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云

敢
近
の
地
排
撃
的
研
究
は
甚
だ
し
い
進
歩
を
見
せ
て

ゐ
る
藻
に
瓜
は
れ
る
｡
し
か
し
地
方
的
の
畏
創
t･b研
究

S
.教
朱
は
ま
だ
極
め
て
少
い
｡
各
地
方
舟
地
域

の
正
確

互
研
究
が
完
成
し
打
.･さ

て
は
地
坪
的
州聖
光
も
決
正
さ
れ

す
p
地
誌
の
託
我
は
審
ら
主
観
的
想
像
的
ど
な
っ
て
饗

際
を
表
は
し
射
な
い
こ
.JJ
も
Ⅲ
来
る
で
あ
ら
-
｡
地
方

小
地
域
の
研
究

の態
度
は

三

醍
勝
衛
氏
の
御
意
見
朝
潮

に
至
純
同
戚
で

あ
る
｡

多

良
操
火
山

に
捕
す
る
文
献
は
予
の
寡

聞

唯

一
っ
あ

る
の

み
で
あ

る

刺

｡

け
れ
rrM
も
其
西
麓
地

域
は

車
に
も

陸
地
測
灘
価
の
各
種
地
形
周
明
が
磯
術
さ
れ
て
ゐ
る
の

で
研
究
に
は
誠
に
都
弁
が
よ
い
｡
予
の
研
究
は
日
米
だ

甚
だ
稜
-
.
か
～
る
草
か
ぢ
-
の
も
の
を
聴
表
等
す

べ

き
で
は
な
い
だ
瓜
ふ
の

で
あ
る
が
､
地
方
地
誌
必
要
の

切
迫
せ
る
今
日
且
記
載
の
乏
し
い
こ
の
地
方
の
こ
k
J
で

は
あ
る
L
､
手
を
挑
ね
て
誰
人
か
の
研
究
を
待

つ
の
は

あ
ま
-
に
無
責
任
ビ
恩
ひ
鉛
筆
&
.も
恥
ぢ
や
敢
て
先
撃

諾
異
の
御
高
教
を
仰
ぐ

こ
E
に
し
た
の
で
あ
る
｡

二､
概
観
及
債
分

こ
ゝ
に
多
良
撤
西
麓
地
方
ビ
い
ふ
の
は
大
盤
に
南
は

】..r-･ざ

大
村
か
ら
北
は
彼

杵

に
至
る
ま
で
の
閉
ざ
す
る
｡
南
北

二
万
両
に
班
が
あ
る
大
村
牢
島
は
東
岸
有
明
渥
斜
面
だ



西
岸
大
相
関
斜
面

の
二
地
方
に
分
け
る
こ
IIJ
も
出
饗
る

が
､

火
日
課

分
布
ビ

侵
蝕
状
況
亡
に
ょ
り
両
部
､
南

部
,
東
部

､
束

北
部

､

北
部
だ

夫
々
異
る
現
地
形
を
形

成
-...､
川

∵
工

.
_

皇

‥.'･
:･･.I..:.
-.･･･.･
:
I:･..
･-
･
'
､
｡

て
の
人
々
の
活
動
が
各
そ
の
方
面
に
よ
っ
て
狐
特
の
様

式
を
持

っ
て
ゐ
る
か
ら

G
e
ogra
p
h
ica
l
u
n
it
の
小
匿

分
を
行

へ
ぼ
か
戒
に
匿
調

す
る
が
ま
い
ど
瓜

ふ
｡

西
龍
即
ち
大
村
轡
東
岸
は
又
南
北
の
二
つ
に
匿
分
さ

れ
な
け
れ
ば
写
ら
ぬ
｡
水
平
的

に
聖

杯
線

の
出
入
を
見

れ
ば
南
部
の
大
付
松
焼
問
で
は
美
し

い
弧

線
を
描

い
て

滑
申
に
突
出
し
て

ゐ

る
が

'
北
部
桧
原
彼
杵
間
で
は
反

判
に

潜

入

し
て
ゐ
る
｡
垂
雨
的
..1
も
地
貌
を
盆
-
異
に

し
南
部
は
肥
前
牛
島
で
は
珍
ら
し
い
庚

い
平
地
で
あ
る

が
北
部
は
数
百
米
の
高
頂
･fJ
tIb
つ
て
ゐ
る
｡
か
-
の
如

-
西
部

の
地
形

に
甚
だ
し
い

相
違
が
あ
る
の
も
金
-
封

こ
ほ
り
が
=f

贋

だ
侵

蝕

の
差

異
に
ょ
る
の

で

あ

る

｡

南
部

は

郡

川

の

鞘
出
し
た
砂

概
の
堆
租
に
よ
る
新
し
い
沖
精
扇
状
地
で

あ
る
し
.
北
部
は
多
良
獄
の
基
底
を
つ
-
る
玄
武
岩
の

窺
地
で
あ
る
潮
｡
入
籍
は
そ
の
庄
沼
地
を
山
地
高
原
よ

-
も
沖
和
平
頂
に
先
づ
求
め
た
の
で
あ
る
か
ら
.
東
都

多
良
糾
紳
助
仙
ガ
･3

1地
.g
的
.1･..ji枇

か
ら
扇
状
地
に
は
多
-
の
人

々
が
張
り
.凍
り
地
表
を
よ

く
開
拓
し
て
大
村
牛
島
に
於
け
る
人
文
の
澱
も
輩
遷
し

た
地
域
･,J
な

っ
た
が
p
玄
武
岩

素

地

は

河

谷

も
幼

年

の

峡
谷
で
屠
任
地
は
勿
論
交
通
路

.I-J
し
て
さ

へ
利
川
が
出

挙

は
い
の
で
栄
藤
は
高
原
上
に
散
在
す

る
か
叉
は
河
口

の
狭

い
地
に
密
基
す
る
か
し
て
ゐ
る
の
で
､
耕
作
は
困

難

で
あ
る
し
そ
の
地
に
も
乏
し
-
肥
前
牛
島
に
於
け

ち

人
口
柿
薄
地
華

留
現
出
し
た
の
で
あ
る
囲
｡
斯
様

に
各

方
面

か
ら
観
察
す
れ
ば
南
北
は
明
ら
か
に
そ
の
景
観

智

か
やぜ

異
に
し
て
ゐ
る
し
､
東
部
の

菅

潮

川
上
流
も
亦

別

な
特

色
を
持

っ
て
ゐ
る
の
で
三
つ
の
里

光
に
分
け
て
考
察
す

る
こ
･,-J
に

す
る
｡

三
ー南
部
-
大
村
扇
状
地

1
.
地
形
の
特
色

2
'
訓

作
八㍍
祝

3

､

托

滞

此
以
槻

4
､

人

〓

介

祁

5
'
交
油
化
網

6
･
用
水

路

と

北
ノ新

川
放

望

1

二
九



糊

ef

第
十
二
世

L

地

形

の
特

色

多
良
羅
火
山

の
閣
僚

は
萱

瀬

川
(
那

川

の

上

流

)
流

路

附
近
以
商
は
小
倉

氏

の
所

謂
塊

泥
岩

(
基

魂

岩

)
の

硬

斜

面
で
あ
っ
て
以
北

は
主

ビ
し

て
透
輝

石

玄

武

岩

の
轟
地

で
あ
る
｡
前
者
は
多

良
紐

の
本
鴨

を
構

成

す
る
岩
石
申

比
鮫
的
早
い
時
期
に
噴

出

し
た

も

の
で
､
後
者
は
そ
れ

よ
り
も
ま
だ
以
前
の
噴

出

に
か

～

る
多
良
火
山
の
基
底

妨
･;(
幼

讐

1

二
六

岩
石
で
あ
る
(第

1
閲
)
｡

大
村
潤
の
兼
部
海
底
は
四
個

の
階
段
断
簡
を
な
し
て
漸
次
酉
に
深
-
な
っ
て
ゐ
る
こ

亡
が
研
究
さ
れ
て
ゐ
る
刺
か
ら
､
集
魂
岩
地
も
玄
武
岩

地
も
海
に
露
る
朋
は
又

1L
の
断
簡
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
ど
疑
は
れ
る
｡
扇
状
地
は
そ
の
断
層
崖
下
に
登
壇

し
て
海
中
に
突
出
し
た
の
で
あ
ら
-
｡
松
原
以
北
の
梅

岸
は
断
崖
で
断
簡
海
岸
だ
息
は
れ
る
が
以
南
扇
状
地
だ

多
良
羅

酉

麓
的
方
地
質
図

小
倉
氏
の
北
部
闘
わ
兆
と
し
て
つ
-
つ
た
よ

で
あ
る
｡
泉
は
班
地
絡
兼
の
除
目
,1
舶
れ
た
J
の
S,み
記
入
し
て
あ
る
か
ら
ま
だ
樹
に
現

は
な
れ
い
-
の示
あ
る
と
E･j
ふ
U



塊
泥
岩
:-
地
ど
の
境
界
で
は
判
然
せ
ぬ
｡

然

し
山
密
線

附
進
の
扇
状
地
民
家
の
井
戸
は
十
敗
北
の
浬

き
底
も
翻

堆
積
砂
塵
暦
ば
か
-
で
あ
る
し
､
大
村
騨
閣
北
水
田
中

に
あ
る
上
水
故
地
(
池
で
な
-
渦
紋
井
)
で
は
地
衷
よ
-

三
十
飴
米
の
磯
廃
を
掘
-
抜
い
て
は
じ
め
て
岩
盤
に
遷

し
た
ビ
云
ふ
こ
と
で
あ
る
か
ら
'
扇
状
地
の
山
塊
な
か

っ
た
以
前
は
や
は
り
北
部
の
枚
な
毘
で
あ
っ
た
ビ
想
像

さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
第

1
閲
の
鋸
泉
及
湧
水
地
を
連
ね

る
亡
は
ゞ
断
層
線
が
明
に
な
る
や
-
で
あ
る
0
大
村
扇

状
地
は
大

部
輩
海
岸
線
外
の
海
中
に
堆
積
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
ビ
恩
ほ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の
堆
積
が
海
中

で
行
は
れ
た
か
.,/J
-
が
は
分
ら
ぬ
〕
地
表
或
厚
さ
ま
で

は
河
川
に
よ
る
堆
積
で
あ
る
こ
己
は
現
今
畑
の
下
か
ら

採
掘
し
て
ゐ
る
磯
で
も
等
明
さ
れ
る
｡
し
か
し
探
所
は

渦
底
沈
積
か
も
知
れ
ぬ
0
或
は
ず
つ
だ
底
ま
で
川
の
作

用
の
み
の
構
成
で
後
金
地
域
が
沈
降
し
た
の
か
も
知
れ

ぬ
｡
を
の
蓮
は
ま
だ
研
究
が
至
っ
て
不
充
分
で
他
日
の

調
査
を
期
し
て
置
-
0

さ
て
次
に
は
断
層
沈
降
の
大
村
暫
沿
岸
ど
こ
の
扇
状

地
の
仲
間
を
考

へ
て
見
た
い
の
で
あ

る
｡
洗

水

し

た

多
良
紛
糾
漉
地
力
の
北
淡
的
常
軌

吉

･r
-

II-

-
.･J･--Il

D
row
n
ed
v
alley
の
地
形
は
轡
の
西
樺
即
ち
西
彼
杵
草

島
内
日
の
海
岸
及
南
岸
の
長
軸
浦
､
大
草
海
岸
等
に
明

か
で
'
壮
年
の
山
地
が
低

い
丘
陵
･-,J
な
っ
て
海
中
に
突

出
し
た
岬
b･j
な
-
'
溺
れ
谷
に
注
ぐ
緒
川
の
埋
立
は
真

だ
進
行
せ
す
､
大
草
輝
の
酉
の
入
江
に
洗
ぐ
川
は
二
粁

以上
も
埋
稿
し
て
河
口
に
は
小
さ
い
美
し

い
D
eita
を

突
き
出
し
て
は
ゐ
る
が
.
其
塵
は
隣
接
の
梅
岸

線
よ
り

な
は

1
杵
の
奥
地
に
入
-
込
ん
だ
所
で
あ
る
｡
調

っ
て

尭
北
岸
を
見
る
に
川
の
槻
積
は
殆
ん
..u
沈
水
谷
全
部
に

及
び
､
彼
杵
川

D
elta
の
如
き
は
海
中
に
触
ら
か
突
出

し
て
尖
端
に
彼
杵
の
栄
蕗
を
載
せ
て
ゐ
る
｡
千
綿
川
は

今
漸
-
両
隣
の
泥
岸
AfJ
同

一
の
孤
ま
で
艶
め
立
て
～
氷

化
｡
以
上
に
よ
っ
て
大
村
僻
の
沈
降
は
南
部
'
西
部
が

兼
北
部
よ
-
も
茜
だ
し
か
っ
た
か
或
は
比
較
的
敢
妃
ま

で
沈
降
を

つ
ゞ
け
て
兼
ね
か
'
又
は
北
部
は
幾
ら
か
隆

起
が
大
で
あ
っ
た
か
等
考

へ
ら
れ
る
｡
但
し
こ
の
場
合

降
水
蛍
3
大
小
､
流
域
の
戯
狭
及
岩
層
の
差
異
も
見
逃

す
こ
と

は
山
楽
ぬ
.

斯
様
に
大
村
轡
の
南
部
ビ
北
部
亡
は
河
口
の
班
稽
状

況
を
典
に
し
て
ゐ
る
が
､
そ
の
中
間
に
あ
る
郡
川
の
出

撃

I

:
1

二
七



地

球

立
の
有
様
は
そ
の
何
れ
に
儀
す
る
の
で
も
な
-
両
者

の

巾
相
で
も
な
-
塾
-
鞭
岸
の
聖
を
破

っ
て
大
規
模
な

沖

持
が
行
は
れ
扇
状
地
を
突
Ⅲ
し
た
特
異
な
地
形
を
現
し

て
ゐ
る
｡
大
村
轡
に
注
ぐ
河
川
の
中
で
は
こ
の
郡
川
が

麓
も
大
き
い

の
で
あ
る
が
.
そ
れ
に
し
て
も
他
の
舟

だ

比
較
し
て

あ
ま
-
大
き
な
規
構
地
を
つ
-
つ
た

の
で
あ

る
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
郡
川
だ
け
に
特
別
の
串
楠
が
t･b

-
て
は
たIbら
ぬ
の
で
あ
る
｡

噴
出
の
古

い
多
良
撤
火
山
は
中
腹
以
上
の
侵
蝕
が

甚

し
-
進

ん

で
批

年

的
に

用
耕
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ

''FJ,
も

､

以
下
で
は
ま
だ
幼
年
の
放
射
谷
が
多
-
綬
な
裾
野
を
ひ

い
た

K
on
id
e
で
あ
る
㈲
O
叉
或
碑
は

f･Io
m
ate
だ
さ

へ
紀
錐
さ
れ
た
潮
境
に
営
火
口
.,-J
E
心
は
れ
る
頚

木
の
盆

地
は
川
機
の
割
合
に
大
き
い
｡
郡
川
は
火
山
機
中
兜
部

の
該
拝
地
か
ら
聡
し
て
峡
谷
を
刻
み
つ
～
酉
流
し
て
ゐ

る
｡
薦
火
口
の
火
山
清
動
が
終
っ
て
後
は
水
を
港

へ
て

火
口
湖
が
出
来
た
か
も
知
れ
ぬ
｡
若
し
も
そ
の
想
像
が

鰭

っ
て
ゐ
る
な
ら
ば
窪
地
に
満
水
し
た
湖
水
は
外
輪
壁

の
戯
低
地
か
ら
流
閏
す
る
筈
で
あ
る
｡
そ
の
銚
子
口
は

西
部
に
求
め
ら
れ
.I)J
放
射
谷
の

tI
っ
で
あ
る
萱
瀬
川
に

B
TTE四

二
八

注
い
だ
の
で
あ
ら
う
｡
萱
朝
川
は
俄
に
水
最
が
多
-
伝

っ
て
使
他
力
翰
大
し
現
在
ま
で
に
黒
木
盆
地
以
下
的
凹

針
の
間
は
此
高
凹
苫
乃
至
六
百
米
､
庇
に
以
下
凹
肝
の

坂
口
主
で
は
同
じ
-
打
水
乃
至
三
宵
光
の
拭
い
峡
谷
を

第

二

問

つ
-
つ
た
｡
そ
の
刺
刺
さ
れ
た
莫
大
の
石
磯
は
河
水
に

運
ば
れ
た
が
川
は
間
も
な
-
静
な
大
村
轡
に
終
る
の
で

河
口
聖

二
角
洲
の
沈
積
は
急
速
に
進
行
し
大
き
な
扇
状

地
が
出
水
で
､
川
は
そ
の
上
に
自
由
に
氾
濫
し
て
崩
を



役
々
臓
大
し
て
水
化
の
で
あ
ら
-
｡
萱
渦
川
が
両
地
の

峡
谷
を
駆
れ
て
扇
状
地
北
側
に
-1
洗
す
る
附
近
接
高
五

十
米
の
坂
口
を
中
心
ピ
し

甲
種
四
粁
の
孤
を
描
け
ば
扇

状
地
の
溢
岸
線
だ
ほ
三

致
す
る
｡
そ
し
て
漸
次
海
岸

に
経
に
高
庇
を
減
じ
て
行
-
美
し
い
扇
の
地
形
は
筆

一

間
に
示
す
様
で
あ
る
0
扇
状
地
の
表
面
は
成
珪
後
の
佼

第

一二

間

蝕
が
殆
ど
行
は
れ
て
ゐ
な

い
か
ら

C
.
n
-.u
r
の
入

-
込

ん
だ
容
は
以
前
に
便

々
埴
捷
し
た
郡
川
の
流
路
で
あ
ら

多
血

は

E
:
放

地

方

の
他

州
的
瀧

槻

う
0
竹
松
附
近
に
大
河
原
の
地
名
が
あ
っ
た

b
小
路
口

坂

口
を
は
じ
め
各
地
に

表

の
畑
よ
上

段

だ
低
い
谷

時
に
は
韻
地
も
あ
っ
て
償
河
鑑
の
跡

を
推
察
せ
し
め
る

の
で
あ
る
｡o

S

耕
作
景
観

東
低
の
良
好
な
肥
前
地
方
は
山
勝
の
地
で
あ
り
な
が

ら
人
口

那

密

で

到

る

所

出

の

急

斜
宙

ま
で
階
段
を
設
け

て
よ
く
耕
作
さ
れ
て
ゐ
る
.
牢
種
田
粁
の
扇
状
地
は
皆

地
方
で
は
稀
に
見
る
蛮

い
平
坦

地
で
あ
る
か
ら
人
準
は】は,ブ

こ
､
に
密
基
し
て
開
墾
に
従
事
し
た
の
で
あ
ら
う
｡
放

こ
ん
総
る

虎
頂
ビ
栴
せ
ら
る
～
崩

の
荒
地
は
寛
文
年
間
に
於
け
る

千
整

ハ
左
術
門
の
如
き
開
拓
の
恩
人
の
業
顕
を
残
し
て

閏
,
今
日
で
は
始
で
完
全
に
艮
耕
作
地

f̂J
な
っ
て
し
ま

っ
た
｡
(筋
三
間
)

扇
の
中
央
大
部
は
金
-
畑
地
で
来
作
の
出
来
る
水
田

は
北
部
那
川
下
流
の
最
新
沖
積
地
を
は
じ
め
南
部
大
上

月
川
流
域
だ
東
部
山
麓
に
僕
か
即
ち
崩
の
周
囲
に
開
拓

さ
れ
て
ゐ
る
0
水
田
の
少

い
の
は
地
質
の
関
係
上
や
む

を
得
な

い
こ
f̂J
で
砂
磯
ば
か
り
の
堆
積
物
で
あ
る
か
ら

水
特
が
恵
-
少
々
の
水
を
狂

い
で
も
寓
ぐ
に
浸
透
し
て

控
.i+砿

二
九



地

拭

i-,
卜
こ
啓

し
ま
ふ
｡

水
口
の
あ
る
の
は
低
所
で
水
の
供
給
の
豊

‥H

Ll
桝
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
｡

.

開
拓
の
肋
隼

で
考
娯
す
る
に
'
初
は
ポ
機
略
-
雑
草

(イ)竹松椛の川渡採掘場

伽LZ)底かL',土木払馴 】の刑孜tp鵜川くつ ⊂ゐる｡.L邦

にt.･#く.T'色C)lfi上3'り下にJI紗決 り0)比は 暦がl･i(

扇状地の師軒が Lく}JLL‡れてゐ る｡

辿3;1iLI多良拓火山のu野で放水h'こJ)か在Tる好日{崩
の'&面でfJろ｡

木
の
茂

っ
た
f･.加
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
-
か
ら
非
人
を

伐
採
す
る
外
に
磯
.ぞ
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

で
あ
ら
う
｡
入
関
の
た
ゆ
ま
ね
努
力
に
よ
っ
て
火
小
の

茄
六
班

巧
:パ

E･:0

疎
は
斬
-
取
-
i
J
･･り
れ
耕
作
L
t｡;
る
だ
け
の
表
土
も
出

来
た
が
柵
の
庇
は
州
埠
ら
ぬ
.2
'iS
川
路
で
あ
る
.
現
に

竹
松
停
堆
域
附
虹
の
畑
の
下
か
ら
は
火
規
雌
に
磯
を
採

取
し
て
道
肺
の
吸
ポ
共
他
の
祉
設
川
に
供
し
て
ゐ
る
が

こ
れ
は
他
の
地
方
で
桁
か
ら
棟
を
ご
ろ
状
況
ビ
少
し
も

埠
-
は
Lib
い
気

具
イ
)
｡
謹
丸
郷
部
落
の
北
端
幣

け
か

ら
も
同
じ
く
故
を
ざ
る
'
こ
～
は
崩
の
末
端
で
あ
る
か

ら
竹
松
附
近
の
様
に
火
き
い
も
の
を
含
ま
ぬ
が
や
は
り

墜

父
-
の
風
砕
の
み
で
あ
る
｡
公
土
は
薄
-
黒
色
の
も

の
で
土
地
の
人
は
火
川
次
･JJ
言

っ
て
ゐ
る
が
腐
舶
質
を

含
ん

だ後
次
的
の
土
塊
で
映
H
物
で
は
な
か
ら
う
ど
皿

は
れ

る｡
畑
の
底
か
ら
火
き
Ll
小
を
据
-
化
し
て
益
々

良
師
と
L
よ
う
ご
す
る
化
比
の
努
力
は
今
も
北
日
の
如
-

っ
ゞ
け
ら
れ

て
行
-
｡
(
岩
鼻

B
)

畑
は
朗
々
に
妊
和
樹
加
し
て
行
-
桑
榊
を
交

へ
て
ゐ

る
が
大
部
は
よ
は
け
維
各
は
歩
作
を
主
ビ
す
る
の
で
あ

る
甘
輔
は
収
嘩

‥川
が
野

心
多
い
か
ら
米
変
に
次
ぐ
頂
姿

文

化
科
A,J
な
り
佃
鎗
-
が
あ
る
の
で
拍
粉
禦

=)
の
原
料

に
L.
つ
て
ゐ
る
.
琉

い
畑
の
申
'
農
家
の
川
場
か
ら
追

払
の
傍
等
に
は
櫨
の
大
木
が
幾
本
と
な
-
黙

々
ビ
茂
-



米
機

を

渡
川
す
る
ば
か
-
で
L
言

放
の
紅
炎
は
中
野
を

飾
り

的
南
日
本
の
特
色
を
現
は
し
て
み
る
｡

畑
の
衣
伽
よ
-
珠
-
上
っ
た
英
人
な
磯
は
言

)
(
持

っ
て
行
っ
た
か
'
端
艇
介
は
久
お
も
し
ろ
い
.
崩
服
地

上

り化
家
は
梅
め
て
蚊
並
の
姐
控
に
か
ゝ
る
も
の
Ĵ
外

(ロ)大村崩状地の!糊拓服批

ff:;.'打や桑L7)畑の 1丁にL工iJ.'多くの疎がJ)ZJので, それIfE

除い(止rZmとするので3'石｡人の筏にふ,I.JJ小C･)fliL‡艇

+J=川ひ-CTffpうがつので,州J)卜二lI↑剃り川lナ:rr

かリJ-)別だ.tb･'散在 '.(ゐる｡ これfJPl.luJIL)や矧 とJ)芯†こ

Slる椎に.晩べT:リ./T端l二九--ろ桂 J-_イこL')!.とlニf;fJjI爪

j'lt.T･し⊂虎沌Tる｡

(J､)ノJ寸崩附山のイlllt

JI=.lAlH.∫.･J'.,.ipJILL,-)荻 川 .J旧にhIで捺11･LLr⊂iLXtCいTこ軌.'.】

1j:イ)-Jltlが3'7,｡肘 軒ことソ(小の松 が掛J'-しく.'Jる｡

これが･)く柑Ij;'王し地いrr･色でJ'る｡ (竹松柑小路Ilの

蛇'範)

多

良

;3
円

丑
地
方

の
地
和
的
=.牝
枇

は
悉
-
揃
政
の
川
閲
に
批
大
Lit
ポ
加
を
触
ら
し
て
ゐ
る

(
岩
泉

(
)｡
こ
れ
が
'{
澄
Ll
磯
の
和
効
な
る
仙
塩
で
､

烏
T
:'
盗
雌
さ
て
は
瓜
等
あ
ら
ゆ
る
も
の
ゝ
防
禦
ビ
L･t

-
､
門
日
か
ら
豪
の
入
｡
ま

て
は
れ
路
で
な
-
ポ

如
に

ょ
っ
て

JJ
二
比

_立
川
に
仙
-

､
外
の
逆
か
ら
家
の

中
が

見
え
ぬ
根
に
な
っ
て
ゐ
る
の
も
多
-
家
は
奥
沫
-
重
み

竺

七

三
一



仙

北

節
十
二
怨

が
あ
る
｡

大
村
松
原
間
を
長
崎
木
組
の
列
車
で
通
過
す

る
時
車
窓
か
ら
こ
れ
等
の
石
垣
あ
る
家
が
賭
し
-
並
ん

で
ゐ
る
の
が
目
に
つ
-
の
で
あ
る
｡

汚

四

間

∫.-.･

大
村
扇

状
地
石

垣

分

布
図

腔
衣
は
殆
ど
全
部
桐
概
の前

出

和

紙

ら
し
て
ゐ
為
｡
衣
の
少
い
州
の
坤

に
は
石
鎚
が
多
い｡

二

期
-
し
て

も

磯

は

ま

だ

成

分

し

轟

さ

れ

な

い

の

で

嬰

も
な
い

の

に

道

路

に

敷

き

､

畑

の

境

卦

に

並

べ

叉

は

非

月
側
に
う
づ
高
-
積
み
上
げ
甚
だ
し
さ
は
畑
の
用
問
に

節
大
鵬

四

二八

三
二

-
屋
敷
同
兼
に
石
垣
を
高
-
廻
ら
し
た

rD
.
竹
薮
叢
林

の
内
外
或
は
櫨
の
木
の
根
に
積
み
重
ね
等
し
て
も
佃
飴

ゎ
ぁ
る
の
で
田
畑
の
中
に
小
山
の
虎
に
石
塚
を
第
-
等

し
て
ゐ
る
｡
(
第
四
園
)

3

.
釆

群

発

親

第
十

北
岡
に

よ

り

栗

渉
の
分
布
を
観
れ
ば
中
央
部
の
畑

ビ
其
周
囲
の
水
田
及
海
岸
ど
の
頃
附
近
に
楕
固
形
に
集

村
的
の
も
の
断
縛
L
t
中
英
圃
道
の
両
側
に
種
村
並
び

は
ゞ
摘
北
に
賞
通
し
､
柁
園
の
内
側
畑
中
に
は
散
村
鮎

准
し

.
扇
状
地
南
端
の
大
村
北
端
に
桧
原
の
や
～
大
LIb

る
旅
装
部
落
が
磯
逢
し
て
ゐ
る
｡
斯
様
に
各
種
の
型
の

緊
蕗
の
憩
連
し
た
の
も
亦
位
置
地
形
地
質
等
の
自
然
の

僻
況
に
支
配
せ
ら
れ
叉
共
等
を
利
用
し
'
人
頻
が
よ
-

自
然
に
順
臆
し
て
ゐ
る
状
況
を
知

るこ
･,･J
が
Ⅲ
凍
る
｡

人
は
た
い
て
い
田
畑
の
耕
地
に
便
利
で
あ
っ
て
良
飲

料
水
の
和
易
い
所
に
占
属
し
て
ゐ
る
｡
こ
の
L躍
な
修
件

い
ん
の
は

の
所
は
常
地
域
で
は
山
陵
の
末
端
反
共
附
近
即
ち

乾

馬

ま

･せ
ろ
ぐち

i1ち
せう
iJ

場

'
諏
訪
､
池
は
､
小

路

口

p
立

小

路

'
九
郎
丸
等
楕

固
形
に
並
ぶ
集
村

の兼
学
で
そ
こ
を
状
嫁
ぎ
し
て
屈
の

畑
も
闘
壁
さ
れ
た

め
で
あ
ら
う
｡
故
人
の
事
蛾
も
橡
は



多
良
=.似
内
髄
地
方
の
地
相
的
*
槻



地

球

解
十
二
怨

-
哲
い
家
が
多
-
石
垣
も
大
規
模
で
あ
る
｡
楕
圃
形
の

西
牢
は
梅
岸
の
栄
落
で
あ
る
が
大
部
は
畑
の
耕
作
に
従

事
し
中
に
は
梅
に
も
活
躍
す
る
輩
漁
の
村
も
あ
る
｡

交
通
の
大
枠
線
化
る
囲
道
が
南
北
に
貫
通
す
る
に
及

ん
で
拾
遺
に
茶
店
や
休
憩
所
が
建
て
ら
れ
た
こ
ど
も
容

易
に
想
像
さ
れ
る
が
､
近
代
に
な
っ
て
は
頗

い
土
地
が

あ
る
の
で
歩
兵
聯
隊
が
置
か
れ
p
静
な
海
に
つ
ゞ
-
平

地
を
利
州
し
て
佐
世
保
に
近
-
叉
我
囲
文
化
地
帯
の
酉

鼎
を
護
る
た
め
に
梅
罫
航
嚢
隊
も
設
け
ら
れ
て
､
そ
の

附
近
の
街
道
か
ら

骨
邑
大
村
に
至
る
ま
で
育
趣
に
富
む

老
於
の
並
木
縛
道
の
ほ
と
り
に
土
産
物
店
'
小
飲
食
店

等
相
並
び
抹
出
陣
､
大
曲
､
小
曲
､
並
給
う
原
口
等
の

術
村
を
形
成
し
.
術
道
に
は
自
動
車
p
墨
に
は
飛
行
燕

等
近
代
文
明
の
爆
音
に
怯

へ
つ
～
軍
用
地
附
近
特
別
の

繁
歴
を
つ
ゞ
け
て
行
-
の
で
あ
る
｡

畑
の
中
の
散
村
は
最
近
に
他
地
方
殊
に
人
口
那
覇
な

る
島
原
牛
島
等
よ
-
移
住
し
た
も
の
で
未
墾
の
扇
状
地

表
面
の
教
務
の
新
作
を
完
成
し
た
純
農
村
で
あ
る
｡
錬

兵
場
北
隣
の
植
枚
､
西
方
の
焼
山
等
は
そ
の
好
例
で
何

れ
も
明
治
以
後
の
移
荏
開
拓
に
か
ゝ
る
も
の
が
多

い
｡

餌

大助

望

〇

三
四

焼
山
か
ら
飛
行
場
東
方
に
至
る
地
域
は
崩
の
甲
兜
に
あ

た
-
､
贋
潤
た
る
甘
藷
畑
の
中
に
杉
を
主
だ
す
る
並
木

を
埠
ら
し
柁
垣
内
に

一
月
又
は
二
三
月
づ
ゝ
鮎
か
!̂J
散

在
し
て
ゐ
る
様
子
は
悠
然
ピ
し
た
農
村
の
姿
が
遺
憾
な

-
現
ほ
れ
て
ゐ
る
J

商
北
南
鵜
は
平
地
縦
貫
の
間
道
が
朔
い
海
岸
を
通
過

し
て
他
地
方
ど
の
連
絡
な
ど
る
鋸
門
に
潜
る
の
で
大
村

於
原
の
二
大
集
落
を
発
達
せ
し
め
た
｡
農
産
豊
か
に
人

口
の
多
い
平
地
の
門
月
と
し
て
こ
S
轟
度
の
町
の
形
成

さ
れ
る
の
は
皆
艶

の
こ
亡
で
あ
ら
う
｡
大
村
は
山
陵
末

端
が
海
中
に
突
出
す
る
形
勝
地
で
夙
に
城
下
町
ĵJ
し
て

磯
展
し
､
於
原
の
さ
び
し
さ
に
反
し
相
腰
の
繁

撃
ち,)量

L
牛
島
地
方
政
治
経
済

の
大
中
心
.fJ
な
っ
た
｡
封
建
の

制
麿
せ
ら
れ
城
下
の
偲
借
が
以
前
E
は
薄
ら
い
で
後
は

郡
衛
の
所
在
地
だ
し
て
か
ら
う
じ
て
中
心
地
た
る
地
位

を
持
縛
し
た
ま
で
で
今
日
ま

で
別
に
酒
徽
た
る
市
況
を

見
た
戚
で
は
な
い
｡
練
武
の
地
を
近
-
に
路

へ
叉
近
年

師
範
撃
枚
も
長
崎
市
か
ら
風
光
明
塘
な
南
郊
の
牛
島
丘

陵
上
に
移
穐
し
､
そ
れ
等
の
思
惑
を
受
け
て
時
計
店
､

旅
館
､
飲
食
店
､
洋
服
店
等
の
多
い
の
む
特
色
ビ
L
滑



榛
的
の
繁
発
に
甘
ん
じ
て
ゐ
る
｡

丸

人
口
分
布

人
口
の
分
布
は
地
相
的
現
象
の
す

べ
て
の
線
決
算
の

第

六

間

大
村
扇
状
地
人
口
分
布
固

人
目

は
悪

の
嗣
莞
主
と
L
tJ
昭
翌

年
)｡
吊
削
実

字
(
郷
)
別
o

T
鮎
十
人
か
米
作
で
Q

小
r,
い
瓢
鯨
で
仕
切
ら
れ
た

H地
は
聯
除
･
軌

兵

場
'
飛
行
場
､
讐

1

飛
行
場
(
叩
般
雅
語
訓
練
所
)
で
あ
る
｡

多
良
醐
州
耽
地
方
S
血

班
的
紫
粗

表
現
で
あ
る
瓢
に
放
て
挙
監

瓜
楓
よ
り
も

一
層
明
瞭
に

開
化
の
相
賀
ホ
す
も
の
で
あ
る
○
ご
-
中
歯
域
別
の
人

口
密
度
園
を
つ
-
つ
て
見
皮
か
っ
化
の
で
あ
る
が
'
現

今
の
雪

1
ろ
大
学
(皆
地
方
で
は
何
々
郷
豊

ロ
ム
)
別
よ

り
細
し
い
統
計
が
程
ら
れ
ぬ
し
､

l
っ
の
郷
も
平
地
か

ら

山
地
に
跨
が
り
人
口
の
疎
密
が
甚
し
く

郷
別
の
平

均

化

は
扇
状

地

の
人

口

分

布

を

見

る

に
は
其
慨
倍
が
少

く
な
る
様
L･B
蔵
が
あ
る
の
で
'
最
近
の
統
計
だ
貸
地
踏

査
に
よ
っ
て
鮎
挿
示
し
た
の
が
竺

ハ
閲
で
あ
る
｡

町
村
別
の
密
度
に
就
て
見
れ
ば
大
村
､
酉
大
村
及
竹

桧
は

.i
方
粁
五

百

人
以

上
の

割
合
で
頗
る
覇
な
地
域
で

あ
る
｡
桧
原
両
翼
は
ず
つ
だ
減
少
し
萱
瀬
村
は
山
地
で

最
も
稀
薄
で
あ
る
㈲
O
大
村
町
を
核
心
だ
し
て
聯
隊
'

飛
行
隊
を
連
ね
る
囲
造
附
近
il=
最
も
那
密
で
､
扇
状
地

南
平
が
大
村
牛
島
の
文
化
の
中
心
だ
な
つ
で
一雄
吾
の
七

あ
る
｡
そ
し
て
自
動
車
の
迫
ふ
間
道
沿
線
や
停
車
場
附

近
に
は
益
々
密
集
す
る
傾
向
が
あ
り
､
山
麓
地
方
に
は

察
家
叉
は
荒
厳
し
だ
屋
敷
跡
が
あ
る
等
見
受
け
る
の
七

あ
る
0

住
民
の
職
業
は
少
々
嘗
い
統
計
で
あ
る
が
別
表
に
示

望

1.

三

五



り

ItH一

hHr

Iガリ

･ii.
大
村

耗
火
村
町

田
火
村

･北:八
潮
柑

竹

村
相

.Ff
爪
〃

松
原
利

職
業
別
人
口
表

(火
航
九
年
訓
)

･rt

二
'
二
O
C

T
二
0

...,.､
三
TJ
.U

T
､九
九
六

二
'六
何
T

こ
う
二
四
八

水

工

三
四
四

四

E
七

叫
二

二
九

凹
三
九

二
八
七

節
十
二
怨

す
糠
に
'
儀
大
村
町
の
商
業
地
域
で
あ
る
外
は
各
-
農

に
ょ
つ
て
立
っ
て
ゐ
る
｡
故
に
扇
状
地
は
農
業
地
域
で

あ
る
蔓
言
ふ
こ
と
が
班
凍
る
｡
懲
大
村
､
酉
大
村
の
商

工
が
や

ゝ
多

い
の
は
大
村
町
の
接
籍
地
ビ
見
ら
れ
る
｡

解
六
跳

望

二

三
六

中
心
地
}J
し
て
飴
勢
を
維
持
し
､
近
年
軍
事
軍
事
の
渚

設
寛
ぎ
回
春
等
甚
だ
面
白

い
経
過
が
伺
は
れ
る
ビ
瓜
ふ

が
今
は
後
口
に
決

っ
て投
-
.

5
.

交
通
路
網

第
七
園
は
陸
地
測
畳
部
磯
行
二
苗
十g:千
分
之

一
地
形

間
に
よ
-
､
其
後
に
新
設
さ
れ
た
も
の
を
附
加
し
て
遣

節

ヒ

閲

′

大村
扇
状
地
交
通
路

網
聞

火
線

は
囲
池
と淋
罪
氾
牌
で
あ

る｡

北
端
の
枚
原
は
漁
村
ビ
し
て
の
色
が
他
よ
り
波
圧
で
あ

る
し
､
贋
大
村
酉
大
村
は
此
政
的
大
き
い
消
費
地
大
村

ーゝ

L

を
有
す
る
の
で
漁
業
従
業
者
も
鼎
常
に
あ
る
｡

人
口
の
増
減
(
職
業
別
男
女
別
〕
因
縁
状
況
等
細
密
に

調
査
し
て
累
年
の
軽
砂
を
研
究
す
れ
ば
､
開
拓
の
進
む

に
つ
れ
て
増
加
し
た
こ
.,J
t
城
下
町
の
撒
連
七
城
の
移

樽

だ
繁
発
地
の
移
動
'
制
度
の
改
贋
見
栄
倣
'
地
方
的

う＼緑U｣



路
の
み
を
抜
き
描
い
た
も
の
で
あ
る
｡
幹
線
間
道
は
鎖

遺
品
岨
本
線
亡
は
ゞ
並
行
し
て
脊
骨
の
様
に
南
北
に
貫

通
し
他
地
方
ど
の
連
絡
の
任
に
潜
る
｡
他
S
道
路
は
栄

落
･,JJ
緊
詐
亡
,hq･)鮎
ぶ
も
の
で
､
平
地
で
あ

る
か
ら
縦
横

自
在
に
網
状
に
教
逢
し
て
交
通
至
榎
で
あ
る
｡

大
村
p
抹
田
津
､
乾
馬
場
､
今
津
'
黒
丸
等
の
密
集

部
落
に
は
道
路
網
も
こ
ま
か
に
現
ほ
れ
て
ゐ
る
｡
乾
馬

場
は
薦
城
三
城
(大
佐
古
に
あ
っ
た
)
の
城
下
町
で
あ
っ

た
か
ら
楳
旦
正
し
-
古
の
繁
葉
の
跡
を
増
し
玖
島
城
移

樽
後
の
先
麿
を
物
語
っ
て
ゐ
る
｡
北
松
､
焼
山
で
は
長

方
形
の
匿
鋤
井
然
た
る
有
様
が
目
立
つ
の
で
あ
る
が
､

こ
れ
は
近
代
の
開
墾
農
相
で
畑
は
正
し
-
無
形
に
仕
切

ら
れ
適
度
の
間
隔
に
通
路
を
設
け
化
の
が
表
ほ
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
｡

豊
洲
柑
イピ
通

-
同
河
谷
を
下
っ
て
来
た
道
は
扇
の
妻

に
常
る
板
目
か
ら
乾
馬
場
p
聯
隊
､
並
於
､
原
口
及
竹
於

へ
恰
･j=崩
の
骨
を
腫
げ
た
様
な
形
に
主
要
路
が
分
岐
し

て
ゐ
る
の
は
よ
-
扇
状
地
の
地
形
に
企
致
し
て
ゐ
る
O

崩
の
平
地
TJ-J
東
部
山
麓
斜
耐
又
は
姦
地
面
.fJ
の
連
絡

路
は
幼
年
の
峡
谷
に
支
配
さ
れ
て
特
別
の
聖
を
現
出
し

多

･4

糾
門地
地
方
の
地
排
的
食
掛

て
ゐ
る
｡
即
ち
川
の
上
流
は
谷
が
砦
-
泥
-
瀧
が
あ
っ

た
り
し
て
奥
は
行
き
請
っ
て
ゐ
る
か
ら
谷
底
を
通
す
る

道
路
は
稀
に
小
雀
が
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
｡
谷
が
平
地
に
開

-
あ
た
-
は
幾
ら
か
埋
積
が
行
は
れ
山
陵
は
急
斜
し
て

扇
状
地

に
臨
む
か
ら
､
通
路
は
平
地
か
ら
漸
次
山
陵
の

横
腹
を
上
っ
て
間
も
な
-
山
背
に
出
て

コ
ン
ト
γ
の
突

出
し
た
部
分
を
経
に
上
る
幼
年
谷
班
の
上
部
を
過
ぎ
る

ビ
隣
の
山
背
を
上

っ
て
衆
た
道
だ
倉
す
る
t
か
-
し
て

蔑

っ
か
づ
～
統

一
さ
れ
て
斜
面
を
上

-
山
頂
や
峠
に
連

す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
一昭
は
二
寓
五
千
分
之

一
地
形
間

の
大
村
町
兼
方
徳
永
川
内
及
桧
原
附
近
よ
-
東
方
野
岳

に
上
る
地
方
で
明
か
に
表
示
さ
れ
て
ゐ
る
｡

総
て
道
路
は
扇
状
地
々
質
の
閥
係
上
そ
の
面
に
多
-

の
園
磯
が
時
が
っ
て
ゐ
る
か
ら
､
進
行
が
滑
に
運
ば
ぬ

が
他
地
方
の
棟
に
道
路
に
砂
塵
を
敷
-
必
妻
は
盆
-
堤

ヽ
0
1V

6
.

用
水
路
網
ĴJ
其
利
用
瀧

用
水
路
の
密
に
通
じ
て
ゐ
る
の
は
郡
川
開
岸
の
水
m

地
帯
で
川
か
ら
引
い
た
水
は
濯
配
に
利
用
せ
ら
れ
て
ゐ

る
｡
上
疎
で
は
左
右
の
水
田
地
域
の
幅
も
跳
-
朗
々
河

川
:I..;.1

三
七



第 八 閲

大村扇状地用水路網 ビ其利Ji-1景

中
に
堤
を
設
け
て
水
を
分
琉
し
.
各
水
田
に
引
き
入
れ

る
間
に
落
差
を
利
用
し
解
る
所
に
は
水
車
房
が
設
け
ら

れ
米
産
地
を
接

へ
て
何
れ
も
米
を
拍
-
の
で
あ
っ
て
こ

～
に

一
つ
の
水
輩
地
帯
が
あ
る
こ
E
に
な
る
｡
下
草
は

地
域
が
琉

い
だ
け
水
路
網
も
大

き
-
横
が
っ
て
ゐ
る
｡

人
家
の
附
近
で
は
圏
の
様
に
多
-
の
洗
場
が
出
凍
て
ゐ

る
｡
件
に
竹
槍
､
並
於
､
櫨
山
､
下
正
蓮
等
の
如
-
道

路
ビ
水
路
が
並
行
し
て
共
感
に
術
村
の
磯
超
し
て
ゐ
る

所
に
は
密
接
し
て
利
運
る
の
で
あ
る
｡

扇
状
山
は
何
虞
で
も
磯
の
堆
積
が
多

い
の
で
あ
る
か

ら
大
村
扇
状
地
も
他
の
も
の
AJ･J
同
様
に
水
特
が
甚
だ
憩

い
｡
竹
村
小
撃
枚

(
二
嵩
五
千
地
形
図
の
撃
杖
の
符
雛



よ
-
約
五
百
米
南
方
に
移
輪
)
だ
閲
道
を
隔
て
ゝ
間
に

曹
河
道
ビ
瓜
は
れ
る

一
窪
地
が
あ
る
｡
雨
の
時
に
は
水

が
流
れ
込
ん
で
直
ぐ
に
浸
透
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
ら
う

低
所
の
溝
の
末
端
に
韮
芥
等
押
し
寄
せ
ら
れ
て
ゐ
る
O

K
arst
地
方
の

D
U

tin
e

の
浅

い
も
の
に
似
た
地
形
で

あ
る
｡
坂
口
か
ら
並

於
.
櫨
出
を
通
過
し
て
崩
の
中
央

を
曲
折
し
な
が
ら
横
ざ
る
水
路
も
上
流
か
ら
漸
次
水
盤

を
減
じ
焼
山
以
下
で
は
満
の
形
さ

へ
判
明
せ
ず
､
来
園

附
妃
の
蛮
地
に
終
る
こ
亡
に
な
っ
て
ゐ
る
｡

現
今
水
附
の
あ
る
朋
で
も
表
土
は
極

め
て
薄
-
下
は

直
に
磯
健
で
あ
る
か
ら
畑

,̂J
同
じ
-
保
水
力
は
乏
し

い

の
で
あ
る
が
､

一
般
に
降
水
最
多
-
川
水
も
幾
で
上
流

か
ら
轡

礼
や
各
沼
田
に
水
を
狂

い
で
ゐ
る
か
ら
米
も
"J

れ
る
の
で
そ
の
供
給
空

瓜
れ
ば
た
ち
ま
ち
乾
洞
し
て
し

皇
ふ
O

郡
川
流
域
､
大
上
月
川
流
域
共
に
下
流
の
低
地
に
は

湧
水
が
多
-
そ
れ
が
又
郁
批
用
に
供
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

上
流
か
ら
川
水
路
を
下
っ
て
行
け
ば
漸
次
減
水
し
到
底

下
々
の
田
に
水
は
普
及
し
さ
う
に
も
L･.
い
頃
､
突
然
晴

列
な
泉
が
轡

rJ出
て
放
置

水
を
恵
ん
で
ゐ
る
の
む
各
朗

多
良
･:HS
開
放
地
方
の
地
桝
的
*
･(鵜

で
見
る
こ
だ
が
出
家
た
｡
郡
川
口
附
近
等
は
低
線
地
で

水
の
心
配
は
な

い
棟
に
恩
ほ
れ
る
の
で
あ
る
が
F
E
嵩

に
井
戸
を
掘
っ
て
渇
水
に
僻

へ
て
ぬ
る
地
域
も
あ

る｡

中
央
部
の
畑
で
は
先
業
の
飴
穂
に
ょ
つ
て
猪
の
栽
培

も
行
は
れ
疎
水
を
利
用
し
て
並
於
附
近
に
数

ヶ
所
の
紙

洗
場
が
聴
逢
し
て
ゐ
る
｡

井
水
の
特
殊
な
利
用
は
酉
大
村
に
放
け
る
澱
粉
製
造

で
あ
る
｡
他
に
工
場
の
な

い
こ
･,-J
で
も
甘
謙
澱
粉
工
業

は
常
扇
状
地
で
は
化

し
が
に
異
形
を
放
っ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
｡
工
場
は
分
布
閲
に
示
す
政
に
海
岸
近
-
に
十

一

ヶ
所
あ
る
｡
発
達
の
班
由
は
第

一
に
こ
の
.扇
状
地
を
は

じ
め
附
近

完
W
に
畑
が
多
-
甘
藷
の
産
出
移
し
-
原
料

の
豊

前
ビ
い
ふ
こ
Ĵ
で
あ
る
｡
譜
工
場
で
使
用
す
る
原

料
甘
藷
の
凹
割
は
自
郡
東
彼
杵
郡
度
で
暫

坪
西
彼
杵
牛

島
及
五
島
列
島
が
魂
の
三
分
の

1I
つ
～
哲
供
給
し
､
其

他
は
各
地
方
天
草
附
近
か
ら
も
氷
る
｡
次
に
扇
状
地
兼

備

で
は
前
記
の
如
-
良
贋
の
非
水
が
腐
る
豊

山E｡
に
得
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
O
良
質
の
水
は
上
水
道
に
よ
っ
て
も

よ
い
が
多
盤
の
水
を
桃
川
す
る
の
で
経
済
的
に
自
給
の

必
要
が
あ
る
｡
澱
粉
製
品
の
八
割
は
医
紳
地
方
を
ほ
じ

望

砿

三
九



地

球

筋

十

二

怨

め
中
問
､

名
古
屋
等
本
州
に
醸
造
さ
れ
残
る
二
割
が
九

州
各
地
で
消
費
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

重

婚

文

献

(
茄

こ

の
隣
地
測
虫
部

茄
鵜
分
之

丁
地
形
柑
火
付
'
練
早

'
彼
杵
O
二
郎
五

千
介
之

…
地
形

脚

大
村
､
武
留
路
山
'
舵
朴

､

⑦
小
舟
勉

多
良
醐
火
山
(貿
災
洩
防
調
教
骨
報
せ
､
第
九
十
班
)

第

六
祝

望

六

四
rJ

③
三
托
腸
相

八
ケ
満
火
山
輔
梢
山
地
に
掛
け
る
小
脚

正
郎
(地
現
数

背
筋

丁
懲
)

④
同

八
ケ
杭･=
火
山
々
孤
の
貴
粗
塾
(地
川
畢
評
論
節
五
番
)

C
波

出
光
､
今
塊
政
:u,T=

日
本
群
島
に
於
げ
ろ
火
山
の
分
布
曲
'1
地
形

拳
的
火
山
郷
の
詑
允
′地
軸
梯
評
論
､
餌
三
谷
)

①
森
ぷ
美
術

長
崎
搬
s
t

人
口分
加
に
放
て
(地
球
､
第
十

1
馨
し

㊥
謁
見
米

T

大
村
郷
土
祈
本

南

支

那

の

今
夏
南
支
那
を
硯
秦
す
る
塘
骨
を

得
た
の
で
p
そ
の

筆
記
帳
の
中
か
ら
主
ピ
し
て
交
通
に
闘
す
る
こ
ど
な
抜

き
出
し
て
見
や
-
ビ
恩

ふ
｡
勿
論
蝿
の
旅
行
で
あ
る
し

在
留
日
本
人
ば
か
-
を
捜
し
廻
っ
た
形
で
あ
る
か
ら
P

轟
の
異
相
を
つ
か
む
こ
/̂J
は
中
々
む
つ
か
し
-
p
い
ゝ

加
減
の
推
測
や
早
合
鮎
を
す
る
の
も
巳
む
を
得
な
か
っ

た
｡
併
し
概
し
て
云

へ
ば
想
像
以
外
の
革
質
が
多
-
､

そ
れ
も
よ
い
意
味
に
於
て
の
幣
-

べ
き
こ
4,-J
が
樺
山
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

交

通
酉

亀

正

夫

道

路

田
舎
道
は
あ
ま
-
歩
い
て
見
る
機
骨
が
無
か
っ
ね
の

で
ほ
ん
の
汽
車
の
窓
か
ら
覗
い
て
見
た
だ
け
で
あ
る
が

日
本
の
田
令
AtJ
此

ペ
て
何
縄
の
差
が
あ
る
か
は
よ
-
わ

か
ら
な
か
っ
た
｡
水
田
が
よ
-
開
け
耕
作
は
行
き
届
い

て
寸
地
も
飴
し
て
居
な
い
の
で
､
唾
畔
の
小
道
は
日
本

も
同
様
で
あ
る
｡
慾
の
洗
い
宵
姓
が
両
側
か
ら
道
路
を

別
-
～J
る
の
で
､
次

第
に
狭
-
な
っ
た
の
だ
･,･J
r1
ン
チ


