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本
日
は
、
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
演
題
に
つ
い
て
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。「
山
綺
水
麗
」
は
、
文

字
の
意
味
か
ら
何
と
な
く
想
像
で
き
ま
す
が
、
山
が
き
れ
い
で
水
も
麗
し
い
と
い

う
、
き
れ
い
な
と
こ
ろ
で
す
。
次
は
「
騒
人
」
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
漢
文
の
意

味
で
は
知
識
人
と
か
イ
ン
テ
リ
の
人
と
い
う
意
味
で
、
文
人
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

「
雅
客
」
と
い
う
の
は
風
流
を
解
す
る
人
を
指
し
て
い
ま
す
。「
山
綺
水
麗
、
騒
人
雅

客
来
遊
の
地
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
私
の
造
語
で
は
な
く
、『
鶴
湖
唱
和
集
』
の

序
の
中
に
書
か
れ
た
言
葉
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

　

た
だ
今
私
の
専
門
は
近
代
文
学
、
特
に
明
治
・
大
正
時
代
の
比
較
文
学
で
あ
る
と

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
夏
目
漱
石
と
魯
迅
と
い
う

作
家
は
、
若
い
と
き
に
漢
文
と
漢
詩
を
勉
強
し
て
い
て
、
漢
文
と
漢
詩
を
残
し
ま
し

た
。
そ
の
関
係
か
ら
、
私
も
普
段
、
明
治
期
の
漢
詩
に
興
味
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

あ
る
偶
然
の
機
会
に
、
東
金
の
八
鶴
湖
を
詠
う
漢
詩
集
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見

し
た
の
で
、
今
日
そ
れ
を
テ
ー
マ
に
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
次
第
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

ち
ょ
っ
と
話
が
ず
れ
ま
す
が
、
観
光
立
国
と
い
う
言
葉
が
最
近
よ
く
新
聞
等
で
騒

が
れ
て
い
ま
す
。
千
葉
県
は
「
観
光
立
県
」
と
い
う
政
策
を
打
ち
出
し
て
、
県
の
観

光
資
源
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
ま
す
。
日
本
は
一
昔
の
技
術
立
国
か
ら
今
度
、
観
光
立
国
と

い
う
時
代
に
入
っ
て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
海
外
で
知
ら
れ
て
い
る
自
然
の
景
観

と
言
い
ま
す
と
、
富
士
山
と
か
、
日
本
三
景
と
か
が
あ
り
ま
す
。
外
国
人
が
日
本
へ

観
光
に
来
た
ら
、
ま
ず
富
士
山
を
見
た
い
そ
う
で
す
。
や
は
り
富
士
山
の
知
名
度
が

抜
群
で
す
ね
。

　

自
然
景
観
の
ほ
か
に
、
日
本
の
技
術
力
が
非
常
に
優
れ
て
い
て
、
新
幹
線
と
か
、

秋
葉
原
の
電
気
製
品
と
か
六
本
木
ヒ
ル
ズ
や
東
京
タ
ワ
ー
と
か
、
そ
う
い
う
人
間
の

手
で
作
ら
れ
た
近
代
的
な
文
明
も
観
光
客
に
と
っ
て
魅
力
の
あ
る
も
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
日
本
文
化
に
絡
ん
で
い
る
も
の
で
、
温
泉
と
か
日
本
料
理
と
か
歌
舞
伎

と
か
お
寺
と
か
神
社
と
か
、
ま
た
は
浅
草
に
代
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
日
本
の
伝
統

は
、
外
国
の
観
光
客
に
と
っ
て
非
常
に
魅
力
を
感
じ
る
も
の
で
す
ね
。

　

そ
れ
で
は
、
千
葉
県
の
観
光
資
源
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
観
光
協
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
見
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
東
金
周

辺
の
名
所
が
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
ん
で
す
。
せ
っ
か
く
八
鶴
湖
が
あ
る
の
に
、
ど
う

し
て
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
と
い
つ
も
不
思
議
に
思
う
の
で
、
こ
の
公
開

講
座
を
き
っ
か
け
に
、
み
な
さ
ま
と
一
緒
に
八
鶴
湖
周
辺
を
も
う
ち
ょ
っ
と
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
昨
年
に
、
八
鶴
湖
と
中
国
の
杭
州
の
西
湖
を
比
較
し
て
、
一
度
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
こ
の
漢
詩
集
に
少
し
触
れ
た
の
で
す

が
、
あ
ま
り
詳
し
く
ご
紹
介
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
は
「
房
総
と
歌
ご
こ
ろ
」

と
い
う
テ
ー
マ
の
シ
リ
ー
ズ
講
座
で
す
の
で
、
漢
詩
集
の
中
に
当
時
の
風
景
、
ま
た

当
時
と
今
を
比
較
し
て
、
何
が
変
わ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
当
時
こ
の
東
金
が
ど

う
い
う
ふ
う
に
認
識
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ

［
文
学
史
と
房
総
Ⅶ
講
演
録
２
］
二
〇
〇
八
年
二
月
二
日
講
演
実
施

山
綺
水
麗
、
騒
人
雅
客
来
遊
の
地

―
『
鶴
湖
唱
和
集
』
に
詠
ま
れ
た

東
金
の
原
風
景
―

欒
　
　
殿
武
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き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
、
八
鶴
湖
と
い
う
地
名
、
あ
る
い
は
東
金
と
い
う
町
を
江
戸
の
漢
詩
人
た
ち

に
知
ら
し
め
た
の
が
『
鶴
湖
唱
和
集
』
の
巻
頭
の
漢
詩
で
す
。

　
『
鶴
湖
唱
和
集
』
に
関
し
て
の
基
本
情
報
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
本

学
図
書
館
に
明
治
期
の
初
版
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
虫
食
い
が
結
構
多
く
て

表
紙
も
取
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
の
天
保
一
〇
年
代
か
ら
明
治
二
〇
年
代
に
か
け
て
、

中
央
と
房
総
の
漢
詩
人
た
ち
が
八
鶴
湖
を
詠
ん
だ
漢
詩
集
で
す
。
明
治
二
三
年
八

月
、
齋
藤
夏
之
助
が
編
集
出
版
し
た
も
の
で
す
。
齋
藤
夏
之
助
は
、
上
総
の
国
の
山

邊
郡
正
気
村
の
出
身
で
す
。『
鶴
湖
唱
和
集
』
は
木
版
刷
り
、
縦
書
き
の
半
紙
本
で

す
。
発
売
元
の
書
肆
は
能
勢
嘉
左
衛
門
と
い
う
人
で
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
多
田

屋
の
二
代
目
の
ご
主
人
で
す
。

　

こ
の
漢
詩
集
の
実
物
は
貴
重
本
で
、
今
日
持
っ
て
こ
ら
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
写
真
の
デ
ー
タ
を
持
っ
て

参
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
詩
と
絵
が
あ
り
ま
す
。
最
初
に
遠
山
雲
如
の
詩
が

あ
り
、
こ
の
詩
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
こ
の
詩
集
が
出
来
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の

後
に
序
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
詩
集
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
、
序
文
で
三
人
が
説
明

し
て
い
ま
す
。

　
『
鶴
湖
唱
和
集
』
は
、
本
学
の
図
書
館
も
所
蔵
し
て
い
ま
す
が
、
僕
が
手
元
に
持
っ

て
い
る
の
は
、
本
学
が
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
前
に
千
葉
県
立
中
央
図
書
館
で

見
つ
け
た
も
の
で
、
こ
れ
と
は
別
に
、
一
九
八
〇
年
代
に
こ
の
漢
詩
集
が
再
版
さ
れ

た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
実
物
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
、
序
文
か
ら
見
る
八
鶴
湖
の
風
景
を
見
て
み
た
い
の
で
す
。
最
初
の
文
は

「
湖
在
上
總
山
邊
郡
東
金
駅
、
三
面
環
山
、
水
光
與
樹
色
映
發
如
画
也
」
と
あ
り
ま

す
。
こ
の
漢
詩
集
は
明
治
二
三
年
で
す
か
ら
、
当
時
、
東
金
の
鉄
道
が
当
然
出
来
て

い
な
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
東
金
駅
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
決
し
て
今
の
東
金
駅

で
は
な
く
、
当
時
い
わ
ゆ
る
街
道
に
設
け
ら
れ
た
宿
場
で
す
。
八
鶴
湖
は
三
面
に
山

に
囲
ま
れ
て
い
て
、
水
と
光
と
、
そ
れ
か
ら
木
の
色
と
が
お
互
い
に
映
っ
て
、
ま
る

で
南
画
の
絵
の
よ
う
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　
「
文
人
墨
客
過
其
地
者
」、
要
す
る
に
当
時
の
漢
詩
人
た
ち
で
こ
の
地
を
通
る
人
た

ち
が
い
つ
も
「
湖
上
亭
」
に
泊
ま
る
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
す
、
そ
の
周

辺
の
宿
屋
に
泊
ま
る
。
そ
の
と
き
に
詩
歌
、
題
詠
が
あ
る
。「
梁
川
星
巖
律
句
尤
膾

炙
人
口
」。「
和
者
」
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
唱
和
す
る
者
が
数
十
人
い
る
と
。
ま

ず
、
岡
本
監
輔
と
い
う
人
が
こ
ん
な
こ
と
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

次
の
序
文
で
す
け
れ
ど
も
、
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、「
山
水
之
勝
、
待
人
而
顯
者
、

不
一
而
足
。
近
時
頼
山
陽
之
於
耶
馬
渓
、
齋
藤
拙
堂
之
於
月
瀬
、
其
最
著
者
也
。
梁

川
星
巖
之
於
八
鶴
湖
亦
然
」
と
あ
り
ま
す
。「
湖
在
南
總
東
金
之
郭
外
、
為
總
中
之

一
勝
區
矣
。
先
是
絶
無
知
者
」
と
続
き
ま
す
。
こ
こ
で
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

が
、
い
い
景
色
は
人
を
待
っ
て
現
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
要
す
る
に
有
名
な
文

人
が
そ
れ
を
紹
介
し
た
か
ら
こ
そ
景
色
が
世
に
現
れ
、
人
々
に
知
れ
渡
る
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
梁
川
星
巖
が
こ
れ
を
紹
介
し
た
た
め
に
、
文
人
が
み
ん
な
集
ま
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
ま
ず
言
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
二
つ
、
例
を
出
し
て
自
分
の
観
点
を
立
証
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
頼
山
陽

と
耶
馬
渓
の
関
係
で
す
。
耶
馬
渓
は
、
大
分
県
の
北
西
部
に
広
が
る
日
本
最
大
の
溶

岩
台
地
で
、
奇
岩
や
絶
壁
の
渓
谷
が
各
所
に
見
ら
れ
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）、

頼
山
陽
が
当
地
を
訪
れ
、
耶
馬
渓
と
詠
じ
て
か
ら
、
世
の
中
に
知
ら
れ
て
、
み
ん
な

見
に
行
く
わ
け
で
す
ね
。

　

次
に
齋
藤
拙
堂
の
月
ケ
瀬
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
月
ケ
瀬
は
奈
良
県
添
上
郡
に
あ

り
、
木
津
川
の
支
流
名
張
川
に
沿
っ
た
峡
谷
で
、
約
六
〇
〇
〇
本
も
あ
る
梅
林
が
美
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し
い
名
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
名
所
が
当
時
有
名
人
に
紹
介
さ
れ
、
文

人
た
ち
が
集
ま
っ
て
観
光
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
梁
川
星
巖
が
八
鶴
湖

を
紹
介
す
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
景
勝
地
と
全
く
同
じ
こ
と
だ
と
言
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
、
今
度
は
齋
藤
夏
之
助
が
書
い
た
序
文
で
す
。
こ
の
序
文
は
、
や
や
長
い

の
で
す
が
、
皆
さ
ん
の
お
手
元
の
資
料
に
添
付
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
読
ん
で
み
ま

す
。

　
「
吾
總
南
之
地
、
山
綺
水
麗
、
特
占
東
瀛
之
勝
１
、
於
是
騒
人
雅
客
来
遊
者
極
多
矣
。

柳
雖
有
奇
壮
秀
靈
之
境
、
不
遇
才
人
君
子
則
其
名
前
不
彰
。
雖
才
人
君
子
不
遇
奇
壮

秀
靈
之
境
、
亦
不
能
以

其
胸
臆
、
二
者
末
嘗
不
相
待
也
。
東
金
有
一
勝
區
、
曰
八

鶴
湖
。
山
皆
青
黛
層
層
環
抱
、
其
間
水
波
瀲
灔
如
鏡
光
、
緑
之
相
映
、
綺
綰
繍
錯
、

宛
然
圖
画
、
而
枕
湖
有
琳
宮
、
有
亭
館
、
有
古
城
、
有
仙
女
祠
、
以
點
綴
天
然
之
景

致
、
盖
山
水
之
靈
秀
於
此
者
也
。」
周
り
の
景
色
を
絶
賛
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ

の
序
文
の
中
で
言
っ
て
い
る
こ
と
が
果
た
し
て
事
実
か
ど
う
か
、
こ
の
文
章
だ
け
で

は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
別
の
文
章
を
ち
ょ
っ
と
見
て
み
て
、
別
の
角
度
か
ら

検
証
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
昨
年
に
、
本
学
の
美
術
館
で
展
示
さ
れ
た
『
八

鶴
亭
記
』
と
い
う
掛
け
軸
が
あ
っ
て
、
全
部
漢
文
で
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
非
常

に
興
味
を
持
っ
て
読
ん
で
み
ま
し
た
ら
、
実
は
『
八
鶴
亭
記
』
と
い
う
も
の
は
、
八

鶴
館
が
出
来
た
と
き
に
地
元
の
名
士
安
川
柳
渓
と
い
う
人
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
漢
文
で

す
。

　

こ
の
中
に
、
八
鶴
館
が
出
来
た
こ
ろ
の
歴
史
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
文
章

を
お
手
元
の
資
料
の
「
序
文
か
ら
見
る
八
鶴
湖
の
風
景
」
の
四
番
に
全
部
載
せ
て
い

ま
す
。
こ
の
文
章
を
読
む
と
、
ほ
か
の
人
が
八
鶴
湖
の
周
辺
の
風
景
を
ど
う
い
う
ふ

う
に
見
て
い
た
の
か
と
い
う
の
を
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
作
者
の
安
川
柳
渓
と

い
う
人
は
一
八
一
九
年
か
ら
一
八
九
八
年
ま
で
生
き
た
方
で
、
名
前
は
「
維
礼
」、

恐
ら
く
「
こ
れ
の
り
」
と
読
む
か
と
思
い
ま
す
。
号
は
柳
渓
で
、
福
俵
村
出
身
の
方

で
す
。

　

安
川
柳
渓
は
、
少
年
時
代
か
ら
、
学
問
に
励
ん
で
い
て
漢
文
を
習
得
し
た
一
方
、

武
芸
に
も
非
常
に
た
け
て
い
ま
す
。
一
九
歳
の
と
き
に
飯
田
家
に
逗
留
し
て
い
た
江

戸
の
画
家
、
高
久
靄
崖
と
い
う
人
に
師
事
し
て
、
絵
を
習
い
ま
し
た
。
ま
た
、
遠
山

雲
如
や
大
沼
枕
山
と
も
親
交
を
深
め
て
、
江
戸
の
梁
川
星
巖
を
師
と
仰
い
だ
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
方
は
明
治
四
年
に
福
俵
村
の
戸
長
に
な
り
ま
し
た
が
、
間
も
な
く

辞
職
し
て
絵
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
七
年
、
五
五
歳
の
と
き
に
千
葉
県
か
ら
修
史
委
員
に
任
命
さ
れ
て
、
三
年
が

か
り
で
上
総
の
国
の
歴
史
を
書
き
あ
げ
、
全
六
巻
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
人
は
、

ま
た
南
総
を
旅
行
し
た
記
録
が
あ
っ
て
、
南
総
各
地
の
見
聞
筆
記
を
残
し
て
い
る
そ

う
で
す
。
紀
行
文
も
漢
詩
集
も
残
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
絵
が
幾
つ
か
残
っ
て
い
ま

す
。『
鶴
湖
唱
和
集
』
の
枕
絵
も
こ
の
方
が
描
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、

こ
の
人
が
八
鶴
湖
の
周
辺
の
風
景
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
描
い
て
い
る
の
か
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、「
八
鶴
湖
者
、
吾
南
總
之
勝
區
、
鴇
嶺
環
抱
、
其
形
似
括
嚢
」
と
あ
り
ま
す
。

八
鶴
湖
は
、
や
っ
ぱ
り
有
名
な
景
勝
地
で
、
周
り
に
山
が
あ
っ
て
、
形
が
袋
の
よ
う

だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
「
西
北
對
鴇
嶺
、
鶴
湖
東
南
則
平
疇
萬
頃
、
遠
近
村
落
歴
々
在
于
眸
裏
」
と

い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
八
鶴
館
の
西
北
は
山
が
あ
っ
て
、
八
鶴
湖
に
面
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
「
東
瀛
之
勝
」
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
日
本
の
中
の
景
勝
地
、
ま
た
は
、
日
本
の
景
勝

地
の
中
で
最
も
勝
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
す
。
ち
な
み
に
、
漢
文
を
書
く
時
、
特
に
序
文

を
書
く
時
に
、
大
げ
さ
に
褒
め
る
と
い
う
の
が
昔
の
文
人
の
習
慣
で
す
。
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て
い
る
わ
け
で
す
。
東
南
の
ほ
う
が
、
す
な
わ
ち
田
ん
ぼ
な
ん
で
す
。
非
常
に
広
い

面
積
の
田
ん
ぼ
が
あ
り
ま
し
た
。
八
鶴
館
の
上
に
立
つ
と
、
遠
近
の
村
落
は
全
部
目

に
見
え
た
そ
う
で
す
。

　
「
若
夫
花
柳
媚
春
、
藻
荷
動
凉
、
新
霜
染
樹
、
碧
水
拭
鏡
、
凍
雲
篩
雪
、
平
野
数
玉
。

凡
四
時
之
佳
景
、
靡
不
備
焉
此
地
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
「
花
柳
」
と
い
う
表
現

が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
花
柳
界
の
花
柳
で
は
な
く
、「
花
」
と
い

う
の
が
恐
ら
く
春
の
花
、「
柳
」
が
柳
で
す
。
実
際
の
景
色
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

要
す
る
に
、
春
に
な
る
と
花
が
咲
い
て
、
柳
の
枝
も
新
芽
を
吹
き
出
し
て
非
常
に

美
し
い
。
夏
に
な
る
と
水
草
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、
蓮
が
い
っ
ぱ
い
生
え
て
き
て

凉
を
動
か
す
と
、
冷
た
い
風
が
吹
い
て
く
る
。
秋
に
な
っ
て
く
る
と
霜
が
下
り
て
木

を
染
め
る
。
碧
い
水
が
、
湖
面
の
水
が
ま
る
で
鏡
を
拭
い
た
よ
う
に
ぴ
か
ぴ
か
光
っ

て
い
る
。

　
「
凍
雲
」
と
い
う
の
が
冬
の
季
節
に
、
寒
い
雲
が
雪
を
ふ
る
い
、
つ
ま
り
雪
を
降

ら
す
と
い
う
こ
と
で
す
。「
篩
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
粉
か
な
に
か
を
篩
に
か
け

て
、
ぱ
ら
ぱ
ら
落
ち
て
く
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
感
じ
で
す
ね
。「
平
野
玉
を
数
え

る
ご
と
き
」
と
い
う
ふ
う
に
、
お
よ
そ
四
季
折
々
の
景
色
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
四

季
折
々
の
景
色
、
あ
る
い
は
時
間
ご
と
に
異
な
る
美
し
い
景
色
が
す
べ
て
備
わ
っ
て

い
る
。

　

つ
ま
り
、
昔
、
八
鶴
湖
と
い
う
と
こ
ろ
は
一
年
中
楽
し
め
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で

す
。
一
年
中
、
そ
れ
ぞ
れ
の
景
色
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
面
白
い
趣
の
あ
る
場
所
な

の
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
先
ほ
ど
の
『
鶴
湖
唱
和
集
』
の
巻
頭
の
絵
で
す
。
八
鶴
湖
の
景
色
は
昔
と

今
と
で
随
分
変
わ
り
ま
し
た
の
で
、
今
日
は
、
漢
文
や
漢
詩
を
通
し
て
皆
さ
ん
と
一

緒
に
頭
の
中
で
、
当
時
は
ど
う
い
う
景
色
だ
っ
た
の
か
、
景
色
を
頭
の
中
で
再
現
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、
た
ぶ
ん
八
鶴
湖
に
足
を
運
ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
か

と
思
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
周
辺
の
地
形
も
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
大
体
、

当
時
と
今
と
で
ど
こ
が
違
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
ま
ず
、
八
鶴
湖
の
入
口
に
一
本
松

と
い
う
松
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
辺
に
高
い
岩
が
あ
っ
て
、
上
に
松
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
松
は
現
在
消
え
て
、
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
辺
り
は
、
八
鶴
館
の
よ
う
な
建
物
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
こ
に
現
在
も
お
寺
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
右
の
辺
に
西
福
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
家
が
少
し
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
は
湖
心
亭
と
い
う
あ
ず
ま
や
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
ち
ょ
っ
と
出
て
い
ま
す

が
、
僕
は
ち
ょ
っ
と
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
部
分
は
恐
ら
く
も
う
、
こ
の
辺
を
埋

め
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
こ
こ
を
全
部
切
り
開
い
た
の
か
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。

　

と
に
か
く
、
湖
の
周
り
は
木
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
、
緑
が
多
い
で
す
ね
。
こ
こ
に

は
書
い
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
現
在
、
東
金
高
校
な
の
で
す
が
、
当
時
、

女
学
校
が
ま
だ
誘
致
さ
れ
て
な
い
時
期
で
す
。
こ
の
辺
は
、
木
と
雑
草
が
あ
り
、

ち
ょ
っ
と
畑
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
家
康
公
が
鷹
狩
り
を
し
て
い
た
頃
、
こ
の
辺

に
休
憩
用
の
御
殿
が
造
ら
れ
ま
し
た
が
、
幕
末
に
は
空
き
地
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

僕
は
前
に
県
立
図
書
館
で
明
治
期
に
そ
こ
で
撮
っ
た
写
真
を
見
た
こ
と
が
あ
る
の
で

す
が
、
そ
こ
は
空
き
地
で
雑
草
と
田
ん
ぼ
が
少
し
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
後
、
女

学
校
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

先
ほ
ど
言
っ
た
畑
は
八
鶴
湖
か
ら
九
十
九
里
に
向
か
う
広
大
な
平
野
で
す
。
こ
の

辺
が
現
在
、
旧
道
の
国
道
一
二
六
号
を
含
め
た
と
こ
ろ
が
田
ん
ぼ
に
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
、
全
部
、
田
ん
ぼ
で
、「
萬
頃
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
非
常
に
広
い
土

地
が
全
部
田
ん
ぼ
で
し
た
。
今
現
在
は
ほ
と
ん
ど
様
変
わ
り
し
て
、
道
路
と
商
店
街
、

そ
れ
か
ら
住
宅
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
『
鶴
湖
唱
和
集
』
は
、
明
治
二
三
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
絵
は
恐
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ら
く
そ
の
直
前
に
描
か
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
先
ほ
ど
見
て
い
た
だ
い

た
八
鶴
館
の
序
に
よ
り
ま
す
と
、
八
鶴
館
が
出
来
た
の
は
明
治
一
八
年
で
す
。
こ
こ

に
落
款
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
明
治
一
八
年
の
中
秋
の
前
の
二
日
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
八
月
一
三
日
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
絵
に
描
か
れ
た
舘
が
恐
ら
く

当
時
新
し
く
出
来
て
間
も
な
い
こ
ろ
の
八
鶴
館
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
お
り
ま

す
。

　

そ
れ
で
は
、
漢
詩
の
中
で
風
景
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
か
、
漢
詩

の
鑑
賞
に
戻
り
ま
す
。

　
「
波
光
煙
影
晩
糢
糊
、
抖
擻
紅
塵
一
點
無
、
貼
水
青
荷
垂
岸
柳
、
東
金
郭
外
小
西

湖
」。

　

こ
れ
は
遠
山
雲
如
が
詠
ん
だ
詩
で
す
。
前
に
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
遠
山
雲
如

は
梁
川
星
巖
の
お
弟
子
さ
ん
で
、
こ
の
人
は
非
常
に
豪
快
な
人
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
本
来
、
遠
山
雲
如
は
、
江
戸
に
住
ん
で
い
て
裕
福
な
家
庭
に
生
ま
れ
育
ち
、
幼

少
の
頃
、
漢
文
と
漢
詩
を
学
び
ま
し
た
が
、
花
柳
界
の
遊
び
が
好
き
で
、
そ
れ
で
金

を
だ
い
ぶ
使
っ
て
し
ま
っ
て
、
無
一
文
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
各
地
を

転
々
と
し
て
、
私
塾
の
先
生
と
し
て
、
漢
詩
と
漢
文
を
教
え
な
が
ら
生
活
し
て
い
た

わ
け
で
す
。
非
常
に
豪
快
な
方
で
す
。

　

こ
の
人
が
一
宮
の
藩
主
、
加
納
久
徴
と
親
交
が
あ
り
、
東
金
周
辺
に
来
て
、
し
ば

ら
く
棲
み
つ
い
た
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
縁
も
あ
り
ま
し
て
、
梁
川
星
巖
が
こ
こ
に

来
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
約
一
〇
年
間
、
遠
山
雲
如
は
、
上
総
の
各
地
を
転
々
と

し
た
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
詩
の
中
で
「
波
の
光
」、
そ
れ
か
ら
「
煙
の
影
」、
周
辺
が
だ
ん
だ
ん
、
だ
ん

だ
ん
暗
く
な
っ
て
い
く
夕
暮
れ
の
風
景
を
簡
潔
な
言
葉
で
描
い
て
い
ま
す
。
夕
方
に

な
っ
て
く
る
と
、
だ
ん
だ
ん
夕
日
が
落
ち
て
い
っ
て
、
周
り
が
だ
ん
だ
ん
暗
く
な
っ

て
い
く
。
炊
事
の
煙
が
上
っ
て
き
て
、
周
り
の
影
、
あ
る
い
は
煙
が
残
し
て
い
る
よ

う
な
影
、
渾
然
一
体
と
な
っ
て
、
周
り
が
だ
ん
だ
ん
暮
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
次
は
「
紅
塵
を
抖
擻
」
し
て
、「
抖
擻
」
と
い
う
の
が
今
、
日
本

語
で
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
語
の
中
で
は
ま
だ
た
ま
に
使
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
精
神
を
奮
い
立
た
せ
る
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
こ
こ
で
は
、
紅
塵

と
い
う
の
は
ち
り
、
体
を
被
っ
て
い
る
ち
り
と
か
ほ
こ
り
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を

振
り
払
っ
て
、
体
を
ぱ
た
ぱ
た
し
て
、
ほ
こ
り
を
振
り
払
っ
て
、
紅
塵
が
綺
麗
に
な

く
な
り
ま
し
た
。
ち
り
一
つ
も
な
い
。
人
間
も
そ
う
で
す
し
、
周
り
の
景
色
も
そ
う

い
う
ふ
う
に
見
え
る
わ
け
で
す
。

　

周
り
の
景
色
が
と
に
か
く
、
だ
ん
だ
ん
暮
れ
て
暗
く
な
っ
て
い
く
う
ち
に
、
周
り

が
非
常
に
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
。「
水
に
貼
く
青
荷
」、
青
荷
と
い
う
の
は
蓮
で
す
。

そ
の
葉
っ
ぱ
が
湖
の
水
に
付
く
か
付
か
な
い
か
、
非
常
に
低
く
、
周
り
の
岸
に
柳
の

枝
が
垂
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
全
体
的
に
景
色
を
描
い
て
い
ま
す
。
わ
ず
か
四
行
の
詩
に
時
間
軸
と
空
間

軸
が
同
時
に
存
在
し
て
い
て
い
ま
す
。
八
鶴
湖
の
中
の
景
色
も
周
辺
の
景
色
も
、
こ

の
第
一
句
か
ら
第
三
句
で
全
部
表
現
し
ま
し
た
。
夕
暮
れ
に
湖
の
周
り
の
景
色
が
だ

ん
だ
ん
暗
く
な
っ
て
い
く
う
ち
に
、
景
色
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
情
景

を
、
非
常
に
短
い
言
葉
で
全
部
表
現
し
て
い
ま
す
。
言
葉
の
無
駄
は
一
つ
も
な
く
、

非
常
に
素
晴
ら
し
い
詩
で
す
。
想
像
す
る
空
間
が
非
常
に
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
周
り
の
景
色
が
だ
ん
だ
ん
目
の
中
に
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

詩
の
最
後
は
場
所
の
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
東
金
の
城
郭
の
外
に
小
西
湖
が
あ
る
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と
、
画
竜
点
睛
の
よ
う
に
こ
の
一
句
で
結
ん
で
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ
の
景
色
は

中
国
の
杭
州
に
あ
る
西
湖
の
サ
イ
ズ
を
小
さ
く
し
た
も
の
だ
と
、
詩
人
は
地
上
最
高

の
景
色
で
あ
る
西
湖
と
い
う
比
喩
で
八
鶴
湖
を
讃
え
て
い
ま
す
。

　

中
国
の
西
湖
は
、
恐
ら
く
当
時
の
日
本
の
漢
詩
人
た
ち
は
誰
も
実
際
見
た
こ
と
が

な
い
と
こ
ろ
で
す
。
み
ん
な
、
い
ろ
ん
な
詩
を
通
し
て
想
像
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

で
も
、
そ
れ
が
文
人
の
中
の
間
で
、
み
ん
な
同
じ
よ
う
な
価
値
観
を
持
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
こ
の
言
葉
で
ま
さ
に
共
鳴
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
小
西
湖
と
い
う
表
現
は
、

皆
さ
ん
の
心
に
響
い
た
わ
け
で
す
。

　

次
に
こ
の
梁
川
星
巖
の
詩
を
見
て
み
た
い
の
で
す
。
梁
川
星
巖
は
天
保
一
二
年

に
、
東
金
に
来
遊
し
て
、
自
分
の
弟
子
の
詩
を
読
ん
だ
後
、
一
首
唱
和
し
ま
し
た
。

梁
川
星
巖
に
関
し
て
は
既
に
非
常
に
素
晴
ら
し
い
研
究
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で

は
説
明
を
省
き
ま
す
が
、
詳
し
く
は
、
鶴
岡
節
雄
氏
の
『
房
総
文
人
散
歩
』
を
ご
参

照
く
だ
さ
い
。
こ
れ
も
多
田
屋
か
ら
出
版
さ
れ
た
本
で
す
。

　

こ
の
本
は
残
念
な
が
ら
、『
鶴
湖
唱
和
集
』
に
つ
い
て
あ
ま
り
深
く
研
究
さ
れ
て

お
ら
ず
、
た
だ
触
れ
た
だ
け
で
、
幾
つ
か
の
漢
詩
を
取
り
上
げ
た
も
の
の
、
ほ
と
ん

ど
鑑
賞
は
し
て
な
い
の
で
す
。
梁
川
星
巖
の
詩
は
次
の
通
り
で
す
。

　
「 

勝
遊
如
此
也
應
無
。
来
倒
沙
頭
隻
玉
壷
。
五
月
薫
風
長
鰕
菜
。
一
生
衾
袍
在
菰

蒲
。

　

 

山
明
水
媚
看
逾
好
。
扇
影
衣
香
興
不
孤
。
方
悟
雲
如
詩
句
妙
。
東
金
郭
外
小
西

湖
」

　

前
半
は
八
鶴
湖
を
景
勝
地
と
し
て
絶
賛
し
て
い
ま
す
。「
来
た
り
て
倒
す
」
と
い

う
の
は
、
酒
の
壷
を
倒
し
て
、
お
酒
を
注
ぐ
と
い
う
漢
語
で
す
。
次
は
五
月
の
風
で

す
ね
。
五
月
と
い
う
と
、
当
時
、
天
保
一
二
年
で
旧
暦
を
使
っ
て
い
ま
し
た
の
で
太

陽
暦
よ
り
一
カ
月
遅
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
ん
だ
ん
、
暑
く
な
っ
て
き
ま
す
。
五
月

の
風
が
い
ろ
い
ろ
な
草
花
の
香
り
を
運
ん
で
、「
鰕
菜
」
と
い
う
の
は
魚
ま
た
は
エ

ビ
料
理
を
賞
味
し
な
が
ら
、
一
生
、
こ
う
い
っ
た
景
色
の
中
に
い
て
生
活
し
て
み
た

い
と
。

　
「
山
明
水
媚
」、
山
が
明
る
く
て
水
が
美
し
く
て
、
眺
め
て
い
て
い
よ
い
よ
非
常
に

素
晴
ら
し
い
景
色
だ
な
と
。
そ
れ
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
暑
い
時
期
で
す
の
で
、
う
ち
わ

を
使
う
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
雲
如
の
詩
を
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
詩
が
非
常
に
素
晴

ら
し
い
と
、
や
っ
と
悟
っ
た
の
で
す
。

　

最
後
に
、
遠
山
雲
如
の
「
東
金
郭
外
小
西
湖
」
を
踏
ま
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

梁
川
星
巖
は
当
時
、
江
戸
で
詩
社
を
結
成
し
て
、
弟
子
を
育
て
て
い
ま
す
か
ら
、
弟

子
が
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。
明
治
の
有
名
な
詩
人
は
ほ
と
ん
ど
彼
の
門
下
生
で
す
。
だ

か
ら
、
明
治
期
に
入
っ
て
く
る
と
、
門
下
生
た
ち
が
梁
川
星
巖
の
よ
う
に
、
次
々

と
八
鶴
湖
に
や
っ
て
来
て
、
遠
山
雲
如
の
韻
を
踏
ん
で
い
っ
ぱ
い
詩
を
書
い
た
の
で

す
。

　
『
鶴
湖
唱
和
集
』
の
詩
は
全
部
こ
の
韻
を
踏
ん
で
い
ま
す
。
次
は
大
沼
沈
山
の
詩

を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　　
「 

載
酒
間
遊
不
可
無
。
恰
聞
啼
鳥
喚
提
壷
。
波
塘
景
物
優
於
畫
。
函
箪
高
低
麗
似

蒲
。

烈
祖
殿
空
残
雨
遠
。
霊
妃
廟
古
暮
雲
孤
。
四
時
宜
賞
殊
宜
夏
。
萬
頃
涼
波
現
太

湖
」

　

こ
の
よ
う
に
、
遠
山
雲
如
の
詩
と
全
く
同
じ
韻
を
踏
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
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は
唱
和
と
い
い
ま
す
。
相
手
の
韻
を
踏
む
と
い
う
の
は
敬
意
を
表
す
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
文
字
の
異
同
が
あ
り
ま
す
。
当
時
、
木
版
刷
り
で
す
の
で
、
字
が
間
違
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
結
構
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
間
」
と
い
う
の
が
閑
の
間
違
い
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
明
治
時
代
の
本
を
読
む
と
、
閑
遊
と
い
う
言
葉
が
良
く
目
に
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
夏
目
漱
石
の
詩
集
の
中
に
も
よ
く
出
て
き
ま
す
。「
閑
遊
」

と
い
う
の
が
よ
く
漢
詩
の
中
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
。

　
「
酒
を
載
せ
て
」
と
い
う
の
が
、
酒
を
持
っ
て
暇
が
あ
っ
て
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
遊
ぶ
。

「
不
可
無
（
な
か
る
べ
か
ら
ず
）」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
必
要
と
い
う
意
味
で
す
。

鳥
が
鳴
い
て
い
る
の
を
聞
き
な
が
ら
そ
ろ
そ
ろ
お
酒
を
飲
ん
で
お
話
を
し
ま
し
ょ
う

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
ま
す
。

　

こ
こ
に
「
波
塘
」
と
い
う
の
が
湖
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
土
手
の
景
色
は
、

絵
よ
り
素
晴
ら
し
い
と
。
当
時
の
普
通
の
南
画
よ
り
こ
こ
の
景
色
が
優
れ
て
い
る
と

言
っ
て
い
ま
す
ね
。「
函
箪
（
か
ん
た
ん
）」
と
い
う
字
が
ち
ょ
っ
と
難
し
い
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
函
箪
と
い
う
の
は
蓮
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
蓮
は
高
い
の
も
あ
っ

て
低
い
の
も
あ
る
。「
麗
似
蒲
」
と
い
う
の
は
、「
麗
倚
蒲
」
と
書
い
て
あ
る
も
の
も

あ
り
ま
す
が
、「
倚
」
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
こ
の
字
は
「
似
」
で
な
い
と
、
説
明
が
つ
か
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
要
す
る

に
、「
蒲
に
倚
る
」
と
い
う
の
は
、
蒲
が
非
常
に
細
長
い
も
の
で
す
か
ら
、
寄
り
掛

か
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
そ
の
蓮
は
高
い
も
の
も
あ
る
し
、
低

い
も
の
も
あ
る
。
水
草
と
い
う
蒲
に
似
て
い
て
非
常
に
き
れ
い
だ
と
。

　

周
辺
は
二
つ
の
お
寺
が
あ
っ
て
、
雨
が
だ
ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ
て
い
く
、
遠
の
い

て
い
く
と
。
こ
の
廟
は
非
常
に
古
く
て
、
夕
暮
れ
の
雲
が
だ
ん
だ
ん
一
筋
に
な
っ
て

い
る
。
寂
し
い
気
持
ち
を
描
い
て
い
ま
す
。「
烈
祖
殿
空
残
雨
遠
。
霊
妃
廟
古
暮
雲

孤
」
は
対
句
に
な
っ
て
ま
す
。

　

次
は
「
四
時
」
と
い
う
の
が
、
四
季
の
こ
と
で
す
。「
四
時
宜
賞
殊
宜
夏
」
は
一

年
中
鑑
賞
す
る
こ
と
に
は
よ
ろ
し
い
が
、
殊
に
夏
が
い
い
と
。
一
年
中
鑑
賞
で
き
る

と
こ
ろ
で
す
が
、
夏
が
涼
し
く
て
緑
が
多
く
て
風
の
香
り
も
い
い
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
描
い
て
い
ま
す
ね
。

　
「
萬
頃
涼
波
現
太
湖
」
は
「
萬
頃
」、
つ
ま
り
広
大
な
湖
面
の
広
さ
と
い
う
こ
と
を

言
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
広
い
と
こ
ろ
に
涼
し
い
波
が
現
れ
て
、「
太
湖
」
と

い
う
の
は
杭
州
の
西
湖
の
別
名
で
、
や
は
り
遠
山
雲
如
の
詩
を
意
識
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
見
る
と
、
八
鶴
湖
は
決
し
て
春
だ
け
観
賞
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
春
だ

け
花
を
見
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
一
年
中
、
む
し
ろ
夏
に
鑑
賞
す
る
と
こ
ろ
な
の
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

次
に
ま
た
、
日
高
如
淵
と
い
う
人
が
書
い
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
人
に
つ
い
て
は

実
は
昔
養
老
の
滝
か
ど
こ
か
で
こ
の
人
を
記
念
す
る
碑
を
ち
ら
っ
と
見
た
よ
う
な
気

が
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
い
ぶ
前
で
す
の
で
、
あ
ま
り
確
か
な
こ
と
は
覚
え
て

い
ま
せ
ん
が
、
今
回
、
少
し
調
べ
て
み
た
ら
、
宮
崎
県
出
身
の
方
で
、
江
戸
で
勉
強

し
て
藩
政
に
関
与
し
た
方
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。
陸
軍
省
の
文
官
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
明
治
一
八
年
に
市
原
郡
に
移
り
住
ん
で
い
て
、
そ
こ
で
理
想
郷
の
建
設
を
始
め

た
と
い
う
方
で
す
。
多
分
、
そ
の
関
係
で
養
老
の
滝
周
辺
で
記
念
碑
建
立
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

当
時
は
全
く
意
味
が
分
か
ら
な
く
て
、
簡
単
に
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
け

れ
ど
も
。
こ
の
方
が
実
は
『
鶴
湖
唱
和
集
』
の
中
に
漢
詩
を
残
し
て
お
り
ま
す
。

　
「 

山
光
（
水
）
如
洗
断
雲
無
。
風
送
荷
香
好
倒
壷
。
岸
漸
縮
邊
新
築
路
。
水
繞
浅

處
即
生
蒲
。
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双
巖
竝
聳
關
堪
閉
。
両
寺
相
望
勢
不
孤
。
志
士
経
営
待
賓
閣
。
東
金
郭
外
小
西

湖
。」

　

こ
こ
は
「
山
光
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
恐
ら
く
「
光
」
で
は
な
く
、「
水
」
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
山
光
が
洗
わ
れ
る
よ
う
に
」
と
言
う
と
、
ち
ょ
っ
と
中

国
語
と
し
て
は
お
か
し
い
の
で
、
木
版
刷
り
で
す
か
ら
、「
光
」
が
「
水
」
と
似
て

い
る
の
で
、
多
分
、
間
違
っ
て
彫
ら
れ
た
ん
で
は
な
い
か
な
と
。
だ
か
ら
、
山
水
が
、

こ
こ
の
山
と
水
が
ま
る
で
洗
わ
れ
た
よ
う
に
非
常
に
き
れ
い
だ
と
。

　

そ
れ
か
ら
、「
断
雲
」
と
い
う
の
は
、
切
れ
た
雲
が
全
く
な
い
と
い
う
ふ
う
に
言
っ

て
い
ま
す
。
風
が
蓮
の
香
り
を
送
っ
て
き
て
、
こ
こ
で
「
壷
を
倒
す
」
っ
て
ま
た
出

て
き
ま
す
ね
。
壷
を
倒
し
て
お
酒
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
、
こ

の
自
然
環
境
の
中
で
お
酒
を
飲
む
の
は
ぴ
っ
た
り
だ
と
い
う
の
で
す
ね
。

　

岸
が
だ
ん
だ
ん
、
要
す
る
に
小
さ
く
な
っ
て
新
し
く
道
を
つ
く
っ
た
と
言
っ
て
い

ま
す
。
新
し
く
道
を
築
い
た
と
。
水
が
め
ぐ
り
て
、
浅
い
と
こ
ろ
に
は
蒲
が
、
水
草

が
生
え
て
く
る
と
。
こ
こ
に
双
岩
、
二
つ
の
岩
と
い
う
の
は
先
ほ
ど
一
本
松
の
と
こ

ろ
で
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
対
句
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
二
つ
の
お
寺
が
相
臨
み

て
、
決
し
て
孤
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
「
志
士
経
営
し
て
客
を
待

つ
」
と
い
う
の
は
、
八
鶴
館
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
志

の
あ
る
方
が
こ
の
八
鶴
館
を
経
営
し
て
、
お
客
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

こ
こ
は
遠
山
の
雲
如
の
詩
を
踏
ん
で
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
こ
で
新
し
く
分
か
っ

た
の
が
、
恐
ら
く
明
治
期
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
湖
の
周
辺
の
道

路
が
新
し
く
修
繕
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
写
真
を
見
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

向
か
っ
て
右
の
ほ
う
の
写
真
で
す
が
、
明
治
四
一
年
の
夏
の
写
真
で
す
。
こ
ち
ら

側
が
、
今
、
こ
の
男
の
人
が
立
っ
て
い
る
の
が
恐
ら
く
東
金
高
校
の
側
な
ん
で
す
。

こ
こ
は
西
福
寺
で
す
。
西
福
寺
の
後
ろ
の
緑
を
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
今
の
景

色
と
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
す
。
う
っ
そ
り
と
森
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
緑
が
非

常
に
多
い
ん
で
す
ね
。
建
物
が
ほ
ん
の
少
し
見
え
る
ぐ
ら
い
で
す
ね
。
緑
が
非
常
に

多
い
せ
い
か
、
周
り
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ち
ょ
っ
と
暗
い
と
い
う
感
じ
が
し
ま

す
。

　

今
度
は
、
中
の
土
手
を
映
し
た
写
真
で
す
。
こ
こ
は
小
さ
な
神
社
と
い
う
か
、
あ

ず
ま
や
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
が
ま
だ
木
が
生
え
て
き
て
な
い
こ
ろ
な
の
で
す
。
今
、

こ
こ
は
む
し
ろ
木
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
こ
の
辺
が
八
鶴
館
で
す
。
今

と
全
く
違
う
雰
囲
気
で
す
ね
。
後
ろ
が
高
い
も
の
が
な
く
て
、
こ
の
後
ろ
は
全
部
田

ん
ぼ
で
す
。

　

こ
の
二
枚
の
写
真
は
恐
ら
く
明
治
四
〇
年
ご
ろ
の
写
真
で
す
。
こ
れ
は
弁
天
さ
ま

の
社
で
す
ね
。
当
時
は
、
東
金
八
景
と
い
う
と
、
両
寺
の
晩
鐘
、
夕
方
の
鐘
、
湖
畔

の
楼
、
お
宮
台
の
青
嵐
、
小
西
湖
の
魚
釣
り
、
弁
天
島
の
秋
の
月
、
鴇
嶺
の
夕
宵
、

山
王
台
の
帰
鴉
、
城
跡
の
暮
雪
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
別
の
写
真
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ぜ
ひ
皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
き
た
い
の

で
す
が
、
今
の
高
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
、
今
で
も
ボ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
今
の

高
台
に
立
っ
て
み
る
と
、
こ
の
ボ
ー
ト
の
大
き
さ
が
こ
ん
な
に
小
さ
く
見
え
な
い
の

で
す
よ
。
僕
は
地
理
学
の
専
門
家
で
は
な
い
で
す
が
、
ど
う
見
て
も
湖
の
大
き
さ
が

今
よ
り
広
く
感
じ
る
ん
で
す
ね
。

　

こ
の
写
真
は
西
福
寺
側
に
立
っ
て
、
対
岸
を
見
た
暮
れ
の
雪
の
景
色
で
す
。
今
で

も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
景
色
が
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
特
に
こ
の
辺
り
の
舟
が
あ
ま
り

に
も
小
さ
い
の
で
び
っ
く
り
し
た
ん
で
す
ね
。
八
鶴
湖
は
、
こ
ん
な
に
広
か
っ
た
の
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か
、
少
し
驚
い
て
い
ま
す
。

　

恐
ら
く
、
先
ほ
ど
の
詩
に
も
出
て
い
ま
し
た
よ
う
に
、
最
初
出
張
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
周
辺
を
埋
め
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
出
張
っ
て

い
る
と
こ
ろ
を
削
っ
た
よ
り
は
、
埋
め
た
の
で
は
な
い
か
と
個
人
的
に
思
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
は
昭
和
二
年
の
も
の
で
、
東
金
町
鳥
瞰
図
で
す
。
こ
の
辺
の
松
が
さ
す
が
に

な
く
な
っ
た
ん
で
す
が
、
こ
こ
の
岩
が
ま
だ
若
干
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
こ
は
八
鶴
館
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
は
家
が
若
干
増
え
た
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
こ
の
辺
の
山
が
切
り
崩
さ
れ
て
、
家
が
だ
ん
だ
ん
増
え
て
き
て
い
ま

す
。
こ
の
辺
は
全
部
家
に
な
っ
て
い
ま
す
。
田
ん
ぼ
が
全
部
改
造
さ
れ
て
家
に
な
っ

て
い
ま
す
。
現
在
の
旧
道
の
ほ
ぼ
原
形
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
図
の
書
き
方
は
、

昭
和
時
代
の
特
徴
を
現
し
て
い
て
、
現
在
の
書
き
方
と
違
っ
て
、
一
軒
一
軒
の
家
の

名
前
が
全
部
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に
面
白
い
で
す
。
実
は
こ
こ
に
布
施
商
店

と
い
う
の
が
出
て
い
ま
す
。
今
で
も
布
施
商
店
が
ま
だ
そ
ち
ら
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
が
西
福
寺
。
西
福
寺
の
看
板
が
出
て
い
ま
す
が
、
西
福
寺
の
境
内
の
中
に
お

墓
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
現
在
八
鶴
湖
周
辺
の
衛
星
写
真
で
す
。
こ

の
辺
が
明
ら
か
に
全
部
切
り
崩
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
家
が
な
だ
れ
て
く
る
よ
う
な
感

じ
で
、
ば
あ
っ
と
一
面
に
家
が
入
り
こ
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
辺
が
宅
地
開
発
さ
れ
て
、

緑
の
削
ら
れ
て
い
る
部
分
が
一
目
瞭
然
で
す
。
こ
の
辺
は
昭
和
時
代
の
絵
か
ら
見
て

も
分
か
る
よ
う
に
、
緑
が
多
い
と
こ
ろ
が
も
う
切
り
開
か
れ
て
家
が
建
っ
て
い
る
ん

で
す
ね
。

　

も
し
こ
の
辺
に
住
ん
で
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
申
し
訳
な
い
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
決
し
て
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
人
の
家
が
ど
ん
ど
ん
景
観

の
中
に
入
っ
て
い
く
と
、
景
色
が
結
局
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
私
た
ち
人
間
の

生
活
が
ど
ん
ど
ん
自
然
を
浸
食
し
て
い
く
有
り
様
は
衛
星
写
真
か
ら
見
る
と
一
目
瞭

然
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
辺
も
昔
、
家
が
こ
ん
な
に
多
く
な
い
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん

増
え
て
き
て
、
岩
も
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。

　

こ
こ
に
学
校
が
誘
致
さ
れ
て
、
今
、
東
金
高
校
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
昔

は
女
学
校
で
し
た
ね
。
こ
こ
は
明
ら
か
に
緑
が
切
り
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
辺
が
西
福
寺
で
す
。
西
福
寺
の
中
の
段
々
畑
み
た
い
に
墓
石
が
並
ん
で
い
ま
す

ね
。
こ
の
辺
の
緑
も
崩
さ
れ
て
、
家
が
出
て
き
て
、
こ
の
辺
も
ど
ん
ど
ん
家
が
上
の

ほ
う
へ
行
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
地
図
で
は
っ
き
り
分
か
り
ま
す
。

　

上
か
ら
見
る
と
東
金
高
校
の
後
ろ
の
緑
が
ま
だ
残
っ
て
い
て
、
先
ほ
ど
「
袋
の
よ

う
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
さ
に
そ
う
で
す
。
昔
の
人
は
今

の
よ
う
に
上
か
ら
見
る
視
点
が
な
か
っ
た
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
昔
の
人
の
想
像

力
、
平
面
で
見
て
い
て
も
ま
る
で
袋
の
よ
う
だ
と
い
う
ふ
う
に
漢
詩
の
中
で
詠
ん
で

い
る
。
ま
さ
に
、
袋
の
よ
う
だ
と
い
う
形
は
一
目
瞭
然
で
す
ね
。

　

こ
の
よ
う
に
、
緑
が
崩
さ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
家
が
上
の
ほ
う
に
迫
っ
て
き
ま
す
。

神
社
も
も
と
も
と
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
斜
面
の
と
こ
ろ
に
家
が
建

つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
二
年
ご
ろ
に
は
、
ま
だ
ま
ば
ら
で
す
が
、
こ
の
辺
に

家
は
ま
だ
そ
ん
な
に
多
く
は
な
い
ん
で
す
。
で
も
、
人
間
の
開
発
の
手
が
ど
ん
ど
ん

こ
の
緑
の
森
に
伸
び
て
き
た
と
い
う
の
が
、
こ
れ
で
分
か
り
ま
す
。

　

だ
ん
だ
ん
時
間
が
迫
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
最
後
に
皆
さ
ん
に
申
し
上
げ
た
い
の

は
、
当
時
の
詩
や
漢
文
か
ら
見
え
る
こ
と
は
、
景
色
が
だ
い
ぶ
変
わ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
柳
か
ら
桜
に
変
わ
り
、
桜
の
木
が
植
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
か
に

日
本
的
な
景
色
に
な
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
一
年
中
鑑
賞
で
き
る
景
色

が
い
ま
、
春
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
僕
は
そ
う
思
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。
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要
す
る
に
、
今
は
東
金
の
八
鶴
湖
と
い
い
ま
す
と
、
桜
の
名
所
、
夜
桜
が
有
名
だ

と
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
い
い
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
時
期
は
あ
ま
り
観
光
客

が
来
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
春
に
な
る
と
、
み
な
さ
ん
が
集
ま
っ
て
き
ま
す

が
、
し
か
し
、
春
の
桜
の
名
所
と
い
い
ま
す
と
、
東
京
で
い
う
と
千
鳥
が
淵
と
か
靖

国
神
社
、
千
葉
と
い
う
と
、
昭
和
の
森
な
ど
の
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
桜
の

名
所
が
あ
り
ま
す
。
八
鶴
湖
周
辺
の
面
積
は
狭
い
も
の
で
す
か
ら
、
昭
和
の
森
な
ど

の
広
い
と
こ
ろ
に
比
べ
る
と
、
大
勢
の
観
光
客
を
誘
致
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
、
結
局
、
周
辺
住
民
の
方
が
夜
桜
を
鑑
賞
す
る
と
こ
ろ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
僕
と
し
て
は
八
鶴
湖
の
景
色
を
考
え
て
非
常
に
残
念
に
思
う

と
こ
ろ
で
す
。
僕
も
桜
が
好
き
で
、
決
し
て
桜
を
植
え
る
こ
と
が
悪
い
と
い
う
意
味

で
は
な
い
の
で
す
が
、
た
だ
柳
を
切
り
、
桜
を
植
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
季
節
限
定
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
で
す
。

　

あ
と
は
、
こ
の
漢
詩
集
の
中
に
実
は
た
く
さ
ん
の
水
鳥
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、

当
時
、「
鶴
」
と
か
「
鴎
」
が
た
く
さ
ん
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
ツ
ル
が
恐
ら
く
い
た

と
思
う
ん
で
す
。
カ
モ
メ
が
海
か
ら
飛
ん
で
く
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
だ
ろ
う
。
事

実
か
ど
う
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
人
が
も
し
か
す
る
と
、
カ
モ
を
カ

モ
メ
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
鴎
と
い
う
言
葉
が
大
き
な
水

鳥
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
辺
が
定
か
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
詩
集

の
中
で
は
鶴
と
鴎
が
よ
く
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
事
実
な
の
で
す
。
現
在
で
い
い
ま
す

カ
モ
と
か
水
鳥
が
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
蓮
も
な
く
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
蓮
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
は
、

明
治
五
年
に
板
倉
家
が
国
替
え
さ
れ
た
と
き
に
は
、
天
罰
が
下
さ
れ
て
蓮
が
な
く

な
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
恐
ら
く
事
実
で
は
な
い
と
思
う
の
で

す
。『
鶴
湖
唱
和
集
』
の
漢
詩
を
読
ん
で
み
る
と
、
明
治
二
三
年
前
の
漢
詩
は
か
な

り
の
確
率
で
蓮
が
出
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
明
治
五
年
に
蓮
が
一
気
に
す
べ
て
消
え

た
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
漢
詩
集
を
読
ん
で
は
検
証
で
き
な
い
の
で
す
。

　

あ
と
は
、
先
ほ
ど
衛
星
写
真
で
見
て
い
た
よ
う
に
、
周
辺
の
山
が
、
三
面
に
山
の

緑
に
囲
ま
れ
た
と
こ
ろ
は
見
事
に
一
箇
所
が
切
り
崩
さ
れ
た
。
山
林
が
切
断
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
景
観
上
、
壷
の
よ
う
な
小
さ
な
庭
の
よ
う
な
景
色
が
崩
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
、
光
が
全
然
違
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
周
り
の
雰
囲
気
が
、
湖
面
の
光

も
、
中
の
雰
囲
気
も
全
然
変
わ
っ
て
き
た
の
で
、
そ
こ
が
多
分
、
景
観
が
随
分
違
っ

た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
民
家
が
増
加
し
た
と
い
う
の
は
恐
ら
く
昭
和
の
時
代
か
ら
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
旧
道
沿
い
の
商
店
街
の
開
発
が
全
部
、
昭
和
二
年
の
時
点
で
、
こ
の
東
金

周
辺
が
上
総
の
国
の
こ
の
周
辺
地
域
の
繁
華
街
と
し
て
栄
え
た
時
期
に
、
ど
ん
ど
ん

人
が
集
ま
っ
て
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
ど
ん
ど
ん
宅
地
開
発
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

お
寺
の
中
の
お
墓
が
増
え
た
の
も
、
や
は
り
そ
れ
ほ
ど
古
く
な
い
出
来
事
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
本
来
、
江
戸
後
期
、
明
治
初
期
に
こ
の
周
辺

に
探
勝
的
な
風
景
が
あ
っ
て
、
江
戸
の
文
人
の
中
で
房
総
半
島
の
景
勝
地
の
一
つ
と

し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
生
活
の
風
景
が
八
鶴
湖
を
浸
食
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
八
鶴
湖
と
い
う
名
も
だ
ん
だ
ん
人
々
の
脳
裏
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た

と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。

　

現
在
、
観
光
立
国
、
観
光
立
県
と
い
う
、
今
ま
で
の
観
光
資
源
を
か
き
集
め
て
、

例
え
ば
最
近
、
波
の
伊
八
の
彫
刻
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
観
光
会
社
や
観

光
協
会
は
、
そ
れ
に
便
乗
し
て
、
観
光
客
を
集
め
よ
う
と
一
所
懸
命
に
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
環
境
整
備
を
ほ
と
ん
ど
や
ら
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま

す
。
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つ
ま
り
、
観
光
と
い
う
の
は
、
ト
ー
タ
ル
で
デ
ザ
イ
ン
を
す
る
と
き
に
、
ま
ず
、

ト
ー
タ
ル
で
景
色
と
か
、
民
俗
文
化
と
か
、
ま
た
は
近
代
的
な
都
市
と
か
、
あ
る
い

は
、
九
十
九
里
地
域
の
昔
の
漁
民
の
方
の
生
活
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
再
現
し

て
観
光
資
源
と
し
て
開
発
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う

ト
ー
タ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
を
や
っ
ぱ
り
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
人
間

が
ど
ん
ど
ん
、
自
然
環
境
を
切
り
崩
し
て
生
活
圏
が
拡
大
し
て
い
く
中
で
、
急
に
観

光
立
県
を
唱
え
て
、
そ
の
場
そ
の
場
で
何
か
か
き
集
め
て
、
観
光
客
を
集
め
よ
う
と

し
て
も
、
や
は
り
効
果
が
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

八
鶴
湖
の
周
辺
の
素
晴
ら
し
い
景
色
が
昔
と
比
べ
る
と
、
若
干
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
が
、
将
来
東
金
地
方
の
文
化
を
大
学
と
地
域
が
協
力
し
て
、
一
緒
に
考
え
、

振
興
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
東
金
に
東
京
・
千
葉
県
の
方
だ
け
で
な
く
、
全
国

の
方
に
来
て
い
た
だ
く
た
め
に
何
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
と

一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
、
僕
は
『
鶴
湖
唱
和
集
』
と
い
う
漢

詩
集
か
ら
、
八
鶴
湖
と
い
う
江
戸
時
代
の
文
化
遺
産
を
皆
さ
ん
と
考
え
て
み
ま
し
た

が
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
た
だ
、
今
あ
る
も
の
を
も
っ
て
売
り
こ
む
の
で
は
な
く
、

過
去
の
も
の
を
守
り
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
も
の
を
作
り
出
し
て
、
こ
の
地
域

の
文
化
を
振
興
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
、
私
の
発
表
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。（
拍
手
）

【
進
行
】　

予
定
の
時
間
ま
で
五
分
ほ
ど
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ご
質
問
が
あ
れ
ば
お

受
け
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
質
問
の
あ
る
方
は
挙
手
を
お
願
い
し
た
い
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
ど
な
た
か
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

【
質
問
者
一
】　

東
金
に
住
ん
で
い
る
者
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
は
八
鶴
湖
に
関

す
る
明
治
時
代
の
漢
詩
を
幾
つ
も
紹
介
し
て
い
た
だ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
八
鶴
湖
の

魅
力
に
気
づ
か
さ
れ
た
思
い
が
い
た
し
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

資
料
の
二
の
ほ
う
に
『
鶴
湖
唱
和
集
』
の
中
の
詩
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
韻
を
踏
ん

で
い
る
と
。
そ
れ
を
あ
ら
た
め
て
踏
ま
え
て
、
ま
た
詩
を
作
っ
て
い
く
こ
と
で
敬
意

を
表
す
意
味
が
あ
る
ん
だ
と
ご
説
明
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
見
て
い
く
と
、
こ

の
資
料
の
二
に
あ
る
も
の
、
す
べ
て
同
じ
韻
を
同
じ
場
所
で
踏
ん
で
い
る
と
。
そ
う

い
う
詩
な
ん
で
す
よ
ね
。

　

こ
の
漢
詩
を
作
る
場
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
一
人
の
人
が
作
っ
て
、

あ
と
次
々
と
皆
さ
ん
が
順
次
詠
ん
で
い
く
の
か
。
ち
ょ
っ
と
そ
の
辺
り
の
作
詩
の
状

況
が
、
ち
ょ
っ
と
不
勉
強
の
た
め
分
か
ら
な
い
の
で
教
え
て
い
た
だ
け
た
ら
な
と
思

い
ま
す
。
以
上
で
す
。

【
欒
】　

当
時
は
、
ま
ず
漢
詩
人
は
景
色
を
見
て
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
筆
を
借
り
て

と
か
、
自
分
で
持
っ
て
い
る
筆
で
、
そ
の
場
で
書
く
と
い
う
の
が
普
通
で
す
。
あ
る

い
は
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
こ
の
景
色
の
中
、
ど
こ
か
に
集
ま
っ
て
お
酒
を
飲
み
な

が
ら
、
そ
れ
で
、
皆
、
詩
を
書
く
わ
け
で
す
。

　

書
い
た
詩
を
そ
の
辺
に
掲
げ
て
、
そ
れ
で
、
唱
和
し
よ
う
と
、
ほ
か
の
人
た
ち
が

応
え
る
わ
け
で
す
。
韻
を
踏
む
人
も
い
ま
す
。
中
国
の
詩
人
が
決
し
て
全
員
、
韻
を

踏
む
わ
け
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
韻
を
踏
む
と
い
う
の
は
当
時
の
一
つ
の
ル
ー

ル
と
い
い
ま
す
か
、
遊
び
で
す
。

　

恐
ら
く
、
遠
山
雲
如
の
詩
は
、
こ
の
周
辺
を
観
光
す
る
と
き
に
書
か
れ
た
も
の
で
、

地
元
の
有
力
の
方
が
誰
か
が
保
存
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
あ
と
は
、
こ
う
い
っ
た

作
品
を
書
い
た
後
に
、
自
分
の
先
生
に
送
っ
た
り
と
か
友
だ
ち
に
送
っ
た
り
と
か
、

今
で
も
は
が
き
に
自
分
の
言
葉
を
印
刷
し
て
送
る
よ
う
な
感
じ
で
、
手
紙
と
し
て
送

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
読
ん
だ
者
は
、
例
え
ば
梁
川
星
巖
が
こ
の
地
に
来
て
、
も
う
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一
回
、
景
色
を
見
て
書
い
た
わ
け
で
す
。

　

大
体
、
書
い
た
も
の
が
有
名
な
方
で
す
と
、
地
元
の
有
力
者
が
保
存
す
る
ん
で
す
。

そ
れ
が
現
在
残
っ
て
い
て
、
齋
藤
夏
之
助
も
、
こ
の
序
の
中
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、

明
治
二
二
年
の
と
き
に
こ
の
詩
を
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
八
鶴
館
も
出

来
て
、
こ
の
地
域
も
だ
ん
だ
ん
景
色
が
変
わ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
詩
が
せ
っ
か
く

た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
が
な
く
な
る
と
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

い
ろ
ん
な
人
に
お
願
い
し
て
集
め
た
わ
け
で
す
ね
。

【
進
行
】　

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
時
間
で
す
の
で
、
も
う
お
一
方
あ
れ
ば
ご
質
問

を
受
け
た
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
質
問
お
あ
り
の
方
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で

し
ょ
う
か
。
は
い
、
ど
う
ぞ
。

【
質
問
者
二
】　

私
ど
も
は
、
東
金
市
内
で
の
住
民
で
心
あ
る
方
々
に
お
集
ま
り
い
た

だ
い
て
、
東
金
の
歴
史
を
研
究
、
調
査
を
し
て
い
る
者
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、

ち
ょ
っ
と
お
伺
い
し
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
は
時
間

も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
点
だ
け
。

　

八
鶴
湖
を
中
心
に
し
た
お
話
を
大
変
詳
し
く
伺
い
ま
し
た
。
八
鶴
湖
の
湖
畔
に
あ

る
お
寺
が
二
つ
ね
、
こ
れ
は
有
名
な
お
寺
で
す
。
昔
か
ら
あ
る
お
寺
で
す
。
片
側
に

現
在
の
県
立
東
金
高
校
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
先
生
は
昔
の
高
等
女
学
校
と
、
そ
こ

ま
で
は
、
そ
れ
は
間
違
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
中
は
、
こ
こ
は
陸
軍
の
部
隊
が
常

駐
し
た
部
隊
の
司
令
部
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
以
前
は
高
等
女
学
校
だ
っ
た
わ
け

で
す
。
女
子
高
校
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
は
、
徳
川
家
康
の
仮
御
殿
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い

う
こ
と
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
ね
。

【
欒
】　

は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
前
回
、
八
鶴
湖
の
周
辺
の
お
話
と
い
う

か
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
出
来
た
の
か
と
い
う
、
そ
の
と
き
に
少
し
触
れ
た
つ
も
り
で
、

今
回
は
ち
ょ
っ
と
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
確
か
に
非
常
に
有
名
な
と
こ
ろ

で
、
そ
こ
は
徳
川
家
康
の
仮
御
殿
が
出
来
て
、
そ
の
後
に
女
学
校
が
出
来
た
と
い
う

の
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
そ
の
と
き
に
鷹
を
狩
り
に
来
た
わ
け
で
す
。
イ
ノ
シ
シ
と
か
シ
カ
と

か
ツ
ル
と
か
が
、
こ
の
八
鶴
湖
周
辺
に
た
く
さ
ん
出
没
し
た
の
で
当
時
は
捕
っ
て

い
た
と
い
う
ふ
う
に
。
確
か
に
狩
り
を
す
る
と
い
う
の
は
一
つ
の
目
的
で
す
け
れ

ど
も
、
恐
ら
く
江
戸
か
ら
房
総
半
島
に
来
る
と
き
に
幕
張
周
辺
で
軍
事
的
な
デ
モ
ン

ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
か
、
演
習
も
兼
ね
て
い
た
こ
と
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

と
。
不
勉
強
な
が
ら
、
一
応
そ
う
い
う
ふ
う
に
想
像
し
ま
し
た
。

【
進
行
】　

も
う
時
間
も
過
ぎ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
日
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
欒
先
生
、
今
日
は
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。
欒
先
生
に
拍
手
を
お
願
い

し
た
い
と
思
い
ま
す
。（
拍
手
）

　

長
時
間
、
皆
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
日
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。（

ら
ん　

で
ん
ぶ
・
本
学
国
際
人
文
学
部
国
際
交
流
学
科
准
教
授
）


