い
て
ゐ
た
rJ
と
も

一
時
の
夢
と

化
し
今
は
血
涙
童
し
-
麿
塊
の
批
NLJ
丑
ひ
る
の
み
で
あ

っ
て
p
城
壁
の
文
化
は
原
野
に
移
っ
た
｡
抽
出Lj淋
し
-

亜
以
茂
っ
た
荒
野
は
炭
坑
の
開
教
以
凍
､
銭
逆
の
尊
や

伊

太

利

と

こ

ろ

轟
々
た
る
機
械
の
味
膏
に
よ
っ
て
静
寂
を
破
ら
れ
､
林

立
す
る
大
煙
突
か
ら
は
漠

々
た
る
薫
煙
を
吐
き
出
し
､

塵
々
に
ポ
ク
の
山
が
築
か
れ
る
ほ
至
っ
た
｡
か
-
し
て

自
然
は
灸
-
文
明
の
カ
の
下
は
暴
穆
n
れ
て
了
つ
ね
｡

一
片
の
踏
石
を
拾
以
遠

い
地
質
時
代
か
ら
現
在
は
至
る

fJ
の
地
方
の
庫
蓬
の
跡
を
追
懐
し
て
筆
を
澗
-
(
原
口
〕

門
ナ

ポ

リ

行
由

法
王
に
謁
を
頗
は
る
に
は
相
雷
の
手

頂
き

と
相
骨
の
時
間
と
な
婁
す
る
｡
友
人
は
裸
馬
に
足

シヰ

を
踏
み
入
れ
.rt
チ
カ
ン
宮
殿
の
敷
居
を
跨
け
た
以
上
法

王
の
御

手
に
吻
む
按
し
そ
の
温
容
の
光
輝
は
終
す
る
が

潜
熱
で
は
夜

い
か
と
す
ゝ
め
て
典
れ
ね
｡
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
生
水
の
引
込
み
思
産
が
趨
頭
し
て
そ
の
恩
喋
は
搭

す
る
乗
は
在
れ
な

い
｡
支
倉
常
長
が
造
々
生
命
を
晒
し

て
や
っ
た
乙
と
む
今
容
易
-
在
し
得
る
事
情
に
居
み
な

～

-

(
十
)瀧

ノ

規

1

が
ら
そ
れ
を
覆
す
菊
は
怒
れ
な

い
｡
の
み
在
ら
ず
引
込

み
思
案
が
戯
手
を
叩
罵
整

式
以
出
し
た
｡
そ
れ
は
寧
和

在
る
精
霊
の
保
護
富
む
護
る
長
槍
厳
し

さ
軍
隊
を
見
た

時
で
あ
る
｡
奈
良
の
大
俳
を
響
謎
す
る
南
大
門
の
仁
王

n
ん
が
形
相

い
か
め
し

い
庶
子
を
し
て
ゐ
る
こ
と
を
想

へ
ば
何
人
で
7P
を

い
乙
と
で
あ
る
が
､
バ
チ
カ
ン
宮
を

警
護
す
る
軍
人
計
克

て
.
平
和
主
義
の
怯
王
と
の
不
調

和
を
想
っ
た
.
の
み

在ら
ず
法
王
の
散
歩
さ
れ
る
時
間


