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エ
ッ
セ
イ
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盛
丘 

由
樹
年 

 

今
回
は
次
の
複
数
の
エ
ッ
セ
イ
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
中
に
は
エ
ッ
セ
イ
と
い
え
な
い
も
の
が
含
ま
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。 

・
戦
争
遺
跡
探
訪
（
17
） 

・
カ
タ
カ
ナ
用
語
集 

番
外
編 

・
地
球
の
回
り
方 

  

戦
争
遺
跡
探
訪
（
17
） 

ま
た
ま
た
、
先
の
戦
争
に
関
す
る
遺
跡
の
い
く
つ
か
を
探
訪

し
て
み
た
。
今
回
は
次
の
４
か
所
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
。 

①
衣
笠
高

角
砲
台

跡
（

神
奈
川
県

横
須
賀

市
）

2
0
2
2/
6
/5
,
16 

衣
笠
砲
台
は
、
Ｊ
Ｒ
衣
笠
駅
か
ら
南
西
方
向
１
ｋ
ｍ
ほ
ど
に

位
置
す
る
山
（
正
式
な
名
前
は
不
明
）
の
上
に
あ
っ
た
と
い
う
。 

 戦
時
中
、
横
須
賀
周
辺
を
空
襲
か
ら
守
る
た
め
の
拠
点
の
一
つ

と
し
て
造
ら
れ
た
。
そ
の
跡
が
深
い
藪
の
中
に
残
っ
て
い
る
と

い
う
。
探
訪
し
た
先
人
た
ち
が
ネ
ッ
ト
上
に
報
告
し
て
お
り
、

そ
れ
を
み
る
と
、
陣
地
全
体
の
形
を
と
ど
め
た
遺
跡
の
一
つ
で

あ
り
、
興
味
深
い
。
山
頂
付
近
に
あ
っ
て
、
雑
木
林
の
中
で
荒

れ
果
て
た
状
態
だ
け
れ
ど
、
砲
台
跡
や
弾
薬
庫
、
指
令
所
や
兵

隊
た
ち
の
待
機
所
な
ど
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
が
い
く
つ
か

残
っ
て
い
る
こ
と
が
、
画
像
で
示
さ
れ
て
い
た
。 

私
は
２
０
２
２
年
６
月
の
暑
い
日
に
行
っ
て
み
た
。
衣
笠
の

住
宅
街
を
通
り
抜
け
た
が
、
山
へ
の
登
り
口
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、

迷
っ
た
。
古
い
地
図
に
は
な
い
立
派
な
道
路
（
横
須
賀
街
道
の

バ
イ
パ
ス
？
）
が
で
き
て
お
り
、
私
は
そ
れ
を
有
料
自
動
車
道

の
横
浜
横
須
賀
道
路
と
誤
認
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
大
き
く

迂
回
す
る
羽
目
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
私
が
、
地
元
の
何
人
か

の
高
齢
者
に
あ
た
っ
て
聞
い
て
み
る
と
、
彼
ら
は
砲
台
跡
を
知

っ
て
い
た
。
「
あ
の
辺
だ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。 

よ
う
や
く
山
の
ふ
も
と
に
来
る
と
、
ま
ず
、
道
沿
い
の
畑
の

中
に
、
兵
舎
が
あ
っ
た
と
い
う
場
所
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
遺
構
の

い
く
つ
か
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
存
在
も
私
は
事

前
に
知
っ
て
い
た
。
こ
の
先
、
期
待
で
き
そ
う
だ
っ
た
。 
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た
だ
し
「
あ
の
辺
だ
」
と
言
わ
れ
て
も
、
道
し
る
べ
は
な
い

か
ら
、
山
へ
入
る
分
岐
点
を
見
つ
け
る
の
は
意
外
と
難
し
か
っ

た
。
横
浜
横
須
賀
道
路
を
渡
る
大
畑
橋
の
手
前
で
、
山
に
通
じ

て
い
る
ら
し
い
細
い
道
を
見
つ
け
た
。
こ
こ
ま
で
は
、
比
較
的

幅
の
広
い
道
（
そ
の
昔
、
軍
用
道
と
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
）

だ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
山
の
ふ
も
と
を
回
り
込
む
よ
う
に
細
い

道
に
入
っ
て
ゆ
く
。
細
い
な
が
ら
も
、
確
か
な
踏
み
跡
が
あ
っ

た
。 し

か
し
、
し
ば
ら
く
し
て
倒
木
に
行
き
当
た
っ
た
。
そ
れ
が

数
本
で
は
な
く
、
斜
面
の
上
か
ら
何
本
も
倒
れ
て
い
て
、
完
全

に
道
を
ふ
さ
い
で
い
た
。
先
年
の
台
風
で
な
ぎ
倒
さ
れ
た
も
の

ら
し
い
。
私
は
か
が
み
こ
ん
で
倒
木
を
す
り
抜
け
た
り
、
ま
た

い
だ
り
し
て
進
ん
だ
が
、
地
面
は
ぬ
か
る
み
状
態
で
、
私
は
登

山
靴
を
履
い
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
歩
く
の
が
困
難
に
な

っ
て
き
た
。
ズ
ボ
ン
は
泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
た
。
倒
木
の
隙

間
か
ら
先
を
見
る
と
、
「
ん
？ 

道
が
な
い
！
」 

ヤ
ブ
が
生
い
茂
る
ば
か
り
で
、
踏
み
跡
が
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
こ
の
数
年
の
間
、
先
を
行
く
人
が
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
他
の
探
訪
者
も
こ
こ
で
断
念
し
て
引

き
返
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
倒
木
帯
を
抜
け
た
と
し
て
も
、
道

な
き
道
を
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
深
い
笹
ヤ
ブ
を
こ
ぎ
な

が
ら
進
ん
で
、
目
的
地
に
た
ど
り
着
け
な
い
危
険
も
あ
り
、
私

も
断
念
し
た
。 

走
破
す
る
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
草
木
が
枯
れ
る

冬
に
来
る
こ
と
だ
っ
た
。
今
（
２
０
２
３
年
３
月
）
、
そ
の
冬

が
過
ぎ
て
、
も
う
春
が
来
て
い
た
。
い
つ
行
け
る
こ
と
や
ら
、

わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。 

実
は
道
に
迷
っ
た
り
し
て
、
衣
笠
に
今
ま
で
私
は
２
回
も
行

っ
た
。
他
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
ル
ー
ト
を
探
し
て
、
衣
笠
城
址

衣笠高角砲台の部隊がふもとに設営

したという兵舎の遺構。 

これは水をためていたものだろう。 
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周
辺
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
と
、
ほ
ん
と
の
不
審
者
と
し
て
ま
ち

が
わ
れ
た
か
ら
、
苦
い
経
験
と
な
っ
た
。
私
有
地
に
入
っ
て
し

ま
っ
た
私
が
悪
い
。
で
も
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
、
も
う
一
度
行

っ
て
み
た
い
。 

 

②
横
浜
海
軍
航
空
隊
跡
（
神
奈
川
県
横
浜
市
金
沢
区
）

2
0
2
3/
3
/2

0 

戦
前
、
横
浜
海
軍
航
空
隊
は
、
飛
行
艇
部
隊
と
し
て
編
成
さ

れ
た
。
飛
行
艇
は
滑
走
路
を
必
要
と
せ
ず
、
水
面
を
走
っ
て
離

着
陸
で
き
る
か
ら
、
便
利
だ
っ
た
。
偵
察
や
哨
戒
の
た
め
に
、

南
洋
方
面
で
の
任
務
に
あ
た
っ
た
。
物
資
の
輸
送
用
に
も
転
用

さ
れ
た
。 

そ
の
機
種
と
し
て
九
式
式
飛
行
艇
、
二
式
飛
行
艇
（
二
式
大

艇
）
と
い
わ
れ
る
４
発
の
エ
ン
ジ
ン
を
備
え
た
大
型
の
飛
行
艇

が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
４
０
０
機
ほ
ど
作
ら
れ
た
と
い
う
が
、

終
戦
時
に
は
、
こ
こ
で
稼
働
可
能
な
も
の
は
３
機
だ
け
に
な
っ

て
い
と
い
う
。
水
上
用
と
し
て
は
、
ほ
か
に
、
車
輪
の
代
わ
り

に
大
き
な
フ
ロ
ー
ト
を
付
け
た
単
発
エ
ン
ジ
ン
の
水
上
戦
闘
機

が
あ
っ
た
。 

戦
後
、
二
式
飛
行
艇
の
後
継
機
が
求
め
ら
れ
、
日
本
の
航
空

機
製
造
に
関
係
し
て
き
た
数
社
（
生
き
残
り
的
な
企
業
）
が
協

力
し
、
新
明
和
工
業
株
式
会
社
が
中
心
と
な
っ
て
、
海
上
自
衛

隊
用
に
機
体
を
開
発
を
し
て
き
た
。
対
潜
哨
戒
機
と
し
て
Ｐ
Ｓ

‐

１
、
救
難
飛
行
艇
と
し
て
、
水
陸
両
用
（
水
面
に
も
陸
上
の

滑
走
路
に
も
離
着
陸
で
き
る
）
の
Ｕ
Ｓ‐

１
Ａ
や
Ｕ
Ｓ‐

２
を

開
発
し
た
。
時
に
は
事
故
も
経
験
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
改
良

が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
今
で
も
Ｕ
Ｓ‐

２
が
現
役
と
し
て
飛
行

し
て
い
る
。 

大
型
の
飛
行
艇
は
、
日
本
の
航
空
産
業
の
数
少
な
い
誇
る
べ

き
技
術
の
一
つ
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
軍
事
以
外
の
用
途

も
考
え
ら
れ
、
世
界
的
に
需
要
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
他
国

か
ら
の
引
き
合
い
が
あ
る
け
れ
ど
、
コ
ス
ト
が
高
い
な
ど
の
事

情
が
あ
っ
て
受
注
に
は
至
っ
て
い
な
い
。 

さ
て
３
月
２
０
日
（
月
）
サ
ク
ラ
の
た
よ
り
が
聞
こ
え
て
き

て
き
た
時
節
、
咲
き
始
め
の
花
見
を
兼
ね
て
、
そ
の
基
地
跡
が

あ
る
と
い
う
三
浦
半
島
の
富
岡

と
み
お
か

に
行
っ
て
み
た
。
横
須
賀
方
面

だ
け
で
な
く
、
根
岸
湾
の
周
辺
に
も
軍
事
基
地
や
軍
事
工
場
が

あ
っ
た
わ
け
だ
。 

私
は
横
浜
に
出
て
、
横
浜
駅
か
ら
京
急
に
乗
り
、
京
急
富
岡

駅
で
降
り
た
。
駅
か
ら
富
岡
八
幡
公
園
を
通
っ
て
、
目
的
の
「
県

警
第
一
機
動
隊
」
を
目
指
す
。
富
岡
八
幡
宮
へ
行
く
案
内
に
従

っ
て
、
歩
い
て
ゆ
く
。
こ
の
際
、
富
岡
八
幡
宮
に
寄
っ
て
拝
観

す
る
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
神
社
で
は
な
い
に
し
て
も
、
鎌
倉
の
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鶴
岡
八
幡
宮
と
ペ
ア
で
創
建
さ
れ
た
と
い
う
神
社
で
あ
り
、
な

か
な
か
の
由
緒
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。 

平
地
に
伸
び
る
富
岡
八
幡
公
園
は
、
か
つ
て
は
海
岸
線
に
面

し
た
軍
用
地
だ
っ
た
ら
し
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
土
台
や
、
敷
石
が
転
が
っ
て
い
た
。
中
に
あ
っ
た
砂
場
の
よ

う
な
円
形
の
レ
ン
ガ
造
り
の
も
の
は
、
砲
座
跡
で
は
な
い
か
と

思
い
な
が
ら
、
興
味
深
く
私
は
歩
い
た
。
鉄
網
の
塀
で
囲
わ
れ

た
立
ち
入
り
禁
止
の
斜
面
部
分
に
は
、
地
下
に
通
じ
る
扉
が
数

か
所
見
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
空
襲
の
際
に
逃
げ
込
む
た
め
の

避
難
壕
だ
ろ
う
。 

こ
の
周
辺
は
、
今
で
は
埋
め
立
て
が
進
ん
だ
り
し
て
、
団
地

や
学
校
が
建
ち
並
び
、
か
な
り
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
し
て
い
る
地

域
だ
。
軍
事
基
地
の
中
に
あ
っ
た
丘
陵
部
は
、
自
然
豊
か
な
公

園
に
な
っ
て
い
る
。 

「
神
奈
川
県
警
第
一
機
動
隊
」
の
大
き
な
倉
庫
が
見
え
て
き
た
。

道
路
に
沿
っ
て
、
横
に
長
い
（
約
１
５
０
ｍ
）
大
き
な
建
屋
だ
。

も
と
は
横
浜
海
軍
航
空
隊
が
持
っ
て
い
た
飛
行
艇
の
格
納
庫
だ

っ
た
。
第
三
格
納
庫
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
こ
れ
が
唯
一

現
存
す
る
建
屋
だ
。
こ
こ
に
数
機
の
大
型
飛
行
艇
を
格
納
し
て

い
た
と
い
う
。
５
、
６
機
が
入
る
大
き
さ
だ
。
高
さ
が
４
階
建

て
の
ビ
ル
ほ
ど
あ
り
、
縦
方
向
か
ら
見
る
と
、
三
角
の
屋
根
が

三
つ
並
ん
で
い
る
。 

ふ
と
疑
問
に
思
う
の
は
、
こ
ん
な
大
き
な
も
の
が
ア
メ
リ
カ

軍
の
空
爆
の
対
象
に
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
彼
ら
は
民
家
を

焼
き
払
う
こ
と
に
専
念
し
て
い
た
。 

 

県
警
第
一
機
動
隊
が
航
空
隊
基
地
の
一
区
画
を
引
き
継
い
で

い
る
。
側
面
に
沿
っ
て
歩
い
て
い
る
と
、
何
や
ら
、
奥
の
ほ
う

か
ら
低
い
叫
び
声
が
聞
こ
え
て
き
て
い
た
。
号
令
に
よ
る
声
出

旧・横浜海軍航空隊の格納庫 

神奈川県警第一機動隊の敷地内に現存 
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し
だ
ろ
う
。
デ
モ
隊
制
圧
な
ど
の
た
め
に
、
彼
ら
は
日
ご
ろ
か

ら
訓
練
し
、
身
体
も
鍛
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

機
動
隊
と
い
え
ば
、
私
な
ど
は
そ
の
昔
（
１
９
６
０
年
代
）
、

学
生
ら
が
国
会
前
な
ど
で
体
を
張
っ
て
デ
モ
を
行
な
っ
た
と
き

に
、
力
づ
く
で
阻
止
し
よ
う
と
し
た
機
動
隊
と
の
激
し
い
バ
ト

ル
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
す
る
。
バ
ト
ル
と
い
っ
て
も
、
か
な

り
一
方
的
な
仕
打
ち
だ
っ
た
。
機
動
隊
は
重
装
備
で
あ
り
、
防

具
や
専
用
の
武
具
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
頑
健
な
機
動
隊
が
、

女
性
を
含
む
デ
モ
隊
に
襲
い
か
か
る
構
図
が
多
数
見
ら
れ
た
。 

そ
の
頃
、
報
道
さ
れ
た
モ
ノ
ク
ロ
映
像
（
カ
ラ
ー
だ
っ
た
ら
、

さ
ら
に
生
々
し
い
）
の
い
く
つ
か
が
目
に
浮
か
ぶ
。
警
棒
で
頭

を
殴
ら
れ
、
ス
イ
カ
の
縞し

ま

の
よ
う
に
、
頭
か
ら
血
を
流
し
て
、

逃
げ
ま
ど
う
学
生
ら
の
姿
だ
っ
た
。
デ
モ
の
た
め
に
は
ヘ
ル
メ

ッ
ト
が
必
需
品
に
な
っ
た
時
代
だ
。 

警
棒
で
ど
つ
か
れ
た
人
も
い
て
、
そ
れ
で
亡
く
な
っ
た
と
い

う
話
が
あ
る
。
遺
体
の
腹
部
に
棒
状
の
も
の
で
突
か
れ
た
跡
が

あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
信
ぴ
ょ
う
性
が
高
い
。
公
式
に
は
、
デ

モ
隊
の
中
で
自
分
、
、
で
つ
ま
づ
い
て

、
、
、
、
、
、
倒
れ
た
た
め
に
、
踏
ま
れ
て

死
ん
だ
こ
と
に
さ
れ
た
。 

 

門
の
と
こ
ろ
に
警
官
が
立
っ
て
い
た
。
構
内
に
入
っ
て
、
倉

庫
を
見
学
し
た
い
と
申
し
出
る
厚
か
ま
し
さ
は
私
に
は
な
か
っ

た
。
私
な
ど
、
一
目
で
不
審
者
と
思
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。 

門
の
近
く
で
写
真
を
撮
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
見
と
が
め
ら

れ
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
私
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
っ
て
い
な

か
っ
た
か
ら
、
内
心
は
ビ
ク
ビ
ク…

…

（
半
分
冗
談
）
。 

小
高
い
丘
の
富
岡
総
合
公
園
周
辺
の
壁
に
も
、
地
下
に
通
じ

る
入
り
口
が
等
間
隔
に
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
で
隙

間
な
く
塞
が
れ
て
い
る
。 

な
お
、
こ
こ
に
は
横
浜
海
軍
航
空
隊
の
門
柱
跡
（
こ
れ
も
見

ど
こ
ろ
の
一
つ
）
が
あ
る
と
聞
い
て
い
た
の
だ
が
、
私
は
見
逃

し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
あ
き
ら
め
よ
う
。 

こ
の
日
私
は
駅
に
戻
っ
て
か
ら
、
逗
子
を
経
由
し
て
鎌
倉
に

向
か
っ
た
。 

そ
の
京
急
の
車
両
の
中
で
、
と
な
り
の
座
席
に
座
っ
た
の
が

屈
強
そ
う
な
ヤ
ン
キ
ー
男
と
グ
ラ
マ
ラ
ス
な
女
の
カ
ッ
プ
ル
だ

っ
た
。
彼
ら
は
、
神
武
寺
駅
で
降
り
た
。
そ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ

軍
の
「
池
子
キ
ャ
ン
プ
」
が
あ
る
。
彼
ら
は
夫
婦
だ
ろ
う
け
ど
、

男
は
女
連
れ
で
軍
務
に
つ
い
て
い
る
わ
け
だ
。 

 
③
佐
介

さ

す

け

山
高
角
砲
台
跡
（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
）20

2
3
/
3
/2

0 

鎌
倉
は
平
日
と
は
い
え
、
観
光
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。
私

は
、
そ
の
一
人
に
紛
れ
込
み
、
西
口
か
ら
佐
助
方
面
に
歩
い
て



42  

行
っ
た
。
高
角
砲
台
跡
を
見
る
た
め
だ
っ
た
。 

鎌
倉
の
佐
介
山
は
、
佐
助
山
と
も
記
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
も

う
地
図
に
は
載
っ
て
い
な
い
。
こ
の
高
角
砲
台
は
、
首
都
圏
の

防
空
施
設
の
一
環
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
だ
。 

こ
う
い
っ
た
防
空
陣
地
は
、
当
時
ア
メ
リ
カ
軍
の
空
か
ら
の

偵
察
で
、
し
っ
か
り
把
握
さ
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
航
空
写
真
が

公
開
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
情
報
で
示
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
周
辺
で
は
、
佐
助
稲
荷
神
社
が
有
名
だ
。
私
が
若
い
こ

ろ
、
寮
生
た
ち
の
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
葛
原
岡
公
園
（
こ

れ
も
最
近
の
地
図
に
は
載
っ
て
い
な
い
）
と
や
ら
に
行
っ
た
折

に
、
キ
ツ
ネ
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
人
で
訪
れ
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
は
、
今
の
よ
う
に
観
光
地
化
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。 

赤
い
鳥
居
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
中
、
坂
を
上
が
っ
て
い
く
と
、

や
が
て
真
新
し
い
造
り
の
本
殿
が
見
え
た
。
も
う
昔
の
印
象
と

は
だ
い
ぶ
異
な
る
。 

私
は
佐
助
稲
荷
を
形
だ
け
お
参
り
し
て
か
ら
、
大
仏
ハ
イ
キ

ン
グ
コ
ー
ス
に
出
る
つ
も
り
で
い
た
。
目
的
の
と
こ
ろ
は
、
佐

助
稲
荷
の
西
側
に
あ
る
山
で
あ
り
、
大
仏
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス

を
５
分
ほ
ど
歩
け
ば
、
分
岐
点
に
出
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、

佐
助
稲
荷
か
ら
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
に
出
る
ル
ー
ト
は
、
倒
木

の
た
め
に
通
行
止
め
に
な
っ
て
い
た
。
来
た
道
を
戻
り
、
長
谷

ト
ン
ネ
ル
の
と
こ
ろ
か
ら
上
っ
た
。
か
な
り
迂
回
す
る
形
に
な

っ
た
が
、
や
む
を
得
な
い
。 

大
仏
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
で
は
、
外
国
人
観
光
客
の
グ
ル
ー

プ
が
軽
装
で
歩
い
て
い
る
の
が
目
立
っ
た
。 

さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
佐
介
山
へ
行
く
分
岐
点
が
あ
る
は
ず
だ
っ

た
が
、
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
桔
梗

き
き
ょ
う

山
（
標
高

１
２
３
ｍ
）
へ
の
登
山
ル
ー
ト
を
示
す
仮
設
的
な
目
印
が
あ
る

だ
け
だ
っ
た
。
た
め
し
に
、
そ
の
ル
ー
ト
に
入
っ
て
い
た
。
道

は
細
い
が
、
土
が
踏
み
固
め
ら
れ
て
お
り
、
「
け
も
の
み
ち
」

で
な
い
こ
と
が
安
心
だ
っ
た
。
私
は
、
佐
介
山
と
は
軍
用
に
つ

け
ら
れ
た
仮
名
で
あ
り
、
地
元
で
は
桔
梗
山
と
呼
ば
れ
て
い
る

も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
を
も
っ
た
。 

結
果
的
に
、
そ
れ
は
確
信
に
変
わ
っ
た
。
低
山
な
が
ら
、
桔

梗
山
の
山
頂
に
は
、
開
け
た
平
地
が
あ
り
、
空
に
向
け
て
砲
門

を
向
け
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
さ
そ
う
な
地
形
を
し
て
い
る
。
竹

や
ぶ
な
ど
が
刈
り
払
わ
れ
て
積
ま
れ
て
お
り
、
最
小
限
、
人
の

手
が
入
っ
て
い
る
よ
う
だ
（
鎌
倉
市
の
管
理
下
に
あ
る
ら
し
い
）
。 

こ
こ
に
、
聞
い
て
い
た
情
報
通
り
、
砲
台
の
基
礎
造
り
の
た

め
の
縦
穴
ら
し
い
窪
み
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

構
造
物
な
ど
は
何
も
残
っ
て
い
な
い
。
説
明
版
も
な
い
か
ら
、

こ
こ
に
「
佐
介
山
高
角
砲
台
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
知
る
由
も

な
い
と
こ
ろ
だ
。
窪
み
が
あ
る
だ
け
で
は
確
証
が
つ
か
め
ず
、
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腑
に
落
ち
な
い
と
こ
ろ
が
少
し
あ
っ
た
。 

 

山
を
下
り
る
際
、
「
茶
室
跡
」
を
指
し
示
す
簡
素
な
案
内
プ

レ
ー
ト
に
気
づ
い
た
。
そ
れ
に
従
い
、
き
ま
ぐ
れ
な
私
は
そ
こ

に
向
か
っ
た
。
桔
梗
山
の
山
頂
か
ら
か
な
り
西
側
に
下
っ
た
と

こ
ろ
に
、
そ
れ
が
あ
っ
た
。
正
確
に
言
え
ば
「
野
村
総
研
の
茶

室
跡
」
だ
。 

タ
イ
ル
張
り
の
広
い
床
面
が
残
さ
れ
て
い
る
。
茶
室
に
し
て

は
広
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
大
き
目
の
吾
妻
屋

あ

づ

ま

や

が
建
っ
て
い
た
可
能

性
は
あ
る
け
れ
ど
、
ど
こ
か
ら
み
て
も
、
私
に
は
こ
れ
が
茶
室

に
は
思
え
な
か
っ
た
。 

こ
こ
は
桔
梗
山
の
中
腹
に
位
置
す
る
。
さ
ら
に
下
っ
た
と
こ

ろ
に
、
楕
円
形
の
グ
ラ
ン
ド
が
あ
り
、
さ
ら
に
２
０
０
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
離
れ
た
平
地
に
野
村
総
合
研
究
所
の
ビ
ル
跡
が
見
え
る
。 

 

後
に
知
っ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
辺
一
帯
（
鎌
倉
市
梶
原
）
に
、

佐介山高角砲台跡らしい窪み 

桔梗山頂付近で 

野村総研の茶室跡 

入り口の階段を上がると、タイル床の平

面がある 
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人
里
離
れ
た
山
の
中
に
野
村
総
研
の
本
社
建
屋
が
あ
っ
た
。
野

村
総
研
は
１
９
６
５
年
か
ら
１
９
８
７
年
ま
で
こ
こ
を
本
社
と

し
て
大
勢
の
人
が
出
入
り
し
て
い
た
と
い
う
。
１
９
８
７
年
と

い
え
ば
、
バ
ブ
ル
景
気
で
わ
い
た
時
期
だ
。
こ
こ
で
は
手
狭
に

な
っ
た
の
で
、
他
所
（
東
京
都
千
代
田
区
）
に
移
転
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
「
鎌
倉
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と

し
て
所
有
し
て
い
た
。 

２
０
０
１
年
１
２
月
に
な
っ
て
野
村
総
研
は
好
意
的
に
鎌
倉

市
に
譲
渡
し
た
。
市
の
ほ
う
で
も
、
こ
の
施
設
を
再
利
用
す
る

こ
と
を
考
え
た
ら
し
い
が
、
立
地
的
に
、
な
か
な
か
の
好
環
境

で
あ
り
な
が
ら
も
、
１
７
万
平
方
メ
ー
ト
ル
と
い
う
ま
と
ま
っ

た
土
地
を
利
用
す
る
計
画
が
ま
と
ま
ら
ず
、
長
年
そ
れ
ら
を
放

置
し
て
き
た
。
い
ま
で
は
、
施
設
の
大
き
な
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
は

破
損
が
生
じ
、
廃
墟
同
然
に
な
っ
て
い
る
。 

近
頃
、
結
局
ゴ
ミ
の
処
理
施
設
に
建
て
直
す
と
い
う
、
小
耳

に
は
さ
ん
だ
（
不
確
か
な
）
情
報
が
あ
る
。
ゴ
ミ
処
理
施
設
に

す
る
と
い
え
ば
、
ど
こ
で
も
周
辺
住
民
に
反
対
さ
れ
る
に
決
ま

っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
、
計
画
思
惑
通
り
進
め

る
の
が
市
の
手
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
だ
ろ
う
。
（
広
言
し
な
い
の

も
、
手
腕
の
一
つ
？
） 

さ
て
、
取
り
壊
さ
れ
た
「
茶
室
」
に
つ
い
て
、
私
が
余
計
な

推
理
を
働
か
せ
る
と
、
こ
こ
に
は
も
と
も
と
軍
の
関
連
施
設
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

高
角
砲
を
据
え
付
け
て
部
隊
が
運
用
す
る
た
め
に
は
、
他
に

弾
薬
庫
や
兵
舎
な
ど
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
グ
ラ
ン
ド
ま
で
、

軍
用
道
路
ら
し
く
幅
広
の
道
路
が
作
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
山
頂
ま

で
の
細
い
道
の
中
間
に
兵
舎
が
作
ら
れ
た
、
と
推
測
す
る
。（
た

だ
し
、
当
時
の
航
空
写
真
で
は
明
確
で
は
な
い
） 

そ
の
兵
舎
を
野
村
総
研
が
改
造
し
て
「
茶
室
」
に
使
っ
て
い

た
。
そ
れ
も
老
朽
化
し
た
の
で
取
り
壊
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
も
し
そ
れ
な
ら
ば
「
茶
室
跡
」
と
い
う
よ
り
「
兵
舎
跡
」

と
し
た
い
。 

こ
の
日
、
さ
ら
に
私
は
大
仏
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
に
戻
っ
て

か
ら
、
バ
ス
通
り
を
歩
き
、
鎌
倉
山
の
夫
婦
池
に
向
か
っ
た
。

体
力
的
に
か
な
り
へ
た
っ
て
い
た
が
、
欲
張
っ
て
次
の
目
的
地

と
し
た
。 

し
か
し
、
地
図
を
ろ
く
に
見
ず
に
歩
い
て
行
っ
た
私
は
、
別

な
方
向
に
迷
い
こ
み
（
ま
た
キ
ツ
ネ
の
せ
い
？
）
、
日
が
傾
い

て
き
た
の
で
歩
く
の
を
や
め
て
バ
ス
で
帰
る
こ
と
に
し
た
。
そ

の
バ
ス
は
大
仏
近
く
の
バ
ス
停
で
観
光
客
で
満
員
に
な
っ
た
。

バ
ス
の
運
転
手
が
「
次
の
バ
ス
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
」
と
ア

ナ
ウ
ン
ス
す
る
始
末
だ
。
道
路
も
渋
滞
し
て
い
た
か
ら
、
私
に

は
、
疲
れ
と
不
快
な
気
分
が
相
乗
し
た
。 
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④
鎌
倉
山
夫
婦
池
公
園
の
防
空
壕
跡
（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
）

2
0
2
3/
3
/2

7 

日
を
改
め
て
、
鎌
倉
山
地
区
に
行
っ
て
み
た
。
こ
こ
に
は
、

防
空
壕
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。 

３
月
２
７
日
（
月
）
大
船
駅
か
ら
の
湘
南
モ
ノ
レ
ー
ル
を
利

用
し
て
湘
南
深
沢
駅
で
降
り
て
か
ら
、
歩
い
て
行
っ
た
。
そ
の

夫
婦
池
公
園
ま
で
２
０
分
か
か
る
と
聞
い
て
い
た
。
バ
ス
を
利

用
し
な
い
ル
ー
ト
で
は
最
短
だ
そ
う
だ
。
地
図
上
で
は
、
次
の

西
鎌
倉
駅
に
も
、
お
な
じ
く
ら
い
の
距
離
だ
。
そ
こ
か
ら
江
ノ

島
に
出
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
。 

道
は
曲
が
り
な
が
ら
、
上
り
下
り
が
あ
る
か
ら
、
汗
ば
む
ほ

ど
の
運
動
に
な
る
。
こ
の
日
も
曇
り
空
な
が
ら
、
桜
の
季
節
だ

っ
た
。
谷
筋
を
下
っ
て
い
く
と
や
が
て
池
が
見
え
た
。
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
池
で
は
な
く
、
昔
は
た
め
池
だ
っ
た
そ
う
だ
。
池
を

中
心
に
す
り
鉢
状
の
斜
面
に
は
樹
木
が
生
い
茂
る
。
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
か
ら
水
が
湧
き
出
し
、
池
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。
広
が
っ

た
住
宅
地
の
中
に
貴
重
な
里
山
風
景
を
作
り
出
し
て
い
る
。 

案
内
板
に
「
防
空
壕
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
付
近
は
立

ち
入
り
禁
止
区
域
に
な
っ
て
い
る
。
で
も
、
入
り
口
近
く
ま
で

行
け
る
。 

こ
の
防
空
壕
は
、
ど
の
部
隊
が
造
成
し
た
か
、
記
録
に
残
っ

て
い
な
い
と
い
う
。
全
容
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
か
っ
て

い
る
部
分
の
地
下
構
造
が
図
示
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
防

空
壕
と
い
う
よ
り
「
地
下
陣
地
」
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
だ
ろ

う
、
と
私
は
考
え
る
。
待
ち
伏
せ
の
た
め
に
隠
れ
る
陣
地
で
あ

り
、
敵
兵
が
近
づ
い
て
き
た
ら
攻
撃
す
る
。
敵
軍
が
こ
の
辺
（
相

模
湾
）
に
上
陸
し
、
進
軍
し
て
く
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
も

の
だ
ろ
う
。 

 

夫婦池公園の防空壕跡 

土を掘って作られたもの。 

柵の前で不審者が見つめていた。 
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こ
の
後
、
私
は
西
鎌
倉
駅
に
出
て
、
江
ノ
島
に
向
か
っ
た
。 

 
④
江
ノ
島
の
地
下
陣
地
跡
（
神
奈
川
県
藤
沢
市
）

2
0
2
3/
3
/2

7 

江
ノ
島
は
観
光
地
ら
し
く
、
平
日
だ
と
い
う
の
に
人
出
が
多

か
っ
た
。
江
ノ
島
大
橋
を
渡
っ
て
商
店
街
を
進
む
と
間
も
な
く
、

右
に
折
れ
る
細
い
路
地
を
通
り
抜
け
る
。
す
る
と
、
海
岸
に
出

る
。
江
之
浦
だ
。
こ
の
海
岸
は
磯
遊
び
に
ち
ょ
う
ど
良
い
、
穴

場
的
な
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
、
陸
側
の
斜
面
に

い
く
つ
か
横
穴
が
口
を
開
け
て
い
る
。 

戦
争
中
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
江
ノ
島
は
防
衛
拠
点
と
し

て
、
島
全
体
の
あ
ち
こ
ち
に
洞
窟
陣
地
が
築
か
れ
た
。 

江
之
浦
も
例
外
で
は
な
く
、
確
か
に
人
工
的
に
作
ら
れ
た
横

穴
が
い
く
つ
か
あ
る
。 

そ
れ
ら
を
見
て
回
っ
て
か
ら
、
島
の
西
側
か
ら
東
側
に
移
動

し
た
。
や
は
り
陣
地
跡
を
探
す
た
め
だ
。
江
ノ
島
観
光
は
省
略

し
た
。 

「
県
立
か
な
が
わ
女
性
セ
ン
タ
ー
」
を
目
標
に
し
て
歩
い
て
み

た
が
、
そ
の
大
き
な
建
屋
が
あ
と
か
た
も
な
く
、
さ
び
れ
た
よ

う
な
広
い
駐
車
場
が
あ
る
だ
け
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ

れ
た
。 

 

近
頃
の
報
道
（
毎
日
新
聞
朝
刊2

0
2
3/
4
/2

）
に
よ
る
と
、
男

女
共
同
参
画
推
進
の
拠
点
と
し
て
１
９
８
２
～
２
０
１
４
年
に

使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
閉
鎖
さ
れ
た
。
更
地
に
さ
れ
た

後
は
、
一
時
的
に
駐
車
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
広
す
ぎ

る
（
主
要
な
観
光
ル
ー
ト
か
ら
外
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
は
閑

散
と
し
て
い
る
）
。
今
後
ど
う
す
る
か
、
こ
こ
で
も
ま
だ
決
ま

っ
て
い
な
い
。 

江之浦の横穴の一つ 

左の壁面は観光施設のもので、無関係。 



47   雑事記 

そ
の
近
く
の
壁
面
に
、
岩
石
を
く
り
ぬ
い
て
作
っ
た
地
下
陣

に
通
じ
る
穴
が
あ
る
と
聞
い
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
見
つ
け

ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
中
に
入
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
。 

あ
き
ら
め
の
悪
い
私
は
海
岸
に
出
て
、
回
り
込
ん
で
探
し
た
。

波
で
浸
食
さ
れ
た
自
然
の
洞
穴
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、
人
工

的
に
作
ら
れ
た
横
穴
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
海

岸
の
岩
場
に
は
、
軍
事
施
設
の
土
台
の
よ
う
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト

構
造
物
が
残
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
興
味
深
い
海
岸
だ

っ
た
。 

し
ば
ら
く
歩
く
と
、
崖
の
上
部
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の

要
塞
ら
し
い
も
の
を
見
つ
け
た
。
こ
れ
が
あ
る
と
は
知
ら
な
か

っ
た
。
事
前
の
情
報
に
な
か
っ
た
か
ら
、
新
し
く
発
見
し
た
気

分
だ
。
。 

そ
の
構
造
物
に
は
、
銃
眼
ら
し
い
穴
が
い
く
つ
か
開あ

い
て
い

る
。
こ
れ
は
海
に
面
し
、
一
望
で
き
る
場
所
に
あ
る
。
海
岸
一

帯
を
監
視
す
る
た
め
の
「
見
張
り
台
」
的
な
施
設
だ
ろ
う
、
と

私
は
み
た
。 

私
は
、
実
態
を
確
か
め
る
た
め
に
、
海
岸
か
ら
直
接
上
が
る

の
は
無
理
だ
か
ら
（
急
こ
う
配
の
崖
の
３
０
ｍ
ほ
ど
上
に
あ
る
）
、

迂
回
し
て
、
奥
津
宮
へ
の
参
詣
の
道
に
上
が
っ
て
そ
の
場
所
に

行
こ
う
と
し
た
が
、
そ
の
近
く
に
店
舗
が
あ
っ
た
り
、
柵
で
仕

切
ら
れ
て
い
た
り
し
て
、
目
星
を
つ
け
た
崖
際
に
近
づ
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。 

 

ち
な
み
に
江
ノ
島
に
は
、
こ
こ
か
ら
近
い
崖
の
上
に
宿
泊
施

設
の
廃
墟
が
あ
り
、
一
つ
の
「
名
物
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
と
は
別
だ
。 

江ノ島の要塞跡らしい構造物 

海岸に面した斜面の上部にある。 
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カ
タ
カ
ナ
用
語
集 

番
外
編 

 書
を
読
ん
だ
り
、
人
の
発
言
を
聞
い
て
い
た
り
す
る
と
、
聞

き
な
れ
な
い
カ
タ
カ
ナ
用
語
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

ら
は
外
国
に
起
源
を
持
つ
語
や
専
門
用
語
だ
っ
た
り
す
る
の
で
、

ひ
っ
か
か
る
。
そ
れ
ら
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
懸
念

が
あ
っ
た
り
、
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
た
め
だ
っ
た
り
す
る

か
ら
、
そ
ん
な
と
き
私
は
、
興
味
半
分
に
辞
書
を
引
い
て
調
べ

て
み
た
く
な
る
。 

カ
タ
カ
ナ
用
語
を
多
用
す
る
人
は
、
学
の
あ
る
と
こ
ろ
を
ひ

け
ら
か
し
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
使
っ

て
い
る
本
人
が
そ
の
言
葉
を
よ
く
理
解
せ
ず
、
対
応
す
る
訳
語

を
知
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
人
の
話
な
ど
は
大

し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
用
語
な
ど
、

聞
き
流
し
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

で
も
、
で
き
れ
ば
意
味
を
知
っ
て
お
き
た
い
。
知
っ
て
い
て

損
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
言
葉
を
使
い
こ
な
し
た
ら
、
少
々

鼻
が
高
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
う
ろ
覚
え
に
使
い
、

表
現
が
不
適
切
で
あ
っ
た
り
し
た
ら
、
「
コ
イ
ツ
、
言
葉
の
本

質
を
理
解
し
て
い
な
い
で
使
っ
て
い
る
な
」
と
見
下
さ
れ
た
り

し
て…

…

。 

た
だ
し
、
そ
う
い
う
人
に
対
し
て
、
む
き
に
な
っ
て
「
ち
が

う
！
」
と
頭
っ
か
ら
否
定
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
用
語
に
は
方
言
（
放
言
？
）
が
あ
っ
て
、
ま
ち
が
い
と
は

言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
し
、
一
つ
の
意
味
に
限
定
し
に

く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
議
論
の
時
、
あ
る
学
者
の
よ
う
に
、
い

ち
い
ち
言
葉

こ

と

ば

尻じ
り

を
と
ら
え
て
、「
ち
が
う
！
」
を
連
発
し
た
ら
、

議
論
や
会
話
が
進
ま
な
い
し
、
あ
る
い
は
議
論
の
本
筋
を
ず
ら

し
て
し
ま
う
か
ら
、
や
っ
か
い
だ
。
（
彼
ら
は
言
葉
を
正
確
に

使
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
し
、
正
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
が
、
性
格
が
悪
い
。
相
手
の
ミ
ス
を
聞
き
逃
さ
ず
、
そ

れ
を
咎と

が

め
る
。
そ
の
口
調
は
た
い
て
い
攻
撃
的
だ
。
自
分
の
記

憶
や
考
え
が
常
に
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
タ
イ
プ
な
の
だ
） 

性
格
の
良
い
人
は
〈
コ
イ
ツ
は
ま
ち
が
っ
た
言
葉
の
使
い
方

を
し
て
い
る
。
た
ぶ
ん
、
あ
あ
言
い
た
い
ん
だ
ろ
う
な
〉
ぐ
ら

い
に
心
の
中
で
考
え
て
、
相
手
の
失
言
や
失
語
、
、
を
聞
き
な
が
す
。 

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
私
が
気
に
な
っ
た
言
葉
、
主
に
哲
学

用
語
的
な
も
の
を
と
り
あ
げ
る
。
詳
細
な
言
葉
に
こ
だ
わ
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
漢
語
に
な
っ
て
い
る
も
の
な
ら
と
も
か
く
、

カ
タ
カ
ナ
語
は
語
感
か
ら
判
断
で
き
ず
、
意
味
の
解
釈
が
難
し

い
し
、
意
味
深
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

そ
れ
ら
を
厳
密
に
、
専
門
用
語
を
交
え
て
定
義
す
る
と
、
逆

に
意
味
不
明
に
な
り
が
ち
な
の
で
、
私
流
の
解
釈
で
、
解
説
し
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て
み
た
い
。
こ
こ
に
ミ
ス
リ
ー
ド
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
聞
き

流
し
て
ほ
し
い
。
以
下
の
言
葉
の
多
く
に
は
、
起
源
の
古
い
も

の
が
あ
り
、
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
り
、
あ
る
い
は
人
に
よ
っ
て

別
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
を
要
す
。
カ

タ
カ
ナ
表
記
に
も
差
異
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。 

 （
あ
い
う
え
お
順
） 

ア
イ
ロ
ニ
ー 

皮
肉
と
訳
さ
れ
る
。
当
て
こ
す
り
の
よ
う
な
陰
険
な
言
い

方
を
さ
す
場
合
も
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
解
釈
・
用
法
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
な
ど
哲
学
者
た
ち
の
間
で
い
ろ
い
ろ
取
り
ざ

た
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
知
ら
な
い
ふ
り
し
て
相
手
に
質
問

を
ぶ
つ
け
た
。
（
相
手
が
ま
ち
が
え
た
り
、
答
え
に
詰
ま

っ
た
り
し
た
ら
、
冷
笑
し
た
り
し
て…

…

） 

皮
肉
に
は
、
侮
蔑
の
意
が
含
ま
れ
る
し
、
建
前
と
う
ら
は

ら
の
冷
や
や
か
な
現
実
が
あ
る
と
き
に
、
用
い
ら
れ
る
。

か
ら
か
う
よ
う
な
攻
撃
性
が
あ
る
に
し
て
も
、
お
お
む
ね
、

皮
肉
は
機
知
（
ウ
ィ
ッ
ト
）
に
富
ん
で
い
る
と
し
て
、
社

会
的
に
お
も
し
ろ
が
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

な
お
、
似
た
意
味
の
英
単
語
に
次
が
あ
り
、
簡
単
な
訳
を

添
え
る
。 

サ
タ
イ
ア
（
ｓ
ａ
ｔ
ｉ
ｒ
ｅ
）
社
会
的
風
刺
、 

シ
ニ
カ
ル
（
ｃ
ｙ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
）
皮
肉
な
、
冷
笑
的
な
、 

サ
ー
カ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
ｓ
ａ
ｒ
ｃ
ａ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
）
い
や
み

に
な
り
そ
う
な 

ア
ウ
タ
ル
キ
ー
（
ａ
ｕ
ｔ
ａ
ｒ
ｋ
ｙ
） 

自
給
自
足
の
経
済
を
目
指
す
。
他
国
か
ら
の
輸
入
に
頼
ら

な
い
。 

ア
ナ
ロ
ジ
ー 

「
似
て
い
る
こ
と
」
が
語
源
。
そ
れ
ぞ
れ
の
類
似
点
を
見

出
し
、
関
係
づ
け
る
。
脈
絡
を
つ
け
た
り
す
る
こ
と
。
と

き
に
は
、
こ
じ
つ
け
に
な
る
。 

ア
プ
リ
オ
リ 

先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
る
所
作
や
対
応
方
法
な
ど
。
証
明

が
不
要
な
原
理
原
則
を
い
う
こ
と
が
あ
る
。 

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ 

「
テ
ー
ゼ
」
は
命
題
の
こ
と
。
言、
い、
分、
と
い
う
意
味
に
解

せ
る
。
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
直
訳
す
る
と
反
命
題
だ
。
あ
る

命
題
に
対
し
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
・
対
抗
す
る
命
題
を

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
い
う
。 

ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
／
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
（
形
容
詞
／
名
詞
） 

二
面
的
／
二
面
性
。
背
反
す
る
二
つ
の
特
性
を
合
わ
せ
持

つ
。
例
え
ば
、
功
罪
の
両
面
を
持
つ
も
の
。
役
に
立
つ
け

れ
ど
、
危
険
な
面
が
あ
る
と
い
う
も
の
。
心
の
中
で
対
立
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す
る
葛
藤
を
い
う
場
合
も
あ
る
。 

イ
グ
ジ
ス
ト
／
イ
グ
ジ
ス
テ
ン
ト
／
イ
グ
ジ
ス
テ
ン
ス
（
動
詞

／
形
容
詞
／
名
詞
） 

存
在
、
実
存
、
現
存
。 

神
の
存
在
や
人
（
自
分
）
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
昔
か
ら

論
考
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
。
釈
迦
が
「
天
上
天
下
唯
我
独

尊
」
と
言
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
嚆
矢

こ

う

し

か
も
し
れ
な
い
。
彼

は
自
分
の
存
在
が
一
番
偉
い
の
だ
と
言
う
。 

１
７
世
紀
前
半
の
人
デ
カ
ル
ト
の
言
葉
「
わ
れ
思
う
、
故ゆ

え

に

わ
れ
あ
り
」
に
も
関
係
す
る
。
近
代
、
１
９
世
紀
前
半
に

は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
神
よ
り
も
人
間
主
体
の
実
存
主
義

を
提
唱
し
た
。
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
お
の
れ
の
責

任
に
お
い
て
生
き
ぬ
く
こ
と
だ
と
。
〈
そ
れ
ら
は
自
己
責

任
論
で
あ
る
〉
と
私
は
理
解
し
た
。 

自
と
他
の
区
分
に
つ
い
て
一
考
察
す
る
と
、
自
分
が
思
い

通
り
に
、
自
由
に
動
か
せ
る
範
囲
が
「
自
」
で
あ
り
、
そ

の
範
囲
外
に
あ
る
の
が
「
他
」
だ
ろ
う
。
集
団
に
な
る
と
、

社
会
性
が
生
じ
、
主
従
の
関
係
や
役
割
分
担
が
あ
り
、
統

合
的
な
「
集
合
体
」
と
な
る
。
単
独
の
「
我わ

れ

」
か
ら
、
集

団
の
一
員
と
し
て
「
我
々

わ
れ
わ
れ

」
と
い
う
存
在
に
な
る
。
同
じ

集
団
の
他
人
は
自
分
の
分
身
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。 

イ
デ
ア 

理
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
本
質
。
観
念
、
理
念
の
意
に

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー 

主
義
。
社
会
・
経
済
・
政
治
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
方

式
や
形
態
が
あ
り
、
何
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
考
え
方

が
分
か
れ
る
。
例
え
ば
、
社
会
主
義
や
資
本
主
義
。
特
に
、

国
家
体
制
の
あ
り
方
を
語
る
こ
と
は
、
考
え
を
異
に
す
る

人
た
ち
か
ら
「
偏
向
思
想
、
偏
っ
た
観
念
、
空
理
空
論
」

と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
注
意
を
要
す
。 

イ
ル
ー
ジ
ョ
ン 

幻
ま
ぼ
ろ
し

、
幻
想
、
幻
滅
。 

「
人
生
は
幻
だ
」
（L

i
f
e
 
i
s
 o

n
l
y
 i
l
l
us
i
on

.

）
な
ど

と
言
う
人
は
、
幻
ば
か
り
見
て
、
現
実
を
見
て
い
な
か
っ

た
人
か
も
し
れ
な
い
。 

江
藤
淳
（1

9
3
3

～1
9
9

9

）
は
、
あ
る
本
で
「
ヒ
ト
は
幻
滅

を
か
み
し
め
て
オ
ト
ナ
に
な
る
」
と
語
っ
て
い
た
。
似
た

よ
う
な
意
味
で
、
私
が
追
記
す
る
と
「
ヒ
ト
は
幻
滅
に
よ

っ
て
何
か
を
悟
る
」 

エ
ゴ
（
語
源
は
ラ
テ
ン
語
で
「
私
」
の
意
） 

「
う
ぬ
ぼ
れ
、
自
分
本
位
」
の
意
と
と
も
に
、
「
自
我
」

の
意
が
あ
る
。
セ
ル
フ
も
自
我
を
意
味
す
る
。 

自
我
と
は
、
知
能
を
生
物
に
備
わ
っ
た
、
心
の
複
合
シ
ス
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テ
ム
だ
ろ
う
。
脳
機
能
を
中
心
に
、
意
識
が
働
く
。
自
我

の
中
に
は
本
能
的
な
感
性
と
理
知
的
な
理
性
が
あ
っ
て
、

両
者
が
影
響
し
あ
っ
て
思
考
す
る
。
つ
ま
り
、
状
況
を
把

握
・
認
識
し
、
自
分
の
行
動
を
決
め
る
、
あ
る
い
は
物
事

の
特
性
・
仕
組
み
を
解
析
す
る
。
感
性
と
理
性
は
対
立
し

や
す
く
、
ど
ち
ら
が
「
本
当
の
自
分
」
か
、
わ
か
ら
な
く

な
る
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
賢
い
の
は
理
性
の
ほ
う

だ
ろ
う
が
、
幼
少
期
に
お
い
て
は
未
発
達
だ
か
ら
、
感
性

が
そ
れ
を
補
う
。 

エ
ト
ス
／
エ
ー
ト
ス 

気
風
・
性
質
。
規
範
と
な
る
考
え
方
、
慣
習
と
な
っ
て
い

る
常
識
的
行
動
。
こ
の
語
に
対
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

パ
ト
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー 

熱
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
低
い
と
こ
ろ
へ
浸
透
し
て
い
く
よ

う
に
、
形
が
崩
れ
た
り
、
交
じ
り
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
を
、

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が
増
大
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
時
間
が

た
て
ば
「
形
あ
る
も
の
は
必
ず
壊
れ
る
」
と
い
う
原
則
に

立
っ
て
い
る
。 

生
物
に
お
い
て
も
、
こ
の
原
則
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
形
が

崩
れ
る
か
ら
、
そ
れ
を
修
復
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
新

規
に
形
作
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
近
年
、
福
岡
伸
一
氏

が
こ
れ
を
「
動
的
平
衡
」
と
説
い
て
い
る
）
。 

生
物
の
個
々
の
細
胞
に
あ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
（
遺
伝
情
報
）
が
、

年
月
を
経
る
こ
と
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
傷
つ
く
。
細
胞
の

複
製
の
際
に
も
コ
ピ
ー
ミ
ス
が
起
き
る
。
複
製
を
繰
り
返

せ
ば
、
そ
の
ミ
ス
が
蓄
積
さ
れ
る
。
修
復
す
る
機
能
が
あ

る
に
し
て
も
万
全
で
は
な
い
。
そ
れ
を
初
期
化
す
る
プ
ロ

セ
ス
が
受
精
だ
ろ
う
。 

オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
（
ａ
ｕ
ｔ
ｈ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｃ
） 

真
の
、
本
物
の
、
本
人
の
。 

オ
ー
ス
ト
リ
ッ
チ 

現
実
逃
避
の
人
を
ダ
チ
ョ
ウ
に
例
え
る
。
ダ
チ
ョ
ウ
は
、

地
面
の
小
さ
な
穴
に
頭
だ
け
隠
す
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。 

オ
マ
ー
ジ
ュ
（h

o
m

m
a
g
e
 

フ
ラ
ン
ス
語
） 

フ
ラ
ン
ス
語
で
、
秀
で
た
人
な
ど
を
尊
敬
・
敬
愛
し
て
い

る
こ
と
を
い
う
。
特
に
芸
術
・
芸
能
関
係
の
人
が
駆
け
出

し
の
時
、
高
名
作
家
の
作
品
を
模
範
と
し
て
そ
っ
く
り
な

作
品
（
習
作
）
を
作
る
。
模
写
だ
と
断
ら
ず
に
、
「
自
分

が
制
作
し
た
作
品
」
だ
と
い
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は

贋
作

が
ん
さ
く

・
剽

窃

ひ
ょ
う
せ
つ

と
み
な
さ
れ
る
。
一
般
に
、
作
家
や
デ
ザ
イ

ナ
ー
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
意
識
し
な
く
て
も
、
他
の
人

の
も
の
に
似
た
作
品
を
作
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
よ
く
あ

る
こ
と
な
の
で
、
そ
の
と
き
は
「
偉
大
な
作
家
へ
の
オ
マ
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ー
ジ
ュ
だ
」
と
言
い
訳
し
よ
う
。 

ち
な
み
に
、
同
じ
よ
う
な
意
味
の
英
語
に
は
、
ホ
ミ
ジ

（h
o
m

a
g
e

）
、
リ
ス
ペ
ス
ト
（re

sp
e
ct

）
、
ト
リ
ビ
ュ

ー
ト
（trib

u
te

）
、
エ
ス
テ
ィ
ー
ム
（e

s
te

e
m

）
、
ア
ド

マ
イ
ア
（a

d
m

ire

）
、
ホ
ナ
ー
（h

o
n

o
r

）
が
あ
る
。
こ

れ
ら
を
使
い
分
け
で
き
れ
ば
、
す
ば
ら
し
い
。 

ガ
イ
ア
／
ガ
イ
ア
仮
説 

ガ
イ
ア
は
、
も
と
も
と
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
出
て
く
る
大

地
の
神
の
名
だ
が
、
地
球
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
ガ

イ
ア
仮
説
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
科
学
者
Ｊ
・
Ｅ
・
ラ
ブ
ロ

ッ
ク
が
１
９
７
２
年
に
発
表
し
た
も
の
で
、
地
球
の
よ
う

な
惑
星
を
一
個
、
、
の、
生
命
体

、
、
、
と
み
な
す
。
一
般
に
は
７
９
年

に
刊
行
さ
れ
た
著
書
「
地
球
生
命
圏-

ガ
イ
ア
の
科
学
」
で

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
〈
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る

生
き
物
は
、
地
球
に
寄
生
す
る
微
少
生
物
だ
〉
と
す
る
。 

世
界
中
の
主
な
環
境
破
壊
や
生
物
絶
滅
を
見
て
き
た
Ｎ
Ｈ

Ｋ
取
材
班
は
〈
地
球
環
境
を
む
し
ば
む
現
代
人
は
、
が
ん

細
胞
の
よ
う
だ
〉
と
表
現
し
た
。 

な
お
、
民
放
の
テ
レ
ビ
番
組
「
ガ
イ
ア
の
夜
明
け
」
は
、

経
済
・
産
業
関
連
の
革
新
的
な
事
業
例
を
紹
介
し
て
い
る
。 

カ
オ
ス 一

般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
、
混
沌
・
混
乱
の
意
味

だ
。
こ
の
反
対
語
で
、
秩
序
を
意
味
す
る
の
が
コ
ス
モ
ス

で
あ
り
、
こ
の
宇
宙
を
さ
す
言
葉
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
調
和
の
取
れ
た
世
界
を
意
味
す
る
が
、
現
実
の
地
球
は

か
な
り
カ
オ
ス
的
に
な
っ
て
い
る
。 

カ
タ
ル
シ
ス 

浄
化
・
消
散
。
あ
る
も
の
を
得
た
り
接
し
た
り
す
る
こ
と

で
自
分
の
ス
ト
レ
ス
が
解
消
さ
れ
た
り
、
た
ま
っ
て
い
た

も
の
が
外
に
出
さ
れ
た
り
す
る
。
例
え
ば
、
他
人
の
不
幸

を
見
て
、
自
分
が
安
ら
ぐ
こ
と
が
あ
り
、
他
人
の
不
幸
が

自
分
に
と
っ
て
。
カ
タ
ル
シ
ス
に
な
り
う
る
。 

カ
ル
マ
［
梵
語
］ 

業ご
う

と
訳
さ
れ
る
。
因
果
応
報
の
元
に
な
る
行
為
。
一
人
の

業
に
よ
っ
て
未
来
世
界
が
変
わ
り
え
る
と
い
う
。 

コ
ヒ
ー
レ
ン
ト
（
コ
ヒ
ア
レ
ン
ト
） 

首
尾
一
貫
の
、
整
合
性
が
あ
る
。 

物
理
学
的
に
、
光
の
位
相
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。 

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回 

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
（1

4
7
3

～1
5
4
3

）
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
天
文

学
者
で
、
１
５
４
３
年
に
著
書
『
天
球
の
回
転
に
つ
い
て
』

で
地
動
説
（
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
体
系
）
を
唱
え
た
。
そ
れ
ま

で
の
考
え
方
を
が
ら
り
と
変
え
る
こ
と
。 

人
々
か
ら
抵
抗
や
反
発
を
受
け
や
す
い
。
特
に
、
精
密
な
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観
測
が
で
き
な
か
っ
た
当
時
、
観
測
デ
ー
タ
と
の
矛
盾
点

が
あ
っ
た
し
、
地
球
は
動
い
て
い
な
い
と
い
う
天
動
説
に

も
そ
れ
な
り
の
理
論
的
整
合
性
が
あ
っ
た
（
２
世
紀
の
ギ

リ
シ
ャ
人
・
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
説
に
合
理
性
が
あ
っ
た
）
。

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
説
は
、
後
年
、
ガ
リ
レ
オ
（1

5
6
4

～1
6
42

）
、

ケ
ブ
ラ
ー
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
ら
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
、
１
８

世
紀
後
半
に
な
っ
て
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。 

コ
ン
ペ
テ
ン
ト
／
コ
ン
ペ
テ
ン
ス
［c

o
m
p
e
t
e
nt

 

形
容
詞
／

c
o
m
pe
t
en

c
e 

名
詞
］ 

能
力
、
資
格
。
社
会
的
に
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
能

力
を
証
明
す
る
も
の
、
つ
ま
り
資
格
や
認
定
が
重
視
さ
れ

る
。
資
格
の
あ
る
な
し
で
、
有
能
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
、

決
定
的
に
格
差
が
生
じ
る
。 

資
格
を
持
た
な
い
人
は
、
社
会
的
に
除
外
さ
れ
て
し
ま
う

か
ら
、
厳
し
い
。
ち
な
み
に
こ
れ
に
否
定
的
な
言
葉
も
よ

く
使
わ
れ
る
。
イ
ン
コ
ン
ペ
テ
ン
ト
／
イ
ン
コ
ン
ペ
テ
ン

ス
だ
。
「
無
能
な
、
役
立
た
ず
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス 

法
律
や
基
準
に
準
じ
て
い
る
こ
と
。
近
頃
の
企
業
で
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
順
守
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
成
果
を
上
げ
る

た
め
に
必
死
に
な
る
と
、
従
業
員
が
つ
い
忘
れ
て
し
ま
う

（
あ
る
い
は
無
視
す
る
）
こ
と
が
あ
る
。
順
守
し
て
ば
か

り
い
る
と
、
企
業
に
し
て
も
成
果
が
あ
げ
ら
れ
な
い
か
ら
、

〈
形
だ
け
で
も
順
守
す
る
ふ
り
を
せ
よ
〉
と
い
う
の
が
そ

の
本
音
か
も
し
れ
な
い
。 

シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
猫 

物
理
学
者
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
が
、
量
子
の
ふ
る
ま
い

を
猫
に
例
え
て
、
説
明
し
た
。
そ
こ
に
存
在
が
わ
か
っ
て

い
て
、
捕
ま
え
よ
う
と
近
づ
く
と
、
さ
っ
と
姿
を
消
し
て
、

別
な
と
こ
ろ
に
い
る
。
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
も
、
捕
ま
え

ら
れ
な
い
も
の
を
「
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
猫
」
と
い

う
。 

シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
（sin

g
u

la
rity

） 

ま
れ
に
み
る
出
来
事
、
あ
る
い
は
思
い
が
け
な
い
こ
と
に

遭
遇
し
た
り
し
て
、
新
し
い
発
見
を
す
る
こ
と
。
つ
ま
り
、

ま
ぐ
れ
当
た
り
の
こ
と
だ
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
に
遭
遇
す
る
た
め
の
努
力
や
資
質
が
そ
の
人
に

あ
っ
た
か
ら
、
と
考
え
ら
れ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
界
な
ど
で
使

わ
れ
る
〈
ま
ぐ
れ
も
実
力
の
う
ち
〉
と
い
う
こ
と
わ
ざ
に

通
じ
る
。 

ス
テ
ィ
グ
マ 

原
意
は
瘢
痕

は
ん
こ
ん

。 

あ
る
集
団
に
付
け
ら
れ
た
社
会
的
な
悪
評
・
汚
名
。 

ス
ト
イ
ッ
ク
／
ス
ト
イ
シ
ズ
ム 
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自
制
や
克
己
を
重
ん
じ
る
こ
と
。
目
標
達
成
の
た
め
に
は

自
分
を
統
制
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
禁
欲
的
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
な
お
、
目
的
達
成
し
た
ら
、
堕
落
し
て
し
ま

う
人
も
い
る
。
似
た
よ
う
な
言
葉
で
、a

s
c
e
t
i
ci
sm

が
あ

る
。 

ス
ノ
ビ
ズ
ム 

上
級
階
級
へ
の
志
向
。
上
級
を
気
取
る
。 

ス
ピ
ン
オ
フ 

派
生
し
た
副
産
物
。
回
っ
て
い
る
も
の
か
ら
飛
び
出
る
イ

メ
ー
ジ
。
作
品
の
本
筋
か
ら
派
生
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
別

の
作
品
に
す
れ
ば
、
そ
れ
を
ス
ピ
ン
オ
フ
作
品
と
い
う
。

あ
る
い
は
企
業
で
、
本
業
か
ら
派
生
し
た
副
次
的
事
業
。

一
人
立
ち
で
き
そ
う
な
ら
、
別
会
社
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。 

タ
ナ
ト
ス 

攻
撃
的
本
能
。
フ
ロ
イ
ト
は
生
の
本
能(

エ
ロ
ス)
と
死
の

本
能(

タ
ナ
ト
ス)

の
２
大
本
能
を
仮
定
し
た
。
自
衛
は
正

当
防
衛
と
し
て
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

「
コ
ノ
ヤ
ロ
ー
、
倍
返
し
だ
！
」
と
怒
り
ま
く
る
ケ
ー
ス

で
は
、
タ
ナ
ト
ス
が
理
性
を
超
越
す
る
。
人
間
の
本
能
を

呼
び
覚
ま
し
て
の
〈
正
義
の
鉄
拳
〉
か
も
し
れ
な
い
が
、

過
剰
に
仕
返
し
し
て
は
い
け
な
い
。 

テ
ー
ゼ
（T

h
e
s
e
 

ド
イ
ツ
語
） 

本
題
の
主
張
。
主
題
。
活
動
の
基
本
方
針
。
闘
争
の
方
針
。 

デ
ジ
ャ
ブ 

既
視
感
と
訳
さ
れ
る
。
以
前
経
験
し
て
い
た
か
の
よ
う
な

錯
覚
を
覚
え
る
こ
と
。
ど
こ
か
で
見
知
っ
た
、
隠
れ
た
記

憶
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
前

世
の
記
憶
ま
で
よ
み
が
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。 

ト
ラ
ウ
マ 

傷
の
こ
と
。
特
に
、
恐
怖
体
験
か
ら
来
る
場
合
、
心
の
中

の
、
癒
さ
れ
な
い
傷
と
な
る
。 

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（p

o
s
t
-
tr
a
um
a
ti
c 
s
t
re
s
s 
d
is
o
rd
e
r

）
の

症
状
を
き
た
す
こ
と
が
あ
る
。 

ド
グ
マ
／
セ
ン
ト
ラ
ル
ド
グ
マ 

ド
グ
マ
は
宗
教
の
基
本
的
な
教
義
・
教
条
を
い
う
。 

セ
ン
ト
ラ
ル
ド
グ
マ
と
い
え
ば
、
生
物
学
に
お
い
て
、
細

胞
の
中
で
遺
伝
情
報
が
「
Ｄ
Ｎ
Ａ→

Ｒ
Ｎ
Ａ→

蛋
白
質
」

の
順
に
伝
達
・
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。 

ド
ク
サ 臆

測
。
思
い
込
み
、
根
拠
の
な
い
主
張
。
立
証
さ
れ
て
い

な
い
仮
説
。
そ
ん
な
仮
説
を
嫌
っ
て
、
ま
っ
た
く
聞
く
耳

を
持
た
な
い
人
も
い
る
が
、
そ
ん
な
説
に
も
真
実
が
含
ま

れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。 

ニ
ヒ
リ
ズ
ム 
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既
存
の
価
値
を
認
め
な
い
主
義
。
こ
れ
が
特
に
、
１
９
世

紀
後
半
の
ロ
シ
ア
で
は
既
存
の
体
制
を
暴
力
的
手
段
で
破

壊
・
殺
戮
し
て
〈
新
し
い
政
府
を
建
設
し
よ
う
〉
と
い
う

革
命
思
想
（
暴
力
革
命
主
義
）
の
原
点
に
な
っ
た
と
さ
れ

る
。
既
存
の
体
制
は
な
か
な
か
壊
れ
な
い
に
し
て
も
、
荒

っ
ぽ
い
手
段
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。 

バ
タ
フ
ラ
イ
エ
フ
ェ
ク
ト 

小
さ
な
動
き
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
大
き
な
波
と
な
っ
て

効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
。
ア
メ
リ
カ
の
気
象
学
者
Ｅ
．
Ｎ
．

ロ
ー
レ
ン
ツ
が
１
９
７
２
年
に
「
南
米
の
チ
ョ
ウ
の
小
さ

な
羽
ば
た
き
が
テ
キ
サ
ス
の
大
き
な
竜
巻
と
な
り
う
る
」

と
言
い
出
し
た
こ
と
か
ら
。 

日
本
人
に
は
「
風
が
吹
け
ば
桶
屋

お

け

や

が
儲
か
る
」
と
言
う
ほ

う
が
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。 

パ
ト
ス
／
ペ
ー
ソ
ス 

（
パ
ト
ス
と
ペ
ー
ソ
ス
は
、
英
語
で
は
同
じ
言
葉

（p
a
t
h
os

）
な
の
で
や
や
こ
し
い
） 

パ
ト
ス
は
情
熱
。
心
情
を
い
い
、
衝
動
的
行
動
を
呼
び
覚

ま
す
。
ペ
ー
ソ
ス
と
い
え
ば
、
哀
愁
と
な
る
。 

パ
ラ
ダ
イ
ム
／
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト 

基
礎
的
な
枠
組
み
や
前
提
条
件
と
な
る
規
範
を
パ
ラ
ダ
イ

ム
と
い
い
、
こ
の
方
式
を
変
え
る
こ
と
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ

フ
ト
（
あ
る
い
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
）
と
い
う
。 

一
例
と
し
て
、
最
近
の
新
聞
記
事
に
、
現
政
権
は
「
安
倍

パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
脱
却
で
き
る
か
と
す
る
議
論
が
あ
っ
た
。

安
倍
元
首
相
が
推
し
進
め
た
政
治
姿
勢
や
経
済
政
策
「
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
な
ど
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。 

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
／
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
（h

i
e
r
a
rc
h
y

） 

階
級
組
織,

 

階
層
制
度
を
い
う
。
集
団
や
組
織
に
お
い
て

は
、
平
等
は
あ
り
得
ず
、
ク
ラ
ス
分
け
さ
れ
、
格
差
が
つ

け
ら
れ
る
。
英
語
の
発
音
で
は
、
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
に
な
る
。 

プ
ル
ー
ス
ト
の
魔
術 

プ
ル
ー
ス
ト
（1

8
7
1

～1
9
2
2

）
は
そ
の
長
編
小
説
『
失
わ

れ
た
時
を
求
め
て
』
で
、
「
私
」
が
過
去
に
さ
か
の
ぼ
り
、

過
去
を
再
生
す
る
か
の
よ
う
に
自
伝
的
経
験
や
見
聞
を
語

っ
て
い
る
。
終
わ
り
の
と
こ
ろ
で
現
代
に
も
ど
る
か
ら
、

時
間
を
超
越
し
て
い
る
。 

ペ
ル
ソ
ナ 

人
格
、
人
物
像
。
主
体
性
を
持
つ
自
己
。 

マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
用
語
と
し
て
は
、
個
人
ユ
ー
ザ
ー
を

指
し
、
商
品
を
売
り
込
む
た
め
に
〈
対
象
と
な
る
客
層
〉

を
い
う
。 

ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス 

恒
常
性
。
生
物
の
体
内
で
、
心
身
の
状
態
を
一
定
に
保
つ



56  

仕
組
み
。
も
し
も
一
定
に
保
て
ず
、
あ
る
一
線
を
下
回
る

な
ら
、
病
的
に
な
り
、
さ
ら
に
は
死
に
至
る
。 

マ
ウ
ン
ト 

登
る
、
上
が
る
、
乗
る
の
意
。 

最
近
、
人
間
関
係
で
、
上
位
に
立
つ
、
あ
る
い
は
主
導
権

を
と
る
こ
と
を
い
う
。
つ
ま
り
、
で
し
ゃ
ば
る
こ
と
。
他

人
の
上
に
乗
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
、
私
的
に
は
使
い

づ
ら
い
言
葉
だ
。 

ミ
ー
イ
ズ
ム 

オ
レ
流
の
生
き
方
。
反
戦
活
動
な
ど
の
、
政
治
や
社
会
問

題
に
関
心
が
な
く
、
自
己
中
心
的
に
考
え
る
こ
と
。
ミ
ー

は
自
分
を
意
味
し
て
い
る
。 

ミ
ー
ツ
ー 

人
ま
ね
的
な
。
模
倣
。 

モ
ナ
ド
と
予
定
調
和 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（1

6
4
6

～1
7
1
6

）
が
唱
え
た
宇
宙
論
。
宇

宙
は
独
立
し
た
モ
ナ
ド
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
あ
ら

か
じ
め
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ナ
ド
が
調
和
す
る
よ
う
に
作
ら
れ

て
い
る
と
す
る
。 

ラ
デ
ィ
カ
ル
（
ラ
ジ
カ
ル
） 

過
激
な
。
改
革
な
ど
を
急
進
的
に
推
し
進
め
る
こ
と
。
変

化
を
望
ま
な
い
人
た
ち
の
抵
抗
に
あ
う
か
も
し
れ
な
い
。

ラ
デ
ィ
カ
ル
に
は
〈
根
本
的
〉
や
〈
不
安
定
〉
の
意
味
も

あ
る
。 

ル
サ
ン
チ
マ
ン 

怨
恨
・
憎
悪
・
嫉
妬
な
ど
の
感
情
が
積
も
っ
て
い
る
こ
と
。

他
人
に
加
害
し
た
こ
と
は
す
ぐ
忘
れ
る
が
、
自
分
が
被
害

に
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ず
に
、
い
つ
ま
で
も
根ね

に
思
う
。 

ル
ビ
コ
ン
川
を
渡
る 

ル
ビ
コ
ン
川
は
イ
タ
リ
ア
の
中
部
を
流
れ
る
川
。
古
代
ロ

ー
マ
時
代
、
カ
エ
サ
ル
が
ラ
イ
バ
ル
の
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
を

打
倒
す
る
た
め
に
「
さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
」
と
言
っ
て
軍

を
率
い
て
こ
の
川
を
渡
っ
た
。 

重
大
な
一
線
を
超
え
る
と
き
に
、
表
現
す
る
言
葉
。
そ
の

結
果
が
ど
う
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
の
に
、
仕
掛
け
る
の

が
人
間
ら
し
い
？ 

レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
（
レ
ー
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
） 

存
在
理
由
。
だ
い
た
い
に
お
い
て
事
物
や
人
の
存
在
に
は
、

職
能
的
な
価
値
は
別
と
し
て
、
大
し
た
理
由
が
な
い
。「
そ

こ
に
山
が
あ
る
か
ら
、
の
ぼ
る
」
程
度
の
理
由
だ
ろ
う
。

他
の
人
が
自
分
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
と
も
か
く
、
自
分

は
自
分
で
、
自
分
の
存
在
を
あ
つ
か
ま
し
く
認
め
た
い
。

先
人
た
ち
の
言
葉
を
思
い
出
し
な
が
ら
。 

た
と
え
ば
、
就
職
試
験
で
「
不
採
用
」
に
な
っ
た
り
（
一
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度
不
採
用
に
な
る
と
、
連
続
的
に
不
採
用
に
な
る
傾
向
が

あ
る
）
、
だ
れ
か
親
し
い
人
に
「
テ
メ
ー
な
ど
要
ら
ん
！ 

出
て
行
け
！
」
と
罵
倒
さ
れ
た
り
し
て
も
、
「
役
立
た
ず

め
！
」
「
キ
サ
マ
な
ど
死
ん
で
し
ま
え
！
」
と
の
の
し
ら

れ
た
と
し
て
も
、
〈
テ
メ
ー
ら
に
オ
レ
の
価
値
が
わ
か
る

も
の
か
！
〉
と
心
の
中
で
叫
び
た
い
。 

〈
オ
レ
は
優
秀
な
人
間
で
は
な
い
に
し
て
も
、
テ
メ
ー
よ

り
ま
し
だ
〉
と
思
う
の
が
、
さ
さ
や
か
な
自
尊
心
だ
ろ
う
。 

ロ
ゴ
ス 語

源
は
言
語
。
論
理
、
理
性
、
理
念
の
意
味
を
も
つ
。 

宗
教
に
お
い
て
は
、
神
の
言
葉
と
さ
れ
る
。
紀
元
前
の
ユ

ダ
ヤ
人
哲
学
者
フ
ィ
ロ
ン
は
、
す
べ
て
を
超
越
し
た
神
の

意
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
ロ
ゴ
ス
を
当
て
た
。 

神
意
（p

ro
v
id

e
n

ce

と
も
い
う
）
を
ヒ
ト
が
理
解
す
る
の

は
、
そ
う
と
う
難
し
そ
う
だ
が
、
太
古
の
昔
か
ら
、
怪
し

げ
な
人
や
も
っ
と
も
ら
し
い

、
、
、
、
、
、
、
人、
が
い
い
加
減
な
こ
と
を
語

っ
て
き
た
。
神
は
万
能
ら
し
い
か
ら
、
特
定
の
人
物
に
そ

の
教
え
や
摂
理
を
語
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
ん
な
複
数
の
人
が
同
じ
こ
と
を

語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
教
義
な
ど
の
解
釈
も
一
致

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
一
神
教
の
場
合
、
宗

派
に
分
か
れ
る
の
は
、
人
び
と
が
勝
手
に
そ
の
言
葉
を
解

釈
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。 

「
オ
レ
は
神
だ
、
神
に
一
番
近
い
人
間
だ
、
オ
レ
は
神
の

声
を
聴
い
た
、
ご
神
託
を
受
け
た
」
な
ど
と
自
称
す
る
人

物
が
一
番
怪
し
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
取
り
巻
き
連
中
が
、

彼
ら
を
師
と
し
て
仰
ぎ
奉
り
、
さ
ら
に
神
の
化
身
（
権

現
）
・
預
言
者
・
聖
人
・
尊
師
な
ど
と
、
ま
つ
り
あ
げ
る

こ
と
で
、
そ
れ
を
頂
点
と
し
た
教
団
が
作
ら
れ
る
。
組
織

と
し
て
確
立
す
れ
ば
、
権
威
と
地
位
と
実
益
の
元
に
な
る
。 
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地球の回り方 

地球と太陽に関して、いくつかの事象を数学的に考察してみる。基本

的なことながら、自分自身、理解しておきたい内容だ。 

① ２地点間の距離計算 

場所を表すのに、経度・緯度で示すことが一般的になりつつある。そ

れが地図上のどの地点か、よくわかるようになっている。複雑に設定さ

れた住所･番地で場所を探すより、今では簡単なことかもしれない。た

だし、階層のある高層ビルでは、同じ経度・緯度になってしまい、混同

するかもしれない。 

二つの地点、ＡとＢの経度･緯度から、その間の距離ｘが計算できる

ので、説明しよう。 

東経、北緯 （小数点以下は削除） 

たとえば、東京は、１４０、３５ 

 北海道の根室は、１４５、４３ 

経度･緯度は、地球の中心を基点として、角度を表しているから、二

つの地点の経度･緯度の差分ａとｂは、それぞれ、約５と８となる。 

      根室（１４５，４３） Ｂ    

 

 

                    ｂ  ８ 

                ｃ 

 

 

 

東京（１４０，３５） Ａ 

          ５ 

      図１ 東京－根室の距離 

地球の中心からみるＡＢ間の角度ｃは、ａとｂと直角三角形の関係に

あるから、三平方の定理からｃが求められる。 

ｃ＝√５２＋８２ ≒９．４３ 

このｃが地球の中心と、ＡＢそれぞれを結ぶ線の角度を示している。

ＡＢ間を通る地球の円周上の、その角度分ｃの円弧が求める距離になる

から、  ｘ＝πｒ２×ｃ／３６０ 

ａ 
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地球の半径ｒ＝６，３７０ｋｍ とすると、 

ｘ＝１，０４８ｋｍ 

となる。これは地図上で測っても近い値を示しているので、かなり
、、、

正しい。 

 

② 季節的な太陽高度 

夜が明ける時間や日が暮れる時間が気になることがある。特に、外で

うろうろしているとき、日暮れまであと何時間だろうか、と知りたくな

る。そんなとき私は太陽の高さを見る。太陽を見れば、おおよその方角

や時間がわかるから便利だ。秒や分の正確さは望めないけれど……。そ

れがうまくできれば、個人的な特技になるだろう。 

夜明けや日暮れの時間は、１年の周期で季節変動するし、地球所の緯

度･経度によって、早い・遅いがある。同じ日本に住んでいても、東端

の根室と西端の宮古島辺りでは、大きな差がある。地球は東に回ってお

り、経度によって差があるのはもちろんだが、緯度の差によっても、そ

の時間が変動する。緯度が高いほど、その変動が大きいことはよく知ら

れている。 

地球が太陽の周りを回る公転面に対して、北極を上にして自転してい

る地軸が２３．５度ほど傾いていることに関係している。これによって

季節が巡ってくるし、昼間の時間が変わってくるし、太陽の高さや、太

陽が昇る方角も少しずつ変化する。 

次の図２は、太陽の周りを回る地球のイメージ図で、春分･夏至、秋

分･冬至のときの地球の位置関係を模式的に描きこんでいる。大きさや

距離については正確ではない。地球が自転する地軸の向きに注目してほ

しい。地球の表面では、太陽公転面の内側に日が当たり、外側には日が

当たらない。つまり、昼と夜になる。地球は自転しているから、昼と夜

が交互に繰り返している。各季節においても、ゆるやかに公転しながら、

その位置で自転している。 

地軸は、太陽公転面の垂直から約２３．５度傾いている。なお、その

軸がぶれる微妙な歳差
さ い さ

運動があることも、頭のどこかに入れておきたい。

周期は２万５８００年という。 

地軸が太陽の逆向きに一番傾いているときが、冬至だ。北半球では、

日の出が遅く、日の入りが早い。最も日が短くなる。正午における太陽

の高さも、一番低くなる。寒い冬の季節だ。ただし、寒さ・暑さの気温

のピークは、約一カ月遅れてやってくる。 
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同じ経度にある複数の地点では、地軸の傾きが、太陽方向にどれだけ傾

いているかによって、日の出・日の入り時間が変わる。つまり、日照時

間について、それぞれ考察してみよう。 

地球上の北緯についての基本を図示すると、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春分 

太陽 

冬至 

秋分 

夏至 

地軸（ｚ0 軸） 

Ａ 

赤道（ｘ0 軸） 
α 

Ｕ 

Ｐ 
北緯 

ｒ 

Ｎ 

Ｓ 

図２ 太陽を回る地球 

図３ 北緯の概念 
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図３では、赤道をｘ0 軸、地軸をｚ0 軸とすれば、北緯は赤道面から

の角度だから、Ａ点の座標は、（ｒ・ｃｏｓα，ｒ・ｓｉｎα）となる。

北緯αの切り口は、Ｐ点を中心とする半径ｒ・ｃｏｓαの円形である。

Ｐ点は、地球内部の中心点Ｕから、上方のｒ・ｓｉｎαの位置にある。

北緯αの各地点は、Ｐを中心とする、半径ｒ・ｃｏｓαの円の上にある。

なお、方位に関して、北緯上にある一点では、北極点Ｎに向かう方角が

北であり、前後左右がそれぞれ北南西東となるのは、もちろんである。 

図 4 は冬至のときの模式図である。地球が太陽を回る公転面を基準に

し、太陽と地球の中心点 U を通る線を x 軸とする。U から天空へ垂直

に延びる線を z 軸とする。冬至のとき、地球の地軸は x 軸方面に２３．

５度傾いている。 

太陽光は左方向から照射する。その光は、地球から見て限りなく遠いか

ら、平行になっている。 

この図のＡ１は、南中した正午の地点であり、Ｂ１は、真夜中の０時の

地点である。z 軸の線（実際は面）を境に、北緯上（実際は円周）の地

点が左側にあれば、太陽光が当たるから昼。右側にあれば、太陽光が当

たらない夜である。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ａ１において、太陽高度は、つまりＡ１の地表面ｆ１から見る太陽の角

度θ1 は、θ1＝９０－α1 

β１ 

Ａ１ 

ｚ軸  

 

 

Ｂ１ 

ｘ軸 
Ｕ 

Ｐ 

北緯 ｒ α1 

地軸  

 

 

θ１ 太
陽
光 β1 

ｆ１ Ｎ 

図４ 冬至の太陽高度 

２３.５度  
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α1＝α＋２３.５ だから、θ1＝６６.５－α 

α＝３５とすると、θ1＝３１.５ 

この角度では、太陽高度がそうとうに低い。 

また、夏至の時は、地軸の向きはそのままで、地球は太陽の周りを半周

するから、図５のように太陽光は右方向からさす。Ａ２が南中する正午

の地点である。Ｂ２は、真夜中の０時の地点である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ２において、太陽高度は、つまりＡ２の地表面ｆ２から見る太陽の角

度θ２は、θ２＝９０－α２、 

α２＝α－２３.５ だから、θ２＝１１３.５－α 

α＝３５とすると、θ２＝７８.５ 

これで太陽高度が高いことがわかる。その地表に立つ人にとって、感覚

的に「真上
ま う え

に太陽が昇る」ようだ。 

 

③ 季節の日照時間 

図６以下は、冬至での地球を縦から（天空から）見た平面図である。公

転面にあって地球の中心Ｕを通り、ｘ軸に直角である軸をｙ軸とする。

この図でｙ軸の左側が、太陽光が当たるから昼間、右側が夜となる。地

球は球体だから、どこから見ても円形だが、傾きながら、左回転している。

α2 

Ｓ 

Ｂ２ 

Ａ２ 

ｚ軸  

 

 

ｘ軸 

Ｕ 

北緯 

β２ 

地軸   

 

 

θ２ 

太
陽
光 α２ 

ｆ２ 
Ｎ 

Ｐ 

図５ 夏至の太陽高度 

２３.５度  
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北極点Ｎは、その傾きにより、ｘ軸方向に位置がある。北緯も２３．５

度傾いている円だから、その円の中心点Ｐはｘ軸方向にやや位置を移し

ている。天空から見ると、円周のＰからの距離は、ｘ軸方向がｙ軸方向

よりやや短くなるから、楕円形になる。 

Ｃ１は日の出の地点、Ｄ１は日の入りの地点となる。Ｃ１－Ｄ１間の円

弧が昼間であり、回転角度γ１であらわす。自転の時間に比例する。図

でみるとおり、 

昼γ１＜夜（３６０－γ１） 

であるから、昼の時間が短いことがわかる。一時間当たりの回転角度は、

もちろん３６０÷２４であるから、時間が計算できるが、詳細は省略する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ１～Ｄ１の時間が短いことは、ことわざに「秋の日は釣瓶
つ る べ

落とし」

というように、実際に日の沈むのが早いことを示している。 

夏至については、太陽光が右向きになり、昼夜逆になると考えればよ

いので、省略する。 

次に春分を考える。やはり、地球を縦から（天空の上から）見た平面

図を図７で示す。太陽光は、図の下から上に射す。 

Ｃ３～Ｄ３までの日照時間γ3は、１８０度、ちょうど半日（１２時間）

であることがわかる。南中点Ａ３で、太陽高度が最高点になる。その方

向については、真南ではなく、地軸の傾き分を補正する必要がある。す

ると、２３．５度東寄りの方角で太陽高度が最も高くなる。つまり、南

中点Ａ３に人が立つと、Ｎ方向よりやや西寄りに影が映ることになる。 

Ａ１ 

ｙ軸 

Ｂ１ 
ｘ軸 

Ｕ 

北緯 

 

γ１ 

 

太
陽
光 

Ｐ Ｎ 
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図６ 冬至の日照割合 
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同様に秋分を考える。地球を縦から（天空から）見た平面図を図８で

示す。やはり、春分とは左右逆の図となる。南中点Ａ４に立つ人の影は、

やや東寄りに映る。 
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図７ 春分の日照割合 

図８ 秋分の日照割合 


