
刻
rJ
凍ュ
て
ゐ
k
t｡
fJ
れ
が
重
機
と

し
て
沈
降
し
わ
粘
基

到
る
と
こ
ろ
に
溺
れ
谷
を
形
成
し

､
現
在
東
於
浦
牛
島

や
北
松
浦
牛
島
(
長
崎
膳
に
あ
-
)に
見
る
が
如
き
極
め

て
龍
郷
な
る
鋸
南
状
の

沈
降
梅
岸
を
生

じ
火
の
で
あ

る
｡
次
に
此
の
海
岸
は
つ
い
て
し
ば
ら
-
述
べ
て
み
ょ

う
｡
(
未
完
)

地
名
の
地
理
学
的
考
察
と
そ
の

一
例

(

三

二

欄
か
蒜

紺
)

小

林

.

悟

一

h
､
方

之
も
平
面
を
基
本
瓜
憩
と
し
た
も
の
で
､
方
向
の
み

な
ら
ず
方
城
の
意
味
は
と
っ
て
7P
こ
J
は
入
れ
る
の
が

黄
昏
と
m
a
は
れ
る
｡
大
槽
左
の
如
き
も
の
で
あ
る
｡

1

け一

野
方
(早
)摂
ガ
〔
糸
)萱
方
t
H

か

｡

雛

廿

･
船

方
(
≡
)
｢北
方
(
秤
)L
M岬

六
船
方
(
秤
)平
方

.井
)

平
地
の
二
佃
は
別
と
L
ttJ
､
山
地
部
の
も
の
は
よ
-

地
形
の
塵
化
が
方
城
の
観
念
に
密
接
に
作
用
し
て
ゐ
る

こ
と
を
物
語
る
7P
の
ガ
と
瓜
ふ
｡

(
第
二
閲
磐
照
)
負

方
の
み
は
山
浬
inJ谷
で
あ
っ
て
峨
方
の
意
で
あ
る
か
ら

地
名

の
地
珊
噂
的
考
鰯
と
そ
の

一
例
(
≡
)

別
と
し
て
'
他
は
皆
山
麓
で
あ
る
｡
野
方
は
妊
苫
式
な

ど
に
頻
出
騨
と
あ
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
ゐ
る
O
タ
を
田

に
取
る
な
ら
ば
糠
Em
叉
は
浬
-
.tJ
足
が
桝
れ
/上
付
-

ヌ

カ
ル
糊
で
あ
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
が
p
等
者
地
形
を
案
ず
る

に
叶

岳
列
の
丘
麓
原
に
近
-
め
-
､
そ
の
北
西
在
る
｢
平

原
｣
在
る
地
名
と
恩
合
せ
て
'

ヌ
カ
タ
な
る
膏
に
婁
-

な

い
が
､
野
方

の
用
字
が

妥
督
な
る
を

憩
ふ
の
で
あ

る
0奥

方
は
加
都
農
相
手
兼
の
谷
の
兼
側
に
あ
っ
て
､
小

丘
を
負
ふ
｡
を
の
小
丘
の
北
紬
に
は
野
活
が
あ
る
｡
典

三

先

四

就
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≡

ハ

四
六

は
自
然
の
地
形
は
依
る
も
の
で
､
｢
芳
｣

の
布
衣
の
至
普
性
を
傍
晋
す
る
と

息

ふ
｡
鼻
の
義
は
兼
と

い
ふ
部
落
名
､
及

乙
の
展
方
が
谷
盆
の
東
棟
は
あ
る
の
で

｢
午
｣
の
ク
マ
の
約
で
は
な
か
ら
う
か
と

恩
ふ
の
で
あ
る
｡

ム
レイ
シ

萱
方
は
､
群

石

山

(
≡
)
の
商
を
切
る

断
層
線
は
近
-
南
面
し
て
並
ぶ
草
原
､

古
賀
と
連
る
も
の
で
､
そ
れ
ら
の
地
名

か
ら
萱
方
の
名
も
ふ
さ
は
し
さ
を
痛
戚

す
る
｡
之
JC
カ
し
か
に

｢
方
｣

の
部
の

鹿
本
で
､
小
n
い
乍
ら
そ
rJ
は

扇
状
の

山
虎
尻
の
上
は
建
て
ら
れ
LJ
も
の
で
あ

･:I

.(
::.I.I
:::
:.1:
.;
.l
JT.:=i.T
..･.:.-:;
.;
.-.;
･-=1'f;
･J

に
珊

離

し

て
ヤ
マ
ン

ヰ
ヤ
ー
カ
タ
と
首
ふ

姫

方

は

就

い
て

は
少
々
説
明
せ
ぬ
ば

な
ら
内
.
同
郡
に
は
基
里
村
と
中
原
村

と
は
即
ち
二
つ
あ
る
が
､
風
土
記
ほ
は

山
田
郷
脈
酢
郷
と
列
記
す
る
所
か
ら
ー



姉
酢
を
師
方
と
粘
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
-
三
瓶
郡
の

方
即
ち
今
の
申
原
村
の
79
の
で
な

い
か
-
そ
こ
に
は
出

目
と
師
方
が
遠
-

距
光
ら
ず
あ
る
-

と
息
ふ

人
が
あ

る
O
併
し
風
土
記
の
詮
述
す
る
所
を
見
る
に

｢
此
郷
之

申
有
川
'
名
目
山
途
川
､
其
源
出
郡
北
山
'
商
流
耐
食

御
井
大
川
｣
と
あ
-
'
山
途
川
は
山
手
川
の
意
で
今
の

山
下
川
だ
と
言
は
れ
る
の
で
､
基
種
の
も
の
と
し
て
差

問
な

い
と
恩
ふ
｡
｢
御
井
大
川
｣
に
就

い
て
は
後
は
開
設

コソ

す
る
乙
と
が
あ
ら
う
｡
師
乱
に
固
み
て
説
け
る
倖
説
は
､

榊
原
郡
の
も
の
の
焼
直
し
と
息
は
れ
て
'
荒
榊
に
崇
ら

れ
る
原
因
を
卜
ふ
て
.
宗
像
の
珂
赴
胡
ほ
春
配
せ
し
ひ

る
時
､
彼
珂
義
朝
が
幡
計
捧
げ
て
､

乙
の
幡
の
吹

き
飛

ば
さ
れ
て
配
る
べ

き
榊
の
通
り
に
睦
ち
よ
と
斬
ら

う
と

す
る
時
､
｢
燈
榊
原
郡
姉
融
之
配
吏
遠
飛
凍
落
此
､
山
途

川
遊
之
E;
柑
｣
と
あ
る
か
ら
n
う
恩
ふ
の
で
あ
る
｡
姫
方

に
織
女
榊
を
配
つ
tJ
ゐ
る
乙
と
は
風
土
記
の
言
ふ
如
-

で
あ
っ
て
'
古
来
そ
の
ヨ
ド
は
近
郷
の
有
名
な
食
卓
で

あ
る
-
地
名
酔
客
の
方
が
却
っ
て
誤
っ
て
ゐ
る
-
｡
姫

耽
｡
肺
方
の
刑
が
織
女
で
あ
っ
た
か
p
又
は
箪
な
る
女
醐

地
名
の
地
排
駿
的
考
察
と
そ
の
.I
例
(≡
)

で
あ
っ
た
か
は
今
判
じ
難

い
が
､
そ
こ
に
配
-
上
げ
ら

れ
た
も
の
に
起
っ
て
ゐ
る
乙
と
は
信
じ
て
よ
か
ら
う
と

ヤ
シ
p

息
ふ
｡
コ

ソ
は
併
し
融

の

意
味
で
な

い
乙
と
は
勿
論
で
､

コ
ソ
に

｢
配
｣
辛
を
用
以
る
の
は
常
葉
に
多
-
古
代
か
･.I.:ゾ

ら
の
皆
車
で
あ
る
｡
之
は
類
す
る
も
の
に
糸
島

の

高

磯

柵
が
あ
る
が
､

コ
ソ
は
私
の
考

へ
で
は
敬
桁
だ
と
思
は

れ
る
｡
新
雁
第

一
世
の
赫
屠
世
の
居
世
及
居
世
干
等
は

官
名
と
み
在
さ
れ
て
ゐ
る
が
､
或
時
代
に
は
日
本
に
於

け
る
｢
君
｣
叉
は
｢
殿
｣
の
用
法
は
似
溌
取
柄
と
し
て
､

用
S
ら
ね
pJ
と
が
あ
･ct
は
し
ま

い
か
と
=
･3
ふ
.
雄
略
配

カ
ソ
リ
キ
シ

に
官
蹄
王
加

須

利

許

と

い
ふ

厨
が
あ
る
｡
rJ
の
キ
シ
は

音
七
で
'
肩
癖
の
官
名
と

い
は
れ
､
加
須
利
君
は
名
を

ケ
シ

慶

司

と
し
て
ゐ
た
こ
と
も
あ
る
か
ら
官
名
か
も
知
れ
な

い
が
､
敬
栴
た
る
意
味
が
あ
る
も
の
と
恩
ふ
｡
敬
柄
と

し
て
通
用
さ
れ
る
以
前
は
署
士
吉
師
な
ど
が
原
字
で
あ

っ
た
か
と
息
は
る
J
の
で
あ
る
｡
カ

ツ
-
キ
･b
の
キ
シ

ほ
許
を
皆
で
て
ゐ
る
朗
か
ら
見
て
も

'
少
-
と
も
日
本

に
於

い
て
敬
柄
に
用
以
て
ゐ
ね
と
思
は
れ
る
｡
古
事
記

に
も
君
を
キ
シ
と
訓
ま
せ
る
所
は
多

い
o
そ
し
て
rJ
の

三

心

掴

七
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キ
シ
と

コ
セ
と
は
通
ず
る
と

混
ふ
｡
従
っ
て
コ
ソ
も
同

オ
トF

糎
だ
と
考

へ
る
の
で
あ
る
｡

E=
本
で

大

殿

コ
ソ
と
か
父

コ
ソ
と
か
言
っ
て
ゐ
ね
の
も
p
乙
の
意
味
か
ら
水
た
も

の
と
恩

ふ
｡
結
局
地
歌
は
姫
殿
･姫
君

の
義
と
取
-
た

い
｡
を
の
鎮
座
ま
す
方
城
を
指
し
て
'
姫
方
と
呼
ぶ
の

で
夜

い
か
と
戯
ふ
の
で
あ
る
｡
然
-,hと
す
れ
ば

コ
ソ
か

ら
カ
タ
へ
の
璃
靴
を
聞
い
て
信
ず
る
必
翼
は
覆

い
と
胤

ふ
｡
山
下
川

の
両
岸
小
高

い
洪
帯
地

に
あ
る
の
で
､

｢

方
｣
と
呼
人
で
方
城
を

祁
す
け
ば
ふ
n
は
し

5,所
で
あ

る
.
中
原
村
の
も
同
機
は
解
稗
出
来
ま

い
か
と
思
っ
て

ゐ
る
0

北
方
も
六
角
川
中
流
低
地
に
於
け
る
'
北
方
の
方
城

で
連
徳
山
か
ら

鬼
の
鼻
山
に
遵
る
山
列

の
密
域
で
あ

る
｡
最
も
用
義
明
瞭
夜
も
の
で
あ
る
O

平
地
の
二
つ
は
潟
で
夜

い
か
と

い
ふ
疑
念
も
あ
る
｡

六
府
方
は
於

い
て
は
有
明
海
岸
は
近

い
新
沖
帯
地
で
､

ド
ブ
潟
と
も
.言
以
相
を
所
で
あ
ら
､
平
方
-
枚
方
と
も

番
-
-
ほ
於

い
て
は
そ
の
水
上
の

｢
小
跡
｣
に
79
用
水

池
-
自
然
は
勤
し
で
雄
か
の
人
工
し
か
加

へ
て
ゐ
夜

い

鱒
二
雛

二六

四

八

-
が
あ
-
､
水
下
の

｢.茶
屋
｣

あ
た
ら
か
ら
は
沼
が
多

い
こ
と
か
ら
し
て
､潟
と
恩
は

し
め
ら
れ
る
鮎
が
多

い
｡

著
し
乙
の
二
者
が
潟
と
で
も
確
定
出
来
た
ら
｢
方
｣
在
る

地
名
は
山
麓
即
ち
傾
斜
の
塾
化
す
る
地
域
､
傾
斜
地
と

平
坦
地
の
堺
線
の
特
有
と
も
ー
定
義
出
凍
る
ほ
至
る
か

為
知
れ
な

い
o
少
く
と
79
成
る
程
の
地
形
が
異
種
と
按

塊
す
る
所
に
あ
る
こ
と
は
､
概
則
と

い
以
得
る
｡
伴
し

時
に
は
河
川
な
ど
に
よ
-
何
方
と
分
ち
呼
ば
れ
る
乙
と

も
あ
る
〇

プ
ン

分

は
領
域
の
思
想
を
含
む
の
で
乙
の
部
に
入
れ
な

い

が
､
キ
ク
と
蔑
む
場
各
は
.
方
城
を
指
す
も

の
と
し
て

此
の
部
は
巌
せ
し
め
ぬ
ば
在
ら
ぬ
｡
併
し
本
地
域
は
於

い
て
は
キ
ク
に

｢

分
｣
の
用
字
あ
る
を
兄
を

5,｡
北
字

を
皆
で
ね
79
の
は
既
は
前
越
し
た
如
-
で
あ
る
｡

-
､
場
所

位
置
詞
に
入
れ
る
方
が

い
!
と
恩
ふ
の
で
rJ
!
ほ
述

べ
る
が
､
左
の
如
き
地
名
が
あ
る
｡
′

で
,1

飯
場
(
早
)
草
場
(
糸
)
七
倍
伊
(
小
)
屋
形
伊

(佐
)
政

所
(
紳
)
Ⅶ仙
草
場

(
朴
･
位
｡
溺
･
八
｡
八
｡
非
｡)
踊
析
(
舵
)

式
場
(
溺
)
四
ヶ
所
(
A
)
馬
場
･
大



柾
(･刑
)

文
学
か
ら

い
っ
て
朋
と
場
と
は
別
れ
て
ゐ
る
が
'
そ

の
中
､
場
で
は
革
場
が
澱
79
多

い
｡
概
ね
山
茂
原
を
る

草
野
に
督
る
所
で
あ
る
｡
出
門
の
革
栗
の
如
き
も
同
類

と
見
放
n
れ
る
｡
克
場
は
克
工
場
あ
る
地
の
謂
で
､
早

良
の
種
瓦
山
を
も
練
克
場
と

い
ふ
相
で
あ
る
｡
苗
場
'

,L
コロ

大
庭
は
字
義
自
明
で
あ
ら
う
｡
｢
所
｣
に
は
革
の
野
老
ら

し

い
の
も
あ
る
が
､
こ
の
事
は
植
物
の
部
は
述
べ
る
.

四
ヶ
所
は
同
郡
の
志
村
夜
ど
と
同
義
で
四
ケ
部
落
の
基

-
で
あ
る
｡

j
､
向

相
対
向
せ
る
地
鮎
を
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
､
概
し
て
之

に
は
起
伏
を
件
ふ
場
合
が
多

S
｡
中
に
水
と
か
谷
な
ど

の
低
地
が
あ
っ
て
始
め
て
距
た
れ
る
彼
方
h
l向
ふ
と
指

呼
す
る
時
が
多

い
様
で
あ
る
.

一
連
の
平
坦
地
で
あ
る

時
は
乙
の
桐
呼
を
見
出
さ
な

5,｡
各
戸
に
就

い
て
豪
の

向
き
合

へ
る
む
向
弘
と

い
ふ
が
'
そ
の
種
の
も
の
は
少

な

い
の
で
あ
る
｡
左
に
示
す
加
-
制
令
に
山
地
に
多

い

(
平
地
の
七
割
以
上
)
rJ
と
は
そ
の

1
雷
で
あ
る
｡

地
名
山
地
珊
母
的
考
察
と
そ
の
1
例
(
三
)

向
｡
向
佐
野
･御
迎
(
銑
)

向
野
(糸
)
池

田(
榊
)
向
平
原
(
≡
)
tI
向
町

(
佐
)
池
島
(
秤
)
向
島
･江

迎
(
≡
)
向
島

(那
)
向
野
血
小
向
(
井
)
向
細
粒

(
朝
)

右
の
中
筑
紫
の
御
迎
ほ
就

い
て
は
.
か
の
縛
風
土
記

な
ど
に
安
徳
帝
の
御
車

を
少
郷
大
蔵
稽
底
が
御
通
に
乙

ゝ
ま
で
出
て
衆
ね
と

S,
以
'
或
は
肝
湛
啓
が
院
位
を
御

迎
し
た
と
俸
ふ
る
が
､
成
准
那
珂
川
の
谷
を
安
徳
姦
-

泥
熔
岩
か
ら
成
る
河
成
の
段
丘
と
見
て
ゐ
る
-
に
塞
が

れ
た
上
流
域
即
ち
山
田
盆
地
か
ら
見
れ
ば
門
月
の
観
79

す
る
所
で
あ
る
が
､
余
は
之
を
あ
ま
り
信
じ
た
-
老

い

の
で
あ
る
｡
何
と
在
れ
ば
大
減
氏
は

｢別
所
｣
な
ど
の

地
名
あ
る
朗
か
ら
推
し
て
､
非
尻
の
瀬
戸
か
ら
上
に
は

ゐ
夜
-
て
'
山
田
の
盆
地
及
安
徳
基
が
各
居
館
又
は
砦

薮
で
あ
っ
た
と
皿
は
れ
る
ほ
､
帝
の
御
車
を
早
-
よ
-

知
･･1
夜
が
ら
'-
御
迎
ま
で
し
か
御
出
迎
申
上
げ
在
か
つ

ね
と
は
温
は
れ
を

い
の
で
あ
る
.
院
使
云
々
も
如
何
は

し

い
の
で
あ
る
.
地
名
の
起
原
と

い
ふ
も
の
に
斯
か
る

種
瓶
の
散
は
多

い
の
で
あ
る
が
'
革
は

御
迎
し
た
と

い

ふ
様
な
事
は
を
の
土
地
に
ど
れ
だ
け

の

形
跡
を
輿

へ
る

三

九

叫
九
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で
あ
ら
う
か
｡
そ
の
御
迎
す
る
が
蒋
め
輩
迎
の
御
駐
密

朋
で
も
出
水
た
と

い
ふ
を
ら
ば
兎
も
角
､
此
の
稀
の
も

の
は
疑
ほ
し

い
も
の
が
多

い
｡
乙
の
御
迎
は
筆
者
は
あ

-
ま
で
地
形
に
伐
っ
て
p
屋
内
か
小
向
で
あ
っ
た
と
息

ふ
の
で
あ
る
0

向
両
島
は
そ
の
親
里
両
島
と
封
向
し
て
ゐ
る
こ
と
が

そ
の
ま
J
言
以
嚢
は
ru
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

k

P
開

聞
小
路
(
糸
)
j!
問
(瀦
)
の
二
つ
は

ハ
ザ

マ
と
訓
む
の

で
正
し
-
fJ
の
部
に
属
す
る
O
そ
の
他
で
は
野
間
(筑
)

が
山
麓
で
あ
る
外
は
'
大
阪
間
(
≡
)宅
間
田
｡馬
岡
田
･

.-
T

.1･･-
=･

高

閲

･
大

間

(
八
)輔
間
(
罪
)角
間
(
浮
)
等
す
べ
て
低
地

は
あ
る
｡
併
し
右
の
中
で
宅
間
関
は
田
隈
田
ら
し
-
忠

は
れ
る
L
t
腸
閉
旺t
の
間
も
姪
は
し

い
79
の
で
､
駿
河

ヤ
マ

基
部
あ
た
ら
か
ら
相
模
は
か
け
で
見
ら
れ
る

斑

と
通
ず

る
も
の
か
､
掲
牟
凹
｡茨
旧

の
類
が

未
だ
判
断
し
難

い

も
の
で
あ
る
｡

-
.
極
速
詞

rJ
の
用
語
は
あ
ま
ゎ
勝
手
な
も
の
で
あ
る
が
､
或
る

鈴
二
娩

三

吉

五

〇

白
熱
物
人
工
場
の
遊
七
線
､
極
'
端
､
未
を

耶
す
詞
を

基
め
て
か
-
呼
ぼ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡

的.Pq
i
li

S]

ヤ
ン
ハ

川

珊
(糸
)
山

菜

(
小
)
出
御
(
佐
)
片
純
(
筑
)
11
沖
′瀧

(
山
)触
鼎
･軌
間
(
井
)

山
薬
は
出
船
で
､
出
御
の
街
も
鼎
と
考

へ
る
｡
片
純

は
片
′鼎
の
碑
で
あ
る
と
瓜
ふ
の
で
あ
る
｡
鼎
間
は
併
し

畑
間
と
も
皿
は
れ
る
､
只
参
考
に
馨
げ
る
ほ
止
め
お
ば

を
ら
伯
が
'
そ
の
代
-
凝
晴
夜
ど
の

バ
ク
は
却
っ
て
鼎

と
79
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

バ
ク
を
べ
ク
と
言
ふ
膚
に

蓮
田
･部
E3判
な
ど
の
用
事

を
見

受
け
る
こ
と
が
あ
る
｡

長
部
田
(莱
)
ニ
池
蓮
田
(
刺
)
山
蓮
田
(
A
)
な
ど
で
あ

る
｡併
し
大
抵
耕
地
の
山
麓
に
迫
る
所
を
ど
で
あ
れ
ば
､

田
は
そ
の
ま
J
取
る
fJ
と
も
出
来
る
｡
矧
を

ハ
ナ
と

い

ふ
こ
と
か
ら
荘
字
を
常
で
る
こ
と
が
あ
る
｡

フ
ィ
ー
ル

ド
外
で
あ
る
が
八
女
(
山
中
)
の
花
巡
な
ど
は
珊
巡
で
あ

る
rJ
と
明
か
で
フ
ィ
ー
ル
ド
内
で
は
早
良
の
竹
之
花
な

ど
は
そ
の

一
例
で
背
後
に
大
鼓
と

い
ふ
部
落
が
あ
る
の

で
竹
之
鵜
だ
と
恩
ふ
｡
僅
か
の
起
伏
で
は
あ
る
が
地
形



,灯,按
ず
る
と

山
層

バ
ナ
の

語
意

が
悟

ら
れ
る
の
で
あ

る
(
第
三
固
)
｡

速

J1
1
ノ
t

TZI′へ

池
川
(
糸
)
辛
目
部
(
氷
)
榊
迦
(
≡
)
芸
越
川

･醐滋
(
秤
)
減
速
(
小
)
火

ヶ
部
｡松
延
(
山
)
長
姓
｡非
延
｡速
‖
′
前
(
八

)片娃
(
覗
)

牟

仕~
部

は

川

部

に

在

官

b

へ
て
部

を

用

払

た
か
と
息

は
れ
る
｡
醐
ノ
蓮
は
或
は
醐
ノ
月
か
も
和
れ
内
が
､
三
菱

第 三 Tg'11
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【Jl■"
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｣.1

｣

1=._い

･
.
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L
E

tl
1
1
L
r
_
L

カ

ン
ベ

其
の
も
杵
島
の
も
他
地
方
の
訓
み

紳

蓮

と
異
-
北
ハほ

コ

i!
j5l

-
ノ
ユ
と

い
ふ
の
で
あ
る
｡
榊
月
夜
ど
ほ
近

い
乙
と
に

な
る
.
榊
値
だ
と
邪
揮
す
る
と
杵
島
の
は
額
か
れ
る
が

三
養
基
の
は
ぴ

つ
ね
-
と
魂
覆

い
｡
そ
の
用
字
は
建
武

頃
か
ら
見
え
て
そ
う
新
し

い
も
の
で
な

い
｡
そ
の
部
落

の
東
を
流
れ
る
大
木
川
の
東
は
荒
砥
宮
の
領
域
で
､
以

西
は
別
に
曾
根
寄
老
総
官
の
も
の
と
在
っ
て
ゐ
る
が
杵

地
鶴
の
地

別
邸
的
考
解
と
そ
の

17例
(
≡
)

島
の
も
の
と
典

少
雨
紳
域
と
79
各

一
連
の
地
で
あ
る
部

落
は
川
の
酉
に
あ
る
.
故
に
苗
に
於

い
て
は
杵
島
の
も

の
の
如
-
紳
領
と
殊
更
ほ

い
ふ
べ
き
班
由
は
明
瞭
で
は

な

い
.
却
っ
て

｢
翻
し

車
が
疑
は
し
-
河
の
蓮
で
在

い

か
と
恩
は
れ
る
の
で

あ

る
｡
暫
-
蓮
の
部
ほ
述
べ
て
置

く
0延

は
乃
蓮
又
は
野
蓮
ほ
皆

て
た
も
の
と
_=
･3
ふ
｡
於
乃

適
1
即
ち
絵
本
･放
下
と
同
瓶
-

井
之
蓮
で
あ
る
｡
蓮
を

ホ
ト
リ
と
訓
む
の
は
道
連

一
つ
で
あ
っ
た
｡

以

上
に
畢
げ
た
報
､
･蛍
は

一
般
に
低
地
に
多
か
つ
ね

戒
で
あ
る
0
併
し
遊
附
･延
は
概
ね
山
鹿
と
見
ら
れ
る
.

山
地
部
に
於

い
て
は

『
ハ

』
が
多

い
｡

末

T]
･:
L･:

寧
誉

松
末
.米
松
(
負
)
Lip
末
次
(
促
)
末
祈
｡
包
末
(
梓
)
台

東

(
朝
)

乙
の
兼
は
就

い
て

は
直

ち

に
嘉
字
を
採
っ
た
79
の

と

考

へ
る
人
が
多

い
が
'
決
し
て
ruう
ば
か
カ
で
覆

い
｡

試
み
に
糸
島
郡
に
就

い
て
み
る
ほ
三
個
と

も
よ
-
兼
と

呼
ぶ
ほ
妥
潜
在
地
形
に
あ
る
(
節
凹
間
参
照
)｡
末
永
は

大
場
山
の
北
酉

へ
の
ス
パ
ー
が
長
-
た
つ
で
行
く
､
そ

二
二

九

.L



地

球

鰐
十
八
啓

の
酉
麓
に
あ
る
｡
総
未
は
桧
あ
る
尾
求
と
取
ら
れ
る
｡

泥
江
の
北
か
ら
潰
窪
ま
で
連
な
る
山
丘
は
､
松
束
及
下

松
束
の
北
背
を
夜
し
て
ゐ
る
｡
丸
松
も
川
丘
の
支
脈
に

第

凹

間

依
る
.
他
は
繁
を
避
け
て
讃
著
の
賢
察
に
待
つ
｡
た
i･

浮
羽
の
包
兼
は
堤
兼
と
考

へ
ら
れ
た

い
｡
か
-
述
べ
て

凍
る
と
包
未
な
ど
を
除
け
ば
両
局
な
ど
に
未
と
呼
ば
れ

餅

一
敗

≡

1

:r九
二

で
､
-Li
つ
の
地
形
詞
と
79
見
る
rJ
と
が
出
来
る
と
恩
ふ
｡

今

曹
-
捉
塞

一
般
の
考

へ
は
従
以
末
端
の
未
と
し
て
霜

に
列
ぬ
る
｡

漆
r
J

れ
は
僻
靴
は
於

い
て
は
兼
と
よ
-
紛
れ
易

い
も
の

で
あ
る
.
勿
論
煤
義
に
於

い
て
興
る
rJ
.J
J
は
蘭
者
の
知

ら
れ
る
通
-
で
あ
る
｡
即
ち
之
は

｢
蓮
｣
に
類
す
る
79

の
で
あ
る
｡
フ
ィ

ー
ル
ド
の
｢
添
｣を
列
嚢
す
る
と
左
の

如
-
で
あ
る
0

ゾ
ヒ
ゴ
-
ラ

野
路
｡
朗
添
(
銑
)
野
蹄
-
鴨
添

(斗
)野
添
(頻
)
小
捌
川
(佐
)
測

川

焔

･

カ
ノ
キ
ゾ
ヒ

桑

水

添

(
三

)
,fI
申
捌
｡川
FS
I

耽
西
絹
北
の
印
材
I
池
刷
(
佐
〕打
添
｡

野
添
(
井
)

浜
･副
は
同
じ
だ
と
皿
ふ
が
'
ソ
ヒ
が
僅
･岨
即
ち

ソ

バ
の
悪
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
様
に
皿
は
れ
る
.
副
川

原
の
如
p
Jは

地
形
か
ら

見
て
そ
の
疑
以
が

濃
厚
で
あ

る
0漁

の
中
で
は
野
添
が
最
も
多
-
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る

(
第
五
図
参
照
)

｡
そ
の
分
布
を
見
る
と
山
地
部
に
極
め

て
多

い
rJ
と
は
特
は
認
め
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡
山
麓
に
よ
-



見
ら
れ
､
後
述
す
る
｢.方
｣
｢
隈
｣
夜
ど
の
分
布
に
瓶
す
る

も
の
で
あ
る
｡

其

他

党
づ
｢貢

｣
即
ち
初
輔
で
あ
っ
て
'
鉱
に
述
べ
如
ば
夜

ら
ぬ
も
の
と

恩
ふ
｡
こ
の

数
は
多
-
､

四
十
を
算
し

た
｡
物
の
極

期
が
位
置
表

示
に
俊
で
あ

-
､
明
白
を

こ
と
に
依
る

の

で

あ

ら

う
｡
谷
口
(
川

地

部

に

の

み

に

五

)
山

口

(
同

五

)

野

口
(
山
地
部
に

一

平

地

部

に

三

)

樋

ノ
ロ

(
山

に

二

平

に

四

但

し
三
漁
の

･-
._l

樋

ノ
ロ

を

加

ふ

)
江

口

(
平

に

の

み

に

四

)

そ

の
他

購
口
･

坂

口

｡
非

出

口

｡
井

川

口

｡
脱

口

｡
岡

口

･
川

口

･
田

口
･橋

北
朝
の
地
珊
単
的
考
娯
と
そ
の

.I
例
(
≡
)

日
夜
ど
な
見
る
の
で
あ
る
｡
珍
ら
し
い
も
の
に
は
白

口
･

鰐
口
な
ど
が
あ
-
'
門
石
口
も
面
白

い
も
の
と
な
る

｡

日
の
反
封
は
奥
で
あ
る
が
.
乙
の
地
域
に
は
な
-
'

を
の
代
わ
沖
は
多

い
が
地
形
の
部
に
譲
る
.

キ
ワ

｢
際

｣

は
漁
と
同
じ
で
あ
る
.
山
際
な
ど

い
ふ
粗
は
各

ケ

地
の
作
地
名
(
方
俗
ホ
ノ
ケ
と

い
ふ
は
夢
′
界

に
て
棟
旦

式
に
分
け
ら
れ
光
る
固
割
の
名
の
rJ
と
を
ホ
ノ
ケ
名
と

ハルギ
ワ

い
ふ
か
)
は
見
る
が
'
衆
蕗
と
し
て
は
糸
島
に

原

際

と
.

5,ふ
の
が
あ
る
｡

前
逃
せ
る
糸
島
の
川
骨
は
川
副
･川
適
の
義
で
あ
っ
て
､

佐
賀
の
兼
次
79
兼
は
川
未
で
'
次
は
付
の
悪
で
あ
る
ま

い
か
と
恩
は
れ
る
｡
但
し
前
者
は
山
間
後
者
は
平
地
で

あ
る
0

｢寄
｣
と

い
ふ
の
が
地
名
に
あ
る
｡
川
寄
･大
儀
(
刺
)

隼
田
寄
(佐
)西
奇
(
≡
)
天
保
(
瀦
)
依
井
(覗
)等
で
骨
平

坦
部
に
あ
る
.
そ
の
中
大
依
の
ヨ
リ
は
基
ひ
む
呼
べ
る

も
の
､
栄
藤
を
吉
へ
る
も
の
か
と
瓜
は
れ
る
が
､
他
の

四
個
は
方
寄
る
の
ヨ
-
と
恩
は
れ
る
｡
川
番
は
城
原
川

は
桁
ふ
て
川
舟
の
義
と
を
-
'
牟
刑
寄
は
牟
附
過
と
も

喜11

五
二
二



∫

球

解
十
八
巻

[[.
i
･
;_･
イ
(

取
ら
れ
､

柑
寄
は
袈

水

川

の
西
岸
は
あ
る
｡
.偵
井
は
ヨ

-
堰
の
意
味
と
思
ふ
｡
兎
に
角
寄
･儀
は
之
の
部
は
加

へ
ら
れ
る
も
の
と
恩
ふ
の
で
あ
る
Oコ-ガ
シ
ラ

硝
｢
頭
｣
と
呼
ぶ
も
の
が
あ
る
.
川

頭

(

小
)預
野
(刺
)

.面

魂
(佐
)等
で
川
頭
の
如
き
は
胴
金
山
の
懐
ろ
､
川
上

川
支
流
の
源
頭
に
あ
る
｡
字
義
明
白
地
形
妥
皆
で
あ
る
｡

江
頭
も
嘗
っ
て
あ
-
し
江
岸
の
中
の
位
置
を
示
せ
る
7P

の
七

あ
る
｡
頭
野
は
背
後
の
鞘
野
山
と

V､
づ
れ
が
先
在

で
あ
る
か
と

い
へ
ば
'
山
名
が
後
で
あ
っ
て
頚
野
は
山

の
形
容
で
な
い
J
J恩
ふ
.
部
落
は
谷
班
は
あ
る
｡
三
養

基
に
も
-
ウ
ノ
と
い
ふ
川
名
谷
名
が
多

5,が
'
之
等
は

皆
塔
乃
と
瓜
は
れ
る
も
の
で
rJ
の
境
に
入
れ
難

い
O
又

ヅ

東
松
浦
と
三
瀦
ほ
は
田
頭

と

い
ふ
の
が
あ
る
が
､
之
も

極
蓮
詞
で
は
老

い
と
も
言

へ
る
が
､
即
ち
田
の
中
の
意

で
沖
に
属
す
る
も
の
と
し
て
置
-
｡

節
二
班

三
四

五
四

二
次
眼
は
概
ね
上
越
は
轟
ruれ
ね
と
思
ふ
が
'
未
開

と
口
と
が
液
も
を
の
数
が
多
か
っ
た
｡
東
田
の
如
き
は

少
々
を
の
方
角
か
ら
外
れ
て
ゐ
で
も
貰
う
呼
ば
れ

てゐ

る
｡
日
は
そ
の
用
法
の
促
も
あ
-
､
又
口
と

い
ふ

所は

緊
路
の
饗
達
が
多

い
こ
と
を
表
明
し
た
の
で
夜
か
ら
う

か
｡
極
適
詞
が
示
す
､
地
形
其
他
の
自
然
及
人
文
環
境

の
塵
化
す
る
界
線
が
人
類
任
居
は
伸
が
あ
る
rJ
と
は
周

知
で
あ
る
と
恩
ふ
が
､
斯
-
地
名
詞
に
衷
は
れ
る
乙
と

そ
れ
だ
け
で
興
味
を
意
-
乙
と
だ
と
恩
ふ
｡
rJ
の
消
息

は
尭
酉
に
も
礎
用
出
来
る
と
恩
ふ
｡
即
ち
宙
と
言

へ
ば

兼
よ
-
も

閏
よ
カ
も

開
放

し
て
は
L
SJ
方
向
で
あ
れ

ば
'
各
月
の
新
築
に
皆
･ch
て
79
､
都
市
以
外
の
場
所
の

制
限
を
U
,平
野
に
於

い
て
は
東
西
は
延
長
さ
れ
る
傾
向

が
多
-

は
あ
る
ま
い
か
と
恩
は
れ
る
の
で
あ
る
｡

(
未
完
)


