
書

評

ロ
ッ
バ
と
か
、
東
南
…
ア
ジ
ア
と
か
、
新
大
愚
と
か
云

っ
た
極
め
て
広
汎
な
概
括
的
な
も
の
に
終
始
し
、
そ

の
た
め
豊
富
に
挿
入
さ
れ
た
図
の
多
く
が
、
　
一
つ
の

部
落
、
一
つ
の
農
場
と
い
5
よ
弓
な
小
地
域
に
於
け

る
詳
細
な
、
極
め
て
騒
ハ
昧
深
い
も
の
で
あ
る
に
か
か

わ
ら
ず
、
本
文
の
中
に
そ
の
図
が
充
分
に
生
か
さ
れ

て
い
な
い
憾
み
が
あ
り
、
さ
り
と
て
ま
た
世
界
的
な

鏡
野
に
於
て
或
る
事
象
に
闘
す
る
分
布
範
囲
な
り
地

域
区
分
な
り
が
描
か
れ
て
も
い
な
い
の
で
、
地
域
的

考
察
が
結
局
単
な
る
類
型
化
に
止
ま
っ
て
い
る
場
合

が
多
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

　
し
か
し
乍
ら
本
霜
の
出
現
は
農
業
地
理
学
の
発
展

史
上
、
玄
こ
と
に
扇
期
朗
な
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
る

濠
い
。
望
診
齋
の
特
色
は
、
こ
れ
ま
で
合
衆
国
の
経
済

堀
理
学
書
に
麗
「
見
ら
れ
た
よ
5
な
、
種
々
の
生
産

物
に
つ
い
て
夫
々
の
擬
界
的
分
布
を
ド
ッ
ト
マ
ッ
プ

で
　
不
し
つ
つ
、
そ
れ
が
生
薩
の
自
然
的
条
件
や
劇
界

の
需
給
状
況
を
願
次
述
べ
て
行
く
と
い
5
、
素
朴
な

物
産
誌
的
無
難
商
品
地
理
的
な
行
き
方
と
は
異
っ

て
、
農
業
地
理
学
上
の
諸
悶
題
を
一
つ
の
体
系
の
中

に
位
覆
づ
け
て
行
こ
弓
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

一
つ
の
ク
ン
デ
と
し
て
の
農
業
地
理
掌
の
体
系
化
が

野
心
的
に
指
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

藷
あ
ら
ゆ
る
臨
調
議
を
、
嘗
て
リ
ュ
ト
ゲ
ン
ス
そ
の
他
に

よ
っ
て
唱
導
さ
れ
た
交
互
作
胴
理
論
の
マ
ン
ネ
リ
ズ

ム
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
5

に
、
例
え
ば
農
民
の
社
会
的
構
造
の
面
や
農
業
の
経

済
形
態
、
農
業
景
観
な
ど
、
能
弓
限
り
多
く
の
概
点

を
把
え
、
ま
た
従
来
の
ド
イ
ツ
経
済
地
理
掌
に
欠
け

て
い
る
と
さ
れ
た
社
会
的
歴
輿
的
な
側
面
を
強
調

し
、
更
に
そ
の
他
多
く
の
類
綴
科
学
の
成
果
を
十
分

に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
夕
の
内
容
は
ま

す
ま
す
多
彩
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
考
察
・
分
析
’

の
視
点
を
一
つ
一
つ
例
を
と
っ
て
掲
げ
つ
つ
、
農
業

地
理
学
の
在
り
方
を
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
検
討
し

て
、
少
く
と
も
そ
の
在
り
う
べ
き
骨
儲
だ
け
は
十
二

分
に
示
し
、
多
く
の
首
題
に
質
す
る
考
察
の
可
能
性

を
示
顕
し
た
そ
の
功
績
は
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
る

ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
浮
国
典
良
－
一

　
　
最
近
の
日
本
考
古
学
の

　
　
発
掘
報
告
書

　
こ
の
一
年
遅
に
出
さ
れ
た
報
告
嶺
の
数
．
は
、
前
年

度
に
猛
爆
し
、
戦
前
に
前
例
を
見
な
い
程
の
数
量
に

達
し
た
．
．
こ
れ
等
は
簸
近
の
発
掘
事
業
の
報
告
の
み

で
は
な
く
、
従
来
未
発
表
の
ま
ま
お
か
れ
て
い
た
調

九
臨

査
の
報
告
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
と
に
か
く
考
古
掌

の
研
究
を
進
め
て
行
く
上
に
最
も
軍
要
な
報
告
審
が

か
く
も
多
く
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
。

　
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
報
魯
書
を
と
り
上
げ
る
こ
と
に

す
る
。

文
化
財
保
護
委
員
会

　
穴
湯
町
環
状
列
石
－
…
秋
田
県
鹿
角
郡

　
大
湯
町
所
在
…
1

　
　
（
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
　
第
二
）

　
十
和
田
湖
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
秋
田
県
鹿
角
郡

大
湯
町
に
大
き
な
ス
ト
…
ン
サ
ー
グ
ル
ら
し
い
も
の

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
縄
文
式
後
期
の
も
の
で
あ
る
と

の
話
を
後
藤
守
一
氏
か
ら
・
り
か
が
っ
た
の
は
昭
和
ニ

工
年
の
初
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
体
何
で
あ
る
か

と
い
5
疑
問
は
乗
だ
に
と
け
な
い
が
、
そ
れ
が
ど
の

様
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
・
づ
こ
と
は
太
∵
報
告
書
に
よ

っ
て
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
霧
は
昨
年
紹
介
し
た
『
吉
胡
』
に
次
ぐ
濁
鴬
発

掘
第
二
号
と
し
て
、
昭
和
工
六
、
七
年
に
調
査
さ
れ

た
大
湯
遣
蹟
の
報
告
書
で
、
調
査
経
過
と
総
揺
と
を

斎
藤
忠
烈
、
地
美
的
所
見
を
藤
岡
一
男
、
佐
藤
久
両

氏
、
組
石
遺
贈
を
後
藤
崖
、
一
氏
、
隣
無
地
の
発
掘
と

同
地
出
土
遺
物
を
入
幡
一
郎
氏
、
遺
蹟
の
土
暴
の
燐

野
…
．
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分
析
を
長
谷
部
雷
入
、
渡
辺
直
経
両
氏
、
秋
田
渠
下

の
類
似
遺
蹟
を
武
藤
鉄
城
氏
、
本
州
の
類
似
遺
蹟
を

江
坂
輝
弥
氏
、
北
海
道
の
類
似
遺
蹟
を
駒
井
職
理
事
、

わ
が
鼠
に
お
け
る
石
信
御
を
大
場
磐
雄
氏
が
そ
れ
ぞ

れ
分
担
執
筆
し
て
い
る
。

　
太
書
に
よ
れ
ば
、
大
湯
遺
蹟
と
は
鹿
角
盆
地
の

東
北
、
大
湯
川
左
岸
河
成
麩
丘
上
の
平
坦
面
に
あ

り
、
　
約
入
○
米
を
へ
だ
て
て
築
か
れ
た
、
　
ほ
ぼ
相

微
た
二
つ
の
組
石
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
を
野
中
堂
遺

蹟
、
そ
の
北
西
に
あ
る
も
の
を
万
座
三
蹟
と
呼
ん
で

い
る
。
何
れ
も
外
径
四
〇
数
米
、
幅
数
米
の
外
帯

と
、
外
径
約
一
〇
米
、
幅
二
米
程
の
内
帯
の
二
重
の

環
状
組
石
か
ら
な
り
、
更
に
両
者
共
に
西
北
の
内
外

帯
の
中
闘
に
列
を
離
れ
て
所
謂
目
時
計
と
呼
ば
れ
る

組
石
が
見
ら
れ
る
。
所
が
、
内
外
帯
は
単
な
る
環
状

の
列
石
で
な
く
、
数
緬
乃
至
†
数
個
の
石
を
一
～
二

米
の
範
囲
に
、
種
々
の
形
に
組
合
せ
た
数
十
の
遺
構

の
集
舎
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
の
一
四
例
を
遜
署
し
た

結
果
大
部
分
は
そ
の
下
に
径
一
米
前
後
、
漢
さ
四
〇

～
五
〇
糎
の
顎
が
あ
っ
て
、
恐
ら
く
入
体
を
屈
葬
し

た
も
の
も
あ
ろ
弓
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
が
、
鑛

内
の
土
壌
分
祈
の
結
果
、
鵬
外
よ
り
も
燐
が
多
く
検

出
さ
れ
た
の
は
一
例
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
、
此
の
遺
蹟

欝

評

の
作
ら
れ
た
年
代
は
、
組
石
の
聞
及
び
矯
辺
に
縄
文

式
後
期
の
包
含
屑
が
あ
り
、
万
座
遺
躇
に
接
し
て
、
耽
ハ

の
後
期
の
住
居
が
営
ま
れ
た
事
が
明
確
に
な
っ
た
の

で
、
大
凡
こ
の
時
代
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
し
て
い
る
。
後
藤
、
駒
井
両
氏
は
墓
地
説
を
と
る

が
、
特
に
駒
井
氏
は
北
海
道
の
例
を
引
い
て
シ
ベ
リ

ヤ
、
蒙
吉
と
の
関
連
を
論
じ
、
こ
れ
に
対
し
大
場
氏

は
わ
が
国
の
石
の
信
仰
の
例
を
挙
げ
て
祭
祀
遺
蹟
説

も
す
て
が
た
い
と
す
る
と
と
も
に
立
石
汚
血
が
縄
文

式
前
期
ま
で
遡
る
例
の
あ
る
の
を
挙
げ
て
、
こ
れ
よ

り
窮
し
い
例
よ
り
発
見
さ
れ
て
い
な
い
北
海
道
を
射

っ
て
伝
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
と
論
じ
て
居
る
。
現

在
の
面
争
に
．
類
を
見
な
い
本
遺
蹟
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
そ
の
牲
絡
に
つ
い
て
は
簡
単
な
結
論
を
塁
む
事
は

不
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
様
に
各
方
懸
か
ら
調
査
さ

れ
た
報
告
書
の
重
工
は
斯
学
に
志
す
者
に
と
っ
て
誠

に
膚
難
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
執
筆
者
の
分
担
内
容
か
ら
児
て
先
の
密
話
の
様
な

不
統
一
は
見
ら
れ
な
い
が
、
・
な
お
一
部
に
は
記
述
の

震
古
し
た
部
分
が
あ
る
。
更
に
國
版
、
挿
図
に
つ
い

て
は
似
た
稀
な
石
組
の
個
々
の
写
真
、
笑
測
図
が
多

く
現
地
に
の
ぞ
ん
だ
こ
と
の
な
い
読
岩
に
は
理
解
に

不
便
な
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
．
、
大

き
な
櫓
を
組
ん
で
全
再
外
写
真
を
作
ら
れ
た
努
力
を
一

歩
進
め
て
、
部
分
的
に
ま
と
ま
っ
た
写
真
を
撮
る
と

か
、
せ
め
て
実
測
図
だ
け
に
つ
い
て
で
も
編
源
｝
の
関
．

係
を
窪
し
た
部
分
図
を
全
鴎
の
他
に
入
れ
て
欲
し
か

っ
た
と
思
う
。
　
（
昭
和
二
入
二
九
月
文
部
省
文
化
財

保
謹
委
員
会
刊
　
B
5
版
　
本
文
二
〇
〇
　
附
録
三

し
て
　
英
文
概
要
一
ふ
ル
　
図
版
山
ひ
八
　
　
定
解
梱
一
五
〇
〇

円
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
坪
弁
清
足
一

山
口
大
学
島
蓼
川
遣
跡
学
術
調
査
団

小
野
忠
三
編

　
昆
照
川
一
周
防
島
田
川
証
跡
調
奮

　
研
究
報
告
一

　
本
書
は
議
案
丘
陵
地
域
を
潤
し
て
周
防
灘
に
注
ぐ

嘉
閾
川
受
水
地
域
と
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
蓋
積
海
台

を
含
め
た
地
理
的
単
元
を
調
査
地
城
と
し
て
、
昭
和

二
五
年
よ
り
四
年
間
に
わ
た
つ
〆
、
笑
施
さ
れ
た
第
一

期
考
吉
学
調
査
の
結
果
が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
調
査
は
出
口
県
及
び
文
部
省
の
援
助
の
下
に
行

わ
れ
、
山
口
大
焔
光
分
校
の
小
野
忠
類
疑
が
主
と
し

で
、
担
附
し
、
従
っ
て
本
書
の
大
部
分
は
、
鉛
筆
が
記

述
し
て
い
る
．
、
地
域
内
の
請
遺
跡
の
分
布
を
揺
ぎ
出

す
為
の
麟
査
．
に
よ
つ
て
重
要
と
認
め
ら
れ
九
岡
出
。

九
五
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欝

天
山
　
の
一
一
遺
跡
に
対
し
て
は
、
本
格
的
な
発
掘
調
査

が
試
み
ら
れ
た
。
熊
毛
郡
三
丘
村
の
比
高
約
三
五
米

の
低
い
台
地
上
に
位
擁
す
る
岡
山
遺
跡
の
発
掘
調
畳

は
、
　
昭
和
二
山
ハ
年
一
ご
月
に
行
卜
わ
れ
、
A
口
地
北
端
部
…

で
、
一
群
の
竪
穴
住
綴
金
を
環
つ
で
い
る
暴
状
遺
構

が
汐
見
さ
れ
た
。
こ
れ
等
の
竪
穴
住
居
駈
ば
土
師
器

－
著
者
は
弥
生
式
土
器
と
し
て
い
る
t
を
出
土

し
て
お
り
、
弥
生
式
中
期
の
構
築
に
な
る
壕
と
時
期

的
に
異
る
も
の
で
あ
る
。
壕
と
同
時
期
に
属
す
る
遺

構
は
、
竪
穴
床
面
下
に
発
見
さ
れ
た
一
つ
の
小
ピ
ッ

ト
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
遣
跡
と
中
村
川
を
隔
て
た
東
の
台
地
に
天
王

遺
跡
一
か
位
蝋
眼
し
て
い
▼
Q
。
　
こ
れ
は
昭
和
二
五
年
山
月
月

か
ら
二
年
聞
に
亙
っ
て
調
査
さ
れ
、
こ
こ
で
も
台
地
．

南
端
の
く
び
れ
部
に
設
け
ら
れ
た
回
状
遺
構
が
三
見

さ
れ
た
。
こ
の
遺
構
の
南
の
撰
面
で
は
、
前
期
末
か

ら
中
期
に
か
け
て
の
弥
生
式
土
器
を
出
土
す
る
竪
穴

群
の
断
面
が
検
繊
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
沓
弐

の
平
面
形
及
び
そ
れ
ら
の
絹
互
閣
係
は
明
か
で
な

“
。
更
に
こ
の
北
西
約
一
五
〇
米
を
隔
て
た
同
じ
台

塊
上
で
、
ご
一
基
の
箱
装
弾
群
と
、
ご
五
組
の
弥
生
式

後
期
の
憂
棺
群
一
口
を
合
わ
せ
た
壷
を
主
と
し
て

い
る
一
i
が
調
査
さ
れ
た
。
前
者
は
そ
の
主
要
部
が

花
崩
岩
の
地
出
を
掘
り
込
ん
で
埋
め
ら
れ
、
後
者
は

箱
石
櫨
の
上
や
こ
れ
に
近
接
し
た
地
点
に
浅
く
掘
っ

て
埋
麗
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
中
か
ら
は
入
畳
∵
副

葬
贔
の
類
が
一
切
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
の
二
遺
跡
の
他
、
踏
査
及
び
試
掘
等
に
よ
っ

て
、
縄
女
晩
期
か
ら
古
墳
時
代
後
期
に
及
ぶ
多
数
の

集
落
遺
跡
が
検
出
さ
れ
た
。
臨
田
川
流
域
を
上
・

申
・
下
の
三
地
区
に
分
け
て
見
る
と
、
縄
文
式
時
代

の
遺
跡
は
概
し
て
上
流
域
に
多
く
、
弥
生
式
瞬
代
の

遺
跡
は
一
…
甲
期
の
み
が
明
か
で
あ
る
一
上
・
中

流
域
に
、
古
墳
時
代
の
そ
れ
は
各
軸
区
に
痴
っ
て
営

ま
れ
て
い
る
よ
5
で
あ
る
。
叉
こ
れ
を
集
落
立
地
の

上
か
ら
見
る
と
、
縄
支
式
疇
代
で
は
山
麓
娼
面
の
舌

状
台
地
に
、
弥
生
式
時
代
で
は
台
地
上
に
、
古
墳
時

代
で
は
主
と
し
て
山
麓
線
に
多
い
と
い
う
結
果
が
得

ら
れ
た
。

　
以
上
に
挙
げ
た
調
査
事
実
中
、
聴
に
注
纈
さ
れ
る

こ
と
は
、
台
地
上
に
構
築
さ
れ
た
弥
生
式
時
代
．
の
壕

状
遺
構
の
聚
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
住
居
と

の
関
係
が
明
か
に
さ
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
は
今
後
に

問
題
を
残
し
て
い
る
。
又
天
王
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た

多
く
の
土
器
は
従
来
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
長

防
地
方
の
弥
生
式
後
期
の
資
料
と
し
て
電
要
で
あ

九
六

る
。
諸
調
査
に
泣
か
れ
た
著
者
の
努
力
に
よ
っ
て
こ

の
地
域
に
於
け
る
遺
跡
の
実
態
は
聴
感
り
開
か
に
な

っ
た
。
し
か
し
集
落
立
地
の
変
遷
の
要
因
に
加
え
ら

れ
た
考
察
は
、
第
一
期
調
査
の
結
…
果
だ
け
か
ら
結
論

を
急
ぎ
す
ぎ
た
感
が
あ
り
、
今
後
続
行
さ
れ
る
調
査

の
成
果
に
窪
い
て
よ
り
妥
当
な
見
解
を
示
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
な
お
説
述
が
繁
雑
で
要
点
が
つ
か
み
に

く
い
の
は
本
讐
を
通
じ
て
の
欠
点
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
一
地
域
内
に
お
け
る
遺
跡
の
徹
底
的
な
調
査
を
行

い
、
上
代
住
畏
の
生
活
文
化
と
生
濡
地
域
を
地
縁
的

統
一
の
柑
に
お
い
て
把
握
し
て
行
こ
う
と
す
る
意
図

は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
昭
和
二
入
露
八
月
山
口
大
掌
島
田
川
遺
跡
掌
暗

調
査
団
刊
B
5
版
本
文
一
九
一
頁
附
録
一
四

頁
　
英
文
概
要
一
四
頁
　
図
版
三
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
金
関
恕
一
i

国
学
院
大
学
伊
場
遺
跡
調
査
隊

　
伊
場
遺
聴
i
西
遠
地
方
に
於
け
る

　
低
地
性
遺
跡
の
研
究
ー
ー

　
浜
松
市
の
醤
側
を
そ
の
南
端
と
し
て
形
成
さ
れ
た

三
方
ケ
原
台
地
の
南
に
は
、
遠
江
灘
ま
で
約
雨
冠
の

幅
を
も
つ
海
岸
平
野
が
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
低
地

帯
に
は
南
北
に
か
け
て
数
条
の
砂
丘
列
が
走
っ
て
お

（　206　）



り
、
北
か
ら
第
二
条
蟹
に
あ
た
る
砂
丘
の
南
砂
に
、

主
と
し
て
申
期
以
後
の
弥
生
式
土
器
を
出
土
す
る
隻

落
…
祉
が
、
第
四
藩
中
の
砂
丘
凋
の
爾
側
で
は
、
主
と

し
て
土
師
器
・
須
恵
器
等
を
出
土
す
る
集
落
蛙
が
発

見
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
伊
場
及
び
城
山

遺
跡
と
呼
ば
れ
、
浜
松
市
緬
レ
場
遺
跡
保
存
会
の
援
助

を
受
け
た
国
学
院
大
学
調
査
隊
の
手
に
よ
っ
て
、
昭

和
二
四
年
四
月
か
ら
二
五
年
八
月
ま
で
断
続
的
に
調

査
さ
れ
た
。

　
国
憲
は
こ
れ
等
の
調
査
報
告
が
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
で
、
序
章
と
結
語
を
樋
口
清
之
氏
が
、
調
査
経
過

と
そ
の
成
果
を
高
黒
々
氏
が
、
遺
跡
の
地
理
的
考
察

と
自
然
遺
物
を
中
川
徳
治
氏
が
、
遺
跡
の
状
態
と
文

化
遺
物
を
金
子
澱
福
建
が
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
執
筆
し

て
い
る
。

　
今
籔
水
田
下
に
埋
没
し
て
い
る
倒
場
遺
跡
で
は
、

約
ニ
ニ
○
平
方
米
の
ト
レ
ン
チ
が
縦
横
に
入
れ
ら

れ
、
遺
物
は
耕
土
・
膚
機
土
層
・
青
色
粘
土
層
と
続

く
層
序
申
、
主
と
し
て
青
色
粘
土
層
土
に
見
爵
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
焼
土
、
貝
灰
の
散

布
状
態
か
ら
住
居
肚
と
想
像
さ
れ
る
遺
構
と
、
青
色

粘
土
鞍
懸
に
掘
り
込
ん
で
っ
く
ら
れ
た
多
数
の
完
形

土
器
を
収
容
し
た
堅
塁
遺
構
－
貯
蔵
庫
様
の
も
の

磐

評

で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
1
等
が
認
め
ら
れ
た
Q

特
殊
な
遺
物
と
し
て
は
、
算
盤
珠
状
土
製
品
と
磯
璃

小
玉
が
挙
げ
ら
れ
る
。
土
器
の
出
土
状
態
や
層
序
中

に
入
り
込
ん
だ
砂
層
の
状
態
等
か
ら
推
し
て
、
こ
の

集
落
は
し
ば
し
ば
水
害
を
う
け
た
ら
し
く
、
少
燈
の

土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
古
墳
時
代
の
初

期
に
廃
絶
し
た
よ
5
で
あ
る
．
、

　
城
山
遺
跡
は
伊
場
遺
跡
の
西
方
約
六
〇
〇
米
の
地

点
に
あ
り
、
同
じ
く
水
田
下
に
埋
没
し
て
い
る
。
こ

の
地
点
の
住
居
は
地
表
下
約
五
〇
糎
の
青
色
粘
土
層

上
に
営
ま
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
．
、
塾
木
・
木
舞
を
始

め
木
層
と
思
わ
れ
る
も
の
の
堆
積
と
二
慨
の
礎
板
の

発
見
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
住
居
堤
の
存
在
が
確
認

さ
れ
た
が
、
そ
の
構
造
は
明
か
で
な
い
。
こ
の
住
居

鮭
に
お
け
る
腹
下
土
器
は
主
と
し
て
土
師
器
及
び
須

三
盆
で
あ
る
。
こ
れ
に
鍍
近
し
て
青
色
粘
土
を
掘
り

込
み
簿
板
で
筒
形
に
つ
く
ら
れ
た
小
型
の
井
戸
が
発

見
さ
れ
た
。
こ
の
佳
側
車
の
東
側
の
地
点
で
出
土
し

た
特
殊
な
遺
物
と
し
て
、
青
色
土
層
を
被
覆
す
る
有

機
土
上
層
部
の
冨
蕎
神
宝
及
び
墨
霧
の
あ
、
る
須
恵

器
・
陶
器
が
挙
げ
ら
れ
る
。
出
土
遺
物
か
ら
推
し

て
、
こ
の
蘂
落
が
営
ま
れ
た
時
代
の
上
限
は
吉
平
時

代
繭
期
頃
で
、
下
限
は
平
安
時
代
初
期
頃
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
伊
場
集
落
を
す
て
た
当
時

の
住
民
が
城
山
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の

推
完
は
層
序
地
形
の
変
化
等
か
ら
雨
裏
づ
け
ら
れ
る
。

　
低
地
遺
跡
調
査
の
常
と
し
て
激
し
い
湧
水
の
為
に

泥
潭
化
し
た
ト
レ
ン
チ
内
で
の
遺
構
の
検
出
は
ま
こ

と
に
困
難
で
あ
り
、
こ
の
両
遺
跡
で
も
遺
跡
の
実
態

が
明
か
に
さ
れ
た
と
は
蛍
い
難
い
。
し
か
し
遺
跡
に

つ
い
て
の
説
明
は
あ
象
り
に
も
簡
単
す
ぎ
る
弓
ら
み

，
が
あ
り
、
遣
物
嵐
土
の
状
態
等
は
図
を
使
用
し
て
開

瞭
に
説
明
し
て
欲
し
い
。
遺
物
の
項
で
ふ
れ
ら
れ
て

い
る
羅
文
を
も
っ
た
陶
器
の
田
土
状
態
、
結
語
で
羅

馬
の
信
仰
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
燈
器
と
雌
馬
の

関
係
等
が
遺
跡
の
項
で
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
妾

を
得
て
い
な
い
。
寵
述
の
主
力
は
遣
物
の
報
告
に
注

が
れ
て
い
る
が
、
土
器
の
分
類
も
、
虫
要
遺
物
に
附

さ
れ
た
解
説
竜
や
や
公
式
的
で
特
に
璽
要
な
問
題
が

展
瀾
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

　
従
っ
て
序
章
に
提
起
さ
れ
た
弥
生
式
文
化
康
漸
の

途
次
に
於
け
る
瓜
郷
登
呂
間
の
空
白
を
埋
め
よ
う
と

す
る
研
究
目
的
は
本
書
に
よ
っ
て
充
分
達
成
さ
れ
た

と
は
愛
い
難
く
今
後
に
問
題
を
残
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
　
（
昭
和
二
八
年
九
月
・
浜
松
市
伊
場
遺
跡
保

存
ム
訟
刊
　
　
B
5
版
　・
本
文
工
幡
羅
百
中
　
算
入
文
概
要
四
百
烈

九
七

（　2・　07　）



図
版
一
西
）

t
金
閣
恕
一

新
潟
県
教
育
委
員
会

　
も
　
　
　
　
　
ぐ
ぎ

　
千
　
　
　
種

．
（
薪
潟
鼠
文
化
財
報
告
轡
第
一
考
古
編
）

　
新
潟
艮
佐
渡
郡
金
沢
村
千
種
で
昭
和
二
七
年
四
月

に
発
見
さ
れ
た
低
湿
馳
遺
蹟
の
報
告
書
で
お
る
。
千

種
遺
蹟
は
同
地
を
流
れ
て
い
る
国
麿
川
の
改
修
工
事

中
に
発
見
さ
れ
た
為
、
工
事
に
つ
れ
で
同
年
五
月
と

七
且
の
二
回
に
わ
た
り
佐
渡
古
代
文
化
研
究
会
と
国

掌
院
大
学
大
場
磐
雄
氏
導
に
よ
っ
て
調
査
が
行
わ
れ

た
。
本
遺
蹟
は
佐
渡
ヶ
農
の
中
央
を
大
佐
渡
小
佐
渡

の
コ
っ
の
肉
叢
よ
り
流
れ
出
る
水
を
集
め
て
西
南
流

す
る
國
府
川
の
河
口
か
ら
約
四
粁
、
蟹
中
平
野
の
中

央
に
位
し
て
い
る
。
現
地
表
は
海
抜
約
二
米
、
且
遺

物
包
含
圏
は
こ
の
面
よ
り
ニ
ー
三
米
低
い
の
で
、
醸

海
面
と
同
じ
高
さ
に
あ
る
。
当
時
の
潟
湖
の
周
辺
に

営
ま
れ
た
集
落
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
漿

掘
さ
れ
た
遺
物
は
こ
の
様
な
遺
蹟
の
性
質
上
優
等
に

遺
存
す
る
木
器
を
は
じ
め
、
土
器
、
骨
角
器
、
自

然
遺
物
等
で
あ
っ
た
。
矢
板
列
が
溝
を
構
成
し
て
お

り
、
極
小
規
撰
な
員
塚
が
検
出
さ
江
た
が
住
居
坊
は

肇
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
選
蹟
の
最
大
の
特
色
は
裏

日
・
本
に
ほ
未
だ
例
の
多
く
な
い
低
湿
地
遺
蹟
の
具
体

例
が
発
見
ざ
れ
た
こ
と
で
、
し
た
が
っ
て
多
数
の
木

製
品
を
出
土
し
た
事
に
あ
る
と
皆
慨
わ
ね
ば
な
ら
な
い
．
、

　
本
曲
の
木
製
遺
物
の
記
載
は
、
こ
の
種
漫
心
の
発

掘
に
造
詣
深
い
山
人
場
氏
の
ほ
か
、
亘
理
、
山
［
内
両
氏

の
樹
種
に
心
す
る
専
門
的
研
究
を
載
せ
て
い
る
．
、
こ

れ
ら
の
木
製
品
が
用
途
に
従
っ
て
材
質
を
選
ん
で
い

る
事
笑
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
樹
種
に
よ
っ
て
復
原
さ

れ
た
当
時
の
佑
渡
の
自
然
林
の
景
観
に
説
き
及
ば
れ

て
い
る
の
は
注
爵
す
べ
き
も
の
と
言
え
る
。

　
次
に
我
々
に
と
っ
て
興
昧
深
い
も
の
は
小
出
．
義
治

氏
分
担
の
土
器
で
あ
っ
て
、
　
一
六
〇
余
傭
の
土
器
の

実
測
図
を
用
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
本
編
蹟
の
土

器
は
、
各
種
の
器
量
を
網
羅
し
出
土
状
態
よ
り
一
時

期
の
土
師
器
一
署
者
は
弥
生
式
土
器
と
し
て
い
る

一
と
考
え
ら
れ
る
っ
即
ち
一
括
遺
物
と
し
て
の
此

の
時
期
の
土
器
が
か
く
も
多
数
に
、
且
豊
蜜
な
内
容

を
持
っ
て
謬
見
さ
れ
た
事
は
例
を
見
な
い
も
の
で
、

そ
の
点
か
ら
誠
に
重
要
な
遺
麟
で
あ
る
と
言
え
る
。

著
者
も
之
を
一
形
式
と
し
て
「
千
種
式
」
の
名
称
を

与
え
て
い
る
が
、
そ
の
考
察
に
嘗
て
は
稽
≧
公
式
的

に
過
ぎ
、
塞
様
式
の
持
つ
意
義
を
十
分
に
認
識
し
て

九
八

居
ら
れ
綴
の
で
ぽ
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
何
れ
に

し
て
も
本
懲
懲
の
土
器
の
研
究
は
土
師
器
を
知
る
上

に
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
…
重
い
得
る
。
遺
物

の
上
で
今
一
つ
見
逃
し
得
な
い
も
の
は
一
片
で
は
あ

る
が
ト
骨
の
発
見
で
あ
ろ
5
。
こ
れ
は
鹿
の
肩
恥
骨

を
用
い
た
も
の
で
三
浦
半
島
の
弥
生
式
（
久
ヶ
原
式
）

に
伴
っ
た
猪
の
屑
騨
骨
及
び
肋
骨
を
用
い
た
例
と
共

に
重
」
要
な
遺
物
で
あ
る
と
纏
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
に
挙
げ
た
執
筆
麿
の
他
に
調
査
の
経
過
を
土

地
の
佐
渡
古
代
文
応
研
究
会
の
本
間
民
、
自
然
遺
物

を
直
良
氏
、
地
理
学
的
考
察
を
寸
止
、
地
雨
的
港
察

を
薮
…
潟
大
掌
の
西
田
、
津
田
両
氏
が
行
っ
て
｛
厨
ら
れ

る
。
以
上
通
読
し
た
処
名
書
ぽ
共
同
執
筆
轡
の
通
弊

た
る
不
統
一
の
欠
陥
が
見
ら
れ
、
置
所
簗
者
が
夫
々

の
嘉
言
で
考
察
を
試
み
て
い
る
が
、
・
こ
れ
に
比
し
て

総
括
の
項
の
貧
弱
な
点
は
編
輯
者
の
一
考
を
5
な
が

し
だ
い
。
土
器
及
び
木
器
の
図
の
印
譜
に
は
か
な
り

苦
心
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
他

の
挿
図
・
図
版
に
は
同
様
な
配
慰
が
欠
け
て
い
る
の

が
惜
し
ま
れ
る
。
　
（
昭
和
二
八
年
置
〇
月
　
新
潟
県

数
育
委
員
会
刊
　
B
5
版
本
文
一
ご
一
図
版
二
五

別
図
一
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
坪
井
清
是
一
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柴
田
常
恵
・
森
二
成

　
B
盲
湘
瀬
賓
蝦
一
1
白
山
古
墳
・
第

　
六
天
古
墳
調
査
報
告
一

本
霜
は
昭
和
一
二
年
五
月
に
発
掘
さ
れ
た
神
奈
川

梁
川
騰
風
動
加
瀬
の
二
古
墳
の
調
査
を
録
し
た
も
の

で
あ
る
．
、
豪
時
発
掘
は
柴
田
常
葱
賃
の
指
導
で
行
わ

れ
た
が
、
報
智
轡
は
森
貞
成
氏
の
原
稿
に
よ
っ
た
ら

し
い
．
．

　
白
山
古
墳
は
臼
吉
台
の
…
洪
積
台
地
上
に
築
か
れ
た

前
方
後
円
墳
で
、
全
長
八
七
米
あ
り
、
前
方
部
の
低

く
細
い
型
式
に
属
す
る
．
．
後
円
部
に
三
個
、
前
方
部

に
一
個
の
埋
灘
が
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
後
円
部
中
央

の
も
の
ほ
木
炭
概
…
、
他
の
一
瓢
者
は
粘
土
榔
と
称
さ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
内
法
長
七
米
内
外
、
巾
一
米
内

外
の
警
通
の
も
の
で
あ
る
ち
し
い
が
、
こ
の
種
の
内

部
構
造
に
対
す
る
理
解
が
雛
二
者
に
不
足
し
て
い
た

た
め
に
、
記
述
は
隔
靴
掻
撫
の
感
が
あ
り
、
図
も
不

発
全
で
読
者
の
疑
聞
に
答
え
て
く
れ
な
い
。

　
所
謂
木
炭
榔
の
副
葬
品
は
天
王
忌
月
商
議
紳
四
獣

鏡
・
小
型
内
港
花
文
鏡
の
ほ
か
、
小
玉
・
福
耳
。
孫

子
・
鎌
・
斧
・
鎌
・
鍬
・
鉋
・
盤
・
錐
・
襖
状
鉄
器

等
に
わ
た
っ
て
い
る
．
、
こ
の
5
ち
広
幅
剣
は
注
目
す

べ
き
遺
繍
で
あ
り
、
襖
状
鉄
器
に
対
す
る
著
者
の
見

轡

欝

解
ム
興
味
を
ひ
く
。
他
の
三
粘
土
榔
の
副
燭
魚
品
は
小

鏡
・
玉
頻
を
廉
と
し
、
鉄
製
利
器
を
含
む
も
の
も
あ

る
℃　

第
六
天
古
墳
は
白
山
古
墳
の
前
方
部
に
接
し
て
位

羅
す
る
円
墳
で
あ
っ
て
、
陪
蒙
か
と
見
る
予
想
の
も

と
に
同
時
に
調
査
さ
れ
た
が
、
横
穴
式
石
室
を
有
し

時
代
の
異
な
る
こ
と
の
判
明
し
た
竜
の
で
あ
る
。
石

室
は
胴
張
り
を
も
つ
特
異
な
平
面
形
の
玄
室
と
羨
道

と
か
ら
な
り
、
玄
室
内
に
ご
掴
の
組
合
式
箱
形
石
棺

を
安
直
し
て
い
る
。
石
棺
内
に
は
一
一
欄
の
頭
骨
と

多
数
の
陵
骨
が
阻
め
ら
れ
、
玉
類
・
金
銅
製
鈴
一

〇
・
金
銀
漏
ハ
。
㎞
銅
醐
釧
一
二
・
¶
刀
子
等
仲
か
伴
山
国
し
・
た
。
　
壷
ま

た
玄
室
内
に
も
奥
壁
に
近
く
羅
か
れ
た
刀
身
ご
一
η

や
鉄
鎌
「
な
ど
の
遺
物
が
あ
り
、
主
と
し
て
羨
道
か
ら

藩
干
の
須
恵
羅
・
土
師
器
が
聚
見
さ
れ
た
と
い
う
。

な
お
棺
内
の
十
個
の
頭
骨
が
す
べ
て
南
端
に
議
し
て

羅
か
れ
、
、
棺
外
の
刀
身
が
十
島
口
も
か
た
め
て
鷹
か

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
著
者
は
こ
れ
ら
を
同
時
の
合

舞
と
見
る
可
能
性
が
強
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
本
轡
を
通
覧
し
た
と
こ
ろ
、
考
察
の
項
に
は
粘
土

榔
出
土
の
彷
製
鏡
と
木
炭
榔
出
［
土
の
舶
載
鏡
と
の
闘

に
は
、
　
「
製
作
年
代
の
上
に
殆
ど
懸
隔
を
見
る
こ
と

は
出
来
な
い
」
と
い
う
独
断
や
、
鵬
…
・
蕩
さ
と
も
1
7
｛

七
〇
糎
に
満
た
ぬ
石
棺
内
に
、
　
一
〇
入
の
遺
体
を
同

時
に
収
容
し
う
る
と
す
る
想
像
な
ど
、
容
易
に
窟
肯

し
が
た
い
所
…
説
が
あ
り
、
遺
物
実
測
図
の
幼
稚
さ
も

お
お
い
が
た
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
か
つ
て
・
本
古

墳
の
調
査
が
当
時
の
学
界
に
寄
与
し
た
功
績
を
左
膚

す
る
も
の
で
は
な
い
。
松
本
償
…
広
氏
が
本
轡
の
例
言

で
懇
切
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
5
に
、
　
「
系
統
を
追

〉
つ
て
雛
展
し
て
行
く
科
学
研
究
に
於
て
過
豪
の
或
時

期
に
於
け
る
業
績
が
、
、
来
発
表
に
終
る
と
後
続
研
究

者
は
、
頗
る
難
渋
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。
」
そ
の

意
昧
で
、
多
少
の
物
議
を
か
も
す
事
は
覚
悟
の
上

で
、
古
く
執
筆
さ
れ
た
報
告
を
大
体
そ
の
当
時
の
形

で
印
行
す
る
こ
と
に
決
心
さ
れ
た
と
い
弓
編
者
の
英

断
に
感
謝
し
た
い
と
思
ろ
鳥
、

　
な
お
羅
に
は
南
加
瀬
出
土
の
漱
輩
・
丈
壷
に
つ
い

て
の
小
山
霞
重
夫
氏
の
一
文
が
巻
末
に
附
載
さ
れ
て

い
る
．
、
上
託
の
古
墳
と
直
接
の
閣
係
は
な
い
が
注
目

に
価
す
る
遺
物
で
あ
る
．
、
（
昭
騨
工
八
年
十
一
月

三
倒
輿
学
会
刊
　
B
5
版
雄
文
一
四
二
頁
英
丈

概
要
二
一
頁
　
図
版
工
七
　
定
価
一
五
〇
〇
円
Y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
小
林
行
雄
1

九
九
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書

評
．

梅
原
末
治

　
肥
薗
門
止
村
谷
簾
の
古
習

　
　
（
佐
賀
県
交
配
財
調
査
報
告
霧

　
　
　
第
二
輯
）

　
本
馬
は
同
時
に
紹
介
す
る
他
の
報
青
譲
と
は
異
る

著
し
い
特
色
を
備
…
え
て
い
る
．
、
た
と
え
ば
雷
魚
は
筆

者
自
ら
発
掘
し
た
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
早
く
密

掘
さ
れ
、
－
副
灘
品
の
販
り
撫
［
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の

で
あ
る
。
一
体
考
古
学
資
料
に
は
か
か
る
類
・
が
か
な

り
多
く
、
そ
の
内
容
が
重
要
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

き
わ
め
て
貧
弱
な
紹
介
し
か
な
い
た
め
に
、
わ
れ
わ

れ
が
隔
靴
掻
痒
の
幽
愁
を
戴
く
こ
と
が
再
三
で
な
い
。

筆
者
は
か
ね
て
よ
り
聚
掘
の
繋
り
に
行
う
べ
か
ら
ざ

る
こ
と
を
戒
め
て
、
既
出
の
資
料
の
再
検
討
を
強
く

主
張
し
て
お
ら
れ
る
が
、
本
書
は
こ
の
点
に
対
す
る

筆
者
の
実
躍
を
具
承
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
し
か
も

か
か
る
調
査
の
一
範
例
を
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

今
日
に
お
け
る
意
義
は
大
き
い
。
す
な
わ
ち
本
墳
の

発
掘
は
明
治
四
十
一
年
に
当
り
、
現
状
は
か
な
り
変

形
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
元
形
を
復
原
す
る
た
め
に

発
掘
関
係
譲
類
の
再
検
討
、
・
出
射
き
、
あ
る
い
は
ほ

か
の
掌
者
の
調
奄
な
ど
を
た
ん
ね
ん
に
集
積
さ
れ
、

こ
れ
ら
を
薯
者
自
ら
の
実
地
調
査
に
基
い
て
、
聞
分

に
批
判
消
化
し
、
全
体
を
見
事
に
ま
と
め
あ
げ
て
お

ら
れ
る
。

　
本
能
は
上
代
末
盧
魑
と
さ
れ
る
唐
津
に
近
い
秘
浦
．

潟
に
臨
ん
だ
地
域
内
に
あ
り
、
御
嶽
の
端
を
切
断

し
、
そ
の
自
然
の
丘
を
利
用
し
て
前
方
後
円
形
の
墳

丘
を
営
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
円
部
に
長
持
形

石
棺
を
収
め
た
板
石
積
の
石
膏
が
二
室
網
並
ん
で
存

し
、
前
集
部
に
も
ま
た
埋
葬
痕
が
あ
る
。
石
室
は
竪

穴
式
に
属
す
る
が
、
天
井
は
左
右
よ
り
持
出
し
て
合

掌
形
に
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
り
、
石
棺
は
細
部

に
多
少
の
異
点
も
認
め
ら
れ
る
が
、
幾
内
に
多
い
長

持
形
で
あ
り
、
し
か
も
床
面
に
枕
を
造
り
出
し
て
あ

る
．
”
副
葬
品
の
う
ち
で
注
目
さ
れ
る
の
は
鏡
と
石
釧

で
あ
る
。
前
者
の
・
う
ち
三
面
の
彷
製
…
一
～
角
縁
三
神
三

三
々
帯
鏡
は
、
5
ち
に
「
著
作
明
覚
し
の
銘
を
有
す

る
特
色
の
あ
る
類
が
、
最
近
ほ
ど
近
い
糸
島
の
一
貴

自
古
墳
か
ら
同
萢
鏡
二
面
を
出
し
て
い
る
点
で
注
国

さ
れ
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
三
神
互
獣

式
の
彷
製
品
が
三
角
縁
神
獣
鏡
と
し
て
比
較
的
時
代

の
下
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
本
家
に
よ
っ
て
暗
示

さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
伴
出
の
夏
至
三
公
鏡
や

擾
三
文
焦
さ
れ
た
践
餓
鏡
な
ど
も
共
に
問
題
の
多
い

鏡
式
で
あ
る
、
．
石
釧
は
北
九
州
に
極
め
て
乏
し
く
、

一
〇
〇

石
棺
や
墳
丘
そ
の
弛
に
み
る
特
色
と
と
も
に
古
墳
盛

期
に
お
け
る
幾
内
と
の
関
係
が
特
に
潔
い
例
と
し
て

筆
考
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
遺
跡
遺
物
に
対
す
る
記
述
は
博
土
の
従
来
毒
の
さ

れ
た
蓬
大
な
報
告
審
の
例
に
漏
れ
ず
、
万
遺
憾
が
な

く
、
像
か
に
石
塁
付
石
棺
、
長
持
形
石
棺
、
位
至
三

公
出
土
古
墳
な
ど
の
地
名
表
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
の

も
あ
り
が
た
い
。

　
本
墳
が
北
九
州
に
お
け
る
幾
内
の
影
響
の
比
較
的

濃
厚
な
例
と
し
て
、
当
時
の
大
和
朝
廷
と
北
九
州
と

の
関
係
を
考
え
る
上
に
貴
重
な
資
料
と
な
る
こ
と
は

筆
者
の
書
の
通
り
で
あ
る
が
、
北
九
州
一
般
の
墓
制

は
か
な
り
違
っ
た
内
容
を
持
っ
て
を
り
、
そ
の
北
九

州
墓
制
の
全
般
の
中
に
か
か
る
畿
内
的
特
色
の
つ
よ

い
も
の
が
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
が
、
今
後
の

与
え
ら
れ
た
間
題
で
あ
ろ
う
。
　
（
昭
瑠
二
八
年
三
月

佐
賀
県
教
育
委
員
会
刊
　
8
5
版
　
本
文
四
工
業

図
版
一
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
樋
口
隆
康
ー
ー

　
大
阪
府
教
育
委
員
会

　
　
河
内
黒
姫
寅
古
蹟
の
研
究

　
　
　
　
（
大
阪
府
丈
化
財
調
査
報
告
書

　
　
　
　
　
第
一
輯
）

本
選
は
寛
和
二
二
隼
か
ら
二
四
年
に
か
け
て
、
大
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阪
府
古
文
化
記
念
物
等
調
査
委
員
会
の
事
業
と
し
て

再
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
南
河
内
鄭
黒
出
村
黒
姫

出
古
墳
の
調
査
報
告
で
あ
る
。
調
査
主
任
は
来
永
雅

雄
氏
、
助
手
は
森
浩
一
氏
で
あ
り
、
執
筆
は
森
氏
が

担
当
し
て
い
る
コ

　
こ
の
古
墳
は
応
神
陵
を
含
む
古
市
誉
田
古
墳
群
に

近
い
が
、
そ
れ
と
は
独
立
し
た
位
置
を
占
め
、
平
地

に
築
造
さ
れ
た
檬
ぼ
西
資
す
る
前
方
後
円
墳
で
、
全

長
一
〇
四
米
、
前
方
部
は
後
円
部
に
比
し
編
・
高
さ

と
も
に
や
や
大
で
あ
る
。
周
濠
を
そ
な
え
、
二
段
築

成
で
、
造
り
出
し
は
北
側
の
く
び
れ
部
の
み
に
あ

る
。
又
、
い
わ
ゆ
る
賠
蒙
は
六
基
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。

　
後
円
部
頂
上
の
主
体
部
は
既
に
破
壊
さ
れ
尽
し
て

い
る
の
で
、
調
査
は
前
方
部
頂
上
と
く
び
れ
部
と
の

ほ
ぼ
中
閤
に
発
見
さ
れ
た
竪
穴
式
石
室
、
及
び
埴
輪

の
配
列
の
追
而
に
集
申
さ
れ
て
い
る
。
叉
、
後
世
に

お
け
る
墳
丘
の
変
形
も
二
本
目
ト
レ
ン
チ
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
最
も
注
営
す
べ
き
埴
輪
の
調
査
に
よ
り
、

二
段
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
円
筒
列
の
上
段
列
、
後
円
部

頂
の
形
象
堰
輪
の
残
存
状
態
が
よ
く
明
確
化
さ
れ
て

い
る
．
、
重
要
な
事
笑
と
し
て
は
、
O
上
部
円
筒
列
外
の

蓋
形
支
輪
の
配
列
。
⇔
上
部
円
筒
列
の
斜
面
に
お
け

欝

評

る
傾
斜
（
地
表
面
に
対
し
直
角
に
立
つ
傾
向
）
。
　
⇔

上
部
三
越
列
内
部
を
後
糧
と
晶
剛
芳
に
移
る
部
分
で
無

形
墳
主
恩
で
遮
断
し
て
い
る
こ
と
。
㈲
後
円
部
主
体

上
の
形
象
、
頭
並
の
方
形
の
配
列
等
で
あ
る
．
、
前
方

部
の
竪
穴
式
石
室
の
四
壁
は
河
原
石
籏
で
、
内
法
は

長
さ
約
四
米
、
装
入
十
糎
内
外
、
高
さ
約
一
米
、
内

部
か
ら
は
短
甲
コ
四
五
を
主
と
す
る
甲
腎
類
、
刀
、

鉾
等
の
利
器
類
が
遜
見
さ
れ
た
．
、
こ
れ
ら
発
見
品
が

甲
留
武
器
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
及
び
遺
腰
埋
葬
が
行

わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
殆
ど
確
実
で
あ
る
こ
と
と
は

最
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
重
要
な
事
実
を
多
数
に
含
ん
で
い

る
だ
け
に
、
叉
、
整
理
の
困
難
な
鉄
製
品
の
紅
燈
出

土
と
い
う
条
件
は
あ
る
が
、
や
は
り
こ
こ
で
報
告
技

術
の
今
一
段
の
努
力
を
お
願
い
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

考
古
学
の
報
告
書
は
一
般
に
読
み
に
く
い
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
克
服
の
た
め
に
は
、
図
版
と
写
真
の
自

由
な
駆
使
と
、
こ
れ
と
一
体
に
な
っ
た
記
述
が
要
求

さ
れ
る
で
あ
ろ
5
。
こ
の
報
出
口
憲
に
お
け
る
努
力
は

充
分
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
．
て
も
、
な
お
不
備
の
点

が
多
く
認
め
ら
れ
る
．
、
例
え
ば
、
こ
れ
だ
け
の
大
規

模
な
調
査
で
あ
り
な
が
ら
、
壌
輪
配
列
の
笑
体
が
読

者
に
迫
っ
て
く
る
こ
と
が
少
く
、
叉
、
事
実
の
点
で

も
や
や
明
確
を
欠
く
点
が
あ
る
．
、
更
に
、
讃
評
の
出

土
状
態
に
つ
い
て
も
、
更
に
く
わ
し
く
て
明
瞭
な
配

鷺
図
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
．
．
叉
、
記
述
一
般
に
つ

い
て
も
今
一
そ
5
の
努
力
を
望
み
た
い
と
思
5
。

　
後
鵡
調
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
芯
罰
詣
力
部
石
室
｛
の
蒲
急
物
門
埋

納
驚
と
し
て
の
性
格
づ
け
は
大
体
着
移
せ
ら
れ
る
。

又
、
古
墳
の
年
代
に
つ
い
て
も
大
体
妥
当
で
あ
る

が
、
こ
の
古
墳
の
被
葬
者
は
丹
比
氏
の
祖
、
色
鳴
宿
禰

と
考
え
る
に
つ
い
て
は
、
A
二
度
、
考
古
掌
と
文
献

と
の
結
び
つ
け
の
問
題
を
よ
く
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
5
か
。
こ
の
結
び
つ
け
の
問
題
は

決
し
て
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
（
昭
和

二
八
年
三
月
．
大
阪
府
教
育
委
員
会
刊
　
B
5
版

本
文
五
八
頁
　
図
版
二
〇
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
藤
沢
長
治
i
一

森
浩
一
・
嘗
川
馬
煙

　
堺
二
酉
舌
鳥
赤
畑
町
カ
ト
ン
麟
山

　
古
墳
の
研
究

　
　
　
　
　
　
（
古
代
掌
叢
刊
　
第
一
冊
）

　
こ
の
古
墳
は
酉
吉
鳥
古
墳
署
内
の
御
廟
山
と
呼
・
ば

れ
る
前
方
．
後
円
墳
の
史
家
と
推
定
さ
れ
る
円
墳
で
あ

り
、
昭
和
一
一
四
年
二
月
、
土
取
り
作
業
で
破
壊
さ
れ

つ
つ
あ
る
も
の
を
、
古
代
掌
研
究
会
貧
が
中
心
と
な

一
〇
一
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轡

っ
て
調
査
さ
れ
た
。

　
従
っ
て
、
破
壊
の
疲
が
著
し
く
、
主
体
部
に
つ
い

て
も
、
そ
の
一
端
が
辛
う
じ
て
確
認
、
聚
掘
さ
れ
た

に
止
ま
る
。
主
体
は
一
種
の
簡
略
化
さ
れ
た
粘
土
榔

と
言
わ
れ
、
残
存
部
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
部
か
ち

遺
物
は
聚
見
さ
れ
ず
、
外
部
か
ら
少
数
の
鉄
製
贔
が

発
見
さ
れ
た
。

　
遺
物
と
し
て
は
鏡
二
面
の
他
へ
滑
石
製
晶
及
び
同

音
造
晶
、
利
器
を
主
と
す
る
鉄
製
品
で
あ
る
が
、
最

も
淫
呈
す
べ
き
は
滑
石
製
品
と
岡
模
造
晶
で
あ
る
。

こ
れ
は
子
持
勾
玉
四
欄
を
は
じ
め
と
し
、
多
数
の
勾

玉
・
隔
子
・
臼
玉
の
他
、
斧
頭
・
鎌
・
鎌
彩
・
双
孔

円
板
が
あ
る
。

　
こ
の
古
墳
に
お
い
て
最
も
問
題
と
な
る
の
は
そ
の

陪
蒙
と
し
て
の
幡
格
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
本
島
の
考

察
に
お
い
て
遺
物
（
主
と
し
て
滑
石
製
晶
と
同
模
造

癩
）
と
遺
跡
（
主
体
部
）
と
の
関
連
か
ら
繋
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
．
、
こ
こ
に
お
い
て
、
遺
物
に
は
黒
塗
的
豊

山
の
強
い
こ
と
、
主
体
部
が
木
板
と
考
え
ら
れ
る
騒

乱
な
設
備
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
或
は
遺
骸
埋
葬
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
5
重
要
な
推

引
が
下
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
祭
託
的
性
絡
と
い

5
も
の
が
、
果
し
て
古
墳
一
般
と
ど
の
よ
う
に
關
連

す
る
か
が
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
又
、
こ
の
推
定
を

裏
附
け
る
た
め
に
豊
憲
な
引
例
が
行
わ
れ
て
い
る

一
か
、
劉
最
・
も
決
定
的
と
・
も
云
う
べ
き
こ
の
吉
墳
の
‡
｛
体

部
が
破
壊
著
し
く
、
や
や
明
確
を
欠
く
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
間
題
の
展
開
は
将
来
に
残
さ
れ
て
い
る
之

考
え
た
方
が
妥
峯
で
あ
ろ
う
。

　
多
数
に
発
見
さ
れ
た
滑
石
製
の
勾
玉
と
刀
子
、
特

に
後
者
に
つ
い
て
は
詳
細
な
型
式
分
穎
が
行
わ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
分
類
が
何
を
意
味
し
、
又
、
こ
れ
か

ら
ど
の
よ
5
な
こ
と
を
引
き
出
し
》
つ
る
か
が
、
私
と

し
て
は
特
に
知
り
た
い
と
飼
う
．
、
叉
、
こ
れ
ら
の
遺

物
め
写
真
と
実
測
幽
と
の
関
係
を
も
つ
と
明
瞭
に
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
る
し
、
残
存
都
出
土
の
遺

物
の
配
覆
の
説
明
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
わ
か
り
易

い
図
が
欲
し
か
っ
た
と
這
う
．
、

　
い
ろ
い
ろ
と
妄
評
を
行
っ
た
が
、
現
在
急
速
に
破

壌
さ
れ
て
行
く
多
く
の
遺
跡
を
考
え
、
こ
れ
を
調
査

し
て
、
資
料
と
し
て
聚
表
し
て
行
く
こ
と
が
、
如
何

に
困
難
な
纂
業
で
あ
る
か
を
恩
5
時
、
古
代
史
研
究

会
の
下
々
の
努
力
に
大
き
な
敬
意
を
表
す
る
と
共

に
、
今
後
の
活
躍
を
期
待
し
た
い
と
思
5
。
　
（
昭
和

二
入
年
齢
月
古
代
学
研
究
会
祠
8
5
版
本
文

四
五
頁
図
版
一
五
頁
楚
三
四
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
…
藤
沢
憂
治
ー
ー

一
Q
二

後
藤
守
一
・
斎
藤
忠
薯

　
瀞
岡
購
機
山
質
墳

　
こ
の
古
墳
は
か
の
登
呂
遺
跡
の
調
査
と
関
連
し
て

同
遺
跡
の
周
辺
調
査
の
一
つ
ど
し
て
採
上
げ
ら
れ
た

も
の
で
、
昭
和
二
十
四
年
三
月
差
一
遍
聞
を
璽
七
て

発
掘
さ
れ
た
。
調
査
に
は
後
藤
守
一
、
斎
藤
忠
両
氏

が
当
ら
れ
、
報
告
書
も
両
氏
の
分
担
執
筆
で
あ
る

が
、
殆
ん
ど
大
部
分
後
藤
氏
が
担
当
さ
れ
て
い
る
。

山
　
丘
上
に
営
ま
れ
た
推
窪
径
三
十
二
米
、
高
さ
七
米

の
円
墳
で
主
体
の
横
穴
式
石
箋
は
南
向
、
長
さ
一

二
・
鶏
米
を
測
る
．
、
所
謂
両
袖
式
の
石
室
で
玄
箋
前

寄
り
に
全
長
二
・
四
米
の
家
形
石
棺
を
蔵
し
、
こ
れ

が
明
聯
年
閥
に
盗
掘
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
に
出
て
い

て
、
こ
れ
が
叉
調
査
の
鋤
…
機
と
も
な
っ
た
ら
し
い
。

酒
番
は
石
組
が
粗
雑
で
危
険
を
伴
5
為
賜
金
な
除
土

は
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
石
櫨
…
内
部
及
び

外
側
か
ら
は
冠
幡
金
型
、
歩
揺
等
の
服
飾
品
、
玄
室

床
面
で
は
刀
剣
、
鉄
鎌
、
馬
呉
、
捷
甲
、
須
恵
器
等

磁
壁
な
副
翠
黛
を
出
し
、
こ
の
種
古
墳
と
し
て
は
注

目
す
べ
き
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
た
だ
、
石
棺
内
は

既
掘
の
た
め
甚
し
く
麗
乱
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、

他
の
出
土
晶
は
殆
ん
ど
が
螺
正
時
の
原
位
燈
を
保
っ

て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
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承
す
霞
を
欠
き
、
記
述
に
よ
ウ
て
漸
く
そ
の
大
凡
そ

の
位
罷
を
彩
る
こ
ど
し
か
出
来
な
い
の
は
、
遺
物
の

す
ば
ら
し
い
に
つ
け
非
常
に
残
念
に
感
じ
る
と
こ
ろ

懸
あ
る
。
著
者
は
一
綴
の
石
棺
の
蔵
躍
を
以
て
こ
0

古
墳
0
塊
薄
恥
を
天
と
断
親
し
て
お
り
れ
る
が
、

玄
墜
奥
に
残
ざ
れ
た
石
棺
の
長
さ
に
略
等
し
い
空
間

な
り
、
こ
の
部
分
か
ら
出
土
し
た
大
小
二
対
の
金

環
、
或
は
玄
蜜
の
奥
と
前
と
で
は
土
器
に
若
干
の
違

が
認
み
ら
れ
惹
こ
と
等
は
寧
ろ
こ
こ
に
も
埋
葬
が
行

わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
を
抱
か
せ
惹
。
行
文

に
あ
ぢ
わ
れ
る
著
者
の
燈
蜜
な
掌
識
に
は
敬
服
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
発
熱
墾
暑
が
先
づ
忠
実
な
遺
跡

遣
物
の
下
弓
で
あ
っ
て
こ
そ
、
利
用
者
が
共
通
の
デ

…
タ
の
上
に
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と

が
嵐
来
る
こ
と
を
今
更
乍
％
痛
感
す
る
次
第
で
あ

る
。

－
猶
古
墳
の
年
代
に
つ
い
て
著
者
は
後
期
古
墳
時
代

の
箭
半
期
の
後
半
、
即
ち
六
世
紀
後
半
と
い
う
推
定

を
下
し
て
跨
ら
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
家

形
暦
棺
の
形
が
整
っ
て
い
て
中
期
の
舟
形
石
棺
の
趣

を
具
え
て
い
る
こ
と
、
副
葬
贔
に
鏡
が
あ
り
、
刀
装

県
こ
と
に
鍔
に
お
い
て
金
銅
装
の
も
の
が
ま
だ
現
れ

て
懸
躯
ず
㌧
倒
卵
形
鍔
の
登
簿
が
来
完
成
で
あ
る
こ

と
、
父
土
器
に
新
し
い
様
式
を
認
め
な
い
こ
と
を
以

て
後
期
前
半
の
様
絹
を
示
す
も
の
と
し
、
金
環
の
伴

田
に
よ
っ
て
そ
の
年
代
を
若
干
下
げ
る
べ
き
も
の
と

説
明
し
て
い
る
。
併
し
六
世
紀
後
半
と
い
弓
推
定
年

代
の
当
否
は
別
と
し
て
、
そ
の
証
附
に
胴
い
ら
れ
た

資
料
の
中
、
家
形
石
棺
が
年
代
の
潮
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
説
は
、
縄
掛
突
起
の
形
態
そ
の
他
蓋
の
構
麗
逆

か
ら
み
て
承
服
し
難
い
し
、
両
端
の
巾
の
差
、
而
も

極
く
僅
か
な
違
“
を
以
て
舟
形
石
棺
の
趣
を
も
つ
た

も
の
と
す
る
考
え
も
、
こ
の
程
度
の
両
端
部
の
差
は

普
遺
家
形
行
棺
の
多
く
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
以

上
、
何
等
古
式
と
す
る
材
料
に
は
な
ら
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
又
土
器
の
形
式
が
第
コ
様
式
、
即
ち

著
者
の
云
5
飛
鳥
色
を
も
つ
て
い
な
い
こ
と
は
、
飛

鳥
色
な
る
も
の
が
古
墳
時
代
の
須
恵
器
の
申
で
も
ご

く
末
期
の
現
象
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
以
て
年
代
を

限
定
す
る
軍
要
な
根
拠
と
は
な
し
難
い
。
猶
こ
の
報

告
鞍
に
関
し
て
は
既
に
考
古
掌
雑
誌
第
三
十
九
巻
一

号
に
増
田
精
一
氏
が
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
が
報
告
者

が
不
明
品
と
し
た
金
銅
製
品
が
壷
鐙
で
あ
る
こ
と
は

氏
と
同
意
見
で
あ
る
。
　
（
昭
和
コ
八
年
三
月
　
静
岡

市
教
育
委
員
会
刊
　
B
5
版
　
本
文
一
〇
三
頁
図

版
一
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
川
端
真
溶
一

金
山
古
鏡
器
よ
が
大
事
宵
墳
の
調
査

　
　
」
（
大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
霜
窮
二
輯
）

　
金
山
　
大
嘘
両
古
墳
の
調
査
は
、
夫
々
昭
和
一
二
・

二
四
年
に
、
京
大
考
古
学
教
室
員
の
手
で
行
わ
れ

た
．
、
共
に
偶
然
の
北
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
報

告
霞
が
一
冊
に
ま
と
め
て
再
版
さ
れ
た
の
は
単
な
る

便
宜
の
素
躍
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
の
古
墳
か
ら
も
合

灘
に
証
す
る
重
要
な
事
実
が
発
見
さ
れ
、
共
通
の
難

題
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
．
、
従
っ
て
本
書
に

は
、
金
山
古
墳
を
小
林
行
雄
氏
が
、
大
籔
古
墳
を
楢

騰
彰
一
氏
が
分
担
し
て
、
調
査
事
実
を
記
載
し
て
い

る
他
、
横
穴
式
石
室
に
お
け
る
合
葬
に
つ
い
て
の
小

林
氏
の
考
察
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
を
り
、
別
に
特
五

郎
・
山
　
崎
秀
治
爾
氏
の
大
籔
齋
墳
鋤
土
入
骨
瀕
牙
に

関
す
る
報
告
が
、
巻
末
に
附
載
さ
れ
イ
、
い
る
．
．
こ
の

様
な
報
告
書
の
ま
と
め
方
は
、
偶
然
の
チ
ャ
ン
ス
を

巧
み
に
と
ら
え
て
、
自
己
の
研
究
計
顧
を
推
し
進
め

て
行
こ
う
と
す
る
態
度
か
ら
固
し
た
も
，
の
で
あ
っ

て
、
自
由
に
対
象
を
撰
択
し
て
計
癒
約
な
調
査
を
行

う
こ
と
の
M
困
難
な
現
在
に
お
い
て
は
、
事
実
な
方
法

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
．
、

　
本
途
の
内
容
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
金
山

一
〇
三
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欝

古
墳
（
南
河
内
郡
中
村
）
は
、
大
小
二
つ
の
円
丘
を

連
結
し
て
、
共
通
の
雲
離
を
め
ぐ
ら
す
双
墓
型
式
の

・
古
墳
で
あ
る
。
調
査
の
主
眼
点
と
な
っ
た
横
穴
式
石

箋
は
小
丘
に
属
し
、
く
び
れ
部
に
向
っ
て
開
口
し
て

い
る
。
既
に
徹
底
的
に
盗
掘
さ
れ
て
い
る
こ
の
石
室

が
注
意
を
ひ
い
た
の
は
、
そ
の
玄
塞
と
羨
道
と
に
各

一
二
の
家
型
石
棺
が
麗
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

両
棺
は
相
似
た
形
を
し
て
は
い
る
が
、
細
部
に
年
代

差
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
若
干
の
差
異
が
認
め
ら

れ
、
羨
道
の
棺
が
後
に
追
尋
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
た
。

　
次
に
大
籔
古
墳
（
中
河
内
灘
石
切
町
）
に
お
け
る

調
査
の
最
大
の
収
獲
は
、
横
穴
式
石
室
に
お
け
る
多

入
数
合
轟
の
婁
態
を
開
か
に
し
た
ご
と
で
あ
る
。
そ

の
石
蟹
は
既
に
封
土
と
天
井
部
を
完
全
に
失
な
っ
て

い
る
が
、
・
乱
書
の
奥
に
二
欄
の
小
さ
な
粗
製
組
合
石

棺
が
あ
っ
て
、
夫
々
内
に
五
体
と
二
体
の
入
骨
が
残

つ
で
を
り
、
r
別
に
棺
外
か
ら
も
四
体
分
の
入
骨
が
発

見
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
石
櫨
は
、
そ
の
下
底
部
の

精
査
に
よ
っ
て
、
後
の
追
灘
の
際
に
設
概
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
遺
物
は
貧
弱
で
あ
る

が
、
多
入
数
を
合
舞
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
土

露
の
上
に
著
し
い
形
式
差
が
冤
ら
れ
な
い
こ
と
、
後

の
追
轟
に
当
っ
て
筆
管
者
の
副
灘
贔
を
整
理
し
た
形

遊
の
あ
る
こ
と
は
注
葱
を
ひ
く
。
人
骨
の
性
別
唖
、
伽
、

男
山
ハ
体
、
女
四
体
、
少
年
一
体
で
あ
っ
て
、
内
一
八
体
骨
か

男
女
を
組
合
せ
て
量
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
状
態
に

あ
る
の
で
、
夫
妻
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い

る
。
な
お
歯
牙
の
う
ち
に
黒
歯
が
見
ら
れ
る
こ
と
も

性
質
不
明
な
が
ら
興
昧
を
ひ
く
事
笑
で
あ
る
。

　
考
察
の
項
は
、
横
穴
長
石
箋
に
お
け
る
合
葬
の
諸

形
態
を
分
析
し
た
も
の
で
（
特
に
明
確
な
結
論
は
出

さ
れ
て
い
な
い
が
、
多
人
数
合
鍵
の
場
合
に
、
追
灘
者

の
遣
骸
を
容
れ
る
空
所
を
得
る
た
め
、
先
智
者
の
鞍

骨
。
副
離
品
を
整
理
す
る
風
習
の
存
在
を
捲
塾
し

て
、
大
壁
古
墳
の
二
石
棺
は
、
追
騨
に
当
っ
て
曝
葬

者
の
遺
骨
を
収
容
す
る
た
め
に
設
蟹
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
の
推
定
を
下
し
て
い
る
の
は
卓
見
で
あ

る
。
堅
剛
に
「
翻
介
し
た
、
加
瀬
第
山
門
天
華
国
墳
の
A
口
葬
に
「

つ
い
て
も
、
こ
の
見
地
か
ら
再
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
は
れ
る
。
　
（
昭
和
二
八
年
三
月
　
大
阪
府
教

苔
門
委
員
ハ
ム
狐
刊
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佐
良
由
古
墳
番
の
研
究
　
第
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冊

（綱
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墾
考
警
護
）

　
本
書
は
こ
れ
京
で
紹
介
し
て
来
た
数
血
締
の
雷
管
調

査
報
告
審
と
は
、
全
く
質
を
異
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
本
審
を
理
解
す
る
に
は
、
考
古
学
を
単
な
る
古

物
の
学
か
ら
歴
史
掌
の
一
部
…
門
に
ま
で
引
き
上
げ
よ

弓
と
す
る
、
調
査
者
0
強
い
意
図
を
知
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
本
望
が
個
々
の
斎
墳
を
対
象
と
せ
ず
、

一
つ
の
古
墳
群
を
全
体
と
し
て
取
上
げ
る
の
も
、
ま

た
か
か
る
意
図
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
う
古

墳
群
調
査
の
必
要
は
研
究
者
の
誰
も
が
痛
感
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
B
な
お
そ
れ
が
成
就
さ
れ
た
例

は
き
わ
め
て
少
い
。
津
山
市
畏
の
委
嘱
に
こ
た
え
、

こ
の
困
難
な
事
業
に
一
歩
を
踏
み
柔
し
た
、
申
嵩
認

雄
・
近
藤
義
郎
氏
等
の
高
い
問
題
意
識
と
た
く
ま
し

い
爽
撃
力
に
深
い
敬
意
を
表
し
た
い
。

　
佐
良
山
　
盆
地
は
津
山
　
市
の
営
営
に
あ
る
細
長
い
谷

で
あ
る
。
こ
こ
に
群
在
す
る
二
頁
近
い
後
期
古
墳
の

一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
詳
細
な
現
状
記
録
と
分
布
図

が
本
書
の
前
誰
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の
う
ち
皇
基
の
古

墳
に
つ
い
て
行
っ
た
発
掘
の
報
告
が
後
半
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
発
掘
を
実
施
し
た
古
墳
が
如
何
な
る
観

（2ユ4）



点
か
ら
撰
択
さ
れ
た
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

横
穴
式
石
室
を
主
体
と
し
た
や
や
遷
代
の
遡
る
帆
立

員
式
古
墳
、
陶
棺
を
細
長
い
石
室
に
収
め
た
比
較
約

薪
し
い
時
期
の
古
墳
二
基
、
高
い
丘
の
上
に
造
ら
れ

籍
式
棺
三
つ
を
併
書
す
る
時
代
不
明
の
古
墳
と
、
一

応
各
種
の
も
の
が
縮
羅
さ
れ
て
．
い
る
。
太
轟
旧
は
、
今

後
の
調
査
の
進
行
に
伴
い
遣
道
の
驕
表
を
予
鬼
し
て

い
る
の
で
、
調
査
事
笑
に
つ
い
て
の
考
察
を
省
略
し

て
い
る
が
、
分
布
報
告
の
前
後
に
若
干
の
考
察
が
附

撫
さ
れ
て
い
る
汽
．
前
者
は
、
作
州
に
弥
生
式
前
期
の

遺
跡
が
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ

る
が
、
遺
跡
の
布
晒
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
本
来

少
な
か
っ
た
こ
と
と
同
一
視
し
て
、
や
や
結
論
を
急

ぎ
す
ぎ
た
様
で
あ
る
。
後
者
は
問
題
の
所
在
と
題

し
、
末
期
群
団
墳
の
急
激
な
発
生
を
、
大
化
前
代
の

共
同
体
の
解
体
に
伴
う
、
家
父
長
的
大
家
族
の
成
立

に
よ
っ
て
説
開
す
る
卓
見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
論

証
は
日
本
古
代
幾
「
全
体
」
の
疑
通
し
の
上
に
進
め
ら
れ

て
を
り
、
考
古
掌
的
嘉
．
実
か
ら
当
時
の
敵
治
的
蝕
会

の
動
向
を
見
・
き
わ
め
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
源
式
の

考
古
掌
を
清
算
し
た
も
の
と
雷
え
よ
5
。
し
か
し
、

問
題
意
識
が
高
け
れ
ば
高
い
だ
け
、
個
々
の
調
査
事

実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
大
き
い
．
．
漸
く
問
題
の
一
端
を

轡

戴郎

さ
ぐ
り
当
て
た
ば
か
り
の
本
調
査
が
、
今
後
ど
の
様

に
農
開
さ
れ
て
行
く
か
、
続
巻
の
発
行
が
期
待
さ
れ

る
。
　
（
昭
和
二
七
年
三
月
　
B
5
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な
お
同
じ
く
古
墳
群
の
調
査
報
告
と
題
す
る
も
の

に
、
直
木
孝
次
郎
。
藤
原
光
輝
両
氏
の
滋
賀
県
東
浅

井
郡
湯
田
村
雲
雀
出
古
墳
群
調
査
費
告
（
大
阪
市
大

文
学
部
歴
史
掌
教
室
紀
要
）
が
あ
る
が
、
取
扱
わ
れ

た
古
墳
群
が
極
め
て
小
単
位
の
も
の
で
あ
る
上
、
内

容
も
発
掘
を
行
っ
た
三
暴
の
古
墳
．
の
報
告
を
主
と
し

て
い
る
の
で
、
佐
良
由
　
の
報
告
と
同
列
に
扱
う
こ
と

は
出
来
な
い
。
　
（
昭
和
二
八
年
七
月
　
大
阪
市
大
歴

史
学
教
窒
刊
　
お
5
版
本
交
五
二
頁
図
版
一
四
）
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こ
れ
ら
の
最
近
の
報
告
謳
類
を
通
観
す
る
と
き
、

特
に
古
墳
総
掘
報
告
を
内
容
と
す
る
も
の
が
半
数
以

上
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
掌
界
に
お
け
る
萩
ら
し

い
動
向
と
し
て
濫
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
戦
後
計
懸
的

な
古
墳
の
遜
掘
が
盛
ん
に
行
わ
れ
出
し
た
と
い
5
事

穂
に
も
よ
る
こ
と
乍
ら
、
遺
跡
・
遺
物
の
紹
介
を
主

と
す
る
古
墳
の
報
告
嶺
が
、
か
な
り
安
易
な
形
で
ま

と
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
關
係
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
点

で
、
か
な
ら
ず
し
も
歓
迎
す
べ
き
傾
向
と
は
い
い
え

な
い
も
の
が
あ
る
。
客
槻
的
な
事
笑
の
報
告
の
速
に

公
表
さ
れ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
望
ま
し
い
が
、
報
告

技
術
の
一
定
の
水
準
は
堅
醤
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
調
査
が
い
か
な
る
問
題
の
解
明
に
役
立
つ
た
か

を
、
報
告
書
の
上
に
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
水

準
を
高
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
一
碧
古
墳
以
外
の

遺
跡
を
取
り
上
げ
た
報
告
蜜
に
お
い
て
も
、
調
査
の

計
画
牲
が
大
い
に
留
意
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
傾
向
は
認
め
ら
れ
る
が
、
な
お
そ
れ
に
よ
っ
て
研

究
上
に
類
し
い
局
面
を
拓
ぎ
得
た
も
の
は
乏
し
い
観

が
あ
る
。
集
洛
祉
そ
の
他
の
調
査
は
、
特
に
遺
跡
の

実
際
に
即
し
て
、
種
々
の
問
題
が
追
及
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
、
発
掘
の
成
功
し
た
報
告
の
み
を
塁
む

こ
と
は
出
来
な
い
が
、
一
層
の
努
力
が
必
要
で
あ
ろ

5
0

一
〇
五
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