
静
岡
願
掛
川
町
近
傍
の
地
質
に
就
き
て

r

横

江

次

郎

緒
言

先
に
本
誌
第
三
愈
第
六
枕
に
於
て
遠
江
掛
川
附
近
第
三
紀
暦
の
暦
序
AtJ
題
し
て
筆
者
は
此
地
方
の
第
三
紀
層

調
査
の
節

一
の
橡
報
を
提
出
し
た
｡
其
督
時
南
東
の
方
面
の
調
査
は
甚
不
充
分
で
あ
っ
て
幾
多
の
難
問
題
が
起
き
て

在

っ
た
が
兎
に
角

一
の
形
に
統
宿
し
て
地
栗
岡
を
作
製
し
た
｡
こ
れ
に
は
非
常
な
る
無
班
が
あ
っ
た
の
で
地
単
離
誌

箪

二
十
八
怨
八
四
貢
以
下
に
て
恩
師
千
谷
好
之
助
牧
師
に
よ
っ
て
其
説
-
か

指
摘
さ
れ
た
｡
聾
者
の
大
き
な
る
誤
審

は
南
光
に
敷
け
る

l
角
に
あ
る
｡
潮
海
寺
よ
り
岩
井
寺
に
至
る
北
米
南
西
の
断
層
を
あ
ま
-
に
寛
大
親
し

一
の
大
き

な
る
地
質
分
堺
線
･,J
な
し
た
革
で
あ
る
｡
此
韻
潜
に
逢
し
た
珊
由
の

1I
は
両
方
相
国
山
口
村
間
に
発
達
せ
る
凝
帆
の

Lit..'=･

地
暦

満

水

層
が
潮
海
寺
ビ
島
川
己
の
間
に
於
て
前
記
の
親
を
項
だ
し
て
断
絶
し
其
商
西
隣
は
堀
之
rK;
窮
に
属
す
る
明

か
な
る
層
群
あ
る
岩
石
の
占
め
る
朗
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
る
に
此
よ
り
酉
に
北
北
酉
の
走
向
を
有
す
る
堀

之
内
続
に
こ
め
た
凝
衣
岩
が
北
に
連
漬
し
細
谷
暦
の
数
次
岩
ど
な
る
轟
は
千
谷
技
師
に
よ
-
澄
明
さ
れ
潮
海
寺
断
簡

は
西
方
相
島
川
よ
-
西
方
に
折
れ
て
満
水
暦
だ
新
谷
暦
亡
を
境
す
る
も
の
ど
考

へ
ら
れ
托
.
此
五
官
餅
の
菰
友
岩
は

断
縛
し
て
細
谷
暦
の
凝
衣
岩
に
連
立
(
千
春
技
師
は
し
か
い
ふ
)す
る
に
は
あ
ら
や
金
-

l
連
の
握
次
岩
帯
で
あ
る
革

は
昨
春
の
兼
行
に
て
筆
者
は
確
認

し
た
｡
始
め
凝
衣
岩
の
牝
酉
に
断
絶
せ
-
ビ
考

へ
ら
れ
た
る
は
金
-
初
夏
草
深
き

時
に
調
査
し
た
る
点
で
あ
っ
て
昨
寒
革
の
芽
の
乗
出
で
ざ
る
時
に
歩
行
の
自
由
ビ
露
頭
の
充
分
な
る
利
を
得
て
始
め

て
判
明
し
た
之
に
ょ
つ
て
も
地
贋
調
査
は
な
る
ペ
-
冬
枯
れ
の
間
に
な
す

べ
き
で
あ
る
罫
が
沌
-
戚
せ
ら
れ
る
｡

僻
胴
牌
掛
川
町
近
傍
の
地
質
に
就

い
て

T
tttl

二
三



地

戎

弟
丸
谷

歩

一
触

]
l
四

二
凹

此
凝
衆
岩
の
逆
相
し
居
る
よ
も
見
て
債
鬼
暦
だ
上
張
瀞
yJ
の

一
連
同

一
な
る
だ
佐
兼
村
に
於
け
る
浦
水
骨
の
賓
は

結
線
寺
暦
な
る
卸
は
千
春
技
師
の
指
示
せ
ら
る
る
加
-
で
あ
る
｡
然
ら
ば
潮
海
寺
断
層
は
金
-
資
在
せ

ざ
る
か
或
は

千
谷
技
紬
の
考

へ
ら
る
～
如
-
北
西
に
折
れ
る
か
}J
い
ふ
に
之
も
絢
密
な
る
踏
査
の
結
果
先
に
筆
者
の
考

へ
た
る
如

ヂ
イ
ツ′
7オ
ー
ル
ト
.

き
重
要
な
る
も
の
で
は
な
い
が

一
の

傾

斜

断

層

だ

し
て
貸
在
す
る

主
を
知
っ
た
■∪
(

岩
井
専
断
府
ビ
改
栴
)併

し
な
が

ら
潮
海
寺
島
川
問
に
於
け
る
満
水
暦
堀
之
内
紋
の
境
界
は
断
層
諌
直
接
で
は
な
-
恰
皮
其
附
近
に
あ
る

一
の
不
整
合

で
あ
る
の
む
タ--1
つ
た
｡

掛
川
地
方
第
三
紀
暦
の
如
-
岩
質
上
あ
ま
り
に
大
差
な
き
も
の
を
出
来
終
る

だけ
詳
細
に
介

薙
せ
ん
だ
す
る
は
非
常
に
困
難
L･.
る
事
業
で
あ
る
｡
そ
れ
を
短
日
月
の
小
置
域
に
限
ら
れ
た
調
香
に
臆
測
を
加

へ
で

用
闇
の
地
間
を
作
製
し
た
る
は
大
な
る
過
失
に
て
井
中
の
蛙
の
宇
宙
観
の
如
き
で
あ
っ
た
｡
今

し
こ
に
改
め
て
掛
川

地
方
第
三
紀
層
の
地
貿
を
説
-
が
其
後
多
-
の
時
日
を
踏
査
に
壊
し
た
の
で
は
な
い
故
に
未
不
充
分
で
あ
る
｡
で
あ

る
か
ら
こ
れ
ま
た
像
報
で
あ
っ
て
撒
水
改
め
ら
る
べ
き
輩
柄
も
あ
ら
-
が
今
計
我
問
の
状
態
に
て
ほ
す

べ
て
の
此
種

の
開
窓
事
業
は
急
を
婁
す
る
｡
早
-
発
表
す
れ
ば
ま
た
同
率
の
士
の
教
示
を
仰
ぐ
を
得
る
｡
又
訳
者
は
漕
衆
も
な
は

此
地
方
の
第
三
紀
層
地
質
の
研
究
に
身
を
献
げ
る
者
で
あ
る
轟
を
こ
こ
に
誓
ふ
も
の
で
あ
る
｡

オ
-
ワ
ケ

此
前
に
記
述

し
た
此
地
方
の
第
三
紀
暦
の

大

分

は
大
し
て
改
め
る
革
は
な
い
｡
叉
此
前
に
設
い
た
掛
川
銃
の
模
式

地
に
於
け
る
小
分
だ
共
暦
厚
の
測
定
も
改
め
る
所
は
少
い
｡
本
文
の
大
部
分
は
此
間
版
に
費
し
て
あ
っ
た
の
で
改
正

す

べ
き
鮎
は
以
前
に
は
あ
ま
-
咲
-
は
触
れ
な
か
っ
た
堀
之
内
統
}J
掛
川
銃
の
閥
係
満
水
暦
の
位
置
及
び
曾
我
暦
の

分
離
で
あ
る
｡
種
々
な
る
班
由
に
よ
り
此
地
方
の
第
三
紀
暦
が
二
分
せ
ら
る
る
は
甘
い
二
十
寓
分

ノ
1
地
質
固
説
明

鞍
に
別
に
放
か
れ
て
あ
る
｡
筆
者
は
た

だ英
名
種
に
多
少
の
改
良
を
加

へ
た

古
い
方
の
岩
石
は
即
ち
大
井
川
雛
三
紀



古
層
で
あ
っ
て
筆
者
の
大
井
川
暦
.,J
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
｡
此
は
恐
ら
-
中
新
下
部
セ
あ
っ
て
申
新
中
菜
に
於
け

る

7
大
造
山
捌
以
前
の
沈
積
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
が
其
瓢
細
な
る
研
究
は
未

だ着
手
し
て
な
ら
な
い
か
ら
今
回
は

堺
に
新
し
き
姉
三
紀
暦

･S基
磐

ビし
て
扱
ふ
縛
に
し
た
.
相
良
地
方
に
は
大
井
川
暦
ビ
堀
之
内
綻
ど
の
間
に
介
在
し

て
相
良
慮
L･.
る
も
の
が
あ
る
｡
其
地
質
時
代
暦
序
は
な
は
不
明
で
あ
る
が
堀
之
内
続
は
明
か
に
此
上
に

1
大
不
盤
合

を
以
て
凍
る
も
の
で
あ
る
｡

堀
之
内
娩
下
底
は
即
ち
荻
間
碑
岩
層
で
あ
っ
て
構
成
す
る
磯
は
大
井
川
管
の
岩
石
･,J北
ハ

に
其
よ
I
.鞍
堅
組
な
ら
ざ
る
相
良
暦
の
常
夜
色
相
質
泥
岩
が
あ
る
｡
萩
聞
附
近
に
於
て
雨
暦
は
見
か
け
上
は
走
向
傾

斜
が
等
し
い
が
仔
細
に
観
察
す
れ
ば
奴
…ら
や
で
あ
る
0
千
谷
技
師
も
地
暦
の
各
階
の
発
達
を
調

べ
る
ビ
両
者
は
不
整

令
の
銅
係
に
あ
る
や
う
で
あ
る
ビ
言
っ
て
を
ら
れ
る
が
此
ほ
お
そ
ら
-
後
に
述

べ
る
如
き
脱
係
を
意
味
し
て
ゐ
る
の

で
あ
ら
う
0

満
水
暦
は
殆
無
骨
班
の
砂
嚢
泥
で
特
有
の
育
衣
色
を
も
っ
て
を
る
｡
官
田
村
西
俣
西
方
相
島
川
莱
本
村
初
燭
の
三

ヶ
所
を
頂
瓢
ビ
す
る
三
角
形
の
置
域
に
露
出
し
て
ゐ
る
｡
前
に
本
暦
を
天
王
砂
岩
ビ
同
準
異
相
と
考

へ
た
が
簡
山
口

村
に
て
天
王
紗
岩
}J
の
移

-
凝
り
は
興
和
と
し
て
は
あ
ま

-
に
急
激
な
る
事
､
殆
線
で
の
堀
之
内
統
掛
川
枕
の
境
界

に
於
て
浦
水
圏
は
必
ず
下
位
で
あ
っ
て
不
整
倉
で
あ
る
部
等
の
班
由
に
よ
り
寧
ろ
相
良
暦
と
同
鹿
に
大
井
川
府
ビ
堀

之
内
統
YJ
の
間
に
介
在
す
る
暦
序
な
-
ど
す
る

のが
自
然
で
あ
る
.

群
臣~
村
東
山
口
村
に
於
て
前
に
大
日
砂
岩
及
kaビ
L
で
砂
岩
鮎
岩
互
瀞
と
着
色
し
た
地
層
は
大
日
砂
岩
よ
h
も
下

位
に
屈
す
る
木
剖
干
潮

の
間
に
露
出
す
る
旋
次
岩
は
恐
ら
-
堀
之
内
統
白
岩
凝
涙
声

堀
之
内
柑
堀
田
に
あ
り
)
の
連

携
亡
兄
ら
る
る
の
で
此
間
の
地
暦
は
即
堀
之
内
続
で
あ
る
ビ
瓜
は
れ
其
走
向
は
束
相
で
は
な
-
北
北
西
で
あ
っ
て
大

齢
帥
舷
掛
川
町
紅
粉

の
地
Si
に
就

い
て

孟

二
五



Lm

治
小

節

九

怨

妨

1
朗

責

二･'
ハ

非
川
及
満
水
厨
の
基
磐
上
に
頚
な
り
掛
っ
て
ゐ
る
｡
南
方
佐
廃
村
方
面
に
於
け
る
前
に
.佐
兼
暦
満
水
静
だ
し
た
も
の

は
千
春
披
紬
の
説
の
如
-
夫
々
土
成
智
結
線
守
暦
に
等
し
-
佐
兼
圏
内
臼
暦
の
間
に
あ
る
凝
次
岩
は
前
述
の
如
-
細

谷
暦
の
凝
炭
岩
に
相
恩
す
る
｡
か
-
す
る
な
ら
ば
堀
之
内
統
の
上
牛
は
金
-
掛
川
枕
に

一
致
す
る
事
に
な
り
堀
之
内

に
於
け
る
堀
之
内
枕
の
株
式
だ

.る
堀
之
内
暦
は
少
々
の

一
時
淀
蝕
の
跡
を
問
は
な
け
れ
ば
金
-
掛
川
続
だ
生
命
す
る

し
か
し
な
が
ら
掛
川
続
は
掛
川
附
近
に
放
け
る
断
面
を
様
式
ビ
し
て
其
よ
も
北
西
森
町
方
面
に
及
ぶ
地
層
に
封
し
て

典

へ
た
名
稀
で
あ
っ
て
掛
川
以
班
に
於
け
る
大
日
砂
岩
水
準
以
下
の
地
膚
を
含

む
系
統
は
岩
質
上
和
典
が
あ
る
故
に

ど
-
し

ても
介
離
し
て
考

へ
る
必
要
が
あ
る
.
此
故
に
改
め
て
堀
之
内
庇
を
西
方
村
堀
田
に
於
て
白
岩
凝
岩
上
に
あ

る
厚
き
黄
褐
色
の
砂
の
下
底
を
境
ビ
L
其
下
に
あ
る
砂
裾
互
管
以
下
だ
定
義
す
る
｡
此
特
別
な
る
秒
暦
は
こ
こ
に
大

頭
離
砂
岩
･J
命
名
し
内
刑
佐
兼
方
南
の
掛
川
枕
の
下
底
.,,
な
す
轟
が
で
き
る
｡

曾
我
厨
は
掛
川
続
の
上
部
ビ
考

へ
た
が

し
か
ら
ず
不
整
各
に
之
を
禎
覆
し
瑞
立
の
層
群
ビ
し
て
骨
我
続
だ
す
る
こ

E
に
し
た
｡
以
上
は
修
正
の
変
相
で
あ
る
｡
千
谷
技
師
の
暦
序
横
山
博
士
の
化
石
に
踊
す
る
報
文
は
な
は
箪
者
の
観

察
ビ

一
致
し
な
い
塵
が
あ
る
｡
南
光
壁
は
筆
者
の
恩
師
で
あ
っ
て
批
講
を
加
ふ
る
罫
は
或
は
師
釣
の
道
に
反
す
る
如

き
離
解
も
あ
ら
う
け
れ
､

ざ
吾
だ偶
然
同
じ
問
題
に
皆
ろ
輩
に
な
っ
た
の
で
異
班
の
討
究
の
為
に
は
容
さ
る
べ
き
で

あ
る
ビ
瓜
ふ
｡

満
水
暦
と
堀
之
内
紀
と
の
関
係

此
閥
係
は
不
生
命
で
あ
る
事
を
す
で
に
略
越
し
た
｡
な
は
詳
細
に
此
不
整
各
だ
堀

之
内
統
の
穫
蔽
ど
な
信
せ
し
め
る
観
察
を
記
述
す
る
｡

第

一
に
様
式
的
堀
之
内
闇

1̂J
満
水
暦
}J
の
閥
係
で
あ
る
｡
西
方
村
河
城
村
に
於
け
る
両
者
の
境
界
は
大
き
-
見
れ



ば
低
線
的
で
断
層
･,J
考

へ
易
い
｡
先
年
の
調
査
の
際
も
敢
初
二
三
回
の
通
過
に
よ
っ
て
断
層
ĴJ
思
っ
た
其
先
入
観
が

も
ど
ど
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

併

-
な

が
ら
仔
細
に
耐
者
の
分
布
を
開
示
す
れ
ば
決
し
て
寓
線
的
の
単
純
な
る
も
の

に
は
な
ら
な

い
｡
断
層
な
Ic,tJ
す
れ
ば
其
落
差
は
粕
皆
に
大
な
る
も
の
で
少
-
も
三
屑
米
だ
推
せ
ら
る
る
に
係
は
ら

李
斯
る
太
断
層
が
必
ず
示
す

べ
き
跡
の
少
し
も
な
い
革
で
あ

る
｡

例

へ
ば
引
き
す
り
の
急
傾
斜
､

断
固
塵
､

粘
土

等
を
件
ふ
断
層
帯
の
如
き
は
暇
想
断
層
線
上
附
近
を
細
に
探
す
も
求
め
ら
れ
な
い
｡
し
か
る
に
堀
之
内
曙
の
北
八
百

莱
.
公
文
裳
に
迫
す
る
腰
上
に
於
で
相
接
近
せ
る
二
の
露
頭
が

1
は
金
-
堀
之
内
暦
の
砂
梶
互
暦
な
る
に

一
は
金
-

満
水
暦
の
砂
嚢
泥
な
る
は
寧
ろ
断
層
に
あ
ら
や
ば
奇
ビ
せ

ざ
る
を
得
な
い
｡
昨
春
の
兼
行
に
.tJ
附
近
の
露
頭
を
悉
-

険
し
L･i
ほ
足
ら
ざ
る
時
は
華
を
掘
っ
て
槍

し
た
が
極
め
て
小
さ
き
断
層
を
柑
た
る
の
み
に
て
堀
之
内
暦
は
常
に
満
水

暦
の
上
位
に
あ
っ
て
直
接
面
は
断
固
に
あ
ら
ず
頚
な
ら
掛
っ
た
不
生
食
で
あ
る
を
知
っ
た
｡
浦
氷
層
の
岩
贋
ビ
堀
之

内
暦
中
の
泥
質
暦
ど
の
置
別
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
｡
岩
石
撃
的
の
研
究
は
ま

だ少
し
も
し
て
な
い
か
ら
精
確
な
詑

我
を
な
し
得
な
い
0
外
観
上
両
者
は
非
常
に
よ
-
似
て
ゐ
る
か
ら
も
L
堀
之
内
暦
ビ
砂
侃
互
厨
が
西
北
に
砂
が
尖
激

し
で
満
水
暦
に
移
化
す
る
だ
い
ふ
考

へ
方
も
起
き
て
凍
る
で
あ
ら

う
｡
併
し
な
が
ら
満
水
暦
に
は
薄
き
砂
の
床
は
稀

に
爽
在
す
る
に
は
し
て
も
'
そ
れ
が
堀
之
内
暦
の
連
帝
だ
し
て
は
繭
紀
綱
海
等
断
層
線
附
近
に
拾
ふ
て
の
鍵
化
は
あ

ま
り
に
突
然
で
あ
る
｡
両
厨
の
n
ン
ト
ラ
ス
ト
は
あ
ま

-
に
大
き
い
｡
此
舘
明
の
馬
に
千
谷
技
師
は
潮
海
幕
断
層
の

賓
在
を
認
め
其

1
端
は
折
れ
て
北
酉
に
走

-
嵩
川
方
南
に
向
ひ
線
じ
て
蒲
水
暦
,Jd
掛
川
銃
の
境
界
線
ビ
考

へ
ら
れ
化

の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
満
水
暦
が
堀
之
内
蹄
の
異
鼎
で
あ
る
馬
の
共
沈
横
位
城
の
州
5
.的
闘
係
は
如
何
に
し
て

説
明
し
稗
や
う
か
｡
し
か
も
堀
之
内
既
の
砂
泥
互
潜
は
西
山
口
村
方
両
に
於
て
帝
現
し
此
方
面
に
於
で
は
後
述
の
如

顧
問
榔
掛
川
町
起
傍
の
池
田
に
就

い
て

云

二
七
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7
披

7六

二
八

-
常
に
満
水
層
は
不
整
合
下
に
位
し

て

ゐ

る
.

ま
た
潮
侮
寺
断
層
は
既
に
述

べ
し
如
-
地
質
分
界
線
を
な
す
帯
皮

の
大
き
な
も
の
で
は
な
い
.
さ
れ
ば
砂
泥
互
腎
の
概
軌
的
に
突
然
に
鼻
化
す
る
は
異
相
で
は
な
-
金
-
別
の
沈
積
愉

租
に
屈
す
る
も
の
.tJ
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
西
方
村
河
城
村
方
面
に
放
て
筆
者
の
貸
株
し
た
る
絶
て
の
満
水
暦
堀
之
内

枕
の
控
偶
に
で
後
者
は
常
に
前
者
の
上
に
頚
な
っ
て
ゐ
る
｡
堀
之
内
銃
は
化
石
に
乏
し
い
が
満
水
暦
に
揺
す
る
部
分

は
偉
.iニ
多
少
の
介
の
破
片
む
含
み
時
に
オ
''1
-
キ

ユ

リ
ナ
を
見
る
轟
が
あ
rI
叉
況
贋
の
薄
紙
市
城
の
小
魂
を
有
す
る

事
が
あ
っ
て
海
底
の
状
態
を
よ
-
示
し
て
ゐ
る
｡
此
不
整
各
は
先
に
説
き
た
る
が
如
-
蚤
L･6
-
掛
っ
て
な
っ
て
賓
歩

(

O
verstep
)し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
傾
斜
断
層
の

1
で
あ
る
潮
海
幕
岩
井
寺
断
層
に
近
-
階
ふ
て
の
雨
暦
の
分
界
線

は
大
略
堀
之
内
続
の

一
般
の
走
向
に
直
角
で
あ
る
O
さ
れ
ば
此
境
界
が
蒐
歩
不
整
各
だ
す
れ
ば
殆
典
例
だ
な
す

べ
き

急
角
度
で
な
け
れ
ば
L･B
ら
ぬ
｡
此
籍
に
は
堀
之
内
舵
の
沈
痛
し
た
盆
地
の
非
常
に
急
斜
面
を
有

した
る
革
を
想
像
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
此
轟
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
｡
今
日
の
駿
河
潜
に
放
て
舶
槙
樽
に
放
て
此
様
な
地
形
の

鞄
似
が
見
ら
れ
る
｡
堀
之
内
時
代
の
大
き
な
沈
降
は
暦
自
身
の
厚
大
な
る
AfJ
掛
川
銃

へ
の
連
槙
ビ
併
せ
て
否
定
L
健

は
ぬ
所
で
あ
る
｡
恐
ら
-
中
新
期
中
盛
に
於
て
の
健
脚
的
地
動
の

二
,J
し
て
起
き
た
大
井
川
轡
の
摺
曲
は
北
兼
南
画

の
走
向
で
あ
っ
て
iJ;
捷
暦
山
地
を
含
む
西
日
本
外
箱
の
摺
曲
だ

一
致
す
る
｡
満
水
原
皮
和
良
瀞
は
典
し
て
此
大
造
･S

期
の
間
の
産
物
で
あ
㌃
か
も
は
た
ま
た
夫
に
縛
-
時
代
の
産
物
で
あ
る
か
い
づ
れ
か
に
甚
近
い
も
の
で
あ
ら
ぬ
ば
な

ら
ぬ
｡
少
-
も
和
良
圏
の
走
向
は
ほ
ぼ
大
井
川
暦
に

l
致
す
る
革
質
は
雷
婁
硯
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
堀
之
内
紋

は
し
か
し
な
蝉
ら
明
か
に
此
造
山
期
以
後
で
あ
っ
て
す
で
に
述

べ
た
る
如
-
相
良
暦
ど
の
間
に
大
な
る
不
整
各
の
闘

除
を
有
す
る
｡
此
不
整
合
も
ま
た
韮
歩
不
整
各
で
あ
っ
て
相
良
厨
に
接
す
れ
ば
堀
之
内
枕
の
砂
泥
互
健
は
鱒
岩
に
移



化
し
て
載
間
軽
岩
な
る
特
別
の
岩
石
ど
な
る
｡
此
墜
岩
は
肘
北
に
逃

･I
酉
に
祈
れ
河
城
村
ま
で
遣
ふ
革
が
出
来
る
即

萩
岡
野

石
は
繍
氷
層
芸

榛
禍
に
於
て
息

ら
れ
る
｡
川
野
村
相
革
村
に
て
翌

内
組
の
上
部
が
相
良
暦
造

言

部
分
に
は
蟹
岩
を
仲
は
な
い
が
ほ
ぼ
同
位
の
反
封
の
側
に
で
繍
水
暦
に
按
す
る
西
方
射
堀
之
内
町
方
而
に
も
蟹
岩
を

仲
は
ぬ
｡
此
闘
係
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
が
此

だけ
で
相
良
層
AIJ
溝
水
府
.,J
を
金
-
同
物
だ
な
す
に
は
ま
だ
早
計
で

あ
る
｡
ま
た
満
水
層
相
良
暦
の
岩
質
は
殆
ど
等
し
い
'
た

だ後
者
の
や
や
色
の
淡
い

だけ
の
差
が
あ
る
U
商
圏
の
大

井
川
府
に
封
す
る
閥
係
も
粗
似
し
て
ゐ
る
｡
節

.i
に
大
井
川
静
ビ
堀
之
内
紋
の
間
に
介
在
す
る
.
両
暦
の
置
域
に
は

屡
大
井
川
圏
が
頭
を
出
し
て
ゐ
る
革
が
あ
る
｡
基
例
は
潮
海
寺
'
影
森
､
木
制
､
男
醐
'
女
醐
等
で
あ
る
｡
此
場
合

爾
暦
は
別
に
下
底
を
以
て
大
井
川
暦
に
接
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
｡
大
井
川
暦
の
岩
石
よ
り
な
る
島
の
頂
が
出
て
ゐ

る
だ
け
で
あ
る
｡
此
等
の
事
賓
よ
-
想
像
す
れ
ば
相
良
満
水
商
圏
の
封
比
は
金
-
不
可
で
は
互
い
｡
た

だ次
回
の
調

査
に
残
さ
れ
た
完
重
な
る
澄
明
だ
L･1
る
ペ
1drJ要
項
は
榛
原
郡
北
部
にこ
て
閣
僚
の
連
縛
L
屠
る
や
否
や
ビ
乏
し
き
な
が

ら
出
凍
る

だけ
多
-
化
石
を
集
め
て
見
る
革
.fJ
の
二
で
あ
る
.
第

1
の
連
榎
は

一
昨
年
た

だ
山
河
の
通
過
で
は
あ
つ

た
が
多
分
の
可
能
性
を
取
め
て
氷
化
O
た
だ
今
回
は
満
水
暦
は
灘
良
暦

ビ同
株
の
関
係
を
現
之
内
統
亡
の
間
に
有
す

る
軍
を
強
調
し
お
-
に
た
ま
る
｡

第

1
回
は
堀
之
内
町
西
方
村
附
近
に
於
け
る
清
水
'
堀
之
内
師
恩
の
分
界
を
衷
は
す
地
質
図
で
あ
っ
て
前
に
凝
表

し
た
地
質
閲
の
訂
正
で
あ
る
｡
備
水
圏
の
走
向
傾
斜
は
厨
甜
不
分
明
に
t
J時
に
風
化
に
よ
る
剰
班
の
成
層
ビ
無
間
係

に
教
育
し
て
ゐ
る
籍
に
甚
測
定
に
困
難
で
あ
る
が
社
々
に
し
て
背
き
五
サ
ン
チ
内
外
の
砂
暦
の
介
在
す
る
を
利
用
し

て
知

･･還

る
隈

･Elに
で
は
堀
之
内
続
の
も
の
FfJ
大
に
薫
っ
て
ゐ
る
｡
測
定
は
暦
面
上
の
三
瓢
に
控
す
る
小
坂
を
用
ひ

締
朋
鵬
掛
川
町
妊
館
の
鵬
肝
l1
就

い
て

亮

二
九
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看

三
〇

て
も
何
分
厨
川
の
不
分
明
よ
り
生
す

る
誤
差
は
可
な
-
あ
る
ら
し
-
瓜
は

れ
る
｡
ど
に
か
-
多
-
の
結
苑
は
北

嘉
南
酉
の
走
向
寓
兼
の
傾
斜
だ
概
括

L
程
る
程
度
で
あ
る
｡
此
敏
的
正
確

な
ゎ
ビ
恩
は
る
る
も
の
は
堀
之
内
北

方
に
て
北
七
十
度
東
､
南
二
十
度
の

傾
斜
､
潮
海
寺
の
北
方
に
て
北
六
十

度
東
､
南
二
十
三
度
の
傾
斜
で
あ
る

浦
淡
附
近
に
で
は
殆
兼
蘭
の
走
向
南

へ
十
度
内
外
の
傾
斜
す
る
を
見
､
西

北
方
西
川
口
村
に
で
は
'
宮
脇
に
て

北
六
十
度
南
東

へ
十
八
度
'
賀
春
寺

に
て
北
五
十
度
兼
'
北
西
へ
十
五
度

で
背
斜
の
存
在
も
想
定
せ
ら
れ
る
｡

し
か
し
所
に
よ
-
特
に
分
布
置
域
の

線
蓮
の
近
-
で
は

一
般
走
向
以
外
の



測
定
の
飴
典
が
あ
る
｡
こ
れ
は
稽
曲
斯
暦
に
よ
る
局
部
の
現
は
れ
で
あ
る
で
あ
ら
-
が
輔
水
骨
の
構
造
は
早
急
に
給

す
る
を
得
な
い
困
難
さ
が
あ
る
.
此
等
の
陶
係
は
相
良
暦
大
井
川
暦
の
場
合
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
｡
堀
之
内
銃
の

遵
向
は
砂
耽
互
暦
で
あ
る
虜
に
極
め
て
明
確
に
容
易
に
測
定
し
程
ら
れ
る
｡
な
は
後
の
項
に
詳
し
-
述
べ
る
で
あ
ら

-
が
概
し
て
走
向
は
北
北
西
で
酉
方
に
二
十
位
以
下
の
緩
い
傾
斜
を
有
し
て
ゐ
る
｡
し
か
し
す
で
に
散
-
如
-
木
蘭

は
凹
地

へ
沈
積
し
た
も
の
で
其
側
蓮
の
料
簡
基
底
に
沿
ふ
て
蚤
歩
し
っ
つ
も
多
少
の
地
層
の
這
ひ
上
I
.は
鞄
恋
し
得

る
｡
第

一
同
に
て
は
此
珊
由
に
よ
っ
て
蒲
水
圏
に
接
し
た
る
部
分
の
堀
之
内
銃
の
走
向
が
其

1
枚
走
向
qjj
異

rc,其
底

面
に
稀
並
行
し
た
る
方
向
な
ど
つ
て
ゐ
る
例
聖

ホ
し
て
あ
る
｡
堀
之
内
統
掛
川
銃
の
人
為
約
分
堺
線
に
選
定
し
た
大

嶺
龍
砂
岩
な
る
特
別
の
地
層
の
繍
氷
層
に
按
す
る
部
分
は
特
に
出
来
る

だけ
綿
密
に
注
意
し
た
が
園
示
す
る
如
-
掛

川
統
(
内
田
暦
)
の
地
層
に
葦
敢
せ
ら
れ
て
屠
る
｡
以
前
糊
海
専
断
暦
の
想
定
に
最
有
力
な
腎
だ
さ
れ
た
白
岩
凝
次
岩

(
堀
阿
凝
衣
岩
)
は
島
川
の
商
域
逆
線
路
に
近
-
僅
ど
な
っ
て
断
絶
し
て
ゐ
る
が
共
よ
り
上
位
の
大
頭
龍
砂
岩
は
僻
に

満
水
暦
上
に
不
整
合
に
覆
厳
し
覆
赦
さ
れ
前
記
の
加
-
基
磐
に
精
這
ひ
上
る
如
-
な
っ
て
な
る
｡
政
道
線
路
の
南
側

に
て
此
関
係
を
ニ
ホ
す
兼
何
の
露
頭
が
あ
る
｡

次
に
東
西
繭
山
口
村
方
両
に
於
け
る
満
水
暦

5°堀
之
内
掛
川
岡
統
め
鞘
係
を
記
述
す
る
｡
此
方
田
に
て
も
不
整
各

で
あ
る
事
は
勿
論
で
し
か
も
多
-
の
よ
き
露
頭
が
見
ら
れ
る
｡
第
二
閲
は
栗
本
村
石
上
南
方
点
上
に
て
見
た
る
不
整

合
露
頭
の
ス
ケ
ッ
チ
よ
-
塞
き
た
る
も
の
で
恐
ら
-
標
式
的
の
不
盤
倉

ビ
祁
L
粘
る
も
の
で
あ
る
｡
満
水
暦
は
薄
き

砂
を
間
隔
を
可
L･W
置
い
て
爽
む
故
に
容
易
に
走
向
傾
斜
を
測
り
得
た
｡
即
北
三
十
五
鹿
西
'
四
十
八
度
南
西
で
あ

る
｡
不
整
合
上
の
掛
川
銃
は
北
十
度
酉
の
走
向
'
十
七
皮
西
の
傾
斜
で
あ
っ
て
相
皆
の

n
y
･L
ラ
ス
ト
が
見
ら
れ
る
結

静
岡
鯨
掛
川
町
近
傍
の
地
資
に
就

い
て

三

三
l
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三
二

基
は
紬
の
様
な
傾
斜
不
盤
合
だ
な
っ
て
示
さ
れ
て
あ
る
｡
基
底
激
岩

は
厚
-
は
な

い.
又
萩
間
蟹
岩
も
岩
質
は
等
し
い
が
<
頚
大
以
上
の

塊
は
稀
で
あ
る
｡
多
-
は
拳
大
以
下
で
質
は
主
だ
し
て
大
井
川
暦
の

砂
岩
泥
岩
で
あ
る
｡
満
水
暦
の
欺
き
砂
鰯
泥
岩
も
固
い
塊
だ
t･b
つ
て

多
-
あ
る
｡
此
岩
石
は
到
底
琴
大
以
下
の
小
塊
で
は
存
在
し
待
な
い

ほ
ざ
脆
い
の
で
多
-
は
人
頭
大
の
太
さ
を
保
つ
も
の
で
あ
る
｡

此
基

底
は
ま
た
月
化
石
を
減
す
る

が
充
分
な
列
定
一曾
加

へ
得
る

様
な
保
春
良
好
な
も
の
は
稀

で
あ
る
｡
第
三
間
は
第
二
間

の
地
瓢
に
近
-
石
上
の
部
落
に
面
す
る
断
崖
で
貯
水
池
堤
防
上
よ
り
見
た

ス

ケ
ッ
チ
で
あ
る
｡
満
水
暦
の
走
向
は
北
六
十
度
西
で
傾
斜
は
南
西
に
三
十
二

度
で
あ
る
｡
此
倍
は
栗
本
相
客
興
村
附
近
の
大
井
川
膚
の
走
向
傾
斜
に
近
似

し
て
ゐ
る
｡
此
二
の
閲
に
示
し
た
不
整
合
は
初
掲
州
の
谷
に
滑
ふ
丘
陵
の
北

面
に
蓮
薦
し
て
此
を
酉
に
迫
ふ
て
進
め
ば
栗
本
樹
病
倉
の
下
ま
で
別
に
静
め

ら
る
る
O
此
間
基
底
は
常
に
多
少
の
化
石
を
含
む
磯
岩
で
あ
る
が
其
上
に
来

る
岩
石
は
或
は
砂
或
は
砂
泥
互
鹿
又
或
は
砂
嚢
泥
に
て

1
定
し
な
い
0
之
は

～l

一二 一∴ ∴ __･11----L 一････.･･ -__-_

4:-:-･ニー_'-L一一:~

節 三 掛 野水村石上池E川 見夕減水暦 卜

掛川疲 ノ不飽食 ノ兄へJレ鑓 ノスケタチ｡

第二固ノ桝 二妃イ(イ)満水厨(ロ)輯営,牝
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恐
ら
-
覆
髄
の
属
･j}
温
は
れ
る
｡
本
聾
に
も
同
様
の
露
頭
が
あ
っ
て
化
石
が
豊
富
で
あ
る
｡
特
に
泥
質
の
海
抜
石
戒

の
小
塊
の
多
い
の
は
著
し
い
.
下
西
郷
に
て
初
馬
川
の
河
底
に
は
掛
川
銃
の
藤
式
的
大
日
砂
岩
下
に
満
水
骨
の
泥
岩

の
露
出
し
た
る
は
最
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
.
基
底
魂
岩
は
北
方
大
井
川
暦
山
地
に
接
す
る
ほ
ざ
著
し
-
費
達
す
る

が
次
第
に
南
方
に
勢
力
を
失
ふ
の
で
西
山
口
村
安
養
寄
附
近
に
て
は
満
水
掛
川
爾
暦
の
接
触
に
時
に
磯
岩
の
凍
ら
ぬ

場
令
が
多
い
の
で
両
者
の
判
別
に
非
常
な
困
難
が
あ
る
｡
が
L
か
⊥
明
確
な
砂
泥
互
暦
を
な
す
掛
川
紋
は
上
位
に
満

水
暦
は
下
位
に
あ
る
関
係
は
必
然
で
あ
る
｡
ま
た
時
に
は
細
粒
の
基
底
磯
石
の
件
ふ
轟
も
あ
る
.
不
整
倉
上
の
掛
川

銃
は
西
に
傾
斜
し
て
ゐ
て
東

へ
進
む
ビ
次
第
に
下
位
の
暦
が
出
て
-
る
｡
ぞ
し
て
堀
之
内
統
ど
な
る
の
で
其
分
界
は

す
で
に
挽
い
た
如
-
人
為
的
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
満
水
厨
亡
の
関
係
は
此
等
の
地
膚
が
重
歩
し
屠
る
以
上
同
じ
罫

で
な
け
れ
ば
Lす
ら
ぬ
｡
尭
山
口
村
に
で
は
随
所
に
不
整
各
接
触
を
見
る
事
が
出
氷
る
｡
就
中
小
児
子
に
で
は
砂
梶
の

各
席
が
覆
激
し
ゐ
る
状
態
の
極
め
て
明
瞭
な
露
頭
が
あ
る
｡
此
附
淀
の
砂
泥
互
暦
は
堀
之
内
庇

l
股
の
走
向
で
北
十

五
鹿
西
十
五
度
乃
糞
二
十
度
四

へ
傾
斜
し
て
ゐ
る
が
小
原
子
､
大
原
千
両
谷
の
中
間
の
丘
列
の
両
側
に
於
け
る
露
出

か
ら
考

へ
て
満
水
暦
よ
り
な
る
基
磐
の
表
面
の
走
向
は
大
略
東
北
兼
で
北
西
に
傾
斜
し
て
ゐ
る
｡
此
局
部
に
於
て
基

磐
上
に
沈
積
し
た
る
砂
泥
瓦
暦
は
多
少
海
底
地
形
に
沿
ふ
主
屋
敷
に
積
っ
た
雪
の
如
き
有
様
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

そ
れ
で
不
整
合
直
上
の
互
暦
は
牝
五
十
圧
覚
二
十
五
度
北
西
ビ

い
ふ
局
部
的
の
走
向
傾
斜
を
有
す
る
｡
此
現
象
は
西

方
村
に

ても
観
察
し
得
ら
る
る
事
を
前
に
記
し
て
置
い
た
.
此
局
部
的
傾
斜
が

一
般
の
傾
斜
に
移
化
す
る
場
所
に
は

交
科
し
た
暦

理が
見
ら
れ
る
｡
其
例
は
安
菱
寺
に
公
文
名
に
よ
-
賓
見
せ
ら
れ
る
｡
白
岩
耗
次
岩
及
大
頚
髄
砂
岩
の
二

膚
は
最
特
徴
あ
る
示
準
圏
で
後
者
は
堀
之
内
掛
川
両
統
の
分
鼎
}J
し
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
が
此
直
域
に
で
も
よ

静
岡
防
掛
川
町
妃
傍
の
地
封
Li
就

'>
て

霊

三
三



地

球

第
九
食

餌

7
線

]爵

三
四

-
報
接
し
て
ゐ
て
水
制
七
千
羽
間
の
丘
列
の
東
側
よ
-
始
ま
-
次
第
に
高
圧
を
増
し
て
丘
上
に
蓮
々
ビ
畠
-
の
を
追

ふ
轟
が
で
き
る
.
石
上
の
異
兼
の
所
に
束
輔
の
断
層
が
あ
っ
て

山
皮
断
来
れ
る
が
帯
び
大
井
川
暦
の
丘
上
に
ア
ク
ト

ラ

イ

ヤ

ー
だ
LJ.つ
て
現
れ
る
｡
此
地
の
白
岩
凝
次
岩
は
北
方
大
井
川
暦
山
地
に
近
づ
け
ば
他
の
砂
泥
互
暦
が
次
第
に

磯
岩
に
移
化
す
る
の
ビ
軌
を

1
に
し
て
砂
嚢
に
富
み
多
少
の
磯
を
含
み
ま
た
介
化
石
の
破
片
を
減
す
る
枝
に
な
る
｡

南
船
は
満
水
暦
に
接
し
て
ゐ
る
｡
此
示
準
静
の
存
在
だ
其
耐
輔
の
基
磐
に
接
す
る
状
態
F,yJ
は
北
ハ
に
務
蔽
の
琴
d
な
る

に
充
分
で
あ
る
｡

光
山
口
村
よ
-
兼
に
堀
之
内
銃
の
下
底
を
迫

へ
ば
影
森
に
海
老
名
に
公
文
名
に
潮
海
寺
北
方
の
谷
に
立
花
河
城
村

第 四lL'.･il満水暦卜堀之内統ノ不溶合

判.称号ノ北二粁ノ地.%Tl.スjJ･プチ

酉
侯
もこ
同
様
t･jbる

『
満
水
暦
は
下
に
､
堀
之
内
愚
は
上
に
』
の
刷
係
だ
其
間
の
不

整
各
ビ
各
の
床
の
覆
蔽
ど
な
到
る
桝
に
見
る
｡
第
四
園
は
基

山
の
例
で
あ
る
｡
此

露
頭
は
直
ち
に
前
記
西
方
村

に
も
連
る
の
で
あ
っ
て
繍
水
圏
の
堀
之
内
紋
よ
り
下

位
な
る
革
は
極
め
て
明
か
に
滑
別
せ
ら
れ
る
｡
影
森
よ
-
兼
に
西
伐

へ
か
け
て
著

し
い
の
は
凍
石
の
次
第
に
撒
逢
し
て
厚
-
な
る
轟
で
あ
る
｡
此
厚
大
L･6
る
礎
石
は

某
に
蓮
植
し
て
即
萩
間
蟹
岩
だ
L･1
る
｡
萩
聞
輯
岩
は
第
七
臨
及
第
入
園
に
示
す
敏

之
原
基
地
下
に
存
在
し
た
る

一
大
凹
地
(
金
谷
機
)
の
下
底
部
ほ
ざ
停
-
な
る
も
の

で
あ
る
｡
厨
が
厚
大
に
な
る
;J･J
同
時
に
構
成
す
る
石
塊
も
大
に
な
る
｡
榛
原
郡
地

蔵
峠
に
あ
る
醗
岩
中
の

〓
石
塊
は
就
六
間
に
飴
る
夜
桜
が
あ
っ
た
O
之
は
重
力
に

ょ
っ
て
底
部
に
溜
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
O

ま
た
河
城
村
酉
･2
日
村
岡
ド



締
糊
恢
掛
川
町
近
位
の
地
封
に
就

い
て

ILt･:

於
て
蓋
粟
に
封
す
る
堀
之
内
暦
の
箕
渉
が
忠
勤
庇
で
あ
る
の
は

此
凹
地
の
斜
面
は
和
皆
に
急
で
あ
っ
た
罫
を
語
る
も
の
で
あ
る
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