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〈
風
土
と
文
学
ｌ
石
川
の
場
合
‐
し
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
意
味
は
、
石

川
県
の
風
土
と
文
学
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
、

石
川
県
の
風
土
が
文
学
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
い
な
い

の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
石
川
県
と
い

う
の
は
も
ち
ろ
ん
能
登
と
加
賀
の
両
方
を
含
む
わ
け
で
、
さ
ら
に
能
登
は

内
浦
と
外
浦
と
で
は
か
な
り
差
異
が
見
ら
れ
る
し
、
そ
れ
ら
に
も
注
意
す

る
必
要
が
あ
る
。
文
学
と
い
っ
て
も
時
代
差
や
ジ
ャ
ン
ル
の
別
も
あ
る
わ

け
で
、
そ
れ
も
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
な
る
と
、
考
察
の
対
象
・
内

容
は
極
め
て
範
囲
が
広
く
、
ま
た
多
岐
多
様
に
わ
た
る
た
め
厄
介
な
問
題

と
な
り
、
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
取
り
敢
え
ず
は
風
土
を
〈
住
民
の
慣
習
や
文
化
に
影
響
を
及

ぼ
す
、
そ
の
土
地
の
気
候
・
地
形
・
地
質
な
ど
〉
含
大
辞
林
ご
と
定
義

し
て
お
こ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
石
川
県
の
地
形
や
地
質
、
気
候
が
い
か
に

そ
こ
に
住
む
人
達
の
慣
習
や
文
化
に
影
響
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

風
土
と
文
学

ｌ
石
川
の
場
合
Ｉ

な
る
。
当
然
な
が
ら
、
そ
の
気
候
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
慣
習
や
文

化
は
次
の
世
代
に
歴
史
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
き
、
さ
ら
に
、
そ
の
時
々

の
社
会
状
況
を
反
映
し
、
変
容
を
加
え
な
が
ら
子
孫
代
々
伝
播
さ
れ
る
。

地
質
や
地
形
等
は
長
い
地
球
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
、
高
々
百
年
位
で
は
、

大
地
震
等
の
天
変
地
異
が
発
生
し
な
い
限
り
は
そ
ん
な
に
変
化
を
み
せ
な

い
と
し
て
も
、
社
会
状
況
の
変
化
に
よ
る
変
貌
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
私
達
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
ず
、
石
川
の
地
形
や
気
候
の
特
色
を
み
て
み
る
と
、
長
い
海
岸
線
を

所
有
し
て
い
る
一
方
、
高
山
を
抱
き
、
農
作
物
に
適
し
た
そ
こ
そ
こ
の
土

地
を
備
え
、
夏
は
高
温
多
湿
、
冬
は
降
雪
に
見
舞
わ
れ
る
。
一
言
で
一
一
一
一
口
え

ば
、
自
然
の
幸
に
も
恵
ま
れ
る
豊
か
な
自
然
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

で
は
、
そ
ん
な
自
然
環
境
に
住
む
者
達
が
築
い
て
き
た
文
化
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
古
代
か
ら
大
陸
と
の
交
流
が
盛
ん
で
あ

森
英
一
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っ
た
能
登
だ
が
、
加
賀
地
方
共
々
、
源
平
の
合
戦
を
経
て
、
蓮
如
の
布
教

後
は
浄
土
真
宗
の
教
え
が
根
づ
く
よ
う
に
な
り
、
一
向
一
撲
後
に
〈
百
姓

ノ
持
チ
タ
ル
ク
ニ
〉
が
約
一
世
紀
続
く
。
し
か
し
、
な
ん
と
い
っ
て
も
前

田
利
家
が
金
沢
入
城
以
降
に
、
石
川
は
本
格
的
に
発
展
し
た
と
い
え
よ
う
。

今
日
に
残
る
伝
統
工
芸
の
基
礎
を
築
き
、
芸
能
や
学
問
を
奨
励
し
て
加
賀

百
万
石
文
化
の
花
が
開
い
た
の
で
あ
る
。

果
し
て
こ
の
よ
う
な
風
土
や
文
化
伝
統
が
後
世
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し

て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
最
初
に
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
見
方
が
な
さ
れ
て
き
た

か
を
紹
介
し
た
い
。

そ
の
前
に
、
も
う
一
度
、
風
土
と
文
学
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
基
本

的
な
事
柄
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
私
達
は
長
谷
章
久
著
『
日
本
文
学
と

風
土
』
（
昭
和
四
十
四
年
四
月
刊
講
談
社
現
代
新
書
）
と
い
う
考
察
を

持
っ
て
い
る
。
当
時
、
日
本
文
学
風
土
学
会
の
常
任
理
事
で
あ
っ
た
長
谷

の
簡
明
な
が
ら
、
基
本
的
事
項
を
網
羅
し
た
意
欲
作
で
あ
る
。
こ
の
中
で

は
、
風
土
が
文
学
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
繧
々
考
察
を
加
え
て
い
る
。

和
辻
哲
郎
の
『
風
土
』
や
古
代
の
「
風
土
記
』
、
鎌
倉
期
の
成
立
と
言

わ
れ
る
「
人
国
記
」
の
検
討
か
ら
始
ま
っ
て
、
東
京
や
京
都
の
気
温
や
晴

天
日
の
紹
介
・
考
察
、
現
代
女
子
学
生
の
出
身
別
に
よ
る
気
質
調
査
結
果
、

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
著
作
の
考
察
、
等
々
か
な
り
多
方
面
に
多
角
的
な

考
察
を
展
開
し
て
い
る
が
、
ど
う
し
て
も
古
典
文
学
が
対
象
に
な
り
が
ち

で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
や
交
通
が
発
達
し
た
今
日
で
も
風
土
の
差
は
あ
る
と

主
張
す
る
一
方
、
〈
近
代
文
学
と
風
土
的
関
心
の
減
少
乃
至
欠
如
が
問
題

視
さ
れ
る
が
〉
と
近
代
文
学
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
注
意
深
い
姿
勢
を
見

せ
つ
つ
も
、
小
説
家
よ
り
歌
人
の
方
が
各
自
の
成
長
期
に
及
ぼ
す
風
土
の

影
響
は
大
き
い
と
し
て
、
斎
藤
茂
吉
ら
に
注
目
し
、
さ
ら
に
、
ま
た
作
家

で
も
、
太
宰
治
と
葛
西
善
蔵
、
石
坂
洋
次
郎
で
は
同
じ
津
軽
の
作
家
だ
か

ら
、
共
通
性
が
あ
る
と
一
一
一
一
口
い
、
ま
た
、
松
本
清
張
『
ゼ
ロ
の
焦
点
」
の
よ

う
な
風
土
に
関
心
を
持
っ
た
例
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
近
代
文
学
の
例
に

お
け
る
指
摘
の
妥
当
性
は
後
に
検
討
す
る
。

こ
の
よ
う
な
考
察
は
非
常
に
興
味
深
く
、
種
々
教
え
ら
れ
る
点
が
多
い

の
だ
が
、
慣
習
や
文
化
に
影
響
す
る
の
は
風
土
だ
け
で
な
く
、
そ
の
時
代

特
有
の
状
況
と
価
値
観
も
考
察
範
囲
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
、

そ
こ
に
住
む
者
が
人
生
の
何
時
頃
に
ど
れ
だ
け
の
期
間
、
居
住
し
て
い
た

か
も
重
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
地
域
を
取
り
巻
く
情

報
量
も
風
土
に
負
け
ず
に
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
近

代
に
な
る
と
、
交
通
や
マ
ス
コ
ミ
の
発
達
に
よ
っ
て
各
地
域
を
取
り
巻
く

諸
状
況
が
均
一
化
さ
れ
、
地
域
間
の
格
差
が
次
第
に
縮
小
し
て
い
く
。
地

形
や
気
象
の
差
に
加
え
て
、
交
通
等
の
未
発
達
に
よ
る
閉
塞
状
況
が
地
域

に
居
住
す
る
人
間
達
に
そ
れ
ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
が
、

次
第
に
喪
失
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

時
代
が
進
む
に
連
れ
て
以
上
の
諸
因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
問
題
解
決

は
容
易
で
な
い
。
逆
に
、
人
の
移
動
が
少
な
か
っ
た
時
代
に
お
け
る
風
土
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の
影
響
は
割
り
と
考
察
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
石
川
に
お
い
て
は
、
江
戸
時

代
以
前
は
例
え
ば
、
大
伴
家
持
の
和
歌
が
県
内
を
詠
ん
で
い
る
が
、
先
に

見
た
よ
う
に
彼
の
居
住
時
期
や
年
齢
等
を
勘
案
す
る
と
、
来
訪
者
の
眼
か

ら
見
た
作
品
と
判
断
し
た
方
が
よ
い
。
江
戸
時
代
の
芭
蕉
と
『
奥
の
細
道
』

の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
風
土
の
影
響
が
希
薄
だ
と
判
断
し
た

い
。
そ
の
他
、
紀
行
文
や
実
録
物
、
漢
詩
文
等
の
ジ
ャ
ン
ル
に
作
品
が
残

さ
れ
て
い
る
が
、
工
芸
や
芸
能
ほ
ど
、
豊
穣
な
遺
産
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
明
治
以
降
の
作
物
を
先
ず
は
対
象
に
す
る
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
下
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
を
紹
介
す
る
が
、
ま
ず
、
藤
本
徳
明
著

『
北
陸
の
風
土
と
文
学
」
（
昭
和
五
十
一
年
八
月
笠
間
書
院
刊
）
は
サ
ブ

タ
イ
ト
ル
に
「
金
沢
の
文
学
を
中
心
と
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
能
登
を

も
対
象
に
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
意
欲
作
で
あ
る
。
長
谷
章
久
の
著
書

も
視
野
に
入
れ
、
風
土
と
文
学
の
か
か
わ
り
を
よ
り
特
定
の
地
域
に
限
定

し
た
各
論
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
極
め
て
博
識
ぶ
り
が
発
揮
さ
れ

た
記
述
で
、
内
容
の
要
約
に
は
困
難
を
感
じ
る
が
、
次
の
箇
所
に
要
点
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
放
浪
す
る
聖
者
」
と
し
て
の
男
性
と
、
「
汚
れ
た
聖
女
」
と
し

て
の
女
性
と
の
、
葛
藤
を
通
じ
て
の
存
在
の
根
源
に
肉
迫
す
荘
厳

な
祭
儀
と
し
て
の
愛
、
と
い
う
の
を
、
金
沢
に
ゆ
か
り
を
も
つ
文

つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
鏡
花
、
秋
声
、
犀
星
の
金
沢
三
文
豪
を
は
じ
め
と

し
て
金
沢
に
描
か
れ
る
作
品
の
男
性
は
〈
ほ
と
ん
ど
、
秩
序
か
ら
疎
外
さ

れ
つ
つ
、
「
聖
な
る
も
の
へ
の
渇
望
」
「
存
在
へ
の
郷
愁
」
に
か
ら
れ
て
遍

歴
を
つ
づ
け
る
、
探
究
の
神
話
の
、
「
若
き
ア
ダ
ム
」
と
し
て
の
風
貌
を

そ
な
え
て
い
る
〉
し
、
登
場
す
る
女
性
は
、
〈
身
は
汚
れ
て
い
て
も
心
は

聖
女
の
よ
う
に
美
し
〉
く
、
時
に
は
愛
す
る
者
の
た
め
に
は
、
敵
と
取
り

組
む
雄
々
し
さ
も
発
揮
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
生
ん
だ
の
が
金
沢
の

風
土
と
文
化
だ
と
い
う
。
気
候
が
も
た
ら
す
受
容
的
、
退
嬰
的
、
保
守
的

な
気
風
が
文
化
の
表
現
形
式
と
な
り
、
加
賀
藩
の
、
幕
府
か
ら
の
挑
発
を

防
ぐ
生
き
方
が
美
術
工
芸
や
芸
道
を
盛
ん
に
し
、
浄
土
真
宗
が
在
地
の
白

山
信
仰
等
と
結
合
し
、
変
形
し
て
先
の
「
放
浪
す
る
聖
者
」
と
「
汚
れ
た

聖
女
」
の
パ
タ
ー
ン
を
次
第
に
外
在
化
し
て
い
く
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
考
察
は
発
想
が
面
白
く
、
評
論
と
し
て
は
魅
力
的
だ
が
、
い
く
つ

か
の
疑
問
点
を
感
じ
る
。
例
え
ば
、
風
土
の
影
響
は
長
谷
の
指
摘
に
あ
っ

た
よ
う
に
、
｜
介
の
旅
行
者
と
そ
こ
で
育
っ
た
者
と
で
は
全
く
深
浅
が
異

な
る
。
そ
れ
を
考
慮
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
。
次
に
、
近
代
文
学
中

で
も
小
説
に
対
し
て
は
、
風
土
と
の
関
係
が
容
易
に
証
明
し
難
い
と
さ
れ

る
が
、
藤
本
が
例
示
し
て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
小
説
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、

学
の
、
根
幹
を
な
す
主
題
の
一
つ
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
は
、
少

し
く
飛
躍
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
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作
品
の
読
み
方
に
異
論
が
出
る
余
地
を
残
す
こ
と
。
例
え
ば
、
五
木
寛
之

の
「
聖
者
が
街
に
や
っ
て
き
た
」
を
手
が
か
り
に
論
を
展
開
す
る
。
確
か

に
タ
イ
ト
ル
は
論
者
に
と
っ
て
魅
力
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
五
木
の
意
図

は
自
身
が
感
じ
て
い
た
金
沢
の
伝
統
が
少
し
ず
つ
揺
ら
い
で
き
た
と
い
う

こ
と
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
発
想
が
金
沢
と
い
う
街
の
性
格
と

結
び
つ
い
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
（
詳
細
は
、
小
著
「
五
木
寛
之
の
文

学
・
ひ
と
つ
の
読
み
方
」
で
述
べ
て
あ
る
）
。

確
か
に
、
刺
激
的
な
評
論
で
は
あ
る
が
、
〈
文
学
風
土
学
〉
と
し
て
は

個
々
の
作
品
に
対
す
る
も
う
少
し
綴
密
な
考
察
と
手
続
き
を
要
す
る
だ
ろ

う
と
い
う
の
が
正
直
な
感
想
・
評
価
で
あ
る
。

次
に
「
Ｔ
Ｈ
Ｅ
石
川
．
な
る
ほ
ど
百
科
風
土
編
』
（
平
成
二
年
三
月

能
登
印
刷
・
出
版
部
刊
）
に
つ
い
て
述
べ
る
。

こ
れ
は
、
石
川
の
風
土
は
〈
き
わ
め
て
内
省
的
な
、
物
事
に
つ
い
て
も

よ
く
よ
く
考
え
て
か
ら
判
断
す
る
、
そ
う
い
う
人
が
大
勢
こ
の
地
か
ら
は

出
た
〉
と
言
い
、
そ
の
典
型
と
し
て
鈴
木
大
拙
と
西
田
幾
多
郎
を
挙
げ
、

特
に
西
田
に
真
宗
と
加
賀
藩
の
学
問
奨
励
の
影
響
を
指
摘
す
る
。
同
様
に
、

こ
の
影
響
下
に
高
峰
譲
吉
や
木
村
栄
、
中
谷
字
吉
郎
、
四
高
の
誕
生
が
あ

っ
た
と
述
べ
、
多
数
の
文
学
者
が
輩
出
し
た
背
景
に
〈
金
沢
の
風
土
、
と

く
に
加
賀
百
万
石
の
驚
く
べ
き
遺
産
〉
が
あ
る
と
す
る
。

ま
た
、
白
山
の
存
在
か
ら
深
田
久
弥
、
一
向
一
摸
の
末
喬
に
加
賀
耽
二

や
島
田
清
次
郎
を
挙
げ
、
能
登
の
風
土
と
宗
教
の
影
響
下
に
坪
野
哲
久
と

加
能
作
次
郎
が
あ
る
と
い
う
。

こ
の
本
は
奥
付
の
ペ
ー
ジ
に
執
筆
者
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
項
目
別
の
署
名
は
な
い
。
従
っ
て
、
執
筆
者
は
特
定
で
き
な
い
。

『
石
川
近
代
文
学
全
集
別
巻
軌
跡
・
石
川
の
文
学
』
（
平
成
十
年
十

二
月
石
川
近
代
文
学
館
刊
）
所
収
の
小
林
輝
冶
「
石
川
文
学
地
図
」
は

〈
能
登
か
ら
加
賀
へ
各
論
を
展
開
す
る
形
で
さ
ら
に
、
そ
の
地
域
地
域
の

風
土
性
と
近
代
文
学
と
が
ど
う
関
わ
っ
て
き
た
か
〉
を
述
べ
て
い
る
。

小
林
は
考
察
の
前
提
と
し
て
自
然
的
風
土
に
加
え
て
精
神
的
風
土
も
考

え
な
い
限
り
、
こ
の
問
題
は
正
確
で
な
い
と
い
い
、
そ
の
観
点
か
ら
〈
室

町
以
降
、
次
第
に
そ
の
力
を
大
き
く
し
て
い
っ
た
浄
土
真
宗
の
存
在
抜
き

に
、
加
賀
・
能
登
の
精
神
性
を
語
る
こ
と
は
、
｜
切
で
き
な
い
だ
ろ
う
〉

と
言
う
。
そ
の
上
で
、
能
登
と
加
賀
に
分
け
て
考
察
を
進
め
る
。

ま
ず
、
能
登
に
つ
い
て
厳
し
い
自
然
が
住
民
を
忍
耐
と
我
慢
と
を
強
い

る
者
に
し
、
そ
う
い
う
人
々
の
心
を
掴
ん
だ
の
が
浄
土
真
宗
で
あ
る
。
加

能
作
次
郎
の
作
品
は
信
仰
の
深
さ
を
示
す
人
々
を
描
い
て
い
る
と
言
い
、

能
登
で
も
外
浦
は
よ
り
厳
し
い
自
然
の
た
め
、
そ
れ
を
描
い
た
作
家
に
松

本
清
張
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
や
沢
木
欣
一
の
句
集
『
塩
田
』
、
水
上
勉
の
エ

ッ
セ
イ
、
安
永
稔
和
の
詩
集
『
能
登
員
森
崎
和
江
や
高
橋
玄
一
郎
の
小

説
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
そ
の
自
然
の
厳
し
さ
を
か
え
っ
て
自
分

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
た
歌
人
に
坪
野
哲
久
や
岡
部
文
夫
が
い
る
。
ま
た
、

内
浦
の
関
係
で
は
杉
森
久
英
『
能
登
』
は
忍
耐
や
我
慢
を
裏
返
し
た
、
ま
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こ
と
に
し
た
た
か
な
精
神
の
強
さ
を
描
く
と
一
一
一
一
口
う
。

次
に
、
加
賀
に
つ
い
て
は
白
山
の
偉
大
さ
を
描
い
た
深
田
久
弥
『
日
本

百
名
山
」
を
挙
げ
、
手
取
川
の
河
口
で
常
に
荒
々
し
い
海
に
向
か
っ
て
前

進
す
る
開
拓
者
精
神
と
一
向
一
摸
の
隠
さ
れ
た
熱
い
土
壌
と
の
延
長
上
に

島
田
清
次
郎
が
生
ま
れ
、
一
向
一
侯
の
反
骨
の
系
譜
に
加
督
〈
取
二
の
作
品

が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
金
沢
は
多
年
に
わ
た
る
加
習
藩
の
文
化
的
蓄
積
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
文
学
に
あ
っ
て
も
明
治
以
降
も
多
く
の
作
家
達
を
輩
出
し
え
た
と

言
い
、
以
下
、
浅
野
川
と
犀
川
近
辺
に
生
ま
れ
育
っ
た
作
家
、
あ
る
い
は

居
住
し
た
作
家
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
四
高
の
、
近
代
文
学
に
与
え
た
影
響

の
大
き
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
と
し
て
、
関
係
の
作
家
を
紹
介
す
る
。

凡
そ
以
上
の
よ
う
な
内
容
だ
が
、
後
半
に
従
っ
て
作
家
と
作
品
名
と
を

列
挙
す
る
だ
け
の
記
述
に
な
り
、
具
体
的
な
指
摘
が
さ
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
前
半
に
し
て
も
、
例
え
ば
〈
何
か
分
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
〉
と
か

〈
ど
こ
か
～
通
じ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
〉
と
か
、

諸
作
家
を
列
挙
し
た
あ
と
〈
こ
の
地
の
風
土
性
を
重
ね
改
め
て
考
え
れ
ば
、

き
わ
め
て
納
得
の
い
く
こ
と
で
あ
る
〉
と
結
論
づ
け
た
り
す
る
。
つ
ま
り
、

具
体
的
な
論
証
に
若
干
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
を
所
収
す
る
該
当

書
の
内
容
的
制
約
や
頁
数
の
制
限
等
が
あ
っ
て
お
そ
ら
く
十
分
な
論
を
展

開
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
種
の
文
章
に

は
繊
密
な
論
証
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
一
一
一
一
口
う
を
ま
た
な
い
。

前
述
の
長
谷
が
奈
良
と
京
都
の
風
土
と
文
学
と
の
違
い
を
説
明
す
る
の

に
月
別
の
快
晴
や
曇
天
、
降
水
の
デ
ー
タ
を
示
し
た
り
、
学
生
の
出
身
別

の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
気
質
の
差
異
を
提
示
し
た
り
す
る
の
は
そ
の
実
証

的
態
度
を
示
す
手
法
と
し
て
あ
る
意
味
で
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
白
山
信
仰
に
せ
よ
、
加
賀
藩
文
化
の
伝
統
に
し
ろ
、
能

登
の
厳
し
い
気
候
に
せ
よ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
作
品
形
成
に
関
わ
っ
て

い
る
か
を
証
明
し
な
け
れ
ば
、
単
な
る
評
論
で
し
か
な
い
。

そ
の
後
、
小
林
は
「
特
集
金
沢
三
文
豪
を
生
ん
だ
風
土
二
つ
の
川

と
百
万
石
文
化
」
（
字
や
国
文
化
」
第
五
号
平
成
十
二
年
六
月
）
に
お
い
て
、

金
沢
に
限
定
し
て
〈
よ
り
伝
統
的
な
文
化
に
こ
だ
わ
っ
て
ゆ
く
浅
野
川

（
女
川
）
文
化
と
、
つ
ね
に
変
化
に
敏
で
あ
り
、
そ
れ
を
積
極
的
に
取
り

こ
ん
で
新
し
い
文
化
を
創
立
し
て
ゆ
き
た
い
と
す
る
犀
川
（
男
川
）
文
化

の
二
つ
が
除
々
に
形
成
さ
れ
た
〉
と
い
う
視
点
か
ら
犀
星
を
考
察
す
る
。

ま
た
、
加
督
藩
の
徳
川
家
に
対
す
る
反
権
力
の
意
識
と
秋
声
と
を
結
び
つ

け
る
。

こ
れ
ら
の
指
摘
も
発
想
は
興
味
深
い
も
の
だ
が
、
前
文
同
様
に
説
得
性

に
若
干
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
。

近
代
文
学
に
お
け
る
風
土
の
影
響
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
と
重

複
す
る
が
、
他
の
要
因
が
多
す
ぎ
て
そ
の
占
め
る
割
合
は
さ
ほ
ど
多
く
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
地
域
で
伝
承
さ
れ
た
慣
習
や
文

化
も
広
義
の
風
土
的
影
響
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
無
視
で
き
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蝋
（
昭
和
五
十
九
年
七
月
刊
岩
波
文
庫
）
に
紹
介
さ
れ
る
日
本
海
側
の
他

地
域
に
も
共
通
の
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
地
独
特
の
も
の
も
多
い
。
ま
さ

に
、
風
土
色
の
濃
い
作
家
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
同
じ
外
浦
出
身
の
坪
野
哲
久
は
ど
う
か
。
歌
人
だ
け
に
〈
蟹
の

肉
せ
せ
り
畷
へ
ぱ
あ
ご
が
る
る
生
ま
れ
し
能
登
の
冬
潮
の
底
〉
〈
殺
生
を

い
ま
し
め
た
ま
い
し
母
の
た
め
つ
れ
あ
る
ご
と
し
手
首
の
数
珠
〉
の
よ
う

な
風
土
色
豊
か
な
作
品
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
哲
久
の
歌
人
と
し
て

の
半
面
の
真
実
を
語
る
に
過
ぎ
ず
、
全
て
で
は
な
い
。
彼
の
真
髄
の
半
面

は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
か
ら
出
発
し
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
反

骨
と
抵
抗
の
姿
勢
に
あ
っ
た
。
い
や
、
さ
ら
に
詳
し
く
言
え
ば
、
最
初
ア

ラ
ラ
ギ
の
歌
人
・
島
木
赤
彦
に
師
事
し
、
風
土
色
が
濃
い
作
品
を
作
っ
て

い
た
。
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
プ
ロ
文
学
に
転
進
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
間

に
ど
ん
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
風
土
の
影
響
か
ら
誕
生
し
た

の
で
は
な
く
、
や
は
り
、
時
代
の
状
況
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。

詳
細
は
小
稿
「
坪
野
哲
久
論
ｌ
そ
の
初
期
の
様
相
」
ミ
ィ
ミ
タ
チ
オ
』

第
四
十
号
）
で
述
べ
た
の
で
、
簡
略
に
従
う
が
、
ま
ず
坪
野
の
『
昭
和
秀

歌
』
が
参
考
に
な
る
。
昭
和
三
年
九
月
の
新
興
歌
人
連
盟
に
参
集
し
た
歌

人
達
は
大
正
歌
壇
の
行
き
づ
ま
り
を
打
破
し
よ
う
と
願
っ
て
い
た
の
で
、

ま
も
な
く
、
彼
ら
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
立
脚
す
る
文
学
運
動
に
発
展
さ
せ

て
い
く
。
さ
ら
に
、
坪
野
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
島
木
の
〈
鍛
錬
道
〉
の
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主
張
を
そ
の
運
動
に
結
び
つ
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
か
と
言
っ
て
哲
久
短
歌
に
お
い
て
風
土
の
影
響
を
全
く
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
坪
野
の
場
合
、
風
土
と
抵
抗
の
姿
勢
と
が
微
妙

に
入
り
混
じ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
独
自
性
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
い
ず
れ
か
を
否
定
す
る
よ
う
な
評
価
は
正
し
い
も
の
と
は
い
え

な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
同
じ
抵
抗
の
作
家
、
加
賀
耽
二
（
須
井
一
）
は
ど
う
か
。
小
林

は
一
向
一
侯
の
系
譜
に
置
く
。
た
し
か
仁
彼
は
加
賀
で
陶
工
だ
っ
た
が
、

二
十
二
歳
で
京
都
に
出
て
か
ら
は
陶
磁
器
従
業
員
組
合
の
結
成
に
参
加
し

て
、
活
動
家
に
な
っ
た
。
作
家
と
し
て
出
発
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
活

動
家
と
し
て
の
精
神
基
盤
が
最
初
に
あ
り
、
そ
れ
を
作
家
に
移
植
し
た
に

過
ぎ
な
い
。
で
は
、
彼
が
活
動
に
興
味
と
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
遠

因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
『
つ
り
の
で
き
ぬ
釣
師
」
（
昭
和
四
十
七
年
四
月

新
日
本
出
版
社
刊
）
で
語
る
よ
う
に
学
校
の
教
師
が
貸
し
て
く
れ
た
三

握
の
砂
』
だ
っ
た
。
た
と
え
、
彼
の
「
綿
」
「
少
年
」
「
工
場
へ
」
等
多
く

の
作
品
の
素
材
が
郷
里
の
加
賀
で
の
経
験
に
基
づ
く
と
し
て
も
、
そ
の
魂

は
一
冊
の
本
と
の
出
合
い
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
一

向
一
撲
の
血
に
求
め
る
の
は
や
は
り
、
無
理
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
、
加
能
作
次
郎
、
坪
野
哲
久
、
加
賀
歌
二
（
須
井
一
）
を
例
に
挙

げ
て
具
体
的
に
述
べ
た
が
、
余
り
に
結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。

よ
り
慎
重
に
風
土
と
の
影
響
関
係
を
論
ず
る
に
は
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
多
数
の
作
品
を
例
に
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
前
述

の
よ
う
に
風
土
以
外
の
様
々
の
要
因
を
も
視
野
に
い
れ
て
考
察
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
で
な
け
れ
ば
結
論
を
出
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
問
題
は
ま
さ
し
く
鵺
の
よ
う
な
と
ら
え
ど
こ
ろ
の

な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
な
り
の
時
間
と
慎
重
な
手
続
き
を
要
す
る
。

本
稿
は
ま
だ
問
題
提
起
の
序
論
に
過
ぎ
な
い
。

（
本
学
教
員
）
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