
東

部

筑

紫

平

野

の

人

口
地
理

｢

位
置
及
び
地
形
概
観

所
謂
筑
紫
平
野
在
る
も
の
は
､
久
留
米
市
を
界
と
し

三

石

の
三
角
形
地
域
に
分
つ
こ
と
が
出
来
る
○
其
の

東
部
に
あ
る
も
の
が
此
塵
に
詑
せ
ん
と
す
る
東
部
筑
紫

平
野
で
あ
っ
V
p南
は
耳
納
傾
斜
地
塊
の
前
面
p兼
北
は

三
郡
断
層
線

､西
は
背
振
山
塊
の
兼
麓
と
接
し
略
兼
北

部
牡
鹿
速
と
す
る
寓
角
三
角
形
状
雷

預
し
て
ゐ
る
｡
飴

し
て
西
部
も
亦
加
藤
氏
の
如
-
畢
溝

川

断
層

線

の

存

在

を
想
像
す
る
帖
は
､
基
部
筑
紫
寧
野
は
此
等
三
つ
の
構

造
線
は
よ
-
隼
じ
た

一
つ
の
盆
地
と
見
る
べ
き
で
あ
る

筑
後
川
は
平
野
の
南
部
を
東
西
の
方
向
を
と
-
蛇
行

L
p支
流
と
し
て
は
浦
よ
-
隈
ノ上
川
､
宜
瀬
川
の
二
つ

敬
合
せ
る
ほ
過
ぎ
な

い
が
'
北
三
郡
川
肥
よ
-
は
貿
溝

恥
部
筑
紫
平
野
の
人
目
他
州

中

ノ

知

進

川
､太
刀
洗
川
､小
石
原
川
､佐
相
川
､荷
脱
川
等
多
く
の

節

A 筑後川 B 碑溝川 C太刀批川 D 小石 掠りH
E 似 Ll川 F 荷馴 IGl三楓 川 H 他,上川

III機 尾 卒 の 等 分 の 本 従 ゐ 人 文
麓 か し 野 沖 河 は 大 地 つ る れ 流
部 は ､ほ 横 川 此 都 城 七 〇で を



地

球

節

十

六

怨

及
び
西
北
部
は
洪
積
層
の
素
地
を
見
る
の
み
で
あ
る
｡

以
下
本
平
野
に
於
で
､
組
で
の
恥
骨
活
動
の
原
動
力

た
る
人
目
が
､
如
何
な
る
制
約
の
下
に
如
何
な
る
現
象

H
LJ
呈
し
て
お
る
か
､
を
の
軸
組
々
係
に
就
き
考
察
し
て

み

た
い
｡
(
訳
述
の
範
囲
は
浮
羽
三
井
朝
倉
の
三
郡
に
亘

る
･KLJ以
っ
て
p
筑
紫
川
中
流
々
域
の
人
口
地
班
と
し
た

方
が
或
は

東館
で
あ
る
か
も
う--1
れ
な

い
が
､
三
郎
人
口

の
殆
ル
ビ
余
部
が
本
地
城
に
占
居
せ
る
を
以
っ
て
標
題

の
如
-
し
た
基
を
断
っ
て
A
E-
0)

二
､

帥
慣
静
平
均
人
員
と
定
量
構
成

大
正
十
凹
年
姉
二
回
間
数
調
査
の
姉
基
は
よ
れ
ば
､

本
地
域
の
人
口
は
二
C
歯
三
六
〇
二
人
､

一
世
帯
平
均

人
員
に
就

き
見
る
に
ご

有
給
門
司
八
幡
の
譜
市
が
四

｡

四
人
で
あ
る
の
は
封
し
､
東
部
筑
紫
平
野
は
五

二
ハ
人

で
堀
内
第

一
の
大
家
族
地
域
を
な
し
て
ゐ
る
.
此
の

一

般
に
大
家
族
で
あ
る
乙
と
は
第

.i
表
ほ
て
も
分
る
如
-

本
地
域
の
産
業
構
成
が
'
農
業
を
主
と
せ
る
粘
基
と
瓜

は
れ
る
.
何
と
な
れ
ば
川
陰
地
方
の
如
き
多
少
の
例
外

は
別
と
し
て
.

一
般
的
に
云
ふ
な
ら
喬

が
閲
で
は
､
商

節
二
班

九
六

1
八

第

一
束
主
要
職
業
別
t月
数

工
地
搬

tI
世
華
中
均
人
員
少
-
､

==.B
村
縄
大
で
あ
る
｡

云
以
か

へ
れ
ば
文
化
の
程
度
高

さ
地
域
は
牢
均
敗
小
で

文
化
低
さ
地
方
は
大
で
あ
る
と

も
云
以
得

る

の
で

あ

そ
の
二
三
の
賓
例
を
求
ひ
る
怒
ら
ば
､
帥
月
市
が
四
･

三
東
京
市
が
四
･五
で
あ
る
ほ
反
し
て
､菅
森
煩
上
北
郡

が
六
三
一宮
城
堀
瓦
洲
郡
が
六
･
四
で
あ
る
｡
ま
だ
暴
げ

来
っ
た
在
ら
敗
阻
-
在
-
あ
る
が
､
兎
に
角
以
上
二
つ

の
祁
反
せ
る
却
賓
か
ら
し
て
も
'
基
部
筑
紫
平
野
が
如

何
な
る
ロ
ー
カ
ル

カ
ラ
ー
を
有
す
る
か
は
略
想
像
す
る

こ
と
が
出
水
る
Q



取
に
叉
五
､
六
な
る
敏
は
他
出
者
以
外
の
､
現
作
者
の

み
に
就

い
て
の
計
算
で
あ
っ
て
､
著
し
他
出
者
無
さ
も

の
と
す
る
と
F
Jは
t

J
世
昔
平
均
人
員
は
恐
ら
-

七
人

近
-
に
な
る

で
あ
ら
う
｡

三
､
人
口
性
別
と
人
口
移
動

前
項
は
於
で
は
主
と
し

て
一
世
珊
平
均
人
員
よ
わ
し

で
本
地
域
の

一
部
を
窺
つ
ね
の
で
あ
る
が
'
次
に
男
女

性
別
に
就
き
考
察
す
る
に
可
成
不
平
均
の
棟
で
あ
る
｡

勿
論
男

1
0
0
封
女

.i
O
O
と
云
っ
た
様
に
和
合
よ
-

行
っ
て
ゐ
光
ら
誠
に
結
構
な
乙
と
.で
あ
る
｡
然
し
な
が

ら
か
ゝ
る
地
域
は
少
-
､
何
等
か
の
地
理
的
原
因
に
支

配
せ
ら
れ
て
不
平
均
を
衆
た
し
､
を
の
性
別
の
不
平
均

は
各
地
方

をし
て
狐
特
の
風
俗
習
慣
を
作
ら
し
め
､
或

以
は
酢
脅
問
題
の
根
本
脱
帽
を
ru
t
な
す
こ
と
が
あ
る

本
地
域
は
出
仕
兄
の
性
別
は
女

一
〇
〇
に
封
し
て
男

1

∩
五

p
七
で
あ
る
が
(
大
正
十
四
年
堀
統
計
)
.
現
住
者

は
女

l,
0
0
封
男
九
四
｡
七
人
に
す
ぎ
な

い
｡

罰

よ
-
女
の
多

い
頂
因
は
､
地
方
地
方
に
よ
-
各

々

興

っ
た
79
の
が
あ
る
に
舶
異
な

S
｡
或
ひ
は
莱
樵
の
影

北

部
筑
紫

神
町

の

人
目
他
州

聾
だ
と
か
ー
或
以
は
そ
の
地
方
の
迷
侶
だ
と
か
､
そ
の

外
多
-
の
先
天
的
焼
固
に
支
配
r
uれ
る
と
云
は
れ
で
ゐ

る
が
､
多
-
の
場
各
を
の
土
地
の
産
業
構
成
の
反
映
と

見
る
べ
き
で
あ
る
｡
即
ち
第

一
教
主
嬰
職
業
別
月
数
は

於
で
見
た
る
如
-
.
本
地
域
は
農
業
月
数
八

一
､
四
八
パ

ー
セ
ン
ト
を
占
ひ
る
h
=)以
っ
JL
､
任
産
の
相
加
率
は
人

口
の
糖
加
率
に
及
ば
ず
'
喬
に
個
人
に
封
す
る
珪
研
修

件
が
益
々
不
利
と
な
-
'
而
し
て
此
の
現
象
は
更
に
生

存
説
辞
を
し
て
串
酔
な
ら
し
め
て
行
-
'
斯
-
の
如
き

状
態
が
永
頂
す
る
時
は
､
人
口
稀
薄
な
る
地
域
或
以
は

珪
活
使
件
の
有
利
な
る
地
域

へ
の
移
動
恕
誘
導
し
､
此

底
は
人
口
の
移
動
を
塞
た
し
､
を
の
人
口
移
動
が
本
地

域
の
地
相
的
位
階
と
養
笥
そ
の
他
の
副
業
及
び
本
地
域

に
敏
速
せ
る
特
殊
工
業
等
に
制
約
せ
ら
れ
て
.
女
の
移

動
よ
-
男
の
移
動
の
方
大
な
る
篤
'
斯
-
の
如
き
不
平

均
を
塞
た
し
た
79
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
此
の
現

象
は
現

代
農
村
の

一
特
質
と
7?
見
ら
れ
る
｡
何
と
在
れ
ば
之
は

反
し
て
女
よ
-
男
多
き
地
方
は
商
工
業
地
か
或
以
は
開

拓
途
中
の
地
方
に
多
-
静
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
を

の

<E
例
を
示
す
な
ら

九
拙

1
九



地

球

北
磁
位
川
路
州
境
鵬

北
ifj
'.･7
･(･'i
?r

J
一仙付
け

■′
巾

.-

門

司

小

机

･...;7
小

火

珊

筑

紫

平
野

神
棚
鵬
脚
輔
抑

鵬
･Ij鵜
雌
犬
梅
郷

女

∴

C
,n
l,封

班

/

一
､｣
｣ヽ
･｣･d

/

ノ

l
亡

′し
巾;･-

-

〃

小

口

U

リ

∵

∵
_:

〃

一
〇
〇

〃

一
〇
〇

〃

1

0
0

〃

.i

O
O

I,' // !/ 'l 〝

.二
L
j
･

.i
C
.九
｡

i

l

四

e

八

.L

.I
M
･
二

ド
.;
二
･

九
g
;･
七

八
九
｡

八
九
･

節

十

六

位

以
上
の
渚
例
で
も
分
る
如
-
､
曲稲
村

-
何
か
も
疲
弊

し
な
る
農
相
稀
女
の
数
多
9
,79
の
･J
様

で
あ
る
｡
之
才

衣
-
そ
の
土
地
の
地
班
的

要
素
に
支
配
せ
ら
れ
て
男
女

不
平
等
の
人
口
移
動
を
起
し
た
粘
基
で
あ
る
.

四
､
人
口
移
動
の
地
理
的
原
因

農
業
社

主
珪
業
と
す
る
よ
わ
外
何
等
恵
ま
れ
て
ゐ
な

い
本
地
城

は
'
=:試
業
春
雄
の
特
質
と
し
三

石

の
敵
情

を
有
し
て
ゐ
る
｡

一
は
を
の
*
.力
が
季
節
的
は
頗
る
不

平
均
で
あ
っ
て
p
或
る
時
期
は
繁
忙
を
極
め
る
ほ
反
し
､

或
る
時
期
は
何
等
の
仕
新
改
-
し
て
住
民
の
巷
活
を
不

安
な
ら
し
め
p

一
は
既
に
述
べ
た
る
如
-
鍾
産
の
塘
加

率
は
人
口
の
相
加
率
に
到
底
及
ば
な
い
rJ
と
で
あ
る
○

節

二

舵

九
八

二〇

此
等
二
大
敏
昭
は
現
在
ま
で
の
配
骨
組
織
'
産
業
構

成
が
婁
化
し
な

い
限
り
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
従
っ

て
本
地
域
の
如
-
既
は
過
飽
和
は
逢
せ
る
人
口
の
消
化

麓
と
し
て
は
､
産
産
の
増
加
が
望
め
な

い
以
上
他
は
出

る
よ
わ
外
良
策
は
見
出
詰
れ
な

い
.
而
し
て
此
の
動
機

を
刺
戟
し
人
口
移
動
を
し
て
益
々
購
入
凝
ら
し
め
た
も

の
は
.
僅
か
三
郡
山
脈
を
距
で
た
北
方
に
､

著が
囲
屈

指
の
筑
豊
泉
田
､
並
び
は
之
と
非
に
磯
逢
し
た
北
九
州

工
業
地
碑
の
存
在
せ
る
こ
と
､
及
び
人
口
稀
薄
に
し
て

比
較
的
蔑
称
競
帝
少
い
朝
鮮
轟
轡
の
植
民
地
は
近
-
位

置
し
て
ゐ
る
乙
と
を
轟
げ
ね
ば
在
ら
な

い
｡

第
二
衣

人
口
移
動
先
と
移
動
数



第
二
表

人
口

移
動
先
に
で
も
分
る
如
-
.

を
の
紙
数

は

l
O
常
二
九
四
二
人
で
現
任
人
LI
の
単
数
以
上
を
ボ

し
て
ゐ
る
.
そ
の
中
澱
も
多
き
は
牒
内
他
郡
市

へ
の
四

嵩
九
五
二
五
人
で
あ
っ
て
主
と
し
て
筑
豊
炭
田
'
及
び

北
九
州
工
業
地
鼎

へ
分
布
し
て
ゐ
る
乙
と
は
勿
論
で
あ

る
0故

に
此
の
鮎
か
ら
云

へ
ば
東
部
筑
紫
中
野
は
北
九
州

地
帯
に
放
け
る
夢
カ
の
供
給
地
の
観
が
あ
る
｡

五
､
人
口
年
齢
構
造
と
副
菜

人
口
年
齢
構
造
も
を
の
地
方
の
個
性
を
知
る
必
要
楳

件
の

一
で
あ
る
｡
東
部
筑
紫
平
野
に
約
二
十
菌
の
人
口

恥
部
比
紫
平
野
の
人
｡
他
州

散
布
す
る
の
で
あ
る
が
､
此
の
人
口
は
年
愉
上
如
何
に

分
布
し
て
ゐ
る
か
'
若
し
そ
の
分
布
の
状
が
正
常
で
あ

る
な
ら
串
で
あ
る
が
､
奥
態
-
ね
と

へ
二
十
嵩
の
人
口

を
有
し
て
ゐ
て
79
そ
れ
が
老
人
子
供
の
み
で
あ
っ
て
'

働
き
得
る
人
即
ち
生
産
能
力
を
有
す
る
者
が
少

い
と
す

れ
ば
そ
れ
は
憂
ふ
べ
き
こ
と
で
あ
る
｡

第
三
敦
は
東
都
筑
紫
平
野
の
人
口
年
齢
構
造
表
で
あ

っ
て
､
此
の
表
に
ょ
れ
ば
本
地
域
は

一
見
正
常
kt･S
る
分

布
-
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
～
の
棟
で
あ
る
が
､
相
詳
細
に
観

る
時
は
此
魔
に
も
農

業
地
帯
ら
し

い
個
性
の
現
れ
を
見

出
す
rJ
と
が
出
凍
る
｡
女
子
の
方
は
大
勝
は
放
て
正
常

で
あ
る
が
.
男
の
方
は
二
十
歳
よ
-
四
十
歳
ま
で
の
開

け
放
て
凹
面
む
な
し
不
平
均
に
分
布
し
て
ゐ
る
｡
勿
論

此
の
革
は
夫
等
相
等
年
齢
者
の
移
動
か
ら
蕉
じ
ね
結
果

で
あ
っ
て
'
前

々
項
性
別
は
於
で
男
子
の
少
夜
か
つ
カ

の
が
如
何
在
る
年
齢
の
者
が
少

い
か
を
知
る
こ
と
が
出

凍
る
.

女
子
が
正
常
分
布
を
な
し
､
蕉
露
年
愉
階
級
は
於
で

移
動
敏
男
の
如
-
多
-
な

い
甜
由
と
し
て
は
三
つ
の
革

薯
を
輿
げ
ね
ば
な
ら
な

い
｡
;iJの
中
最
も
普
遍
的
で
あ

九
九

二
1



地

球

約
十
六
徐

っ
ィ
'女
子
的
副
業
と
し
て
の
機
髄
を
聡
即
し
て
み
ね
7P

の
は
､
被
の
井
上
憧
女
史
に
ょ
-
発
明
せ
ら
れ
た
久
留

米
柳
で
あ
っ
た
｡
現
在
で
は
郡
部
で
の
斯
業
は
殆
ん
ど

全
滅
の
姿
で
あ
る
が
､
四
五
年
申
晋
で
は
名
は
久
留
米

緋
で
あ
っ
て
75｡そ
の
薯
､
仝
産
額
の
九
十
五
パ
ー
セ

ン

第三表三桁祁筑 紫平野

人口牢愉別構造

ト
近
-
は
筑
紫
平

野
全
階
に
亙
る
副

業
的
珪
産
で
あ
っ

た
｡
各
部
拓
北
二

二
の
上
流
家
庭
を

除

い
て
他
は
殆
ル

ビ
盆
部
胡
散
織
り

多

い
家
で
は

1
戸

で
二
基
も
三
毒
も

の
織
機
む
有
し
､

母
娘
姉
妹
し
て
織

っ
て
ゐ
ね
｡
多
少

の
技
術
は
婁
す
る
が
p
十
四
五
歳
の
少
女
か
ら
老
婆
に

禿
る
ま
で
織
っ
て
ゐ
ね
rJ
と
か
ら
考

へ
る
L
Jp
r
,ほ
ど

節

二

推

∵
=凸

二
二

困
難
で
鴇
な
い
ら
し

い
｡

.i
日
普
通
で

一
間
熟
純
者
は

二
側
の
工
賃
恕
家
事
片
手
で
得
て
ゐ
ね
と
云
ふ
か
ら
副

業
と
し
て
は
最
適
の
も
の
で
あ
っ
た
ほ
ち
が
ひ
な

い
O

久
賀
米
緋
と
共
に
剃
飴
労
力
の
消
化
策
と
し
て
聴
逢

し
~
久
留
米
緋
不
況
の
現
在
ほ
於
で
､
畏
柑
婦
女
子
和

事
の
唯

一
の
副
業
と
L
t,J
益
々
隆
盛
に
赴
き
つ
J
あ
る

も
の
は
寿
荒
業
で
あ
る
｡
順
下
二
十
七
郡
市
中
巻
荒
業

の
行
は
れ
る
も
の
二
十
五
郡
揃
で
､
繭
粗
度
糖
は
七
八

九
繭
九
九
五
七
園
で
あ
る
の
は
封
し
､
基
剤
筑
紫
平
野

は
横
か
三
郡
で
三
七
六
簡

一
三
二
九
回
､
即
ち
嘱
下
の

三
割
五
分
を
出
し
て
ゐ
る
｡
然
し
な
が
ら
養
荒
業
を
]斯

-
ま
で
発
達
せ
し
め
た
も
の
は
濁
-
聾
力
過
剰
ば
か
-

で
な
-
'
地
形
地
貿
も
可
成
諭
更
を
役
割
む
な
し
tTJ
ゐ

る
｡
周
園
の
山
麓
､
扇
状
地
及
び
各
地
の
洪
積
静
養
地

は
先

づ桑
畑
と
し
て
利
用
さ
れ
､
敢
近
筑
後
川
両
岸
の

帯
状
を
な
せ
る
可
成
蛮

い
荒
畑
地
が
非
常
攻
勢
恕
以
っ

て
桑
畑
と
し
て
聞
拓
せ
ら
.rJ*
､

一
つ
の
耕
作
濃
の
塵
化

を
塞
し
っ
J
あ
る
こ
と
は
注
目
は
値
す
る
｡

人
口
年
齢
構
造
に
於
で
､
女
子
が
制
令
に
正
常
分
布

I/紅な

し
1,J
ぬ
る
第
三
.〃
原
因
は
.
東
部
筑
紫
平
野
及
び



そ
の
附
並
は
女
手
の
券
力
む
第

一
便
件
と
す
る
製
糸
業

そ
の
他
の
工
業
敬
連
せ
る
篤
で
あ
る
｡

姉

二
間

は
夫
等
工
場

の
偉
置
と
男
女
職
工
の
割
合
L=LJ
現

し
た
75品

で
あ
る
が

p
工
業
の
性
質
上
女
工
の
数
は
明

工
数
よ
-
は
る

か

に
多

い
の
で
あ
る
｡
職
工
赦
何
人
以

上
の
工
場
は
就

き
朋

女
工
の

数
を
比
較
す
る
ほ

｡
u
づ
ち
や
鬼
瀬
(;
省
令
朴

･r･
柵
助
久
留
米
攻
情

4

作
蹴
棉
和
撚
糸
γ1.場

5
陶
拭緋
工
場

･1

納

骨
小

火

製

糸

仲

批

7
北
米
柑
北
ェ
梯
池
計

8
非
林
軸
糸
S

=

批

9
日
の

相

戦

糸

竹

批

川
浮
羽
輿
糸
骨
批

11
-;
十
二
円
巾
軸
糸
付
紐

12
判
倉
抑

鬼

叫

糸

竹

批

一--へ･1叫 一~ー ′-ん｢ ー -ヽ ー { 叫 - ､-I .～
-k:FJl-女胡女ili女もF3 ☆ -Lll女男 女甥女Ijl女ilj女ILJl女･yl

コ二二1..:1:Jlコ:ユニ11コ二11ユニユニ二に二L.ニ1..コ二二に二J二二に
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:-IJL六九 位!C)0 九〇 四八〇二にi;.-A00-･7'L,ゴこ･L:四日凡7

(昭
利

,.<

咋
八
月
粥
瀬
)

1
日
本
足
袋

柵

試
作
批

北
部
筑

紫

神
野
の
人
トー
他
州

1
乃
至
3
の
各
工
場
は
そ
の
棟

静
的
闘
係
か
ら
､
職

工
仝
部
が
東
部
筑
異
平
野
か
ら
供
給
ざ
れ
て
ゐ
る
と
す

る
は
少
し
-
早
計
で
あ
る
が
p
久
留
米
輝
に
放
け
る
職

工
乗
車
地
別
か
ら
見
て
も
金
魚
無
税
す
る
TJ
と
は
出
水

な

い
｡
4
以
下
の
各
工
場
は
そ
の
努
力
の
殆
ん
ど
金
部

1C二

二
三



地

封

肺

十

･:へ
港

を
本
地
城
か
ら
仰

い
で
ゐ
る
O

北
九
州
工
業
地
碑
が
男
む
主
と
す
る
工
業
で
あ
る
ほ

射
し
東
部
筑
紫
平
野
で
は
各
工
場
が
絶
封
多
数
を
占
む

る
女
の
手
に
よ
-
て
運
樽
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と

は
面
白

い
剖
照
で
あ
る
｡

以
上
三
つ
の
櫨
件
が
本
地
域
の
女
子
年
齢
構
造
を
正

常
な
ら
し
め
た
主
な
も
の
と
思
は
れ
る
.

｣ハ
､
人
口
分
布

本
地
域
の
人
口
分
布
状
態
を
見
る
ほ
､

.i
様
に
分
布

せ
ず
し
て
或
蔑

つ
か
の
地
紺
的
要
素
､
及
び
歴
史
的
影

響
を
受
け
'
三
つ
の
分
布
匿
域
を
作

っ
て
ゐ
る
兼
で
あ

る
｡
今
各
分
布
様
式
に
就
き
如
何
在
る
支
配
の
下
に
如

何
は
分
布
し
て
ゐ
る
か
,k
t考
察
し
て
行
-
こ
と

.j
す
る

〓

)

筑
後
川
以
南
の
人
口
分
布

窮
三
間
は
を
の

一
部
を
ボ
し
た
も
の
に
す
ぎ
夜

い
が

本
間
で
79
明
ら
か
に
寵
み
得
る
政
に
此
の
地
方
の
特
徴

は
祭
路
の
分
布
が
T二
つ
の
昔
を
を
し
て
朝
平
行
し
て
ゐ

る
こ
と
で
あ
っ
て
'
そ
の
中
敢
79
完
各
社
帯
状
む
な
し

で
ゐ
る
も
の
は
耳
納
山
麓
に
沿
以
て
額
蓮
し
た
79
の
で

節
二
批

70ニ

二
四

あ
る
｡

然

し
在
が
ら
山
蔑
称
に
人
口
分
布
が
濃
密
で
あ

り
､
且
つ

一
つ
の
昔
を
な
し
で
ゐ
る
と
云
ふ
乙
と
は
､

革
は
耳
納
出
資
に
の
み
見
る
現
象
で
夜
-
到
る
盛
は
見

ら
れ
る
風
食
で
は
あ
る
が
､
此
魔
璽

此
派
を
鞘
を
覆
し

密
集
し
て
ゐ
る
の
は
珍
ら
し

い
｡
そ
の
原
因
と
し
て
は

1
-;
悲
部
は
人
間
政
柄
に
必
野
な
水
-

何
か
も
立
派
な
火
を
得
る

に
便
利
で
あ
る
.
殊
に
鳥
析
博
士
の
龍
の
如
-
上
古
本
地
城
が
痢

畔
地
を
な
し
て
ゐ

た
と
す
れ
ば
､
仰
更
山
灘
部
を
=粥
砥
地
と
し
た

で
あ
ら
う
｡

2
古
代
住
民
が
非
常
に
恐
れ
を
な
し
て
ゐ
た
堺
問
そ
の
他

の
舟
除
に

封
し
て
は
'
平
野
部
よ
り
川
故
郷
の
方
が
好
都
合
で
あ
る
｡

3
日
恕
部
は
前
方
の
平
野
､
後
方
の
仙
術
方
か
ら
染
料
を
擁
-
狩
る

4
以
上
の
原
因
が
偽
り
珊
嬰
響

孟

･な
い
時
代
に
な
っ
て
は
'
新
に

起
っ
た
土
地
利
用
の
立
場
か
ら
.
地
峡
仇:iか
な
平
野
部
に
i
=
任
を

柿

へ
る
よ
り
地
産
力
乏
し
い
川
灘
部
を
榊
任
地
と
し
た
方
が
･
級

折
上
相
場
で
あ
る
｡

そ
の
外
蔑
多
産
春
上
有
利
な
鮎
か
ら
し
て

本
地
背

は
飴
荷
古
代
か
ら
先
住
民
の
占
居
す
る
虞
と
在
っ
て
ゐ

た
ら
し
い
.
そ
の
覆
塘
と
し
で
は
現
在
の
栄
落
よ
-
棺

高

い
､
宵
米
乃
至

二
百
米
の
高
庇
は
於
で
､

一
常
を
越
ゆ
る
古
墳
群
の
分
布
せ
る
乙
と
は
よ
っ
て



筑後川以南の発落分布

川
賛
部
の
架
群
かLJ本

地
域
に
於
け
る
第

一
次

的
の
も
の
と
見
る
在
ら

ば
'
嘗
往
還
及
び
悌
道

を
中
心
と
し
て
教
達
し

光
栄
蕗
は
第
二
次
的
の

も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て

現
在
主
婁
交
通
路
に
滑

へ
る
陶
係
上
架
路
の
接

と
も
見
る
べ
き
も
の
は

本
棚
上
に
分
布
し
て
ゐ

る
0第

三
間
に
放
て
敢
北

の
昔
は
筑
後
川
に
沿
以

も
知
る
rJ
と
が
出
来
る
勿
論
平
野
部
か
ら
も
合
せ
蟹
な

ど
の
敬
堀
は
見
る
が

〔
大
正
十
五
年
霜
月
八
日
浮
羽
郡

船
越
柑
滅
入
に
於
て
烏
屠
博
士

一
行
に
よ
-
)
そ
の
数

に
放
て
州
鹿
部
の
古
墳
と
は
同
日
の
統
で
は
な

い
｡

北
部
筑
紫
中
野
の
人
;
地
規

敏
速
し
た
も
の
で
あ
る

が
､
そ
れ
で
も
岸
近
-
位
置
せ
ず
し
て
節

l
或
以
は
節

二
の
堤
防
以
外
に
分
布
し
て
ゐ
る
の
は
毎
年
の
如
-
起

る
洪
水
を
さ
け
る
自
然
の
轄
英
で
あ
ら
う
｡

(
二
)

常
備
川
流
域
の
人
口
分
布

10三

二
五



地

球

妨
十
六
容

･
此
虜
で
は
筑
後
川
の
場
合
と

異
-
､
今
朝
丸
p
端
開

宿
昔
の
三
栄
港
が
交
通
路
に
支

配
せ
ら
れ
て
河
岸
に
位

間
し
て
ゐ
る
外
､
他
は
地
形
の
閥
係
上
河
岸
か
ら
小TITi首

米
乃
至
千
二
三
打
水
の
間
隔
,<LJと
づ
て
､
丘
陵
尖
端
は

緊
落
列
を
作
っ
て
み
る
｡
此
れ
恭
-
水
m
む
宅
地
化
す

る
こ
と
J,tj防
ぐ
と
共
に
水
宮
か
ら
免
か
れ
る
馬
で
あ
ら

う

ノ

0
(
≡
)

兼
北
部
は
於
け
る
人
口
分
布

東
北
部
で
は

一
見
不
規
則
に
分
布
し
て
ゐ
る
棟
で
あ

る
が
､
そ
れ
で
も
地
形
及
び
交
通
路
の
影
響
j<LJ余
熱
受

け
て
ゐ
な

い
の
で
は
な
い
｡
金
川
柑
p大
聯
朴
.朝
倉
柑

完
W
は
主
と
し
て
地
形
に
制
無
せ
ら
れ
p
桑
畑
を
な
し

て
ゐ
る
素
地
と
水
刑
と
の
漸
移
地
鼎
に
分
布
L
t
他
は

交
通
路
及
び
水
路
は
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
｡

只
此
の
地
域
の
川
鹿
部
は
耳
納
川
庶
耕
多
-
の
緊
渉
を

作
っ
て
ゐ
な

い
7
■と
が
著
し
い
判
照
を
な
し
て
み
る
｡

七
､
人
口
密
度
及
び
増
減

東
部
筑
紫
平
野
の
人
口
密
艦
は

1
万
粁
六
腎
五
十
人

位
と
云
は
れ
で
お
る
｡
農
業
地
域
と
し
て
か
ほ
ど
ま
で

節

二

挽

7
0
凹

二
六

の
密
度
を
有
し
て
ゐ
る
こ
と
は
'

金
-､
地
力
豊
富
な
る

粘
基
で
あ
る
｡

第

四

表

米
審
反
督
平
均
収
穫
高

従
っ
て
早
-
よ
か
人
口
和
宮
と
な
ゎ
宿
の

一
月
平
均

新
作
反
別
は
僅
か
に
六
反
五
畝
､
畑
地

一
切
を
令
し
1tJ

も

…
声
懲
ら
八
反

一
畝
で
全
問
題
家

一
月
平
均
耕
作
反

別
は
比
し
約
三
反
も
少
な

い
の
で
あ
る
｡
故
は
現
在
計

産
r
J約
人
と
し
っ
㌧
あ
る
金
川
村
及
び
太
刀
洗
飛
行
場

附
泥
の
新
地
整
相
が
た
と

へ
資
行
r
u紅
､
完
成
さ
克1
ね

JJ
L
で
も
､
そ
れ
に
よ
る
人
口
増
加
は
飴
･｡
期
待
す
る

こ
と
は
田
楽
な

い
｡
吾
が
囲
全
階
で
は
明
治
初
年
か
ら

内
地
の
み
で
約
二
楢
の
人
口
櫓
加
む
な
し
で
ゐ
る
｡
然

し
夜
が
ら
東
部
筑
紫
平
野
で
は
同
年
間
殆
′凡
ど
停
滞
の



状
態
で
あ
る
｡

梓

羽

榔

三
井
珊

瑚
伊
部

4
1

計

明

jm
M
十
三
端
末
日

米.〇川
三

e.Tl

g
1九

八
八
空
相

二
川
〔
誓

乾

岬
和

三

舛

末

日

貴
大
1

曇
3n

l
g

iが

八
四
霊

二

三

完

莞

明
治

_
十
三
年
と

昭
利
三
年
と

む
比
較
す
る
時
三
菌

人
の
減
少
堅

印
し
て
ぬ
る
が
'
之
は
三
井
郡
の

一
部
柵

原
相
関
分
村
等
が
久
留
米
相

に
各
併
せ
ら
れ
ITtJ
馬
､
及

び
時
代
の
影
響
の
鮎
基
で
あ

っ
て
､
人
口
櫓
減
計
j明
治

初
年
か
ら
グ
ラ
フ
に
韓
け
ば
大
鰻
二
十
苗
を
中
心
と
し

て
僅
か
に
上
下
し
て
ゐ
て
匿
線
状
･]打
,な
し
て
ゐ
る
.
従

っ
て
二
十
繭
内
外
の
人
口
が
畏
業
組
織
下
に
於
け
る
本

地
域

の
収
容
し
得
る
金
能
力
で
あ
る
ら
し

い
｡
今
彼
此

の
組
純
が
捷
化
し
､
仕
度

の
椅
加
を
来
た
r
uな
い
以
上

東
邦
筑
紫
平
野
の
人
口
動
態
は
p
他
-
ま

で
停
滞
の
状

態
を
預
け
p
革
力
の
供
給
地
と
し
て
の
人
口
移
動
は
止

ま
な

い
で
あ
ら
う
○

村

松

繁

樹

南
附
の
地
形
と
跳
躍
巴
人
の
植
民

世
群
雄
兄
時
代
は
次
ぐ
各
大
陸
に
於
け

る
政
雄
巴
人

の

植
民
は
賓
に
日
畳
L

FJ7P
の
で
あ
っ
た
｡
而
し
て
彼

等

の
活
躍
は
地
球
上
付
塵
に
於

七も
其
の
地
方
の
地
理

的
環
境
は
制
約
r
Jれ
な
が
ら
'

或は
叉
之
に
腰
化
し
な

が
ら
進
行
し
た
も
の
で
あ

っ
L
J
,J
と

は
行
み
得
な

い
U

被
の
シ
J,(
-
ア
ほ
放
け
る

p
シ
ャ
<
の
来
港
は
､
撒
布

絹
附
の
地
形
と
枚
羅
u
人
の
捕
蛇

最
初
の
動
機
は
毛
皮
勘
と
追
求
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と

は
云

へ
､
賓
に
驚
嘆
す
べ
き
勢
力
む
以
tJ
最
も
華

々
し

-
成
し
遼
げ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
｡
此
の
間
､

一
年
と

し
て
新
領
土
が
露
西
重
帝
岡
は
加

へ
ら
れ
ぬ
年
と
て
は

な
か

つ
･hN
.
有
者
な
イ
ェ
ル

マ
ッ
ク
が
シ
べ
-

ア
拓
楯
の

基
礎
む
置

い
た
時
か
ら
､
デ
.,,h
ユ
ネ
フ
が

コ
-

ヤ
河

口

l0-g

二
七


