
山
此

i:Jl

妨

十

桝

谷

昭
利
証
印
八
月

間

山

俊

雄

中
央
口
本
山
地
の
切
峰
耐
及
偏
分

地
税

額評
論

節

大
谷

昭
利
:TF:i咋
六
月

大

柿

瓜

ll
神
仙

と
枇
塊
朝
潮

地
軸
蝉
評
論

節

三

懲

昭
利
二

年

十

T
:
A

梯

川

都

三

田
南
E
本
中
火
柿
進
級
に
沿

っ
て
分
布
す
る
自
望
紀
以

後

の
地
厨

地
質
駿
軸
誌

三
十
七
番

昭
利
五
年
九

刀

郷

土

讃

本

に

就

い

て

節
六
兆

北
原
党
外

三

･<V

地
質
嗣
査
併

芝

山

三
四

地
質
調
査
仲

田
淑
八
代
告

下
伊
那
那
地
質
誌

七
鵜
五
千
分
ノ

1
地
質
馴

足
助
､
多
治
見
､
風
化
橋
､

仰
良
湖
岬
'
相
良
､
批
難
.
恕
郡
山
､
灘
に
足
助
岡
崎

詑
朋
審

問
十
拭
分

ノ
山
地
質
周

飯
川
盆
地
及
段
丘

地
理
畢
評
論

大
正
十
五
年
三
.

四
､
五
月

本

間

不

二

男

柴
日田
良

1
氏
著
作
の
歌
柑
市
外
旭
川
相
の
地
相
を
番

い
た

｢
我
が
住
む
柑
｣

の
粛
介
は
既
に
本
誌
は
覆
さ
れ

た
所
で
あ
る
｡
筆
者
は

此
の
番
を
手
は
し
て
以
来
小
輩

鐙
に
課
す
る
郷
士
讃
本
の
重
婁
性
を
心
か
ら
減
じ
出
し

た
の
で
傘
-
専
門
以
外
の
轟
で
は
あ
る
が
'
左
に
抱
懐

す
る
所
,{LJ述
べ
て
､
精
も
す
れ
ば
現
代
の
世
風
は
魔
さ

れ
て
萎
縮
せ
A
と
す
る
傾
向
の
あ
る

1
部
の
中
小
撃
枚

職
員
に
封
す
る
刺
戟
剤
と
し
た
い
.

挽
近
郷
土
研
究
の
甚
だ
旺
と
を
-
､
所
謂
高
級
を
る

尊
門
地
排
撃
藩
を
塩
に
放

い
て
大
衆
的
地
拙
著
の
し

き

-
に
公
刊
せ
ら
る
ーる
は
異
な
る
模
倣
の
境
地
か
ら
脱
却

し
て
日
本
猿
特
の
地
坪
撃
を
建
設
せ
ん
と
す
る
努
力
の

現
れ
と
見
る
べ
き
で
も
あ
ら
う
が
､
虹
は
其
の
底
流
を

な
し
て
幡
猷
の
間
に
働

い
て
ゐ
る
意
識
は
今
迄
の
模
倣

文
化
か
ら
離
れ
て
我
問
の
環
境
を
調
和
し
た
日
本
猟
特



の
文
化
景
観
及
び
産
業
組
織
を
麹
設
せ
ん
と
す
る
閥
民

意
織
の

一
表
現
に
外
在
ら
ぬ
も
の
と
瓜
は
れ
る
｡
即
ち

模
倣
か
ら
創
造

へ
の
輯
向
期
に
潜
っ
て
先
づ
我
が
場
境

を
鶴
瓶
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
其
の
櫨

地撃
の
勃
興
と
な

つ
イし
表
は
れ
ね
の
で
あ
る
か
ら
'
地
撃
は
新
円
本
文
化

の
建
設
期
に
歯
っ
て
今
後
久
し
-
興
隆
す
べ
き
も
の
で

あ
る
と
北
ハに
此
の
大
事
業
は
界
に
地
班
撃
専
修
撃
者
に

委
す
べ
F
Jで
は
な
-
'
諸
々
の
審
門
家
が
各
方
面
か
ら

環
境
の
新
開
拓
に
封
す
る
提
案
を
試
ら
る
べ
き
で
あ
ら

う
･y
瓜
ふ
｡

霜
に
記
述
す
る
拙
文
は
本
年
十
月
三
'
四
､五
'
六
日

顎
行
の
侶
浪
毎
日
新
聞
紙
上
に
載
せ
た
も
の
で
あ
る
が

新
文
化
の
建
設
は
留
っ
て
村
民
蔵
本
の
甚
だ
重
要
な
る

革
が
痛
感
さ
れ
る
の
で
斑
に
其
の
必
要
在
る
所
以
む
述

べ
る
rJ
と
は
し
た
｡

日
独
科
撃
の

一
分
科
た
る
地
質
隼
の
研
究
だ
け
で
筆

者
は
小
山
進
氏
と
共
に
信
浪
中
部
に
於

い
y
既
に
十
年

を
費
や
し
て
仕
舞
っ
た
｡
此
の
髄
脇
に
省
れ
ば

1L
騒

｣

郡
の
地
磐
調
査
に
あ
た
つ
て
は
数
十
年
或
は
十
数
年
を

抑
･ii
税
本
に
拭

い
て

費
や
し
て
轄
う
じ
て
相
々
資
用
に
供
し
終
る
も
の
営
造

-
穆
る
ほ
過
ぎ
を

い
の
で
あ
る
｡
触
る
ほ
之
を

l
村
或

は
l
撃
匿
に
画
分
し
中
小
聾
枚
職
員
の
仕
事
に
移
し
も

之
を
指
導
す
る
に
定
に
専
門
の
人
を
以
っ
て
す
れ
ば
温

ほ
短
年
月
を
以
っ
て
之
を
行
ふ
rJ
と
が
出
来
る
｡
若
し

中
小
撃
枚
の
各
員

が各
方
面
の
研
究
を
稽
任
し
専
ら
其

の
郷
土
に
就

い
て
研
究
し
'
然
る
後
に
村
民
頚
木
を
編

纂
し
て
小
畢
生
に
讃
せ
ば
成
人
の
後
彼
等
が
其
の
環
境

を
開
拓
す
る
ほ
常
つ
y
益
す
る
所
あ
る
べ
き
は
元
よ
･C･

明
か
で
あ
る
｡

恩
ふ
に
交
通
機
閥
の
凝
展
と
共
に
今
後
入
漁
の
移
動

は
益
々
甚
し
き
を
加
ふ
る
と
経
も
､
荷
ほ
大
部
分
の
人

々
は
誕
壁
の
筏
其
の
故
郷
は

l
唾
を
送
る
は
凝
ふ
の
飴

地
を
F
u鷹
で
あ
る
｡
従
っ
て
彼
等
は
取
っ
て
第

一
に
必

婁
な
事
は
白
身
の
生
存
す
る
環
境
を
熟
知
す
る
乙
と
で

あ
る
｡
然
る
は
其
自
然
的
環
境
の

1
部
分
た
る
､
地
形

地
質
､
生
物
の
分
布
等
に
就

い
て
も
其
の

1
相
の
全
域

に
亘
っ
て
脅
織
を
持
つ
も
の
が
少
-
､
叉
た
人
文
叉
は

経
鱗
的
環
境
は
親
し
で
は
白
村
に
生
産
す
る
物
資
拭
何

虞
に
於

い
て
如
何

に
消
費
せ
ら
る
る
か
知
る
も
の
が
如

望

奴

三
五



地

球

節
十
凹
鎗

な

5,｡
此
の
如
-
し

て環
境
の
新
開
拓
を
望
み
､
新
を

る
蕉
産
物
の
工
夫
を

希ふ
は
基
に
百
年
河
情
を
符
つ
の

類
に
し
て
p
著
し
之
を
望
ま
ば
先
づ
環
境
は
閥
す
る
完

各
在
る
智
織
の
両
港
か
ら
始
め
を
け
れ
ば
な
ら
氾
O

然
る
に
今
日
産
業
に
従
事
す
る
成
人
は
家
族
を
糊
口

せ
し
ひ
べ
き
緊
急
を
る
業
静
の
蔑
め
殆
ど
他
を
腐
る
の

暇
を
-
､
自
己
の
業
務
の
環
境
に
不
可
な
る
を
知
る
も

最
早
之
を
革
む
る
事
能
は
ざ
る
の
状
態
に
あ
る
人
が
多

い
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
農
工
商
業
者
の
何
れ
た
る
を
問

は
ず
自
己
の
甚
大
在
る
努
力
に
も
拘
ら
ず
其
の
産
業
の

次
第
は
額
勢
に
傾
き
其
の
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
を

嘆
ぜ
ら
る
る
人
が
あ
る
で
あ
ら
う
が
､
之
は
何
等
か
の

意
味
に
於

い
て
環
境
に
適
せ
ざ
る
産
業
を
営
ん
で
ゐ
る

の
で
あ
る
｡

故
に
環
境
は
封
す
る
基
礎
概
念
は
個
人
に
封
し
て
は

職
は
就
-
に
先
立
っ
て
典

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
｡
即
ち
郷
土
韻
本
を
各
市
町
村
の
小
撃
生
に
典

へ
る

所
以
は
薯
は
鼓
に
あ
わ
'
此
の
如
-
し
て
十
年
或
は
二

十
の
彼
我
囲
民
銀
活
上
は
環
境
に
順
庵
L
LJ光
輝
あ
る

新
壁
面
が
始
め
て
拓
か
れ
る
も
の
と
此
う
｡

終
大
出

望

列

三

六

省
る
ほ
定
に
人
類
の
唾
清
は
地
域
中
岩
石
圏
と
大
束

闇
と
の
境
界
面
に
行
は
れ
脚
は
常
に
岩
石
圏
県
東
暦
上

に
固
着
し
身
鰻
は
大
気
圏
の
最
下
底
二
光
足
ず
の
虞
は

突
入
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
我
々
の
壁
情
を
支

持
す
る
最
も
基
礎
的
要
素
は
大
地
と
大
束
と
之
を
通
し

で
我

ー
ヶ

に建
す
る
日
光
と
で
あ
っ
て
其
の
他
の
何
物
で

も
覆

い
｡
此
の
内
日
光
と
大
乗
と
は
無
稽
ほ
て
輿

へ
ら

れ
且
つ
之
は
土
地
は
即
し
た
も
の
で
あ
る
｡
唯
土
地
の

み
は
入
梅
が
何
等
か
の
協
定
に
ょ
つ
て
分
割
し
個
々
に

狗
占
し
て
､
此
虞
は
誕
生
L
t
成
人

し､
生
業
を
僚
人

だ
後
死
滅
し
て
行
-
の
で
あ
る
O

近
凍
交
通
機
輔
の
敬
連
と
共
は

7
地
匿
に
澱
も
通
し

た
生
業
を
潜
め
ば
'
其
の
珪
産
物
は
容
易
は
各
魔
に
輸

出
n
机
で
安
易
在
る
生
活
が
疎
密
さ
れ
る
と
共
は
良
給

自
足
の
時
代
は
必
要
に
迫
ら
れ

て不
自
然
に
興
っ
た
生

業
は
速
や
か
に
東
城
し
な
け
れ

ば在
ら
ぬ
準
命
は
遭
遇

し
て
ゐ
る
○

即
ち
我
々
の
よ
-
知
ら
な
け
れ
ば
在
ら
ぬ
革
は
人
頓

の
生
活
は
自
然
に
逆
ふ
け
あ
ら
ず
.
之
拭
臆
ず
る
革
妃



よ
り
で
政
も
よ
-
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
e'
故
は
産
業

の
各
班
化
と
栴
し
て
或
は
人
件
費
を
刷
減
し
或
は
金
融

の
固

相
を
計
る
は
細
々
末
に
し
て
､
此
の
如
dl,努
力
の

如
何
に
踊
ら
ず
其
の
項
境
に
通
せ
ざ
る
も
の
は
蓬
に
滅

亡
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
､
其
の
根
本
は
賓
に
組
織
の
改

革
に
あ

ら
ず
し
て
､
先
づ
産
業
自
機
の
取
捨
で
あ
-
'

新
販
路
の
開
拓
で
あ
る
｡
従
っ
て
土
地
の
開
拓
も
商
工

業
の
考
案
も
環
境
を
熟
知
し
て
か
ら
後
は
始
め
ら
る
べ

き
で
あ
る
｡
然
る
が
故
に
郷

土及
び
其
の
郷
士
J
J鍋
係

あ
る
地
域
に
銅
す
る
知
識
,i.LJ盛
っ
た
郷
土
簡
本
の
編
纂

が
望
曾
し
い
の
で
あ
る
｡

今
地
質
撃
的
の
閥
係
の
あ
る
著
者
の
目
撃
し
た
悲
し

む
べ
き

.f
の
例
を
幕
i･J
れ
ば
触
川
沿
岸
在
る
長
野
膳
北

安
曇

郡
南
小
谷
村
の
某
所
で
水
を
吸
収
す
れ
ば
LL
-
出

す
泥
岩
地
域
ほ
於

い
て
地
､u
-
ほ
よ
っ
て
珪
じ

ね
上
段

に
水
江t
を
作
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
此
塵
で
は
春
水
閏

に
水
を
引
き
晩
春
か
ら
夏
期
に
入
れ
ば
之
が
,u
-
出
し

屡
々
収
穫
を
不
能
を
ら
し
め
る
の
で
あ
る
｡
然
し
な
が

ら
､
此
の
土
地
の
農
夫
は
其
の
因
習
の
久
し
き
､
蓬
ひ
け

性
を
な
し
､
年
々
地
Iu
-
の
起
っ
て
ゐ
る
現
象
を
静
め

郷
土
訊
本
に
就

い
て

在
が
ら
'
そ
の
出
航
に
被
客
が
輿

へ
ら
れ
た
時
で
老
け

れ
ば
之
を
地
LL
わ
と
言
は
犯
の
で
あ
る
｡
此
の
如
き
心

甜
状
態
が
農
民
を
支
配
す
る
乙
と
は
決
し
て
彼
等
に
ょ

っ
て
串
頑
な
乙
と
で
は
を
く
之
は
藩
に
淀
む
水
は
腐
る

の
皆

へ
は
洩
れ
ぬ
乙
と
は
在
る
｡
而
し
て
現
に
之
と
同

様
の
地
質
よ
-
成
る
犀
川
の
支
流
士
尻
川
沿
岸
で
は
此

の
如
き
地
域
は
穿
畑
と
在
か
､
地
.u
-
む
起
さ
ぬ

砂
岩

碑
は
摘
発
樹
の
雛
木
林
と
在
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

｡
又

ね
日
本
酒
の
花
岡
岩
地
匿
に
度
し
､
川
魚
の
古
生
暦
地

値
に
於

い
て
よ
-
育
ち
且
つ
美
味
在
る
は
恐
ら
-
多
-

人
々
の
据
膳
せ
ら
る
る
虞
で
あ
る
が
､
此
の
如
き
も
亦

ね
地
嚢
に
槻
係
あ
る
興
味
あ
る
革
質
で
あ
る
｡
従
っ
て

我
々
の
専
修
す
る
科
撃
の
立
場
か
ら
言

へ
ば
村
民
讃

本

に
は
精
銅
な
地
質
閲
を
附
す
る
必
要
あ
る
も
の
と
皿
は

れ
る
の
で
あ
る
O
而
し
て
.既
刊
二
十
薗
分
の

1
地
栗
岡

は

一
地
域
の
生
業
を
考
察
の
r基
礎
と
在
す
地
質
閲
と
し

て
は
甚
だ
償
倍
の
乏
し
い
も
の
で
あ
る
が
､
目
下
地
質

調
査
所
に
於

い
て
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
七
番
五
千
分
の

一
は
此
の
目
的
に
対
し
て
大

い
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る

然
し
其
の
完
成
は
数
十
年
の
彼
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら

望

～

三

七



地

球

第
十
四
笹

第
六
幼

望

八

三
八

各
村
は
於

い
て
通
常
を
指
導
者
を
得
て
特
は
努
力
さ
れ

る
こ
と
が
望
ま
し

い
｡

郷
士
頚
木
は

1
市
町
相
を
単
位
と
す
べ
き
も
大
都
市

に
於

い
て
は

二

二
撃
置
む
以
っ
て

1
単
位
と
す
べ
き

で
あ
る
｡
例

へ
ば
京
都

市
は
於

い
て
は
鴨
川
以
東
の
勝

景
区
域
､
中
火
の
商
業
国
威
'
西
方
及
び
南
方
の
工
業

置
域
は
何
れ
も
地
州
的
環
境
の
著
し
-
興
る
所
で
あ
る

か
ら
P
之
を
各
々
に
分
け
る
ベ
dlJは
勿
論
各
地
嵩
む
史

は
三
二
二
に
分
割
し
て
郷
士
寵
本
を
作
る
こ
と
が
最
も

よ
い
と
皿
ふ
｡
例

へ
ば
東
側
に
花
梅
岩
の
･=1-
を
以
か
へ

其
の
大
草
が
石
工
な
る
北
白
川
と
P
有
壁
暦
の
川
悪
に

寺
院
の
み
が
立
ち
並
び
之
に
よ
っ
て
居
食
す
る
兼
山
山

麓
の
住
民
と
は
白
か
ら
其
の
環
境
と
自
己
と
の
踊
係
が

著
し
-
異
る
か
ら
で
あ
る
｡
此
の
如
-
小
地
隈
は
分
け

て
郷
土
笥
本
を
編
み

一
食
官
貫
と
し
聞
版
二
三
緒
を
挿

入
す
る
も
初
版
千
部
と
す
れ
ば
恐
ら
-
三
'
四
十
磯
の

費
用
h
l以
っ
て
出
版
し
得
る
と
恩
は
れ
る
0
之
を
三
七

四
年
毎
は
改
版
p
次
第
は
精
選
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば

其
の
環
境
に
新
開
拓
に
封
す
る
効
果
は
甚
大
な
る
も
の

で
あ
ら
う
○

賓
に

一
団
の
興
隆
は

一
村

i
町

一
冊
興
隆
の
金
鰭
の

結
果
に
外
在
ら
氾
も
の
で
あ
る
か
ら
､
此
の
如
き
方
法

も
果
た
以
っ
て
十
年
或
は
二
十
年
後
園
家
を
興

隆
せ
し

ひ
べ

き
有
力
を
る

1
方
法
た
る
を
矢
は
伯
｡
又
た
此
の

編
纂
は
各
郷
士
に
あ
る
小
学
校
職
員
諸
士
の
有
効
ほ
し

で
手
頃
を
る
仕
事
と
恩
は
れ
る
.

伊
賀
盆
地
に
於
け
る
基
地
の
地
理
的
考
察

辻

井

浩

太

郎

二
､
遜
地

の
僻
祁

三
､
分

補

記
､
地
瀕

的
考
案

四
､
史
的
考
察
の

(
疏


