
同
校
な
紀
串
は
同
額
如
拙
七
光
虫
の
段
に
も
あ
る
｡

12
木
津
川
の
土
砂
流
下
艶
を
洲
L.4
し
た
資
料
は
且
常
ら

な
い
O
八

幡
町
役
場
訓
に
振
れ
ば
､
明
約
二
年
木
枠
川
部
流
路
綻
開
常
時

よ
り
見
れ
ば
現
在
木
津
川
肺
は

1
文
数
ノミ
上
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ

13
奈
良
髄
の
ポ
ー
リ
ン
グ
は
向
島

｡
小
舟
間

の
現
触
路
に
胎
ふ
て

十

1
ヶ
所
'
北
ハ
の
経
書
水
田
下
成
長
二
十
八
'
多
-
は
十
五
尺

内
外
､
土
封
は
､
氷
河
氾
-
は
泥
土
､
下
か岬
は
小
砂
利
及
砂
利

交
-
粘
土
質
で
あ
る
O

京
阪
繊
道
の
は
､
八
摘

よ
-
蛇
･
納
所
･下
鳥
羽
間

の
も
の
､
混

椋
湖
樺
近
-
の
で
は
､
納
所
の
三
十
五
八
を
叔
長
に
､
多
-
紘

二
十
五
尺
以
下
'
袈
耐
粘
土
.
十
数
尺
以
下
に
納
砂
質
粘
土
小

砂
利
厨
が
多

い
｡

伊
勢
に
放
け
る
輪
中
地
域
の
地
誌

(
二
)

四
へ
景
観
構
成
要
素
の
分
析

1
.

堤
糖
と
清
爽

輪
中
の
景
観
の
主
在
る
も
の
は
､
塊
艇
た
る
堤
防
と

そ
れ
に
開
彊
さ
れ
た
低
地
を
縦
横
に
貫
-
溝
兼
と
.
こ

れ
に
続
い
て
散
在
す
る
幾
多
の
池
沼
で
あ
る
0
第
五
同

は
溝
渠
の
面
積
精
々
大
に
失
し
て
ゐ
る
が
.
其
面
積
合

計
は
本
地
域

全
面
積
に
封
し

て約
三
%
を
占
め

てゐ

る
○

伊
勢
に
於
け
る
輪
中
地
域

の
地
誌

(
二
)

辻

井

浩

太

郎

(I.i))

購
集
は
難
民
の
不
規
則
形
運
河
に
属
す
る
も
の
が
大

部
を
占
め
'

山
部
の
新
開
地
は
平
行
状
運
河
の
形
態
を

示
し
て
ゐ
る
｡

之
を
成
因
上
よ
カ
見
れ
ば
'

麿
川

幅

戯
-
直

線

或
は
轡
曲
す
る
79
の
は
嘗
河
道

で
､
養
魚
池
に
利
用
し
又
は
漸
次
干
拓
し
て
ゐ
る
｡

■J･'

ヨ
滞

洪
水
の
際
堤
防
敵
視
し

て入
水
L
t
そ
の
水
勢
に

よ
み
堤
防
の
内
側
直
下
に

凹所
を
つ
-
少
池
と
夜
つ

一望

三
一



鶴固五
第

1
九
.m

H
二

輪

中

外
は
求
め
る
こ
と
は

出

来
る

が
､
内
部
で
は
そ
の
附
近
よ
み
凍
ら

ぬ
ば
を
ら
取
｡
宅
地
を
威
力
上
げ
る

た
め
は
そ
の
周
囲
の
士
を
凍
み
､
跡

は
永
濠
と
孜
-
運
池
に
利
用
し
て
ゐ
0
0

る
.
又
小
部
分
に
は
後
述
す
る
-
ね0

田
の
構
津
も
あ
る
｡
前
述
の
如
-
土

○取
と

い
ふ
地
名

rb
へ
あ
ら
｡

亜
寛

厳
聾
の
た

め
新
地
と
在
ら
ず
土

を
疎
み
他
に
利
用
し
た
故
地
と
在
る

(
都
雁
の
南
)
0

洪
水
の
際
輸
中
内
は
浸
水
す
る
乙
と

て
周
囲
に
沿
ふ
て
鮎
准
す
る
｡
小
曲
輸
時
代
に
入
水

し
た
も
の
は
現
在
内
部
に
散
在
し
て
ゐ
る
｡
享
保
時

代
の
ij=園
に
よ
る
と
､
長
島
聯
中
の
み
ほ
て
も
浮
を

宵
飴
数

へ
縛
る
｡
そ
の
後
次
第
は
埋
立
て
､
今
も
叉

減
少
し
っ
つ
あ
る
｡

土
牧

士
の
不
足
す
る
低
温
地
は
宅
地
に
も
新
地
に
も

多
畳
の
土
を
必
要
と
す
る
｡
洲
は
近

い
周
囲
は
土
を

o
o

o
o

O

は
度

々
あ
っ
た
.
高
倉
切

月

･境
張
切

月

｡太
左
衛
門
旬

○月
の
地
名
は
此
の
時
堤
防
の
切
れ
た
る
盛
に
磯

カ
､
印

○

地
打
は
淀
水
の
際
磯
が
打
ち
合
っ
た
地
の
名
で
あ
る
｡

0
0

0

長
島
村
の
間

々

(

マ
マ
｡
増

と
も
番
-
)
と

い
ふ
地
名
は

(7四
)

洪
水
の
際
土
が
崩
れ

る

意

で

あ
る
｡

(T五
)

堤
塘
は
連
薦
型
式
の
河
岸
堤
防
､
高

さ
五
米
飴
の
も

の
が
城
壁
の
如
-
島
の
周
囲
を
か
こ
み

'
内
政
叩
ほ
は
小



輪
中
時
代
の
堤
防
で
規
模
小
夜
中
堤
が
あ
る
｡

堤
埴
土
は
堤
防
式
通
路
で
衆
群
が
多
-
之
に
沿
以
主

婁
交
通
路
と
な
っ
て
ゐ
る
｡
輪
中
内
の
低
地
を
通
る
道

路
が
溝
渠
を
横
断

す
る
場
令
は
舟
を
通
す
た
め
高
梨
橋

に
な
っ
て
車
の
通
行
不
吋
髄
で
あ
る
｡

従
っ
て
=:放
作
物
を
運
び
或
は
耕
地
間
を
往
復
す
る
に

は
殆
A
ど
農
地
&
,用
ふ
｡
ど
の
家
で
も
檀
iI,
側
の
水
濠

(二
ハ)

よ
-
舟
を
出
す
こ
と
が
出
来
､
十
六
島
地
方
に
見
る
『
船

人
』
に
村
営
す
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
｡
農
船
が
非

(]七
)

常
に
多
く
荷
車
の
極
め
て
少
を

V.

水

主
陸
従
交
通
地
域

で
あ
る
｡

(村
名
)

(
戸
数
)

伊

倍
粍

三
五

二

木

曾
岬

五

二

1

長

粒

七
八
一

(
蕊

)

(
‰

)

三
三
八

二
六
二

五
〇
〇

T
八
五

四
五
〇

1
四
〇

〇 六 三 豊

輸
中
内
の
沸
概
は
容
易
で
あ
る
が
排
水
は
極
め
て
困

難
で
あ
る
｡
塩
水
の
排
除
如
何
は
輸
中
内
の
生
命
及
農

耕
に
檀
ち
ほ
闘
係
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
菅
か
ら
種

仰
勢
に
於
け
る
輪
中
地
域

の
地
祉

(
ニ
)

々
の
苦
心
が
抑
は
れ
で
ゐ
る
.

昔
は
用
水
及
恵
水
の
出
入
は
堤
防
の
下
に
樋
管
を
規

イ
り･

め
て
軌
と
科
し
た
｡
現
今
は
電
束
･デ
ィ
ー
ゼ

ル
｡
蒸
気

等
ほ
よ
き
'
村
営
或
は
水
利
組
合
の
手

で
排

水
し
'
木

曾
岬
相
で
は
乙
れ
が
摩
常
数

一
ヶ
年
約
三
苗
圃
を
支
出

し
て
ゐ
る
｡
然
し
乙
れ
が
た
め
水
肝
下
二
八
乃
至
四
尺

の
低
地
に
乾
田
が
出
来
'
二
毛
作
も
可
能
と
在
っ
た
｡

骨
っ
て

一
段

一
俵
か
ら
二
位
の
田
が
､
今
で
は
大
儀
か

ら
七
俵
に
将
牧
出
水
､
風
土
病
ジ
ス
ト
マ
･
マ
ラ
リ

ヤ

も
著
し
-
減
少
し
た
｡

cl.
･
敦

落

潮

分

(
l

軸

輪
中
の
変

路

は
殆
A
ど

人

工

堤
防
緊
落
と
自
然
堤
防

緊
落
と
で
あ
わ
､
分
布
は
輪
中
堤
は
沿
ふ
79
の
と
触
ら

ざ
る
も
の
と
あ
る
｡
輪
中
堤
に
沿
ふ
も
の
は
堤
防
の
内

斜
面
の
下
に
位
置
し
'
直
ち
に
堤
に
按
す
る
も
の
と
鼻

下
ほ
て
之
に
卒
行
在
る

一
櫨
の
道
路
を
隔
つ
る
も
の
と

あ
る
｡
(諸

舶

錆

附

｡
S

)

輪
中
内
に
分

布
す

る

も
の
に
は
.
白
魚
堤
防
洲
を
制

式
温

三
三



地

球

節
二
†
]
容

用
し
た
も
の
(譜

鰐

)
と
.
伊
骨
学

木
曾
岬
の

如
-
新
田
の
南
進
せ
し
も
の
は
､
小
輪
中
の
嘗
堤
防
上

を
利
用
し
て
.
鱗
状
の
新
田
の
外
側
弧
線
上
に
分
布
し

去

る
｡
(
糾
脚
嗣
錯

)

而
し
て
こ
れ
ら
の
堤
塘
緊
蕗

で
は
堤
塘
上
の
も
の
は
古
-
.
堤
塘
下
の
も
の
が
新
ら

し

い
の
が
普
通
で
あ
る
｡

小
輪
中
時
代
か
ら
大
輪
中
時
代
に
糞

少
で
も
堤
防
は

沿
ふ
て
衆
渉
の
教
連
す
る
排
由
の
妨

1
は
､
堤
防
を

1

朝
洪
水
の
際
に
於
け
る
避
難
所
と
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

つ
い
で
主
事
交
通
路
が
多
-
堤
上
を
迫
ず
る
乙
と
.
洪

水
防
備

｡
堤
防
擁
護
は
最
も
低
利
夜
位
置
を
責
め
る
乙

と
な
ど
で
､
或
は
数
度
の
氾
濫
は
堤
防
の
内
側
に
八
秒

堆
積
し
て
､
緊
落
教
生
は
通
常
を
倣
高
地
を
提
供
し
た

る
rJ
と
79
あ
る
.
か
か
る
分
布
と
そ
の
班
由
は
西
濃
輪

二
九
)

中
と
同
機
で
あ
る
｡

右
の
如
-
栄
蕗
は
輪
中
堤
内
に
あ
る
を
原
則
と
す
る

が
例
外
と
し
て
木
曾
岬
相
に
は
第
六
閲
の
如
-
堤
外
に

分
布
し
西
濃
輪
中
と
趣
を
典
は
す
る
｡

堤
外
栄
藤
は
木
曾
岬
材
で
も
南
方
の
源
線
輪
中
国
繭

節
三
助

完

六

三
凹

に
限
ら
れ
､

堤
の
外
側
に
iJ

れと
同
じ
高
さ
迄
盛
土
し

た
る
上
に
建
ち
堤
防
道
路
は

滑ふ
て
ゐ
る
｡
外
側
は
源

中
は
磯
達
し
た
る
頗
大
在
砂

洲で
藍
が
捷
え
流
水
は
踊

係
夜
-
浸
水
に
患
な

き
地
鮎

であ
る
｡
只
暴
狼
に
よ
る

第 六 固 堤外緊静高
n
は
堤
防

と
等
し
い
か
'

或は
境
内
の
家
屋
よ
カ
寒

ろ
高
所

に
位

置
し
洪
水
に
は

安全
で
あ
る
｡

衆
落
列
の
景
観
に
よ
っ
て

償河
道
の
厨
川
地
域
を
轟

足
し
得
る
好

例
と
し
て
､
兼

封輝
地

･
酉
封
海
地
の
卒



行
衆
落
列
が
あ
る
(
第
八
閲
)0

㈲

形

(秤

殆
ん
ど
大
部

分
が
列
村
で

線
状

村
落

の
政
も
簡
単
を

形
態
を
な
し
.
両
も
南
部

の
も
の
轟
家
屋
和
瓦
の
距
離

ほ
を
ふ
長
島
の
商
業
栄
藤
が
唯

J
の
栃
村
型
を
現
は
し

て
ゐ
る
.
か
-
て
此
の
地
域
で
は
殆
ん
ど
線
状
村
落
で

第 七 園

長 も簡flr_摺 る線状村落

節

が
大
と
意
力
､
新
開
地
な
る
pJ
と
を
現
は
し
て
ゐ
る
(
節

七
岡
)

｡

rJ
の
線
状
村
落
は
輪
中
内
に
79
見
ら
れ
秋
山

篭

..(
二

二

氏
の
所
謂
環
状
型
散
在
し
て
ゐ
る
｡

他
の
形
は
集
村
で
あ
る
が
輸
中
内
に
あ
っ

て極
め
て

少
な

い
｡
薦
城
下
町
の

1
部
で
明
治
以
後
東
海
道
術
造

伊
勢
に
於
け
る
輪
中
地
域
の
地
価

(
ニ
)

あ
っ
て
集
村

(二
二
)

型

の
多

い
閣

浪
と
そ
の
景

観

を
典
に
し

別
技
氏
の
示

(二
三
)

n
る
る
如
き

美
事
を
集
村

型

の
も
の
は

老

い
｡
只
漁

業
栄
藤

の
大

島
が
小
規
模

の
基
材
堅

不

す
の
み
で
あ

る
OP

o
ld
e
r
は

集
村
型
が
少

を
-
概
し
て



地

球

妨

二
十

1
容

(
二
四
)

溝
渠
を
挟
み
て
両
側
は
並
列
す
る
粗
相
が
多

い

と

.
此

の
瓢
本
地
域
は
閣
漉
輪
中
よ
カ
も

P
otd
er
に
酷
似
す

る
(第
八
園
)
｡
基
材
の
極
め
て
少
を

5,
の
は
三
角
洲
の

先
端
地
域
で
'
流
路
が
洪
水
毎
に
移
動
し
､
自
然
堤
防

洲
の
発
達
消
失
も
不
定
で
そ
の
面
積
も
集
村
の
教
藻
を

許
す
滞
旗
か
ら
ず
､
新
開
地
は
先
づ
輸
中
新
田
が
出
水
､

後
に
民
家
が
そ
の
堤
基
に
よ
る
人
工
堤
防
栄
藤
が
多

い

か
ら
で
あ
ら
う
｡

鈴
三
披

1究

三

六

勅

形
態
の
鼻
化

河
川
改
修
に
よ
る
宋
蕗
の
移
樽
が
数
ヶ
所
あ
っ
て
.

中
に
は
そ
の
時
形
態
の
鼻
化
し
た
も
の
が
あ
る
｡

第
九
同
価
は
明
治
二
十
四
年
側
聞
で
改
修
前
｡
此
の

衆
蕗
の
あ
る
部
分
は
各
部
川
底
と
在
っ
て
㈲
閲
の
如
-

新
し
い
地
は
衆
静
が
移
晒
し
た
.
基
材
型
か
ら
線
材
型

へ
の
塵
化
で
あ
る
｡
iiI
い
衆
蕗
は
白
魚
堤
防
洲
と
そ
の

後
に
洪
水
に
よ
る
土
砂
流
入
の
旗

い
堆
積
両
を
利
用
し

て
小
さ
い
集
村
を
形
成
し
て
ゐ

第 九 固

(A)

姫路形意の薮窒化 (A刷 よ t)BEL･.E-)

ね
が
.
改
修
は
よ
っ
て
新
し
い

堤
防
と
な
み
購

い
堆
積
面
を
失

っ
た
の
で
線
状
に
鼻
形
し
た
の

で
あ
る
｡

衆
落
移
晒
後
も
麺
形
し
な
か

つ
ね
の
は
大
島
で
(
第
入
間
)前

と
同
じ
集
村
と
在
っ
た
｡
大
島

は
育
-
よ
み
漁
葉
栗
蕗
で
農
家

で
敵

い
か
ら
乾
燥
場
在
ど
不
要

で
､
家
屋
浪
U簡
革
で
あ
-
､
を



光
れ怜
形
恕
Wの
山型
化
へA
榊
よ
-
FQ
L問
(
)

i.::.Fi:..･･

.[1.1

.I..浅

.

､一レハ什

衆
落
'
叉
は
筏
乗
-
の
事
塵
兼
落
と
し
て
繁

発
し
わ
や
う
に
瓜
は
れ
る
が
､
姉

一
昔
の
東

海
道
は
此
願
は
海
路
七
里
の
波
で
あ
-
､
筏

は
桑
名
に
着
い
て
闘
係
が
な
い
｡

(∴.',IJ)

抽
々
乙
の
地
に
遊
廓
が
教
生
し
た
の
は
文

化
五
年
､
港
内
の
者
が
他
藩
は
出
て
風
紀
を

乱
す
も
の
が
多

い
か
ら
'
藩
が
飯
盛
女
を
程

か
し
め
た
に
始
ま
る
｡
其
の
後
明
治
の
中
世

れ
故
盛
土
す
る
に
便
利
な
集
村
型
と
在
っ
た
も
の
と
息

は
れ
る
0

制

職

能

ど
の
衆
落
79
純
農
村
で
あ
る
が
.
海
に
近
い
も
の
は

草

農
牛
漁
と
夜
-
､
漁
業
宋
落
と
し
で
は
大
島
の
み
で

あ
る
0

長
島
相
の
長
島
は
街
村
の
商
業
宋
蕗
で
.
城
下
町
時

代
の
町
家
よ
-
な
み
､
附
近
農
相
の
日
用
品
を
版
質
し

を
の
商
圏
79
長
島
村
の
み
で
活
束
が
覆
い
O
現
存
す
る

遊
廓
(諾

｡)
は
盛
ん
な
ゎ
し
頃
は
二
十
四
月
も
あ
-,
I

山
兄
乙
の
栗
群
が
兼
海
道
は
沿

S
p
宿
場
町
或
は
渡
船

伊
勢
に
於
け
る
輪
中
地
域
の
地
誌

(

〓

)

よ
-
二
十
数
年
間
を
要
し
た
河
川
改
修
工
事
と
'
関
西

地
道
の
木
骨

｡
揖
斐
両
川
の
大
蔵
橋
の
架
橋
工
事
'
更

に
近
年
そ
の
架
換
工
事
を
ど
､
永
年
紘
一且
身
で
引
結
き

多
数
弊
働
者
の
凍
基
は
遊
廓
春
悟
の
理
由
と
在
っ
た
｡

叉
長
島
以
北
名
古
屋
迄
尾
張
に
は
遊
廓
の
無

い
乙
と
79

糊
由
の

一
つ
で
あ
ら
う
が
'
近
年
埜
裳
徴
に
傾
き
つ
つ

あ
る
｡
間
道
第

一
親
線
の
餓
橋
完
成
の
上
は
商
店
と
共

は
急
速
度
娃
敦
倣
す
べ
き
も
の
と
淑
ふ
.

3
.

民

家
-

仰
氾
濫
地
の
常
と
し
王
向
-
盛
土
し
た
少
､
石
垣
の

上
に
民
家
を
建
て
る
乙
と
は
閉
鎖

平

野
と
鼻
-
老
い

完
九

三
七



地

拭

節
二
十
1
怨

が
p
他
の
農
村
は
瞭
べ
て
景
観
上
著
し
-
眼
に
つ
-
鮎

は
白
壁
や
黒

壁
の
士

減
の
極

め
て
少
な

い
こ
と
で
あ

る
0二J･.減 の 教

(
和

裁
)

(戸
数
)

七
耽

(希

収
を
除
-
)

1
六
三

柿長

島

(大
部
)

伊

曾

鳥

木

曾
岬

計

二
二
七

六
二
四

三
一二
五

(
土
減
棟
数
)

]
三七

二
.i

一
三

五
三
四

五
四

一
八
八
三

一〇
八

E.〇 三 三 三 八 5ナtl

節
三
助

云
〇

三
八

少
の
輔
係
も
あ
ら
う
が
p
氾
濫
地
で
あ
る
事
が
寛
大
を

班
由
と
在
る
0

(
二
六
)

潮
間
濃
輪
中
で
は
能
ふ
る
限
A

T階
を
設
け

る

が

'

こ
乙
で
は
冬
季
の
張

い
西
北
風
と
､
海
よ
タ
の
暴
風
の

た
め
二
階
建
が
少
を

い
O
洪
水
の
恩
の
覆

い
改
修
後
の

豪
に
は
二
階
が
極
め
て
少
î*
レ
t)

姉
十
固

民

家

へ

m

鵬

噸

脚

本
地
域
で
は
石
衣
の
如
-
全
戸
数
は
封
し
て
僅
か
五

%
は
潜
る
が
､
揖
斐
川
を
隔
て
て
相
封
す
る
農
村
野
代

相
に
は
約
二
〇
%
､
伊
餐
盆
地
の
盛
付
依
郡
古
村
で
は

約
四
〇
%
の
士
減
の
あ
る
に
比
較
し
て
如
何
に
少
を

い

か
が
知
れ
る
｡

を
の
桝
由
は
'
土
減
の
代
用
と
在
る
べ

き
水
屋
の
存

在
､
壁
土
を
多
量
に
得
難

い
rJ
と
.
盛
土
の
地
盤
が
錫

-
.
建
築
後
狂
以
の
鐘
ず
る
rJ
と
､
土
減
は
洪
水
の
場

合
飼

い
乙
と
夜
ど
で
あ
る
が
'
此
の
ほ
か
に
地
主
の
多



夢

‥11,

(U
O

糊西
濃
の
水
屋
と
栴
す
る
も
の
は
此
魔
に
も
現
存
す

る

が､
北
部
の
古

い
緊
落
軸
も
輪
中
内
部
は
多
-
､
改

修
後
の
艮
豪
に
は
特
に
之
を
設
け
な

い
｡

0

0

0

併
し
水
屋
の
担
形
し
た
も
の
が
あ
わ
.
允

か

み

と
呼

ん
で
ゐ
る
｡
定
は
南
方
の
民
家
に
は
之
さ
へ
無

い
｡
漁

業
を
乗
ね
で
ゐ
る
た
め
と
洪
水
の
心
配
が
一
層
無

い
か

ら
で
あ
る
0

㈱
民
家
の
屋
根
の
形
式
及
間
取
に
も
特
徴
は
を

い
｡

洪
水
防
備
と
し
て
壁
下
の
割
竹
を
耐
水
性
の
様
相
縄
を

以
て
す
る
乙
と
､
俳
壇
を
安
置
す
る
厨
子
の
天
井
板
を

切
取
～,>
二
階
よ
･et鋼
を
下
し
て
'
欄
概
を
浸
水
時
に
引

(二七)

P
,上
げ
る
構
造

な

ど

は
'
西
濃
と
同
様
で
､
こ
こ
で
は

古

い
変
弥
の
み
に
見
出
さ
れ
る
｡

長
島
の
基
宿
屋
は
二
階
建
で
階
下
の
天
井
が
三
八
高

い
た
め
階
上
の
天
井
が
低
-
.
中
央
の
部
屋
の
天
井
板

が
三
八
四
万
切
っ
て
あ
っ
tJ､
を
の
二
階
の
天
井
に
は

鋼
を
か
け
.
浸
水
陣
に
家
財
道
具
を
釣
力
上
げ
る
装
置

に
な
っ
て
ゐ
る
｡
舟
を
軒
先
に
田
す
家
な
ど
今
は
見
常

ら
伯

o
仰

勢
に
於
け
る
輪
中
地
域

の
地
糾暮
(

ニ

)

一
機
に
改
修
後
の
新
堤
に
滑
ふ
民
家
は
洪
水
に
封
す

る
陶
心
が
育

い
衆
落
よ
-
薄

い
｡
飴
し
高
-
盛
土
し
わ

み
'
石
を
積
み
上
げ
家
を
建
て
る
rJ
と
は
現
時
も
塵
ら

取
｡
北
上
川
下
流
平
野
で
は
石
垣
の
高
さ
が
そ
の
家
の

財
産
稀
反
撃
不

砦

が

畏

れ
る
が
,
此
廃
で
も
同
様
で

あ
る
｡
同
じ
膝
下
で
も
志
摩
の
海
岸
で
は
防
風
防
砂
の

為
'
家
を
掘
-
下
げ
て
鍵
で
'
低

n
が
そ
の
家
の
財
産

(こ九
)

を
示
す
も
の
と
面
白

い
封
照
で
あ
る
｡

㈲
燃
料
は
責
が
主
で
あ
っ
た
が
.
現
今
は
工
業
原
料

と
し
て
名
古
屋
は
出
す
た
め
燃
料
と
す
る
畳
は
飴
稗
減

じ
た
｡
叢
の
他
に
は
洲
の
葦
を
用
払
.
北
で
は
桑
の
杖
､

o
o

(三〇
)

南
で
は
海
苔
用
の
育
S

び

を
た
-
｡
某
夜
を
入
れ
る

饗

の
代
わ
､
衣
部
局
と
稲
す
る
小
屋
を
局
外
に
作

み
'
火

災
像
防
と
肥
料
と
は
備

へ
る
(
第
十
間
)
｡

㈲
民
家
は
南
面
す
る
.
従
っ
て
輪
中
堤
に
平
行
す
る

も
の
p
fJ
れ
と
宙
角
叉
は
角
皮
を
以
っ
て
接
す
る
c

m
冬
季
裳
風
を
防
ぐ
潔
め
某
を
以
っ
て
垣
恕
作
る
｡

㈱
基
地
は
宅
地
と
同
様
堵
土
し
て
浸
水
を
防
ぐ
p
七

郷
輪
中
に
は
埴
土
は
共
石
が
遊
ん
で
ゐ
る
C3

]
1
0

1

三
九



地

球

節

二
十

1
怨

㈲
改
修
の
結
果
は
土
砂
の
沈
積
を
早
め
天
井
川
は
年

々
そ
の
川
床
か
二
向
め
つ
つ
あ
る
｡
従
っ
て
敢
近
輸
中
内

の
低
地
は
新
築
す
る
場
令
は
､
浸
水
は
封
し
て
再
び
撞

き
注
意
を
持
つ
や
う
に
な

っ
た
.

4.

飲

料

水

西
濃
輪
中
殊
に
大
鹿
附
近
は
特
は
良
質
の
井
水
は
蕊

(ll;I)

ま
れ
'
多
数
の
自
噴
井
も
あ
る
轟
で
あ
る
が
､
低
韻
を

妨

三
舵

ニ
O
二

四
〇

新
堆
積
面
は
水
質
頗
る
不
良
で
､
水
に
囲
ま
れ
乍
ら
水

は
苦
し
み
'
飲
料
水
は
井
水
の
ほ
か
河
水
と
天
水
と
は

よ
っ
て
ゐ
る
○

飲
料
水
の
状
態
に
よ
っ
て
柴
群
を
分
数
す
れ
ば
'

l
れH一

イ
井
戸
水
の
み
は
よ
る

こ
井
戸
水
と
河
水

口
主
と
し
て
井
戸
水

ホ
井
戸
水
と
天
水

-,
主
と
し
て
河
水

丁
井
月
水
･河
水
克

水

第 十 一 間

飲料水 の型とその分布

の
六
種
は
在
る
｡
そ
の
分
布
状
態
を

節
十

1
閲
は
示
す
.

川
井
月
水
の
み
に
よ
る
も
の
及
主

と
L
LSJ
井
戸
水
に
よ
る
栄
蕗
は
輪
中

の
内
部
に
分
布
す
か
も
の
が
多
-
,ヌキ

こ
れ
ら
の
井
月
は
多
-
掘
粟
井
で

故

.i:--
堀

と
挿
し
､
約
八
十
間
か
ら
百
聞
で

艮
水
に
連
す
る
0
位
鷹
の
関
係
が
河

･'水
を
得
る
に
不
便
な
た
め
､
近
年
に

至
っ
て
掘
粟
井
が
相
加
し
た
の
で
あ

る
○例

へ
ば
間
中
A
(小
和
泉
)
壮
月
数



飲料-/JC;I,'T]韮末

(村
名
)

(
戸
数
)

郷

〓
ハ
三

二
二
七

(
井
戸

の
数
)

T
二
六

山
三
六

四
五
四

(
雛

榊

の
)

1

一

四

三
七

四
五

:I
.Fj..:'･;
.

.

.:.I

.‥J.'･.
,1
.;

(
.I;
21[
'･..[]
.1.2
)

二
九
五

二
ハ
一

二二
五

i
五
八

'i
三

山
二
六

一
九
≡

二
〇
五

三

t
七

一･〇 五
九 七 五 匹JO

〇
二

〇
六
九

t

〓

ハ

六
九

七
郷
は
七
取
材
の
大
部
'
長
路
は

1
都
制
盤
未
了
｡

昭
利
八
年
七
月
訓

二
二
井
戸

一
五
は
全
部
掘
塵
井
で
あ
わ
t
B
(禰
永
閣
)

は
月
数
五
二
井
月
-s
i瓦
は
全
部
掘
選
井
で
あ
る
｡
B
は

河
岸
に
位
す
る
が
.
改
修
後
前
面
の
川
が
鹿
川
と
在
っ

た
か
ら
で
あ
る
｡

㈱
主
と
し
て
河
水
は
よ
る
も
の
及
河
水
と
井
月
水
は

よ
る
架
群
は
河
岸
に
澱
も
多
-
分
布
し
井
月
は
極
め
て

少
な

い
｡

例

へ
ば
C
(大
島
)
は
月
数
九
二
井
月
二
〇

(
内
堀
先
非
五
)
で
河
水
を
飲
む
衆
が
九

〇
月
で
あ
る
｡

河
水
を
汲
み
入
れ
る
の
は
家
の
前
の
河
岸
で
'
桶
は
入

れ
て
家
に
運
ぶ
の
が
普
通
で
あ
る
が
p
下
流
で
は
潮
の

千
浦
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
在
ら
ず
､
晴
天
績
さ
の
時
在

ど
遠
-
上
流
ま
で
遡
り
て
扱
み
と
る
｡
又
河
岸
は
洲
の

仰
静
に
於
け
る
輪
中
地
域

の
地
蔵

(

ェ

)

あ
る
鹿
は
河
の
中
程
で
取
る
｡
そ
れ
ら
に
は
舟
が
使
用

さ
れ
る
｡
民
家
か
ら
堤
防
を
越
え
河
岸
の
竹
薮
を
切
ら

開
い
て
小
雀
を
つ
け
各

一
般
宛
の
舟
が
必
ず
紫
が
れ

て

(三
tご
カ
アド

あ
る
｡
三
裸
氏
の
箪

燭

川

道

と
同

一
型
式
で
あ
る
｡
桑

名
町
の
水
道
が
無
料
の
時
に
は
遠
-
桑
名
迄
汲
み
は
行

っ
た
と

い
ふ
｡

㈱
天
水

克
茸
の
家
で
は
屋
根
の
雨
水
を
受
け
牽
け

貯

へ
で
飲
料
水
に
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
｡
着
衣
の
如

-
天
水
を
探
る
装
置

のあ
る
家
が
多
-
あ
る
は
不
拘
､

轟
薯
飲
ん
で
ゐ
る
も
の
が
少
な

い
の
は
､
掘
粟
井
の
埼

設
の
た
め
で
あ
る
｡

㈲
主
と
し
て
河
水
に
ょ
る
栄
静
が

一
般
は
北
部
即
上

1.J
j三

m

-L



地

球

節
二
十

一
食

流
の
河
岸
に
分
布
す
る
の
は
､
潮
水
の
影
響
少
な
-
､

随
時
家
の
近
-
で
河
水
を
汲
み
入
れ
る
rJ
と
が
出
凍
る

か
ら
で
.
そ
れ
よ
少
下
流
は
行
-
ほ
従
っ
て
潮
水
の
影

響
大
で
あ
る
故
､
河
水
の
他
は
井
戸
水
に
よ
る
衆
渉
が

分
布
す
る
｡

河
水
の
使
用
不
便
の
地
及
位
用
不
可
能
の
時
期
'
井

月
水
が
不
良
の
栄
蕗
で
は
天
水
は
よ
る
｡
そ
れ
故
井
月

水
｡河
水
｡天
水
に
よ
る
79
の
は
下
流
地
方
に
分
布
し
､

井
戸
水
と
天
水
に
ょ
る
も
の
は
内
部
は
分
布
す
る
｡

潮
音
長
島
城
の
東
北
に
水
手
御
門
が
あ
っ
Y
.
藩
主

の
飲
料
水
の
河
水
を
泥
み
ほ
出
る
舟
が
'
常
は
二
塵
あ

っ
た
と
い
以
､
今
も
商
業
栄
藤
長
島
で
は
'
河
水
を
飲

L

料
水
に
使
用
す
る
家
が
三
七
q
(㍍

四
)あ
み
､
そ
の
中

1
四
月
は
家
族
の
う
ち
に
遠
-
水
桶
を
運
ぶ
通
常
老
人

が
な
い
か
ら
､

一
帯
二
十
六
磯
で
水
泥
み
商
人
か
ら
買

っ
て
ゐ
る
｡
リ
ヤ
カ
ー
に
水
桶
を
積
み
水
室
員
る
姿
の

見
ら
れ
る
の
も
異
観
で
あ
る
｡

㈲
木
骨
岬
の
南
部
で
は
(謂

削

利
)
水
田
中
は
掘
生

井
を
樺
山
掘
-
そ
の
水
を
宿
の
植
付
ま
で
肥
料
と
し
て

節
三
純

ニ
C
四

四
二

濯
蹴
す
る
.
下
層
の
水
は
低
塩
在
る
も
相
普
養
分
は
富

み
､

一
方
鰻
藩
を
中
和
n
せ
る
必
要
か
ら
で
あ
る
｡
時

に
は
飲
料
水
に
79
用
ふ
る
が
概
況
が
主
で
､
何
れ
7g
慌

岩
音
問
内
外
､

一
本
約
百
五
十
園
を
宴
す
る
｡
乙
の
村

の
小
地
域
に
の
み
見
る
耕
作
貴
で
あ
る
｡

5.
土

地

利

用

輪
中
内
は
恰
ん
ど
田
で
絶
対
的
水
田
貞
題
地
域
を
孜

し
､
米
作
本
位
で
米
は
住
民
収
入
の
.主
要
素
で
あ
る
｡

畑
は
僕
は
宅
地
に
附
降
し
て
春
し
.
本
地
域
各
部
で
田

の
一
二
%
に
暫
っ
て
ゐ
る
.

田
も
排
水
設
備
の
進
ん
だ
今
日
で
は
乾
田
と
夜
少
二

毛
作
が
行
は
れ
る
｡
然
し
排
水
の
不
完
.金
を
七
郷
輪
中

(三
三)0
0

に
は
今
荷
-

ね

田
が
多

い
｡

乙の
掘
親
し
の
跡
を
督
地

で
は

『
き
カ
上
げ
堀
』
と
栴
L
t
種
々
の
形
を
し
て
ゐ

妨
十
二
固

さ
･Jl上
げ
堀

る
(第
十
二
間
)

｡
裏

作
む
し
を
5'冬
の
田

に
､
乙
の
切
身
上
げ

堀
が
瓢
在
し
て
ゐ
る

の
は
賓
は
寂
塞
た
る



(
;ニ
円
)
ウ
ネ
ダ

眺
め
で
あ
る
.
十
六
島
の

『
畝

悶

』
と
柄
す
る
櫛
歯
形

耕
作
法
と
同
様
で
あ
る
｡

(:;:i()

酉
能
の

一
部
で
行
は
れ
る
ド

ロ

コ
は
本
地
域
に
は
な

い
｡
卑
温
地
の
常
と
し
て
米
の
裏
作
の
場
合
'
畝
の
高

さ
は

一
米
以
上
に
､
畝
の
間
79
1
米
は
連
す
る
も
の
を

(I:u七
)

つ
-
-
泰

種

｡
容
を
植
ゑ
る

｡

櫛

歯
形
基
作
畑
の

1i
型

式
で
土
地
利
用
を
高
め
て
ゐ
る
｡
rJ
の
畝
を
高
-
す
る

た
め
の
沫
桝
は
牛
馬
新
で
は
不
可
能
の
た
め
農
牛
馬
は

飼
養
rb
れ
て
ゐ
な

い
.
凡
て
人
力
で
操
耕
し
高
-
構
-

上
げ
る
｡

冬
季
銅
間
組
長
島
騨
附
鑑
を
迫
れ
ば
車
窓
か
ら
､
高

い
畝

の
間
に
水
の
溜
り
た
る
も
の
rb
へ
あ
っ
て
､
卑
温

地
の
新
作
堂
の
特

相を
見
る
こ
と
が
出
凍
る
｡

西
濃
と
同
じ
-
を
の
,岬
積
士
は
肥
沃
痘
苗
-
豊
儀
の

地
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
を
利
用
し
て
伊
骨
島
に
は
渦
室

栽
培
の
近
代
==拭
和
風
卦
が
見
ら
れ
る
｡

畑
は
宅
地
附
妃
の
倣
高
地
と
七
輪
中
内
に
洪
水
の
際

流
入
堆
積

さ
れ
た
面
を
利
用
し
､
自
家
用
の
読
茶
瓶
の

ほ
か
に
､
長
島

で
は
跳
豆
'
木
曾
岬
で
は
蕗
訂
栽
培
し

仰
勢
に
於
け
る
愉
1.-】
地
域

の
地
沸

(
二
)

名
古
屋
に
移
出
し
て
ゐ
る
｡
三
月
兼
頃
霜
を
防
ぐ
菜
園

S
の
蕗
畑
が
樺
山
な
ら
び
耕
作
紫
に

一
特
色
を
毒
し
V

ゐ
る
○

木
曾
岬
の
北
部
に
畑
精
々
頗
-
､
昔
か
ら
枇
杷
等
多

-
栽
培
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
､
白
熱
堆
積
面
が
廉

い
か
ら

で
あ
る
0

桑
畑
は
木
骨
川
の
洲
を
利
用
し
.
こ
れ
を
『
流
作
』
と

栴
し
､
七
郷
輪
中
で
は
贋
堤
の
斜
面
と
厨
川
を
埋
め
て

利
用
し
て
ゐ
る
｡
厨
川
は
漸
次
に
埋
立
て
て
耕
地
に
す

る
が
最
初
は
養
魚
地
に
す
る
｡

宅
地
の
附
近
の
糧
地
は
蓮
池
と
L
t
家
の
周
囲
に
は

無
花
果
を
多
-
植
ゑ
て
ゐ
る
.
温
地
に
は
無
花
果
の
授

か
適
す
る
英
樹
が
覆

い
か
ら
で
あ
る
｡

楠
村
の
衆
落
､
殊
に
改
修
後
移
晒
し
た
部
分
は
宅
地

の
士
を
充
分
他
よ
少
縛
ら
れ
た
の
で
'
宅
地
間
に
混
地

な
-
'
運
池

･
無
花
果
を
-
､
南
部
と
は
量
っ
た
景
観

を
量
し
て
ゐ
る
O

沼
輝
地
の
敦
を
探
-
て
肥
料
と
す
る
乙
と
も
他
の
低

髄
地
と
同
機
で
あ
る
.

]iO五

四

三



地

球

節
二
十
1
容

南
方
の
海
中
に
は
又
新
し

い
洲
が
埋
荷
し
っ
つ
あ
っ

て
､

fJ
舵
を
海
苔
の
養
殖
は
利
用
し
て
ゐ
る
｡
内
梅
で

あ
わ
河
川
の
流
入
に
よ
ゎ
て
､
比
露
は
源
苔
の
珪
宵
に

好
適
な
1
.
0
2
0
-
1
.0
24
の
間
は
近
さ
源
耐
多
-
､
木
曾

岬
相
は
南
端
約

山
里
の
泥
中
に
約
三
四
寓
埠
と
愛
知
腺

銅
用
川
沖
令
は
｡
伊
骨
島
村
は
南
方
海
上
約
牛
鬼
の
地

鮎
は
十
常
飲
坪

へ
鉄
雄
を
し
て
ゐ
る
｡
最
近
の
巻
覇
月

数
は
木
曾
岬
二

一
八

･
伊
骨
島
二
〇
〇
･
大
島
三
三
で

両
村
と
79
南
方
の
梅
に
近

い
栄
静
が
従
事
し
て
ゐ
る
｡

妨

三

雄

二
〇
六

四

四

収
穫
多
け
れ
ば
非
常
夜
収
益
に
な
る
故
'
南
方
栄
蕗
は

比
の
仕
事
は
追
は
れ
､
米
の
泰
作
む
し
を

い
盛
が
あ
る
｡

木
曾
岬
で
は
昭
和
六
年
度
は
約
九
苗
圃
を
生
産
し
て
ゐ

る
が
七
二
二
常
園
に
逢
し
た
乙
と
79
あ
っ
て
､
金
村
の

米
産
額
よ
-
多

い
年
が
あ
っ
た
葦
で
あ
る
.
そ
の
他
線

岸

完
町
は
蛤
の
名
産
が
あ
る
｡

木
曾
岬
で
は
前
蓮
の
如
-
三
宵
町
歩
の
新
田
干
拓
を

計
遷
し
近
-
着
工
す
る
筈
で
あ
る
｡

五
､
人

口

海
に
速

い
大
島
が
菅
乍
ら
に
漁

業
柿
を
揮
っ
て
'
木
曾
岬

｡
伊

骨
島
爾
村
側
の
沖
合
に
夫
々
僅

か
の
養
殖
而
積
を
所

有
す
る
乙

と
は
､
漁
業
棟
の
赦
抵
の
洗

5,

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
さ
'
叉

骨
っ
て
大
島
が
新
田
開
凝
以
前

b小リ

i>

tz

′-

事

体

七

咋

(
二
三
八
二
)

天

保

六

年

(二
四
九
二
)

明
治
三
十
九
年

昭

利

五

咋

長
島
中
(細
浦

)
新
=
(
錨

錨

)

計

七
'
0

1八

五
'九
〇
八

六
'六
四
五

五
､
二
四
七

三
p八
九
i

五
'
七
八
八

七
二

二
三

九
､七
八
八

l
ニ
t的
三
三

二
コ
ニ
七
〇

傭

考

古

給

問

天
保
の
反
別
幌

嚇

雑

計

背

園

勢

訊

査

最
南
端
の
米
蕗
で
あ
ら
'
源
に
而
し

て
ゐ
た
晋
に
も
在

る
0こ

の
海
苔
は
即
ち
伊
勢
海
苔
で
近
時
盛
大
と
を

-
､

右
の
表
に
よ
る
と
開
拓
の
飴
地
を
き
長
島
輪
中
は
減

少
し
'
新
田
を
増
加
し
て
行
っ
た
新
田
地
方
は
人
口
も

槍
加
を
示
し
で
ゐ
る
の
は
雷
魚
で
あ
る
｡



何
れ
の
村
も
改
修
の
た
め
耕
地
と
宅
地
を
失
っ
た
時

は
急
は
減
少
し
'
近
-
は
名
古
屋
地
方
'
遠
-
は
北
海

道
叉
は
海
外
に
迄
移
任
し
た
｡
こ
れ
ら
の
中
海
外
で
成

功
し
た
人
達
は
楯
岡
し
立
派
夜
家
屋
を
新
築
し
て
居
る

79
の
も
見
受
け
る
｡

最
近
十
年
間
の
人
口
動
態
は
'
長
島

･
伊
骨
島
開
村

の
み
怪
に
増
加
堅
不
L
t
他
は
減
少
し
て
ゐ
る
｡
全
勝

と
し
て
は
巳
に
飽
和
状
態
は
蔑
し
て
ゐ
る
の
は
､
飴
少

に
も
主
数
式
に
偏
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
ら
う
0

密
度
を
見
る
た
め
接
近
せ
る
岐
阜
膳
源
浄
郡

｡
愛
知

屈
海
部
郡
圭

克
服
桑
名
郡
の
町
村
別
稀
腰
間
(耶
御
)
敬

示
す
｡
本
地
域
は
酉
濃
輪
中
の
南
部
と
大
差
覆

い
が
､

海
部
郡
の
低
温
地
に
此
し
て
小
で
あ
る
｡
海
部
郡
は
畑

多
-
名
古
屋
に
近
-
そ
の
利
用
度
が
高

い
か
ら
で
あ
ら

う
〇本

地
域
で
も
純
農
村
の
楠
村
が
敢
低
で
､
商
業
繁
藤

を
沌
っ
長
島
が
最
高
を
古
め
'
漁
業
と
比
較
的
畑
地
の

多

い
木
骨
岬
村
が
次
位
を
占
め
て
ゐ
る
｡
七
取
材
は
七

郷
輪
中
の
み
な
ら
ば

一
八
二
と
な
ヵ
.
楠
相
と
同
様
純

伊
勢
に
於
け
る
輪
中
地
域
の
地
誌

(二
)

農

村
の
た
め
低
-
な
る
｡

何
れ
も
農

相
と
し

ては
低

い
○

第
十
三
間

大

､

結

語

以
上

伊

勢
に

放
け
る
輪

中
地
域
の
丑
観
と
西
濃
平
野

の
輪
中
と
の
間
に
差
異
あ
る
鮎
を
馨
げ
で
､
浅
薄
夜
が

ニO
q

四
五



地

球

妨
二
十

1
怨

ら
地
域
的
特
性
を
記
述
し
た
｡

輪
中
は
於
で
は
人
類
の
白
魚
と
聞
払
､
こ
れ
を
征
服

し
て
行
-
好
例
と
.
環
境
は
順
臆
し
'
こ
れ
と
調
和
し

て
行
-
通
例
が
見
ら
れ
'
を
の
何
れ
に
も
絶
大
の
努
力

苦
心
の
跡
を
心
な
し
で
見
る
乙
と
は
出
兼
ね
｡
急
速
度

の
文
化
の
発
達
と
土
木
工
撃
の
進
歩
と
は
､
自
然
の
征

服
と
順
腰
h
l容
易
な
ら
し
め
る
.
例

へ
ば
排
水
機
の
凝

連
は
耕
作
丑
を
鼻

へ
､
又
木
骨
｡長
良
｡挽
斐
三
大
川
を

横
断
し
､
愛
知

二
二
茸
所
願
を
繋

い
で
､
木
骨
岬

｡
長

島
｡楠
｡伊
骨
島
の
諸
相
教
本
陸
と
結
ぶ
､
間
道
妨

一
放

線
の
二
大
銭
橋
完
成
が
､
乙
の
川
島
に
及
ぼ
す
蔑
多
の

交
通
経
済
上
の
影
響
は
､
必
ず
輪
中
と
い
ふ
地
域
的
特

性
に
鼻
化
を
輿

へ
る
も
の
と
恩
ふ
.

潤
筆
す
る
は
潜

み
､
以
上
不
充
分
を
観
察
と
足
ら
ざ

る
考
察
に
対
し
て
諮
先
生
の
御
示
教
を
御
願
以
し
､
相

木
研
究
を
覆
す
は
就

い
て
'
別
技
氏
の
京
大

『
地
糊
論

叢
』
(
第

一
輯
)
所
載
の
論
文
p
及
び
田
中
啓
爾
先
塵
の

大
塚
地
理
撃
骨
論
文
集
所
載
の

『
中
央
日
本
に
於
け
る

海
岸
平
野
の
人
文
地
誌
撃
的
研
究
概
報
』
よ
カ
致

へ
を

解
三
雛

云
八

川
六

壁
-
る
rJ
と
非
常
は
多
-
､
直
接
指
導
を
受
け
た
る
別

技
氏
'
長
島
郷
土
史
研
究
家
佐
々
木
芳
雄
氏
の
譜
先
生

に
裸
み
て
洗
鮒
の
誠
意
を
表
し
ま
す
.終

(八
二
〇
｡
二
二
)

参

考

文

献

○
節
三
功
は
銘
々
水
井
郷

長
粒
洋
の
糾
日日
に
就

い
て

髄
谷
大
挙

諭
故
(
二
九
九
兆

昭
利
六
年
)
に
負
ふ
と
こ
ろ
似
る
多
し
｡

誤

聞
新
月
締
三
郎

弟
淡
水
郷
地
域
に
於
け
る
腔
民
防
御
の
貸
州

地
桝
教
育

昭
利
七
年
九
月
樹
刊

秋
山
枢
土

田
波
に
於
け
る
輪
中
未
満
の
1
考
察

地
班

三
怨
の

一｡
二
｡
三

＼
ノ
)

)

＼
ノ
)

･ー
ー
)

2
19

23

24

26

27

31
33

別
技
徳
彦

凹
磯
平
野
に
於
け
る
輪
中
の
地
艶

(

(

t

ー

ノl

(

′し
(

供
的
考
察

地
排
翰
叢
節

一
陣

(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)

共
挙
三
神
託

シ
ー
ボ
ル
ト
江
戸
参
府
紀
行

鵜
飼
策
背

恩
行
記

古
事

紀
｡

屈
敵
地
批
野
田
各
節
二
雛
｡

長
鳥
柵
布
(長
鳥
の
古
記
倣
)o

尾
張
名
所
脚
線
怨
七

佐
屋
村
誌
及
び
.%
光
行
の
悔
避
記
O

三
閥
地
態
cr

長
島
の
桝
紹
奇
観
聖
艶
人
御
妙
滋
蕃
(
肌
臆
十
年
臼
附
)

野
犬
諺

(
長
島
の
古
懇
)0
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叫
均
叫
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均
叫
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CCE:

E
中
称
甜

小
火
日
本
に
於
け
る
指
揮
平
野
の

(
(
～

.･'ー
ー
ー
ー

人
文
地
蕊
敬
的
研
究
縦
軸

大
塩
地
現
鴎
骨
論
文
弘
(節

7
時
)
0

13

離

党
志
雄

激
慨
.q
河
の
形
態
蝉
的
研
究

地
班
察
評
論
九
怨

の
1
0
｡

14

柳

Z
嫡
男

地
名
如
考

粧
史
地
理

〓
ハ
街
の
1

口rれu
15

米
本
髄
七
著

地
誌
準
｡

′l

仰

帯
光
蟹
.
肱
川
平
野
の
村
措
紫
に
関
す
る
形
儲
単
的
邪
教

地
租

壌
評
論
大
谷

の
八
｡

(29)(32)(28)(25)
(30)

長
島
骨
伊
日
田
O

内
n一
斑

i
磐

郷
土
地
税
｡

三
探
勝
符
著

郷
土
地
排
の
粗
方
｡

桝
柄

諌
牌
串
良
離
粗

地
軸
教
材
桝
究
節
十
五
楯

毒
薦
北
東
部
に
於
け
る
新
期
火
山
の
観
察

船

越

素

一

=

TtTJ

1
.
は
し
が
き

二
､
地
形
槻
槻

三
､
火
州
i･5L
a
Eat蛇
を
な
す
地
封

四
､
新
和
火
山
の
視
察

五
､
火
山
吹
田
と
地
紋
巡
沸

六
､
紡

締

ー
､

は
し
が
き

姦
轡
の
北
端
金
瓜
石
盤
両
地
域
は
地
質
聾
上
又
錬
床

聾
上
.
種
々
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
す
る
地
群
で
あ
る
｡

基
礎
北
米
部
に
於
け
る
新
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