
木

曾

山

脈

北

部

東

斜

面

に
放

け
る
地

形

と
人

文

に
就

い
て

(
耐

震

義

仲

)

小

.

松

三

郎

日

次

7
､
北
部

の大
地
形

二
'
断
悼
地
形

三
､
扇

状
地

凹
'
段
丘

五
'
水
系

六

､
耕

作
景

ヒ
､
規
格
紫

八
､
発
砲
路

九

､
人

口
介
布

卜
'
統
語

B

p
北
部
の
大
地
形

木
曾
地
塾
の
北
部
は
標
高
二
二
九
六

二
二
米
の
綻
ケ

岳
を
主
峰
と
L
t商
方
に

一
支
p
北
方
に
三
文
の
山
稜
を

派
出
す
る
八
木
月
助
氏
の
所
謂
経
ケ
岳
山
塊
で
あ
る
｡

此
の
北
部
地
塊
は
過
去
に
於
け
る
あ
ま
た
の
地
現
運
動

と
侵
蝕
作
用
は
よ
っ
て
､
著
し

い
地
形
を
現
は
し
壮
年

期
の
地
貌
･h
t量

し
て
ゐ
る
.
揮
ケ
岳
の
南
方
山
稜
は
擢

兵
衛
峠
(
一
事

三

光
)
に
於
で
敢
低
を

不
し
､
帯
び
高

庇
を
増
し
て
遇
か
駒
ヶ
岳
(
二
九
五
六

二
二
光
)
の
峻
峰

に
連
つ
で
ゐ
る
｡
絞
ケ
岳
よ
-
北
方
に
分
派
す
る

1
つ

は
､
始
め
北
西
に
向
以
坊
主
山
(
一
九
六
〇

｡
六
米
)
に

於
で
牝
々
兼
は
方
向
を
晒
じ
.
三
角
鮎

山
七
二
二

｡
四

大
曾
山
脈
北
部
航
掛
吋
に
於
け
る
地
形
と
人
文
に
説

い
て

米
t

l
七
二
五
米
､

一
五
四
〇
米
を
経
て
鍋
倉
川

二

二
〇
二
光
)
は
達
し
で
ゐ
る
｡
暇
-
ほ
こ
れ
を
鍋
倉
山

塊

と
桁

へ
て
港
-
｡
山
野
盆
地
の
北
に
は
霧
訪
山

(
1

三
〇
五

｡
凹
米
)
を
主
峰
と
す
る

一
群
の
地
塊
が
あ
っ

て
､
北
は
急
に
於
本
革
に
臨
み
覇

は
牛
現
時

(
1
〇
七

二
光
)
の
谷
分
水
は
よ
っ
て
鍋
倉
地
塊

へ
接
概
し

て
ゐ

る
｡
即
ち
弄
訪
山
塊
と
79
言
ふ
可
d
TJ73=の
で
あ
る
｡
経

ケ
岳
よ
-
北
東
は
向
ふ
山
稜
は
黒

梯
川
(
二

1
二
六
･
八

栄
)
の
北
東
少
許
に
放
て
二
分
し
､
そ
の

一
つ
は
耽
々

粟
の
方
向
に
長
畑
山
(
一
六
四

一
米
)近
江
山

(
1
四
四

六

･
九
氷
)
穴
倉
山
(
一
三
六
正
米
)
の
各
峰
を
連
ね
､

.B
に

一
っ
は
桑
韓
川
(
一
五
三
八

二
二
米
)愉
浬
･:-

(
1

二
四
八

二
ハ
米
)
の
峰
を
連
ね
北
東

へ
向
つ
て
ゐ
る
｡

臓
-
LJ>前
者
を
矢
倉
山
塊
.
後
者
を
椅
輝
山
塊
と
名
づ

け
て
港
-
｡
川
裾
線
の
藁
さ
は
穐
樺
山
塊
十
三
新
､
穴

倉

川塊
十
五
粁
'
鍋
倉
川
些

字

二
粁
で
あ
っ
て
.
弓

完

7
九



地

fr,
.
S

･[い
す
;
a

状
は
肋
つ
て
ゐ
る
が
略
平
行
し
て
ゐ
る
｡

以
上
各
山
稜
の
両
側
に
は
走
に
匿
列
な
る
多
数
の
小

･;
文
が
肋
骨
状
に
派
出
し
て
ゐ
る
｡

経
ケ
岳
山
塊
に
は
園
頂
峰
や
経
斜
面
の
準
平
板
遺
物

は
認
め
難

い
が
､
経
ケ
岳
の
摘
方
掬
立
株
高
鮎

一
九
六

八

｡
九
米
の
峰
'

1
九
六
〇

･
六
米
の
坊
主
岳
､
及
び

を
の
北
方
少
許
の
偉
程
に
あ
る
同
高
庇
の
二
峰
'
耗
ケ

岳
の
莱
南
狗
立
模
高
鮎

一
九

一
七
米
の
峰
､
貴
様
山
の

北
西
大
瀧
出
と
の
中
間
に
称
す
る

一
九
十r1九
〇
米
に
近
い

峰
同
じ
-
韻
樺
山
の
北
東
は
あ
る

一
九
三
〇
米
に
近
い

峰
等
が
殆
ん
ど
同
高
庇
む
保
ち
比
瞳
的
緩
や
か
な
視
線

を
現
は
し
､
厩
ケ
岳
の
四
川
は
分
祁
す
る
状
態
か
ら
推

し
て
悲
ら
-
乙
の
高
庇
に
近
い
蓮
が
､
準
中
頂
遺
物
の

位
裸
を
暗
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
O
し

て

見
る
と
綴
ケ
岳
､
鴇
揮
川
は
前
輪
廻
に
於
け
る
竜
ナ

ド

ノ
ッ
ク
で
は
な
か
っ
た
か
と
‖心
は
れ
る
｡
辻
村
助
数
接

に
依
れ
ば
'
赤
石
山
脈
の
北
部
釜
飯
出
附
妃
に
は
南
北

に
長
-
巾

1
粁
長
r
u四
粁
'
高
度
は
七
〇
〇
米
か
ら
二

〇
〇
〇
米
は
逢
し
て
ゐ
る
準
平
原
遺
物
が
存
在
す
る
と

言
は
れ
で
ゐ
る
が
'
木
骨
山
脈
の
元

部
に
79
殆
ん
ど
同

節

7
班

7..0

二
〇

高
度
の
準
平
原
造
物
短
観
め
る
と
す
れ
ば
､
栗
固
相
臆

じ
て
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
す
る
で
あ
ら
う
｡

準
平
原
形
成
後
は
起
っ
た
断
暦
隆
起
等
の
地
塊
運
動

と
そ
の
後
の
侵
蝕
作
用
と
は
よ
っ
て
.
現
今
見
る
如
F
J

税
離
在
る
地
形
かIJ現
は
し
て
ゐ
る
｡
即
ち
乙
の
地
塊
の

西
は
木
骨
川
断
層
と
そ
の
延
長
線
に
あ
た
る
奈
良
井
川

断
層
に
ょ
-
.
北
は
本
間
糾
撃
士
の
所
謂
小
野
断
層
角

盆
地
に
よ
-
､
兼
は
辻
村
助
教
授
の
所
謂
伊
那
断
簡
谷

に
よ
っ
て
､
取
に
商
は
三
峰
川
小
黒
川
を

一
線
と
す
る

断
簡
線
と
奈
良
井
川
上
流
の
断
簡
線
と
は
よ
っ
て
完
金

は
囲
ま
れ
た
る

一
池
亀
で
あ
る
｡
そ
れ
故
捉
ケ
菌
山
塊

は
ま
ね
挺
ケ
番
地
愚
と
言
っ
て
も
よ
い
.

地
形
的
人
文
的
に
共
通
鮎
の
多

い
興
味
あ
る
横
川
川

小
横
川
川
の
'姉
妹
谷
は
､
恐
ら
-
前
輪
池
の
侵
蝕
谷
で

こ
れ
等
の
｣川
は
か
つ
て
は
小
野
盆
地
の
飯
沼
川
等
と
共

に
諏
訪
或
は
於
本
方
面
に
流
れ
て
属
ね
で
あ
ら
う
乙
と

は
本
間
押
撃
士
や
春
日
珠
美
氏
も
説
明
し
て
ゐ
る
｡
炊
…

し
そ
の
後
飴
-
侵
蝕
の
進
攻
か･6か
つ
ね
時
期
に
､
伊
那

盆
地
の
隅
捜
及
び
小
野
角
盆
地
の
珪
成
並
び
に
rJ
か
ほ

と
も
在
っ
た
大
域
山
塊
西
寵
の
断
簡
と
'
配
に
大
域
樺



状
山
塊
の
南
に
背
面
を
向
け
た
傾
動
過
勤
等
の
諸
地
穀

運
動
と
､
自
ら
の
托
超
に
･･<
つ
て
､
佼
蝕
は
急
止
つ
大地 形 模 型 常 長

に
進

み
､

乙
JIこ完
令
な
る

二つ
の

袋
谷
と形
成

しそ

の
流
路
h
lも
鍵
史
せ
し

め
た
の
で
は
あ
る
9
{
い
か
｡
従

大
/I
-;
鹿
北
滞
米
針
両
に
lさ
け
る
地
形
と
人
文
に
就

い
て

つ
で
前
記
山
積
の
弓
状
守
曲
も
以

上
静
作
州
の
椿
集
で

あ
ら
う
0

節

1
間
は
陸
地
測
丑
･S.
五
寓
分
の

t
地
形

周
伊
都
､

高
遠
'
諏
訪
､
盤
尻
h
t井
礎
と
し
て
作
製
し

た
樽
型
の

駕
晃
で
あ
る
が
､
地
形
間
と
参
照
し
て
大
鰻
の
地
形
と

看
収
す
る
に
は
便
利
で
あ
る
｡
進
に
よ
っ
て
前
記
の
紙

山
塊
の
柁
税
と
こ
れ
を
刻
む
奈
良
井
川
'
飯
村
川
､
横

川
川
､
小
横
川
川
､
小
梯
川
等
の
谷
の
配
列
と
を
見
れ

ば
粒
ケ
岳
を
中
心
と
し
て
牧
欽
さ
れ
た
左
巻
の
渦
巻
地

形
を
敬
鬼
す
る
こ
と
が
川
凍
る
｡
勿
論
藤
原
博
士
の
言

は
れ
る
渦
巻
と
は
仝
-
異
る
で
あ
ら
う
が
'
小
地
域
に

於
け
る
興
味
あ
る
地
形
で
あ
る
｡

以
上
北
部
地
塊
の
地
形
lこ
就

い
て
棲
め
て
鹿
瀬
な
汲

明
と
試
み
ね
が
'
各
部
分
に
於
け
る
細
額
在
朝
香
観
察

ーこ
よ
っ
て
自
然
人
文
の
地
糊
的
記
載
を
す
る
乙
と
は
'

地
誌
撃
上
非
だ
大
切
で
あ
る
｡
然
し
未
だ
乗
ら
ず
従
っ

て
以
下
そ
の

一
部
分
_こ
就

い
て
の
み
筆
を
進
め
て
見
た

い
と
m
心
ふ
｡

地
域
の
決
定
ーこ
つ
い
て
は
飴
-
押
諭
的
に
考

へ
ね
の

で
は
な

い
が
､
比
較
的
朗
香
に
便
利
で
せ
と
ま
っ
た
未

二

二
一



地

相

節

十

川

怨

や
山
脈
北
部
東
斜
面
を
取
-
'
北
は
大
域
山
塊
'
京
は

h)
鶴
川
､
南
は
小
搾
川
で
隈
-
'
酉
は
槽
兵
衛
峠
よ
-

穐
粋
山
塊
に
至
る
来
斜
面
h
t封
象
と
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
､
断

暦

地

形

木
曾
地
塵
の
北
都
東
斜
面
は
山
地
と
平
地
と
は
大
別

出
氷
る
0
山
地
は
断
簡
崖
の

1
部
を
求
は
す
三
角
形
の

末
端
面
が
､
見
事
に

一
風
線
上
に
並
ん
で
川
棚
の
下
部

を
切
断
し
て
ゐ
る
O
断
層
崖
は
多
-
の
必
従
谷
に
依
っ

て
解
析
ruれ
､
を
の
山
寵
に
は
各

一
つ
宛
の
扇
状
地
が

敬
達
し
で
､
川
脚
の
基
部
は
理
投
rb
れ
て
ゐ
る
｡
握
ケ

舟
よ
-
愉
樺
山
に
至
る
山
稜
か
ら
は
約
十
筒
の
支
山
稜

が
'
主
川
故
に
的
角
に
派
糾
し
て
ゐ
る
が
､
を
の
大
n

は
南
ュ
-
北
す
る
に
従
っ
て
等
此
級
数
的
に
小
3
-
衣

っ
て
ゐ
る
乙
と
は
閲
版
第

一
版
に
記
入
し
た
礎
線
に
位

で
明
瞭
で
あ
る
｡
各
支
い-
職
の
尾
根
は
薯
る
し
-
忠
を

部
分
が
あ
っ
て
'
次
に
綬
斜
部
が
あ
-
帯
び
急
斜
面
と

な
っ
て
ゐ
る
.
授
斜
部
の
前
面
に
は

一
段
と
高

い
前
山

の
存
在
す
る
と
こ
ろ
も
各
所
に
あ
る
｡
乙
の
傾
斜
嘩
換

部
は
北
郷
の
甘
木
新
町
裏
よ
-
北
大
出
の
聞
方
に
あ
る

掲
立
標
高
知

一
一
五
六
米
'
下
古
田
の
西
方
に
あ
る
燭

約

7
故

三

二
二

立
標
嵩
鮎

1
二
三
九
氷
'
上
古
江t
の
西
方
は
あ
る
猫
立

標
高
鮎

二

一
〇
三
米
pi=m
別
の
西
方
に
あ
る

二
二
七

〇
･

四
米
の
三
角
鮎
､
御
旗
の
西
方
に
あ
る

.i
三
11
1
米

の

弼
立
標
高
鮎
'
中
修
の
酉
方
に
あ
る

一
二
〇
六
米
の
猫

立
糟
高
瓢
等
計
連
ね
る
時
は
殆
ル
ビ

一
直
線
を
な
し
て

州
債
線
と
金
-
平
行
す
る
の
で
あ
る
｡

rJれ
等
の
溌
観

は
兼
方
の
造
か
よ
･O
斜
に
望
む
時

一
目

瞭
然
で
あ
る
｡

rJ
の
革
質
は
少
-
と
79
二
回
の
階
段
断
層
が
か
つ
て
行

は
れ
た
乙
と
を
澄
明
L
tiJ
ゐ
る
.
南
部
の
御
射
出
'
減

庇
山
､
大
泉
桝
山
等
は
あ
つ
て
は
､
史
は
二
三
の
小
階

段
断
層
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

5,.
を
れ
故
に
若
し
尾

根
悼
弘
に
山

へ
登
る
ほ
は
､
急
峻
を
斜
面
を
登
っ
て
は

平
坦
在
所

へ
出
る
こ
と
を
繰
返
す
の
で
あ
る
｡
前

山を

越
す
時
は
登
っ
て
は
下
る
の
で
あ
る
｡
乙
の
頬
を
避
け

凡
が
た
め
は
主
山
稜
に
達
す
る
山
道
は
[
上
着
田
､
下

市
田
p
北
大
出
で
見
る
や
う
に
樺
を
選
ん
で
ゐ
る
｡

木
曾

山
脈
の
西
南

ほ
あ
る
憩
潮
山
下
に
は
極
め
て
大

規
模
を
階
段
断
層
が
四
箇
平
行
し
て
布
し
､
木
骨
断
簡

谷
に
面
す
る
西
側
に
は
着
る
し
い
丘
陵
列
が
様
式
的
に

教
蓮
し
て
ゐ
る
乙
と
は
辻
村
助
教
授
が
HI
本
地
形
誌
の



中
で
説
明
し
て
ゐ
る
が
.
本
地
域
に
於
で
も
類
似
の
地

形
を
観
察
す
る
rJ
と
が
出
求
る
.

山
五
二
二
米
の
頂
を
持
つ
樺
兵
衛
峠
は
南
と
北
に

一

九

一
六
米
及

一
九
六
八

｡
九
米
の
峰
よ
-
順
衣
高
-
衣

る
山
稜
が
あ
っ
て
'
リ
ヒ
ト
ホ
ー
プ
エ
ソ
氏
の
所
謂
谷

分
水
む
な
し
'
自
然
的
に
交
通

を
容
易
を
ら
し
め
て
ゐ

る
｡
そ
の
小
在
る
も
の
は
稔
樺
山
の
西
南
に
あ
っ
て
､
納

戸
新
町
か
ら
小
横
川
に
迫
ず
る
捷
賂
と
な
っ

てゐ
る
｡

乙
の
地
域
の
地
贋
は
殆
ん
ど
古
生
代
の
地
層
で
砂
岩

粘
板
岩
'
激
岩
の
互
暦
む
な
し
､
中
に
角
岩
､
石
衣
岩

を
介
在
し
て
ゐ
る
｡

三
､
扇

状

地

図
版
節

1
版
は
本
地
域
に
於
け
る
扇
状
地
を
不
し
た

も
の
で
あ
る
｡
各
扇
状
地
の
形
態
は
五
笛
分
の

1
地
形

間
に
よ
-
同
心
閲
を
覆
す

コ
ン
ト
ル
ラ
イ
ン
の
屈
曲
鮎

の
連
絡
に
ょ
つ
で
大
櫨
を
知
る
こ
と
が
出
凍
る
が
､
こ

れ
の
み
で
は
明
確
を
期
し
難

い
の
で
p
山
姥
及
び
扇
状

地
面

完
竹
に
捗
み
'
数
回
縦
横
に
披
渉
し
､
を
の
観
察

に
基
づ

い
て
地
形
間
に
記
入
し
た
.
棉
;
懲
崖
下
及
び

段
丘
崖
下
の
崖
錐
と
重
言
ふ
可
き
小
扇
状
地

と

も
茄
-

木
曾
山
脈
北
部
如
劉
軒
に
於
け
る
地
形
と
人
文
に
就

い
て

併
託
す
る
rJ
と
ほ
っ
と
め
た
｡
北
部
大
域
山
塊
の
南
蛮

急
斜
面
に
は
四
衛
の
崖
錐
が
あ
っ
て
そ
の
上
に
上
辰
野

変
蕗
が
聴
逢
し
て
ゐ
る
｡
小
横
川
川
の
薯
期
の
谷
底
中

野
は
侵
蝕
の
回
春
に
よ
っ
て
今
は
段
丘
と
在
っ
て
残
で

ゐ
る
が
､
そ
の
出
口
の
儀
期
扇
状
堆
積
面
は
愉
樺
山
の

前
山
頭
塵
の
山
麓
に
僅
か
高

い
段
丘
を
形
成
し
て
ゐ
る

の
み
で
､
三
歯
の
三
聴
崖
錐
が
そ
の
上
は
購
っ
て
ゐ
る
｡

愉
緑
川
は
稔
棒
扇
状
地
を
作
っ
て
宮
木
衆
群
の
後
背
に

迫
つ
LiJ
ゐ
る
｡
rJ
れ
よ
-
関
す
る
に
捉
以
扇
状
地
は
鶴

熱
と
並
び
等
比
級
数
的

托
を
の
太
さ
を
増
し
て
み
る
｡

扇
状
地
の
名
術
は
便
宜
上
そ
れ
等
を
形
成
し
た
樺
或
は

川
の
名
を
冠
し
て
､
鳥
居
樺
扇
状
地
､
北
の
輝
扇
状
地

桑
樺
川
扇
状
地
､
探
襟
川
扇
状
地
､
北
滞
扇
状
地
､
背

森
川
扇
状
地
､
大
泉
川
扇
状
地
､
小

鰐
川
扇
状
地
と
呼

ぶ
乙
と
は
す
る
.
是
等
各
扇
状
地
の
間
ほ
は
各
支
山
稜

の
三
角
崖
下
に
､
多
-
の
崖
錐
が
畿
達
し
で
ゐ
る
｡
各

山
稜
の
分
水
嶺
を
乱
視
で
示
し
て
港
い
ね
が
､
rJ
の
分

水
線
に
よ
っ
て
閉
ま
れ
ね
谷
の
太
さ
は
直
接
そ
の
各
の

扇
状
地
の
大
呂
に
腰
じ
て
見
事
に
並
列
し
て
ゐ
る
｡
扇

状
地
の
封
部
も
標
高
七
〇
〇
米
か
ら

一
0
0
0
光
の
間

]三

二
三



地

瑚

節
十
四
番

で
あ
っ
て
.
甫
す
る
に
促
つ

三億
-
な

っ
て
ゐ
る
｡
こ

れ
等
扇
状
地
の
左
右
は
瓦
U

は観
合
し
て
所
謂

コ
ソ
.'1

タ
ン
ド
フ
ア
ン
を
覆
し
裾
各
地
鮎
は
低
地
を
覆
し
て
ゐ

る
｡
兼
備
は
次
第
に
崩
が
-,L
裾
令
低
地
は
不
明
瞭
と
を

-

完
竹
に
連
続
し
空
向
規
を
な
し

て
ゐ
る
｡
扇
状
地
面

の
傾
斜
は
頭
部
は
急
で
次
第
は
緩
や
か
と
な
-
､
傾
度

は
二
十
分
の

1
乃
至

四
十
分
の

一
で
あ
る
｡
何
れ
も
頭

部
に
近
-
傾
斜
の
急
軍
部
が
あ
る
0
扇
状
地
を
昭
成
し

て
ゐ
る
地
層
を
見
る
ほ
僻
斜
の
匿
.V
る
高
原
地
帯
は
厚

い
ロ
ー

ム
暦
で
覆
は
れ
､
下
部
は
砂
塵
暦
と

ブ
ー

ム
の

互
厨

で
あ
る
が
頭
部
近
-
の
急
斜
部
に
は
表
面

に
砂
磯

暦
が
表
は
れ
で
ゐ
る
｡
然
し
深
鯉
川
扇
状
地
以
南

は
殆

人
ど
頭
部
近
-
ま
で
厚

い
ロ
ー
ム
層
で
覆
ば
れ
て
ゐ
る

が
'
桑
梯
川
扇
状
地
よ
-
急
は
砂
灘
が
現
ば
れ
川
恋
に

於
で
は
特
に
甚
だ
し

い
｡
下
部
に
は
ロ
ー
ム
層
が
あ
ら

相
磯
圏
が
あ
る
｡
乙
の
潜
る
し

い
地
層

の
差
異
は
恐
ら

-

ロ
ー

ム
層
堆
積
後
は
於
で
､
深
襟
川
以
南

の
河
流
は

侵
蝕

の
復
活
に
伴
っ
て
､
扇
状
地
を
烈
し
-
刻
ん
で
泥

い
谷
を
生
じ
､
そ
の
後
の
氾
濫
に
ょ
る
運
搬
土
砂
は
p

乙
の
谷
に
よ
っ
て
轟
-
運
ば
れ
た
が
も
桑
韓
川
以
北
に

約

7
出

違

二
凹

於
で
は
､
浸
蝕
進
ま
ず
た
め
は
､

谷
は
浅
-
従
う
て
そ

の
後
の
運
搬
の
土
秒
は
忽
ち

ロ
ー

ム
暦
上
に
氾
濫
し
砂

塵
の
多

い
現
扇
状
地
雨
を
形
成
し
た
の
で
あ
ら
う
｡

扇
状
地
の
末
端
は
扇
状
地
段
丘
と
も
言
ふ
べ
き
的
形

を
表
は
L
fJ
の
昆
下
に
も
二
次
的
の
小
扇
状
地

が
凝
蓮

し
て
ゐ
る
〇四

'
段

丘

段
丘
の

一
枚
的
形
態
撃
に
就

い
て
は
敢
近
来
米
桝
撃

士
が
魂
多
の
例
を
拳
げ
で

｢
地
理
学
評
論
｣

は
連
載
し

て
説
明
し
､
伊
郷
盆
地
の
特
色
で
あ
る
段
丘
の
形
額
や

成
因
に
就

い
で
一は
辻
村
助
致
授
の

｢
信
州
伊
郷
の
山
間

盆
地
と
段
丘
並
に
天
龍
峡
の
峡
谷
｣

と
題
す
る
論
文
が

あ
-
､
｢
飯
田
盆
地
及
段
丘
｣
は
就
い

て
は
市
減
八
代
tH

氏
の

記
載
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
伊
那
盆
地
北
部
の
段

丘
に
就

い
て
そ
の
形
態
や
成
因
を
何
人
か
に
ょ
つ
て
よ

-
明
細
に
研
究
糖
衣
n
れ
ん
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で

あ
る
｡
筆
者
は
第
二
閲
の
如
-
胆
に
そ
の
分
布
堅

不
し

後
の
人
文
的
現
象
と
如
何
に
踊
係
あ
る
か
散
見
ん
と
す

る
79
の
で
あ
る
｡
第

一
段
丘
I
は
扇
状
地
段
丘
と
も
言

ふ
吋
き
も
の
で
あ
っ
て
､
天
龍
川
と
各
支
流
に
よ
っ
で



形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
第
二
段
丘
H
は
を
の
前
面
に

第
二
間

段
丘
介
祁
間

へ)
:200,000)

握
ケ
括
山
塊
､
穐
韓
山
塊
の
東
斜
面
は
幾
多
の
必
捉

谷
に
ょ
つ
て

彫
刻
ru
れ
､

殆
ん
ど

平
行
し
た
渓
谷
は

略
東
流
し
て
天
龍
川
は
注

い
で
ゐ
る
｡
窮
三
間
は
水
系

分
布
園
で
あ
る
が
､
少
-
と
も
現
今
泉
の
溺
出
し
て
流

れ
て
ゐ
る
水
路
は
小
輝
に
寅
る
ま
で
調
査
し
て
記
入
し

た
｡
但
し
谷
深

い
上
流
部
は
足
跡
を
印
せ
ず
'
従
っ
て

多
-
は
地
方
の
人

々
に
冊
p
u或
は
同
上
は
よ
っ
て
判
断

し
大
鰻
と
記
入
す
る
乙
と

は
し
た
｡
必

従
谷
は
沫
-
-;

憶
を
侵
蝕

し

そ
の
出
口
に
於
で
は
前
祝
の
如
く
扇
状
地

は

北

よ

♭

南
に
至
る
に
従
っ
て
大
と
を
-
段
丘
崖
線
の

太

さ

で

そ

の
大
凡
を
表
は
し
て
Ao
い
ね
｡
段
蕃
雌
の
傾

斜

は

天

龍

川

は
面
す
る
と
乙
ろ
は
､
北
部
は
第

:l
段
丘

崖

が
急

で
南

部
は
第
二
段
丘
崖
が
急
で
あ
る

｡

支

流

%
J

谷

は
面

す

る
段

丘
戊
は

一
般
に
北
崖
は
厚

で
南

崖

は
急

で

あ

る

｡

北

部

は
三
組
凹
級
の
段
丘
が
あ

っ

て

視

雛

で

あ

る

が

､
前

部

は

二
組
あ
る
の
み
で
軍

制

で

あ

る

〇

五

､

次

第

木
曾
山
脈
北
部
如
封
印
に
於
け
る
地
形
と
人
文
に
就

い
て

第 三 圃 水系分布間 (1‥200,000)



地

球

第

十

四

態

を
敬
連
せ
し
め
て
ゐ
る
｡
天
龍
川
の
回
春
に
よ
る
著
し

い
侵
蝕
復
活
は
次
第
は
上
流
は
俺
達
し
､
扇
状
地
両
を

操
-
刻
ん
で
段
丘
と
谷
を
生
じ
､
兜
は
保
障
川
､
瀞
無
川

大
泉
川
､
小
襟
川
等
は
細
長

い
谷
底
平
野
を
形
成
し
水

田
に
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
｡
頚
部
侵
蝕
は
次
第
に
山
階
泥

-
喰
入
っ
て
小
棒
川
.
大
泉
川
の
如
き
は
殊
は
烈
し
-

を
の
上
流
に
は
多
-
の
毘
崩
れ
が
産
じ
て
ゐ
る
｡
侵
蝕

回
春
の
常
と
し
て
そ
の
上
流
は
河
道
の
傾
斜

急
で
あ

る
｡
山
麓
の
各
支
山
稜
末
紬
は
藍
は
あ
ま
た
の
小
棒
が

あ
-
､
叉
所
々
に
堤
が
築
か
れ
て
こ
れ
等
の
水
を
貯

へ

沸
鵬
は
促
し
て
ゐ
る
｡
川
地
の
流
水
は

一
皮
山
麓
下
に

蓮
す
れ
ば
､
急
に
流
は
輝
や
か
と
な
み
､
砂
磯
暦
よ
-

成
る
扇
状
地
堆
積
の
た
め
勿
ち
地
下
に
浸
透
し
て
洪
水

時
の
外
は
殆
人
ど
下
流
に
蓮
せ
ず
所
謂
水
無
谷
を
な
し

て
ゐ
る
｡
帯
無
川
p
大
泉
川
は
そ
の
教
も
新
し

い
も
の

で
あ
る
｡

一
且
山
麓
は
於
で
地
中
は
浸
透
し
た
地
下
水

は
扇
状
地
の
下
を
伏
流
と
在
っ
て
流
れ
､
亀
か
東
方
の

扇
状
地
未
練
或
は
段
丘
崖
下
に
清
澄
を
免
と
な
っ
て
再

び
湧
出
し
て
ゐ
る
｡

段
丘
崖
に
於
け
る
崖
搬
侵
蝕
作
用
は
闘
牛
部
に
於

で

節

7
幼

真

二
六

幼
年
的
に
顔
達
し
始
め
て
ゐ
る
｡
即
ち
山
寺
附
近
の
葡

樽
洞
､
イ

マ
イ
ヅ
",
'
御
閑
附
近
の
オ
モ
イ
ザ

ハ
､
ス

ガ
ヌ
マ
､
刺
子
柴
附
近
の
オ
ホ
シ
ミ
ヅ
'
田
畑
附
近
の

rl
ン
ザ

Jl
､
飽

ノ
井
附
近
の
ホ
ラ
ノ
イ

-
､
ク
キ
ザ

ハ

久
保
附
近

の
キ
ク
ゲ

バ
'
ミ
ナ
ミ
ず

ハ
､
木

ノ
下
の
ィ

ヅ
ミ
ず

.1
等
で
あ
る
｡
然
し
て
rJ
れ
等
小
浬
の
頭
部
は

殆
ん
ど
松
､
杉
､
槽
等
の
森
林
に
敵
は
れ
､
地
下
水
の

滴
菱
地
と
在
か
侵
蝕
の
後
退
を
阻
止
し
て
ゐ
る
｡

次
に
湛
翫
用
水
路
に
就

い
て
述
べ
て
見
た
い
.

そ
の

中
で
規
模
の
大
き
く
､
そ
の
利
用
ま
た
甚
大
在
る
も

の

は
有
名
を
西
天

龍
で
あ
る
｡
TJ
の
事
業
は
上
伊
那
郡
酉

天
龍
耕
地
整
理
組
合
の
計
婁
す
る
と
rJ
ろ
が
あ
っ
て
'

幾
多
の
犠
牲
と
困
難
と
を
麗
て
漸
-
完
成
せ
ん
と
し

て

iQ
る
〇

第
四
問
は
酉
天
龍
水
路
の
位
臆
と
そ
の
間
田
地
背
と

は
五
寓
分
の

山
地
形
岡

に
示
し
LJ
も
の
で
あ
る
が
､
前

述
の
扇
状
地
末
端
の
高

原
地
形
を
利
用
し

ゐ

る

こ
と

那
.
誠
に
ょ
-
は
つ
き
-
と
見
え
る
｡
水
利
の
乏
し

い

段
丘
上
は
港
眠
す
る

乙
と
は
古
楽
あ
ら
ゆ
る
苦
心
を
費

し
て
拭
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
北
部
は
あ
る
将
兵



節

四

聞

四

天
龍

開

墾

,
地

(
)
‥
1
0
0
･0
0
0
)

木
曾
山
脈
北
部
火
刑
吋
に
於
け
る
測l
形
と
人
文
に
就

い
て

]‥七

二
七



地

域

解
十
川
怨

耕
地
肱
川
の
置
城
及
面
積
政
定
は
左
の
如
-
で
あ
る

伊
那
宮
村

新
町
､
醐
月

中
箕
輪
村

喋
､
大
出
ー
松
島
､
木
下

南
箕
輪
柑

久
保
'
鰻
ノ

非
､
北
殿
､
南
殴
'
大

泉

'

田
畑

'

伸

子

柴

､

障

尻

伊

那

町

和
園
､

山
寺
'
坂
下
'
小
浬

.

全

面

積

nHりt
E:
Ht

都
田
鮭
川

道
路
水
路
池
沼
其
他

五

〇

〇

･

〇
〇

町

歩

二
四
二
二

1三
町
歩

二
〇

･
五
九
町
歩

7
七
八
二
二
七
町
歩

乙
の
地
帯
の
献
配
水
の
源
は
遠
-
天
龍
川
本
流
に
求

め
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
､
西
部
川
渡
よ
-
流
出
す
る
河

流
は
水
食
乏
し
-
､
殊
に
夏
期
畢
勉
は
際
し
て
は
殆
ん

ど
飴
水
が
な

い
の
で
利
用
は
金
-
困
難
で
あ
る
O
天
龍

川
の
水
は
上
流
諏
訪
湖
の
た
め
水
魚
を
調
節
rb
れ
る
の

で
甚
だ
し
い
樹
城
は
伽
T

.
ま
た

.I
方
湖
岸
に
は
多
量

に
窒
素
む
含
有
す
る
地
下
水
湧
現
し
'
岡
谷
附
近
代
あ

る
あ
ま
た
の
製
糸
工
場
で
は
汚
物
を
排
出
し
て
､
水
質

は
自
然
に
肥
沃
と
な
ら
､
溝
況
用
水
と
し
て
そ
の
利
用

憤
値
が
甚
だ
大
で
あ
る
｡

節

7
幼

]六

二
八

ゝ
ま
ね
乙
の
地
域
に
於
け
る
恵
水
排
除
に
付

い
て
は
的

形
上
高
毒
で
あ
-
'
所
々
に
は
横
断
す
る
渓
谷
が
あ
る

の
で
便
利
で
あ
る
｡
水
路
の
取
入
口
は
天
龍
川
の
上
流

諏
訪
郡
川
岸
柑
事
例
耀
地
籍
の
左
岸
で
あ
っ
て
､
滑
水

調
節
の
た
妙
所
謂

ロ
･;
リ
ン
グ
ダ
ム
装
置
を
施
し
で
あ

る
｡
取
入
水
盤
は
最
大
時
期
に
於
三

一〇
〇
秒
立
方
尺

で
あ
る
と
言
ふ
｡
水
路
は
駒
喋
の
南
方
で
水
路
橋
に
よ

っ
て
着
岸
は
移
-
､
大
域
山
塊
の
兼
寵
を
摘
下
し
上
辰

野
に
於
で
大
規
模
を
サ
イ
フ
オ
ン

(長
さ
六
五
三
米
､

直
種
二
米
､
落
差

一
兼
'
水
餅
二
五
米
)
に
よ
っ
て
横

川
川
を
横
断
し
宮
朋
の
西
で
段
丘
上
は
損
で
､
新
町
､

酬
朋
'
北
大
出
の
ト
ン
ネ
ル
を
通
過
し
､
各
渓
流
は
水

路
橋
は
よ
っ
て
横
断
し
､
腕

鹿
長
蛇
の
如
-
逮
-
小
棒

川
の
放
水
路
に
達
し
で
ゐ
る
｡

工
事
着
手
は
大
正
十

一
年
九
月
で
あ
.つ
て
昭
和
九
年

三
月
ま
で
十
三
ケ
年
間
に
竣
工
す
る
像
定
で
あ
る
｡
園

に
乙
の
工
事
の
費
用
も
英
大
で
あ
っ

て大
正
七
年
の
概

算
は
よ
れ
ば
紙
徹
宵
五
十
二
嵩
三
千

甘閲
に
達
し
で
ゐ

る
0第

五
周
は
西
天
龍
開
梨
地
の

1
部
で
あ
る
大
泉
の
牝



第
五
捌

tE
天
龍
開
苑
地
の

.[
餌

禾
甘
山
脈
光
琳
架
新
村
に
放
け
る
地
形
と
人
文

LJ就

い
て

方
で
あ
る
が
､
新
開
拓
泉
の
聴
取
と
十
分
に
見
る
乙
と

が
り
氷
る
.

そ
の
他
の
碑
批
用
水
路
は
天
龍
川
_こ
約
っ
た
沖
積
中

野
に
分
和
し
rJ
れ
に
略
平
行
し
て
ゐ
る
｡
北
部
に
於
で

.

は
悌
兵
術
堰
'
新
町
堰
､
羽
坊
堰
の
三
つ
が
繊
川
川
の

水

を
入
れ
巧
み
に
段
丘
上
に
戦
き
水
枕
に
便
じ
て
ゐ
る
.･

上
旋
野
段
丘
の
下
に
も
蛸
川

川
の
水
を
引

い
た

一
つ
の

梶
が
あ
る
｡
柁
以
絹
に
於
て
は
段
丘
は
或
は
崖
下
に
湧

水
す
る
多
足
の
束
は
附
近
の
水
凹
を
.推
放
し
､
そ
の
尻

は
凝

っ
て
淡
筋
か
の
排
水
紡
と
な
っ
て
ゐ
る
｡
又
南
部

川
礎
に
限

っ
て
所
々
に
桁
池
俗
に
礎

があ
っ
て
水
丑
の

乏
し

い
崩
状

地の
瑚
部
に
離
概
し
て
ゐ
る
｡
崩
状
地
A
J

悶
析
し
て
加
に
流
れ
る
各
務
流
は
､
-;
故
に
於
て
段
丘

上
は
堰
上
げ
'
散
在
す
る
-;
聴
衆
蕗
に
導
水
し
て
飯
川

柵
赦
､
水
車
等
に
利
川
し
て
ゐ
る
｡

以
卜
地
形
と
水
系
と
は
就

い
て
穣
め
て
術

駅
に紋
別

し
た
が
､
概
柄
し
て
見
れ
ば
明
ら
か
に
三
つ

の自然
的

地
耕
h
.院
介
す
る
こ
と
が
;
凍
る
.
即
ち
天
龍
川
桁
韓

地
神
､
高
校
地
神
'
-;
麓
地
神
と
で
あ
る
｡
乙
の
三
地

坪
は
北
す
る
に
従
っ
て
次
第
tこ
接
悲
し
､
北
大
的

(
肢

l‥九

二
九



地

政

･[:.:十
四
･:.5'

密
に
は
新
町
)
に
於
で
は
金
-
(;
櫨
し
て
ゐ
る
｡
fJ
れ

等
兄
事
を
る
自
然
的
卦
軌
は
文
化
柴
に
も
ま
ね
よ
-
衷

は
れ
で
ゐ
る
rJ
と
を
逐
次
述
べ
て
見
や
う
｡

六
､
耕

作

景

五
嵩
分
の
1
地
形
間
を
基
と
し
田
､
畑
.
山
林
､
原

野
の
分
布
を
衷
は
し
た
も
の
が
第
六
間
で
あ
る
が
p
著

第
六
閲

耕
作
地
分
布
図

(1
=200,0
00
)

く
乙
と
は
し
た
.
こ
れ
は
閣
天
龍
開
墾

前
の
分
布
形
態
を
知
-
ね
い
た
め
で
あ
っ
た
｡
畑
と
し

て
は
桑
園
の
外
は
容
.
莱
.
稗
､
大
豆
等
の
雛
穀
畑
及

び
野
菜
畑
が
あ
る
が
p
碁
笥
教
連
の
た
め
極
め
て
僅
少

で
あ
る
が
た
め
省
い
た
｡
TJ
の
園
に
於
て
新
作

泉
の
三

節

丁
馳

三

〇

三
〇

帯
が
明
ら
か
は
離
め
ら
れ
る
｡
天
龍
川
河
津
地
帯
は
沖

積
平
野
は
畿
達
し
力
水
旧
の
細
長

い
連
縛
薯
が
を
の
特

色
を
表
は
し
て
ゐ
る
｡
rJ
の
小
景
観
は
横
川
川
'
小
梯

川
等
の
支
流
の
沿
岸
に
も
見
る
rJ
と
が
闇
凍
る
｡
天
龍

州
は
前
に
運
べ
ね
如
-
洪
水
に
ょ
る
氾
濫
が
少
い
の
で

水
tET
と
川
原
IJJ
の
境
罪
は
極
め
て
低

い
簡
単
を
構
造
を

有
す
る
堤
防
で
あ
っ
て
､
荒
川
で
あ
る
天
龍
川
の

1
大

支
流
三
峰
川
の
如
き
戯

い
荒
地
は
な

い
の
で
あ
る
｡

西
部
の
山
麓
地
帯
は
水
田
と
桑
園
と
が
部
分
的
に
糟

那
し
､

一
間
と
夜
つ
て
は
山
驚
線
に
滑
っ
て
瓢
在
し
て

ゐ
る

｡
乙
の
分
離
的
の
分
布
が
乙
の
地
帯
の
特
色
で
あ

る
｡
周

乙
の
地
昔
は
新
穀
畑
が
他
よ
-
多
-
桑
煤
の
成

長
も
劣

っ
て
ゐ
る
｡
中
央
の
高
原
地
帯
は
南
よ
-
甲
′

原
､
三
本
木
原
､
大
芝
原
､
大

原
'
北
′原
等

の
森
林

地
と
草
原
地
と
そ
の
兼
側
に
沿
っ
て
ヤ
J
捷
蒔
的
に
分

布
す
る
廉

い
桑
園
地
と
で
あ
る
｡
森
林
は
於
を
主
と
し

落
葉
松
､
椅
'
雑
木
等
で
あ
っ
て
'
地
味
於
は
通
し
且

つ
平
坦
在
る
た
め
植
林
に
優
で
あ
っ
て
至
る
所
に
美
林

が
あ
る
.
五
六
月
頃
杖
を
此
の
地
に
曳

い
て
松
風
の
音

を
き
ゝ
､
路
傍
に
群
が
-
映
ー
亦

い
つ
＼
ぢ
､
ぼ
け
や



黄
金
色
の
:-
晩
の
花
数
愛
で
る
時
は
宛
然
無
限
の
高
頂

I,ij遣
造
す
る
の
風
情

が
あ
る
｡
更
に
ま
れ
耕
作
地
と
し

て
開
拓
す
る
故
地
の
桐
十
分
に
あ
る
rJ
と
を
精
戚
せ
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な

い
o

第

1i
表
は
昭
和
二
年
現
在
の
水
山
､
桑
園
の
反
別
と

農
業
者
の
戸
数
で
あ
っ
て
､

.1
月
平
均
の
各
反
別
を
計

算
し
て
見
た
｡

節 表

木
骨
山
脈
北
部
如
斜
.rh=E
に
放
け
る
地
形
と
人
文
に
放

い
て



地

球

約
十
川
魅

第
七
閲
(
其
ノ
こ
==ば
業

一
月
宙
水
Hl
反
別
区
分
閲

(1:2CO,000)

(
其

ノ
二
)捷
栄

二
1
皆

桑

園

反

別

置

分
圃

第

一
敦
は
よ
っ
て

農
業
者

一
月
平
均
の
反
別
を

(1;200,っOO)

7g
部
落
別
に
算
出
し
な
の
を
凡
を

一二
級
に
分
ち
.
部
群
の
輪
廓
中
は
匿
介

し
て
表
は
せ
ば
姉
七
間
の
如
き
も
の
む
得
た
｡
二
間
を

節

1
㍍

三

三二

比
較
し
て
そ
の
分
布
を
見
れ
ば
姉
六
閲
の
耕
作
地
分
布

間
と
帖

一
致
し
､
水
田
は
河
岸
地
帯
を
姉

一
と
し
'
山

麓
地
帯
こ
れ
に
次
ぎ
､
中
塗
向
粧
地
群
に
は
最
も
少
-

桑
園
分
布
は
大
磯
こ
れ
に
鼎
反
す
る
現
象
で
あ
る
｡

次
に
新
作
泉
の
特
殊
を
も
の
に
は
山
薬
と
御
旗
集
が

あ
る
｡
妨
入
園
は
山
葵
栽
培
地
の
分
布
,h
t七
寓
五
千
分

の

一
地
形
間
は
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
殆
ん
ど
rJ
の

西
南
地
域
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
｡

即
ち
東
面
せ
る
段
丘
崖
と
崖
報
侵
蝕
谷
の
小
樽
と
で

あ
っ
て
多
量
の
清
水
の
湧
出
す
る
地
域
で
あ
る
乙
と
は

第
二
間
の
段
丘
分
布
閲
と
第
三
問
の
水
素
分
新
聞
を
見

れ
ば
明
瞭
で
あ
る
｡

rJの
地
の
山
葵
は
圃
春
近
付
及
び

下
伊
郷
郡
太
島
村

､
清
内
路
村
の
山
葵
と
北
ハほ
所
謂
伊

那
山
葵
と
榊
す
る
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
粕
漬
は
伊
那

の
名
産
は
数

へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
南
箕
輪
皮
び
伊
那
町
に

於
け
る
栽
培
地
の
地
質
は
何
れ
も
第
四
配
洪
租
圏
は
屈

す
る
多
盤
の
激
を
含
む
地
質
壌
土
で
あ
る
｡
湧
水
は
清

澄
で
あ
っ
て
水
瓶
は
南
殿
の
調
査
に
よ
れ
ば
夏
期
十
三

度
冬
期
十
握
で
あ
る
｡
水
盤
に
就

い
て
畏
串
試
験
場
の

分
析
せ
る
結
果
は
次
の
如
し
｡



甜

甜

銅

闇
再
刊

聞

損

洞
門

現

棋

闇

凋

用
澗

盟

Y

Ie
f
削,

...
I..7

7･;･･職
･';.欄
,:.i.:I::嘲
.;
.47;i.･
11.雷

甘

:7
.～.5,;
i
.･..:満

･;1fJ:･i.Tm
.':._･.;:･丑

....

.

∵

巨

虹

匝

ト

ト
=齢

虹
第八間 山葵の分布

(1:75'000)

桝
せ
り
､
即
ち
水
に
終
似
せ
る
菩
次
懐
石
次
が
…次
酸
石
次
と
し
て
沈

澱
せ
る
を
示
す
も
の
な
り
O
固
形
物
粗
放
〇

･
〇
七
五
〇
､
同
上
中

次
分
瀧
〇
･
〇
三
八
〇
､
ポ
次
O
.
〇

二

四

'粗
末

O
｡〇
五
三
'

硫
恨

0
.
0
〇
二
八

似
し
水

]
リ
ッ
ト
ル
中

の
瓦
盈

な
り｡

口
光

も

飴
-
渥
5
'は
不
通

常
ら

し

-

段

丘

兼

斜

両
や
小

樽
の
凹
地
が
良
-
更
は
周
囲
に
は
杉
槽
等
の
植
林
が
あ

る
0第

九
間
は
甫
殿
の
段
丘
蔑
兼
斜
両
を
利
用
し
た
山
葵

畑
で
あ
る
が
p
丸
太
を
横
に
境
と
し
た
多
-
の
盛
石
と

周
囲
の
林
木
と

崖
下
の
水
田
が
衷
は
れ
で
ゐ
る
｡
育
凍

利
用
偵
値
の
乏

し

い
小
棒
や
段
丘
崖
の
,溺
水
温
地
が
か

く
美
事
を
耕
作
党
と
化
し
た
の
79
金
-
地
形
､
地
質
水

木
甘
山
脈
北
部
火
針
術
に
於
け
る
地
形
と
人
文
に
就

い
て

質
等
の
胸
で
あ
る
｡

御
旗
菜
は
山
麓
御
旗
の

慮
産
で
あ
っ
て
.
此
所
に

嘱
指
定
朝
顔
某
採
種
組
合

が
布
し
て
ゐ
る
｡
該
地
域

は
種
苗
九
〇
〇
米
の
高
原

に
任
し
気
候
冷
涼
で
'
良

-
漬
菜
栽
培
に
過
し
て
ゐ

る
土
嚢
は
第
四
紀
洪
積
層

で
あ
る
が
'
磯
の
少

い
腐
植
質
埴
土
で
あ
る
.
昭
利
三

年
農
事
試
儲
場
の
調
査
に
よ
れ
ば
上
伊
那
郡
下
の
栽
培

而
積
は
二
十
二
町
八
反
歩
'
其
の
生
産
高
七
甫
六
千
貫

慣
格
七
千
四
百
園
に
及
ぶ
と
言
ふ
｡

果
樹
類
に
つ
い
て
見
れ
ば
梅
､
柿
は
屋
敷
樹
と
し
て

至
る
所
に
あ
-
'
高
原
地
の
僅
か
の
部
分
に
は
葡
萄
'

桃
等
の
果
樹
園
が
あ
る
が
晶
貿
良
か
ら
ず
蝕
み
有
望
で

け
な

い
｡

冬
枯
の
淋
し
い
宋
群
を
朗
々
青

い
み
ど
身
で
彩
っ
て

ゐ
る
の
は
屋
敷
林
と
し
て
ゐ
る
竹
激
で
あ
る
が
､
殆
凡

ど
山
麓
は
の
み
限
ら
れ
且
つ
北
部
に
至
る
ほ
従
っ
て
p

喜

一

三
三



滴

で

′,

嶋

尊

卑
T
t
鵡

長

い
林
籾
A
-
見
せ
て
ゐ
j
i
老
練
津
濃
す

可
さ
で
あ

段 丘 鷺 利 用 の 山羊 栽 培

書

の
形
夏

布
と
A
l蔓

す
る
允
め
.k
妻

空

揚
芳
吐
董

A
l霊

5
･8
音

量

十
JE
で
亀

也
も
鐘
義
誉

蕎
私
書こ
あ
や

董

′

が
畿
･-
.FI
遷

雀

上
馬

,?
.'
Pj

A
.
'

･..r

.,r

J
t

鷺

･I
.養

.

.Pし
た
と
こ
ろ
も
少

4

Lh
J

く
を

i
e
で
的
本
科
手
取

-.
尋

-
義
正
L
t
玉
戸
以
上
集
胃
し
て

.

み
る
も
の
姓
加
わ
す
き

J
と
は
し
だ
'i

一-
.-
l
-
▲
-1
一
I

r
.T
.I
.
I
-
-

rl

__

･ヽ+
.

蓉
幕
完

鯉
G
誓

比
吉

富

長

与

ん

I

鼻
骨
任
の
機
構
A
･知
ら

ん
与

る
捉
外
董

･首

や

あ
る
が
'
働
々
め
蒙
静
枝
畿

小
暮

鑑
毛
織
取
替
瞥
'.
.

亀
鋼
'
住
宅
構
艶
寧
騨
鱒
tと
掛
り
て
徽
表
す
ヰ
己
と
tA

る
｡
長

堤

琳
及
び
中
部
琵

鷺
麗

し
墓

期
鼻

甘
薯
だ
大
官

頂
墓
鎗
差

す
急

で
あ
.～
.
ヰ
&
弘
雷



村
北
大
出
よ
-
=
鷲
に
借
り
て
南

へ
進
め
ば
､
徐
々
に

を
の
高
庇
を
増
し
p
栓
林
を
舶
け
原
を
過
ぎ
耕
作
地
HLJ

経

て
.t
囲
の
単
称
に
達
し
､
再
び
耕
作
地
､
視
野
､
森

林

を通
過
し
時
々
挨
谷
･,k
l下
-
上
-
し
て
九
桐
の
繁
渉

を
観
察
し
柿
兵
衛
術
遇
に
出
る
｡
七
五
〇
米
の
北
大
Ⅲ

か
ら
九
五
〇
兼
の
羽
朗
､
典
地
に
及
ん

で
ゐ
宅
､
南
す

る
に
捉
･3
裏
方
に
順
下
す

る
高
原
が
次
第
に
蛮
人
と
な

ら
t雄
大
な
気
分
r
u
へ
陳
ふ
こ
と
が
出
凍
る
｡

然
る
に
北
方
宮
水
か
ら
三
州
術
道
を
南
下
す
れ
ば
､

両
側
に
殆
ル
ビ
連
出
し
た
砦
蕗
が
撒
逢
し
て
伊
那
町
に

達
し
/L
ゐ
る
｡
以
上
鞘
地
帯
に
は

tl
兄
明
ら
か
な
る
集

群
の
二
型
が
布
衣
す
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
兼
方
取
落
は

賦
道
に
沿
っ
て
細
長
-
聡
逢
し
た
所
謂
西
村
で
あ
っ
て

そ
の
密
脆
し
た
朗
は
宮
木
､
栓

畠
､
木
ノ
下
､

伊
那
町

等
の
如
-
町
の
皿山
勘
を
具
備
し

てみ
る
｡
梢
ま
た
rJ
の

相
羽
は
前
方
の
河
岸
に
水
田
地

帯を
持
ち
後
方
に
は
森

林
地
及
び
桑
岡
地
を
控

へ
､
段
丘
崖
輔
の
湧
水
と
利
用

し
LiJ
鞭
逢
し
て
ゐ
る
旗
義
の
河
岸
光
と
見
る
乙
と
も
出

凍
る
｡
rJ
机
に
判
し
両
鷲
沢
浴
は
圃
村
塾
む
な
し
で
ゐ

る
の
で
あ
っ
て
p
略
等
距
離
に
散
麗
し
山
麓
嘉
か
義

は

未
や
山
脈
北
部
如
斜
河
に
於
け
る
地
形
と
人
文
に
放

い
て

し
て
ゐ
る
｡

各
を
町
費
遷
せ
る
位
置
は
二
つ
の
L鼠
状
地

の
裾
令
の
上
部
で
あ
っ
て
､
や
j
低
拝
地
で
あ
る
た
め

に
､
東
方
よ
-
綬
斜
面

の高
塩
を
横
切
っ
て
.
山
麓

の

架
蕗
に
蓮
せ
ん
と
す
れ
ば
'
を
の
始
め
は

.L
部
の
み
見

え
次
第
は
金
村
が
明
ら
か
に
見
え
て
凍
る
の
で
あ
る
｡

乙
の
房
状
地
祇
倉
の
低
地
が
如
何
に
人
粗
の
居
住
は
自

然
的
好
修
件
を
あ
た

へ
tyJ
ゐ
る
か
ば
､
前
掲
の
幾
つ
か

の
間
を
参
照
し

て考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
で
あ

ら
う
｡
rJ
れ
等

囲相
の
住
宅
の
屋
敷
は
庚
-
て
従
っ
て

兼
方
術
村
よ
-
住
宅
の
密
度
は
粗
で
あ
る
｡
山
麓
架
蕗

の
特
殊
性
の
衷
ほ
れ
て
ゐ
る

1
つ
は
飲
用
水
で
あ
っ
て

嘉
川
よ
-
流
出
す
る
小
川
か
ら
匿
接
泥
み
取
る
-の
で
あ

っ
て
井
戸
の
設

備
は
要
し
覆

い
の
で
あ
る
｡

梨
ノ
木
'

上
月
､
中
略
で
は
村
叫
を
流
れ
る
小
川
の
上
中
米
の
速

に
､
丸
太
h
=j
二
つ
剤
に
し
て
作
っ
た
粗
,<tJ設
け
轟
ら
飲

用
は
供
し
､
小
川
の
流
れ
は
洗
物
等
に
使
ひ
､
巧
み
に

水
板
場
と
洗
場
と
む
造
っ
て
あ
る
風
景
は
'
ま
rJ
と
は

美
は
し
-
ゆ
か
し

い
気
が
す
る
｡
然
し
敢
近
は
富
田
の

如
-
文
北
の
進
歩
は
揮
っ
て
簡
易
水
道
の
設
備
を
な
し

た
と
rJ
ろ
も
あ
る
｡
高
臨
地
肝
は

殆

ん
ど
鮮
群
の
鞍
連

1･,1.:i

三

Jd



LJ

求

節
十
四
容

む

見
ず
申
曾
根
､
大
背
等
も
山
鹿
衆
港
の
延
長
と
見
て

よ

い
の
で
あ
る
O
ま
た
下
小
棒
､
中
小
伴
､
平
僕
等
は
小

梯
川
の
谷
底
に
発
達
し
た
も
の
で
､
侵
蝕
の
上
方
移
動

に
ょ
つ
て
､
も
と
の
氾
濫
谷
の
底
が
乾
燥
し
ー水
利
の
鹿

と
榊
侯
っ
て
此
所
に
兼
務
が
登
生
し
た
も
の
で
あ
る
｡

八
乙
女
､中
原
'
大
泉
新
田
､
大
泉
は
渓
流
に
沿
っ
て
磯

逢
し
た
79
の
で
.
皆
北
崖
上
端
は
近
-
任
し
て
ゐ
る
｡

rJ
粒
は
北
崖
は
商
毘
よ
-
も
傾
斜
は
綬
-
〓
皆
-
も
よ

-
耕
作
地
も
分
布
し
て
ゐ
る
白
秋
…的
好
機
件
を
持
つ
か

ら
で
あ
ら
う
｡
fJ
れ
等
の
栄
蕗
は
各
上
流
か
ら
導
水
し

て
飲
用
沸
配
に

優
し
で
ゐ
る
が
､
中
原
の
如
き
は
導
水

路
が
昆
紬
で
あ
-
長
距
離
で
あ
る
た
め
に
､
僅
か
の
流

れ
は
忽
ち
地
下
に
浸
透
し
て
消
失
す
る
の
t
J
p
水
路
の

庇
に
は
ト
タ
ン
の
樋
(
元
は
丸
太
を
二
つ
割
に
し
た
樋
)

を
敷
設
し
辛
じ
て
引
水
し
て
ゐ
る
.
以
上
興
っ
た
栗
渉

聖
は
北
部
北
大

出は
あ
つ
て
は
仝
-
合
催
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
｡
地
名
に
就
い
て
見
れ
ば
水
に
閥
し

たも
の
に

障
p
挽
ノ井
p
大
赦
､
荒

井
､
喋
尻
'
下
小
樺
､
中

小

障
七
草
喋
が
あ
わ
'
地
形
に
鋼
し
た
79
の
に
北
大
出
､

羽
場
､
大
出
ー
久
保
等
が
あ
わ
'
田
ほ
的
し
た
も
の
は

第 一卜 ･閲 青銅 f岸 岡 よ り明 方 を 望 む
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と 北 ,JUu街 道 と が TJJL岐する｡ 1III 節-段丘上の裸体地帯



下
古
田
.
上
音
田
.
富
江
.
大
泉
新
田
p
杜t
畑
等
が
あ

る
｡
煉
-
小
芋
の
地
名
を
蒐
め
比
校
分
類
し
.iJ
研
究
す

れ
ば
､
地
排
撃
的
に
も
可
成
面
白

い
結
基
を
程
る
こ
と

と
m
心
ふ
｡

宋
落
命
に
鎮
座
ま
し
ま
す
氏
朝
は
殆
ん
ど
そ
の
酉
方

の
小
高

い
所
は
任
し
Y
ゐ
る
.

節
十

.i
閲
は
天
龍
川
の
東
岸
の
高
轟
在
る
長
岡
よ
-

四
方
を
望
ん
で
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
後
方

山
地
に
は
断
僚
地
形
の
出
動
毘
が
見
え
'
前
方
の
平
地

は
地
形
と
人
文
の
閥
係
を
既
に
述
べ
た
如
-
讃
み
取
る

革
が
用
凍
る
｡

八
㌧
交

通

路

第
十
二
間
は
測
量
部
の
地
図
に
記
入
し
て
あ
る
道
路

を
大
小
洩
を
-
寄
し
出
し
て
所
謂
交
通
網
を
遣
っ
て
見

た
｡
勿
論
測
豊
後
に
改
修
さ
れ
或
は
新
た
に
開
通
し
た

道
路
7P
あ
る
が
p
大
槽
を
見
る
上
に
は
差
文

へ
な

い
の

で
そ
の
ま
ゝ
は
し
た
｡

rJ
机
に
よ
っ
で
見
る
と
山
地
を
除
-
外
は
地
形
平
坦

な
る
が
た
め
に
退
路
網
の
密
度
は
大
で
あ
っ
て
'
至
る

所
に
十
宰
路
が
あ
ゎ
､
高
原
の
森
林
中
ほ
て
は
屡
々
終

末
付
出
雌
北
部
解
約
印
に
放
け
る
地
形
と
人
文
に
説

い
て

第
十
二
閲

交

通

網

(
1
:
2
0
O
･q
O
O
)

に
迷
ふ
乙
と
さ
へ
あ
る
｡
主
を
る
幹
線
は
東
方
天
龍
川

に
近
-
多
-
の
街
村
を
連
ね
て
南
北
に
通
ず
る
嘱
道
三

州
相
違
で
あ
っ
て
､
絵
島
の
追
分
で
は
浬
を
経
て
寵
兼

に
移
-
諏
訪
に
迫
ず
る
諏
訪
街
道
を
分
岐
し
て
ゐ
る
｡

ま
た
嗣
街
道
は
北
部
辰
野
に
於
で
も
迎
絡
し
て
ゐ
る
O

伊
部
盆
地
の
最
北
紬
に
位
す
る
辰
野
は
中
央
線
と
伊
都

電
束
蛾
道
と
が
連
結
し
､
伊
部
谷
唯

一
の
交
通
上
の
的

門
で
あ
る
.
近
年
著
し
-
磯
逢
し
た
釆
各
自
動
車
'
貨

物
自
動
車
も
辰
野
を
中
心
と
し
て
諏
訪
､
鰻
尻
､
伊
那

の
各
方
面
に
頻
繁
は
馳
駆
し
て
ゐ
る
｡
伊
部
盆
地
の
幹

線
三
州
縛
淀
及
び
伊
那
電
束
鎖
道
は
天
龍
川
に
沿
っ
て

慧

三
七



地

球

節

十

川

怨

或
は
段
丘
下
を
或
は
段
丘
の
上
む
巧
み
に
通
過
し
て
敢

短
距
雛
を
選
ん
で
ゐ
る
｡
三
州
術
通
の
西
に
あ
た
-
北

に
並
行
し
て
撲
尻
､
大
泉
を
露
で
大
田
に
建
す
る
薦
春

日
頼
通
が
あ
る
が
､
作
湯
道
と
し
て
そ
の
痕
跡
を
留
め

tJ
ゐ
る
ほ
過
ぎ
な

い
｡
然
し
現
今
は
西
天
勘
の
た
め
改

修
さ
れ
で
再
埜
父
通
路
と
し
て
利
用
ruれ
ん
と
し
て
ゐ

る
｡
E
盈
ほ
も
Ⅲ
北
に
迅
ぬ
る
通
路
が
あ
る
が
高
低
の

烈
し

い
所
や
屈
曲
す
る
朋
が
あ
っ
て
自
動
車
を
通
ず
る

が
如
き
良
遣
で
は
な

い
｡
両
虎
架
群
と
射
方
術
村
数
結

ぶ
幾

多
の
道
路
は
兼
西
に
近
-
前
の
南
北
線
と
直

列
に

交
つ
て
主
を
る
線
は
格
子
状
を
な
し
て
ゐ
る
｡
併
し
こ

の
間
に
は
ま
た
斜
線
も
あ
っ
て
瓦
に
連
絡
し
て
ゐ
る
｡

大
髄
に
於
で
山
姥
繋
路
よ
り
は
束
行
線
多
-
'
揖
部
栃

村
は
西
行

挽多
-
p
中
央
の
宋
路
は
四
方
は
放
射
線
を

出
し
て
ゐ
る
･｡
小
粋
川
の
北
毘
上
に
糾
っ
て
伊
郷
町
よ

-
木
骨

へ
越
え
る
唯

1I
の
槽
兵
衛
術
道
が
あ
る
が
､
今

は
金
-
菅
=
の
影
は
な

い
｡
伊
那
盆
地
交
通
の
核
心
を

覆
す
79
の
は
即
ち
伊
那
町
で
あ
っ
て
相
東
方
に
杖
突
村

道
を
通
じ
て
ゐ
る
｡
伊
那
町
の
敢

近ほ
於
け
る
目
覚
し

い
聴
取
は
地
形
'
交
通
.
鮫
姉
等
の
地
相
的
好
僚
件
に
伴

節

1
幻

宍

三
八

っ
空

J
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
高
原
を
縦
横
に
通
ず
る

I.通
路
は
､
夏
よ
♭
秋
に
か
け

ては
自
動
車
も
馳
駆
す
る

鼎
の
良
通
と
な
る
が
､
冬
よ

-春
に
か
け
で
は
泥
棒
睦

む
没
す
る
悪
路
と
化
す
る
の
で
あ
る
｡
rJ
れ
は
全
-
そ

の
表
櫛
は
厚

い
ワ
ー
ム
健
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
が
た
め
で

あ
る
｡
然
し
森
林
や
芝
臨
む
過
ぎ
る
時
は
血
路
に
滑
つ

y
糾

い
道
が
､
木
の
閏
や
雑
犬
の
間
髪
縫
っ
て
自
然
に

通
じ
て
ゐ
る
の
で
此
按
的
歩
行
に
国
難
は
減
じ
な

い
｡

申
修

から
槽
兵
衛
術
道
に
出
る
路
を
通
っ
た

(
昭
和
五

年
三
月
)
際
'
砂
利
の
新
た
に
敷

い
LtJ
あ
る
の
む
目
撃

し
'
そ
の
運
搬
の
算
は
少
か
ら
ず
驚

い
た
の
で
あ

つ
た

が
､
道
路
に
治
っ
て
約
百
五
十
米
毎
は
直
種

1
米
位
の

盛
穴
が
あ
る
の
に
不
足
粥
hLJ抱
き
附
近
の
農
夫
に
開

い

て
見
た
所
､
該
道
路
の
砂
利
を

視
る
わ
め
に
穿
っ
た
穴

だ
と
詑
明
さ
れ
て
､
地
形
地
質
の
利
用
が
か
-
悪
で
立

沢
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
痛
威
し
た
｡
を
の
穴
を
覗

い
て

見
る
に
約
二
米
は
砂
利
皆
無
の
ロ
ー
ム
暦
で
を
の
下
部

に
砂
利
瀞
が
あ
-
乙
!
に
達
し
で
穴
は
四
方

へ
構
っ

て

ゐ
る
.
然
し
rJ
の
改
修
工
事
は

l
時
的
腰
急
的
で
あ

っ

Y
,永
久
性
に
は
乏
し

い
で
あ
ら
う
.
伊
郷
町
よ
-
軍
曹



へ
.
南
殿
よ
-
吹
上

へ
'
放
鳥
よ
-
上
市
糊

へ
大
出
よ

-
下
+E
tbrTT
へ
各
迫
ず
る
適
格
は
渓
谷
に
按
近
し
/し
ゐ
る

の
で
'
砂
塵
に
富
み
且
っ
川
損
に
よ
っ
LtJ砂
利
運
搬
に

｣p

も
便
利

な

た

め
p
自
動
車
の
若
し
-
教

連し
た
今
日
で

は
'
多
少
迂
榊
し
て
も
是
等
道
路
を
幹
線
と
し
て
完
備

し
た
方
が
結
局
有
利
で
は
あ
る
せ

い
か
.

九
､
人

口

分

布

敢
後
は
地
桝
的
現
象
の
結
晶
と
も
見
る
可

き
人
口
密

度
に
就

い
て
瞥
見
L
や
う
｡
人
口
密
皮
分
布

む
相
封
法

は
依
っ
て
作
る
と

一
層
意
義
捉

い
と
皿
つ
た
が
､
各
部

洋
の
境
界
線
を
TrTIm笛
分
の

一
地
形
図
に
記
入
す
る
こ
と

が
'
三
輝
勝
衛
氏
の
言
は
れ
た
加
-
境
界
そ
の
も
の
ゝ

神
郷
性
と
調
査
困
難
の
た
め
成
し
得
な
か
っ
た
｡
か
J.

る
困
難
を
事
業
と
経
も
境
界
基
の
も
の
J
研
究
を
の
他

地
理
尊
的
研
究
に
は
甚
だ
大
切
な
資
杵
と
な
る
が
故
に

多
-
の
士
は
よ
っ
て
他
日
粕
紬
を
境
外
聞
の
衷
は
れ
る

rJ
と
を
此
の
際
希
望
す
る
次
第
で
あ
る
｡
第
二
敦
は
昭

和
二
年
春
日
珠
美
氏
の
調
査
さ
れ
た
上
伊
部
人
口
調
査

の

1
部
分
で
あ
る
.
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地

球

節
十
四
怨

宮
本
や
辰
野
に
於
で
見

る
如
-
女
の
人
口
が
男
の
人
目

よ
-
造
か
に
多

い
の
は
製
糸
場
の
布
衣
す
る
所
以
で
あ

る
｡
rJ
の
嚢
に
基
づ
き
紹
封
法
に
依
っ
て

l
瓢
十
人
と

し
そ
の
分
布
図
を
作

っ
た
の
が
第
十
三
間
で
あ
る
.
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第
十
三
固

人
口
分
布
園

(1:
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009)

は
自
ら
人
口
を
密
に
L
t
上
伊
那
の
中
枢
伊
那
町
を
最

と
L
t
辰
野
､
宮
水
､
絵
島
'
木
ノ
下
蓮
に
次
ぐ
｡

辰
野
p
宮
木
は
そ
の
名
世
邪
に
冠
た
る
岡
谷
製
糸
業

地
帯
の
妊
長
で
あ
っ
て
､
武
井
(
九
二
二
釜
)林
組

(
四

三
六
釜
)
丸
典
(
三
〇
二
番
)そ
の
他
多
-
の
製
糸
工
場

妨

T
班

望

凹
O

が
あ
る
の
で
'
従
っ
て
夏
期
と
冬
捌
と
で
は
人
口
に
著

し

い
移
動
が
あ
る
｡

1
股
に
山
麓
及
び
高
原
地
帯
に
粗

で
あ
っ
て
河
岸
地
帯
に
密
で
あ
る
rJ
と
は

一
目
瞭
然
で

あ
る
〇

十
七

結

語

以
上
序
論

に
乾

へ

て木
曾

山
脈
北
部
の
大
地
形
に
就

い
て
論
じ
'
後
北
部

兼
斜
面
に
於
け
る
絹
著
を
断
層
地

形
を
運
べ
'
扇
状
地
及
び
段
丘
と
侵
蝕
作
用
に
就

い
て

現
地
形
の
大
略
を
説
明
し
'
始
め
自
然
的
現
象
に
意
を

注
ぎ
逐
次
人
文
的
現
象
を
加

へ
｣
後
篇
に
於
で
は
濯
洗

耕
作
発
､
緊
終
発
､
交
通
等
の
文
化
現
象
の

1
孤
登
別
雷

に
踊
連
せ
し
め
て
概
説
L
t
敢
後
に
人
口
分
布
を

一
醸

し
て
該
地
域
は
於
け
る
蔑
分
か
の
地
班
的
説
明
を
試
み

た
つ
も
む
で
あ
る
｡
日
下
酉
天
龍
開
毅
都
業
は
着
々
を

の
完
成
に
近
づ
き
朗
々
に
美
田
と
新
興
来
港
の
卵
子
が

発
生
し
っ
～
あ

る
.
ま
ね
東
方
栃
村
地
帯
は
rJ
れ
が
た

め
甚
だ
し
-
湧
水
を
増
し
'
或
は
森
林
伐
採
開
塾
に
よ

っ
て
小
浬
の
侵
蝕
は
復
活
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
｡
rJ
の

人
馬
的
事
業
に
よ
っ
て
も
近
41J撒
水
に
於
で
は
､
自
然

的
文
化
的
景
観
は
多
分
の
狸
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
疑



払
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製
し
な
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ら
う
｡
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龍
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事
業
以
前
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地
排
的
散
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頚
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該
工

轟
の
概
略
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し
て
エ
ピ
ソ
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ド
と
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た
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記
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る
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訓
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介
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の
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こ
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金
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血
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地

形

園

に

つ

四
p
興
国
的
過
程

○
地
形
間
と
地
形
聞
々
式
と
の
陶
係

地
形
岡
は
､
或
る
特
定
の
時
期
に
於
け
る
'
地
球
表

面
上
特
定
の
場
所
に
放
け
る
薯
測
の
米
英
を
'
図
式
な

る
特
別
の
規
約
に
倦
-
'
硫

1
盤
押
し
て
現
周
し
わ
る

79
の
で
あ
る
｡
言
葉

h
l換
へ
で
去

へ
ば
､
図
式
在
る
レ

ン
ズ
を
通
し

て撞
影
せ
ら
れ

光る
紺
茜
的
寓
異
で
あ
る

地

形
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に

つ

いて
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て
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高

木

菊

三

郎

か
ら
､
帯
び
を
れ
が
原
形

へ
の
過
元
は
､
賓
形
的
馬
具

か
幻
燈
的
方
法
に
依
-
て
'
現
況
を
賓
親
し
得
る
如
-

地
形
閲
も
亦
良
-
.
其
閲
式
を
通
し
て
､
再
び
現
況
の

一
還
元
に
想
到
し
得
る
所
の

一
種
の
媒
介
物
で
あ
る
｡
故

ーこ
地
岡
の
簡
僻
に
替
わ
で
は
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先
づ
良
-
聞
式
の
研
究
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に
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'
充
分
に
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け
れ
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ら
を
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､
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だ
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成
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