
魔

蚊

の

敬

畑

隠
岐
r31
枚
畑
は
そ
の
型
式
な
-
方
法
な

､-
に
於
て
人

文
地
理
的
に
可
成
興
味
が
あ
る
}J
思
ふ
の

で
概
要
を
誌

す
こ
亡
に
す
る
｡

順
序
だ
し
て
隠
岐
島
全
般
に
観
て
簡
単
に
自
然
地
理

的
説
明
.{q･J試
み
る
｡
隠
岐
群
島
は
島
根
牛
島
の
北
端
を

北
に
隔
た
る
こ
yJ
約
五
十
粁
な
る
日
本
海
中
に
位
す
る

も
の
で
島
前
･,J
島
後
W
に
分
れ
て
ゐ
る
.
前
者
は
放
尿

悶
博
士
に
伽
っ
て
地
中
海
の
東
部
の
サ
ン
ト
リ
ソ
島
に

a.ク
AJ

例

へ
ら
れ
た
様
に
蔵
高
瓢
な
る
焼

火

山
(五
二
玉
来
)を

中
心
だ
し
て
酉

か
ら
東
北
に
か
け
て
西
之
畠
兼
よ
-
凍

商
に
中
之
島
及
び
西
南
に
知
夫
里
島
･,J
各
細
長

い
外
方

に
凸
面
を
向
け
た
三
島
が
略
環
状
に
内
海
を
取
-
囲
ん

だ
も
の

｣ヾ
数
十
に
近

い
小
島
岩
礁
か
ら
出
凍
て
ゐ
る
群

島
で
あ
る
.
鳥
稜
の
方
は
前
者
か
ら
約
十

1
粁
東
北
東

の
方
向
に
離
れ
て
存
在
す
る
略
固
形
を
な
す
隠
岐
中
の

野

犬
島
で
そ
の
南
撃

1四
五
p
六
年
卦
肝
で
島
前
三
島

隠

岐

の

牧

触

下

問

忠

夫

の
命
計
面
積

1
〇
五
㌧
二
五
年
方
肝
の
二
倍
以
上
に
及

ん
で
ゐ
て
最
夢
標
を
大
蒲
寺
山
(六

〇
七
光
)
だ
呼
ひ

】

般
に
東
方
に
高
-
島
の
西
軍
部
は
比
較
的
低
い
｡
云
ひ

換

へ
る
ビ
束
等
ビ
西
宇
部
k
J
の
地
祝
が
著
し
-
選

っ
て

ゐ
る
｡
こ
れ
は
島
を
構
成
す
る
岩
石
の
和
典
に
原
因
す

る
も
の
で
あ
る
O
島
前
島
彼
共
に
大
部
分
火
成
岩

か
ら

成
立
っ
て
ゐ
て
殊
に
そ
の
或
物
は
従
来
本
部
内

qg
に
稀

有
な
-
}J
さ
れ
て
ゐ
る
ア
ル
カ
リ
岩
蹄
に
屠
す
る
笠

石

ふ
こ
yJ
が
神
津
博
士
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
以
水
師
-

岩
石
地
質
辱
者
の
渡
島
す
る
数
を
曙
し
た
｡
そ
れ
で
火

山
島
の
常
だ
し
て
中
原
甚
だ
少
-
大
部
分
低
山
性
の
山

地
で
河
韓
の
如
き
も
討
め

らる
べ
き
も
の
は
甚
だ
柿
で

あ
る
｡
山
地
が
急
に
海
に
迫
-
然
か
も
扱
狼
の
常
に
高

い
日
本
海
の
海
蝕
の
虜
に
海
岸
の
風
景
の
勝
れ
て
ゐ
る

串
は
既
に
本
誌
第
五
港
第

一
統
に
春
本
理
畢
士
に
供
で

両
日
-
示
さ
れ
て
ゐ
る
｡
束
候
は
大
健
脚
掌
の
海
岸
地

巴

T.l

二
一



地

球

第
六
怨

カ
ビ
大
差
な
-
却
て
海
洋
の
影
響
}J
封
馬
海
流
の
虜
に

峯
愚
の
差
は
比
較
的
少
い
｡
然
し
冬
季
は
放
浪

一
般
に

高
-
航
海
の
杜
絶
す
る
こ
ど
も
少
-
な
い
.

次
に
は
人
文
地
理
的
の
方
面
か
ら
眺
め
て
見
る
ビ
隠

岐
全
島
を
通
じ
島
民
三
溺
七
千
二
百
飴
<
こ
の
食
料
た

る
べ
き
米
は
如
上
の
様
な
地
形
の
関
係
で
大
部
分
は
内

地
(鳥
人
は
常
に
斯
-
云
ふ
)
か
ら
移
入
さ
れ
て
ゐ
る
こ

の
惜
格
年
率
均
五
十
高
鳳

に
止
る
｡
島
民
の
生
業
は
年

農
竿
漁
が
最
も
多
い
.
定
に
彼
等
は
副
業
yJ
L
T
養
荒

相
称
牧
畜
等
に
も
従
事
し
て
ゐ
る
｡
到
底
唯

一
つ
限
-

の
壁
梁

のみ
に
従
事
し
て
ゐ
で
は
家
計
を
支
ふ
る
こ
だ

が
が
凍

ぬ
か
ら
で
あ
ら
-
｡
か
の
隠
岐
の
鯵
は
島
だ
内

地
ど
の
問
の
海
で
島
に
近
い
附
淀
で
童
だ
し
て
獲
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
が
近
年
著
し
-
そ
の
漁
獲
尚
が
減
じ
て

来
た
の
で
狭
い
限
ら
れ
化
生
勝
地
域
を
資
源
だ
す
る
島

の
痕

鰐
は
か
な
-
に
逼
迫
し
っ
ゝ
あ
る
ら
し
い
｡
烏
賊

の
漁
獲
高
の
減
少
の
原
田
あ
･J封
馬
海
流
の
流
路
移
動
に

置
い
て
ゐ
る
が
果
し
て
戯

-
ど
す
れ
ば
他
の
地
で
も
こ

れ
だ
関
係
し
た
何
等
か
の
革

質
が
あ
る
筈
で
あ
る
｡
こ

れ
に
就

い
て
-
最
輯
隠
岐
に
於
け
る
出
稼
移
民
等
の
増

第
六
班

四
品

二
二

加
の

1
原
因
ど
も
考

へ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
｡
林
業
は

地
積
の
比
較
的
廉

い
島
綾
に
殆
ど
限
ら
れ
董
窓
は
金
島

に
捗
っ
て
主
要
な
る
産
業
の

7
で
あ
る
0
こ
れ
は
火
山

岩
碑
に
玄
武
岩
地
方
の
特
色
で
あ
る
が
何
分
に
も
面
葦

の
狭
小
な
の
5･J
産
気
の
温
潤
す
ざ
る
の
}J
で
飴
-
好
結

果
は
訟
め
ら
れ
な
い
0

斯
の
如
き
次
第
で
水
肘
の
少
い
殆
ざ
畑
地
に
よ
る
島

の
農
業
の
中
で
白
魚
に
慮
っ
た
故
郷
だ
云
ふ
特
殊
な
部

分
を
以
下
に
紹
介
す
る
.
そ
れ
は
畑
地
に
依
る
農
作
の

内
で
牧
畜
だ
給
食
し
た
原
始
的
の
操
作
で
そ
の
現
在
行

ほ
れ
て
ゐ
る
地
方
は
島
彼
で
は
北
部
だ
南
部
の
玄
武
岩

の
噴
脚
し
て
ゐ
る
地
域
に
局
部
的
に
鮎
在
し
て
ゐ
る
が

島
前
で
は
殆
ど
金
島
に
及
び
就
中
西

ノ
島
知
夫
盟
島
の

山
地
は
大
部
分
こ
れ
に
督
て
ら
れ
て
ゐ
る
｡
今

こ
の
面

積
を
見
る
だ
大
略
左
の
通
-
で
あ
る
｡

島
彼
約

八
〇
五
町
歩

二
八
個
所

島
前
約
四
六
四
八
町
渉

四

一
榊
所

即
ち
島
彼
の
方
は
森
林
地
帯
多
-
棺
林
が
進
ん
で
ゐ
る

の
ど
土
地
が
比
較
的
贋

い
の
で
通
常
の
新
地
が
多
-
従

っ
て
牧
畜
の
方
は
除
-
進
ん
で
ゐ
な
い
｡
こ
れ
に
引
き



代

へ
て
出
前
の
カ
は
浪
士
の
ほ
い
玄
武
山.(
竹
ハS
小
さ
い

島
唄
な
の
で
地
下
水
も
少
-
瀬
林
や
水
凹
は
榔
て
少
数

で
岩
野
の
.拭
=;
し
た
所
か
牡
+i
S
か
急
傾
斜
の
山
腹
又
は

11

･LR
尻
_‡
氏
駒
川
ノ
凸

肺
榔
付
火
や
一丁
作
り

北
方
の
=_
項

に
於
け

ち
八
月
大
切
の
牧
畑

の

1
例
t
H
T
放
牧

中
で
み
ろ
か
J
作
絢

は
見
え
な
い
｡
･3%_衣

河
に
牛
.帖
か
壮
ハ
1
.遊

ん
で
ゐ
ろ
の
や
作
付

巾
に
笹
別
す
る

垣
の

症
が
見
え
て
ゐ
る
0

仙
術

に
結

い
て
ゐ
る
桝
が
多
い
0

特
に
西
ノ
白
知
夫
性

比
は
虫
も
跳
溝
で
あ
る
｡
tH
は

3･土
地
の
朝
地
の
生
産

能
率
ご
逆
比
例
し
て
分
布
し

て
ゐ
る
評
で
あ
る
.
か
う

隠

岐

の

故

地

し
た
1=
然
の
潜
の
少
い
地
域
を
利
用
し
て
牧
畜
と
同
時

に
戯
作
を
や
っ
て
わ
か
-
ど
...LT
･山
の
が
桝
訓
牧
畑
の
起

わ
で
あ
る
.
牧
畑
に
射
し
て
牧
ii.=
を
や
ら
ぬ
5..=池
の
畑

を
本
畑
三

石
っ
て
笛
別
し
て
ゐ
る
tJ
即
ち
牧
畑
は
或
る

軍
閥
は
作
物
を
作
-
城
期
間
は
そ
の
他

へ
仲
里

で
放
牧

す
る
も
叫
で
'
悉
-
急
勾
配
の
土
地
に
段
階
を
作
-

こ

れ
一ぜ
岡
地
ご
し
て
ゐ
る
｡
放
牧
さ
れ
る
馬
は
元
来
は
在

水
和
の
防
岐
粘
三

石
ふ
SMJ格
の
腰
小
な
せ
け
が

1
米
位

の
払
唄
柵
に
威
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
漸
次
瞬
巴
邦
が

移
入
さ
れ
て
今
日
は
雄
和
が
多
い
0
叉
牛
も
大
分
改
Jn
f

さ
れ
て
ゐ
る
が
乳
牛
は
飼
料
の
側
係
で
金
-
見
る
き拝
が

川
凍
ぬ
｡
明
治
三
十
七
八

叫
戦
役
に
際
し
拭
牌

ス
タ
ブ

セ
ル
上
-
乃
木
耕
邦
に
滑
ら
れ
た
名
鵬
も
晩
年
を
こ
の

他
の
神
馬
U-
し
て
選
っ
た
三

石
ふ
｡
現
在
で
は
牛
約
束

五

〇
〇
lg
t

馬
約
六
五

C
幼
位
で
紙
数
は
決
し
て
多
い

}J
は
日

へ
ね
が
そ
の
大
部
分
は
牝
で
あ
る
の
で
性
質
は

殊
に
温
順
で
あ
る
｡
こ
の
外
近
年
山
羊
も
伽
ほ
れ
て
ゐ

る
様
で
あ
る
｡
島

産
の
鵬
は
幼
帖
か
ら
-;
野
=-'-(
塊
の
上

を
辞
き
狙
っ
て
ゐ
る
の
で
蹄
鰯
の
必
要
が
無
い
}J
･で

山

こ
yJ
で
あ
る
｡
牛
は
鍵
軸
か
の
牝
が
放
し
て
あ
る
の
で

竺nJ

二
三



地

球

箱
六
奇

警

ハ
班

買

二
四

自
然
に
生
殖
を
皆
む
も
馬
は
毎
年
四
'
五
月
の
奄
村
落

に
集
め
て
押
付
を
す
る
｡
分
娩
は
人
家
に
種
れ
蹄

へ
っ

て
桁
は
せ
生
れ
た
牡
年
牡
馬
は
生
後
敬
ヶ
月
の
後
内
地

に
慕
出
さ
れ
て
仕
新
ふ
が
牝
は
そ
の
儀
島
で
生
ひ
lTj.つ

て
財
源
ど
な
る
の
で
あ
る
｡
牛
馬
の
所
有
者
は
夫
々
定

っ
て
ゐ
る
が
放
牧
期
間
は
殆
..I/J
共
同
物
の
如
-
そ
の
地

域
内
は
各
-
自
由
に
し
て
あ
る
｡

斯
う
し
て
戎
時
期
が
凍
る
ビ
年
馬
の
群
は
他
の
地
域

に
移
さ
れ
て
今
ま
で
の
牧
場
は
各
所
有
者
の
手
に
自
己

の
家
畜
を
革
し
て
新
鋤
し
播
種
し

一
回
か
二
回
の
除
草

を
施
し
た
僻
で
殆
ど
事
大
も
し
な
い
で
放
置
す
る
が
'

今
ま
で
ゐ
た
尊
厳
の
糞
尿
が
天
然
肥
料
ど
な
っ
て
成
長

す
る
｡
人
工
的
に
は

一
度
も
施
肥
を
し
な
い
.
こ
れ
は

肥
料
も
少
-
又
偶
令
施
す

べ
き
肥
料
は
あ
つ
て
も
急
傾

斜
の
山
陽
を
里
か
ら
抵
-
搬
ぶ
の
は
仲
々
骨
の
折
れ
る

仕
串
で
除
-
引
き
合
は
L･4
い
か
ら
で
あ
ら
-
｡
そ
し
て

牧
穫
稜
は
他
の
地
域
か
ら
頑
び
牛
馬
を
移
し
て
畑
は
純

然
た
る
牧
域
だ
興
る
｡

農
作
物
は
右
の
如
き
放
任
的
耕
作
で
あ
る
か
ら
牧
樟

盛
は
極
め
て
少

い
｡
試
み
に
倣
畑
の

]
反
渉
常
-
の
卒

均
作
を
示
す
ビ
次
の
横
で
あ
る
C!

大
葬
五
斗
五
升
'
洗
宜
二
斗
五
升
.
小
変

二
斗
五
升

大
t些
二
斗
.
小
豆
二
斗
'

作
物
も
大
蛇
大
変
'
小
野
､
大
京
'
小
豆
'
成
東
に
限

ら
れ
稀
れ
に
は
業
容
.
若
芽
'
碑
等
も
作
ら
れ
る
革
も

あ
る
0

通
常
牧
柵
は
四
馬
を
以
て

一
組
だ
し
て
ゐ
る
｡
各
笛

は
永
別
又
は
機
等
を
共
同
で
園
ら
し
施
路
に
は
閉
門
を

作

っ
て
放
牧
中
の
家
畜
の
逸
散
を
防
ぎ
他
方
で
は
作
付

中
の
他
の
遍
に
入
る
こ
己
を
防
止
し
て
ゐ
る
0
叉
外
海

に
而
し
た
所
は

往
々
宵
米
乃
至
二
百
米
に
近
い
直
丑
の

柄
蝕
断
崖
で
あ
る
か
ら
誤
っ
て
墜
落
す
る
も
の
も
少
-

な
い
の
.で
多
-
は
繊
僚
鋼
を
引
き
継
ら
し
て
ゐ
る
O

次
に
は
牧
畑
に
於
け
る
放
牧
及
び
作
物
の
翰
我
の
順

序
が
大
機
に

一
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
こ
れ
を
述

べ
て
見

る
0
こ
の
順
序
は
次
の
犠
定
立
塙

か

ら
考

へ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
｡
即
ち
放
牧
の
期
間
に
は
そ
の
地
面
は
家
畜

の
排
抽
物
で
自
然
に
肥
沃
に
LIB
-
土
壌
は
休
餐
さ
れ
る

評
で
あ
る
.
肥
料
の
多
き
を
要

し
栽
培
期
間
の
長
い
作

物
の
作
付
を
す
る
前
に
は

ー
静
放
牧
の
時
を
長
-
し
且



っ
多
数
の
家
畜
を
向

L
箇
所
に
入
れ
る
必
婆
が
あ
る
し

叉
冬
季
に
な
っ
て
牧
草
の
少
-
な
る
期
節
に
は
成
る
べ

-
家
畜
を
贋
犬
山
城
に

分布
さ
し
て
飼
料
を
輿

へ
る
横

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
で
あ
る
0

前
述
の
様
な
意
味
で
従
来
行
っ
て
ゐ
る
順
序
は
次
の

表
に
示
す
如
き
方
杜
を
操

っ
て
ゐ
る
｡

放
牧

作
付

日年 初

日 年 四

∴ 節l乙 一馬甲粟豆小犬1 1棉 ～-i]

II ‖一一

l !:ヒ

A り
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【 ｢ 月

隠

岐

の

牧

柵



地

球

第
六
聴

こ
の
表
で
見
る
標
に
甲
区
域
に
は
前
年
か
ら
家
畜
が
放

牧
し
て
あ
る

｣ヾ
す
れ
ば
五
月
中
旬
こ
れ
を
丙
同
城
に
移

し
そ
の
跡
に
来
碑

を

作

付

L
t
而
し
て
九
月
中
旬
に

こ
れ
を
収
穫
し
て
再
び
丙
魔
か
ら
家
畜
を
入
れ
十

7一
月

に
至
れ
ば
そ
の

1
部
分
の
牛
馬
を
乙
及
び
丁
同
城
に
入

れ
他
は
共
催
に
し
て
越
年
す

る
｡
乙
笛
城
に
は
前
年
か

ら
放
牧
が
し
て
あ
る
だ
す
れ
ば
こ
れ
を
六
月
中
旬
に
丙

に
移
し
大
小
豆
を
蒔
き
'
十

7
月
中

旬

こ

れ
を
取
ら
ノ

入
れ
前
記
の
如
-
甲
よ
り
家
畜
を
入
れ

て

習

年

に
至

る
｡
次
ぎ
に
両
州
も
同
様
に
前
の
年
か
ら
放
牧
が
し
て

あ
っ
て
五
'
六
月
境
に
は
甲
及
び
乙
か
ら
更
に
牛
馬
が

加
は
-
十
月
中
旬
に
な
る
E
全
部
甲
に
移
し
て
点
も
主

要
な
る
作
物
た
る
変
種
の
作
付
に
取
-
か
ゝ
る
O
夏
に

丁
院
城
に
就

い
て
見
る
A,)
先
年
か
ら
引
き
縛
き
歩
が
植

付
け
て
あ
る
が
六
月
中
旬
に
こ
れ
を
岬
穫
L
薦

い
て
瓦

ノ

和
を
作
っ
て
此
を
十

1
月
の
中
嶋
搾
取
し
て
跡
地

へ
は

甲
よ
-
家
畜
の

山
部
を
入
れ
て
次
年
に
亘
る
｡
作
付
さ

れ
る
も
の
は
初
年
日
東
碑
輝
'
次
年
目
豆
類
'
三
年
日

歩
頼
及
び
四
年
日
に
は
前
年
の
晩
秋
か
ら
大
小
夢
が
植

付
け
ら
れ
六
月
中
旬
か
ら
一息
覇
が
栽
培
さ
れ
る
順
序
に

軸

六
弧

空

八

二
六

大
略
定
め
て
あ
る
か
ら
各
隈
域
に
就

い
て
は
四
ヶ
年
の

週
期
で

1
巡
す
る
報
ど
な
る
.
こ
の
内
で
菜
稗
の
栽
培

の
彼
は
次
年
に
五
ケ
月
間
夏
期
を
作
る
の
み
で
三
年
H

の
十
月
中
旬
ま
で
放
牧
し
て
土
地
の
休
拳
を
政
も
長
-

輿

へ
て
第
四
年
員
に
於
け
る
変
温
概
収
穫
の
準
備
を
す

る
の
で
通
常
豆
類
を
作
っ
た
後
の
畑
を
本
牧
だ
綱
し
家

畜
の
敗
が
最
も
多
い
｡
冬
季
は
多
作
以
外
の
瞳
域
は
悉

-
放
牧
が
さ
れ
て
飼
料
の
敏
芝
を
避
け
て
ゐ
る
｡

隠
岐
は
封
馬
海
流
の
寄
せ
凍
る
研
ぎ
は
日

へ
冬
季
は

某
3
本
特
有
の
北
風
荒
み
風
波
高
-
降
雪
も
朗
々
だ
凍

る
が
期
し
た
時
節
に
も
牛
馬
は
そ
の
健
に
牧
畑
で
蓋
し

積
雪
の
甚
し
い
特
攻
け
牛
の
み
を

7
時
集
め
て
海
岸
の

人
腰
に
連
れ
綿

へ
る
が
馬
は
そ

り
ま
ゝ
北
海
を
渡
る
寮

風
を
谷
間
や
森
の
中
に
避
け
て
教
頭
酷
を
密
着
し
て
互

に
暖
を
取
-
つ
～
雪
の
聡
を
越
す
O

然
し
隠
岐
全
曙
を
通
じ
牧
畑
は
漸
次
荒
原
し
て
唯
放

牧
の
.み
に
使
用
さ
れ
て
凍
る
傾
向
が
あ
る
｡
こ
れ
は
牧

畑
の
地
形
地
政
の
良
い
所
又
は
人
家
に
近
い
桝
は
太
畑

に
せ
ら
れ
て
行
-
の
も
あ
る
し
叉
従
妹
の
様
な
原
始
的

の
･方
法
で
は
胎
磯
が
少
い
の
で
引
き
合
は
た･6
い
か
ら
で



あ
る

0

最

後

に
こ
の
牧
畑
制
の
起
原

に
戟
て
考

へ
て
見
る
｡

そ
れ
は
判
然
E
L
な
い
が
随
分
古

い
も
の
ゝ
桂
で
東
久

三
年
に
は
虻
に
棟
鳥
朋
上
皇
が
親
し
-
間
牛
を
御
曙
に

な
っ
た
艶
欝
も
あ
る
か
ら
常
時
は
既
に
少
-
ど
も
牧
畜

は
や
っ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
-
､
又
降
っ
て
慶
長
十
八

年
に
は
明
か
に
牧
畑
検
地
の
串
政
が
裁
っ
て
ゐ
る
｡
兎

に
角
普
通
の
牧
場
ビ
遜
っ
て
農
作
だ
関
係
し
て
ゐ
る
鮎

が
甚
だ
原
棉
的
で
面
白
い
yJ
恩
ふ
O
(
絡
)

毒
湾
に
於
け
る
自
然
人
文
結
合
の
事
資金

局

宗

7

.糟
富

ニ
ー
阿
艶
山
の
韻
光

三
.
角
叔
山
の
甘
地

四
､
取
鴇
岸

7
の
茄
洩
措

一
'
緒

言

或
る
見
方
で
の
地
坪
嬰
の
研
究
封
揮
た
る
自
然
人
文

陪
食
(地
<
相
関
三
石
ふ
の
も
太
醗
同
意
)
の
串
賓
は
､

幾
多
の
方
南
に
そ
れ
ぐ

翠
を
挺
わ
て
現
ほ
れ
て
ゐ
る

が
･
そ
の

一
つ
虻
田
然
の
開
拓
三
方
ふ
具
硝
化
で
あ
る

我
が
殖
氏
地
な
で

の
様
に
乱
数
な
教
壇
を
し
っ
ゝ
あ
る

慶
で
は
p
殊
に
そ
れ
が
目
立

っ
て
有
-
難
-
戚
せ
ら
れ

壌
滑
に
於
け
ろ
自
然
人
文
折
合
の
布
質

る
の
が
普
通
で
あ
る
O
こ
れ
を

1
日
も
早
-
放
っ
て
見

た
い
ビ
思
っ
て
出
掛
け
た
の
が
.

1
昨
年
の
北
海
道
.

樺
太
憶
祈
'
昨
年
の
朝
鮮
'
滞
洲
行
き
'
今
年
春
の
三

週
間
の
毒
増
巡
-
で
あ
っ
た
'
叢
に
其
の
管
見
L
L
J.柄

開

い
た
研
'
数
は
っ
た
所
'
調
べ
た
研
'
戚
じ
た
桝
な

で
に
依
っ
て
'
此
方
南
の
二
三
の
革
質
を
紹
介
し
て
見

た
い
㌔
品
心
ふ
｡

〓
'
阿
里
山
の
事
業

空

九


