
状
態
で
あ
る
｡

梓

羽

榔

三
井
珊

瑚
伊
部

4
1

計

明

jm
M
十
三
端
末
日

米.〇川
三

e.Tl

g
1九

八
八
空
相

二
川
〔
誓

乾

岬
和

三

舛

末

日

貴
大
1

曇
3n

l
g

iが

八
四
霊

二

三

完

莞

明
治

_
十
三
年
と

昭
利
三
年
と

む
比
較
す
る
時
三
菌

人
の
減
少
堅

印
し
て
ぬ
る
が
'
之
は
三
井
郡
の

一
部
柵

原
相
関
分
村
等
が
久
留
米
相

に
各
併
せ
ら
れ
ITtJ
馬
､
及

び
時
代
の
影
響
の
鮎
基
で
あ

っ
て
､
人
口
櫓
減
計
j明
治

初
年
か
ら
グ
ラ
フ
に
韓
け
ば
大
鰻
二
十
苗
を
中
心
と
し

て
僅
か
に
上
下
し
て
ゐ
て
匿
線
状
･]打
,な
し
て
ゐ
る
.
従

っ
て
二
十
繭
内
外
の
人
口
が
畏
業
組
織
下
に
於
け
る
本

地
域

の
収
容
し
得
る
金
能
力
で
あ
る
ら
し

い
｡
今
彼
此

の
組
純
が
捷
化
し
､
仕
度

の
椅
加
を
来
た
r
uな
い
以
上

東
邦
筑
紫
平
野
の
人
口
動
態
は
p
他
-
ま

で
停
滞
の
状

態
を
預
け
p
革
力
の
供
給
地
と
し
て
の
人
口
移
動
は
止

ま
な

い
で
あ
ら
う
○

村

松

繁

樹

南
附
の
地
形
と
跳
躍
巴
人
の
植
民

世
群
雄
兄
時
代
は
次
ぐ
各
大
陸
に
於
け

る
政
雄
巴
人

の

植
民
は
賓
に
日
畳
L

FJ7P
の
で
あ
っ
た
｡
而
し
て
彼

等

の
活
躍
は
地
球
上
付
塵
に
於

七も
其
の
地
方
の
地
理

的
環
境
は
制
約
r
Jれ
な
が
ら
'

或は
叉
之
に
腰
化
し
な

が
ら
進
行
し
た
も
の
で
あ

っ
L
J
,J
と

は
行
み
得
な

い
U

被
の
シ
J,(
-
ア
ほ
放
け
る

p
シ
ャ
<
の
来
港
は
､
撒
布

絹
附
の
地
形
と
枚
羅
u
人
の
捕
蛇

最
初
の
動
機
は
毛
皮
勘
と
追
求
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と

は
云

へ
､
賓
に
驚
嘆
す
べ
き
勢
力
む
以
tJ
最
も
華

々
し

-
成
し
遼
げ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
｡
此
の
間
､

一
年
と

し
て
新
領
土
が
露
西
重
帝
岡
は
加

へ
ら
れ
ぬ
年
と
て
は

な
か

つ
･hN
.
有
者
な
イ
ェ
ル

マ
ッ
ク
が
シ
べ
-

ア
拓
楯
の

基
礎
む
置

い
た
時
か
ら
､
デ
.,,h
ユ
ネ
フ
が

コ
-

ヤ
河

口

l0-g

二
七



地

球

節
十
六
番

よ
わ
ベ

ー
リ
ン
グ
毎
晩
を
通
過
し
て

ア
ナ
デ
ィ
ー
ル
港

は
逢
し

た
時
(
一
六
凹
八
年
)
は
至
る
ま
で
､
即
ち
鰐
歯

並
が
並
糾
並
北
部
の
攻
略
計
蓋
の
完
成
は
要
し
た
年
月

は
機
は
六
十
七
年
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
其
の
他
の
平
原
は

し
て

交
通
を
利
す
る
大
河
こ
そ
存
L
AJ
れ
其
の
進
行

を
速
断
す
旦
向
峻
な
山
脈
の
如
き
も
の
が
存
在
し
な
か

っ
た
rJ
と
は
依
る
ほ
外
な
ら
な

い
｡
北
殿
米
利
加
は
於

け
る
非
人
の
植
民
は
之
と
著
し
き
封
照
h
fな
し
て
ゐ
る

(
V
la
d
imi
r
;
R
u
ssia
o
n
t
he
P
a
cific
a
n
d
th
e

S
ib
er
ian

R
a
ilw
a
y
･
L
o
n
d
o
n
,
18
9
9
･
参
照
)

か
の

ク
ォ
ー
タ

ー
ロ
ー

リ

ー
が
ヴ
ァ
ー
ジ

ニ
ア
の
植
民
地
を
開

い
て
以
凍
第
十
七
世
紀
求
に
は
北
米
東
岸
を
碩
有
し
た

の
で
あ
る
が
p
ア
バ
レ
ー
チ
ァ
山
脈
は
遮
断
n
れ

て
其

の
閣
進
を
妨
げ
ら
れ
て
ゐ
ね
｡
其
の
中
部
平
原
は
第
十

七
世
紀
の
初
め
つ
方
加
奈
陀
東
岸
は
植
民
し
た
俳
人
に

よ
っ
て

セ
ン
ト
ロ
ー
レ
ン
ス
河
を
測
み
､

後
ミ
シ

シ

ッ

ピ
河
を
測
つ
iJ
俳
人
は

依
っ
て
占
領
n
る
～
所
と
怒

ら
'
英
人
が
加
奈
陀
む
領
有
す
る
に
は
約
二
世
紀
を
要

し
た
の
で
あ
っ
た
｡
史
に
は
峨
々
と
し
で
怖
々
南
北
に

遵
互
す
る
ロ
ッ
キ
ー
山
系
は
其
の
後
ま
で
も
西
部

海

:･u:I

鱒
二
鋭

TO
六

二

八

へ
の
到
達
を
更
は
妨
げ
た
乙
と
等
は
逼
-
人
の
知
る
朋

で
あ
る
0

ま
ね
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
に
於
け
る
白
人
の
植
民

が
'
其
の
地
形
並
に
貿
易
風
及
び
そ
れ
に
仲
ふ
両
畳
と

密
接
を
る
輔
係
の
下
は
潜
ま
れ
た
乙
と
も
周
知
の
革
質

で
あ
る
｡
(

G
.
T
a
y
lor
;
T
h
e
F
r
on
tie
rs
o
f
S
ettl?

m
e
n
t
in
A

u
stral
ia
･
T
h
e

G
eo
g
r
,R

ev
ie
w
,
v
o
r

X
V
I,
N
oL

,
l
a
n.
1
92
6.
)

ァ
ブ
リ
カ

に
就

い

て

も

其

の
開
磯
の
進
歩
計
放
く
者

は
必
ず

地
形
と
の
閥
係
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
･
其

の
申
特
に
偶
阿
ほ
就

い
て
詳
鋤
は
其
の
銅
係
を
明
瞭
に

し
た
79
の
ほ
､

ケ
ー
ブ
ク
タ
ン
大
撃
教
授

ク
ォ
γ
カ
ー

氏

(
E
ri
c
A

･W
al
k
e
T
)
の
｢蘭

阿
の
地
形
と
欧
羅

巴
人

の
植
民
｣
(
Re
iie
f
a
n
d
th
e
E
u
ro
p
e
an
S
ettle
m
en
t

o
f
S

outh
A
f
rica
)
在
る
研
究
が
あ
る
｡
(T
h
e
S
cottis
h

G
e
0g
r･
M
a
g
a
Zin
e
,
v
o
t･
X

L
V
I･
N
o
･),
J
a
m
,
1
5.

)
9
3
0･
)
余
'
興
を
兜
え
で

短
評
し
た
こ
と
が
あ
つ
ね
が

三

高
以
来
懇
切
在
る
御
指
導
を
賜
れ
る
藤
田
売
春
先
生

の
御
勧
誘
は
よ
っ
て
'
愛
は
拙

さ
此
の

一
文
を
親
愛
な

る
地
球
愛
讃
者
諸
兄
姉
に
捧
げ

る
｡



著
者
は
特
に

一
八
七
五
年
頃
以
前
に
於
け
る
欺
雅
巴

人
の
南
阿
植
民
に
及
ぼ
し
た
地
形
の
影
響
は
注
意
を
向

け
て
ゐ
る
｡
何
と
な
れ
ば
其
の
常
時
未
だ
移
入
民
の
状

態
に
在
っ
て
少
人
数
が
而
か
も
散
在
し
て
居
-
現
世
の

物
品
と
知
識
と
は
乏
し
か
-
し

1
配
骨
の
活
動
と
運
命

と
は
､

一
八
七
〇
年
代
の
傭
業
と
運
輸
と
腎
撃
の
革
命

以
来
教
逢
し
て
来
た
虻
に
密
接
在
る
結
合
圃
髄
の
そ
れ

ら
よ
り
7P
､
温
か
に
決
定
的
は
土
地
の
形
勢
は
依
っ
て

支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
ね
か
ら
で
あ
る
〕
且
つ

一
八
七
五
年

迄
は
'
そ
れ
以
淡
凍
っ
た
企
て
の
も
の
ゝ
薦
め
に
活
躍

舞
基
は
正
派
に
盤

へ
ら
れ
ね
の
で
あ
る
｡

雛
轟
そ
れ
自
身
は
単
純
在
中
に
荒
刷
で
あ
る
｡
商
阿

の
地

塊

は
.
不
完
全
で
は
あ
る
が
珍
ら
し
-
も
蓮
覆
し

た
輪
廓
を
有

つ
平
行
四
蓮
形
を
な
し
て
ゐ
る
.
そ
れ
は

二
つ
の
主
要
在
地
域
に
介
た
れ
る
｡
三
つ
の
段
階
に
成

っ
て
渥
面
か
ら
ド
ラ
ケ
ン
ス
ベ
ル
グ
山
脈
(
D
r
ak
en
sb･

e
rg
)
の
大
断
崖
と
そ
の
西
並
び
に

北
方

へ
の

債が
-1ま

で
高
ま
っ
て
ゐ
る
錯
雑
し
た
摺
曲
山
脈
の
地
碑
と

'
此

の
断
崖
の
向
ふ
け
在
る
海
抜
少
-
79
四
千
沢
の
高
庇
を

有
つ
非
常
に
古

い
岩
石
よ
-,h
成
る
高
原
と
で
あ
る
｡

揃
阿
の
地
形
と
放
縦
巴
人
の
柵
蛇



地

球

節

十
六脊

振
岸
は
向

っ
て
基
中
的
ほ
走
っ
て
ゐ
る
此
の
漸
上
的

三
段
階
は
西
南
部
と
南
部
と
に
於
で
最
も
明
瞭
は
愉
廊

つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
｡
海
岸
地
帯
そ
の
も
の
は
西
岸
で
は

可
成
-
頗
上

前
部
で
は
狭
ま
-
p
兼
方

へ
延
び
る
ほ

随

っ
て
弗
び
朕
-
成
っ
て
み
る
｡
初
期
の
植
民
者
が
甚

だ
多
数
の
散
在
せ
る
敏
捷

壁

清
を
骨
A
で
み
た
ホ
ヅ
テ

ン
ト
ッ
ト
春
族
-
所
謂
現
今
の
有
色
民
族
の
基
礎

的

人

良
-

hf見
出
し
た
の
は
此
塵
で
あ
っ
た
｡
南
部
の
心
地

良

き
｢地
中
海
｣
的
な
土
地
か
ら

ll
歩
上
進
す
れ
ば
､

小

カ
〝
-
(
L
ittl･e
K
aITrOO
)
の
切
株
多
き
叢
林
中
に
入

る
｡
虹

は

.i
歩
進
め
ば
大
力
ル
ー
(
G
re
a
t
K
a
rro
o
)那

裸
で
気
味
悲
-
彼
の
大
柳
毘
ま
で
賦

っ
て
ゐ
る
｡
ア
ル

ゴ
ナ
滞
(
A
t
bO･･]a
B
a
y
)
の
敵
方
で
は
其
の
段
増
は
そ
れ

荷
明
瞭

に
表
れ
て
ゐ
な

い
.
併
し
ト
ラ
ン
ス
ケ
イ
地
方

へ
T
ra
n
sk
eian
T
e
:

ritD
rie
山)
ナ
ク
ル
(
N
a
ta
l)
ズ
ル

ラ

ン
ド
(
Z

ulula
nd)
デ

ラ
ゴ

ア
轡

(
D
e
1.a
g
oa
B
ay)
の
匿

後
に

在る
地

域で
は
荷

は
三

つ
の
平
面

が
あ
る

｡
暑
い

温
消
夜
毎
岸
地
帯
に
次
い
で
草
地
と
刺
多

き
叢
林
と

蔑

静
と
の
購

い
備
わ
が
あ
ら
も
其
の
上
手
に
草
と
羊
繭

と

の
生
え
た
大
川
脈
の
前
川
が
あ
る
.
今
日
ま
で
政
も
桝

節
二
班

岩

八

三〇

密
な

パ
ン
ツ
-
人

(
B
an
tti)
の
人
口
は
ス
ヮ
ジ
ラ
ン

ド
(
S
w
a
zila
n
d)
と
フ

ィシ
ュ河
(F
ish
R
iv
e
r
)
間
の
二

っ
の
低

い
方
の
平
面
､
而
し
て
主
と
L
tJ
中

央
平
面
に

見
ら
れ
る

筈
で
あ
る
｡

中
型
成
規
の
植
木
無
さ

一
面
の
草
の
蕉
え
た
寧
地
即

ハィ

げ
エルド

ち

ft.i
g
h

V
e
t
d

は
京
北
ケ
ー
プ
州
､
自
由
州
r/,l
ス
ト
ラ

ン
ド

(
F

ree

S
t
at
e由
as
utotan
d
)
及
び
ト
ラ
ン
ス
ゲ

ァ
-
ル
州
南

部
に
憤

っ
て
ゐ

る
｡

プ
レ
ト
-
ア
の
北
で

は
土
地
は
下
っ
て
離
水
革
頂

(
B
u
sh
v
etd
)
と
暑

い
-

ン
ポ
ガ
の
谷
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
光
も

此

塵

で

も
ド
ラ
ケ

ン
ス
べ
〝
グ
山
脈
の
北
方
の
延
長
が
其
塵
を
通
過
し
て

上
方
は

走
-史
は
酉
方

へ
曲
折
し
て
､
相
は
多
-
の
土

着
の
部
落
民
を
庇
護
す
る
両
線
筑
操
の
地
方
た
る
所
の

ズ
ー
ト
バ

ン
ス
ベ
ル
グ

(
Z
o
u
t
pan
sb
e
rg
)
に
至
っ
て

ハー.･>
エ
ル
ド

ゐ
る
｡
西

方
の
高
草
原
は
､

地
表
水
の
供
給
は
恵

い
が

部
落
民
の
p
も

1
つ
多
き
地
方
た
る
べ
チ
ュ
ア
ナ
ラ
ン
ド

(
B
e
ch
u
a
na
T.an
d
)
の
草
地
と
煙
小
樹
林
を
総
て

漸

次

は

下
-

カ
ラ
=.
-
沙
摸
凹
地
は
至
っ
て
居

る
｡
カ
ラ
バ

リ
の
向
側
は
な
る
と
土
地
は
虹
に

一
度
高
-
在
っ
て
西

南
ア
7
-
カ
の
高
地
と
夜
-
､
此
鹿
は
他
の
部
落
民
と



其
の
敵
手
た
る
歓
洲
域
族
の
住
地
で
あ
る
｡

著
し

い
邦
貨
は
､
或
る
箇
所
で
は

tI
寓

.i.
千
沢
に
も

連
す
政
商
の
線
h
.1有
つ
乙
の
高
原
が
諏
髄
は
面
せ
る
こ

と
で
あ
る
｡
か
～
る
都
薯
の
気
候
､
諸
河
の
流
れ
の
方

向
及
び
降
雨
は
剖
す
る
闇
係
を
見

や
う
｡

土
地
の
高
庇
は
周
囲
の
大
津

の

全
股
の
横
わ
が
陸
塊

を

因
麟
す
る
調
合
の
多
p
Jと
和
佐

っ
て
p
南
阿
に
盆
櫨

と
し
て
可
成
-

一
棟
な

年
平
均
気
温
htLJ奥

へ
る
.
高
地

地
方
は
放
け
る
日
々
の
較
差
は
雷
熱
源
岸
地
方
に
於
る

よ
-
も
藍
に
大
き

い
｡
併
し
そ
の
気
渦
は
､
欣
洲
人
の

家
族
と
を
の
熟
練

せ
る
職
業
を
温
和
な
ア
ブ
.-
カ
湖
南

隅
か
ら
北
の
方

｢
大
な
る
衆
純
色
の
脂
油
の
や
う
な
リ

ン
ボ
ポ
｣
の
見
ゆ
る
所

へ
移
伴
せ
し
め
る
こ
と
を
妨

げ

る
邪
悪
-
は
な
か
っ
た
｡
薯
際
土
地
は
海
抜
三
千
帆
に

も
達
し
へ
配
に
｢
高
幕
板
L
の
面
よ
-
旦
向
-
な
つ
で
ゐ

る
こ
の
河
の
向
側
に
於
で
は
.
南
部

ロ
ー
デ
シ
ア
か
ら

ウ
ガ
ン
ダ
境
界
に
到
る
肪
傍
至
る
鹿
政
雄

比
人
の
家
族

が
発
え
で
ゐ
る
の
A･)見
る
で
あ
ら
う
｡
併

し
弛
む
申
し

て
ゐ
で
は
像
定
の
常
数
と
地
域
の
範
囲
を
迄
に
越
え
る

か
ら
省
略
す
る
こ
と
～
す
る
｡

揃
阿
の
地
形
と
拍
緋
｡J
人
の
机
比

土
地
の
形
勢
は
亦
諾
川
の
流
れ
(
の
方
向
)
を
支
配
し

て
ゐ
る
｡
是
等
は
地
間
の
上
で
7?
数
多
-
目
立
過
ぎ
TT,

へ
し
て
ゐ
る
が
'
薯
生
活
に
封
し
て
は
甚
だ
し
-
常

で

は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
｡
或
る
河
は
桶
期
に
は
洗

い
川

峡
に
沿
っ
て
烈
し
い
激
流
と
在
っ
て
押
進
み
側
面
の
山

脈
)<k
切
-
開
-
【〕
他
の
河
は
テ
レ
ー
ス
か
ら
チ
レ
ー
ス

え
飛
梶
と
庇
で
跳
び
下
っ
て
凍
る
｡
殆
凡
ど
金
で
深
い

河
床
を
流
れ
p
.デ
モ
酢
水
革
は
何
の
施
す
術
7?
無

い
｡
而

し
て
河
川
の
大
多
数
は
乾
燥
期
に
は
湛
だ
英
敢

い
も
の

で

ある
か
ら
.
案
内
記
に
は
川
が

:t
年
中
井
村
を
許
す

場
合
に
は
喜
ん
で
記
入
し
て
ゐ
る
.

1
つ
と
し
て
河
の

交
油
略
と
し
て
賛
際
に
役
立
つ
も
の
無
-
.
或
る
河
は

急
流
に
ょ
っ
て
不
通
と
な
み
､
他
の
も
の
は
大
洋
潮
流

と
北
ハ働
し
て
南
阿
の
表
土
を
其
の
河
口
に
沙
堤
の
形
は

堆
積
し
王
父
通
を
妨
げ
て
み
る
｡
西
南
の
梢
-;
山
脈
の

間
を
軽
や
か
は
流
れ
で
ゐ
る
年
中
絶
え
ぬ
流
水
は
､
水

題
に
は
飴
-
ほ
小
ru
い
が
p

一
般
畏
業
棉
比
の
初
期
の

線
を
成
し
て
ゐ
た
｡
他
の
所
で
は
蕉
清
純
は
緒
川
に
潜

う
で
ゞ
は
な
-
､
そ
れ
ら
と
衝
動
に
走
っ
て
ゐ
る
.
我

が
主
要
蛾
近
視
路
の
方
向
か
It注
服
せ
よ
ロ
而
し
て
大
磯



地

球

解
十
大
各

は
そ
れ
は
､
rJ
れ

よ
白
光
既
に

移

住
者

が
第
十
九
世紀

の
牢
頃
採

っ
た
線

は
従
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
記
憶
せ
よ
｡

移
住
者
に
と
っ
て

一
つ
の
河
の
濃
も
寛
大
在
る
瓢
は
､

恐
ら
-
そ
れ
を
横
断
す
る
浅
瀬
の
数
と
性
質
と
で
あ
っ

た
｡是

等
緒
川
は
細
期
に
は
時
と
し
て
韮
大
在
る
軍
事
上

の
妙
案
物
で
あ
っ
た
｡
五
十
年
前
､
(
一
八
七
九
年
の
事

件
を
指
す
)氾
濫
し
琴
ア
ユゲ
ラ
河
(T
u
g
ela
)
は
ナ
ク
ル

む
ズ
ー
ル
ー
族

(
Z
u
tu
)
の
イ
サ
ン
ド
ル
ヮ
ナ

(I
san
チ

h
tw
an
a)
侵
入
以
前
は
救
勤
し
得
た
｡
ま
ね
其
の
後
ブ

ラ
-
(B
u
tler)
が
レ
デ
ィ
ス
ミ
ス
(L
a
d
y
smi
th
)
を
救

済
す
る
計
丑
を
国
難
を
ら
し
め
た
｡
ロ
ー
ヅ
卿
の
先
登

除
は
ヤ
シ
ョ
ナ
ラ
ン
ド
(JW
a
sh
on
atand)
で
骨

へ
る
敢

初
の
両
期
中
､
氾
濫
し
た

舗
川

の
蔑
め
孤
島
に
捨
手
ら

れ
る
状
態
は
屑
つ
ね
｡
併
し
乾
燥
期
に
は
河
は
大
し
て

妨
害
は
在
ら
ぬ
｡
話
河
は
屡
々
政
治
的
境
堺
と
し
て

役

立
っ
た
I
ケ
ー
プ
州
来
境
の
歴
史
は
'
常
は
歩

1
歩
東

方

へ
向
つ
て
順
次
は
選
ば
れ
た
河
の
名
は
依
っ
て
閲
切

ら
れ
､
白
人
種
と
畏
人
種
間
の
償
分
線
と
し
て
役
立
っ

て
ゐ
る
-
併
し
か
･}
る
見
地
か
ら
楢
川
を
見
て
も
そ
れ

解
二
雛

二

〇

三
こ

ら
は
緯
線
よ
-
注
意
せ
ら
れ
易
-
地
状
網
よ
か
安
債
だ

と
云
ふ
位
の
役
割
は
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
0

土
地
の
高
低
は
降
桶
を
甚
し
-
支
配
す
る
｡
箇
阿
の

大
部
分
は
十
月
か
ら
三
月
ま
で
の
夏
期
は
降
雨
を
見
る

雲
は
大
洋
か
ら
東
南
貿
易
風
に
準

b
れ
て
凍
る
｡
雲
が

昇
る
ほ
つ
れ
て
中
空
向
原
の
撃
立
す
る
線
を
拭
以
'
デ

ラ
ゴ
ア
轡
か
ら
北
方
モ
ザ
ン
ビ
ッ
ク

(M

ozamb
i
que)

暖
流
は
洗
は
れ
輝
乗
あ
る
ヒ
ン
タ
ー
ラ

ン
ド
に
筏
を
接

せ
る
低
率
在
東
方
海
岸
に
沿
う
地
方

へ
大
量
の
降
雨
を

筋
す
｡
そ
の
ヒ
ン
タ
ー
ラ
ン
ド
は
ボ
ル
ト
ガ
〝
人
が
早

-
居
任
し
た
所
で
､
を
の
子
孫
等
は
失
望
の
憂

日
を
見

い
つ
79
乏
し

い
生
活
し
か
営
み
得
な

い
所
で
あ
っ
た
が

速
に
千
八
百
九
十
年
代
の
ト
ラ
ン
ス
グ
ァ
-
γ
､
ロ
ー
デ

シ
ア
の

(T
TanSVaa
t
a
n
d

Rh
odesia
n
)
金
糠
と
銭
略

が
､
を
の

土
地
が
甚
だ
良
-
適

し
て
ゐ
る
動
静
魔
物
を

聴
連
詩
す
べ
き
必
要
手
段
h
=)奥

へ
る
ほ
到
っ
た
0

更
は
南
方
に
な
る
と
東
南
よ
か
凍
る
雨
雲
は
ズ
ル
ラ

ン
ド
及
び
ナ
ク
ル
の
亜
熱
帯
梅
津
地
帯
に
優
に
四
十
吋

の
両
畳
む
輿

へ
る

が
'
ト
ラ
ン
ス
ケ
イ
の
士
人
地
方
は

い
さ
J
か
少
-
在
る
｡
高

い
山
脈
を
越
え
て
後
も
'
5,,



ス
ト
ラ
ン
ド

(
B
a
su
to

l
a

nd)
で
は
容
強
を
栽
培
す
る

は
充
分
な
雨
最
が
あ
-

､

自
由
州
で
は
泉
や
巣
井
は
依

っ
て
ゐ
る
が
カ
レ
ド

ン
河

(
C
a
led
on
)
西
方
ま
で
の
蛮

大
在
地
帯
で
は
同
様
の
桶
畳
が
あ
る
｡

と
云
ふ
の
は
バ

ス
ト
ラ
ン
ド
と
其
の
下
方
の
士
人
地
方
は
廿
五
時
の
雨

線
内
に
あ
る
｡
rJ
れ
は
間
取
歴
史
の
か
成
-
多
-
の
部

分
が
現
れ
る
両
線
で
あ
る
｡
そ
れ
は
沿
う
て
雛
十
九
世

紀
初
午
の
所
謂

カ
フ
ィ
ル
(
K
a
ffir
)
戦
節
や
千
八
百
五

十
年
代
及
び
六
十
年
代
の
自

由
州
-
.'rl
ス
ト
戦
軍
が
行

は
れ
た
｡
丑
等
の
哉
軍
は
か
の
世
界
大
我
が
オ
ー
ス
ト

-
ア
島
太
子

殺
盛
に
親
し
で
ゐ
ね
の
ほ
封
L
LTJ､
僅
か

に
盗
ま
れ
た
豪
番
に
閑
す
る
位
の
79
の
で
あ

った
｡
そ

隼
b
は
p
共
に
家
畜
=:坑
夫
た
る
文
明
人
と
部
落
比
間
の

有
望
地
に
判
す
る
揮
以
で
あ
っ
た
｡
拙
言
す
れ
ば
､
歓

洲
人
側
は
そ
の
両
線
の
不
利
益
在
側
に
立
っ
て
ゐ
た
の

で
p
を
れ
以
東
地
勢
上
の
不
利
益
を
均
衡
を
躯

へ
よ
う

と
試
み
て
米
な
の
で
あ
る
O

減
少
し
た
雨
雲
は
､
フ
ィ
シ
ュ河
上
流
か
ら
験
し
て
自

由
州
の
西
部
問
境
と

べ
チ
ュ
ア
ナ
ラ
ン
ド
東
部

三

分
の

li
の
外
側
を
走
れ
る

.1
線
に
及
ぶ
僻
遠
-
ま
で
甜
ほ
十

南
阿
の
地
形
と
陀
雑
巴
人
の
机
民

五
叫
の
桶
蛍
を
奥

へ
程
る
｡
フ
ィ
シ
L河
上
洗
地
方
は
欧

洲
人
が
始
め
て
rバ
ン
ツ
タ
人
前
咽
と
桟
姻
し
た
所
で
あ
,

る
｡

移
住
者
連
が
､

失
敗
は
終
つ
ね
が
､

彼
等
の
勢

力

む
憤
大
せ
ん
と
試
み
た
の
は
此
の
隈
堺
ま
で
で
あ
っ

た
｡
倖
温
々
路
が
部
落
か
ら

部
落

へ
と

べ
チ
ュ
ア
ナ
ラ

ン
ド
を
通
っ
て
中
央
ア
フ
タ
カ
ま
で
伸
び
72
の
は
此
の

範
囲
内
で
あ
っ
た
'
綻
っ
王
向
草
原

へ
の
急
襲
在
寮
降

を
避
け
て
ゐ
る
｡
今
日
此
の
通
路
に
沿
っ
て
北
方

へ
の

主
要
地
道
線
路
が
走
っ
て
ゐ
る
が
､
蛾
路
が
唯
此
の
道

だ
け
を
走
っ
た
の
は
ク
ル
ー
ガ
ー
(
K
ru
ger
)
が
正
常

夜
政
治
上
の
即
由
の
篤
め
'
ロ
ー
ブ
卯

に
鉱
道
を
ヨ
't

ネ
ス
ブ
ル
グ
と
プ

レ
ト
リ
ア
お
通
し
で
'
生
活
線
に
袷

以
な
が

ら
敷
設
し
ゆ
-
乙
と
h
T
許
さ
な
か
っ
た
ゝ
め
で

あ
る
○

期
の
如
-
し
て
雲
は
東
部
及
び
中
火

カ
ル
-
地
方
を

過
ぎ
p其
の
間
に
此
の
川
脈
は
水
分
を
吸
収
さ
れ
､
更
は

中
部
オ
レ
ン
ジ
流
域
の
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
ラ
ン
ド
(
B

ush
m
.

a
nt
and
)
の
乾
燥
平
原
を
過

ぎ
'
カ
ラ
バ

リ
沙

波
を
横

ぎ
つ
て
終
に
西
南
ア
ブ
-
カ
の
高
地
は
を

の
山域
せ
る
住

の
水
分
を
輿

へ
競
す

｡
従
っ
て
西
部
海
岸
地
珊
'
ナ
ミ

ニ
l

三
三



地

球

節

十

六

魯

ブ
(
N
ami

b)
､
大
酉
津
と
西
露
ア
フ
リ
カ
の
丘
陵
間
に

横
は
れ
る
盈
し
き
凪
に
吹

き
曝
さ
庫1
て
ゐ
る
延
膿
し
た

砂
地
と
.
ケ
ー
プ
州
酉
北
隅
と
ほ
は
殆
ん
ど

山
滴
の
両

も
降
ら
な

い
｡
人
々
が
今
基
底
に
住
ん
で
ゐ
る
の
は
p

砂
丘
に
ダ
･T
ヤ
モ
ン
ド
が
あ
-1
P
戟
道
が
小
港
と
水
槽

と
む
後
曹
地
域
の
出
場
と
釧
出
へ
聯
絡
せ
し
め
て
ゐ
る

か
ら
で
あ
る
｡
面
も
楓
で
そ
れ
等
の
rJ
と
は
敢
近
の
班

水
部
で
あ
る
｡

不
串
に
も
酉
鮎
出
獄

は
ベ
ン
ギ
ニ

ラ
(B
enguella)

悪
流
と
碇
毎
の
源
霧
を

皆
で
は
す
る
の
み
で

あ
る
が
､

し
か
し
虻
蜂
取
ら
ず
ほ
終
-
､
兼
南
風
は
何
も
典

へ
な

い
し
､
西
北
逆
貿
易
風
か
ら
も
殆
ん
ど
何
物
79
程
を

い

併
し
79
つ
と
南
方
に
な
る
と
逆
貿
易
風
は
ア
フ
リ
カ
閣

捕
隅
に
掛
-
､
ケ
ー
プ
メ
タ
ン
の
四
近
ほ
は
主
と
し
て

四
月
か
ら
十
月
ま
で
の
冬
期
は
四
十
岬
程
の
両
最
が
あ

る
0欣

雅
i
]人
の
嗣
阿
侵
入
が
本
管
は
始
ま
っ
た
の
は
此

の
西
南
隅
の
多
少
地
中
海
的
を
土
地
か
ら
で
あ
っ
て
,

一
六
室

1年
'
和
閑
粟
印
度
食
酢
が
風
､
潮
流
､
土
地

の
状
態
に
十
-,>
舶
胴
は
米
印
皮

へ
の
往
復
途
上
着
陸
せ

筋

二
舵

〓
ニ

三
四

お
ば
怒
ら
紀
と
rb
れ
た
所
の

山
地
鮎
に
'
乗
組
員
の
膚

め
休
息
所
を
建
て
た
時
で
あ
る
0
是
よ
か
ケ
ー
プ
タ
ウ

ン
は
風
は
吹
き
曝
し
の
舗
地
た
る
に
か
し
は
ら
す
､
貰

い
荷
物
は
不
可
に
し
て
も
少
-
と
も
西
欧
文
明
の
中
心

地
か
ら
南
阿

へ
人
々
と
思
想
と
の
入
る
門
戸
と
在
っ
た

三

十
年
間
に
農
夫
連
は
ケ
ー
プ
フ
ラ
ッ
ツ

(C
a
p
e

f

lats)
を
越
え
て
ス
チ
レ
ン
ボ
ッ
シ
ュ
(
s
telten
b
o
sch
)

へ
蓮

し
た
.
史
は
二
十
年
間
は
彼
等
の
穀
敗
と
葡

碍
畑

は
｢
阿
弗
利
加
山
脈
｣
の
密
で
ベ
ル
グ
河
流
域
は
ず
つ
と

滑
う
て
フ
レ
ン
チ
ホ
ー
ク
(F
r
e

nch
H
Ua
k
)
か
ら
タ
ル

バ
ー

(T
utb
agh
)
ま

で

班

張

さ
れ
た
｡
酉
ら
く
の

間

は

､

宛

も
そ
れ
ら
の
山
々
と
､
散
在
す
る
こ
と
を
楽
ず

る
公
報
と
が
､
潜
時
英
囲
北
部
並
米
利
加
湛
民
地
は
於

で
そ
れ
に
瓶
似
の
祁
菅
と
ア
レ
ガ

ニ
(A
t]e
g

ha
n

ie
s
)

に
依
っ
て
潰
ぜ
ら
れ
た
る
役
割
-
そ
の
背
後

で
弧
力

を

海
上
塩
基
上
の
基
礎
が
勝
淡
の
畿
展
支
持
の
た
め
建
設

せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
桝
の
盤
基
と
し
て
の
役
割
-
を
､

小
規
模
で
演
じ
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
見
え
て
ゐ
た
｡
,J

ぅ
し
窄
ヤ
う
な
事
柄
が
あ
っ
て

此
の
原
初
の
植
民
地

を
今
日
ま
で
欧
洲
人
の
甫
阿
居
留
地
の
中
濃
も
強
固
を



も
の
ね
ら
し
め
る
TJ
と
が
出
衆
力
.
又
千
入
官
五
十
年

代
は
尊
宅

･
梅
鳥
糞

･
銅
が
輸
出
品
と
な
-
和
光
以
前

に
於
て
､
葡
萄
酒
を
堪
ぐ
る
に
足
る
唯

一
の
輸
出
品
た

ら
し

め得
た
｡
併
し
其
の
磯
展
に
充
分
な
基
礎
を
典

へ

る
ほ
は
到
ら
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
全
て
飴
-
に
小
規
模

で
あ
っ
た
｡

一
七
〇
〇
年
迄
海
岸
植
民
地
は
分
れ
辞
ひ

そ
し
て
そ
の
融
骨

の
第
三
階
級
た
る
家
畜
農
夫
蓮
は
既

に
ク
ル
バ
ー
峠
の
路
に
ょ
-
山
脈
の
側
面
を
姐
-
ず
つ

と
内
部

へ
進
出
す
る
先
頭
に
た
つ
y
ゐ
允
.

ケ
ー
プ
牛
島
と
ベ
ル
グ
河
流
域
櫓
民
地
間
の
仲
蓮
に

は
多
-
の
原
因
が
あ
っ
た
｡
今
日
迄
ケ
ー
プ
ク
ク
ツ
は

賓
際
の
所
崩
阿
の

l
部
分
で
な

い
と
云
ふ
人
も
可
成
あ

る
.
丁
度
カ
タ
.ラ
ク
ツ
(
C
atara
ct
s)
か
ら
衆
た
か
を

-
の
ヱ
F',h
プ
ト
人
が
多

分
常
時
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
-
ア

ほ
就

い
y
云
つ
ね
で
あ
ら
う
通
わL
｡
そ
れ
は
そ
う
と
し

て
も
地
勢
が
此
の
不
知
の
原
因
h
tな
し
て
ゐ
死
.
肪
十

九
世
紀
の
中
頃
輩
と
粗
と

難
路
と
で
班
断
せ
ら
れ
て
ゐ

た
間
は
'
二
十
哩
に
亙
る

軟

い
白
砂
地
を
有
て
る
ケ
ー

プ
フ
ラ
ッ
ツ
は
ケ
ー
プ
牛
島
を

一
島
た
ら
し
め
て
ゐ
た
.

破
等
は
'
ス
エ
ズ
運
河
が
我
路
上
の
低
値
の
牛
を
そ
れ

耐
阿
の
地
形
と
枚
緋
出
入

の
机
蛇

か
ら
奮
ひ
､
金
剛
石
と
金
と
が
rJ
れ
ま
で
無
機
借
と
せ

ら
れ
て
ゐ
た
内
部

へ
の
入
口
た
ら
し
め
る
ま
で
資
際
で

あ
っ
た
如
-
'
岬
が
本
凍
印
鑑
酔
閥
の
聞
方
前
哨
地
で

あ
っ
た
轟
薯
を
弧
鋼
し
た
｡

移
住
者
連
に
つ
い
イ上
京
へ
ば
'
家
畜
を
迫
ふ
苗
は
'

奴
隷
に
手
樽
は
せ
る
農
業
の
弊
苦
に
比
較
し
て
よ
り
好

ま
し

い
も
の
で

あ
る
か
ら

最
初
か
ら
そ
れ
が

潜
ま
れ

た
｡
相
場

へ
社
-
馬
め
何
物
か
を
得
る
必
要
が
彼
等
の

発
達
を
急
き
立
て
た
｡

一
七
〇
〇
年
迄
に
彼
等
は
山
脈

の
背
後
を
ブ
-
1
ド
河

(B
r
eede
)
の
谷
に
沿
う
七
㌧

現
に
地
道
が
小

カ
ルー
の
紺
,<k,越
す
所
ま
で
逢
し
て
ゐ

る

へ
ク
ス
(H
e
x
)
骨
で
押
下
っ
た
｡

∵
七
三
〇
年
迄
に

は
倣
人
達
は
地
中
梅
約
の
土
地
を
越
え
て
四
方
八
方
は

憤
っ
た
｡

四
〇
年
後
不
毛
の
大
力

ル
ー
を
横
断
し
或

は
そ
れ
に
蓮
し
た
.
そ
し
て
十
五
吋
の
雨
最
あ
る
範
囲

の
緑
は
沿
う
て
フ
ィ
,b

ユ河
流
域
地
に
散
在
す
る
に
到
っ

た

0第
十
八
世
配
属
阿
の
蔵
も
著
名
な
産
物
た
る
ブ
-
ア

人
は
期
の
如
-
地
中
梅
的
地
域
の
報
に
形
成
さ
れ
た
七

其
の
型
は
小
犬
カ
ル
-
不
宅
地
に
於
で
阿
足
し
た
｡
彼

三
上

二
五



也

ぶ小

餌
十
六

懲

等
を
防
ぐ

も
の
は
殆
ん
ど
無
-
､
其
の
主
査
進
出
組
は

同

一
中

心
は
向
ふ
山

脈

に
対
し
て
並
行
し
て
進
ん
だ
･

若

し
山
脈
が
横
切
ら
れ
ね
は
写

ら
な

か

っ
た
時
は
､(
梅

の
方
の
側
で
は
概
し
て
険
難
で
長
-
大
陸
の
方
の
側
で

は
無
-
綬
か
な
)樺
山
の
峠
が
あ
っ
y
P
無
限
の
平
原
に

聞
け
､正

邪
を
忘
れ
世
界
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
る
｣
英
等

の
人
々
を
誘
っ
て
遠
-
移
伴
せ
し
め
た
O

和
し
て
ブ
ッ

シ
ュ
人
は
各
両
列
で
踏
止
ま
ら
う
と
し
ね
が
､
程
な
く

永
久
は
消
失
す
る
か
､
そ
の
向
ふ
の
荒
野

へ
消
失
L
や

う
と
し
て
ゐ
る
0

斯
-
し
て
新
し

さ
移
住
地
を
求
め
た
ブ
-
ア
人
は
組

織
立
っ
た

数骨
と

政
府
か
ら
離
れ
て
聴
展
し
､
弧
間
は

し
て
自
負
心
あ
る
が
､
時
折
の
載
軍
政
の
目
的
の
外
典

同

作J
J
J
或
は
自
身
以
外
の
如
何
な
る
自
由
の
意
味
を

も
少
し
も
解
し
な

い
こ
と
に
於

5'
で
は
囲
境
人
は
同
じ

で
あ
っ
た
｡
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ト
農
奴
"LJ
所
有
し
て
ゐ
る
間

奴
隷
撫
し
で
は
や

-
き
れ
を
か
っ
た
｡
基
約
的
在
栽
培

法
は
知
ら
在
か
つ
ね

｡
彼
等
は
東
部
カ
ル
ー
の
状
況
が

必
要
と
す
る
六
千

エ
ー
カ
ー
の
捜
場
"LJP
若
し
出
来
る

琴

b
ば

て
は
宴
の

一
は
冬
の
牧
場
の
馬
め
乙
の
棟
を
農

節

二

紙

二E

三
六

場
吏

一
ヶ
所
皆
無
揮
う

る
も
の
な
る
pJ
と
h
f知
っ
た
｡

や
が
て
益
々
を
,三
仏
つ
ね
の
で
あ
る
が
若
し
も
韻
め
ら

れ
拍

なら
ば
彼
等
は
移
住
し
た
､
著
し
も
移
住
す
べ
F
,

土
地
が
鯉
か
っ
た
な
ら
ば
彼
等
は
動
も
す
れ
ば
反
抗

せ

ん
と
し
た
D

雛
十
九
世
紀
初
期
は
憐
大
す
る
線
は
二
分
し
た
｡

一

は
束
方
に
､
他
は
束
北
方

へ
向
つ
た
｡
東
方

へ
向
つ
た

も
の
は
､
西
南
方

へ
移
住
し
っ
ゝ
あ
っ
た
.,,
ン
ツ
ー
人

に
は
5/
ま
れ
ね
か
ら
､
国
難
で
あ
っ
た
,0
新
在
る
地
を

求
め
て
移
住
t
た
ブ
-
ア
人
が
創
め
七

一
八
二
0
年
の

ブ
ラ

p-
f
ス
タ
ウ
ン

(G
ra
h
am
st
ow
n
)
附
近

の
英
楓

植
民

者

と

､

千
八

百
五

十
年
代

の
ブ
リ
テ
-シ

ユ
カ
プ

ラ
リ
ア
(
B
ri
tish
K
a
ffra
ria
)
の
斑

は
東
方
地
方

へ
の

燭
過
の
移
民
と
､
い
つ
も
は
碑
問
罪
隊
に
依
っ
て
縛
け

ら
れ
て
ゐ
ね
栗
方
囲
境
の
物
語
で
あ
る
｡

一
八

三

年

頃
ま
で
は
両
方
典
人
数
が
少
か
っ
ね
か
ら
魔
迫
は
以
ど

-
な
か
っ
た
｡

一
八
四
七
年
迄
､
刺
繍
及
び
基
音
利
の

相
般

い
だ
統
治
者
の
政
策
は
願
蚤
を
衛
士
分
割
で
あ
っ

た
が
､
其
り
結
果

一
八
六
五
年
迄
に
歓
洲
植
民
地
と
土

着
民
鱗
地
の
境
界
線
が
ケ
イ
河

へ
K
e
i
R
.)
に
滑
う
で



定
め
ら
れ
LJ
｡
最
も
国
難
な
-
し
苦
戦
の
若
干
が
ア
マ

ト
ラ
山
地
(
A
m
at
ot
a岩
t.)
に
勃
磯
し
た
が
､

一
般
は

部
落
民
を
助
け
た

も
の
は
丘
陵
よ
-
も
寧
ろ
叢
林
で
あ

っ
た
｡
南
北
に
走
れ
る
可
成
-
の
山
脈
が
在

っ
た
ら
其

の
結
基
は
異
っ
ね
で
あ
ら
う
｡

其
の
問
う
こ
れ
だ
け
多
-
の
ブ
-
ア
人
を
作
る
ほ
役

立
っ
た
カ

ル
ー
は
､
三
千
択
旦
尚
-
饗
立
し
て
配
に
大

規
模
に
薦

西
部
と
新
来
郷
間
の
偉
大
在
る
匿
分
者
と
し

て
ケ
ー
プ
フ
tフ
ッ
ツ
的
の
役
割
を
閉
じ
た
｡
乙
の
新
ら
し

い
東
部
は
葦
な
-

エ
リ
ザ
ベ
ス
港
(

P･

E
tiza
b
eth
)

と

イ
ー
ス
ト
ロ
ン
ド
ン
(E
a
st
L
ond
o

n
)
で
外
の
世
静

と

の

接
梱
鮎
む
造
っ
た
の
で
あ
る
｡
併
し
そ
れ
が
起
る
ず

つ
と
前
に
ブ
-
ア
人
は
見
え
を
-
在
っ
て
'
土
地
保
有

の
観
念
や

ハ
ム
(
H
a
m
)
エ
ホ
バ
(J
e
h
ov
a
)

や
刺

々
の

子
孫
に
就

い
て
の
観
念
を
迄
か
内
部
へ
-偉

へ

で
ゐ
ね
.

中
に
は
既
は
第
十
八
世
紀
の
終
ら
船
内
は
中
火
大
高
原

の
加
翻
隅
に
衣
-
し
も
の
も
あ
っ
た
｡
少
人
数
の
基
囲

象
牙
商
人
が
渥
路
カ
Trフ
ァ
ー
ラ
ン
ド

(
K
a
ffiTla
n
d
)

の
側
面
に
廻
-
ダ
ー
バ
ン
に
屠
任
し
た
年
光
る

一
八
二

四
年
迄
に
'
埴
民

地
の
境
非
は
動
F
Jつ
㌧
ポ
ー
ト
ユ
-

揃
阿
山
地
形
と
は
緋
巴
人
の
桃
比

ザ
べ
ス
線
が
今
横
切
れ
る
中
部
オ
レ
ン
',,h
河
を

横
断
す

る
浅
瀬
の
場
所
ま
で
賦
大
さ
れ
た
｡
十
二
年
後

大
移
住

者
は
そ
れ
ら
の
浅
瀬
を
横
断
し
て
殺
到
し
た
｡

そ
れ
は
敢
も
抵
抗
の
弱

い
線
で
あ
っ
た
.
東
方

へ
向

っ
た
組
は
部
落
民
と
政
府
の
都
督
は
よ
っ
て
堰
き
止
め

ら
れ
た
｡
北
方

へ
の
そ
れ
は
非
常
に
貧
窮
を
土
地
へ
入

っ
て
行
っ
た
の
で
'

一
八
四
七
年
に
､
オ
レ
ン
L,,)
河
口

の
寓
ぐ
南
に
於
け
る
銅
錬
業
が
異
両
日
に
語
ら
れ
た
様

は
な
る
ま
で
'
誰
75=其
の
土
地
を
植
民
地

へ
聯
格
し
ょ

う
と
さ

へ
骨
折
る
者
が
無
か
っ
た
｡併
し
東
北
方

に
｢
苗

軍
規
｣
の
ゆ
る
や
か
は
起
伏
す
る
革
地
の
原
野

が
牧
農

連
の
眼
前
に
展
開
し
て
ゐ
た
｡
そ
れ
は
今
日
聯
邦
の
主

要
な
牧
畜
と
託
凝
黍
地
域
で
あ
る
｡

一
皮

ヤ
ク

ペ

グ

(M
at
ab
ele
)
の
軍
隊
が
破
れ
る
と
(
而
し
て
開
間
,t
Sr
高

草
原
｣
は
ブ
-
ア
流
の
戦
法
に
通
し
で
ゐ
ね
)
､
何
人
も

プ
-
ア

人
と
そ
の
平
地
の
支
配
柿
を
軍
ふ
者
が
無
か
つ

允

｡
斯
-
し
て
オ
レ
ン
ジ
自
由
州
は
ブ
ァ
-
ル
(
V
a
a
t)

南
部
に
出
水
上
-
､
其
の
北
部
に
曹

っ
て

ポ
チ
ェ
ブ

ス

ー
ル
ー
ム
{J
o

tCh
e
fst
room
)
は

｢
高
草
原
｣
の
核
心
と

な

み
'
そ
れ
を

廻
-
て
他
の
ト
ラ
ン
ス
グ
ァ
-

ル
恥

骨

〓

1F
'

;.:七



地

球

鮮

十

六
怨

が
基

っ
て
甫
阿
共
和
問
を
形
成
し
た
｡

速
境
地
に
於
て
は
叉
別
の
諸
で
あ
っ
た
.
閣
方
は
於

で
共
邪
囲
民
は
決
し
て
充
分
に
｢
高
葦
原
｣
の
鼎
を
越
え

な
か
っ
た
｡
部
落
民
｡蚊
･牧
師
は
､
地
表
水
を
批
p
,'

そ
し
て
や
が
て
基
本
周
政
府
は
彼
等
む
ネ
イ
(N
a

y
)
と

呼
ん
だ
｡
北
方
で
は
ウ
ィ
ト
ク
オ
ー
タ
ー
ス
ラ
ン

ド

(
W
･

itw
at
erslan
d
)
を
越
す
と
熱
病
が
あ
っ
た
､
そ
し
て

碓
氷

葦
原
が

｢
全
て
熱
病
樹
林
で
蔽
は
れ
で
ゐ
る
｣
リ

ン
ボ
ポ
流
域

へ
下
る
ほ
従
っ
て
益
々
以
ど
-
な
っ
て
行

っ
た
.
ほ
7g
梱
ら
ず
ポ
チ
ェ
ア
ス
ト
ル
ー
ム
の
敵

手

が

ラ
イ
デ

ン
ブ
ル
グ
(
L
y
d
e
n
b
u
rg
)
は
起
-
､
北
の
方
ズ

ー
ト
バ
ン
ス
ベ
ル
グ
高
地
に
在
る
シ
ュー

マ
ン
ス
ダ

ー

〟
(
S
ch
oe
m
a
n
s
d
al
)
ま
で
も
班
大

し
た
｡
併
し
両
地

方

が
山
間
で
あ
る
乙
と
J
基
底
に
腸
痛
の
あ
る
こ
と
の

蔑
め
部
落
民
は
大

い
に
助
っ
た
｡
そ
し
で

一
ズ
ー
ト
バ

ン
ス
ベ
ル
グ
首
伍
は

一
八
九
八
年
に
到
る
迄
猫
力
戦
闘

力
を
持
出
し
て
ゐ
た
.
併
し
土
地
の
高
低
と
士
人
の
抵

抗
と
の
闘
榛
を
ボ
す
最
も
著
名
な
場
合
は
兼
南
地
方
に

あ
っ
た
｡
其
の
峨
々
た
る
地
勢
と
既
成
嬰
鑑
の
如
d
IJ平

地
在
る
山
頂
計
有
り
丘
陵
の
洛
蔭
で
'
バ
ス
ト
人
は
衣

節
二
挑

二六

三
人

々
と

マ
夕
べ
-
､
グ
-
ク
ァ
ス

(
G
r
iquas)
自
由
州
民

帝
王

畢
及
び
ケ
ー
プ
徴
募
兵
隊
を
撃
破

し
た
O
山
麓
に

捕
れ

る
穀
物
昂
の
草
以
上
を
無
駄
に
せ
ず
は
画

人
だ
の

は
.
山
脈
と
英
本
間
の
干
渉
に
依
る
ほ
外
な
ら

ぬ
｡

最
後
に
､
土
地
の
高
低
は
ナ
タ
ル
の
運
命
を
形
作
る

ほ
誰
要
在
役
制
を
演
じ
た
｡
ナ
タ
ル

は
其
の
頃
界
の

一

散
此
の
閲
の
衆
も
東
大
在
る
軍
事
虹

の
或
る
物
が
行
は

れ
ね
山
脈
に
保
つ
‡
不
ru
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
南
阿
で
は

珍
し

い
特
色
を
､
ト
ラ
ン
ス
ケ
イ
ァ
地
方
と
葡

額
東
部

ア
ブ
-
カ
と
共
は
有
っ
て
ゐ
る
｡
ド
ラ
ケ
ン
ス
ベ
ル
グ

山
脈
の
鹿
に
高
-
成
っ
て
ゐ
る
北
部
地
方
は
.
骨

は
近

隣
の
北
ハ新
開
と
大

い
に
典
有
す
る
所
が
あ
っ
た
｡
若
き

ル
イ
ス
ポ
ー
サ
(
L
ou
is
B

oth
a
)
の
様
な
放
農
連
は

､

愉
快
は
其
の
固
域

の
一
方
か
ら
他
方

へ
動
-
の
が
骨
で

あ
っ
た
｡

一
八
六
五
年
の
バ
ス
ト
戦
争
は
､

バ
ス
ト
人

が
ナ
ク
〝
の
地
で
自
由
州
の
家
畜
を
奪
以
取
っ
た
乙
と

が
腐
汎
在
大
事
件
の
動
機
と
在
っ
た
｡
自
由
州
が

一
八

五
四
年
を
の
猟
立
を
奥

へ
ら
れ
ね
時
'
北
方
ナ
ク
ル
は

彼
等
も
亦
典

へ
ら
れ
尤
こ
と
を
願

っ
た
.
首
府
は
源

か

ら
可
成
-
逮
-
離
れ
て
ゐ
る
中
央
地
方
の
ピ
ー
タ
ー

ヤ



-
ツ
ブ
ル

グ
(
P
iete
･L･m
aritzb
u
Tg
)
に
散
か
れ
ゐ
る
O

伸
し
ナ
ク

ル
が
基
囲
植
民
地
は
な
つ
ノ｣
か
ら
p
報
寛
上

の
中
心
地
は
ダ
ー
バ
ン
と
亜
熱
帯
の
沿
岸
地
方

へ
移
動

し
た
13
共
起
で
は
砂
糖
が
政
も
主
要
在
作
物
と
な
-
､

其
の
仕
事
に
印
庶
人
鼻
働
者
の
移
入
,/,LJ
必
要
と
し
た
｡

<l
八
七
五
年
迄
は
聯
邦
内
の
印
庶
人
の
基
礎
は
良
-
質

際
に
裾

へ
ら
れ
た
｡

上
述
の
如
-
斯
-
し
て
簸
基
は
そ
れ
以
後
の
常
北
ハ
の

た
め
に
盤

へ
ら
れ
た
｡
甫
阿
は
其
の
甑
岸
に
沿
う
て
此

塵
放
題
に
孤
立
し
て
鮎
綴
す
る
都
市
的
及
び
田
園
的
活

動
の
有
る
土
地
と
な
っ
た
｡
迄
か
ほ
よ
-
大
き

い
そ
れ

以
外
の
部
分
は
､
本
質
上
蓮
瞳
の
地
で
あ
っ
た
｡
五
十

年
の
長

い
年
月
が
其
の
後
経
過
し
た
が
'
聯
邦
は
少
し

も
其
の
特
徴
を
矢
は
な
か
っ
た
｡
蓮
艦
の
雰
囲
気
と
金

で
の
光
兼
は
ど
rJ
ど
/
J
ま
で
も
佃
は
甚
だ
蛮
-
構
っ
て

ゐ
る
｡
他
の
都
市
的
部
分
は
､
温
か
内
地
に
遠
-
離
れ

て
金
剛
石
と
金
の
領
地
に
教
焦
し
た
｡
地
道
は
小
都
市

を
祁
宜
は
瓶
び
港

へ
聯
絡
し
た
｡

.I
般
虚
業
は
都
輔
の

近
-
と
銭
道
沿
線
で
徐

々
に
敏
速
し
た
0
併
し
最
後
に

l
の
皮
肉
な
笑
草
が
あ
る
｡
近
代
第
十
九
世
紀
の
移
民

が
槙
々
と
や
つ
て
来
た
の
は

｢
高
葦
原
｣
上

へ
で
あ
っ

た
､
迫
は
れ
カ
ブ
-
ア
連
の
避
難
所
た
る
高
草
原
'
其

の
帝
q
J岩
石
は
五
大
を
る
砺
富
を
減
し
､
其
の
上
部
に

あ
る
頁
岩
と
砂
岩
と
は
か
Jd
る
高
地
の
低
級
孜
金
椋
を

も
活
用
せ
し
や
ら
る
だ
け
の
安
債
を
石
炭
を
減
し
て
ゐ

ね
｡
と
か
-
す
る
内
に

p
J
ヅ
卿
の
先
駆
者
連
は
ブ
-

ア
人
を
-
ン
ポ
ポ
河
よ
-
先
の
高
地
か
ら
切
離
し
て
し

ま
っ
た
｡
今
日
ブ

-
ア
人
は
都
市

へ
移
-
つ
J
あ
る
｡

他
の
何
塵
に
彼
等

の
移
る
地
が
あ
ら
う
か
｡

斯
-
地
形
は
千
八
宵
七
十
年
代
の
産
業
革
命
以
髄
既

に
閥
阿
の
鍍
展
を
有
力
な
る
方
法
で
支
配
し
た
｡
高
地

を
成
せ
る
岩
石
の
性
質
と
内
容
､
を
の
起
伏
の
潜
し
き

特
徴
は
そ
れ
以
後
の
南
阿
史
上
に
於
け
る
主
要
在
因
子

で
あ
っ
た
｡

南
阿
の
地
形
と
枚
榊
巴
人
の
植
民

l
石

l二
九


