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概
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搬
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石

淡
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楽
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搭

七
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･四;
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出
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八
､
緋
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E

緒

言

丘
陵
性
の
牛
島

･
島
境
に
富
む
長
崎
堀
地
方
に
於
て

は
自
然
の
地
形
上
多
-
の
小
さ
い
置
域
は
匿
介
さ
れ
て

ゐ
る
の
で
.
そ
の
各
匿
を

一
箪
元
と
し
て
研
究
す
る
の

は
都
合
が
よ
い
｡
佐
世
保
軍
港
以
北
の
北
踏
浦
牛
島
は

そ
の
東
部
に
あ
る
閲
見
岳
か
ら
閣
乃
至
北
方
は
放
射
状

は
川
谷
が
よ
-
駿
達
し
で
､
各
流
域
は
庚
桃
の
差
FJ
そ

長
略
解
今
耐
町
概
搬

森

等

美

衛

あ
れ
比
較
的
高
い
分
水
嶺
に
よ
っ
て
界
せ
ら
れ
'
そ
れ

等
が
又
多
-
は
行
政
上
の
町
村
界
と
在

っ

て
ゐ
る
の

で
､

一
個
又
は
数
個
の
町
村
が
地
理
的
の
一
領
域
を
を

し
て
ゐ
る
｡
相
浦
川
谷

･
佐
々
川
谷

｡
志
佐
川
谷
等
は

数
個
町
村
に
亙
る
廉

い
傾
城
で
あ
る
が
､
今
福
川
谷
は

各
領
域
が
今
頑
町
内
は
含
ま
れ
て
ゐ
る
轟
で
狭

い
領
域

の
部
は
属
す
る
O

〓

地

形

匡

づ
づ
L.i

今
編
町
は
南
堵
閲
見
鼻
下

葛

舘

盆
地
よ
-,>磯
し
て
北

流
す
る
今
桶
川
斜
面
の
国
威
h
I主
と
L
t
小
面
積
の
牛

島
と
島
境
を
含
め
て
'
自
然
の
地
形
上
よ
-
纏
っ
た
圏

域
で
あ
る
｡

基
盤
を
覆
す
育
第
三
紀
層
の
地
は
比
校
的
淀
蝕
よ
-

進
み
低
い
丘
陵
地
と
在
っ
て
ゐ
る
が
.
所
々
に
噴
出
し

完

三

九



嶋
韓

蟹
】十
二●

●

て居
る
玄
武
岩
地
は
硬
-
て
麦
蝕
に
競
す
る
カ
が
強
い

から
廉
い
幕
暮
款
に
な
っ
て
凍
み
､
又
時
に
は
メ
サ
'

或
は
ビ
ュ
ー
ト
の
款
を
形
成
し

て居
る
も
の
も
あ
る
0

今
綱
川
は
共
等
の
中
央
を
殆
人
ど
直
線
款
は
北
枕
L
t

谷
は
極
め
て
羅
-
川
口
は
直
も
暮こ
深
い
今
頼
潜
に
つ
ヾ

第

7
時

今
宵
町
地
形
笹
崎

鯵
一義

ー
○

鴫
0

;･1g,.I::.1).I;
詔

篭

■'.1
1

檀
い
て
ゐ
る
｡
此
等
の
卦
か
ら
秦
す
る
に
こ
の
谷
は
単
な

る
淳
蝕
谷
で
な
-
て

7
の
構
造
上
の
裂
農
-こ
曹
っ
て
ゐ

る
も
の
で
あ
る
と
息
は
れ
る
｡

川
の
西
部
即
ち
左
樺
は
急
傾
斜
で
封
樺
の
東
側
即
ち

右
岸
地
方
は
や
～
食
で
あ
る
｡
こ
れ
は
北
捻
浦
牛
島
各

鱒方の丘上目 今jrt見下ろした餅であさ.今粛轟が糟糠李野と隷ナi房

左方の山の崖下に薫町､元柵の中心糠が白く見える｡右方○義JL牛Ao義
針丁はよく{け江卿の豪幕が嚢暮 した.中央の8Eい丘義○央嶋には小義韓

有方の谷には^韓dJ炎境があさ.糠JB争Aの韓には責JLが浮んでゐもし､
撫た嶋て▲鴨方に嶋は声は鷹A'd>董Jt倉暮JLである｡

.･
何

番

弗
亀

の
辞

で

N

の
谷

も

)

の
農

.
健

穐
S
J
あ

る
と

息

は

れ

0
.｡

そ

の
昏

地

は

.
沈

没

し

み

今

欄
潜

の

や

せ

で
姐

鉢すると

と

が

栂

凍

る

｡
今
轟

の
漁
港
は

乙
の
角
甘

地
と
海
水

面
と
の
交

は
る
他
職

一山...一._.I,>.-itJt



ほ
教
壇
し
た
｡

今
福
の
地
形
置
分
は
次
の
や
う
ほ
し
た
ら
よ
い
と
恩

ふ
OA

中
央
低
地
帯

今
相
川
沿
岸
及
び
今
稲
滞
頚
の

沖
積
平
野
を
含
む
地
域
で
あ
っ
て
南
北
に
細
長

霊
町
状

地
で
あ
る
｡

A
l

今

踊
中
野

今
桶
川
下
流
及
び
今
滞
轡
頭
部
の

低
卒

を
地
で
あ
る
｡
今
桶
川
の
運
搬
し
た
砂
磯
は
淡
水

河
口
哲
理
積
し
っ
ゝ
あ
る
け
れ
ど
も
'
著
し
-
沈
降
し

た
今
補
習
は
到
底
埋
め
露
す
乙
と
は
出
凍
在
か
つ
ね
｡

現
今
の
平
野
も
自
然
の
作
用
に
よ
る
沈
積
に
よ
っ
て
こ

れ
だ
け
開
け
た
の
で
は
を
-
て
､
有
史
時
代
に
於
て
も

大

い
に
工
作
を
加

へ
拙
文
を
行
っ
た
の
で
あ
る
｡
堤
防

を
築

い
て
海
水
の
浸
入
を
防
ぎ
'
内
側
は
新
田
を
つ
-

る
の
は
難
工
事
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
よ
-
ど
rJ
で
も
聞

-
人
柱
の
犠
牲
者
を
出
し
孝
吉
以
俸

へ
が
rJ
J
に
も
あ

ら
.
現
今
で
も
轡
頚
部
に
は
堅
固
夜
防
波
堤
が
築
か
れ

て
あ
っ
て
内
部
の
鶴

田

を
護
る
｡
夜
は
現
河
口
附
近
ほ

は
石
浜
採
掘
の
束
士
を
捨
て
た
た
め
に
埋
立
地
が
班
凍

長
峰
賂
今
弼
町
枇
概

際

㌧

カ
所
も
あ
る
｡
か
-
の
如
-
し
て
漸
-
発
達
し
た
平
野

は
狭

い
在
が
ら
も
TJ
の
町
は
於
け
る
最
も
頗

い
米
作
地

と
な
み
.
最
も
重
妥
在
る
居
住
地
を
提
供
し
､
織
道
の

開
通
と
港
轡
の
修
築
と
相
供
っ
て
文
化
の
中
枢
地
と
在

っ
て
ゐ
る
0

ん
q

今
福
川
上
流
の
谷

峡
谷
を
覆
す
上
流
の
谷
底

に
は
カ
iJ
川
の
流
路
が
あ
る
の
み
で
'
磨

い
耕
作
地
も

得
難
-
.
通
路
も
設
け
る
rJ
と
は
出
凍
老

い
が
､
急
傾

斜
を
谷
壁
の
朗
々
に
は
階
段
状
の
新
地
が
開
か
れ
て
ゐ

る
｡
谷
の
頚
部
葛
報
の
盆
地
に
は
数
月
の
家
屋
が
あ
っ

て
住
民
の
壁
活
が
皆
恐
れ
て
居
る
｡

gq

西
部
山
地

勾
配
が
甚
し

い
か
ら
十
分
夜
土
地

利
用
は
望
む
べ
-
79
な

い
が
'
階
段
耕
作
を
行
以
細
管

登
局
所
ま
で
も
居
住
地
が
教
達
し
で
ゐ
る
O
上
部
の
玄

武
岩
地
に
は
草
地
軒
威
-
p
下
部
の
第
三
紀
層
の
切
断

面
か
ら
は
採
炭
が
行
は
れ
る
｡
急
傾
斜
で
あ
る
か
ら
後

つき
の
かは

背
斜
面
は
あ
る

調

川

村

は
通
ず
る
道
路
は
困
難
を
の
で

崖
下
の
海
岸
を
迂
回
し
て
通
ぜ
ら
れ
カ
し
､
最
近
の
政

道
線
路
79
亦
こ
れ
は
並
行
し
て
同
塵
夜
腐
路
を
と
る
｡

四

7

円

1



地

球

節

二
十
二
番

現

今
硝
川
斜
面

北
部
は
土
地
利
用
度
高
ぐ
.
南

部
は
上
流
の
深
谷
で
利
用
が
進
ん
で
ゐ
な

い
｡

E
Q
N
今

福
潜
斜
面

今
瀬
川
斜
面
は
綬
い
た
海
樺
の

急
料
地
で
海
水
直
ち
に
山
麓
に
迫
る
け
れ
ど
も
重
要
交

通
線
の
通
過
地
と
在
っ
て
居
る
｡

C

某
部
山
地

cl
懸
境
山
地

尭
部
佐
賀
膳
と
の
境
の
附
近
の
高

い
山
地
は
西
部
山
地
の
高
所
と
同
様
玄
武
岩
地
で
あ
っ

tJ.
閲
見
岳

｡
弘
法
岳
等
が
高
い
日
揮
と
し
て
境
界
線

に督
っ
て
ゐ
る
｡

uN
等
上
せ同
量

東
部
山
地
の
中
腹
に
は
二
百
米
内

てら
げ

こ
位

外
の

一
平
坦
面
が
あ
っ
て

寺

上

､
木

場

等
の
部
落
と
若

干
の
耕
地
と
を
載
せ
て
ゐ
る
｡
弘
法
岳
と
北
方
の
城
山

と
の
間
に
は

一
低
所
が
あ
る
の
で
､
佐
賀

7
長
崎
両
腺

を
結
ぶ
幹
線
道
路
は
そ
の
峠
を
適
し
て
容
易
に
通
過
し

て
ゐ
る
O

Ga

演
脇
串
島

玄
武
岩
は
隼
島
部
に
於
で
は
美
し

い
メ
サ
を
形
成
し
､
基
部
の
城
山
で
は
ビ
ュ
ー
ト
状
に

突
起
し
て
居
る
.
北
ハほ
四
に
背
面
を
向
け
る
非
封
種
的

妨

一
批

望

四

二

を
傾
斜
を
覆
す
牛
島
で
あ
る
.

玖

演
脇
竿
島
西
斜
面

勾
配
が
経
で
あ
る
か
ら
山

上
ま
で
新
地
が

よ
-
開
け
繁
務
の
磯
蓮
も
良
好
で
あ

る0玖

演
脇
等
島
某
斜
面

魯

康
を
以
て
直
ち
に
伊
南

旦
内

帝
は
臨
み

一
帯
は
森
林
地
で
あ
っ
て
土
地
利
用
の

度
が
低

い
｡

Eg

飛
島

潰
脇
牛
島
の
延
長
部
の
1
部
が
水
上
に

頚
を
出
し
て
居
る
の
が
大
小
二
島
よ
･,
成
る
飛
島
で
あ

る
.
此
等
の
牛
島

｡
島
唄
は
ほ
ぼ
南
北
は
敵
み
伊
高
度

轡
を
内
外
二
部
に
分
け
て
ゐ
る
.

三

耕
地
と
濯
放

水
E=
は
今
福
平
野
に
最
も
頗
-
t
rJ
J
は
地
味
は
つ

い
て
も
又
漆
配
の
方
面
か
ら
見
て
も
､
水
田
耕
作
に
は

便
利
を
朋
で
あ
る
｡
今
浦
川
の
谷
に
は
狭
い
水
田
地
が

断
頂
す
る
に
過
ぎ
な
い
｡
其
の
他
の
も
の
は
山
の
傾
斜

面
は
階
段
状
に
開
か
れ
た
も
の
で
､
上
部
の
溜
池
か
ら

概
況
水
を
仰
い
で
ゐ
る
｡
山
の
高
所
に
あ
る
森
林
が
水

源
を
酒
暮
し
て
谷
の
池
に
水
を
溜
め
'
そ
れ
が
各
水
田



第
二
固

今
福
町
耕
地
分

布

図

に
導
か
れ
る
｡

節三岡 今両町水路分布同

沈
水

谷
に
人

工
を
加

へ
て
現

寸
･;/し
た

今
両
平

野
で
は

海
水
干

満
の
場

長
崎
燐
今
弼
町
枇
槻

各
は
よ
っ
て
は
洪
水
時
に
浸
水
の
慶
が
あ
る
の
で
.
沿

岸
は
堤
防
を
堅
固
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
0
傾
斜
面
か

ら
高
轟
上
の
水
田
に
か
け
て
は
反
対
に
畢
客
の
あ
る
こ

と
が
あ
る
の
で
､
溜
池
の
水
に
任
意
せ
ぬ
ば
怒
ら
申
し
'

傾
斜
の
甚
だ
し

い
朋
で
は
更
に
表
土
の
流
失
芸
れ
る
乙

と
も
著
し

い
.
畑
は
傾
斜
面
に
階
段
状
に
開
か
れ
て
居

る
の
が
普
通
で
あ
る
が
､
璃
脇
牛
島
､
寺
上
方
何
等
に

は
毒
地
上
の
平
坦
而
ほ
や
J
旗

い
畑
作
の
鹿
皆
も
行
は

れ
で
ゐ
る
O
総
じ
て
北
枚
浦
牛
島
は
肥
前
牛
島
の
特
色

を
破
っ
て
畑
よ
-
,9
的
の
面
積
が
旗
-
'
今
葡
町
で
も

畑
は
田
の
三
分

の
一
に
皆

っ
て
ゐ
る
ほ
過
ぎ
敵

い
｡

E
[

石

山探

北
絵
描
牛
島
の
第
三
紀
層
中
に
は
薄

5,石
炭
暦
が
頚

骨
も
あ
る
｡
山
の
高

い
所
は
多
-
の
場
各
玄
武
岩
の
覆

ふ
所
と
在
っ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
.
中
腹
以
下
の
谷
壁
に

砂
岩
.
貢
岩
の
互
暦
の
表
は
れ
で
居
る
所
に
は
到
る
朗

に
石
炭
の
露
頭
が
あ
る
.
従
っ
て
各
所
は
小
泉
坑
が
並

び
磯
達
し
'
搬
出
の
機
閥
も
小
規
模
で
'
各
海
岸
の
小

港
は
何
れ
も
石
炭
積
出
を
行
っ
て
ゐ
る
の
が
北
給
浦
牢

望

.
J

M
三



地

珠

解

二
十
二
藤

島
の

一
大
特
色
で
あ
る
O
今
稲
町
に
於
て
も
各
地
に
採

炭
が
行
は
れ
､
規
減
の
貧
富
や
､
景
束
の
如
何
に
よ
っ

固 四 筋

今両町石炭分･布固

◎▲㊤▲▲▲

北

枕

ey<叫

b
･
.
崇

..

◎

1

･

一

′

て休
坑
.
廃
坑
も
多

い
け
れ
ど
も
､
石
炭
は
た
し
か
ほ

今
両
町
の

二
田
源
で
あ
っ
て
､
石
炭
産
出
高
は
人
口
の

槍
減
'
町
勢
の
消
長
を
支
配
し
て
居
_bQ
｡
他
地
方

へ
の

移
出
も
酒
瓶
魚
類

に
次

い
で

屈
指
の
額
に
上
っ
て
ゐ

る
〇

五

漁

巣

肥
前
の
各
牛
島
で
は
漁
業
が
盛
は
行
は
れ
'
到
る
虞

に
大
小
の
漁
港
が
教
蓮
し
て
ゐ
る
｡
今
両
も
北
絵
描
牛

島
は
於
け
る
著
名
な
る
漁
業
の

1
状
壕
地
で
あ
る
｡
殊

に
伊
常
澄
轡
預
の
泥
土
の
沈
積
の
た
め
に
伊
苗
旦
港
に

第

-
蛇

田
押

倒
四

此
故
的
大

き
い
船
が
出
入
出
家
伯
や
う
ほ
在
っ
た
今
日

で
は
､
今
両
漁
港
の
地
位
は
頗
る
重
要
で
な
-
で
は
在

ら
ぬ
｡
壁
に
位
置
上
の
み
か
ら
見
て
も
､
今
浦
は
伊
甫

旦
内
轡
と
外
轡
と
の
境
は
替
る
要
地
で
あ
る
｡
近
年
助

道
開
通
の
影
響
は
各
種
の
方
面
に
革
新
を
凍
し
て
ゐ
る

が
'
生
魚
は
た
い
て
い
ト
ラ
ッ
ク
で
輪
迭
す
る
の
で
あ

る
か
ら
漁
業
に
及
ぼ
す
影
響
は
少

い
｡

今
稲
轡
樺
に
は
多
-
の
漁
業
従
業
者
が
集
合
し
て
ゐ

す
べ
る
は
へ

る
｡
伊
寓
里
内
轡
に
両
す
る

滑

発

も

漁
業
宋
蕗
で
あ
る

し
､
飛
島
も
位
置
其
の
他
の
関
係
上
漁
業
部
落
の
色
彩

が
濃
厚
で
あ
る
｡

大

賢

落

今
両
町
に
於
て
人
家
の
最
79
多
-
密
集
し
て
居
る
の

は
元
捕

｡
新
町
の
部
分
で
あ
る
｡
rJ
rJ
は
今
福
平
野
と

今
両
轡
の
按
す
る
朗
'
西
部
山
地
の
崖
下
で
あ
っ
て
'

海
も
裸
-
､
且
亜
越
牝
閣
風
も
洩
ら
か
防
ぎ
得
る
し
､

舟
泊
に
便
で
あ
る
か
ら
港
町
と
し
て
夙
に
聴
達
し
ね
所

で
あ
ゎ
､
今
日
も
今
稲
の
中
心
と
在
っ
て
居
る
｡
業
態

か
ら
見
て
79
幾
よ
-
は
商
人
が
多
-
'

清酒
の
醸
造
業



7P
感
で
あ
る
｡
漁
港
と
し
て
重
要
な
ほ
ど
あ
っ
て
､
水

産
業
は
従
事
す
る
者
7P
rJ
乙
は
教
も
多

い
｡
新
聞
難
詰

一第
五
間

今
涌
町
家
屋
分
希
園

丁

も

凋

八

√

ヨ

ヽ

訴

人叔
麹

メ
代

書･｣

の
膳
讃
者
p
電
力
の
滑
費
等
も
最
も
多
-
'
電
話
加
入

者
も
大
部
分
は
此
の
地
に
基
少
､
ラ
ヂ
オ
聴
取
者
も
此

の
部
落
の
み
に
あ
る
L
p
郵
便
物
の
配
達
も
乙
乙
だ
け

は

一
口
に
二
回
行
は
れ
る
等
す
べ
て
.
文
化
的
塵
酒
の

潜
ま
心
る
部
落
で
あ
る
か
ら
､
夢
カ
79
不
足
す
る
こ
と

が
多
Y
.
雇
傭
者
も
此
魔
に
は
特
に
多
数
は
上
っ
て
ゐ

る
O.新

町
は
明
治
初
年
の
埋
立
は
よ
っ
て
出
凍
た
土
地
で

長
崎
螺
今
耐
町
枇
勅

幹
線
道
路
に
滑
ふ
た
最
も
繁
華
を
町
で
あ
る
が
'
最
近

に
は
証
に
海
岸
等
の
方
に
埋
立
地
が
横
が
っ
て
飼

い
新

道
が
そ
の
方
は
設
け
ら
れ
､
自
動
車
も
こ
れ
を
温
み
､

沿
道
に
は
新
し

い
建
築
も
造
次
槍
加
し
'
繁
華
は
そ
の

筋
に
移
動
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
｡
と
は
か
-
TJ
の
部
落
は

海
陸
共
に
交
通
の
軸
と
な
っ
て
居
る
所
で
あ
る
｡

江
迎

∴
拭
脇
は
共
は
横
脇
牛
島
囲
斜
面
は
あ
る
盛
業

部
落
'
滑
発
は
そ
の
反
対
側
は
あ
る
漁
業
部
落
で
あ
る
.

滑
発
も
そ
の
北
方
の
土
肥
浦
等
と
共
に
以
前
に
炭
坑
の

あ
っ
カ
所
で
'
石
泉
の
積
出
が
布
は
れ
カ
時
は
版
は
つ

れ
た
坑
口
や
舶
音
場
の
遺
跡
が
n
ぴ
し
-
晋
を
語
る

の

み
で
あ
る
｡
人
柱
は
現
小
壌
枚
の
あ
る
丘
陵
下
で
嘗
道

は
沿
以
､
江
迎
と
相
封
し
た
栄
静
で
純
商
業
笹
で
あ
る
｡

最
近
に
は
こ
れ
よ
-
や
J
離
れ
た
東
方
は
停
番
場
が
設

け
ら
れ
た
の
で
､
新
造
に
沿
ふ
rJ
の
方
面
に
は
凝
飴
､

飲
食
店
､
土
産
物
店
等
が
建
ち
怒
ら
ぴ
つ
･J
あ
る
｡

八
幡
山
は
純
粋
の
巌
流
栄
藤
､
山
地
は
あ
る
俳
坂
'

坂
野
､
寺
上
､
水
場
等
は
純
農
村
の
散
在
的
栄
藤
､
葛

M
h=

.

円
正



地

球

妨

二
十
二
番

鴇
は
今
瀬
川
上
流
の
山
間
盆
地
に
あ
る
別
天
地
的
の
不

便
在
所
で
あ
る
｡

一
飛
島
は
大
島
の
小
島
に
面
す
る
方
面
は
数
十
月
の
密

集
部
落
が
あ
る
｡
そ
れ
は
此
の
地
方
の
離
島
は
普
通
に

見
る
理
式
の
年
=:LH牛
漁
の
繁
務
で
あ
る
｡

七

商
品
の
出
入

今
浦
で
生
産
さ
れ
た
米

･
酒

･
醤
油
等
は
自
町
今
蘭

で
消
費

n
れ
る
外
､
伊
寓
旦
野
口
は
並
ぶ
蘭
島

｡
鷹
島

に
仕
向
け
ら
れ
る
も
の
も
多

い
｡
叉
木
炭
や
所
は
上
志

佐
等
か
ら
今
両

へ
入
っ
て
凍
る
｡
今
両
港
に
揚
げ
ら
れ

た
免
租
は
京
阪

｡
中
間
方
面
は
'
石
炭
は
長
崎
は
勿
論

名
古
屋
等
ほ
ま
で
輪
塗
rb
れ
る
｡
今
頑
で
消
費
す
る
呉

服
頻
は
大
阪

･
久
留
米

二
相
同
等
か
ら
直
注
さ
れ
'
同

感
に
木
材
は
名
古
屋
か
ら
､
脊
籍
は
東
京
か
ら
法
ら
れ

て
ゐ
る
○

今
静

へ
搬
入
さ
れ
る
も
の
で
は
鷹
学

卒
で

平
月

大
島
其
他
の
近
海
か
ら
の
魚
頻
が
最
も
多
額
に
上
る
0

そ
し
て
前
記
の
や
う
に
末
阪

｡
中
図

･L
佐
賀
等

へ
逢
わ

出
す
魚
粗
は
移
入
額
と

ほ

ぼ

等
し

い
範
多

い
の
で
あ

餅

一
班

買

四
六

る
｡
夏
は
在
る
と
壷
岐
島
を
は
じ
め
と
し
て
鹿
島

･
盈

兜
等
か
ら
西
瓜
が
樺
山
は
入
っ
て
来
る
.
そ
れ
は
大
部

今
両
で
滑
費
す
る
け
れ
ど
も
約
四
分
の

1
は
隣
村
の
綱

川
や
閣
山
代
の
住
民
の
口
に
入
る
｡
今
蘭
で
醸
造
さ
れ

る
清
酒
は
祁
皆
の
多
額
に
上
っ
て
ゐ
る
が
'
其
の
多
-

は
北
絵
浦
牛
島
北
部

や

平
月
諸
島
等

の
離
島
に
遮
ら

れ
､
今
福
の
人
は
よ
わ
質
の
よ
い
佐
賀
の
潜
む
取
ら
各

せ
て
飲
む
｡
酒
は
移
出
の
第

1
位
に
あ
っ
て
移
出
線
萌

の
六
割
を
占
め
て
ゐ
る
の
は
､
移
入
の
部
で
は
潜
が
第

三
位
は
あ
ら
移
入
線
顎
の

1
割
飴
に
替
っ
て
ゐ
る
｡
米
･

難
穀
等
に
就
い
て
見
て
も
同
様
の
形
が
表
は
れ
で
'
移

出
､
移
入
共
に
多
顎

に上
っ
て
ゐ
る
｡

商
晶
取
引
の
上
か
ら
見
る
と
今
両
と
最
も
関
係
の
深

い
の
は
伊
常
里
で
あ
る
｡
薬
晶

･
金
物
鵜

｡
食
料
晶

･

邪
貨
等
よ
少
果
物
に
至
る
ま
で
'
た
い
て
い
の
も
の
は

伊
寓
鬼
か
ら
仕
法
-
を
受
け
て
居
る
｡
rJ
れ
は
猫
か
今

両
の
み
で
潔
-
北
於
浦
牛
島
北
部

完
町
は
伊
寓
里
の
商

圏
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

八

結

貰



今
か
ら
二
年
前
に
こ
の
町
の
今
福
小
撃
枚
で
郷
士
調

査
の
研
究
費
衣
食
が
あ
っ
た
｡
私
は
そ
の
前
後
に
放
て

rJ
の
地
を
踏
む
TJ
と
数
回
は
及
び
.
且
小
堺
枚
の
職
員
､

見
嚢
等
の
調
査

に

よ

る

多
数
の
資
料
を
恵
ま
れ
た
の

で
p
常
時
か
ら
rJ
の
地
方
の
事
情
を
解
介
し
庇

い
も
の

と
恩
っ
て
ゐ
た
が
そ
の
磯
骨
を
碍
在
か
つ
ね
｡
先
般
小

暇
を
縛
で
粗
稿
の
一
部
を
整
理
し
て
概
要
を
記
し
た
の

で
あ
っ
た
｡
従
っ
て
本
稿
は
或
る
方
面
の
ま
と
ま
っ
た

研
究
で
夜
-
て
'
軍
在
る
地
方
解
介
に
過
ぎ
な

い
｡

今
両
町
の
大
部
は
親
閲
地
昔
で
あ
る
か
ら
五
寓
分
の

7
以
上
の
大
縮
尺
の
地
形
問
に
ょ
っ
て
研
究
す
る
rJ
と

は
拭
凍
ぬ
｡

コ
ン
ト
ル
ラ
イ
ン
も
披
き
と
っ
て
二
十
寓

分

1
碑
観
閲
よ
-
他
は
精
密
な
る
圏

に
よ
っ
て
観
察
す

る
こ
と
が
出
凍
拍
の
は
何
よ
き
不
慮
で
あ
る
｡

最
後
に
今
蘭
小
学
校
長
官
橋
泉
氏
及
び
同
校
の
訓
導

各
位
は
私
が
乙
の
今
福
を
歩

い
て
見

た
時
多
忙
の
中
に

も
か
か
は
ら
ず
案
内
説
明
の
鼻
を
と
ら
れ
'
且
又
研
究

調
査
物
を
多
-
提
供
せ
ら
れ
た
る
厚
意
は
射
し
深
-
戚

謝
致
す
も
の
で
あ
る
｡
(昭
利
九
竺
有
)

駒

ケ

就

北

濃

の

漁

村

の

形

態

-

漁
業
を
主
と
す
る
街
村
の
形
態
-

山

口

禰

1

郎

B

緒

言

を

し
tfrな
い

か
か
り
弐

昭
和
五
年
北
海
道
駒
ケ
縁
北
麓

尾

白

内

｡

掛

澗

･

砂

駒
ケ
以
北
劫
の
弧
村
の
形
磁

原
の
漁
村
を
調
査
す
る
の
機
を
碍
ね
｡

細
々
世
界
は
放
け
る
著
名
在
る
漁
場
と
し
て
の
吾
が

宅

四

七


