
地

(
27
)

一
九
二
六

(28
)

1
九
二
九

(29
)

1
九
三
〇

(
30
)

1
九
三
一

(
31
)

1
九
三
三

(
32
)

i
九
二
二

城

野

ニ
T

.t
在

節

五

紙

表

四

川
的

泣
藤
城
迫

撫
仙
:.kJ
日
産
化
不
純
物
の
桝
兜
漁
朝

地
単
離
蕊

妨
三
八
小

節
凹
五
二
批

内
r
y
sh
to
f
ov
ic
h
.
A
.
N
.‥
E
v
o
lu
tio
n
o
f
t
h
e
T
e
r
tia
r
y
F
lo
r
a
in
A
sia
,
N
e
w

P
h
ytolog
ist.,
V
o

L

X

X

V
I
u
,

N

o
.

4

.

今
野
圃
赦

倍
鵬
中
部
に
蕗
す
る
新
耽
代
化
不
純
物
部

(
信
浪
中
部
他
部
髄
)

滋
脇
誠
泣

新
竹
i代
の
化
石
捕
物

･:〃
披
講
旅

森
川
日
子
次

山
形
臓
小
蜘
席
中
新
世
継
物
中
に
故
見
せ
る
グ

ー

､"
ナ
リ
ヤ
に
就

い
て

地
封
拳
那
諒

解
四
〇
各

節
E
f
七
七

節J

o
h

nson,
D
.:･
S
tr
eam
Scutpture
on
the
A
tla
n
tic
S
lo
p
e
.

武

蔵

野

墓

地

の

村

落

楼

一▲
剥

(
･

3'<
)

桝
､
緒

言

武
減
野
は
日
本
に
於
い
て
稀
は
見
る
庶
大
在
所
帯
を

占
め
た
基
地
両
で
あ
っ
て
､
殆
ん
ど
開
耕
r
Jれ
な

い
準

川
面

か
ら
在
っ
て
ゐ
る
｡
rJ
の
基
地
は
貼
土
管
｡砂
･磯

等
の
互
暦
か
ら
成
っ
て
ゐ
t
t
そ
の
上
に
は
厚

い
ロ
ー

ム
が
披
覆
し
て
ゐ
る
か
ら
､
井
水
を
縛
る
に
は
容
易
で

な
か
っ
た
｡
基
地
の
北
部
に
･あ
る
堀
舘
相
の
堀
兼
井
は

日
本
武
舎
御
東
征
時
の
俸
龍
に
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
'

水
を
縛
る
TJ
と
の
困
難
は
之
は
よ
っ
で
も
を
の

1
報
を

知
る
こ
と
が
出
凍
る
｡
姦
地
の
居
住
は
必
然
水
と
舶
係

を
79
つ
て
ゐ
る
省
で
'
変
蕗
の
形
態
に
於

い
て
も
毒
地

で
あ
る
と

い
ふ
特
異
性
が
見
出
さ
れ
て
凍
る
｡
か
し
る

意
味
か
ら
乙
の
平
坦
宙
か
ら
成
る
武
戴
野
は
'
毒
地
祭

路
の
研
究
に
通
し
た
所
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い



FJ
の
研
究
は
於

S
て
は
､
武
減
野
は
如
何
在
る
形
態
の

緊
群
を
教
生
せ
し
め
LJ
か
｡
又
そ
の
形
態
を
決
定
し
た

排
か
如
何
｡
そ
の
間
題
の
調
査
を
述
べ
て
先
撃
の
御
指

数
を
朋
少
庇

い
と
思
っ
て
ゐ
る
｡

rJ
の
研
究
の
範
囲
で
あ
る
養
地
面
は
､
関
東
山
地
の

山
麓
に
あ
っ
て
､
酉
部
は
青
梅
町
h
l頂
鮎
と
し
て
屠
り

北
の
限
界
は
加
治
丘
陵

｡
入
間
川
の
低
地
に
よ
っ
て
基

地
淵
の
川
越
市
に
至
み
､
東
は
荒
川
低
地
に
接
し
て
東

京
の
朴
の
手
は
及
ん
で
ゐ
る
｡
rJ
の
場
合
東
京
市
と
川

越
輔
は
封
此
す
べ
き
79
の
で
あ
-
､
基
地
端
の
付
置
が

城
下
町
と
し
て
教
連
す
る
は
薫
っ
た
州
南
で
あ
る
｡
南

の
限
界
は
多
摩
川
の
流
路
に
及
び
南
東
の

一
部
が
東
京

轡
は
而
し
て
掛
る
｡
こ
の
地
形
的
筒
分
に
ょ
っ
ね
の
で

あ
る
が
p
都
市
の
研
究
は
fJ
J
で
は
論
外
に
聞
い
て
村

落
の
調
査
の
み
と
し
た
｡
五
寓
分
の

Lt
地
形
閲
大
官

･

川
越

｡
東
京
酉
北
部

｡
骨
梅
及
び
二
常
五
千
分
の

-1
地

形
間
川
越

･
所
韓

∴
;
梅
等
数
薬
を

参
照
せ
ら
れ
ん
こ

と
計
望
む
｡二

､
侵
蝕
谷
の
村
落

山
瀬
野
窮
地
の
村

絡

●

素
地
面
に
は
偶
か
に
僅
蝕
が
行
は
れ
カ
窪

と
揮
す
る

や
な
せ

重
度
の
も
の
と
､
侵
蝕
が
進
ん
で

柳

瀬

川
の
渓
谷
の
如

き
7g
の
と
が
春
し
て
ゐ
る
｡
窪
地
は
基
地
村
落
の
鍵
と

も
言
ふ
べ

き
も
の
で
､
基
底
に
は
早
-
か
ら
居
住
が
行

は
れ
ね
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
水
と
極
め
て
関
係
の
裸

い

こ
と
聖

不
す
も
の
で
､窪
地
が
あ
れ
ば
泉
が
あ
ヵ
'森
を

見
る
rJ
と
が
出
塞
､
共
感
に
村
落
が
聴
生
し
て
ゐ
る
｡

乙
の
村
絡
む
窪
地
村
落
と
呼
ぶ
乙
と
に
す
る
｡

窪
地
柑
清

武
減
野
基
地
に
は
小
,%
J谷
の
村
落

が
多●

く
､
渓
谷
の
地
形
を
明
示
し
た
村
落
名
が
多

い
｡

露
･

〇
〇

●

○

久

保

･
谷

｡
浬

等
が
各
地
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
東

○
●

○

●

●

●

京
市
の
大
久

保

｡
四
谷

｡
幡
ヶ
谷

｡
荻
窪

･
邪
司
ケ
谷

●

○

世
田
谷

･
北
喋
等
は
何
れ
も
地
形
か
ら
蔑
じ
た
栄
藤
名

で
､
居
任
に
封
し
て
重
要
な
朗
で
あ
っ
た
と

い
ふ
革
を

示
し
て
み
る
｡
非

ノ
頭
池

･
粗
大
等
池

こ
こ
薯
寺
紬

･

妙
正
寺
池
等
は
谷
頭
に
位
す
る
湧
泉
で
､
か
＼
る
場
所

が
先
史
時
代
に
於

い
t,J
韮
婁
夜
屠
伴
の
L土
地
で
あ
っ
た

こ
と
は
､
石
器

｡
土
器
等
の
磯
風
に
ょ
つ
て
知
る
fJ
と

○

巽
北

F
に



地

球

約

二
十

ti
怨

0

0

●

●

●

●

荷
造
の
鮎
久

保

･
勝
久

保

･
浅
久

保

等
は
窪
地
の
村
落

が
街
村
化
し
た
も
の
で
.
そ
の
古

い
敏
捷
は
金
-
窪
地

●

に
関
係
し
て
ゐ
ね
の
で
あ
る
｡
所
輝

町
は
薦
鎌
倉
街
道

●

の
迫
ず
る
と
こ
ろ
で
､
弘
法
の
泉

と
稗
す
る
も
の
が
あ

わ
.
rJ
の
泉
の
存
す
る
関
都
が
崇
落
教
生
の
核
心
と
な

っ
て
ゐ
て
､
町
の
大
部
は
兼
川
の
小
浜
谷
中
に
春
し
て

ゐ
る
.
窪
地
村
落
の
最
も
顕
著
を
例
で
あ
る
と
言
ふ
こ

と
が
出
解
る
の
で
あ
る
0
そ
の
畿
連
の
す
べ
て
が
轄
地

の
鵜
で
な

い
の
は
勿
論
で
あ
る
が
.
演
谷
に
沿
っ
て
教

壇
し
ね
こ
と
は
現
在
は
至
る
ま
で
比
較
的
井
水
を
吸
み

易

い
低
地
を
求
め
た
乙
と
は
依
存
し
て
ゐ
る
｡
菅
か
ら

｢
水
の
な

い
所
輝
に
は
嫁
に
や
る
夜
｡｣
と
言
は
れ
た
位

で
あ
っ
た
が
'
現
今
は
動
力
を

用
弘で
井
水
を
吸
み
上

げ
'
共
同
の
タ
ン
ク
を
設
け
て

水道
式
に
覆
し
て
ゐ
る

乙
と
は
､
特
色
あ
る
轟
地
変
罫
の
給
水
激
で
あ
る
｡

添
谷
の
村
落

狭
山
丘
陵
に
源
を
聴
し
て
末
流
す
る

柳
漸
川
は
'
武
蔵
野
基
地
は
放
け
る
最
も
旗

5,浜
谷
かLJ

形
成
し
て
ゐ
る
｡
研
滞
町
東
方
は
於

い
て
は
､
上
安
松
｡

下
密
栓

の塊
状
村
落
が
見
ら
れ
'
渓
谷

底の
小
段
丘
上

解

五
紙

宗

六

四
六

は
登
壇
し
た
79
の
ゝ
例
で
､
兼
方
に
至
る
ほ
従
っ
て
轟

地
が
直
ち
に
水
田
は
接
す
る
fJ
と
が
'
基
地
鼎
は
村
落

む
教
生
せ
し
め
た
の
で
あ
る
｡
竹
岡
曙

｡
城
等
が
そ
の

(1
)

例
で
革
光
氏
が
注
意
5Jbれ
た
如
-
､
rJ
の
場
合

ほ
は
地

形
の
制
約
が
少

い
か
ら
凝
集
的
散
在
の
形
状
を
探
る
.

rJ
の
二
者
の
中
間
性
の
も
の
は
坂
の
下
の
村
落
で
.
地

形
か
ら
も
二
者
の
中
間
性
む
な
し
で
ゐ
る
｡
坂
の
下
に

磯
生
し
力
付
群
が
p
坂
の
上
に
敬
連
迄
し
た
も
の
で
'

窪
地
村
落
の
有
す
る
特
性
を
静
め
る
こ
と
が
出
来
る
｡

黒
目
川
の
横
谷
に
春
す
る
村
落
も
同
様
の
形
態
を
有

し
て
ゐ
で
､
十
月
乃
至

1十
月
位
の
塊
状
村
落
が
分
布

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
柳
粥
川
の
渓
谷
は
見
る
如
き
盤

欽
…た
る
状
を
夜
ruな
い
の
は
浜
谷
の
磯
達
が
ま
だ
整
っ

て
ゐ
在

い
か
ら
で
あ
る
｡
沼
袋

｡
畑
中
の
如
き
小
村
落

も
'
溝
沼

･
睦
研
(朝
霞
町
)
の
如
き
大
き
い
も
の
屯
.

黒
目
川
の
演
谷
中
の
小
段
丘
上
に
任
し
て
ゐ
る
.
潰
晴

は
基
地
端
に
あ
っ
て
､
魚
屋
に
よ
っ
て
水
田
地
に
接
し

tJ
ゐ
る
乙
と
は
柳
瀬
川
の
竹
岡
輝
に
放
け
る
如
-
で
あ

0
.0

は
仰
越
街
道
の
縛
凧
と
し

て敏
速
L
LJ
も



の
で
ー
黒
目
州
の
低
地
の
井
水
の
碍
易

い
場
所
に
催
し

て
ゐ
る
0

乙
の
二
浜
谷
を
対
比
し
て
見
る
と
､
蔓
地
中
に
聴
連

し
た
演
谷
に
は
塊
状
村
罫
が
見
ら
れ
凝
魔
的
傾
向
を

不

す
の
で
あ
る
｡
之
は
水
田
耕
作
に
よ
る
こ
と
が
大
で
あ

ら
う
TJ
と
は
'
沖
積
平
原
の
村
落
に
顛
似
し
て
ゐ
る
鮎

に
あ
る
.
然
し
重
要
夜
他
の
押
由
は
戯
い
轄
地
の
村
落

で
､
傾
斜
両
に
教
壇
が
著
し
い
rJ
と
が
注
意
ruれ
る
｡

姦
地
報
の
村
落
も
洪
谷
に
接
し
た
小
窪
地
に
敏
捷
し
た

の
で
あ
る
｡三

'
崖
下
の
村
落

段
丘
崖
下
の
村
落

武
瀬
野
北
部
に
は
'
狭
山
丘
陵

の
北
西
に
あ
る
元
狭
山
相
か
ら
北
兼
に
延
長
し
三

川

越
市
の
福
相
原
村
今
稲
に
至
る
約
二
〇
粁
に
亘
る
侵
蝕

崖
が
布
し
て
ゐ
る
｡
fJ
の

一
線
以
南
に
は
､
牝
の
基
地

LE
よ
少

一
段
低

い
基
地
両
が
頂
い
て
ゐ
て
.
嘗
多
摩
川

(け1)

',)し
.,JJLや

の
名
魂

川
と

も
柄
す
べ
き

不

老

川

が
北
東
流
し
て
'
荒

川
の
支
流
新
河
岸
川
に
注

い
で
ゐ
る
｡
不
老
川
は
水
の

老

い
こ
と
が
多
-
.
水
の
あ
る
様
越
年
す
る
rJ
と
は
殆

拭
城
野
基
地
の
村
桁

ん
ど
な

い
の
で
か
!
る
名
を
碍
た
も
の
で
ー
武
蔵
野
の

最
も
特
色
あ
る
流
を
な
し
て
ゐ
る
｡
降
雨
心
際
心
で
樹

氷
し
､
両
夜
-
し
て
洞
れ
る
rJ
と
は
沙
漢
中
の
W
a
d
i,

ほ
も
比
較
す
べ

き
も
の
で
あ
っ
て
､
厚
い
ロ
ー
ム
の
素

地
で
あ
る
乙
と

が
か
.J
る
特
色
を
有
す
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
C
村
落
は
乙
の
河
水
に
は
無
関
係
に
北
方
の
段

丘
崖
下
に
接
し
tJ
春
し
て
ゐ
る
｡
四
部
で
は
二
本
木

｡.

上
藤
樺
の
村
落

があ
Jd
､
東
部
で
は
今
福

｡
中
新
田
･

比
けした

珠

下

･

下
新
田

∴
梓
等
が

1
線
上
に
蒔
い
て
ゐ
る
｡

0
0
0

今
福
は
開
拓
村
で
あ
る
が
.
鼠
下
に
接
し
て
線
状
を

な
す
rJ
と
が
最
79
苦
る
し
い
｡
之
を
南
知
ら
遠
望
す
る

と
軍
茸
の
家
が
密
基
し
て
ゐ
で
そ
の
背
後
に
は
嚢
し
い

杉
の
森
を
も
っ
て
ゐ
る
｡
北
方
の
基
地
は
経
の
川
の
小

●
●

浜
谷
に
ょ
つ
て
置
介
さ
れ
て
中

毒

と
呼
ば
れ
､
杉
の
森

は
そ
の
南
斜
面
に
あ
っ
て
冬
季
卓
越
す
る
北
西
風
を
防

い
で
ゐ
る
(第

1
閲
)

｡
節
二
間
は
今
稲
附
鑑
の
ス
ケ
ッ

チ
で
日
常
カ
の
よ
い
崖
下
で
p
井
水
を
碍
る
ほ
も
容
易

●

夜
場
所
と
在
っ
て
ゐ
る
｡
今
両
の
兼
に

樺
と

い
ふ
村
落

が
あ
少
'
段
丘
崖
の
岸
に
あ
る
位
置
堅
不
し
た
も
の
で
､

美
也

灼
七



節
二
十

4.
笹

～
,

射

止
披

講
A

Z
r八

致
し
て
村
落
が
発
達
し

てゐ
る
線
状

の
村
落
で

(cc)

あ
る
中
央
桁
新

円及
び
中
藤
新
円
は
何
れ
も
崖

扱rlt･相浦 と);･㈹村 ･南側柑

qi' 聞

板flI･相帯の今朝のスケッチ

下
の
村
落

で
'
開
拓

す
る
坊
令

Iこ
湧
水
A
J

利
用
し
て

其
虎
暮こ
位

置
と
決
定

し
た
O
rJ

の
租
合
も

今
肩
と
同

様
Iこ
､
南

向
の
日
昔

日
本
の
*
地

にあ
る
根
岸
の
名
を
有
す
る
村
落
は
･32
下

に
線
状
に
墳
通
し
て
ゐ
る
D
仝
棚
附
姓
は
そ
の
腰
式
的

の
も
の
で
あ
る
か
ら
､
か
＼
る
村
落
と
根
岸
村
落
と
呼

び
た

い
0

的
介
寺
何
方
に
繊
-
段
丘
腿

F
に
77̂
細
水
地
櫛
に

-I

む
の
よ
い
･L#
下
に
あ
わ
､

凪
を
防
LJ
rJ
と
'
臼
歯
か
'

水
の
絹
易

い
要
件
を
具
備
L
tJ
ゐ
る
O

-;
密
の
村
落

狭
-;
丘
陵
南
部
の
山
麓
地
帯
Iこ
は
有

機
ケ
蛤
か
ら
束
に
繊

い
て
:掛

,
横
か

･
芋
&

,
掛
か
等

の
村
落
が
見
ら
れ
､
胡
在
の
村
落
形
態
か
ら
は
甚
別
し



待
な
い
迄
に
述
離
し
て
ー
棚
状
の
村
落
と
在
っ
た
｡
今

福
や
平
兵
衛
新
円
よ
-1
も

一
層
潜
る
し
い
崖
下
に
あ
る

の
で
､
加
治
丘
陵
南
麓
の
村
落
と
共
に
山
麓
の
村
落
と

し
て
園
別
し
た
の
で
あ
る
｡
狭
山
丘
陵
は
武
減
野
基
地

の
島
止
も
稀
す
べ
き
も
の
で
'
地
下
水
層
が
高
-
在
っ

や
つ
だ

て
み
各
｡
そ
の
粘
基
丘
陵
地
の
四
周
に
は
谷
津
田
と
在

っ
て
細
長
小
水
田
が
喰
払
込
ん
で
ゐ
る
0

(･f･〕

武
磯
野
に
於
け
る
居
住
に
つ
い
て
考
察
す
る
時
､
こ

玖
地
帯
が
早
-
か
ら
選
定
n
れ
た
と

い
ふ
乙
と
は
首
肯

し
縛
る
こ
と
で
､
栗
蕗
形
態
か
ら
も
推
察
し
縛
る
と
m
心

ふ
｡
乙
の
形
態
を
都
祁
の
敏
蓮
と
比
較
す
る
時
'
董
迫

-
の
数
歓
加

へ
て
大
都
市
の
形
態
を
完
成
し
た
如
上

0
0
O
O
(t･3)

村
落
の
形
態
が
複
邪
化
し
て
網

状

村

落

と

在

っ
た
の
で

あ
る
0
そ
し
て
そ
の
発
達
は
山
鹿
に
箱
状
を
在
し
て
土

地
は
密
接
は
酷
ば
れ
'
水

･
日
督
-
｡
防
風
等
ほ
は
す

べ
て
よ
い
憧
件
を
有
し
て
ゐ
る
｡
rJ
の
各
村
落
に
は
養

荒
が
行
は
れ
､
水
田
が
僅
か
を
が
ら
耕
作
さ
れ
､
農
閑

率
に
は
織
物
が
行
は
れ
て
ゐ
る
｡
農
業
を
本
位
と
す
る

村
落
で
あ
る
の
で
､
都
苗
的
敬
蓮
は
見
ら
れ
な

い
の
で

武
戯
野
窮
地
の
村
絡

あ
る
O

加
治
丘
陵
の
南
産
に
は
､
豊
岡
町
か
ら
青
梅
町
に
祭

る
間
に
帯
状
に
村
落
が
分
布
し
て
ゐ
る
｡
入
間
川
に
注

●
●
●

●
●

ぐ
霞
川
が
山
麓
下
せ
流
れ
て
ゐ
て
ー
小

谷

田

｡
根

岸

｡

●

.
●

●

新
久

･
下
谷

賞

｡
上

谷

賞

･
木
蓮
寺

｡
今

井

･
谷

野
等

の
村
落
が
並
ん
で
ゐ
る
｡
村
落
形
態
は
狭
山
丘
陵
の
南

部
に
放
け
る
如
-
網
状
む
を
L
t
丘
陵
地
に
極
め
て
よ

●
●
●

く
接
し
て
ゐ
る
｡
乙
の
山
麓
の
地
帯
を
版

通

わ

と
呼
び

晶
質
の
よ
い
根
通
わ
茶
を
塵
出
し
て
ゐ
る
｡

狭
叫
丘
陵
南
蛮
の
碑
状
村
落
及
び
加
治
丘
陵
の
帯
状

村
落
は
日
常
-
､
水
､
風
を
防
ぐ
rJ
JJ
の
櫨
件
は
今
福

の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
山
地
が
大
き

い
だ
け
に
村
落

7P
著
る
し

い
凝
達
を
藩
げ
な
の
で
あ
る
｡
今
頑
の
如

き

一
列
の
村
落
で
は
な

い
｡
狭
山
丘
陵
の
北
側
の
村
落

と

南
側
を
此
瞭
し
た
時
'･
日
常
-
が
如
何
に
重
要
で
あ
る

か
ヾ
了
解
n
れ
る
の
で
あ
る
｡
山
階
の
位
置
に
個
々
に

撒
穫

し
た
村
落
が
次
第
に
磯
達
し
で
結
各
せ
ら
れ
'
山

麓
の
道
路
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
も
の
で
､
加
治
丘
陵
南

0
0
0

麓
の
枚

通

わ

は
興
味
あ
る
79
の
で
あ
る
｡
rJ
の
背
状
の

薫九

州

九
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材
嘉
A
Jか
整

呈

欝
し
た

い
(
讐
三
t
)0

嘉
二
十
一
義

1
1
-

..

-

･｣
T;

･7
.･

爾
空
重

貫

が
貞
義
す
る
善

政
書

嘉
事
義

･.

書

{
'
暮
義
事
亀
胃
の
村
落

片
■
輔

･
需
t
輔

東
泉
野
船
郭
に
は
直
線
状
の
材

加沖丘豊嶋義〇線濃甘幕

蕗
が
極
め
て

多
-
'
何
れ

も
各
州
時
代

初
期
の
E
拓

托
よ
き
も
の

で
あ
る
○
そ

の
形
懇
上
の

着
る
し

い
特

色
は
羊

]
蘭

に
見
ら
れ
る

如
き
妊
蕗
の

北
佃
に
の
み

如
L
:
.i
い
..

;
:
…
…
…
錯

㍑

…
摘

綿

半

に
あ
り
音

量

長

は
鹸
ふ

け
芸

小
○
急

虫

小

さ

い
糠
の
あ
る
豪
農
.
讐
蒙
で
あ
る
乙
と
A
J幕
す
≠
徴

で
'
上
連
の
理
由
か
ら
土
穐
tと
坤
し
て
鹿
¢
ね
も
.申
せ

.

あ
る
こ
と
が
見
趣
し
得
を

i
O

第

一
E
は
川
棲
市
有
方
の
鷺
腐
骨
常○

並
牡
の
牝
鳳
に
の
み
･(
蒙
の
並
ん
.だ
方

l11
e
.嶋
t
や

..

静
が
▲
旦
雷

見
ら
れ
る
村
落
と
'
第
四
岬
は
あ
る
上
音

･
中
音
の
如

き
遭
塔
の
爾
傭
に
あ
る
も
の
と
を
官
別
し
科
る
の
で
あ

る
｡
そ
の
何
れ
の
場
各
に
も
韓
の
大
き

い
も
の
が
妊
蕗

-こ
育
し
て
む
く
､
背
後
_こ
は
青
線
樹
の
森
が
あ
る
｡
牝

蓮
し
て
ゐ
る
｡
中
農

･
上
線
鷹

･
下
線
慮

･･血
生

?･.

下
赤
坂
等
-丈
何
れ
も
片
嶋
村
で
､
崖
下
の
誓

i
)七

*
逃
し
た
今
鳶
も
片
嶋
村
で
あ
る
｡
か
主

著
蔓

す
る
に
至
っ
た
理
由
は
'
卒
且
を
義
亀
背
托
轟
離
し
衆

村
落
で
ぁ
る
･J
と
が
ま
t,
あ
る
が
'
嶋
欝
皇

象
爵

係
_こ
あ
っ
て
･
牝
瀬
上
古

林
の
農
機
慮
托
並
行
3
舟
馨

∫

兼
⊥

円
酉
の
方
向
と
取
っ
て
み
る
｡
豪
農
披
書

下

日
管
-
の
よ

い
向
lこ
あ
る
が
'
中
鳶
で
髄
膏

働
象
亀

粕
雷
は
多
く
'
雛
鳥
托
勢
に
鵬

S
て
あ
る
も
¢
鶴
亀
薫

け
る
｡
豊
嶋
の
我
銅
の
象
の
席
有
す
垂
欝
蝿
が
'
豊
鼻
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鵬
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r
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∫

の
青
銅
に
あ
っ
て
､
共
慮
-こ
分
家
と
出
し
て
ゐ
る
の
も

あ
る
が
'
牝
佃
の
兼
の
tzz曹
-
A
J妨
暮
し
て
ゐ
る
｡
牝

傭
_こ
片
増
村
と
形
成
し
た
乙
と
は
丈
に
目
せ
A
Iこ
州
債

し
て
ゐ
る
の
で
､
地
形
と
共
に
考
秦
せ
ね
ば
な
ら
な

い
〇

三
芳
村
の
下
音
は
や
か
か
掛
と
呼
ば
れ
､
そ
の
特
色
に

!纂 申 Jq

犬蔵野北龍o開拓村･･････剛銅材

注
意
し
た
村

落
名
で
ぁ
る

の
で
､
か

､

る
形
鹿
の
村

落
A
J桝
伽
排

と
呼
ぶ
こ
と

が
管

で
あ

る
〇三

芳
村
の

Lq?X
7
)

三
宮
新
田

(

上
官
･喜

･

下
音
)
は
開

拓
材
と
し
て

謙
七
年
時
の
用
纏
鯛
主
構
蔓

外
線
払
鼻
払
..
且
雷

撃

]]+
三
町
鹸

･
青
む
円
十
七
町
義
や
点
群

T
O
昏
B
.

町
歩
の
簾
犬
な
蝿
義
A
J占
卦
二

月
雷
･4
玉
噂
一身
等

1

畑

･
山
林
A
･毒

し
'
中
央
打
抜
角
鋼
傷
め
象

音

義

i
て
辞
任
烏
A
義

孝

丁
場
#
ど
､
竃

払
大
鶴
音

命

で
あ
っ
た
'
-現
衣
の
点

雷
書

･
人
簾
讐
杜
若

堰

昔
時

の
H
.嶋
遷

雷
托
よ
る
竜

で
'
上
雷

,-暮

魯
静

蕗
は
鑓
線
の
爾
鴨
Iだ
欝
虞
鼻

.#
肺
卿
新
患

署

や

約
..E

鰻

㍍

錆

鮒

報

組

柑

0豊

野
注

千

草
穐
呈

鼻

息

..甘

薯

扶
鵬

暮
的
鐘
敢
闘
妬
甘
幕
と
精
し
寸
書

e
ら
¢
甘
薯

A
J
紀
義
L
t
農
業
的
職
業
を
主
と
す
暴
集
は

向
の
人
蒙
と
見
､
.背
瀬
A
長

け
で
Ja
.る
書
の

一
号

書

fJ
あ
る
｡
廃
藩
町
の
牝
甥
k
あ
っ
て
､
元

.
昔
音

義
義
e
材
幕

貴
lこ
注
意
せ
ら
れ
た
｡
溝
本
町
葡
方
の
野
九
度
の
棟
幕

も
金
-
同
義
の
む
の
S
J
あ
る
b

i

次
に
用
銅
材
i
J片
一
斉

の
胃
穣
t
.あ
る
が
､
海

]J

の
太
田
甘
音
大
瞥
(
精
義
貫

首

虫
犠
薪
的
(
生

育

)
謄

･そ

そ
の
曝
僻
A
JTK
.L
tj
み
る
b
禽
犬
鷲
の
賞
揚
の
夷

.
p
†

善

さ

十
,-



地

球

範
二
十

1
な

き
皆
-
ほ
天
利
配
が
あ
っ
て
､
乙
の
化
粧
で
大
塚
新
川

は
結
合
し
p
前
者
が
古

い
開
拓
村
で
後
者
が
新
し

い
｡

両
虎
樹
の
砂
久
保
は
両
側
村
で
道
路
の
異
常
カ
は
稲
荷

政
が
あ
り
P
編
原
村
の
他
の
片
側
柑
よ
か
も
古
-
磯
雄

し
て
ゐ
る
｡
叉
.
三
富
新
田
の
場
合

ほ
も
下
富
片
側
は
､

上
富

｡
中
富
に
後
れ
て
開
拓

さ
れ
た
｡
そ
の
土
地
の
開

拓
に
替

っ
て
､
自
由
に
開
拓
の
為
し
縛
る
草
地
で
あ
っ

た
か
ら
､
そ
こ
は
両
側
相
が
形
成
r
uれ
p
淋
し

い
朗
で

あ
っ
た
乙
と
が
両
側
付
と
な
し
た
押
由
で
あ
ら
う
O

O
O
O
O

◎

原
の
開

拓

村

落

膝
折
の
附
近
ほ
は
ヽ
上
ノ
原

･
下

◎

◎

.
◎

◎

ノ
原

｡
中
原

｡
北
原

こ
別
原

等
の
原
の
つ
い
た
小
村
落

●

●

●

●

が
あ

-
､
調
布
町
附
近
LJ>
,9
原

･
中
原

･
西
原

二
二
軒

●

●

家
等

の
小
村
落
が
あ
る
0
朋
輝
町
の
北
方
に
は
原

｡
入

●
●

●
●

●

軒

家

｡
大
野

原

･
原

等
が
あ
っ
て
不
規
則
を
極
め
て
小

規
模
を
開
拓
村
が
あ
る
｡
そ
し
て
他
に
比
し
て
新
し
く

濃
後
掌
で
脱
と
し
て
取
残
さ
れ
た
朗
が
開
拓
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
｡

0

0

散
村
(
散
在
村
落
)

兼
京
帝
の
北
西
は
皆

っ
て
散

在

0
0

打
落
の
分
布
が
殊
に
潜
る
し

い
｡
田
無
町
東
方
の
保
谷

ー収京市北西の散-fL:.利鞘

村
は
そ
の
塵

式
的
の
も
の

で
あ
っ
て
､

を
の
大
部

は

孤
立
し
た

一

月
か
ら
老
少

主
家

･
納
屋

等
が
屋
敷
林

は
囲
ま
れ
tJ

四
周
の
耕
地

内
に
散
在
し

て
ゐ
る
O

局

数
林
は
輝

･

樫

｡
杉
等
が

多
-
､
育
-
感
-
上

っ
た
そ
の
噂
は
海

洋
に
散
在
す
る

島
唄
の
如
-
で
あ
る
｡
乙
の
森
が
防
風

林
と
し
て
重
要

で
あ
る
こ
と
は
'
武
減
野
北
部

の
片

側
柑

･
両
側
相
の

有
す
る
美
林
と

同
戒
で
あ
る
O
保
谷
村
は
近

S
戚
椅
憧

大
泉
町

･
石
細

井

町
は
胆
に
東
京
市
は
編
入
さ
れ

ね
と



い
ふ
だ
け
で
あ
っ
て
､
散
在
村
落
の
よ
い
例
で
あ
る
｡

耕
地
は
塾
部
大
赦
畑
で
十
年
前
に
は
養
茸
を
業
と
す
る

者
も
多
か
つ
た
と

い
ふ
が
'
飛
躍
的
に
東
京
の
読
菜
園

と
鍵
化
し
た
｡
土
地
所
有
に
つ
5'
で
は

1
足
し
て
居
な

い
が
.
概
し
て
家
の
周
囲
に
土
地
を
有
し
､
そ
の
あ
る

も
の
は
本
家
と
分
家
が
接
近
し
で
ゐ
て
.
そ
の
周
囲
に

両
家
の
有
す
る
土
地
が
附
隠
し
て
ゐ
る
｡
小
作
す
る
人

の
耕
作
地
も
家
屋
の
周
闇
に
あ
っ
て
飴
-
離
れ
て
ゐ
な

(川
)

い｡

小

川
博

士

が
越
中
問
酉
部
の
荘
宅
と
し
て
述
べ
ら

0
0
0
0

れ
た
孤
立
荘
宅

(E
in
zelh
of)
で
あ
る
｡
下
保
谷
以
北

で
は
敗
月
集
っ
て
居
る
が
'
散
布
の
特
色
は
失
は
れ
で

0
0
0
0
0

み
な

い
｡
か
J
る
場
各
を
小

塊

状

村

落

と
呼
人
で
散
村

と
憧
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡

乙
の
散
在
の
原
因
は
'
廉

い
平
坦
を
基
地
で
あ
る
馬

地
形
的
の
制
約
が
な
い
の
ほ
よ
る
の
で
あ
ら
う
が
､
東

京
に
近

い
付
置
に
あ
る
の
で
早
-
か
ら
開
拓
さ
れ
て
居

住
が
行
は
れ
ね
為
で
あ
ら
う
｡
計
量
的
の
開
拓
が
行
は

れ
な
か
っ
た
為
に
'
武
蔵
野
北
部
と
は
そ
の
形
態
を
輿

に
す
る
が
､
農
業
を
本
位
と
す
る
基
地
村
落
の
他
の

l

武
載
野
耗
地
の
村
滞

_

つ
の
形

と
見
る
こ
と
が
出
凍
る
｡

平
坦
面
の
素
地
に
放

け
る
居
住
は
ー
特
殊
の
事
情
の
有
せ
ざ
る
限
-
概
し
て

散
在
に
僻
-
で
あ
ら
う
｡
殊
に
水
嚢
の
場
合
水
の
乏
し

い
と

い
ふ
敏
鮎
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
､
散
在
に
導
か
れ

た
も
の
で
は
夜
か
ら
う
か
｡

祷
村

片
側
村

･
両
側
村
は
武
蔵
野
の
草
地
開
拓
の

形
態
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
'
開
拓
の
督
初
か
ら
片

側
に
南
側
は
､
人
家
を
集
合
せ
し
め
た
も
の
で
あ
っ
て

片
側
村
が
両
側
村
に
鼻
化
し
た
79
の
で
は
決
し
て
覆

い

rJ
の
語
は
殊
琴
に
片
側
で
あ
る
両
側
で
あ
る
と

い
ふ
意

味
が
多
分
は
含
ま
れ
て
ゐ
る
様
に
恩
ふ
｡
か
㌧
る
村
落

O
O
O
O

O
O
O
Q

む
片

側

街

村

｡
両

側

術

村

と
呼
ん
で
街
村
の

7
形
態
で

あ
る
か
の
戒
に
使
用
す
る
の
は
如
何
か
･と
胤
ふ
の
で
あ

0
0

る
O
術
村
の
意
義
は
胆
に
術
選
は
附
ふ
た
栄
藤
で
あ
ヶ

と
す
る
な
ら
ば
'
紙
状
の
村
落
の
用
語
と
何
等
轡
-
が

(l･ー)

な

い
｡
現
在
位
用
rh
れ
つ
ゝ
あ
る
種
村
の
用
語
は
'
交

通
に
極
め
で
靭
係
あ
る
も
の
と
し
て

.I
般
ほ
使
用
さ
れ

て
ゐ
る
｡
医
線
状
の
村
落
で
あ
つ
て
も
本
質
的
は
金
-

量
る
も
の
を
'
街
村
と

い
ふ
語
で
包
宿
す
る
rJ
と
は
常

孟
三

五
三



地

政

節
二
十

一番

な
科
な

い
｡

華
光
氏
が
密
基
的
線
状
村
落
と
し
て
華
げ
ら
れ
カ
調

布
町
は
､
,TH
婁
縛
道
に
沼
ふ
て
人
家
が
密
基
し
て
道
路

に
而
し
て
建
て
ら
れ
て
ゐ
る
0
前
の
農
業
を
本
棟
と
す

る
片
側
村

･
両
側
村
に
此
し
て
商
業
的
職
業
が
謎
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
｡
乙
の
場
合
注
意
す
べ
F
J乙
と
は
､
商

家
以
外
の
家
屋
も
道
路
に
而
し
て
建
て
ら
れ
て
ゐ
る
こ

(j
.rJ

と
で
あ
る
｡
か
J
る
場
合
に
之
を
術
利
と
呼
び
た
い
｡

田
無
町
は
育
棺
街
道
は
沿
ふ
た
据
付
で
p
五
日
市
街

道
の
砂
川
は
開
拓
村
で
両
側
村
で
あ
る
が
街
村
化
が
見

ら
れ
て
ゐ
る
0
膝
折
(朝
霞
町
)
成
槍

･
大
和
田
等
は
川

越
術
選
の
締
付
で
p
低
地
は
登
壇
し
た
の
で
あ
る
｡
膝

折
は
接
し
た
野
火
止
は
両
側
村
で
あ
っ
て
.
金
-
の
西

村
で
は
夜

5'.
地
園
は
よ
っ
て
の
み
諭
ず
る
怒
ら
ば
'

術
村
と
言
ふ
べ
き
も
の
も
'
野
火
止
の
祭
弥
漫
は
明
ら

か
に
開
拓
の
建

材
で
三
富
新
刑
の
宋
蕗
兼
と
類
似
し
て

ゐ
る
乙
と
は
潜
る
し

い
こ
と
で
あ
る
｡

五
p
結

論

･

以
上
記
述
し
た
こ

と
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
-
で
あ

i.;.･ム
拙

宅

ー

.九
_-ll

る
0素

地
の
村
落
は
極
め
て
水
に
舶
係
が
あ
る
も
の
で
.

窪
地
は
居
任
が
行
ほ
れ
た
｡
殊
は
湧
泉
が
あ
る
場
合
に○

は
其
廃
に
古

い
村
落
の
敬
壁
を
見
た
｡
rJ
の
村
落
を
窪

0
0
0

地

村

落

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
｡
柳
瀬
川
渓
谷

･
黒
目
川

0
0
0
0

演
谷
に
は
､
河
谷
の
小
段
丘
上
に
塊
状
村
落
が
見
ら
4

窪
地
村
落
の
特
性
を
有
し
て
ゐ
る
が
水
田
耕
作
は
摘
係

し
て
塊
状
と
在
っ
た
の
で
あ
る
｡
河
谷
に
金
-
傾
斜
の

見
ら
れ
な

い
下
流
で
は
､
渓
谷
に
接
し
聖
堂
地
鼎
は
村

落
が
見
ら
れ
'
凝
集
的
散
寵

の
形
状
と
在
っ
て
ゐ
る
.

平
坦
な
畢
地
が
段
丘
崖
と
接
し
た
部
分
に
は
p
4T･浦

の
如
き
崖
下
に
線
状
の
排
列
を
覆
し
た
村
落
が
生
じ
.

日
常
カ
の
よ
い
､
水
の
符
易

い
'
風
を
防
ぐ
森
と
段
丘

崖
を
も
っ
て
ゐ
る
好
修
件
に
置
か
れ
て
ゐ
る
｡
か
J
る

〇
〇

.●
●

崖
下
を
根

岸

と
呼
ぶ
rJ
と
が
多
-
､
艦

岸

の
村
名
を
各

0
0
0
0

地
に
見
る
の
で
根

岸

村

落

と
宿
し
た
｡
狭
山
丘
陵
の
南

紀
及
び
加
治
丘
陵
商
密
で
は
'
山
地
が
大

き
い
だ
け
に

村
落
は
堀
状
を
な
し
た
大
規
模
の
も
の
で

あ
る
｡
辻
村

(,i!)

助
教
授
は
既
存
交
通
路
の
存
在
に
よ
っ
て
塵
じ
ね
も
の



0

(U

O

で
あ
る
乙
と
は
注
悪
せ
ら
れ
た
の
で
､
根

温

み

と
呼
ぶ

0
0
0
0

rJ
の
地
帯
の
名
を
取
っ
て
根
迫
村
落
と
綱
し
た
い
｡
rJ

れ
は
根
岸
村
落
の
結
合
r
uれ
た
も
の
で
､
歴
解
約
に

一

つ
の
地
帯
を
構
成
し
て
ゐ
る
0

寧
坦
面
に
は
'
計
憲
的
開
拓
の
村
落
が
見
ら
れ
'
直

線
状
の
村
落
が
各
地
に
見
ら
れ
る
｡
武
減
野
園
部
で
は

用
水
に
閥
係
あ
る
線
状
の
村
落
が
あ
ら
'
北
部
に
は
大

規
模
の
開
拓
村
落
が
あ
る
｡
そ
の
形
態
に
二
つ
の
興
れ

O
O
O

O
O
O

る

も

の
が
あ
わ
､
片

側

村

｡
両

側

村

を
覆
し
て
ゐ
る
｡

0
〇

三
富
相
称
の
下
富

片
側
の
名
に
よ
っ
て
片
側
相
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
た
｡
を
の
何
れ
の
場
合
も
=農
業
的
職
業
を
主

と
し
て
ゐ
る
の
で
､
疏
ほ
連
覆
し
た
線
状
村
落
で
人
家

は
道
路
に
直
面
し
て
ゐ
な

い
｡
そ
の
馬
に
商
業
的
色
彩

の
濃
厚
を
密
集
的
線
状
村
落
が
主
要
術
道
に
涯
而
し
て

P
℃

ゐ
る
形
態
の
相
羽
と
憧
別
し
た
い
｡
縛
村
は
交
通
路
に

依
存
し
て
敬
連
し
た
も
の
で
､
罫
在
る
線
状
村
落
の
栴

呼
と
覆
す
乙
と
は
不
常
で
あ
ら
う
と
瓜
は
れ
る
｡
最
後

0
0
0

に
原
村
落
は
最
も
新
し
王

政
後
に
磯
さ
れ
た
小
草
地

の
開
墾
に
ょ
る
村
落
で
あ
る
｡

耗
城
野
基
地
の
村
滞

0
0

光
束
確
北
閣
部
に
は
散
村
が
極
め
て
戯

い
範
囲
に
分

0
0
0
0

布
し
て
ゐ
る
｡
小
川
博
士
の
孤

立

荘

宅

に
瓶
す
る
も
の

で
'
次
第
に
北
西
は
開
墾
rT,れ
充
満
に
塵
じ
た
も
の
で

O
C)
C
O
O

あ
ら
う
｡
鮎
状
の
も
の
が
分
家
を
出
し
て
小
塊
状
村
落

と
在
っ
て
ゐ
る
の
も
多

い
｡
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