
あ
る
0

要

約

rJ
れ
を
要
す
る
に
典
市
前
面
の
諦
島
唄
は
著
し
い
人

口
過
飽
和
の
地
域
で
'
年
々
他
地
方
に
出
稼
す
る
も
の

が
多

い
ほ
79
拘
は
ら
ず
､
甜
そ
の
住
民
は
自
ら
そ
の
地

域
内
の
生
産
を
以
て
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
衆
覆

い
｡
こ
れ

一
に
自
然
力
の
挿
薄
を
た
め
で
あ
る
が
'
ね

iJ
偉
置
け
恵
ま
れ
て
英
市
は
近

い
町
村
は
'
歩
カ
を
提

供
し
て
収
入
を
程
t
rJ
れ
を
そ
の
蓮
沼
の
助
け
と
し
て

居
る
rJ
と
が
多
大
で
あ
る
.
故
に
工
廠
の
仕
事
の
多
-

在
る
と
少
-
な
る
と
は
､
置
ち
ほ
そ
の
壁
活
に
影
響
を

及
ぼ
す
わ
け
で
'
市
に
封
す
る
弊
力
供
給
地
域
と

5,
A

こ
と
が
'

1
種
の
郊
外
町
村
と
し
て
の
特
質
な
の
で
あ

る
○或

小
学
校
長
の
談
に
よ
る
と
'
尋
六
の
生
徒
の
目
標

と
す
る
虞
は
よ

い
中
等
撃
杖
に
人
ら
う
と
す
る
こ
と
で

夜
-
し
て
'
工
廠
の
採
用
試
験
に
パ

ス
す
る
fJ
と
で
あ

る
0
枚
に
尋
六
の
教
育
は
常
に
乙
の

採
用
試
鹿
準
備
の

意
味
が
濃
厚
で
あ
る
と
O
特
殊
の
経
済
事
情
は
教
育
に

79
一
特
利
を
輿

へ
て
ゐ
る
の
Lで
あ
る
.
(完
)

佐

賀

願

の

自

然

地

理

四

海
岸

此
の
地
帯
の
海
岸
は
､
前
述
の
如
き
原
因
ほ

て
複
難
な
る
鋸
歯
状
の
沈
降
海
岸
を
形
成
し
て
ゐ
る
が

そ
の
中
唯
唐
津
轡
の
み
は
樽
型
を
異
に
し
て
ゐ
る
O
次

は
い
さ
J
か
唐
津
轡
の
自
然
地
理
的
夜
方
面
を
記
述
し

佐
賀
糠
の
臼
銀
地
税

堀

米

次

て
み
や
う
.
そ
し
て
順
次
南
方
の
小
轡
に
及
び
最
筏
に

伊
爵
旦
轡
を
し
ら
べ
て
み
や
う
.

鹿
義
に
言
ふ
唐
津
轡
は
､
其
暫
内
に
横
力
は
る
大
島

-
ウ
ポ
ウ
ワ
ン

は
よ
っ
て
二
分
n
れ
て
其
の
閏
轡
の
方
を
特
は

膚

虜

轡

小会

三
七



地

球

妨
十
八
番

と
呼
ん
で
ゐ
る
｡
此
の
轡
が
所
謂
唐
津
港
と
桐
し
て
本

膳
節

一
の
良
姑
た
る
は
勿
論
.
九
州
甜
北
部
海
岸
に
於

け
る
屈
指
の
開
港
場
を
形
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
O
そ

れ
は
其
の
後
背
地
在
る
唐
津
泉
田
の
石
炭
や
'
前
面
海

洋
の
水
産
漁
獲
物
等
の
亜
散
肱
か
托
し
て
､
皆
地
方
に

於
け
る
人
文
活
動
の
中
心
h
t形
成
L
p
本
年

一
月

一
日

よ
-
新
に
市
制
の
布
か
れ
る
碑
の
賑
盛
を
致
し
た
る
も

此
の
港
轡
は
負
ふ
所
が
大
で
あ
る
の
で
あ
る
｡
轡
岸
は

沖
積
暦
と
花
園
岩
と
よ
-
な
-
蒋
内
に
あ
る
島
々
は
金

-
花
楠
岩
よ
り
成
れ
る
79
の
或
は
島
の
頂
は
卒
頂
な
る

玄
武
岩
の
帽
子
を
被
れ
る
も
の
も
あ
る
｡
現
在
の
唐
津

市
の
主
値
は
､
大
部
分
は
花
岡
岩
の
崩
壊
物
た
る
沖
積

層
上
に
輩
超
し
て
ゐ
る
0
帝
の

山
角
に
あ
る
舞
鶴
城
蝕

は
海
抜
約
四
十
米
の
花
園
岩
董
よ
-
成
っ
て
ゐ
る
｡
此

の
城
靴
の
基
地
は
太
古
に
於
で
は
猫
立
し
た
小
島
と
し

て
､
海
岸
よ
む
離
れ
て
存
在
し
て
ゐ
た
も
の
ら
し
-
忠

は
れ
る
.
そ
れ
が
第
二
次
的
ほ
絵
浦
川
上
流
よ
-
の
運

搬
土
砂
と
､
そ
れ
か
ら
玄
海
の
風
波
に
ょ
っ
て
磯
蓮
す

る
砂
潟
に
よ
っ
て
､
蓬
は
金
-
連
宿
せ
し
め
ら
れ
陸
地

内
ほ
と
-
込
ま
れ

て
一
つ
の
砂
明
尖
端
の
孤
丘
と
夜
つ

節
三
班

姦

ハ

三
八

な
の
で
あ
ら
う
｡
此
の
城
蝕
か
ら
圏
内
の
大
島
の
地
額

ま
で
約
三
粁
あ
る
｡
rJ
乙
は
兄
姉
な
る
弓
形
を
な
す
砂

潜
を
な
し
､
夏
季
海
水
浴
客
の
蛸
基
す
る
と
rJ
ろ
で
あ

る
｡
乙
rJ
か
ら
酉
が
唐
原
轡
で
其
の
轡
口
二
粁
.
滑
の

長
さ
約
凹
粁
あ
-
o
専
ら
花
岡
岩
に
よ
み
て
固
辞
せ
ら

れ
'
特
に
佐
志
の
北

1
粁
の
間
は
高
n
約
LT7T
二
十
米
の

花
園
岩
の
怠
慢
む
な
し
､
其
の
上
邦
に
は
玄
武
岩
暦
を

乗
せ
て
海
岸
は
逼
っ
て
ゐ
る
｡
fJ
の
急
崖
は
此
盛
を
基

鮎
と
し
て
史
に
南
方
入
粁
も
延
び
て
p
勿
論
海
岸
を
離

れ
て
陸
地
内
部
に

一
直
線
に
走
っ

てゐ
る
C

.i
児
す
れ

ば
恰
も
多
輪
廻
性
の
隆
起
海
岸
に
よ
-
見
る
と
rJ
ろ
の

海
水
浸
蝕
に
よ
る
海
崖
の
発
達
せ
る
も
の
の
如
-
見
え

る
｡
然
し
こ
れ
は
欠
張
-
荘
梅
岩
毒
地
上
は
溢
流
し
た

る
玄
武
岩
流
の
練
遊
部
は
於
け
る
革
在
る
急
傾
斜
で
あ

,b
う
○

此
盛
よ
か
北
､
湊
村
の
利
賀
崎
に
到
る
間
は
花
尚
岩

及
び
其
の
崩
壊
物
等
よ
み
成
る
極
め
て
州単
調
在
る
海
岸

で
あ
る
が
､
そ
れ
よ
ら
西
'
即
ち
東
松
浦
車
偽
の
北
岸

か
ら
臓
屈
轡
に
至
る
間
は
甚
だ
複
雅
ほ
し
で
比
較
的
大

な
る
出
入
を
有
す
る
海
岸
を
形
成
し
て
ゐ
る
.
此
の
海



岸
は
第
三
紀
暦
上
は
厚
-
玄
武
岩
が
溢
流
せ
る
も
の
で

あ
っ
て
､
そ
れ
が
証
に
蚤
憶
的
ほ
沈
降
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
蕉
じ
た
溺
れ
谷
で
あ
る
｡
此
の
複
難
な
る
海
岸
線

を
作
っ
た
る
地
盤
の
沈
降
が
果
し
て
如
何
在
る
性
質
の

運
動
で
あ
る
か
は
何
勝
衆
の
研
究
を
要
す
る
問
題
で
あ

る
が
'
然
し
､
rJ
れ
ら
常
人
の
大
嘘
の
方
向
を
見
れ
ば

此
の

完
町
に
は
北
々
酉
に
近
い
数
列
の
小
断
層
系
が
存

荘
す
る
も
の
ら
し
い
｡
勿
論
こ
れ
ら
の
梅
岸
は
､
未
だ

沈
降
運
動
を
起
す
以
前
に
於
て
､
幾
多
の
断
暦
と
そ
耳

に
沿
ふ
河
川
の
開
折
の
負
に
視
雅
在
る
地
形
を
量
し
､

そ
れ
が
次
に
起
っ
た
地
盤
ー層
線
の
為
に
か
-
の
如

き
奥

探
き
溺
れ
谷
h
t形
成
し
た
も
の
た
る
や
疑
む
い
れ
な
S,

そ
し

て多
-
の
こ
れ
ら
轟
地
面
の
川
脚
と
､
そ
の
山
稜

部
と

は多
-
は
岬
を
形
成
し
て
ゐ
る
.
次
に
本
地
背
の

A

乗絵描牛島の沈降海岸

(大敗詑念物調査節-柵に振る)

佑
袈
喋

の
日
銀
地
球

地
図
を
挿
入
し

て説
明
に
資
し
ょ
う
｡

波
月
岬
､
事
情
'
倍
嚢
腫
の
如

き
は
頗
る

細
長

さ
岬
角
を
源
上
は
突
出
し
､
何
れ
も
其

外
海
は
面
す
る
側
は
は
大
小
の
差
こ
そ
あ
れ

極
め
て
顕
著
在
る
海
崖
の
発
達
が
あ
る
｡
TJ

机
は
外
界
か
ら
常
に
打
ち
寄
す
る
荒
き
風
波

に
ょ
つ
て
出
兼
ね
海
蝕
崖
で
あ
る
.
こ
れ
ら

の
中
特
に
明
瞭
夜
の
は
波
月
岬
で
あ
っ
て
'

長

さ
英
霜
の
間
は
海
波
は
洗
は
れ
で
'
瀬
鉢

と
栴
す
る
顕
礁
附
近
か
ら
常
に
切
断
さ
れ
ん

と
し
て
ゐ
る
.

rJれ
が
完
各
に
離
島
化
す
る

の
も
息
を
ら
-

左
程
の
長
年
月
を
要
せ
老

い

7九j]

三
九



地

球

鮮
十
八
巻

で
あ
ら
う
.

か
J
る
波
月
岬
の
将
来
に
於
け
る
捷
化
の

過
雅
を
今
迄
に
明
瞭
に
辿
っ
て
ゐ
る
ら
し
-
瓜
は
れ
る

地
形
が
他
の
佃
桝
に
あ
る
.
そ
れ
は
名
護
.j
f滞
口
な
る

粁
天
砧
と
加
部
比
と
の
脱
係
で
あ
る
.
即
ち
名
護
屋
滞

力
ぺ
ジ
▼

口
在
る
加
部
比
は
封
….ii
本
陸
の

一
岬
角
た
る
粋
大
略
と

革

三
講

1

4(

四

〇

部
の
両
面
lこ
単
連
せ
る
海
促
が
次
第
に
成
長
し
て
蓬
に

仝
-
､
両
者
結
合
し
て
'
今

や
其
の
中
央
造
物
と
し
て

I-一r

の
小

さ
さ
粋
天
島
が
過
去
悠
久
の
此
の
地
形
の
礎
移
を
I

物
語
っ

て
ゐ
る
も
の
と
余
は
判
断
す
る
の
で
あ
る
0
血

の
地
峡
部
の
地
質
は
袈
両
は
玄
武
岩
で
あ
み
'
加
部
砧

の
問
に
水
深
十
諒
足
ら
ず
の
水
道

を
通
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
其
の

中
間
ーこ
僅
か
に
海
砧
の

1
部
h
t以

て
本
陸
と
接
続
す
る
押
天
砧
を
残

し
'
こ
れ
が
本
陸
と
加
部
砧
と
の

媒
介
の
如
-
祐
す
る
あ
た
-
は
雁

に
地
形
的
に
而
白

い
も

の
で
あ

ら
.
即
ち
'
こ
れ
は
甘
て
の
加
部
砧

は
今
日
の
如
-
離
i
?で
は
な
-
し

て
本
陸
に
接
続
す
る
細
長
さ
岬
角

で
あ
っ
LJ
も
の
が
棒
め
て
長
d
l,年

月
の
間
に
玄
海
の
荒
さ
風
波

に
托

は
れ
て
蓬
に
狗
き
地
峡
部
は
断
暦

線
に
そ
ふ
て
で
は
あ
る
が
班
に
切

断
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
0
他
部

:i?,'九 嗣 甲 間

(氾Ji主波物としての紳大曲)

乙 問

(炎の:1こ隣榊に於ける節三紀々亨)



の
外
洋
両
に
は
見
抑
な
る
杖
状
節
排
の
心
用
を
な
し
久

本
陸
に
も
七
ツ
釜
等
の
紹
北
を
な
す
底
も
あ
る
｡
黙
し

地
峡
部
の
裁
底
を
な
す
地
質
は
節
三
紀
の
砂
岩
紛
ら
し

-
そ
れ
は
次
に
械
げ
る
邦
大
化
を
中
心
に
す
る
岩
鼻
に

あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
'
乙
範
異
に
は
本
陸
側
た
る
押
天
帖

に
於
け
る
節
三
紀
潜
の
傾
斜
が
明
瞭
は
判
明
す
る
く
;～

岩
泉
で
は
加
部
i
Pと
卵
天
的
問
の
沖
天
砧
が
浅
さ
湖
に

ょ
っ
て
本
陸
と
辿
紙
す
る
と
こ
ろ
を
あ
ら
は
L

t
こ
れ

は
嘗
て
は
地
峡
部
と
し
て
'
陸
の
辿
綿
が
あ
っ
た
rJ
と

を
物
語
る
の
で
あ
る
っ

克
舷
浦
や

比

に
あ
る
小
入
江
の
朝
に
は
沖
献
地
又
は

三
角
洲
の
発
達
の
如

き
は
極
め
て
微
弱
で
あ
っ
て
'
従

っ
て
栄
蕗
の
形
成
に
は
自
づ
と
窮
加
で
あ
る

こ
の

小

安
は
此
の
入
江
附
近
の
土
地
の
沈
降
の
時
期
が
兼
だ
割

合
に
新
し
-
あ
る
rJ
と
､
孤
に
其
帯
頭
に
ほ
ぐ
河
川
の

受
水
匿
域
が
小
さ
-
し
て
'
従
っ
て
大
河
川
の
#
従
も

ち
-
､
共
粕
川
土
紗
の
先

も
制
令
に
微
少
な
る
に
光
-

の
で
あ
る
O

TTl′..

(
附
)｢
七

ツ
筆

J

呼
子
帝
外
土
器
帖
の

.J
fW
は
'
札

化
烈
髄

の
･_-
銀
地
摺

秋
節
即
の
極
め
て
よ
-
単
連
せ
る
玄
武
岩
か
ら
成
っ
て

ゐ
る
.
そ
れ
が
玄
毎
の
姑
清
に
ょ
つ
て
七
ツ
の
洞
雄
と

な
み
'
所
謂
七
ツ
釜
な
る
名
勝
を

1形
成
し
て
ゐ
る
｡
次

の
･lET異
に
示
す
の
は
こ
れ
で
あ
っ

て
洞
描
>
.な
す
1.6
杵

は
伴
六
角
椛
戊
は
五
九
椛
で
あ
っ
て
t
i;;
克
す
る
も
の

肥 前 七ツ釜玄武洞



地

球

節

十

八
笹

あ
わ
'
斜
走
す
る
も
の
も
あ
-
､
其
の
到
る
虞
は
亀
甲
紋

を
象
っ
て
ゐ
る
.
此
の
中
'
中
央
の
79
の
は
特
に
大

き

-
､
洞
門
は
幅
'
高
さ
共
に
三
光
に
重
ん
と
し
て
ゐ
る

.

此
鹿
は
筑
前
の
茶
屋
大
門
と
北
に
九
州
は
於
け
る
有
名

な
玄
武
洞
と
し
て
遊
歴
客
の
多

い
と
rJ
ろ
で
あ
る
｡

カ
リ
ヤ
ワ
ン

臓

屋

轡

附

近
よ
カ
南
方
伊
嵩
里
町
附
近
ま
で
の
海
岸

は
概
ね
第
三
紀
層
よ
与
成
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
其
魔
に

は
数
多
の
小
出
入
が
あ
る
.
特
は
暇
屈
轡
の
筒
南
岸
た

イ
リ
ノ
ムラ

る
入

野

相

は

此
の
第
三
紀
層
の
上
部
は
模
高
約
百
光
を

以
っ
て
玄
武
岩
が
被
覆
し
て
ゐ
る
O
そ
し
で
此
の
地
方

の
玄
武
岩
基
地
は
よ
-
見
る
如

き
急
崖
を
有
す
る
の
でアリ

あ
る
｡
滞
内
に
は
竹
子
島
外
数
個
の
小
鳥
あ
わ
'
叉
有

ウ
ラ
ガ
ハ

浦

川

が
約
八
粁
の
長
さ
を
以

っ
て
此
塵
の
兼
酉
構
造
線

は
沿
ふ
て
酉
は
溝
流
し
て
ゐ
る
｡
rJ
れ
は
大
高
山
は
馨

し
で
酉
の
玄
武
岩
基
地
を
開
析
し
て
ゐ
る
｡
そ
し
て
其

の
搬
出
す
る
土
砂
は
､
溺
れ
谷
の

1
部
は
珍
く
も
兼
西

.LJ,
刺
長
さ
沖
積
地
を
作
っ
て
.
其
の
上
は
諸
岡
'
新
田

等
の
諮
部
落
を
乗
せ
て
ゐ
る
｡

以
上
述
べ
た
如
-
米
粉
捕
牛
島
の
北
舘
か
ら
恨
屋
轡

節

三
鞭

芸

〇

四
二

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ

ま
で
は
､
其
海
岸
線
の
屈
曲
も
比
較
的
に
大
は
し
て
､

又
其
塵
の
海
蝕
線
の
教
蓮
も
良
好
で
あ
る
が
､
こ
れ
よ

ヵ
以
南
伊
商
運
轡
に
到
る
間
は
大
屈
曲
は
乏
し
-
'
源

崖
の
聴
蓮
も
亦
稀
で
あ
る
｡
然
し
極
め
て
小
rb
き
鋸
歯

状
の
出
入
が
こ
れ
に
代
少
､

叉
多
-
の
島
-

長
幡
豚

に
鷹
す
る
鷹
島
､
瀬
島

の
如
き
大
型
の
島
を
始
め
と
し

頂
'
無
数

の
小
島
或
は
湘
-

h
t有
す
る
O

特
に
両
島

と
湯
野
浦
の
間
に
は
'
四
十
島

､
停
七
島
､
絵
島
､
ウ

シ
島
'
帆
立
島
､
小
島
等
の
小
島
哩
群
が
存
在
し
て
､

そ
れ
ら
は
多
-
'
濃
藍
色
の
源
水
と
､
そ
れ
に
よ
っ

て

洗
は
れ
た
る
第
三
紀
層
の
砂
岩
と
'
其
廃
は
生
以
茂

れ

る
緑
林
と
相
映
じ
て
糖

の
様
夜
美
観
計
量
L
tJ
ゐ
る
｡

親
で
次
に
本
膳
北
海
岸
に
於
け
る
第
二
の
港
轡
で
あ

る
伊
寓
旦
轡
に
つ
い
て
で
あ
る
が
､
乙
れ
は
長
崎
膳
北

絵
描
牛
島
の
野
崎
と
福
島
の
南
方
と
を
連
ね
る
線
を
以

っ
て
外
海
と
別
れ
る
の
で
あ
る
O
尤
も
伊
寓
里
轡
の
旧

没
昔
と
し
て
考
察
す
る
夜
ら
ば
､
更
に
外
側
在
る
鷹
島

加
',)カ

其
の
封
岸
在
る
慮
鹿
牛
島
を
連
結
す
る
線
を
以
て
劃
す

べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
｡
此
の
暫
八
は
見
事
在
る
漏
斗

形

を
量
し
､
轡
口
の
幅
約
六
粁
､
奥
行
は
薯
に
十
四
粁



を
有
し

てゐ
る
O

外
梅
の
荒

さ
風
浪
は
､
此
の
細
長

さ

閣
人
と

､閣
外
な
る
両
島
に

よ
っ
て
完
金
に
防
止
さ

れ

て
､
賓
は
洩
様
か
な
る
好
錨
地
を
な
し
て
ゐ
る
.
rJ
の

乙
と
が
嘗
て
伊
常
旦
港
が
港
滞
都
市
と
し

て
の
磯
蓮
を

見
力
蚤
婁
在
る
因
子
で
あ
る
.
然
る
に
轡

奥
在
る
有
田

川
及
び
伊
鰐
旦
川
の
排
出
す
る
土
砂
は
年
々
多
量
に
し

て
､
沖
積
地
の
成
長
も
相
常
に
目
盛
ま
し
い
｡
特
に
有

田
川
の
如
き
は
干
拓
事
業
の
貸
行
を
さ
え
見
つ
ゝ
あ
る

状
態
で
あ

る
｡
従
っ
て
港
内
は
次
第
に
浅
-
夜
-
､
干

潮
時
の
如
き
は
既
は
圏
内
の
小
島
た
る
越
木
島
附
近
ま

で
は
僅
か
に

一
道
の
帆
船
水
路
を
威
す
に
過
ぎ
ざ
る
状

態
と
な
っ
た
｡
其
上
銭
逆
と
し
て
の
長
崎
線
が
開
通
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
p
此
の
町
の
後
背
地
の
特
産
た
る
有

田
焼

(
fJ
机
が
嘗

七
は
伊
甫
旦
港
か
ら
積
出
さ
れ
た
為

め
は

伊
常
澄
焼
の
名
も
有
し
て
ゐ
る
)
は
海
路
に
ょ
る

他
地

へ
の
遅
速
が
殆
ル
ビ
無
-
意
見1
る
rJ
と
と
も
そ
れ

か
ら
交
通
と
し
て
最
も
ス
ピ
ー
ド
を
貴
ぶ
近
代
船
舶
の

碇
泊
港
と
し
て
は
此
の
港
は
あ
ま
I
.ほ
奥
行
探
-
て
航

路
長
さ
に
失
す
る
事
等
が
原
因
と
在
っ
て
､
伊
嵩
旦
港

の
港
轡
的
蕉
命
は
班
に
老
年
期
に
入
れ
る
も
の
で
あ
る

佐
FMTTJ嚇
の
白
熱
地
雌

何
れ
乙
の
､J
と
は
本
膳
人
文
地
理
の
研
究
に
譲
る
と
L
J

よ
う
0

次

に
伊
常
盈
町
か
ら
酉
北
に
向
ふ
海
岸
線
に
つ
い
て

で
あ
る
が
t
rJ
れ
は
極
め
て
屈
曲
に
乏
し
い
｡
地
質
は

石
炭
暦
を
挟
む
と
こ
ろ
の
第
三
紀
層
よ
-
成
-
､
其
の

ケ
T<.LIL

中
程
は
楠
久
港
が
あ
る
｡
rJ
の
港
は
港
内
水
操
-
し
て

最
近
伊
佐
線
(
伊
寓
里
か
ら
佐
世
保
は
迫
ず
る
汲
足
線
)

の
開
通
あ
-
.､
俗
に
伊
寓
里
寄
港
と
栴
す
る
汽
船
帆
船

の
一
部
は
此
の
港
ほ
て
荷
役
を
果
し
て
､
恰
79
伊
笛
旦

町
の
外
港
た
る
の
立
場
に
あ
る
本
港
が
其
の
賓
嚢
に
放

て
は
次
第
は
主
客
碑
倒
の
立
場
に
壁
か
つ
J
あ
る
｡

伊
常
旦
滞
内
に
は
越
木
島
'
小
島
'
釘
島
七
ツ
島
等

の
第
三
紀
の
砂
岩
よ
み
成
れ
る
小
島
幌
が
あ
る
.
そ
れ

ら
は
何
れ
も
習
内
に
風
致
を
添

へ
る
が
､
別
し
て
七
ツ

島
は
苫
う
で
あ
っ
て
'
夏
季
は
遊
客
で
逓
ふ
｡
轡
の
着

て斗
･.I.I

岸
の
中
春
は
牛
島
状
む
な
し
で
放

鳥

が
あ
る
｡
も
と
猫

立
せ
る
第
三
紀
層
の
島
で
あ
っ
た
も
の
が
'
長
さ
歳
月

の
間
tこ
土
砂
は
よ
っ
て
本
陸
と
の
間
は
連
絡
し

'
今
は

登
-
抱
き
込
ま
れ
て
行
政
上
伊
常
旦
町
の

1
部
を
な
し

て
ゐ
る
｡
其
の
牝
在
る
釘
島
は
､
干
潮
時
に
は
本
陸
と

ニ
0
1

倒

三



地

織

第
十
八
怨

の
間
に
砂
洲
が
伸
び
て
連
絡
し
'
近
-
完
金
在
る
ト
P･

y
ガ
と
化
せ
ん
と
し
っ
!
あ
る
｡
繭
局
部
的
で
は
あ
る

が
､
此
の
附
近
ほ
地
LJ
ヵ
或
は
地
盤
屑
蕗
を
量
せ
る
と

rJ
ろ
等
が
あ
る
｡
TJ
の
地
表
の
舜
化
が
果
し
て
壁
在
る

局
所
的
意
味
の
小
鼻
動
で
あ
る
か
､
或
は
も
つ
と
大
塊

横
を･6
る
構
造
的
の
意
味
を
荷
ふ
現
象
で
あ
る
か
は
荷
ほ

碑
魂
の
研
究
を
姿
す
る
問
題
で
あ
る
が
要
す
る
に
釘
島

附
近
の
汀
線
の

一
部
を
若
干
づ
ゝ
塾
更
せ
し
め
つ
J
あ

う
rJ
と
は
事
寛
で
あ
る
O
次
は
極
め
て
筒
軍
で
は
あ
る

が
筆
者
が
先
年
黒
鰻
地
方
の
地
表
浄
化
に
つ
い
て
調
査

せ
る
事
項
を
略
託
し
て
み
や
う
｡

(
附
)

黒
魔
地
方
の
地
LTT

に
つ
い
て
｡

こ
れ
は
伊
甫
里
町
を
去
る
西
北
六
粁
の
地
た
る
1
品

川
村
と
の
境
界
附
近
ほ
起
れ
る
小
規
模
の
断
層
で
あ
る

次
に
示
す
家
具
の
A
圏
は
其
の
新
し
さ
断
層
崖
の

7
部

堅
不
せ
る
も
の
で
あ
わ
､
Pq
国
は
そ
れ
に
よ
っ
て
惜
落

せ
る

完
仰
の
叢
を
中
心
と
し
て
据
せ
る
も
の
.で
あ
ヵ
､

左
方
の
松
林
は
番
の
地
静
面
で
あ
る
｡
挽
rJ
の
断
層
運

動
が
革
に
局
部
的
相
磯
性
の
小
現
象
に
過
ぎ
ざ
る
も
の

節

三
挑

ニ0ニ

四

四

で
あ
る
か
､
或
は
そ
れ
と
も
現
象
日
渡
と
し
て
は
侶
令

小
規
模
な
る
は
せ
よ
､
其
の
荷
ふ
意
味
は
兜
に
雷
太
で

あ
っ
て
､
本
地
方
の
地
碑
構
造
に
隅
す
る
大
き
な
問
題

を
展
開
し
得
べ
き
轟
の
事
柄
で
あ
る
か
は
佃
は
今
後
の

聾
者
の
研
究
は
侯
充
血
ば
在
ら
ぬ
O
然
し
fJ
机
は
本
楯

に
於
け
る
政
も
新
し
い
小
n
い
断
簡
の
テ
ィ
ピ
カ
ル
の

も
の
と
し
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
少
産
碇
児
童
に
と
つ

て
は
生

き
た
材
料
と
す
る
pJ
と
が
揖
凍
る
｡
此
の
運
動

は
現
在
は
於
で
も
極
め
て
徐
々
で
は
あ
る
が
葡
ほ
進
行

中
で
あ
る
ら
し
く
思
は
れ
る
が
､
過
去
に
於
て
最
も
顕

著
怒
る
運
動
は
前
後
二
回
に
あ
っ
カ
も
の
ら
し
い
｡
即

ち
第

一
回
は
明
治
四
十

].
年
九
月
頃
で
あ
っ
て
第
二
回

目
は
大
正
七
年
六
月
頃
で
あ
る
｡
其
被
審
低
域
は
人
見

岳
を
中
心
と
す
る
約
五
十
町
歩
飴
と
言
は
れ
で
ゐ
る
.

人
見
岳
と
揮
す
る
の
は
現
在
は
殆
ん
ど
其
頂
上
を
見
出

し
能
は
拍
迄
に
階
落
し
て
ゐ
る
が
､
嘗
で
は
肥
前
領
と

唐
津
領
の
境
に
襲
え
て
よ
-
燈
火
を
拳
げ
た
山
で
あ
る

ら
し
い
.
此
の
附
近
の
運
動
は
第
二
回
の
際
に
於
で
特

に
激
し
-
'
人
見
岳

一
昔
の
高
地
の
中
腹
に
あ
ら
し
家

屋
十
六
軒
は
蓬
に
蚤
-
海
岸
の
革
地
は
移
樽
し
た
程
で



節 十 一 問

A･黒 塵 地 方 の 断 軍
人物は締者｡rL_L･.7巧と比較 を乞ふ

B.仝 じ く其 の 陥 没 地
/I-_rJyの舷肘 よtl.ll._LL17tの浪=こして推 ドの急勾靴はlJ:･の斯榔it;

も
あ
る
0

此
の
局

所
的
隆
起
ーこ
よ
っ

て
同
朋
を
姐
過
せ

る
僻
?.j
の

一
部
の

如
き
は
其
の
造
林

を
胤
n
れ
し

篤め

に
､
三
度
も
通
路

を
改
堕
し
た
珍
現

象
も
あ
る
｡
こ
れ

ら
の
運
動
方

向
は

和
々
で
あ

っ
て
箔

者
は
他
日
･S
を
改

め
て
こ
れ
を
明
瞭

に
託
し
た
い
と
皿

i
.

あ
っ
た
.
崖
の
垂

局
の
も
の
は
約
十
米
と
残
す
の
で
あ

る
｡
而
し
て
此
の
徐

々
な
る
陥
落
の
反
両
に
は
牧
･比
の

地
類

一
林
､
特
は
地
班
の
加
北
部
地
域
に
は
､
局
部
的

で
は
あ
る
が
明
か
に
降
起
草

不
せ
る
地
帯
あ
-
･
嘗
て

海
中
に
あ
っ
た
岩
躯
が
班
に
六
米
前
後
も
降
起
せ
る
盛

化
fE
噺
の
白
g
:･他
用

地
帯
構
造

此
の
地
方
は

多
-
の
小
輔
丘
陵
が
複
難

に
起
伏

し
て
､
共
起
に

1
定
の
系
統
を
表

せ
る
山
脈
を

卯
仙
め
る

乙
と
は
川
水
内
｡
rJ
jl
ら
の
地
衣
は
､
或
る
と

rJ
ろ
は
渡

粘
戒
の
第
三
紀
好
よ
-
成
っ
て
'
そ
れ
が
隆

起
し
て
後
に
空
け
た

と
こ
ろ
の
地
健
の
境
化
と
風
化
水

ニ
0三

四
五



義一
義

徽
十
人
●

鶴
-

こ1つて故蕎化せるとこ
ろ
あ
4
'.二又
或
虻
.'
其

の表面の鼻線帝と破って火
内
岩
の
噴
出
が
あ
っ
た

-

して社難
-

こなつたのであ
る
｡
然
し
大
腰
托
放
て

は起伏は少な
-

､凡そ首光
政
室
二
青
光
の
玄
武
岩

墓地を構成してゐる｡それ
は
衣
の
耳
鼻
-こ
明
瞭
で

徽
三
嶋

土豪

t
太

J

I
::請
..

∵
･.
-

al1-L'=&

束捻浦牛島の玄武岩鼻地(叢か遺方な311一義線のLll轟に珪篇)
あ

る
､
即
ち
'
亀
か
彼
方

に
殆
ん
ど

1
線
を
な
す
山

は
曹
玄
武
岩
に
よ
っ
て
被

覆
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て

唐
津
潜
内
の
島
々
も
骨
卒

頂
で
あ
る
｡

此
の
]
帝
の
断
層
連
動

と
し
て
は
末
社
沖
牛
島
の

潅
片
瀬
方
面
は
朝
合
に
顕

著
を
A
L
も
の
J
如
く
'

を
の
方
向
は
多
く
北
々
酉

な
る
乙
と
は
既
に
述
べ
た

と
こ
ろ
で
鳥
零

景

長

の
各
晩
鴨
島

色

事

暮

雲

溝
向
上
し
孟

雷
す
べ
き
轟
音

苦

難
軸
部

.

.''
)

…
謂

義

郎

冒

㍍

醐
締

…
猛

一

る
構
造
方
向
を
有
す
さ
こ
と
と
意
味
す
る
｡
こ
れ
農

尊
貴
旺
'
点
す
稽
鴨
托
練
轟
の
穐
壊
内
と
貫
捜
す
魯
多

く
の
繭
河
用
命
績
舟
板
aろ

く
知
･&
.鏡
は
又
'敵
の
嵩

方
小
鳩
鼻
輪
義
柾
あ
る
義
さ
の
ふ
穐
轟
の
方
向
tと
よ
っ

て
知
る
乙
と
も
的
撫
る
こ
と
は
雷
て
の
青
線
男
心
欄
膿

の
地
尊
義
鐘
の
敵
中
の
欝
lこ
着
鴨
せ
る
農
由
義

fi

あ
る
｡
乙
の
暮
薫
は
藩
斧
の
小
雷
入
A点

外
雛
や
鵡
大

局
的
な
る
方
向
等
竃
こ
れ
AJ立
曽
す
る
も
旬
で
あ
る
Q..

此
の
蝿
霞
内
の
鶴
亀
や
海
岸
線
lt
?
S
y
硬
軟
k
欝
心

-
前
逃
せ
る
が
故
は
此
轟
に
重
複
す
る
こ
と
A
lさ
せ
y

夷
は
本
地
嘗
内
に
放
け
る
河
川
に
り
き
て
概
蕃
輪
耽
電

卓
し
て
み
よ
う
｡
そ
の
食
め
托
夫
に
本
簾
の
水
系
教
育

閥
を
挿
入
し
て
本
尊
に
放
け
る
河
川
と
馳
明
し
よ
う
.
.


