
が
が
大
き

い
ほ
ど
､
或
は
C
が
1
に
近
づ
-
ほ
ど
型
式
に
ょ
る
岩
石
撰
桜

の
度
合
は
著
し

い
乙
と
は
在
る
｡
rJ
の
式
に
依
て
求
め
ら
れ
た
数
倍
を

11
宿

す
れ
ば
'
上
衣
の
如
し
｡

乙
の
表
に
よ
っ
て
見
ら
る
J
迫
㌔

ダ
或
は
C
は
三
地
方
と
も
打
製
石
舷

よ
ら
膳
製
石
斧
の
方
が
大
き

い
｡
そ
の
開

き
は
信
濃
に
於
で
弧
-
閥
東
に
於

て
弱
い
｡
注

意

す
べ

き
は
'
信
濃

･
北
観
光

･
属
舶
来
と
､
山
地
よ
か
低
地

に
向
ふ
に
杜
以

一
般
に
t
が
或
は
C
の
槍
大
す
る
現
象
で
あ
る
｡

訊

四

B

i
o
m

e
t
r
i
k
a
,
v
o
t
I
I
I
,
P
･
)
8
2

駿
豆
粕
交
界
地
方
の
発
露
に
対
せ
る
歴
史
地
理

的
考
察

(像
報
)
(
二
)

耕

崎

正

男

五
㌧
繋

薄

の

生

立

栗
蕗
の
空

比
は
主
と
し
て
自
然
人
文
の
両
面
は
其
の

駿
文
型

父
非
地
方

の
雅
終
に
封
す
る
推
史
地
的
考
察

基
礎
を
置

い
て
ゐ
る
か
ら
'
種
々
の
要
素
が
減
力
込
ま

れ
て
ゐ
る
も
の
で
之
を
簡
即
に
述
べ
難

い
が
'
先
づ
敢

二
空

三

.L



地

頚

飾
十
七
令

も
著
し

い
事
賓
と
し

て､
交
通
栄
路
を
拳
げ
ね
ば
な
ら

ぬ
｡
光
づ
前
述
の
洛

街道
の
締
付
は
沼
津
か
ら
東
方
三

島

は
断
潰
し
鉱
は
箱
根
八
里
の
官
路
を
見
れ
ば
､
三
島

か
ら
胡
田
村
は
差
腰
-,>
枚
並
樹
の
間
を
縫
ふ
て
外
輪
山

を
登
る
と
､
球
児
新
田
､
市

ノ
山
新
田
､
三
ヅ
谷
新
田
.

笹
原
新
田
､
山
中
新
田
と
'
新
田
な
る
名
柄
を
附
し
た

繁
渉
が
整
列
し
て
ゐ
る
.
rJ
れ
主
と
し
て
箱
状
路
が
官

路
と
覆
っ
て
か
ら
新
た
に
移
任
し
凍
っ
た
も
の
で
､
中

ほ
は
故
郷
の
名
綱
む
冠
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
｡
敏
の

哲
道
の
元
山
中
か
ら
水
飲
附
近

へ
移
任
し
て
山
中
新
EE

と
桝
す
る
如
き
は
夫
で
あ
る
｡

箱
状
町
は
元
和
三

年
家
康
の
遺
命
は
よ
少
同
四
年
に

捕
朋
の
設
置
n
れ
る
と
同
時
は
箱
根
宿
と
し

て開
か
れ

た
も
の
で
あ
る
｡
即
ち
夫
以
前
に
於
で
は
現
在
の
祭
蕗

の
西
端
な
る
牛
虎
川
町
に
四
､
五
月
の
農
家
の
あ
る
の

み
で
あ
っ
た
ら
し

い
が
､
踊
所
設
置
の
際
小
田
原
の
石

内
太
郎
左
術
門
甜

欝

が

命
を
受
け
て
本
陣
と
な
み
､
小

田
原
の
町
民
を
件
ふ

て移
住
し
た
の
で
あ
る
.
之
現
在

の
箱
根
町
大
字
小
田

原町
の
起
源
で
あ
る
0
町
の
酉
部

節

訳
助

三
品

三

二

の
大
部
分
は
三
島
の
町
民
を
移
住
せ
し
め
た
ほ
起
因
す

る
も
の
で
､
現
在
の
大
学
三
島
町
が
之
で
あ
る
｡
此
の
小

田
原
､
三
島
の
町
堺
は
郵
便
局
宗
本
陣
石
内
九
告
郎
洗
顔
澄

附
近
で
あ
る
.
開
所
は
閏
よ
う
小
爪
原
藩
主
の
預
-
で

を
らヤ

大
草
小
田
原
町
に
在
っ
た
｡
踊
朗
の
米
側
に
は
字
新

谷

町
も
田
兼
ね
の
で
あ
る
｡
元
凍
此
の
地
は
政
治
的
要
素

を
十
二
分
に
食
止
で
は
ゐ
る
が
本
を
質
せ
ば
交
通
は
蹄

肴
す
る
｡
藍
は
柿
現
坂
を
登
-
東

雲
川
の
谷
に
向
ふ
と

お
ひ
だ
ひ
ら
あ
ま
ざ
け

笈

卒

の
醒

(
甘

酒
)茶
屋
で
p
金
-
旅
客
相
手
の
名
種
で

あ
る
｡
愈
々
須
雲
川
の
谷
に
出
る
と
畑
宿
で
あ
る
｡
名

む
聞
-
だ
ほ
交
通
繁
路
で
'
純
熱
た
る
樺
町
を
為
し
小

田
原
箱
根
間
の
問
の
宿
(大
名
の
休
息
所
は
余
剰
久
平
氏
宅
よ
り

四
三

秤
目
)と
し
て
凍
え
死
も
の
で
､
民
家
の
内
部
を

一

見
L
tJ
も
普
通
農
家
と
は

大

い
に

趣

を
典
に
し
て
ゐ

る
｡
更
に
下
れ
ば
須
室
川
が
あ
る
｡
之
も
樺
形
の
交
通

栄
藤
で
'
最
低
は
い
ざ
知
ら
ず
問
民
文
撃
に
其
の
名
を

得
た
健
勝
五
郎
初
載
夫
妻
の
韮
79
此
の
地
の
鎖
雲
寺
は

あ
る
O
藍
は
下
れ
ば
湯
本
茶
屋
(
1
名
姦
J
茶
讐

rJ
れ
も

交
通
栄
藤
と
し
て
生
立
ち
､
畑
宿
と
共
は
間
の
宿
と
し



て
繁
H
iIL
AJ
の
で
あ
る
O

攻
は

基
相
通
む
見
る
ほ
'
仙
ポ
頂
も
箱
根
薬
餌
道
の

踊
所
の
所
在
地
で
政
治
的
意
味
ikt含
ん
で
を
-
､
産
業

要
素
も
加
は
っ
て
は
居
る
が
半
ば
は
交
通
栄
終
､
埴
ケ

茶
屋
は
乙
女
峠
に
蒸
ら
凡
と
す
る
朗
､
又
下
っ
て
凍
た

魔
で
あ
る
｡
足
柄
路
の
関

本
は
廷
薯
の
昔
の
坂
本
輝
の

一
部
で
之
も
起
原
は
交
通
栗
蕗
で
あ
る
.
近
時
地
道

･

軌
道
の
開
通
で
騨
前
に
栄
静
を
蕉
じ
ね
も
の
は
舶
皆
あ

る
け
れ
ど
も
多
-
は
我
殊
の
栄
蕗
が
騨
前
に
延
び
た
も

の
で
あ
る
が
､
鑑
に
特
筆
せ
ん
と
す
る
の
は
駿
豆
電
銭

の
終
鮎
た
る
修
善
寺
騨
前
で
あ
る
.
此
塵
は
北
狩
野
甘

粕
久
保
の
循
肘
で
あ
っ
た
も
の
が
終
端
輝
と
在
っ
て
近

時
狩
野
川
上
流
に
於
け
る
交
通
の
要
と
し
て
'
奥
伊
豆

の
咽
喉
を
舶
す
る
地
瓢
と
在
っ
て
新
ら
し
-
束
を
吐
き

つ
ゝ
あ
る
交
通
緊
群
で
あ
る
｡

殆
ど
政
治
的
意
味
か
ら
城
下
町
と
し
て
任
立
つ
LJ
の

が
韮
山
申
撃
杖
附
近
で
あ
る
が
､
今
は
城
下
町
と
し
て

の
面
影
を
偲
ぶ
ほ
足
ら
な

い
.
併
し
な
が
ら
城
虻
の
束

は
江
川
氏
の
離
党
宇
野
太
郎
親
信
が
移
任
し
た
際
十
三

煉
瓦
刺
交
淋
地
方

の
米
終
に
判
す
る
掘
出
地
銀
的
考
然

名
の
家
の
子
郎
盛
が
各

一
家
を
構

へ
た
る
に
起
因
し
其

の
後
江
川
氏
が
代
官
と
し
て
明
治
に
至
っ
た
の
で
'
今

で
は
元
の
城
下
町
の
基
部
に
偉
し
て
江
川
家
の
門
前
町

た
る
か
の
如
き
観
を
量
し
た
金
谷
匿
が
あ
る
｡

政
治
と
交
通
と
を
要
素
と
す
る
純
粋
の
も
の
と
し
で

は
､
先
づ
第

1
は
前
記
の
箱
根
を
推
し
之
に
小
田
原
､

潤
津
を
加

へ
虹
は
給
田
を
加
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
｡
尤
も

給
田
は
交
通
の
み
在
ら
ず
酒
匂
地
溝
に
臨
み
経
済
的
意

味
が
操
か
つ
ね
で
あ
ら
う
が
､
秦
野
盆
地
の
西
門
を
据

す
る
地
鮎
で
あ
わ
､
種
籾
の
弟
の
朝
長
の
給
田
事
が
あ

わ
'
其
の
死
後
平
家
全
盛
の
世
に
は
大
庭
景
観
が
平
家

の
馬
に
改
造
し
カ
と
云
ふ
｡
其
の
後
給
田
氏
が
苗
は
居

-
北
棟
早
雲
に
款
を
通
じ
て
老
臣
と
な
-
､
此
の
地
を

紙
筒
は
俸

へ
た
'
即
ち
松
田
紙
領
之
で
あ
る
.
誤
れ
ば

此
地
は
交
通
の
み
な
ら
ず
政
治
的
要
素

が

濃

厚

で
あ

る
｡
小
田
原
は
既
に
鎌
倉
時
代
か
ら
其
の
名
は
あ
つ
ね

が
十
六
夜
口
記
の
作
者
が
前
の
如
-
二
十
八
日
の
未
明

に
伊
豆
の
開
府
を
出
て
箱
根
を
越
え
た
記
事
に
'

｢松
坂
よ
り
揃
に
川
で
て
目
茶
れ

か
ゝ
る
に
'
獅
と
ま

る
べ
き
桝
治
し

三
悪

三
三



地

球

鰐
十
七
容

仰
瓦
の
大
槌
ま
で
見
地
さ
る
1

脂
づ
ら
を
､

い
づ
こ

と
か
と
剛

(
ど

知
り
た
る
人
も
な
し
｡
職
人
の

家
の
み
ぞ
あ
る
｡
脂

人
の
す
む
そ
の

虫
の
宅
も
し
ら
浪

の
'
よ
す
る
渚
に
柄
や
か
ら
ま
し
｡
絢
子
川
と

い

ふ
川
を
､

い
と
暗
-
て
た
ど
り
渡
る
O
今
吋
は
拙
句
と

い
ふ
鹿
に
と

ど
ま
る
L

と
あ

っ

て

明
か
を
如
-
'
小
田
原
附
近
は
海
士
の
I焚
-

火
に
焦
n
れ
る
地
で
旅
人
の
宿
る
べ
き
魔
も
夜
-
､
阿

俳
尼
は
暗
夜
酒
勾
川
を
渡
っ
た
も
の

で
あ
ヵ
､
宴
町
時

代
に
入
っ
て
か
ら
も
太
拘
道
継
の
歌
に

｢
な
る
rJ
弓
欄

が
小
拝~
児
見
渡
せ
ば
稲
葉
の
未
に
苫
わ
ぐ
群
島
｣
と
あ

る
を
見
れ
ば
ま
だ
そ
の
初
期
に
は
繁
華
を
町
で
は
な
か

っ
た
が
､
大
森
氏
の
居
城
地
と
在
っ
て
繁
昌
し
殊
に
北

櫨
早
雲
が
愛
は
居
を
構

へ
て
坂
東
に
漉
令
す
る
は
及
ん

で
著
し
-
文
化
の
向
上
を
凍
L
t
其
の
後
小
田
原
の
文

明
は
江
14
へ
移
つ
ね
と
は
云

へ
穂
川
時
代
に
入
っ
て
か

ら
も
城
下
町
で
あ
ゎ
､
且
箱
根
格
が
官
路
と
な
つ
で
か

ら
益
々
繁
発
を
凍
し
た
｡
沼
津
も
亦
交
通
と
政
治
で
鐘

立
っ
た
､
と
云
ふ
の
は

一
部
は
誰
倉
時
代
か
ら
の
未
聞

の
要
路
で
東
北
部
在
る
三
振
橋
の
蓮
は
車
速
と
て
史
上

に
知
ら
れ
た
塵
､
叉

一
部
は
招
津
城
-
育
-
は
三
戚
橋

鈴

五

紙

恵
山ハ

三
四

城
'
天
正
七
年
武
刑
の
軸
路
の
築
-
と
こ
ろ
-
の
城
下

町
で
あ
-
､
河
に
沿

へ
る
城
南
の
沼
津
栄
藤
は
其
の
名

の
示
す
如
-
水
運
の
津
で
あ
わ
､
rJ
J
が
中
心
と
し
て

磯
鶏
し
北
進
し
て
播
州
時
代
の
要
輝
と
夜
つ
ね
｡

産
業
祭
静
の
敢
初
の
79
の
と
し
で
は
殆
ど
盤
村
漁
村

で
あ
る
｡
耕
地
を
飴
n
ざ
る
海
岸
の
衆
群
は
漁
村
の
光

な
る
も
の
で
､
異
穐
轡
内
の
栄
蕗
の
如
p
Jは
暮
し
其
の

典
型
的
の
79
の
で
あ
た

西
岸
の
静
浦

村
の
衆
蕗
も
江

の
浦
に
せ
よ
獅
子
洛

托
せ
よ

何
れ

79
漁

業

で
生
立
っ

た
｡
社
菅
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
生
立
っ
た
の
が
韮
山
の
四

円
町
と
三
島
の
二
日
町
で
あ
る
｡
前
者
は
北
膝
の
市
場

で
あ
っ
た
｡
恐
ら
-
四
の
日
に
市
の
立
っ
た
名
残
の
名

箱
で
あ
ら
う
O
其
の
隆
盛
は
此
の
地
は
興
っ
た
北
棟
時

政
以
後
で
あ
る
ら
し

い
｡
二
日
町
は
社
菅
菅
笠
を
批泊
る

人
家
の
鮎
在
し
た
越
で
､
笠
総
の
里
と
栴
し
た
.
其
の

彼
此
の
附
近
在
る
大
松
原
で
毎
月
二
日
に
市
を
開

い
て

繁
昌
し
た
｡
故
に
二
日
市
場
と
柄
し
な
の
で
あ
る
｡
此

の
罫
は
慶
長
初
年
に
止
A
だ
ら
し

い
が
名
桝
は
依
然
と

し
て
今
日
に
及
ぶ
も
の
で
ー
三
島
大
酢
の
前
方
即
ち
下



m
鵜
道
の
起
鮎
附
近
が
夫
で
あ
る
｡

工
場
栄
群
の
允
な

る
も
の
は
小
出
で
､之
亦
典
型
と
云
以
得
る
で
あ
ら
う
.

愛
鷹
山
麓
両
地
方
は
先
史
原
史
の
時
代
む
通
じ
て
居

住
は
通
普
な
地
鮎
と
し
て
選
ば
れ
恐
ら
-
引
椋

い
て
輩

出
単
独
の
架
蕗
が
低
位
置
に
出
凍
'
地
形
の
担
化
に
裡

ふ
て
純
農
と
在
-
産
物
の
相
加
と
共
に
月
数
を
増
し
山

麓
線
に
滑
ふ
て
見
卯
な
形
態
を
有
す
る
に
至
っ
た
｡
そ

れ
と
同
時
に
砂
丘
昔
に
漁
業
者
の
移
住
が
あ
っ
て
先
づ

散
村
を
作
上

地
形
の
慶
化
と
共
に
農
業
と
相
保
っ
て

人
口
を
簡
し
､
談
倉
時
代
以
後
交
通
栄
蕗
を
形
成
し
加

ふ
る
に
東
海
道
の
要
と
な
-
､
荷
且
近
時
東
海
道
線
の

開
通
に
よ
っ
て
保
養
地
と
し
て
益
々
発
展
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
｡
即
ち
先
づ
北
方
山
地
の
下
腹
面
に
附
う

で
繁
群
を
蕉
じ
､
頂

い
て
下
降
し
次

い
で
南
方
の
砂
丘

昔
に
産
業
と
交
通
及
び
束
僕
を
要
素
と
す
る
安
静
が
仕

立
っ
た
｡

甑
泉
栄
落
と
し
て
長
岡
は
賓
に
典
型
で
あ
る
｡
即
ち

明
治
四
十

.E
年
頃
初
め
て

皿泉
を
得
た
常
時
に
は
僅
か

に

一
二
の
農
家
の
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
今
日
の
盛
大

些
丸
型
光
琳
地
方
の
蛇
稀
に
封
す
る
解
放
地
即
的
考
察

を
凍
た
し
､
駿
豆
電
蝕
を
し
て
ir
泰
独
泉
に
近

い
補
修

輝
を
今
や
｢
伊
豆
長
岡
｣
と
改
栴
せ
し
め
る
ほ
至
っ
た
.

長
岡
の
程
恵
や
蓋
し
想
ふ
べ
L
で
あ
る
｡
畑
毛
も
亦
大

仙
山
の
麓
は
幌
泉
は
空

止
っ
た
｡
熱
海
の
如
き
は
発
色

と
気
僕
の
要
素
が
加
は
っ
て
居
-
は
す
る
も
の
の
温
泉

栄
藤
で
'
鎌
倉
時
代
か
ら
既
に
開
け
て
藩
に
今
日
の
盛

大
を
為
す
に
至
っ
た
も
の
で
､
そ
の
間
歌
泉
は
人
目
を

惹
-
も
の
で
あ
っ
た
｡
箱
根
火
山
内
の
宋
蕗
は
箱
状
､

元
箱
根
､
畑
宿
'
須
雲
川
､
仙
石
原
等
の
特
殊
の
地
方

む
除

い
て
は
麓
ノ
湯
､
宮

ノ
下
に
せ
よ
､
庇
倉
､
塔
ノ

韓
に
せ
よ
､
堂
ケ
島
に
せ
よ
殆
ど
全
部
温
泉
緊
蕗
で

1

種
異
様
な
別
天
地
で
あ
る
｡

宗
教
的
繁
藤
と
し
て
は
好
例
は
乏
し
い
が
南
足
柄
村

の
敢
乗
寺
道
了
堂
の
グ
ル

ツ
プ
が
蓋
し
之
で
俗
塵
を
披

い
た
別
天
地
で
あ
る
｡
此
の
寺
は
曹
洞
宗
の
互
刺
で
大

雅
山
鹿
乗
寺
と
云
以
､腰
永
元
年
の
開
基
と
樽

へ
ら
る
.

従
っ
て
人
家
は
そ
れ
以
後
に
建
て
b
れ
ね
｡
攻
は
韮
川

の
寺
家
で
あ
る
｡
此
の
地
は
文
治
五
年
六
月
源
楓
朝
が

職
成
就
院
を
建
立
し
た
に
初
せ
る
も
の
で
寺
院
の
門
前

二

七

三
<



地

球

節

十

七

港

町
で
あ
る
｡
併
し
此
附
進
は
北
修
の
地
で
前
北
棟
や
堀

越
公
方
と
の
閥
係
も
な
き
に
あ
ら
ず
で
あ
る
｡
帥
配
架

落
と
し
て
は
先
づ
元
箱
版
で
'
此
の
集
落
は
箱
根
楯
現

(今
囲
酢
小
机
卿
収
州
批
)
の
鳥
居
本
町
と
し
て
蕉
立
っ
た
｡

建
立
の
年
次
は
評
か
で
覆

い
が
本
地
垂
迩
龍
が
発
展
し

て
後
､
EkJ
中
質
茸

光
年
は
常
食
上
人
が
凍
て
春
牽
す
る

に
及
ん
で
繁
昌
す
る
こ
と
に
な
-
'
源
頗
朝
が
石
橋
山

に
破
れ
た
常
時
､
常
鮎
の
別
館
に
授
け
ら
れ
て
以
塞
源

家
信
仰
の
的
と
な
か
そ
れ
以
後
益
々
繁
昌
す
る
こ
と
に

在
っ
た
｡
併
し
往
昔
は
多
少
交
通
緊
渉
の
役
割
も
加
は

っ
で
は
ゐ
iiJら
し

い
が
'
箱
根
路
が
鷹
遊
山
htLJ糎
や
う

が
宮
路
が
須
雲
川
の
谷
に
曲
げ
ら
れ
衡
隣
は
箱
状
宿
が

開
か
れ
て
も
､
紳
聴
栄
落
と
し
て
殆
ど
欝
饗
の
な

い
7P

の
で
あ
っ
た
.
殊
に
鞠
所
附
近

一
昔
の
地
HLJ御
要
事
山

と
し
て
政
79
厳
し
-
取
締

っ
た
穂
川
時
代
に
於
で
も
此

の
地
域
は
楯
現
徹
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
政
治
の
圏
外
に
旭

越
し
て
明
治
に
至
っ
た
も
の
で
仝
-
好
箇
の
醐
酢
町
で

あ
る
｡
自
治
制
&
.敷
か
れ
た
今
日
に
於
で
も
箱
根
p
元

箱
根
p
既

ノ
湯
の
小
三
ケ
町
村
が
合
併
す
る
に
至
ら
ず
.

飾
五
紙

三
芳

三
六

漸
-
組
合
役
場
を
設
け
､
小
学
校
亦
近
時
漸
-
組
倉
と

な
っ
た
如
き
は
蚤
-
成
立
の
起
源
と
歴
史
と
職
能
を
異

に
す
る
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
｡

三
島
は
二
日
町
rJ
を
社
菅
の
市
場
に
珪
立
ち
は
し
た

が
'
交
通
政
治
嘉
数
を
主
な
る
要
素
と
し
て
磯
逢
し
た

即
ち
町
が
兼
問
は
長
-
且
南
北
は
腕
を
出
し
て
居
る
の

は
'
往
昔
か
ら
既
は
多
少
は
東
酉
の
交
通
路
は
常

っ
て

居
か
'
殊
に
近
世
の
要
路
で
あ
-
､
且
叉
南
北
の
交
通

に
も
閥
係
し
て
ゐ
ね
交
通
繋
弥
た
る
乙
と
聖
不
し
て
居

る
も
の
で
あ
る
.
叉
溝
-
か
ら
囲
府
の
地
と
な
-
囲
分

寺
岡
分
尼
寺
が
建
て
ら
れ
三
島
醐
乱
が
建
立
せ
ら
れ
た

瓢
に
凝
達
の
起
源
を
有
す
る
｡
政
治
上
よ
･Jl
L
で
は
軍

に
社
昔
囲
府
の
地
た
-
し
の
み
な
ら
ず
､
徳
川
時
代
に

入
っ
て
も
そ
の
初
世
よ
-
賛
腰
年
間
迄
代
官
陣
屋
が
あ

-
'
其
の
後
陣
屋
を
韮
山
に
移
し
て
後
も
出
張
所
を
此

の
地
に
龍

い
て
ゐ
た
｡
即
ち
敏
速
の
要
素
を
多
分
に
有

し
て
ゐ
る
が
元
を
正
せ
ば
地
川
的
位
置
の
良
好
は
鋸
者

す
る
｡
叉
文
化
の

.i
中
心
と
し
て
愛
は
特
に
留
悪
す
べ
･)上み

P
,は
大
姉
の
東
側
な
る
宵
町
即
ち
元
の
酢
家
相
に

膳

御



か
,)'

こ
み
か
fJ

門
(現
今
は
小
御
門
)な
る
地
名
の
存
在
と
､
其
塵
に
亦
厭
の

胤
刷
岩
永
購
命
を
配
る
加
茂
榊
聴

河
合
･家
の
後
雄
に
あ
っ

た
が
今

は
火
北
に
池
施

し
他
と
介
和
し
て
あ
る
)

の
存
在
す
る
こ

と

で
あ

る
｡
伴
も
[J
J
に
は
敢
近
ま
で
天
文
基
が
あ
っ

た
｡
其
の
起
源
は
第
-Eii+
九
代
光
仁
天
童
の
賛
弛
年
間

に
僻
師
と
し
河
(
=
家
が
端
部
よ
-
移
っ
た
も
の
で
爾
来

観
測
"LJ司
-
明
治

十
七
'
八
年
頃
ま
で
三
島
膳
を
領
分

し
た
rJ
と
之
で
あ
る
｡

･因
に
季
山
河
人目髄
節
の
川
し
た
｢明
哲
売

三
位
解
し
(油
水
曽
彦
氏

桝
捕
)
は
･:･iI的
弦
匁
証
分
で
あ
っ
た
O
髄
節
の
長
胡
準
:Hi河
合
払.胎

代
は
仰
瓦
鈍
行
;
1'で
あ
る
L

泥
臭
と
宗
教
と
を
製
菓

と
し
て
空

止
っ
た
の
は
修
善

寺

と
伊玉
山
で
あ
る
｡
修
善
寺
は
妊
僻
十
七
年
に
柾
谷

に
弘
法
大
輔
(鍋
は
そ
の
塑
十
北
隣
と
も
云
ふ
)
が
畢
盲
の
道
場

む
開

い
た
ほ
始
ま
る
も
の
で
今
の
地
名
は
其
の
寺
雛
か

ら
起
つ
7
0
寺
は
勿
論
畢
吉
宗
で
あ
っ
た
が
後
緯
嘉
に

改
ま
-
修
善
寺
と
云
ふ
や
う
に
な
っ
た
｡
列
閃
安
山
岩

の
列
幅
か
ら
湧
出
す
る
弼
鮎
の
湯
は
弘
法
大
師
が
寺
前

の
牲
川
た
狗
鮎
で
穿
っ
た
ほ
因
む
と
云
ふ
｡
斯
-
ITJ
甜

倉
時
代
に
入
っ

て繁
昌
す
る
と
共
に
又
幾
多
の
悲
劇
を

駄
文
塑

父
非
地
方

の
媒
拓
に
劉
す
る

雁
故
地
州
的
考
察

蔑
ん
で
今
に
其
の
面
影
を

留

め
て
は
居
る
が
､
兎
も
角

今
日
の
繁
発
を
凍
た
す
に

至

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
伊
豆

山
は
伊
豆
山
構

現
(今
桝
幣
小
龍
仰
瓦
出
御
批
)
と
挽
泉
む
要

素
と
し
て
居
る
が
､
火
刑
薫
で
延
着
式
醐
名
帳
に
伊

豆

囲
田
方
郡
火
車
須
比
命
醐
批
と
あ
る
も
の
で
､
往
昔
氏

子
は
醐
孫
と
云
は
れ
異
に
氏
の
榊
と
氏
の
子
と
の
輔
係

に
あ
る
も
の
と
r
uれ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
又
塩
泉
も
明

治
三
十
年
ま
で
醐
融

の所
有
で
あ
っ
た
が
､
蒸
し
規
泉

帥
融
で
､
本
を
貿
せ
ば
渦
泉
柴
落
と
7?
怒
る
が
鎌
倉
殿

の
尊
信
が
厚
-
政
子
の
如

き
は
屡

々
馨
揮

し

た

と

云

ふ
｡
乙
の
榊
は
箱
根
槽
覗

と
共
に
二
期
構
現
と
云
以
参

邦
も
多
-
今
日
の
盛
大
を
塞
た
し
た
｡
即
ち
此
の
地
79

附
近
の
温
泉
と
同
じ
-

鎌
倉
時

代
以

後

の
磯
蓮
で
あ

る

0御
殿
場
附
妃
は
先
史
時
代
か
ら
住
民
の
あ
っ
た
魔
で

一
部
は
交
通
栗
群
の
役
割
む
演
じ
て
ゐ
ね
が
其
の
地
名

の
起
源
に
就

い
て
或
は
蝿
朝
の
冨
士
の
幕
狩
に
起
因
す

と
云
ひ
､
又
岩
田
博
士
は
其
の
薯
大
日
本
地
名
僻
音
に

於
で

｢
薦
名
杉
中
村
と
云
へ
る
堅
uEl
和
三
年
幕
府
久
能

ま

れ

三

七



地

球

筋
十
七
谷

山
よ
-
東
照
公
の
遺
骸
恕

日
光

へ
移
逢
せ
し
け
る
時
'

此
鹿
は
暇
蘭
h

T建
て
俗
栴

御
殿
場
と
云
へ
る
よ
-
地
名

と
な
っ
た
｣
と
云
は
れ
で
ゐ
る
が
､
叉
御
殿
場
町
役
場

自
ら
の
研
究
で
は
元
旦
光
年
は
徳
川
公
が
皆
地
に
暇
御

殿
を
新
築
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
.
以
凍
杉
中
村

を
改

挿
し
て
御
殿
場
村
と
柄
し
た
｡
又
常
地
方
は
祉
菅
御
食

米
を
納
め
た
こ
と
が
あ
る
の
で
御
厨
郷
と
挿
し
光
が
維

新
以
塞
自
然
其
の
名
種
は
消
滅
し
た
｡
然
れ
ど
も
督
町

は
御
厨
郷
の
中
火
は
付
す
る
を
以
て
其

の
縁
故
を
引
F
J

御
厨
町
と
栴
し
た
｡
そ
れ
を
大
正
三
年
に
吏
-
御
殿
場

町
と
改
栴
し
た
と
云
ふ
の
で
あ
る
｡
何
れ
が
異
な
･1
や

他
日
の
研
究
に
待
っ
.
又
乙
J
に
洗
意
す
べ

き
は
御
殿

場
町
の
東
光
利
加
相
で
あ
る
｡
明
治
三
十
年
に
ア
メ
リ

カ
の
宜
数
師
に
よ
っ
で
別
荘
地
と
し
て
埋
ま
れ
ね
の
で

あ
る
｡
rJ
れ
蓋
し
箱
状
の
裾
野
は
任
し
富
士
の
秀
峰
を

臨
み
俗
塵
を
抜

き
且
夏
季
気
候
の
冷
涼
在
る
ほ
よ
る
も

の
で
あ
ら
う
｡

六
､
政
治
及
び
交
通
系
統
の
撃
蓬
と

緊
藩
の
消
長

節

五

紙

宍
〇

三
八

開
ケ
脱
合

戦
の
間
際
に
近
江
長
渚
の
田
中
孫
作
が
霜

都
か
ら
小
川

迄
走
っ
た
こ
と
に
は
気
付
か
ず
､
僅
か
二

十
哩
の
ア
ブ
ト
ン
の
み
を
知
る
如
-
､
多
-
の
識
者
が

交
通
系
統
の
塵
連
と
繁
蕗
の
盛
衰
を
諭
ず
る
際
地
中
海

沿
岸
の
諮
都
雄
を
例
に
引
-
が

｢
道
は
近
d
Jに
在
-
｣

と
は
比
の
場
合
に
79
督
供
せ
る
｡
乙
の
地
方
は
小
規
模

で
rJ
を
あ
れ
多
-
の
単
連
を
繰
返
し
て
居
る
も
の
で
従

っ
て
栄
蕗
の
盛
衰
滑
長
は
之
に
件
ふ
tJ
大
で
あ
る
｡

祉
骨
は
足
柄
路
が
公
道
で
あ
っ
て
産
業
要
素
と
新
株

っ
て
御
殿
場
､
竹
ノ
下
､
矢
倉
樺
､
槻
木
が
発
え
､
筏

に
南
北
両
道
を
通
る
rJ
と
は
な
-
史
は
徳
川
時
代
に
入

っ
て
箱
根
路
が
骨
格
と
夜
つ

てか
ら
未
が
褒

へ
た
の
み

な
ら
ず
西
箱
根
常
道
の
党
路
が
元
山
中
を
始
め
裏

へ
宝

町
田
や
本
宿
も
其
の
影
響

を
受
け
ね
と
瓜
は
れ
る
が
'

箱
根
町
の
如
き
は
元
卸
四
年
新
た
に
箱
赦
宿
と
し
て
鍵

設
n
れ
ね
も
の
で
､
徳
川
中
世
に
は
二
百
四
十
月
(石
内

九
台
郎
氏
に
よ
る
)
も
あ
-
､
酷
茶
屋
の
如
き
も
定
住
人
家

の
外
に
出
店
が
出
水
､
畑
宿
794亦
交
通
線
路
が
開
か
れ

た
偽
に
聴
蓮
し
た
も
の
で
暇
本
陣
ru
へ
あ
-
間
の
宿
で



め
-
な
が
ら
宿
名
さ

へ
も
附
せ
ら
れ
､
須
雲
川
も
亦
恩

恵
を
巣
-
水
飲
附
妃
が
敬
逢
し
て
;
中
新
田
と
怒
ら
､

機
に
三
月
の
良
案

或
は
茶
空

の
あ
っ
た
二
一
ヅ
家
が
磯
達

し
三

二
谷
新
田
と
な
-,L
.
雨
水
の
為
に
交
通
不
便
で
篠

を
敷

い
て
倭
は
を
の
便
な
は
か
つ
ね
即
ち
篠
原
が
磯
属

し
て
笹
原
新
田
と
在
っ
た
｡
輔

ノ
山
新
閏
は
箱
状
路
が

宮
路
と
な
つ
て
か
ら
人
家
が
軒
を
琴

へ
て
帝
を
為
す
ほ

至
っ
た
為
に
市
ノ
川
と
云
ふ
や
う
に
な
っ
た
と
云
は
れ

叉
三
島
宿
か
ら
第

一
番
目
の
山
の
意
で
あ
る
と
重

石
は

れ
で
ゐ
る
が
磯
連
は
兎
に
角
参
勤
交
代
以
後
の
rJ
と
で

あ
る
0
叉
荒
塚
多

き
初
音
が
繁
昌
し
て
塚
脱
新
田
と
在

っ
た
｡
加
之
小
田

原
旦

二
島
79
大

5,
に
繁
華
に
趣

い
た

の
で
あ
る
｡

偽
る
に
明
治
維
新
と
同
時
に
大
打
撃
を
受
け
た
の
正

各
宿
で
あ
り
､
俳
も
其
の
先
登
に
立
っ
も
の
は
本
陣
で

あ
っ
た
｡
殊
に
姦
ノ
茶
屋
の
如
d
TJは
維
新
の
其
繁
に
ru

へ
か
㌧
つ
た
の
で
あ
る
.
加
ふ
る
ほ
明
治
十
九
年
光
源

混
線
の
開
通
は
又
し
て
も
大
撃
動
を
輿

へ
た
｡
即
ち
小

刑
原
'
箱
状
､
三
島

の十
月
に
散
る
本
陣
申
､
歴
欽
…と

駿
文
型

父
外
地
方
の
柴
欝
に
封
す
る
推
故
地
桝
的
背
教

留
ま
る
は
只
箱
根
の
石
内
九
官
邸
氏
と
三
島
町
小
中
島

の
樋
口
停
左
衛
門
氏
あ
る
の
み
と
な
っ
た
.
他
方
に
は

御
殿
場
が
大

い
に
復
活
し
亜
米
利
加
付
き

へ
も
出
凍
ね

の
で
附
鑑
に
睡
る
先
史
原
史
の
民
族
も
大
い
に
補
足
し

小
川
の
工
場
準

称
は
金
-
東
海
道
線
の
生
ん
だ
産
物
に

外
字

畠

.
斯
る

l
方
に
於
で
箱
根
格
の
衆
蕗
が
小
田

原
を
始
め
著
し
く
裏

へ
､
須
豊
川
の
如

き
も
金
-
塞
相

と
夜

-1
'
只
人
家
が
街
道
の
両
側
に
平

行
し

て樺
町
の

形
状
を
撒
揮
し
倭
に
過
去
の
変
通
栄
藤
た
る
を
不
す
に

留
ま
,c
l､
辛
う
じ
て
勝
五
郎
と
初
花
に
其
の
地
名
を
聯

想
せ
し
め
る
の
み
と
な
-,>
'
其
の
上
流
離
木
小
屋
の
野

立
所
(小
芸

の
州
)
の
如

き
最
早
跡
形
も
を
-
､
畑
宿
は

維
新
督
時
四
十
二
月

(
昭空
売
十
二
月
'
八
十
八
歳
の
余
剰
久

平
氏
に
ょ
る
)
も
あ
㌔

賓
に
街
道
の
要
衝
で
あ
っ
た
｡

基
ノ
茶
屋
や
元
箱
根
の
如
-
戦
乱
の
巷
と
は
な
ら
は
し

な
か
っ
た
が
､
王
政
維
新
と
東
海
道
線
の
開
通
と
は
此

の
地
を
顧
み
ず
今
や
三
十
月
(余
剰
氏
に
よ
る
)
と
夜
か
.

I,
ン
ザ
キ
ほ
倭
に
其
の
名
を
留
ひ
る
の
み
｡
其
の
西
方

樫
東
平
の
野
立
所
の
如
き
探
ぐ
る
に
跡
を
-
､
笈
卒
の

責

1

三
九



地

球

節
十
七
谷

酷
茶
屋
は
篠
の
中
な
る
借
は

一
月
の
膳
が
伏
屋
は
其
面

影
を
留
ひ
る
の
み
と
な
っ
た
｡
箱
根
町
は
江
戸
詰
府
の

勢
力
の
反
映
と
見
る
べ
き
も
の
で
'
先
づ
穂
川
氏
は
よ

っ
て
建
設
せ
ら
れ
小
川
原
､
三
島
の
両
問
屋
場
を
有
L

H
を
蓬
ふ
て
柴

へ
中
世
に
は
二
BT.TT
四
十
月
も
あ
っ
た
｡

然
る
に
幕
肝
の
勢
力
の
哀
歓
と
共
は
民
家
は
減
少
し
元

治
元
年
に
は
竹
六
十
月

(石
内
代
に
ょ
る
)
と
な
っ
た
G
而

し
て
内
宵
月
は
旅
閏
で
あ
-
､
中
に
本
陣
五
軒
脇
本
陣

二
軒
あ
っ
た
｡
即
ち
月
数
の
六
割
二
分
五
朗
は
賎
舘
で

あ
っ
た
｡
政
治
的
要
素
を
有
す
る
と
は
云

へ
如
何
に
も

交
通
党
務
の
特
色
を
聴
擬
し
て
ゐ
ね
の
で
あ
る
｡
踊
所

の
鷹
止
と
兼
源
道
銀
の
開
通
と
利
保
っ
て
明
治
三
十
年

代
に
は
人
口
は
減
少
し
た
け
れ

ど
も
､
悪
だ
七
宵
五
十

(吉
E
氷
化
氏
地
名
即
翌

も
あ
つ
た
が
'
漸
減
を
頂
け
て
敢

近
ほ
及

止
だ
の
で
あ
る
｡
徳
川
時
代
に
は
蔵
飴
が
多
-

従
っ
て
下
女
下
男
も
舶
皆
屠
ね
で
あ
ら
う
が
今

一
月
平

均
七
人
と
恨
定
す
れ
ば
'
次
の
如
き
組
路
が
表
は
れ
で

来
る
｡

節
証
舵

真

一
1

四
〇

元
治
元
年

明
治
三
十
年
代

大
正
七
年
末

大
正
九
年
十
月

一
日

大
正
十
四
年
十
月

一
口

昭
和
五
年
十
月

一
_

一
一
二
〇
名

七
五

〇
名

五
九

二
名

五
〇
八
名

四
八
三
名

五
三
七
名

L叫;):
.‖_
汁
.

ノ4
･-ノ
｢-
･･l

.i

六八

〇

名

で
あ
る
｡
槻
地
の
兼
側
な
る
新
谷
町
の
如
き
は
立
場
を

盆
ね
た
茶
屋
が
十
八
軒
も
あ
っ
た
ら
し

い
｡
そ
れ
が
減

少
し
た
け
れ
ど
も
未
だ
六
月
の
人
家
が
あ
つ
た
が
陣
営

の
敷
地
と
在
っ
て
､
今
は
全
部
夜
-
な
っ
た
.
聖
代
の

飴
樺
と
は
云

へ
､
消
滅
し
た
事
は
事
賓
で
あ
る
｡
而
し

て
又
各
新
田
の
如
き
何
れ
も
淋
し

い
畑
作
の
塞
村
と
鼻

-
果
て
た
｡

然
る
は
今
日
自
動
車
の
開
通
と
な
っ
て
大
分
活
気
を

帯
び
て
凍
火
の
で
あ
る
I
(似
し
ど
こ
ま
で
も
銘
の
誰
な
の
は
幼

;i･叫川
の
鶴
餌
氾
筋
で
あ
る
)
-

併
し
な
が
ら

活
気
HLJ量
L
LJ

と
で
匿
ち
ほ
人
目
の
増
加
し
た
葦
で
は
を
か
つ
LJ
O
鶴

来
大
地
震
の
災
藩
は
固
よ
-
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

が
二
度
の
囲
勢
調
査
の
結
基
は
徴
し
て
見
て
も
減
少
恕



示
し
て
わ
た
O
自
動
車
道
を
生
命
と
し
.tJ
穂
川
時
代
以

前
の
状
態
に
復
活
し
た
筈
の
蕊

ノ
湯
村
の
如
き
は
虫
気

の
影
響
も
大

い
に
あ
る
と
は
云

へ
大
iE
九
年
に
宵
三
十

七
人
を
つ
た
も
の
が
大
iE
十
四
年
に
は
八
十
三
人
に
減

少
し
て
ゐ
る
(m
L
戸
数
に
聯
減
は
な
い
)0
併
し
元
箱
状
､
箱

状
の
如

き
避
暑
客
は
確
に
櫓
加
し
て
活
菊
を
昔
び
て
凍

た
こ
と
は
軍
ふ
飴
地
が
覆

い
｡
此
の
頃
は
修
撃
旅
行
も

段
々
多
-
在
か
つ
㌧
あ
る
｡
即
ち
元
箱
状
は
大
正
九
年

以
凍
､
三
八
九
人
'

四
〇
二
人
､
垂

二
二
人
と
樹
加
し
､

箱
根
､
庶

ノ
湯
も
亦
漸
-
近
-
暁
の
徴
堅
不
し
た
の
で

あ
る
｡
此
の
時
に
潜
っ
て
北
伊
豆
大
地
震
は
湖
岸
沖
積

地
殊
に
箱
状
を
全
滅
に
漉
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
｡
自

動
車
の
開
通
で
面
白

い
現
象
は
衆
群
の
衰
微
で
あ
る
｡

特
に
取
立
で
云
ふ
昔
の
も
の
で
79
な

い
が
焼
ケ
茶
屋
の

如
き
は
･rTTT
iiii動
車
の
開
通
と
北
ハに
乙
女
峠
を
越
す
人
が
殆

ど
な
く
な
っ
た
の
で
､
敢
早
旅
客
利
手
の
商
業
の
み
で

は
立
っ
て
行
か
れ
な

い
や
う
に
在
っ
た
｡
但
し
ゴ
ル
フ

場
は
出
来
た
の
で
あ
る
.

扱
現
在
御
殿
場
が
繁
昌
し
て
ゐ
る
が
熱
源
線
開
通
の

駿
東
型

父
非
地
方

の
朱
終
に
封
す
る
僻
む
地
粕
的
考
雛

暁
亦
憩
ふ
べ
L
で
あ
る
｡
小
田
原
が
復
活
し
熱
源
､
伊

豆
山

､
湯
河
原
が
繁
昌
疑
な
-
､
三
島
は
軍
隊
を
各
す

れ
ば
大
1LiJB
E
九
年
以
来

一
五
｡七

1
五
人
､
二
〇
･
四
二
九

人
'
二
二
｡七
八
二
人
､と
隆
々
槍
知
覧

不
し
て
ゐ
る
が

更
に
輝
が
町
の
北
部
に
出
来
る
の
で
之
亦
四
通
八
達
-

汽
車
電
車
自
動
車
-
の
要
路
と
し
て
益
々
繁
栗
に
赴

d
J

市
制
施
行
も
近
さ
ほ
あ
ら
う
｡
三
島
は
口
野
に
築
港

し

沼
津
の
繁
華
を
奪
は
凡
と
活
躍
し
て
ゐ
る
ら
し

い
が
叉

薯
際
泰
弘
得
る
か
も
知
れ
伯
｡
中
郷
村
大
場
附
近
は
北

伊
豆
地
震
の
大
栗
を
受
け
た
と
は
云

へ
'
下
m
街
道
か

ら
熱
田
街
道
の
岐
れ
る
魔
で
又
畑
宅
況
泉
場
の
入
口
と

し
て
､
勝
又
健
豆
電
蛾
の
要
輝
と
し

て且
又
丹
郷
ト
ン

ネ
ル
工
事
に
対
し
て
必
要
敏
-
べ
か

らざ
る
鷹
で
あ
る

が
､

ト
ン
ネ
ル
完
成
の
隙
に
は
熱
甑
に
社
復
す
る
自
動

車
も
大

い
に
減

じ
'
大
竹
と
の
交
渉
は
金
-
用
姉
に
付

き
解
雇
と
云
っ
た
形
と
在
-
三
島
の
聴
蓮
に
揮
ふ
て
文

明
を
没
収
せ
ら
れ
軍
は

一
筒
の
田
園
緊
落
た
る
の
運
命

む
た
ど
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
交
通
系
統
が
如
何
は

痩
化
し
や
う
が
差
し
た
る
影
響
79
夜
-
交
通
衆
群
の
役

二

八

‥:･一

川

:,



IE

求

節
十
七
容

割
を
演
じ
て
氷
､
荷
雅
楽
も
依
然
と
し

て頂
け
ん
と
す

る
も
の
は
囲
府
甑
で
あ
る
｡

七
､
欝

藩

の

分

布

基
ま
で
計
算
の
歩
を
進
め
て
凍
た
が
最
後
の
答
は
次

の
通
-
で
あ
る
｡

自
然
的
確
件
は
人
舟
の
分
布
を
決
定
す
る
主
因
で
あ

る
が
住
民
の
分
布
は
草
格
の
分
布
を
概
観
す
る
rJ
と
は

よ
っ
て
其
の
軍
属
を
得
る
こ
と
が
出
凍
る
の
で
あ
る
｡

今
昭
和
五
年
国
勢
調
査
の
結
果
を
五
常
分
の

一
地
形
間

に
照
し
て
之
を
通
腰
す
る
に
､
斯
-
の
如
-
殆
ど
山
岳

を
以
て
満
た
さ
れ
た
地
域
に
於
で
す
ら
'
其
の
人
口
の

約
七
割
は

一
〇
〇
米
未
満
の
低
地
に
居
を
占
め
伴
も
主

藩
邸
は
五

〇
米
未
満
の
地
域
で
あ
わ
､
約

一
割
は

1
0

0
乃
至

二
〇
〇
米
の
間
に
麗
ら
P
残
る
二
割
は
夫
以
上

の
地
鮎
で
あ
る
｡
併
し
高
地
に
放
け
る
分
布
に
就

5'
で

は
小
山
と
御
殿
場
､
箱
根
地
方
が
澱
も
重
要
な
役
割
を

演
じ
て
居
る
｡
文
官
米
以
上
の
地
域
に
於
け
る
状
況
に

就

い
て
見
る
ほ
ー
温
泉
等
の
特
殊
棟
仲
を
有
せ
ざ
る
限

-
､
垂
直
鼻
化
の
綬
漫
在
る
鷹
に
限
ら
れ
て
居
る
の
む

節
五
紙

貢
四

四
二

見
る
｡
之
に
依
っ
て
観
で
も
人
類
の
活
動
に
は
土
地
の

高
庇
は
大
在
る
憧
件
で
夜
-
'
主
と
し
て
垂
直
礎
化
の

糊
題
に
懸
る
rJ
と
が
如
蜜
に
示
さ
れ
て
居
る
｡

分
布
を
水
平
的
に
眺
ひ
れ
ば
狩
野
川
沿
岸

完
竹
と
酒

勾
川
の
地
溝
帯
に
多
-
､
両
者
の
中
間
に
は
少
-
､
駿

河
暫
岸
と
愛
鷹
山
麓
に
盤
然
と
列
夜
-
'
其
の
中
間
に

は
金
-
秋
険
し
､
又
黄
瀬
川
の
渓
谷
に
多

い
の
は
勿
論

で
あ
る
｡
東
西
の
文
化
地
域
の
頃
鼻
骨
に
於
て
多
-
の

衆
蕗
を
有
す
る
も
の
は
箱
根
の
ア
ト
-
オ
と
丹
郵
地
裂

昔
と
で
あ
る
｡
箱
根
に
於
て
は
ア
ト

-
オ
の
平
地
と
畑

宿
を
除

い
て
は
凡
て
脱
臭
栄
藤
で
あ

る
の
は
云
ふ
骨
で

な

い
｡
地
裂
群
は
於
で
は
先
づ
田
代
盆
地
の
南
部
は
位

す
る
田
代
で
､
狭
小
な
田
地
の
粛
練
に
位
し
て
ゐ
る
は

鰹
姉
と
衛
鐘
と
は
起
因
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
｡
南
方
丹

那
と
を
連
ね
ヌ
東
西
の
文
化
地
域
の
媒
介
者
の
位
置
に

あ
る
の
が
極
井
喋
で
あ
る
｡
丹
那
の
譜
部
落
は
必
ず
育

代
文
化
の
遷
跡
地
の
下
段
に
任
し
俳
も
必
ず
山
麓
は
あ

っ
て
盆
地
底
の
田
地
を
包
囲
し
て
ゐ
る
｡
之
亦
線
溶
と

術
産
に
即
し
た
分
布
で
あ
ら
う
｡
梓
橋
も
亦
然
-
で
､



北
六
月
の
例
外
を
除

い
tJ
は
骨
山
麓
は
あ
る
｡
此
の
盆

地
底
の
･大
部
分
は
極
め
tJ
低
温
で
粘
土
と
泥
土
極
め
て

操
-
建
築
不
可
能
で
あ
る
｡
斯
-
し
て
出
来
た
山
麓
の

殊
は
悠
然
た
る
宋
蕗
を
形
成
し
て
ゐ
る
の
は
西
南
山
麓

で
､
併
75,そ
れ
は
見
事
断
層
崖
に
位
澄
む
占
め
て
ゐ
る

の
で
あ
る
｡
何
と
恐
し

い
事
で
は
あ
る
ま

い
か
｡
基
せ

る
か
な
昭
和
五
年
十

一
月
箱
根
の
湖
岸
沖
積
地
と
共
に

樺
井
潤
に
も
勝
-
断
簡
運
上
の
栗
罫
が
大
打
撃
を
被
っ

た
の
は
此
断
層
線
の
活
動
が
甚
だ
し
か
っ
た
ほ
よ
る
79

の
で
'
冨
士
大
島
の
火
山
構
造
線
の
活
動
や
加
殿
構
造

線
の
活
動
を
想
像
す
る
必
要
は
な

い
と
恩
ふ
｡
要
す
る

に
清
断
層
上
に
居
か
Il占
め
た
の
が
甚
大
被
嚢
の
敢
大
原

因
で
あ
っ
た
｡
此
の
断
層
雅
は
南
方
田
原
野
を
経
由
し

･iJ
南
走
し
て
ゐ
る
か
ら
此
の
線
上
に
皆
る
集
落
が
同
地

に
於
で
も
英
字
を
被
っ
た
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
覆

い
｡

併
し
田
原
野
に
於
で
は
衆
昔
が
平
野
の
中
に
も
存
在
す

る
の
は
耕
作
地
む
犠
牲
に
す
る
と
も
鞘
堂
状
態
は
左
程

恵
か
ら
ざ
る
に
ょ
る
で
あ
ら
う
｡

酒
勾
地
溝
の
緊
群
は
大
隠
綿
密
に
分
布
し
て
ゐ
る
が

政
文
州
交
淋
地
方
の
柴
箔
に
封
す
る
憾
む
地
即
的
考
雛

そ
れ
で
79
兼
北
側
の
断
簡
崖
下
に
多

い
の
で
あ
る
｡

荷
是
等
の
宋
蕗
を
職
能
上
か
ら
､
又
形
態
上
及
び
地

形
上
か
ら
分
布
を
考
察
す
る
乙
と
も
必
要
且
面
白

い
の

で
あ
る
が
'
職
髄
上
か
ら
の
分
類
や
分
布
は
糎
酒
状
態

を
述
べ
た
後
に
あ
ら
ざ
れ
ば
多
少
本
末
樽
側
の
嫌
が
あ

-
､
形
態
上
地
形
上
の
分
類
塩
に
分
布
は
地
形
図
に
よ

っ
て
略
覗
以
得
る
か
ら
割
愛
す
る
こ
と
に
し
た
｡

<
'
現
代
の
緊
落
と
古
代
文
化
の
渡
跡
と

の
関
係

現
在
の
衆
静
の
位
置
を
育
代
の
追
跡
と
射
精
す
る
に

普
-
東
北
側
に
就

い
て
は
筆
者
の
足
跡
甚
だ
疎
で
倭
に

紬
本
附
近
に
手
感
の
あ
る
外
多
-
の
事
賓
を
摘
み
得
な

い
の
で
充
分
な
比
較
は
出
水
覆

い
け
れ
ど
も
大
磯
は
覗

以
得
る
の
で
あ
る
｡
相
宿
的
に
云
ふ
な
ら
ば
古
代
文
化

の
退
跡
地
と
現
代
の
緊
蕗
の
位
置
と
は
大
槻

一
致
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
狩
野
川
'
黄
瀬
川
の
中
流
以
下

の
近
適
､
富
士
愛
鷹
の
山
麓
が
之
で
あ
-
､
東
岸
に
も

渥
岸
近
-
ほ
其
の

11
敦
を
見
る
の
で
あ
る
｡

触
る
に
今
少
し
-
個
別
的
に
観
察
す
る
呼
'
叉
不
一

票

詑

四
三
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懲

敦
を
見
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
愛
鷹
の
商
虎
に
し
て
も
古

代
の
遺
跡
は
梅
抜
甘
米
内
外
の
高
庇
に
多

い
の
け
'
現

代
の
衷
群
は
'
柳
浬
の
如
p
u例
外
む
除

い
イ｣
は
悉
-
五

十
米
未
満
で
あ
る
rJ
と
､

伴
も
未
だ
追
跡
の
我

見
r
uれ

ざ
る
沙
丘
邪
に
著
し
-
据
付
の
磯
蓮
し
て
ゐ
る
rJと
之

で
あ
る
｡
而
し
て
rJ
の
栃
村
た
る
や
主
と
し
て
鎌
倉
時

代
以
後
は
埋
じ
ね
も
の
で
あ
る
が
自
然
櫓
加
と
云
ふ
よ

-
も
寧
ろ
北
方
山
麓
か
ら
の
移
住
は
よ
っ
た
も
の
で
､

移
住
が
又
主
と
し

て穂
川
時
代
で
今
に
多
-
其
の
口
碑

が
停
は
っ
て
屠
り

､沸
教
各
派
の
分
布
を
見
て
且
邦
寺

が
北
方
の
山
龍
に
在
っ

て南
北
の
連
鎖
と
な
っ
て
ゐ
る

の
で
も
判
る
｡
而
し
て

現今
に
放
て
も
榊
配
と
寺
院
は

現
代
の
緊
群
よ
わ
も
比
較
的
に
高
盛
は
在
る
が
'
元
々

寺
院
は
現
布
よ
-
も
概
し
三
南
棟
樫
に
あ
っ
た
ら
し
-

今
に
其
の
遺
跡
を
留
め
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
｡
概
観
す

れ
ば
古
代
文
化
は
山
腹
の
下
面
に
麓
え
'
そ
れ
が
肱
て

山
麓
に
下
-
､
宵
光
線
附
近
ほ
在
っ
た
薦
逆
が
叉
山
麓

に
下
hl
､
寺
院
も
亦
多
少
下
降
し
'
虹
に
地
形
の
進
展

と
典
に
片
潰
､
塩
町
の
地
に
緊
湛
磯
雄
の
曙
光
を
見
､

節
五
紙

買

山
ハ

糾
問

安
に
潰
街
道
の
豪
速
を
見
る
に
及
ん
で
交
通
栄
落
と
塵

じ
ゃ
も
の
で
､

一
宿
す
れ
ば
山
腹
酌
市
来
の
地
域
は
北

づ
古
代
の
文
化
の
被
弾
を
兄
､
肱
で
文
化
の
進
歩
に
件

ふ
て
山
麓
に
下
み
兜
は
南
方
海
岸
に
進
出
し
た
も
の
で

古
代
の
文
化
は
盆
-
化
石
と
し
て
山
腹
に
埋
没
し
､
近

世
の
文
化
は
山
麓
に
純
農
と
し
て
化
石
せ
･<
と
し
､
南

方
は
多
-
の
別
荘
を
持
ち
農
家
と
雅
も
果
樹
園
に
包
ま

れ
文
化
の
尖
端
を
走
っ
て
ゐ
る
の
む
見
る
｡

士
狩
本
宿
附
近

完
W
に
於
て
大
な
る
移
動
が
見
受
け

ら
れ
な

い
の
は
主
と
し
て
地
形
埋
達
の
を

S,
の
む
物
語

る
と
同
時
に
居
任
地
が
文
明
の
進
歩
に
封
し
て
順
腰
性

を
持

っ
て
ゐ
る
為
で
あ
ら
う
｡
さ
る
ほ
し
で
黄
瀬
川
は

澱
下
流
に
於
で
有
水
河
道
を
鼻
じ
た
も
の
で
沼
津
の
方

面
に
流
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
ら
し
-
､
小
規
模
夜
鼻
動

は
し
げ
〈

あ
っ
た
ら
し

い
｡
彼
の
黄
瀬
川
宿
の
如

き

も
川
の
左
岸
に
あ
つ
ね
と
云
ふ
の
は
今
其
の
地
瓢
の

的

確
で
な

い
の
は
河
道
の
兼
蓮
の
馬
に
亡
び
た
も
の
で
あ

ら
う
｡
荷
其
の
上
流
甫
小
林
に
於
て
は
安
政
元
年
大
地

震
の
際
約
二
町
歩
の
階
絡
む
水
な
し
民
家
十

山
野
(大
桐



村
松
湖
に
は
九
LL
と
云
ひ
描
水
代
は
十
11
と
亨

C

は

地

下

三

丈

飴

隅

捜

し

､

為

に
部

落

の

一
部

は
消

失

し

た

の

で
あ

る

｡

乾
に
三
島
附
近
か
ら
東
南

完
W
を
見
て
も
現
春
の
宋

静
は
殆
ど
全
部
古
代
遺
蹟
の
下
位
に
僅
裾
を
占
め
て
ゐ

る
の
で
あ
る
｡
之
恭
し
車
代
狩
野
川
下
流
が
低
地

を濫

流
し
叉
熔
岩
流
の
末
端
か
ら
伏
流
の
噴
出
す
る
も
の
が

あ
っ
て
古
代
の
民
族
が
末
だ
低
地
に
安
任
し
程
な
か
っ

た
状
態
を
瓜
は
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
'
其
の

後
地
形
の
進
展
と
文
化
の
進
歩
と
の
総
和
で
低
地
に
下

っ
た
事
を
物
語
る
の
で
あ
る
｡
温
か
南
方
の
閏
京
附
近

ほ
し
で
も
多
少
は
古
代
遺
跡
ほ
此
し
.iJ
下
位
に
在
る
の

で
あ
る
｡
香
賞
､
穂
倉
､
前
鷲
頭
等
の
小
火
山
地
方
を

見
る
に
長
川
の
若
宮
塚
(長
岡
小
桝
校
々
艇
)や
下
徳
倉
の

l

部
の
如
き

例
外
は
あ
る
と
し
て
も
遺
跡
は
梢
し
三
風
位

龍
は
在
る
の
で
あ
る
｡

み
ご

同
西
岸
の
三

津

附
近
に
は
朝
常
遺
跡
の
存
す
る
の
に

現
代
の
架
群
が
夫
は
此
し
て
鋤
少
な
の
は
､
地
域
が
狭

小
で
生
産
力
の
豊
富
な
ら
ざ
る
為
に
樽
伴
の
あ
っ
た
こ

と
を
物
語
る
の
で
あ
-
､
西
南
月
別
和
井
田
に
も
多
-

駿
瓦
州
交
非
地
方

の
光
許
に
封
す
る
糎
む
地
=j
他
者
･料
S

の
古
墳
あ
る
は
も
か
･J
は
ら
ず
現
在
衆
群
の
抄
い
の
も

亦
解
碑
重
岡
の
狭
小
な

負
極
出
の
あ
っ
た
も
の
と
見
え

る
｡
光
源
岸
に
於
で
も
多
少
此
の
傾
向
は
認
め
ら
れ
る

と
E
･3
ふ
｡
酒
勾
地
購
昔
に
於
て
79
閲
本
附
近
を
初
め
山

の
手
よ
-
聴
群
し
文
運
の
進
歩
治
水
工
事
の
凝
連
と
共

に
沿
岸
に
進
出
し
た
で
あ
ら
う
｡

通
塘
す
る
は
古
代
文
化
の
遺
跡
が
概
し
て
高
位
滑
に

在
る
の
は
､

一
に
は
地
形
壁
化
の
若
干
を
物
語
る
も
'

他
面
に
は
石
器
時
代
の
人
類
が
原
始
牧
村
経
酒
は
留
ま

っ
た
も
の
で
み
､
金
石
併
用
時
代
に
入
っ
て
も
高
庇
収

得
挺
碑
の
階
梯
に
在
-
証
は
進
ん
だ
も
の
と
経
も
低
級

PT
ヅ
ク
新
の
域
む
仮
し
得
な
か

っ
た
も

の
と
瓜
は
れ

る
｡
従
っ
て
耕
作
す
べ
q
J澗
トト~
の
必
要
も
な
か
っ
た
も

の
で
あ
-
'
掛
川
法
又
簡
単
で
現
代
人
の
如
-
多
-
の

飲
料
水
を
も
必
要
と
し
な
か
つ
ね
と
息
は
れ
る
｡
触

る

に
文
化
の
進
歩
に
搾
れ
て
高
庇

ハ
ッ
ク
新
が
行
は
れ
る

弾
圧
に
及
ん
で
初
め
tJ
低
地
に
下
っ
た
も
の
と
恩
は
れ

る
｡
而
し
て
今
日
の
園
新
に
到
達
し
た
も
の
で
あ
る
｡

触
る
ほ
該
地
域
は
放
て
は
敢
早
水
利
の
あ
る
限
-,L
飴
す

エ

バ
七

円
.･7m
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怨

魔
を
-
利
JH
L
誼
さ
れ
て
､
極
度
の
集
約
経
酒
と
な
-

人
口
密
度
又
丹
那
､
腫
井
韓
t
m
代
の
如

き
金
-
包
刺

の
状
態
は
衣
-
純
忠
を
以
て
は
生
計
を
立

っ
る
靴
は
ざ

る
程
度
に
至
-
酪
農
化
し
た
の
で
あ
る
｡

扱
起
き
融
先
は
此
政
的
虐
傾
斜
を
山
地
の
下
腹
面
に

居
を
占
め
て
探
基
経
酒
に
甘
え
じ
た
も
の
が
低
地
に
下

っ
て
集
約
軽
妙
に
通
し
斑
に
山
地
の
開
墾
に
着
手
し
先

第
五
既

喜

八

四
六

住
民
或

は
風
光
の
基
を
も
凝
-
(多
-
は
軸
怒
純
的
に
)
状
態

に
立
到
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
今
後
搾
島
原
の
乾
拓
事
業

の
完
成
と
基
は
多
少
は
栄
蕗
の
移

動

を
見
る

で
あ
ら

う
｡
而
し
て
箱
根
嘗
官
路
の
栄
藤
は
二
三
百
年
の
昔
は

低
地
か
ら
登
っ
た
も
の
で
維
新
と
交
通
系
統
の
塵
達
で

明
治
以
後
概
し
て
下
み
坂
と
夜
つ
ね
.

(完
)

世

界

油

田

の
現

状

と
石

油

工
業

(
二
)

近

藤

堅

二

評

第
こ
編

世
界
に
於
け
る
油
田
(
第
三
図
参
照
)

間
際
外
交
の
表
面
は
和
め
ら
れ
て
居
る
時
潮
に
就

い

て
摘
心
を
置
-
人
士
な
ら
ば
'
今
や
石
油
が
賓
に
囲
家

政
策
と
間
際
閥
係
を
支
配
す
る
原
動
力
と
ま
で
は
在
っ

た
rJと
を
諦
め
る
だ
ら
う
O

石
油
製
品
の
軍
事
上
の
慣
僻
と
石
油
用
絵
の
横
眼
に

依
る
石
淡
貿
易
の
不
振
と
相
俸
ち
､
之
に
刺
激
rb
れ
英

鞘
は
世
界
油
肘
に
於
け
る
己
が
地
歩
の
損
化
を
蕃
し
､

を
の
軍
事
､
貿
易
上
の
梁
間
を
企
て
る
ほ
至
っ
た
O
他

の
列
強
も
乙
の
趨
勢
に
率
ゐ
ら
れ
た
が
'
特
は
世
鼻
紙

産
油
の
70
%
を
滑
放
し
石
油
需
要
の
益
々
増
加
す
る
合

衆
問
は
､
白
岡
内
の
油
圧t
の
産
額
を
以
て
無
限
は
之
に

塵
じ
碍
な
-
な
っ
た
｡

従
っ
て
'
蕗
酉
並
､
波
斯
'
樺
太
､
遇
西
W
､
南
米


