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長

い
間
憩
え
た
7>̂
b̂
で
あ
る
｡

此
故
は
Jl
菅
圏
が
中
新
助
で
あ
-
､
其
下
部
で
は
覆

い
祁

だけ
が
考

へ
得
る
の
で
あ

る
0
叉

デ

ス
モ

ス
チ
ラ
ス

は
政
近
米
期
は
於

い
て
は
従
魂
よ
-
も
概
し
て
京
-
考

へ
ら
れ

1i種
は
漸
新
世
に
及
ぶ
事

が
判

明

し

た

｡

比
の
如

-
考

へ
て
凍
る
と
平
政
'
声
狩
両
肘
(後
者
は
月
音
圏
を
含
む
も
の
と
し
て
)
は
時
代
が
略
同
じ
と
言
ふ
轟

に
在
る
｡
半
枚
圏
の
主
部
は
白
色
の
凝
次
岩
で
声
狩
圏
も
同
様
で
あ
り
.
同
僚
の
中
村
圏
に
封
す
る
的
係
も
似
た
79

の
が
あ
る
｡
戸
狩
暦
は
土
岐
の
世~
地
に
沈
積
し
､
平
政
厨
は
可
鬼
の
凹
地
に
沈
積
し
た
｡
爾
凹
地
の
問
に
は
東
銀
暦

と
花
閲
岩
の
丘
陵
が
あ
っ
て
境
と
な
-
､
声
狩
'
平
政
両
圏
は
菰
野
せ
ず
､
同
期
異
相
の
沈
積
な
る
を
否
と
す
る
排

出
は
見
Ⅲ
し
難

い
｡

以
上

の
詑
職
者
舘
は
な
は
推
敵
の
故
地
が
あ
る
は
勿
論
で
､

一
腰
泡
報
と
し
て
聴
衆
し
た
の
で
あ
る
か
ら
韓
に
し

て
何
等
か
の
教
示
を
和
た
る
上
改
め
て
本
報
文
h
重

し
た

い
と
皿
っ
て
み
る
｡

筑

紫

平

野

東

部

の

村

落

立

地両

独

正

夫

筑
紫
平
野
の
東
部
は
三
相
の
断
崖
線
に
ょ
っ
て
限
ら

れ
聖

二
角
形
の
地
域
で
'
北
は
筑
豊
山
塊
､
商
は
水
純

筑
紫
平
野
北
部

の
村
拓
北
地

山
塊
'
閏
は
脊
振
山
塊
で
あ
る
｡
水
純
山
塊
の
北
練
は

二
十
度
以
上
の
急
傾
斜
を
有
す
る
硬
式
的
の
断
層
崖
で

二川九

二
九



地

球

節
十
六
怨

崖
下
に
は

多
-
の
扇
状
地
が
併
列
し
て
ゐ
る
｡
平
野
は

筑
後
川
の
木
支
流
は
よ
っ
て
沖
積
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
が
､
近
代
に
於
で
地
糠
の
隆
起
が
あ
っ
た
た
め
に
駐

往
侵
蝕
が
進
み
､
た
め
は
山
地
の
練
遊
附
進
に
は
所
々

に
洪
積
圏
の
董
地
を
見
る
の
み
在
ら
ず
'
平
野
の
中
火

ほ
あ
つ
て
も
､
河
流

は
著
し
-
駅
入
し
て
'
数
多
の
テ

㍉
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I
.'J'..'･
..二

'.
IJ'-''.I,
I
...I.I.'1
,,)
.I..:.
..

.

..

は
乙
の
敏
地
形
は
葡
み
と
れ
夜

い
が
､
離
眠
の
ね
め
に
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さ
て
乙
の
地
域
は
於
け
る
村
落
意
地
の
模
様
を
見
る

と
'
地
形
と
交
通
線
と
は
支
配
せ
ら
れ
て
種
々
の
特
相

聞

を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
｡
今
そ
の
二
三
は
つ
い
て
略
述
し

よ
う
0

断
層
崖
下
の
繋
落
列

水
紬
山
脈
の
断
層
崖
下
に

一
列
の
緊
群
が
ず
ら
-
と

並
ん
で
ゐ
る
｡
束
は
青
井
町
の
東
南
か
ら
西
は
久
留
米

仰
の
東
部
三
井
町
ま
で
､
約
二
十
二
肝
に
亘
っ
て
殆
ど

■壬

t

.1

<L
直
線
に

三
四
十
佃

の
村
落
が

あ
っ
て
'

個

々
の
村

落
間
は
最

も
通
-
ノ｣

七
入
官
米

近

い
も
の

は
蓬
は
互

に
相
接
嫡

し
七
ゐ

る

第

一
間
は

を
の
中
英

部

約

十

粁

の

問
計

示

し
た
‖も
の



で
あ
る
が
､
ど
の
栄
藤
も
あ
せ
-
甲
乙
の
無

S
大

d
JrU

社
有
L
t
且
何
れ
も
同
じ
様
式

の
疎
集
村
落
で
あ

る
rJ

i
jが
J
-
わ
か
る
O
こ
れ
等
の
柑
群
は
何
れ
も
断
簡
崖

下
の
扇
の
上
に
立
つ
Y
ゐ
七
､
附
近
ほ
は
時
と
し
て
倒

磯
を
含

む
洪
積
静
が
あ
っ
允
～,/

或
は

一
種
泥
炭
様
の

堆
積
物
を
見
出
し
た
乙
と
も
あ
っ
た
が
､
多
-
は
あ
ま

-
稜
角
の
と
れ
覆

い
磯
と
土
砂
と
の
堆
積
か
ら
成
り
て

ゐ
か
o
水
純
柑
石
垣
の
観
膏
寺
に
は
俗
は
隅
石
と
名
づ

け
ら
れ
た
花
園
岩
の
大
姐
が
あ
る
が
､
恐
む
-
は
崖
上

か
ら
崩
れ
落
ち
た
た
め
に
限
石
の
名
を
碍
穴
の
で
は
洩

る
雫

い
か
o

東
部
殊
に
両
宮
村
の
光
方
t
J
は
背
後
ほ
や
J
泥

い
谷

が
あ
る
た
め
に
'
崩
も
最
も
大

き
-
発
達
し
て
ゐ
る
が
､

そ
の
他
の
部
分
は
断
崖
の
直
下
に
あ
っ
て
著
し

い
谷
が

山
水
y
ゐ
夜

い
た
め
に
'
幕
状
崖
錐
の
形
h
.な
し
て
個

々
の
崩
を
匿
別
す
る
乙
と
は
困
難
で
あ
る
Q
を
し
て
衆

群
の
春
荘
す
る
の
は
概
し
て
そ
の
虜
の
頂
瓢
に
近

い
部

分
で
'
扇
の
兼
鼎
に
は

二
月
の
民
家
も
見
出
し
難

い
程

で
あ
る
○筑

紫
平
野
恥
部
の
村
拓
立
地

こ
れ
等
の
射
群
は
何
れ
も
農
を
生
業
と
L
t
そ
の
北
,

方
に
横
が
る
沖
積
平
原
上
の
水
内
と
耕
作
す
る
の
み
で

背
後
の
山
地
は
殆
ど
自
然
の
ま
J
は
放
任
し
て
利
用
の

道
を
講
じ
て
属
を

5'.
机
は
僅
か
に
宅
地
の
周
囲
に
存

在
す
る
の
み
で
､
多
-
は
自
家
用
の
野
菜
を
栽
培
し
.

森
部
の
蜜
柑
が
や
ゝ
を
の
名
を
知
ら
れ
て
ゐ
る
以
外
に

特
産
物
は
無

い
｡

rJ
J
に

一
修
の
道
路
が
東
酉
に
走
っ
て
こ
れ
等
の
衆

i,*
を
珠
数
の
如
-
連
ね
て
ゐ
る
乙
と
は
洗
意
す
べ
き
革

質
で
あ
る
｡
乙
の
道
路
は
ず

つ
と
古
代
に
は
久
留
米
万

両
か
ら
H
肝
方
面
に
向
ふ
主
要
街
道
で
あ
っ
た
ら
し

い

が
'
戦
闘
時
代
に
は
も
つ
と
北
方
瓦
粥
川
は
近
.い
虞
に

大
友
氏
に
よ
っ
て
宗
麟
遭
在
る
も
の
が
作
ら
れ
た
と
云

ひ
'
現
時
は
鑑
に
を
の
北
方
に
煩
道
を
通
じ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
｡
而
し
て
現
時
に
於
て
は
こ
れ
等
朱
蕗
を
連
ね

る
道
路
は
何
等
交
通
幹
線
と
し
て
の
機
能
を
教
雄
す
る

乙
と
夜
-
､
ね
i/
僅
か
に
各
党
蕗
を
連
ね
る
部
分
的
交

通
賂
た
る
に
止
せ
つ
て
ゐ
る
.

個
々
の
家
は
乙
の
道
路
と
は
何
等
の
紺
係
夜
Y
建
て

1:.i.i七

二
七



地

球

節
十
六
な

ら
れ
て
聖
霊

家
の
向

き
は
概
ね
出
藍

剛
は
し
た
南
向

き
で
p
道
路
の
南
側
は

櫓
ふ
も
の
は
大
抵
そ
の
道
路
は

背
を
ひ
け
tJ
ゐ
る
｡
道
路
の
北
側
は
あ
っ
て
道
路
は
而

す
る
家
も
｣

多
-
は
虹
技
道
路
に
接
し
覆

い
で
廉

い
前

庭
と
壁
垣
と
む
有
す
る
の
で
あ
る
0

雪

通
辞
線
上
の
緊
落

近
代
は
於

で築
成
せ
ら
れ
､
粟
は
明
治
の
元
年
に
改

修
せ
ら
れ
た
久
留
兼
｡
日
田
間
の
輝
道
に
準
ふ
て
は
'青

井

･
田
主
丸
の
二
捕
縛
"LJ始
め
と
し
て
多
数
の
衆
群
が

や
は
む
珠
放
つ
夜
ぎ
と
在
っ
て
ゐ
る
｡
rJ
れ
等
の
集
落

は
前
記
二
市
術
を
除
け
ば
概
ね
農
が
主
業
で
あ
っ
て

必
ず
し
も
交
通
線
の
た
め
に
敏
速
し
た
と
の
み
は
考

へ

ら
れ
な

い
も
の
が
多

い
か
､
併
し
農
村
で
あ
っ
て
も
道

路
は
沿
ふ
て
建
つ
家
は
商
業
を
飴
僚
す
る
も
の
が
多
-

自
ら
附
近
村
落
の
蹄
酒
的

7
小
中
心
と
在
っ
た
ゎ
､
飲

食
店
'
自
時
事
修
措
所
等
が
あ
っ
て
交
通
朱
落
と
し
で

の
僅
か
在
特
徴
を
温
め
得
る
も
の
も
少
-
な

い
｡
又
酉

部
に
あ
っ
了
は
農
業
と
云
つ
tJ
も
英
樹
借
水
瓶
を
栽
培

す
る
も
の

が

多

い
が
I
乙
れ
も
そ
の
道
終
に
潜
う
で
軽

量

■■一･～上手

Il一･一一l

節

五
紙

蒜
八

二
八

塵
紙
遣
(
現
在
は
新
線
)
が
出
来
た
た
め
は
聴
連
し
た
も

の
で
あ
る
｡
平
野
の
牝
蓮
､
憩
蘇
宿
か
ら
甘
木
を
経
て

二
日
市
に
至
る
交
通
線
上
に
も
､
rJ
机
と
H
戒
の
衆
終

列
を
見
る
こ
と
が
出
饗
る
｡

小

量

地

上

の

緊

落

水
純
の
断
圏
毘
か
ら
流
下
す
る
川
は
､
殆
ど
悉
く
天

井
川
を
な
し
で
そ
の
堆
積
作
州
の
盛
を
乙
と
聖

ホ
し
て

ゐ
る
が
p

FJ
れ
等
の
並
行
し
て
北
洗
す
る

コ
ソ
セ
ク
ェ

ン
ト
の
川
は
､

宜
瀬
川
の
サ
ブ
セ
ク
h./
ト
流
に
ょ
っ

て
悉
-
酉
は
捉

へ
去
ら
れ
て
､
瓦
瀬
川
以
北
の
地
は
泰

然
筑
後
川
本
流
の
自
由
在
る
蛇
行
に
委
せ
ら
れ

tJゐ
る

乙
の
筑
後
川
は
乙
の
附
近
ほ
於
て
著
し
く
回
春
し
て

自
己
の
坤
種
物
を
帯
び
自
ら
侵
蝕
し
っ
J
あ
る
｡
而
し

て
を
の
流
路
は
次
第
に
北
に
向

っ
て
移
っ
て
行

き
つ
1

あ
る
様
で
あ
る
｡
そ
の
班
由
は
兎
も
角
と
し
て
現
在
の

河
造
以
北
に
は
償
河
道
ら
し

い
も
の
は
殆
ど
見
ら
れ
を

い
の
け
､
そ
の
商
に
は
酵
し

い
蕃
河
道
が
あ
っ
て
現
在

は
多
-
潮
流
を
迫
王
､
そ
の
両
岸
に
は
最
も
草
-
開
け

‥
i.i

た
水
田
が
あ
っ
て
裡
栴

｢
古
田
L

と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
0



こ
れ
等
の
+2
m
は
軟
水
は
際
L
t･,は
必
ず
使
水
す
る
と

云
っ
て
よ
い
葦
で
､
そ
こ
に
は
殆
ど
衆
渉
は
見
ら
れ
な

い
.
千
年
村
役
場
附
近
の
如
-
柿
に
rJ
の
河
道
の
軸
は

栄
罫
の
春
す
る
乙
と
も
あ
る
が
'
年
々
の
水
蜜
に
園
か

果
て
ゝ
居
る
の
は
革
質
で
あ
る
｡

今
青

井
町
附
近
ほ
つ
い
で
rJ
の
薯
河
道
む
復
儀
し
て

示
し
た
も
の
は
第
二
岡
で
あ
る
｡
こ
れ
か
ら
酉
は
北
野

善
導
寄
附
近
ま
で
殆
ど
同
様
の
地
形
で
あ
る
が
､
調
査

節

1040
鮮 崇

が
幾
分
疎
漏
で
あ

る
の
で
TJ
･J
に
は

拙
さ
を
か
つ
ね
｡

が
兎
も
角
も
乙
の

地
域
は
沖
積
中
野

が
多
数
の
小
n
夜

素
地
は
匿
切
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る

そ
れ
は
波
状
と
云

っ
て
も
薗
ら

覆い
が
p
鹿

手繰
の
形
と
云
っ
た
ら
ど
う

で
あ
ら
う
か
｡
地
名
に
中
や

高
島
壷

や

金
草

成
島

筑
紫
平
野
班
邦
の
村
諮
立
地

ー
■一t一l■t一11mk人l章
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-

藤
島
を
ど
島
と
名
の
つ
-
,も
の
が
非
常
に
多

い
が
ー
そ

れ
は
薯
際
は
於
で
島
の
形
を
し
て
ゐ
る
rJ
と
が
多
く
,

洪
水
の
時
ほ
は
文
学
迫
-
の
島
は
在
っ
て
他
の
村
群
と

秦
-
交
通
の
遮
断
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
｡
千
年
村
角

間
､
江
南
村
中
島
等
ほ
あ
る
筑
後
川
の
堤
防
は
､
最
も

堅
固
は
築
造
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ほ
7P
拘
は
ら
ず
､
屡
々
決

滑
の
惨
事
h
T楽
し
で
多
-
の
島
を
つ
-
る
の
で
あ
る
.

そ
rJ
で
衆
渉
が
す
べ
で
rJ
の
嘗
河
道
を
轟
け
て
ゐ
る

乙
と
は
皆
然
の
話
で
あ
る
｡
寛
文
年
間
五
庄
屋
の
献
身

的
努
力
に
よ
っ
て
大
水
道
が
開
設
せ
ら
れ
て
か
ら
､
,J

の
あ
た
み
の
姦
地
上
は
悉
-
水
田
と
裸
身
､
水
の
乗
ら

な

い
畑
地
は
極
め
て
少
-
な
つ
で
位
以
水
に
も
事
故
か

ぬ
様
に
を
つ
た
が
'
そ
れ
以
前
は
79
と
よ
-
河
跡
の
み

が
水
江~
地
帯
で
､
毒
地
上
は
畑
と
酢
水
林
で
あ
わ
,
井

戸
を
掘
れ
ば
飲
料
水
は
得
ら
れ
た
ほ
し
て
も
､
小
川
の

流
れ
て
ゐ
る
附
近
が
住
み
よ
い
に
は
朋
蛍
を

S
か
ら
･

栄
渉
は
屡
々
そ
の
素
地
と
河
跡
と
の
境
界
は
近

い
所
は

出
水
た
｡
併
し
そ
れ
は
何
も
舶
来
平
野
で
見
る
接
に
急

斜
面
を
宅
地
は
利
用
す
る
と

い
ふ
わ
け
で
は
無

い
○
毒

三
四
九
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地

_
拭

節
十
六
番

地
と
河
跡
底
と
の
此
敏
高
度
は
通
例
三
光
か
ら
十
米
ま

で
i,
あ
る
か
ら
､
そ
の
間
に
水
ES
や
畑
は
利
用
し
難

い

様
な
粁
過
地
域
は
無

い
の
で
あ

る｡
そ
し
で
繁
蕗
は
養

地
上
に
あ
っ
て
殆
ど
低
地
に
は
下
っ
て
居
な

い
.

洪
積
墓
地
縁
遠
の
繁
落

洪
積
層
の
毒
地
は
筑
後
川
の
本
流
担
北
に
著
し
-
敬

逢
し
て
居
て
､
南
部
で
は
平
野
の
未
練
山
春
材
附
近
ほ

梢
旗

い
も

のが
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
｡
rJ
れ
は
平
野

の
南
部
が
階
落
澱
も
湛
し
-
て
粗

い
源
に
な
っ
て
ゐ
た

か
ら
で
も
あ
ら
J
iL
t
又
北
方
の
山
塊
は
緩
科
し
て
分

水
界
が
遠

い
の
で
流
下
物
貿
7g
多
か
つ
ね
か
ら
で
も
あ

ら
ケ
?

兎
に
角
甘
木
町
を
中
心
と
し
て
そ
の
覇
兼
方
か

ら
､
.西

方
脊
振
山
塊
に
接
す
る
ま
で
の
間
は
戯
-
分
布

せ
ら
れ
て
居
tJ
､
そ
の
表
面
は
多
-
小
於
の
林
と
夜
-

時
と
し
て
焼
畑
と
を
-
又
野
菜
畑
と
在
っ
て
ゐ
る
ほ
過

ぎ
覆

い
や
隣
っ
て
水
田
と
云
へ
ば
河
岸
の
低
地
か
叉
は

山
地
は
接
し
て
献
靴
の
倍
あ
る
部
分
に
限
ら
れ
て
ゐ
る

新
地
の
全
面
積
に
封
す
る
割
合
が
少

い
か
ら
､
人
口
密

度
も
南
部
に
比
べ
る
と
疎
で
あ
-
､
変
群
も
亦
少

い
の

節

末

娘

墓

U

三
〇

で
あ
る
｡

rJ
の
地
域
の
宋
蕗
は
多
-
は
そ
の
洪
積
基
地
の
練
達

は
立
っ
て
ゐ
る
｡
河
畔
の
低
地
は
多
-
水
田
場
で
あ
る

が
f
そ
れ
は
商
部
の
戒
は
洪
水
の
豪
が
甚
し
-
は
無

い

何
と
在
れ
ば
川
が
何
れ
も
小

さ
い
か
ら
で
あ
る
｡
随

つ

ノL
ゾて
こ

ほ
も
宋

蕗

は
食

ま
れ

て

ゐ
る

0

叉

.i
面

に
は
基

地
の
中

央
に
も

栄
藤
は

あ
る
｡

併
し
･そ

れ
等

は

-
交
通
線



ほ
附
ふ
て
ぬ
る
と
い
ふ
棟
夜
特
殊
の
場
各
が
多
-
､
黙

ら
ざ
れ
ば
小
n
い
栄
落
で
あ
る
か
又
は
二
次
的
の
新
し

い
田
村
で
あ
っ
た
む
す
る
｡
そ
し
て
主
嬰
在
米
群
は
骨

董
地
の
縁
蛍
､
そ
れ
は
或
は
養
地
上
で
あ
っ
た
-
､
或

は
低
地
は
下
っ
て
居
た
-,h
t
或
は
又
両
者
は
跨
っ
て
ゐ

佐

賀

願

の

百
然

LJ
-
す
る
が
ー
何
れ
に
し
て
も
を
の
境
界
線
は
近
い
俳

に
布
衣
す
る
の
で
あ
る
｡
rJ
れ
は
或
は
綱
東
中
野
の
一

部
に
於
け
る
79
の
と
相
似
力
現
象
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
｡
乙
の
洪
積
毒
地
上
で
は
井
月
を
掘
っ
て
77･̂容
易
に

飲
料
水
の
得
ら
れ
を

い
場
令
が
多

い
｡

地

理

(
二
)

?
=

米

次

｢

脊

振

地

盛

掬
耳
此
の
脊
振
｣
天
山
地
匿
を
地
形
的
は
在
が
め
る

な
ら
ば
､
天
機
二
部
分
に
分
つ
rJ
と
が
出
凍
る
｡
そ
れ

は
脊
振
他
動
と
天
山
々
塊
の
三

つ
で
あ
る
｡
次
に
其
の

各
々
に
つ
い
て
少
し
辞
し
-
考
察
し
て
み
や
う
'?

抑
7P
此
魔
で
脊
振
地
盤
と
言

へ
る
も
の
は
'
西
は
東

独
浦
郡
楢
崎
町
の
兼
北
部
･hN
る
藤
岡
腺
境
附
近
ほ
其
副

を
磯
し
て
､
兼
方
に
約
二
十
五
粁
を
延
び
お
る
後
'
こ

れ
は
東
商
は
屈
曲
す
る
乙
と
約
二
十
粁
､
三
養
基
郡
甲

佐
到
蝦

の
日
蝕
地
租

原
村
に
終
る
と
こ
ろ
の
弧
状
を
を
す
山
脈
を
言
へ
る
も

の
で
あ
る
｡
此
の
山
脈
は

一
つ
の
他
職
山
脈
で
あ
っ
て

其
南
を
劃
す
る
断
層
線
は
､
先
づ
玉
島
川
の
谷
を
御
-

ハ
ガ
7t･

羽

金

山

(縁
故
約
九
〇
〇
米
)
の
園
部
の
天
山
々
塊
と

操
縦
す
る
と
こ
ろ
の
鞍
部
(海
抜
約
四
五
二
米
)
を
越
え

カ
セ

カ
ハカ
･-ガ
ハ

る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
は

嘉

瀬

川
上
流
た
る
川

上

川

の

谷

は
班
で
'
月
迦
'
廉
名
古
'
下
軸
津
呂
､
落
合
､
磯
田

ジ
ヤ
ウ
ハラ

セ
ウリ

の
譜
部
落
を
総
て
城

原

川

の
上
流
た
る
脊

振

村

を
周
ぎ

ニ
ヒ
ヤ
ヤ

て

仁

此

山

に

至
る

一
線
で
あ
る
｡
此
の
断
層
線
は
東
南

芸

1

二二

亀
▲


