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丹
波
に
於
け
る
古
代
人
の
生
活

(

1

)

藤

田

元

春

緒

言

予
が
こ
ゝ
で
丹
紋
だ
い
ふ
地
域
は
'
現
在
の
行
政
筒
割
で
京
都
肝
に
屠
す
る
南
北
桑
田
.
船
井
'
何
鹿
も
天
田
の

五
郡
に
兵
庫
櫛
に
属
す
る
多
紀
氷
上
の
二
郡
を
各
し
た
.
和
銅
六
年
以
後
の
丹
波
で
あ
る
.
地
形
摩
的
に
之
を
見
れ

ば
そ
の
充
填
に
は
南
十
五
度
酉
に
走
る
朽
木
谷
断
層
中
村
致
接
の
所
謂
花
折
断
層
が
あ
っ
て
比
良
山
塊
ど
の
限
界
を

つ
-
ち
.
兼
北
に
は
熊
川
断
層
が
あ
っ
て
三
方
地
塊
か
ら
置
介
さ
れ
る
.
し
か
し
吏
ら
に
精
細
に
こ
の
高
原
の
兼
北

境
を
み
る
L･J
ら
ば
､
熊
川
断
層
に
並
行
し
て
知
三
川
の
し
め
す
酉
北
東
南
の
渓
谷
が
あ
っ
て
三
観
獄
の
寵
に
達
し
､

駄
ら
に
生
形
か
ら
蕃
川
に
蓬
す
る
安
曇
川
支
谷
の

1
線
が
明
に
沖
波
高
原
ビ
首
里
ケ
撤
地
塊
だ
を
置
介
し
て
み
る
か

ら
P
熊
川
断
層
か
ら
酉
十
四
粁
轟
は
井
波
の
境
域
以
外
で
あ
る
｡
同
様
に
花
折
断
層
の
西
約
六
粁
を

へ

だて
花
期
に

八
桝
､
大
布
施
､
別
所
を
つ
ら
ぬ
る
大
井
川
上
流
の
南
北
の
小
断
簡
が
あ
る
ら
し
い
か
ら
'
こ
～
に
も

一
つ
の
日
蝕



的
境
界
線
が
出
凍
-
る
の
で
あ
る
｡
L
か
し
こ
の
八
桝
大
布
施
ビ
い
っ
た
載
脊
村
の
地
は
､
今
日
で
こ
そ
愛
宕
郡
で

は
あ
る
が
p
亜
臣
氏
の
問
埼
改
定
以
前
は
山
国
藁
の
中
で
あ
っ
て
､
黒
川
道
繭
の
日
次
記
事
に
も
丹
波
八
桝
村
だ
託

し
て
あ
る
｡
現
に
大
悲
山
峯
足
守
の
鐘
に
丹
波
山
囲
荘
の
銘
が
あ
る
位
で
あ
る
か
ら
､
荘
折
断
層
ま
で
を
丹
波

ĴJ
見

て
芸
文

へ
ぬ
｡

つ
ぎ
に
こ
の
団
の
北
方
を
み
る
好
こ
こ
問
獄
か
ら
八
ケ
峯
頭
巾
山
な
で
い
ふ
入
官
米
以
上
の
高
山
連
峰
で
高
原
の
遊

ノ
タ
オ
ヒ

線
を
な
し
そ
の
北
に
は
鹿
西
の
方
向
に
納

田

終

川

の
示
め
し
て
ゐ
る
断
簡
が
あ
る
'
南
の
方
は
確
津
の
牝
境
に
聾
ゆ

る

一
帯
の
高
原
が
兼
は
天
王
山
か
ら
､
酉
は
六
甲
の
花
閥
岩
噴
出
地
に
購
か
ま
っ
て
ゐ
る
｡
之
を
豊
能
地
塊
ビ
い
ひ

最
高
七
膏
九
十

一
米
の
探
山
を
宗
だ
す
る
｡
西
は
加
古
川
の
渓
谷
だ
竹
田
川
及
由
良
川
本
流
が
南
北
に
流
れ
て
p
生

野
山
地
塊
だ
大
江
山
地
塊
F,-J
を
限
る
か
ら
.
所
謂
井
波
圃
ど
こ
の
丹
波
プ
ロ
パ
ー
だ
は
幅
凡
二
十
粁
内
外

だけ
の
差

を
生
ず
る
｡
か
-
て
兼
酉
七
十
八
粁
'
南
北
凡
六
十
粁
に
蓮
す
る

1
大
高
原
が
古
生
暦
の
堅
い
ブ

ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て

我
近
畿
階
段
平
原
の
北
方
の
障
犀
ど
な

も
､
南
の
紀
和
高
原
ビ
相
勤
し
で
晒
居
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.

古
い
陸
地
で
あ
る
か
ら
白
か
ら
何
回
ど
な
-
基
準
作
用
を
-
け
た
こ
だ
で
あ
ら
-
､
現
在
に
於
て
も
最
後
に
準
平

原
化
し
た
朋
の
趣
き
を
'
そ
の
多
-
の
連
山
の
頂
上
に
し
め
し
て
ゐ
る
が
.
東
北
の
隅
に
於
で
特
に
高
度
が
高
-
五

官
米
以
上
の
桑
田
地
塊
だ
い
ふ
べ
き

一
地
形
匿
を
つ
-
つ
て
ゐ
る
.

こ
の
地
塊
は
所
謂
束
都
府
の
北
海
道
.,J
科
せ
ら
る
～
人
口
密
度
の
最
も
稀
薄
な
山
地
で
あ
る
が
'
し
か
し

一
千
米

を
越
す
や
-
里
向
山
は
な
い
｡
載
折
断
簡
や
納
m
終
断
層
に
限
ら
れ
た
達
雄
が
重

商
で
'
余
憤
だ
し
て
は
西
南
に
傾

い
て
ゐ
る
｡
大
非
川
､
由
良
川
'
上
林
川
だ
い
ふ
三
川
が
を
の
傾
斜
に
従
っ
て
並
行
に
西
南
流
し
て
ゐ
る
の
が
其
証

沖
池
に
放
け
る
古
代
人
の
坐
括

三

二
7
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で
あ
る
｡
し
か
る
に
こ
の
三
つ
の
川
は
い
づ
れ
も
水
甑
を
出
て
か
ら
凡
三
十
粁
轟
を
酉
南
流
し
た
地
鮎
で
云
ひ
合
は

し
た
や
-
に
方
向
が
塵
化
す
る
｡
そ
の
塵
化
す
る
軸
は
恰
も
桑
m
地
塊
の
傾
斜
の
方
向
に
直
角
に
交
は
る
-
の
で
あ

っ
て
.
由
良
川
ビ
上
林
川
は
東
南
か
ら
西
北
に
碑
向
し
て
鹿
部
福
知
山
の
盆
地
に
注
ぎ
､
大
井
川
は
閣
北
か
ら
東
南

に
樽
向
し
て
保
津
川
ど
な
っ
て
亀
岡
盆
地
に
入
る
?

こ
の
二
つ
の
元

の
分
水
界
は
胡
麻
輝
で
海
放
線
に
八
田
九
十
四

帆
に
過
ぎ
な
い
'
し
か
も
そ
の
輝
の
附
近
を
流
る
～
畑
川
ビ
い
ふ
の
成
昔
は
大
井
川

へ
流
れ
た
が
自
己
の
つ
-
つ
た

洪
積
層
の
た
め
に
高
尾
川

へ
流
れ
た
め

で
あ
る
程
に
'
こ
の
雨
水
の
分
水
は
極
め
て
不
確
か
な
も
の
で
あ
る
｡

こ
の

葦
は
さ
き
に
中
村
教
授
が
指
摘
さ
れ
た
朗
で
あ
る
0

さ
て
か
う
し
た
桑
用
地
塊
の
傾
斜
塵
化
の

1
線
か
ら
取

れ
,の
こ
さ
れ
た
井
波
地
塊
の
他
の
車
両
を
み
る
ビ
蚤
-
忠

年
性
の
低

い
比
鹿
的
平
坦
な
高
原
で
あ
る
か
ら
､
水
脈
は
桑
田
地
塊
の
如
-
明
瞭
で
な
い
｡
大
袈
裟
に
云

へ
ば
鰐
問

の
中
央
部
に
似
て
ゐ
る
.
高
屋
川
､
土
師
川
､
園
部
川
､
篠
山
川
だ
で
も
名
づ
-

べ
き
無
名
に
近
い
小
谷
が
五
百
六

米
の
三
周
岳
の
麓
を
め
ぐ

っ
て
不
規
則
に
出
て
或
は
北
流
し
或
は
西
北
流
し
或
は
酉
流
し
或
は
商
流
す
る
0

苗
に
於
で
か
升
波
高
原
に
落
下
す
る
雨
水
は
不
明
瞭
な
分
水
地
か
ら
出
て
､
こ
の
間
を
西
北
兼
閲
に
縦
断
す
る
土

師
川
p
通
良
川
ビ
保
津
川
E
に
集
ま
ら

ざ
る
を
得
な
-
な
つ
で
'
や
が
て
西
北
に
葡
知
山
盆
地
p
東
商
に
穐
岡
盆
地

を
開
い
た
の
で
あ
っ
た
｡

･･.-
換
言
す
れ
ば
丹
吸
の
地
形
は
之
を
二
つ
に
置
介
し
て

1
は
東
北
の
桑
田
高
原
地
塊

1
は
関
南
の
低
原
地
塊
ビ
し
､

そ
の
左
右
に
二
つ
の
小
盆
地
が
出
凍
た
の
で
あ
る
｡
即
四
地
坪
値
か
ら
成
立
す
る
AJJ
見
ら
れ
る
｡
桑
田
地
塊
は
狩
猟
時

代
を
す
ぎ
て
'
造
林
を
主
ビ
す
る
鹿
民
の
居
住
地
だ
あ
-
'
西
南
地
塊
は
過
去
の
･牧
畜
生
酒
か
ら
出
発
し
て
現
在
は



同
じ
-
盛
業
地
ど
な

ゎ
ー
他
の
二
つ
の
南
北
の
盆
地
は
純
盤
水
的
地
ど
な

-
養
荒
を
そ
の
副
業
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ

も
｡
面
白
い
こ
.1J
は
こ
の
二
つ
の
盆
地
を
連
ね
る
交
通
線
は
所
謂
丹
波
荷
造
で
あ
っ
て
､
平
安
朝
の
佳
人
小
式
部
内

侍
を
し
て

大
江
山
並
の
1

道
の
撞
け
れ
ば
'
よ
だ
ふ
み
-
み
ず
天
の
橋
立

だ
詠
せ
し

め
た
山
陰
線
の
幹
線
で
あ
る
?京
都
を
酉
に
大
井
川
を
娃
村
か
ら
徐
々
に
の
ぼ
っ
て
党
の
阪
峠
(
古

へ
大
枚

酌
め
･C,)
を
こ
え
て
亀
岡
に
出
る
が
'
亀
岡
か
ら
さ
き
は
ぎ
-
か
ど
い
へ
ぼ
､
両
知
･ET
t骨
頭
に
歌
ほ
れ
て
ゐ
る
や
-
に
､

福
知
山

か
ら
長
田
野
=
え
て
'
駒
な
は
や
め
て
地
山

へ

こ
の
歌
に
長
田
野
だ
い
ふ
語
に
代
乗
せ
ら
る
る
西
南
低
原
地
塊
を
洩
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
こ
れ
は
過
去
の
胡
麻
の
敏
の

あ
っ
た
高
原
性
の
野
原
で
あ
る
｡
分
水
界
が
不
明
瞭
で
あ
る
収
め
に
'
通
路
に
定
着
性
が
乏
し
い
｡
あ
ま
り
等
苔
む

し
な
い
で
数
修
の
横
断
線
が
出
凍
た
｡
苗
に
於
て
か
宙
水
亀
山
(亀
岡
)
か
ら
さ
き
の
丹
波
荷
造
な
る
も
の
に
は
戴
鍵

蓬
が
あ
る
｡

剛
史
の
示
め
す
所
に
よ
れ
ば
崇
醐
天
皇
十
年
詔
を
-
け
て
丹
波
の
荷
造
を
西
進
さ
れ
た
賂
罫
は
沖
波
道
主
命
で
あ

っ
た
｡
そ
の
通
過
さ
れ
た
道
は
勿
論
今
の
蹴
草
道
で
は
な
い
｡
墓
碑
天
皇
六
十
年
の
健
に
出
雲
撮
根
の
乳
が
あ
っ
て

山
室
大
赦
の
怨
配
が
中
絶
し
た
時
.
そ
の
再
興
に
電
力
し
た
人
が
'
丹
波
氷
上
入
水
香
月
連
で
あ
っ
た
ど
い
ふ
こ
"J

L1
.u
が
ら
考

へ
る
E
t
最
初
の
丹
波
相
法
は
亀
岡
か
ら
弁
田
野
を
す
ぎ
､
今
の
天
引
峠
を
こ
え
て
篠
山
に
出
で
ー･永

･

上
郡
囲
領
に
達
し
'
竹
田
州

に
従
つ
=て
稲
知
山
に
出
る
か
'
遠
坂
を
越
え
て
但
馬
に
出
た
も
の
で
あ
っ
た
.｡
荘
寄
式

に
訳
さ
れ
て
ゐ
る
満
輝
の
名
が

∵
大
枚
､

野
口
.p

小
野
'

長
柄
.
盈
角
'
佐
治
ビ
あ
る
の
が
そ
の
苛
左
で
あ
る
｡

丹
紋
に
於
け
る
宙
代
人
の
盈
倍

量

二
三
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二
凹

大
破
は
今
も
大
枝
村
で
か
の
老
坂
越
｡
野
口
は
亀
岡
の
西
北
船
井
郡
本
楯
｡
小
野
ビ
長
柄
は
多
紀
郡
で
'
屋
角
だ
佐

治
は
氷
上
で
あ
る
｡
蓋
し
こ
の
道
は
崇
紳
天
皇
以
来
の
=
陰
本
線
で
あ
っ
た
が
'
天
正
以
後
の
丹
波
街
道
は
亀
岡
i

八
木
.
園
部
を

へ
で
観
音
峠
を
こ
え
須
知
に
出
で
～
檎
山
に
達
し
'
生
野
を

へ
で
福
知
山
に
通
す
る
も
の
ど
'
檎
山

か
ら
三
宮
を

へ
で
大
原
を
こ
え
て
綾
部
に
通
じ
衆
鶴
に
遵
す
る
支
道
が
発
え
た
｡
現
在
の
蛾
道
は
園
部
か
ら
北
殿
田

tこ
出
て
胡
麻
か
ら
和
知
に
迫
ず
る
｡
か
-
し
た
三
本
か
四
本
の
自
由
な
街
道
を
作
-
わ
し
濃
に
平
坦
性
を
し
め
し
て

ゐ
る
の
も
面
白
い
こ
亡
で
あ
る
｡
苗
に
於
で
か
丹
波
の
西
南
低
原
部
は
比
較
的
に
村
落
が
片
寄
ら
L･{
い
で
､
常
備
に

分
布
し
た
｡
海
按
二
宮
五
十
米
内
外
の
原
野
に
t

.1
万
粁
有
人
内
外
の
密
度
を
し
め
す
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
し
か
し

桑
田
地
塊
は
平
均
高
度
三
宮
米
の
谷
間
に
住
ん
で
五
十
人
以
下
ビ
い
ふ
日
本
で
も
珍
ら
し
い
稀
薄
な
人
口
密
度
を
示

め
し
､
亀
岡
及
麻
知
山
の
閣
盆
地
は
各
二
百
人
内
外
の
網
密
度
聖

不
め
し
て
ゐ
る
0(
小
野
蝕
二
氏
郡
市
別
人
臼
密
度

問
を
見
よ
)

か
う
し
た
人
口
密
度
の
三
階
級
が
自
然
の
地
形
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
の
な
見
る
E
､
同
時
に
雨
盆
地
に
於
け
る
農

業
生
活
'
西
南
低
原
部
の
吸
盤
佳
活
､
桑
田
地
塊
の
幾
林
産
活
ビ
い
っ
た
人
文
現
象
の
因
っ
て
生
す
る
班
由
が
容
易

に
即
解
さ
れ
る
ビ
瓜
ふ
｡
そ
こ
で
千
は
か
-
し
た
三
地
形
隈
の
人
文
の
塵
化
を
､
縦
に
み
て
歴
史
的
に
塵
遷
し
た
こ

の
間
の
産
業
的
珪
活
の
跡
を
尋
ね
て
見
や
う
ど
考

へ
て
こ
の

1
籍
を
草
し
た
の
で
あ
る
.
蓋
し
人
文
地
坪
聾
の
目
的

だ
し
封
稀
ビ
す
る
問
題
は
､
単
に
地
形
や
自
然
現
象
の
み
で
な
-
て
､
人
間
的
要
素
が
多
い
､
自
か
ら
か
う
し
た
過

去

へ
の
回
頭
を
必
要
だ
す
る
こ
と
を
侶
す
る
か
ら
で
あ
る
O



漁

業

生

活

｢

丹
波
は
山
の
問
で
あ
る
'
慣
海
の
地
で
も
な
け
れ
ば
大
河
貫
流
の
境
で
も
な
い
｡
ぎ
う
し
て

さ
う
し
た
土
地
に
漁

業
壁
活
が
あ

ら
う
る
で
あ
ら
-
E
は
誰
し
も
考

へ
う
る
朗
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
遼
遠
な
育
代
を
想
像
す
る
ビ
必

L
も
丹
波
の
如
き
山
中
の
固
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
漁
業
の
民
が
居
な
か
っ
た
E
は
云

へ
L･4
い
.
育
-
は
海
部
直
が
丹

澱
の
問
造
で
あ
っ
た
'
勿
論
を
の
本
嘘
は
涛
海
の
地
丹
後
問
丹
波
郡
(
今
中
郡
)
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
が
p
さ
-

し
た

一
族
の
支
配
が
山
の
中
に
も
及
ん
で
､
中
古
に
天
田
郡
の
天
領
に
丹
波
直
が
就
任
し
て
ゐ
る
ビ
同
時
に
.
船
井

郡
に
も
丹
波
氏
が
さ
か
え
化
の
を
見
る
E
､
川
に
沿
ふ
て
古
い
漁
業
の
民
が
p
段
々
間
中
に
も
入
っ
て
き
た
こ
Tk)
那

わ
か
る
で
は
な
い
か
.

丹
波
の
川
に
は
太
平
洋

へ
出
る
大
井
川
だ
'
日
本
海
斜
両
の
由
良
川
が
あ
る
､
い
づ
れ
も
そ
の
上
流
は
今
日
も
猶

鮎
の
名
産
地
で
あ
り
､
そ
の
両
河
の
支
流
い
づ
れ
も
が
山
椴
魚
の
主
産
地
で
あ
る
｡
古
代
の
人

々
は
か
う
し
た
細

い

河
に
も
測
っ
て
き
て
､
鮎
や
鮭
は
勿
論
下
盤
や

'1
ダ
カ
ス
の
珍
味
に
若
鼓
を
-
つ
た
こ
亡
で
あ
ら
-
｡
こ
れ
特
に
予

が
こ
の

一
部
を
設
け
た
所
以
で
あ
る
｡

護
憲
式
を
見
る
ビ
内
膳
司
に
諮
問
貢
進
の
御
繋
が
の
っ
て
ゐ
る
｡
中
に
丹
波
問
か
ら
は

丹

波

図

批
触
詣

表

露

が
蟹

竺

讐

悉

丹
波
に
於
け
る
古
代
人
の
紙
析



_
地

球

解
十

7
番

妨

f
班

員

二
六

だ
あ
る
､

丹
後
か
ら
も
生
鮮
三
棒
十
二
隻
三
度
云
々
と
あ
る
か
ら
､

鮭
の
献
上
の
数
は
丹
後
の
方
が
多

い
､
こ
れ
は

由
良
川
の
福
知
山
以
北
の
川
端
に
盛
漁
が
あ
っ
た

～
め
で
あ
ら
-
だ
考

へ
る
が
､
し
か
し
頑
知
山
か
ら
綾
部
､
和
知

へ
か
け
て
の
由
良
川
又
は
土
師
川
に
盛
ん
に
蛙
が
湖
上
し
た
こ
yJ
は
枚
を
要
し
甘
い
｡
由
良
川
の
鮭
に
封
し
て
南
丹

波
に
年
魚
が
多
か
っ
た
こ
と
も
亦
想
像
が
出
凍
る
｡
大
井
川
の
鮎
だ
い
へ
ば
京
都
人
の
賞
味
す
る
こ
と
は
も
凍
か
ら

の
習
慣
で
あ
-
､
そ
れ
が
楽
拙
御
用
で
北
桑
田
郡
の
山
間
か
ら
年
々
献
上
し
た
数
は
多

い
｡

生
の
鮎
を
運
ぶ
花
町
に
水
桶
を

一
箱
に
担
っ
て
適
皆
に
腰
を
ふ
る
ビ
桶
の
甲
の
水
は
瀞
測
}J
L
で
魚
ビ
共
に
飛
び

上
る
｡
下
手
に
す
れ
ば
水
が
無
-
L･.
る
'
水
を
動
か
さ
L..け
れ
ば
'
折
角
の
鮎
が
忽
ち
に
し
て
死
ぬ
.
こ
～
に
於
て

I.‥

か
か
-
し
た
桶
に
数
十
世
の
鮎
を
い
れ
て
死
な
さ
ぬ
や
-
に
運
搬
す
る
鮎
拝
の
兼
に
は
､
特
別
の
技
僻
を
必
要
ビ
し

た
o
弓
別
山
問
か
ら
周
山
荷
造
を
こ
え
て
山
城
艦
峯
に
達
す
る
街
道
に
は
､
同
時
Li
一
旦
お
き
位
に
鮎
の
水
を
か

へ

る
べ
き
晴
泉
､
水
流
､
井
1E
J
J
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
｡
夏

の
炎
天
に
山
坂
十
放
漫
を
､
惟
子
牛
纏

1
枚
'
向
鉢
巻

の
屈
強
な
壮
年
が
十
数
人
､
か
け
壁
い
さ
ま
し
-
'
腰
ビ
手
ど
の
撮

-
方
面
白
-
か
け
て
ゆ
-
有
様
は
'
聾
者
の
幼

時
に
見
逃
す
こ
と
の
出
水
ぬ
常
軌
の

tI
っ
で
あ
っ
た
0

忠
筋
王
記
む
み
る
と
'

明
脇
五
jF

T
月
八
日
'
山
国
鳥
倍
子
大
卿
虎
二
枚
'
柳
省

一
荷
､
鮎
館

丁
軒
数
､
串
朴
等
持
参
｡

ど
あ

る
｡

正

月

に

至

る
迄

歯

か
た

め

の

干

鮎
'

塵

鮎

'

鮎

鶴

ど

い
つ
た

も

の

～
山
間
に
肝

へ
ら
れ
た
こ
亡
は
遼
遠
Li

過
去
か
ら
の
習
慣
で
あ
っ
た
｡

御
湯
殿
上
の
日
記
に
は
､

弘
拍
三
年
七
月

叫
日
山
国
よ
り
御
あ
ゆ
よ
い
る

同
三
%
八
月

丁
目
山
岡
の
御
伽
よ
い
る



k
jあ
る
｡
禁
拙
御
料
地
ビ
し
て
の
山
固
､
累
田
開
村

へ
の
鮎
の
御
用
命
は

こ
れ
又
古
い
･こ
}J
で
あ
っ
た
｡

京
都
御
所
'
乾
御
門

(
和
姦
研
御
門
)

へ
の
さ
-
し
た
下
司
の
鮎
持
ち
が
出
入
す
る
こ
さ
さ

へ
も
御
許
し
が
あ
っ

て
'
円
盤
が
下
附
さ
れ
て
ゐ
た
｡
HF
開
村
字
辻
の
辻
氏
は
'
維
新
頃
ま
で
さ
-
し
た
御
用
係
-
で
あ
っ
た
､
享
保
元

年
以
後
年
々
の
鮎
の
献
上
数
を
開
銀
し
た
旦
い
帳
面
が
同
村
辻
筒
の
相
席
に
残
っ
て
ゐ
る
｡
年
々
平
均
教
官
B
iを
献

上
し
た
｡

御
析
株
へ
献
上
鮎
約
数
の
兜
(明
治
三
年
八
月
上
旬
)

一
'
北
鮎
四
甘
二
十
三
疋

1
.
鬼
鮎
糊
甘
凹
十

疋

右
の
地
番
献
地
'
則
鮎
代
地
人
夫
代
と
し
て
企
拾
大
開
頂
蹴
放
り
侠
都

七
ケ
村
絶
代

辻

彦

六

(
拙
著
北
桑
m
即
諾
参
照
･)

か
-
し
た
蔀
は
七
山
図
や
黒
田
が
鎌
倉
来
期
に
抱
か
に
残

っ
た

直

接
の

皇
室
御
料

地

で
あ

っ
て

､

特

に

御

所

ど

の

舶

係
が
抹
か
っ
た
結
果
で
は
あ
る
が
､
大
井
川
の
.川
筋
の
鮎
ビ
い
へ
ば
-;
閲
の
み
で
は
な
い
'
弓
例
､
周
山
､
字
津
'

世
木
､
八
木
､
亀
岡
､
保
津
谷

へ
か
け
て
二
十
数
里
の
漁
場
が
あ
っ
た
.

今
日
で
こ
そ
源
か
ら
の
鮎
が
登
ら
ぬ
や

う
に
L･4
つ
た
の
で
'
大
正
の
未
年
か
ら
近
江
の
水
産
講
習
所
で
つ
-
る
､

琵
琶
湖
の
鮎
子
敗
寓
匹
を
か
つ
て
き
て
放
流
す
る
や
-
に
な
つ
た
け
れ
..A,J
も
､
明
治
以
前
の
鮎
だ
い
へ
ば
'
そ
れ
は
そ

れ
は
多
か
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
膏
野
川
の
鮎
が
帥
武
天
皇
創
業
の
闘
史
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
串
に
及
ば
ず
､
糾

功
紀
に
は
於
醐
順
玉
島
之
里
の
小
河
で
鮎
を
漁
っ
て
征
韓
の
馨
を
卜
足
さ
れ
た
と
い
ふ
や

う
な
停
祝
を
讃
む
丈
け
で

も
'
吾
等
の
減
光
誓

J
の
鮎
ど
の
閲
係
は
極
め
て
親
密
で
あ
っ
た
革
が
打

か
る
O
北
海
道
や
樺
太
の
ア
イ
ヌ
が
谷
川

に
上
る
鮭
を
漁
っ
て
之
を
常
食
ビ
し
同
時
に
こ
れ
を
輸
出
の
唯

1
の
物
産
と
し
て
ゐ
た
時
代
は
古
い
こ
と
で
は
な
い

丹
故
に
於
け
る
古
代
人
の
企
清

志

二
七



堆
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丁
曽

･

天

こ
<

∫

井
汝
や
丹
後
の
鮭
が
延
書
式
時
代
に
折
唯

1
の
供
榊
の
舟
で
あ
っ
た
こ
と
を
'
集
ふ
+(
か
ら

ざ
る
史
鷺
ビ
す
れ
ば

井
波
の
や
う
Ll
山
の
中
の
高
原
で
あ
h
て
､
東
に
海
や
潮
水
も
し
-
は
決
河
に
志
よ
れ
て
ゐ
た
他
の
地
方
の
舌
代
生

活
に
於
け
る
漁
業
生
活
の
貴
賓
さ
が
今
更
な
ら
す
回
想
さ
れ
る
で
は
な
か
ら
う
か
0

中
的
の
中
で
も
山
陰
道
の
松
江
附
近
は
中
の
海
と
い
ふ
天
典
の
豊
漁
の
小
海
が
あ
る
'
せ
よ
い
小
さ
い
幼
糟
で
は

雷Lコ -

舟 コ 事y海の中霊ttI

あ
る
が
'
狼
は
和
ぎ
鼠
は
立
た
な
い
｡
原
始
の
人
の
長
も
働
き
や
す
い

水
面
で
あ
っ
た
ビ
考

へ
ら
れ
る
が
､
そ
こ
に
は
今
日
も
狙
稔
の
未
で
つ

-
つ
た
丸
木
触
方
言
ソ
y
n
舟
が
の
こ
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
｡

南
洋
の
士
人
の
カ
ノ
ー
に
似
た
や
-
Lt
.
匂
牙
利
の
'･,
,フ
ト
ン
潮
や

チ
ッ
サ
湖
や
､

ろ
し
や
の
ブ
オ
ル

ガ

に
浮
ん
で
ゐ

る
狗
木
舟
に
似
た

舟
が
'
八
苦
立
つ
出
雲
の
鏑
は
中
の
海
の
沿
岸
に
昭
和
の
世
に
も
魂
存

し
て
ゐ
る
}J
い
ふ
r･Uに
い
ひ
し
れ
ぬ
な
つ
か
し
さ
が
あ
る
で
は
な
い
か

〓

丹
波
の
貫
物
に
鮭
が
あ
っ
た
､
年
魚
が
あ
っ
た
'
蓋
し
そ
の
漁
制
は

さ
う
し
た
二
種
に
は
限
ら
れ
な
い
で
'
滑
多
-
の
魚
種
に
及
ん

だで
あ

ら

ち
ノ
0

平
安
朝
の
初
期
仁
明
天
皇
天
長
十
年
六
月
の
勅
を
挿
覆
す
る
と

(
績

日
本
後
紀
)
(
西
紀
八
三
五
)



六
月
戊
琉

山
城
ノ圃
民
怒
レ
銭
箱
1
漁
O
肋
｡
射

猟
己
祭
｡
魔
人
大
洋
｡
贋
堆
初
撃
｡
徽
者
岡
山
｡

是

故
殺
不
レ
以
レ

櫨
｡
日
レ
拳

元

物
-｡
取
不
レ
以
レ
義
｡
為
L
逆
こ時
候
?
如
開
書
落
食
之
籍
レ
健
也
｡
恵
薄
〓潜
鱗
7番
及
二
昆
虫
?
徴

物
失
レ
所
既
非
こ
徳
政
之
美
?
下
民
夫
レ
命
｡
殆
是
濫
穀
之
報
｡
戯
加
こ禁
断
P

モ
マヰ

と
い
ふ
勅
語
が
で
～
ゐ
る
.
こ
れ
は
常
時

の
浸

食

だ

い
ふ
漁
縁
が
大
小
の
魚
を
あ
ま
り
に
取
殺
す
の
で
禁
断
さ
れ
た

ふク
ヒ

の
で
あ
る
｡
そ
の
禁
断
の
即
由
は
あ
ま
り
殺
生
を
す
る
か
ら
.
人
民
が
天
命
だ
と
い
ふ
｡
そ
の
報

を

恐
れ
で
の
革
で

あ
る
か
ら
､
飴
程
備
数
の
慈
悲
の
敦
班
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
果
し
て
か
う
し
た
六
ケ
数
漢
文
の
意
味
や
､

そ
の
文
字
の
現
は
す
班
憩
が
皆
時
の
人
に
わ
か
っ
た
か
rr,/J-
か
｡
た
ど

へ
役
人
に
は
わ
か
っ
た
ビ
し
て
も
.
直
接
の

漁
民
に
有
効
で
あ
っ
た
か
否
や
は
勿
論
明
で
な
い
.
恐
ら
-
ま
づ
か
う
し
た
勅
を
出
さ
れ
た
の
は
功
徳
に
な
る
ど
い

っ
た
位
の
旭
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
ビ
恐
察
す
る
｡
け
れ
ど
も
こ
秒
勅
に
よ
っ
て
､
常
時
涯
河
の
民
が
飴
濃
多
-
め

魚
な
ど
つ
た
こ
だ
が
わ
か
る
で
は
な
い
か
｡
藻
を
巻
い
て
網
か
サ
ブ
の
叛
で
そ
の
中
に
憶
-
れ
て
ゐ
た
大
小
す

べ
て

の
魚
を
取
っ
た
の
で
あ
ら
-
｡
近
世
に
は
石
衣
を
転
が
し
た
-
.
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
入
れ
た
-
し
て
p

l
綱
打
義
で

こ
ろ
で
な
-
.
轟
汁

lt
滴
に
し
て

l.
川
の
魚
を
つ
-
す
こ
.jJ
さ
へ
あ
る
が
､
晋
は
立
だ
お
ほ
豊
か
で
あ
っ
た
｡
藻
を

巻
い
て
漁
る
こ
だ
さ
へ
も
こ
れ
を
禁
じ
ら
れ
る
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
蓋
し
魚
族

は
今
よ
り
も
進
に
多
か
つ
た
こ

･JJJ
で
あ
ら
-
｡
山
城
で
さ
へ
か
う
で
あ
っ
化
だ
す
れ
ば
､
丹
波
の
川
で
も
同
様
の
漁
法
で
既

に
多
-
の
魚
叛
を
猟
し

っ
～
あ
っ
た
だ
者

へ
て
よ
い
｡
之
を
地
班
撃
的
に
見
て
沖
波
は
山
間
で
あ
る
､
し
か
も
さ
う
し
た
山
の
中
で
さ

へ
､

漁
業
の
民
が
ゐ
た
こ
ど

な
考

へ
る
時
､
丹
波
の
み
で
な
-
中
閲
か
ら
束
山
道
の
山
間
に
も
､
阿
鼻
氏
叉
は
海
部
に
展

す
る
氏
族
が
'
奈
良

胡
以
前
か
ら
班
に
分
布
し
て
ゐ
た
こ
と
の
潜
熱
で
あ
る
こ
f̂J
を
想
定
せ
し
む
る
｡
山
城
の
北
大

原
女
や
畑
の
姐
が
志
摩
の
海
人
だ
同
じ
や
-
に
tで
い
つ
迄
も
頭
上
に
物
を
の
せ
で
は
こ
ぶ
こ
ビ
琉
球
の
糸
浦
の
女
子

ビ
同
じ
風
習
で
あ
る
こ
ど
の
如
き
成
轟
だ
各
鮎
が
ゆ
-
で
は
な
か
ら
-
か
.

舟
故
に
於
け
る
古
代
人
の
批
防

克

二
九


