
地

球

岸
に
比
し
て
東
に
惑

い
港
で
あ
っ
た
に
違

ひな
い
.

併
し
北
岸
カ
ン
デ

ヤ
の
礎
に
近
-
音

へ
の
ク
ノ
ブ
ス

(
C
170
S
.
S)
が
聴
え
.
南
岸

メ
ス
サ
ラ
礎
に
獲

っ
て
フ
ェ

ス
ト
ス

(P
h
aesto
s)
が
起
っ
て
､
希
胞
以
前
の
ミ
ノ
ス

文
化
の
精
華
が
此
鹿
に
聴
逢
し
た
ど
す
れ
ば
'
矢
張
り

東
方
瑛
及
其
他
の
文
明
譜
圃
か
ら
の
交
通
が
此
の
哀
れ

な
海
岸
の
港
に
よ
っ
て
行
ほ
れ
た
の
で
あ
る
｡

カ
ン
デ

ヤ
か
ら
ク
ノ
ソ完

の
常
北
を
訪
ひ
p
東
に
馬
を
走
ら
し

第
三
番

第

1
統

石i(

叫
僧
詫

て
南
ブ
シ
ワ
リ
チ
(ィ
ダ
)の
分
水
嶺
を
越
え
'
メ
ス
サ
タ

の
平
原
を
望
見
し
て
撤
魔
の
叢
株
の
汲
だ
っ
て
お
る
の

を
眺
め
わ
た
し
た
時
の
.心
地
は
何
に
聾

へ
よ
-
か
｡
フ

ェ
ス
ト
ス
､
ア
-
ギ
ヤ
･
ト
リ
ア
ガ
の
r追
捕
の
麓
､
ミ

ポ
タ
i'ス

ー
ロ
ボ

-
川

の

清
流
の
.畔

.
爽
竹
桃
の
花
の
優
し
-

咲
い
て
ゐ
る
蔭
'
衣
洗
ふ
柑
旗
の
姿
は
irsg
に

1
幅
の
風

漫
嘉
で
あ
る
.
あ
ゝ
私
が
遜
家
で
あ
っ
た
な
ら
ば
.
(&
')

用
木
海

舟
岸
に
放
け
る
砂
丘
止
の
遺
跡

!

日
本
海
岸
に
あ
る
史
前
の
遺
跡
に
は
彼
の
越
中
の
氷

見
郡
大
境
に
あ
る
洞
窟
の
如
き
特
殊
な
も
の
が
あ
っ
て

上
代
に
於
け
る
我
が
団
に
稀
な
洞
窟
の
伴
侶
革
質
を
不

L
で
ゐ
る
の
は
単
鼎
に
著
聞
す
る
鹿
で
あ
る
｡
賎
し
乍

ら
ワtJ
絢
は
従
来
見
1日川
さ
れ
た
殆
ん
.A,J
唯

1
の
例

で
Jの
る

梅

原

末

治

か
ら
.
こ
れ
を
以
て
同
地
の
遺
跡
を
雅
色
づ
け
る
こ
亡

は
固
よ
-
不
可
能
で
あ
る
｡
か
ゝ
る
郡
か
ら
す

る
ビ
P

本
州
の
日
本
輝
撞

-
醇
に
酉
年
に
於
い
て
目
立
つ
魔
の

特
徴
の
あ
る
遺
跡
と
し
て
渦
藍
に
近
い
砂
丘
上
の
造
物

散
布
地
を
嚢
げ
る
串
が
搭
雷
で
あ
ら
-
ビ
思
ふ
｡
是

等

の
聴
州跡
は
掛
叫
代
の
文
化
を
表
徴
ず
る
石
版
帥
5<J
士
仙籍
AJJ
を



聴
風
す
る
の
み
LJ
-
す
､
同
時
に
珊
瑚
で
作
っ
た
小
金

属
を
併
せ
存
す
る
鮎
か
ら
も
珍
ら
し
い
も
の
笠
試
ひ
縛

る
O
尤
-
か
ゝ
る
砂
渚
上
の
遺
跡
存
在
は
上
記
の
地
域

に
限
ら
れ
LJ
わ
け
で
は
な
-
､
北
九
州
で
は
筑
前
の
糸

島
都
路
原
の
海
岸
や
'
険
路
問
三
原
郡
枚
帆
柑
等
に
も

見
出
さ
れ
て
は
居
る
が
'
日
本
海
岸
の
も
の
に
著
し
い

例
が
多
-
､
且
つ
同
地
方
は
今
こ
そ
某
日
本
ど
な
っ
て

し
ま
っ
た
が
.
上
代
に
あ
つ
て
は
大
陸
に
面
し
て
其
の

文
化
流
入
の
門
口
に
常

つ
た
/̂)
思
惟
す

べ
き
堺
由
が
参

上

従
っ
て
如
上
の
遺
跡
の
示
す
誓

)ろ
は
本
邦
文
化

の
鎗
展
の
研
究
に
緊
密
な
資
料
を
提
供
す

る
も
の
と
し

て
特
殊
の
惜
低
を
宥
す
る

こ

と
が
考

へ
ら
れ
て
.
考
古

挙
上
看
過
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
｡
で
私
は
本
誌

海
岸
靴
の
潜
行
に
際
し
て
'
此
の
種
の
遺
跡
だ
造
物
ビ

に
就
い
て
の
見
開
を
鎌
し
､
そ
れ
か
ら
年
代
に
推
測
を

就
み
て
末
尾
に
泣
跡
だ
砂
丘
ど
の
関
係
を

〓
昌
す
る
こ

と
に
し
た
0こ

さ
て
トー
本
渥
清
の
砂
丘
上
か
ら
兜
前
の
遺
物
を
教
見

す

る
こ
亡
は
､
其
の
由
来
の
甚
だ
育

い
も
の
が
あ
る
.

Et
本
市
淋
･:%
に
於
け
ち
砂
L･:上
の
痕

跡

即
ち
｢薦
日
本
後
紀
｣
懲
八
'
承
知
六
年
十
月
.乙
乱
の
楯

llヽ出
羽
囲
言
.
恵

八
月
廿
九
日
'
管
附
川
郡
司
解
僻
.

此
郡
酉
洛
蓮
府

之
程
五
十
除
里
'
赤
白
無
石
'
而
従

今
月
二
五

､
罫
南
無
止
､
雷
電
閲
歴
'
綻
十
除
目
'

乃
妃
晴
天
'
時
南
海
畔
'
員
魚
慣
石
.
基
数
不
少
､

或
似
躯
.
或
似
鋒
p
成
自
戒
濃
.
或
青
或
赤
'
凡
厳

状
健
､鹿
骨
向
欄
､輩
則
南
米
､
調
子
故
老
､
夙
未
骨

c
r;
D
C

見
､

閣

司

商
最
'
此

済

沙

地

.
而
経
寸
之
石
倉
音
無

有
.
桝
上
富
者
'
某
所
進
上
兵
象
之
石
激
十
枚
､
牧

之
外
記
局
｡

ど
あ
っ
て
p
明
に
砂
丘
か
ら
石
器
を
見
出
し
た
事
賓
を

放
し
て
屠

り
'
ま
た
｢
三
代
賓
藤
｣
馨
四
十
六
'
元
慶
八

年
九
月
廿
九
日
の
備
に

出
羽
国
司
言
(中
略
)七
月
二
日
飽
扱
郡
毎
潰
両
石
似

鶴
､
英
雄
儲
向
商
.

yJ
あ
る
記
事
の
如
き
も
同
じ
着
い
文
献
ビ
見
ら
れ
て
こ

れ
か
ら
班
に
早
-
軍
資
初
期
に
其
の
教
兄
の
あ
っ
た
こ

だ
が
察
知
せ
ら
れ
る
.
中
耽
./J
だ.
つ
て
は
記
錬
融
け
て

撒
す
る
に
由
な
い
が
.
下
っ
て
徳
川
時
代
の
年
ば
を
過

]
霊

t
七
七



地

球

ざ
る
だ
'
水
内
石
革
の
裏

肢
志
に
遺
物
の
聴
鬼
を
錬
し

た
も
の
が
現
は
れ
雑

rc,､
更
に
明
治
に
入
っ
て
同
種
の

遺
跡
が
軍
術
的
に
研
究
せ
ら
れ
る
こ
/̂J
に
L･･b
つ
て
､
今

日
で
は
同
渥
潰
の
榊
丘
止
の
遺
跡
ビ
し
て
世
に
知
ら
る

ゝ
も

め甚
だ多
-
.

山
々

牧
泰
す

べ
か
ら
ざ
る
程
の
教

に
達

して
ゐ
る
0
(東
京
帝

国
大
軍
靴
軍
部
人
出
単
数
宴

編

首

九
･石
器
時
代
遺
跡
潰
癌

聴
見
地
名
東
｣
盤
摺
)
け

れ
ど
も
是
等
の
中
で
帝
に
著
し
い
頻
ビ
し
て
は
.
北
米

に
あ
つ
て
は
暫
北
陸
人
数
埋
骨
同
人
の
Ⅵ探
究
し
た
加
賀

の
.海
岸
の
由

跡
が
繭
も
顕
著
の
,も
の
で
あ
ら
-
'
西
方

に
於
い
て
は
丹
後
の
由
布
潰

/̂J
国
昭
の
,潰
坂
か
ら
湖
山

相
中
ノ
茶
屋
に
亙
る
千
代
川
の
河
口
の
両
岸
に
亙
る
砂

丘
上
の
遺
跡
に
尤
づ
指
か
･F戯
す
る
こ
ど
は
何
<
に
も
典

範
は
な
か
ら
-
｡
以
上
S
17二
者
の
中
で
知
嚢
の
海
清
の

遺
跡
は
ま
だ
薯
践
の
鹿

曾
を
得
な
い
が
'
丹
後
･jJ
因
幡

･JJ
の
そ
れ
は
該
地
方
の
叡
蹟
調
査
の
事
業
に
闘
係
を
持

っ
て
ゐ
る
ĴJ
こ
ろ
か
ら
､
親
し
-
踏
査
し
て
特
殊
の
興

庇
を
感
じ
た
も
の
tで
あ
る
O
そ
し
て
前
者
も
串
に
上
凹

三
平
氏
の
結
構
な
調
査
報
薯
が
石
川
榛
か
ら
公
刊
せ
ら

れ
て
t:.,･,;
る
の
ソで
其
の
,
l
山拙
中
,知
る
こ
J>J
‥か
仙
川
氷
る
0
で

印
三
谷

的

一班

1
?

八

(
七
･(

次
に
葡
罫
に
そ
れ
ぐ

の
痕

跡
の
状
態
を
馨
げ
や
-
L7

三

籍

山
に
加
忠
の
遺
跡
は
同
園
河
北
郡
の
内
灘
柑
字
大

根
布
及
び
向
粟
蛸
を
中
心
だ
し
て
~
此
は
蘭
登
の
羽
咋

郡
大
海
川
の
川
口
に
及
び
､
商
は
石
川
邦
倉
部
に
蓮
す

る
延
長
約
八
史
の
贋
澗
な
る
地
域
に
亙

っ
て
存
在
し
高

rJ七
入
間
よ
旦

三

間
ま
で
の
起
伏
し
た
砂
丘
上
の
.傾

斜
面
に
遺
物
を
散
布
す
る
も
の
'
饗
見
晶
ビ
し
て
は
石

斧
.
石
雌
の
蔚
･)･J
共
に
鈍
紋
'
溜
生
式
両
系
統
の
土
舘

･
が
あ

-
'
ま
た
時
に
鯛
錬
､
餓
器
'
玉
始
等
を
見
出
す

こ
と
が
あ
る
｡
石
器
土
器

の
発
見
例
は
非
常
な
数
で
あ

る
か
ら
､
こ
～
に
は
省
略
す
る
ĵJ
L
で
.銅
鯨
は
現
在
の

北
部
の
羽
咋
郡
大
擬
村
ニ
ッ
屋
ビ
向
灘
村
兼
ケ
暗
ビ
か

ら
石
城
ビ
共
に
出
た
遺
品
が
保
存
せ
ら
れ
て
あ
る
.
早

し
で
大
根
布
に
て
は
砂
丘
の
内
側
の
斜
面
に

一
部
分
土

器
片
包
含
暦
の
見
ゆ
る
鹿
が
あ
･C,､
ま
た
小
域
片
の
衝

は
今
も
宥
鰯
や
土
器
の
片
ビ
共
に
鮎
々

砂
丘
上
に
造
存

し
て
ゐ
る
亡
は
貸
地
に
詳
し
い
上
田
三

華
氏
の
か
た
る

ど
こ
ろ
で
あ
る
(嫁
上
田
三
車
氏
編
簿
｢
加
数
能
登
ノ
育

代
遮
跡
｣
石
…川
騒
･目礼蹴
ル竹
肪
鮒剛
査
報
牡
口第

7
輯
Vo



俳壇 q)紙石由村路銀升

女
ハに

丹
後
由

石
蘇
の

池
鉢
は

熊
野
都

浜
村
の

内
にこ
あ

っ
て
､

束
よ
り

西
に
突

出
以
て

久
男
琉

帝
を
抱

-
大
き

い
砂
洲

の
基
布

に
任
し

北
方
日

本
海
に

両
し
た

EE未
海
瀬
岸
に
&
'け
る

砂
丘
上
¢

辻JF

ど
=
ろ
の
こ
れ
ま
た
よ
い
義
糠
を
占
め
た
も
の
で
あ
る
〇

メ.l.p

.l●
一t■l

壬
ビ
し
て
遺
鱒
を
書
見
す
る
傷
升
は
鱒
に
熊
野
者
か
ら

史
蹟
ビ
し
て
据
見
せ
ら
れ
た
束
百
八
町
､
甫
北
五
町
に

亙
る
両
虎
四
十
四
町
歩
で
は
あ
る
が
'
昨
年
に
至
っ
て

こ
れ
か
ら
東
に
つ
>
.-
砂
丘
上
'
約

1
里
以
上
も
た
た

っ
た
竹
野
都
蘇
詰
材
で
金
-
同

1
の
地
物
が
同
じ
耽
義

で
費
見
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
見
る
1.'
上
記
加
賀
の
遺

跡
'-)同
じ
-
肘
近

1
帝
に
亙

っ
て
ゐ
る
も
の
と
も
解
せ

ら
れ
る
｡
そ
れ
は
兎
も
角
ビ
し
て
本
島
石
の
並
尊
は
明

治
二
十
年
の
頃
久
美
沫
町
の
故
相
集
東
成
氏
が
は
じ
め

て
見
出
し
た
も
の
で
.
解
凍
同
氏
並
に
織
田
､
青
木
等

.地
方
の
熱
心
家
の
手
で
石
器
､
土
器
の
外
'
銅

･
蟻
の

小
形
鎌
､
鏡
貸
'
玉
顔
等
の
多
軟
の
珍
ら
し
い
遺
品
が

珠
焦
せ
ら
れ
.
耐
三
年
前

'J
は
そ
の

7
瀬
か
ら
肴
式
棺

の
貴
兄
L･.で
も
あ
っ
て
複
#
な
内
容
を
持

っ
た
並
鉢
で

あ
る
こ
亡
が
明
と
な
っ
た
っ
舷
梯
を
表
徴
す

る
と
こ
ろ

の
石
雀
の
類
と
爾
生
式
土
井
片
ビ
は
小
形
の
玉
薪
と
共

に
右
の
金
地
尊
を
亀
じ
て
尊
見
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が

自
件
の
遺
品
に
至
っ
て
は
､
砂
丘
の
起
伏

し
で
高
書

一
様
で
な
い
E
に
さ
ら
出
土
地
に
局
限
が
あ

っ
て
.FF
軒

･
.

衰

l
t
h



地

球

兇
上
に
興
味
の
多
い
現
象
を
董
す
る
｡

で
Y
や
ゝ
長
-

な
る
が
地
方
人
士
の
附
し
た
名
称

に
従
っ
て
こ
れ
を
略

記
す
る
こ
亡
に
L
や
う
｡

0

0

遺
跡
の
酉
箇
隅
に
あ
る
和
々
高
い
丘
の
俗
に
城

山

ビ

揮
す
る
部
分
は
p
碑
に
餓
片
が
多
-
て
'
内
に
餓
班
･.yJ

餓
揮
な
>,/J
が
あ
-
.
素
焼
の
士
据
片
や
陶
質

器
片
も
見

ら
れ
p
時
に
青
磁
や
兼
骨
磁
器
の
倣
片
を
も

混
じ
て
ゐ

る
.
聾
て
こ
ゝ
か
ら
月
鶴
永
賓
､
富
詩
碑
蟹
等
の
古
城

が
餓
鉱
若
干
ビ
共
に
見
出
さ
れ
て
､
前
者
は
今
な
は
同

地
織
田
氏
の
許
に
保
存
せ
ら
れ
て
あ
る
O
城
山
の
東
方

に
は
.
約
十
間
の
幅
を
以
て
東
商
に
長
-
'
約

Z
町
竿

⑳
⑳

の
贋
が
-
を
持
っ
た
貝

塚

5
<J
呼
ぶ
所
が
あ
っ
て
､
蛤
'

蚊
､
牡
蝶
等
の
月
数
東
南
に
散
布
し
｡
そ
れ
に
変
っ
た

摘
生
式
土
器
片
を
現
在
で
も
容
易
に
採
集
出
来
る
｡
以

前
に
こ
ゝ
か
ら
人
骨
が
出
で
.
ま
た
捕
生
式
の
特
徴
の

尉
薯
な
完
全
な
塵
や
高
杯
の
頻
及
び
健
石
等
を
掘
-

班

し
た
事
が
あ
-
､
中
央
の
や
へ

溝
状
を
豊
し
た
部
分
か

ら
織
田
氏
は
開
元
通
貨
は
じ
め
大
観
迫
鴛
.
豊
栄
適
賛

以
下
多
数
の
究
明
磯
を
費
見
し
て
､
今
ま
京
都
大
轡
に

●
●

揮
減
し
て
み
る
0
骨

山

/̂J
呼
ぶ
地
域
は
右
の
貝
塚
の
来

範
三
番

節

1
番

lq.〕

如
見
0

万
精
々
丘
状
を
し
た
部
分

一
席
を
占
め
て
p
此
の
地
は

盤
面
に
多
数
の
人
骨
片
の
蒐
存
す
る
こ
だ
が
名
綱
に
細

腰
す
る
｡
も
ど
金
骨
髄
を
典
へ
た
も
の
ゝ
埋
渡
が
少
-

な
か
っ
た
A,J
の
事
で
あ
る
｡

◎
◎
⑳

地
方
人
士
の
製

造

場

三

吉
ふ
の
は
骨
山
の
東
北
に
あ

る
同
じ
-
隆
適
し
た
部
分
で
.
進
物
が
麓
も
多
-
本
渡

跡
中
の
重
婁
な
地
域
で
あ
る
0

着
働
名
邦
は
熔
石
､
粘

板
岩
､
瑠
璃
等
の
石
片
が
移
し
-
て
~
石
器
の
こ
ゝ
で

作
ら
れ
た
二
･yJ
か
推
測
せ
し
ひ
る
鹿
か
ら
塞
LJ
も
の
で

あ
る
呈
.iq
ふ
｡
是
等
の
看
片
だ
共
に
蒲
生
武
士
据
片
が

表
面
に
多
数
に
散
布
し
て
ゐ
る
｡
従
来
製
造
場
か
ら
敬

見
せ
ら
れ
た
遺
品
に
は
石
鉱
石
刺
等
の
利
器
.
異
形
の

古
式
勾
玉
'
小
義
'
管
玉
及
び
其
の
嘉

成
晶
等
の
生
身

典
､
高
林
'
壷
等
の
藤

生
式
土
器
の
外
に
小
鮒
鱗
の
出

土
が
最
も
多
-
'
同
時
に
王
葬
の
･袋
泉
二
伯
ま
た
出
土

し
た
(此
の
以
外
に
他
の
t威
貨
は
な
い
)
な
は
餓
片
や
陶

贋
碁
片
も
存
す
る
が
.
鍾
-
小
袋
で
あ
る
亡
は
賓
地
に

通
じ
た
地
方
人
士
の
明
言
す
る
鹿
で
あ
る
い
以
上
の
外

◎
⑳

追
跡
地
内
に
は
石
塊
の
多

い
腹
か
ら
石

原

だ
名
づ
け
ら

れ
た
部
分
(城
山
の
‖北
)
､
日月
…敬
の
来
鵬
州
の
南
方
に
掛
Z
h
,



●

○

●

●

育
-
人
形
が
あ
っ
た
肇
に
人

形

ケ

岡

b
･J
去
ふ
名
を
碍
た

○
●

○
●
○

地
鮎
､
製
造
場
の
東
方
.,.'白

石

.
新

開

場

等
の
名
榊
を

持

っ
た
鹿
tLn
,,
が
あ
る
｡
是
等
の
地
域
何
れ
も
石
器
土

器
片
を
出
す
が
ー
中
に
て
製

造
場
AJ,J
白
石
ど
の
中
間
に

◎
⑳

あ
る
俗
に
大
窪
三

吉
ふ
窪
地
か
ら
後
者
に
亙
る
部
分
に

は
石
駆
.
銅
頒
AfJ
が
費
見
せ
ら
れ
'
ま
た
聾
で

f
個
の

純
紋
土
界
を
出
し
た
｡
こ
れ
が
本
遺
跡
出
土
の
唯

1
の

同
式
土
器
で
あ
る
G

序
に
嚢
げ
ろ
が
竹
野
郡
潰
詰
材
に
於
い
て
新
に
検
出

し
た
遺
跡
ま
た
亀
有
/̂J
は

.>
同

一
の
状
態
に
あ
っ
て
､

蓮
伏
し
た
砂
丘
の
麦
田
に
造
物
を
散
布
し
て
屠
る
も
の

礎
鬼
者
た
る
山
田
愛
蔵

ĴJ
毛
呂
清
春
の
両
君
の
蔚
し
た

遺
物
に
は
向
石
出
土
品
ビ
全
然
同
卜
形
式
の
石
軟
や
捕

集
武
士
浩
片
が
お
ろ
し
､
ま
た
小
軸
根
や
燭
輝
も
兄
ゆ

る
〇

四

因
幡
の
痕
跡
は
千
代
川
の
河
口
わ
,中
心
ビ
し
て
教
達

し
LJ
砂
丘
に
あ
っ
て
'
渚
坂
の
そ
れ
は
河
の
東
方
岩
美

郡
中

ノ
郷
村
に
存
し
'
中

ノ
茶
屋
の
そ
れ
は
反
射
の
栽

商
都
湖
山
村
に
あ
る
｡
活
版
の
追
跡
は
潰
坂
新
粕
の
東

日
本
弥
粘
沖
に
於
げ
ろ
砂
丘
上
の
迫
跡

カ
か
ら
多
胎
ケ
池
及
び
脱
却
村
に
亙
っ
て
渥
演
に
近

い

砂
丘
に
遺
物
を
包
蔵
す
る
-
の
､
現
在
で
は
軍
に
丘

の

表
面
の
所
々
に
石
鉱
､
弼
生
式
土
器
片
ー
小
論
の
陶
質

器
片
を
聴
見
す
る
に
過
ぎ
な
い
が
､
明
治
三
十

山
年
来

京
帝
団
大
串
の
大
野
妊
太
郎
氏
が
初
め
て
審
践
せ
ら
れ

た
際
に
は
'
な
は
骨
色
の
あ
る
出
土
地
域
が
迫
存
し
た

横
手
で
'
こ
れ
に
就

い
て
比
は
r
砂
丘
の
南
方
に
常
っ
て

石
鱗
の
製
造
場
ビ
推
定
す

べ
き
隆
起
部
亡
､
こ
れ
に
つ

3･-
西
方
に
石
器
の
原
料
不
の
霧
出
し
た
起
p
及
び
来

遊

に
岩
石
=̂D.
露
ほ
れ
て
恰
も
石
材
を
敏
き
取
っ
た
様
な

状
態
か
ど
>

め
た
部
分
｣
が
あ
っ
た
こ
ど
な
旅
し
て
ゐ

ら
れ
る
｡
常
時
氏
が
こ
～
か
ら
拾
得
し
た
造
物
は
石
駄

打
勝
両
様
の
石
斧
､
礎
石
古
式
の
捕
年
式
士
群
片
等
石

器
時
代
に
屈
す
る
遺
品
を
iij
ビ
し
て
'
花
は
外
に
小
形

の
朝
鮮
ĵJ
餓
鉱
片
な
'rw
が
あ
-
､
後
中

ノ
郷
小
串
校
に

奉
職
し
た
山
本
三
五
郎
氏
は
看

/̂J
同
種
の
逸
物

/̂J
共
に

異
形
の
勾
玉
.
玉
壇
の
破
片
等
を
採
集
し
な
り
そ
し
て

山
本
氏
だ
足
立
正
常
亡
に
依
る
ビ
打
石
肱
の
姉
木
造
跡

地
か
ら
西
方
十
教
町
の
潰
取
の
砂
渚
に
も
少
な
か
ら
ず

散
布
し
､
楽
は
服
部
柑
大
字
泥
土
の
砂
原
に
及
び
後
者

l･.u

-
<
J



亀
蟻

か
ら
は
石
鎌
'

石
斧
'

餐
石
等
が
出
て
ゐ
る
}J
l石
ふ
｡

し
て
見
れ
ば
上
記
の
地
軸
は
そ
の
中
心
に
常
る
も
の
亡

す

べ
き
で
も
あ
ら
-
か
｡

千
代
川
の
西
方
砂
夜
の
泡
林
は
河
口
に
近
い
加
蕗
村

の
地
内
か
ら
潮
山
村
･'q･J経
て
酉
は
末
恒
相
の
伏
野
に
至

る
砂
丘
上
に
亙
-
存
し
て
'
米
西
の
廷
追

一
里
を
超
E3

る
t}
山
陰
線
の
汽
軒
に
投
じ
て
鳥
収
か
ら
西
す
る
と
.

次
の
湖
山
塀
に
近
づ
′-
に
従
っ
て
串
窓
の
北
に
耕
丘
の

連
L･1
る
の
が
見
え
､
碍
;8,過
ぎ
て
か
ら
暫
-
の
間
は
湖

山
池
}J
砂
丘
bJ
の
問
を
走
る
｡
紗
丘
に
は
所
々
に
松
樹

が
あ
っ
て

山
櫛
の
趣
を
持
っ
て
ゐ
る
が
'
此
の
頃

い
地

域
全
部
が
滋
跡
そ
れ
自
他
L･t
の
で
あ
る
9
湖
山
'J
伏
野

亡
の
二
地
が
.C
鎌
和
の
出
土
地
ビ
し
て
先
づ
単
外
に
紹

介
せ
ら
れ
た
が
､
石
器
･jJ
甜
錐
式
土
器
片
'J
は
砂
丘
の

随
所
に
費
托
す
る
こ
と
が
出
凍
る
O
そ
し
て
現
在
で
興

味
を
惹
-
の
は
来
佃
村
中
茶
屋
の
東
方
牛
長
瀬
指
数
'J

湖
山
部
落
の
北
方
に
昏
る
砂
丘
'J
の
二
局
部
で
あ
ら
う

此
の
前
演
は
中
茶
屋
か
･]
湖
山
村
大
字
堀
越

へ
の
途
中

に
あ
る
盆
地
款
を
し
た
茄
･坦
部
で
あ
っ
て
.
四
伺
砂
丘

に
相
ま
れ
'
甫
方
潮
山
地
ど
の
周
に
あ
る
丘
が

7
番
高

(鋼-編者) 鉄 鋼 王 鍵 石 見 凍 良策中嶋因



-
､
各
値
の
地
形
が
如
何
に
も
育
-
邑
藩
の
あ
っ
た
事

を
想
察
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
｡
遺
物
は
該
盆
地
の
東
南

部
に
骨
-
'
砂
丘
の

山
部
に
露
出
し
た
赤
禍
の
粘
土
庸

中
に
含
ま
れ
た
の
ど
兼
北
の
砂
中
に
散
布
し
て
ゐ
る
の

で
.4
な
る
出
土
器
に
は
石
駆
p錘
石
p
摘
生
式
土
器
片

及
び
小
銅
鉱
が
あ
る
.
湖
山
の
遺
跡
の
局
部
ま
た
長
者

屋
敷

/̂J
祁
し
て

同
相
か
ら
加
露
村
に
亙
-
､
其
の
字

狐
塚
附
近
及
び
毒
場
の
西
方
の
地
域
で
あ
る
C
従
来
砂

丘
の
表
面
か
ら
多
数
の
塩
物
が
採
集
せ
ら
れ
て
ゐ
て
中

に
決
入
石
斧
.
鹿
石
斧
､
看
破
､
タ

,
キ
石
､
礎
石
､

稲
生
式
土
器
等
が
あ
-
'
ま
た
蛾
雅
片
も
出
て
ゐ
る
Lj

以
上
は
iij姿
かj
遺
跡
の
概
観
で
あ
る
が
p
こ
の
以
外

に
な
は
鳥
取
螺
内
に
は
先
高
郡
車
修
柑
潰
相
の
砂
丘
に

市
依
頼
の
僚
見
な
博

へ
､
ま
た
伯
虜
に
入
る
ビ
兼
伯
郡

の
天
諏
川
H
の
西
方
に
発
達
し
た
砂
丘
に
も
瓢

々
遺
物

が
存
し
て
ゐ
る
0
そ
し
て
同
じ
状
態
は
ま
た
石
見
の
緑

酒
に
も
見
ら
れ
る
様
で
は
あ
る
が
'
此
の
方
面
の
調
査

が
未
だ
充
分
で
な
い
か
ら
､
こ
ゝ
に
詳
記
し
得
な
い
｡

五

さ
て
是
等
の
遺
跡
は
其
の
由

士
の
遺
物
に
依
っ
て
畢

日
本
脂
侭
伴
に
於
け
ろ
砂
丘
上
の
迫
跡

に
石
据
使
用
川の
時
代
の
み
た･Sら
サ
ー
金
属

器

使

用

の

時
期
に
亙
っ
て
ゐ
る
こ
/̂J
を
審
せ
ら
れ
る
鮎
に
於

い
て

研
究
上
進
淀
の
典
塊
を
戚
す
る
も
の
で
あ
っ
て
､

帝
に

其
の
丹
後
幽
石
塔
の
遺
跡
に
は
年
代
の
明
示
す
る
域
袋

を
件
出
し
て
ゐ
る
の
は
政
も
重
婁
な
革
質
で
あ
る
.
こ

ゝ
に
於
い
て
如
上
の
諸
種
の
遺
物
が
而
立
に
如
何
な
る

関
係
を
保

っ
て
ゐ
る
か
笠

石
ふ
.
逸
物
そ
の
も
の
を
正

常
に
低
値
づ
-
る
事
項
に
封
す
る
関
心
が
生
す
る
わ
け

で
党
づ
舘

一
段
ビ
し
て
吾
人
の
注
意
に
上
る
の
は
教
鬼

の
各
種
遺
物
包
倉
の
瀞
序
如
何
に
あ
る
｣
智

に
私
が
乃

後
の
由
石
塔
の
遺
跡
を
踏
査
し
て
小
数
堀
を
行
ひ
､
ま

た
横
取
の
遺
跡
かJ訪
ふ
て
鬼
女
健
を
探

っ
た
如
き
は

1

盃
に
こ
の
究
明
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
'
如
何
せ
ん

そ
れ
に
就
い
て
比
､遺
跡
が
何
れ
あ
た
へ
す
異
動
す

る
砂

丘
に
あ
る
が
満
に
軍
-
哩
挽
.蝉
序
が
擾
乱
せ
ら
れ
て
終

っ
て
大
部
分
造
物
の
散
列
地
ビ
化
し
'
壁
に
加
賀
の
大

敗
布
や
因
幡
の
中
茶
屋
等
海
岸
を
去
る
や
､
速

い
地
鮎

の
顧

丘
の
下
に
少
許
の
摘
生
武
士
器
の
包
倉
地
を
簸
す

の
外
p
各
種
逸
物
の
閲
係
を
見
ろ
様
な
原
形
を
.す

べ
て

栗

っ
て
し
ま

っ
て
ゐ
る
の
は
退
城
な
次
務
で
あ
る
.

]人
罠

L
<
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地

球

既
に
遺
跡
庸
序
よ
-
す
る
造
物
相
互
の
開
係
尋
氾
べ

か
ら
す
だ
し
た
場
令

第

二
に
凍
る
-
の
は
'
云
ふ
ま
で

も
な
-
遣
物
自
髄
に
則
す

る
形
式
の
比
摂
考
査
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
｡
是
れ
に
就
い
て
着
日
せ
ら
れ
る
の
は

如
上
の
追
跡
を
通
じ
て
見
る
三
校
の
質
料
の
城
に
於
け

る
形
の

7
致
k
j思
･4.｡

1
髄
是
等
の
砂
丘
地
か
ら
出
土

す
る
銅
鉱
は
何
れ
も
共
通
の
埠
色
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
｡
如
ち
励
石
潰
健
児
品
が
代
表
す

る
か
-
ー
形
小
さ

-
.
式
は
異
な
る
偏
平
な
る
三
角
形
ビ
饗
の
あ
る
同
式

./J
の
二
者
に
限
ら
れ
て
l
共
に
打
製
石
鉱
に
通
称
な
る

二
大
形
式
に
封
腰
す

る
も
の
､
右
の
鮎
に
於

い
て
支
那

の
漢
錨
や
p
ま
た
我
が
内
地
の
古
墳
か
ら
時
に
膝
鬼
す

る
銅
鉱
.,･J
も
趣
を
典
に
し
て
J

Il
軌
如
何
に
も
育

い
戚

を
輿

へ
る
類
で
あ
る
｡
餓
鯨
に
あ
つ
て
も
､
き
た
は
>

臥
じ
特
徴
を
典

へ
て
ゐ
て
小
形
の
屈
中
空

南

形
の
も

の
が
多

い
0
此
の
事
賓
は
翫
者
を
し
て
自
ら
か
-
の
如

き
銅
餓
櫨
の
形
の
琴

-
-

)ろ
同
時
に
費
鬼
の
石
班
に

ぁ
る
く
ど
を
想
定
せ
し
む
る
ご
共
に
'
ま
た
本
凍
石
群

を
使
用
し
凍
っ
た
者
が
新
に
該
金
属
を
獲
た
常
初
の
肝

産

/̂J
す
か
脈
淵
に
-
卦
-
-
の
で
あ
る
L,
近
東
博
士
の

第
三
番

鰐

叫
敬

六

川

阿
見
出

分
析
せ
ら
れ
た
籍
県
に
依
る
ビ
歯
石
出
土
の
小
銅
妹
の

質
料
が
純
鋼
に
近
い
三

石
ふ
こ
AIJ
で
あ
る
し
.
ま
た
既

述
の
如
-
迫
跡
に
小
域
渉
の
散
在
し
て
ゐ
る
革
質
の
如

き
は
右
の
想
寮
の
怒
れ
る
こ
,!･J
を
裏
書
き
す
る
･も
の
ビ

札
ら
れ
る
O

宴
に
樽
じ
て
是
れ
を
瞥
代
の
日
常
の
用
群
で
あ
る
土

器
を
対
象
だ
す
る
に
､
加
贋
の
海
岸
に
は
若
干
の
細
紋

土
器
片

の費
鬼
が
あ
rJ:

ま
た
幽
石
に
で
は

}
個
の
群

離
し
た
同
式
土
器
が
見
出
さ
れ
て
ゐ
る
が
､
そ
れ
等
を

除
-
./J
.
す

べ
て
を
通
じ
て
教
も
境
の
多

い
の
は
所
謂

蒲
生
式
土
艶
で
あ
っ
て
､
山
陰
の
遺
跡
は
雅
雄
の
費
見

品
が
金
-
そ
れ
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
J
こ
れ
は
遺
跡
を
の
.

こ
し
た
民
衆
の
原
日
本
人
で
あ
る
二
･fJ
を
物
語
る
有
力

な
る
澄
左
ど
な
る
こ
ご
で
あ
る
が
'
そ
ば
兎
も
角
･,･,
し

て
是
等
の
費
鬼
の
潤
生
式
土
器
は
関
西
.
九
州
の
石
器

時
代
の
遺
跡
か
ら
出
る
教
義
の
同
式
土
器
の
樽
微
の
明

な
も
の
1
-
蔑
何
単
的
文
様
を
施
し
且
つ
製
作
の
古
拙

な
如
I
Ii

が
多

い
ビ
共
に
他
方
文
様
な
-
精
巧
の
戊
を

加

へ
て

後

世
の
銀
器
に
見
る
素
焼
に
近
い
勅
が
あ
-
I

In
いた
紙
肌
に
鱒
げり
た
か
-

f
加州
介
に
仙川
仰月
山称
舛
W
の
存
h壮
一宮



-
寵

め
る
次
第
で
あ
る
｡

基
し
て
然
-
ど
せ
ば
両
者
の
速
系
か
ら
､
こ
ゝ
に
我
が

国
の

該
他
域
に
於
け
ろ
石
器
時
代
か
ら
次
の
金
属
使
用

の
時
期
に
亙
る
利
器
容
器
の
上
に
印
し
て
文
化
費
展
の

桜
路
を
推
し
得
る
こ
E
に
な
る
｡
そ
し
て
着
の
推
移
の

考
察
を
賓
に
慣
位
づ
け
る
も
の
は
沖
後
の
歯
石
駄
遺
跡

に
於
け
る
遺
物
の
水
中
上
の
分
布
の
相
違
で
あ
る
竺

1fS

は
な
け
れ
ば
LIB
ら
な
い
O
同
遺
跡
は
奇
人
の
調
査
に
依

る
ビ
金
地
儀
す

べ
て
散
布
地
と
化
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る

が
､
既
に
述

べ
た
如
-
.
戯
澗
LIS地
域
の
間
に
自
ら
局

部
に
依
っ
て
出
土
の
造
物
の
相
違
が
看
取
せ
ら
れ
る
｡

即
ち
割
合
に
古

い
遺
物
.
換
言
す
る
ビ

石
器
独

,̂J
舌
試

の
捕
集
武
士
端
だ
が
東
方
の
白
石
､
大
窪
'
製
造
場
の
.

附
進
に
多
-
､
製
造
場
か
ら
は
同
時
に
ま
葬
の
貨
兼
が

聴
見
せ
ら
れ
､
ま
た
上
記
の
特
色
あ
る
小
銅
躯
多
数
yJ

餓
梓
若
干
ご
み
･
,

出
し
て
層
-
.
ま
た
基
底
に
は
右
の
遺

跡
磨
し
た
後
に

古
墳
が
営
ま
れ
た
･〕
こ
れ
に
射
し
て
貞

操
か
ら
は
形
の
食

い
捕
生
式
土
糖
が
出
で
.
吏
に
城
山

僚
兄
の
L土
器
片
に
至
っ
て
は
鞘
堂
式
中
で
の
新
ら
し
い

系
統
に
属
し
'
械
搾
餓
姐
の
顛
最
も
多
-
'
伴
侶
の
古

日
本
描
拍
#
_こ
於
け
ち
砂
丘
上
り
追
跡

域
に
上
記
の
本
朝
十
二
文
威
二
相
が
あ
-
､
時
代
が
如

何
に
-
新
し
-
兇
ゆ
る
｡
両
者
の
造
物
の
間
に
衷
ほ
れ

た
先
後
}J
伸
出
の
音
域
の
前
後
ど
の
食
敦
は
､
異
勤
し

易
い
表
面
散
布
地
の
現
象
で
あ
る
が
上
に
､

1
万
音
域

の
性
質
を
考

へ
る
ど
こ
れ
の
み
で
は
間
よ

-
'
其
の
示

す
年
代
を
以
て
正
ち
に
利
器
容
器
推
移
の
賓
年
代
を
想

定
す
る
二
だ
は
出
凍
な
い
が
'
北
九
州
の
糸
島
郡
松
原

の
海
岸
に
於
け
る
石
鯨
餓
搾
､
袋
泉
の
向

出
の
革
質
や

苗
朝
鮮
の
金
石
併
用
期
の
貝
塚
ビ
し
て
顕
著
穏
金
泥
貝

塚
の
麗
女
膚
か
ら
同
じ
甥
肇
の
教
裾
せ
ら
れ
た
不
関
心講

に
よ
-
脊
致
す

る
考
古
挙
上
の
革
質
を
併
せ
考

へ
'
ま

た
王
葬
の
袋
泉
の
二

時
限
り
威
し
た
も
の
で
あ
る
こ
ĴJ

に
恕
ひ
至
る
E
､
該
音
域
の
示
す
年
時
が
そ
の
静
鬼
の

遺
跡
の
年
代
を
物
語
る
も
の
だ
す

る
可
能
性
が
大
い
に

加
は
る
こ
だ
～
思
ふ
r)
か
-
て
励
石
潰
の
製
造
場
の
示

す
如
上
の
革
質
か
ら
王
非
の
袋
泉
の
作
ら
れ
た
簡
暦

7

世
紀
が
恰
も
我
が
石
器
か
ら
金
属
器

へ
の
過
渡
期
の

叫

瓢
を
指
す
ど
の
推
測
が
成
韮
つ
こ
.TJ
に
な
-
.
引
い
て

ま
た
同
じ
造
物
を
見
る
日
本
渥
岸
の
上
述
の
砂
丘
の
遺

跡
の
年
代
の

7
瓢
ま
た
想
像
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡

1
八
五

J
八
五



地

球

蘭
暦
紀
元
第

一
位
紀
に
我
が
国
が
な
は
金
石
併
用
の

時
代
に
あ
っ
た

,̂JJ
t玄
ふ
此
の
推
測
詮
は

一
札
甚
だ
奇
遇

の
感
を
輿
ふ
る
な
き
を
促
し
嫌
い
が
'
今

や
著
し
い
進

境
竪
不
し
た
本
邦
考
右
串
研
究
の
業
績
か
ら
顧
み
る
ビ

決
し
て
鴛
-
可
き
こ
亡
で
な
い
二
だ
が
黍
せ
ら
る
G
而

し
て
道
程
の
砂
丘
上
の
遺
跡
が
樺
に
日
本
海
の
酉
竿

の

部
分
に
あ
る
こ
亡
は
金
属
利
器
ビ
し
て
小
形
の
鯛
餓
鉱

の
並
び
存
す
る
AfJ
共
に
乗
に
進
ん
で
金
属
の
使
用
の
扱

っ
て
起
つ
LJ
魔
の
大
陸
文
化
の
影
響
に
め
る
こ
ど
な
暗

示
し
､
ま
た
同
種
に
我
が
国
に
樽
に
青
銅
器
時
代
だ
名

づ
-

べ
き
時
期
の
費
生
せ
な
か
っ
た

の
を
も
物
語
る
こ

ĴJ
に
な
っ
て
成
典
の
藤

に
深
い
も
の
が
あ
-
p
遺
跡
の

重
婁
さ
を
大
い
に
加

ふ
る
わ
け
で
あ
る
｡

六

以
上
私
は
蓬
ビ
し
て
考
意
挙
上
.
特
に
上
代
文
化
の

推
移
を
考
察
す
る
の
立
場
か
ら
着
の
砂
丘
上
の
遺
跡
の

年
代
を
考

へ
性
質
の

1
部
分
に
も
散
じ
及
ん

だの
で
あ

る
が
'
翻

っ
て
こ
れ
を
地
埋
拳
の
上
か
ら
観
察
す

る
ĴJ

L
で
も
p
這
種
の
L造
跡
は
-
た
興
味
の
多

い
研
究
の
封

象
で
あ
る
:
亡
を
倍
や
･る
J
尤
-
:
の
考
舶
ル

に
は
同
地

第
三
番

第
1
淡

完

粥

l
A
耗

砂
丘
の
成
因
聴
達
其
他
の
性
贋
に
関
す

る
充
分
m
b知
識

を
必
婁
5,J
す

る
｡
右
の
鮎
で
は
串
に
友
人
小
牧
文
嬰
士

が
前
年
凍
如
上
各
地
の
砂
丘
に
亙
っ
て
基
本
の
調
査
を

進
め
て
ゐ
ら
れ
て
p
春
光
に
そ
の

1
端
を
磯
表
せ
ら
れ

る
ど
の
r事
を
開

い
た
か
ら
､
同
氏
聖
陶
説
に
敦

へ
ら
れ

で
考
察
を
試
み
る
の
む
東
金

/̂J
す
る
.
然
し
試
み
に
追

跡
を
質
践
し
た
際

〓

石

思
ひ
浮
ん
だ
所
を
附
託
せ
ん

か
O
本
来
是
等
の
蒐
跡
地
は
云
ふ
ま
で
も
な
-
育
代
民

衆
の
佳
属
し
i
J魔
で
あ
る
か
ら
'
漁
櫨
を
曜

…
の
産
業

ビ
し
た
'J
考

へ
ら
れ
な
い
相
生
武
義
の
同
民
衆
に
あ
つ

て
は
､
砂
磯
の
た

へ
や
吹
き
米
-
'
吹
き
去
っ
て
移
動

す

る
不
安
定
な
砂
原
に
そ
の
住
層
を
撰
ん

だ亡
は
Br,J
う

し
て
も
考

へ
ら
れ
な
い
｡
従
っ
て
今
は
砂
丘
に
あ
る
是

等
の
追
跡
も
常
時
に
あ
つ
て
は
砂
丘
か
ら
は
潜
千
の
距

-
を
持

っ
た
p
か
～
る
懸
念
の
な
い
野
地
で
あ
っ
た
に

相
違
な
い
｡
こ
の
エ
ビ
は
既
に
摩
げ
た
加
賓
の
大
根
布

や
田
崎
中
ノ
茶
屋
の
遺
跡
の

1
部
に
見
る
砂
丘
下
の
遣

物
包
含
土
観
の
存
在
が
雄
緋
に
物
語
っ
て
ゐ
る
｡
然
ら

ば
か
-
造
跡
の
全
部
砂
中
に
捜
し
去
っ
た
こ
と
は
.
砂

丘
が
北
風
に
あ
ふ
ら
れ
て
漸
次
海
山岸
か
ら
内

へ
く

ど



鵜
拝
し
た
籍
典
に
緬
す

べ
き
こ
ビ
云
ふ
ま
で
も
な
い
｡

前
段
に
於
い
て
論
じ
L
J
是
等
の
追
跡
の
年
時
が
潜
れ
る

も
の
だ
す
れ
ば
う
そ
=
に
白
ら
日
本
海
岸
に
於
け
る
砂

丘
移
動
の
顕
著
さ
が
推
測
出
凍
る
で
は
な
か
ら
-
か
｡

ま
た
追
跡
の
位
置
が
何
れ
も
割
合
に
海
岸
に
近
-
'
而

も
砂
丘
は
今
や
追
跡
滋
･J超

へ
て
内
に
環
が
っ
て
ゐ
る
状

態
な
ど
か
ら
す
る
と
､
或
は
海
岸
線
が
同
じ
-
砂
丘
だ

越

前

東

尋

.

坊

共
に
内
に
進
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
ど
の
想
像
を
も
誕

さ
し
め
て
凍
る
｡
尤
も
涯
棒
銀
の
降
魔
'
階
段
三

富
ふ

如

･さ
は
地
挙
上
の
大
き
な
閉
場
で
畜
々
の
軽

々
に
諭
す

べ
き
所
で
は
な
い
が
.
如
上
砂
丘
上
蒐
跡
の
示
す
YJ
こ

ろ
或
は
右
の
瓢
に
接
嚇
す

べ
き
も
の
が
め
る
や
に
見
ゆ

ち
.
耽
み
に
記
し
て
専
門
単
著
の
調
査
を
翼
望
す
る
次

欝

で
あ
る
｡

氏

企

巾
a

琵
琶
湖
の
来
遊
か
ら
.
北
東
の
方
向
で
あ
る
北
陸
術

鑑
を
収

-
.
越
前
で
は
百
鬼
女
川
の
泰

ど
な
っ
て
p
造

か
に
加
賀
能
登
の
速
ま
で
も
伸
び
て
慮
る
､
著
し
い
構

造
線
が
あ
る
が
.
之
は
北
陸
で
は
'
海
岸
兼
ビ
方
向
が

概
ね

一
致
し
て
あ
る
O
此
二
者
の
間
に
あ
る
山
部
に
も

寸
ナ

多
数
の
一小
い
併
行
の
谷
が
あ
る
L
t
又

越

知

閲
見
高
須

な
で
の
死
火
山
が
南
北
に
列
ん
で
在
る
｡
此
南
北
構
造

線
は
各
俳
で
東
商
に
近
い
､
樺
山
の
構
造
谷
で
切
断
さ

越

節

米

等

妨

れ
る
が
'
其
内
越
前
で
は
足
朋
川
谷
ビ
九
蘭
龍
川
谷
だ

で
切
ら
れ
た
部
分
に
階
落
地
が
生
じ
た
'
之
が
稲
井
平

原
で
あ
る
｡
此
平
原
は
機
に
酉
北
隅
に
於
で
海
に
開

い

て
あ
る
｡

1
倍
越
前
の
海
岸
は
山
側
険
峻
で
.
急
に
源

に
臨
ん
で
屠
る
所
が
多
-
'
此
状
況
は
北
方
山
の
量

る

所
郎
殆
ん
で
加
嚢
越
前
の
新
進
-
ま
で
蒔

い
て
居
る
｡

此
山
の
量
る
所
は
藤
井
中
原
の
開
-
桝
で
あ
っ
て
こ
ゝ

に
三
組
町
が
あ
り
又
東
軍
坊
が
あ
る
｡
之
よ
り
北
は
砂

六P

J
<
七


