
地

球

と
を
解
説
し
'
滋
に
感
謝
の
滋
を
束
す
る
｡

節
二
十
雀

,

節

小
紙

二

六

二
六

高
度
と
人
口
密
度
と
の
関
係
の
地
域
的
考
察

′

--
葛
城
山
脈
西
北
斜
面
に
於
け
る
-

別

技

篤

彦

一
地
域
の
人
口
の
粗
密
を
決
定
す
る
諸
婁
素
の
う
ち
で
自
然
的
闘
係
と
し
て
は
先
づ
垂
直
的
地
形
の
影
響
に
よ
る

も
の
が
最
も
蚤
大
在
79
の
で
あ
ら
う
｡

ラ

ヅ
ツ

エ

ル
も
言
っ
た
如
-
地
形
園
そ
れ
自
身
が
あ
る
場
合
に
於
て
は
最
も

精
密
且
つ
正
雅
を
人
口
密
度
同
夜
の
で
あ
る
｡

而
し
て
垂
直
的
地
形
と
人
口
密
度
と
の
閥
係
は
つ
い
て
は
勿
論

一
般

的
に
は
地
形
が
高
ま
る
ほ
従
っ
て
密
度
は
粗
と
在
る
79
の
で
あ
る
が
､
地
域
性
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
地
排
撃
に

於
で
此
の
靭
係
を
各
地
域
は
つ
い
て
賓
際
的
は
研
究
す
る
試
み
は
夙
ほ
諸
聾
者
は
よ
っ
て
行
は
れ
､
我
問
は
於
で
79

既
は
石
橋
博
士
.
小
野
撃
士
p
石
井
撃
士
'
田
中
鮎
撃
士
等
の
譜
先
学
の
業
績
が
あ
る
｡
筆
者
も
亦
此
の
踊
係
に
つ

い
て
常
で
試
み
に

一
地
域
敬
選
ん
で
小
研
究
を
行
っ
た
事
が
あ
る
が
其
の
結
果
は
興
味
あ
る
も
の
と
私
考
す
る
の
で

衣
に
之
を
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
｡

筆
者
が

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
探
っ
た
の
は
和
泉
図
着
城
山
脈
の
酉
北
斜
面
の

一
部
で
あ
る
｡

即
ち
北
は
大
憶
rJ
の

山
脈
に
源
を
教
す
る
根
尾
川
及
び
そ
の
下
流
怒
る
大
津
川
に
､
南
は
同
じ
-
ほ
ゞ
佐
野
川
に
よ
っ
て
限
ら
れ
､
ま
た



閥
は
大
阪
轡
は
而
し
束
は
山
脈
の
分
水
嶺
線
に
至
る
大
略
方
形
の
地
域
で
あ
る
O
元
凍
研
究
す
べ
き
地
域
の
範
囲
の

決
是
は
韮
袋
で
あ
っ
て
且
つ
そ
れ
に
は
行
政
的
憧
鋤
は
よ
る
79
の
と
地
坪
撃
的
匿
劃
ほ
よ
る
も
の
と
が
あ
る
の
は
云

ふ
迄
も
な

い
rJ
と
で
あ
る
が
筆
者
は
後
者
は
よ
る
事
と
L
t
そ
れ
が
馬
に
属
北
の
境
界
線
と
し
て
は
う
飴
-
大
な
る

も
の
で
は
在
か
つ
ね
け
れ
ど
も
大
殿
上
記
二
川
の
河
道
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
特
に
上
記
二
川
の
間
は
狭
ま
る
J
地
域
を
選
び
し
群
由
は
該
地
域
の
涯
岸
に
沿
う
七
大
在
る
商
工
業
地
が
教

蓮
し
て
を
-
地
形
と
産
業
と
の
観
係
及
び
人
口
密
度
に
及
ぼ
す
住
民
の
経
済
生
活
の
影
響
を
そ
の
多
様
性
に
放
て
把

握
し
得
る
と
考

へ
た
か
ら
ほ
外
な
ら
な

い
.

さ
て此
の
地
域
は
行
政
上
は
大
阪
府
泉
北
'
泉
南
両
郡
は
跨
-
.
岸
和
田
市
'
春
木
町
､
月
塚
町
及
び
忠
岡
､
北

中
油

'土
壁
郷
､
甫
掃
守
'
北
近
義
'
属
近
義
､
八
木
､
麻
生
郷
､
北
放
尾
'
商
披
見
､
山
直
上
､
山
直
下
'
横
山

南
横
川
､
捕
松
尾
､
山
瀧
へ
光
葛
城
､
西
葛
城
､
木
島
.
熊
取
､
有
異
脊
'
北
池
田
'
絹
地
_刊
'
郷
荘
村
の

f
市
二

町
二
十
三
ケ
村
に
属
し
.
そ
の
E組
面
積
は

一
七

二

一
平
方
粁
(
プ
ラ
ニ
メ
ー
タ
ー
ほ
て
測
定
)'舷
人
口
は
昭
和
五
年

十
月

一

日調
査
に
よ
れ
ば

一
三
三
八
九
四
人
(
計
算
の
方
法
は
後
に
詳
説
す
)
で
あ
-
.
卒
均
密
度
は

一
年
方
粁
ほ
つ

き
七
八
二
｡五
人
で
あ
り
で
か
を
人工
向
い
部
粗
に
属
し
て
ゐ
る
｡

次
は
TJ
の
地
域
の
地
形
を
児
る
と
中
世
代
の
利
鼠
砂
岩
よ
-
成
る
葛
城
山
脈
は
本
地
域
の
東
南
速
に
於
で
葛
城
山

(
八
五
七
光
).
三
閉
山
(
八
鬼
瓦
米
).
大
前
峯
(
八
六

一
光
)
､
高
城
山
(
六
五

一
光
)等
の
舗
峯
を
題
し
っ
J
漸
次
西

南
は
高
度
を
減
じ

てゐ
る
｡
附
し

て本
地
域
の
妻
側
に
潜
る
南
方
配
の
川
縦
谷
は
向
つ

ては
急
科
せ
る
断
層
崖
聖
ホ

L
y
ゐ
る
が
､
此
の
酉
北
方
大
阪
幣
に
向
つ
て
は
此
按
的
綬
傾
斜
を
な
し
壮
年
的
間
断
の
地
貌
を
毒
し
て
ゐ
る
｡
ま

;LFi
舵
と
人
口
帝
政
と
の
関
係
の
地
域
的
考
察

]山七

二
七



地

球

節
l宇

各

節

.L
雛

天

二
八

九
其
の
山
漉
部
は
高
度
凡
そ
甘
米
以
下
は
於
で
洪
積
層
の
い
は
ゆ
る
河
泉
丘
陵
に
漸
移
し
､
や
が
て
沖
積
平
野
部
を

経
て
梅
岸
に
終
っ
て
ゐ
る
｡

ru
で
此
の
地
域
に
放
言

何
度
と
人
口
密
度
と
の
闘
係
h
t見
る
為
に
筆
者
は
之
を
等
高
線
に
よ
っ
て
次
の
六
昔
は
匿

分

し

た

｡._HT
ゝ
J

m
M
｢

′ハ
ノ

こ
海
岸
地
帯

二
'
平
野
地
帯

三
下
丘
陵
地
帯

凶
.
A
山
地
碑

五
､
EQ
山
地
帯

六
､
C
山
地
帯

高
庇
(
莱
)

○-
一
五

一
五
-

四
〇

四
〇-
一〇
〇

.IC)O
-
二

〇
〇

二
〇
〇
!
三
〇
〇

三
〇
〇
以
上

此
の
置
分
は

一
見
す
れ
ば

山
0
0
米
以
下

の
部
分
を
細
分
し
過
ぎ
た
如
き
観
が
あ
る
が

本
地
域
の
如
-
ほ
人
口
利
密
な
と
こ
ろ
'
殊

に
海
岸
に
沿
う
て
大
工
場
地
を
有
す
る
と
こ

ろ
で
は
海
岸
低
地
を

特
に

完
竹
と
し
て
債
分

す
る
の
を
便
利
に
し
て
且
つ
皆
然
で
あ
る
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
.
此
の
場
合
十
米
の
コ
ソ
ト
ル
を
以
て
梅
岸
地
帯



の
上
部
限
界
と
馬
rD
ん
と
し
た
の
で
あ
つ
ね
が
地
形
聞
上
で
は
十
兼
の
等
高
線
は
岸
和
田
浦
及
び
月
塚
町
を
二
分
し

且
つ
之
を
完
全
は
追
跡
し
縛
を

5,噛
み
が
あ
る
｡
之
に
反
し
て
十
五
米
の
等
高
線
は
此
の
二
大
衆
群
を
完
全
は
包
宿

し
て
ゐ
る
か
ら
之
を
以

て限
界
と
し
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
平
野
地
帯
の
上
部
限
界
を
四
十
米
と
し
な
の
は
四
十
米
の

等
高
線
が
大
腰
は
於

で河
叔
丘
陵
の
山
麓
線
を
な
す
か
ら
で
あ
る
｡
か
-
し
て
以
上
の
六
昔
の
筒
分
は
同
時
に
ま
た

此
の
地
域
に
放
け
る
住
民
の
経
絡
生
活
の
種
瓶
の
鼻
化
か
ら
み
て
も
通
常
を
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
｡

n
て
次
に
二
歯
式
千
分
の

一
の
地
形
岡
上
ほ
て
プ
ラ
.
l一
メ
ー
タ
ー
む
以
て
各
帯
の
面
積
を
測
定
し
山
地
帯
は
あ
っ

tJ
は
特
に
そ
の
地
形
的
面
積
を
計
算
し
た
｡
此
の
場
合

一
地
帯
申
ほ

て､
そ
の
上
部
限
界
の
高
庇
を
超
え
て
突
出
す

る
若
干
の
山
頂
､
孤
丘
等
の
斜
面
々
積
む

加

へ
る
rJ
と
は
甚

だ測
定
の
繁
新
を
来
す
か
ら
之
が
布
衣
は
顛
潤
し

一
様

な
る
傾
斜
を
も
つ
軍
師
面
と
蝦
足
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
乙
と
は
遺
憾
で
あ
る
が
'
著
し
選
ば
れ
た
地
域
が
な
だ
ら

か
を
火
山
の
裾
野
で
ゞ
79
あ
る
場
合
に
は

一
際
異
賓
に
近

さ
結
英
を
得
る
で
あ
ら
う
｡

次
に
各
昔
の
人
口
の
計
算
で
あ
る
が
之
は
金
-
市
町
村
等
の
行
政
的
大
胆
位
に
よ
ら
ず
p
今
日
調
査
し
程
ら
る
る

敢
小
単
位
た
る
小
字
別
の
人
口
を
基
礎
と
す
る
rJ
と
と
し
.
汲
め
二
常
五
千
分
の

一
の
地
形
聞
及
び
市
町
村
名
鑑
に

よ
っ
て
各
町
村
別
､
各
地
群
別
の
小
車
名
を
調
査
し
踊
係
各
町
村
役
場
に
ーIだ
…脅
し
で
昭
和
五
年
十
月

一
日
現
在
の
小

学
別
の
人
口
の
報
骨
を
求
め
之
に
ょ
つ
て
計
算
し
た
79
の
で
あ
る
｡
(
再
三
照
脅
し
で
も
回
答
の
在
p
J
一
二
の
町
村

へ

は
筆
者
み
づ
か
ら
訪
問
し
て
聞
q
u乱
し
た
)
而
し

てrJ
の
場
合
各
昔
の
境
界
線
に
よ
っ
て
切
断
n
机
る
部
落
の
人
口

は
止
ひ
を
符
ぬ
か
ら
地
形
岡
上
の
家
屋
を
数

へ
る
串
に
よ
っ
て
適
悪
に
配
分
し
た
0

か
-
て
rJ
の
六
昔
の
人
口
密
度
を
貸
出
し
た
る
に
次
の
如
き
結
果
を
程
ね
｡

高

峻
と
人
目
碑
臆
と
の
関
係
の
地
域
的
考
寮

克



地

球

地

帯

両

種

(
平
方
粁
)

人
口

海

岸

完

｡
三

莞

指
二

平

野

二
八
人

こ
高

蓋

丘

陵

克

｡
O

石

芸

1

節
二
十
容

密
度

四
三

六
二

九
五
三
二

円
五
五
･
円

節

t
約

-3

化
け

.+J
イ

トh.I

A
山

地

B
山
地

C
山
地

≡

面

積

(
平
方
粁
)

重｡
五

云

･
五

三
〇
･
(

三
〇人

口

空

皇

二
望

七〇

密
度

二
1
7
･
叩

二

九
･
九〇

即
ち
之
に
ょ
つ
て
階
轍
h
t設
定
し
別
間
を
作
製
し
た
が
ー
か
-
で
此
の
結
果
に
よ
れ
ば
据
岸
地
帯
及
び
C
山
地
帯

は
共
に
両
極
規
整

ホ
す
け
れ
ど
も
そ
の
間
の
地
碑
は
高
度
が
琴
芝
る
に
揮
い
人
口
密
度
は
勺
は
iJ
規
則
的
に
牛
減
し

て行
-
事
薯
を
知
-
得
た
の
で
あ
る
｡

次
に
こ
れ
ら
各
帯
の
人
口
密
度
に
つ
い
で
少
し
-
説
明
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ら
う
｡

元
水
源
岸
に
人
口
が
密
集
す
る
の
は
人
文
地
排
撃
上
の

-1
原
則
と
旦

711B
ふ
べ
-
'
海
岸
の
有
つ
特
質
た
る
独
和
在

る
気
侠
p
豊
富
在
る
水
陸
の
物
資
､
至
便
在
る
交
通
p
及
び
平
坦
を
地
形
等
の
諸
要
素
は
相
合
し
て
人
間
壁
活
は
有

利
に
作
用
L
t
こ
IJ
に
人
数
の
薬
園
を
惹
起
せ
し
め
る
｡
殊
に
此
の
附
近
は
目
本
音
配
に
よ
れ
ば
遠
-
垂
仁
天
塩

の

御
代
に
五
十
蛮
救
命
を
し

て倭
文
部
敬
司
ら
し
め
し
土
地
で
あ
っ
て
古
代
よ
-
機
業
の
盛
在
と
rJ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら

早
-
を
の
開
拓
も
進
ん
で
居
-
人
口
も
多
か
-
L
に
和
違
な

い
の
で
あ
る
｡
況
ん
や
徳
川
時
代
以
降
'
特
は
明
治
以

後
は
乙
の
海
岸
地
帯
に
股
賑
在
る
商
工
業
起

-
'
従
っ
て
人
口
の
甚
だ
し
き
利
密
を
楽
し
四
千
人
以
上
の
密
度
堅

不

し
て
ゐ
る
の
は
驚
ろ
-
べ
き
で
あ
る
｡
而
し
て
本
地
群
に
於
で
は
漁
業
は
常
で
は
寧
ろ
大
阪
暫
北
部
に
比
す
れ
ば
肩

き
起
原
を
有
し
で
か
を

み
見
る
べ

き
も
の
が
あ
わ
､
明
治
時
代
の
前
車
ま
で
は
漁
業
に
よ
っ
t,J
鼎
常
の
人
目
が
支
持

n
れ
で
ゐ
ね
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
以
後
は
紡
績
業
の
敏
捷
に
燃
さ
れ
て
現
在
で
は
殆
ル
ビ
言
ふ
に
足
ら
な

い
｡

さ
れ



ば
本
地
鞘
の
人
口
は
金
-
商
工
業
に
よ
っ
て
維
持
ru
れ
て
ゐ
る
と
言
以
程
る
｡
殊
に
岸
和
田
帝
を
中
心
と
す
る
紡
績

工
場
地
域
は
近
年

一
層
そ
の
工
業
化
を
隣
接
町
村
に
及
ぼ
し
て
*<LJ
-
､
為
に
春
木
､
忠
岡
等
の
町
村
は
躍
進
的
在
人

口
塘
知
覧

ホ
し
っ
ゝ
あ
っ

て噂
加
率
は
硝
十
年
間
に
六
〇
乃
至

.1
0
0
パ

ー
セ
ン
ト
に
及
ん
で
屠
る
｡
ま
た
岸
和
田

は
苗
接
し
'
願
泉
寺
の
門
前
町
と
L
ttJ
起
原
し
た
月
壕
町
の
如

き
は
穂
川
時
代
か
ら
内
閣
梅
運
に
従
事
し
て
大

い
に

発
え
p
維
新
後
は

一
時
町
勢
衰
微
の
傾
向
に
あ
つ
ね
が
'
近
年
は
助
績
或
は
醤
油
醸
造
等
の
工
業
が
起
っ
た
J
め
帯

び
振
払
､
町
の
人
口
密
度
は
賓
に

一
方
粁

〓
ハ
二
五
〇
人
に
適
し
､
京
阪
二
市
の
密
度
を
凌
ぎ
､
佃
戸
市
の
そ
れ
と

伯
伸
し

一
層
本
地
昔
の
密
度
を
大
在
ら
し
め
て
ゐ
る
｡
さ
れ
ば
本
地
経
の
如

き
.
も
は
や
人
口
密
度
が
､
飽
和
値
に

達
し
た
る
も
の
と
言
以
得
よ
う
｡

次
に
平
野
地
帯
の
密
皮
は
海
岸
は
比
し
て
激
減
す
る
が
､
な
は

LI
千
人
に
近

い
も
の
が
あ
る
｡
乙
の
地
帯
は
元
来

が
農
業
地
で
あ
る
け
れ
ど
も
種
々
の
原
園
に
よ
っ
て
農
業
に
障
害
が
あ
-
七
光
も
金
人
口
を
養
ふ
に
は
不
足
で
あ
っ

た
｡
即
ち
そ
の
土
壌
は
粘
土
を
含
む
こ
と
多
-
.
ま
ね
社
時
は
耕
牛
と
し
て
但
馬
地
方
か
ら
憤
牛
を
連
れ
て
凍
.る
の

が

一
般
の
風
習
で
あ
っ
た
が
そ
の
力
が
鏑
-
楳
桝
を
行
以
得
ず
､
或
は
沸
配
に
供
す
べ
き
河
川
の
乏
L
d
J
rJ
と
な
ど

が
そ
の

一
因
で
あ
っ
た
が
然
し
な
は
多
く
の
溜
池
を
築
潰
し
て
集
約
盛
業
む
潜
ん
で
ゐ
ね
｡
触
る
に

一
方
'
隣
接
せ

る
海
岸
の
工
場
地
の
梱
手
は
近
年
次
第
に
乙
の
地
帯
に
侵
入
し
凍
-
､
蓬
に
現
在
の
如
-

い
は
iL
紡
織
化
ruれ
ね
農

相
地
域
む
つ
-
つ
た
評
で
あ
-
､
か
-
一七
一
千
人
近
さ
密
度
を
程
た
わ
け
で
あ
る
.

次
に
丘
陵
地
昔
は
平
野
地
肝
に
比
し
て
密
度
は
牢
滅
し
て
ゐ
る
.
乙
の
示
す
数
字
は
吾
園
の
縫
付
で
生
宿
帳
件
の

良
好
を
と
こ
ろ
の

rI
般
密
度
と
相
等
し

い
も
の
が
あ
る
｡
即
ち
此
の
地
帯
は
丘
陵
演
谷
錯
絵
し
て
孜
都
を
地
形
t{LJ農

高
舵
と
人
目
柵
肱
と
の
跳
係
の
地
域
的
考
軒

三

三
一



地

波

節
二
十
各

妨

一
姫

至

三
こ

し
て
ゐ
る
が
'
な
は
大
小
多
数
の
沼
地
の
設
置
は
よ
っ
て
沸
配
し
柑
ら
る
る
限
り
の
基
地
表
面
又
は
斜
面
を
耕
作
し

或
は
テ
レ
ス
を
設
け
.
そ
の
集
約
度
は
甚
だ
大
な
る
も
の
が
あ
っ
て
.
以
て
飴
-
自
然
的
に
は
恵
ま
れ
覆

い
項
境
を

良
好
怒
ら
し

ひ
べ
-
努
力
し
て
ゐ
る
｡
乙
の
地
方
は
於
け
る
水
田
面
積
に
封
す
る
溜
池
面
積
の
此
は
故
山
極
二
郎
氏

の
調
査
に
よ
れ
ば
p

一
〇
.I,
-
セ
ン
ト
以
上
は
逢
し
て
ゐ
る
か
ら
､
如
何
は
洪
積
基
地
が
間
藤
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ヾ

血
貨
に
判
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
乙
の
密
度
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
｡
而
し
て
本
地
昔
に
於
で
も
､
夜
は
綿
織
物
p

ト

マ
ト
ソ
ー
ス
製
造
の
如

き
若
干
の
工
業
は
行
は
れ
で
ゐ
る
｡

節
四
の
A
山
地
帯
は
於
て
は
丘
陵
地
昔
に
比
し
て
史
は
密
度
は
牛
減
す
る
｡
住
民
の
産
業
は
も
は
や
工
業
的
分
子

を
含
ま
ず
し
て
純
農
村
で
あ
る
｡
然
し
乍
ら
な
ほ
且
つ
二
百
人
以
上
の
密
度
を
有
し
て
ゐ
る
の
は
'
ま
た
如
何
は
本

地
背
が
基
酌
農
業
の
結
基
と
し
て
人
口
が
鋼
塊
で
あ
る
か
む
物
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
而
し
て
fJ
の
数
学
は
薯
ほ

か
の
ラ
ッ
ツ
エ
ル
が
欧
洲
の
工
業
地
昔
の
密
度
と
し
イ上
不
し
た
も
の
と
は
ゞ
等
し

い
の
で
あ
る
｡

B
山
地
帯
に
於
tJ
は
藍
に
密
度
は
草
減
し
て
ゐ
る
.
乙
の
地
帯
は
放
け
る
住
民
の
生
業
は
盛
業
及
び
林
業
む
主
と

し
､
耕
作
地
は
佳
小
の
河
谷
底
の
平
地
に
春
ず
る
に
過
ぎ
な

い
｡
而
し
て
人
口
の
過
車
は
鍋
谷
峠
を
経
て
和
歌
山
牒

名
手
市
場
に
迫
ず
る
谷

を
博
ふ
音
楽
よ
り
の
交
通
路
に
滑
っ
て
分
布
し
て
ゐ
る
｡
か
-
て
本
論
文
は
探
っ
た
地
域
で

は
人
口
の
分
布
は
此
の
地
帯
を
以
て
高
庇
限
界
と
し
て
ゐ
る
｡
之
は
ま
た
は
上
向
些

二
宮
米
を
以
て
平
均
高
度
限
界

と
す
る
日
本
の
非
高
原
地
域
の
農
業
祭
静
の
定
型
に
叶
っ
て
ゐ
る
と
も
l吉
以
程
よ
う
｡

敢
後
の
C
山
地
帯
に
於
で
は
地
形
岡
に
明
ら
か
琴
や
う
に
山
岳
急
峻
は
し
て
緊
渉
は
春
塞
L
を

5'
か
ら
従
っ
て
密

度
ま
ね
客
堅
ホ
し
て
ゐ
る
0



之
を
要
す
る
に
本
地
城
は
重
機
と
し
て
甚
だ
人
口
桝
密
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
平
均
繊
度
は
背
面
在
る
紀
ノ
川
斜
両

の
約
七
倍
に
及
ん
で
ゐ
る
が
'
之
を
仔
細
に
み
る
と

き
は
､
海
岸
の
密
度
過
大
在
る
と
こ
ろ
よ
わ
順
次
地
形
が
高
ま

る
ほ
つ
れ
て
規
則
的
は
密
度
が
草
城
し
､
且
っ
高
庇
MLJ樹
す
ほ
従
っ
て
鐘
業
の
種
類
も
嘩
化
し
て
行
-
の
が
如
賓
は

示
さ
る
ゝ
興
味
あ
る
地
域
と
瓜
ふ
の
で
あ
る
｡

.

以
上
は
高
度
と
人
口
密
度
と
の
袖
係
を

1
地
域
は
就
て
観
察
し
た

一
つ
の
試
み
は
過
ぎ
な

い
も
の
で
あ
る
が
p
在

は
之
と
密
接
を
蓮
繭
は
あ
る
と
こ
ろ
の
該
地
域
は
於
け
る
高
度
と
繁
藤
と
の
鍋
係
は
他
日
に
之
を
教
表
し
た
5,考

へ

で
あ
る
｡

･:#=
寮
は
本
桐
に
つ
き
五
璃
分

1
地
形
図
和
歌
山
十
雛
梓
利
E
榊
幅
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(
昭
利
六
年

.L
月
桐
'
八
咋
川
月
訂
打
j.)

備
後
の
名
勝
山
野
峡
(猿
鳴
峡
及
古
谷
川
の
峡
谷
)
(

〟

)

〆
./

青

野

益

見

盈

ハ二

､
地
形
及
他
部

二
.
鶴
嶋
映

三
'
古
谷
川
の
峡

部
備
後
深
安
郡
山
野
村
に
在
-
｡
涌
出
よ
-
行
軍

1+

符

四
､
鉄
泉

五
'
参
考
囲
清

一､
地
形
及
地
質

地
形

山
野
峡
即
ち
猿
鴨
峨
及
宙
谷
川
の
峡
谷
は
兼

備
後
の
名
勝
山
野
峡

粁
'
自
動
車
の
檀
あ
ら
｡
山
野
相
は
地
形

<l
舷
に
起
伏

少
な
き
高
蔓
を
な
す
も
五
百
米
を
超
ゆ
る
所
は
僅
ほ
其

中
英
ほ
陀
立
す
る
残
丘
状
の
掲
兼
山
等
数
所
は
過
ぎ
ず

三

三
三


