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令
和
五
年
三
月 

第
九
二
号 

 

◇ 

村
の
景
観
と
歴
史
・
人
物(

11)
 

◇ 

民
具
が
語
る
生
活
史(

民
具
⑲
人
形) 

◇ 

方
言
一
考(

ち
ょ
す) 

 

◇ 

モ
ノ
言
う
も
の(

化
石) 

◇ 

歴
史
館
行
事
の
報
告
・
お
知
ら
せ 

 

村
の
景
観
と
歴
史
・
人
物(

11) 

峠
を
越
え
た
人
た
ち
②

 

万
里
小
路
藤
房 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡 

辺 

伸 

栄 

  

万
里
小
路
藤
房
（
ま
で
の
こ
う
じ
・
ふ
じ
ふ
さ
） 

 

本
名
は
藤
原
藤
房
。
後
醍
醐
天
皇
の
側
近
で
、
中

納
言
。
第
一
級
の
上
流
貴
族
。
京
の
万
里
小
路
に
邸

宅
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
う
呼
ば
れ
た
。 

 

後
醍
醐
天
皇
の
建
武
の
新
政
（
一
三
三
四
年
）
で
、

政
権
の
中
枢
に
い
た
人
物
。
漫
談
の
綾
小
路
と
は
ま

っ
た
く
無
関
係
。
（
念
の
た
め
） 

 

こ
の
よ
う
な
高
貴
な
重
要
人
物
が
、
ど
う
い
う
因

果
因
縁
で
、
関
川
村
の
峠
を
越
え
た
人
に
な
る
の
か
。 

 

さ
て
も
不
思
議
な
物
語
。 

 

秋
田
市
・
補
陀
寺
の
伝
説 

 

藤
房
は
後
醍
醐
天
皇
の
政
治
に
直
言
し
、
そ
れ
を

聞
き
入
れ
て
も
ら
え
ず
職
を
辞
し
た
。
京
の
片
隅
に

隠
棲
し
た
後
、
歴
史
か
ら
姿
を
消
し
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
突
然
、
出
羽
の
国
・
秋
田
に
姿
を
現

す
。 

 

秋
田
市
に
補
陀
寺
と
い
う
古
刹
が
あ
る
。
そ
こ
の

第
二
世
住
職
・
無
等
良
雄
が
実
は
、
藤
原
藤
房
だ
と

い
う
伝
説
が
あ
る
と
い
う
。 

 
藤
房
は
京
で
隠
遁
の
後
、
越
後
の
国
に
移
り
、
そ

こ
で
月
泉
和
尚
の
弟
子
に
な
っ
て
名
を
改
め
、
師
と

共
に
秋
田
へ
来
て
補
陀
寺
を
建
立
。
師
の
後
を
継
ぎ

住
職
に
な
っ
た
の
だ
と
。
墓
も
現
存
す
る
と
い
う
。

確
証
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
伝
説
伝
承
。 

 

こ
こ
ま
で
の
こ
と
は
、
ネ
ッ
ト
を
検
索
す
れ
ば
、

多
く
の
情
報
が
載
っ
て
い
る
。 

 

さ
て
さ
て
、
こ
こ
か
ら
が
本
論
本
題
。 

 
 

 

古
道
・
名
倉
道 

 

安
角
と
沼
の
間
、
丸
山(

三
九
六
ｍ)

と
葡
萄
鼻
山

(

七
九
八
ｍ)

に
挟
ま
れ
た
ゆ
る
や
か
な
低
山
地
帯

の
中
に
、
古
く
か
ら
の
道
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
間
点
、

標
高
三
〇
〇
ｍ
ほ
ど
の
峠
の
下
、
小
綱
木
川
の
川
辺

に
今
は
た
だ
草
藪
の
小
さ
な
平
地
。
そ
こ
に
、
か
つ

て
人
家
が
あ
っ
て
、
地
名
が
名
倉
。 

 

そ
れ
で
、
こ
の
道
を
名
倉
道
と
い
う
。 

 

名
倉
道
は
、
沼
ー
安
角
ー
鮖
谷
ー
幾
地
ー
大
長
谷

と
つ
な
が
る
道
。
本
紙
前
号
で
紹
介
し
た
米
沢
街
道

の
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
・
ル
ー
ト
。 

                    

名倉道 
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江
戸
幕
府
は
、
大
島
・
下
関
・
上
関
に
米
沢
街
道

の
宿
場
を
置
き
、
荷
物
継
送
り
の
本
道
と
定
め
た
。

宿
場
の
経
済
を
支
え
る
た
め
、
宿
場
継
送
り
を
逃
れ

る
間
道
の
荷
運
び
を
禁
止
し
た
。 

 

よ
っ
て
出
羽
内
陸
へ
の
メ
ー
ン
ル
ー
ト
は
、
関
を

通
る
街
道
に
な
っ
た
。
が
、
た
だ
歩
く
だ
け
な
ら
名

倉
道
の
方
が
短
い
。
江
戸
時
代
以
前
で
あ
れ
ば
な
お
、

奥
羽
へ
急
ぐ
旅
人
に
は
活
用
さ
れ
た
道
だ
っ
た
は

ず
。 

 

名
倉
観
音 

 

名
倉
の
近
く
山
中
に
、
根
元
が
洞
窟
に
な
っ
た
巨

大
な
岩
が
鎮
座
し
て
い
る
。
岩
窟
に
は
、
以
前
、
馬

頭
観
音
が
祀
ら
れ
、
「
名
倉
観
音
」
と
称
さ
れ
て
信

仰
を
集
め
て
い
た
と
い
う
。 

 

そ
の
由
緒
に
、
万
里
小
路
藤
房
が
登
場
す
る
。 

 

こ
の
観
音
様
は
、
旅
の
途
中
の
藤
房
が
、
旅
人
の

安
全
を
祈
っ
て
建
て
た
も
の
な
の
だ
と
。 

 

こ
の
話
を
、
二
〇
一
〇
年
歴
史
館
古
道
探
索
の
現

地
で
、
講
師
の
横
山
征
平
さ
ん
か
ら
聞
い
た
。 

 

そ
の
後
、
新
潟
県
教
育
委
員
会
発
行
の
小
冊
子

「
会
津
街
道
・
米
沢
街
道
」 

の
中
に
、
高
橋
重
右

エ
門
さ
ん
が
、
そ
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
を
見
つ

け
た
。 

 

こ
の
冊
子
、
発
行
は
一
九
九
七
年
。
ち
ょ
う
ど
私

が
県
庁
に
入
っ
た
年
。
編
集
の
文
化
行
政
課
は
、
私

の
い
た
課
の
真
上
の
階
。
あ
の
時
あ
の
頃
、
頭
の
上

に
藤
房
卿
が
登
場
し
て
い
た
と
思
え
ば
、
奇
し
き
ご

縁
と
い
う
べ
き
か
。
そ
れ
は
ま
あ
、
さ
て
お
く
と
し

て
。 

 

藤
房
の
越
え
た
峠 

 

補
陀
寺
と
名
倉
の
伝
承
を
つ
な
げ
れ
ば
、
推
論
の

帰
結
は
明
ら
か
。 

 

万
里
小
路
藤
房
は
、
師
の
月
泉
和
尚
と
共
に
名
倉

道
を
通
っ
て
出
羽
へ
抜
け
た
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

で
は
、
沼
か
ら
先
の
羽
越
国
境
越
え
ル
ー
ト
は
？ 

 

藤
房
の
当
時
、
大
里
峠
は
ま
だ
な
い
。
沼
か
ら
は

茅
峠
越
え
の
道
に
な
る
。 

 

若
ぶ
な
高
原
を
越
え
て
一
旦
荒
谷
沢
へ
下
り
、
沢

底
か
ら
茅
峠
に
登
り
返
し
て
金
丸
へ
下
る
。
そ
こ
か

ら
八
ツ
口
、
そ
し
て
田
代
峠
を
越
え
て
小
渡
に
下
り
、

小
国
盆
地
へ
。
と
ま
あ
、
こ
ん
な
ル
ー
ト
に
な
る
。 

 

現
代
の
私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
、
な
ん
と
も
大
変
な

道
を
と
思
う
。
が
し
か
し
、
当
時
は
そ
の
道
し
か
な

く
、
ま
た
、
皆
が
そ
の
道
を
歩
い
て
い
る
と
な
れ
ば
、

ご
く
当
然
の
こ
と
と
し
て
歩
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

 

洞
窟
に
響
く
は
、
観
音
経
か
祝
詞
か 

 

十
三
年
前
に
訪
れ
た
時
、
洞
窟
の
観
音
様
は
す
で

に
不
在
だ
っ
た
。 

 

あ
る
人
の
夢
枕
に
名
倉
観
音
が
現
れ
て
、
麓
へ
連

れ
て
行
け
ー
と
の
お
告
げ
。
そ
れ
で
、
そ
の
人
、
観

音
様
を
負
ぶ
っ
て
自
分
の
村
へ
連
れ
帰
っ
た
。
江
戸

時
代
の
頃
の
話
だ
と
か
。 

 

洞
窟
に
は
、
観
音
の
身
代
わ
り
か
山
の
神
が
祀
っ

て
あ
っ
た
。 

 

そ
れ
か
ら
九
年
後
、
二
〇
一
九
年
の
歴
史
館
行
事

で
再
び
名
倉
道
へ
。
同
行
の
平
田
大
六
さ
ん
が
、
洞

窟
で
呟
い
た
。
「
観
音
様
な
ら
観
音
経
を
上
げ
る
つ

も
り
だ
っ
た
が
、
山
の
神
な
ら
祝
詞
に
し
よ
か
」
。

不
思
議
な
力
が
湧
く
と
い
う
観
音
経
「
念
彼
観
音
力

（
ね
ん
ぴ
か
ん
の
ん
り
き)

」。
さ
て
こ
そ
大
六
氏
の

底
知
れ
ぬ
パ
ワ
ー
の
根
源
か
。
代
わ
っ
て
岩
窟
に
響

い
た
祝
詞
。 

 

七
百
年
続
く
神
仏
両
用
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
。 
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民
具
が
語
る
生
活
史 

民
具
⑲ 

人
形 

 
ま
も
な
く
月
遅
れ
の
節
句
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
期
、

毎
年
渡
邉
邸
で
は
ひ
な
人
形
を
飾
り
、
見
学
者
の
目
を

楽
し
ま
せ
て
い
ま
す
。
箱
書
き
に
よ
る
と
、
こ
の
ひ
な

人
形
は
安
政
５(
一
八
五
八)

年
の
も
の
で
、
五
人
囃
子

な
ど
も
同
時
期
に
求
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。(

写
真
１)

 

時
代
は
幕
末
へ
向
か
う
世

情
不
安
の
こ
ろ
、
渡
邉
三
左
衛
門
家
は
幕
府
や
米
沢
藩

に
多
額
の
出
費
を
嵩
ね
、
多
く
の
土
地
を
質
に
入
れ
ま

す
。
決
し
て
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
よ
う
な
勢
い
の
時
期
で

は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
９
代
善
一(
よ
し
か
ず)

は
長
女
順
の
初
節
句
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
立
派
な

ひ
な
飾
り
を
求
め
た
よ
う
で
す
。 

余
談
で
す
が
、
長
じ
て
順
さ
ん
は
、
上
関
の
新
桂
屋

渡
辺
羊
太
郎
氏
へ
嫁
い
で
お
ら
れ
ま
す
。
嫁
い
で
か
ら

も
実
家
の
ひ
な
人
形
を
ご
覧
に
な
ら
れ
た
か
な
ぁ
、
お

子
さ
ん
方
に 

「
あ
の
ひ
な 

飾
り
は
わ
た 

し
の
節
句
に 

…
」
な
ど
と 

語
っ
て
お
ら 

れ
た
か
し
ら
、 

と
順
さ
ん
の 

人
生
を
想
像 

し
て
い
ま
す
。 

(

写
真
１) 

 

で
は
、
関
川
村
の
一
般
家
庭
の
ひ
な
飾
り
は
ど
う
で

あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
飾
ら
れ
た
も
の
の
多
く
は
土
人

形
で
し
た
。
伏
見
人
形
、
博
多
人
形
、
「
猫
に
鯛
」
が

人
気
の
米
沢
の
相
良
人
形
も
す
べ
て
土
人
形
で
す
が
、

関
川
村
に
流
通
し
た
も
の
は
旧
神
林
村
松
沢
の
大
浜

(

お
お
は
ま)

人
形
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
大
浜
人
形

は
、
村
上
藩
の
御
用
職
人
と
し
て
三
河
の
大
浜
か
ら
来

た
瓦
工
が
伝
え
た
の
が
そ
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
男
女
関
係
な
く
初
節
句
に
合
わ
せ
て
用
意
す
る
も

の
だ
っ
た
そ
う
で
、
お
子
さ
ん
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い

る
物
も
あ
り
ま
す
。
種
類
は
、
加
藤
清
正
、
菅
原
道
真
、

金
太
郎
、
桃
太
郎
、
藤
娘
、
七
福
神
、
三
番
叟(

さ
ん

ば
そ
う)

、
大
石
内
蔵
助
、
お
多
福
、
と
様
々
で
す
。(

写

真
２)

 

い
ず
れ
も
子
の
健
や
か
な
成
長
を
願
い
、
用

意
さ
れ
、
飾
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

 
そ
も
そ
も
ひ
な
人
形
は
、
中
国
の
「
上
巳
の
節
句
」・

平
安
時
代
に
災
厄
を
人
の
代
わ
り
に
人
形(

ひ
と
か

た)

・
形
代(
か
た
し
ろ)

に
移
し
て
川
に
流
す
風
習
・

宮
中
の
「
ひ
い
な
遊
び
」
な
ど
が
合
わ
さ
っ
て
で
き
た

も
の
で
す
。
人
形(
ひ
と
か
た)

・
形
代(

か
た
し
ろ)

な

ど
は
聞
き
覚
え
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
千
と

千
尋
の
神
隠
し
」
に
出
て
く
る
紙
の
鳥
の
よ
う
な
も
の

が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
今
で
も
神
社
の
夏
越(

な
ご

し)

の
祓
い
や
大
祓
い
の
式
で
用
い
ら
れ
ま
す
。
紫
式

部
の
『
源
氏
物
語
』
に
光
源
氏
が
須
磨
の
海
に
人
形
を

流
す
場
面
が
あ
り
ま
す
。
よ
か
っ
た
ら
探
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。 

          

人
形
を
「
流
し
て
厄
を
払
う
も
の
」
か
ら
、「
大
切

に
飾
る
こ
と
で
子
の
健
や
か
な
成
長
を
願
う
≒
厄
を

祓
う
も
の
」
へ
と
そ
の
捉
え
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
結

果
、
い
ま
の
よ
う
な
ひ
な
飾
り
の
形
が
定
着
し
て
い
き

ま
し
た
。
昭
和
30
年
代
に
は
「
人
形
供
養
」
と
い
う
新

し
い
習
俗
が
生
ま
れ
、
現
代
に
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
が
人
形
に
特
別
な
感
情
を
抱
く
の
は
、
古
代

か
ら
脈
々
と
伝
わ
っ
て
き
た
日
本
人
の
感
性
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

お
隣
の
村
上
市
を
は
じ
め
、
各
地
で
ひ
な
飾
り
を
用

い
た
町
お
こ
し
が
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
各
地
の
ひ
な

飾
り
を
楽
し
み
な
が
ら
、
家
に
伝
わ
る
ひ
な
人
形
・
土

人
形
を
、
改
め
て
眺
め
て
み
ま
せ
ん
か
。(

田
村
舞
子
） 

参
考
文
献
民
具
学
会
編
一
九
九
七
「
人
形
」
「
雛
人
形
」

『
日
本
民
具
辞
典
』
ぎ
ょ
う
せ
い
出
版
、
佐
久
間
惇
一
・

石
井
中
・
矢
部
キ
ヨ
編
「
お
ひ
な
様
」
一
九
八
六
『
関
川

郷
の
民
俗
』
関
川
村
教
育
委
員
会 

写
真
２ 
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新
潟
県
全
域
に
広
く
「
ち
ょ
す
」
は
使
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。
触
る
、
を
意
味
す
る
方
言
で
す
が
、
似
た
よ
う

な
音
で
似
た
よ
う
な
意
味
を
持
つ
標
準
語
の
無
い
、
独
特

な
言
葉
で
す
。
「
お
れ
ち
ょ
の
化
石
、
ち
ょ
す
な
よ
」
と

言
え
ば
「
私
の
化
石
に
触
ら
な
い
で
」
と
な
り
ま
す
。
こ

の
「
ち
ょ
す
」
が
発
展
す
る
と
「
ち
ょ
し
こ
も
っ
こ
」
と

な
り
「
触
る
」
を
強
め
た
「
い
じ
る
」
の
意
味
に
な
り
ま

す
。「
ん
め
、
ち
ょ
し
こ
も
っ
こ
し
た
さ
ん
、
お
れ
ち
ょ

の
化
石
、
ほ
い
し
、
ぼ
っ
こ
れ
で
し
も
だ
」
＝
「
あ
な
た

が
あ
ん
ま
り
む
や
み
に
い
じ
く
り
回
す
か
ら
私
の
大
事

な
ム
カ
シ
ニ
ッ
ケ
イ
の
化
石
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
わ
」 

 

言
葉
は
使
わ
れ
な
い
と
、
や
が
て
死
語
と
な
り
ま
す
。

言
葉
の
博
物
館
は
な
い
の
で
保
存
も
で
き
ま
せ
ん
。
是
非

「
ち
ょ
す
」
を
使
っ
て
、
未
来
に
つ
な
げ
て
く
だ
さ
い
。

「
ち
ょ
す
」
か
ら
の
切
実
な
希
望
で
す
。(

安
久) 

          

モ
ノ
言
う
も
の
・
化
石
の
話 

 

佐
藤
貞
治
先
生(

令
和
二
年
没
・
享
年
八
十
六)

は
高
校

教
師
と
し
て
は
う
だ
つ
の
あ
が
ら
な
い
現
役
生
活
を
送

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
地
質
学
者
と
し
て
は
名
の
あ
る
方
だ

っ
た
。
そ
れ
故
、
第
二
代
の
歴
史
館
長
と
な
る
と
様
々
な

館
外
活
動
を
始
め
た
。
古
道
歩
き
、
山
城
探
索
、
巨
木
探

索
な
ど
、
美
術
館
巡
り
や
こ
の
会
報
誌
も
同
様
で
あ
る
。

特
に
専
門
の
地
質
学
で
は
化
石
探
し
が
得
意
で
、
子
供
達

が
探
し
て
持
っ
て
く
る
貝
や
蟹
な
ど
の
化
石
を
ど
か
っ

と
座
っ
て
待
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
何
百
万
年
前
の

な
ん
と
か
だ
と
、
適
当
お
お
ざ
っ
ぱ
に
鑑
定
し
て
い
れ
ば

良
か
っ
た
か
ら
だ
。
地
層
の
露
出
し
た
斜
面
を
ツ
ル
ハ
シ

で
掘
る
の
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
Ｉ
氏
と
Ｋ
氏
。
二
人
が
掘

り
崩
し
た
岩
石
を
子
供
達
が
金
槌
で
割
っ
て
化
石
を
探

す
流
れ
だ
が
、
こ
の
崖
を
掘
る
作
業
が
結
構
な
労
働
ら
し

く
、
疲
れ
て
く
る
と
自
分
で
掘
っ
た
石
を
拾
っ
て
、
知
り

も
し
な
い
の
に
こ
れ
は
な
ん
と
か
と
い
う
化
石
だ
と
か

言
い
始
め
る
。
こ
れ
を
見
張
る
の
が
私
の
仕
事
で
「
あ
ん

た
方
は
た
だ
掘
っ
て
れ
ば
い
い
ん
だ
」
と
注
意
す
る
。
場

所
に
よ
っ
て
は
水
気
が
多
く
、
ツ
ル
ハ
シ
を
振
り
下
ろ
す

度
に
泥
水
が
飛
ん
で
、
彼
ら
の
顔
も
衣
服
も
泥
だ
ら
け
に

な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
う
い
う
時
は
少
し
離
れ
た
所
で

声
を
か
け
る
。
そ
う
し
て
見
つ
け
た
化
石
が
当
館
に
は
多

数
あ
り
、
人
類
が
こ
の
地
球
に
出
現
す
る
前
、
こ
こ
が
海

の
底
だ
っ
た
こ
と
を
語
り
、
子
供
達
の
歓
声
と
泥
に
ま
み

れ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
姿
を
彷
彿
さ
せ
る
の
だ
。(

安
久) 

歴
史
館
行
事
の
報
告 

〇
山
と
花
の
ス
ラ
イ
ド
解
説
会 

１
月
15
日(

日)

、
参

加
者
二
十
八
名
で
し
た
。 

〇
民
具
体
験
実
施 

２
月
22
日(

水)

、
関
川
小
学
校
３

年
生
が
「
昔
の
道
具
調
べ
」
学
習
に
来
館
し
ま
し
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
み
な
さ
ん
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
時
の
様
子
や
感
想
を
エ
ン
ト
ラ

ン
ス
ホ
ー
ル
に
展
示
し
て
い
ま
す
。 

〇
古
文
書
解
読
講
座(

１
月
～
３
月) 

江
戸
時
代
の
文

書(

宗
門
人
別
帳
へ
記
す
た
め
の
為
取
替
文
書
、
借
用

文
書
、
「
博
奕
を
し
ま
せ
ん
！
」
と
い
う
小
見
村
・
上

野
山
村
・
滝
原
村
三
か
村
の
誓
い
な
ど)

を
読
ん
で
い

ま
す
。 

お
知
ら
せ 

〇
村
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
歴
史
館
所
蔵
絵
画
展
」 

小
野

末
・
長
谷
部
権
次
呂
・
坂
井
初
雪
・
三
品
優
な
ど
の
作

品
、
15
点
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
会
期:

～
５
月
７
日

(

日)

で
す
。
観
覧
は
無
料
で
す
。 

〇
令
和
５
年
度
友
の
会
会
員
募
集
の
お
知
ら
せ 

令
和

４
年
度
の
友
の
会
ご
加
入
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
令
和
５
年
度
の
行
事
・
予
定
は
同
封
い
た
し
ま
し

た
会
員
募
集
の
紙
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
よ
か
っ
た
ら
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！ 

い
わ
か
が
み 

第
九
二
号 

発
行
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令
和
五
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三
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編
集
発
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せ
き
か
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と
み
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の
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方 

言

一

考

・ 

ち

ょ

す 

ちょしこもっこされてぼっこれたム

カシニッケイの化石(荒川台で発見さ

れた、約 1500 万年前のクスノキ科の

植物。人類の祖先アウストラロピテク

スがアフリカに誕生するのはこの

1000万年後である) 
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