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縦
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大
野
原

1.

概

訟

多
良
撤
酉
麓
地
方
の
北
部
に
は
玄
武
岩
を
以
て
構
成

さ
れ
た
海
抜
三
四
雷
光
の
番
地
が
あ
っ
て
'
経
に
酉
に

傾
斜
し
断
崖
を
以
て
大
村
磯
に
終
っ
て
ゐ
る
｡
基
地
の

表
面
は
波
状
の
起
伏
を
鼻
L
t
其
間
に
武
留
路
山
'
中

尾
山
の
や
う
な
角
閃
安
山

岩
の
塊
状
火
山
や
鉢
懇
山
等

の
玄
武
岩
丘
が
噴
出
し
て
単
調
を
破
っ
て
ゐ
る
所
も
あ

る
｡
こ
の
地
域
は
地
形
上
か
ら
小
さ
-
匿
分
す
れ
ば
'

卒
地
の
乏
し
い
海
岸
地
域
､
小
火
山
丘
の
群
立
す
る
武

留
勝
山
附
近
ー
峡
谷
の
千
綿
川
幼
年
谷
'
及
本
地
域
の

塵
式
的
鉛
岩
基
地
で
あ
る
大
野
原
の
四
つ
の
地
域
だ
す

る
こ
だ
が
出
乗
る
.

叉
耕
作
'
衆
蕗
等
の
人
文
常
軌
を
主
だ
し
て
眺
め
る

第

九

間

園田]田園n白鼠
･:莞急設富加歪

己
､
第
九
聞
及
び
第
十
閲
に
示
す
や
-
に
七
つ
の
地
域

に
分
つ
こ
だ
が
出
来
る
｡
文
化
澄
観
閲
主
音
ふ
こ
己
は

皆
を
得
て
ゐ
bIt
い
か
-
知
れ
ね
が
①
を
素
讃
し
た
の
み



で
か
-
言
ひ
た
い
ビ
患
っ
た
に
過
ぎ
t･､b
い
0
小
火
川
丘

の
多
い
武
留
路
山
を
中
心
ビ
す
る
轟
地
の
南
中
で
は
､

郡
撤
聡
に
南
北
二
つ
の
森
林
地
帯
が
あ
る
｡
南
の
も
の

は
針
葉
樹
が
多
-
北
で
は
澗
英
樹
を
多
-
安

へ
て
ゐ
る

の
を
特
色
と
す
る
｡
森
林
地
域
は
藻
琴
な
る
水
飯
酒
巻

地
ど
な
っ
て
､
商
の
も

の
も
北
の
も
の
も
夫
々
隣
接
す

る
地
に
撒
池
の
多
い
地
域
が
亦
二
っ
現
出
さ
れ
た
の
で

あ
ら
-
｡
今
椴
-
に
こ
れ
を
貯
水
地
域
ビ
呼
び
た
い
ビ

瓜
ふ
｡
高
原
上
の
新
作
に
は
峡
谷
の
底
を
奔
走
す
る
川

水
は
利
用
し
難
い
の
で
､
森
林
隣
接
地
方
の
高
所
に
あ

る
谷
間
の

一
部
に
築
堤
に
よ
っ
て
溜
池
を
つ
-
-
濯
枕

用
水
を
貯

へ
る
こ
ÎJ
に
な
っ
て
ゐ
る
.
南
部
に
は
野
膚

多
良
射
出
劫
地
方

り
地
理
的
骨
批

の
洛
池
を
は
じ
め
十
五
個
､
牝
に
は
基
地
､
舵

ノ
丸
池

等
六
個
の
大
小
の
池
が
此
敏
的
密
集
し
て
存
在
し
て
ゐ

る
成
子
は
'

1
舷
に
多
雨
な
痛
め
か
～
る
用
水
池
の
少

い
歯
車
島
地
方
で
は
珍
ら
し
い
現
象
で
あ
る
｡

森
林
及
び
貯
水
地
背
に
商
-
地
方
で
あ
る
大
憶
高
度

二
百
米
以
下
の
養
地
か
ら
谷
及
び
海
に
臨
む
念
崖
ま
で

は
､
多
-
は
閏
だ
し
て
耕
作
せ
ら
れ
.
其
の
間
小
栗
蕗

が
割
る
盛
に
散
在
し
て
'
正
に
多
良
赦
閣
麓
地
方
北
部

の
栄
藤
地
帯
を
形
成
し
て
居
る
の
で
'
こ
～
に
田
及
び

衆
路
地
楓
だ
鞘

へ
た
い
の
で
あ
る
｡

次
に
基
地
の
北
牛
､
所
謂
大
野
原
の
義
山
は
殆
ぎ
大

部
草
原
の
荒
地
で
あ
っ
て
陸
軍
演
習
場
だ
L･t
つ
て
練
武

に
利
用
せ
ら
れ
'
そ
の
草
地
の
間
は
朗
々
開
墾
さ
れ
て

美
し
い
茶
畑
が
斯
在
し
て
ゐ
る
｡
西
北
部
千
綿
'
彼
杵

村
境
地
方
は
海
岸
よ
-
山
上
ま
で
よ
-
開
墾
さ
れ
て
は

ゐ
る
が
p
奥
地
に
水
を
得
る
研
が
な
い
薦
め
で
あ
ら
う

か
､
其
の
各
部
を
畑
ビ
せ
ね
は
な
ら
t･4
か
っ
花
や
-
で

あ
る
0

2
.

海
岸
地
域
の
特
色

こ
～
で

海
洋
地
域
呈

1]n
ふ
の
は
於
原
以
北
彼
杵
ま
で

ニO三

四
三



地

球

第
十
三
馨

だ
し
た
い
｡
海
岸
線
の
方
向
は
於
原
千
綿
間
で
は
ほ
ゞ

楕
牝
で
あ
る
が
'
そ
れ
か
ら
北
は
次
第
に
西
北
に
鵜
じ

彼
杵
を
経
て
川
棚
に
連
す
る
直
線
的
の
梅
岸
ど
な
っ
て

ゐ
る
｡
此
の
地
方
の
海
岸
線
は
幾
ら
か
小
封
入
は
あ
る

も
の
ゝ
.
概
ね
帯
鋼
で
時
に
数
十
米
の
急
崖
ビ
L+
つ
て

ゐ
る
所
も
あ
る
｡
こ
の
断
崖
の
多
い
海
岸
は
既
述
の
や

-
に
断
層
源
岸
で
あ
ら
う
ど
皿
は
れ
る
｡
海
岸
の
突
出

部
は
山
陵
の
末
端
で
源

蝕
も
加
っ
た
急
崖
を
以
て
終
-

そ
の
間
僅
か
に
轡
入
し
て
ゐ
る
轡
預
に
は
小
流
注
ぎ
'

細
長

い
三
角
形
の
沖
積
地
が
奥
に
入
-
込
ん
で
ゐ
る
谷

の
出
口
に
替

っ
て
ゐ
る
｡
河
流
の
作
用
に
よ
る
堆
積
は

現
今
の
地
形
に
現
ほ
れ
た
洗
水
谷
を
漸
-
埋
め
毒
し
た

帯
皮
ま
で
進
ん
で
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
｡

肥
前
牛
島
の
,1H
他
部
か
ら
閣
彼
杵
.
島
原
等
の
更
に

分
岐
し
た
牛
島
部
地
方

へ
の
通
路
は
､
多
良
按
に
妨
げ

ら
れ
て
そ
の
東
西
麓
の
海
岸
線
に
沿
っ
て
設
け
ら
れ
た

大
村
轡
岸
の
間
道
は

大
野
原
義
地
の
部
分
で
は
特
に
甚

だ
し
-
地
形
の
支
配
を
受
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
轡
班

の低
地
で
は
道
路
は
平
坦
で
p

一
二
の
小
川
を
渡
る
橋

を
兜
し
て
潜
岸
に
三
ケ
月
形
に
油
じ
て
ゐ
る
が
､
閏
-

解

三
雄

770
3

叩

凹

な
-
山
に
差
し
か
～
る
か
ら
､
急
な
坂
を
曲

-
上
っ
て

海
中
に
突
き
出
た
崖
の
上
を
越
す
｡
そ
し
て
攻
の
轡
人

の
低
地
に
再
び
入
り
込
む
の
で
あ
る
｡
文
明
の
交
通
塘

踊
地
道
は
道
路
の
㌣

つ
に
素
敵
に
地
形
の
制
約
脊
受
け

t･B
い
で
突
出
し
た
山
地
は
出
来
程
る
阻

･C,切
り
開
い
て

曲
-
川
た
道
路
の
内
側
を
通
-
'
文
才
常
田
'

一
本
松

の
や
-
に
隠
避
に
よ
っ
て
問
道
の
下
を
-
ゞ
-
p
入
江

の
岸
で
は
新
に
埋
立
智
行
ひ
内
側
の
道
路

ど
の
間

に
は

さ
ゝ
や
か
な
流
れ
の
仕
入
す
る
小
さ
い
人
工
湖
を
作
っ

て
汽
華
は
海
中
を
走
る
｡
銭
遣
工
事
に
は
垂
直
及
び
水

中
の
曲
線
を
少
-
L
や
-
ビ
し
た
人
間
の
苦
心
が
明
か

に
示
さ
れ
て
ゐ
る
｡

か
や
-
に
枚
原
以
北
千
綿
ま
で
は
自
然
の
海
岸
線
に

繰
収
っ
て
屈
曲
し
た
道
路
を
織
道
が
直
線
的
に
貫
い
た

た
め
に
少
々
海
岸
線
の
修
飾
が
行
は
れ
で
ゐ
る
｡
千
綿

以
北
彼
杵
ISd
川
棚
等
で
は
千
綿
川
､
彼
杵
川
'
及
び
川

棚
川
等
夫
々
同
名
の
や
ゝ
大
き
い
川
が
あ
っ
て
'
そ
の

下
流
に
は
精
々
旗

い
沖
積
地
が
謄
達
し
､
そ
の
尖
副
に

各
々
密
集
部
落
が

凝
連
し
た
の
で
'
海
岸
の
毘
上
叉
は

崖
下
を
経
て
架
花
道
は
川
を
離
れ
る
ビ
殆
ど
匿
線
的
に



基
等
の
来
港
に
達
し
ー
術
の
中
英
を
賞
通
し
や
-
ど
す

る
に
反
し
､
粗
造
は
米
渉
の
背
後
に
廻
る
か
ら
､
千
綿

よ
-
南
ビ
北
ビ
で
は
道
路
ビ
蛾
道
の
位
簡
閲
係
が
相
反

す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
梅
岸
地
域
の
耕
作
地
の
分
布
ビ
地
形
ど
の
禍
係

を
見
る
iiこ
'
平
地
に
は
水
田
'
山
地
の
傾
斜
面
は
森
林

呈
l▲H
ふ
通
則
を
破
っ
て
著
し
い
特
徴
を
現
出
し
て
ゐ
る

二
甫
五
千
分
之

1
地
形
岡
上
に
放
て
Hl
に
着
色
し
て
見

る
ど
'
渥
岸
附
近
は
平
地
か
ら
山
陵
末
端
や
幼

い
谷
の

急
斜
面
ま
で

7.
両
に
塗
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
異
様
な
感

に
打
た
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
特
異
な
紫
観
は
皆
地
方

の
人
が
日
熱
を
利
用
す
る
に
督

っ
て
採
っ
た
方
法
の
政

も
自
然
的
の
も
の
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
｡
米
作
の
耕

地
を
得
る
平
地
が
極
め
て
少
い
の
で
､
溜
池
や
川
か
ら

引
い
た
水
の
か
ゝ
る
所
は
地
形
を
簸
硯
し
て
Em
だ
し
て

し
ま
っ
た
｡
桧
原
､
千
綿
間
汽
車
の
窓
か
ら
見
上
げ
る

急
崖
は
す

べ
て
美
し
い
階
段
状
の
米
田
で
あ
る
の
は
珍

ら
し
い
｡
山
の
鞍
部
の
上
ま
で
米
が
作
ら
れ
て
ゐ
る
か

ら
'
夏
季
の
図
道
傍
灘
木
の
茂
る
崖
に
か
～
る
瀧
は
情

列
な
水
だ
恩
ひ
き
や

一
度
崖
を
上
っ
て
山
背
iこ
連
す
れ

多
良
赫
西
鶴
地
方
の
地
5.的
費
軌

ば
､
苛

々
-J
し
た
璃
附
を
通
過
し
た
敢
後
の
水
で
あ
る

第
十

一
間

千
綿
附
妃
の
渥
岸

綬
か
に
四
に
傾
斜
す
る
鉛
･=有益
地
が
火
付
湖
に
並
き
る
桝
t
l
本
給

-
ン
キ
ル
附
妃
を
湘
南
か
ら
見
た
も
の
で
あ
る
O

s
規
格

悔
樺
に
は
培
任
地
を
求
め
る
飴
地
が
な
い
か
ら
､
標
高
七
0

-
7
0
0
米
の
誌
地
上
に
汲
速
し
た
｡

T
脚

傾
斜
の
綬
急
を
諦
ぜ
ず
髄
ふ
限
り
水
を
引
き
階
段
を
設
け
て
水

日
と
な
し
放
映
に
排
作
き
れ
て
ゐ
る
O

z
軸
木
林

…比
や
硬
い
岩
石
り
多
-
露
出
し
て
ゐ
る
併
等
に
は
何
々
に

竹
を
多
-
交
(
る
難
水
林
が
あ
る
0

周 一 十 靖

m
黙
約)
最
初
の
地
絡
は
猫
梓
の
断
崖
を
避

け
'
何
然

り
地
形
に
恨
臆
し
て
指
紋
三
〇

-
四
〇
未
の
高
所
に
山
水
た
O

M

脚
迫

新
し
い
幽
F.I)
は
そ
れ
よ
り
下
鴨
田

上
二
〇
釆
内
外
む
部
分
に
'
日
払
の
地
形

を
多
少
修
飾
し
て
戊
を
裳
も
'
石
塊
を
築

き
等
し
て
t
的
蛸
-
勾
配
を
少
-
し
て
地

紋
さ
れ
た
C

L
長
崎
木
組

渦
近
文
化
の
奨
血
糊
関
税
法

は
よ
-
自
然
の
障
溝
を
紅
厳
し
､
崖
下
の
渦
中
に
埋
立
を
行
ひ
'
線

路
の
外
側
に
は
仙
波
腿
を
設
け
､
突
出
し
た
両
脚
邸
は
曙
把
を
穿
っ

て
砿
紋
的
に
懲
油
し
た
O

以
上
の
破
瓜
的
分
布
N'･J未
読
す
れ
ば
米
山
や
う
に
な
る
.

の
に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

1:0乱

四
五



地

球

節
十
三
啓

緊
渉
も
盟
p
千
綿
及
び
彼
杵
等
の
大
な
る
も
の
を
除

-
外
は
殊
で
狭
い
海
岸
や
河
岸
を
隔
て
た
山
腹
又
は
毒

地
上
に
散
在
し
て
ゐ
る
｡
(
第
九
圏
)
(
第

二

間
)
其
盛

は
低
地
よ
-
も
却
っ
て
地
積

が
蛮
-
､
眺
望
も
亦
よ
-

開
け
て
住
み
心
地
も
よ
い
.
し
か
し
海
岸
の
幹
線
甚
路

や
停
革
場
に
出
る
の
に
は
曲
り
-
ね
っ
た
急
坂
を
下
る

か
或
は
新
し
い
道
を
迂
廻
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
敏
鮎
が

あ
る
O

cy山

武
留
勝
山
附
近

多
良
緑
の
西
部
に
陀
立
す
る
郡
撤
(
八
二
六
米
)
の
西

徴
に
は
､
三
宵
米
以
下
の
高
度
を
有
す
る
玄
武
岩
の
波

状
を
量
す
る
董
地
が
度
か
に
傾
斜
し
て
大
村
轡
岸
に
蓮

す
る
｡
こ
の
董
地
上
に
は
武
留
路
山
(
三
五
六
米
)
､
鉢

巻
山
(
三
三
四
米
)
及
び
飯
盛
山
(
三
三
六
来
)
の
三
山
が

ほ
･ゞ
同
じ
高
さ
に
鼎
立
し
て
地
形
の
単
調
を
破
る
の
で

釣
る
｡
武
留
路
山
は
角
閃
安
山
岩
よ
り
構
成
さ
れ
る
鐘

状
火
山
で
大
村
扇
状
地
の
北
方
近
-
に
聾
え
城
虻
も
あ

る
秀
魔
な
山
で
あ
る
｡
後
二
者
は
玄
武
岩
よ
-
成
る
や

や
炎
起
し
た
山
だ
言

ふ
程
度
の
も
の
で
風
見

に
於
て
は

武
留
路
川
'i

一
歩
を

譲
っ
て
居
る
0

節

三
助

ニ0舛

四
六

轟
地
の
水
系
を
観
察
す
る
に
南
部
に
郡
川
の
支
流
佐

奈
川
内
川
､
北
に
は
江
串
川
そ
の
中
問
に
絵
慮
川
及
餅

漕
川

(
こ
の
二
川
は
稔
原
村
の
南
境
及
び
北
境
を
限
っ

て
ゐ
る
)
が
あ
っ
て
何
れ
も
尚
流
し
､
川
の
太
さ
に
比

例
す
る
峡
谷
を
穿
っ
て
ゐ
る
｡
佐
奈
川
内
川
の
支
流
に

は
鉢
馨
山
の
南
兼
に
毒
見
瀧
､
江
轟
川
の
下
流
に
は
大

将
瀧
'
小
楯
瀧
等
が
あ
る
か
ら
､.
谷
は
ま
だ
幼
年
の
時

期
に
あ
る
だ
云
ふ
こ
亡
が
明
か
で
あ
る
｡

義
兄
瀧
は
野
岳
の
溜
池
の
あ
る
谷
の
水
の
流
れ
落
ち

る
所
に

あ
る
｡
そ
の
本
流
の
佐
奈
川
内
川
が
慌
い
峡
谷

を
奥
地
に
向
つ
て
切
-
込
ん
だ
の
で
支
流
に
瀧
を
生
じ

現
今
の
朗
ま
で
後
過
し
て
ゐ

る｡
上
部
は
硬
い
銘
岩
で

あ
る
か
ら
下
部
の
岩
石
は
早
-
崩
れ
'
瀧
の
後
に
観
港

の
通
路
が
出
家
た
｡
そ
れ
で
御
手
水
の
瀧
至
芸
ふ
の
が

本
兼
の
名
耶
で
あ
る
が
達
見
瀧
里

方
ふ
別
名
が
出
兼
ね

而
し
て
現
今
で
は
そ
の
別
名
が
本
名
だ
な
っ
て
ゐ
る
や

-
で
あ
る
○

大
将
瀧
は
路
岩
流
の
末
鼎
に
替
る
朗
に
か
～
つ
て
ゐ

ち
.
本
流
江
串
川
は
支
流
よ
-
も
水
量
が
多
い
か
ら
､

侵
蝕
も
進
ん
で
､
瀧
は
支
流
に
か
～
る
小
櫓
瀧
･16-
ち



精
々
奥
地
に
入
り
込
み
､
上
部
の
谷
も
洗
い
の
で
耽
其

の
も
の
ゝ
高
さ
は
小
樽
瀧
に
劣
る
｡
そ
れ
で
前
者
を
雌

瀧
､
後
者
を
雄
瀧
だ
呼
ぶ
の
で
あ
ら
う

｡

於
原
附
近
の
正
し
-
南
北
の
方
向

を
有
す
る
長
崎
本

線
を
低
速
だ
し
､
蔑
見
瀧
を
頂
瓢
ビ
す
る
二
等
遊
三
角

形
の
匿
域
は
､
前
記
の
m
及
び
衆
落
地
域
の
摘
草
で
あ

っ
て
,
両
軍
村
の
今
宮
p
立
滴
等
'
珊
瑚
寺
'
矢
上
'

草
場
､
於
原
村
の
野
岳
､
東
光
寺
､
今
里

山
下
､
北

木
場
p
寺
本
及
び
千
綿
柑
武
留
路
等
の
各
郷
を
含
み
､

地
表
の
大
部
が
旧
AfJ
L･i
つ
て
ゐ
る
｡
よ
-
耕
作
さ
れ
た

綬
傾
斜
に
官
数
十

の小
部
落
が
散
在
し
て
此
地
域
の
特

色
を
教
擁
し
て
屠

る｡
高
地
の
濯
配
水
は
溜
池
叉
は
川

の
上
流
か
ら
引
い
て
凍
て
各
朋
に
分
配
す
る
の
で
あ
る

か
ら
P
用
水
は
低
い
谷
間
を
流
れ
な
い
で
野
岳
か
ら
矢

上
に
通
す
る
も
の
～
や
-
に

コ
ソ
ト
ル
の
突
出
し
た
鞍

部
を
通
路
ビ
並
行
し
て
流
れ
る
奇
観

監

モ
し
て
ゐ
る
｡

野
禽
溜
池
は
自
然

の谷
を
そ
の
峡
谷
部
に
於
で
堰
き
止

め
た
最
も
大
き
い

池
で
も
ど
の
支
谷
は
数
個
の
入
江
だ

な
っ
て
居
る
｡
池
の
水
は
直
ち
に
漕
翫
用
水
だ
し
て
田

に
引
か
れ
る
の
で
二
盈
見
瀧
の
侵
蝕
後
逸
の
カ
は
著
し

多
及
糾
問
淡
地
方

の
地
碑
的
食
批

く
削
減
さ
れ
て
､
却
っ
て
山
背
を
下
る
野
爵
以
下
の
用

水
路
に
小
規
模
の
峡
谷
を
刻
み
つ
～
あ
る
の
で
あ
る
｡

桧
原
以
南
の
前
説
各
郷
か
ら
上
っ
て
凍
た
道
路
は
野

岳
に
集
合
L
t
こ
ゝ
に
統

一
さ
れ
て
史
に
奥
地
の
栄
藤

へ
連
絡
し
て
ゐ
る
｡

美
し
い
甲
状
驚

壬
す
る
角
閃
安
山
岩
の
武
留
勝
山
は

殆
で
金
-
潤
英
樹
の
多
い
森
林
に
葡
は
れ
'
普
通
玄
武

岩
よ
-
構
成
さ
れ
る
庶
傾
斜
の
鉢
谷
山
は
北
米
面

1
部

分
を

残
し
て
頂
上
近
-
ま
で
畑
に
開
墾
さ
れ
て
ゐ
る
し

安
山
岩
贋
玄
武
岩
よ
-
成
る
飯
盛
山
は
大
部
荒
地
で
あ

る
0
此
の
三
火
山
丘
は
正
し
-

一
粁
四
分
之

一
の
距
離

を
隔
て
ゝ
正
三
角
形
の
位
置
に
壁

止
し
な
が
ら
､
夫
々

岩
栗
を
典
に
し
そ
の
開
塾
の
相
ま
で
三
つ
が
三
棟
で
あ

る
も
の
お
も
し
ろ
い
こ
W
で
あ
る
｡

江
鵜
川
以
北
も
以
南
だ
同
様
の
丑
観
で
あ
る
が
'
貯

水
地
域
の
両
線
に
は
小
丘
陵
突
通
し
外
側
は
急
に
官
米

下
っ
て
田
及
栄
藤
地
域
の
緩
斜
面
に
按
す
る
の
で
あ
る

葦
原
の
荒
地
に
接
し
た
池
は
水
源
を
求
め
る
に
も
苦
心

が
あ
っ
た
｡
千
綿
川
上
流
か
ら
水
を
疏
し
て
山
腹
を
迂

廻
し
華
池
に
注
入
せ
し
む
る
等
が
そ
れ
で
あ
る
｡

ニ
03?

凹
七



地

拭

節
十
三
懇

以
上
の
や

う
に
鉢
岩
蔓
地
の
前
車
は
多
-
の
人
々
の

刷
っ
た
努
力
に
よ
っ
て
開
拓
は
故
殺
進
ん
で
居
る
｡
散

在
す
る
兼
官
の
小
部
落
は
何
れ
も
純
農
村
で
'
田
畑
に

働
-
に
も
､
市
場
に
出
る
に
も
'
叉
見
童
の
迫
撃
す
Hu

に
も
菅
綬
急
交
互
に
来
る
坂
を
上
下
し
な
け
れ
ば
な
ら

孤
.
山
上
に
は
大
き
tIb都
邑
が
な
い
か
ら
道
路
も
ま
だ

良

-
な
い
｡
荷
馬
車
の
通
行
す
る
道
も
時
折
あ
る
が
p

多
-
の
p物
燭
は
や
は
･=
入
府
掲
背
に
よ
っ
て
運
搬
さ
れ

て
屠
る
｡
斯
-
交
通
不
便
は
免
れ
得
な
い
が
'
目
前
を

遮
る
何
物
も
な
-
脚
下
に
は
静
か
t･･b大
杵
槽
を
見
下
し

大
村
､
円
島
'
箕
島
等
の
勝
景
か
ら
屯
に
横
た
は
る
む

つ
-

-
ピ
し
た
平
坦
状
の
閣
彼
杵
牛
島
､
長
摘
附
近
の

実
兄
,̂J
L
た
火
山
性
山
地
等
を
眺
め
る
こ
亡
が
出
来
て

打
開
い
た
雄
大
な
景
色
の
叫
に
長
閑
に
別
け
荘
れ
す
る

農
壁
は
､
不
便
を
差
引
い
て
荷
駄
-
あ
る
車
両
な
生
活

を
す
る
で
あ
ら
う
0

4
.

千
綿
川
幼
年
谷

多
良
羅

西
北
部
に
展
開
し
て
屠
る
玄
武
岩
基
地
に
は

既
述
の
や
-
に

川

の
作
用
に
よ
っ
て
屡
々
幼
年
の
峡
谷

を
形
成
.し
た
の
で
あ
る
が
､
其
尊
の
中
で
規
模
の
大
き

約
三
鵬

二

〇(

凹
八

い

も

の

は

困

流

し

て
大

村

潜

に

注

ぐ

千

綿

川

だ

北

流

し

て

嬉

野

川

の

支

流
だ

な

る

も

の

ど

で

あ

ら

う

｡

後

者

の

谷
底
に

は

す

で
に

耕

地

や

旗

い
道

路

も

礎

達

し

で

ゐ

る

が
､
前
者

は

著
し

-

狭

い

崖

の

直

立

す

る

谷

で

峡

谷

美

の
壮
観
は
千
綿
=J

に

著

-

も

の

は

な

い

｡

閲 二

一一一一~ 一一 一一

工 叙 判 I'--I:
山 バ /,;鳶
ヽ -V,L＼ -､＼＼

千

綿

川

沿

岸

に

は

河

口

に

臨

む

千

綿

の

町

か

ら

八

反

田

､

塑

鶴

を

経

て

下

川

内

ま

で

約

二

肝

の

間

は

狭

い

な

が

ら

も

沖

積

地

を
形

成

L

t

水

は

容

易
に
得
ら

れ

る

か

ら

水
田
が
騎
逢
し

て

ゐ

る
が
､
そ
れ
よ
か
上

流
約
四
粁
の
間
は
此

高
二
宵
米
内
外
の
峡

谷
を
穿
ち
通
路
さ

へ

-
開
-
こ
'1J
が
出
水

ぬ
鴛
-

べ
き
況
い
谷



で
あ
る

(靖

7
二
閲
)0
枚
い
玄
武
岩
は
燦
々
数
十
米
の

懸
崖
を
以
.て
谷
の
嗣
側
に
陀
立
し
､
下
に
は
美
し

い
蔑

錐
を
引
い
て
浜
流
に
臨
ん
で
ゐ
る
所
も
あ
る
｡
支
流
の

侵
蝕
は
ま
だ
兼
-
も
進
行
せ
ず
屡
々
懸
垂
食
流
を
見
る

の
で
あ
る

｡

兼
彼
杵
郡
誌
①
に
は
此
の
谷
の
勝
濃
を
四
十
八
滞
ビ

し
て
次
の
や
-
に
記
し
て
あ
る
｡｢
千
綿
川
流
程
二
旦
飴

の
間
に
あ
-
.
千
綿
川
は
水
勢
急
に
し
て
相
迫
れ
る
山

岳
を
縫
ひ
て
流
る
～
怪
巌
奇
石
到
る
魔
に
龍
幡
虎
晒
し

水
流
之
に
放
し
て
奔
騰
す
.
愉
な
れ
ば
即
ち
梶
布
ど
な

-
'
夷
な
れ
ば
即
ち
淵
ど
な
り
其
の
景
甚
だ
各
な
-
0

欽
…も
之
を
知
る
者
稀
な
-
L

が
丹
後
守
純
絹
山
水

の
奇

を
愛
し
偶
々
此
地
に
遊
び
た
る
よ
-
英
名
現
は
る
｡
弘

化
二
年
の
春
純
顕
頗
湘
決
意
を
件
ひ
此
地
に
市
遊
し
胡

謀
-
て
滞
名
を
改
め
揮
毎
に
藤
を
樹

つ
.
其
の
主
な
る

も
の
を
拳
ぐ
れ
ば
古
木
滞
'
連
荘
淫
.
白
木
樺
､
木
葉

不
評
樺
､
龍
頭
泉
樽
'
龍
軽
薄
'
留

-
葦
等
是
な
-
｣

だ
｡
今
も
川
の
ほ
ど
ら
に
下
流
よ
り
岩
淵
'
上
中
野
淵

片
平
淵
.
名
開
淵
､
花
巌
綬
'
土
岩
淵
､
遵
涯
､
春
塞

淵
'
龍
頭
泉
等
の
苔
蒸
す
石
標
が
立
っ
て
居
る
｡
後
三

多
良
城
田
兜
地
方

む地
桝
的
恩

親

者
は
何
れ
-
温
和
を
L･J
L
最
後
の
能
動
泉
は
千
綿
の
瀧

で
､
其
の
高
さ
よ
-
八
開
瀧
ビ
-
富
は
れ
十
五
等
の
瀧

壷
を
穿
ち
､
約
百
米
下
流
に
以
前
の
瀧
の
あ
っ
た
懸
崖

深
縛
を
魂
し
瀧
の
後
退
を
明
か
に
示
し
て
居
る
｡

下
流
よ
り
柵
径
を
分
け
て
此
等
の
奇
勝
を
探

-
龍
頭

泉
に
て
行

き
詰
-
.
南
又
は
北
に
官
米
以
上
の
急
崖
を

饗
ぢ
登
れ
ば
景

色
1
鼻
し
て
顔
漠
た
る
青
野
の
原
が
開

け
'
脚
下
に
今
ま
で
見
た
峡
谷
の
存
在
す
る
こ
k
を

想

像
す
る
こ
と
も
出
凍
な
い
僻
で
あ
る
｡

峡
谷
の
水
は
数

ヶ
所
に
於
で
構
耽
用
水
を
分
岐
し
､

谷
壁
は
崖
の
外
は
自
然
の
密
林
が
時
々
植
林
せ
ら
れ
等

し
て
ゐ
る
位
で
あ
ま
-
利
用
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
.
毒
地

へ
の
通
路
も
海
岸
の
幹
線
か
ら
直
ち
に
山
腹
の
急
坂
を

上
る
か
或
は
大
正
廻
す
る
か
し
て
居
る
｡
前
者
は
上

rLn

が
困
難
な
こ
E
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
｡
第
十
二
師
鳳
の

兵
が
大
野
原
演
習
場

へ
行
-
時
は
､
こ
の
谷
に
凍
て
腹

鶴
か
ら
約

1
粁
の
問
山
腹
の
峻
し
い
坂
を
上
ら
ぬ
ば
な

ら
ぬ
｡
兵
隊
の
よ
い
鍛
練
に
な
る
か
ら
強
兵
麗
三

日
ふ

名
が
出
家
た
.
し
か
し
兵
卒
か
ら
言

へ
ぽ
こ
の
坂
こ
そ

一
大
難
関
で
よ
-
落
伍
し
た
-
な
る
か
ら

.;
名
落
伍
坂

]1(JTJ.

叫
九



地

球

節
十
三
怨

と
も
言
っ
て
ゐ
る
｡
軍
用
道
路
の
幹
線
は
千
綿
の
町
か

ら
直
ち
に
山
腹

に
か
～
-
肝
飴
曲
折
す
る
横
着
の
模
式

的
の
も
の
で
あ
る
｡

5

.

大

野

原

千
綿
川
及
び
其
の
支
流
等
の
や
う
に
若
い
谷
に
刻
ま

れ
つ
ゝ
あ
る
多
良
撤
西
濃
地
方
の
館
岩
素
地
の
標
式
的

の
も
の
は
大
野
原
基
地
で
あ
る
｡
極
め
て
綾
な
起
伏
を

有
っ
基
地
の
表
面
は
突
飴
起
る
峡
谷
の
外
は
ま

だ原
型

を
保
存
す
る
坦
々
た
る
草
原
で
あ
る
か
ら
､
明
治
二
十

年
頃
に
は
基
氏
経
常
の
牧
場
が
あ
っ
て
牛
馬
等
が
飼
養

せ
ら
れ
'
茶
も
す
で
に
栽
培
さ
れ
で
ゐ
吾
の
で
あ
る
が

後
荒
磯
し
陸
軍

の減
習
地
ど
な
っ
た
0

大
野
原
'
水
地
'
三
本
於
､
太

ノ
浦
､
太

ノ
原
､
中

山
等
の
開
村
が
鮎
在
す
る
外
は
人
煙
も
稀
で
蔑
ば
-
か

の
池
永
を
用
ひ
て
水
川
が
谷
間
に
見
ら
れ
ね
こ
ど
も
な

い
が
.
比
の
地
域
の
特
色
だ
し
て
は
茶
園
の
多
い
こ
/̂J

で
あ
ら
う
.
排
水
良
好
な
高
原
の
厚
斜
面
を
利
用
し
て

植
野
を
中
心
ビ
す
る
茶
業
山
背
が
夙
に
磯
逢
し
た
の
で

あ
る
0

筋
三
離

ニ
70

式
C

五
､
東
部
-
萱
瀬
川
の
流
域

1
､
生
新
段
丘

2
'
上
流
の
谷

-.

萱
淑
段
丘

大
村
扇
状
地
の
堆
積
は
萱
潮
目
の
谷
に
侵
入
し
て
原

田
下
等
の
谷
底
に
は
著
し
い
砂
塵
の
沖
精
地
が
教
壇
し

て
居
る
｡
谷
は
ま
だ
幼
い
か
ら
谷
幅
は
数
十
米
に
過
ぎ

な
い
が
､
堆
積
は

谷の
出
口
の
坂
口
か
ら
約
四
粁
中
縁

に
於
け
る
萱
瀬
川
本
流
ビ
南
河
内
よ
-
凍
る
大
支
流
の

各
流
瓢
ま
で
及
ん
で
居
る
｡
萱
瀬
川
は
其
の
中
を
蛇
行

し
な
が
ら
凡
そ
十
米
内
外
の
慌
さ
に
小
規
模
の
峡
谷
を

刻
み
つ
ゝ
あ
る
0

段
丘
面
は
原
で
は
海
抜
六

〇
米
､
田
下
で
は
九

〇
米

-

一
〇
〇
米
に
あ
る
｡
萱
瀬

川
流
路
の
率
遷
ビ
下
刻
の

進
行

に
件
ふ
て
段
丘
は
明
瞭
に
二
段
AfJ
な
-
､
現
に
川

の
右
左
の
岸
に
あ
る
狭
い
水
E;
草
地
等
は
筋
三
段
ど
な

る
べ
き
も
の
で
あ
ら
-
｡
萱
減
小
尊
枚
の
あ
る
宮
代
で

は
北
の
山
を
切
っ
て
出
て
乗
る
二
つ
の
小
支
流
が
小
さ

い
眉
を
つ
-
つ
て
本
流
を
南
方
琴
平
按
直
下
に
鷹
し
て



し
ま
っ
た
0
川
が
=
山
地
鮎
で
敢
-
業
ハ却
t･B峡
谷
を
穿

っ
て
屠
る
操
子
は
二
歯
五
千
分

一
の
地
形
間
に
明
示
さ

れ
て
ゐ
る
｡

段
丘
両
は
濯
配
水
の
供
給
を
十
分
に
受
け
て
磯
ら
す

米
作
可
能
の
円
,fJ
な
っ
た
O
然
し
大
村
扇
状
地
で
述

べ

た
ビ
同
戒
に
石
塵
を
除
-
鼻
は
こ
～
で
も
多
大
に
抑
ほ

れ
た
の
で
あ
る
｡
家
々
に
石
垣
の
多
い
風
見
は
そ
れ
を

物
語
っ
て
居
る
｡
門
下
に
放
け
る
第

1
第
二
段
丘
間
の

拾
遺
の
毅
等
屋
根

をも
捜
す
る
や
-
な
批
大
な
石
垣
を

っ
-

つ
て
基
の
明
り
障
子
の
所
だ
け
は
石
垣
を
特
に
低

-
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
や
う

であ
る
｡

段
丘
上
に
は
水
力
を
利
用
し
て
朗
々
に
小
規
模
の
水

革
鼻
が
敬
逢
し
て
屠
る
｡
此
等
の
水
軍
で
は
米
を
拍
-

他
に
陶
土
を
製
造
す
る
も
の
が
あ
る
｡
有
田
.
波
佐
見

嬉
野
等
肥
前
牛
島
は
窯
業
が
盛
で
あ
る
か
ら
川
棚
川
流

域
等
に
多
い
や
-
に
水
車
が
陶
土
製
造
に
従
事
す
る
の

で
あ
る
｡
川
水
は
比
較
的
盟
富
で
あ
る
か
ら
動
力
ビ
す

る
ば
か
-
で
な
-
承
簸
す
る
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
｡

原
料
陶
土
を
は
る
ぐ

天
草
か
ら
船
に
積
ん
で
抽
迭
し

大
村
轡
岸
に
陸
揚

し
て
馬
車
で
此
等
の
川
谷
に
運
び
立

多
浪
醐
粥
故
地
か

の
地
;i
r的
粗
･:as

沢
な
陶
土
に
粗
製
し
て
製
陶
工
場

へ
ビ
法

る

の

で

あ

る
0第

十
三

間

萱

湘

川

流

域

の

地

形

ビ

朱

静

分

布

資

御

川

上

淡

の

快

い

谷

で

は

谷

底

の

み

に

人

家

が

あ

り

､

西

南

部
で
は
総
枠
段
丘

り

耗
拓
の
外
､
市
原
状

の
裾
野
に
も
故
衣
L

:･,:,
･ノ
ノ

2
.

上
流
の
谷

多
良
獄
の
中
央
部
は
侵

蝕

が

甚

し

-

進

ん

で
萱

瀬

川

上
流
地
方
は
此
高
五
六

百

米

の

滞

い

谷

を

刻

み

壮

年

の

時
期
に
逢
し
て
居
る

や

-

で

あ

る

｡

下

流

よ

-

の

侵

蝕

は
薦
火
口
'･J
息
は
れ

る

異

木

盆

地

に

及

び

'

谷

壁

の

朗

々
に
は
集
塊
岩
の

奇

濃

を

現

出

し

て

居

る

朋

も

あ

る

.

谷
底
は
狭
い
か

ら

新

地

も

少

-

極

め

て

僅

か

の

水

田

が

川
筋
に
断
出
存

在

し

て

ゐ

る

ば

か

-

で

あ

る

｡

従

っ

て

1
.二

五

Z



地

球

妨
十
三
容

共
鹿
に
居

住
す

る
人

々
は耕
作

の
み
で

は蕉
計

が
立
た

ぬ
か
ら
高
い
険

し
い
山

に繁
茂
す
る
杉

､
擢
'

碑
､
樺

椎
等
の
樹
を
伐
-

.
大

き
い
材
は
特
別

に
風
水

+<q,,横
に

景拓閑 の域流川瀬萱 同四十第

可耕地
の

うち谷
底

の滴瀞
水

の

柑ら
れ

る桝は
頻
ら

ず水m

と
なり
細
野

の絞な

傾
斜地
に
は

折
に々

畑も
あ
る
0

谷蛇に

は到る
排
に

竹が拙

えられ
て
ゐ

るし凹

及び南
に
桝

する山

地には鞘
の

碑北す

る
光地
が
多

いが次

第
に舵
林
さ

れてゐ

る0

並

べ敷
い
た
木

材
搬
出
路
を
設
け
て
.

川
だ
並
行
す
る

此

地
方
の
幹
線

道
路

の
傍
ま
で
鴨
返
し

､
此
廃
か
ら
荷

馬
車
で
各

地
方
に
輸

送
し
て
居

る
｡
建

築
材
の
他
坑
木

E
L
で
西
彼
杵
の
炭

田
地
方
に
法
る
も

のも
あ
-
堅

い

木
は
銘
を
以
て
割

っ

て
新
材
ビ
し
た
-

.
山
の
所
々
に

設
置
さ
れ

た
放
電

で

､
木
炭
-
製
造
さ

れ
大
村
､
長
崎

佐
世
保
等

の
消
費
地

に
法
-
出

さ
れ
て

屠
る
0

飾
三
組

三
二

五
二

谷
壁

に
は
竹
林
も
多
-
竹
林
は
又

一
翼
嬰
産
物
ビ

し

て
や
は
-
前
記
地
方
に
搬
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

六
-

結

瓢

以
上
甚
だ
粗
稿
で
あ
っ
て
誠
に
蓋
し
こ
だ
で
あ
る
が

こ
れ
で

一
先
づ
多
良
岳
閣
麓
地
方
の
記
述
を
終
る
こ
亡

に
し
た

い
｡
殊
に
最
後
の
萱
潮
川
流
域
に
つ
い
て
は
貸

地
塘
憩
も
不
十
分
で
極
め
て
杜
撰
LJ
も
の
で
あ
る
こ
ど

な
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
何
れ
又
後
日
の
横

倉
に
研
究
を
進
め
度
う
な
は
此
の
稿
は
多
良
羅
火
山
の

西
溌
地
方
の
み
で
あ
っ
た
が
漸
次
他
の
万
両
に
も
及
ぼ

し
た
い
ビ
思

っ
て
居
る
｡
何
分
漆
尊
の
こ
ど
～
て
観
察

も
不
充
分
考
察
も
不
行
屑
で
.
満
足
な
る
地
排
的
景
観

ま
で
に
は
ま
だ
程
遠
い
こ
と
～
恩
ふ
｡

一
束
に
諸
賢
の

御
致
示
曽
根
は
し
庶
切
に
懇
願
致
す
次
第
で
あ
る
｡

最
後
に
本
稿
前
半
駿
東
以
水
和
恕
切
な
る
指
導
ビ
激

卿
.{q･,畑
っ
た
兼
京
､
京
都
を
は
じ
め
各
地
の
先
撃
に
封

し
て
厚
-
御
地
申
上
皮
､
叉
毎
日
曜
日
に
現
地
に
同
行

し
て
調
査
に
助
力
を
典

へ
ら
れ
た
本
校
鐘
徒
田
栗
､
谷

上
､
田
植
､
敗
津
､
池
桁
及
び
諸
種
の
資
料
提
供
を
惜



葺

一】一'
]

ま
れ
LJ
か
っ
た
騒
曹
局
､
町
村
役
場
'
小
撃
梗
ー
魯
配

等
の
.諸
員
に
封
し
て
も
仰
せ
て
株
謝
の
意
を
表
し
度
-

皿
ふ
｡
(
昭
和
四
二

二
ェ
一
〇
)

褒
巧
文
献

(
光
二
)

①
保
柳
陸
弟

文
化
放
蹴

り
秋
冷
的
耶
兜

(地
刑
準
評
翰
節
玉
食
)

①
起
崎
煤
東
彼
杵
郷
訟

(長
峰
燐
光
彼
杵
部
数
背
骨
発
行
)

富

士

山

の

標

高

に

就

て

主
題
に
禍
し
て
は
新
聞
紙

の
歴
々
釈
尊
せ
る
虚
な
る
も
何
れ
も
正
約

を
批
-
も
の
あ
る
を
以
て
滋
に
大
正
十
五
年
州
虫
常
時

の
状
況
を
記

述
し
て
参
考
に
伽
せ
ん
と
す
｡

l
t

侵

蝕

作

用

だ

山
頂

富
士
山
は
熔
岩
癌
及
碑
屑
物
の
根
管
よ
り
成

り
山
容

は
整
然
ビ
し
て
雲
嚢
に
聾
え
'
其
の
最
大
傾
斜
線
は
封

数
曲
視
を
成
す
ビ
謂
ふ
も
山
暦
は
幼
年
期
に
屈
す
る
が

故
､
風
雨
氷
雪
の
破
壊
力
に
依
る
経
年
塵
化
叉
掛
か
ら

ず
､
大
正
十
五
年
震
災
緩
衝
測
量
潜
時
山
億
の
譜
瓢
に

於
て
は
毒
も
麺
化
を
認
め
ざ
ら
し
も
､
山
腹
の
小
富
士

及
不
評
ケ
岳
三
角
鮎
の
如
き
山
形
を
成
せ
る
者
は
其
損

の
砕
層
は
著
し
-
喪
失
し
標
石
を
露
出
す
る
に
至
ら
し

拭
+
:川
の
鍔
向
に
就

い
て

陸

地

測

量

部

む
､
其
畳
は
四
十
年
間
に
大
な
る
も
の
は
約

〇
'
六

〇

米
に
及
べ
る
者
も
あ
-
'
然
し
て
山
頂
の
岩
石
地
に
在

わ
で
は
基
準
ど
な
る
べ
き
標
識
物
な
き
を
以
て
､
骨
に

岩
石
の
崩
落
せ
る
驚
跡
に
依
り
浸
蝕
作
用
を
説
む
る
も

其
最
を
知
る
薪
能
は
ざ
-
し
な
遺
憾
ど
す
｡

二
､
従
衆
の
富
士
山
頂
標
高

従
凍
富
士
山
の
標
高
だ
し
て
は
陸
地
測
量
部
潜
行
地

閲
に
標
託
さ
れ
た
る
瑞
立
腰
高
三
七
七
八
米
を
以
て
せ

b
t
然
し
て
其
決
定
法
は
明
治
十
八
年
三
等
経
緯
儀
に

依
り
州
債
の
諸
瓢
よ
り
開
示
の
如
-
宮
城
法
に
依
る
間

接
水
準
測
量
を
以
て
光
づ
萄
富
士
山
四
等
三
角
鮎
の
標

三

三

五
コ
】


