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雑

　

　

感

午
後
四
時
頃
に
な
る
と
へ
向
い
の
ビ
ル
の
窓
ガ
ラ

ス
に
'
冬
の
夕
陽
が
反
射
し
は
じ
め
る
｡
そ
れ
ま
で

冷
た
-
光
っ
て
い
た
窓
が
突
如
と
し
て
真
ッ
赤
に
熱

せ
ら
れ
､
輝
き
始
め
る
そ
の
瞬
間
を
､
私
は
毎
日
デ

ス
ク
に
向
い
を
が
ら
､
楽
し
み
に
待
っ
て
い
る
｡

私
の
オ
フ
ィ
ス
は
東
京
に
あ
る
｡
都
会
に
暮
し
て

い
る
と
､
自
然
の
表
情
の
変
化
な
ど
'
"
と
ん
と
無
頓

着
に
在
る
｡
し
か
し
ふ
と
そ
れ
に
気
づ
い
た
時
は
､

嬉
し
さ
も
ひ
と
し
お
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
通
勤
客

で
ご
っ
た
が
え
す
駅
の
線
路
ざ
れ
の
草
む
ら
で
コ
オ

ロ
ギ
が
ひ
そ
や
か
に
鳴
い
て
い
た
り
､
車
の
往
来
の

激
し
い
道
路
沿
い
の
小
公
園
で
､
山
茶
花
の
花
び
ら

が
寒
風
に
ゆ
れ
て
い
た
り
す
る
と
､
こ
ん
な
に
痛
め

つ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
へ
　
よ
く
や
っ
て
く
れ
る
な
あ

と
'
い
と
お
し
-
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
｡

商
売
柄
､
生
物
科
学
の
最
新
情
報
に
は
常
に
関
心

を
払
っ
て
い
る
｡
そ
の
中
に
は
､
環
境
保
護
の
問
題

も
含
ま
れ
る
｡
現
在
､
環
境
保
護
関
係
の
学
会
は
'

私
の
知
り
う
る
範
囲
で
も
約
十
は
ど
あ
り
､
そ
れ
ぞ

れ
毎
年
活
発
に
研
究
発
表
を
行
を
っ
て
い
る
が
､
一

方
で
は
昨
年
､
環
境
庁
が
南
ア
ル
プ
ス
ス
ー
パ
ー
林

道
工
事
の
着
工
を
認
め
た
こ
と
を
思
う
と
､
せ
っ
か

-
の
研
究
成
果
も
行
政
に
反
映
で
き
な
い
を
ら
ば
､

意
味
が
な
い
の
で
は
を
い
か
と
危
惧
せ
ざ
る
を
得
を

い
｡
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
唸
り
声
を
あ
げ
て
木
々
に
襲

い
か
か
り
､
な
ぎ
倒
し
て
い
く
様
は
､
想
像
す
る
だ

け
で
も
恐
ろ
し
い
｡
｢
環
境
庁
は
ひ
た
す
ら
環
境
保

護
に
徹
す
れ
ば
よ
い
｡
｣
と
言
っ
た
大
石
元
環
境
庁

長
官
の
言
葉
は
､
七
〇
年
代
の
遺
物
と
し
て
､
も
は

や
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
?
｡

八
〇
年
代
の
幕
あ
け
早
々
､
石
油
問
題
を
は
じ
め
'

耳
に
入
っ
て
く
る
の
は
不
穏
を
ニ
ュ
ー
ス
ば
か
り
で

あ
る
｡
が
､
こ
ん
な
時
に
こ
そ
､
自
然
保
護
を
声
を

大
に
し
て
叫
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
｡
自
然
は
わ
れ
わ

れ
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
､
無
言
の
う
ち

に
人
間
の
奮
り
を
い
さ
め
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

(
｢
生
物
科
学
一
ニ
ー
ス
｣
編
集
部
　
中
島
博
)
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木出し概(右の概(こは梶糠がついている)

舵物檀と山

雪
国
の
民
具

二
､
連
接
具
(
ソ
リ
)

ソ
リ
は
雪
国
に
お
い
て
､
古
く
か
ら
広
く
一
般
に

運
搬
用
具
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
､
｢
北

越
雪
譜
｣
　
に
も
｢
輯
(
ソ
リ
)
は
作
り
易
さ
物
ゆ
え

お
は
か
た
の
農
商
家
毎
に
是
を
貯
ふ
｡
さ
れ
ば
載
せ

る
も
の
に
よ
り
で
大
小
品
々
あ
れ
ど
も
'
作
り
や
う

は
皆
同
じ
や
う
在
り
名
も
又
お
な
じ
｣
と
あ
り
､
さ

ら
に
､
｢
そ
も
そ
も
こ
の
ソ
リ
と
い
う
物
雪
国
第
一

の
用
具
､
人
力
を
助
る
事
船
と
車
に
同
じ
く
､
且
つ

作

る

事

い

と

易

さ

｣

と

述

べ

､

　

　

　

　

～

り

初
深
雪
降
に
け
ら
し
な
あ
ら
ち
山
越
の
旅
人
指
に

の
る
ま
で
｡

と
い
う
歌
を
添
え
､
こ
の
歌
は
一
一
一
六
年
と
い

う
古
い
時
代
に
作
ら
れ
た
歌
の
本
に
載
っ
て
い
る
も

の
で
､
既
に
こ
の
頃
一
般
に
ソ
リ
が
使
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
｡

北
ア
ル
プ
ス
北
部
の
､
白
馬
､
小
谷
地
方
も
姦
雪

で
知
ら
れ
る
所
で
､
昭
和
の
始
め
国
鉄
の
大
糸
南
線

が
開
通
す
る
迄
は
'
十
二
月
か
ら
翌
年
の
四
月
中
旬

迄
は
､
馬
樺
が
唯
一
の
交
通
機
関
で
､
安
曇
節
に
も

冬
の
佐
野
坂
嫁
桜
通
る
通
る
姥
桜
桟
の
上

と
唄
お
れ
て
い
る
よ
う
に
､
辺
び
在
所
で
冬
季
間

の
荷
物
や
病
人
な
ど
の
運
搬
は
､
ソ
リ
に
頼
る
以
外

†ペ
に
術
の
左
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
こ
の
こ
と
は

当
時
の
日
本
の
全
て
の
秦
雪
地
帯
に
共
通
し
て
い
え

る
こ
と
で
も
あ
っ
た
｡

用
､
一
触
用
二
本
穐

｢
北
越
雪
譜
｣
　
に
も
'
｢
ソ
リ
と
い
う
も
の
雪
国

第
一
の
用
具
に
し
て
､
-
載
せ
る
も
の
に
よ
り
大
小

品
々
あ
れ
ど
も
-
｣
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'
ソ
リ

は
雪
国
に
お
け
る
唯
一
無
二
の
運
搬
用
具
で
あ
り
､

そ
の
使
途
や
目
的
に
よ
っ
て
大
き
さ
や
型
が
異
っ
て

い
た
｡

椅

N

H

u

2
-
日
H
S
H
i

長

　

沢

　

　

　

武

ま
ず
一
般
に
里
で
日
常
生
活
に
必
要
な
物
資
運
搬

用
に
各
家
庭
に
備
え
で
あ
っ
た
ソ
リ
で
あ
る
が
､
こ

の
ソ
リ
は
そ
れ
程
重
い
物
や
長
い
物
を
運
搬
す
る
必

要
も
な
い
の
で
､
長
さ
四
尺
(
一
二
〇
㌢
)
巾
は
ニ

尺
(
九
〇
≠
)
弱
､
重
さ
も
比
較
的
軽
く
な
る
よ
う

ソ
リ
本
体
の
厚
さ
も
大
き
さ
に
比
例
し
た
作
り
と
し

た
も
の
で
､
板
を
打
ち
つ
け
､
荷
台
が
常
時
取
り
付

け
ら
れ
て
い
る
の
が
特
長
で
あ
る
｡

材
と
し
て
は
､
滑
り
の
良
い
軽
い
材
を
使
う
の
が

普
通
で
あ
る
が
'
岐
阜
県
の
奥
飛
騨
と
呼
ば
れ
る
地

方
で
は
､
経
一
･
五
亮
-
ら
い
の
竹
に
穴
を
あ
け
､

こ
れ
を
三
〇
本
前
後
縫
い
逆
ら
ね
た
竹
ゾ
リ
を
使
っ

て
い
る
｡

㈲
､
材
木
運
搬
用
ソ
リ

雪
は
や
っ
か
い
な
物
で
あ
る
が
､
狩
猟
者
や
木
材

業
者
に
と
っ
て
は
誠
に
有
難
い
天
の
恵
み
で
あ
る
｡

道
も
無
い
山
奥
か
ら
直
径
敷
詰
も
あ
る
用
材
の
搬
出

も
雪
を
利
用
す
れ
ば
至
極
楽
で
あ
る
｡
明
治
十
四
年

十
二
月
､
東
本
願
寺
の
再
建
に
当
り
､
信
越
競
い
の

横
川
部
落
の
信
徒
衆
が
､
本
堂
の
柱
と
し
て
樺
の
四

尺
角
の
大
村
三
本
を
種
で
鳥
越
峠
を
引
き
上
げ
､
根

知
谷
を
下
し
､
姫
川
を
流
し
て
京
都
に
運
ん
だ
記
録

も
あ
る
｡

普
通
､
二
月
か
ら
三
月
に
な
り
､
頼
っ
た
雪
が
し

ま
っ
て
堅
-
な
る
と
'
秦
雪
地
帯
の
山
村
で
は
何
処

で
も
見
ら
れ
る
の
が
雪
を
利
用
し
て
の
材
木
の
搬
出

風
景
で
､
こ
れ
は
ま
た
山
村
の
大
切
な
現
金
収
入
の

源
泉
で
も
あ
っ
た
｡

こ
の
材
木
搬
出
用
橋
は
､
一
台
に
一
〇
〇
〇
㌔
㌘

く
ら
い
を
材
を
積
む
か
ら
､
そ
れ
だ
け
に
ガ
ッ
チ
リ

し
た
作
り
で
な
く
て
は
在
ら
な
い
｡
し
か
も
滑
り
が

よ
く
'
ね
ぼ
り
の
あ
る
材
質
が
要
求
さ
れ
る
｡
し
か

し
荷
を
下
し
空
に
在
っ
た
桟
を
再
び
山
上
ま
で
引
き

上
げ
る
苦
労
は
大
変
で
あ
る
か
ら
､
在
る
ペ
-
梅
本

体
の
重
量
は
軽
-
し
た
い
｡
こ
れ
ら
幾
つ
か
の
条
件

に
か
在
っ
た
も
の
と
し
て
棉
材
に
は
､
北
ア
ル
プ
ス

の
信
州
側
で
は
ミ
ネ
バ
リ
又
は
タ
カ
ヤ
マ
と
呼
ぶ
ヨ

グ
ソ
ミ
ネ
バ
リ
や
､
オ
ノ
オ
レ
が
最
高
と
さ
れ
､
そ

れ
に
次
ぐ
も
の
で
は
､
イ
タ
ヤ
と
呼
ぶ
イ
タ
ヤ
カ
エ

デ
､
ヤ
マ
サ
タ
ラ
と
一
般
に
呼
ん
で
い
る
オ
オ
ヤ
マ

ザ
タ
ラ
な
ど
が
あ
り
､
東
北
地
方
で
は
'
オ
ノ
レ
'

オ
ン
ノ
レ
な
ど
と
呼
ぶ
オ
ノ
オ
レ
　
(
ヨ
グ
ソ
ミ
ネ
バ

リ
の
仲
間
で
カ
バ
ノ
キ
科
)
を
最
高
と
し
'
次
い
で

は

ミ

ズ

ネ

､

ミ

ネ

パ

リ

､

タ

ン

デ

な

ど

い

ろ

〈

を

名
前
で
呼
ん
で
い
る
ミ
ズ
メ
と
い
う
オ
ノ
オ
レ
に
似

た
木
や
ハ
ナ
ナ
と
呼
ぶ
木
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
｡

ち
在
み
に
､
万
葉
集
に
も
歌
お
れ
て
い
､
当
時
朝

廷
へ
頁
物
と
し
て
全
国
か
ら
そ
れ
(
-
の
特
産
品
が

献
上
さ
れ
た
そ
の
中
の
､
信
州
を
ど
一
部
の
国
か
ら

の
買
物
に
梓
弓
が
あ
っ
た
が
へ
　
こ
の
弓
の
材
と
な
っ

た
樹
木
名
を
め
ぐ
っ
て
昔
か
ら
大
部
談
論
が
な
さ
れ

た
が
'
結
局
ヨ
グ
ッ
ミ
ネ
バ
リ
か
ミ
ズ
メ
で
あ
る
と

い
う
結
論
に
逢
し
た
｡
弓
も
横
と
同
じ
く
ネ
バ
リ
強

く
弾
力
の
あ
る
木
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
､

山
村
の
人
達
は
古
く
か
ら
そ
の
こ
と
を
生
活
の
知
恵

で
知
っ
て
い
た
訳
で
あ
る
｡

イ
`
二
本
ゾ
リ

木
材
搬
出
用
ソ
リ
は
､
一
般
に
は
二
本
ゾ
リ
と
呼

ぶ
普
通
型
の
ソ
リ
を
使
う
｡
北
ア
ル
プ
ス
の
信
州
側

で
は
､
モ
ッ
タ
と
呼
ぶ
台
が
前
後
二
箇
所
に
つ
い
た

ソ
リ
(
長
さ
一
･
七
品
-
ら
い
)
が
使
わ
れ
､
木
出

-

や

･

‡

●

し
極
と
い
い
福
島
県
耶
麻
郡
で
は
ヒ
ラ
ゾ
リ
又
は
ジ

ゾ
リ
(
地
種
)
と
い
っ
て
い
る
｡
岐
阜
県
央
飛
騨
で

は
､
こ
の
台
が
後
方
に
の
み
あ
り
､
前
方
は
単
に
杭

状
の
止
め
木
が
つ
い
て
い
る
だ
け
の
バ
ッ
チ
棍
(
良

さ
一
･
三
品
く
ら
い
)
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る
｡

木
材
搬
出
用
ソ
リ
の
附
属
品
と
し
て
は
､
肩
に
か

け
て
引
-
曳
き
絹
の
他
､
信
州
で
は
太
さ
手
首
く
ら

い
､
長
さ
二
品
-
ら
い
を
梶
棒
と
呼
ぶ
棒
を
前
の
セ

ー
タ
の
上
か
ら
後
の
セ
-
タ
の
下
へ
入
れ
て
縛
り
つ

け
る
｡
肩
へ
か
け
た
曳
綱
で
曳
-
他
､
こ
の
梶
棒
の

先
を
つ
か
ま
え
て
曳
き
'
雪
が
桟
に
こ
び
り
付
い
た

時
は
こ
の
棒
を
上
下
に
ゆ
す
っ
て
桟
を
動
か
し
た
り
､

左
右
の
梶
取
り
や
下
り
坂
で
は
制
動
用
に
も
使
う
｡

下
り
坂
が
急
を
場
合
は
､
人
力
だ
け
で
は
ど
う
に

も
を
ら
在
い
か
ら
制
動
具
を
使
う
｡
奥
飛
騨
地
方
で

は
長
さ
一
･
五
～
一
･
八
.
.
 
･
<
で
､
先
が
二
又
に
在
り

そ
こ
を
針
金
で
結
び
つ
け
た
ソ
リ
マ
タ
又
は
ハ
ヤ
リ

マ
タ
と
い
う
棒
を
使
い
､
下
り
坂
で
ソ
リ
が
は
や
る

時
そ
の
下
に
か
っ
て
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
の
で
あ
る
｡

長
野
県
の
南
北
安
曇
地
方
で
ぼ
こ
の
よ
う
な
棒
は

使
わ
ず
､
シ
ビ
レ
又
は
ワ
ッ
ク
と
呼
ぶ
､
藤
蔓
ま
た

は
針
金
で
径
二
十
亭
ぐ
ら
い
の
輪
を
作
っ
て
お
き
､

急
を
下
り
坂
で
は
こ
れ
を
ソ
リ
の
左
右
の
ハ
ナ
か
ら

入
れ
て
や
る
と
､
こ
の
輪
は
モ
ッ
タ
の
部
分
で
止
り

ブ
レ
ー
キ
が
か
､
る
｡
一
つ
の
輪
で
は
ス
ピ
ー
ド
が

過
ぎ
る
場
合
は
､
二
つ
三
つ
と
入
れ
て
や
り
､
不
用

を
場
所
に
来
る
と
こ
れ
を
抜
き
取
っ
て
ソ
リ
に
乗
せ

る
｡
全
く
合
理
的
な
制
動
具
で
あ
る
｡

口
へ
一
本
ゾ
リ

山
村
の
暮
し
の
中
に
は
､
先
人
達
が
考
え
出
し
た

生
活
の
知
恵
の
巧
妙
さ
に
`
時
々
ハ
ッ
と
篤
く
こ
と

が
あ
る
｡
こ
の
一
本
樋
も
そ
の
一
つ
で
､
三
十
度
近

い
急
斜
面
を
､
五
品
も
あ
る
良
材
を
一
-
一
･
五
ト
ン

も
積
み
､
巧
み
に
操
作
し
て
下
る
搬
出
技
術
を
見
る

時
､
よ
-
も
ま
あ
考
え
出
し
た
も
の
だ
と
つ
く
づ
く
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一本槍(反対にして天日に干しているところ)

鰭物博と山

感
心
さ
せ
ら
れ
る
｡

一
本
種
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
長
野
県
小
谷

地
方
な
ど
で
'
こ
の
種
が
使
お
れ
る
地
域
は
山
と
谷

ば
か
り
の
山
峡
の
地
が
多
-
'
一
本
ゾ
リ
の
場
合
げ

そ
の
性
質
上
､
平
地
よ
り
も
急
傾
斜
地
の
方
が
具
合

が
よ
い
の
で
あ
る
｡
二
本
ゾ
リ
は
急
傾
斜
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
､
ど
う
し
て
も
二
鳥
巾
ぐ
ら
い
の
水
平
を

横
道
を
作
ら
な
い
と
使
え
な
い
が
､
一
本
ゾ
リ
の
場

合
は
水
平
な
極
道
は
全
く
必
要
な
-
'
傾
斜
が
あ
る

権
力
が
不
必
要
で
具
合
が
い
い
か
ら
面
白
い
｡

ま
ず
種
の
構
造
で
あ
る
が
'
一
本
ゾ
リ
と
い
う
よ

う
に
種
は
一
本
だ
け
で
､
ご
の
上
に
荷
物
を
積
み
バ

ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
滑
ら
せ
る
も
の
で
､
そ
の
操

作
方
法
は
二
本
樽
と
全
-
契
り
､
現
在
の
ア
ル
ペ
ン

ス
キ
ー
術
の
構
滑
り
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
同
じ
で
あ
る
｡

ソ
リ
本
体
は
一
本
で
あ
る
か
ら
標
の
巾
は
二
本
種

の
場
合
の
一
三
.
.
･
前
後
に
比
べ
ず
っ
と
広
-
二
〇
-

三
三
㌔
･
も
あ
る
の
が
一
つ
の
特
長
で
あ
る
｡

二
つ
目
の
特
長
と
し
て
は
､
二
本
種
の
モ
ッ
タ
に

当
る
部
分
が
こ
ち
ら
は
反
対
に
四
部
と
な
っ
て
い
､

こ
,
に
刺
し
手
と
呼
ぶ
直
角
に
な
っ
た
腕
木
を
前
後

二
ヶ
所
に
取
り
付
け
る
こ
と
で
'
こ
の
刺
し
手
は
積

荷
の
全
重
量
が
こ
,
に
か
､
る
の
で
､
自
然
木
を
利

用
し
た
丈
夫
を
も
の
が
必
要
と
在
る
｡
腕
木
は
操
作

人
が
握
る
方
は
一
･
九
-
二
･
四
品
と
長
-
､
反
対

側
は
〇
･
九
-
一
二
鳥
で
あ
る
｡

材
と
し
て
は
態
本
体
は
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
か
タ
カ
ヤ

マ
(
オ
ノ
オ
レ
か
ミ
ズ
メ
)
と
呼
ば
れ
る
ね
ぼ
り
の

あ
る
木
が
､
又
腕
木
に
は
ナ
ラ
な
ど
堅
木
が
用
い
ら

れ
た
が
'
一
本
梅
の
場
合
土
塀
で
荷
を
下
す
と
山
の

上
の
荷
板
場
へ
は
人
の
背
で
背
負
い
上
げ
る
訳
で
､

急
斜
面
を
背
負
い
上
げ
る
労
力
は
大
変
な
の
で
'
最

近
で
は
軽
い
材
を
選
び
'
種
に
は
カ
ワ
ク
リ
(
サ
ワ

ク
ル
ミ
)
や
シ
ナ
の
木
を
使
い
'
底
に
ト
タ
ン
板
を

張
り
腕
木
に
け
ホ
ウ
ノ
キ
を
使
う
者
が
多
-
な
っ
た
｡

ソ
リ
の
操
作
は
､
急
斜
面
で
は
ソ
リ
を
樵
に
し
た

ま
＼
　
ソ
リ
底
面
の
エ
ッ
ジ
ン
グ
操
作
で
下
り
'
緩

斜
面
や
平
地
で
は
縦
に
操
作
し
て
ソ
リ
を
進
ま
せ
る

も
の
で
､
ス
キ
ー
操
作
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
全
-
同
じ

で
あ
る
の
が
､
こ
の
ソ
リ
の
特
長
で
あ
る
｡

㈲
､
馬
檎

雪
国
で
の
荷
物
の
長
距
離
輸
送
は
馬
種
と
ポ
ッ
カ

の
背
中
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
｡
大
町
以
北
は
明
治
の

中
頃
県
道
が
開
通
す
る
と
､
ポ
ッ
カ
は
次
第
に
影
を

ひ
そ
め
､
馬
桟
に
よ
る
輸
送
が
中
心
に
な
っ
て
行
っ

た
｡
昭
和
の
始
め
､
国
鉄
大
糸
南
線
が
開
業
し
て
も

駅
か
ら
の
配
達
荷
物
や
発
送
の
為
の
荷
物
の
運
搬
に

馬
橋
の
利
用
は
多
く
､
各
ム
ラ
に
は
運
送
曳
き
と
呼

ば
れ
る
荷
馬
車
業
者
が
数
人
い
て
､
雪
が
降
る
と
馬

車
を
馬
橋
に
切
り
替
え
て
営
業
が
行
な
わ
れ
た
｡

し
か
し
大
雪
が
降
る
と
馬
横
も
通
行
不
能
と
な
る
｡

ニ
ー
三
日
し
て
雪
が
落
着
く
と
ま
ず
空
横
を
引
か
せ

て
構
造
を
作
り
､
そ
れ
か
ら
後
で
な
い
と
荷
物
は
韻

け
ら
れ
な
い
｡
こ
ん
な
新
道
の
日
は
馬
も
藁
強
を
履

い
て
も
も
ぐ
り
へ
そ
の
跡
が
落
し
穴
の
よ
う
に
在
る

の
で
､
夜
道
を
帰
る
人
は
良
-
こ
の
穴
に
落
ち
難
儀

を
し
た
も
の
で
あ
る
｡

馬
桟
は
底
面
に
鉄
板
を
打
っ
た
大
型
横
に
梶
棒
を

付
け
た
も
の
で
､
荷
物
運
搬
用
の
も
の
け
荷
台
が
つ

け
で
あ
る
簡
単
を
も
の
で
あ
っ
た
が
'
旅
客
用
の
も

の
は
箱
型
で
屋
根
も
あ
り
､
馬
に
は
鈴
を
つ
け
て
飾

り
も
し
て
あ
っ
た
と
い
う
が
､
今
で
は
そ
れ
を
知
っ

て
い
る
人
は
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

三
､
遊
具

用
､
子
供
用
ソ
リ

雪
国
の
子
供
の
屋
外
で
の
遊
び
用
具
と
し
て
は
､

昔
は
横
が
本
命
で
､
一
般
的
に
は
二
本
横
の
長
さ
六

五
-
七
〇
七
㌢
巾
四
〇
セ
ナ
,
-
ら
い
な
小
さ
な
も
の
の

上
に
板
を
打
ち
つ
け
た
も
の
で
､
こ
れ
を
坂
の
上
に

引
き
上
げ
､
一
人
か
二
人
が
乗
っ
て
滑
っ
て
遊
ぶ
程

度
の
も
の
で
あ
っ
た
｡

中
に
は
こ
の
種
の
先
に
､
さ
ら
に
長
さ
二
五
七
㌧
く

ら
い
を
小
さ
な
横
取
り
用
の
横
を
つ
け
て
､
こ
の
種

を
足
で
操
作
し
て
滑
り
､
方
向
を
変
え
る
仕
組
み
の

も
の
も
あ
っ
た
｡
奥
飛
騨
で
は
竹
種
の
小
型
な
も
の

が
よ
く
利
用
さ
れ
た
｡

働
､
木
出
し
ソ
リ
の
利
用

三
月
に
な
り
､
雪
面
一
面
が
ク
ラ
ス
ト
し
て
堅
-

し
ま
っ
て
-
る
と
､
小
学
校
高
学
年
の
児
童
や
高
等

科
生
は
'
木
出
し
用
の
大
型
棟
に
洗
濯
用
.
の
張
り
板

を
縛
り
つ
け
､
坂
の
上
ま
で
大
勢
で
引
き
上
げ
'
一

五
人
以
上
も
こ
れ
に
乗
り
赦
百
.
.
 
･
=
を
滑
り
下
る
豪
快

を
遊
び
を
す
る
腕
白
少
年
が
多
か
っ
た
｡

大
正
時
代
ま
で
は
こ
ん
な
､
遊
び
し
か
な
か
っ
た

よ
う
で
､
ソ
リ
乗
り
が
学
校
の
冬
の
体
育
に
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
た
｡
大
正
十
年
三
旦
二
日
の
神
城
小
学

校
の
学
校
日
誌
に
も
｢
午
前
中
全
校
児
童
及
補
習
科

生
徒
に
桟
乗
遊
戯
を
行
し
む
｣
と
あ
る
｡

訓
へ
　
ス
ノ
ー
ス
ケ
ー
ト

長
さ
二
五
七
+
･
巾
五
㌔
′
-
ら
い
を
木
製
の
ス
ケ
ー
ト

ま
が
り
の
も
の
を
作
り
､
こ
れ
を
紐
で
靴
に
繰
り
つ

け
て
坂
道
を
滑
る
遊
び
も
あ
っ
た
｡

㈲
､
ス
キ
ー

ス
キ
ー
術
が
日
本
に
伝
っ
た
の
は
明
治
四
四
年
､

オ
ー
ス
ト
リ
ー
の
レ
ル
ヒ
少
佐
に
よ
っ
て
で
あ
る
｡

翌
年
か
ら
各
地
で
講
習
会
が
開
か
れ
た
が
､
初
め
の

中
は
現
在
の
ゴ
ル
フ
の
よ
う
な
も
の
で
､
庶
民
に
ま

で
は
浸
透
し
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
ス
キ
ー
は
高
価
な

も
の
で
､
軍
隊
や
一
部
の
知
識
人
の
間
で
の
み
楽
し

ま
れ
て
い
た
程
度
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
長
い
冬
を

雪
の
中
で
過
す
雪
国
の
子
供
達
に
､
何
か
よ
い
遊
具

は
な
い
か
と
研
究
し
て
い
た
先
生
達
の
､
技
術
の
習

得
と
努
力
に
よ
っ
て
､
大
正
十
年
前
後
か
ら
北
ア
ル

プ
ス
地
方
に
も
子
供
達
の
間
に
広
ま
っ
て
行
っ
た
｡

こ
の
ス
キ
ー
は
北
欧
式
の
も
の
で
､
初
め
の
中
は

二
本
の
ス
キ
ー
と
一
本
杖
で
あ
っ
た
が
､
ま
も
な
-

二
本
杖
の
技
術
が
導
入
さ
れ
､
普
及
し
て
行
っ
た
｡

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
雪
中
滑
走
具
は
日
本
に
は

左
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
例
の
明
治
四
四
年
､
高
田

連
隊
に
レ
ル
と
が
ス
キ
ー
指
導
に
来
る
と
い
う
連
絡

を
受
け
た
長
岡
師
団
長
と
堀
内
連
隊
長
は
､
｢
こ
ん

な
も
の
　
(
ス
キ
ー
)
位
､
外
国
人
に
教
え
を
受
け
な

く
と
も
日
本
古
来
の
雪
具
を
集
め
て
ス
キ
ー
と
対
抗

し
､
逆
に
日
本
の
雪
具
の
良
さ
を
示
し
て
や
ろ
う
｣

と
'
全
国
か
ら
一
七
種
類
も
の
雪
具
を
集
め
た
と
い

う
が
そ
れ
は
ど
ん
を
も
の
た
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

私
は
近
年
小
谷
村
栂
池
の
深
沢
憲
治
(
明
治
三
九

年
生
)
さ
ん
か
ら
､
｢
私
の
小
学
校
六
年
頃
(
大
正

六
年
)
学
校
に
は
今
の
一
本
桟
の
よ
う
な
長
さ
二
･

七
浩
､
巾
三
〇
享
､
厚
さ
三
幸
く
ら
い
で
縛
具
の
所

は
両
端
に
カ
ス
ガ
イ
の
よ
う
な
金
具
が
打
っ
て
あ
る

ス
キ
ー
が
六
台
あ
り
､
冬
に
な
る
と
新
潟
県
か
ら
荒

川
と
い
う
先
生
が
赦
年
間
指
導
に
来
､
体
操
の
時
間

に
滑
り
方
の
指
導
が
あ
っ
た
｣
と
い
う
話
を
聞
き
非

常
に
興
味
を
持
っ
た
が
､
こ
の
一
本
ス
キ
ー
は
ど
こ

の
地
方
の
も
の
か
'
又
外
国
の
ス
キ
ー
を
真
似
て
考

案
し
た
も
の
か
是
非
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
｡

大
正
十
年
代
か
ら
昭
和
二
十
年
代
ま
で
の
子
供
達

の
ス
キ
ー
は
､
普
及
し
た
と
は
い
っ
て
も
各
人
が
所

有
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
｡
ス
キ
ー
を
持

っ
て
い
る
一
部
の
子
供
達
も
､
そ
の
大
半
は
地
元
製

の
も
の
で
､
そ
の
頃
､
各
地
に
は
ス
キ
ー
大
工
と
呼

ば
れ
る
人
が
い
て
､
市
販
の
ス
キ
ー
を
真
似
て
手
作

り
を
し
て
い
た
｡
材
と
し
て
は
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
､
ヨ

グ
ッ
ミ
ネ
バ
リ
､
ヤ
マ
サ
ク
ラ
､
エ
ン
ジ
ユ
が
良
い

と
さ
れ
､
先
端
の
曲
げ
方
に
は
湯
で
て
曲
る
法
と
､

油
を
ぬ
っ
て
火
に
あ
ぶ
る
法
の
二
つ
の
方
法
が
あ
っ

た
か
'
ど
ち
ら
も
月
日
が
た
つ
と
次
第
に
伸
び
て
-

る
欠
点
が
あ
っ
た
｡

此
の
頃
は
革
の
ス
キ
ー
靴
も
左
-
､
皆
藁
沓
か
ゴ

ム
長
靴
に
麻
紐
で
繰
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
｡

(
白
馬
村
役
場
･
山
博
調
査
員
)
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大町東の火山の形をした山々

大町市役所前の大嶋型の巨岩　撮影　丸山隆士

舵物情と山

郷
士
の
生
い
立
ち
を
考
え
る
　
㈲

平

　

林

　

照

　

雄

三
､
東
山
が
海
で
あ
っ
た
頃

信
州
の
よ
う
を
山
国
に
も
海
と
緑
の
あ
る
話
が
よ

-
残
っ
て
お
り
ま
す
｡
も
ち
ろ
ん
人
の
住
ん
で
い
な

か
っ
た
地
質
時
代
の
大
昔
の
こ
と
で
す
が
'
伝
説
と

科
学
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
っ
て
し
ま
え
な
い
妙
味
の
あ

る
問
題
で
す
｡
現
在
で
け
想
像
も
つ
か
な
い
過
去
の

歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る
の
も
楽
し
み
で
す
｡

西
山
(
飛
騨
山
脈
)
が
陸
地
や
山
地
に
な
っ
て
か

ら
も
､
東
山
の
地
域
(
フ
ォ
ッ
サ
･
マ
グ
ナ
)
は
ま

だ
海
の
時
代
で
､
日
本
海
側
か
ら
大
き
を
入
り
海
が

長
野
県
の
中
北
部
に
食
い
込
ん
で
お
り
ま
し
た
｡
こ

の
浅
い
海
へ
周
囲
の
山
地
か
ら
砂
礫
が
運
び
込
ま
れ

て
'
海
底
に
厚
い
地
層
を
接
穂
し
ま
し
た
｡
こ
の
砂

礫
を
供
給
し
た
山
地
は
主
と
し
て
西
山
で
し
た
｡
今

か
ら
二
五
〇
〇
万
年
前
か
ら
二
〇
〇
万
年
前
ま
で
(

中
新
世
か
ら
鮮
新
世
)
　
の
間
の
で
き
ご
と
で
､
地
層

全
体
の
厚
さ
は
赦
千
m
に
達
し
ま
し
た
｡
こ
の
中
に

は
当
時
の
海
に
住
ん
で
い
た
鯨
や
魚
や
貝
の
化
石
が

た
-
さ
ん
は
さ
み
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
｡
こ
の
厚
い

地
層
比
古
い
方
か
ら
順
に
'
守
屋
､
内
村
､
別
所
､

_
し
が
･
b
｡
〃

青
木
､
小
川
､
柵
､
猿
丸
の
七
累
層
に
分
け
ら
れ
て

お
り
ま
す
｡
大
町
地
方
の
東
山
は
猿
丸
累
層
に
当
た

り
ま
す
｡
フ
ォ
ッ
サ
･
マ
ブ
ナ
の
海
に
堆
積
し
た
地

層
は
'
南
か
ら
北
へ
行
く
ほ
ど
新
し
い
も
の
に
な
り
､

海
岸
線
は
徐
々
に
北
方
へ
後
退
し
､
陸
地
は
南
か
ら

北
へ
と
ふ
え
て
い
き
ま
し
た
｡

フ
ォ
ッ
サ
･
マ
グ
ナ
の
海
が
最
後
ま
で
残
っ
た
の

が
長
野
市
方
面
と
大
北
地
方
の
入
江
で
す
｡
大
北
地

方
の
湾
入
は
少
な
く
も
明
科
付
近
ま
で
食
い
込
ん
で

お
り
､
こ
こ
に
堆
積
し
た
地
層
が
大
崎
累
層
で
す
｡

大
崎
累
層
の
堆
積
物
は
西
山
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
砂

礫
と
､
堆
積
時
に
噴
火
し
た
大
崎
型
石
英
安
山
岩
の

火
山
噴
出
物
で
す
｡
礫
の
種
類
を
調
べ
て
み
る
と
､

現
在
の
高
瀬
川
の
河
床
礫
と
似
て
お
り
へ
花
崗
岩
類

が
主
体
で
す
｡
し
か
し
､
現
在
の
河
床
礫
よ
り
古
生

層
や
中
生
層
の
硬
砂
岩
や
粘
板
岩
や
チ
ャ
ー
ト
が
多

-
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
｡
こ
れ
は
当
時
の
西
山
に
堆

積
岩
が
か
な
り
残
っ
て
い
た
か
'
供
給
源
の
主
体
が

南
西
方
向
に
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡

大
境
累
層
の
下
部
の
方
の
広
澤
の
中
ノ
貝
や
日
野

に
は
､
二
枚
貝
の
う
ち
の
特
に
カ
キ
貝
の
化
石
が
多

量
に
含
ま
れ
て
お
り
､
堆
積
時
は
海
域
で
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
お
れ
ま
す
｡
し
か
し
､
上
部
の
社
地
域

で
は
淡
水
性
の
ヌ
マ
貝
や
メ
タ
セ
コ
イ
ア
の
球
某
や

甲
虫
の
羽
の
化
石
が
含
ま
れ
て
お
り
､
内
陸
化
し
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
｡

フ
ォ
ッ
サ
･
マ
グ
ナ
に
堆
積
し
た
地
層
は
そ
の
後

′

し

ゅ

.

｢

′

の
地
殻
変
動
で
楷
曲
や
断
層
が
で
き
へ
火
成
岩
に
買

入
さ
れ
た
り
､
新
し
い
火
山
に
お
お
わ
れ
で
､
現
在

見
る
よ
う
な
中
北
信
の
山
地
に
な
っ
た
わ
け
で
す
｡

松
本
盆
地
が
で
き
た
の
は
'
す
っ
か
り
内
陸
に
な
っ

て
か
ら
後
の
新
し
い
時
代
で
す
　
(
洪
積
世
)
｡

四
､
大
峰
山
列
は
な
ぜ
火
山
と
い
え
な
い
か

昨
年
の
十
月
二
十
八
日
未
明
､
御
岳
火
山
が
有

史
以
来
と
い
わ
れ
る
噴
火
を
し
ま
し
た
の
で
､
最

近
は
地
震
の
話
題
に
加
え
て
､
火
山
へ
の
関
心
が

高
ま
っ
て
お
り
ま
す
｡

大
町
市
の
東
側
に
は
大
崎
､
南
鷹
狩
山
'
鷹
狩

山
､
邁
枚
寺
山
及
び
権
現
山
を
ど
の
一
〇
〇
〇
m

を
越
え
る
火
山
の
形
を
し
た
峰
(
火
山
形
態
)
が

山
列
を
つ
-
り
'
姫
川
中
流
ま
で
続
い
て
お
り
ま

す
｡
こ
の
山
列
は
か
つ
て
は
大
崎
火
山
地
区
と
呼

ば
れ
､
大
崎
累
層
を
基
盤
に
し
て
噴
出
し
た
新
し

い
火
山
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
｡
も
し
そ
う

だ
と
す
れ
ば
､
大
峰
山
な
ど
も
御
岳
の
二
の
舞
に

な
ら
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
｡
た
し
か
に
こ
れ
ら

の
峰
は
形
は
溶
岩
台
地
や
鐘
状
火
山
や
円
錐
火
山

に
似
て
お
り
､
火
山
の
岩
で
で
き
て
お
り
ま
す
｡

火
山
の
形
を
し
て
い
て
火
山
の
岩
で
で
き
て
お
れ

ば
火
山
と
す
る
の
は
当
然
で
す
｡

大
峰
山
列
の
火
山
岩
を
大
崎
型
石
英
安
山
岩
と

呼
び
､
暗
灰
色
の
粗
雑
を
感
じ
で
､
他
の
岩
石
片

を
混
じ
え
で
い
た
り
､
レ
ン
ズ
状
の
黒
や
白
の
物
質

を
含
ん
で
お
り
ま
す
｡
こ
の
特
徴
の
あ
る
岩
相
が
大

町
地
方
で
は
､
庭
石
と
し
て
珍
重
さ
れ
､
よ
く
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
｡
溶
岩
の
よ
う
に
堅
そ
う
に
見
え
ま

す
が
､
そ
の
大
部
分
は
高
熱
の
火
山
灰
が
団
結
し
て

で
き
た
も
の
か
(
落
籍
凝
灰
岩
)
､
こ
れ
に
伴
っ
て

堆
積
し
た
凝
灰
岩
で
す
｡

地
層
の
重
な
り
方
を
よ
-
調
べ
て
み
る
と
､
大
崎

型
石
英
安
山
岩
が
大
崎
累
層
を
貫
い
て
い
る
事
実
は

を
い
の
で
す
｡
大
崎
累
層
の
礫
や
砂
や
泥
で
で
き
た

地
層
の
間
に
大
崎
型
石
英
安
山
岩
が
は
さ
ま
れ
て
い

る
の
で
す
｡
基
盤
と
思
っ
て
い
た
大
崎
累
層
の
堆
積

時
に
噴
出
し
た
古
い
火
山
堆
積
物
だ
っ
た
わ
け
で
す
｡

地
質
時
代
の
当
初
か
ら
火
山
活
動
は
あ
り
ま
し
た

が
､
あ
る
時
代
よ
り
古
い
も
の
(
第
三
紀
以
前
)
は

火
山
と
し
て
は
扱
わ
ず
､
堆
積
岩
と
共
に
地
層
の
一

部
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
｡
現
在
火
山
と
呼
ば

れ
て
い
る
山
々
は
古
い
地
層
を
貫
い
て
噴
出
し
て
い

大
崎
累
層
は
堆
積
後
､
地
殻
変
動
で
東
へ
三
〇
度

ほ
ど
傾
斜
し
'
侵
食
作
用
の
結
果
､
中
に
は
さ
ま
れ

て
い
る
大
崎
型
石
英
安
山
岩
の
堅
い
部
分
が
峰
と
し

て
残
り
　
(
差
別
侵
食
)
､
火
山
の
形
に
偶
然
な
っ
た

の
で
す
｡
大
崎
や
鷹
狩
山
は
西
の
方
か
ら
見
る
と
'

火
山
の
形
を
し
て
お
り
ま
す
が
'
南
や
北
の
方
か
ら

見
る
と
形
は
全
く
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
｡

な
お
､
大
崎
型
石
英
安
山
岩
は
古
地
磁
気
の
測
定

か
ら
も
､
古
い
時
代
(
鮮
新
世
猿
丸
期
)
　
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
あ
が
っ
て
お
り
ま
す
｡
大
町
市
役
所
の

玄
関
前
に
は
大
晦
型
石
英
安
山
岩
の
溶
結
凝
灰
岩
が

据
え
ら
れ
で
あ
り
'
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
｡

(
梓
川
高
等
寧
校
長
)
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