
地

球

叢
丑

二
番
凝
二
親
昭
和
-

一
月

盲

職

軍

の

地

理

撃

的

考

察

(
六

)

小

ノ

放

清

〓
八

土
地
の
大
形
即
ち
地
勢
及
び
細
形
即
ち
地
形
の
我
帝
に
及
ぼ
す
影
響
は
多
種
多
頻
に
し
て
.
詳
細
に
捗
っ
て
之
を

論
究
す
る
に
暇
な
き
も
､
試
み
に
踊
東
地
方
の
北
方
に
接
潰
す
る
奥
羽
地
方

へ
の
遷
移
地
位
た
る
骨
毛
岩
磐
四
囲
の

交
界
地
に
就
い
て
相
は
少
し
-
考
察
を
預
け
る
こ
亡
に
す
る
O

前
稿
の
未
に
略
諭
し
た
所
に
よ
り
上
野
即
ち
刺
状
川
上
流
地
方
ビ
そ
の
西
及
び
西
北
に
接
潰
す
る
信
濃
の
東
部
及

び
東
北
部
だ
越
後
の
中
部
及
び
北
部

亡
の
交
通
に
鏑
係
す
る
戦
略
地
珊
撃
上
の
意
義
は
略
ぼ
明
か
ど
な

っ
た
｡
今
霜

に
は
そ
の
兼
に
位
す
る
大
小
の
交
通
縦
に
就
い
て
斑
に

1
考
せ
ん
さ
す
る
の
で
あ
る
｡

此
等
聖
父
通
線
を
兼
か
ら
順
次
.歴
琴
す
れ
ば

(

〟

)

太
平
洋
岸
に
沿
ふ
て
北
進
す
る
潰
縛
混
線

(

二

)

久
慈
川
に
附
ふ
て
阿
武
隈
高
原
ビ
八
溝
山
塊

!̂J
の
問
の
演
谷
駁
北
進
し
て
棚
倉
に
連
す
る
久
慈
川
幹
線

及
び
そ
の
兼
の
鵜
川
支
線
'
即
ち
仙
道
銀

E=
FTや
の
地
相
邸
的
考
如

5-
h
e¶



地

拭

第
十
三
役

蟹

扇

八日

(≡)鬼怒川の兼支流小貝川及び那珂川の上流に滑ふて筑波入購爾山塊の酉麓を北進する小月

那珂川線

(凹)鬼怒川鋭(略ぼ今の東北本線の地道線路に一致す)

(蕊)日光高頂繭火山の間を北進して山王峠を越える黒川p男鹿州税

の敵組は何れも常陸下好雨間から北走して磐城岩代両周に通じ.正にその西方に

I)丸}J･:i

(六)上野問から利根川の,渓谷に附ひ北進してその右支局網沼を経て阿賀野川の上流檎枝岐川

に通やる片=M川線即ち奥利根川線即ち奥利根川水線

があって'その左支は

(七)滑水峠を越えて越後魚野川に通やる奥利旭川両線

を成し､この第七線ビ第八の碓氷川を越えて信濃川上流に連する中山道幹線ビは越後に出で日本海

岸に沼ひ北進する幹支鋼線RIJなってゐる｡

前稿には比等の諮線の中で碓氷幹線から東進する武田氏の軍事行動に封してp第七の奥利根両線の出口に苦る箕輪城のr位置が戦略上頗る重要なる城塞であったこどな述べた｡その第六は振放一七六二〇米の尾瀬(三平)峠を越えてその北の愈浄山中の幽谷に入るもので､交通組として殆んで指皐

する低値のないものである｡

之に比すれば第五の累川男鶴川線は分水罪の山王峠海披九〇六米に過ぎざればp愈津どの交通孤ビして多少の悪童を宥し､上杉貴勝は天正十八年此の峠を越して前日利家ビ共に骨津に入って改封



の
用
鞠
を
受
け
取
っ
た
こ
t/J
が
あ
-
､
叉
た
慶
長
光
年
に
穂
川
家
根
か
ら
難
題
を
持
ち
か
け
て
挑
戦
せ
ら
れ
た
噂
に

も
､
政
江
出
城
守
発
頂
が
二
苗
の
兵
を
率
ひ
て
こ
の
紋
に
附
ひ
南
下
し
て
p
捕
手
か
ら
宇
都
宮
の
方
面
を
街
か
ん
?J

し
て
高
規
ま
で
出
陣
し
た
こ
.IJ
が
あ
っ
た
｡

黙
れ
CF/,
も
奥
羽
交
通
の
政
も

茶
菓
な
る
線
路
は
鬼
怒
川
そ
の
他
の
諦
河
道
の
並
流
す
る
中
英
間
地
帯
に
し
て
(
四
)

(
≡
)(
二
)
の
猪
谷
は
何
れ
も
そ
の
元

端
は
飴
-
著
し
か
ら
ぬ
分
水
非
に
よ
り
磐
城
の
側
の
阿
武
隈
川
幹
流
又
は
支
流

に
迎
潰
し
て
ゐ
る
｡
蓋
し
八
溝
山
塊
の
酉
速
は
地
溝
状
の
断
骨
組
に
界
し
､
主
ビ
し
て
火
山
噴
出
物
よ
-
成
っ
た
所

の
節
三
配
暦
及
び
洪
積
層
が
湘
月
内
源
に
比
較
す

べ
き
海
面
を
鋸
捜
し
て
現
状
を
珪
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

一
般
に

波
状
の
丘
陵
か
ら
成
っ
た
地
形
で
あ
る
｡
何
問
平
地
を
北
進
す
る
罫
に
は
古
河
小
川
栃
木
壬
生
席
城
等
の
謂
邑
は
何

れ
も
足

溜
-に
重
要
な
る
は
前
稿
に
述

べ
た
所
か
ら
明
か
で
あ
る
が
p
特
に
戦
略
上
に
枢
要
の
位
置
を
占
め
る
の
は

宇
都
宮
に
し
て
'
延
元
の
頃
奥
羽
勤
王
の
軍
が
南
下
す
る
に
蔚

っ
て
､
常
に
此
に
脅
し
て
鎌
倉
の
動
静
を
察
し
て
か

ら
出
磯
し
た
ご
い
ふ
の
は
偶
然
で
な
い
.

逓
よ
-
も
架
の
鳥
山
大
宮
太
肘
の
渚
邑
は
同
じ
-
禍
北
に
走
る
挨
谷
の
南
端
の
川
口
を
支
配
す
る
性
樫
を
占
め
て

ゐ
る
の
で
我
路
上
に
韮
婁
な
る
評
で
あ
る
｡

一七

今
の
東
北
本
線
に
滑
ひ
北
進
す
る
南
軍
の
奥
羽
に
櫨

っ
た
北
軍
ビ
衝
突
す

べ
き
地
勢
は
諮
川
の
分
水
界
に
雷
る
囲

頃
地
方
に
し
て
白
河
銅
は
こ
の
線
上
に
於
い
て
最
も
防
無
に
檀
t･b
る
場
鷹
で
あ
る
O
而
し
て
こ
の
交
通
路
に
は
凹
地

の
両
側
に
在
る
黒
磯
か
ら
白
河
町
の
西
に
出
る
現
在
の
囲
道
だ
地
道
.fJ
蛾
造
AJJ
芦
野
寄
居
白
坂
を
細
る
蘭
造
bJ
最
も

城
中
JS

的
川
蝉
的
考

路

八1d

三



lJ

#

節
十
三
令

嬢
二
拙

八六

四

束

の
伊
玉
野
か
ら
追
分
を
経
て
白
河
閑
地
だ
栴
す
る
旅
宿
に

通
せ
る
南
開
遣
ど
の
四
線
が
あ
る
｡
そ
の
中
の
白
河
開

鉦
ビ
綱
す
る
塵
は
恐
ら
-
は
奈
良
車
安
閑
朝
の
奥
羽
経
略
に
皆

っ
て
置
い
た
も
の
で
は
な
-
て
p
平
安
朝
宋
期
に
至

-
藤
原
秀
衡

一
門
が
鎮
守
府
賂
軍
ど
な
っ
て
奥
羽

fi
回
を
古
有
し
た
頃
に
そ
の
南
境
の
闘
門
だ
し
て
設
け
た
も
の
ら

し
い
O
従
っ
て
粗
朝
が
幕
府
を
鎌
倉
に
開
き
之
を
征
服
せ
ん
.,J
試
ひ
る
に
潜

っ
て
此
の
南
北
勢
力
の
分
界
線
上
で

一

哉
が
起
る
ペ
-
期
待
さ
れ
る
｡

秀
衡
は
義
経
を
納
れ
て
之
を
優
遇
し
何
時
で
も
奥
州
十
八
笛
覇
の
兵
力
を
以
て
鎌
倉
勢
に
常
る
を
併
せ
な
ん
だ
か

ら
P
蝿
朝
も
亦
た
そ
の
存
珪
中
に
は
容
易
に
手
を
下
す
こ
と
を
敢
て
せ
な
ん
だ
が
t
を

S
衣
筏
に
闇
愚
な
る
泰
衡
を

威
嚇
し
て
秀
衡
の
遺
言
に
背
い
て
義
鮫
を
殺
さ
せ
た
後
に
北
征
の
大
軍
を
適
し
た
O
そ
の
行
動
の
経
過
を
吾
妻
鋸
(
港

九
)
に
接
っ
て
追
跡
す
る
に
p
文
治
五
年
(
二

八
九
年
)七
月
十
七
日
部
署
を
定
め
三
遺
か
ら
麓
進
す
る
作
戦
に
用

で

た

｡

う
た

そ
の
右
翼
軍
は
千
葉
介
常
胤
八
m
知
家
等
で
各

一
族
等
ビ
常
陸
下
線
両
園
の
兵
士
等
ど
を
率
ひ
て
宇
大
行
方
を
経

て
磐
城
岩
崎
を
廻
-
阿
武
隈
河
の
渉
を
披
-
p
主
力
に
骨
各
せ
ん
だ
す
る
東
海
道
軍
で
､
潰
術
逆
を
北
進
す
る
も
の

で
あ
る
○

お
ほ
.I)

号

ぬ
普

左
翼
軍
は
比
企
磯
貝
宇
佐
美
寛
政
等
で
上
野
問
高
山
小
林

大

胡

左

賞

等

の
住
人
を
催
し
て
越
後
問
か
ら
出
御
閥
念

沌
(
鼠
ケ
組
)
に
出
で
る
今
の
羽
越
商
線
の
海
岸
線
に
滑
ひ
出
御
閥
に
乱
入
せ
ん
だ
す
る
も
の
で
あ
る
｡

主
力
罫
即
ち
大
手
は
蹴
朝
が
自
ら
之
を
指
揮
L
t
畠
山
重
忠
智
先
陣
ビ
し
､
之
に
加
藤
貴
族
葛
酉
情
麓
等
を
副

へ
.

十
九
日
鎌
倉
を
磯
L
t
二
十
九
日
宇
都
宮
に
着
き
､
二
十
六
=
宇
都
宮
を
登
L
t
二
十
八
日
新
渡
戸
輝
に
着
き
､
二



十
九
円
白
河
軌
を
越
え
た
｡
然
る
に
両
軍
の
衝
突
は
此
虎
で
は
起
ら
ず
し
て
､
蹴
朝
は
容
易
に
奥
州
欝

一
拍
を
通
過

し
た
〇二

十
九
日
丁
亥
'越
白

河
閥
,鈴
蘭

明
細
獅
奉
幣
､此
間
事
象
孝
密

時
初
秋
通
商

因
法
師
古
風
不
-恵

粗
融

之

由
､被
払

出
暴

挙
細
レ

馬
､詠
二

骨
‥

秋
風

二
草
木

ノ
露
ヲ
緋
セ
テ
粛
ガ
越

レ
Jl
関
守

モ
無

シ

こ
の
吾
妻
鋸
の

一
節
は
漁
期
に
反
し
て
無
抵
抗
の
-
も
に
形
勝
の
地
を
古
偶
し
た
こ
ど
な
語
る
も
の
で
p
最
早
北
兵

の
能
-
為
す
こ
ビ
な
き
こ
ど
は
こ
の
迫
闘
に
よ
り
明
か
ど
な

-
'
鎌
倉
勢
の
悪
気
は
既
に
泰
衡

を
呑
ん
で
ゐ
る
の
が

躍
如
ビ
し
て
言
外
に
現
ほ
れ
て
ゐ
る
｡

泰
衡

の此
塵
を
掴
来
し
た
作
我
計
豊
が
如
何
な
る
意
図
に
出
で
た
か
は
載
敗
者
め
.P
:
旅
が
全
-
侍
ら
ぬ
か
i
,明
か

で
は
な

い
が
､
そ
の
失
常
は
後
に
上
杉
氏
が
骨

津
に
纏

っ
て
徳
川
氏
だ
雄
を
軍
は
ん
だ

し
た
時
及
び
戊
辰
役
に
奥
羽

諸
侯

の甘
罪
に
封
抗
し
死
時
の
却
情
か
ら
推
断
し
視
る
.

慶
長
1五
年
六
月
六
=
鵡
川
家
廉
の
-在
阪
譜
胎
を
介
し
て
愈
津
征
伐
の
部
署
を
産
め
化
の
左
の
如
し
｡

白
河
口

穂
川
家
康
､
秀
忠
及
び
閥
甜
諮
賂

仙
造
口

佐
竹
義
宜

信

夫
口

伊
達
政
宗

米
韓
口

最
上
義
光
及
び
仙
北
誰
賂

津
川
口

前
田
利
養
'
堀
秀
治
､
柑
上
義
明
､
満

目

芽

勝

等

概
坪
の
地
=判
'準
的
考
雛

(

?

-Ti:



地

相

節
十
三
怨

節
二
排

八八

六

に
し
て
p

そ
の
仙
波
‖
･,J
い
ふ
は
久
慈
川
を
柳
-
岩
代
東
白
河
郡
棚
倉
に
連
す
る
入
溝
山
塊
の
東
側
に
沿
ふ
た
奥
州

州
道
線

にし
て
p
津
川
口
は
越
後
東
蒲
原
郡
津
川
か
ら
阿
賀
川
渓
谷
に
沼
ひ
兼
南
に
向
ひ
骨
津
盆
地
に
出
る
虜
代
の

西
方
に
向
っ
た
唯

一
の
通
路
で
あ
る
｡

上
杉
発
酵
の
之

に
封
す
る
作
戦
の
計
蜜
は
下
越
後
方
面
は
そ
の
哲
餌
な
れ
ば
土
豪
の
蜂
起
に
よ
-
新
封
諸
侯
を
牽

制
し
､
兼
苗
は
解
か
に
佐
竹
義
富
に
結
び
､
牝
及
び
兼
の
最
上
伊
達
両
氏
の
背
面
を
街
か
ん
だ
す
る
も
の
を
防
ぎ
つ

ゝ
.
主
力
を
白
河
附
妃
に
出
し
て
高
原
に
出
た
直
江
兼
頂
を
右
翼
ビ
し
佐
竹
氏
の
手
兵
及
び
浮
浪
約
七
寓
を
売
翼
ビ

し
て
､
之
ビ
拍
動
し
て
徳
川
氏
の
主
力
に
懲
ら
ん
f̂J
L
だ
｡

骨

津
か
ら
北
南

へ
の
交
通
線
は
郡
山
に
至
る
今
の
磐
越
閣
線
の
両
に
猪
田
代
湖
橘
の
三
森
瞳
'
諏
訪
峠
､
勢
糞
堂

峠
及
び
鶴
沼
川
を
測
っ
て
那
須
火
山
の
北
腹
相
田
峠
を
越
え
て
白
河
に
蓮
す
る
も
の
が
あ
る
｡
そ
の
中
勢
至
堂
峠
(

源
按
七
四

1
米
)
が
最
も
偲
-
､
須
賀
川
の
由

約
十
五
粁
に
在
る
長
田
は
須
賀
川
矢
吹
白
河
に
対
し
て
崩
の
要
の
如

き
棺
要
の
地
鮎
を
占
め
て
ゐ
る
O

日
本
版
史
摘
原
投
に
櫨
る
に
菓
脚
の
此
等
の
方
面
の
守
備
は
小
峰
城
(今
の
白

河
)
に
安
田
能
元
､
白
石
城
に
甘
粕

発
憤
'
浦
島
城
に
岩
井
侶
飛
大
石
網
元
'
森
出
城
に
本
庄
繁
長
等
を
配
置
し
て
ゐ
た
が
､
そ
の
迎
撃
を
決
心
す
る
や

つり
ふ
iミ

自
ら
H1
で
～
白
河
方
面
の
地
形
を
偵
察
す
る
痛
め
に
勢
至
堂
峠
を
掩
え
長
沼
白
河
を
過
ぎ
二
研
閥
に
至
-
'
鶴

権

利

ぶ
.I)

かは
I')

太
を
経
て
鋸

-
て
諸
士
を
脅
し
も
白
河
の
宙
に
革

龍

原
あ
り
.
地
勢
旗
硲
大
典
を
誇
致
す

ペ
し
､
吾
樫
兵
を
越
堀
豊

野
の
間
に
出
し
p
我
を
挑
み
伴
-
放
れ
退
か
ば
敵
必
す
追
掘
せ
ん
､
其
原
頭
に
至
る
を
侯
ち
鋭
英
之
を
衝
き
前
錦
を
級

ら
ば
'
家
康
必
骨
腫
下
を
以
て
之
を
救
は
ん
､
其
時
我
英

一
は
左
よ
-

一
は
石
よ
-
掩
翠
し
て
之
を
繊
さ
ん
､
戟
若



し
利
あ
ら
す
ぼ
仝
-
白
河
に
死
せ
ん
･,-J
の
決
心
を
語
っ
た
ビ
い
ふ
｡

戦
史
に
は
此
の
有
･,J
左
ビ
に
制
狂
に
て
景
勝
の
腰
下
閥
山
の
背
後
よ
-
進
む
も
の
ビ
兼
続
の
兵
甫
山
口
よ
-
出
で

下
野
高
頂
に
屯
す
る
も
の
ど
で
あ
る
附
加

へ
て
ゐ
る
が
､
今
接
す
る
に
高
原
に
在
る
舘
積
が
此

虞

に
凍
脅
し
て
南
軍

の
左
翼
を
衝
-
に
は
飴
-
距
離
が
遠

い
政
で
あ
る
｡
我
々
の
革
簡
原
か
ら
旅
宿
(古
閑
地
)ま
で
の
地
形
を
日
晒
し
た

朗
で
は
.
到
る
鹿
丘
卑
起
伏
し
林
薄
叢
生
し
且
つ
沼
樺
に
も
乏
し
-
な
い
か
ら
'
小
峰
城
を
中
心
だ
し
て
そ
の
左
右

数
肝
の
地
鮎
に
基
合
し
た
兵
力
を
畢
げ
て

一
時
に
土
地
不
盤
内
の
容
共
に
封
し
て
逆
襲
に
韓
せ
ん
A,J
し
た
だ
解
す
る

方
が
妥
曹
な
ら
ん
だ
信
す
る
O

景
勝
は
兼
擬
に
英

一
常
を
率
ゐ
て
南
山
口
か
ら
下
野
に
出
で
高
原
に
屯
せ
し
め
た
外
に
'
本
荘
繁
長
及
び
英
子
義

勝
を
し
て
八
千
飴
を
率
ゐ
鞘
隼
庶
助
に
屯
せ
し
め
p
安
m
能
元
島
津
菅
忠
を
し
て
白
河
に
屯
し
､
市
川
房
綱
､
山
浦

党
閥
を
し
て
閥
山
の
下
に
屯
せ
し
め
､
景
勝
は
長
沼
に
督
せ
ん
だ
し
た
だ
い
へ
ば
'
右
翼
は
本
荘
勢
左
翼
は
叩
川
勢

を
意
味
し
た
も
の
ビ
僻
し
て
よ
い
ら
し
い
｡

偵
し
此
の

一
戦
に
於
い
て
好
英
を
程
陀
ざ
せ
ば
､
家
康
の
骨
を
嚢
ぐ
る
に
至
ら
ず
ど
も
､
佐
竹
薫
宜
及
び
そ
の
部
下

の
浪
人
絶
妙
七
常
ビ
銅
す
る
も
の
が
､
南
軍
の
右
側
面
を
衝
き
'
直
江
衆
頂
の

一
手
は
進
に
西
南
か
ら
そ
の
背
面
の

退
却
線
を
遮
断
す
る
こ
ど
も
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
､南
軍
に
は
殆
ん
で
死
地
に
宿
る
べ
き
危
険
が
あ
っ
た
評
で
あ
る
.

然
る
に
家
康
の
北
伐
は
陽
動
に
過
ぎ
ず
し
て
'
宇
都
宮
に
結
城
秀
鹿
を
抑

へ
に
置

い
て
錐
を
返
し
て
的
ケ
原
の
決

戦
を
急
い

だか
ら
､
此
の
計
蓋
は
蜜
現
さ
れ
や
に
了
っ
た
｡
妖
…れ
.I,,J
も
戊
辰
役
に
放
け
る
愈
津
藩
を
主
力
YJ.し
た
北

軍
の
行
動
は
略
ぽ
常
時
の
計
豊
を
套
襲
し
た
も
の
で
'
愈
津
勢
は
勢
至
堂
か
ら
逃
出
し
て
北
進
す
る
官
軍
は
白
河
城

鴫
野
の
地
軸
挙
的
考
察

(九

七
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y
T

第
十
三
倍

節

二

親

悪

八

を
中
心
だ
す
る
戦
場
に
於
い
て
頗
る
苦
戦
に
陪

-
.
そ
の
酉
北
の
村
落
か
ら
奇
襲
す
る
も
の
を
掃
蕗
し
て
か
ら
こ
の

捕
吏
の
地
鮎
を
確
保
し
視
た
報
薯
が
あ
る
.

白
河
往
昔
記
に
は
養
鰻
が
陸
奥
勢
を
引
き
連
れ
て
闘
兼
に
上
る
時
に
佐
藤
荘
司
が
此
の
摘
ま
で
迭
わ
､
醗
侶
忠
信

兄
邦
だ
別
れ
た
./J
い
ひ
p
帝
臨
地
の
鴇
の
追
分
に
義
経
の
休
息
し
て
母
衣
を
掛
け
た
規
楓
だ
い
ふ
名
木
が
今
も
あ
る

)･J
い
ふ
.
此
の
如
-
義
経
の
地
勢
を
熟
知
し
た
魔
で
あ
っ
た
ど
せ
ぼ
､
若
し
義
鍵
を
主
賂
bJ
し
た
奥
羽
勢
'fJ
蝿
朝
の

北
伐
畢
ビ
が
雅
雄
を
決
し
た
な
ら
ば
此
の
速
で
或
は
決
戦
し
た
か
も
知
れ
ね
の
で
あ
る
｡
然
る
に
泰
衡
に
先
見
の
明

堤
-
し
て
自
ら
墓
穴
を
掘
る
如
き
卑
怯
な
る
措
置
を
取
･Jl
奥
州
武
士
の
此
度
で
決
載
せ
な
ん

だの
は
甚

だ物
足
ら
ぬ

戚
が
あ
る
｡

奥
羽
地
方
の
境
界
線
に
在
る
勿
来
ビ
鼠
ケ
組
術
硯
に
於
い
て
同
様
で
あ
っ
た
ら
し
-
.
常
胤
能
員
等
も
亦
た
吹
聴

に
備
す
る
激
戦
を
経
験
せ
ず
に
北
進
し
た
ら
し
-
､
杏
妻
鋸
に
注
意
す

べ
き
記
載
が
な
い
｡

一
八

白
河
以
北
の
凹
地

の縛
き
は
阿
武
隈
川
潰
谷
な
る
が
､
白
河
よ
-
約
三
十
肝
の
東
北
須
賀
川
の
北
の
安
碍
郡
笹
川

ど
.5
'賀
川

の
西
南
三
粁
に
在
る
岩
瀬
那
覇
和
ぎ
は
室
町
幕
府
時
代
の
奥
州
の
押

へ
t̂J
し
て
派
遣
し
た
足
利
溝
衆
の
補

助
に
し
て
持
氏
の
叔
父
に
常
る
満
月
溝
直
の
駐
在
所
し
た
塵
で
あ
る

｡

典
に
御
所
だ
銅
し
.
篠
川

(
今
の
永
盛
町
笹

川
)
騨
西
の
阿
武
隈
川
に
面
し
た
丘
腹
に
篠
川
和
配
が
準
っ
て
.
土
俗
今
も
そ
の
祭

榊
を
御
所
棟
主
ri
ひ
樽

へ
て
ゐ

る
｡
緒
川

3
位
置
は
安
秩
平
地
即
ち
郡
山
盆
地

以
南
に
在
っ
て
阿
武
隈
川
そ
の
丘
足
を
北
流
し
右
岸
も
赤
化
阿
武
隈

高
原
西
鹿
の
筋
三
配
圏
丘
陵
の
迫
る
虞
に
L
で
ー
P
雄
大
高
峻
の
地
勢
に
は
非
ざ
る
も
P
鎌
倉
幕
府
の
岩
磐
雨
間
を
択



冊
す
る
目
的
で
設
け
た
前
進
地
鮎
だ
し
て
は
相
常
の
意
義
は
認
め
ら
れ
る
｡

凪
朝
北
伐
の
時
に
は
此
の
平
地
も
斑
に
北
に
在
る
信
夫
平
地
も
無
抵
抗
で
行
進
し
p
牛
阿
山
r9
兼
腹
に
潜
る
今
の

藤
附
輝
の
北
で
.
初
め
て
朝
月
囲
衛
の
厚
樺
山
の
防
輿
陣
地
に
到
達
し
た
｡

こ
の
戦
闘
の
次
第
は
吾
妻
鋸
同
港
八
月
七
日
の
修
に
見
え
て
.
泰
衡
二
品
壁
向
し
胎
ふ
ビ
開
き
阿
津
賀
意
出
に
於

い
て
城
壁
を
築
き
箪
笥
を
固
め
､
問
見
宿
ビ
彼
の
山
ど
の
中
間
に
俄
か
に
口
1rTlg史
の
堀
を
構
え
､
逢
隈
の
河
流
を
招

き
入
れ
て
机
を
設
け
､
異
母
兄
蹴
木
月
太
郎
閲
衡
を
以
て
大
腰
罫
だ
L
p
金
剛
別
常
秀
綱
其
手
下
須
房
太
郎
秀
方
以

下
二
菌
駒
の
軍
兵
を
著
け
､
凡
そ
川
内
三
里
の
間
に
健
士
充
満
L
P
之
に
加
ふ
る
に
剃
附
郡
に
於
て
も
叉
た
城
郭
を

構

へ
.
名
取
成
瀬
面
河
に
は
大
細
則
を
引
き
.
泰
衡
は
囲
分
捕
鞭
楯
に
陣
し
､
亦
た
栗
原
三
迫
､
黒
岩
口
P

一
野
没

に
も
若
九
郎
大
東
､
金
平
太
以
下
郎
従
を
以
て
大
路
畢

,̂J
し
て
数
千
の
勇
士
を
差
し
置
き
.
文
化
河
原
太
郎
行
文
､

款
m
三
郎
致
文
を
遣

り
出
羽
閲
を
警
固
し
た
だ
い
ふ
｡

厚
樫
山
は
藤
凹
騨
東
北
に
饗
出
し
た
山
で
p
そ
の
南
の
山
腹
に
今
も
二
韮
壕
の
遺
跡
ビ
想
は
れ
る
も
の
が
残
存
L
p

山
下
に
大
水
月
ビ
い
ふ
字
の
村
落
が
あ
っ
て
'
阿
武
隈
河
水
は
こ
の
平
地
の

一
部
に
堰
き
止
め
て
入
れ
た
も
の
ビ
見

え
る
｡
こ
の
山
の
東
北
に
月
田
の
村
落
が
あ
っ
て
p
岩
代
陸
奥
問
界
の
山
地
に
狭
院
な
る
絶
勝
を
成
し
て
ゐ
る
｡

鎌
倉
勢
の
攻
撃
は
八
月
卯
刻
に
始
ま
-
.
金
剛
別
皆
の
率
ゐ
た
数
千
崎
の
僅
樫
山
前
の
陣
地
に
射
し
て
寵
忠
朝
光

等
の
箭
合
せ
が
あ
っ
て
､
秀
綱
大
軍
に
魔
迫
さ
れ
て
退
い
て
大
木
月
に
入
-
.
佐
藤
庄
司
も
亦
た
阿
武
隈
河
水
を
引

き
入
れ
た
没
に
疲

-
討
手
を
防
ぎ
常
陸
入
道
念
酉
の
諸
子
に
討
ち
取
ら
れ
た
が
う
此
の
整
亀
を
陥
る
こ
E
は
机
楽
手

に
夜
に
入
-
'
梨
九
日
早
天
よ
り
再
び
厚
樫
山
を
カ
攻
し
た
が
同
じ
-
北
軍
の
籍
め
に
喰
ひ
止
め
ら
れ
.
十
日
に
糞

城
中
の
地
別
封
的
考
察

丸
1

九



地

球

約
十
三
谷

約
二
㍑

空

7
0

り
前
夜
小
山
軌
光
等
七
人
の
勇
士
の
勝
田
宿
か
ら
骨
津
の
方
に
鳥
取
越
の
険
を
肇
ぢ
て
大
木
戸
の
上
の
園
衛
後
陣
の

川
に
登
っ
た
奇
襲
が
功
を
奏
し
､
捕
手
か
ら
大
罪
が
塩
水
し
た
だ
親
離
し
て
潰
走
す
る
に
及
び
初
め
て
此
の
陣
地
を

旧
れ
た
0

此
の
戦
闘
の
経
過
を
見
る
に
両
軍
典
に
力
戦
し
た
に
は
相
違
な
き
も
'
小
山
朝
光
の
功
名
を
除

い
て
は
戦
略
的
に

宙
白
い
行
動
は
LJb-
P
殊
に
奥
州
勢
に
は
攻
勢
防
無
に
出
る
決
心
が
全
-
敏
け
て
佐
藤
庄
司

一
家
､
金
剛
別
常
父
子

等
を
除

い
て
は
手
を
兼
ね
て
鎌
倉
勢
の
攻
撃
を
持
っ
た
も
の
ゝ
如
-
､
醜
態
を
極
め
た
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
主
賂
泰

衡
部
腰
間
衝
等
を
始
め
だ
し
て
上
下
共
に
踏
止
っ
て
険
嬰
に
接

-
現
勢
密
接
-
返
さ
ん
ざ
す
る
勇
気
な
-
､
鎌
倉
勢

は
破
竹
の
勢
で
北
進
し
て
十
二
日
夕
多
賀
開
府
に
薯
き
､
常
胤
等
も
亦
た

逢
隈
湊
を
渡
っ
て
楽
脅
し
､
二
十
二
日
に

は
平
泉
鮎
の
焼
跡
に
着
き
､
奥
羽

一
例
は

一
月
の
中
に
平
定
し
た
｡

和
歌
出
願
田
蓮
附
近
藤
三
瓶
暦
の
暦
序

(
思

節

凹
版
付

)

竹

山

俊

雄

一

緒

言

蓑
に
第
三
紀
層
笠
石
ふ
の
は
二
十
常
分
の

1
那
智
圃
隔
地
質
説
明
藩
の
筋
三
紀
轡
を
指
す
の
で
p
該
暦
は
田
蓮
町

を
中
心
に
略
々
牛
固
形
を
成
し
て
露
出
し
て
ゐ
る
｡
那
智
同
幅
に
は
此
の
節
三
配
暦
地
の
北
兼
に
第
三
紀
育
闇
ビ
時

代
未
詳
の
申
鎮
静
ど
の
境
界
が
あ
る
如
-
か
～
れ
て
居
る
が
､
之
を
静
め
得
な
か
っ
た
｡
こ
の
第
三
紀
古
層
ビ
中
庄


