
も
､
虹
は
組
酒
的
中
心
地
は
移
晒
す
る
は
発
っ
た
｡
試
み
に
菅
糖
地
域
の
有
と
同
じ

さ
も
の
ほ
て
町
村
役
場
の
位
置

敬
老
ふ
る
ほ
､
｢
麓
｣
と

一
致
せ
ざ
る
7>̂
の
大
学
名
中
拾
九
､
其
中
濃
近

｢
聴
｣
よ
り
他
に
移
晒
せ
る
も
の
参
'
之
を

小
字
名
中
に
考
ふ
れ
ば
｢
町
｣
｢在
｣
に
著
し
-
進
出
せ
る
を
見
る
｡

然

れ
ど
も
荷
大
多
数
の

｢
放
｣
は
新
興
主
要
来

港
の
状
幹
を
在
し
､
其
特
異
の
紫

観
計
J春
し
て
p
古
き
形
態
の
居
住
地
と
し
て
現
存
す
る
の
で
あ
る
｡

敵
役
は
箪
h
T澗
-
ほ
際
L
t
薩
藩
筒
音
拾
有
飴
の
地
方
は
瓦
-
て
､
同

一
景
観
の
下
に
分
布
す
る

｢
変
｣
在
る
軍

部
的
敦
蕗
は
我
開
架
小路
分
類
上
は
於
け
る

-i
特
異
型
を
な
す
7P
の
と
し
で
､
著
人
は
茄
に
麓
式
緊
群
の
存
在
を
提
唱

し
得
る
も
の
と
息
ふ
｡

【
批

】

糾

秋
純
虎
分
軌
末
略

小
野
純
米
博
士

粥
舵
..和
仏
離
ノ
門
刺
制
促

clC
純
妃
托

蝶

姶

良

榔

粥

銃

町

筑

後

川
三
角

洲
の

研
究

堀

米

次

緒

書

阿
蘇
火
山
群
に
源
を
聴
し
て
艇
椀
可
凹
十
灯
｡
有
明

梅
に
排
ぐ
九
州

-i
の
長
流
筑
横
川
は
､
極
め
て
長
さ
毘

霜
の
間
に
は
三
二
角
形
の
筑
紫
平
野
を
形
成
し
た
｡
此

銑
綾
川
三
角
洲
の
研
究

の
三
角
形
の
底
蓮
の
中
央
部
､
河
の
毎
に
注
ぐ
と
,J
ろ

に
馬
具
は
示
す
が
如
き
駅
形
の
デ
ル
タ
が
あ
る
｡
rJ
れ

が
即
ち
次
は
託
r
u止
しJ
す
る
大
野
島

で
あ
っ
て
'
此
の

瓢
の
土
憎
は
筑
後
に
其
の
下
髄
は
肥
前
に
所
属
す
る
の

望

七

三
五



嶋

績

欝
十
五
令

で
あ
る
.
此
の
筑
紫
二
郎
の
持
つ
三
角
洲
で
'
現
在
完

重
な
も
の
が
二
線
あ
る
｡
其
の
一
島
は
前
逃
せ
る
大
野

陶 第

点 食 重 職 の 口 汚 JIJ従 来

(形 根 幹 行 飛 艶 刀 大)

鳥
で
'
他
は
そ
の
北
端
か
ら
約

一
粁
牛
の
上
流
に
あ
る

大
中
砧
で
あ
る
.
火
中
砧
は
束
川
副
材
と
い
ふ

1
村
の

一
部
を
構
成
す
る
ほ
過
ぎ
な

い
が
大
野
島
は
噸
岡
と
佐

算
六

雛一天

三
六

賞
の
爾
喋
暮こ
特
4
'
優
I
11
ケ
材
と
包
容
せ
る
と
見
て

も
判
る
濃
に
'
其
の
両
帝
は
大
野
島
の
方
が
溢
_こ
大
で

あ
る
｡
本
稿
-こ
於
て
は
､
主
と
し
て
'
大
野
島
瀧
っ
い

て
其
研
究
を
紀
載
し
ょ
う
.

(書
類
嶋

Jr

二
蔦
分
の
1
佐
賀
J
L鴫
鳶
に
沖
嶋
{
嶋
)

餐
義
の
史
的
考
嚢

現
在
の
大
野
島
の
存
在
す
る
附
姪
は
'
今
を
去
る
約

四
育
年
前
即
ち
享
藤
､
天
文
年
間
にこ
は
海
波
洋
洋
た
る

海
面
で
あ
っ
た

(
rJ
れ
宮
地
万
人
は
放
牧
沖
と
呼
人
で

わ
た
.)
然
る
に
何
時
の
頃
か
ら
と
言
ふ
と
を
-
大
き
な

る
耕
鼓
が
此
の
海
面
の
中
央
暮こ
沈
れ
止
ま
-

(
A
を
ら

-
昔
時
水
面
下
Iこ
発
育
せ
る
珠
洲
に
筑
後
川
か
ら
流
れ

て
兼
ね
樹
枝
が
滞
留
し
た
も
の
で
あ
ら
う
｡
)
こ
れ
に
多

-
の
亜
攻
が
停
滞
し
て
藩
に
そ
れ
ら
は
酵
泥
と
共
に
沈

澱
し
て
'
此
鳥
に

1
つ
の
洲
が
次
第
に
出
水
あ
が
っ
た

の
で
あ
る
.
次
い
で
元
亀
'
天
正
年
間
に
な
っ

て'
其

附
近
ほ
更
に

1
佃
の
洲
が
発
育
'
出
現
じ
ね

(手
練
年

間
か
ら
約
四
十
四
､
五
年
閉
経
遇
せ
4
)そ
こ
で
地
方
人

は
こ
れ
ら
に
堆
島
､雌
鳥
の
名
を
命
名
し
た
の
で
あ
る
.



折

二

間

筑

後

川

河

口

の

甘
地

問

此
ハ
の

一

(部-･の形地桝糾搾前flli十三甘二)

(
此
の
土

偶
の
洲
が
次
第
に
成
長
し
て
藩
に
合
併
し
て

瓢
形
の

一
島
を
形
成
せ
る
の
が
､
今
日
の
大
野
島
で
あ

る
｡)rJ

隼
b
は
文
撤
年
間
に
な
る
と
次
第
に
高
じ
て
'
愈

々
明
瞭
な
る
デ
ル
タ
と
し
て
'
す
rJ
や
か
に
教
育
し
た

の
で
あ
る
｡
常

時

の
佐
賀

の藩
主
泰
盛
院
は
'
鍋
島
安

弧
線
川
三
列
洲
の
研
究

薮
守
茂
堅
ほ
命
令
し
て
､
此
の
寄
洲
の
中
央
に
親
王
の

碑
石
を
撃

沈
せ
し
め
て
､
先
づ
此
の
洲
に
先
占
の
意
を

表
し
た
の
で
あ
る
O
rJ
れ
は
聾
で
世
界
探
険
時
代
に
於

で
新
磯
風
の
陸
地
に
各
園
が
競
ふ
て
先
占
を
表
明
せ
る

如
き
も
の
で
あ
ら
う
｡.
斯
-
て
此
の
碑
石
を
基
と
し
て

漸
次
土
砂
は
旗
-
堆
積
L
V
P
蓬
に
完
全
は
団
結
せ
る

島
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
.
因
っ
て
元
和
九
年

(
徳

川
二
代
賂
罫
秀
忠
の
時
代
で
あ
っ
三
尊
撒
年
間
か
ら
約

九
十
年
軽
過
)
に
在
っ
て
'
時
の
藩
主
は
命
じ
て
､
此

鷹
に
八
大
親
王
の
醐
洞
を
建
立
せ
し
め
ら
れ
た
｡
然

し

常
時
は
末
だ
此
魔
は
耕
地
と
し
て
の
利
用
は
夜
-
'

従

っ
て
人
文
的
債
値
は
有
せ
な
か
っ
た
｡
然
る
に
此
の
洲

が

l
年

l
年
と
陸
地
と
し
て
の
形
態
を
鼻
し
て
凍
る
ほ

つ
れ
て
'
此
の
デ
ル
タ
を
中
心
に
し
て
紛
糾
が
起
っ
て

兼
ね
｡
即
ち
肥
前
の
佐
賀
藩
と
筑
後
の
柳
川
藩
と
の
間

は
､
此
の
新
し
さ
島
を
中
心
と
し
て
肥
筑
雨
間
の
問
境

問
題
が
燦
々
起
っ
た
の
で
あ
る
｡
此
の
為
に
両
港
は
不

和
に
孜
-
､
蓬
に
正
保
年
間
に
至
っ
て
両
者
よ
か
代
表

者
を
出
し
て
淡
列
せ
し
め
､
次
の
如
き
協
定
が
成
立
し

た
｡
即
ち
雨
間
境
は
人
意
に
よ
っ
で
決
定
す
べ
き
79
の

望

九

三
七



地

球

姉
十
五
雀

に
あ
ら
ず
須
-
伸
の
御
意
志
に
よ
-
決
す
べ

き
で
あ
る

と
し
て
､
先
づ
紳
僻
む
兜
に
姉
兼
し
て
筑
後
川
に
流
し

て
､
其
水
勢
に
よ
っ
て
流
さ
れ
る
柴
の
流
路
の
示
す
と

ころ
を
以

っ
て
肥
筑
の
団
塊
と
す
る
と

い
ふ
の
で
あ
る

基
の
粘
基
は
次
の
如
き
刺
の
公
平
r
uで
あ
っ
た
｡

斯
-
て
刷
の
意
志
と
大
自
然
の
自
然
的
必
然
の
カ
は

よ
っ
て
営
ま
れ
て
ゐ
る
自
然
の
大
建
設
的
麓
力
の
上
は

勧
め
て
人
間
の

意見
が
加
え
ら
れ
､
蓬
に
雅
島
'
雅
島

･=
･心
神
幣

乳

酪

..I
>

∩
首
藷

----
･ylt

LI.
間

決解を糾紛の 131鯛

rE.L･lT7路流の tn'f刷 るせ

む
各
々

山
個
宛
分
閑
す
る
rJ
と
J
な

っ
た

｡

皆
無
'
次

ぎ
に
は
此
の
trデ
ル
タ
の
上
に
人
文
活
動
が
開
始
ruれ
る

結
果
と
な
つ
ね
じ

掛
で
筑
後
川
日
の
此
の
洲
に
敢
初
に
捷
桝
の
鋤
,ht下

す
べ
-
1
有
明
海
両
の
大
干
拓
事
業
の
ア
ン
ラ
ー
ゲ
に

も
朝
常
す
る
土
木
工
事
HL･廟

み
し
も
の
は
､
佐
賀
の
武

宮
太
郎
兵
衛

(
稜
久
右
衛
門
と
改
め
た
O
現
在
の
武
居

解
五
鮎

川
讐

三
八

時
敢
氏
の
北
風
で
あ
る
｡
)

で
あ
っ
允
.
即
ち
彼
は
此
の

デ
ル
タ
に
m
畑
を
作
る
為
に
埋
築
を
出
願
し
て
.
濠
に

許
吋
を
程
で
先
づ
前
記
の
融
王
榊
洞
の
東
北

に皆
る
所

に
五
十
飴
町
歩
の
土
地
を
桝
築
し
た
｡
rJ
れ
が
寛
文
年

間
の
新
枕
は
落
成
し
た
の
で
あ
る
｡
現
在
'
此
の
デ
ル

タ

は
金
牌
的
ほ
其
標
高
が
甚
だ
低
-
殆
ル
ビ
傘
-
起
伏

な

d
TJ一
平
面
の
土
地
で
あ
る
｡
然
し
其

中
､
割
合
に
高

さ

と
こ
ろ
は
地
方
人
に
は

｢
山
｣
と

い
ふ
地
名
で
呼
ば

れ
て
ゐ
る
朗
が
佐
賀
郡
大
詫
間
村
に
あ
る
｡
此
鷹
は
附

近
の
土
地
よ
ん
三

択
乃
至
三
択
内
外
の
高
所
で
あ
っ
て

其
馬
に
排
水
に
も
水
蜜
の
漁
防
ほ
も
最
も
都
令
が
よ
-

此
の
相
に
於
け
る
最
も
朝
霧
在
る
栄
路
地
で
あ
る
｡
此

巌
が
賓
に
本
デ
ル
タ
結
成
の
核
心
を
な
せ
る
朗
で
あ
っ

て
､
武
宮
太
郎
兵
衛
に
よ
っ
て
最
初
に
賛
ま
れ
ね
耕
作

地
で
あ
る
ら
し

い
｡

左
の
馬
具
は

品

｣

を
中
心
と
す
る
栄
蕗
の
数
軒
を

撮
影
せ
る
も
の
で
あ
っ

て
､
其
申

一
軒
が
附
近
の
家
屋

よ
か
僅
か
に
高
所
に
あ
る
を
注
意
せ
ら
れ
た

い
｡

(
質

異
は
見
る
如
-
本
村
の
家
屋
は
殆
ど
大
部
分
は
韮
茸

で

あ
る
｡
此
藁
は
又
彼
等
村
民
の
有
事
を
燃

料

で

も

あ



ら
)

.

斯
-
て
初
め
/し
総
(:I:さ
オ
LJ
る
新
m
T
十
町
少
の
中

秋

は
北
づ

共
の
中

の
十
1.<
町
少
h
l･:･･･=に
献
じ
'
虻
ーこ
十

二
町
少
を
派
職
人
人

(
式
冨
火
郎

兵
衛
の
粥
恩
人
)
に

箔 来 るせ と心中 を 『lllb

進
=L.し
て

掘
る
地
.･=Z

A
.1･円
己
の

iF
と
し
た

を

し
て
此

の
新

Mに

紙

の
要
の

里

方

た
る

下
付
氏
の

知

行
桝
の

も
成
長
し
て
蓬
に
柳
川
作
の
デ
ル
ク
と
様
介
し
て
人
1
日

に
到
っ
た
の
で
あ
る
｡

(

i;
の
文
献
は
八
人
也
に
山
北
蝕
､
拭
･::川
氏
･:i
仲
L.d
LJ
批
る
)

現

在

の

地

理

的
考

察

地
形

前
述
せ
る
と
こ
ろ
に
ょ
っ
て
'
此
の
ダ
ル
ク

に
つ
い
て
は
我
等
は
次
の
華
tF
h
.知
る
rJ
と
が
吊
凍
る

1
㌧
比
の
デ
ル
タ
は
灸
牝
か
､･
L今
日
ま
で
約
.-..:
fc
七
八
L
咋
関
を
紙

節

.TJ

岡

筑
後
川
日
脚
虹
の
i.
地
榊
E
l:
の
ニ

作
せ
し
め

て
農
耕
せ
し
め

た
の
で
あ
る
D

こ
れ
が

宜に
本
村
に
於

け
る
紺
沸
所
動

の
超

脱
で
あ
っ
て
､

こ
れ
は
Jも
後
､
自

然
と
人
力
の
鳩

目
に
よ

っ
て
次
節

に

南
ガ
に
も
北
i〟
に

沈
花
川
:I:何
州
の
耶
牝

L形他)'lL･?汀が9jIJ'前'･liトニー:('[)



也

妨

十

五
懇

過
せ
る
こ
と
0

2
7
,此
の
デ
ル
タ
が
現
れ

の
発
育
に
到
る
迄
に
は
､
嘗
て
ほ
こ
仰

の

小
三
州
洲
な
り
し
こ
と
が
あ

っ
た

こ
と
O

3
'
此
の
こ
仰

の
小
デ
ル
タ
は
谷
井
結
成

の
中
核
部
を
有
す
る
こ
と

4
'
此
の
二
側

の
デ
ル
タ
は
各

々
成
長
し
て
速
に
合
併
し
て
瓢
形
を

集
す
る
に
至
り
し
蔀
｡

5
､
三
列
洲
獲
凸
の
常
勅
の
中
核

は
今
日
で
は
三
角
洲

の
上
方

(
舵

方
)
に
付
放
せ
る
こ
と
｡
即
ち
デ
ル
タ
の
獲
骨
は
上
方
よ
り
も
下

ガ
に
旺
盛
な
る
こ
と
｡

6
.
比

の
芝
刈
洲
は

核
を
中
心
と
し
て
縦
に
南
北
に
中
断
す
れ
ば
大

船
測
柄
杓
の
地
形
を
最
す
る
が
､
こ
れ
に
紅
列
に
切
断
す
れ
ば
､

耕

し
-
上
方
に
略
せ
下
方
に
肥
満
せ
る
こ
と
｡

7
P
斯
く
し
て
桃
成
さ
れ
た
る
些

二
舛
洲
が
細
井

の
猿
宵

の
稔
･上
に

あ
る
も
の
は
､
北
ハ糊
妃
に
改
姓
せ
る
小
三
角
洲
或
は
砂
洲
を
も
合

一
し
て
銘

々
火
塊
椎
に
成
長
す
る
も
の
で
あ
る
｡

と

い
ふ

戒

を

事

柄

で

あ

る

｡

此
の
三
角
洲
重

光
亀
､
天
正
年
間
に
磯
生
せ
る
雄
鳥

雌
鳥
と
よ
ぶ
二
個
の
中
洲
が
､
後
は
欝
二
次
的
は
結
合

せ
る
も
の
で
あ
る
rJ
と
は
既
に
述
べ
た
と

こ
ろ

で
あ

る
｡
而
し
て
此
の
二
島
の
粍
食
前
は
既
に
肥
筑
補
図
の

境
界
は
定

まり
､
其
上
流
は
位
す
る
も
の
は
筑
後
に
､

下
流
に
位
す
る
79
の
は
肥
前
に
配
せ
ら
れ
て
､
其
両
島

妨
六
姫

四
讐

掴

○

間
の
水
路
は
､
常
時
盛
は
帆
船
の
通
路
と
し
て
使
用
さ

れ
て
わ
た
の
で
あ
っ
た
｡
然
る
に
年
々
に
成
長
す
る
砂

洲
は
進
に
金
-
二
島
&
.結
合
し
て
､
嘗
て
は
舟
路
を
-

し
水
面
も
今
は
金
-
繰
円
と
壁
じ
て
ゐ
る
｡
そ
し
で
現

在
は
其
跡
に
小
鼎
の
碇
泊
断
碑
度
の
引
込
水
路
が
僅
か

は
残
っ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
っ
て
､
そ
れ
が
昔
時
の
河
道

の
跡
た
る
を
物
語
っ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
覆

い
｡

叫
'
デ
ル
タ
上
の
地
形

今
二
嵩
分
の

一
沖
弗
固
幅
及
位
翼
間
隔
ほ
て
其
地
形

の
大
股
を
教
職
す
る
は
'
前
越
せ
る

｢
山
｣
を
中
核
と

し
て
柿
成
せ
る
本
三
角
洲
に
は
'
其
魔
を
中
心
と
し
て

数
多
の
同
心
園
が
極
め
て
龍
郷
に
描
か
れ
て
ゐ
る
こ
と

は
束
が
附
-
.

成
長
線

而
し
て
こ
れ
ら
の
同
心
園
は
其
中
心
が
著

し
-
北
偏
し
て
ゐ
る
.
そ
れ
は
､
乙
の
三
角
洲
の
教
育
が

南
方
は
澱
も
旺
盛
で
あ
-
.
東
方
及
び
西
方
は
こ
れ
に

次
ぎ
'
北
鼎
に
は
最
も
倣
窮
を
-
し
結
果
聖

耶
す
明
ら

か
な
る
証
接
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
同
心
園
の
線
を
構
成

せ
る
も
の
は
､
多
-
は
堤
防
と
溝
案
と
で
あ
っ
て
.
rJ



泣棒達猿的同心同の州内三川稜筑

蓬
に
金
-
磨
滅
消
失
し

て､
倭
は

畑
列
或
は
道
路
等
が
其
痕
跡
堅
不

す
け
過
ぎ
を

い
7P
の
も
あ
る
.
然

し
fJ
れ
ら
堤
防
は
現
在
は
如
何
に

不
明
瞭
を
も
の
で
あ
っ
て
7㌢

嘗

で
は
此
の
三
角
洲
が
自
然
的
は
或

は
人
為
的
に
聴
連
す
る
に
従
っ
て

南
方
か
ら
の
海
水
の
浸
入
を
防
止

す
る
名
は
古
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
同
心

回
状
の
堤
防
列
は
内
側
の
79
の
ほ

ど
'
時
代
は
古
-
外
側
の
も
の
程

れ
に
次
い
で
畑
列
､塩
木
､
道
路
'
緊
落
列
､嘩
道
等
も
あ

る
｡
然
し
rJ
れ
ら
の
殆
ル
ビ
凡
て
の
79
の
は
'
79
と
79

と
堤
防
で
あ
る
か
､
又
は
堤
防
上
に
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
｡
こ
れ
ら
数
多
の
堤
防
は
'
外
方
の
も
の
耕
､
高

さ
79
高
-
､
形
も
完
金
に
保
春
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
内
方

に
及
ぶ
ほ
つ
れ
て
次
弟
に
低
-
不
完
全
夜
79
の
が
多
-

筑
後
川
三
内
洲
の
研
究

新
し
さ
時
代
の
築
造
た
る
は
論
を

侯
た
な

い
｡

乙
れ
ら
の
堤
防
は
多
く
土
居
(
ド
ヰ
)在
る

名
で
呼
ば
れ
'
乙
の
土
居
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
ゐ
る

1

両
の
頻
々
た
る
織
田
を
溺
(
ガ
ラ
ミ
)と
呼
ん
で
ゐ
る
｡

そ
し
て
普
通
に
此
の
用
に
は
､
こ
れ
を
築
造
干
拓
せ
る

時
代
名
或
は
人
名
等
を
附
し
て
何
々
溺
と
よ
ん
で
あ
る

而
し
て
rJ
れ
ら
は
其
殆
ん
ど
大
部
分
は
土
盛
で
あ
っ
て

四

望

四

一



地

域

箪
十
五
潜

石
動

は
甚
だ
少
を

い
｡
大
野
島
デ
〝

タ
に
於

で石
材
を

使
用
せ
る
堤
防
は
'
元
治
摘
､
大
正

用
.
霜
は
昭
和
用

(
rJ
れ
は
現
在
築
造
進
行
中
)
等
ほ
過
ぎ
な

い
｡
rJ
れ

ら
の
石
材
は
多
-
は
有
明
海
の
封
岸
な
る
藤
津
郡
大
浦

村
在
る
玄
武
岩

(
rJ
れ
を
俗
は
大
浦
石
と
よ
ぶ
)
或
は

附
近
の
安
山
岩
等
を
､
舟
運
に
よ
っ
て
持
ち
楽
か
､
満

潮
に
際
し
て
直
接
に
工
事
場
に
陸
上
げ
し
て
使
用
し
て

ゐ
る

(有
明
海
岸
の
干
拓
事
業
に
つ
い
て
は
他
日
稿

を

改
め
て
詳
記
す
る
こ
と
は
し
ょ
う
)

0
蓋
し
石
材
使
用

が
昔
時
は
少
な
か
つ
ね
の
は
附
近
に

其
産
出
が
夜
か
っ

た
事
と
其
干
拓
覇
業
が
小
規
模
を
-
し
希
は
遠
路
よ
か

こ
れ
を
運
ぶ
乙
と
HLJ､
せ
な
か
っ
た
ほ
よ
る
｡

而
し
て
此
の
堤
防
に
平
行
し
て
'
其
内
側
或
は
外
側

に
柿
に
は
其
両
側
に
､
殆
ん
ど
全
部
に
亙
っ
て
濠
巣
を

作
っ
て
あ
る
0
こ
れ
ら
は
多
-
堤
防
築
造
に
際
し
て
､

其
土
材
は
此
魔
を
掘
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
朗
で
あ
っ

て
t
rJ
れ
は
や
が
て
農
耕
の
際
に
於
け
る
主
婁
な
る
貯

水
池
と
し
て
利
州
ru
机
で
ゐ
る
も
の
で
あ
る
.
本
島
の

如
-
地
形
平
垣
は
し
て
､
し
か
も
殆
ル
ビ
賦
水
に
ょ
つ

て
圃
裡
さ
れ
て
ゐ
る

土地
に
あ
つ
て
は
'
淋
眠
用
水
と

節

六
批

諾

糊

四
二

し
て
も
.

又
使
用
水
の
供
給
地
と
し
て
も
こ
れ
は
頗
る

重
要
の
も
の
で
あ
る
｡
而
し
て
こ
れ
ら
の
鹿

防
ほ
は
､

其
新
嘗
や
大
小
の
別
rJ
そ
あ
れ
､
凡
て
嘗
て
の
海
面
干

拓
の
際
は
築
け
る
も
の
で
あ
る
.
こ
れ
ら
の
各
々
の
堤

防
線
の
敢
後
に
潮
止
せ
る
個
所
の
内
側
に
潜
る
濠
栗
は

其
洗
rb
も
幅
も
'
他
の
部
分
よ
-
大
規
模
で
あ
っ
て
､

普
通
其
魔
に
は
開
閉
自
在
の
水
門
が
設
け
ら
れ
漕
既
排

水
に
促
さ
れ
て
あ
る
｡

一
望
軍
制
無
味
在
る
此
の
自
然

の
地
形
は
､
堤
防
線
と
濠
渠
列
こ
そ
は
本
地
域
に
於
け

る
最
も
擾
化
あ
る
景
観
を
典

へ
て
-
れ
る
も
の
で
あ
る

即
ち
た
ヾ
水
田
の
連
粘
の
み
で
あ
る
此
の
地
域
の
農
村

嘉
観
は
塵
化
を
典
ふ
る
も
の
は
､
殆
ん
ど
全
-
此
の
堤

防
線
上
を
利
用
せ
る
人
々
の
督
み
で
あ
る
｡

堤
防
線

堤
防
は
其
位
置
は
よ
っ
で
利
用
も
種
々
で

あ
る
が
'
本
城
の
政
商
端
た
る
元
治
､
大
正
'
昭
利
t

'1･つ
,･･

の
各
揃
の
堤
防
の
如
き
は
､
黒
ず
ん
だ
玄
武
岩
の
石
垣

が
徒
に
邪
革
の
茂
る
は
ま
か
せ
ら
れ
て
恰
も
城
塀
の
如

-
長
々
と
め
ぐ
ら
rb
れ
て
､
満
潮
時
に
は
多
良
岳
戒
は

よ
っ
で
ru
わ
ぐ
激
狼
の
し
ぶ
き
を
粂
身
に
あ
ぴ
る
は
ま

か
せ
で
あ
る
｡
其
内
側
在
る
鷹
久
椀
や
永
久
梯
h
t畷
切



t
･

ドヽ
ヰ

る

碓

土
居

の
如

き
は
'
幅
十
米
前
後
の
大
規
模
在
る
士

曲
で
あ
っ
て
p

既
に
英
名
が
示
す
加
-

一
再
に
笹
竹
の

密
生
が
あ

る｡
rJ
の
社
は
革
に
土
亜
h
l巌
兼
す
る
馬
の

日
的
ら
し
-
年
に

一
回
'
柑
ほ
で
入
札
に
附
し
て
燃
料

用
と
し
三
田
却
す
る
耕
庇
の
も
の
で
あ
っ
て
竹
材
と
し

て
の
佐
用
に
は
適
せ
伯
小
型
の
も
の
で
あ
る
｡

マツド
ヰ

粧
土
居
の
内
側
の
堤
防
を
俗
は
枚

土

居

と
科
し
て
'

こ
れ
は
文
政
揃
､
事
利
鞘
等
を
匿
切
っ
て
ゐ
る
｡
於
土

居
は
此
の
大
野
島
三
角
洲
随

一
の
美
し
き
於
の
誼
木
で

あ
っ
て
日
露
載
役
の
戦
勝
記
念
と
し
て

此
の
堤
防
上
に

植
林
さ
れ
て
p
既
に
高
ru
十
米
前
後
に
伸
び
本
村
を
大

悦
東
西
に
賞
通
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
松
土
居
の
中
央

に
は
遭
路
を
通
じ

(確
土
居
に
も
あ
る
)
此
の
三
角
洲

の
東
西
横
断
交
通
幹
線
を
な
す
も
の
で
あ
る
｡
此
植
林

の
主
目
的
は
防
風
林
と
し
て
此
の
奥
地
の
風
害
)<LJ
防
止

す
る
篤
に
設
け
ら
れ
た
る

もの
で
あ
っ
て
昭
利
五
年
七

月
の
大
鵬
凪
の
場
合
の
如
G
7J73
頻
っ
て
力
あ
つ
た
と
言

･町
ロ

は
れ
て
ゐ
る
｡
そ
の
為
に
於
樹
の
伐
採
や
枝

下

し
は
周

-
埜
ぜ
ら
れ
て
ゐ
て
年
々
筑
紫
平
野
を
訪
れ
る
無
敗
の

傍
点
が
常
に
張
を
休
め
る
と
,J
ろ
と
な
っ
て
ゐ
る
｡
牝

筑
後
川
三
角
洲
の
研
牝

っ
て
其
樹
下
に
は
'
そ
れ
ら
の
点
群
に
ょ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
植
物
の
種
子
が
馬
糞
に
混
じ
て
此
の
平
坦
地
に

は
珍
ら
し

い
深
山
性
の
植
物
の
聴
芽
を
夜
rb
し
め
て
ゐ

ク
ス
ドヰ

る
と
fJ
ろ
も
あ
る
｡
於
土
居
の
内
側
の
堤
防
を
棒

土

居

ウ
ノト
シ
廿
ラ
.･'

と
挿
し
天
明
捕
p
卯

年

揃

p

其
他
を
置
切
っ
て
ゐ
る
｡

此
の
樺
土
居
か
ら
は
其
堤
防
自
身
が

一
つ
の
畑
作
物
の

耕
地
と
し

て初
め
て
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
｡

一
鰭
p
此
朴

金
牌
が
土

地低
平
で
あ
っ
て
温
消
し
易
-
､
従
っ
て
畑

作
に
は
不
便
の
地
が
多

い
r
Jと
が
'
蓬
ほ
か
-
の
如
-

堤
防
の
畑
地
利
用
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
樟
土
居
も
最

初
こ
れ
が
匿
按
に
海
津
に
而
し
て
ゐ
ね
常
時
は
専
ら
海

波
と
海
風
の
防
無
と
し
て
設
け
ら
れ
て
､
其
上
は
既
は

其
名
の
示
す
如
-
樟
樹

の植
林
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
.

然
る
に
現
在
は
其
樟
樹
は
僅
か
に
数
十
光
春
位
に
磯
ru

机
で
､
其
間
は
多
-
は
競
業
畑
或
は
桑
園
と
し
て
新
作

さ
れ
て
あ
る
｡
但
し
桑
園
の
如
き
は
'
其
成
長
恋
し
-

む
し
ろ
本
村
総
蹄
の
立
場
か
ら
は
他
は
利
用
す
る
の
が

得
策
で
は
あ
る
ま

い
か
と
瓜
は
れ
る
状
態
で
あ
る
｡
然

し
本
村
の
菱
荒
業
が
佐
蟹
平
野
の
低
地
瀞
と
し
て
は
相

常
に
他
を
凌
ぐ
地
位
に
あ
る
の
は
'
粂
-
堤
防
上
の
利

M
M
北

川

:1:



地

球

妨
十
五
港

用
か
ら
塞
ね
瓶
基
で
あ
ら
う
｡

繁

落

樟
土
居
の
内
側
を
る
は
俗
に
二
番
揃
と
栴

す
る
大
規
模
在
る
堤
防
で
あ
る
.
二
番
掬
と
し
て
件
に

両
白
い
の
は
'
乙
の
堤
防
が
初
め
て
宋
渉
地
と
し
て
利

用
さ
れ
て
ゐ
る
rJ
と
で
あ
る
.
即
ち
此
の
三
角
洲
に
於

け
る
敢
南
端
の
宋
蕗
が
此
の
二
番
揃
に
潜
ま
れ
て
ゐ
る

の
で
あ
っ
て
､
そ
の
由

防
上
に

一
列
を
在
す
家
屋
列
で

あ
る
○

堤
防
上
の
家
屋
列
は
此
の
地
方
人
の
政
も
恐
れ
畠
､

々

カ
シホ

高

潮

の

審
(有
明
溢
水
が
平
野
に
戯
-
氾
濫
す
る
現
象
)

や
叉
は
豪
雨
時
の
家
屋
の
浸
水
等
ほ
封
し
て
其
危
険
率

が
割
合
は
少
な

い
か
ら
で
あ
る
｡
其
上
卑
温
在
る
低
原

地
に
放
て
は
此
堤
防
上
の
如
き
は
教
も
健
康
に
過
し
､

茨
目
常

生活
で
家
屋
の
す
ぐ

側
は
流
束
畑
や
果
樹
等
を

科
ら
れ
る
等
の
便
宜
が
あ
る
｡
欠
脹
ら
此
魔
に
79
堤
防

の
内
側
に

一
筋
の
濠
巣
を
有
す
る
乙
と
は
他
と
同
政
で

あ
る
｡
然
し
此
堤
防
上
の
家
屋
も
､
去
る
明
治
七
年
八

身
カ
シホ

月
十
日
に
雷
地
を
襲
ふ
た
る

高

潮

に

よ
っ
て
見
事
に
破

壊
流
失
ru
れ
此
の
大
詑
関
村
は
於
て
す
ら
四
十
七
人
の

死
者
を
出
し
た
る
が
如
き
は
自
然
の
大
偉
力
の
前
に
は

節

六班

拓

六

四

四

か
J
る
も
の
は
殆
A
ど
無
抵
抗
で
あ
る
こ
と
を
不
す
の

で
あ
る
〇

二
番
揃
よ
-
内
側
は
あ
る
堤
防
は
､
多
-
は
既
に
其

原
型
を
止
め
伯
ま
で
に
層
別
さ
れ
て
ゐ
る
.
此
の
磨
制

作
用
は
自
然
の
凧
化
磨
滅
に
よ
る
乙
と
は
勿
論
な
る
も

其
上
に
人
に
よ
っ
て
耕
作
或
は
破
壊
撤
去
n
れ
て
ゐ
る

蔀
も
多

い
｡
そ
し
て
現
在
は
､
僅
か
に
附
近
の
水
田
よ

わ
も
高
dTJ1
列
の
畑
地
が
東
西
は
走
っ
て
ゐ
ね
-
'
或

は

fi
筋

の
道
路
の
み
が
嘗
て
の
境
防
跡
堅
不
す
朋
も
あ

る
し
､
史
に
甚
だ
し

さ
は
堤
防
は
金
-
磨
滅
さ
れ
て
水

深
の
み
が
残
っ
て
ゐ

る
所
芸
へ
あ
る
.

耐
し
ヱ
肌
越
せ
る
大
規
模
在
る
堤
防
と
堤
防
と
の
間

に
も
､
よ
-
乙
れ
を
見
る
時
に
は
史
は
幾
多
の
小
筒
割

は
分
た
れ
て
ゐ
る
所
が
多

い
｡
そ
れ
は
昔
て
数
多
の
小

干
拓
事
業
が
行
ほ
れ
た
も
の
ら
し
-
､
例

へ
ば
枚
土
居

と
樺
土
居
の
間
の
加
計
は
孝
和
捕
､
申
年
捕
､
閣
揮
､

酉
史
五
郎
邦
､
粛
耕
､
中
湖
p
東
湖
､
千
年
溺
節

1
㌧

仝
第
二
㌧
文
政
揃
等
の
小
筒
に
分
た
れ
'
其
各
々
は
海

面
干
拓
常
時
の
年
代
或
は
基
経
督
者
等
の
名
で
呼
ば
れ

で
ゐ
る
｡
こ
れ
ら
は
骨
小
規
模
で
あ
っ
て
堤
防
は
畑
地



と
な
れ
る
も
の
も
あ
る
が
'
中
に
は
閃
毅

ruれ
て
食
-

仝

]
乍
L川桁
の
水
川
と
な
it
る
慮
r
J
へ
あ
る

次
に
火
野
托
デ
ル

タ

の
来
満
中
の
航
禎
岩
鼻
軒
I示
し

て
It文
と
の
対
照
に
促

し
ょ
う
｡

道
路
線

左

の
岩
鼻
に
も
明
瞭
在
る
如
上

此
の
デ

節

ヒ

詞

入
野
爪
デ
ル
タ
の
湘
揃
小
の
机
%･.戟
im
:

(火
刀
沈
飛
行
怜
槌
が
)

沈
降
川
三
内
州
の
釘
牝

ル

ク
の
主
唱
部
落
は
甚
だ
し
-
北
付
し
て
額
通
し
て
ゐ

る

'
従
っ
て
此
の
付
の
捕
北
h
･i-托
'池
す
る
交
油
系
は
前

述
の
堤
防
列
や
穣
渠
線
に
射
し
て
多
-
は
哩

父
と
な
し

て
お
る
｡
而
し
て
比
の
南
北
系
の
道
路
も
､
堤
防
閏
を

小
さ
く
.ii
介
せ
る
小
堤
防
の
捕
北
方
向
を
と
れ
る
も
の

し
上
A
.法
る
も
の
が
多

い
｡
そ
し
て
此
の
混
紡
も
多
-

は
其

tl
側
或
は
両
川
に
水
浦
を
作
ふ
こ
と
も
あ
る
｡
rJ

れ
ら
の
水
溝
は
普
通
に
於
て
水
の
移
動
を
見

な

い
の
は

七
地
が
仝
-
中
如
な
る
が
篤
で
あ
る
｡
然
も
雨
期
糖
水

時
に
は
極
め
て
徐
々
で
は
あ
る
が
清
流
す
る
と
云
ふ
D

此
捕
北
方
向
の
道
路
上
を
=:dV火
は
付
の
北
紬
の
部
非

か
ら
温
々
と
南
方
ま
で
農
耕
に
〓
か
け
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
も
流
人
ど
滞
日
幼
帝
で
あ
っ
て
､
鍬
も
押
常
も
そ

オー
に
果
せ
て
堤
防
を
越
す
帖
に
の
み
阪
泣
と
な
る
外
は

令
.く
卒
垣
な
る
水
川
の
問
を
疾
走
す
る
の
で
あ
る
｡
土

地
か
斯
-
の
如
-
低
平
な
る
篤
に
雨
の
帖
は
特
に
悪
路

と
な
る
O
故
に
窄
終
地
の
道
路
に
は
火
の
中
火
に
ポ
E:?1

>
･
-.
列
敷

い
て
歩
行
に
促
に
し
て
あ
る
O
林
に
水
口1
に

I:>:ち
て
補
刈
る
乙
女
も
俗
に

｢
ヒ
ラ
ク

l
と
栴
す
る
F

駄
形
の
大
雅
の
似
た
旭
に
は

さ
て
泥
+
4.に
ぬ
ら
込
む
を

諾

七

円
に



地

球

節
十
誠
侭

防
止
し
て
働
け
る
如

き
は
面
白

さ
農
村
凪
俗
で
あ
る
｡

用

次

期
-
の
如
-
凹
面

､
水
に
恵
ま
れ
た
る
低

温
の
デ

ル
タ
は
住
む
農
民
が
'
常
に
其
用
水
は
な
や
ま

ぬ
ば
在

ら

ぬ
こ
と
は
.
異
に
皮
肉
を
事
で
あ
る
｡
彼
等

は
如
何
に
し
て
捕
澄
在
る
淡
水
敬
神
る
か
と

い
ふ
と
主

と
し
て
次
の

方法
に
よ
る
の
で
あ
る
O
被
等
の
家
庭
に

あ
る
井
月
は
'
飲
料
水
で
は
な
-
し
て
.
騨
在
る
位
用

水
h
f供
給
す
る
に
過
ぎ
夜

い
｡
そ
れ
は
井
水
に
飽
分
或

は
有
機
物
等
が
多
-
し
て
到
底
其
櫨
で
は
飲
料
に
は
通

し
老

い
の
で
あ
る
｡
彼
等
の
飲
料
水
の
水
源
は
賓
は
筑

後
川
の
河
水
で
あ
る
D
然
し
､
有
明
源
の
満
潮
時
は
筑

後
川
に
も
潮
の
逆
流
あ
ら
で
飲
料
水
吸
取
-
は
不
可
能
･･･チ
シホ

で
あ
る
O
故
は
多
く
は
干
潮
時
に
於
で
､
ま
n
ほ
満

潮

の
初
ま
ら
凡

と
す
る
頃
合
に
'
こ
れ
を
泥
む
の
で
あ
る

即
ち
流
れ
つ

!
あ
る
河
水
は
､
千
か
ら
満
に
う
つ
ゎ
初

め
た
源
潮
に
押
さ
れ
て

一
部
逆
流
せ
し
め
ら
れ
た
る
も

の
を
汲
む
の
で
あ
る
.
そ
し
て
普
通
の
家
に
は

一
石
以

上
を

い
る
J
水
薬
二
個
以
上

を備
へ
で
も
河
よ
-
汲
め

る
濁
水
は

一
日
間
FJ
れ
ほ
溜
め
て
､
其
構
澄
ほ
な
る
を

待
つ
｡
そ
し
て
二
個
の
水
饗
の
水
は

一
日
被
さ
に
交
互

節

六
舵

買

入

糾
六

に
煮
て
位
ふ
の
で
あ
る
｡
著
し
筑
後
川
の
上
流
に
疫
病

流
行
の
如
き
rJ
と
あ
ら
ば
､
村
内
の
濠
集
の
滞
滑
水
を

用
以
､
或
は
天
水
を
鴛
は
導
き
で
使
用
し
､
史
に
止
む

HLJ得
ず
ん
ば
井
水
に
よ
る
の
で
あ
る
｡

こ
､
海

岸

地

形

洲

筑
後
川
が
有
朋
毎
に
注
ぐ
際
は
'
河
水
が
物
排

的
ほ
運
轍
せ
る
土
砂
は
､
河
口
附
近
ほ
て
基
礎
沈
降
堆

積
す
る
の
で
あ
る
が
､
其
極
め
て
細
か
p
J微
粒
子
は
源

に
ま
で
運
ば
れ
て
毎
底
に
沈
澱
す
る
｡
そ
41
が
海
潮
の

満
つ
ほ
つ
れ
て
再
び
栂
揮
ruれ
て
濁
水
と
し
て
海
岸
文

節

入

園

筑

後

河

‖
附
妃
の
粘
岡



は
河
道
内
に
逆
流
す
る
｡
次
に
其
濁
水
は
泥
土
を
沈
澱

せ
し
め
て
引
潮
と
在
る
｡
か
J
る
rJ
と
が
四
時
繰
返
さ

れ
る
ほ
つ
れ
て
海
は
次
第
に
蔑
-
在
-
超
に
浅
洲
と
し

て
磯
連
を
み
る
の
で
あ
る
｡
然
し
第
六
間
に
示
せ
る
如

-
､
デ
ル
タ
の
南
端
が
著
し
-
梅
中
に
突
出
せ
る
は
敢

進
の
溢
而
干
拓
に
よ
る
の
で
あ
る
が
､
其
干
拓
た
る
や

其
鹿
に
教
達
滞
留
せ
る
泥
土
の
浅
洲
を
グ
ル
ン
ド
と
し

で
利
用
せ
る
79
の
で
あ
る
rJ
と
は
論
を
ま
ね
な
い
｡
而

し
て
現
在
の
地
形
か
ら
み
る
時
に
､
此
の
突
端
の
洲
は

大
野
島
デ
ル
タ
に
匿
接
し
て
敬
逢
せ
る
も
の
に
あ
ら
ず

し
て
.
近
接

し
て
成
長
し
っ
㌧
あ
わ
し
小
洲
を
､
流
水

の
方
向
を
人
工
的
に
噛
ぜ
し
め
る
rJ
と
は
ょ
っ
て
附
近

に
泥
土
の
沈
澱
を
促
し
.
後
に
干
拓
を
行
っ
て
本
三
角

洲
は
rJ
れ
営
倉
併
せ
し
め
た
も
の
で
あ
ら
う
｡
そ
79
を

も
有
明
梅
津
に
輩
連
す
る
泥
土
の
漆
洲
は
'
其
磯
連
の

有
無
p
壁
蓮
の
速
度
'
並
に
形
状
の
如
き
は
p
共
感
の

渥
岸
地
形
､
渦
潮
の
運
動
状
態
､
或
は
附
近
に
洗
i/
河

川
の
有
無
等
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
O
而
し

て

.i
椴
に
有
明
梅
は

､其
梅
暦
の
入
口
及
其
両
側
に
は

洲の
教
育
不
良
に
し

て.
奥
に
な
る
葦
良
好
で
あ
る
0

筑

耗

川

三

角

洲

の

研

究

然
し
河
口
附
近
ほ
放
て
は
其
流
水
の
馬
､

山
道
の
蛇
行

水
路
を
残
し
て
洲
の
教
達
が
あ
る
｡
従
っ
て
此
の
附
鑑

の
洲
の
形
状
は
水
流
の
方
向
を
塵
換
せ
し
ひ
る
こ
と
に

ょ
っ
て
利
歯
に
凝
る
｡
故
に
デ
ル
タ
の
尖
端
は
洲
の
成

スヰ
セイ

生
を
助
成
す
る
も
の
と
し
で
有
力
な
る
も
の
は
水

制

と

よ
ぶ
護
岸
工
事
で
あ
る
｡

永

制

水
制
と
は
千
歳
川
及
早
津
江
川

(
こ
れ
ら

は
筑
後
川
が
大
野
島
デ
ル

タ
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
て
ゐ

る
も
の
で
あ
る
)
に
面
す

る
河
岸
に
､
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

に
設
け
ら
れ
光
る
小
突
堤
の
言
以
で
あ
っ
て
長
ru数
間

の
突
堤
を
水
流
に
対
し
て
突
出
せ
し
め
で
あ
る
｡
こ
れ

は
流
水
の
方
向
を
鍵
ぜ
し
め
る
乙
と
は
よ
っ
で
其
の
岸

を
保
護
す
る
の
で
あ
る
が
'
他
面
は
於
て
こ
れ
の
布
衣

は
'
満
潮
時
に
塩
湖
が
急
激
に
河
道
は
逆
る
こ
と
を
79

防
止
し
て
､
其
突
堤
の
下
流
部
(突
堤
側
)
に
其
濁
れ
る

海
湖
中
の
倣
泥
の
沈
澱
を
容
易
な
ら
し
む
る
結
果
h
l生

む
｡
又
満
潮
時
に
海
水
が
侮
よ
-
河
道
に
逆
る
時
に
は

此
の
水
制
の
上
側
は
水
流
が
経
と
改
む
､
又
引
潮
時
に

河
水
が
滑
々
た
る
時
に
は
水
制
の
下
側
の
水
は
割
各
に

沈
静
在
る
籍
に
'
渡
航
或
は
河
舟
の
碇
泊
場
と
し
て
棟

四
四
九

四
七



地
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節
十
五
億

用
さ
れ
て
ゐ
る
虚
も
あ
る
｡
過
去
は
於
で
此
の
水
制
の

築
造
に
よ
わ
､
大
野
島
の
南
端
附
近
に
数
個
の
小
洲
の
カイ
ロ

聴
連
が
あ
っ
て
ゐ
る
｡
例
え
ば
早
津
江
川
左
岸
の
海

路

l‥･l
珊

(
天
明
年
間
に
築
造
せ
る
水
制
)
及
び
其
下
流
に
作

-
し
突
堤
に
よ
っ
て
'
此
大
野
島
デ
ル
タ

の
最
南
端
は

鴻
立
洲
の
教
鐘
を
見
た
｡
而
し
て
'
そ

れ

は
後
に
な
っ

て
人
工
的
は
本
三
角
洲
に
接
合
せ
し
め
ら
れ
て
酉
鷹
久

.-7IT･,I,

揃

と

し
て
現
在
紋
田
と
在
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
又
現

在
の
大
正
揃

(
大
正
年
間
は
Ⅲ
凍
た
干
拓
地
)
の
沖
合

に
存
す
る
兼
両
方
向
の
細
長
4
1,泥
土
の
漆
洲
は
明
治
四

十
四
五
年
頃
迄
は
狗
立
せ
る
洲
で
あ
っ
た
が
､
早
津
江

川
の
水
勢
の
方
向
樽
換
ほ
よ
っ
て
､
今
皆
は
親
洲

(
大

野
島
デ
ル
タ
の
南
端
)
に
包
容
さ
れ
ん
と
し
て
.
其
中

幕
の
僅
か

一
道
の
水
路
は
粂
-
舟
路
と
し
て
の
低
値
は

カ
キ

衣
-
､
今
は
牡
購
養
殖
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
に

過
ぎ
を

い
｡
期
の
如
-
し
て
千
歳
州
側
に
は
五
個
の
水

制
あ
ら
で
其
河
口
に
於
け
る
泥
土
の
沈
澱
を
助
成
し
っ

㌧
あ
り
･｡
即
ち
千
歳
川
は
右
岸
よ
-
も
左
岸
が
洗
-
'

着
岸
に
は
既
に
三
伯
の
猫
立
洲
の
教
生
が
あ
-
､
荷
外

に
二
三
個
の
幼
さ
洲
が
あ
る
pJ
と
が
解

一
問
の
寄
最
は

節
六
非

望

〇

四

八

も
見
え
る
.
此
水
制
の
配
役
は
､
其
崖
は
於
け
る
水
洗

を
し
て
全
般
的
に
は
洩
-
す
る
傾
向
あ
る
こ
と
は
前
述

せ
る
迫
-
で
あ
る
が
rJ
れ
は
や
が
て
其
岸
側
水
面
の
交

通
的
慣
億
を
低
下
せ
し
め
る
も
の
と
在
る
｡

導
流
堤

従
っ
て
筑
後
川
に
於
で
は
其
河
川
の
交
通

的
債
値
の
低
下
を
防
止
す
る
翁
に
､
其
主
流
た
る
千
歳

川
筋
に
特
別
の
施
設
を
施
し
た
｡
こ
れ
が
即
ち
次
は
述

べ
ん
と
す
る
(
導
流
堤
)と
荊
す
る
も
の
で
あ
る
｡
本
稿

の
箭

1
園
の
発
展
の
千
歳
川
の
川
筋
中
央
に
南
北
に

7

線
を
劃
し
て
見
え
る
も
の
は
rJ
れ
で
あ
る
｡
rJ
机
は
大

野
島
北
端
の
東
方
'
千
歳
川
の
川
中
は
常
っ
て
､
慶
の

密
生
せ
る
小
域
洲
か
ら
出
磯
し
て
'
河
道
の
ほ
ゞ

中
央

を
南
下
す
る
rJ
と
約
七
肝
､
川
が
海
は
注
ぐ
と
こ
ろ
は

終
る
人
工
的
な
る
礁
で
あ
る
｡
こ
れ
を
築
-
ほ
は
先
づ

河
底
は
粗
菓
を
遊
べ
ゼ

そ
れ
は
長
さ
杭
を
打
ち
乙
み
て

其
上
に
石
を
盛
ん
で
､
斑
ほ
と
rJ
ろ
ど
rJ
ろ
ほ

コ
ン
ク

リ
ー
ト
又
は
木

の
杭
を
約
三
十
間
聴
き
位
の
間
隔
を
も

っ
て
立
て
J
あ
る
｡
此
の
導
流
堤
は
明
治
三
十
年
頃
は

完
成
n
れ
ね
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
満
潮
時
に
は
水
は

よ
っ
て
盆
-
蔽
は
れ
で
水
両
と
夜
-
'
帆
船
は
其
上
を



自
由
は
通
じ
得
る
が
.
干
潮
時
に
は
露
出
し
て
､
其
糖

基
河
道
は
東
酉
に
二
分
r
uれ
る
乙
と
J
な
る
｡
而
し
て

其

一
例
は
大
川
港
迫
以
の
大
汽
船
を
も
通
ず
る
水
保
を

有
す
る
に
封
し
て
'
他
の

7
側
は
徴
泥
の
沈
澱
多
-
し

て
其
交
通
的
債
値
は
乏
し
い
の
で
あ
る
｡

大
河
の
河
口
に
大
都
市
の
聴
連
を
見
る
は
､
rJ
れ
地

理
的
必
然
で
あ
る
｡
而
し
て
筑
後
川
は
我
囲
の
河
川
の

中
p
有
数
在
る
も
の
で
あ
っ
て
賓
は
豊
沃
在
る
文
化
資

源
を
後
背
地
に
有
す
る
ほ
か
J
は
ら
ず
､
殆
ん
ど
郵
相

ら
し
さ
都
苗
の
聴
連
を
見
ざ
る
は
何
故
で
あ
る
か
｡
rJ

机
は
筆
者
は
次
の
如
-
恩
ふ
の
で
あ
る
｡
即
ち
河
口
は

対
し
て
梅
津
よ
-
の
接
近
の
困
難
な
る
rJ
と
｡
及
び
河

川
そ
れ
白
身
の
交
通
的
慣
値
の
小
さ
rJ
と
が
大
な
る
掠

囚
怒
ら
と
M
jふ
｡
詳
言
す
れ
ば
'
有
明
源
が
遠
浅
な
る

rJ
と
.
有
明
海
は
干
満
差
が
あ
ま
-
に
大
在
る
rJ
と
｡

河
の
排
出
土
砂
の
多
紫
が
河
口
を
洩
-
せ
る
乙
と
｡
彼

背
地
に
槻
工
産
物
等
の
如

q
J特
殊
物
産
を
有
せ
ざ
る
rJ

と
等
で
あ
る
｡
こ
れ
を
史
に
約
言
す
れ
ば
'
河
口
が
結

滞
的
慣
値
に
甚
だ
乏
し
き
事
で
あ
ら
う
.
而
し
て
此
河

の
下
流
域
に
は
佐
賀
'

久
留
米
の
両
市
及
び
大
川
.
柳

河
町
を
初
め
と
し
て
諸
富
'
早
津
江
'
犬
非
道
等
の
主

部
落
の
聴
育
む
み
て
ゐ
る
が
､
本
兼
を
ら
ば
こ
れ
ら
を

打
っ
て

一
丸
と
し
な
る
人
口
二
十
笛
内
外
の
名
邑
が
此

の
河
口
に
磯
連
す
べ
き
で
あ
ら
う
｡
然
し
此
教
連
が
無

か
っ
た
か
は
-
ほ
､

農
村
背
紫

の
小
都
邑
が
数
多
存
在

す
る
の
で
あ
る
｡

本
稿
を
終
る
に
あ
た
-
'
第

一
聞
及
び
第
七
間
の
馬

具
二
葉
の
原
板
は
､
佐
賀
師
範
撃
棟
郷
土
室
は
勤
し
y

太
刀
洗
飛
行
聯
隊
の
御
寄
贈
に
か
J
は
る
79
の
･SJ用
ひ

た
も
の
で
あ
る
｡
荷
は
胡
稿
を
ま
と
め
る
ほ
あ
た
-
'

大
野
島
デ
γ
タ
上
の
大
詫
間
小
撃
校
職
員
諸
子
の
御
援

助
を
戚
謝
す
る
の
で
あ
る
｡

枕
綾
川
三
九
州
の
抑
究


