
地

球

節
二
十
六
容

餅
四
娘

工
実

1
六

Globiberina
瓶
が
多
産
す
る
革
質
は
本
月
暦
堆
積
地
の
外
源
性
或
は
其
の
外
源
と
の
朝
薗
自
由
な
連
絡
を
物
語
っ

て
居
る
｡
荷
此
鹿
の
有
孔
亜
群
が
波
浪
に
洗
は
れ
も
ま
れ
で
集
積

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
轟
も
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
｡

兎
に
角
各
般
的
性
質
は
月
化
石
群
の
そ
れ
と
大
差
な

い
｡
他
の
化
石
瀞
と
の
比
較
に
は
猶
充
分
な
デ
ー
タ
が
覆

い
か

ら
控
え
て
置
き
わ

い
｡
(

鈴
木
)

終
に
栗
東
在
る
ス
ケ
ッ
チ
む
貸
典
さ
れ
た
横
山
教
授
､
目
ハ化
石
同
定
に
常

-1
御
教
示
下
さ
っ
た
黒
閏
氏
は
感
謝
す

る
0

本
邦
高
地
衆
蕗
の
研
究

(箱

一
報
)

(

〟

)

-

現
地
調
査
を
主
に
し
て
ト

ー･

小

牧

苦

楽

筆
者
は
昭
和
七
年
､
地
拙
論
差
筋

1
時
は

｢
日
本
に
於
け
る
衆
蕗
の
高
距
限
度
｣
&
.凝
致
し
､
陸
地
測
量
部
五
寓

分

一
地
形
図
上
は
於
け
る
調
査
か
ら
知

み
程
ね
こ
と
､
及
び
考

へ
得
た
こ
と
を
記
載
L
殻
述
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

が
も
そ
の
後
信
州
の
三
樺
藤
樹
氏
､
東
京
の
井
上
修
次
氏
'
姦
轡
の
内
田
劫
氏
な
ど
か
ら
厚
意
は
充
ち
た
有
益
夜
御

示
数
を
得
た
の
で
､
こ
れ
を
昭
和
八
年
､
地
班
論
叢
姉
二
樽
､
昭
和
九
年
ー
同
第
五
牌
は
｢
H
本
は
放
け
る
来
港
の
高



距
限
度
補
遺
L

と
し
て
寵
蝕
し
て
聡

い
LJ
｡
そ
の
後
寒
地
調
査
を
期
し
夜
が
ら
そ
の
意
を
英
ru
在
か
つ
ね
が
､
今
夏

漸
-
望
み
の
7
鼎
を
遼
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
基
は
そ
の
粍
某
を
摘
録
し
､
荷
は
大
方
の
御
示
数
を
仰
ぐ
こ
と
と

す
る
0

ド

踏
査
の
コ
ー
ス
は
七
月
十
六
日
'
士
に
入
っ
て
八
月
二
十
七
日
小
藩
は
出
る
ま
で
登
-
気
紛
れ
夜
も
の
む
と
つ
た

が
'
本
稿
に
於

い
て
は
そ
れ
は
凡
て
省
略
し
､
且
記
述
も

コ
ー
ス
順
に
は
よ
ら
ず
､
.便
宜
前
掲
の
拙
稿
に
馨
げ
カ
報

告
事
項
の
同
幅
順
に
ょ
る
こ
と
と
す
る
｡

前
哨
拙
稿
に
於

い
て
は
登
山
用
の
小
屋
を
も
､
譲
間
に
よ
っ
て
知

-
得
た
俵
に
､
そ
の
若
干
を
記
載
し
た
が
､
本

稿
は
於

い
て
は
そ
れ
に
は
言
及
し
覆

い
rJ
と
と
し
た
｡
蕃
々
は
今
日
で
は
日
本
山
岳
骨
磯
行
の
立
沢
を

｢
山
日
記
｣

お
手
は
す
る
rJ
と
が
で
き
'
そ
れ
に
は
山
小
屋
の
正
確
な
棟
置
､
時
と
し
て
は
正
確
窒

局
度
､
そ
し
y
番
人
の
有
無
､

常
任
､
非
常
任
'
番
人
滞
在
期
間
の
如
何
等
が
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
｡

以
下
が
筆
者
の
調
査
む
主
に
し
た
簡
箪
夜
記
述
で
あ
る
が
､
鼓
は
現
地
の
調
査
に
降
し
y
種
々
の
御
教
示
に
洞
か

つ
ね
地
方
渚
人
士
に
犀
-
感
謝
の
恵
を
表
し
て
置
き
庇

い
｡

軽

井

滞

国

幅

前
端
拙
稿
ほ
は
浅
間
牧
場
を
拳
げ
ね
が
､
乙
の
牧
場
は
後
述
の
多
-
の
牧
場
に
此
べ
る
と
飲
み
大
規
模
の
も
の
と

は
言

へ
な

い
や
う
で
あ
る
｡
群
馬
畜
産
組
合
の
緯
薯
で
'
大
鰭
牛
馬
三
〇
頭
-
ら
ゐ
を
預
か
る
ほ
過
ぎ
を

い
と
の
TJ

と
で
あ
る
｡

(
此
の
頃
.
後
述
の
湯
ノ
丸
牧
場
ほ
て
の
開

き
藩
に
よ
る
)

上

田

園

幅

本
邦
高
地
探
路

の
研
究
(節

Ii
鞘
)

一一
宅

一
七



地

球

解
二
十
大
谷

鯵
四
狭

義

八

t
八

前
掲
拙
稿
に
は
此
嘩
(
出
湯
)
一
五
二
C
I
山
五
四
〇
米
を
轟
げ
で
置

い
ね
が
t
rJ
れ
は
昭
和
四
年
修
正
潮
間
は
於

アガ
ツ
マ

い
て
は
償
庇
樺
と
改
め
ら
れ
且
蓮
物
の
討
観
に
も
修
正
が
加

へ
ら
机
で
ゐ
る
｡
rJ
の
況
泉
は
､
現
今
は
群
馬
聯

膏

妻

郡
の
う
ち
で
あ
る
が
､
曹
藩
時
代
に
は
信
州
硝
津
(
三
筒
石
).e
代
官
領
に
威
し
輔
雄
の
出
の
湯
と
栴
せ
ら
れ
て
ゐ
ね
.

老
人
は
今
も
翻
は
さ
う
呼
ぶ
｡
温
泉
旅
館
は
元
水
玉
軒
あ
つ
ね
が
今
か
ら
十
九
年
前
火
災
に
摺
っ
て
以
都
会
-
は
復

興
せ
ず
､
(古

い
石
垣
な
ど
が
残
存
し
て
ゐ

.
)､
下
流
は
新
鹿
輝
が
塵
僚
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
カ
｡
現
在
旅
館
は
紅

塵
舘

一
軒
の
み
で
あ
る
が
'
車
中
挺
燈
し
'
夏
は
避
潜
客
で
脈
は
払
､
冬
は
ス
キ
ー
家
が
殺
到
す
る
｡
併
し
新
鹿
浬

の
俗
朱
を
-
'
今

荷
は
山
の
湯
の
名
は
ふ
さ
は
し

い
も
の
を
有
っ
て
ゐ
る
｡
簡
閲
で
も
道
路
を
挿
ん
で
二
っ
の
放
物

が
あ
る
乙
と
が
知
れ
る
が
七
会
-
そ
の
通
-
で
､
そ
れ
を

一
軒
の
紅
葉
館
で
藤
懸
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
同
上
で
は

.i
五
三
五
米
の
種
苗
の
西
方
は
魂
物
の
記
故
が
蘭
取
れ
る
が
'
こ
れ
は
紅
葉
舘
の
自
家
用
敬
電
朗
で
励
る
｡

金
岡
幅
の
湯
ノ
丸
牧
場
は
今
日
で
は
前
記
紅
菜
館
の
鮭
薯
に
移
っ

てゐ
る
｡

一
五
八
〇
米
の
近
-
に
事
務
新
発
番

小
屋
が
あ
-
.紅
葉
舘
の
客
を
泊
め
も
す
る
｡冬
は
牧
場
の
仕
事
は
覆

い
が
ス
キ
ー
家
が
訪
れ
る
の
で
開

い
て
ゐ
る
.

牧
場
は
明
治
三
十
六
年
翻
津
村
の
豪
家
新
井
氏
の
開
設
に
か
か
る
O
同
氏
破
産
の
た
め
人
手
に
移
み
其
の
間
二
度
ば

か
-
休
場
レ
允
の
が
大
正
十
五
年
再
生
'
昭
和
七
年
紅
菜
館
の
手
に
移
-
本
年
(
昭
和
十

1i
年
)
よ
か
紅
菜
館
の
寓
薯

と
在
っ
た
｡
周
知
の
如
-
信
州
や
上
州
は
菱
鷺
の
本
場
で
殊
に
夏
は
盤
新
と
養
鷺
の
た
め
鹿
家
は
多
忙
を
極
め
牛
馬

の
乙
と
在
ど
構
っ
て
ゐ
る
rJ
と
が
で

き
を

い
｡
fJ
れ
が
信
州
'
上
州
に
多
数
存
在
す
る
牧
場
教
生
の
重
要
を
奥
機
の

.t
で
あ
る
｡
湯
ノ
丸
牧
場
で
は
五
月
初
め
開
場
か
ら
十
月
兼
閉
場
ま
で
､
日
に
よ
み
頭
数
に
異
同
は
あ
る
が
大
鯉
牛

.I
五
〇
'･5
'
掲
九
〇
頭
ば
か
-
を
預
か
る
｡
昭
和
十

.i
年
八
月
二
十
二
日
の
現
在
は
合
計
二
三
六
所
で
あ
っ
た
.
日



ほ
よ
-
執
政
は
異
同
が
あ
る
の
は
冨
ふ
ま
で
79
夜
-
預
け
主
の
箱
求
は
よ
-
返
却
す
る
FJ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

牛
は
乳
牛
の
み
で
あ
わ
､
牛
馬
と
も
十
月
二
十
日
に
は
大
健
下
っ
て
し
ま
ふ
｡
預
か
-
賃
は
弔

1i
頭

一
日
六
磯
､
中

岡
京
銀
､
五
〇
日
以
上
は
五
駕
引
t

i
O
O
=
以
上
は
史
は
五
厩
引
'

一
〇
頚
以
上
囲
捜
放
牧
の
際
は
史
は
相
談
す

る
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
大
鰹
牛
は

1
六
〇
日
'
馬
は
八
〇
日
-
ら
ゐ
滞
在
す
る
｡
馬
の
滞
在
が
類
い
の
は
'
皆
地
方

の
牧
馬
は
子
馬
と
ら
が
目
的
で
'
を
の
子
馬
が
市
の
闘
係
か
ら
早
-
下
る
カ
め
で
あ
る
｡
牛
の
放
牧
賃
の
安
い
の
は

滞
在
期
間
が
長

い
か
ら
と
の
rJ
と
で
あ
る
O
牧
草
は
充
分
あ
る
が
(然
ら
ず
と
も
言
ふ
)草
の
ほ
か
は
腰
を
輿

へ
夜
け

れ
ば
な
ら
伯
｡
を
の
鰻
は
牧
場
も
ち
で
あ
る
｡
家
畜
に
は
爪
に
焼
印
を
捺
し

て所
有
を
置
別
し
､
脱
出
を
防
ぐ
た
め

に
は
刑
む
施
し
て
ゐ
る
｡
乙
の
牧
場
は
起
原
が
古

い
た
め
か
'
そ
れ
ら
の
人
工
物
も
既
に
立
派
に
周
囲
の
ゲ
レ
ン
デ

と
調
和
し
て
快

い
風
景
を
鮎
出
し
で
ゐ
る
｡
現
在
の
地
絡
は
群
馬
堀
は
鷹
す
る
の
に
群
馬
煤
側
か
ら
上
る
家
畜
は
殆

止
ど
な
-
'
信
州
側
の
南
北
佐
久
､
小
堀
方
面
か
ら
上
る
も
の
が
殆
止
ど
全
部
を
責
め
て
ゐ
る
の
は
育
-
か
ら
の
俸

続
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
｡
勿
論
も
群
馬
豚
側
に
は
別
代
牧
場
'
浅
間
牧
場
夜
ど
の
牧
場
が
あ
る
た
め
と

い
ふ
事

情
も
考
慮
の
中
に
入
れ
ら
れ
を
け
れ
ば
な
ら
粕
｡
併
し
'
俸
続
の
力
が
は
ね
ら

い
で
ゐ
る
乙
と
も
革
賓
で
あ
る
｡
聾

者
が
同
牧
場
む
訪
れ
た
際
､
北
佐
久
郡
小
沼
相
乗
潮
か
ら
上
っ
て
凍

てゐ
カ
預
け
主
の
語
る
ほ
は
､
小
沼
か
ら
湯
ノ

丸
ま
で
は
七
旦
あ
-
p
浅
間
牧
場

へ
上
っ
た
方
が
近
い
の
で
あ
る
が

'兎
に
角
自
分
蓮
は
遠
-
J
jも
慣
れ
た
方
に
上

っ
て
凍
る
の
で
あ
る
'
乗
瀬
の
笹
に
ヰ
だ
け
で
役
用
の
朝
鮮
票

長
野
膳
は
人
身
で
よ
み
十
四
五
年
j
JU
搾
乳
用
の
日

本
牛
と
を
倉
は
せ
て
八
〇
頚
ば
か
ヵ
居
る
が
'
牛
分
は
軽
井
樺
牧
場
'
牛
分
は
湯
ノ
丸
牧
場
は
上
る
の
で
あ
る
､
北

佐
久
は
温
ろ
か
南
佐
久
か
ら
で
も
湯
ノ
丸
は
上
る
も
の
が
あ
る
と
の
rJ
と
で
あ
っ
た
O
額
､
rJ
の
人
は
所
有
の
家
畜

本
邦
高
地
兼
路
の
研
究
(
鮮

山
琳
)

志

水

1
九



地

球

解
二
十
六
各

節
田
班

]1温
〇

二
〇

を
通
れ
戻
し
は
上
っ
て
凍
て
ぬ
た
の
で
あ
っ
た
が
､
家
畜
も
下
る
の
は
厭
だ
ら
う
と
語
つ
尭
O
そ
れ
は
第

一
僚
友
と

別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
た
め
､
そ
れ
と
盈

5
平
地
で
は
虻
や
蚊
に
苦
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
在
ら
ぬ
ね
め
だ
と
言
ふ
｡

そ
の
間
の
事
情
が
又
確
か
は
本
邦
は
於
け
る
高
地
牧
場
磯
雄
の

一
箪
凶
で
あ
る
と
恩
は
れ
る
｡

川
代
牧
場
の
建
物
の
記
観
の
あ
る
地
熱
は
高
庇

一
三
〇
〇
米
に
達
し
夜

い
た
め
に
賓
地
調
査
む
し
夜
か
つ
ね
が
､

椙
州
の
滋
野
村
か
ら
地
蔵
峠
を
越
し
て
同
牧
場
は
預
け
た
家
畜
を
連
れ
は
行
-
三
人
の
人
に
峠
の
上
で
開

い
た
と
こ

ろ
に
よ
る
と
､
同
牧
場
は
群
馬
畜
産
縦
令
の
揮
菅
で
､
牛
馬
草
々
-
ら
ゐ
を
預
か
っ
て
ゐ
る
｡
例
年
怒
ら
ば
四
〇
〇

班
-
ら
ゐ
居
る
の
だ
が
今
年
は
湯
ノ
丸
牧
場
の
方
に
多
-
は
入
っ
た
の
で
大
鰭
湯
ノ
丸
と
同
数
-
ら
ゐ
で
あ
ら
う
､

預
か
-
賓
は
牛
馬
共
は

一
日
大
鹿
､

一
〇
〇
日
以
上
の
場
令
は
割
引
が
あ
る
､
田
代
の
よ
い
鮎
は
地
形
が
穏
か
で
牧

草
が
多
-
､
腺
刑
の
危
険
が
砂

い
瓢
は
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

尉代
へ
は
嬬
横
付
の
も
の
は
勿
論
侶
州
側
の
牛

握
も
入
る
の
で
あ
る
｡

同
園
幅
の
五
十
番
茶
屋
は
今
は
跡
方
も
夜
-
滑
滅
し
て
ゐ
る
｡
菌
鹿
喋
の
衰
微
と
共
は
亡
び
た
も
の
ら
し

い
｡
償

鹿
韓
即
ち
醐
津
の
山
の
湯
の
盛
夜
わ
し
頃
は
醐
津
か
ら
山
の
湯
ま
で
寮
路
の

i
町
毎
に
石
の
併
催
を
繁
簡
し
社
裸
の

安
登
を
斬
っ
た
も
の
で
あ
る
が
､
五
十
町
日
の
五
十
番
観
音
と
シ

ナ
ノ
キ
の
大
木
と
の
傍
に
あ
つ
ね
の
が
五
十
番
茶

屋
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
今
は
そ
の
シ
ナ
ノ
キ
の
大
木
の
練
蔭
と
五
十
番
の
観
膏
像
と
が
鹿
樺
盛
ん
を
わ
し
頃
の
乙

の
交
通
路
の
状
況
を
偲
ば
せ
る
だ
け
で
茶
屋
は
跡
方
も
な
-
革
叢
の
茂
み
は
燃
さ
れ
て
ゐ
る
｡
四
十
番
茶
屋

(
三

7

0
C
兼
以
下
)
す
ら
が
僅
か
に
飴
偶
を
保
つ
ほ
過
ぎ
ず
み
じ
め
夜
番
を
重
し
で
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
地
裁
峠
を
越
し
て

の
此
浬

へ
の
登
勝
は
今
で
は
盆
-
省
亜
=自
動
車
の
通
路
庇
韓
日
か
ら
の
寮
賂
は
け
魔
n
れ
て
薬
濃
の
観
む
量
し
､
蚤



触
地
方
的
の
強
味
し
か
有
力
を
5-の
で
あ
る
｡

草

津

固

幅

常
塵
猟
泉
は
貸
地
調
査
す
る
乙
と
が
で
き
夜
か
つ
ね
が
､
革
津
か
ら
温
峠
を
越
し
熊
ノ
湯
か
ら
敬
晒
温
泉
に
行
-

途
中
で
造
作
机
と
な
つ
だ
光
束
の
禦

イ
カ
ー
そ
の
他
の
貸
地
宿
泊
者
の
言
に
よ
る
と
寓
塵
温
泉
に
は
凝
館
が
三
野

あ
た

冬

も
や
る
と
の
こ
と
で
あ
る
.

本
圃
幅
中
に
於
け
る
甘崖

三

C
rO
米
以
上
の
衆
落
と
し
ヱ
別
掲
拙
稿
に
拳
げ
た
も
の
は

這

四
〇
米
の
前
記
寓

塵
温
泉
の
み
で
あ
っ
た
が
若
干
の
補
遺
が
必
姿
で
あ
る
｡

精

読

は
革
津
泥
臭
か
ら
翫
峠
に
至
る
間
に
香
華
脱
炭
及
び
草
津
磯
紫
朗
香
華
各
宿
所
が
で

き
て
ゐ
る
.
不
串
に

し
て
今
夏
の
賓
地
調
査
に
於

い
て
は
そ
の
立
地
の
正
確
選
局
庇
を
明
か
は
す
る
こ
と
が
で
き
夜
か
っ
た
が
､

三

〇

〇
米
以
上
で
あ
る
乙
と
は
確
か
と
Ij
ふ
0
番
草
温
泉
に
は
昭
利
四
年
の
開
設
で
山
楽
園
と

い
ふ
旅
館
が

一
軒
あ
る
｡

-;
日
記
に
ょ
れ
ば
高
貯
二

四
〇
〇
米
･
番
人
常
任
と
の
rJ
と
で
あ
る
｡
を
の
直
iI
近
-
ほ
草
津
磯
某
所
香
草
各
宿
所

そ
の
他
の
磯
某
所
闘
係
の
住
宅
が
教
師
あ
る
｡
同
槻
紫
朗
は
硫
黄
の
採
取
h
l目
的
と
し
て
ゐ
る
が
乙
れ
等
の
各
宿
所

及
頭
伴
宅
は
冬
も
伴
は
れ
常
任
で
あ
る
｡
礎
業
所
は
昭
利
十
年
四
月
開
設
の
由
O

批
峠
よ
少
熊
ノ
湯
に
至
る
路
傍
に
は
所
々
馬
頭
観
望

品

石
碑
が
建
っ
て
ゐ
て
こ
の
交
通
路
の
曹
況
を
物
語
る
や

う
で
あ
る
が
､
今
の
交
通
且蒜

微
々
光
る
も
の
.で
あ
わ
臨
時
に
は
茶
店
の
如
き
も
の
も
無

い
｡
唯
p
ス
キ
ー
の
普
及

と
北
ハほ
峠
に
は
横
手
山
の
ヒ
ュ
ッ
テ
が
出
水
､
其
塵
に
付
親
と
死
別
し
カ
と
.S
ふ
本
年
十
歳
の
少
年
と
其
の
父
親
と

が
住
ん
で
ゐ
て
夏
は
冬
の
新
作
少
を
ヤ
っ
て
ゐ
る
｡
ス
キ
ー
客
相
手
の
も
の
で
あ
る
が
兎
に
角
か
や
う
ほ
し
等

J
の

本
邦
商
地
米
拓
の
祈
禁

警

報
)

垂

二
一



地

識

節
二
十
六
魯

餅

凹

如

意

二

二二

小
尾
は
常
任
で
あ
る
｡

須

坂

国

情

前
掲
拙
稿
は
上
信
硫
糞
食
酢
と
し
て
畢
げ
た
も
の
は
､
昭
和
六
年
修
jE
測
閲
は
於

い
て
は
米
子
硫
黄
磯
山
と
改
正

せ
ら
れ
て
む
ら
'
且
如
造
物
の
紀
鶴
も
数
及
び
大

い
さ
ほ
於

い
て
修
正
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
か
ら
前
掲
拙
稿
に
蓉

げ
在
か
っ
た
79
の
で
小
串
硫
黄
楯
山
と

い
ふ
吟
が
同
修
正
側
聞
は
於

い
て
は
宅
無
峠
の
東
商
方
､
高
度

一
七
〇
〇
-

一
七
四
〇
米
の
地
鮎
に
新
た
は
記
載
せ
ら
れ
'
軸
物
の
記
魂
が
八
つ
ば
か
-
記
入
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
ま
ね
修
正
側
聞

は
於

い
て
は
服
手
鼻
頂
上
(
二

一
九
玄
米
)
に
翻
牡
と
廻
物
の
記
雛
が
記
入
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
但
し
'
乙
れ
等
は
今
夏

の
調
査
は
於

い
て
は
貸
地
踏
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡

同
間
隔
の
北
信
牧
場
に
は
大

き
を
塵
化
が
勧
め
ら
れ
る
｡
修
正
御
国
で
も
見
ら
れ
る
如
-
ほ
､
高
庇

山
三
〇
〇
-

一
三
二
〇
米
の
地
瓢
に
牧
場
事
務
所
の
ほ
か
に
長
野
電
蝕
自
動
車
須
坂
-
菅
平
線
路
瓢
の
責
店
薙
飲
食
店
が
出
凍
て

を
み
､
同

一
四
〇
C
)米
附
近
の
地
瓢
に
は
長
野
堰
膏
年
講
習
所
(訓
練
所
)
や
文
部
省
管
空
向
原
髄
育
研
究
所
や
が
で

き
て
ゐ
る
｡
後
の
二
者
は
発
酵
と
群
す
る
に
は
静
か
は
特
殊
を
も
の
で
あ
る
が
､
兎
に
角
其
巌
に
は
夏
冬
を
通
じ

て

人
が
生
活
し
て
ゐ
る
rJ
と
だ
け
は
革
賓
で
あ
る
｡
rJ
れ
等
は
何
れ
も
牧
場
の
土
地
を
倍
-
受
け
或
以
は
を
の
寄
附
を

受
け
て
立
地
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
北
信
牧
場
で
は
他
の
多
く
の
牧
場
と
同
様
賃
銀
を
取
っ
て
鹿
家
の
牛
馬
を
預
か

っ
て
ゐ
る
｡
大
鰭
車
三
〇
〇
頭
'
掲
三
〇
〇
頭
が
そ
fJ
は
放
牧
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
車
馬
典
に
五
月
牛
ば
は
上
か
九
月

.i.
杯
居
る
｡
北
信
畜
産
組
合
の
経
僻
で
あ
る
｡

来
組

･
酉
組

･
中
組

･
向
組
な
ど
の
菅
平
の
朱
群
の
本
鰹
は
高
庇

一
三
〇
〇
米
以
下

(来
組
の
醐
乱
は

1
三
〇
〇



米
以
上
)
で
あ
る
が
ー
そ
の
耕
地
は
機
か
な
が
ら

1
三
C
/O
来
h
t越
し
､
そ
rJ
は
蕃
容
な
ど
が
作
ら
れ
て
ゐ
る
｡
土

地
が
高

い
の
で
白
菜
や
馬
鈴
薯
潔
ど
の
蛮
地
作
物
の
栽
培
に
適
し

てゐ
る
乙
と
は
三
輝
勝
衛
氏
等
の
放
か
れ
た
如
-

で
あ
る
が
､
併
し
此
塵
の
耕
地
殊
に
宅
地
附
近
の
新
地
に
は
玉
萄
黍
や
豆
や
葱
や
人
参
や
な
ど
の
種
々
の
作
物
も
作

ら
れ
て
を
.a
r
又
,
桑
が
栽
培
せ
ら
れ
て
養
驚
が
行
は
れ
で
ゐ
る
｡
冬
は
ス
キ
ー
関
係
の
収
入
が
あ
る
fJ
と
壁

昌

要
も
在
か
ら
う
0
菅
平
の
宋
蕗
は
高
庇

三

〇
〇
米
以
下
に
立
地
す
る
の
で
本
稿
の
問
題
外
で
あ
る
が
参
考
の
た
め

附
記
し
て
置
-
o

中

野

国

幅

熊

ノ
湯
に
は
佐
藤
菊
治
氏
の
経
常
す
る
旅
館

｢
熊
の
湯
｣
が

<i
軒
あ
ら
､
冬
79
や
る
ど
rJ
ろ
で
夜
-
冬
は
ス
キ
ー

客
で
雅
各
す
る
｡
ー

同
間
隔
の
沓
打
茶
屋
は
元
氷
は
上
州
草
津
-
信
州
中
野
在
る
交
通
路
に
沿
っ
て
磯
超
し
た
も
の
で
､
こ
の
交
通
路

の
交
通
は

蒜

衷
放
し
た
た
め
に
著
し
そ
の
ま
ま
で
行
け
ば
此
の
茶
屋
旦

肌
蓮
の
五
十
番
茶
屋
と
運
命
を
同
じ
く
す

る
の
で
あ
っ
ね
ら
う
｡
然
る
に
熊
ノ
湯

･
磯
咽
の
温
泉
場
む
背
後
に
有
ち
'

ス
キ
ー
場
と
し
て
絶
好
の
候
件
を
具

へ

空

心
嚢
高
原
の
開
磯
を
見
た
沓
打
茶
屋
の
運
命
は
五
十
番
茶
屋
の
.そ
れ
と
は
若
干
動

き
を
典
に
し
カ
｡
そ
し
て
ス
キ

ー
の
流
行
に
腰
じ
て
此
の
茶
屋
は
冬
79
開

い
て
ゐ
る
0
但
し
最
近
丸
池
三

ッ
テ
に
至
る
新
造
が
開
峯
せ
ら
れ
て
上

林
か
ら
丸
池
ま
で
自
動
車
で
直
行
で
き
る
や
う
に
な
っ
た
か
ら
沓
打
茶
屋
の
前
途
に
は
多
少
の
暗
影
が
さ
し
て
ゐ
る

や
う
ほ
も
恩

へ
る
｡

銅
,
前
掲
拙
稿
に
拳
げ
を
か
つ
ね
も
の
で
補
ふ
べ
き
も
の
に
霊

品

水
槽
番
人
小
屋
が
あ
る
｡
旧
型

ハ
年
修
正
測

本
邦
高
地
光
祐
の
研
究
(警

報
)

童

二
三



地

球

勝

二
十
大
各

節
田
舵

三
富

二
四

閲
に
は
琵
琶
池
畔
の
高
庇

一
四
〇
〇
米
の
地
鮎
に
そ
れ
が
補
入
せ
ら
れ
て
ゐ
る
O
琵
琶
池
は
大
沼
池

･
丸
池
と
共
は

元
凍
自
然
の
も
の
で
あ
る
が
､
長
野
電
燈
が
こ
れ
に
若
干
の
人
工
を
加

へ
て
貯
水
池
と
し
て
利
用
し
て
ゐ
る
の
で
あ

-
大
沼
池
｡丸
池
に
は
救
い
が
､
茸
琵
地
に
は
水
槽
番
小
屋
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
小
屋
は
常
任
で
あ
る
｡

昭
和
六
年
の
修
正
側
聞
に
も
未
だ
記
入
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
も
の
に
河
原
の
小
尾
が
あ
る
.
藤
嘱
池
魚

へ
の
登
み
日

橋
を
涯
つ
カ
所
の
高
度

1
三
二
〇
米
の
蓮
に
立
地
す
る
｡
裳
は
勿
論
'
冬
も
開
い
て
h
Lる
｡
主
人
の
名
を
冠
し
て
金

太
小
屋
と
79
7言
っ
て
を
少
､
昭
和
九
年
十

一
月
の
開
設
で
あ
る
.
こ
れ
は
山
日
記
は
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
覆

い
か
ら
此

魔
に
取
身
上
げ
て
罷
-
O

岩

菅

山

園

幅

前
掲
拙
稿
に
は
硯
川
を
奉
げ
ね
が
昭
和
六
年
要
部
訂
正
測
間
に
は
硯
州
は
見
督
ら
覆

い
O
恐
ら
-
大
正
元
年
測
園

の
時
に
は
存
在
し
た
も
の
が
旧
和
六
年
以
前
は
滑
滅
し
た
の
で
あ
ら
う
｡
そ
し
て
そ
れ
は
叉
rJ
の
栄
藤
を
教
生
せ
し

め
た
普
通
の
意
味
で
の
交
通
路
の
不
振
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
.

磯
補
は
要
部
修
正
測
閲
は
於

い
て
は
蔵
相
温
泉
と
訂
正
n
れ
て
ゐ
る
｡
園
上
に
は
四
つ
の
蓮
物
の
記
鶴

(
こ
れ
も

修
正
せ
ら
れ
て
ゐ
る
)
が
讃
取
れ
る
が
そ
し
て
そ
れ
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
t
rJ
れ
を
経
僚
し
て
ゐ
る
の
は
天
狗
之

湯

｡
薬
師
之
湯
の
二
軒
の
旅
館
で
あ
る
｡
天
狗
之
湯

に
は
天
狗
を
配
っ
た
翻
洞
が
あ
り
乙

の
湯
は
百
六
､
七
十
年
前

よ
カ
の
樫
密
で
あ
る
と
言
以
樽

へ
ら
れ

でゐ
る
｡
皆
主
は
踊
金
治
都
民
､
常
任
で
､
冬
は
ス
キ
ー
客
が
殺
到
す
る
.

.J･111

前
曲
拙
稿
に
は

熱

中

小

屋
敷
革
げ
聾
に
小
屋
と
記
し
て
置

い
ね
が
'
こ
れ
は
普
通
の
登
山
小
屋
で
は
を
-
､
鰐
水

小
屋
(
一
三
〇
〇
米
以
下
)を
ど
と
共
に
山
稼
ぎ
の
小
屋
で
あ
る
｡
面
も
を
の
出
稼
ぎ
と
言
ふ
の
は
炭
焼
を
ど
で
は
を



く
･
,J
の
地
方
は
有
名
夜
竹
の
産
地
で
を
の
竹
を
切
-
出
す
仕
事
で
あ
る
と
言
ふ
｡

之
机
に
対
し
て
岩
管
山
頂
附
近
の
岩
菅
小
屋
は
登
山
小
屋
で
あ
る
が
､
番
人
は
不
住
で
あ
る
｡
ま
雲

石
膏
山
頂
に

は
醐
乱
が
あ
る
が
(大
正
元
年
側
聞
に
も
記
載

さ
れ
て
ゐ
る
)
こ
れ
79
勿
論
不
住
で
あ
る
｡

諏

訪

国

幅

前
掲
拙
稿
に
は
東
餅
屋
h
t畢
げ
カ
の
み
で
あ
っ
カ
が
そ
の
他
に
補
ふ
べ
き
79
の
が
多
-
あ
る
｡
即
ち
霧
ヶ
峰

諒

に
放
け
る
も
の
で
あ
る
O
rJ
れ
等
に
就

い
て
は
山
口
記
を
参
照
の
乙
と
｡
翻
'
石
村
新
吉
氏
の

｢南
信
の
民
謡
と
甑

泉
郷
を
訪
ね
て
｣
(
山
小
屋
､
昭
和
十

左

九
月
敬
二

〇
四
-

二

二
質
に
)
に
よ
れ
ば
'
霧
ヶ
峰
参
の
海
に
今
夏

八
月
新
た
に
碧
水
荘
な
る
兼
館
が
建
設
せ
ら
れ
同
十
日
か
ら
開
業
し
た
と
の
乙
と
で
あ
る
が
､
避
暑
窄

rt
l

カ

ー
･

ス
ケ
ー
タ

ー
｡
ス
キ
ー
ヤ

ー
相
手
の
も
の
で
あ
る
か
ら
常
任
の
も
の
と
在
る
の
で
在

い
か
と
恩
は
れ
る
｡

専

科

山

国

帽

前
掲
拙
稿
に
は
小
寮
野

瀧
ノ
湯
は
高
空

三
〇
〇
米
以
下
で
あ
る
の
で
翠
げ
ず
､
三

六
〇
来
附
近
の
新
湯
の
み

を
撃
げ
で
置

い
ね
が
近
年
参
科
高
原
甑
泉
郷
の
磯
展
は
物
凄

い
ば
か
み
で
'
俗
化
の
傾
向
す
ら
崩
し
て
ゐ
る
79
の
の

.‥一ン
ュ

如
-
､

三

〇
C
米
以
上
の
綬
斜
面
に
建
て
ら
れ
た
別
荘
の
数
且

剛
胆
に
は
数

へ
切
れ
舶
弾
で
あ
る
｡
新
湯
は
新
湯

が
正
し
い
の
で
あ
ら
う
が
現
地
で
は
鋸

噺

と
藩

い
て
雪

｡

こ
れ
に
比
べ
る
と
明
治
湯
(
明
治
温
泉
)
は
灘
舘
も
御
射
鹿
ホ
テ
ル

.L
斬
だ
け
で
未
だ
充
分
山
の
湯
の
香
を
カ
だ
よ

は
せ
て
ゐ
る
｡
ス
キ
ー
･
ス
ケ
ー
ト
の
客
が
凍
る
の
で
冬
も
開

い
て
ゐ
る
管
で
あ
る
｡

抽
ノ
湯
(
批
脱
泉
)
も
旅
館
は
唯
の

･i
軒
で
､
規
模
は
明
治
汎
汲
よ
-,轟

か
に
大
き

い
が
末
だ
俗
化
し
て
を
ら
ず
､

本
邦
祐
地
米
柊
の
研
笑

警

報
)

壷

二
五



地

球

飾
二
十
六
番

節
四
如

意

六

二
六

衆
拝
の
よ
い
山
の
泡
泉
で
あ
る
｡

本
韓
温
泉
は
白
馬
温
泉
の
高
度
二
∴

13
0
米
に
は

一
等
を
輪
す
る
が
そ
れ
で
も
二
〇
六
〇
-
二
〇
八
〇
米
の
高
庇

は
立
地
し
温
泉
の
高
座
を
占
め
て
ゐ
る
｡
旅
館
も
此
の
高
位
置
の
も
の
と
し
で
は
堂
々
凍
る
も
の
で
あ
る
が
但
し
僚

業
は
十

山
月

一
杯
で
'
冬
は
番
人
だ
け
を
残
し
て
諏
訪
は
下
る
.
併
し
番
人
が
居
る
と
す
れ
ば
常
任
と
言

へ
拍
乙
と

も
覆

い
o

筆
者
は
前
掲
拙
稿
に
膚
輝
湯
､

山
九
〇
〇
I
l
九
二
〇
米
敷
革
げ
な
が
ら
今
夏
の
貸
地
調
査
に
於

い
て
は
訪
れ
る
乙

と
が
出
端
を
か
つ
ね
が
､
石
村
新
音
氏
の

｢
南
信
の
民
謡
と
温
泉
郷
を
訪
ね
て
｣
(
山
小
屋
p
昭
和
十

1
年
九
月
紙
､

一
〇
四
-

〓

二
宮
)
に
よ
る
と
､
店
樺
の
賂
谷
は
臨
む
森
林
帯
に
今
夏
罫
成
し

た
ば
か
み
の
旅
館
が

一
軒
あ
る
ら

し
い
○

前
掲
拙
稿
に
は
稲
子
湯
敵
襲
げ
で
潤
子
小
屋
を
挙
げ
夜
か
つ
ね
が
､
昭
和
四
年
軍
部
修
正
測
閲
に
は
潤
子
小
屋
と

い
ふ
の
が
､

一
四
五

〇
米
の
地
鮎
に
記
入
せ
ら
れ
て
ゐ
る
.
潤
子
小
屋
は
相
子
牧
場
の
番
小
屋
で
掬
す
べ

き
情
火
を

有
っ
て
ゐ
る
｡
元
凍
牧
場
の
事
務
新
発
番
小
屋
と

い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
飲
食
店
も
兼
ね
た
形
で
場
各
は
よ
っ
て
は

登
山
者
を
宿
泊
さ
せ
も
す
る
｡
相
子
牧
場
は
地
所
は
村
の
も
の
で
あ
る
の
む
率

い
-
ら
と

い
ふ
地
代
を
刷
っ
て
鮭
密

着
が
倍
み
'

-i
夏

い
-
ら
と

5,
ふ
賃
銀
を
取
っ
て
農
家
の
牛
馬
を
預
か
っ

てゐ
る
の
で
あ
る
｡
大
磯
牛

一
〇
〇
頭
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

馬
四
〇
頭
-
ら
ゐ
を
預
か
っ
て
ゐ
る
.
馬
は
雌
雄
何
れ
も
預
る
が
但
し
裸
馬
は
キ
ン
ヌ
キ
(
去
勢
馬
)
に
限
る
｡
牛
は

牡
牛
の
み
で
牝
牛
は
交
尾
の
た
め
は
上
ら
せ
る
だ
け
で
あ
る
｡
牡
牛
は
肥
や
す
た
め
に
上
ら
せ
る
の
で
あ
る
O
牝
車

.は
産
sil
る
と
牛
乳
商
に
拙異
る
の
が
rJ
の
地
方
の
行
き
方
で
あ
る
0
家
畜
は
大
勝
五
月
八
日
頃
は
上
-
十
月
の
舷
-
忠



Ⅰ

暮

で
滞
在
す
る
｡
敗
軍
は
勿
論
充
分
は
あ
か
､
水
も
川
は
あ
る
の
を
家
畜
は
勝
手
は
飲
む
由
｡
乙
の
牧
場
は
車
も
殊
は

牡
牛
の
放
牧
が
亜
越
し
て
ゐ
る
特
徴
を
有
し
て
ゐ
る
如
-
恩
は
れ
る
｡

前
掲
拙
稿
は
は
参
科
牧
場
を
拳
げ
ね
が
昭
和
四
年
婁
部
修
正
測
間
で
は
.そ
れ
が
無
-
在
っ
て
ゐ
る
.

八

ケ

救

国

幅

T;ク
カイ

問
罪
に
は
元
凍
家
が
五
斬
あ
つ
ね
が
､
今
は
唯
､

.I
斬
威
つ
で
ゐ
る
ば
か
-
で
あ
る
｡
他
は
凡

て願
屋
に
在
っ
て

ゐ
る
ど
こ
ろ
か
.
大
門
柿
の
家
は
十
年
且
剛
に
無
-
在
っ
て
ゐ
る
｡
元
凍
囲
界
の
衆
静
は
佐
久
甲
州
荷
造
に
藤
適
し

た
も
の
で
'
以
前
は
佐
久
-
甲
府
'
佐
久
-
諏
訪
の
交
通
JC
相
骨
を
も
の
で
'
衆
路
の
五
軒
の
う
ち
四
軒
は
宿
屋
発

飲
食
店
'

一
軒
は
商
店
殆
馬
力
違
法
業
で
あ
っ
た
0
交
通
畳
の
減
少
と
共
は
此
の
衆
群
が
喪

へ
始
め
､
大
門
橋
の
家

が
最
初
に
鯉
-
改
み
そ
の
他
の
家
79
順
次
は
無
-
夜
み
最
後
の
も
の
は

一
昨
年
無
-
な
み
､
残
る

一
軒
旦
苅
凍
は
宿

屋
で
あ
っ
た
が
今
は
願
業
し
て
山
仕
事
殊
に
材
木
出
し
を
業
と
し

てゐ
る
ほ
過
ぎ
を
い
｡
因
み
に
此
の
家
で
は
自
家

用
に
馬
鈴
薯

･
人
参

･
中
野

･
大
娘
等
を
作
っ
て
ゐ
る
が
､
よ
-
出
凍
る
と
5,
ふ
｡

閲
界
の
北
方
'
侶
州
側
の
佐
久
甲
州
荷
造
か
ら
'
ニ
ッ
山
に
至
る
聯
路
の
分
岐
す
る
地
鮎
'
高
度

一
三
七
五
米
の

所
に
､
建
物
が
三
つ
あ
る
如
-
五
嵩
分

.I
地
形
固
(
昭
和
四
年
婁
部
修
正
測
園
)
に
は
記
ruれ
て
を
カ
､(
明
治
四
十
三

年
測
閲
に
は
な
し
)
そ
の
一
軒
は
光
電
の
詩
所
で
常
任
で
あ
る
が
､他
の
二
軒
は
塞
家
と
な
っ
て
ゐ
る
0
(
但
し
そ
の

7

酢
に
は
昭
和
十

.t
隼
の
裳
現
在
で
は
或
る
土
方
が
楳
任
し
て
屠
カ
)
こ
れ
等
の
三
軒
は
元
雄
は
前
記
の
閣
界
と
同
様

の
機
能
を
有
し
た
も
の
が
金
-
同
様
の
運
命
を
辿
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
｡
そ
し
て
を
の
跡
は
新
築
さ
れ
ね
の
が
前
記

来
電
の
帯
所
在
の
で
あ
る
｡
園
み
ほ
此
の
地
瓢
の
名
精
は
曾
根
楠
で
あ
る
ら
し
い
0

本
邦
高
地
張
洋
の
研
究
(節

1
軸
)

孟

七

二
七



地

球

妨
二
十
六
聴

解
四
雛

孟

八

二
八

rJ
れ
の
東
方
に
三
軒
家
が
あ
-
､
昭
利
四
年
婁
部
修
正
測
園
に
は
相
ほ

一
個
の
建
物
の
証
紙
を
春
し
て
ゐ
る
が
､
≡

軒
家
は
今
で
は
全
部
無
-
在
っ
て
ゐ
る
｡
基
地
の
み
を
威
し
て
二
ツ
ー;
J
J叔
橋
と
は
移
噛
し
た
の
で
あ
る
と
言
ふ
｡

三
軒
家
の
南
方
､
地
岡
上
の
聯
路
と
小
雀
と
の
交
瓢
附
近
､
高
庇

一
三
六
〇
米
の
速
に
､
光
信
ニ
ッ
山
牧
場
の
輩

弥
所
が
あ
る
.

前
掲
拙
稿
に
突
出
原
牧
場
と
し
て
奉
げ
た
も
の
は
今
は
無
-
在
っ
て
ゐ
る
が
､
そ
れ
が
ニ
ッ
山
牧
場

に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡
覗
衣
は
そ
の
ニ
ッ
川
牧
場
と
そ
の
後
に
で
き
た
来
信
牧
場
と
が
各
併
せ
ら
れ
て

(
昭
和
九

年
各
併
)来
信
ニ
ッ
山
牧
場
と
栴
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
名
綱
は
来
信
で
あ
る
が
､
総
密
着
は
甲
府
の
基
資
本
家
で
､
自
己

所
有
の
乳
牛

一
〇
〇
融
ば
か
み
を
放
牧
す
る
傍
ら
(冬
は
叩
府
ほ
て
食
倒
す
る
〕農
家
の
車
馬
を
も
預
か
っ
て
ゐ
る
｡

五
月

l.
〓
開
場
､
十
月
二
十
日
閉
場
､
二
歳
以
上
ほ
て
去
勢
せ
ざ
る
も
の
は
入
場
を
許
n
ず
'

預か
少
薯
は
二
歳
以

上
の
牛
馬
共
に

一
班

一
口
六
銀
､
塘
付

1i
H
八
旗
'
樽

.1
日
四
銀
､

一
〇
頭
以
上
食
間
放
牧
の
場
合
は

JI
研

一
臼
玉

銀
と
い
ふ
規
定
(
昭
和
十

一
年
五
月
)
に
在
っ
て
ゐ
る
が
'
預
か
タ
家
畜
と
し
て
は
馬
の
方
が
車
よ
わ
も
多
-
､
預
か

少
馬

一
〇
〇
頭
に
蓮
し
て
ゐ
る
｡
家
畜
は
甲
州
か
ら
7g
信
州
か
ら
も
上
る
｡
経
密
着
は
乳
牛
を
主
眼
と
し
て
ゐ
る
が

三
歳
ぐ
ら
ゐ
な
ら
ば
肉
用
牡
牛
を
も
飼
ふ
｡
雷
牧
場
の
規
定
で
は
五
月

一
日
開
場
'
十
月
二
十
日
閉
場
と
在
っ
て
ゐ

る
が
p
預
け
主
の
百
姓
の
話
し
で
は
四
月
未
に
上
げ
十

7.
月
の
初
め
に
下
げ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
カ
｡
荷
､
此
の
預

け
主
の
百
姓
の
言
に
よ
っ
て
も
､
信
州
は
於
け
る
牛
馬
の
放
牧
は
菱
驚
期
間
中
の
も
の
で
､
そ
れ
が
済
め
ば
下
す
の

で
あ
る
｡
叉
此
の
地
方
の
牧
畜
は
主
と
し
て
牧
馬
で
そ
れ
も
子
馬
取
み
を
主
眼
に
し
て
を
少
'
固
佐
久
で
は
八
月
下

旬
は
子
馬
の
品
評
骨

が

あ
-
i
,れ
ほ
引
離

5,
で
苗
が
あ
る
の
ほ
出
す
の
で
あ
る
｡
来
信
二
ヅ
山
牧
場
の
如
き
は
轟
ろ

例
外
で
､
硯
雅
で
は

腺
の
補
助
を
程
で
大
抵
の
村
が
村
有
の
牧
場
を

揮
亜
目し
て
ゐ
る
O
村
有
牧
場
で
は
預
か
-
伽月
は



篭

潜周濃償

7
-T

f
弼
二
銀
-
ら
ゐ
で
そ
れ
が
番
人
の
:
昏
そ
の
他
は
皆
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
冬
は
各
農
家
の
庇
で
食
飼
以
し

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ク
サ

乾
草
を
ふ
ま
せ
て
ク
マ
ヤ
ゴ
エ
む
と
る
の
で
あ
る
｡
乾
輩
は
轡
寮
の
許
可
､
立
食

の
許
に
焼

い
て
置

い
た
固
有
の
草

場
で
秋
麓
が
酒
ん
だ
後
の

二

二
週
間
の
う
ち
に
刈

-
庇

い
だ
け
を
刈
っ
て
作
る
の
で
あ
る
と
の
pJ
と
で
あ
る
O
骨

地
の
子
馬
市
は
海

ノ
口
の
市
場
で
立
つ
が
今
年
は
八
月
二
十
五
日
か
ら
三
日
間
晶
詐
骨
が
開
か
れ
二
十
七
日
授
賞
式

が
行
は
れ
二
十
八
日
か
ら
九
月

.i
日
ま
で
市
が
立
っ
て
七
〇
頚
ば
か
ヵ
の
馬
が
基
つ
ね
｡
rJ
の
市
は
年

一
回
､
南
佐

久
郡
阻
-
の
も
の
で
あ
る
が
買
払
手
は
全
閉
か
ら
基
-1
今
年
は
四
囲
や
佐
渡
か
ら
も
来
た
｡
市
の
通
知
は
郡
畜
産
組

合
か
ら
聴
逢
し
て
置
-
の
で
あ
る
｡
子
馬
が
買
は
れ
で
行
-
の
で
親
馬
は
出
さ
な

い
｡
南
佐
久
で
は
九
月
二
十
六
日

二
十
七
日
に
も
小
海
で
掲
市
が
開
か
れ
る
が
'
こ
れ
は
=相
称
骨
h
t件
は
な

い
.
因
み
に
車
市
も
臼
田
で
年

1
回
十
月

の
中
旬
品
評
骨
の
後
に
開
か
れ
る
由
｡

ニ
ッ
出
は
三
軒
家
か
ら
移
っ
た
も
の
の
架
群
で
あ
る
｡
元
埜

二
軒
家
は
佐
久
甲
州
街
道
(
街
道
)
の
交
通
に
闘
係
し

辞
か
ら
扶
持
米
む
程
で
漸
く
そ
の
生
活
を
維
持
し
て
衆
た
の
で
あ
つ
た
が
藩
か
ら
の
扶
持
米
が
得
ら
れ
を
-
在
っ
て

か
ら
の
此
塵
の
蕉
晴
は
容
易
な
も
の
で
は
な
-
在
っ
た
｡
そ
こ
で

l.
軒
は
戚
橋

へ
'
二
軒
は
ニ
ッ
山

へ
移
棉
し
た
の

で
あ
る
｡
二
ツ
ー;
の
二
軒
は
百
姓
と
し
て
の
生
活
に
励
み

一
軒
の
新
屋
を
生
じ

て三
軒
と
在
っ
た
｡
ニ
ッ
山
に
は
畑

は
勿
論
t
H-1
も
若
干
は
あ
る
｡
米
は
食
ふ
丈
け
は
獲
れ
る
上
は
'
蕃
穿

｡
白
茶

･
馬
鈴
薯
夜
ど
を
多
-
作
-
そ
の
上

は
馬
の
子
整

1'
三
勤
は
貿
る
｡
僻
陣
で
金
を
壁
ふ
こ
と
が
な

い
上
に
儲
け
が
多

い
か
ら
ニ
ッ
山
は
金
持
ち
野
と
の

評
判
を
と
っ

てゐ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
｡
前
掲
拙
稿
に
は
山
村
か
と
記
し
て
置

い
た
が
山
村
の
色
彩
は
殆
ん
ど
秘
め
ら

れ
な

い
と
言

へ
る
｡

本
邦
高
地
塔
路
の
軒
牝
(解

1
報
)

二
.J.i

二

九



地

球

節
二
十
六
各

節
四
雛

宗
O

三
〇

板
橋
は
三
樫
氏
の
御
示
数
の
如
-
初
め
は
交
通
的
ほ
聴
解
し
た
も
の
ら
し
い
が
､
今
は
立
派
夜
農
村
で
､
月
数
は

四
〇
月
ば
か
-
ほ
達
し
で
ゐ
る
｡
米
は
不
足
で
あ
る
が
畑
作
は
盛
人
で
､
蕃
穿

｡
穿

･
馬
鈴
薯

･
キ
ャ
ベ
ツ
･大
赦
･

人
塞

｡
井
算
な
ど
が
作
ら
れ
､
畑
作
は
凡

てよ
-
で
き
る
.｡
そ
の
上
馬
を
飼

S
､
多
き
は

一
軒
で
五
班
も
飼
ふ
も
の

が
あ
ゎ
'
何
れ
も
子
馬
と
ヵ
を
主
眼
と
す
る
｡
近
年
山
羊
を
飼
ふ
者
も
多

い
｡
冬
は
山
仕
事
を
や
み
'
炭
も
少
し
は

痩
-
｡

併
し
､
乙
の
村
は
大
鯉
州
作
と
産
馬
と
を
主
と
す
る
と
言

へ
る
で
あ
ら
う
｡
荷
､
修
正
測
圏
で
は
建
物
の
記

塊
が
三
二
樹
加
し
て
ゐ
る
の
7P
注
意
せ
ら
る
べ
g
Jで
あ
ら
う
O

前
掲
拙
稿
に
畢
げ
な
か
っ
た
も
の
で
､
昭
和
四
年
の
婁
部
修
正
測
園
に
も
載
せ
ら
れ
て
ゐ
老
い
も
の
で
補
ふ
べ
き

も
の
は
敢
近
ほ
出
現
し
た
小
海
線
野
遊
山
騨
々
員
の
富
合
四
棟
と
騨
前
の

1
軒
家
及
び
附
近
ほ
於
け
る
二
断
の
別
荘

で
あ
る
｡
別
荘
は
益
々
増
加
の
傾
向
に
あ
つ
て
も
常
任
で
は
な
い
が
常
食
は
勿
論
常
任
で
あ
る
O
高
庇
は

1.
三
四
六

米
｡

(
未
完
)


