
B
棟
池
湖
岸
衆
落
東

7
日
の
考
察

｢

緒

言

日
下
工
事
中
の
亘
椋
池
干
拓
事
業
も
､
昭
和
十
四
年

度
中
に
は
大
腰
完
成
の
像
定
で
あ
る
か
ら
､
爾
後
宜
椋

池
は
山
城
盆
地
か
ら
其
の
姿
を
消
し
'
曹
衆
の
編
棒
地

は
鍵
じ
て
良
田
と
化
す
る
で
あ
ら
う
.
従
っ
て
湖
岸
に

位
す
る
古

い
漁
舟
的
衆
群
は
､
其
の
庄
産
地
城
が
消
滅

す
る
か
ら
､
必
秋
…的
に
他
の
職
業
に
特
業
せ
ざ
る
の
飴

儀
を

さ
に
た
ち
到
っ
た
O
故
に
此
等
漁
舟
的
栄
渉
の
生

業
樽
革
の
一
例
と
し
て
､
湖
西
に
位
す
る
久
也
郡
和
牧

村
兼

一
口
を
其
の
題
材
に
選
び
､
之
が
教
生
よ
-,h
宋
終

形
態
｡生
産
機
能
構
成
｡衆
落
移
樽
等
の
問
題
に
つ
き
地

排
撃
的
考
察
を
試
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
､
寮

桝
田
の
地
形
撃
連
と
其
の
発
生

東

一
日
の
地
形
婁
蓮
は
p
北
づ
互
葡
池
の
地
形
鼻
連

荘
林
地
湖
梓
姫
路
恥

iL
n
の
考
然

菅

田

敬

市

を
明
か
は
す
る
に
あ
る
｡
東
棟
池
の
鼻
蓬
は
就
て
は
､

既
に
本
誌
に
放
て
論
じ
た
朗
で
あ
る
か
ら
'
其
の
東
榎

の
燭
を
省
き
'
月
光

一
口
附
近
の
地
形
鍵
蓮
と
其
の
現

状
は
就
き
考
察
し
ょ
う
.
宜
椋
池
は
時
代
が
遡
る
濃
其

の
面
積

は
大
で
あ
っ
た
ら
う
｡
有
史
以
後
に
於
で
も
現

在
に
幾
倍
か
の
面
積
を
有
し
て
ゐ
ね
｡
其
の
時
代
は
兼

一
口
等
の
湖
岸
地
域
は
勿
論

互
椋

池
の
湖

底
で
あ
っ

た
｡
木
津
･宇
治
･柾
等
の
諮
大
川
の
流
出
す
る
土
砂
堆
It

積
に
ょ
っ
て
'
漸
次
湖
岸
は
デ
ル
タ
を
遣
わ
湖
面
は
縮

少
L
t
現
在
の
状
態
に
到
達
し

た
の
で
あ
る
.
東

1
口

の
地
も
結
局
是
等
楢
川
の
造
っ
た
島
や
洲
の
敬
遠
し
た

も
の
に
外
在
ら
ぬ
｡

宣
椋
池
干
拓
用
排
水
機
設
置
工
事
施
行
時
は
皆
-
､

可
知
所
長
の
御
好
意
に
よ
-
､
其
の
地
質
断
面
h
=j見
学

由
慧

四
九
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す
る
の
機
を
得
た
｡
調
査
す
る
ほ
p
上
表
よ

与
数
尺
以
下
は
殆
ん
ど
木
津
川
筋
の
花
尚
岩

霞
胤
に
よ
る
石
基
砂
の
堆
積
暦
で
､
十
数
人

に
及
ん
で
育
色
の
粘
土
層
で
あ
っ
た
｡

之
に
櫨
っ
て
兼

一
口
附
近
の
地
は
､
木
津

川
の
堆
積
し
た
土
砂
に
よ
与
造
ら
れ
た
も
の

で
あ
ら
う
革
は
天
機
推
察
n
れ
る
｡
勿
論
'

宇
治
川
の
流
下
せ
し
土
砂
の
堆
積
79
考
慮
せ

ぬ
ば
在
ら
ぬ
が
､
之
は
過
去
に
於
で
湖
岸
に

試
錐
が
行
は
れ
ね
結
果
よ
-
照
合
し
て
､
宇

治
川
の
土
砂
堆
積
に
よ
る
罫
極
め
て
少
い
革

は
大
髄
明
か
で
あ
る
｡

互
椋
池
の
面
積
が
今
日
よ
れ
迄
か
ほ
大
で

あ
っ
た
頃
は
､
各
州
の
流
出
し
た
土
砂
が
､

其
の
川
の
流
路
の
方
向
に
幾
つ
も
投
ん
で
ゐ

た
事
は
'
豊
公
伏
見
築
城
潜
時
の
間
を
見
て

も
明
か
で
あ
る
L
t
又
正
確
在
る
文
献
は
之

を
明
か
は
澄
明
L
Y
ゐ
る
｡
此
等
の
島
や
洲

は
今
日
小
字
名
地
名
と
し
て
湖
岸
に
数
多
-



散
見
す
る
所
で
あ
る
｡
兼

一
口
の
南

方

榊

牧
に
は
相

島
｡中
島
･
島
田
｡坊
之
池
･閣
河
原
･江
ノ
ロ
･南
河
原
等

の
如
く
､
過
去
の
地
形
を
物
語
る
幾
多
の
地
名
を
遺
す

他
'
淀
は
中
世
迄

一
の
島
で
あ
っ
た
し
､
附
近
に
は
今

日
甜
蔑
島
を
,始
め
'
丸
島
･大
島
｡来
島
等
の
新
し
い
島

を
造
っ
て
ゐ
る
｡

文
京

一
口
の
西

端
を
河

原

島
と

い

ふ
｡
之
も
元
は
湖
中
の
島
で
あ
っ
た
と
恩
は
れ
る
｡

右
の
丸

島
｡大
島
･粟
島
の
三
島
は
束

-i
口
の
光
は
朝

接
し
て
鼎

立
す
る
小
島
で
あ
る
｡
現
在
は
水
面
よ
う
約

空

ハ
八
翠
向
い
立
沢
な
耕
地
で
あ
る
が
､
山
田
賀
正
氏

減
の
穂
川
中
期
の
閲
と
皿
は
れ
る
宜
椋
池
沿
岸
閲

(
漁

業
種
の
範
陶
を
明
記
し
た
79
の
,)
を
見
る
に
､
石
の
島

は
全
然
記
入
さ
れ
て
な

い
｡
記
入
の
必
要
が
夜
か
っ
ね

の
で
は
を

い
革
は

､園
の
性
質
か
ら
明
か
で
あ
る
｡
故

に
常
時
右
の
島
々
は
陸
化
し
て
ゐ
な
か
っ
た
も
の
と
は

ふ
｡
穂
川
末
期
に
な
っ
て
小
さ
い
一
島
を
記
入
し
た
園

が
何
故
も
あ
-
､
名
は
束

一
口
田
島
と
し
､
圧
別
四
反

三
畝
二
十
六
渉
立
石
五
斗
八
升

一
食
と
記
入
さ
れ
て
ゐ

る
｡
明
治
二
十
三
年
測
最
の
参
謀
本
部
二
薗
分
一
地
図

太
妹
池
湖
搾
淡
路
氷

.i
H
の
考
雛

を
見
る
と
小
島
二
つ
を
記
入
さ
れ
て
あ
る
｡
其
の
大

dt'

さ
は
現
在
の
三
分
の

一
に
も
及
ば
ぬ
｡
近
年
は
於
け
る

互
椋
池
沿
岸
地
形
聴
蓮
の

1
鵜
を
知
る
資
料
と
し
て
興

味

を
以
-
も
の
で
あ
る
｡

現
在
の
右
三
極
は
､
中
心
を
尭

一
口
の
中
央
部
北
側

は
置

い
た
束
に
展
開
す
る
逆
流
デ
ル
タ
で
あ
る
｡
其
の

成
因
は
､
元
'
宇
治
川
が
瓦
林
地
と
連
絡
し
て
ゐ
夜
頃

宇
治
川
の
逆
流
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
即

ち
'
洪
水
時
は
在
れ
ば
山
城
各
河
川
の
流
出
す
る
水
量

が
'
淀
附
近
ほ
於
で
落
合
び
'
山
臓
の
除
路
を
迫
っ
て

流
る
る
も
､
漸
次
下
流

へ
の
通
水
が
閉
さ
れ
'
木
津
川

が
敢
大
流
畳
聖
が
す
頃
に
な
れ
ば
､
藩
に
宇
治
川

へ
逆

流
し
従
っ
て
亙
株
池

へ
逆
流
す
る
｡
宇
治
川
か
ら
宜
椋

池
迄
の
逆
流
水
路
は
､
通
路
狭
少
在
る
た
め
水
勢
棺
急

で
あ
る
が
､
東
棟
池

へ
入
る
と
急
に
面
積
が
戯
-
な
る

か
ら
水
勢
が
喪

へ
る
｡
そ
fJ
で
運
搬
し
て
束
ね
土
砂
を

此
虞
に
沈
積
L
p
か
-
の
如
き
逆
流
デ
ル
タ
を
建
設
し

た
の
で
あ
る
0

か
-
､

一
日
附
近
の
地
は
元
湖
岸
の
島
や
洲
が
其
の

田
宅

茄

1.



地

拙

筆

7
+
二
怨

発
珪
原
形
で
あ
ら
う
｡
そ
れ
が
現
在
の
地
形
は
至
る
迄

に
は
､
蔑
多
の
塵
蓮
を
経
て
凍
ね
と
恩
は
れ
る
が
､
其

の
時
代
別
地
形
麺
速
は
到
底
知
る
由
も
な
い
○
後
世
平

家
物
語
を
始
め
軍
記
物
語
に
出
る

一
口
は
を
も
く

何

魔
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
｡
現
在
は
基

音

の
西
方
に

酉

言

と

い
ふ
十
数
月
の
小
部
落
が
あ
る
○
酉

.i
EI
の

名
は
穂
川
初
期
よ
タ
現
は
る
る
地
名
で
あ
る
○
空

口

の
名
の
現
は
れ
る
の
も
同
様
を
年
代
で
､
元
は
置
け
二

日
(粟
鑑
に
は
革
靴
)と
出
る
か
ら
､
未
聞
讐

日
の
新

嘗
ま
わ
考
察
し
て
見
な
け
れ
ば
在
ら
ぬ
｡
此
の
歴
史
的

考
察
は
後
輩
は
論
述
す
る
所
で
あ
る
が
､
地
形
並
に
発

生
の
順
序
よ
カ
見
て
霜
は

言

す
る
必
要
が
あ
る
｡
前

記
の
軍
記
物
語
に
現
は
る
る
の
は

言

で
あ
る
か
ら
､

皆
時
は
現
在
の
如
-
束
酉
は
分
れ
ず

一
ヶ
所
の
地
名
で

且
つ
地
頂

き
で
あ
っ
た
と
瓜
は
れ
る
｡
即
ち
宇
治
よ
少

求
都

へ
攻
上
る
ほ
'
宇
治
の
天
険
抜
け
難
し
と
見
た
義

塵
は
'
宇
治
よ
土

日
へ
軍
を
廻
し
'
京
都

へ
上
る
の

戦
略
空

音

た
｡
之
に
反
し
'
義
仲
は
京
都

へ
攻
上
る

義
麿
の
軍
を
防
が
ん
が
た
め
'
乙
乙
に
軍
勢
を
屯
し
備

妨
六
雛

謂

八

草

1

へ
た
の
で
あ
る
｡
之
は
よ
っ
て
考
ふ
る
ほ
常
時

一
口
は

湖
中
の
島
は
あ
ら
ず
し
1yJ
湖

岸

の

一
角

で
あ
っ
た
ら

う

0又

一
口
な
る
名
柄
に
就

い
て
も
古
楽
龍
が
あ
㌔

そ

の
中
は

｢
古
凍
三
方
が
湖
で

一
方
の
口
よ
ろ
出
入
す
る

(
即
ち

一
方
の
み
が
陸
宿
q
Jの
意
)
か
ら

1
日
と
言
ふ
｣

と
あ
る
.
異
疑
は
明
か
で
覆
い
が
､

言

は
陸
績
さ
の

一
実
損
部
で
あ
っ
た
と
す
る
考
互
選
等
す
る
の

一
翼
料

は
挿
入
し
カ
い
｡

猶
､
魚
種
飴
地
撰
部
曹
山
城
岡
や
､
附
閲
の
丘

椋
池

湖
岸
簡
閲

は
共
は
湖
中
の
島
と
せ
ず
､

這

湖
岸
の
突

出
部
､
牛
島
の
党
規
と
し
て
捕
寄
ruれ
て
ゐ
る
｡
共
は

穂
川
時
代
流
行
を
極
め
カ
郷
士
地
誌
聾
者
の
考
詮
的
作

間
で
あ
る
｡

以
上
に
よ
っ
て

曹

一
日
は
陸
潰
さ
の
部
分
で
あ
っ

た
ら
う
と

い
ふ
非
は
略
々
推
測
し
得
る
所
で
あ
る
｡
然

ら
ば
薯

一
口
は
何
塵
で
あ
る
か
｡
現
在
の
尭

一
口
は
､

乙
の
見
地
よ
カ
す
れ
ば
､
嘗

一
口
と
見
る
事
は
不
合
理

で
あ
る
0
源
平
時
代
の

一
口
は
軍
畢

上
の
婁
地
で
あ
っ



ね
瓢
よ
-
考
察
す
れ
ば
､
舟
運
の
利
も
あ
る
期
で
ー
多

少
の
架
称
は
あ
っ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡
若
し
右
の

考
が
異
な
ら
ば
t
を
れ
は
現
在
の
束

7
日
の
地
に
あ
ら

ず
し

て南
方
の
御
牧
の
地
鮎
で
あ
っ
た
ら
う
｡
何
と
在

れ
ば

'地
形
よ
少
考
察
し
て
束

一
口
は
皆
時
湖
中
の

一

島
洲
で
あ
っ
た
と
恩
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
束

iI
口
の

西
方
を
河
原
島
と

い
ふ
事
よ
-
見

ても
､
其
の
架
は
あ

っ
た

一
つ
の
島
が
現
在
の
光

i
¶
の
地
と
な
っ
た
も
の

で
p
島
の
名
は
失
は
れ
で
東

.i
口
と

い
ふ
来
港
名
が
後

世
教
生
し
た
も
の
と
考

へ
る
.
故
に
源
卒
時
代
の

一
口

は
､
朱

一
口
の
南
方
榊
牧
の
地
で
常
時
は
束

一
口
は
未

だ
湖
中
の
浅
瀬
か
洲
で
あ
っ
た
ら
う
と
息
は
れ
る
｡

そ
れ
が
現
在
の
地
形
に
略
々
形
成
せ
ら
れ
た
の
は
'

豊
公
の
土
木
工
串
前
後
の
串
で
あ
ら
う
.
盟
公
は
p
E

椋
池
は
徹
底
的
な
施
設
を
施
し
た
大
土
木
事
業
家
で
あ

っ
た
｡
即
ち
伏
見
築
城
に
件
ふ
宇
治
川
弛
流
'
伏
見
港

市
出
現
む
計
姦
し
､
今
迄
宇
治
川
本
流
が
正
椋
池
に
注

入
し
て
ゐ
ね
も
の
む
撞
高
塩
を
築

き
伏
見
に
導
き
､
伏

見

山
以後
楯
よ
-
向
島
｡
小
倉
を
結
ぶ
太
閤
堤
を
築
堤
し
､

正
林
地
捌
押
堆
拓
北

一
口
の
孝
雄

長
瀞
池
を
東
西
に
二
分
し
､
次
に
淀

｡
伏
見
聞
に
淀
堤

を
遣
わ
'
瓦
癌
池
を
閥
北
に
二
分
し
､
横
大
路
沼
を
孤

立
せ
し
め
､
瓦
椋
池
は
淀
附
近
ほ
て
.
宇
治
川
と
相
通

ぜ
し
め
､
以
て
潜
水
宇
治
川
の

一
部
分
の
酌
む
覆
せ
し

も
の
敷
金
-
燭
立
せ
し
め
た
｡
此
際
､
潮
酉
の
御
政
･佐

山
の
耕
地
を
水
没
よ
み
免
れ
し
ひ
る
た
め
に
淀

･
東

1

口
よ
み
尭
南
観
世
は
至
る

一
大
堤
防
を
造
つ
ね
｡
Ti,故
に

於
で
宜
椋
池
は
金
-
大
堤
防
に
よ
っ
で
囲
ま
れ
､
沿
岸

浸
水
の
難
を
防
ぎ
併
せ
て
､
淀
川
洪
水
調
節
機
鏑
と
在

っ
た
｡
乙
の
堤
防
工
事
に
よ
っ
て
､
瓦
椋
池
湖
岸
の
地

形
が

一
大
昼
勤
を
来
し
､
交
通
路
は
勿
論
､
衆
群
の
敏

捷
移
動
が
根
本
的
に
行
は
れ
穴
の
で
あ
る
｡
東

一
口
の

磯
産
は
､
石
地
:::公
の
大
堤
防
(光
耀
と
科
す
)築
堤
に
関

係
あ
る
も
の
で
p
栄
蕗
の
教
生
は
を
の
前
後
か
ら
で
あ

ら
う
0

束

山
口
の
土
豪
山
田
家
の
古
記
､
並
は
土
地
の
人
の

言
体

へ
は
依
れ
ば
､
1i
n
の
住
民
は
元
､
淀
漁
′苗
に
任

し
､
漁
舟
を
業
と
し
て
ゐ
た
79
の
で
あ
る
0
天
正
年
間

捜
公
淀
築
城
に
仰
以
p
右
漁
ノ
苗
が
城
廓
の

l
部
分
と
衣

川
Z
九

五
.≡



｢' a

地

球

妨

二
十
二
巷

る
舶
係
上
北
逆

さ
を
l命
せ
ら
れ
た
｡

.叩
て
､

1-
部
分
は

火

.I
;
の
現
従
の
堤
防
上
に
移
輯
し
､
専
ら
漁
業
を
以

て
其
の
稚
h
l苛
み
t

..
部
は
西

一
日
に
纏

っ
て
介
逆
の

業
に
従
軸
す
る
も
の
と
k･+
つ
ね
｡
而
し
て
前
..礼;
の
仙
川

家
も
元
は
池
′ル
在
化
で
あ
っ
LJ
.
池
′i;
准
作
潜
時
太

閤
よ
与
件
の
加
堤
築
堤
を
講
fl
ひ
(
金
二
常
柄
を
以
て
)

之
を
･:1-g
成
し
以
っ
て
3{

利
を

柑
ね
と
体

へ
ら

れ
て
ゐ

る
｡
を
の
エ
祁
?.f
il
の
主
を
俗
に
太
閤
暇
店
と
解
し
､

-;
;
家
系
間
に
よ
る
と

中

興

節

-.
世

と

5'
ふ

く.Ii
で
あ

る
0仙

樽
ふ
る
川
に
よ
る
と
､
仙
川
中
仙
ハ
一
世
が
､
水
場

エ
･1-
に
H
利
を
柑
た
の
は
､
fL
:校
地
の
派
碓
共
の
他
.L
l

椋
池
の
地
即
に
就
P
,よ
-
通
じ
て
む
た
た
め
'
舵
も
浅

い
部
分
に
築
堤
し
た
か
ら
土
木
錐
の
節
約
を
計
る
こ
と

と
祁
た
馬
だ
と
1.･.∵
少
.
常
時
迄
湖
中
の
洲
鳥
で
あ
っ
た

の
h
t､
1-5
方
ま
わ
築
堤
し
､

河
原
･i
?
よ
わ
水

.J
日
に
到

b
t
そ
れ
よ
り
湖
底
の
此
硝
部
L
.
観
世
迄
辿
桁
L
L
Jも

の
で
あ
ら
う
｡

中
内
池
は
大
堤
防
の
内
側
に
あ
る
に
か
か
は
ら
ず
､

欝
六
擁

望
〇

五
円

水
托

1i1.
億
池
ーこ
坊
ら
ざ

る
部
分
の
あ
る
の
は
､
右
-;
日

代

光
則
の
築
堤
工

部
に
督

-
､
湖
中
の
桟

い
部
分
を
選

J･:掠池(rll裾胡)のえか

で
あ
る
｡
束

..)
日
も
右

の
場
合
と
略
々
川

一
な
催
件
の
下
に
移
持
し
た
も
の
で

あ
ら
う
が
'
前
者
が
交
通
的
生
命
を
和
し
ね
に
封
L
t

び
築
堤
し
た
輔
車
農
塘

す
る
も
の
で
あ
る
0

枚

に
束

.1
日
変
淋
敏
捷
は

.帆):公
時
代
束
堤
築
堤
前

後
ーこ
あ
る
と
第
着
は
見

る
の
で
あ
る
0

賠
公
土
木
工
都
の
耗

鵜
t

H
f椋
池
湖
･:ii
地
形

の
礎
連
に

作
以
来
蕗
の

移
稗
が
行
ほ
れ
た
｡
而

し
て
移
特
朱
非
は
多
-

新
堤

防
上

に
移

特

し

わ
O
湖
北
の
横
大
姉
･･:;

森
等
は
其
の
必
着
な
例



後
者
は
寧
b
互
株
池
の
漁
業
的
意
味
を
有
し
た
の
と
の

差
異
が
あ
る
｡

現
在
の
来

一
口
宋
蕗
の
春
す
る
堤
防
は
､
中
央
部
に

於
で
北
側
の
教
道
路
面
上
水
面
よ
-
約
二
閏
年
乃
至

二

間
の
高
さ
で
南
側
は
大
鰭
之
よ
-
珊
低

い
｡
互
株
池
湖

岸

霜

は
過
去
に
於
で
浸
水
に
悩
ま
ru
れ
た
結
果
､
殆

ん
ど
皆
盛
土
を
な
し
'
そ
の
上
に
人
家
を
建
て
周
ら
す

に
樹
木
を
植
ゑ
て
ゐ
る
の
は
湖
岸
宋
蕗
の
共
通
形
態
で

あ
る
｡
而
し
て
其
の
高
さ
は
水
面
上
､
十
数
尺
に
及
ぶ

も
の
は
殆
ん
ど
な
い
｡
然
る
に
濁
ら
兼

一
口
の
み
が
か

く
高
い
班
由
は
､
大
堤
防
上
に
位
す
る
革
と
､
其
の
堤

防
建
設
常
時
此
の
部
分
が
湖
中
の
一
島
洲
で
あ
わ
､
其

の
上
に
築
堤
し
た
の
で
､
築
堤
上
好
都
合
で
あ
っ
た
事

及
び
､
本
地
が
直
接
湖
面
に
相
接
L
p
最
も
水
の
脅
威

を
受
け
る
革
の
甚
だ
し
い
馬
､
其
の
防
無
策
と
し
て
か

く
高
堤
を
築

い
た
も
の
と
思
は
れ
る
｡

右
大
堤
防
は
区
林
地
洪
水
の
第

一
防
無
塩
で
'
兼

一

口
か
ら
観
世
迄
凡
を
三
十
町
は
及
ぶ
｡
大
鰹
光

一
日
栄

落
部
,{LJ除
-
部
分
の
堤
防
は
､
木
津
川
筋
の
土
砂
と
同

宜
跡
地
湖
搾
媒
洛
北

1
日
の
考
察

貿
夜
も
の
で
､
水
面
上
六
八
乃
至
九
九
､
帽
は
平
均
九

尺
位
で
あ
る
｡
本
堤
防
は
来

l自

栄
静
の
あ
る
部
分
を

基
鮎
と
し
之
に
連
績
し
て
ゐ
る
が
'
其
の
高
度
に
於
で

は
空

日
栄
渉
の
部
分
よ
ら
温
か
に
低
-
､
又
幅
も
狭

く
土
嚢
も
全
然
興
る
｡
現
在
来

一
口
両
端
の
民
家
に
し

て
奥
行
が
堤
防
金
健
を
占
ひ
る
も
の
は
此
の
新
堤
防
上

に
建

て
b
れ
た
も
の
で
あ
る
.

故
に
宋
静
は
､
初
め
中
央
の
幅
顔
-
高
さ
旦
向
い
部

分
に
教
生
し
た
が
､
漸
次
栄
藤
の
敬
達
す
る
に
伸
び
.

地
形
に
支
配
さ
れ
此
の
堤
防
上
に
東
西
に
延
長
さ
れ
た

の
で
あ
る
｡

山
田
氏
所
減
の
天
保
三
年
九
月
の
地
間
を
見
る
往
'

西
方
は
河
原
島
迄
､
兼
部
は
現
在
来

l
El
の
兼
部
の
椅

笛
よ
タ
東
方
へ
約
三
軒
あ
る
の
み
で
あ
る
O
而
し
て
明

治
中
年
迄
は
大
鰭
天
保
年
間
の
範
囲
と
大
差
が
な
い
｡

衆
静
の
歴
史
的
敏
速
は
､
現
在
竺

口
水
産
食
保
存

の
漁
業
由
望

冒

見
る
に
'
人
望

二
･
二
代
用
明
天
皇

が
･
田
原
へ
御
隠
患
遊
ば
さ
れ
､
帥
楽
と

い
ふ
所
か
ら

勢
田
の
下
へ
流
れ
る
石

川
へ
｢
卵
巣
や

言

川
に
鯉

望

J

五

五



地

球

警

手

二
容

の
ぼ
る
人
々
層
す
る
は
ち
す
の
は
ゆ
け
｣
と

い
ふ
角
肘

を
流
ru
れ
ね
斯
､
件
の
知
冊
を
-
は
へ
た
姐
が
後
漁
帝

の
漁
師
の
牲
る
所
と
怒
ら
､
不
審
は
恩
S
寧
盤
へ
奉
っ

た
｡
其
の
御
無
冊
御
詮

議
の
結
果
用
明
天
皇
の
御
製
と

判
み
P
其
の
賞
と
し
て
.
在
所
の
名
を

一
日
川
に
か
た

ど
カ
､

言

付
と

い
ふ
名
を
賜
は
カ
'
且
つ
流
域

諒

の
漁
猟
自
由
の
許
を
祐
た
と

い
ふ
､
記
載
が
あ
る
｡
異

疑
は
不
明
で
あ
る
が
､
蓋
し

一
口
の
記
事
と
し
て
之
以

上
古

い
時
代
に
遡
る
も
の
は
あ
る
ま

い
｡
之
に
嘘
る
と

一
口
川
が
勢
田
附
近
は
あ
つ
て

そ
れ
に
ち
改
ん
で

一

口
村
と
命
名
さ
れ
た
轟
に
な
っ
て
ゐ
る
O
又
古
く
よ
ら

漁
猟
を
以
て
生
を
た
で
て
兼
ね
も
の
在
る
事
も
窺
は
れ

る
○次

は
､
鳥
羽
院
御
舟
涯
の
時
御
刀
を
押
領
し
た
記
事

で
あ
る
.
簡
明
を
省
き
原
文
を
掲
ぐ
る
と

｢
馬
親
院
御

舟
遊
御
車
御
時
大
池
の
内
よ
カ
-

わ
ん
ち
よ
の

木

と

中

期
ほ
て
鯉
の
葉
巻
御
歴
共
時
'
1
口
付
役
人

一
人
中
藤

と
申
す
官
名
被
馬
下
粟
は
津
軽
外
の
潰
'
酉
は
櫓
城
の

及
所
迄
漁
方
の
御
静
子
井
御
大
刀
頂
戴
仕
､
御
給
旨
は

野
犬
雛

監

二

五
六

在
家
に
差
置
保
却
勿
髄
八
幡
宮
御
前
巌

之
泰
納
楳
由
､

御
大
刀
は

一
口
村
に
増
し
､
只
今
二
氏
醐
御
祭
柏
の
御

供
仕
付
の
者
行
年
四
十
六
才
に
飴

-
.
革
袴
を
着
政
和

大
刀
を
か
ね
げ
､
菅
よ
-
作
法
段

々
往
古
の
例
を
以
て

只
今
に
不
忠
和
動
申
し
､
三
ヶ
所
の
漁
師
の
儀
者

一
口

相
の
わ
か
れ
ほ
V
P
大
池
其
の
外
大
川
筋
併
小
川
枝
川

共
は
大
池
海
口
ま
で
も
汲
仕
候
勿
論
､
洪
水
の
節
は
川

頂
御
料
私
料
共
に
御
田
地
の
上
道
も
立
宅
の
構
無
御
座

所
の
分
は
何
方
迄
も
水
に
し
た
以
漁

仕

凍

侠
｣

と
あ

る
〇着

大
刀
は
現
在
村
の
山
田
賀
方
氏
方
に
保
存

ruれ
､

箱
に
包
ま
れ
た
不
関
の
刀
で
あ
ヵ
､
極
め
て
醐

秘
説
し

丁
重
を
取
扱
を
し
て
ゐ
る
｡
原
文
の
村
怨
の
時
右
大
刀

を
か
ね
げ
る
と
あ
る
が
'
怨
の
際
の
大
刀
は
別
に
模
造

晶
を
製
作
し
LJ
79
の
で
あ
る
と

い
A
o
又
記
録
中
の
中

藤
と

い
ふ
姓
の
家
は
現
存
し
て
ゐ
る
｡

東

一
口
の
中
央
は
存
在
す
る
安
養
寺
は
十

一
両
観
音

を

以
て
著
名
在
る
寺
院
で
あ
る
｡
本
部
静
内
に
は
金
-

醐
融
を
有
し
な

い
｡
之
は
不
忠
講
と
す
る
朗
で
あ
る
｡



(
氏
神
は
同
村
玉
田
紳
鼓
で
あ
る
.
)
そ
の
代

･A_こ安
手

寺
A
J以

て氏
神
の
代
用
と
し
､
冠
婚
の
親
書

よ
う入
浪

費
_こ
到
る
士
で
'
絶
て
先
づ
本
寺
院
に
参
詣
新
願
す
る

習
慣
で
あ
る
.
共
の
安
暮
寺
の
繰
紀
と
し

て体
ふ
る
も

の
_こ
蛾
る
と
本
寺
は
集
蕃
天
皇
の
天
治
元
年
に
は
淀
漁

市
_こ
あ
っ
た
｡
昔
時
中
村
兵
術
月
次
の
子
貞
治
な
る
者

が
俳
門
に
人
か
之
もこ
軸
係
A
J有
し
彼
此
地
もこ
兼
ね
事
を

記
述
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
骨
地
_こ
移
鴨
し
て
兼
ね
年
代
は

全
-
明
か
で
な
い
.
土
地
の
人
は
貞
治
が
す
ぐ
曹
地
に

兼
ね
事
に
し
て
今
･･言
的
七
育
年
前
に
移
韓
し
た
事
l

言
仏
体
へ

くわ
る
が
'
明
瞭
A
J触
-
0

次
_こ
天

正十
三
年
淀
漁
市
よ
さ
移
韓
し
た
と
い
ふ
体

へ
が
あ
る
｡
之
は
既
に
述
べ
た
用
で
あ
る
か
ら
省
略
す

る
0
兎
角
淀
か
ら
夢
精
し
て
兼
ね
事
は
事
責
で
あ
ら
う
｡

淀
か
ら
夢
精
し
て
兼
ね
曹
初
些
二
十
六
月
で
､
後
世

迄
三
十
六
人
衆
と
い
っ
て
共
の
草
分
と
誇
っ
て
ゐ
ね
ら

し
い
が
'
今
日
_こ
放
て
は
右
三
十
六
人
衆
の
奮
家
後
脊

さ
え
明
か
で
な
い
ら

し
い
.

虹
_こ
述
べ
た
兼

]
口
の
嘗
棄
山
田
森
は
'
兼

1
口
の

菖
雛
義
■

鱒鞭尊
貴

一
日
の
奪
豪

.ヽ.
.∫
r
../_ヽ
;/.一Ilr
一
_j't

慶
史

と
串壊
な
鵬
係
が
あ
さ
'
巷
川
時
代
よ
4
宜
*
鵬

潮
淳

の
大
地
主
にし
て且
つ
漁
業
兼
の
代
表
で
あ
っ
た

兼一口の住宅 (山BI氏宅正門)Ej三嶋

JE
係
上
､

叢
多
の
竜

わ
古
材
AJ

蔵
L
t
互

頼
他
生
打

沿
岸
軒
先

の
書
庫
と

宮
人
+(
dtI

も
の
で
あ

る
｡
離
着

は
遇
tzz山

城
一
二
と

幕
せ
ら
る

る
城
鵬
のメ

如
き
山
路

氏
宅
を
山
田
貴
方
氏
の
紳
集
内
は
l
つ
て
位
牌
尊
托
せ

稗
と
拝
見
し
た
｡
位
柵
に
は
萎

一
世
上
rA
第
二
十

一芸

事
七



地

球

節

二
十
二
番

六
世
ま
で
あ
る
.
中
興
六
世
ま
で
は
年
観
が
覆
い
が
'

第
七
丑
に
軍
氷
十
九
年
の
死
去
を
刻
L
で
あ
る
｡
中
興

一
世
は
何
時
頃
の
人
か
不
明
で
あ
る
が
､
七
位
よ
も
以

下
の
分
よ
-,h推
算
す
る
と
足
利
末
期
の
も
の
と
は
は
れ

る
｡
系
図
沿
革
が
是
以
上
明
か
で
な

い
の
で
'
山
的
氏

の
文
事
よ
り
兼

一
口
の
沿
革
を
知
る
事
は
現
在
困
難
で

あ
る
｡

次
に
宜
椋
池
水
産
骨
保
存
の
.古
文
藩
に
太
閤
秀
音
は

宜
椋
池
に
於
で
鯉
の
賓
客
を
見
､

一
口
村

｡
伏
見
弾
正

町
の
漁
人
等
之
に
従
事
し
.
叉
養
殖
院

･
大
猷
院
等
も

l
同
様
宜
椋
池
で
舟
挽
麓
を
し
て
部
落
民
川
狩
は
奉
仕
し

時
代
に
は
､

1
口
の
部
落
民
は
漁
舟
的
生
活
を
偉
人
で

ゐ
た
事
が
明
か
で
あ
る
｡
但
し
石

一
口
と
は
兼

Li
口
を

指
す
か
否
か

一
考
を
要
す
る
｡

最
後
は
軍
事
的
見
地
よ
り
見
れ
ば
平
家
物
語
や
源
平

盛
衰
記
又
は
乗
艦
に

1
口
の
記
事
を
散
見
す
る
｡
之
は

既
述
の
過
ち
軍
記
物
語
の
一
口
は
現
在
の
閣

一
口
を
指

す
鴇
の
と
考

へ
で
ゐ
る
｡
酉

一
口
の
地
は
.
現
在
の
来

節

大

紋

翌

は

五
八

一
口
の
春
す
る
大
堤
防
築
堤
以
前
は
'
湖
岸
の
一
突
出

部
分
で
あ
っ
た
.
酉

一
口
が
常
時
の

一
口
で

一
口
の
本

城
は
即
ち
閤

一
口
と
恩
ふ
｡
之
ほ
は
古
よ
み
の
俸
龍
も

あ
る
や
う
だ
が
､
西

一
口
の
小
字
古
城
は
元
御
放
勘
兵

衛
の
古
城
の
虹
と
言
は
れ
で
ゐ
る
｡
(
之
に
は
典
故
も

あ
る
よ
う
だ
が
)
御
牧
勘
兵
衛
は
戦
闘
末
期
の
亘
椋
池

湖
岸
の
大
家
族
に
し
て
､
其
の
子
孫
た
る
凹
手
非
彦
四

郎
氏
斯
減
の
文
番
を
見
る
ほ
､
文
稚
四
年
八
月
八
目
上

山
城
閥
御
滅
入
帳
の
運
上
高
ま
薗
四
千
三
百
五
拾
六
着

三
斗
六
升
と
あ
-
､
鴛
-
べ
き
勢
力
家
で
あ
っ
た
事
が

判
る
｡
叉
信
長
や
太
閤

｡
家
康
等
の
朱
印
状
を
数
多
-

受
け
て
居
み
'
其
の
中
の
太
閤
朱
印
に

｢
上
山
城
中
池

河
漁
之
儀
如
前

二
可
任
侠
旨
可
申
侠

御
故
勘
兵
衛
｣

と
あ
ゎ
'
漁
業
の
緒
元
締
を
古
-
よ
少
司
っ
て
ゐ
ね
革

が
明
か
で
あ
る
｡
其
飽
和
牧
村
専
念
寺
は
勘
兵
衛
の
開

基
と
あ
る
等
､
大
家
族
が
酉

1
口
に
接
を
横

へ
且
つ
漁

業
の
元
締
を
し
て
ゐ
夜
勤
等
よ
カ
考
ふ
る
と
.
軍
記
物

語
や
前
記
の
水
産
倉
の
古
文
番
に
出
る
一
口
は
p
即
ち

酉

l
口
で
あ
っ
た
ら
う
と
恩
ふ
の
で
あ
る
｡



而
し
て
酉

一
口
は
(中
世
の

一
口
)
は
互
椋
池
の
湖
岸

に
而
し
て
ゐ
た
の
で
'
交
通
上

｡
軍
事
上
の
要
地
で
あ

っ
た
｡
従
っ
て
中
世
に
於
で
京
都
攻
略
の
場
合
に
は
､

常
に
其
の
第

一
防
無
線
と
在
っ
た
｡
兼
鋸
に

｢
破
綻
芋

洗
婆
聾
.
宿
高
畠
遊
｣

と
あ
-
､
叉
平
家
物
語
に
義
経

は

｢
淀

一
口
へ
や
向
ふ

べ
き
か
'
叉
河
内
賂

へ
や
廻
る

べ
き
､水
の
落
足
を
ヤ
待
つ
べ

き
い
か
が
せ
ん
と
宣
ふ
｣

と
あ
る
｡
皆
時
淀
と
共
に
軍
略
的
要
地
で
あ
っ
た
事
怯

右
に
よ
っ
V
も
十
分
窺
は
れ
る
.
交
通
上
の
要
地
で
あ

っ
た
事
も
勿
論
で
'
都
名
所
間
食
拾
遺
に

｢
淀
の
S
が

し
十
町
許
に
あ
-
､
民
屠
小
倉
の
御
地
の
汀
な
れ
ば
常

に
漁
猟
を
産
業
と
す
｡
此
所

い
ほ
し

へ
は
河
内
或
は
津

の
囲
よ
み
宇
治
に
覚
る
順
序
夜
卓
L
と
記
載
L
で
あ
る
.

然
し
此
等
は
湖
岸
の
地
形
が
現
在
と
大

い
に
異
み
､
山

城
三
川
が
宜
株
地
久
は
其
の
用
線
部
ほ
て
落
合
ひ
､
面

積
も
大
で
あ
っ
た
時
の
事
で
あ
る
｡
後
世
愚
公
土
木
工

事
は
件
ひ
.

一
口
の
軍
事
的

二
父
迫
的
慨
櫨
は
急
に
減

殺
さ
れ
､
以
後
漁
業
藩
業
の

一
変
終
に
な
ら
､
之
に
代

る
ほ
淀
が
益
々
凝
達
し
カ
｡

克
椋
地
軸
揮
発
鰐
光

一
Lr
の
考
察

而
し
て
､
贋

1
口
､
即
ち
閣

一
口
は
堤
防
内
に
取
残

さ
れ
ね
か
ら
変
蕗
は
よ
h
t以
上
聴
思
し
夜
か
つ
ね
が
'

東

一
日
は
､
湖
岸
に
任
し
.
直
接

互
株
池
に
接
し
漁
舟

の
促
が
よ
い
馬
め
に
湖
岸
第

一
(
山
城
節

こ

の
漁
舟
的

衆
落
と
し

て聴
遷
し
た
｡
閣

l
H
も
堤
防
設
置
後
'
漁

業
叉
は
舟
運
上
の
便
利
の
馬
に
､
着
堤
防
上
に
移
樽
し

て
凍
た
ら
し
-
､
穂
川
時
代
の
地
同
文
は
地
誌
数
の
中

に
､
莱

一
口
の
閣
同

一
堤
防
上
に
酉

1
口
の
部
落
が
記

入
さ
れ
て
あ
る
｡

三
､
緊
藩
の
形
態
と
豊
遼

東

一
口
の
栄
蕗
は
湖
岸
堤
防

上
は
敏

速

し
た
も
の

で
'
栄
落
形
態
上
よ
か
見

れ
ば
街
村
で
あ
る
｡
朱
閣
民

居
の
あ
る
部
分
の
延
長
約
十

一
町
､
其
の
幅
敢
大
'
北

側
の
水
面
よ
ら
南
側
水
面
迄
約
五
十
五
間
､
敢
少
部
分

二
十
間
内
外
で
あ
る
｡
幅
の
敢
も
蛮

い
部
分
は
中
央
部

で
あ
る
｡
そ
の
中
央
部
の
み
は
東
通
の
他
に
遍
路
が
教

本
迫
･C,ほ
併
行
に
通
じ
､
民
家
は
東
通
と
甚
温
み
の
南

北
に
政
び
建
て
ら
れ

てゐ
る
｡
東
通
-
ほ
は
､
北
側
に

一
間
牛
乃
至
二
間
道

路が
兼
酉
は
通
じ
'
十
数
年
前
迄

窒

現

五
九



地

球

節

二
十
二
怨

は
'ヽ
J
の
迫

肺
の
i::
側
､

即
ち
絹
側
の
み
に
人
壕
は
限

られて
わ
た

が
'
虹

岬
道

肺
の
北
-Iu
tに
も

Li'譲
か
批
び

第 円 岡 束-一一日の袈If-a

- 二重 蛮 岳

現
在
で
は
十
二
i1

を
敬
へ
る
｡
北
側

の
ji'家
は
糾
約
二

十
三
年
の
六

汀
分

lJ
地
枇
榊
に
は
Bi'

家

二
L
と

､
一
二

納
局
が
あ
る
の
み

で
あ
る
｡
火
:L
f十

.f
布
川

川
の
滋

都

和
小

計
北
山
地
方

番

目
倉

の
三
千
分

-I

地
相

(附
間
束

.I

‖
附
近
間
参

照
)

に
は
ti1
赦
赦

tLと

糾
.i
.11‥川
中
記
入

し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
｡

故
に
元
は
(Lfく
非
封
糊
…的
を

締
付

で
あ
っ
た
｡
之
は

i

に
は
､

北
側
は
人
家
h

適
役



す
る
の
故
地
な

p
J堤
防
の
絶
壁
で
あ
-
､

一
に
は
北
側

が
耳
椋
池
に
甫

し
.
洪
水
の
災
厄
を
直
接
決
る
危
険
匿

域
で
あ
る
踊
係
上
､
か
-
民
家
は
道
路
の
南
側
に
限
定

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
表
道
路
寓
側
の
背
水
よ
-
存

在
す
る
民
家
は
.
道
路
よ
～-三

三
八
宛
高
-
土
盛
を
な

し
家
を
建
て
'
北
側
は
冬
の
波
風
を
防
ぐ
籍
は
板
圃
む

し
､
又
門
塀
造
-
が
見
替
る
｡
北
側
本
通
わ
に
あ
る
月

数
は
'
木
年
初
め
賓
測
さ
れ
た
六
百
分

1
同
を
見
る
と

可
三
月
で
あ
る
｡
然
し
之
は
右
道
路
に
按
す
る
宅
地
数

で
あ
る
が
'
薯
際
の
門
口
は
南
の
骨
炎
道
路
に
而
し
て

ゐ
る
所
が
あ
る
か
ら
､
LT
三
月
よ
み
敷
戸
を
除

い
た

も

の
が
､
茨
木
通
わ
に
而
す
る
薯
際
月
数
で
あ
る
｡
筆
者

の
寛
際
調
査
に
よ
れ
ば
九
十
三
月
あ
っ
た
｡
衆
弥
賓
長

六
百
六
十
間
の
間
に
多
少
の
基
地
も
あ
る
が
'
殆
ル
ビ

家
が
遊
ん
で
ゐ
る
か
ら
､
宅
地
数
育
三
で
割
る
と

一
声

宛
約
六
｡
四
間
と
な
る
｡

即
ち
変
通
-1
一
月
平
均
の
屋

敷
間
口
六
｡
四
間
で
あ
る
｡

飴

し
賓
際
は
峯
地
や
其
の

間
は
道
路
が
あ
る
の
で
七

一
月
平
均
は
六
間
以
下
は
在

る
で
あ
ら
う
0

正
枝
池
川
搾
米
滞
米

一
口
の
考
察

暴
追

-
に
は
道
路
の
南
北
に
て
宅
地
数
合
計
三
十
三

月
'
長
南
の
湖
岸
低
地
に
敢
近
二
月
あ
-
'
其
他
南
北

の
道
路
に
而
す
る
も
の
を
加

へ
､
束

一
日
金
月
数
現
在

百
六
十

一
月
で
あ
る
｡
兼

一
口
宅
地
紙
面
精

一
笛
千
三

十
坤
の
中
に
､
百
六
十

1
月
あ
る
の
だ
か
ら
､

1
月
宛

平
均
坪
数
六
十
八
坤
に
過
ぎ
な

い
｡
右
宅
地
の
外
に
約

二
町
歩
が
畑
地
及
び
道
路
の
組
面
積
で
あ
る
｡
以
て
如

何
に
人
家
那
密
在
る
か
む
.知
る
事
が
田
凍
る
｡

従
っ
て
道
路
は
極
期
に
狭
め
ら
れ
､
嚢
本
通

-
の
幅

員
n

へ
既
述
の
如
-

1
間
中
乃
至
二
間
道
路
で
あ
る
.

中
央
の
東
通
タ
､
叉
は
衷
道
と
甚
通
と
を
結
ぶ
南
北
の

通
路
は
ー
三
八
乃
至
六
尺
内
外
で
あ
る
｡
此
庭
に
も
漁

村
密
集
釆
落
型
の
特
徴
聖

ポ
し

てゐ
る
｡
甚
通
･Q
や
南

北
の
小
路
は
､
近
時
所
々
セ
メ

ント
を
以
て
舗
装
せ
ら

れ
て
ゐ
る
｡
か
-
人
家
櫛
比
の
状
態
在
れ
ば

l
朝
火
災

に
見
舞
は
れ
る
時
は
'
忽
ち
萩
焼
と
な
る
か
と
恩
は
れ

る
が
'
よ
-
し
た
も
の
で
未
だ
骨
で
大
火
を
見
ず
､
よ

し
失
火
す
J
J
経
も
堤
防
の
両
側
共
に
湖
水
で
.
何
れ
の

方
よ
み
す
る
7P
二
十
間
内
外
で
水
が
自
由
に
得
ら
れ
､

阿
.･･.9

･:ハ
tI



地

政

解
二
十
二
各

又
家
財
等
も
瞬
時
に
し
て
湖
中
は
運
ぶ
事
h
由

る
等
火

災
に
封
し
て
は
､
廃
置
誠
に
都
各
よ
-
出
来
て
ゐ
る
｡

次
に
､
普
通
民
家

一
月
の
構
造
を
見
る
ほ
､
本
雄
の

生
業
が
漁
業
専
業
で
あ
っ
力
闘
係
上
'
母
屋
の
み
を
有

す
る
入
母
屋
式
事
聾
平
屋
が
其
の
敦
も
古
い
も
の
で
あ

ら
.
飴
し
現
在
は
殆
ん
ど
瓦
葺
で
あ
る
｡
納
屋

･
倉
庫

の
瓶
を
有
す
る
も
の
は
少
-
､
又
其
の
必
要
79
在
か
つ

な
の
で
､

一
部
官
有
階
級
其
他
を
除

い
て
は
ー

一
｡
;
i

棟
式
が
多

い
｡
納
屋
は
本
楽
は
漁
具
を
入
れ
る
79
の
で

あ
っ
琴
b
う
が
､
漸
次
農
業
化
し
､
牛
漁
輩
出
的
色
彩

を
帯
び
る
ほ
従
以
､
rJ
の
納
屋
の
必
要
を
凍
し
た
O
漁

業
専
業
で
あ
ら
､
且
つ
飴
分
の
土
地
は
寸
土
も
覆
い
乙

の
地
に
於
で
は
p
盛
を
極
度
に
制
限
さ
れ
て
ゐ
る
.
之

は
山
城
盆
地
の
甲
で
他
に
卑
b
れ
ざ
る
最
も
特
徴
あ
る

鮎
で
､
地
形
と
職
業
と
は
よ
っ
て
か
-
の
如
き
形
態
は

在
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
嘗
凍
'
革
質
庭
を
必
要
と
せ
な

解
六
娩

四
天

六

こ

か
つ
た
が
'
明
治
未
年
行
は
れ
ね
内
務
省
淀
川
改
修
工

事
の
結
果
'

玉
東
池
が
淀
川
本
流
と
金
魚
分
離
さ
れ
､

金
-
死
滅
湖
に
等
し
-
在
っ
て
か
ら
は
漁
牲

物
急

減

し
､
到
底
樽
舵
を
維
持
し
以
っ
て
家
計
を
立
て
る
事
は

困
難
と
改
み
､

一
方
湖
岸
に
干
拓
地
が
出
水
た
結
果
､

此
等
の
干
拓
地
を
耕
作
す
る
牛
農
牛
漁
的
生
業
に
塵
化

し
た
｡
乙
乙
は
於
で
納
屋
･倉
庫
｡庭
を
必
要
と
す
る
に

至
っ
た
が
'
家
の
敷
地
以
外
殆
ん
ど
飴
分
の
土
地
を
有

し
な
5,
の
で
庭
を
得
る
事
が
出
凍
ず
､
農
業
的
生
産
を

為
す
に
は
極
め
で
不
便
を
戚
じ
て
ゐ
る
｡

次
に
衆
静
聴
展
の
順
序
は
､
先
づ
中
央
部
の
安
菱
寺

よ
-
山
田
賀
正
氏
附
近

一
帯
の
地
域
が
教
も
育
-
､
初

は
北
側
東
通
-1
は
面
す
る
部

分
に
緊
蕗
の
発
生

が
あ

ら
'
漸
次
人
家
は
其
れ
よ
り
東
西
に
又
表
通
わ
の
南
側

は
機
運
し
た
も
の
と
瓜
は
れ
る
｡

(
未
完
)


