
地

域

第
十
五
懲

多

二
戟

喜

一

七

〇

る
｡

藩
-
こ
と
を
望
ん
で
ぬ
る
｡
併
し
今
は
此
の
短

い
記
述

予
は
精
々
詳
細
を
学
田
館
山
に
闘
す
る
特
別
報
告
を

ほ
止
め
る
O
.
(
未
完
)

伊

太

利

と
こ

ろ

ふ
＼

(
十
二
)

瀧

ノ

規

1

【
ポ
ム
ペ
イ
の
建
築
物
の
年
代

二

)
山

共
用
の
小

数
豪

リ
ッ
ト
ン
鋤
が
を
の
薯
は
す
鷹
の
歴
史
小
瀧
は
よ

っ
で

ポ
ム
ペ
イ
の
死
人
の
布
を
捉

へ
で
薫
き
た
る
布
を

篭
者
の
眼
前
は
展
開
せ
ん
と
欲
し
た
の
は

今
月
か
ら
は

既
は
育
年
は
近
p
J菅
で
あ
る
｡
死
都
の
粗
悪
を
兄
､
そ

の
種
々
な
る
方
面
を
如
資
LJ>
理
解
し
て
ばは
じ
め
て
小
龍

の
紀
事
が
生
き
て
凍
る
｡
小
数
家
と
し
て
苦
心
は
末
だ

死
都
を
諮
れ
ざ
る
簡
馨
に
恰
も
訪
れ
た
る
が
如
-
凡
で

数
紺
解
せ
し

め
を
け
れ
ば
怒
ら
拍
こ
と
に
あ
る
｡
リ
ッ

ト
ン癖
は
死
細
の
地
排
的
歴
史
的
説
明
む
加

へ
て
紛
且

っ
小
説
と
し
て
の
筋
の
運
び
を
よ
-
し
､
事
件
の
興
味

を
促
進
せ
し
め
ん
と
欲
し
た
の
で
あ
る
｡
然
し
夜
が
ら

掛
る
筆
法
は
既
は
蘇
格
蘭
の
大
小
説
家
サ
ア

･
ク
オ
ー

タ

･
ス
コ
ッ
ト
が
幾
多
の
歴
史
小
数
は
於
で
既
は
試

み

或
は
成
功
し
或
は
失
敗
は
終

っ
て
ゐ
る
O
プ
ッ
ト
ン
禍

も
亦

ス
コ
ッ
ト
の
筆
法
教
範
と
し
死
都
ポ
ム
ペ
イ
の
最

後
の
日
を
椿
か
ん
と
し
た
の
で
あ
る
0
枚
の
小
紋
を
讃

A
だ
時
喜
々
は
些
か
理
解
は
兼
敏
恕
戚
ぜ

幻

で

は
覆

い
｡
そ
れ
は
童
と
し
て
地
理
的
歴
史
的
説
明
の
部
分
で

あ
る
今
日
死
都
の
片
隅
恕
歴
訪
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
と

っ

て

も

同

じ
-
華
麗
h
=)戚
ず
る
の
は
亦
乙
の
瓢
で
あ

る
｡
専
門
の
案
内
者
も
亦
精
確
を
る
後
席
知
識
を
有
し

老

い
.
羅
馬
で
傾
聴
し
た
ク

エ
教
授
の
史
鏡
塞
内
の
貸

地
講
鰐
の
如
き
聾
者
的
精
確
芸
を
期
待
す
る
の
は
細
も



無
班
夜
注
文
で
あ
る
｡
細
部
に
亘
っ
て
は
訪
客
自
ら
が

自
ら
を
案
内
す
る
覚
悟
を

持

た
な
け
れ
ば
な
ら
>rf
前
節

は
於
て
視
筆
者
が
小
龍
ポ
ム
ペ
イ
の
放
校
の
日
と
共
に

聾
者
自
ら
を
帯
び
案
内
せ
ん
と
云
っ
ね
の
は
を
机
が
馬

め
で
あ
る
｡

ポ
ム
ペ
イ
に
現
存
せ
る
渚
種
の
数
多

さ
建
物
を
理
解

せ
ん
と
欲
す
る
を
ら
ば
rJ
机
等
の
放
物

が
建
造
さ
れ
た

四
つ
の
時
期
を
知
ら
ぬ
ば
在
ら
ぬ
｡
約

1
期
は
紀
元
前

五
世
紀
の
前
車
で
あ
る
｡
建
物
の
様
式
は
育
代
希
腹
の

ド

-
メ
:D
oris
)
式
で
あ
る
.
rJ
の
時
期
の
放
物
は
整

ru
う
で
歌
か
さ
う
で
火
山
閲
の
石
材
と
し
て
は
些
か
不

安
を
石
材
ら
し
-
見
え
る
石
材
で
作
ら
れ
て
ゐ
る
｡
専

門
家
は
石
衣
岩
(
サ
ル
ノ
の
石
灰
岩
)､
溶

岩､
凝
衣
岩

夜
ど
が
水
と
混
合
し
て
堅
-
な
っ

てゐ
る
か
ら
大
丈
夫

で
p
日
本
の
木
造
建
築
よ
-
は
堅

固だ
と
云
ふ
｡
ポ
ム

ぺ
T
に
就
て
は
rJ
の
期
の
建
造
物
は
飴
-
多
-
痩
存
し

て
ゐ
な

い
｡
寛
内
さ
れ
た
も
の
で
は
只
僅
か
に
ド
プ
ア

式
の
殿
堂
の
市
杜
の
残
物
が
あ
る
.
太
さ
石
柱
の

短
か

き
も
の
の
上
に
大
在
る
平
石
が
載
っ
て
ゐ
る
｡
奈
良
附

妃
の
寺
院
の
焼
け
遺
-
の
伽
藍
石
に
等
し
-
鎗
-
に
無

伊
大
利
と

こ
ろ

ぐ

雄
花
遺
物
な
る
が
故
に
旅
客
の
眼
を
殊
更
に
惹
-
の
で

あ
る
○

第
二
期
は
紀
元
前
五
世
紀
及
び
四
世
紀
の
エ
ブ
ル
ー

リ
ア
叉
は
エ
ト
ラ
ス
カ
ソ
時
代
の
政
肝
の
全
盛
期
で
あ

る
｡
｢J
の
時
期
に
は
ポ
ム
ペ
イ
の
都
市
の
衛
路
は
敷
石

を
以
tJ敷
き
舘
め
ら
れ
'
所
謂
術
路
建
築
在
る
も
の
が

完
成
し
た
｡

今
日
を
の
敷
石
は
革
の
轍
の
跡
を
残
し
て
搾
-
減
っ

て
ゐ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
乙
の
時
期
に
於
七
は
ま
た

市
の
周
囲
の
城
壁
が
築
か
れ
､
市
の
出
入
口
た
る
門
が

建
て
ら
れ
た
｡
rJ
の
期
tこ
属
す
る
民
家
と
し
て
は
静
粛

の

家
(
C
a
sa
d
el
ch
iru
go
)

に
案
内
さ
れ
る
｡
家
は

僅
か
に

一
小
部
分

の
み
を
遷
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
p

家
の
正
面
は
こ
の
期
の
特
徴
と
し
て
黄
褐
色
の
石
衣
岩

で
作
ら
れ
て
ゐ
る
｡
屋
内
は
無
装
飾
の
石
灰
岩
で
あ
-

建
築
の
骨
組
む
な
す
石
灰
岩
の
石
材
の
間
隙
は
粘
土
で

固
め
ら
れ
て
ゐ
る
.
fJ
れ
が
乙
の
期
に
屠
す
る
最
古
の

民
家
で
あ
る
と
Y
案
内
者
は
得
意
顔
で
あ
る
｡

第
三
期
は
紀
元
前
二
〇
〇
年
か
ら
八
〇
年
に
至
る
時

期
で
あ
る
｡
rJ
の
期
を
挿
し
て
数
次
岩

で
あ
る
タ
フ
財

二
蔓

七

1



･･1･1

7
;渇

的
十
五
巻

は
よ
っ
て
公
私
の
建
物
が
捷
乾
さ
れ
て
ゐ
る
が
故
は
タ

フ
鋤
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
｡
rJ
の
期
は
嵐
す
る
も
の
に
は

顧
著
を
建
物
が
多

い
｡
第

一
に
バ
シ
リ
カ
(B
a
silik
a)

が
あ
る
｡
rr,,
シ
リ
カ
在
る
語
は
希
臓
語
の

S
t

oa
b
as
i･

穿
a
か
ら
由
来
し
.

王
の
食
堂
の
恵
で
あ
る

｡
ポ

ム

ペ
イ
に
於
け
る
バ
シ
リ
カ
は
羅
馬
共
和
政
府
時
代
の
最

肝
臓
な
る
建
築
物
の

1
つ
で
あ
る
｡
両
側
は
立
ち
並
ぶ

多
-
の
園
桂
の
遺
物
は
往
時
の
盛
観
を
私
ば
し
め
る
ほ

充
分
で
あ
る
｡
最
初
は
乙
の
骨
堂
内
ほ
て
裁
判
を
覆
し

た
｡
今
日
の
裁
判
所
で
あ
っ
た

｡
然
し
時
に
は
商
取
引

む
も
な
し
た
｡
今
日
の
取
作
所
及
び
市
場
を
7?
潜
ん
だ

盤
内
者
は
タ
フ
凝
灰
岩
の
六
本
の
園
杜
の
立
ち
並
ぶ
正

再
の
入
口
に
先
づ
案
内
す
る
六
本
の
閲
杜
の
間
に
は
五

つ
の
戸
口
が
あ
る
声
口
を
入
れ
ば
入
口
の
班
間
に
入
る

壁
に
は
化
粧
漆
喰
が
位
に
跡
を
留
め
て
ゐ
る
.
壁
と
圃

桂
と
の
間
に
1月
口
が
ま
ね
五
っ
あ
る
｡
こ
れ
を
通
っ
て

四
段
の
階
段
む
上
る
と
骨
屋
根
の
あ
っ
た
ら
し
い
大
dTJ

夜
戯
間
は
入
る
｡
外
の
周
囲
に
は
菅
柱
廊
が
あ
わ
そ
の

杜
は
煉
瓦
製
の
一ア
イ
オ
ニ
ア
式
の
大
間
柱
が
二
十
八
本

建
て
ら
れ
て
ゐ
た
離
間
は
奥
行
百
九
十
八
八
㌧
間
口
八

餅

二
雛

蒜

蜘

七

二

十
六
尺
ば
か
ら
で
あ
る
と
云
は
れ
で
ゐ
る
｡
奥
行
の
側

に
は
両
側
に
長
短
二
列
の
園
柱
が
あ
る
O
無

さ
団
粒
は

大
き
圃
桂
で
あ
ゎ
長
さ
閲
杜
は
二
本
宛
密
接

し
短
さ
園

杜

の
上
に
戟
る
や
う
ほ
在
っ
て
ゐ
た
ら
し

い
｡
巌
々
ほ

壁
が
遭
っ
て
ゐ
る
｡
中
央
の
蛮
間
は
今
日
か
ら
想
像
す

る
と
､
架
け
渡
し
の
屋
根
が
つ
い
て
ゐ
で
蛮
間
の
向
ふ

ほ
は
裁
列
席
が
あ
-
､
二
階
で
あ
っ
た
ら
し

い
｡
裁
判

席
に
は
二
人
の
判
事
(D
u
DViri
iuri
d
i
cund
o)
の
席

が
あ
っ
LJ
｡
ア
イ
オ
ニ

ア式
の
凪
種
の

冠石
が幾
個
か

遣
っ
て
ゐ
る
.
そ
の
昔
三
十
尺
ば
か
わ
の
苗
n
で
あ
っ

た
二
十
八
本
の
側
杖
は
痕
跡
の
み
し
か
磯
っ
て
ゐ
覆
い

裁
列
席
の
下
部
に
あ
る
聞
天
井
の
地
下
室
は
何
の
馬
め

に
使
用
さ
れ
ね
か
判
別
し
覆
い
O
裁
判
備
前
に
は
騎
馬

像
の
姦
の
み
が
域
っ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
等
の
遺
物
は
よ
っ

て
社
時
を
追
懐
し
､
そ
の
偉
大
在
る
建
築
物
で
あ
っ
た

rJ
と
,<LJ知
ら
､
リ
ッ
ト
ン
卿
が
を
の
小
説
に
於
で
如
何

に
乙
の
建
物
む
利
用
し
た
か
を
知
る
時
､
吾
々
ほ
は
地

下
埋
没
の
鍵
物
で
は
を
-
な
る
｡

こ
の
期
に
腐
す
る
次
の
捷
物
は
ア
ポ
ロ
の
鋼
の
殿
堂

で
あ
る
.
基
密
教
で
細
と
云
へ
ば

一
も
二
も
意
-

7
紳



数
の
榊
で
あ
る
｡
有
髄
の
利
は
基
督
そ
れ
白
身
で
な
け

れ
ば
聖
母

マ
-
ア
で
あ
る
｡
哲
敢
闘
は
旗
す
る
と
数
多

さ
散
骨
寺
院
の
献
泰
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
基
脅
及
び
マ
ド

ン
ナ
で

な
け
れ
ば
幾
多
の
聖
徒
殉
教
者
修

業

何

で
あ

る
｡
fJ
机
等
の
聖
徒
殉
故
老
は
今
日
で
は
入
官
寓
の
碑

の
如
-
醐
界
を
賑
や
か
に
し
て
ゐ
る
｡
斯
る
零
国
東
に

あ
っ
て
､
多
刺
数
の
ア
ポ
ロ
の
殿
堂
跡
を
訪
れ
る
｡
壁

間
の
復
活
及
び
文
巷
復
興
の
時
代
に
於
て
古
代
希
腰
及

び
雁
馬
は
人
々
が
興
味
と
減
じ
た
｡
そ
れ
と
等
し
き
新

鮮
味
を
ア
ポ
ロ
殿
堂
を
見
て
戚
ず
る
の
で
あ
る
｡

1醐

数
多
醐
敦
の
是
非
曲
直
は
醐
尊
者
に
と
っ
て
寛
大
で
は

あ
ら
う
が
p
凡
庸
人
の
小
さ
さ
信
仰
に
は
信
仰
の
封
照

物
さ
へ
あ
ら
ば
事
足
-
る
｡
ア
ポ
ロ
の
御
殿
に
向
つ
て

古
代
人
の
抱

い
た
敬
鹿
の
念
に
北
ハ鳴
す
る
.

細
も
ア
ポ
ロ
の
榊
は
今
野

試
ふ
迄
も
夜
-
光
の
細
で

あ
る
｡
敢
上
の
紳
ジ
ユ
ピ
タ
(
ジ
ュ
ー
ス
)と
ラ
ト
ナ
の

二
杜
の
榊
の
間
は
産
ま
れ
た
男
榊
で
あ
-,h
t
同
腹
の
女

榊
と
し
て
は
月
の
刺
で
あ
る
ダ
イ
ア
ナ
が
屠
る
｡
光
の

酬
た
る
以
上
ア
ポ
ロ
の
醐
敵
は
情
理
で
あ
-
不
純
で
あ

-
間
宮
で
あ
る
O
こ
れ
等
の
榊
敵
は
光
の
剛
に
維
服
r
u

伊
大
利
と

こ
ろ

ぐ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
0
ア
ポ
ロ
の
潮
は
自
然
死
を
司
-

復
腎
を
司
る
O
従
っ
て
人
間
と
野
期
と
は
疾
病
と
苑
と

破
壊
と
を
法
る
｡
時
に
は
乙
紅
等
の
凶
物
鞍
像
防
し
て

呉
れ
る
｡
ま
た
鞄
言
を
79
司
っ
て
ゐ
る
｡
従
っ
て
漁

言

を
す
る
為
め
に
宣
托
恕
な
す
｡
托
畳
む
命
じ
ら
れ
を
の

才
能
を
授
け
ら
れ
た
付
属
が
あ
る
｡
粋
夜
鷹
で
は
ア
ポ

ロ
の
榊
は
音
楽
の
刺
で
あ
-
詩
の
刑
で
あ
る
｡
キ
サ
ラ

(
K
ith
ar
a)
又
は
フ
ォ
ル
ミ

ン
ク
ス
(
P
ho
rm
in
x
)と
古

代
希
臓

に
於
で
種
せ
ら
れ
た
窄
む
奏
し
て
諸
榊
と
興
響

す
る
.
従
っ
て
春
日
明
榊
に
は
醐
庇
が
あ
-
'
男
山
の

八
幡
さ
ん
に
は
弓
矢
が
あ
る
と
云
つ
た
様
に
､
ア
ポ

ロ

の
碑
に
は
上
述
の
楽
器
､
そ
の
他
弓
矢
及
び
胡
篠
､
杜

の
花
冠
､
帝
銅
の
三
脚
董
(
榊
托
用
の
)
､
地
球
の
中
心

鮎
た
る
オ
ソ
フ
ァ
ロ
ス

(O
m
ph
alos)'
狙
､
雅
鹿
､

白
鳥
が
あ
る
｡
何
と
数
多

S,
所
謂
醐
様
の
洛
使
物
で
あ

る
｡
日
本
の
利
敵
夜
ら
ば
十
数
配
の
榊
戒
の
温
使
物
を

一
杜
の
榊
で
集
め
て
'ご
ざ
る
｡
帥
徳
の
数
多
き
を
悦
ぶ

束
樺
に
な
れ
ば
'
ね
と

へ
こ
れ
等
の
属
性
が
矛
盾
し
ょ

う
と
も
多

々
益
々
有
難
味
む
増
す
の
で
あ
る
｡

現
存
の
ア
ポ
p
の
御
殿
は
只
そ
の
昔
の
圃
杜
の
三
四

一
夏

七
三



地

球

解
十
五
怨

が
完
金
に
保
存
ru
れ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
っ
て
そ
の
他
は

基
部
を
雄
せ
る
の
み
で
あ
る
｡
史
の
僻
ふ
る
魔
に
よ
れ

ば
雁
掲
以
前
は
建
立
ru
れ
紀
元
後
六
三
年
の
地
震
は
革

紐
ru
れ
敢
后
の
地
震
に
拙
技
n
れ
ね
の
で
あ
る
｡
帯
建

潜
時
の
時
代
的
趣
味
か
ら
云

へ
ば
建
物
の
金
部
が
化
粧

漆
喰
が
塗
ら
れ
て
ゐ
LJ
ら
し
い
｡
ま
た
堆
龍
は
フ
ォ
ラ

ム
(
F
or
um
)
の
公
命
朗
の
前
に
あ
っ
た
ら
し

い
｡
一
方

に
は
裁

判
所
の
バ
シ
リ
カ
が
あ
ゎ
､
鼎
接
し
て
フ
ォ
ラ

ム
の
閲
杜
列
が
あ
ら
､
虹
に
接
し
て
ア
ポ
ロ
の
殿
堂
が

あ
る
｡
社
時
の
批
観
が
想
以
や
ら
れ
る
.
骨
の
建
物
は
殿

堂
の
正
面
に
は
ト
ラ
グ
ア
ク
イ
ン
(
T
ra
vertin
e
)と
斜

撃
的
ほ
呼
ば
れ
る
鏡
乳
石
茂
の
石
材
で

作ら
れ
た
怨
鳳

が
あ
る
｡
殿
堂
の
階
段
前
に
は
帥
火
が
燃
え
て
ゐ
た
.

火
僧
は
今
日
沿
え
て
冷
た

さ
轟
は
依
然
と
し
て
磯
っ
て

ゐ
る
｡
rJ
の
火
む
園
ん
で
紳
舞
h
tを
す
泉
裸
菅
-
は
白

衣
の
魔
女
の
群
が
居
た
｡
措
辞
無
垢
の
魔
女
の

1
人
が

細
の
托
富
は
よ
っ
て
刑
の
生
勢
と
在
る
.
親
戚
故
肇
の

涙
の
社
に
あ
た
ら
背
の
花
は
敢

へ
を
-
敬
-
去
る
｡
古

典
悲
劇
の
極
致
は
榊
の
托
宝
と
紳
火
と
は
塊
は
れ
る
｡

今
日
に
於
で
は
仰
の
首
府
に
あ
る
凱
旋
門
下
に
無
名
敬

飾
二
鍵

1
票

七
四

士
の
霧
火
が
チ
リ
-

膏
-
燃
え
て
ゐ
る
｡
瓦
斯
を
逢

っ
て
燃
や
し
て
ゐ
る
を
ど
と
云
ふ
の
は
飴
-
.ほ
冒
壇
で

あ
る
｡
各
間
貴
顕
の
麓
話
者
は
必
ず
花
輪
恕
捧
げ
る
｡

rJ
の
蛋
火
と
ア
ポ
ロ
殿
堂
前
の
珊
火
と
は
iiI代
79
今
日

も
風
習
の
塵
化
な
き
fJ
と
む
数

へ
る
の
で
あ
る
｡
古
典

時
代
の
悲
劇
も
今

日
の
文
明
白
人
団
の
悲
劇
79
を
の
機

酷
n
ほ
於
で
舶
躍
る
fJ
と
遠
か
ら
ざ
る
h
l覚
え
る
｡
尼

猫
事
件
潜
時
露
人
が
二
瓢
の
梅
に
邦
人
の
両
脚
を
縛
-

つ
け
馬
は
鞭
う
つ
て
脚
を
裂

い
ね
と
云
は
れ
る
近
代
的

残
虐
.
露
盤
富
の
盈
女
運
が
散
髪
屋
や
人
夫
の
手
ほ
か

か
･a
無
塵
夜
激
動
を
を
rb
れ
た
悲
話
が
若
し
異
質
を
与

と
せ
ば
､
初
代
姦
智
数
社
の
互
に
行
っ
た
犠
牲
の
凄
惨

も

あ
を
が
ち
ア
ポ

ロ
を
崇
拝
す
る
多
醐
数
は
責
を
負
は

す
評
に
行
か
沿
｡
斯
る
惨
酷
性
は
人
種
の
血
に
流
れ
た

特
異
性
で
あ
る
と
n

へ
瓜
は
れ
る
｡

｢
若
し
日
米
戦
は

fJ
L
)
の
日
は
ば
彼
等
白
人
系
の
ひ
ど

ruの
勃
験
せ
紀
と

は
許

が
保
管
し
得
よ
う
ぞ
｡
ア
ポ
ロ
醐
殿
前
の
醐
火
の

冷
p
J鉢
基
を
鬼
で
'
白
人
文
明
の
悲
劇
の
惨
を
連
想
し

た
の
で
あ

る
0

紳
殿
の
両
側
に
は
門
が
あ
っ
た
0
階
段
の
左
側
ほ
は



日
時
計
仲

<3T,の
圃
桂
が
あ
つ
ね
O
階
級
,rJ登
れ
ば
澱
初

の
焼
間
で

あ
る
｡
基
礎
工
卯
は
三
鳩
の
高
ruで
あ
る
｡
用

閏
に
は
コ
-
ン
ト
式
の
二
十
八
本
の
圃
杜
が
あ
っ
た
0

地
下
室
に
は
モ
ゼ
イ
ソ
ク
の
美
し

い
彩
色
の
敷
石
が
あ

っ
た
｡
敷
石
の
正
面
の
練
に
は
鮎
々
孔
を
穿
ち
こ
れ
む

填
め
る
ほ
金
属
を
以
て
し
､
以
て
記
銘
の
文
学
を
綴
っ

て
ゐ
る
.
rJ
の
敷
石
の
薦
め
に
費
や
rb
飢
死
費
箱
と
出

資者
の
姓
名
と
む
番

い
.tJ
あ
る
｡
左
側
の
地
下
宴
に
は

鰻
班
形
の
石
が
あ
る
｡
こ
れ
が
有
名
な
オ
ム
プ
ア
ロ
ス

で
あ
る
｡
陰
陽
石
の
陽
有
に
似
て
ゐ
る
｡
案
内
者
は
出

膳
だ
と
云
つ
で
濁
ら
笑
っ
て
ゐ
る
｡
rJ
机
が
地
球
全
鰻

の
中
心
鮎
だ
J
J考

へ
ら
れ
た
.
ア
ポ

ロの
軸
は
rJ
の
石

の
上
に
御
腰

を
釦
ろ
し
､
手
に
は
楯
と
三
股
の
楯
票
と

を
も
つ
て
ゐ
る
｡
今
日
の
奇
才
と
網
せ
ら
れ
る
ゼ
-
ん

ス
｡
ジ

ョイ
ス
氏
が
現
代
の
混
濁
の
人
生
を
赦
し
た
ユ

ー

-
セ
ス
中
に
オ
ム
プ
ア
ロ
ス
を
想
起
し
た
.
オ
ム
フ

ア
ロ
ス
の
牛
黄
は
膳
で
あ
る
｡
而
し
て
世
界
の
中
心
鮎

で
あ
る
｡
人
健
の
中
心
鮎
で
あ
る
｡
rJ
の
中
心
鮎
た
る

隣
の
英
語
を
知
ら
な
-
七
.
下
宿
の
娘
は
腹
の
下
の
孔

は
何
と
云
ふ
か
と
開

い
た
が
薦
め
に
'
婦
人
侮
辱
の
廉

仰
大
利
と
こ

ろ
-ぐ
-

恕
以
て
下
宿
を
追
は
れ
ん
と
し
た
大
先
輩
が
あ
る
｡
ア

ポ
ロ
の
オ
ム
プ
ア
ロ
ス
は
積
々
連
想
を
典

へ
る
｡

間
柱
の
前
列
の
鹿
に
は
着
手
に

バ
ー
マ
フ
p
ダ
小
ト

(
H
erm
a
ph
ro
d
ite
)
の
大
坪
石
像
が
あ
?
花
｡
rJ
の
刺

は
男
醐

で
あ
る
が
'
身
鰭
は
兄
事
夜
女
鰭
で
あ
る
.
秦

手
に
は
ゲ
イ
ナ
ス
(
V

en
u
s
)
の
像
が
あ
っ
た
｡
ゲ
イ
ナ

ス
の
前
に
は
祭
壇
が

あ

る
｡
前
面
の
両
角
に
は
右
手
に

ア
ポ
ロ
の
像
､
左
手
に
ダ
イ
ア
ナ
の
橡
が
あ
る
｡
ダ
イ

ア
ナ
の
前
に
は
失
聴
-
祭
壇
が
あ
る
｡
女
刺
の
前
は
の

み
祭
壇
が
あ
る
｡
を

の
鍵
多
の
立
像
が
あ
っ
た
｡
今
口

で
は
こ
れ
を
見
る
に
は
ナ
ポ
-
の
,博
物
館
に
行
か
ぬ
ば

在
ら
ぬ
｡

第
三
期
に
鷹
す
る
も
の
で
而
白

い
も
の
は
他
に
樺
山

あ
る
｡
最
も
面
白
q
J
は
浴
場
で
あ
る
｡
育
代
凝
馬
人
の

足
跡
の
印
す
る
魔
に
は
必
ず
浴
場
が
あ
る
｡
然
か
も
地

下
か
ら
教
堀
ru
れ
る
か
然
ら
ず
ん
ば
療
嘘
と
し
て
保
存

さ
れ
て
ゐ
る
.
英
閥
の
バ
ス
の
町
に
あ
る
酵
場
'
倫
敦

輔
車
に
あ
る
雁
馬
借
場
の
如
き
は
そ
の

1
例
で
あ
る
.

羅
馬
ほ
て
は
規
模
虎
大
在
る
浴
場
跡
が
あ
る
｡
今
ポ
ム

ペ
イ
に

もそ
れ
が
あ
る
｡
今
日
か
ら
見
れ
ば

一
小
郡
骨

一
志

七
五



地

球

節
十
五
埠

に
過
ぎ
を

い
rJ
の
ポ
ム
ペ
イ
に
兼
多
の
大
小
浴
場
が
あ

っ
た
｡
そ
の
う
ち
で
7?
敢
古
き
鼓
も
大
怒
る
テ
ル
メ

･

ス
ク
ビ
ア
ネ
(
T
em

e
S
tab
ian
e
)
が
乙
の
時
期
に
鷹

す
る
79
の
と
し
で
述
べ
る
の
で
あ
る
｡

rJ
の
浴
場
は
配
元
前
二
世
紀
に
捷
て
ら
れ
そ
の
後
塵

多
の
改
築
が
あ
っ
た
｡
rJ
の
改
築
の
記
録
は
よ
っ
て
察

す
る
時
に
は
今
日
喜
邦
の
各
地
に
あ
る
何
々
源
泉
と
栴

す
る
79
の
は
古
代
雅
馬
の
考
案
以
上
は
班
LJ
も
の
が
老

い
と
云
っ
て
可
を
-
で
あ
る
｡
凝
馬
に
あ
る
大
浴
場
に

四
通
す
る
も
の
は
勿
論
夜
か
ら
う
｡
蒸
嘉
は
よ
っ
で
磯

汗
せ
し
め
.y
脱
俗
す
る
効
果
は
今
日
の
ト
ル
コ
風
呂
の

狙
ふ
鷹
で
あ
る
｡
然
る
は
乾
燥
し
た
黍
乗
に

よ
っ
て
､

駿
汗
せ
し
め
て
況
潜
の
効
果
を
工
夫
し
た
鮎
は
､
軍
艦

の
械
闘
室
以
外
に
何
人
も
未
だ
に
臆
川
せ
ざ
る
廃
で
あ

る
｡
こ
れ
が
ポ
ム
ペ
･刀
は
放
て
は
紀
元
六
三
年
の
地
毘

後
間
も
な
-
尭
拍
し
カ
の
で
あ
る
｡
而
か
も
乙
の
ス
ク

ビ
ア
ン
浴
場
が
そ
れ
(
L
o
co
n
iu
m
)
を
工
夫
し
た
の
で

あ
る
｡
浴
槽
に
身
を
投
す
る
前
に
潜
客
の
垢
と
脂
肪
と

を
洗
以
落
す
部
屋

(D
estTictariu
m
)
を
79
工
夫
し
た

り
で
あ
る
｡
乙
れ
は
寧
ろ
経
常
者
側
の
蛭
蹄
的
考
案
で

第

二
挽

蒜

八

七

六

あ
っ
た
で
あ
ら
う
｡
そ
の
他
壁
苗
に
於
で
群
客
の
眼
を

慰
め
戚
官
的
刺
戟
を
櫓
す
装
飾
を
施
し
た
の
で
あ
る
.

吾
々
は
案
内
者
に
導
か
れ
て
ア
ボ
ン
ダ
ン
プ
ア
縛

(盟

満
術
)
か
ら
渉
場
跡
は
入
っ
た
｡
乙
J
は
人
迫
-
の
最

も
繁
F
J町
で
あ
-
他
の
街
路
よ
-
も

一
際
目
立
っ
て
旗

-
凹
つ
の
杜
跡
は
よ
っ
で
番
す
る
は
凱
旋
門
ら
し
さ
も

の
が
あ
っ
た
｡

戯

い
玄
闘
む
入
る
と
パ
レ
ス
ト
ラ
(
P
alaestra
)
と

栴
せ
ら
れ
る
鹿

い
運
動
競
技
場
に
入
る
｡
北
､
兼
､
南

の
三
方
に
は
聞
桂
列
の
あ
っ
LJ
跡
が
あ
る
.
凝
友
石
の

ド
ブ
ッ
ク
式
の
固
杜
列
が
あ
る
｡
九
杜
戯

(Sk
ittle
)t<kJ

や
る
地
盤
ら
し

い
滑
を
衣
色
の
凝
灰
岩
を
敷
き
詰

め
た

盛
が
あ
る
｡
九
杜
戯
用
の
石
球
は
畿
堀
さ
れ
て
ナ
ポ
リ

の
博
物
館
は
あ
る
｡
ナ
タ
シ
オ
(N
a
tatio
)
と
呼
ば

れ

て
ゐ
る
泳
俗
の
頗

き
水
槽
が
あ
る
.
今
日
の
プ
ー
ル
を

の
せ
J
で
あ
る
｡

着
衣
を
股
す
る
室
ア
ポ
ヂ
テ
リ
ア
ム

(A
p
od
it
eTi.u
m
)
が
あ
わ
.
壁
に
掘
り
つ
け
た
衣
服
入

れ
が
幾
つ
も
あ
る
｡
大
群
石
の
洗
面
鉢
環
の
水
溜
が
あ

る
｡
プ
ー
ル
に
入
る
前
後
に
水
を
あ
び
た
も
の
ら
し

い

rJ
の
洗
面
鉢
や
う
な
浅
さ
水
は

一
尺
ば
か
-
の
粍
n
で



あ
っ
た
｡
こ
ん
な
の
が
二
つ
あ
る
.
運
動
場
の
壁
に
は

英
慣
夜
構
閲
が
あ
っ
た
ら
し

い
｡
今
日
見
て
も
昏
睡
の

意
匠
の
卓
越
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
｡
主
人
が
入
港
せ

る
間
に
待
っ
て
ゐ
る
侍
者
の
溜
-
所
も
あ
る
｡
丸
天
井

の
あ
る
室
に
は
美
し
き
構
閲
の

ユ
p
給
が
あ
る
｡
フ
-

デ
ダ
リ
ア
ム
(
F
rig
ida
ri
u
m
)
と
呼
ば
れ
る
冷
水
浴
室

が
あ
る
｡
ま
た
蕉
猟
る
の
溶
室
(
T
ep
id
a
riu
m
)が
あ
る

填
た
熱
湯
浴
の
カ
ル
ダ
リ
ア
ム
(
C
a
ld
a
ri
u
m
)
と
呼
ぼ

る
る
の
が
あ
る
｡熱
束
脚
室
が
二
つ
あ
る
｡
右
側
の
熱
湯

弥
富
に
は
湯
の
噴
水
す
る
糟
が
あ
-
'
水
を
か
ぶ
る
糟

JC
あ
る
｡
勿
論
起
熱
蔓
は
あ
る
｡
男
女
位
置
h
=J異
に
す

る
が
夫
々
の
種
々
の
潜
室
が
あ
る
｡
最
初
は
女
性
は
縛

路
の
入
口
か
ら
す
っ
と
浴
室
は
入
っ
て
､
入
浴
を
終
れ

ば
家
に
蹄
っ
た
ら
し

い
が
.
後
に
は
搭
筏
の
漉
き
内
股

美
を
裸
出
し

て運
動
競
技
を
す
る
と
共
に
歓
楽
の
棲
む

煉
っ
た
ら
し

い｡
婦
人
の
着
衣
箱
と
し
て
設
け
ら
れ
た

壁
の
穴
が
男
子
の
脱
衣
箱
の
丁
皮
下
に
あ
る
｡
TJ
机
は

後
に
作
ら
れ
た
と
云
は
れ

でゐ
る
｡
火
山
爆
発
前
の
歓

楽
現
先
-
し
ポ
ム
ペ
イ
市
の
人
間
の
自
然
錐
活
は
今
日

那
智

紹

介

の
エ
ロ
p
グ

ロ
以
上
で
あ
っ
た
ら
し

い
｡
雅
馬
の
大
硲

も
亦

エ
ロ
､
グ

ロ
以
上
で
あ
っ
た
｡
露
周
の
性
的
黄
塵

状
態
を
想
像
す
れ
ば
大
過
在
か
ら
う
｡
そ
ん
な
こ
と
は

本
論
で
は
在

い
が
､
.今
日
の
所
謂
温
泉
場
の
設
備
以
上

の
も
の
が
奴
に
紀
元

一
世
紀
以
前
に
出
凍
上
っ
て
ゐ
た

fJ
と
を
憩
ふ
と
寛
は
飴
-
よ
-
外
が
覆

い
の
で
あ
る
｡
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0
桑
原
博
士
還
暦
記
念
寛
洋
盤
論
叢

弘
文
数
銀
行

定
倒
十
二
脚

き
き
に
小
川
博
士
の
記
(･･小
諭
史
が
川
た
が
､
同
時
に
北
淡
群
数
の
泰

斗
桑
原
幡
横
博
士
淀
瀞
の
記
念
に
こ
の
四
六
倍
版

1
三
六
八
只
と

い
ふ

大
論
文
葦
が
川
た
'
静
然
た
る
こ
と
林
の
如
し
と
い
ふ
べ
き
で
は
な

い

か
､
門
下
及
友
人
の
給
文
凡
例
十
五
節
'
そ
の
中
で
人
文
又
は
歴
史
地

班
に
関
す
る
も
の
は
左

の
如
-
で
あ
る
｡

地
内
博
士
TbrT
始
地

の
従
航
行
省
'
岡
崎
文
夫
氏
の
六
代
貯
邑
考
岬
､

加
髄
繋
氏
の
宋
代
の
都
市
の
聴
淡
'
枠
本
政
治
部
氏
林
邑
紐
細
の
始
組

飯
島
心
夫
氏
の
木
見
紀
咋
法
､
藤
川
元
春
氏
の
混
雑
蛸
行
椛
及
海
路
考

内
船
鰯
珊
氏
の
甘同
腹
風
俗
に
及
ぼ
せ
る
蒙
古
の
影
響
'
白
鳥
舵
封
氏
の

大
童
伸
に
硯
ほ
れ
た
支
那
E
･仏
独
'
有
柘
腿
氏
の
元
代
の
腔
代
地
活
'
想

淵

;
氏
の
地
州
太
柑
地
､
耶
批
判
点
氏
の
膳
の
長
安
的
､
内
港
博
士
の

.1完

L

L


