
(第
五
固
)｡

柵
槽
石
は
角
閃
石
の
畳
よ
-
遇
か
ほ
少
-

す
る
｡
(完
)

制
目
は
嵩
み
屡
々
特
有
の
ケ
リ
ブ
ィ
テ
ィ
ヅ
ク
構

造
を
有

呉
市
の
前
面
､
そ
の
経
済
形
態
の
特
粕西

亀

正

夫

典
市
の
前
面
に
は
江
田
･能
美
･倉
橋
の
三
島
十
二
個

町
村
が
あ
る
｡
乙
の
中
能
美
島
の
北
部
に
あ
る
三
高

･

高
田

･
沖
の
三
村
'
江
田
島
の
北
部
､
及
び
倉
橋
島
の

南
東
部
は
位
置
の
銅
係
上
典
市
と
の
関
係
が
あ
ま
み
密

接
で
覆

い
が
､
そ
の
他
の
部
分
は
何
れ
も
英
苗
と
相
勤

し
で
居
て
t

t
種
の
按
槙
町
村
的
景
観
を
豊
し
て
ゐ
る

そ
FJ
で
こ
れ
等
の
町
村
に
於
け
る
経
済
形
態
を
観
察
す

る
の
79
興
味
喋
い
rJ
と
で
あ
ら
う
と
考

へ
て
こ
の
小
文

を
草
す
る
こ
と
に
し
た
｡

地
形
と
人
口
密
度

統
計
を
見
て
第

l
ほ
鴛
-
rJ
と
は
rJ
の
地
域
の
人
口

密
度
の
大
在
る
こ
と
で
あ
-
､
更
に
賓
地
に
臨
ん
で
を

炎
市
の
前
丙
そ
の
経
研
形
腰
の
特
柵

の
地
形
の
あ
せ
ら
に
も
愉
峻
で
平
地
の
乏
し
い
の
は
帯

び
驚
き
を
加

へ
な
い
も
の
は
あ
る
ま
い
｡
計
算
は
よ
れ

ば

一
方
展
の
人
口
概
ね
六
千
乃
至
八
千
人
で
'
倉
橋
島

村

(
呉
市
は
綱
係
薄
さ
多
-
の
部
分
を
含
む
)
の
四
千

大
官
六
十
人
を
最
低

と
L
t
音
声
町
の

一
寓
六
千
二
宵

人
を
最
大
と
す
る
｡
(
内
地
平
均
二
千
四
常
人
)都
市
と

栴
す
べ
き
部
分
の
殆
ど
無
い
村
落
ば
か
与
で
乙
の
那
密

rb
を
見
る
乙
と
､他
に
あ
ま
ヵ
例
の
無
い
rJ
と
で
あ
る
｡

而
7P
rJ
の
地
域
は
周
知
の
如
-
開
楯
準
平
原
の
沈
降

し
た
も
の
で
あ
っ
て
､
を
の
海
岸
に
は
殆
ど
金
-
沿
岸

平
野
在
る
7P
の
を
見
る
rJ
と
が
出
水
を

い
し
､
地
域
が

狭

い
か
ら
大
き
な
川
も
夜
-
､
惰
っ
て
河
谷
平
原
や
三

]先

三
Ii



地

域

節
十
八
怨

角
洲
の
見
る
べ
き
も
の
も
無

い
｡
宋
群
の
存
在
す
る
虞

は
断
層
海
岸
に
僅
か
は
人
工
は
よ
っ
て
築
か
れ
た
帯
状

の
埋
立
地
か
､
然
ら
ず
ん
ば
断
層
毘
下
に

1
段
低
-
出

来
ね
陥
落
丘
陵
群
の
表
面
'
海
抜
五
十
乃
至
仔
米
の
綬

斜
地
で
あ
る
｡

人
口
密
度
と

い
ふ
7?
の
む
､
殆
ど
躍
癖
慣
償
な

き
急

斜
地
面
ほ
ま
で
押
し
怒
ら
し
て
計
算
す
る
FJ
と
が

何
を

意
味
す
る
か
は
斬
-
別
問
題
と
す
る
も
､
若
し
耕
地
と

覆

う
得
る
限
み
の
面
積
を
基
礎
と
し
て
人
口
密
度
を
計

貨

し
わ
夜
ら
ば
､
乙
の
地
域
の
密
度
は
蓋
し
賛
嘆
は
債

す
る
数
字
を
出
す
こ
と
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
｡

人

口

構

成

乙
の
驚
-
べ

き
人
口
が
何
に
よ
っ
て
支

へ
ら
れ
て
ゐ

る
か
む
見
ん
た

め
に
､
先
づ
人
口
の
構
成
h
l調
べ
て
見

よ
う
｡
乙
の
血

域
の
人
口
を
性
別
に
見
る

時
は
概
し
て

女
子
の
数
男
子
は
超
過
し
.
た
ヾ
深
江
｡中
｡倉
橋
の
諸

相
は
男
子
が
超
過
す
る
の
み
で
あ
る
｡
光
も
江
田
島
の

男
子
が
女
官
に
封
し
て
Lm
七
人
八
分
と
在
っ
て
ゐ
る
の

は
∵
捧
軍
兵
撃
枕
が
あ
る
カ
め
で
あ
っ
て
JLJ
れ
は
特
例

妨
三
助

】
九
〇

三
二

と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
大
柿
相
に
紡
糖
工
場
の
あ
る
こ
と

は
鵜
分
女
子
を
吸
収
し
て
居
る
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
が
､

要
す
る
に
こ
の
地
域
で
は
男
子
が
多
-
他
地
方
は
出
稼

ぐ
た
め
に
消
極
的
に
女
手
の
数
が
多
-
な
っ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
こ
と
は
'
各
町
村
の
寄
留
薄
は
つ
い
て
親
し
-

調
べ
た
鮎
英
か
ら
推
定
す
る
ほ
難
-
な

い
｡

定
に
年
齢
構
成
を
見
る
と
P
十
五
歳
以
上
五
十
九
歳

以
下
の
生
産
年
齢
の
%
は
左
表
の
通
わ
で
あ
る
｡

表 一 第

JW節 虹 塑-中一. IJ,- )I ∠L,L席坤齢.'h;

川 前で~一一~ー
甘 ~

ー識東 上三_叫空し沖完 喋 江 47.2

46.3
46.7

jr= 大 jfAfl- 50.2､
十 飛 lI7E洲 44.5
倒 江 rl:lF.% 51.7
-i-7-:-) 音 戸一~~50.5

48.5
M1 8J.r

即
苛
批
年
者
が
如
何
に
多
-
粗
稼
し
て
ゐ
る
か
む
推

察
す
る
こ
と
が
出
凍
る
｡
そ
れ
は
本
籍
人
口
と
現
任
人

口
の
差
に
於
で
7g
明
瞭
に
衷
は
れ
で
ゐ
る
が
､
貸
地
は



就
て
見
開
す
る
魔
に
よ
る
と
多
-
は
京
阪
及
び
踊
門
地

方
に
出
て
商
業
著
-
は
鼻
個
に
従
事
し
て
ゐ
る
そ
う
で

中
に
は
飛
渡
瀬
村
の
様
に

一
戸
平
均

一
人
の
船
員
を
出

し
て
ゐ
る
村
も
あ
さ
､
又
波
子
島
村
早
瀬
部
落
の
稜
は

非
常
は
多
-
の
帆
船
を
有
し
て
運
賃
積
に
活
躍
し
て
ゐ

る
村
も
あ
る
｡

光
ゞ
前
表
に
つ
い
で
性
悪
す
べ
き
fJ
と
は
､
兵
撃
枚

の
あ
る
江
田
島
と
紡
績
工
場
の
あ
る
大
柿
と
､
典
帝
は

最
79
近

い
膏
月
町
と
が
五
十
人
を
超
え
て
ゐ
る
こ
と
で

あ
る
｡

生

産

状

況

月
数
の
職
業
構
成
を
見
る
と
農
業
は
概
ね
七
〇
乃
至

入
0
%
h
t占
め
､
水
産
業
は
三
高
村
の
二
五

二
ハ
%
､

音
声
町
の

〓
ハ
･
八
%
が
著
し
-
､
工
業
は
大
柿
町
の

二
四
三

%
､
波
子
島
の
二
五
三

%
等
精
見
る
べ
-
､

商
業
は
大
柿
の
二

丁
九
%
､
音
戸
の

1
五
･九
%
'
交

通
業
は
波
子
島
の
二
〇

･
九
%
を
最
大
と
す
る
｡
而
し

て
江
田
島
の
公
路
自
由
業
が
二
五

･
六
%
に
上
る
の
は

一
異
例
で
あ
る
0

英
市
の
前
田
そ
の
紙
料
形
態
の
特
祁

斯
-
盛
業
教
主
業
と
す
る
地
域
で
あ
る
が
､
そ
の
耕

地
面
積
は

1
月
平
均

1
反
二
畝
四
分
(
音
声
町
)乃
至
四

反
二
畝
四
分
(
中
村
)
で
､
登
糠
の
平
均
二
反
五
畝
四
分

に
比
べ
て
必
ず
し
も
少
-
覆

い
様
で
あ
る
が
､
n
て
そ

の
耕
地
と
云
ふ
の
は
頗
る
貧
藤
を
7P
の
で
'
水
田
と
云

へ
ば
小
さ
な
剥
谷
の
底
の
僅
か
在
泉
を
水
源
と
す
る
沼

田
で
あ
与
'
そ
れ
も
極
め
て
少
-
て
大
部
分
は
州
で
あ

る
が
､
そ
れ
が
概
ね
傾
斜
二
十
度
か
ら
三
十
度
､
時
と

し
三

一宇

五
度
を
超
え
四
十
度
に
79
近

い
急
斜
面
に
､

何
首
と

5'ふ
階
段
を
作
っ
た
所
謂
棚
畑
で
､
高
距
も
宵

米
内
外
に
及
ん
で
作
業
の
困
難
推
測
す
る
ほ
飴
-
が
あ

る
｡
賓
に
耕
用
牛
馬
の
如
p
Jは
使
役
し
得
る
値
域
極
め

て
僅
少
で
､
肥
料
や
収
穫
物
の
湿
地
に
も
殆
ど
金
-
A

国
の
み
が
用
以
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
関
っ
て

1
町

歩
平
均
の
生
産
高
を
墾

へ
で
見
る
と
五
官
三
十

回内
外

に
過
ぎ
な

い
.
三
反
五
反
の
畑
を
耕
す
の
79
如
何
に
困

難
で
あ
る
か
'
而
し
て
そ
の
収
益
の
如
何
に
少

い
か
と

見
る
と
き
､
誰
か
気
の
毒
の
戚
を
起
rb
覆

い
も
の
が
あ

ら
う
○

併

し
虚
業
生
産
力
は
必
ず
し
も
土
地
の
面
積
に
の
み

完

-

三
三



地

球

第
十
八
巻

比
例
す
る
79
の
で
は
無

い
｡
労
力
が
多

い
怒
ら
ば
集
約

的
は
土
地
を
利
用
し
て
い
-
ら
で
も
生
産
力
を
高
め
る

こ
と
が
出
乗
る
筈
で
あ
る
｡
そ
rJ
で
農
業
横
式
に
放
て

も
つ
と
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
｡

英
浦
の
郊
外
的
地
域
で
あ
る
以
上
は
､
野
菜
の
生
産

に
於
で
見

る
べ
き
も
の
が
あ
る
笠
で
あ
る
｡
と
pJ
ろ
が

賓
際
を
見
る
と
頗
る
期
待
は
反
し
､
促
成
栽
培
の
如
き

は
殆
ど
何
庭
に
も
行
は
れ
で
居
な

い
｡
江
田
島
の
小
用

で
は
却
っ
て
英
市
か
ら
各
席
の
野
栄
を
逆
輸
入
し
て
ゐ

･る
の
む
見
た
｡
波
子
島
で
79
音
声
で
79
野
兼
と
云

へば

自
家
用
の
域
を
仮
し
て
居
な

い
｡
飛
渡
瀬
で
僅
か
は
玉

葱
を
栽
培
し
て
居
た
の
と
倉
橋
島
の
南
部
で
自
然
の
束

候
の
良
好
を
の

せ
利
用
し
て
毒
を
相
皆
早
-
塾
威
し
て

居
ね
の
と
が
'
僅
か
は
目
敏
惹

い
た
の
み
で
あ
る
｡
江

田
島
に
は
大
赦
の
塵
が
多

い
が
､
そ
れ
は
多
-
は
浬
魔

境
と
し
て
戯
島
市
を
始
め
阪
紳
方
面
ま
で
資
力
出
し
て

ゐ
る
の
で
p
英
市
と
の
特
別
槻
係
と
は
見

ら
れ
4'･6
い
の

で
あ
る
｡

光
も
江
田
島
及
び
倉
橋
島
に
於
て
は
皆
局
者
に
於
で

利
常
奨
励
を
し
た
の
で
､
典
苗
を
市
場
と
す
る
野
菜
我

鮮

三
班

]
空

三
相

培
が
数
年
前
か
ら
珊
盛
に
在
っ
た
o
そ
れ
で
遊
民
は
毎

日
新
聞
紙
の
記
事
に
洗
意
し
.
典
に
軍
艦
の
入
港
す
る

と

い
ふ
記
罫
を
見
る
と
､
す
ぐ
は
畑

へ
採
集
に
出
掛
け

る
と

い
ふ
横
に
､
樽
敏
を
乙
と
も
や
っ
て
居
る
が
.

〟

昨
年
あ
た
ヵ
か
ら
の
大
不
食
気
に
野
菜
が
暴
落
し
た
の

で
､
倉
橋
島
の
宴
尾
附
近
で
は
野
乗
を
船
に
乗
せ
て
英

市
に
造
っ
た
ら
P
貿
上
高
で
運
賃
を
支
緋
ふ
rJ
と
が
出

水
を

い
で
､

一
人
十
八
銀
宛
出
し
合
せ
で
償
つ
ね
と

い

ふ
話
が
あ
ヵ
'
江
田
島
の
小
用
で
は
白
米
を
採
集
し
て

嚢
れ
ば
人
夫
肇
も
出
な
い
か
ら
と
5,
ふ
わ
で
､
悉
-
畑

に
鋤
き
込
ん
で
肥
料
は
し
た
と

い
ふ
苗
場
あ
る
｡

瓜

ふ
ほ
こ
れ
は
他
の
野
菜
*
.1産
地
と
の
醗
軍
に
敗
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
敗
れ
る
原
因
と

い
ふ
の
は

技
術
の
不
進
歩
､
研
究
の
不
足
は
む
よ
る
で
あ
ら
う
け

れ
ど
も
'

一
両
に
は
茶
筒
岩
の
浸
軸
面
で
あ
る
か
ら
土

壌

が
浅
-
､
土
地
が
傾
斜
し
て
居
て
肥
料
が
流
失
し
易

い
等
の
自
然
の
不
利
益
が
あ
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か

渡
手
島
の
如
き
は
典
帝
は
最
も
近
い
け
れ
ど
7P
.
北
面

の
地
で
あ
る
た
め
に
野
菜
の
出
水
が
殊
に
わ
る
い
棟
に

云
は
れ
で
ゐ
る
｡



近
年
果
樹
の
栽
培
が
稀
勃
具
し
か
け
た
｡
rJ
れ
は
瀬

14
内
海
･i=壌

1
椴
の
傾
向
と
云
っ
て
も
よ
い
が
､
傾
斜

地
は
梯
栽
柴
に
は
故
も
適
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
'

販
路
さ
へ
開
拓
す
れ
ば
成
効
は
疑
な

い
.
無
給
こ
れ
は

央
輔
ば
か
ら
で
な
-
､
も
つ
と
令
問
的
否
世
外
的
Iこ
市

場
を
考

へ
ぬ
ば
を
ら
ね
rJ
と
で
あ
る
0

生

産

外

収

入

人
目
は
多

い
'
そ
し
て
年
産
力
は
貧
窮
で
あ
る
.
鰭

子
i
?
の
如
p
Jは
一
人
平
均
の
稚
産
力
が
四
十
三
川
し
か

な
い
｡
そ
の
他
も
多
-
は
八
九
十
川
か
ら
百
四
五
十
阿

ま
で
で
あ
る
｡
そ
れ
で
ど
う
し
て
錐
活
が
維
持
し
て
行

け
る
だ
ら
う
か
〔
任
所
の
8%.腔
が
そ
れ
ほ
ど
低
い
か
と

云
へ
ば
､
決
し
て
他
町
村
!JT
比
べ
て
妨
っ
て
居
な

い
｡

否
本
陸
部
J･"

も
却
っ
て
布
舶
乃
車
餐
汚
敏
捷
活
を
し

て
ゐ
る
｡
そ
の
衆
蕗
の
模
様
を
見
て
も
そ
の
服
装
の
模

様
を
見
て
も
｡

例

へ
ば
食
櫛
比
足
立
の
様
在
純
出
材
で
も
'
家
は
七

割
ま
で
が
東
尾
故
で
あ
か
'

1
世
滞
平
均
の
所
村
税
額

僅
か
に
二
十
二
銭
の
波
子
比
で
も
'
近
々
救
年
間
-こ
新

央
市
の
前
面
そ
の
無
所
形
感

の
特
朴

集
せ
ら
れ
た
豪
が
片
っ
ぽ
L
か
ら
敦

へ
ら
れ
る
0
大
林

町
は
名
ば
か
ら
町
の
農
村
で
あ
る
が
､
そ
の
常
世
t
*

は
月
に
十
日
も
峯
-
様
な
乙
と
は
無
い
と
い
ふ
.

こ
れ
は
生
産
外
の
牧
人
が
あ
る
か
ら
ほ
相
連
な
い
｡

沖
村
で
は
米
･織
物
載
･肥
料
等
の
移
入
高
が
年
約
十
五

幕
別
で
､
生
産
品
の
検
出
高
は
十
二
常
例
､
結
局
三
吉

刷
の
入
超
で
あ
る
が
'
他
地
方
出
録
音
の
送
金
と
海
津

の
迷
賃
と
が
約
六
甫
七
千
脚
で
あ
る
の
で
'
結
局
三
吉



地

球

節
十
八
雀

七
千
蜘
づ
J
は
資
産
が
増
加
す
る
と
云
っ
て
ゐ
る
｡
沖

村
は
典
市
は
踊
係
の
薄

い
村
で
､
そ
の
班
森
と

云
ふ
も

童
と
し
て
阪
榊
と
輔
門
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が

呉
市
は
而
す
る
方
面
は
79
こ
れ
は
類
す
る
こ
と
が
顛
-

で
は
在
ら
ぬ
｡

そ
TJ
で
各
町
村
各
部
落
か
ら
英
海
軍
工
廠
は
通
勤
す

第
三
舵

完

脚

三
六

る
職
工
の
数
を
調
べ
て
見
る
と
閲
の
様
に
な
っ
て
ゐ
る

乙
れ
は
昨
年
歌
の
調
べ
で
あ
る
か
ら
､
･今
春
の
職
工
生

理
で
親
分
減
少
し
た
ほ
は
違
以
覆

い
が
､
大
機
の
趨
勢

ほ
は
大
差
覆

い
で
あ
ら
う
｡
こ
れ
等
の
職
工
が
持
っ
て

掠
る
金
高
は
'
大
鰭

一
人

.L
ヶ
年
千
聞
内
外
で
あ
る
か

ら
t
rJ
れ
む

そ
の
町
村
の
人
口
は
割
り
皆
で
!
見
る
と

上
表
の
蔵
に

な
る
｡

即
ち
奥
市
は
敢
7P
近

い
音
声
町
及
び
波
子
島
の
収
入

は
最
も
多
-
､
大
柿

･
飛
波
湖
等
が
こ
れ
に
次
で
ゐ
る

江
田
島
が
割
合
に
少

い
の
は
北
部
に
僻
遠
の
地
を
含
ん

で
ゐ
る
の
と
､
兵
撃
枚
の
職
月
生
徒
が
多
数
に
上
る
か

ら
で
あ
っ
て
､
こ
～
で
は
兵
撃
枚
職
員
の
俸
給
や
学
校

の
躍
費
等
を
生
産
外
収
入
と
し
て
計
上
せ
ぬ
ば
を
ら
附

帯
で
あ
る
｡
而
し
て
波
子
島
の
如
き
最
も
生
産
の
貧
錫

在
村
が
敢
79
多
-
の
収
入
を
有
す

る
乙
と
は
面
白

い
軍

資
で
'
平
均
三
月
に

一
人
の
職
工
を
出
し
て
居
る
が
､

職
工
の
収
入
は

1
人
千
圃
内
外
で
あ
る
か
ら
多
-
は
所

得
税
を
納
付
し
老

い
｡
そ
fJ
で
税
額
は
頗
る
低

い
が
衆

蕗
の
景
観
は
液
も
有
滴
は
見
え
る
わ
け
で
あ
上

倉
富

の
懸
隔
も
rJ
の
村
が
最
も
少

5,と
云
は
オュ
て
ゐ
る
の
で



あ
る
0

要

約

rJ
れ
を
要
す
る
に
典
市
前
面
の
諦
島
唄
は
著
し
い
人

口
過
飽
和
の
地
域
で
'
年
々
他
地
方
に
出
稼
す
る
も
の

が
多

い
ほ
79
拘
は
ら
ず
､
甜
そ
の
住
民
は
自
ら
そ
の
地

域
内
の
生
産
を
以
て
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
衆
覆

い
｡
こ
れ

一
に
自
然
力
の
挿
薄
を
た
め
で
あ
る
が
'
ね

iJ
偉
置
け
恵
ま
れ
て
英
市
は
近

い
町
村
は
'
歩
カ
を
提

供
し
て
収
入
を
程
t
rJ
れ
を
そ
の
蓮
沼
の
助
け
と
し
て

居
る
rJ
と
が
多
大
で
あ
る
.
故
に
工
廠
の
仕
事
の
多
-

在
る
と
少
-
な
る
と
は
､
置
ち
ほ
そ
の
壁
活
に
影
響
を

及
ぼ
す
わ
け
で
'
市
に
封
す
る
弊
力
供
給
地
域
と

5,
A

こ
と
が
'

1
種
の
郊
外
町
村
と
し
て
の
特
質
な
の
で
あ

る
○或

小
学
校
長
の
談
に
よ
る
と
'
尋
六
の
生
徒
の
目
標

と
す
る
虞
は
よ

い
中
等
撃
杖
に
人
ら
う
と
す
る
こ
と
で

夜
-
し
て
'
工
廠
の
採
用
試
験
に
パ

ス
す
る
fJ
と
で
あ

る
0
枚
に
尋
六
の
教
育
は
常
に
乙
の

採
用
試
鹿
準
備
の

意
味
が
濃
厚
で
あ
る
と
O
特
殊
の
経
済
事
情
は
教
育
に

79
一
特
利
を
輿

へ
て
ゐ
る
の
Lで
あ
る
.
(完
)

佐

賀

願

の

自

然

地

理

四

海
岸

此
の
地
帯
の
海
岸
は
､
前
述
の
如
き
原
因
ほ

て
複
難
な
る
鋸
歯
状
の
沈
降
海
岸
を
形
成
し
て
ゐ
る
が

そ
の
中
唯
唐
津
轡
の
み
は
樽
型
を
異
に
し
て
ゐ
る
O
次

は
い
さ
J
か
唐
津
轡
の
自
然
地
理
的
夜
方
面
を
記
述
し

佐
賀
糠
の
臼
銀
地
税

堀

米

次

て
み
や
う
.
そ
し
て
順
次
南
方
の
小
轡
に
及
び
最
筏
に

伊
爵
旦
轡
を
し
ら
べ
て
み
や
う
.

鹿
義
に
言
ふ
唐
津
轡
は
､
其
暫
内
に
横
力
は
る
大
島

-
ウ
ポ
ウ
ワ
ン

は
よ
っ
て
二
分
n
れ
て
其
の
閏
轡
の
方
を
特
は

膚

虜

轡

小会

三
七


