
地
形
の
測
定
を
行
は
な

い
の
は
矛
盾
も
湛
し
い
｡
ruう

し
て
同
著
の
力
説
す
る
案
異
の
Lや
う
な
79
の
ゝ
巧
拙
は

論
文
の
科
撃
的
債
値
に
は
仝
-
無
的
係
で
あ
-
'
上
手

な
寓
異
と
か
地
間
と
か
は
畢
な
る
奇
麗
仕
事
で
あ
っ
て

そ
れ
以
上
の
何
者
で
も
あ
-
程
を

い
｡
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村
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郎

本
邦
の
カ
ー
ル
は
氷
河
之
を
形
作
り
L
や
I,(=

や

地
部
堪
難
誠

二
0

大
正
二
咋

内

田

勅

カ

姦
歯
車
の
北
約
二
〇
粁
ほ
北
門
郡
役
所
の
所
在
地
佐

里
術
が
あ
ら
､
そ
の
西
北
西
約

1:
○
粁
.
同
郡
内
に
背

離
鶴
と
云
ふ
部
群
が
あ
っ
て
､
著

し
-
軍
っ
た
特
色
を

持
っ
て
ゐ
る
と
rJ
ろ
で
あ
る
｡

rJ
の
.衆
路
は
小
島
上
に
あ
っ
て
も
と
は
こ
の
島
は
海

岸
線
か
ら
五
〇
〇
米
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
催
し
て
ゐ

1.;

m

HS

ね
の
で
あ
る
が
､
近
来
こ
の
附
近
の
洲
h
=j堤
防
で
囲
み
､

塊
附
と
す
る
工
事
が
進
め
ら
れ
､
そ
の
.馬
に
昭
和
十
年

か
ら
rJ
の
島
は
陸
続
F
Jと
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
従
っ
て

今
後
は
此
の
繁
罫
の
特
色
79
急
激
に
失
は
れ
て
行
-
こ

チ
ツ
パ
.I

と
で
あ
ら
う
が
p
従
来
は
姦
轡
特
有
の

竹

筏

に

よ
っ
て

の
み
渡
ら
れ
る
本
位
を
土
地
で
あ
っ
た
｡
を
の
為
rJ
の

志

二
七



地

球

空

耳

七
番

･i罠

の
仙
人
-:''=.～.S
も
本
i
?
の
も
の
と
は
補
典
つ
た
も
の

で
'
哉
滞
語
の
ガ
諦
が
行
は
れ
で
む
る
と
去
は
れ
で
,3

る
U･i?

の
人
q
Jr,は
現
在
凡
そ
加
西

二
c
c
米
'
南
北
二

節

‥
問

砧

の
印
刷
の

.G
碑

軒
+.
雛

二(

二
<

ひ
と
め
ら
れ
て
'
そ
の
内
側
は
軸
の
趣
を
な
し
､
常
盤

蝕
に
は
僅
か
に
小
波
が
あ
た
る
だ
け
と
な
っ
て
ゐ
る
0

岡 二 :Lh,A

郎 LIIl･治叩J

従
っ
て
土
地
の
高

さ
が
俺
か

一
､
二

米
で
あ
ら
な
が
ら

.(..i
水
す
る
乙
と
も

衣
-
危
-
存
頼
し

て
む
る
の
で
あ
る

..,･iC
米
に
す
ぎ
ず
t
i
?
の
描
rJ
は
粕
面
上

‥
-

･
二
米

と
公
人
如
上
に
収
を
浮
べ
LJ
や
う
に
低

い
も
の
で
あ
る

が
､
i
?
の
岬
文

外
洋
に
:和
し
た
ガ
)
:
:C
O
C
米
ほ

ど

の
川
に
li3
-
吉

川
捲
約

･
網
子
3'<t洲
な
ど
の
長

い
洲
が

堤
防
の
如
-
構
っ
て
ゐ
る
鶏
に
外
作
激
浪
は
rJ
rJ
で
喰

.1
･･'･

ト･-
･

ト
･し
+A

-

.I

.

那
,
こ
の
洲
の
内

側
で
も
一.(L節
凪
の
窟
れ
る
冬
季
に
は
や
J
高
い
波
が
佳

ず
る
為
､
こ
の
他
を
う
け
る
砧
の
北
側
は
徐
々
に
鎚

蝕

rJ
れ
て
行
-
｡
従
っ
て
か
つ
て
の
浪
打
際
で
あ
っ
た
桝

に
護
:Ifi
の
馬
に
集
か
れ
た
右
肘
が
軸
椎
の
:.iL
か
ら

一
〇

米
都
の
沖
(
舵
)
に
残
骸
と

さ

ら
し

てむ
る

‥
方
'
凪
の

陰
に
常
る
捕
方
に
は
泥
が
た
ま
か

'且
つ
こ
の
･iP
の
頚

管
席
常
で
あ
る
牝
輔
の
媒
姓
の
結
雪

そ
の
怨
を
南
の

船
中
に
扮
ノし
ろ
鵡
愈
々
揃
に
土
地
が
特
大
す
る
｡

(
乙

の
;
適
材
の
〃

r
J
は
鯉
川
の
堤
肪
集
批山
の
馬
に
土
地
を

据
つ
LJ
何
と
み
る
と

t.
米
を
越
し
て
ゐ
る
,3
)



佃
,J
の
島
の
四
隅
に
は

｢
朱
撤
大
帝
鎮
守
平
安
｣
な

ど
と
背

い
た
高
さ
五
〇
糎
ほ
ど
の
花
桶
岩
の
石
碑
が
立

っ
て
ゐ
る
が
､
島
の
移
動

｡
堤
防
の
築
造
の
皮
に
rJ
れ

を
移
動
さ
せ
る
馬
､
現
存
す
る
石
碑
の
位
置
は
過
去
の

島
の
四
隅
計
示

す
も
の
J
J
は
云
は
れ
を

い

(
第

一
圃
審

佗
::
)
a

乙
の
石
碑
の
文
字
は
四
隅
金
部
同

一
で
は
な

5,0

又
fJ
の
石
碑
の
い
は
れ
を
明
か
ほ
し
を

い
が

rJ
の
島

の
鎮
護
を
新
願
し

た

も

の

で
あ
る
事
は
明
か
で
あ

る
｡
こ
の
石
碑
を
移
働
せ
し
め
る
時
に
は
新
藤
師
む

招

い

て祭
式
を
行
っ
た
後
に
行
以
p
極
々
に
は
動
か

さ
田

と云
ふ
が
､
常
に
は
別
に
敬
意
を
表
せ
ら
れ
て

ゐ
る
や
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
｡

図 三 第

;lミニIlJ.-卜 tt:.人こ
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ヽ
＼

＼
t
I

島
の
移
動
教
典
謄

的
に
明
示
す
る
も
の

は
新
奮
二
葉
の
地
図

で
あ
る
｡
啓
版
の
方

は
明
治
三
十
七
年
臨

時
毒
暫
土
地
調
査
局

で
作
成
し
た
こ
菌
分

一
拍
間
で
あ

-
'
新
版
の
方
は
大

正
十
五
年
､
測
量
部
敏
行
の
二
薗

五
千
分

ll
地
図
で
あ

る
｡
前
者
は
薯
地
名
を
領
姦
後
に
改
め
た
経
過
が
示
rJ

机
で
ゐ
て
p
嘗
地
名
印
刷

の
後
'
赤
で
新
地
名
を
改

め

て
二
束
刷
に
し
た
も
の
で
現
在
で
は
残
部
が
少
-
､
珍

品
潤
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
｡
振
放
高
度
は
凡
を
以

て
示
し
て
あ
る
｡

こ
れ
ら
両
者
の
測
量
の
間
隔
は
二
二
年
で
あ
る
が
､

そ
の
間
に
膏
腫
動
及
び
外
洋
に
あ
る
網
子
寮
柚
は
共
に

南
方
に
移
勤
し
で
ゐ
る
事
が
認
め
ら
れ
'
殊
に
北
の
賂

畢
圧
と
南
の
七
股
庄
と
が
､
網
子
寮
洲
と
登
山
港
油

の

間
を
境
界
と
し
て
ゐ
る
希
'
洲
の
移
動
ほ
つ
れ
て
境
界

線
も
塾
勤
し
で
ゐ
る
｡

脊
椎
鱗
の
み
は
就

い
て
見
る
ほ
､
以
前
か
ら
付
置
の

頻
ら
な
か
っ
た
廟
を
比
較
す
る
と
'
以
前
は
島
の
中
央

に
あ
売
っ
て
ゐ
た
も
の
が
今
で
は
北
に
か
ね
よ
-
'
又

島
の
外
形
上
'
北
方
の
突
出
部
が
け
づ
ら
れ
､
寓
に
突

出
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
全
部
陸
と
在
っ
て
ゐ
る
｡

僅
か
二
二
年
間
に
於
け
る
島
の
移
動
が
FJ
の
や
う
に

克

二

九



地

球

節

二
十
七
懲

速
か
で
あ
る
為
'
現
状
で
は
島
の
大
部
を
石
垣
で
国
人

で
ゐ
る
が
.
雨
も
そ
れ
ら
の
中
､
北
方
の
も
の
は
幾
度

か
の
改
修
は
拘
ら
ず
徐
々
に
-

づ

ru
れ
て
行
っ
て
ゐ

る

日付
こ
の
附
鑑
の
梅
が
漸
次
浅
-
な
っ
て
凍
て
ゐ
る
こ

と
は
二
枚
の
地
園
を
比
較
し
て
砥
ち
ほ
知
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
｡

か
-
て
fJ
の
島
は
金
-
泥

-
砂
で
夜
-
1

と
月

数
と
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
｡
従
っ
て
此
の
島
で
は
石
は
砂

利
に
覚
る
攻
で
封
岸
か
ら
運
び
'
自
然
石
は
各
-
見
潜

ら
ず
､
此
の
度
の
鷹
山
州
堤
防
の
岩
石
や
'
護
岸
用
の

石
な
ど
.
絶
て
ジ
ャ
ン
ク
に
よ
っ
て
膨
湖
島
か
ら
運
ん

で
凍
て
ゐ
る
｡

rJ
の
や
う
に
此
の
島
は
梅
中
に
孤
立
す
る
低
率
の
島

で
あ
る
馬
､
凪
が
極
め
て
張
-
'
又
地
中
に
儀
介
を
含

む
為
に
草
木
は
殆
ど
産
品
せ
ず
'
僅
か
に
家
及
び
垣
の

寓
側
に
小
さ
な
草
木
が
教
本
あ
る
の
み
で
､
そ
れ
ら
の

水
753人
の
身
長
程
の
高
r
uに
止
み
'
且
つ

一
本
の
木
の

中
で
も
風
の
弧
-
潜
る
北
側
の
枝
は
殆

ど

捷

遺
し
在

i.i
.[
批

r,I,]

三Iい

い
∪且

つ
又
右
の
や
う
な
地
異

･
地
形
の
為
飲
料
水
に
は

著
し
5'不
健
を
感
じ
て
ゐ
る
｡
従
っ
て
天
水
を
利
用
し

て
そ
の
貯
水
槽
を
つ
く
わ
'
或
は
土
地
に
穴
を
掘
っ
て

泌
み
出
す
水
を
用
払
る
｡
こ
の

'I
種
の
井
月
は
従
凍
硬

練
散
光
も
あ
る
璃
鉢
状
の
穴
で
あ

った
由
で
あ
る
が
.

近
雄
は
縦

･
横
各
二
光
位
に
紋
で

囲
ん
で
形
を
正
し
､

免
除
防
止
と
意
発
意
水
の
盗
難
防
止
と
の
馬
周
囲
に
は

竹
垣
を
つ
-
つ
て
ゐ
る
｡
乙
の
井
月
-

む
し
ろ
況
穴

と
云
ふ
べ
き
も
の
Ⅰ

の
深
さ
は
凡
を
二
光
位
で
あ
っ

て
､
底
に

僅
か
に
し
み
出
す
水
を
底
に
下
っ
て
-
み
と

ヽ
ヽ
ヽ

る
の
で
あ
っ
て
つ
る
べ
は
を
-
'
叉
乾
燥
率
に
は
常
に

水
を
た
ゝ
え
で
ゐ
る
謬
で
は
な
く
､
従
っ
て
水
の
入
用

の
皮
は
泥
を
掘
-
下
げ
て
水
を
と
る
｡
従
っ
て
井
月
は

迫
々
裸
-
在
っ
て
行
-
｡
住
民
の
持
つ
こ
れ
ら
水
槽
と

井
月
の
数
は
貧
富
の
rYJt
v
メ
ー

タ
ー
と
云
は
れ
て
ゐ

る
(
園
版
箪

一
版
第

一
聞
及
窮
二
間
)O

然
し
rJ
の
水
は
仝
-
の
泥
水
で
'
貯
水
槽
の
底
に
は

泥
が
堆
積
し

てゐ
る
弾
で
あ
ゎ
'
且
つ
感
分
を
含
ん
で



ゐ
る
が
'
櫨
す
事
も
な
-
飲

用
に供
し
て
ゐ
る
｡
叉
乙

の
や
う
に
嚢
韮
な
水
で
あ
る

為
､洗
面
な
ど
ほ
は

一
杯

の
洗
面
器
の
水
を
以
て
父
･母
｡
子
と
順
に

用山
で
行
-

為
政
後
に
は
ド
p
-
＼

の
黒

い
水
に
在
る

｡そ
の
翁
部

落
の
ト
ラ
ホ
ー
ム
揮
柄
率
は
九
〇
%
を
越
し
て
ゐ
る
有

様
で
あ
る
｡

然
し
rJ
の
島
に
放
け
る
唯

.i
の
内
地
人
で
あ
る
警
官

の
み
は
別
で
p
駐
在
所
に
は
特
に
水
夫
と
名
付
け
る
水

汲
人
夫
が
ゐ
七
､
竹
筏
を
以
て
西
方
二
〇
〇
〇
米
を

へ

だ
て
で
ゐ
る
菅
山
港
柚
の
水
を
-
み
と
-
は
行
-
｡
然

し
乙
の
井
戸
も
振
放
凡
を
二
光
程
の
砂
洲
に
保
さ

一
光

棟
の
穴
を
掘
っ
て
水
を
得
て
ゐ
る
角
､
激
浪
の
凍
る
時

に
は
こ
の
洲
を
越
し
､
水
は
晦
水
を
含
ん
で
金
-
桃
川

に
耐

へ
を
-
な
-
､
rJ
の
時
は
本
陸
(
姦
暫
本
島
)
へ
竹

雄
で
の
み
つ
け
.
証
に
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
っ
て
水
を
運
ぶ

と
の
乙
と
で
あ
る
｡

乙
の
や
う
に
水
に
不
便
在
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
ト
ラ

ホ
ー
ム
を
除

い

て
<I
股
に
著
し
-
健
廉
な
土
地
と
云
は

れ
p
駐
在
所
巡
査
長
樺
氏
の
話
に
ょ
る
と
島
の
死
者
は

狩

脱

的

●

･

幼
鬼
か
老
衰
者
か
で
'

中

年
の
者
は
殆
ど
死
な
ず
､
僅

か
に
出
縁
先
で
病
を
得
た
者
位
で
あ
-
t
か

へ
っ
て
住

奥
の
製
糖
工
場
に
働
き
に
出
か
け
た
者
が
次
々
と
嫡
朱

と
在
っ
て
踊
っ
て
凍
る
希
'
近
水
は
出
株
を
好
ま
ぬ
と

の
葦
で
あ
る
｡
又

マ
ラ
-
ア
･9
墳
境
の
観
係
上
教
生
せ

ず
巡
査
も
健
康
を
審
し
た
者
が
rJ
の
島
の
勤
務
と
在
れ

ば
こ
れ
を
回
復
す
る
と
の
話
で
あ
っ
た
｡

rJ
の
島
の
住
民
の
大
部
分
は
勿
論
漁
業
に
従
事
､
を

ヂ
ヤ
,tク

の
為
の
漁
船
(
戎

舶

)

は
各
計
十
二
.
三
度
あ
-
､
又
内
地

の
倖
馬
船
､
酵
舟
に
留
る
竹
筏
は
島
の
酉
岸
及
び
北
岸

の
海
中
は
杜
凶
本
を
立
y
t
こ
れ
は
横
木
を
つ
け
た
壷

上
に
列
む
な
し
で
な
ら
べ
で
あ
る
｡
海
面
か
ら
僅
か
に

一
光
足
ら
ず
の
苗
rJ
に
止
る
が
'
激
浪
が
老

い
の
で
流

さ
れ
も
せ
ず
､

1
望
賂
熱
と
し
て

.i
椙
の
壮
観
で
あ
る

(
閲
版
綿

.L
版
第
三
閲
)

｡

漁
業
者
の
外
三
軒
の
商
店
が
あ
っ
.tJ
酒
･煙
草
｡碓
詩

そ
の
他
の
日
用
品
社
販
褒
し

てゐ
る
外
､
姦
暫
氏
家
の

通
例
と
し
て
各
月
に
豚
を
飼

つ
y
ゐ
る
が
､

一
定
の
飼

養
場
は
な
-
'
接
地
を
う
ろ
つ
き
廻
,･a
､
ま
rJ
と
は
不

三

三



1･l･il 四 :jY

るゐてし舷に.lL路てLと-T脚てめるまとと泥と糞 ･(一柳の糞の豚

地

球

i･}
ニ
ト
七
谷

槻
で
あ
る
が
'
そ
の
先
は
養
魚
場

(魚
i
==)
の

何

科
と
し

て
必
姿
不

叶
秋

の
も

の
で
あ
る
鳥

に'
華

と

泥
と
と
ま〆

ン

る

め
て
榔

TT.√

と
し
t

rJ
れ
h
t出

る
の
が
少

年

池
の
大

切
な
内
臓

と
かtj
つ
て

わ
る

(
竹
3

円
糊
)｡

此
の

iP

の
作
比
は

J
L
六
四

人

(
昭
和

十
年
人

目

胡

査
'
本

･iP
在

純

者
)

父

は

鮮

lJ
純

1:-)

'.I;

∴
ハ八日
人
(
昭
利
卜
布
切
勢
朋
稚
)
で
､
朔
女
の
数

は

男

九
日C
t
女
人
に
円
で
あ
る
D
(
祉
撒
布
に
AIt
る
)
こ

の
二

つ
の
胡
介
の
教
で
明
か
な
る
が
如
-
､
川
寄
留
常

が
多
上

人
日
は
過
剰
の
北
伐
貰

示
し
V
P
人
目
密
比

七

‥

ガ
粁
皆
-
に
計
節
す
れ
ば
｡
二

九
八
C
･人
と
云
ふ
管

-
べ
き
敏
に
沖J
L
､
従

っ
て
内
地
川
村

に
よ
く
妃
る
如

-
1こ
家
族
は
な
る
べ
-
分
家
せ
ず
'
人
目

.1
L
六
川
.Li

封
し
て
.L
敬
三

lT:
‥'
即
ち

▲
11
帝
わ
し
･
六

人
(
杓
勢

胡
億
に

よ

る
胡
瓜
人
目
h
L
と

つ

て

も
4
'
♪
苦

り
七
･

一
.人
)
と
.ム
ふ
大
き
な
家
族
と
な
ら
･'
十

地
は
肌

々
ま

で
利
川
r
J
れ
て
碑
地
と
し
て
は
作
か
に
網
や
帆
の
手
入

れ
す
る
胸
前

の
朕
場
吐
け
で
､
他
は
抑
止
の
迫
肺
r
,
へ

ち
-
､
家
の
軒
下
を
迫
路
と
L
t
勿
論
庭
79
な
く
'
従

っ
て
鋸
も
な

い
.

,J
の
や
う
な
和
様
が
父
竹
木
の
代
え

る
故
地
む
を
-
し
て
お
る
鍔
で
あ
-
､
基
地
も
来
北
進

か
.:17i粁
k

..郎

て
た
-;
√
脚
に
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
謁
で
あ

る
0北

に
冊
恥
に
糾
し
LJ
や
う
に
山
寄
留
盾
が
多

い
が
､

こ
れ
は
漁
i-<
h
le
,半

と

す

る
鵬
係

1
1女
の
川
株
が
多

●



-
.主
に
苦
カ
と
し
て
廿
薙
畑
や
土
木
工
事
に
傭
は
れ
'

正
月
は
家
に
掘
っ
て
迎

へ
る
と
の
革
で
あ
る
｡

然
し
乙
の
産
業
p
出
株
に
ょ
る
収
入
も
多

5,も
の
で

衣
-
p
野
菜
は

一
切
産
せ
ず
'
豚
と
豚
の
糞
以
外
に
は

内
職
や
副
業
と
云
ふ
も
の
も
夜
-
､
養
鰻
と
し
て
は
貧

民
駕
と
云
ふ
べ
-
'
財
産
は
竹
筏
と
網
と
豪
1

そ
れ

も
裾
を
fJ
ね
で
FJ
L
ら

へ
た
土
用
造
･Ll
に
す
ぎ

氾
79
の

が
多

い
1

と
丈
け
と
云
っ
て
よ
-
'
二
階
鍵
や
電
燈

は
夜
-
､
普
通
の
ラ
ン
プ
を
使
ふ
家
は
二
斬
だ
け
で
'

他
は
柵
蕊
の
豆

ラ

ン
プ
む
と
も
し
て
ゐ
る
有
様
で
あ

-
.
数
寄
濃
度
も
著
し
-
檎
-
て
公
準
枚
卒
業
二
名
p

嘉
義
盛
林
卒
業

一
名

(
漁
村
か
ら
農
林
撃
枚
に
迫
撃
さ

せ
た
静
は
分
ら
内
が
'
本
島
人
の
入
-
易
い
安
楽
撃
枚

だ
か
ら
で
あ
ら
う
)
の
外
は
無
撃
で
p
金
島
殆
ど
図
譜

を
解
し
な
い
｡

音
場
鮎
と
は
以
上
見
ね
や
う
在
所
で
あ
る
が
も
こ
の

宋
蕗
の
成
立
に
つ
い
て
は
十
分
知
る
事
が
出
凍
夜
か
つ

ね
｡
地
名
の
｢
腫
繊
｣
と
は
l
種
の
魚
の
乙
と
で
､
蔓
轡

で
は
rJ
の
名
を
つ
け

カ
所
が
各
地
は
あ
ヵ
､
安
平
h
t古

蘭

純

紛

-

1L
鵜
鱗
と
呼
ん
で
ゐ
ね
如
-
で
'
砂
洲
な
ど
が
水
面

上
に
低
卒
に
現
れ
て
ゐ
る
棟
が
魚
背
の
水
上
に
現
れ
た

形
に
似
て
ゐ
る
所
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う

rJ
の
島
民
の
種
族
は
両
建
族
で
あ
る
が
'
そ
の
言
語

の
本
陣
部
の
そ
れ
と
興

る
こ
と
や
'
云
以
樽

へ
等
か
ら

所
謂
海
賊
の
本
場
散
が
或
は
安
普
か
も
知
れ
を
5,.
島

民
の
数
を

一
見
し
て
も
漁
民
な
る
が
故
の
返
し
さ
'
色

の
農
さ
の
外
､
ど
こ
と
な
-
凄
味
が
あ
タ
､賓
に
嫁
h
vtも

ら
う
ほ
も
本
陸
か
ら
は
容
易
に
凍
ず
､
殆
ど
島
内
で
姑

を
通
じ
て
ゐ
る
と
云
ふ
革
は
､
交
通
の
不
便
と
云
ふ
革

の
外
に
特
殊
部
落
親
し
で
ゐ
る
馬
と
も
考

へ
ら
れ
る
｡

叉
墓
所
を
rJ
L
ら

へ
で
ゐ
る
山
手
脚
と
も
何
等
か
の

謝
係
を
考

へ
ら
れ
る
が
､
十
分
に
は
わ
か
ら
ず
'
且
つ

殆
ど
文
盲
の
み
住

む研で
あ
る
が
故
に
古
い
文
藩
の
出

て
凍
る
番
を
漁
想
さ
れ
ず
､
部
落
の
成
立
を
疑
問
の
ま

ま
と
し
て
rJ
の
滴
を
終
る
.

嘩
背
腰
舘
の
調
査
に
閲
し
'
穣
々
の
便
宜
を
輿

へ
ら

れ
た
北
門
郡
守
白
仁
賓

一
氏
及
び
脊
髄
鮪
駐
在
所
巡
査

長
棒
勇
二
氏
に
封
し
ぼ
-
戚
謝
し
た
い
｡
(
義
)

三

三
三


