
ほ
附
ふ
て
ぬ
る
と
い
ふ
棟
夜
特
殊
の
場
各
が
多
-
､
黙

ら
ざ
れ
ば
小
n
い
栄
落
で
あ
る
か
又
は
二
次
的
の
新
し

い
田
村
で
あ
っ
た
む
す
る
｡
そ
し
て
主
嬰
在
米
群
は
骨

董
地
の
縁
蛍
､
そ
れ
は
或
は
養
地
上
で
あ
っ
た
-
､
或

は
低
地
は
下
っ
て
居
た
-,h
t
或
は
又
両
者
は
跨
っ
て
ゐ

佐

賀

願

の

百
然

LJ
-
す
る
が
ー
何
れ
に
し
て
も
を
の
境
界
線
は
近
い
俳

に
布
衣
す
る
の
で
あ
る
｡
rJ
れ
は
或
は
綱
東
中
野
の
一

部
に
於
け
る
79
の
と
相
似
力
現
象
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
｡
乙
の
洪
積
毒
地
上
で
は
井
月
を
掘
っ
て
77･̂容
易
に

飲
料
水
の
得
ら
れ
を

い
場
令
が
多

い
｡

地

理

(
二
)

?
=

米

次

｢

脊

振

地

盛

掬
耳
此
の
脊
振
｣
天
山
地
匿
を
地
形
的
は
在
が
め
る

な
ら
ば
､
天
機
二
部
分
に
分
つ
rJ
と
が
出
凍
る
｡
そ
れ

は
脊
振
他
動
と
天
山
々
塊
の
三

つ
で
あ
る
｡
次
に
其
の

各
々
に
つ
い
て
少
し
辞
し
-
考
察
し
て
み
や
う
'?

抑
7P
此
魔
で
脊
振
地
盤
と
言

へ
る
も
の
は
'
西
は
東

独
浦
郡
楢
崎
町
の
兼
北
部
･hN
る
藤
岡
腺
境
附
近
ほ
其
副

を
磯
し
て
､
兼
方
に
約
二
十
五
粁
を
延
び
お
る
後
'
こ

れ
は
東
商
は
屈
曲
す
る
乙
と
約
二
十
粁
､
三
養
基
郡
甲

佐
到
蝦

の
日
蝕
地
租

原
村
に
終
る
と
こ
ろ
の
弧
状
を
を
す
山
脈
を
言
へ
る
も

の
で
あ
る
｡
此
の
山
脈
は

一
つ
の
他
職
山
脈
で
あ
っ
て

其
南
を
劃
す
る
断
層
線
は
､
先
づ
玉
島
川
の
谷
を
御
-

ハ
ガ
7t･

羽

金

山

(縁
故
約
九
〇
〇
米
)
の
園
部
の
天
山
々
塊
と

操
縦
す
る
と
こ
ろ
の
鞍
部
(海
抜
約
四
五
二
米
)
を
越
え

カ
セ

カ
ハカ
･-ガ
ハ

る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
は

嘉

瀬

川
上
流
た
る
川

上

川

の

谷

は
班
で
'
月
迦
'
廉
名
古
'
下
軸
津
呂
､
落
合
､
磯
田

ジ
ヤ
ウ
ハラ

セ
ウリ

の
譜
部
落
を
総
て
城

原

川

の
上
流
た
る
脊

振

村

を
周
ぎ

ニ
ヒ
ヤ
ヤ

て

仁

此

山

に

至
る

一
線
で
あ
る
｡
此
の
断
層
線
は
東
南

芸

1

二二
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地

球

節
十

六
容

方
に
割
合
に
明
瞭
で
あ
っ
て
問
北
方
は
不
分
明
で
あ

る

而
し
て
東
南
方
に
於
け
る
前
述
の
断
健
線
附
近
を
更
に

ょ
-
熟
硯
す
る
時
に
､
其
史
は
上
段
は

(渥
按
的
五
官

米
銀
附
近
ほ
)
今

一
段
の
断
層
線
を
兄
用
す
こ
と
が
出

承
る
｡
[J
れ
が
即
ち
辻
村
教
授
の
階
段
状
拍
動
な
-
と

言
は
れ
ね
も
の
怒
ら
ん
と
恩
ふ
の
で
あ
る
｡
筆
者
は
此

の
階
段
地
亜
構
甘
秒
範
囲
を
斑
は
燐
め
て
,
殆
止
ど
脊

振
地
壁
の
金
城
は
瓦
つ
ヱ
別
越
の
童
断
簡
線
と
平
行
は

此
の
上
段
の
新
暦
線
の
布
衣
を
謝
め
た

い
と
皿
ふ
.
然

し
.
rJ
れ
は
兼
牛
は
明
瞭
は
し
て
西
牛
は
不
明
瞭
在
る

乙
と
は
既
に
述
べ
た
通
-
で
あ
る
｡
此
の
上
段
の
断
優

イ
シ
ナイ

線
は
佐
賀
絹
の
道
か
米
北
方
た
る
石

動

川

の
谷
は
沼
ふ

て
千
石
山
と
槽
現
出
の
中
間
の
構
造
谷
を
の
ぽ
-
､
久

保
山
､
井
手
野
､
山
中
の
部
落
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
漸
次

I:

1
...

::

:I:

血
丁

節
光
班

毒

!

三
二

其
明
瞭
度
を
減
ず
る

も

の
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
史
に
閣

シ
S
ヒ
ガ
八

に
の
び
て
小
城
郡
北
山
村
の
紳

水

州

､

上
無
津
呂
の
潮

路
を
通
-
､
兼
松
浦
郡
七
川
村
の
荒
川
か
ら
女
綾
の
甫

庇
の
無
名
の
谷
を
通
る

1
線
で
あ
る
0
此
の
断
層
線
が

其
の
明
瞭
ruが
東
草
よ
-
西
中
は
乏
し
き
は
､
欠
張
-

川
上
川
上
流
及
び
玉
島
川
上
流
は
よ
る
開
楯
の
結
果
で

あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
｡

次
に
此
の
地
塵
の
高
庇
を
大
観
す
る
馬
に
二
欄
間
､

佐
賀
両
順
境
に
準
え
る
脊
振
地
典
の
川
番
の
高
度
比
較

一
腰

閲

を掲
げ
よ

う

｡

左
閲

は

於

で

明

か

な
る
如
-
脊
梶
川
(
一
C
五
五
米
)

は
本
山
脈
中
の
敢
高
庇
を
不
し
て
み
る
｡
そ
し
て
､
rJ

ハ
マグ
リ
ゲ
ケ

れ
む
主
峰
と
し
て
東
南
に
蛤
撤
(
八
六
三
米
)
西
方
は
猟

師
岩
山
(
八
九
三
光
)
金
山
(
九
六
七
米
)
を
軽

へ
て
ゐ
る

.･.

1;.小

f



順
境
は
聾
ゆ
る
rJ
れ
ら
の
山
々
の
鞍
部

を

横
断
す
る
主

要
交
通
系
と
し
て
は
'
七
曲
峠
(
五
〇
二
光
)ー
碓
原
峠

ア
ゴ
サ
ヵ

(
七
五
七
光
)
安

後

坂

峠

(
七
三
〇
米
)
等
が
漏
岡
腺
側

は
通
じ
て
ゐ
る
｡
此
の
外
に
そ
れ
ら
の
西
方
は
饗
ゆ
る

笛
両
(
九
五
五
米
)
と
の
間
は
三
瀬
峠

(
こ
れ
は
前
述
の

七
曲
峠
と
共
に
本
山
脈
横
断
交
通
線
と
し
て
は
敢
童
婁

線
で
あ
る
｡
海
抜
五
入
二
光
)
が
あ
-
､
乾
に
宵
山
に

隣
っ
て
羽
金
山
(九
〇
〇
米
)女
羅
(
七
四
九
米
)
揮
羅
山

(
八
〇
玉
来
)等
が
奪
え
て
ゐ
る
｡
そ
れ
ら
の
山
々
は
小

城
郡
北
山
か
ら
糸
島
郡
長
赤
村
は
迫
ず
る
高
庇
五
七
〇

米
堅
ホ
す
無
名
の
峠
､
比
に
東
松
浦
郡
七
山
柑
よ
ら
糸

島
郡

一
食
山
村
に
通
ず
る
五
八
六
米
の
無
名
の
峠
は
よ

っ
て
切
断
さ
れ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
ら
の
峠
は
殆
ル
ビ
各
部

此
の
山
脈
の
断
簡
崖
に
迫
る
譜
河
川
の
上
流
部
に
よ
っ

て
開
挿
さ
れ
た
る
谷
間
の
鞍
部
を
迫
ず
る
単
勝
の
小
種

ト
ンボ
ヤ
マ

で
あ
る
｡
斯
-
し
て
脊
振
地
朗
は
最
後
は
十
防
山

(
五

カ
カ

三
五
米
)
を
以
て
酉
瀧
の
主
峰
と
し
て

鹿
家､包
有
附
近

よ
り
玄
海
灘
の
於
浦
潟
に
沈
む
長
さ
四
十
五
肝
を
な
す

弧
状
の
山
脈
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の

一
連
の
山
の
中
､
兼

任
盤
収

の
･;
欽
…地
神

だ河
川
に
よ
る
開
折
箱
鹿
も
調
査
に
少
-
､
従
っ
て
原

地

形
が
制
令
に
ょ
-
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
塵
は
､
失
弧
-

脊
振
山
を
中
心
と
す
る

.I
系
統
で
あ
る
｡
即
ち
金
山
､

猟
師
岩
山
､
脊
振
山
､
蛤
緑
の
連
峰
で
あ
っ
て
､
山
頂

は
閣
北
よ
-
光
南
の
方
向
に
制
令
は
均
等
に
走
-
､
部

分
的
に
は
滴
岡
牒
側
に
も
卒
行
在
る
断
層
線
を
有
す
る

所
謂
地
盤
=
脈
と
し
て
の
平
頂
部
を
79
増
し
て
ゐ
る
｡

こ
れ
ら
の
卒
頂
部
は
'
此
の
山
脈
の
前
輪
廻
の
地
形
即

ち
隆
起
前

の
準
平
原
面
の
遺
物
と
し
て
の
平
頂
部
を
-

と
考
ふ
る
fJ
と
が
出
水
よ
う
｡
比
の
平
坦
部
の
境
界
を

記
す
怒
ら
ば
､
乙
れ
ら
の
山
稜
の
上
部
を
幅
五
〇
〇
米

高
度
約
七
〇
〇
-
八
〇
〇
米
の
綬
傾
斜
を
な
し
て
ゐ
る

地
形
を
言

へ
る
も
の
で
あ
る
｡

二七
天
山

々

塊

.r
),
.叶
]･.

阿

幽

凡
そ
摘
固
形
を
を
す

天

山

々

塊
は
､

へ
の

字
型
の
脊
振
地
動
の
商
線
に
は
iJ
内
接
し
て
晒
る
-;
義

で
あ
る
｡

前
述
の
脊
振
地
曲
が
細
長
-
脈
状
を
な
せ
る
に
対
し

て
'
天
山
々
塊
は
殆
A
ど
其
高
度
は
卒
均
せ
る
波
浪
状

毒

.7
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地

球

節

十
六
怨

山
岳
群
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
み
る
｡

rJ
れ
は
本
膳
南

部
に
あ
る
多
良
岳
火
山
と
共
は
佐
賀
堀
に
於
け
る
代
表

的
の
山
岳
地
方
で
あ
る
｡
本
山
塊
は
本
願
の
中
英
北
部

は
楳
苫
し
､
恰
79
灸
嘱
下
の
群
山
に
親
分
す
る
も
の
J

､｢[t.1T
[..

如
-
､
特
に
比
の
皿
主
た
る
天

川

は

､
太
さ
線
を
以
て

高
-
大
量
を
劃
し
て
準
え
て
ゐ
る
｡

跡
で
本
山
魂
の
地
形
を
細
か
に
観
察
す
れ
ば
斑
に
大

健
二
部
分
に
分
つ
fJ
と
が
出
凍
よ
う
｡
そ
れ
は
即
ち
基

部
匿
域
と
西
部
閲
域
で
あ
る
｡
此
の
雨
域
の
境
界
は
､

カ
セ

此
の
山
地
に
源
を
聴
し
て
商
流
す
る

嘉

瀬

川
の
上
流
の

カ

ハカーJ,ガ
ハ

川

上

川

で

あ
る
｡
而
し
て
両
部
筒
域
は
東
部
匿
域
は
此

し
て
面
積
班
-
､
仝
山
塊
の
四
分
ノ
三
近

-

も
占
め
て

ゐ
る
0

掛
で
東
部
低
域
は
小
群
峰
が
波
浪
状
を
な
し
て
綬
起

伏
堅
不
し
て
ゐ
る
｡
其
中
海
紋
五
〇
〇
米
を
適
す
川
獄

キ
ンリウ
.i
ン

は
､
僅
か
に
金

立

山T

(

五
〇
二
米
)酷
税
山
(
五
八
六
米
)

等
の
二
三
峰
に
過
ぎ
ぬ
｡
こ
れ
に
反
し
て
西
部
低
域
は

東
部
匿
城
よ
り
も
規
模
大
に
L
ttJ､
山
岳
も
割
合
に
高
+
ウ
ラキ

い
｡
党
づ
天
山
二

〇
四
六
米
)
を初
め
と
し
て
､
厳

木

鮮

五
批

意
は

三
代

サ

ラ

へ

朴
東
北
部
の
無
名
の
出
(
九
〇
二
光
)
或
は
作

飽

-
;

(
A

八
七
光
)
濠
線
(
八
四
五
米
)梓
川
(
八
六
〇
米
)白
石
山

(
七
九
四
米
)
及
び
兼
北
に
撒
離
れ
て
職
岳
(七
三
九
来
)

の
あ
る
あ
わ
｡
何
れ
79
高
庇
潜
動
似
し
て
蔭
に
起
伏
し

一
見
高
原
状
を
量
し
て
ゐ
る
｡
そ
し
て
此
の
山
塊
は
前

述
の
脊
振
地
曲
と
は
'
僅
か
に
玉
島
川
と
嘉
瀬
川
と
の

分
水
功
罪
約
四
五
二
米
の
振
放
高
庇
の
塵
を
鞍
部
と
す

る
個
所
ほ
て
連
絡
し
て
ゐ
る
ほ
過
ぎ
将
｡
基
部
置
域
は

rJ
れ
ほ
反
し
て

一
見
恰
も
脊
振
･;
地
形
の

1
延
長
の
如カ

ハ

く
見
え
る
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
嘉
瀬
川
上
流
た
る
川

--.･J.llI

上

川

の

谷
間
が
飲
み
は
明
瞭
に
天
山
々
塊
の
中
央
部
を

南
北
は
中
断
せ
る
ほ
よ
っ
て
起
れ
る
地
形
で
あ
る
｡
而

し
て
天
山
々
塊
と
脊
振
山
脈
の
へ
の
字
型
轡
曲
の
丸
轡

部
と
の
問
に
海
故
約
三
百
米
平
均
の

1
盆
地
が
あ
る
.

･J･･ヅ
セ

こ
れ
が
即
ち
三

瀬

盆
地
で
あ
っ
て
本
膳
の
山
地
帯
に
於

け
る
盆
地
部
落
と
し
て
有
数
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は

斜
面
的
ほ
は
薪
瀬
川
上
流
な
る
州
上
川
斜
面
な
る
も
､

ジ十
ウ
ハラ

交
通
的
ほ
は
東
商
な
る

城

頂

川

の
構
造
谷
に
滑
ふ
系
統

で
あ
る
0



⊥

恩

m個
閥
[
攻
は

此
の
脊
振

1
天
山
地
筒
の
地
昔
構

造
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
大
概
土
地
が
斜
構
造
地
域
を
る

FJ
と
は
既
に
述
べ
て
卦
い
ね
｡
即
ち
其
主
軸
は
酉
北
よ

-
加
商
に
向
以
.
従
朝
は
略
々
之
に
匪
交
し
て
東
北
よ

か
両
前

へ
と
走
る
の
で
あ
る
｡
rJ
れ
ら
の
革
質
は
p
乙

の
地
域
の
山
峰
の
配
列
分
布
､
或
は
峰
線
及
び
河
谷
等

の
多
-
が
､
平
行
斜
軸
上
に
配
列
す
る
rJ
と
は
よ
っ
て

も
知
る
こ
と
が
出
凍
る
｡
然
ら
ば
乙
れ
ら
の
革
質
は
'

此
盛
の
地
栗
或
は
地
砕
構
造

等
と
基
し
て
如
何
在
る
闘

係
を
有
す
る
か
は
'
定
に
研
究
を
要
す
る
問
題
で
あ
る

が
､
恐
ら
-
は
こ
れ
ら
の
革
質
は
此
塵
の
地
帯
構
造
の

方
向
を
あ
ら
は
す
79
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
此
の
研
究

の
決
定
は
や
が
て
松
浦
川
の
断
層
谷
の
方
向
'
或
は
進

キ･>ラギ

上
流
光
る
厳

木

州

の
衝
角
に
曲
流
す
る
rJ
と
､
又
は
罫

瀬
川
上
流
を
る
川
上
川
の
曲
流
状
態
が
附
近
の
地
形
は

対
し
て

一
見
奇
し
き
流
路
を
辿
る
如
き
革
質
を
79
決
定

す
る
哩
を
握
れ
る
79
の
で
は
あ
る
ま
い
か
o
rJ
れ
ら
数

多
の
山
岳
の
中
'
唯
天
山
及
び
其
兼
在
る
彦
岳
を
連
ね

る
峰
線
み
の
が
大
鯉
兼
酉
軸
堅
ポ
し
て
.

他
の
多
く
の

催
剖
櫛

の
･_7777欽
…地
批

峰
や
谷
の
方
向
と

.I
致
せ
ざ
る
は
次
の
却
薯
は
よ
る
の

で
あ
ら
う
｡
即
ち
rJ
れ
は
つ
い
て
は
既
に
唱

へ
ら
れ
て

ゐ
る
様
に
､
此
の
地
域
の
地
質
は
風
化
作
用
､
水
蝕
作

用
等
ほ
封
す
る
抵
抗
力
が
強
固
な
る
蛇
紋
岩
又
は
閃
緑

岩
は
よ
っ
て
構
成
n
れ
て
ゐ
る
乙
と
と
､
他
の

1
つ
は

我
が
酉
南
日
本
の
地
帯
構
造
線
た
る
中
央
線
の
通
路
と

し
て
の
断
簡
の
布
衣
す
る
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
｡
然
し

そ
れ
は
別
と
し
て
'
北
に
脊
振
山
､
南
は
多
良
岳
の
高

峰
と
此
肩
し
て
此
の
天
山
が
本
膳
の
三
山
の

一
つ
と
し

て
版
の
中
央
北
部
に
英
雄
を
殻

へ
る
も

一
つ
は
地
形
的

誼
に
地
異
的
ほ
然
ら
し
め
光
る
も
の
で
あ
る
｡
塵
敦
た

る
佐
賀
の
岬
鵜
平
野
上
は
立
ち
て
北
方
は
饗
ゆ
る
天
山

を
進
は
望
む
時
､
恰
旦
鹿
川
の
如
dT,威
容
を
不
し
､
魔

女
の
如
-
地
山
満
な
る
山
階
は
明
る
さ
線
を
以
っ
て
山
脚

に
縛
-
と
rJ
ろ
､
時
は
打
雲
が
傘

と
在
っ
て
頂
を
鎖
す

あ
た
り
､
何
人
も
振
放
僅
か
は
千
米
内
外
の
山
と
は
恩

は
ね
で
あ
ら
う
.

跡
で
此
の
地
域
の
地
形
の
大
勢
は
上
越
の
如
-
で
あ

る
｡
rJ
れ
ら
の
金
股
的
特
色
と
し
て
特
筆
す
べ
き
乙
と

景
況

三
五



地

球

肪
十
六
懲

節
五
雛

歪
火

は
､
其
地
形
が
明
か
に
隆
起
準
平
原
地
形
を
量
す
る
こ

と
で
あ
る
其
隆
起
前
に
於
け
る
原
地
形
甫
た
る
薦
準
畢

根
面
と
日
す
べ

き
も
の
は
'
覗
地
形
を
以
っ
て
推
す
ほ
､

現
在
は
約
渦
紋

五
〇
〇
米
乃
至
七

〇
〇
米
前
筏
の
標
高

に
存
在
す
る
も
の
と
息
は
れ
る
｡
而
し
て
此
の
薦
準
平

原
面
と
見
る
'.(
PJ地
形
の
表
面
に
今
日
桐
は
八

C
.O
米

以
上
の
高
庇
を

有
す
る
山
峰
は
多
-
は
前
輪
廻
準

平
原

面
上
は
接
触
ru
れ
域
n
れ
た
る
残
丘
が
今
日
'
現
在
の

高
度
は
迄
持
ち
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
｡
次
に
此

地
域
に
放
け
る
前
輪
姐
の
隆
起
準
平
原
面
と
恩
は
れ
る

振
放
五
〇
〇
米
よ
-,h七
C
O
米
に
到
る
綬
地
面
,<k
.､
陸

側
五
常
分
の
.i
の
地
聞

よ
-
抽
き
出
し
て
み
や
う
､
間

中
の
斜
線
部
が
隆
起
準
平
原
市
と
瓜
は
れ
る
個
所
で
あ

っ
て
其
の
内
部
の
飴
白
は
､
そ
れ
よ
-
更
に
高
地
た
る

魂
丘
堅

不
し
､
外
部
は
諾
河
川
は
よ
っ
て
創
ら
れ
カ
所

で
あ
る
｡

今
日
は
既
に
蔑
多
の
断
裂
に
ょ
つ
て
寸
断
さ
れ
て
ゐ

る
此
の
筑
紫
山
脈
も
､
腎
で
大
間
州
に
よ
る
成
生
の
蔚

初
は
決
し
て
今
日
の
如
-
複
郷
な
る
地
形
は
量
し
て
は

節
番

鼠

晶

芸

前
掛

鳳

拳

骨

億



ゐ
な
か
っ
た
｡

を
し
て
春
風
秋
両
極
め
て
平
和
な
N7
永

さ

藍箱
の
間
絶
え
ざ
る
浸
蝕
作
用
が
此
の
単
純
な
る
山

膿
の
表
面
に
行
は
れ
で
'
蓬
に
促
成
岩
た
る
花
梅
岩
は

露
出
し
､
敦
面
の
岩
層
は
遠
-
梅
岸
方
面
は
迄
,q
ば
れ

て
蛮
大
な
る
平
野
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
｡
斯
-
て
年

と
北
ハに
次
節
に
山
地
形
は
高
度
を
減
じ
て
蓬
に
準
平
原

と
化
し
た
｡
此
の
ぺ
ネ
プ
レ
ネ
イ
･b
ヨ
ン
の
行
は
れ
た

時
期
に
紬
し
て
は
末
光
確
賓
在
る
定
数
は
覆
い
の
で
あ

る
｡
然
し
南
日
本
の
各
般
的
を
準
平
原
化
作
用
に
就

5'

三

三

の
尊
者
は
次
の
様
は
言
っ
て
ゐ
る
｡
号
つ
小
藤

博
士
は
南
日
本
地
方
の
準
平
原
化
の
時
期
は
つ
い
て
､

敢
初
の
論
文
に
於
で
は
白
壁
配
を
-
と
考

へ
て

ゐ
力

が
､
後
は
礎
表
さ
れ
LJ
る
論
文
に
は
其
中
､
第
三
紀
の

準
平
脱
化
作
用
に
ょ
つ
て
皆
ま
れ
ね
も
の
J
存
在
も
あ

る
こ
と
を
説

い
て
ゐ
ら
れ
る
､
叉
小
倉
氏
は
ま
れ
ば
､

中
間
地
方
に
於
け
る
準
平
原
は
中
新
世
以
前
に
於
て
形

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
は
申
問

の
準
平
原
の
一
部
が
､
其
時
代
の
海
底
沈
積
物
を
以
っ

て
覆
は
れ
で
ゐ
る
故
に
､
此
地
群
は
中
新
世
以
前
は
於

政
教
噺
の
日
蝕
地
班

て
準
平
原
化
が
行
は
れ
で
､
後

一
皮
渦
中
に
接
し
て
呼

び
隆
起
せ
-
と
考

へ
た
の
で
あ
る
｡
此
考

へ
は
加
藤
博

士
や
小
棒
博
士
に
ょ
つ
て
騰
が
れ
て
ゐ
る
｡
矢
部
博
士

は
筑
紫
山
地
の
準
串
原
化
の
生
じ
た
時
期
を
鮮
新
世
と

断
言
し

て､
中
観
は
於
け
る
準
平
原
も
或
は
同
時
代
の

79
の
で

はを
い
か
と
の
奴
を
79
つ
て
ゐ
る
｡

級
で
此
の
準
平
原
の
隆
起
の
状
態
に
つ
い
て
余
は
次

の
如
-
考
ふ
る
7S3の
で
あ
る
｡
即
ち
､
そ
れ
は
革
に
水

平
に
普
-
隆
起
せ
る
も
の
に
は
あ
ら
ず
し
て
金
牌
的
ほ

酉
寓
に
高
-
兼
北
に
低
く

所
謂
楯
動
状
の
地
塊
と
し

て
隆
起
し
､
そ
し
て
断
裂
せ
る
も
の
と
皿
ふ
の
で
あ
る

こ
れ
は
標
式
的
ほ
見
都
在
る
も
の
で
は
勿
論
無

い
｡
然

し
此
の

テ
ィ
γ
チ
ヅ
ド
､
ブ
ロ
ッ
ク

は
今
日
唐
津
線
の
蛾

路
に
沿
ふ
方
面
を
断
簡
崖
の
前
面
と
し
て

(
rJ
折
が
枚

づラ
エ

浦
川
断
層
谷
で
あ
る
が
)
作
鵡
川

(
八
八
七
光
)
天
川

(
LL
〇
四
六
米
)塩
に
其
中
間
の
無
名
の
山
(
六
九
八
米
)

を
述
ぬ
る
線
が
断
層
崖
の
頂
上
で
あ
る
｡

此
の
ブ
ロ
ッ

ク
は
次
第
に
兼
北
方
向
に
傾
斜
L
y
p
そ
れ
は
城
原
川

の
河
谷
の
構
造
谷
を
以
っ
て
終
る
所
の
鹿

動
地
魂
と
見

三
悪

三
七



地

球

妨

十

六

懸

る
の
で
あ
る
｡
此
の
論
櫨
と
す
る
と
こ
ろ
は
､
此
の
地

塊
河
上
の
起
伏
が
各
階
的
ほ
卒
均
し
て
西
南
に
高
-
I

東
北
に
低
さ
こ
と
｡
誼
に
其
隆
些

偽
頂
の
風
化
或
は
水

蝕
に
よ
る
傾
斜
が

(
即
ち
各
等
高
線
の
近
接
状
態
が
)

西
南
に
密
(坂
が
険
し
い
乙
と
)
に
し
て
莱
北
に
粗
在
る

こ
と
等
で
あ
る
.
勿
論
中
部
の
嘉
瀬
川
線
の
河
谷
に
は

朝
倉
の
傾
斜
計
鹿

部
的
ほ
は
見
る
が
rJ
れ
は
地
盤
隆
起

に
よ
る
浸
蝕
の
若
返
-
ほ
よ
っ
て
開
挿
さ
れ
た
る
傾
斜

で
あ
っ
て
'
乙
の
rJ
と
は
つ
い
て
は
複
に
詳
述
す
る
の

で
あ
る
｡
天
川
及
び
作
槻
山
を
蓮

ぬ
る
線
が
此
の
傾
動

地
塊
の
断
層
崖
で
は
あ
る
が
､
こ
れ
は
勿
給
敢
初
の
断

層
崖
よ
･Ja
す
れ
ば
風
化
作
用
は
よ
っ
て
頗
る
後
退
せ
る

も
の
と
瓜
は
れ
る
｡

現
在
に
於
で
此
の
薦
準
平
原
宙
が
梅
抜
約
五
〇
〇
米

乃
至
七
〇
〇
兼
前
後
の
と
乙
ろ
ほ
保
存
n
れ
て
ゐ
る
rJ

と
は
地
形
岡
の
明
瞭
に
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
.
即
ち
t

fJ
･TJvl
は
よ
っ
て
準
平
原
化
せ
る
此
の
地
域
が
第
二
の
輪

廻
!J,
入
る
べ
-
隆
起
を
.な
せ
る
其
滞
度
も
ほ
ゞ
察
知
す

る
乙
と
が
出
来
る
｡
此
の
隆
起
作

用に
よ
っ
で
輪
廻
は

飾

五
紙

志

八

三
八

再
び
新
し
-
衣
-
.
基
底
を
流
れ
る
河
川
も
淀
蝕
力
は

若
返
っ
て
'
新
に
新
陳
通
商
の
開
楯
を
始
め
た
の
で
あ

る
｡
恐
ら
-
は
'
乙
れ
ら
の
諮
河
川
は
隆
起
前
の
準
平

原
面
上
に
於
で
は
蛇
行
流
を
形
成
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら

う
と
息
は
れ
る
が
'
現
在
本
地
域
の
河
川
に
殆
ん
ど
メ

ア
ン
ダ
ー
を
見
る
乙
と
が
少
恋

い
の
は
'
此
の
地
塊
の

隆
起
速
度
が
飴
-
ほ
速
か
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
は
あ
る
ま

い
か
｡
其
の
土
地
の
隆
起
速
度
と
蛇
行

溌
と
の
的
係
は
別
と
L
V
r

一
憶
に
酉
南
日
本
の
内
帯

川
脈
中
を
流
れ
る
多
-

の河
川
は
曲
流
が
少
孜
-
､

.i

舷
に
地
昔
構
造
は
潜
ふ
て
流
路
を
と
る
も
の
が
多

い
櫨

で
あ
る
｡
次
に
此
の
地
塊
中
を
流
れ
る
譜
河
川
と
本
地

塊
と
の
陶
係
は
つ
い
て
考
察
し
て
み
や
う
｡

画
帯
構
造
と
河
川

先
づ
本

焼
き
流
域
を
有
す
る
は
嘉
瀬
川

(
其
の
上 地
流 隈
を 中
川 ,h/ct
｣二号澱
川 も

と

い
ふ
)
で
あ
る
｡

其
流
程
約
四
十
二
粁
内
外
で
あ
っ
て
､
水ミ

ツ

ほ
奪
え
る
宵
山
附
近
並
に
金
山
南
麓
た
る

三

湘 ぜ源
盆 は

坤 豚
は 境

曹
し
て
ゐ
七
､
其
他
の
支
流
は
此
の
山
塊
中
に
水
源
の



殆
ん
ど
余

部
を
仰

い
で
ゐ
る
O
本
流
の
溌
縄
_
+
二
肝

の
約
三
分
の
二
は
天
山
々
塊
中
を
貫
流
す
る
も
の
ほ
し

で
其
支
流
の
主
在
る
7G
の
は
凡
そ
三
流
で
あ
っ
て
'
そ

れ
ら
支
流
の
流
葡
合
計
凡
そ
四
十
肝
に
及
ぶ
｡
其
主
な

ヰ
ンリウ

る
も
の
は
金

立

山

の
北
部
の
小
盆
地
を
両
統
す
る
も
の

ツル
ユ

或
は
天
山
の
東
北
斜
而
h
t東
に
流
れ
て
古
湯
附
近
ほ
て

本
流
と
各
す
る
も
の
'
或
は
史
は
上
流
た
る
弛
岳
附
近

の
支
流
等
で
あ
る
｡
fJ
れ
ら
の
河
谷
は
極
め
て
長
年
月

の
浸
蝕
に
よ
っ
て
深
-
開
挿
さ
れ
て
ゐ
て
'
此
の
地
方

の
道
路
の
通
ず
る
主
要
在
る
組
む
形
成
し
て
ゐ
て
く
れ

a
c
而
し
て
rJ
の
谷
底
の
河
道
自
身
の
凹
部
数
除
け
ば

谷
の
横
断
面
は
大
股
U
字
形
を
量

す
る
｡
河
道
は
此
の

け
.字
型
の
谷
底
に
放
て
､
他
の
多
-
の
河
川
は
見
ら
れ

る
如
き
小
蛇
行
を
旦
不
き
ず
､
唯
局
所
的
は
沖
積
士
を

堆
積
せ
し
め
､
或
は
跡
状
の
山
脚
部
に
若
干
の
迂
回
を

示
し
っ
ゝ
流
れ
て
ゐ
る
.
叉
河
底
に
は
産
々
ほ
牢
固
た

る
花
岡
岩
が
河
床
と
し
て
露
出
し
､
其
上
に
既
は
殆
ル

ビ
角
稜
を
購
倒
せ
し
め
ら
れ
た
る
岩
塊
或
は
大
型
の
磯

が
頻
々
た
る
有
様
を
量
し
て
ゐ
る
.
そ
し
て
河
底
に
は

件
数
櫛

の
日
蝕
地
班

第 四 間 (A)

1日 い.ち(旬刊Jl- uil汎 h･･1t･-'日 か ,如 虞JtJ･九･恥47-)

小
さ
さ
砂
粒
や
小
磯
は
割
合
に
少

な

い
｡
嘉
瀬
川
の
下
流
の
河
床
は

其
上
流
た
る
川
上
川
の
構
成
面
積

が
相
皆
は
庚
大
在
る
rJ
と
や
､
ヒ

流
附
近
の
地
質
が
'
其
水
蝕
に
封

し
て
抵
抗
錫
き
rJ
と
等
に
よ
っ
て

其
河
床
が
附
鑑
の
水
田
而
よ
-
也

鞘
高
位
に
あ
る
越
n
へ
あ
る
｡
こ

れ
は
'
嘉
瀬
川
上
流
の
傾
斜
が
著

し
-
大
で
あ
-
'
そ
の
馬
め
に
増

水
時
に
於
け
る
崩
壊
土
砂
の
運
搬

カ
の
大
在
る
こ
と
を
物
語
る
も
の

で
あ
っ
て
､
ひ
い
て
は
此
の
川
の

聴
竃
憤
値
が
他
の
河
川
に
勝
る
と

こ
ろ
の
別
か
な
る
澄
櫨
と
79
1吉
へ

よ
う
.
次
に
本
地
匿
に
於
け
る
主

在
る
河
川
の
長
さ
と
其
の
斜
面
角

度
と
む
比
較
聞
示
し
で
次
帯
は
於

け
る
本
棟
河
川
の
人
文
地
坪
研
究

烹

九

三
九
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の
一
資
料
と
な
さ
う
｡

次
に
本
山
魂
の
基
部
匿
域
を
流
れ
る
城
原
川
及
び
脊

振
山
脈
の
西
南
麓
に
糞
訴
な
る
構
造
令
を
作
っ
て
流
れ

る
石
動
川
も
､
耐
河
と
も
大
健
其
の
流
向
は
酉
北
よ
･a

東
南
に
向
つ

て賂
平
行
む
な
し
て
ゐ
る
｡

石
動
川
は

脊振
山
の
商
費
､
久
保
川
の
谷
に
源
を
出

し
て
お
る
が
'
城
原
川
は
其
の
水
沫
は
頭
野
山
の
西
南

大
内
峠
附
鑑
に
赦
し
て
み
る
∪
そ
し
で
こ
れ
ら
は
骨
水



恩
威
岬
寓
は
し
て
ー
従
っ
て
過
去
は
放
け
る
其
浸
軸
力
も

珊
皆
に
大
で
あ
っ
た
｡
石
動
川
の
谷
は
其
此
高
二
宵
米

前
後
.
で
あ
っ
て
城
以
川
の
は
甘
米
以
上
で
あ
り
何
れ

も
隆
起
準
平
原
面
上
は
峡
谷
を
穿
っ
て
み
る
｡
而
し
て

rJ
れ
ら
河
川
の
穿
つ
谷
は
其
の
上
中
流
が
僅
-
し
て
次

第
に
敢
上
流
に
到
る
ほ
つ
れ
て
浅
-
夜
-
蓬
に
金
-
嘗

準
平
原
面
上
の
水
田
の
問
を
流
れ
る
小
流
と
化
し
て
ゐ

る
0斯

-
の
如
-
地
盤
隆
起
に
ょ
つ
て
若
返
れ
る
河
川
は

隆
起
準
串
原
面
の
開
僻
に
金
力
を
傾
洗
し
て
'
次
第
に

其
の
面
の
地
租
を
縮
少
せ
し
め
､
今
や
前
輪
廻
の
平
坦

と
現
輪
廻
に
属
す
る
谷
の
面
積
と
恩
は
れ
る
も
の
と
は

殆
･<
ど
等
し
-
な
っ
て
ゐ
る
｡
所
謂
既
に
挽
幼
年
的
の

開
楯
を
受
け
て
ゐ
る
と
言

へ
や
う
.
斯
-
し
て
譜
河
川

の
谷
線
は
次
第
に
内
域
に
ま
で
其
開
楯
力
む
進
め
t
を

隼
b
の
上
流
部
は
既
は
四
方
の
斜
面
か
ら
互
に
接
近
し

食
っ
て
既
に

ti
粁
乃
至
二
肝
に
近
ま
っ
て
ゐ
る
も
の
も

あ
る
｡
そ
し
宇
そ
れ
が
場
所
に
よ
っ
て
は
､
皆
に
中
断

n
机
で
批
年
期
の
谷
む
ru
へ
表
現
し
ょ
う
と
し
て
担
る

所
も
あ
る
､
例

へ
ば
厳
木
川
の
上
流
は
､
古
揚
附
近
の

位
判
櫛

の
日
蝕
地
相

川
上
川
は
西
か
ら
注
ぐ

l
支
流
と
蛮
力
し
て
皆
は
天
川

を
白
石
両
群
よ
-
引
き
離
r
uA
と
L
t
仝
じ
-
駅
間
川

上
流
は
蒼
商
社
天
山

よ
-
孤
立
せ
し
め
凡
と
L
t
或
は

巌
東
川
の
上
流
は
､
北
在
る
玉
島
川
の

一
支
流
と
共
同

し
て
作
穐
山
､
樺
山
の
連
峰
を
其
東
方
の
連
山
か
ら
掲

立
せ
し
め
凡
と
し
っ
J
あ
る
｡

跡
で
此
地
域
に
於
け

る
隆
起
準
平
原
の
保
有
の
政
も

良
好
在
る
地
域
は
小
城
郡
と
東
松
浦
郡
の
北
部
の
郡
境

特
に
小
城
郡
北
山
相
と
商
山
村
の
村
境
附
近
で
あ
る
.

叉
東
部
匿
域
に
於
で
は
'
城
原
川
上
流
部
か
ら
大
内
峠

-
ヅゼ

の
分
水
界
を
越
し
て
三

瀬

盆
地
は
出
る
附
近
の
地
形
の

如
き
､
起
伏
極
め
で
小
さ

さ
波
浪
状
の
丘
陵
の
山
が
連

宿
し
.
例

へ
ば
大
内
峠
の

頂
上
ま
で
79
水
閏
の
分
布
あ

ら

(
fJ
れ
ら
の
水
附
分
布
列
も
此
の
準
平
原
面
上
の
経

か
な
傾
斜
の
各
組
は
滑
ふ
て
聴
達
し
恰
も
そ
れ
は
此
地

邪
の
地
碑
構
造
を
暗
示
す
る
も
の
J
如
-
東
北
よ
か
四

滴
に
或
は
西
北
よ
-
莱
偶
に
と

い
ふ
如
-
斜
列
を
覆
す

･J
と
は
陸
側
五
薗
分
の

一
の
他
聞
に
其
分
布
閲
を
作
る

rJ
と
は
よ
っ
て
判
る
)
其
の
準
平
原
面
上
に
は
虞
々
に

既
は
教
務
の
畿
蓮
を
み
て
ゐ
る
｡
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地

球

紡

十

六徐

以
上
述
べ
k
.講
河
外
は
何
れ
も
共
沈
向
は
'
極
め
で

多
-
の
瓶
似
鮎
を
有
し
て
ぬ
る
｡
即
ち
本
城
の
大
部
分

の
水
流
は
､
其
主
軸
む
西
北
よ
-
東
方
は
向
け
p基
従
軸

は
之
に
匿
愛
し

てゐ
る
こ
と
で
あ
る
｡
共
生
在
る
も
の

キウ
ラ号
〃
ハ

は
松
浦
川
の
支
流
た
る
躍

木

川

の

断
層
谷
､
或
は
城
原

川
､
石
動
川
蹄
に
塞
水
川
等
の
上
流
の
河
谷
は
唐
ruう

で
あ
る
.
か
J
る
例
は
明
ら
か
は
此
の
地
の
地
帯
構
造

の
方
向
が
酉
北
よ
-
東
方
に
向
ふ
fJ
と
を
物
語
る
7?
の

で
あ
っ
て
､
fJ
れ
は
そ
の
土
地
が
河
水
の
浸
蝕
に
対
し

て
或
は
新
暦
方
向
の
決
定
は
封
す
る
渦
線
部
の
方
向
を

指
示
し
て
ゐ
る
79
の
で
あ
る
｡
然
し
此
の
輩
は
恥
は
本

腺
の
北
部
山
地
の
み
の
現
象
た
る

の
み
在
ら
ず
'
我
酉

南
日
本
の
内
砕
地
域
に
放
て
多
-
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の

仙
郷
構
造
上
の
共
通
的
革
質
で
あ
る
｡
例

へ
ば
山
陰
は

於
け
る
も
の
も
叉
山
陽
に
於
け
る
河
川
列
も
同

一
傾
向

を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
個
々
の
貸
例
は
枚
嚢
に
暇

老

い
の
で
あ
る
｡
唯
此
の
地
域
に
放
け
る
河
川
の
曲
流

地
形
を
考
察
す
る
際
に
､
我
等
の
判
断
を
苦
し
め
る
も

の
は
蓋
し
嘉
瀬
川
上
流
に
於
け
る

ti
部
で
あ
ら
う
｡
勿

論
此
の
川
も
川
上
､
三
段
附
聞
及
び
畑
瀬
よ
-
上
流
の

節

先
般

責

二

四

二

地
域
は
明
か
に
此
地
帯
は
於
け
る

一
般
的
北
ハ通
特
贋
と

同

一
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
｡
唯
三
段
LH
か
ら
古

湯
を
経
て
小
閥
柑
畑
湖
に
到
る
部
分
の
曲
流
と
､
玉
島

川
上
流
の
洗
向
と
は
大

い
に
考
ふ
べ
き
因
子
計
多
分
に

有
す
る
の
で
は
あ
る
せ

い
か
｡
玉
島
川
が
主
に
東
西
流

の
方
向
を
と
れ
る
は
蓋
し
脊
振
山
脈
の
断
層
線
に
附
ふ

西
草
の
水
生
滋
梅
に
迄
運
ぶ
流
路
を
と
れ
る
か
ら
T.J
あ

る
｡
ru
れ
ど
玉
島
川
支
流
の
此
の
地
亜
山
系
よ
-
流
れ

出
る
谷
.む
方
向
を
よ
く
硯
る
時
は
矢
眼
-
本
地
昔
の
構

造
線
と

一
致
す
る
斜
の
方
向
む
と
れ
る
も
の
が
多

い
｡

画

風
叫
楓
劃
I
rJ
れ
ら
の
山
地
を
構
成
す
る
主
在
る

岩
木
は
'
殆
ん
ど
祇
園
岩
で
あ
っ
て
.
そ
れ
は
古
庄
厨

中
に
進
入
し
た
79
の
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
O
秋
…し
此
の

古
生
暦
は
現
在
本
地
域
で
は
機
運
が
極
め
て
不
良
で
あ

っ
て
､
唯
僅
か
に
数
ヶ
所
に
極
め
て
翫
-
在
社
す
る
の

み

であ
る
｡
其
の
中
の
北
部
楳
項
は
分
布
す
る
79
の
は

他
に
此
較
し
て
梢
焼
-
､
大
磯
梗
状
を
な
し
て
富
山
附

近
に
侵
入
し
て
ゐ
て
'
童
に
輝
石
及
び
角
閃
片
岩
暦
よ

-
成
っ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
ら
は
前
述
せ
る
如
-
花
岡
岩
に

よ
っ
て
賞
か
約1
て
ゐ
る
籍
に
接
細
砕
質
し
て
､
所
は
よ



っ

ては
石
北
へ片
岩
或
は
課
指去
母
片
岩
等
を
刺

へ
て
ゐ
る

私

のも
あ
る
｡

i
此
の
花
崩
岩
の
沈
入
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
正
確
に

は
決
定
し
難

い
O
,J
の
事
は
此
の
地
方
に
於
け
る
此
岩

石
と
他
の
岩
石
或
は
地
層
と
の
摘
係
に
つ
い
で
更
は
十

分
は
研
究
調
査
さ
れ
る
乙
と
は
よ
っ
て
解
決
n
れ
る
問

題
で
あ
る
｡
然
し
此
の
筑
紫
山
脈
の
出
骨
を
構
成
す
る

花
岡
岩
は
矢
張
･a
中
期
地
方
に
も
現
出
す
る
と
乙
ろ
の

新
期
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
､
決
し
て
来
北
日
本
に

存
在
す
る
片
肺
花
園
岩
の
如
き
組
織
で
は
な

い
の
で
あ

る
｡
即
ち
粗
粒
肇
の
雲
母
韮

嗣
岩
に
瓶
似
し
雪

中
に

は
花
園
斑
岩
或
は
文
相
花
園
岩
の
如
き
岩
脈
を
池
ず
る

も
の
が
p
脊
振
山
､
三
反
旺~
近
傍
の

山
岳
に
は
有
る
｡

或
は
叉
､
小
城
郡
の
秀
頼
､
愛
岩
岳
及
び
帥
臓
郡
の
三

瀬
村
に
於
で
は
閃
練
岩
の
露
出
を
見
る
の
は
'
花
園
岩

が
石
英
'
正
長
石
を
減
じ
て
次
第
に
局
部
的
に
閃
練
岩

に
移
化
し
た
る
も
の
と
考
ふ
る
rJ
と
が
出
来
る
｡
｢J
れ

が
又
'
彦
抹
近
傍
で
は
局
部
的
に
輝
岩
を
雅
有
す
る
閃

練
岩
と
な
-
'
或
は
を
の
愛
宕
岳
及
び
彦
線
の
山
狩
附

近
の
小
地
域
に
は
蛇
紋
岩
の
露
出
7g
あ
る
｡
rJ
机
は
前

任
飢
帳

の
日
蝕
地
伽

蓮
の
閃
抜
11.石
を
異
Fuで
此
藤
に
現
出
し
た
も
の
で
あ
っ

て
､
中
の
組
成
分
中
は
楯
樽
石
を
含
む
と
rJ
ろ
か
ち
見

る
と
､
そ
れ
が
車
態
し
て
蛇
紋
岩
化
し
た
る
も
の
で
あ

ら
らノ
0

次

に
此
の
地
域
に
放
け
る
石
衣
岩
の
分
布
状
態
を
見

る
に
､其
置
域
は
甚
だ
狭

い
｡
従
っ
て
カ
ル
ス
ト
的
貌
数

量
す
る
と
fJ
ろ
は
殆
ん
ど
な

い
｡
石
衣
岩
分
布
地
域
と

イ
ハヅ
メ

し
て
は
唐
津
線
厳
木
輝
の
尭
北
方

岩

詩

附
近
ほ
小
局
部

に
亙
っ
て
赤
す
る
も
の
と
､
今

一
は
厳
木
騨
前
め
小
丘

に
現
准
僅
か
に
セ
メ
ン
ト
原
料
と
し
て
採
掘
中
の
石
衣

岩
地
域

(D
ip
N
,
6
0｡
W
.
S
t,rike
N

,4
0o
E
,)

等

が
赤
す
る
に
過
ぎ
ぬ
｡

1
股
カ
ル

ス
ト
地
貌
む
量
す
る

為
に
は
其
露
出
両
が
少
々
流
-
在

れ
ば
顕
著
で
在

5,0

.1
櫨
に
カ
ル
ス
ト
地
形
は
準
中
原
面
の
隆
起
が
未
だ
飴

-
著
し
-
な
か
っ
た
時
に
敢
大
の
両
横
を
占
め
て
ゐ
た

ら
し

い
.
前
輪
廻
の
準
平
原
両
が
現
今
の
加
-
次
第
に

縮
少
す
る
と
共
に
'
こ
れ
も
漸
次
滑
滅
し
ょ
う
と
す
る

傾
向
が
あ
る
の
は
脅
熱
で
あ
る
｡
本
膳
に
於
け
る
石
灰

岩
地
城
の
如
d
Jも
嘗
て
奮
準
平
原
時
代
の
遺
物
と
し
て

現
衣
の
如
-
班
-
僅
か
に
洩
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡

l
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