
前
に
も
述
べ
た
通
-
桐
機
敏
の
割
に
種
粗
は
非
常
に

少
な
-
､
特
は
寒
月
は
稀
有
で
あ
る
｡
ボ
ン
セ
イ
ヨ
ク

ペ
ソ
と
夏
路
の
化
石
動
物
群
は
金
-
同
じ
で
､

P
od
?

d
esm
u
s
(M
on
ia)
m
a
cTOSCh
ism
a

(D
eshayes),

c
htam
y
s
eryth
rocom
ata

(D
alt).

C
hlam
y

s

f
arreri
ak
a
zara
K
u
ro
da
が
非
常
に
多
-

C
hLam
ys

swiftii
(
B

er
nard
i)
も
少
-
な

い
｡

貝
化
石
の
種
類

は少
な
い

が
､
現
珪
種
は
北
海
道
､
千
鳥
､
樺
太
附
近

ほ
井
称
す
る
も
の
で
滋
路
月
層
の
雄
和
潜
時
の
水
温
も

略
現
在
の
此
の
附
鑑
の
も
の
に
近
似
し
て
屠
っ
た
fJ
と

が
推
産
出
凍
る
｡

捕
肇
に
常
-1
種
々
御
指
導
下
ru
っ
た
中
村
､
横
川
､

黒
田
の
諾
北
壁
並
に
八
雲
は
於
で
採
基
の
際
諸
般
の
便

宜
と
援
助
を
惜
ま
れ
を
か
つ
ね
北
海
道
工
業
就
職
期
の

矢
島
澄
第
撃
士
､
北
海
遺
骨
関
大
撃
の
竹
仕~
秀
減
撃
士

及
び
徳
川
-農
場
の
方
々
に
厚
-
戚
紺
の

意

を
表
す
る
.

▲▲
引

静

街

村

に

つ

い

て

の

研

究

目

次

.
'
村
箔
の
形
態
的
分
判
と
術
村

雲
.i
範

二
､
紋
服
雅
拓
の
渚
形
怨

i
①
拭
織
脚
に
於
け
る
片
側
相

｡
榊
川
村

②
･Hi輩
的
村
に
つ
い
て
の
訓
盤

三
､
糾
沼
と
淡
路
形
湖
心と
の
捌
僻

的
村
に
つ
い
て
の
桝
舵

四
､
餌
村
化
に
つ
い
て

①
都
市
化
と
餌
付
化

⑦
術
村

の
纏
-;

茄
'
緋

諭

｢

村
落
の

形
態
的
分
類
と
祷
相
の
意
義

村
落
の
平
面
形
態
は
輔
し
て
は
､
蒲
岡
地
排
撃
骨
の

克
三

五

.I



地

球

第
二
十
三
怨

(-
)

良
材
居
住
委
員
脅
報
告
は
於
い
て
見
ら
れ
る
如
き
､
地

方
袋
路
の
集
合
及
び
散
在
の
分
布
状
態
を
主
と
し
て
論

(け7)

ず
る
79
の
が
あ
る
｡
rJ
の
方
法
は
同
委
月
食
の
間
取
基

に
就

い
て
見
れ
ば
判
別
す
る
如
-
.
革
を
る
研
究
の

山

敏
的
方
法
と
し
て
､
衆
落
形
態
の
最
も
潜
る
し
い
二
特

性
の
起
原
と
地
坪
的
分
布
を
論
じ
な
の
で
あ
る
｡
従
っ

て

D
em
angeon
は
盤
村
居
住
の
研
究
問
題
は
栄
群
の

基
令

と
散

楽
の
脱
園
を
研
究
す
る
ほ
あ
る
と
を
L
t
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
は
於
け
る
農
村
居
住
の
間
際
地
園
は
凝
基
･散

在
･
混
合

の
三
種
の
置
分
は
よ
っ
て
表
示
す
べ
き
で
あ

る
こ
と
を
注
意
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
L
ef6
u
re
は

ベ
ル
ギ

ー
の
研
究
に
於
い
て
散
在

｡
凝
基

｡
集
中
の
三
種
は
分

ち
､
S
y
tuester
は
シ
ュ
ロ
ッ
プ
シ
ヤ
ー
の
衆
蕗
を
谷
衆

落
｡
丘
陵
栄
藤
･森
林
衆
蕗
の
三
種
に
分
ち
､
前
二
者
は

凝
基
と
老
少
'
後
者
は
散
在
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
｡

(=こ草
光
繁
氏
は
基
地
村
落
の
形
態
を
論
ず
る
に
際
し

て
､
相
称
の
平
面
形
態
の
分
楯
に
は
二
つ
の
方
向
が
あ

る
と
な
し
p
妨

t,
を
前
述
の
委
員
脅
報
骨
に
見
る
如
き

張
合
及
び
散
在
の
問
題
の
分
布
状
態
を
童

と
す
る
も

の

節

四
排

完

は

五
二

と
､
第
二
を
家
屋

｡
宅
地
の
配
列
状
態
を
重
硯
す
る
も

の
と
の
区
分
を
夜
し
カ
｡
第
二
の
場
合
は
於

い
て
は
外

部
形
態
の
固
形
的
性
質
が
主
で
あ
っ
て
.
質
的
を
取
扱

い
を
な
す
場
合
ほ
は
後
者
を
拙
磯
瓢
と
す
べ
き
で
あ
る

と
言
は
れ
で
ゐ
る
｡
衆
蕗
の
基
合
及
び
散
在

の
問
題
は

栄
藤
地
坪
の
主
要
問
題
を
夜
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ

ら
う
が
.
栄
藤
形
態
の
研
究
を
な
す
場
合
に
は
'
革
光

氏
の
第
二
の
場
合
に
よ
る
鮎
状
･塊
状
･線
状
等
の
匿
分

は
従
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
と
以
は
れ
る
｡

(1)

武
減
野
毒
地
に
於
け
る
村
落
は
つ
い
て
概
括
的
記
蓮

を
な
し
た
際
'
窪
地
村
落
･撰
谷
の
村
落
･根
岸
村
落

･

赦
通
村
落
･片
側
村
･両
側
村

･
原
の
開
拓
村
落

･
散
村

(散
在
村
落
)締
付
等
の
置
分
を
覆
し
て
そ
の
特
色
を
論

じ
た
の
で
あ
る
が
､
を
の
大
部
の
も
の
は
平
面
形
態
の

有
す
る
特
色
と
.
更
は
を
の
機
構
要
素
か
ら
適
皆
と
恩

は
れ
る
語
を
使
用
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
武
減
野
基
地
の

如
き
此
校
的
平
坦
を
鹿
い
基
地
に
於
い

て､
乙
1
ほ
磯

逢
し
た
宋
蕗
は
基
地
は
特
有
の
形
態
を

有す
る
も

の
が

あ
る
は
相
違
を
い
0
両
L
tj
そ
の
特
有
の
形
態
は
特
有



の
内
容
を
祈
りし
て
ゐ
る
79
の
で
あ
る
0
か
1
る
場
合
は

於

い
て
ー
衆
群
の
詳
細
を
研
究
に
依
っ
て
命

名
n
れ
た

T
e
rmi

nology
の
不
足
を
婿
戚
す
る
の
で
あ
る
｡

今
､
種
村

Str
assend
o
rf
は
つ
い
て
見
る
時
､
そ
の

(L･n)

語
義
の
内
容
は
未
だ
一定
し
て
ゐ
在

い
の
で
あ
る

｡

枚

毘
俊
郎
氏
は
普
通
の
場
合

一
様
の
道
路
の
両
側
に
家
屋

が
按
宿
し
て
み
る
栄
落
形
式
で
あ
る
と
覆
し
､
厳
密
を

定
義
に
準
接
し
た
も
の
で
は
な
-
て
大
ざ
っ
ば
を
も
の

(り)

で
あ
る
と
言
は
れ
で
ゐ
る
｡
佐
藤
教
授
は
縛
村
の
地
排

的
分
布
を
論
ず
る
に
際
し
て
'
所
謂

『
主
要
街
村
』
の

(.I
)

語
を
使
用
.さ
れ
た

｡

草

光
氏
に
依
れ
ば
､
餌
付
と
は
術

道
に
沿
う
ね
村
落
の
意
で
あ
る
が
､
す
べ
て
の
道
路
は

糾
っ
た
細
長

い
村
群
の
名
群
と
在
っ
て
ゐ
る
か
ら
'
街

村
の
語
は
不
通
皆
で
あ
る
と
な
し
線
状
村
落
の
語
を

使

用
し
て
ゐ
る
｡

(･･)

前
述
し
わ
武
蔵
野
の
村
落
の
調
査
は
つ
い
て
は
､
街

村
と
析
す
る
も
の
は
主
要
術
道
に
硬
而
し
て
生
じ
た
-

-
商
業
的
色
彩
の
濃
厚
を
密
集
的
線
状
村
落
の
栴
呼
と

な
し
た
い
こ
と
を
述
べ
た
｡
そ
の
排
由
は
'
線
状
村
落

餌
付

に
つ
い
て
の
郁
光

と
鞘
し
得
る
も
の
!
中
ほ
は
所
謂
主
要
西
村
の
如

き
も

の
と
ー
武
蔵
野
轟
地
は
見
ら
れ
る
線
状
の
開
拓
村

落
の

如
き
着
る
し
-
興
っ
た
も
の
が
あ
あ
､
内
容
的
に
興
っ

た
も
の
を
多
-
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
O
乙
の
意
味
か
ら

栄
蕗
の
決
定
調
査
は
可
能
で
あ
っ
て
79
､
形
態
的
調
査

の
み
に
よ
っ
て
餌
付
を
諭
試
す
る
乙
と
は
困
難
が
あ
る

(7
)

こ
と
に
な
る
｡
能
登
志
雄
氏
は

｢
武
蔵
野
の
種
村
に
踊

す
る
研
究
｣
に
於

い
て
頗
義
の
栃
村
の
調
査

(
草
光
氏

の
線
状
村
落
)
を
述
べ
て
､
街
村
と
は
主
要
縛
道
に
附

ぅ
七
､
此
れ
に
依
存
し
て
磯
生
し
た
線
状
の
栄
蕗
で
､

各

家屋
は
密
集
し
､
し
か
753億
道
路
に
而
し
て
此
れ
に

接
し
て
存
在
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
と

い
ふ
定
義
を
輿

へ
て
ゐ
る
｡

乙
の
場
合
､
種
村
の
定
義
は
大
磯
に
於

い
て
租
似
の

結
論

を

帝
ね
も
の
で
あ
る
が
､
能
登
志
雄
氏
の
調
香

も
武
減
野
の
調
査
は
依
る
79
の
で
あ
る
か
ら
'
他
の
術

村
の
数
例
を
附
加
し
て
街
村
の
特
性
を
史
は
吟
味
し
た

い
と
恩
ふ
｡
一
道
路
に
沿
っ
て
ゐ
る
概
し
て

一
本
筋
の
帥

克

荻

五
ltJ



地

球

節
二
十
三
谷

第

一

岡

武

蔵

野

の
開

拓

柑

-

片

側

柑

地
形
と

日

常

U

に

的

伸

し
て
北

淡

｡
南
西

に
延

長

し

て

ゐ

る
紙
状
柑
精

の
1
例
で
あ
る
｡

養

い
宋

群
は
､
之
h
t聴
べ
宅
栃
村
と
柄
す
る
乙
と
は
少

-

と

79
内
容
的
に
無
意
味
で
あ
っ
て
､
街
村
h
l線
状
衆

群
と
同
義
に
佐
川
す
る
乙
と
は
愛
丁柵
附
で
は
な

い
の
で
あ

第
四
雛

完

六

五
四

る
｡
乙
の
鮎
は
踊
し
て
は
宋
路
地
理
研
究
諮
先
非
の
御

指
数
を
切
に
望
む
次
第
で
あ
る
｡

こ
､
線
状
繋
藩
の
諸
形
態

Ⅰ

武
減
野
は
於
け
る
片
側
付

｡
両
側
相

楽
蕗
が
遭
膳
の
片
側
に
の
み
磯
達
し

でゐ
て
p
他
の

一
方
に
は
之
を
見
な

い
場
合
が
あ
る
｡

渥岸
地
方
の
漁

柑
が
か
ゝ
る
形
態
を
有
L
tJ
ゐ
る
も
の
が
あ
る
が
､
主

と
し
て
口
皆
-
と
海
岸
の

地形
は
依
っ
て
ゐ
る
も
の
が

多

い
｡
武
蔵
野
董
地
に
於

い
て
は
平
坦
南
中
ほ
か
し
る

特
色
を
見
る
の
で
あ
っ
て
､
開
拓
に
よ
る
線
状
村
落
む

を
し
て
ゐ

る
.
第

一
閲

は示
し
死
相
群
は
'
道
路
の
北

側
に
の
み
人
家
が
並
列
し

てゐ
る
も
の
で
あ
っ
て
南
側

に
は
之
を
敏

い
て
ゐ
る
｡
同
間
は
武
城
野
養
地
の
北
部

(ヰ
)

は
あ
る
頑
焼
付
附
近
の
地
間
で
あ
っ
て
ー

片

側
村
を
な

し
で
ゐ
る
特
色
は
つ
い
て
は
巳
に
記
述
し
た
こ
と
で
あ

る
｡
地
形
図
を
詳
細
に
注
意
す
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
如
-
､

平
坦
南
中
に
も
地
形
上
の
塾
化
が
あ
っ
て
前
多
摩
川
の

侵
蝕
谷
が
存
在
し
て
お
る
の
で
あ
る
｡
を
の
方
向
に

一

致
す
る
も
の
が
杵
群
の
方
向
で
ー
北
東
-

湖
西
を
示



し
て
ゐ
る
道
路
は
地
形
は
依
る
こ
と
が
大
で
あ
る
｡

rJ

の
場
人
目通
路
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
が
t
rJ
の
道
路

は
甲
は
そ
の
村
落
は
屠
伴
す
る
者
は
取
っ
て
の
み
大
u

J

な
偵
柏
が
あ
る
も
の
で
､
村
落
の
磯
塵
は
道
路
の
開
通

と
時
を
同
じ
う
し

て成
立
し
LJ
｡
村
群
の
職
業
は
仝
-

捷
業
者
で
'
家
屋

と道
路
と
の
間
に
は
購

い
庭
を
有
し

て
ゐ
る
0

こ
の
種
の
線
状
開
拓
柚
群
は
､
開
拓
皆
時
の
計
塞
が

を
の
平
面
形
態
む
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
､
道
路
は

線
状
に
匿
劃
し
た
開
拓
の
形
式
堅
ホ
す
も
の
に
過
ぎ
な

い
C
農
業
的
職
業
h
童

と
す
る
か
ら
､
人
家
は
道
路
は

両

面
し
て
み
な

い
rJ
と

J
.
肌
に
通

人
で
ゐ
る
こ
と
が
そ

の
特
色
で
あ
る
｡
道
路
の
方
向
は
地
形
に
影
響
む
も
つ

こ
と
を
注
意
し
ね
の
で
あ
る
が
.
之
は
決
し
て
第

一
義

的
の
も
の
で
は
な
-
､
日
常

-
む
宮
す
る
方
向
で
な

い

こ
と
に
利
川
さ
れ
た
排
由
が
布
し
て
お
る
｡
rJ
の
特
色

を

有
す
る
村
群
を
r片
側
村

(OneS
id
e
V
illa
g
e
)と
栴
し

た

の
で
あ
る
が
'
之
に
勤
し

で片
側
術
村

(E
in
seiti.qe

s
tra
ssen
d
orf)と
呼
ぶ
乙
と
は
常
を
程
な

い
と
瓜

ふ
｡

術
村
に
つ
い
て
の
桝
究

栃
村
の
特
色
を
有
す
る
も
の
1
中
で
ー
そ
の
片
側
架
群

の
場
令
は
の
み
言
以
得
る
も
の
と
恩
は
れ
る
｡

道
路
の
両
側
に
人
家
が
基
(
=
し
た
糾
長

い
形
態
は
､

組
付
の
普
通
に
見
る
平
面
形
態
で
あ
っ
て
､
次
の
如

d
J

村
落
も
乙
の
街
村
に
属
す
る
か
む
決
定
し
た

い
｡
武

戚

聖

像
地
に
於

い
て
は
各
地
に
見
ら
れ
る
開
拓
村
落
の
形

態
で
あ
る
が
､
所
樺
町
北
東
部

の
三
宮
新
円
の
場
合
は

つ
い
で
見
た

い
｡
此
所
は
時
の
川
越
領
主
捌
韓
音
保
の

開
拓
に
ょ
る
も
の
で
､
現
在
埼
玉
牒
史
蹟
と
し
て
指
定

さ
れ
て
ゐ
る
.
そ
の
常
時
の
大
規
模
な
開
拓
に
属
す
る

地
割
は
､
現
布
も
明
ら
か
に
指
示
し
得
る
の
で
あ
っ
て
'

上
宮
は
元
撒
七
年
ー
縛

い
て
豊

田
が
開
か
れ
､
下
露
片

側
些
光
撒
九
年
の
開
拓
で
あ
る
｡

<l
月
常
み
五
町
の
宅

地

･
畑

･
山
林
を
置
劃
し
た
も
の
で
'
元
躍
九
年
に
は

二
四

一
月
の
移
住
民
を
瑠
氷
す
る
乙
と
は
成
功
し
た
｡

三
宮
新
m
の
場
合
に
於

い
て
､
坤
火
を
通

っ
て
ゐ
る

六
間
隔
の
通
路
は
遠
距
鞘
を
粘
ぶ
如
き
牲
質
の
も
の
で

は
な
く
ー
開
拓
の
皆
初
に
於
け
る
計
豊
の
基
本
通
路
を

な
し
た
も
の
で
あ
る
｡
無
肘
形
の
耕
地
は
こ
の
道
路
に

ー毛

並

.i



地

球

解
二
十
三
春

直
角
は
存
在
し
.
道
路
に
而
し
て
人
家
と
森
と
が
あ
る
｡

前
逃
し
た
片
側
村
の
有
す
る
諮
特
色
が
､
道
路
の
両
側

に
春
麗
し
で
ゐ
る
｡

1
-
二
軒
の
商
店
が
道
路
に
直
面

し
て
建
て
ら
れ
~
森
の
多

い
衆
弥
漫
の
中
は
不
調
和
は

春
し
て
ゐ
る
｡
之
に
封
し
て
は
特
は
注
意
す
べ
き
で
あ

っ
て
､
商
店
の
数
の
埼
加
は
栄
藤
貴
を
政
経
す

る
の
で

あ
る
｡
然
し
な
が
ら
､
道
路
の
交
通
上
か
ら
見
た
償
倍

を

一
考
す
れ
ば
知
る
rJ
と
が
出
凍
る
様
は
､
賂
衆
も
現

在
の
特
色
を
失
ふ
も
の
と
も
胤
は
れ
覆

い
｡

か
J
る
村

(4
)

落
に
封
し
て
両
側
村

(B
oth
S
id
es
V
itta
g
e
)
の
名
柵

を
附
し
ね
も
の
で
､
両
側
街
村

(
Zw
eiseitig
e
S
tr
as･

sendorf)
と
呼
ぶ
べ
き
で
は
覆

い
と
瓜
ふ
の
で
あ
る

O

m

主
事
街
村
に
つ
い
て
の
調
査

前
記
の
も
の
は
'
街
村
と
解
し
程
を

レ､
特
殊
の
開
拓

村
落
の
二
例
堅

不
し
た
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
次
に
記

載
し
ょ
う
と
皿
ふ
所
の
､

一
般
は
西
村
と
諦
め
ら
れ
て

ゐ
る
栄
落
と
比
較
す
る
時
.
如
何
在
る
相
違
が
あ
る
か
､

ま
た
術
村
と
桝
す
べ
き
栄
群
の
形
態
的

･
内
容
的
機
構

.FTk
素
を
仇倣
射
し
た

い
の
で
あ
る
0

節
四
雛

克

八

五
六

第

二

間

締
付
の

一
例

(輿
野
灯
)

今
そ
の

一
例
と
し
て
､
埼
玉
堀
の
奥
野
町
に
つ
い
て

考
察
し
ょ
う
と
瓜
ふ
｡
第
二
園
に
見
る
如
-
狭
長
在
衆

蕗
で
あ
っ
て
'
道
路
に
預
っ
て
全
長

一
･
四
粁
の
長
rb

を
有
し
て
ゐ
る
｡
第
三
園
は
依
っ
て
乙
の
栄
藤
の
特
色

む
考
察
す
る
ほ
'
商
業
は
そ
の
殆
A
ど
大
部
を
占
め
､

家
屋
は
造
蹄
は
直
面
し
て
建
て
ら
れ
て
ゐ
る
｡
触
し
な

が
ら
中
央
の
主
要
地
域
は
ー
家
屋
が
道
勝
は
直
面
す
る

,J
と
夜
-
p
道
路
の
西
側
で
は

7
一
m
｡東
側
で
は
九

m

を
政
商
と
し
た
暴
間
が
布
し
て
ゐ
る
｡
道
幅
を
加
算
す

れ
ば
約
三
O
m
と
な
る
の
で
､
rJ
の
地
域
は
商
店
も
少



雛

三

岡

据
付
に
放
け
る
人
家
分
布
の

一
例

衣
-
摺
動
的
で
覆

い
｡
乙
～
は
過
去
の
揃
場
の
中
心
を

を
し
た
巷
間
で
あ
っ
て
､
典
野
町
敬
蓮
の
核
心
と
在
っ

た
も
の
で
あ
る
が
､
現
在
の
商
業
か
ら
見

れ
ば
不
便
も

甚
だ
し
い
｡
従
っ
て
新
し
い
店
舗
中
に
は
道
路
に
接
近

せ
し
め
て
､
家
を
建
て
1
4ゐ
る
も
の
も
見
ら
れ
る
｡

締
付
と
し
て
の
興
野
町
の
特
色
は
､
(
イ
)帝
-
か
ら

地
方
挺
酒
の

l
中
心
と
な
-
絹
場
町
と
し
て
凝
逢
し
た

･J
と
､
(
p
)市
場
町
と
し
て
種
村
の
形
態
を
形
成
し
た

も
の
で
あ
-
'
そ
れ
が

山
暦
磯
連
を
遂
げ
た
｡
(
二
相

村
と
し
て
の
特
色
は
商
業
に
あ
る
rJ
と
を
諦
め
縛
る
の

で
あ
っ
て
.
家
屋
は
道
路
に
匿
而
し
て
密
接
し
て
ゐ
る

餌
村
に
つ
い
て
の
研
究

乙

と
等
で
あ
る
0

相
模
野
に
あ
る
原
町
EE
は
奥
野
町
と
同
様
に
市
場
町

(8
)

と
し
て
敬
逢
し
た
｡
附
中
助
教
授
の
調
査
に
ょ
っ
て
知

ら
れ
て
ゐ
る
が
'
火
災
前
の
原
町
田
に
は
失
弧
-
市
場

の
巷
間
が
春
し
て
ゐ
ね
｡
蔑
修
か
の
道
路
が
､
そ
の
よ

い
位
置
と
地
形
と
は
よ
っ
て
集
合
し
､
市
場
町
と
し
て

術
村
を
形
成
し
た
｡
乙
の
二
つ
の
例
は
よ
っ
て
知
る
こ

と
が
出
来
る
乙
と
は
決
し
て
道
路
の
交
通
に
よ
っ
で
の

み
街
村
は
磯
達
し
得
る
も
の
で
は
を
-
､
地
方
鮭
鱒
の

中
心
地
と
し
て
狭
長
形
態
を
な
す
は
至
っ
た
ヱ
と
で
あ

る0武
減
野
基
地
の
北
部
に
あ
る
届
町
屋

(豊
岡
町
の
南

中
部
)
は
､
基
地
鼎
の
位
置
を
占
め
た
街
村
を
な
し
て

ゐ
る
｡
衆
蕗
の
南
部
は
於

い
て
育
梅
街
道
と
八
王
子
街

道
が
結
合
し
､
宋
群
の
主
安
部
を
な
す
所
は
道
幅
が
庶

い
｡
人
家
は
殆
A
ど
各
部
道
路
に
直
面
し
て
ゐ
て
商
店

が
多

い
｡
現
在
は
兼
館
の
如
き
は
甚

だ少
老
い
が
､
徳
川

時
代
に
は
職
場
と
し
て
舶
歯
頚
姿
で
あ
っ
た
｡
道
幅
の

戯

5,
rJ
と
は
価
場
町
の
名
残
で
あ
る
が
､
興
野
町
及
び

1..礼
.九

五
七



地

球

姉
二
十
二
7潜

偵
町
附
の
如
-
明
ら
か
で
は
な

い
｡
宿
場
町
と
し
て
締

付
の
形
態
を
有
す
る
に
至
っ
た
も
の
は
非
常
に
多
-
I

東
海
道

･
中
川
遺
其
の
他
の
術
道
筋
に
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
.
据
付
の
形
態
を
有
す
る
も
の
し
中
で
大
き

い
柴

路
の
多
数
は
p
宿
場
町
と
し
て
着
る
し
い
敏
速
を
藩
げ

ね
｡
高
崎
巾
の
南
東
は
あ
る
倉
賀
野
町

･
埼
玉
櫛
の
新

町

｡
本
荘
町
等
は
中
川
道
筋
の
締
付
で
あ
っ
て
､
宿
場

箪

印

紙

喜
C)

.北
八

の
牲
質
と
典
に
小
松
酒
の
中
心
を
具
備
し
た
も
の
で
あ

る
｡
大
小
の
祭
路
が
略
々
等
此
難
的
磯
連
を
な
し
て
お

る
乙
と
は
典
味
あ
る
問
題
で
あ
る
｡
姉
凶
園
の
上
尾
町

は
中
川
道
の
縛
村
で
.
主
婁
据
道
に
畿
逢
し
た
例
で
あ

る
が
､
同
園
の
原
市
町
は
小
術
道
は
約
シ
た
閏
倉
町
と

も
言
ふ
べ
き
種
付
で
あ
る
O

昔
梅
縛

迫
に
畿
逢
し
た
田
無
町
は
､
武
減
野
毒
地
の

雛凹 聞 弓野 付

(･JI鳩 MIのJllaと鯉折の山中心地 をな'した

る掛 坐した市脱川r)

姉五 閲 栃 村 の 一一一例

(l朋Ii村が街村 とTJ:つたもの ･m鮒 町)



…
開
拓
集
群
で
､
を
の
基
通
に
は
用
水
路
が
北
側
に
も

南
側
に
も
通
じ
て
ゐ
る
｡
商
店
の
数
は
制
令
少
な
-
町

の
東
部
に
基
合
し
て
ゐ
る
が
､
締
付
の
特
性
は
失
は
れ

て
ゐ
な

い
｡
入
寂
は
道
路
に
直
面
す
る
も
の
が
を
の
大

部
を
占
め
､
密
基
的
に
布
衣
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
乙

の
栄
群
に
よ
っ
て
見
れ
ば
､
栃

村
と
言
以
和
る
そ
の
特

第 六 園 丁字埋荷柑 偶 ケ崎 Mj.)

術
村
に

つ
い
て
の
脚
光

性
は
宋
群
の
義
憤
的
嘉
観

に春
す
る
こ
と

が
知
ら
れ
る

(雛
五

固
)0

水
月
荷
造
に

潜
っ
て
磯
逢
し
た

松
戸

町
･我
孫
子
町
･相
馬
町
等
は
何
れ
も
相
和

と
柄
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
p
千
葉
･茨
城

の
水
川
地
方
に
敏
速
し
た
も
の
で
あ
る
｡

｢∵...)〓

相
馬
町
は
藤

代

と

宮
和
刑
の
二
締
付
が
通

漬
し
て

-1
街
村
を
な
し
た
も
の
で
､
藤
代

は
商
業
的

色
形
が

損
-

見
ら
れ
る
に

反

し
､
甘
利
田
は
農
業
珪
活
着
が
多

い
｡
農

業
珪
活
着
の
多

い
常
利
別
に
つ
い
て
見
る

ほ
､

家
屋
は
次
第
に
道
路
に
而
し
て
建
て

ら
れ
p
横
向

き
の
も
の
や
背
面
かLJ道
勝
は

向
け
た
79
の

数ゝ
は
次
第
に
減
少
し
､
人

家
は
次
第
に
密
は
存
在
す
る
ほ
至
っ
た
O

龍
ヶ
崎
町
(第
六
間
)
は
茨
城
順
寓
部
の

三
〇
一

光

九



地

球

節
二
十
三
谷

水
村
地
方
に
敏
速
し
た
栗
路
で
､
東
西
方
向
堅
不
す
も

の
が
主
要
部
で
あ
-
ー
之
に
丁
字
形
ほ
衆
静
が
結
び
つ

い
て
ゐ
る
｡
荷
造
は
匿
而
し
て
人
家
が
並
列
し
､
そ
の

大
部
は
商
業
的
職
業
を
主
と
す
る
と

い
ふ
鮎
は
つ
い

て

見
る
な
ら
ば
､
前
記
の
養
地
に
磯
逢
し
た
諦
宋
落
と

同

様
で
あ
る
｡
栗
路
の
核
心
は
丁
字
形
部

(
敢
近
は
十
字

路
と
在
っ
た
)
棚
進
で
､
上
町

･
下
町
と
呼
ば
れ
る
部

分
で
あ
る
｡
丁
字
形
の
西
枝
は
新
町
｡来
町
･
水
門
の
名

が
あ
か
'
末
技
の
部
分
は
砂
町

･
戸
張
等
の
町
名
と
夜

か
､
そ
の
牝
技
は
田
町
･根
町
･馴
馬
新
田
等
ほ
移
っ
て

ゐ
る
｡
人
家
は
殆

ル
ビ
各
部
道
路
に
直
而
し
､
密
集
的

状
態
を
量
す
る
も

の
で
あ
ゎ
､
商
業
的
職
業
が
を
の
大

部
を
占
め
て
ゐ
る
｡
そ
の
状
態
が
劣
っ
て
ゐ
る
の
は
赦

町

｡
別
掲
新
田
等
の
北
枝
の
部
は
皆
っ
て
ゐ
る
.
姦
通

-
の
如

き
も
の
は
極

め
て
貧
窮
在
る
田
間
道
の
程
度
で

あ
っ
て

､
何
れ
の
方
面
も
水
田
に
終
っ
て
ゐ
る
.
町
の

南
部
に
は
古

い
堤
防
が
あ
っ
て
並
木
路
と
夜
-
､
白
壁

の
家
屋
の
多

い
街
村
を
囲
ん
で
ゐ
る
｡
pJ
の
地
方
の
中

心
地
と
し
て
の
特
性
は
潜
る
し

い
も
の
が
あ
る
0

節
凹
舵

害
二

六

〇

街
村
の
主
要
な
る
も
の
に
つ
い

で特
性
を
見
出
さ
ん

と
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
調

査
の
来
蕗
の
数
が
割

合
は
少
覆

い
pJ
と

J
.
踊
東
地
方
の

一
部
の
も
の
の
み

で
あ
っ
た
乙
と
は
秋
期
で
あ
ら
う
と
瓜
は
れ
る
｡
熱
L

(
I;)

を
が
ら
､
本
邦
に
於

い
て
は

術村
の
分
布
が
北
日
本
は

多

い
と

い
ふ
結
論
に
ょ
る
夜
ら
ば
､
陶
兼
地
方
は
於

い

て
濃
も
着
る
し

い
種
村
の
も
つ
特
性
は
､
我
が
問
の
街

村
の

一
般
性
を
見
出
す
rJ
と
は
重
要
で
あ
る
と
も
瓜
考

し
裾
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
特
性
の
主
在
る
も
の
は
次
に

祝
す
如
-
で
あ
る
｡

A
街
村
の
平
耐
形
態
は
道
断
に
沿
っ
て
狭
長
で
あ
る

乙
と
を
特
色
と
し
て
ゐ
る
.
遵
追
白
の
如
き
も
の

は
少

い
の
む
特
色
と
L
t
春
衣
す
る
場
合
に
も
貧

鍋
を
も
の
で
あ
る
｡

B
街
村
の
主
要
在
る
も
の
は
.､
何
れ
も
街
道
は
匿
而

し
て
存
在
す
る
｡
而
し
て
､
そ
の
街
道
は
何
れ
も

交
通
的
債
億
の
優
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
TJ
の
二
っ

の
晩
期
に
よ
っ
で
､
縛
村
の
所
謂
主
要
な
る
も
の

(磯
連
し
た
街
村
)
は
'
地
岡
上
の
研
究
に
よ
っ
て



決
定
し
得
る
も
の
で
あ
る
O

c
架
群
を
構
成
す
る
各
森
屋
は
ー
荷
造
は
直
面
し
且

つ
密
基
し
て
ゐ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
.

D
栃
村
は
道
路
の
交
通
に
よ
っ
tJ
の
み
敏
速
し
た
も

の
で
は
な
-
､
地
方
挺
姉
の
中
心
地
と
し
て
凝
蓮

を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
｡
満
場
町

｡
宿
場
町
等
の

特
色
を
具
備
す
る
79
の
が
多

い
｡

E
主
要
街
村
は
､
特
に
商
業
的
職
業
を
主
と
す
る
も

の
で
あ
る
｡
従
っ
て
街
村
の
登
連
に
揮

っ
て
見
ら

れ
る
栄
藤
景
観
は
､
商
業
化
を
特
色
と
し
て
ゐ
る
｡

(未
完
)

猫
逸
の
工
業
地
域
-

其
の
硬
展
と
構
造

(
六

)

ク

リ

ス
ペ

ン
ド

ル

フ
著

安

藤

鐙

1

抄

評

門
ラ
イ
ン
=

ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
工
業
地
域
】

の
紙
き

rJ
の
工
業
地
域
が
ラ
イ
ン
は
封
し
て
持

つ
位
置
は
特

別
な

意
義

を
持
っ
て
ゐ
る
U

ル
ー
ル
と
オ
ー
ベ
ル
シ

ー

レ
'･,h
エ
ソ
の
工
業
地
域
を
此
瞭
す
る
な
ら
ば
､
何
故
前

者
が
そ
の
鎮
座
に
於
で
後
者
を
凌
鶴
し
た
か
と
云
ふ
乙

と
は
明
か
に
排
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
.
即
ち
ル
ー
ル
は

料
泡
の
エ
米
地
域
-
井
の
鑓
脱
と
構
法

一
年
中
航
行
が
可
能
を
ラ
イ
ン
の
下
流
は
位
置
し
'
地

域
の
内
部
に
は
能
率
的
な
運
河
が
ラ
イ
ン
か
ら
分
岐
し

て
ゐ
る
の
は
封
し
､
オ
ー
ベ
ル

シ

ュ
レ
ジ
ュ
ン
は
航
行
の

保
障
が
充
分
で
な
-
且
運
河
も
現
在
で
は
利
用
用
水
夜

-
在
っ
て
ゐ
る
オ
ー
デ
ル
河
に
臨
,化
で
ゐ
る
｡
即
ち
低

廉
在
水
運
は

〝
-

γ
と
反
封
に

オ
ー
ベ
ル

ジ

ュ
レ
.,,h
エ

l看
三

六

7.


