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公益財団法人崋山会

「
蛮
社
の
獄
」
第
三
の
男
、
小
関
三
英

明
海
大
学
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
学
部
教
授
　
岩

下

哲

典

い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
」
の
も
と
に
あ
っ
た
江
戸
時
代
、
西
洋
の
学
問
を
し
て
、
日
本
が
あ
ま
り
に
も
残
念
な
状
態
に

あ
る
か
ら
、
せ
め
て
異
国
船
打
ち
払
い
は
や
め
ま
し
ょ
う
よ
と
い
う
提
言
を
ひ
そ
か
に
小
説
化
し
て
仲
間
内
で
回
し

て
読
ん
で
い
た
ら
、
隠
密
に
目
を
つ
け
ら
れ
て
、
別
件
で
逮
捕
さ
れ
、
尋
問
さ
れ
て
終
に
は
切
腹
や
獄
に
繋
が
れ
た

の
が
「
蛮
社
の
獄
」
だ
と
思
い
ま
す
。
渡
辺
崋
山
は
在
所
田
原
で
蟄
居
の
あ
と
切
腹
、
高
野
長
英
は
一
端
逃
亡
、
自

首
、
入
牢
、
脱
獄
、
全
国
逃
亡
、
江
戸
に
戻
り
潜
伏
、
ひ
そ
か
に
開
業
す
る
も
町
奉
行
所
の
手
の
者
に
踏
み
込
ま
れ
、

闘
争
中
落
命
し
ま
し
た
。
二
人
と
も
悲
劇
的
な
最
後
を
遂
げ
て
い
ま
す
。

「
蛮
社
の
獄
」
と
い
え
ば
崋
山
と
長
英
で
す
が
、
第
三
の
男
、
小
関
三
英
も
な
か
な
か
悲
劇
的
な
最
後
を
遂
げ
て

い
ま
す
。
崋
山
が
捕
縛
さ
れ
た
直
後
、
自
分
に
も
幕
吏
の
手
が
お
よ
ぶ
こ
と
が
予
測
で
き
た
三
英
は
、
自
ら
頸
動
脈
を
切
っ
て
絶
命
し
ま
す
。

場
所
は
赤
坂
溜
池
の
岸
和
田
藩
邸
内
の
自
宅
二
階
だ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
血
が
階
段
を
伝
っ
て
階
下
に
及
ん
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
三
英
は
そ
ん
な
に
早
く
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
三
英
は
、
出
羽
鶴
岡
の
農
民
出
身
で
す
。
江
戸
に
出
て
医
学

を
吉
田
長
淑
に
学
び
ま
す
。
一
度
は
故
郷
で
開
業
し
ま
す
が
、
ほ
ど
な
く
仙
台
藩
医
学
校
の
教
師
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
再
び
江
戸
に
出
て
、

幕
府
医
官
桂
川
家
に
出
入
り
す
る
中
で
、
蘭
書
翻
訳
に
目
覚
め
、
医
学
書
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
史
や
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
書
籍
の
翻
訳
も
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、
崋
山
や
長
英
に
出
会
い
ま
す
。
こ
の
三
人
は
一
見
ま
っ
た
く
性
格
が
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
崋
山
は
、

先
の
見
え
る
人
で
、か
つ
内
に
秘
め
て
は
い
る
が
、か
な
り
の
負
け
ず
嫌
い
。
長
英
は
三
英
と
同
じ
東
北
人
で
も
よ
く
し
ゃ
べ
る
才
人
タ
イ
プ
で
、

ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
が
旺
盛
。
三
英
は
無
口
で
一
つ
の
こ
と
に
集
中
す
る
タ
イ
プ
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
れ
だ
け
に
馬
が
合
っ
て
三
人
で
西
洋
の
学

術
研
究
に
ど
ん
ど
ん
の
め
り
こ
ん
で
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
西
洋
社
会
の
成
り
立
ち
や
宗
教
、
最
近
の
西
洋
事
情
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
見
た
文

献
の
翻
訳
な
ど
を
持
ち
寄
っ
て
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
議
論
し
あ
う
様
子
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
い
き
が

い
で
あ
り
何
物
に
も
代
え
が
た
い
楽
し
い
時
間
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
幕
府
の
目
付
鳥
居
耀
蔵
は
、
伊
豆
韮
山
代
官
江
川
太
郎
左
衛
門
と
と
も
に
江
戸
湾
警
備
の
見
分
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
復
命

書
で
江
川
に
水
を
あ
け
ら
れ
た
こ
と
を
恨
み
、
そ
の
背
景
に
蘭
学
・
洋
学
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
そ
れ
ら
の
学
問
を
危
険
視
し
ま
し
た
。
そ

こ
で
配
下
の
小
笠
原
貢
蔵
を
使
っ
て
崋
山
や
長
英
、
三
英
を
調
べ
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。
小
役
人
ほ
ど
陰
険
で
す
ね
。
三
英
は
、
崋
山
の
紹
介

で
岸
和
田
藩
主
岡
部
氏
の
藩
医
に
な
れ
た
よ
う
で
す
が
、
さ
ら
に
幕
府
の
蛮
書
和
解
御
用
で
も
あ
っ
た
の
で
、
幕
府
内
部
の
情
報
網
か
ら
自
分

も
マ
ー
ク
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
三
英
は
足
も
悪
く
、
体
力
的
に
も
牢
獄
生
活
は
無
理
だ
と
思
っ
た
た
め
に
、
自

ら
命
を
絶
っ
た
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
悔
し
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
三
英
も
崋
山
も
長
英
も
、
も
う
少
し
生
き
て
、
ペ

リ
ー
来
航
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
ど
ん
な
に
良
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
人
生
は
ま
っ
た
く
ま
ま
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

最
後
に
、
三
英
に
は
、
内
科
学
の
業
績
で
あ
る
『
西
医
原
病
略
』『
泰
西
内
科
集
成
』
と
江
戸
時
代
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
情
報
と
し
て
は
最
も
詳
し

い
『
那
波
列
翁
伝
初
編
』
が
あ
り
ま
す
。
特
に
『
那
波
列
翁
伝
初
編
』
は
、
佐
久
間
象
山
や
吉
田
松
陰
、
西
郷
隆
盛
の
愛
読
書
で
し
た
。
蛮
社

の
獄
は
確
か
に
悲
劇
で
し
た
が
、
崋
山
・
長
英
・
三
英
の
蒔
い
た
種
は
ペ
リ
ー
来
航
後
着
実
に
幕
末
の
志
士
た
ち
に
受
け
継
が
れ
、
来
る
べ
き

時
代
の
扉
を
開
け
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
今
の
時
代
に
な
す
こ
と
が
出
来
な
く
て
も
次
の
世
代
の
た
め
に
今
何
を
為
す
べ
き
か
、
蛮
社
の
獄
は

教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
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平
成
二
十
六
年
三
月
に
『
緊
急
課
題
対

応
プ
ラ
ン【
田
原
市
教
育
振
興
基
本
計
画
】

改
革
の
ス
イ
ッ
チ
を
オ
ン
に
』
が
作
成
さ

れ
、
田
原
市
の
教
育
に
関
す
る
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
二

十
二
年
三
月
に
策
定
し
た
田
原
市
教
育
振

興
基
本
計
画
の
中
間
年
が
近
づ
き
、
田
原

の
教
育
が
直
面
す
る
緊
急
課
題
を
八
つ
に

絞
り
、
実
践
的
な
対
応
を
提
示
し
た
も
の

で
す
。

田
原
市
教
育
振
興
基
本
計
画
の
基
本
理

念
に
は
、「
ふ
る
さ
と
に
学
び　

人
が
つ

な
ぐ　

田
原
の
人
づ
く
り
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
学
校
で
の
ふ
る
さ
と
学
習
へ
の

取
り
組
み
の
中
で
、
田
原
市
博
物
館
の
分

館
で
あ
る
民
俗
資
料
館
や
渥
美
郷
土
資
料

館
、
シ
ェ
ル
マ
吉
胡
、
皿
焼
古
窯
館
な
ど

は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
校
区
内
に
あ
る
史

跡
や
文
化
財
等
を
活
用
し
て
学
習
し
て
い

ま
す
。
地
元
も
大
事
で
す
が
、
渥
美
半
島

の
ほ
ぼ
全
域
が
田
原
市
と
な
っ
た
今
、
渥

美
の
子
は
田
原
の
施
設
、
田
原
の
子
は
渥

美
の
施
設
を
見
学
す
る
と
、
よ
り
広
い
視

野
が
持
て
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い

ま
す
。
特
に
平
成
十
九
年
に
オ
ー
プ
ン
し

た
シ
ェ
ル
マ
吉
胡
で
は
、
体
験
学
習
も
で

き
ま
す
の
で
、
家
族
で
出
か
け
て
み
る
の

も
お
勧
め
で
す
。
小
学
生
に
お
い
て
は
、

一
度
に
多
く
の
こ
と
を
体
験
、
記
憶
す
る

こ
と
に
は
無
理
も
あ
り
ま
す
の
で
、
低
学

年
な
ら
三
つ
く
ら
い
ま
で
の
少
な
い
方
が

良
い
で
し
ょ
う
。
繰
り
返
し
訪
ね
て
み
る

こ
と
も
大
事
で
、
行
く
た
び
に
新
し
い
発

見
も
あ
り
ま
す
。
中
学
生
は
、
ふ
る
さ
と

学
習
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
）
を
重
視
し
て
い

ま
す
。
社
会
の
中
で
自
ら
の
役
割
を
果
た

し
な
が
ら
、
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現

す
る
た
め
の
力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
視
点
に
立
っ
て
日
々
の
教
育
活
動
を

展
開
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
キ
ャ
リ
ア
教
育

の
実
践
の
姿
で
す
。
体
を
動
か
し
、
体
験

す
る
こ
と
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
は
最
も

取
り
組
み
や
す
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
上
に
立
っ
て
、
高
校
生
の
一
例
と
し

て
渥
美
農
業
高
校
で
は
第
六
次
産
業
に
も

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。
第
一
次
産
業

と
し
て
の
農
業
が
生
産
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
、
そ
れ
を
原
材
料
と
し
た
加
工
食
品
の

製
造
・
販
売
や
観
光
農
園
の
よ
う
な
地
域

資
源
を
生
か
し
た
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
第
二

次
産
業
や
第
三
次
産
業
に
ま
で
踏
み
込
む

こ
と
。
食
品
加
工
・
流
通
販
売
に
も
業
務

を
展
開
し
て
い
る
経
営
形
態
が
こ
れ
か
ら

は
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
ふ
る
さ
と
を
想
う
中
で
、
市

と
し
て
は
、
田
原
市
博
物
館
の
企
画
展
と

し
て
「
東
三
河
の
ジ
オ
サ
イ
ト
」「
渥
美

線
展
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
展

覧
会
は
、
新
た
な
客
層
を
取
り
込
み
、
気

軽
に
立
ち
寄
る
こ
と
が
で
き
る
企
画
展
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と
の
回
帰

展
と
し
て
も
心
な
ご
む
企
画
展
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
う
い
う
も
の
が
あ

る
ん
だ
、
と
い
う
気
付
き
も
重
要
で
、
展

覧
会
情
報
と
し
て
の
チ
ラ
シ
な
ど
を
市
の

多
く
の
行
事
や
生
涯
学
習
イ
ベ
ン
ト
の
際

に
広
報
し
、
Ｐ
Ｒ
し
て
も
ら
え
る
と
良
い

と
思
い
ま
す
。

今
年
四
月
か
ら
教
育
委
員
会
制
度
の
法

改
正
に
よ
り
教
育
委
員
長
と
教
育
長
が
一

本
化
さ
れ
、
新
教
育
長
制
度
が
始
ま
り
ま

し
た
。
教
育
委
員
会
は
、
地
域
と
と
も
に

活
動
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
各
種
行
事
へ
の
参
加
や
教
育
委
員
の

研
修
を
多
く
し
て
、
各
課
の
情
報
を
収
集

し
、
共
有
し
て
対
応
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

目
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雪
山
高
隠
図

奈
良
岩
雄
氏
寄
贈
田
原
市
博
物
館
蔵

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）

絹
本
着
色

縦
九
七
・
〇
㎝
×
横
三
七
・
〇
㎝

遠
景
に
急
峻
な
切
り
立
っ
た
山
と
垂
直

に
流
れ
落
ち
る
瀑
布
を
描
き
、
中
景
左
に

林
越
し
の
家
屋
と
中
央
や

や
手
前
に
、
ゆ
る
や
か
な

坂
道
を
そ
の
家
を
訪
ね
て

行
く
馬
上
の
人
物
と
従
者

が
描
か
れ
る
。
近
景
に
は

や
は
り
手
前
に
大
き
く
樹

木
を
描
き
、
室
内
の
景
も

描
写
さ
れ
る
。
ま
た
、
庭

先
の
門
を
そ
の
主
人
が
開

き
、
後
ろ
に
童
子
が
続
く
。

人
物
の
描
写
の
差
が
よ
り

遠
近
感
を
強
調
し
て
い
る
。

ま
た
、
近
景
と
中
景
の
間

に
は
川
の
流
れ
が
あ
り
、

手
前
の
川
辺
に
は
葦
が
描

か
れ
て
お
り
、
水
面
が
墨
で
表
現
さ
れ
て

い
る
が
、
水
は
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
る
。

雪
山
の
上
の
暗
い
空
も
同
色
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。
山
間
木
々
の
常
緑
の
葉
上
に
は

胡
粉
を
使
用
し
て
雪
が
残
っ
て
い
る
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
。

款
記
に
「
丁
酉
嘉
平
月
寫
（
写
）
晩
翠

樓（
楼
）登
」と
あ
る
。
瓢
箪
形
朱
文
の「
登
」

白
文
長
方
印
の
「
崋
山
」
を
捺
し
て
い
る
。

「
晩
翠
樓
」
は
場
所
を
指
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、特
定
で
き
な
い
。
文
政
五
年（
一

八
二
二
）
の
『
壬
午
図
稿
』
の
中
に
扇
面

の
縮
図
が
あ
り
、そ
の
落
款
に
「
晩
翠
窓
登
」

と
あ
る
が
、
年
代
も
異
な
り
、
同
じ
意
味

か
は
不
明
で
あ
る
。
嘉
平
月
は
十
二
月
で

あ
る
。
天
保
八
年
は
飢
饉
と
大
風
害
に
よ

り
、
田
原
藩
で
は
、
藩
主
康
直
が
五
月
と

十
月
の
二
回
に
わ
た
り
、
参
勤
交
代
の
延

期
を
幕
府
に
願
い
出
て
、
許
可
さ
れ
て
い

る
。な

お
、
こ
の
作
品
に
は
、
附
が
あ
る
。

土
佐
藩
士
で
、
高
島
秋
帆
に
兵
学
・
砲
術

を
学
ん
だ
法
制
学
者
細
川
潤
次
郎
（
一
八

三
四
～
一
九
二
三
）
の
題
字
「
雪
氣
崢
嶸
」

の
次
に
、
愛
知
県
豊
橋
出
身
で
、
漢
学
者

の
石
川
鴻
斎
（
一
八
三
三
～
一
九
一
八
）

が
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
四
月
に
記
し

た
由
来
書
が
あ
り
、
伝
来
と
し
て
伊
勢
神

宮
の
神
官
で
あ
っ
た
久
志
本
家
に
伝
わ
っ

た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
崋

山
の
二
男
、
小
華
に
画
を
学
ん
だ
渡
辺
華

石
（
一
八
五
二
～
一
九
三
〇
）
も
そ
の
由

来
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
四
月
十
一
日
か
ら
田
原
市

博
物
館
春
の
企
画
展
「
帰
っ
て
き
た
国
指

定
重
要
文
化
財
千
山
万
水
図
～
初
公
開
奈

良
岩
雄
氏
寄
贈
」
で
公
開
さ
れ
る
。

田
原
市
博
物
館
副
館
長
学
芸
員鈴

木
利
昌

画
家
渡
辺
崋
山
の
心
象
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天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
十
月
十
六
日
続
き

此
は
ら
か
ら
の
母
親
な
り
け
る
は
い
と
す
こ
や
か
な
る

媼
に
て
、
今
年
八
十
余
、
此
七
十
八
歳
の
と
し
で
も
の

か
く
事
も
得
な
ら
ざ
り
け
る
が
、
さ
て
こ
ゝ
ろ
に
お
も

ふ
様
、
わ
れ
眼
あ
り
て
字
を
し
ら
ず
、
口
あ
り
て
此
情

言
事
あ
た
ハ
ず
、
今
よ
り
字
を
ま
な
び
た
ら
む
に
ハ
此

世
は
い
か
に
せ
ん
、
せ
め
て
後
の
世
の
便
に
も
な
り
な

ん
や
と
、
お
の
が
子
な
る
お
梶
に
問
ひ
し
か
バ
、

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
十
月
十
七
日
続
き

こ
の
兄
妹
（
田
村
金
兵
衛
・
梶
）
の
母
親
と
い
う
人
は
、

た
い
へ
ん
元
気
な
老
女
で
あ
っ
て
、
今
年
八
十
歳
余
り
に

な
る
。
こ
の
人
が
七
十
八
歳
の
年
に
、
字
を
書
く
こ
と
も

で
き
な
か
っ
た
が
、
ひ
そ
か
に
心
に
思
う
に
、
自
分
は
目

が
あ
る
の
に
字
を
知
ら
ず
、
口
が
あ
る
の
に
心
に
思
う
こ

と
を
こ
と
ば
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
か
ら
文

字
を
学
ん
で
も
、
こ
の
世
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
だ
ろ

う
が
、
せ
め
て
あ
の
世
の
便
り
に
は
な
る
だ
ろ
う
か
と
、

自
分
の
子
で
あ
る
お
梶
に
聞
い
て
み
る
と
、

わ
ら
ハ
し
ら
ぬ
事
な
が
ら
後
の
世
は
さ
て
置
、
此
世
の

用
に
も
立
ぬ
ら
ん
と
て
、
や
が
て
い
ろ
は
匂
ふ
と
い
ふ

歌
を
か
き
て
あ
た
え
し
か
バ
、
昼
ハ
苧
を
つ
ミ
衣
ぬ
ひ
、

夜
ハ
燈
を
か
ゝ
げ
、
手
習
ひ
し
、
こ
と
し
六
七
年
ば
か

り
も
か
く
あ
り
し
か
バ
、
今
物
読
事
も
字
を
か
く
事
も

心
の
ま
ゝ
に
ぞ
あ
り
け
る
。
さ
れ
ど
今
に
夜
習
ふ
事
ハ

廃
ら
ず
、
丑
三
つ
頃
ま
で
も
い
ね
ず
と
ぞ
。

（
お
梶
は
）
あ
の
世
の
こ
と
は
私
の
知
ら
な
い
こ
と
だ

か
ら
さ
て
お
き
、（
文
字
を
学
べ
は
）
こ
の
世
の
用
に
は

立
つ
で
し
ょ
う
と
言
っ
て
、
や
が
て
、「
い
ろ
は
歌
」
を

書
い
て
与
え
た
。
す
る
と
、（
母
親
は
）
昼
は
苧
を
摘
み

衣
を
縫
い
、
夜
は
灯
火
を
か
か
げ
て
手
習
い
を
し
、
今
年

で
六
、
七
年
ほ
ど
に
も
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
続
け
て
い

た
と
こ
ろ
、
今
で
は
書
物
を
読
む
こ
と
も
字
を
書
く
こ
と

も
心
の
ま
ま
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で

も
、
今
な
お
、
夜
習
う
こ
と
は
怠
ら
ず
、
真
夜
中
ま
で
も

寝
な
い
と
い
う
。

※　

い
ろ
は
匂
ふ　
「
い
ろ
は
歌
」
の
こ
と
。

※　

苧　

か
ら
む
し
。
麻
の
一
種
。
茎
の
皮
を
縮
み
な
ど
の

繊
維
に
用
い
る
。

※　

丑
三
つ　

丑
の
刻
を
四
つ
に
分
け
た
第
三
に
あ
た
る

時
。
今
の
午
前
二
時
か
ら
二
時
半
ご
ろ
。
一
説
に
、

午
前
三
時
か
ら
三
時
半
ご
ろ
。
ま
た
転
じ
て
真
夜
中
、

深
夜
。

又
う
ば
に
一
怪
事
あ
り
。
今
年
春
の
事
な
り
け
ん
、
前

歯
二
本
萌
し
て
い
と
大
き
や
か
な
る
を
し
ら
ざ
り
け
る

が
、
物
喰
ふ
と
て
見
い
だ
し
胆
を
け
し
、
い
と
は
づ
か

し
と
て
ぬ
か
ん
と
す
る
を
お
し
と
め
て
、
今
壱
分
ば
か

り
に
ハ
な
り
し
。

ま
た
、こ
の
老
女
に
ひ
と
つ
奇
妙
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。

今
年
春
の
こ
と
で
あ
る
が
、
前
歯
が
二
本
生
え
て
き
て
、

た
い
へ
ん
大
き
く
な
る
ま
で
知
ら
ず
に
い
た
が
、
も
の
を

食
べ
る
時
に
見
つ
け
て
、
び
っ
く
り
仰
天
し
、
た
い
へ
ん

恥
ず
か
し
い
と
い
っ
て
抜
こ
う
と
す
る
の
を
、
皆
で
押
し

止
め
て
、
今
で
は
一
分
（
約
三
㎜
）
ほ
ど
に
な
っ
た
。

※　

胆
を
け
し　
「
胆
を
つ
ぶ
す
」
と
同
じ
。
た
い
へ
ん
び

っ
く
り
す
る
。
非
常
に
驚
く
。

※　

壱
分　

長
さ
の
単
位
。
約
三
㎜
。

老
婆
の
肖
像

色
あ
か
く
つ
や
よ
し
、
目
明
ら
か
に
て
眼
鏡
を
不
レ
用
、

髪
黒
く
こ
し
ま
が
ら
ず
、
神
気
甚
し
ま
り
よ
し
。

顔
色
は
赤
く
、
つ
や
が
よ
い
。
目
は
（
よ
く
見
え
る
の

で
）
メ
ガ
ネ
を
使
わ
な
い
。
髪
の
色
は
黒
く
、
腰
は
曲
が

っ
て
い
な
い
。
気
力
は
た
い
へ
ん
引
き
締
ま
っ
て
い
る
。

※　

神
気　

精
神
力
。
気
力
。

天
王
宿
定
右
衛
門
方
よ
り
鮎
来
た
る
。
予
の
た
め
に
か

こ
ひ
て
今
日
に
及
、
籃
よ
り
い
だ
し
見
る
に
其
大
壹
尺

四
五
寸
、
重
百
四
五
十
目
、
驚
き
た
り
。
写
真
す
。
此

昼
飯
に
塩
焼
と
し
て
食
ふ
。
味
美
一
尾
を
つ
く
す
。
真

に
可
レ
記
也
。

天
王
宿
の
定
右
衛
門
の
所
か
ら
鮎
が
届
い
た
。
私
の
た

渡
辺
崋
山
『
毛
武
游
記
』
⑪

研
究
会
員　

加

藤

克

己
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め
に
貯
え
て
今
日
に
至
っ
た
。
駕
籠
か
ら
出
し
て
よ
く
見

る
と
、
そ
の
大
き
さ
は
一
尺
四
五
寸
（
四
十
二
～
四
十
五

㎝
）、
重
さ
は
百
四
五
十
匁
（
四
百
三
十
一
ｇ
）
も
あ
り
、

そ
の
大
き
い
こ
と
に
驚
い
た
。
写
生
す
る
。
早
速
、
昼
飯

に
塩
焼
き
に
し
て
食
べ
る
。
お
い
し
く
て
一
尾
食
べ
て
し

ま
っ
た
。
ま
こ
と
に
記
す
べ
き
で
あ
る
。

※　

天
王
宿
定
右
衛
門　

前
号
参
照
。

※　

か
こ
ひ
て　

貯
え
て
。

※　

籃　

ら
ん
。
大
き
い
か
ご
。

※　

写
真　

あ
り
の
ま
ま
を
写
し
取
る
こ
と
。写
実
。写
生
。

崋
山
が
描
い
た
「
香
魚
図
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
鮎

の
大
き
さ
と
し
て
は
特
大
級
で
あ
る
。

茂
兵
衛
絹
を
持
し
、
其
母
の
真
を
写
さ
ん
事
を
乞
ふ
。

応
ず
。

茂
兵
衛
が
生
絹
（
す
ず
し
）
を
持
っ
て
き
て
、
そ
の
母

の
姿
を
書
き
写
し
て
ほ
し
い
と
頼
む
。
応
じ
る
。

※　

絹　

生
絹
（
す
ず
し
）。

岩
本
幸
像　

こ
の
年
七
十
五
歳
。

天
王
宿
付
近
の
渡
良
瀬
川

　

こ
の
川
で
巨
大
な
鮎
が
育
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

奥
山
名
慎
伯
言
、
号
二
昌
庵
一
又
号
二
寄
亭
、一
医
を
業
と
す
。

凡
桐
生
医
、
幾
数
十
人
、
昌
庵
独
功
を
奏
。
よ
り
て
一

郷
ハ
さ
ら
な
り
。
遠
近
名
ヲ
聞
て
来
も
の
数
を
し
ら
ず
。

得
る
所
の
黄
白
も
又
お
び
た
ゞ
し
と
い
ふ
。
性
侠
を
好
、

人
を
あ
は
れ
む
。
其
家
流
寓
の
客
男
女
を
か
ぎ
ら
ず
あ

つ
ま
り
て
寄
食
す
。
こ
れ
が
た
め
に
家
甚
貧
、
前
酒
か

ひ
後
衣
を
典
す
と
い
ふ
な
る
べ
し
。

奥
山
（
名
は
慎
）
伯
言
は
、
昌
庵
と
号
し
、
ま
た
寄
亭

と
号
し
、
医
療
を
仕
事
と
し
て
い
る
。
お
よ
そ
桐
生
の
医

者
は
幾
数
十
人
も
い
る
が
、
昌
庵
ひ
と
り
が
成
功
を
成
し

遂
げ
た
。
そ
れ
で
、
桐
生
一
郷
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
遠

近
各
地
か
ら
そ
の
名
を
聞
い
て
来
る
者
の
数
知
れ
な
い
。

得
る
と
こ
ろ
の
金
銭
も
ま
た
た
い
へ
ん
多
い
と
い
う
。
性

格
は
任
侠
を
好
み
、
人
に
情
け
を
か
け
る
。
そ
の
家
に
は

他
郷
か
ら
放
浪
し
て
き
た
客
が
男
女
を
限
ら
ず
集
ま
っ
て

身
を
寄
せ
て
い
る
。そ
の
た
め
に
家
は
た
い
へ
ん
貧
し
く
、

先
に
酒
を
買
っ
て
（
そ
の
支
払
い
の
た
め
に
）
後
で
着
物

を
質
に
入
れ
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。

※　

奥
山
伯
言　

二
代
奥
山
昌
庵
。
伯
言
は
字
。
桐
生
新
町

の
医
者
。
余
暇
に
文
墨
を
た
し
な
み
、
桐
生
詩
社
の

同
人
。
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
没
。

※　

黄
白　

黄
色
と
白
色
。
金
と
銀
。
転
じ
て
、
金
銭
を
さ

す
。

※　

前　

先
。

※　

典　

質
に
入
れ
る
。

※　

前
酒
か
ひ
後
衣
を
典
す　

先
に
酒
を
買
う
の
だ
が
、
現

金
を
持
っ
て
買
い
に
行
く
の
で
は
な
く
、
帳
面
に
つ

け
て
お
い
て
後
で
支
払
う
の
だ
か
ら
、
買
っ
た
後
に

衣
を
質
に
入
れ
て
酒
代
を
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

此
夜
余
を
ま
ね
き
小
酌
す
。
目
撃
す
る
と
こ
ろ
左
の
ご

と
し
。
女
稽
者
壱
人
江
戸
の
人
、
お
と
し
ば
な
し
を
業
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と
せ
る
も
の
一
人
、
角
力
壱
人
、
舌
講
者
壱
人
、
此
他

憐
て
外
へ
出
し
業
を
な
さ
し
む
る
も
の
、
料
理
茶
屋
よ

り
し
て
く
さ
ぐ
さ
の
業
せ
る
も
の
数
を
し
ら
ず
。

こ
の
夜
、
私
を
招
い
て
少
し
酒
を
つ
い
だ
。
目
撃
し
た

と
こ
ろ
は
左
の
よ
う
で
あ
る
。女
芸
者
一
人（
江
戸
の
人
）、

洒
落
で
落
と
す
小
話
を
仕
事
と
す
る
者
一
人
、
相
撲
取
り

一
人
、
講
談
な
ど
で
生
計
を
立
て
る
者
一
人
、
こ
の
ほ
か

世
話
し
な
が
ら
外
へ
出
し
て
仕
事
を
さ
せ
る
者
、
料
理
茶

屋
を
は
じ
め
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
の
者
が
数
知
ら
ず

い
る
。

※　

稽
者　

芸
者
。「
芸
者
」と
は
、も
と
は
芸
に
秀
で
た
者
。

舞
踊
、
音
曲
な
ど
で
、
酒
席
に
興
を
添
え
る
の
を
業

と
す
る
女
性
を
そ
う
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
江
戸
中

期
ご
ろ
か
ら
江
戸
で
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
、
上
方
の

芸
子
に
あ
た
る
。
後
、
上
方
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
本
文
に
わ
ざ
わ
ざ
「
女
稽
者
」
と
あ
る

の
は
、「
男
芸
者
」
も
あ
っ
た
か
ら
。

※　

お
と
し
ば
な
し　

洒
落
や
語
呂
合
わ
せ
を
使
っ
て
、

最
後
を
お
も
し
ろ
く
結
ぶ
話
。
落
ち
の
あ
る
話
。
落

語
。

※　

舌　

こ
と
ば
。
ま
た
、
話
す
こ
と
。
弁
舌
。

※　

舌
講
者　

講
談
な
ど
で
生
計
を
立
て
る
者
。

※　

く
さ
ぐ
さ　

種
々
。
い
ろ
い
ろ
。

自
二
妾
を
抱
え
、
其
中
飲
食
す
。
女
貮
人
、
一
は
こ
つ

じ
き
も
の
ゝ
棄
子
な
る
を
ひ
ろ
ひ
て
子
と
す
。
一
は
実

子
、
先
妻
の
子
な
り
け
る
が
、
此
昌
庵
が
放
蕩
な
る
を

も
て
去
り
し
。
後
壱
人
、
こ
れ
も
又
妾
を
引
来
た
り
し

を
も
て
去
ル
。
妾
一
ハ
深
川
豊
倉
と
い
ふ
家
の
妓
、
名

を
さ
ん
と
い
ふ
、
一
は
稽
者
な
る
よ
し
。

自
ら
二
人
の
妾
を
抱
え
、
そ
の
中
で
飲
食
し
て
い
る
。

娘
が
二
人
、
一
人
は
貧
し
い
も
の
の
捨
て
子
で
あ
っ
た
の

を
拾
っ
て
子
と
し
た
。
一
人
は
実
子
、
先
妻
の
子
な
の
だ

が
、
こ
の
昌
庵
が
放
蕩
で
あ
る
た
め
に
（
先
妻
は
）
去
っ

た
。
あ
と
一
人
（
の
妻
）、
こ
れ
も
ま
た
（
昌
庵
が
）
妾

を
家
に
入
れ
た
た
め
に
去
っ
た
。
妾
の
一
人
は
深
川
の
豊

倉
と
い
う
家
の
芸
妓
で
、
名
を
さ
ん
（
き
ん
）
と
い
う
。

一
人
は
芸
者
で
あ
る
と
い
う
。

※　

深
川　

東
京
都
江
東
区
北
西
部
の
地
名
。
富
岡
八
幡
宮

の
門
前
町
。
江
戸
時
代
は
木
材
の
集
散
地
、
木
場
と

し
て
繁
栄
。

※　

妓　

酒
席
で
、
音
曲
・
歌
舞
な
ど
を
も
っ
て
客
に
応

接
す
る
女
性
。
あ
そ
び
め
。
う
た
い
め
。
遊
女
。
芸

妓
。

※　

さ
ん　
「
き
ん
」
の
誤
り
。
深
川
の
豊
倉
屋
の
芸
妓
で

あ
っ
た
が
、
昌
庵
の
妾
と
な
り
同
棲
。
昌
庵
の
没
後
、

医
院
の
跡
地
に
「
宮
川
」
と
い
う
料
理
店
を
営
み
、

明
治
三
年
、
七
十
歳
で
没
し
た
。

弟
子
二
人
、
僕
婢
。
賓
客
は
一
郷
の
游
冶
、
遠
郷
風
流

才
子
、
皆
此
家
を
さ
し
至
る
。
誠
に
一
郷
第
一
の
侠
医

と
い
ふ
べ
し
。

弟
子
は
二
人
、
ほ
か
に
下
男
と
下
女
が
い
る
。
賓
客
は

こ
の
郷
の
遊
び
人
、
遠
く
の
郷
の
風
流
な
才
子
な
ど
、
皆

こ
の
家
を
め
ざ
し
て
寄
っ
て
来
る
。
誠
に
こ
の
郷
第
一
の

侠
医
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

※　

游
冶　
（「
冶
」
は
飾
る
意
）
遊
び
に
ふ
け
り
、
容
姿
を

飾
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
男
。
遊
冶
郎
。

此
夜
余
に
接
す
る
も
の
桐
雨
粟
田
重
蔵
と
い
ふ
。
画
を

文
晁
に
ま
な
び
人
物
を
能
す
、
又
益
を
武
清
に
乞
ふ
、

此
町
の
組
頭
を
つ
と
む
。
性
温
厚
人
物
也
。
与
印
同
印
。

蘭
渓
佐
羽
清
助
詩
を
五
山
、
天
民
等
に
学
び
、
放
翁
を

倣
す
。
こ
れ
ハ
此
郷
の
豪
商
佐
羽
清
左
衛
門
が
弟
に
て

今
分
家
、上
毛
屋
と
い
ふ
。
話
を
好
、能
事
を
も
手
擬
す
、

性
恬
、
胸
に
一
物
な
し
。

こ
の
夜
私
に
接
し
て
き
た
者
は
、
桐
雨
と
い
う
号
の
粟

田
重
蔵
と
い
う
。
絵
を
文
晁
に
学
び
、
人
物
画
に
秀
で
て

い
る
。
ま
た
さ
ら
に
絵
を
武
清
か
ら
も
学
ん
だ
。
こ
の
町

の
組
頭
を
務
め
て
い
る
。性
格
は
温
厚
な
好
人
物
で
あ
る
。

組
頭
は
与
頭
と
も
書
く
。
も
う
一
人
、
蘭
渓
と
号
す
る
佐

羽
清
助
は
詩
を
菊
地
五
山
、
大
窪
詩
仏
ら
に
学
び
、
陸
放

翁
を
手
本
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
郷
の
豪
商
佐
羽
清

左
衛
門
（
清
右
衛
門
）
の
弟
で
あ
っ
て
、
今
で
は
分
家
し

て
上
毛
屋
と
い
う
。
話
を
好
み
、
能
を
も
手
ま
ね
で
歌
っ

て
み
せ
る
。
性
格
は
あ
っ
さ
り
し
て
お
り
、
心
中
に
た
く

ら
み
は
な
い
。

※　

桐
雨
粟
田
重
蔵　

二
代
目
重
蔵
。
父
は
初
代
佐
羽
清
右

衛
門
の
子
で
、
粟
田
利
左
衛
門
の
養
子
と
な
っ
た
。

桐
生
新
町
で
織
物
買
次
商
を
営
む
。
天
保
八
年
に
桐

生
新
町
の
名
主
に
選
任
さ
れ
、安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

没
。

※　

文
晁　

谷
文
晁
。
一
七
六
三
―
一
八
四
三
。
江
戸
時
代

後
期
の
画
家
。
崋
山
の
絵
の
師
。
関
東
の
南
画
を
確

立
し
、
多
く
の
門
人
を
擁
し
た
。

※　

益　

ま
す
。
い
っ
そ
う
優
れ
る
。
ま
さ
る
。
秀
で
る
。
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い
っ
そ
う
は
な
は
だ
し
く
な
る
。
よ
り
以
上
と
な
る
。

※　

武
清　

喜
多
武
清
。
崋
山
と
同
門
、
文
晁
門
下
の
画

家
。

※　

与
印
同
印　
「
印
」
に
は
「
文
字
・
形
な
ど
を
し
る
す
」

と
い
う
意
味
が
あ
り
、「
組
頭
」
は
「
与
頭
」
と
も

書
く
の
で
、
そ
の
こ
と
を
メ
モ
書
き
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

※　

蘭
渓
佐
羽
清
助　

二
世
佐
羽
清
右
衛
門
の
五
男
で
分

家
。
桐
生
新
町
で
織
物
買
次
商
を
営
む
。
朝
川
善
庵

に
儒
学
、
大
窪
詩
仏
に
漢
詩
を
学
び
、
桐
生
詩
社
の

盟
主
と
な
る
。
天
保
七
年
、
江
戸
で
没
。
な
お
、
崋

山
は
、
十
五
日
の
記
事
で
も
「
清
右
衛
門
」
を
「
清

左
衛
門
」
と
書
い
て
い
る
。

※　

五
山　

菊
池
五
山
。
一
七
六
九
―
一
八
四
九
。
江
戸
時

代
後
期
の
漢
詩
人
。
名
は
桐
孫
、
五
山
ま
た
は
娯
庵

と
号
し
た
。
讃
岐
国
高
松
の
生
ま
れ
。
京
都
で
柴
野

栗
山
に
学
び
、
江
戸
で
市
河
寛
斎
の
門
に
入
る
。

※　

天
民　

大
窪
詩
仏
。
一
七
六
七
―
一
八
三
七
。
江
戸
時

代
後
期
の
漢
詩
人
。
名
は
行
、
字
は
天
民
。
常
陸
国

の
人
。

※　

放
翁　

陸
游
。
南
宋
前
期
の
詩
人
。
放
翁
と
号
す
。
孝

宗
に
召
さ
れ
て
枢
密
院
編
集
。

※　

能
事　
「
の
う
ご
と
」
と
読
ん
で
、
能
の
こ
と
か
。

※　

手
擬　

手
真
似
か
。

十
八
日

け
ふ
ハ
下
野
の
根
本
山
へ
参
ら
む
と
、
宵
よ
り
行
厨
酒

壺
な
ど
用
意
せ
し
が
、
雨
ふ
り
て
や
む
。
根
本
山
下
野

の
国
に
あ
り
て
足
尾
日
光
に
連
る
。

桐
生
新
町
か
ら
根
本
山
略
図

十
八
日

今
日
は
下
野
国
の
根
本
山
へ
お
参
り
し
よ
う
と
思
い
、

夜
の
う
ち
か
ら
弁
当
、
酒
壺
な
ど
を
用
意
し
て
い
た
が
、

雨
が
降
っ
た
の
で
中
止
し
た
。
根
本
山
は
下
野
国
（
栃
木

県
）
に
あ
っ
て
足
尾
や
日
光
に
連
な
っ
て
い
る
。

※　

根
本
山　

桐
生
市
梅
田
町
・
み
ど
り
市
（
旧
勢
多
郡
東

村
）・
栃
木
県
佐
野
市
（
旧
安
蘇
郡
田
沼
町
）
に
ま
た

が
る
山
。
標
高
一
一
九
九
ｍ
。
群
馬
・
栃
木
県
境
に

あ
り
、
渡
良
瀬
川
の
支
流
桐
生
川
の
源
流
部
に
位
置

す
る
。
登
山
口
は
桐
生
市
梅
田
町
に
あ
る
。

※　

雨
ふ
り
て
や
む　

予
定
通
り
登
山
で
き
れ
ば
根
本
山

か
ら
の
眺
望
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
残
念
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
崋
山
は
日
帰
り
の
計
画
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
桐
生
新
町
か
ら
山
頂
ま
で
片
道
約

二
〇
㎞
あ
り
、
し
か
も
一
〇
〇
〇
ｍ
以
上
登
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。

※　

根
本
山
下
野
の
国
に
あ
り　

か
つ
て
上
野
・
下
野
の
境

は
桐
生
川
で
、
根
本
山
神
社
は
彦
根
藩
井
伊
家
の
飛

び
地
藩
領
に
あ
り
、
江
戸
時
代
末
期
に
井
伊
直
弼
の

祈
祷
所
と
し
て
栄
え
た
。
防
火
防
犯
の
神
と
し
て
信

仰
さ
れ
、
江
戸
か
ら
根
本
山
へ
の
参
拝
客
へ
の
案
内

書
も
印
刷
さ
れ
て
い
た
。
県
境
は
変
更
さ
れ
た
が
、

神
社
の
位
置
は
今
も
栃
木
県
と
い
う
。。

（
続
）

みどり市

桐生市

桐生川ダム

桐生天満宮

根本山神社

根本山（山頂）
1,199ｍ

桐生新町2丁目

桐
生
川

梅
田
湖

栃木県足利市

栃木県佐野市

道
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田
原
市
博
物
館
所
蔵
品
か
ら
　
渡
辺
崋
山
筆
『
客
坐
掌
記
（
天
保
九
年
）』 

⑪

青
島　

海
淀　

H
aidian　

北
京
市
河

港
。

蒲
目
存　

上
睿
（
一
六
三
四
～
？
）、

字
静
睿
、
一
作
潯
睿
、
号
目
存
、
蒲

室
子
、
童
心
行
者
、
呉
（
江
蘇
蘇
州

呉
県
）
人
、巧
山
水
花
鳥
（
中
・
１
２
）。

松
平
播
磨
守 

松
平
播
磨
守
頼よ

り

縄つ
ぐ

、水
戸
（
府
中
）、在
職
（
一

八
三
三
～
一八
六
二
）、
水
戸
徳
川
家
連
枝
、
陸
奥
国
・
常

陸
国
二
万
石
、
陣
屋
は
常
陸
府
中
（
茨
城
県
石
岡
市
）・

陸
奥
長
沼
（
福
島
県
長
沼
町
）。

マ
ラ
ブ
リ
コ
島 

鳥
島
か
。m

arabou

（
仏
）
こ
う
の
と
り
。

ボ
ニ
ン Bonin 

無
人
島
（
小
笠
原
諸
島
）。

ヒ
ュル
カ
ン V

ulkaan 

火
山 

硫
黄
島
か
。

イ
ス
ロ
ボ
ス Islas Lobos

（
ペル
ー
）
ロ
ボ
ス
島
ギ
ウ
ア
ダ
ロ

ウ
ペ Guadalupe

。

グ
ア
ダ
ル
ー
ベ
（
メ
キ
シ
コ 

太
平
洋
側
の
島
）。

イ 

ス
ン
ト 
ト
ー
マ
ス Saint T

hom
as

（
バ
ー
ジ
ン
諸
島
）。

マ
テ
オ M

aceio
（
ブ
ラ
ジ
ル
）。

ト
スヾ 

ロ
ス 

サ
ン
ト
スT

odos as Santos 

湾（
ブ
ラ
ジ
ル
）。

ペ
ナ
タ 

デ
ロ
ス
ヒュス 
未
詳
。

ア
セ
ヘ
ー
ド
シ
ェ
サ
リ
ナ
ス 
未
詳
。

時
服　

そ
の
時
候
に
応
じ
て
着
る
衣

服
。

中
納
言
殿　

水
戸
藩
主
徳
川
光
圀
（
一

六
二
八
～
一
七
〇
〇
）、
徳
川
頼
房
の

三
男
、（
在
職
一
六
六
一
～
一
六
九
〇
）。

存
念　

お
も
い
よ
り
、
考
え
。

竹
篠　

し
の
だ
け
、　

さ
さ
。

東
坡
居
士　

蘇
軾
（
一
〇
三
六
～
一

一
〇
一
）、
宇
子
膽
、
自
号
東
坡
居
士
、

眉
州
眉
山
（
四
川
眉
山
）
人
、
嘉
祐
二

年
（
一
〇
五
七
）
進
士
、
官
至
端
明
殿

翰
林
侍
読
学
士
、
礼
部
尚
書
、
詩
、
文
、

書
、
画
倶
成
大
家
（
中
・
１
５
２
７
）。

○
青＊

島
ノ
処
「
ハ
イ
デ
ン
」
ト
ア
リ

　
　
　
　

室
叡

童
心
道
人
蒲＊

目
存

園
林
日
渉
図

余
見
目
存
乎
、
巻
数
十

本
、
此
画
頗
為
出
色

右
尊
慮
を
安
し
候
様
、
心
掛
可

申
も
の
也

　

六
月
四
日

　
　

松＊
平
播
磨
守
様

　
　
　
　

御
名
御
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ル
ウ
プ
な
る

○
マ＊
ラ
ブ
リ
コ
島
ハ
日
本
ノ
側
の
・
ボ＊
ニン
と
い
ふ
島
に
属
ス

南
部　
　
　
　
　

○
ヒ＊
ュル
カ
ン
二
イ＊
ス
ロ
ボ
ス
三
マ
ラ
ブ
リ
ゴ  

ギ＊
ウ
ア
ダ
ロ
ウ
ペ
五
イ＊  

ス
ン
ト 

ト
ー
マ
ス

　
ス
ト　
　
　

○
マ＊
テ
ヲ
右
ト＊

スヾ 

ロ
ス 

サ
ン
ト
ス

○
マ
テ
オ 

北 

ペ＊
ナ
タ 

デ
ロ
ス
ヒュス 

又 

北 

ヒュル
カ
ン
ノ

去
月
半
よ
り
時
候
不
宣
、
土
用
に
入
候

得
共
、
重
着
致
候
、
時＊

服
着
シ
蒹
程
ニ

候
得
は
、
当
年
も
又
々
凶
作
ニ
可
相
成

哉
之
旨
、
中＊

納
言
殿
存＊

念
、
別
紙

之
通
被
申
述
候
、
扨
々
品
事
ニ
存
候
、
然
は

自
分
も
右
同
様
心
得
は
、
此
両
家
中

ハ
不
申
及
、
領
知
小
民
迄
も
、
中
納
言
殿
へ

厚
キ
存
念
を
受
継
、
節
倹
不
怠
、

（
図　

木
竹
）

霜
柯
竹＊

篠

乙
未
小
春　

倣
東＊

坡
居
士

ア＊
セ
ヘ
ー
ド
シェ
サ

リ
ナ
ス
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一
以
貫
之　
「
論
語
」里
仁
篇
三
に「
子

日
、
参
乎
、
吾
道
一
以
貫
之
哉
、
曾

子
日
、
唯
、
子
出
、
門
人
日
、
何
謂
也
、

曾
子
日
、
夫
子
之
道
、
忠
恕
而
己
矣
」

と
あ
る
。

シ
ャ
カ
タ
ラ D

jakatra

十
六
世
紀
初
め
ご
ろ
か
ら
貿
易
港
と

し
て
ス
ダ
カ
ラ
バSund　

Calapa　

（
咬
咍
吧
）
と
呼
ん
だ
が
一
五
二
七
年

バ
ン
タ
ン
王
国
が
占
領
し
て
ジ
ャ
カ

ル
タD

jakarta

と
改
称
し
た
が
、
外

国
人
は
な
ま
っ
て
ジ
ャ
カ
タ
ラ

D
jakarta

と
い
っ
た
、
一
六
二
一
年

オ
ラ
ン
ダ
は
バ
タ
ヴ
ィ
アBatavia　

を
公
称
と
し
た
が
、
一
九
四
五
年
ジ

ャ
カ
ル
タ
の
旧
名
に
復
し
た
。

黒
ほ
う　

黒
色
人
。

知
音　

心
を
よ
く
理
解
し
て
く
れ
る

親
友
。

一＊

以
貫
之

伝尽
　

治
政　
　

白

　
　
　

遇
庭
聞
竜

五
月
十
三
日
出
船
、
六
月
六
日
迄
、
日
数

二
十
三
日
程

入
、
蘭
船
シ＊

ャ
カ
タ
ラ
出
シ

　
　
　
人
数
四
十
八
人
内 

四
十
四
人　

蘭
人

 

四
人　

黒＊

ほ
う

畦
畛　

田
畑
に
境
、
転
じ
て
、
境
界
、

範
囲
、
法
則
。

層
巒
聳　

重
な
り
連
な
っ
た
山
々
。

美
山
峯
、
樹
木

章
法
所
、
餐

願
与
知＊

音
、
者

珍
而
蔵
之

其
中
山
石
曲
、
折

随
物
畦＊

畛
、
而
不
可

及
也
、
層＊

巒
聳

翠
帯
、
力
秀
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（
図　

龍
）

（
図　

龍
）

索＊

靖
字
幼
安
少

　

倪＊

承
寛

雨
洗
高
秋
浄
天

　

耘＊

斎
洪
震

索
靖
（
二
三
九
～
三
〇
三
）
字
幼
安
、

敦
煋
（
甘
粛
敦
煋
）
人
、
官
尚
書
郎
、

封
安
楽
亭
候
（
中
・
７
４
９
）。

倪
承
寛
（
一
七
一
二
～
一
七
八
三
）、
字

余
疆
、
号
敬
堂
、
仁
和
（
杭
州
）
人
、

乾
隆
進
士
、
官
倉
場
侍
郎
、
以
詩
文
、

書
法
著
於
時
、間
作
山
水
（
中・６
５
３
）。

耘
斎
洪
震　

未
詳
。

（
扇
面
図　

山
水
）

癸
酉
夏

五
月

作
為

･･････

了

正
之

　

南＊
州

　

□
□

南
州　

余
穉　

清
、
宇
南
州
、
江
蘇

武
進
人
、
宮
内
庭
供
奉
、
巧
画
（
中
・

２
６
５
）。

余疆○
○

○
字

○
○
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平
成
二
十
六
年
度
崋
山
・
史
学
研
究
会
研
修
視
察
は
、

十
月
四
、
五
日
、
土
日
曜
日
に
か
け
て
の
一
泊
二
日
で
行

わ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
、
渡
辺
崋
山
の
生
誕
地
、
江
戸
城

半
蔵
門
前
の
田
原
藩
上
屋
敷
に
隣
り
合
わ
せ
で
、
渡
辺
崋

山
と
付
き
合
い
の
あ
る
藩
士
が
多
く
い
た
明
石
藩
の
地
元

と
崋
山
が
仕
え
た
三
宅
康
直
の
実
家
で
も
あ
る
姫
路
の
地

を
訪
ね
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

当
日
、午
前
九
時
過
ぎ
に
豊
橋
駅
に
集
合
し
た
会
員
は
、

石
川
洋
一
・
加
藤
克
己
・
鈴
木
利
昌
・
山
田
哲
夫
の
四
名

で
し
た
。
豊
橋
駅
を
九
時
二
十
二
分
の
新
幹
線
こ
だ
ま
号

で
出
発
し
、
ま
ず
は
新
大
阪
ま
で
移
動
し
、
新
大
阪
か
ら

は
東
海
道
本
線
を
利
用
し
て
明
石
へ
移
動
、
明
石
駅
に
降

り
立
つ
と
ホ
ー
ム
か
ら
は
北
側
に
明
石
公
園
内
の
明
石
城

が
よ
く
見
え
ま
す
。
ま
ず
は
昼
が
近
い
の
で
、
明
石
駅
コ

ン
コ
ー
ス
内
に
あ
る
明
石
観
光
案
内
所
で
市
内
の
観
光
案

内
資
料
を
入
手
し
、
昼
食
の
場
所
を
尋
ね
ま
す
。
明
石
駅

と
そ
の
南
側
に
あ
た
る
明
石
港
の
間
に
は
、
魚
の
棚
商
店

街
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
商
店
街
は
明
石
城
築
城
の
四
百
年

前
に
で
き
た
商
店
街
で
、
約
百
軒
の
店
が
軒
を
連
ね
て
い

ま
す
。
そ
ち
ら
へ
向
か
え
ば
、
食
事
場
所
は
た
く
さ
ん
あ

る
と
の
情
報
を
得
て
、
す
こ
し
散
策
し
な
が
ら
、
昼
食
会

場
を
探
し
ま
し
た
。

昼
食
後
、
魚
の
棚
商
店
街
を
一
回
り
し
、
明
石
城
の
正

面
入
口
か
ら
水
堀
を
渡
り
、
明
石
公
園
を
西
側
か
ら
廻
っ

て
み
ま
す
。
明
石
城
は
、
国
指
定
史
跡
で
、
交
通
の
要
所

と
し
て
、
西
国
の
外
様
大
名
の
抑
え
の
城
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
石
城
本
丸
跡
に
は
、
二
つ
の
櫓

が
現
存
し
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

一
つ
は
、
坤
櫓
（
ひ
つ
じ
さ
る
や
ぐ
ら
）
と
言
い
、
天
守

閣
が
造
ら
れ
な
か
っ
た
明
石
城
で
は
、
最
大
の
規
模
を
持

つ
櫓
で
、
天
守
台
の
す
ぐ
南
に
あ
り
、
天
守
閣
に
変
わ
る

役
割
を
果
た
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
で
す
。
桁
行
六
間

（
十
・
九
メ
ー
ト
ル
）、
梁
間
五
間
（
九
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
）、

高
さ
七
間
二
尺
九
寸
（
十
三
・
六
メ
ー
ト
ル
）
の
入
り
母

屋
づ
く
り
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
巽
櫓
で
、
南
東
端
に
築

か
れ
た
三
層
の
櫓
で
す
。
桁
行
き
五
間
（
九
・
〇
九
メ
ー

ト
ル
）、
梁
間
四
間
（
七
・
二
七
メ
ー
ト
ル
）、
高
さ
七
間

一
寸
（
十
二
・
一
九
メ
ー
ト
ル
）
の
隅
櫓
で
、
妻
部
を
東

西
に
置
く
入
り
母
屋
づ
く
り
で
す
。
昭
和
五
十
七
年
の
大

改
修
で
、
他
か
ら
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
、
伏
見
城
か
ら
の
移
築
説
が
裏
付
け
ら
れ
た
も
の

と
の
こ
と
で
し
た
。
訪
ね
た
日
は
、
十
月
の
土
曜
日
で
、

当
月
の
土
日
祝
日
は
特
別
に
中
を
見
学
で
き
ま
し
た
。
ま

た
、
二
つ
の
櫓
の
中
間
に
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
夜
空
に
浮
か
ぶ
光
の
天
守
閣
」
が
設
置
さ
れ
、
夜

に
は
ラ
イ
ト
が
点
灯
し
、
作
ら
れ
な
か
っ
た
天
守
閣
が
浮

か
び
上
が
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
明
石
市
立
文
化
博
物
館
を
訪
ね
ま
し
た
。
企

画
展
と
し
て
「
明
石
藩
の
世
界
Ⅱ
」
が
開
催
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
博
物
館
に
は
、
明
石
の
歴
史
を
学
習
で
き
る
常
設

展
示
室
も
あ
り
、
見
学
後
は
城
を
散
策
し
た
の
で
、
館
に

隣
り
合
わ
せ
た
喫
茶
室
で
一
休
み
し
、
駅
方
面
へ
戻
り
ま

す
。
当
日
は
、芝
生
広
場
で
薪
能
が
開
催
さ
れ
る
そ
う
で
、

多
く
の
方
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。
明
石
城
武
蔵
の
庭
園
を

見
学
し
ま
す
。
山
陽
本
線
で
明
石
駅
か
ら
二
十
五
分
ほ
ど

か
け
て
、
姫
路
駅
へ
向
か
い
ま
す
。
宿
泊
は
姫
路
駅
近
く

で
、
徒
歩
五
分
ほ
ど
の
ア
パ
ホ
テ
ル
姫
路
駅
北
で
す
。
チ

ェ
ッ
ク
イ
ン
後
、
暗
く
な
っ
て
か
ら
、
毎
年
の
視
察
で
同

じ
パ
タ
ー
ン
で
す
が
、
食
事
所
（
ア
ル
コ
ー
ル
あ
り
）
へ

向
か
っ
た
の
で
し
た
。
地
元
の
魚
や
明
石
焼
を
楽
し
み
ま

し
た
。

平
成
二
十
六
年
度
崋
山
・
史
学
研
究
会
研
修
視
察

明
石
城
・
姫
路
城
を
訪
ね
る
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第
二
日
目
は
、
ホ
テ
ル
を
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト
し
、
ア
ー

ケ
ー
ド
街
を
通
っ
て
姫
路
城
を
目
指
し
ま
す
。
途
中
で
ウ

ォ
ー
キ
ン
グ
を
し
て
い
る
方
に
方
角
を
尋
ね
る
と
、
姫
路

城
を
見
渡
せ
る
場
所
が
あ
る
と
い
う
情
報
を
聞
き
、
イ
ー

グ
レ
ひ
め
じ
の
屋
上
へ
上
が
り
ま
し
た
。
イ
ー
グ
レ
ひ
め

じ
は
、
四
階
建
て
で
、
姫
路
城
南
側
の
大
手
前
公
園
に
隣

接
し
、
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
局
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
姫
路
城
を
正
面
に
臨
む
抜
群
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
、

イ
ー
グ
レ
は
姫
路
城
の
別
名
で
あ
る
白
鷺
の
こ
と
で
す
。

ま
だ
姫
路
城
は
平
成
二
十
一
年
秋
か
ら
始
ま
っ
た
工
事
中

で
す
が
、
建
物

を
覆
っ
て
い
た

屋
根
や
壁
は
取

り
外
さ
れ
、
外

観
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
し

た
。
城
の
東
側

に
は
ま
だ
大
き

な
ク
レ
ー
ン
が

設
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
二
十
六

年
度
末
に
は
工

事
が
完
了
し
、

こ
の
崋
山
会
報

が
発
行
さ
れ
る
頃
に
は
、
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
の
予
定
と

の
こ
と
で
し
た
。

次
に
、
姫
路
城
大
手
前
公
園
の
西
側
に
あ
る
家
老
屋
敷

跡
公
園
内
に
あ
る
ひ
め
じ
の
黒
田
官
兵
衛
大
河
ド
ラ
マ
館

へ
向
か
い
ま
す
。
体
験
型
展
示
施
設
で
、
四
つ
の
テ
ー
マ

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
目
の「
官
兵
衛
と
姫
路
城
」

で
は
、
幟
に
囲
ま
れ
た
物
見
櫓
が
出
迎
え
ま
す
。
官
兵
衛

の
居
室
も
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、
大
河
ド
ラ

マ
の
メ
イ
キ
ン
グ
映
像
を
見
ら
れ
る
「
官
兵
衛
シ
ア
タ

ー
」、
三
つ
目
は
、「
戦
い
の
系
譜
」
で
、
官
兵
衛
が
幽
閉

さ
れ
る
有
岡
城
の
牢
獄
を
再
現
。
土
牢
に
閉
じ
込
め
ら
れ

た
官
兵
衛
の
体
験
も
で
き
、
撮
影
も
で
き
ま
す
。
最
後
は

「
戦
国
軍
師
列
伝
」
で
す
。

こ
こ
で
、
姫
路
城
周
辺
マ
ッ
プ
を
入
手
し
、
次
の
行
程

の
作
戦
を
立
て
ま
し
た
。
姫
路
城
天
守
閣
へ
向
か
う
人
と

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
と
姫
路
文
学
館
を
見
学
す
る
人
に

分
か
れ
ま
す
。
筆
者
は
、
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
と
姫
路

文
学
館
コ
ー
ス
を
選
び
ま
し
た
。
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館

特
別
展
は
「
播
磨
と
本
願
寺
」
で
す
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は

「
親
鸞
・
蓮
如
と
念
仏
の
世
界
」
で
、
浄
土
真
宗
が
播
磨

地
方
に
ど
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
か
を
探
る
も
の
で

す
。
ま
た
、
姫
路
城
周
辺
に
は
、
姫
路
市
立
美
術
館
や
姫

路
神
社
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
以
前
か
ら
訪
ね
て
み
た
か

っ
た
姫
路
文
学
館
へ
向
か
い
ま
す
。
こ
の
移
動
に
は
、
一

乗
車
百
円
の
姫
路
市
の
観
光
ル
ー
プ
バ
ス
を
利
用
し
ま
し

た
。姫

路
城
か
ら
や
や
離
れ
て
い
る
姫
路
文
学
館
は
市
立
の

施
設
で
、
平
成
三
年
に
北
館
が
開
館
後
、
同
八
年
に
司
馬

遼
太
郎
記
念
室
を
中
心
に
し
た
南
館
が
増
築
さ
れ
た
。
現

在
の
三
河
田
原
駅
を
設
計
し
た
安
藤
忠
雄
氏
の
設
計
の
建

物
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
見
学
者
が
姫
路
城
大
手
前
公
園
前
の
姫
路

城
前
交
差
点
に
集
合
し
、徒
歩
で
姫
路
駅
へ
向
か
い
ま
す
。

姫
路
駅
近
く
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
や
や
遅
い
昼
食
を
取
り
、

新
幹
線
に
て
帰
路
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

研
究
会
員　

鈴
木
利
昌
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二
月
二
十
日
（
続
）

前
回
は
、
崋
山
が
今
回
の
旅
の
旅
費
六
両
を
す
べ
て
使

っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
年
寄
役
就
任
後
、
生
活
が
苦
し
く
な

っ
た
こ
と
、
収
入
を
得
る
た
め
に
ス
イ
セ
ン
の
絵
を
か
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、「
猶
客
中
も
貧
し
き
事
か
ぎ
り
な
し
。」
と

記
し
て
い
ま
す
。
客
中
と
い
う
の
は
、
旅
の
途
中
の
こ
と

で
、
田
原
滞
在
中
、
苦
し
い
日
々
を
送
っ
た
よ
う
で
す
。

二
月
十
七
日
に
「
此
度
も
ら
ひ
も
の
」
と
し
て
、
煮
豆

や
酒
な
ど
た
く
さ
ん
の
も
の
を
も
ら
っ
た
記
述
が
あ
り
ま

す
が
（
本
稿
第
十
一
回
・
会
報
二
十
七
号
）、
旅
先
で
の

生
活
の
糧
と
し
て
は
助
か
っ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
崋
山
に
と
っ
て
は
、
滞
在
中
の
生
活
は
苦
し

か
っ
た
と
み
え
、「
此
日
覚
右
衛
門
た
の
ミ
袴
一
、
衣
一

を
典
し
、
金
弐
分
弐
朱
を
得
る
。」
と
、
親
戚
の
赤
井
覚

右
衛
門
に
頼
ん
で
、
袴
と
衣
を
典
し
て
（
質
に
入
れ
る
）

い
ま
す
。

田
原
藩
の
様
子
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
崋
山
の
時
代
、

質
屋
は
隆
盛
を
極
め
、
江
戸
で
は
、
三
百
人
あ
た
り
一
軒

程
度
と
い
わ
れ
る
く
ら
い
質
屋
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
よ

く
持
ち
込
ま
れ
た
質
草
は
着
物
で
、
あ
る
意
味
リ
ユ
ー
ス

が
盛
ん
で
し
た
。
着
物
の
需
要
が
高
か
っ
た
の
で
、
古
着

商
も
盛
ん
で
し
た
。
覚
右
衛
門
が
持
ち
込
ん
だ
の
は
古
着

商
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
袴
と
衣
で
二
分
二
朱

を
得
ま
す
。
こ
の
時
代
の
貨
幣
の
価
値
を
現
在
の
価
値
に

変
換
す
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、
当
時
は
、
四
分
で
一
両
、

十
六
朱
で
一
分
に
換
算
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
両
を
十
万

円
と
す
る
と
、
五
万
円
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
な

り
高
価
な
額
で
取
引
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

崋
山
は
、二
分
二
朱
を
生
活
費
と
し
て
使
う
の
で
な
く
、

「
壱
分
ハ
江
戸
へ
遣
す
。」
と
、
江
戸
に
送
金
も
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
も
、
年
寄
役
と
は
い
え
生
活
が
苦
し
い
渡
辺

家
の
様
子
が
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
日
の
夜
は
、
上
條
喜
兵
衛
、
赤
井
覚
右
衛
門
、
鈴

木
春
山
、
鈴
木
喜
六
が
来
て
、
小
酌
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

質
入
れ
に
よ
る
臨
時
の
収
入
の
た
め
か
、
四
名
に
よ
る
差

し
入
れ
か
は
不
明
で
す
。

こ
こ
で
、
崋
山
が
田
原
に
着
い
た
翌
日
の
二
月
一
日
か

ら
こ
の
日
ま
で
の
夜
の
来
客
と
小
酌
に
つ
い
て
、『
全
楽

堂
日
録
』
の
記
述
か
ら
抜
粋
し
て
み
ま
す
。

一
日　

な
し　
　
　
　
　
　

二
日　

夜
人
々
来

三
日　

な
し　
　
　
　
　
　

四
日　

記
述
自
体
な
し

五
日　

喜
六
、
俊
二
、
元
喜
と
小
酌
し
、
皆
々
と
ま
る

六
日　

な
し

七
日　

覚
右
衛
門
、
伊
織
、
玄
喜
、
喜
六
、
俊
三
来
小

　
　
　

酌　
　
　
　
　
　
　

八
日　

夜
人
不
来

九
日　

萱
生
源
左
衛
門
、
二
村
吉
田
太
夫
、
萱
生
双
松

　
　
　

と
小
酌　
　
　
　
　

十
日　

記
述
自
体
な
し

十
一
日　

医
師
玄
喜
来
、
小
酌

十
二
日　

な
し

十
三
日　

半
吾
、
俊
三
、
喜
六
来
（
内
容
は
分
か
ら
な
い
）

十
四
日　

な
し

『
游
相
日
記
』
か
ら

「
客
舎
酔
舞
図
」
と
題
し
た
厚
木
万
年
屋
で
の
酒
宴
の
様
子
。

中
央
で
横
に
な
り
「
予
酔
臥
」
と
あ
る
の
が
崋
山
。

崋
山
の
田
原
行
（
十
八
）
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十
五
日　

喜
六
が
小
屋
に
て
湯
に
入

十
六
日　

赤
井
、
喜
六
、
玄
喜
、
謙
吉
、
俊
二
来
、
小
酌

十
七
日　

な
し

十
八
日　

夕
、
喜
六
来
。
調
て
箸
を
同
う
し
食
す

十
九
日　

な
し

二
十
日　

上
條
喜
兵
衛
、
覚
右
ヱ
門
、
俊
二
、
喜
六
来
小

　
　
　
　

酌

は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
六
回
。
三
週

間
で
こ
の
回
数
は
多
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
江
戸
か
ら
の
珍
客
と
い
う
こ
と
で
知
り
合
い
が
集
ま

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

崋
山
自
身
は
飲
酒
を
好
ん
だ
よ
う
で
、『
游
相
日
記
』

等
の
紀
行
文
に
、
旅
先
で
今
で
い
う
宴
会
を
た
び
た
び
開

い
た
記
述
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
、
生
活
が
多
少

苦
し
く
と
も
人
づ
き
あ
い
を
大
切
に
す
る
崋
山
の
人
間
性

が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
崋
山
は
酒
豪
と
い
う
ほ

ど
で
な
く
、『
游
相
日
記
』
に
は
、「
夜
明
る
ま
て
、
歌
ひ

つ
舞
つ
、
予
を
な
く
さ
む
。」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

主
賓
で
あ
る
崋
山
が
前
ペ
ー
ジ
の
絵
の
よ
う
に
酔
臥
し
て

し
ま
い
、「
酔
臥
し
て
客
の
去
る
を
し
ら
す
。」
と
い
う
状

態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

『
全
楽
堂
日
録
』
に
も
「
予
先
だ
ち
て
寐
」
と
い
う
記

述
が
見
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
田
原
で
の
小
酌
の
相
手
は

気
の
置
け
な
い
相
手
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

二
月
二
十
一
日

「
俊
二
、
喜
六
一
夜
宿
る
。」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
鈴
木

春
三
、
鈴
木
喜
六
は
前
夜
の
小
酌
の
後
、
崋
山
の
も
と
に

泊
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

「
覚
右
ヱ
門
来
、喜
兵
衛
来
、左
内
来
、三
郎
左
ヱ
門
来
、

源
左
ヱ
門
に
月
代
髪
た
の
む
。」

前
夜
に
続
き
、
上
條
喜
兵
衛
、
赤
井
覚
右
衛
門
さ
ら
に
、

近
藤
左
内
、
鏑
木
三
郎
左
ヱ
門
が
崋
山
の
も
と
を
訪
れ
ま

す
。
何
の
た
め
に
来
た
か
は
不
明
で
す
。
萱
生
源
左
ヱ
門

も
訪
れ
ま
す
が
、
源
左
ヱ
門
に
は
月
代
を
剃
ら
せ
ま
す
。

崋
山
の
月
代
（
椿
椿
山
筆
）

月
代
と
は
、
兜
を
か
ぶ
っ
た
時
に
頭
が
蒸
れ
る
の
を
防

ぐ
た
め
に
、
前
額
側
か
ら
頭
頂
部
を
半
月
形
に
剃
り
落
と

し
た
髪
型
で
、
江
戸
時
代
は
武
士
や
町
人
の
間
で
慣
例
と

な
っ
て
い
た
風
俗
で
す
。
か
つ
て
は
1
本
1
本
毛
髪
を
抜

い
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
江
戸
時
代
頃
か
ら
、
剃
刀
で
剃

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
月
代
部
分
に
結
っ
た

髷
を
載
せ
て
い
た
の
で
、
幕
末
に
武
士
の
頭
を
見
た
外
国

人
が
、
日
本
人
は
頭
に
ピ
ス
ト
ル
を
載
せ
て
い
る
と
勘
違

い
し
た
の
は
有
名
な
話
で
す
。

月
代
は
剃
っ
て
い
た
た
め
、
数
日
も
す
る
と
毛
髪
が
生

え
て
く
る
の
で
、
頻
繁
に
剃
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
頭
頂
部
の
た
め
、
自
分
一
人
で
剃
る
の

は
難
し
く
、
人
に
剃
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う

で
す
。
そ
の
た
め
繁
盛
し
た
の
が
理
容
業
・
髪
結
い
で
す
。

料
金
と
し
て
は
、
天
保
の
改
革
で
値
下
げ
を
命
じ
ら
れ
る

ま
で
は
二
十
八
文
か
か
っ
た
よ
う
で
す
。
一
両
が
四
〇
〇

〇
文
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
も
一
両
を
十
万
円
と
す
る
と
、

七
百
円
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ひ
と
月
に
か
か
る
理

容
代
だ
け
で
も
莫
迦
に
な
り
ま
せ
ん
。

月
代
を
剃
る
こ
と
は
、
い
つ
で
も
兜
を
か
ぶ
っ
て
主
君

の
た
め
に
戦
え
る
こ
と
の
表
れ
と
し
て
武
士
の
た
し
な
み

の
一
つ
で
も
あ
り
ま
し
た
。
時
代
劇
に
も
あ
り
ま
す
が
、

浪
人
は
節
約
の
た
め
も
あ
り
ま
す
が
、
月
代
を
伸
ば
し
た

総
髪
で
も
よ
か
っ
た
わ
け
で
す
。 

（
続
）

研
究
会
員　

柴
田
雅
芳
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四
月
十
一
日
（
土
）
～
五
月
二
十
四
日
（
日
）

春
の
企
画
展 
帰
っ
て
き
た
国
指
定
重
要
文
化
財　

渡
辺

崋
山
筆
千
山
万
水
図
～
初
公
開　

奈
良
岩
雄
氏
寄
贈
資
料

近
年
寄
贈
さ
れ
た
崋
山
の
代
表
作
「
千
山
万
水
図
」、

崋
山
の
友
人
で
あ
る
桜
間
青
厓
・
岡
本
秋
暉
、
弟
子
の
椿

椿
山
・
福
田
半
香
・
平
井
顕
斎
、
渡
辺
小
華
・
松
林
桂
月

を
は
じ
め
と
す
る
崋
椿
系
画
家
の
作
品
も
展
示
し
ま
す
。

講
演
会　

五
月
三
日
（
日
）
午
後
一
時
三
十
分

渡
辺
崋
山
の
海
防
思
想
と
千
山
万
水
図

講
師　

掛
川
市
二
の
丸
美
術
館
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
文
学
博
士

　

日
比
野
秀
男
氏

崋
山
会
館
鶴
の
間

九
月
五
日
（
土
）
～
十
二
月
六
日
（
日
）

秋
の
企
画
展 

写
楽
と
豊
国
～
役
者
絵
と
美
人
画
の
流
れ

浮
世
絵
黄
金
期
、
不
思
議
な
魅
力
の
役
者
絵
で
デ
ビ
ュ

ー
し
た
写
楽
と
ラ
イ
バ
ル
の
新
進
・
豊
国
。
一
見
異
色
な

組
み
合
わ
せ
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
豊
国
は
黄
金
期

に
は
歌
麿
や
清
長
ま
が
い
の
美
人
画
を
描
き
、
写
楽
デ
ビ

ュ
ー
時
に
、
そ
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
役
者
絵
を
描
き
、
人

気
を
得
ま
し
た
。
写
楽
、
歌
麿
が
消
え
た
後
、
浮
世
絵
界

の
大
御
所
と
し
て
歌
川
派
を
リ
ー
ド
し
て
き
ま
し
た
。
写

楽
は
浮
世
絵
界
の
世
界
的
巨
匠
、
豊
国
は
浮
世
絵
界
の
大

親
分
で
す
。「
写
楽
と
豊
国
」
異
色
な
組
み
合
わ
せ
、
そ

れ
に
粋
で
、
イ
ナ
セ
な
「
美
人
や
役
者
」
の
浮
世
絵
展
に

ご
期
待
く
だ
さ
い
。

渡
辺
崋
山
筆
千
山
万
水
図　

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）

椿
椿
山
筆
名
花
十
友
図　

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）

岡
本
秋
暉
筆
波
涛
群
禽
図　

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）

歌川豊国
三世沢村宗十郎の

大星由良之助

喜多川歌麿
山姥と金太郎

東洲斎写楽
嵐龍蔵の金貸石部金吉

田
原
市
博
物
館
企
画
展
の
ご
案
内
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四
月
十
一
日（
土
）～
五
月
二
十
四
日（
日
）

　
　
　
　
　
　

帰
っ
て
き
た
国
指
定
重
要

文
化
財　

渡
辺
崋
山
筆
千
山
万
水
図
～
初

公
開　

奈
良
岩
雄
氏
寄
贈
資
料

（
特
別
、
企
画
展
示
室
一
）

右
記
の
企
画
展
は
15
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

展
示
解
説（
講
師
は
当
館
学
芸
員
）

四
月
十
一
日（
土
）・
五
月
六
日（
水
・
祝
）

午
前
十
一
時

同
時
開
催
：
田
原
藩
～
藩
日
記
の
出
来
事

か
ら（
企
画
展
示
室
二
）

七
月
十
八
日（
土
）～
八
月
三
十
日（
日
）

　
　
　
　
　
　

戦
後
70
年 

渥
美
半
島
と

戦
争

（
企
画
展
示
室
一
・
二
）

　

渥
美
半
島
に
は
、
陸
軍
伊
良
湖
射
場
を

は
じ
め
と
す
る
戦
争
遺
跡
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
展
で
は
、
戦
後
70
年
を
契
機
に

渥
美
半
島
と
戦
争
と
の
関
わ
り
を
紹
介
し

ま
す
。

同
時
開
催
：
渡
辺
崋
山
の
山
水
画（
特
別

展
示
室
）崋
山
の
師
、
谷
文
晁
も
展
示
し

ま
す
。

ジ
オ
ツ
ア
ー　

八
月
予
定

詳
細
は
チ
ラ
シ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

九
月
五
日（
土
）～
十
二
月
六
日（
日
）

　
　
　
　
　
　

写
楽
と
豊
国
～
役
者
絵
と

美
人
画
の
流
れ

（
企
画
展
示
室
一
・
二
）

右
記
の
企
画
展
は
15
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

四
月
二
十
五
日（
土
）～
六
月
七
日（
日
）

　
　
　
　
　
　

和
地
・
堀
切
・
伊
良
湖
小

学
校
の
思
い
出（
企
画
展
示
室
）

　

４
月
に
和
地
・
堀
切
・
伊
良
湖
小
学
校

が
統
合
し
、
伊
良
湖
岬
小
学
校
が
開
校
し

ま
し
た
。
１
０
０
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る

各
校
に
あ
っ
た
美
術
作
品
や
写
真
で
そ
の

歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
。

詳
細
は
チ
ラ
シ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

五
月
三
十
日（
土
）～
七
月
十
二
日（
日
）

渡
辺
崋
山
と
田
原
藩（
特
別
展
示
室
）

没
後
10
周
年 

白
井
青
淵
・
石
川
雲
鶴
展

（
企
画
展
示
室
一
・
二
）

常
設
展
示
室
で
は
渡
辺
崋
山
の
生
涯
を
展

示
し
て
い
ま
す
。

民
俗
資
料
館
で
は
田
原
の
暮
ら
し
を
中
心

に
展
示
し
て
い
ま
す
。

渥
美
郷
土
資
料
館
・
赤
羽
根
文
化
会
館
展

示
室
で
も
所
蔵
品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

観
覧
料

春
・
夏
の
企
画
展

　

一
般　
　
　
　

四
〇
〇
円
（
三
二
〇
円
）

秋
の
企
画
展

　

一
般　
　
　
　

五
〇
〇
円
（
四
〇
〇
円
）

企
画
展
時
は
常
設
、
特
別
展
示
室
の
み

観
覧
の
方
は
二
一
〇
円
（
一
六
〇
円
）

　

企
画
展
開
催
時
は
小
・
中
学
生
無
料

　

毎
週
土
曜
日
は
小
中
高
生
無
料

　

展
示
替
初
日
は
無
料
開
放
し
ま
す
。

平
常
時

　

一
般　
　
　
　

二
一
〇
円
（
一
六
〇
円
）

　

小
・
中
学
生　

一
〇
〇
円
（
八
〇
円
）

　
（　

）
内
は
二
十
人
以
上
の
団
体
料
金

　

東
三
河
在
住
の
小
中
学
生
は
、
ほ
の
国

こ
ど
も
パ
ス
ポ
ー
ト
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

休　

館

　

毎
週
月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌

日
）、
展
示
替
日

（
公
財
）
崋
山
会
か
ら

　
崋
山･

史
学
研
究
会
会
員
募
集
中

申
込
場
所　

崋
山
会
館
事
務
室

毎
月
第
四
土
曜
日
研
究
会

視
察
研
修
（
年
一
回
）
に
参
加
で
き
ま
す
。

入
会
申
込
書
に
年
会
費
千
円
を
添
え
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

特
典

博
物
館
へ
の
無
料
入
館

展
覧
会
・
催
し
物
の
お
知
ら
せ

見
学
会
に
参
加
で
き
ま
す
。

博
物
館
だ
よ
り
・
崋
山
会
報
を
お
送
り
し

ま
す
。

春
の
企
画
展

夏
の
企
画
展

秋
の
企
画
展

春
の
企
画
展

崋
山
会
報　

第
三
十
四
号

平
成
二
十
七
年
四
月
十
一
日
発
行

編
集
発
行　

公
益
財
団
法
人
崋
山
会

理
事
長　

鈴
木　

愿

常
務
理
事　

菰
田
稀
一

事
務
局
長　

讃
岐
俊
宣

〒
四
四
一
―
三
四
二
一

愛
知
県
田
原
市
田
原
町
巴
江
一
二
の
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
五
三
一
・
二
二
・
一
七
〇
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
五
三
一
・
二
二
・
一
七
〇
一

編
集
協
力

田
原
市
博
物
館

崋
山
・
史
学
研
究
会

　

会　

長　

山
田
哲
夫

　
　
　
　
　
　

吉
川
利
明　

加
藤
克
己

　
　
　
　
　
　

石
川
洋
一　

小
林
一
弘

　
　
　
　
　
　

林　

哲
志　

中
村
正
子

　
　
　
　
　
　

小
川
金
一　

柴
田
雅
芳

　
　
　
　
　
　

中
神
昌
秀　

増
山
禎
之

　
　
　
　
　
　

池
戸
清
子

※
崋
山
会
報
ご
希
望
の
方
は
崋
山
会
館
・

田
原
市
博
物
館
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

次
回
発
行
予
定　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日

田
原
市
博
物
館
企
画
展
の
ご
案
内

渥
美
郷
土
資
料
館
春
の
企
画
展

平
常
展
の
ご
案
内

公
益
財
団
法
人
崋
山
会

田
原
市
博
物
館

田
原
市
渥
美
郷
土
資
料
館

か
ら
ご
案
内

田
原
市
博
物
館
友
の
会
会
員
募
集
中


