
中
世
エ
ル
ベ
川
流
域
に
お
け
る
円
村
と
袋
小
路
村
に
つ
い
て
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ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
村
落
の
広
場
－

水

津

一

朗

　Ntのハ

　
　
ミ
　
　
　
　
ミ
ミ
　
ミ
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ミ
ミ
　
　
　
　
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

【
要
約
】
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
広
場
は
都
市
だ
け
で
な
く
、
し
ば
し
ば
村
落
に
も
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
エ
ル
ベ
川
流
域
に
は
、
入
口
が
一
つ
し

か
な
い
行
詰
り
の
内
部
空
間
を
も
つ
円
村
と
袋
小
路
村
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
研
究
史
を
ひ
も
と
く
と
き
、
ス
ラ
ヴ
族
起
源
説
が
つ
ね
に
底
流
を
な
し
て
い

る
。
し
か
し
北
欧
や
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
を
加
え
た
形
態
発
生
学
的
研
究
の
結
果
、
①
そ
の
原
初
形
態
は
、
数
戸
の
屋
敷
が
弓
状
な
い
し
半
円
状
の
空
間
の

傍
に
立
地
し
、
ま
わ
り
に
柵
を
ほ
ど
こ
し
た
小
村
で
あ
り
、
②
そ
の
垣
内
空
間
は
、
防
禦
と
夜
間
の
家
畜
の
保
護
の
た
め
、
放
牧
的
世
界
に
は
不
可
欠
の

も
の
で
、
③
か
つ
て
は
ス
ラ
ヴ
族
居
庄
地
方
だ
け
で
な
く
、
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
ひ
ろ
く
分
布
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
こ
の
小
村
が
、
円
村
や
袋
小
路
村
へ
と
発
展
す
る
契
機
は
何
で
あ
っ
た
か
。
従
来
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
私
は
、
村
落

モ
デ
ル
に
対
応
す
る
都
市
モ
デ
ル
の
存
在
が
一
般
に
予
想
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
①
エ
ル
ベ
川
流
域
の
円
村
や
袋
小
路
村
に
は
、
封
鎖
的
で
不
定
形

の
広
場
を
も
つ
一
ニ
ー
一
三
世
紀
以
前
に
成
立
し
た
ブ
ル
ク
な
ど
の
小
都
市
と
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
が
、
他
方
、
②
オ
ス
ト
・
エ
ル
ベ
で
は
、
ア

ン
ゲ
ル
ド
ル
フ
や
シ
ュ
ト
ラ
…
セ
ン
ド
ル
フ
が
、
同
じ
一
三
世
紀
頃
に
成
立
し
た
創
建
都
市
と
幾
何
学
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
共
有
す
る
。
ま
た
③
円
村
や
袋

小
路
村
に
は
、
ア
ソ
ゲ
ル
ド
ル
フ
や
シ
ニ
ト
ラ
ー
セ
ソ
ド
ル
フ
に
み
ら
れ
る
規
則
正
し
い
三
圃
農
法
の
行
わ
れ
た
事
例
に
乏
し
い
。
し
た
が
っ
て
④
前
者
、

は
、
後
者
に
先
行
す
る
モ
デ
ル
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
日
本
に
は
フ
レ
ム
ト
な
種
々
の
村
落
広
場
は
、
農
牧
混
合
的
世
界

に
内
在
す
ろ
要
求
と
、
ロ
ー
マ
ン
タ
ゥ
ソ
以
来
の
都
市
広
場
の
モ
チ
ー
フ
の
結
合
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
村
落
の
核
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
三
巻
六
号
　
一
九
七
〇
年
一
【
月

る
都
市
広
場
の
新
設
が
問
題
に
な
る
昨
今
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的

一
、
は
　
じ
　
め
　
に

日
本
に
は
、
歴
史
的
な
公
共
広
場
が
な
い
。
地
上
と
地
下
に
お
け

都
市
に
お
け
る
広
場
が
、
あ
ら
た
め
て
論
議
の
対
象
に
な
っ
て
き
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
都
市
の
広
場
は
、
聖
堂
広
場
で
あ
れ
、
市
場
広
場
で
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あ
れ
、
中
世
以
来
の
由
緒
あ
る
堅
い
石
造
建
築
に
と
り
か
こ
ま
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
街
路
と
と
も
に
、
緻
密
な
計
画
に
も
と
つ
く
平
面

形
態
を
と
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
建
築
史
的
研
究
が
示
す
よ
う
に
、

有
機
的
、
あ
る
い
は
幾
何
学
的
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
る
そ
の

プ
ラ
ン
の
中
に
は
独
自
の
合
理
精
神
が
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
。
ま
た
広

場
に
通
じ
る
狭
い
折
れ
曲
っ
た
小
路
に
至
る
ま
で
、
ユ
ニ
ー
ク
な
美

的
・
心
理
的
効
果
が
ひ
そ
む
。
わ
が
国
な
ど
に
は
本
来
異
質
の
市
民

精
神
も
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
で
は
こ
の
広
場
で
つ
ち
か
わ
れ
、
ね
り
あ
げ

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
壮
大
な
都
市
壁
と
と
も
に
、
古
代
地
中
海
世
界
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
蜀
○
顕
ヨ
に
そ
の
直
接
の
原
型
を
も
つ
。
ガ
リ
ア
や
ラ
イ
ン
・

ド
ナ
ウ
流
域
の
古
代
ロ
ー
マ
都
市
は
い
っ
た
ん
荒
廃
し
た
が
、
フ
ラ

ン
ク
時
代
以
降
、
そ
の
プ
ラ
ン
を
母
胎
に
中
世
都
市
と
し
て
再
生
し

た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
リ
メ
ス
の
彼
方
に
新
し
く
創
建
さ

れ
た
中
世
都
市
の
中
に
も
、
旧
ロ
ー
マ
都
市
の
プ
ラ
ン
を
借
り
た
こ

と
の
明
ら
か
な
も
の
が
あ
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
や
バ
ロ
ヅ
ク
都
市
の

プ
ラ
ン
も
、
基
本
的
に
は
古
代
地
中
海
以
来
の
伝
統
を
う
け
つ
ぎ
、

し
か
も
各
時
代
の
要
求
に
応
じ
た
合
理
化
と
幾
何
学
的
な
秩
序
化
を

企
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
に
お
い
て
は
、
広
場
は
都
市
だ
け
の
専
有
物

で
は
な
い
。
現
在
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
、
広
場
状
の
内
部
空
間
を

も
つ
村
落
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
か
つ
て
は
ひ
ろ
く
各
地
に
分
布
し

て
い
た
。
わ
が
国
に
は
フ
レ
ム
ト
な
広
場
が
、
こ
こ
で
は
都
市
・
村

落
を
通
じ
て
か
な
り
一
般
的
な
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
広

場
を
個
別
に
研
究
し
て
き
た
既
往
の
集
落
地
理
学
の
立
場
を
こ
え
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
独
自
の
都
市
一
村
落
関
係
の
網
爵
の
中
で
、
こ
れ
ら
の

広
場
を
綜
合
的
に
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
う
し
た
研
究
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
わ
が
国
な
ど
と
は
ち
が
う
ヨ

二
心
ヅ
パ
の
地
理
的
個
性
の
一
蜷
を
、
よ
り
具
象
的
に
示
す
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
日
本
集
落
の
グ
ロ
ー
バ

ル
な
意
義
づ
け
に
と
っ
て
も
有
力
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
な
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
エ
ル
ベ
川
以
東
の
ド
イ
ツ
内
陸
植
民
が
行
わ
れ
た
地
方
に
は
、
方

形
広
場
と
、
そ
こ
に
教
会
・
刑
場
・
会
所
・
鐘
楼
・
水
汲
場
な
ど
多

く
の
公
共
施
設
の
あ
る
ア
ソ
ゲ
ル
ド
ル
フ
》
欝
σ
Q
①
a
O
誌
、
な
い
し
長

方
形
広
場
が
街
路
状
に
の
び
た
シ
ュ
ト
ラ
工
臨
ン
ド
ル
フ
ω
辞
螢
ゆ
鎗
で

山
○
ほ
が
分
布
す
る
。
か
つ
て
ベ
ル
リ
ン
を
訪
れ
た
さ
い
、
新
市
域
の

各
所
に
円
形
や
長
方
形
広
場
の
あ
と
が
な
お
街
区
の
中
心
と
し
て
そ
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①

の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
の
に
一
驚
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
計
画
的
な
村
落
形
態
の
母
胎
が
、
早

く
か
ら
土
地
占
居
の
密
度
の
高
か
っ
た
エ
ル
ベ
川
以
西
の
、
た
と
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ば
ラ
イ
ン
・
ド
ナ
ウ
流
域
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
推
定
し
、
さ
ら
に
こ

れ
ら
の
プ
ラ
ン
を
幾
何
学
的
な
デ
ザ
イ
ン
の
も
と
で
大
規
模
に
刻
印

し
た
も
の
こ
そ
、
一
三
世
紀
以
降
の
オ
ス
ト
・
エ
ル
ベ
を
は
じ
め
と

し
て
、
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
や
東
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
ま
で
分
布
し
た
広
場

　
　
　
　
　
　
　
　
③

村
で
あ
る
と
断
定
し
た
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
推
論
は
、
か
な
ら
ず
し
も
各
集
落
形
態
の
研
究

史
と
そ
の
こ
ま
か
い
検
討
の
上
に
組
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
本
稿
で
は
、
現
地
の
一
部
を
踏
査
す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
エ

ル
ベ
川
流
域
に
つ
い
て
、
こ
の
地
方
に
か
た
ま
っ
て
分
布
す
る
円
村

園
ロ
巳
菅
σ
q
と
袋
小
路
村
ω
ρ
昏
σ
q
霧
ω
窪
α
o
ほ
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
、

．
ひ
と
ま
ず
そ
の
研
究
史
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
い
。
こ
れ

ら
の
村
落
は
、
ア
ソ
ゲ
ル
ド
ル
フ
や
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
ン
ド
ル
フ
よ
り

　
一
ま
わ
り
小
さ
く
、
本
来
、
行
詰
ま
り
に
な
っ
た
不
完
全
な
円
形
や

小
路
状
の
内
部
空
間
を
も
つ
が
、
こ
れ
ら
の
平
面
形
態
も
わ
が
国
に

は
ほ
と
ん
ど
類
例
が
な
い
。
い
か
な
る
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的
特
性
が
、
そ

こ
に
は
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

①
嵐
。
ぎ
。
蜂
。
さ
b
び
∴
コ
。
≧
回
α
q
⑦
乙
。
鼠
。
＝
ヨ
労
窪
ヨ
。
く
9
同
≦
。
ω
け
由
巴
旦

　
切
。
δ
豆
巴
。
臣
鐸
島
。
σ
q
δ
ゆ
ω
銭
自
9
9
①
⇔
9
駄
。
脱
ヨ
琶
σ
Q
9
¢
ヨ
慧
σ
q
。
門
U
。
等

　
犀
震
コ
ρ
し
ご
O
『
．
N
・
鉱
叶
い
勢
コ
盛
O
ω
ド
ニ
ρ
℃
卜
σ
9
一
①
①
ρ

②
拙
稿
「
農
地
と
集
落
」
（
拙
著
『
社
会
集
団
の
生
活
空
間
』
所
収
）
。

③
拙
稿
「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
村
落
と
耕
地
に
つ
い
て
」
（
『
京
都
大
学
文

　
学
部
研
究
紀
要
』
第
　
○
号
）
。

二
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
研
究
史

　
円
村
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
前
世
紀
の
ヤ
コ
ビ
＜
・
宣
8
⊆

に
よ
る
り
ュ
ネ
ブ
ル
ク
い
鴬
昌
Φ
σ
貝
σ
q
と
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
》
犀
Φ
目
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

σ
霞
σ
q
地
方
の
調
査
で
あ
っ
た
。

　
氷
河
地
形
と
ハ
イ
デ
の
ひ
ろ
が
る
こ
の
地
方
に
特
異
な
景
観
を
刻

み
こ
ん
で
い
る
円
村
を
も
っ
て
、
か
れ
は
唯
一
つ
の
入
口
し
か
な
い

多
少
と
も
規
則
正
し
い
円
形
広
場
の
ま
わ
り
を
馬
蹄
型
状
に
屋
敷
が

と
り
ま
く
村
落
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
さ
ら
に
遊
牧
か
ら
定
着
へ
の

変
化
の
さ
い
に
共
同
生
活
の
必
要
か
ら
考
案
さ
れ
た
円
形
テ
ン
ト
に

似
た
居
住
プ
ラ
ン
を
想
定
し
、
こ
の
円
形
の
空
間
と
屋
敷
ま
わ
り
の

棚
に
よ
っ
て
、
人
畜
と
も
に
外
敵
か
ら
守
ら
れ
た
こ
と
を
、
こ
の
村

落
の
起
原
と
み
な
し
て
い
る
。
な
お
か
れ
は
円
村
が
ス
ラ
ヴ
地
名
を

も
つ
と
し
て
、
　
「
ス
ラ
ヴ
的
円
村
」
ω
翁
三
ω
。
『
①
ω
図
琶
＆
o
鳳
の
用

le4　（842）
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語
を
使
っ
て
い
る
が
、
円
村
民
族
起
原
説
の
実
の
な
い
形
式
論
に
終

始
す
る
こ
と
な
く
、
円
村
の
あ
り
の
ま
ま
の
形
態
と
機
能
を
素
直
に

つ
か
ん
で
い
る
の
が
注
目
を
ひ
く
。

　
か
れ
は
、
ハ
ソ
ノ
ー
ヴ
一
，
付
近
の
不
毛
な
、
人
口
の
少
な
い
モ
レ

ー
ソ
地
方
の
円
村
退
化
型
か
ら
お
し
て
、
こ
の
円
村
の
原
初
形
態
を

二
、
三
の
屋
敷
が
半
円
状
や
鋭
角
状
の
輪
郭
を
え
が
く
小
村
で
あ
る

と
し
て
い
る
が
、
こ
の
見
解
は
後
に
ク
レ
ン
ツ
リ
ン
》
・
緊
話
壽
一
ぎ

に
う
け
つ
が
れ
る
。
ま
た
、
と
く
に
円
形
広
場
は
な
い
が
、
行
詰
り

の
内
部
空
間
ω
国
学
を
も
つ
袋
小
路
村
を
円
村
の
変
形
と
み
な
し
、

両
村
落
の
間
に
関
係
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
も
、
現
在
の

学
説
に
近
い
。

　
そ
の
後
マ
イ
ツ
ェ
ソ
》
・
竃
Φ
犀
N
窪
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
村
落
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

態
を
組
織
化
し
、
二
〇
世
紀
の
村
落
研
究
に
礎
石
を
き
つ
い
た
。
し

か
し
か
れ
が
、
古
地
籍
図
か
ら
広
場
の
あ
る
村
落
が
デ
ン
マ
ー
ク
や

東
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
も
分
布
し
た
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
、
こ
れ
を

別
系
統
の
も
の
と
考
え
、
本
地
域
に
つ
い
て
は
ヤ
コ
ビ
説
を
う
け
つ

ぎ
、
円
村
や
そ
の
他
の
広
場
村
の
ス
ラ
ヴ
族
起
原
説
を
強
調
し
た
た

め
に
、
円
村
の
イ
メ
ー
ジ
に
「
特
殊
な
産
物
」
と
し
て
の
ゆ
が
み
を

あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
否
定
で
き
な
い
。

　
集
落
形
態
発
生
学
の
成
立

　
シ
ェ
リ
ュ
ー
タ
ー
は
一
九
〇
三
年
、
　
「
冠
状
に
と
ざ
さ
れ
た
形
態

を
も
つ
村
落
」
の
グ
ル
ー
プ
に
、
　
「
純
粋
な
円
村
」
の
ほ
か
、
　
「
円

村
に
似
た
村
」
や
「
広
場
村
」
匹
霧
N
岱
。
臥
を
含
め
る
一
方
、
袋
小

路
村
は
列
村
菊
Φ
厳
茸
山
○
臥
や
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
ン
ド
ル
フ
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

コ
方
向
に
ひ
ろ
が
っ
た
村
落
」
の
一
種
と
み
た
。
円
村
と
袋
小
路

村
と
の
中
間
形
態
の
あ
る
こ
と
は
認
め
た
が
、
し
か
し
前
者
で
は
広

場
、
後
者
で
は
小
路
○
霧
。
。
Φ
が
村
落
形
態
の
決
定
的
契
機
で
あ
る

と
み
て
、
両
者
を
は
っ
き
り
と
捌
の
グ
ル
ー
プ
に
区
別
し
て
い
る
。

　
集
落
形
態
発
生
学
を
体
系
化
し
た
の
は
か
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
形

態
分
類
は
形
式
論
に
と
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
た
と
え
ば
円
村

と
袋
小
路
村
と
の
士
別
な
ど
は
、
発
生
学
的
考
察
に
混
迷
を
あ
た
え

る
も
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
北
東
チ
ュ
ー
リ
ソ
ゲ
ソ
地
方
の
詳
細
な

実
地
調
査
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
地
方
の
円
村
が
中
期
の
ス
ラ
ヴ
と

ゲ
ル
マ
ン
族
の
境
界
地
帯
に
分
布
し
、
か
つ
そ
こ
に
ド
イ
ツ
地
名
が

多
い
事
実
を
つ
き
と
め
、
　
「
純
粋
な
円
村
」
は
ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て

ス
ラ
ブ
地
方
に
導
入
さ
れ
た
計
画
村
落
で
あ
る
と
し
、
か
つ
そ
の
前

形
態
を
古
い
西
ド
イ
ツ
な
ど
に
多
く
み
ら
れ
る
「
規
則
性
に
乏
し
い

広
場
村
」
と
し
た
の
は
、
研
究
史
上
大
き
い
前
進
で
あ
っ
た
。
た
だ
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「
規
則
性
に
乏
し
い
広
場
村
」
の
概
念
は
不
鮮
明
で
あ
り
、
現
在
の

研
究
成
果
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
袋
小
路
村
や
古
い
小
村
な
ど
と
の
関

係
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
後
、
ヴ
ュ
チ
ケ
い
毒
⇔
富
。
露
お
や
ヘ
ソ
ニ
ヒ
韻
窪
巳
σ
q
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ど
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
エ
ル
ベ
川
流
域
の
研
究
が
本
格
化
す
る
。

二
七
年
に
は
ミ
ー
ル
ケ
菊
・
窯
一
〇
閑
。
が
、
円
村
を
姫
戸
移
動
時
代

こ
の
地
方
に
住
ん
で
い
た
ス
エ
ビ
ω
器
玄
族
の
経
済
的
必
要
性
か
ら

発
達
し
た
村
落
と
み
、
後
に
こ
の
プ
ラ
ン
を
、
ス
ラ
ヴ
族
の
移
住
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
ち
が
う
け
つ
い
だ
と
出
’
5
え
た
。
し
か
し
円
村
は
、
ス
エ
ビ
族
の
拡

が
っ
た
地
方
に
だ
け
く
ま
な
く
分
布
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
フ
ォ
ル
カ
ー
ス
｝
・
同
○
貯
。
富
も
円
村
と
ス
ラ
ヴ
族
と
の
関
連
を

否
定
し
て
い
る
が
、
か
れ
の
論
拠
は
、
円
村
の
分
布
範
囲
が
南
ス
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

エ
ー
デ
ン
や
東
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ド
に
ま
で
お
よ
ぶ
事
実
に
お
か
れ
た
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
事
実
は
広
場
を
も
つ
村
落
の
意
義
づ
け
に

あ
た
っ
て
注
目
す
べ
き
内
容
を
も
っ
て
い
る
が
、
　
マ
イ
ツ
ェ
ソ
以
来

積
極
的
に
は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
族
に

と
っ
て
円
村
が
フ
レ
ム
ト
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た

め
に
、
ヴ
ィ
ツ
ェ
ソ
薯
貯
窪
や
シ
ュ
タ
ル
ゲ
ッ
デ
ル
ω
仲
鴛
σ
q
①
＆
9

近
傍
の
環
城
壁
に
か
こ
ま
れ
た
円
形
小
村
遺
跡
の
ほ
か
に
、
ク
ル
ム

へ
ー
ル
ン
菌
巨
ヨ
ヨ
げ
◎
ヨ
半
島
の
盛
土
村
≦
¢
詳
窪
α
○
諜
ま
で
円

村
に
加
え
、
か
つ
西
ド
イ
ツ
の
古
い
塊
村
に
も
か
つ
て
広
場
の
あ
っ

た
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
、
　
「
分
割
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
」
旧

広
場
の
復
原
を
こ
こ
ろ
み
た
。
す
ぐ
れ
た
着
眼
で
は
あ
る
が
、
そ
の

円
村
概
念
は
広
場
村
一
般
と
同
義
で
、
シ
ュ
リ
ュ
ー
タ
ー
の
「
規
則

性
に
乏
し
い
広
場
村
」
と
と
も
に
広
場
の
内
容
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

し
か
し
盛
土
村
は
、
早
く
ヤ
コ
ビ
に
よ
っ
て
本
質
的
に
「
ス
ラ
ヴ
的

円
村
」
と
は
区
別
す
べ
き
形
態
と
さ
れ
た
が
、
形
態
上
で
は
門
村
に

近
似
す
る
し
、
二
ー
ダ
ー
ゲ
ー
ス
ト
で
は
盛
土
上
の
微
高
地
に
あ
る

円
村
も
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ス
の
見
解
の
す

べ
て
を
概
念
の
拡
大
と
断
定
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
当
時
な
お
、
円
村
や
袋
小
路
村
が
エ
ル
ベ
川
流
域
の
旧
ス
ラ
ヴ
族

居
住
地
域
に
と
く
べ
つ
多
い
と
い
う
事
実
へ
の
拘
泥
は
根
強
く
、
民

族
起
源
説
が
霧
散
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、

マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
園
・
鼠
㊤
洋
貯
）
、
は
二
八
年
、
　
一
つ
の
整
理
を
こ
こ
ろ

　
⑦

み
た
。
か
れ
は
東
ド
イ
ツ
の
村
落
形
態
に
「
相
互
に
お
ど
ろ
く
べ
き

強
い
類
似
性
」
の
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
形
態
の
成

立
に
つ
い
て
組
織
だ
っ
た
解
釈
を
下
し
て
い
る
。
ま
ず
円
村
を
円
形

広
場
村
四
聖
α
簗
暮
N
α
o
は
と
同
視
し
て
「
城
塁
に
よ
っ
て
狭
帰
化
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し
た
町
」
と
み
な
し
、
こ
れ
を
一
つ
の
極
と
し
て
、
内
部
空
間
の
形

態
変
化
を
も
と
に
、
他
の
極
で
あ
る
小
路
村
Ω
器
。
。
窪
α
。
臥
や
袋
小

路
村
に
至
る
発
展
系
列
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
村
落
に
は
、
そ

の
形
態
か
ら
み
て
、
ま
た
各
家
が
規
則
正
し
く
立
地
し
て
い
る
点
か

ら
み
て
、
発
生
的
に
は
ス
ラ
ヴ
的
支
配
の
原
理
が
働
い
て
い
る
と
し
、

成
立
時
期
は
八
世
紀
末
か
ら
西
ス
ラ
ヴ
族
が
エ
ル
ベ
州
左
岸
に
進
出

し
た
と
き
で
、
そ
れ
は
ま
ず
規
則
的
な
円
形
広
場
村
の
形
で
始
ま
り
、

一
二
世
紀
の
ド
イ
ツ
植
民
の
反
撃
に
よ
っ
て
終
わ
る
と
考
え
た
。
し

か
し
円
形
広
場
村
の
概
念
に
は
、
円
村
以
外
に
も
円
形
広
場
を
も
つ

ア
ソ
ゲ
ル
ド
ル
フ
閃
償
コ
黛
彰
σ
q
o
乙
。
ユ
な
ど
を
含
む
危
険
が
あ
り
、

こ
の
用
語
も
発
生
学
上
の
混
乱
の
も
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
と
シ
ュ
リ
ュ
ー
タ
ー
の
円
村
の
評
価
は
、
対
照
的

で
あ
る
。
円
村
を
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
は
形
態
発
展
の
系
列
に
お
け
る
出

発
型
と
み
た
の
に
対
し
て
、
シ
ュ
リ
ュ
ー
タ
ー
は
最
終
型
と
し
て
い

る
が
、
両
者
の
依
拠
す
る
事
実
や
形
態
規
準
に
は
、
く
い
ち
が
い
が

少
な
く
な
い
。
し
か
し
シ
ュ
リ
ュ
ー
画
一
自
身
、
　
「
規
則
性
に
乏
し

い
広
場
村
」
か
ら
「
純
粋
な
円
村
」
へ
の
発
展
を
認
め
て
い
る
し
、

こ
の
広
場
村
の
概
念
自
体
、
円
村
や
袋
小
路
村
と
本
質
的
な
ち
が
い

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
両
者
の
見
解
に
は
意
外
な
共
通
点
が

ひ
そ
ん
で
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
さ
ら
に
多
く
の
フ

ィ
ー
ル
ド
に
即
し
て
、
厳
密
な
形
態
分
類
と
精
緻
な
発
生
学
的
考
察

が
必
要
な
状
況
で
あ
っ
た
。

　
門
村
と
袋
小
路
村
の
漸
移
形
態

　
マ
イ
ツ
エ
ン
ー
ダ
ラ
ー
ト
マ
ソ
胃
．
O
窮
血
ヨ
9
ヨ
嗣
と
つ
づ
く
「
塊

村
古
代
成
立
説
」
を
否
定
し
て
、
西
・
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
村
落
形

態
発
生
学
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
塊
村
の
前
形
態
と
し
て
散
村
や

小
村
を
認
め
る
学
説
が
し
だ
い
に
注
目
を
ひ
く
に
至
っ
た
の
も
、
こ

の
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
本
地
方
に
つ
い
て
み
る
と
、
塊
村
は
、
円
村
や
袋
小
路
村

の
分
布
領
域
の
南
に
つ
づ
く
、
占
居
の
古
い
ハ
ル
ツ
前
地
の
レ
ス
地

方
に
多
い
。
ゲ
ブ
ラ
ー
国
．
○
鱗
巨
費
や
マ
ス
ベ
ル
ク
囚
．
三
農
ぴ
興
σ
Q

は
、
ブ
ラ
ウ
ソ
シ
ュ
ヴ
一
，
イ
ヒ
地
方
の
塊
村
を
調
査
し
て
、
そ
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
⑨

初
形
態
と
し
て
袋
小
路
村
を
復
原
し
た
。
そ
の
本
質
的
特
徴
は
、
入

口
が
唯
一
つ
し
か
な
い
袋
状
の
内
部
空
間
に
あ
り
、
そ
の
空
間
が
分

化
し
て
、
は
じ
め
て
多
様
な
袋
小
路
や
広
場
状
の
内
部
空
間
の
で
き

る
こ
と
を
実
証
し
た
。
早
ぐ
シ
ュ
リ
ュ
巨
頭
ー
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ

た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
円
村
や
袋
小
路
村
の
分
布
領
域
の
外
方
に
ひ

ろ
が
る
塊
村
の
前
形
態
を
さ
ぐ
る
意
義
は
十
分
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
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で
あ
り
、
マ
イ
ツ
ェ
ソ
以
来
の
「
形
態
の
固
定
性
」
に
つ
い
て
の
謬

見
を
具
体
的
に
こ
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
戦
後
エ
ヴ
一
，
…
ス
に
う
け
つ
が
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
三
一
年
に
は
、
ク
レ
ン
ツ
リ
ン
の
研
究
成
果
が
公
刊
さ
れ
た
。
す

で
に
ヤ
コ
ビ
に
よ
っ
て
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
ハ
ソ
ノ
ー
ヴ
ァ
の
ヴ
ェ

ン
ト
ラ
ソ
ト
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
つ
い
て
、
新
し
い
見
地
か
ら
こ
こ
ろ

み
ら
れ
た
研
究
で
あ
る
。

　
ク
レ
ン
ツ
リ
ン
は
、
円
村
の
分
布
が
ス
ラ
ヴ
人
（
ヴ
ェ
ソ
ト
人
）

の
す
ん
だ
痕
跡
の
は
っ
き
り
し
た
と
こ
ろ
と
重
な
る
こ
と
、
そ
の
農

地
制
度
が
比
較
的
単
純
で
あ
る
こ
と
、
村
落
形
態
の
封
鎖
性
か
ら
み

て
防
禦
機
能
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
立
地
点
が
低
地
の
中
央
で

あ
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
　
こ
れ
ら
の
「
純
粋
な
円

村
」
を
、
後
述
す
る
「
不
純
な
円
村
」
か
ら
区
別
し
た
。
前
者
の
形

態
上
の
特
急
と
し
て
は
、
内
部
空
間
に
円
状
の
広
場
が
あ
り
、
そ
の

ま
わ
り
に
屋
敷
が
扇
形
に
立
地
し
、
狭
い
入
口
が
一
つ
し
か
な
い
こ

と
、
各
戸
は
広
場
に
切
妻
を
む
け
て
お
り
、
完
全
持
分
数
は
6
フ
ー

フ
ェ
以
下
の
小
村
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
村
落
は
、
交
通
路

と
は
反
対
側
の
、
農
地
の
あ
る
微
高
地
か
ら
や
や
離
れ
た
低
地
に
立

地
し
、
ま
わ
り
は
草
地
で
、
各
農
家
の
背
後
に
は
グ
ラ
ス
ホ
ー
フ
の

区
画
が
続
く
ど
い
う
。

　
「
不
純
な
円
村
」
の
ば
あ
い
、
内
部
空
間
は
前
者
よ
り
小
さ
く
、

蹄
鉄
状
、
ま
た
は
長
い
形
態
を
と
り
、
屋
敷
は
微
高
地
に
近
く
、
農

耕
地
が
屋
敷
ま
で
の
び
て
い
る
の
で
、
グ
ラ
ス
ホ
ー
フ
は
し
ば
し
ば

低
地
に
向
っ
て
た
ち
き
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
村
落
は
新
し
い
成
立
に

な
り
、
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
植
民
に
由
来
す
る
。
こ
れ
ら
二
種
類
の
円

村
よ
り
一
だ
ん
と
新
し
い
の
が
、
袋
小
路
村
で
あ
る
。
こ
れ
も
ヴ
ェ

ソ
ト
ラ
ン
ド
に
多
く
分
布
し
、
ス
ラ
ヴ
族
と
の
関
係
は
否
定
で
き
な

い
が
、
成
立
し
た
の
は
一
三
1
四
世
紀
で
あ
る
。
形
態
的
に
は
円
村

と
区
別
の
つ
か
な
い
ば
あ
い
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
発
生
的
に
は
、

封
鎖
的
な
円
村
が
、
拡
大
の
可
能
性
を
も
つ
如
露
の
プ
ラ
ン
と
結
び

つ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
不
毛
な
モ
レ
ソ
上
に
は
二
戸
か
ら

な
る
「
半
円
村
」
国
巴
σ
讐
口
α
ぎ
σ
q
が
み
ら
れ
る
。

　
ク
レ
ン
ツ
リ
ソ
説
は
、
ヤ
コ
ビ
説
を
回
り
さ
げ
、
さ
ら
に
科
学
的

な
実
証
を
加
え
た
も
の
。
し
か
し
上
述
の
各
形
態
論
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
漸
移
形
態
が
あ
り
、
か
つ
い
ず
れ
の
形
態
と
も
よ
く
似
た
成
立
様

式
を
も
つ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
ば
あ
い
も
少
な
く
な
い
。
　
「
純
粋
」

と
「
不
純
」
の
伝
統
的
な
分
類
も
、
ど
こ
ま
で
本
質
的
な
意
味
を
も

つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
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三
六
年
に
は
エ
ベ
ル
ト
毛
■
国
げ
①
詳
が
、
　
「
本
質
的
に
類
型
的
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
観
点
か
ら
既
往
の
形
態
概
念
の
整
理
を
こ
こ
ろ
み
た
。
一
部
に
難

解
な
分
類
を
含
む
が
、
新
し
い
研
究
の
進
展
を
め
ざ
し
た
こ
の
意
図

に
は
、
十
分
に
く
む
べ
き
も
の
が
あ
る
。
袋
小
路
村
は
、
一
端
が
行

詰
っ
て
交
通
遮
断
的
、
か
つ
列
状
の
形
態
。
円
村
は
、
円
い
屋
敷
広
場

で
封
鎖
さ
れ
た
広
場
村
唯
心
形
態
℃
一
筆
巴
。
醜
霞
ぼ
σ
q
①
ズ
δ
一
巳
實
臼
。

両
老
の
漸
移
形
態
に
あ
た
る
の
が
、
円
村
的
な
封
鎖
性
を
も
つ
袋
小

路
村
。
さ
ら
に
円
形
の
輪
郭
を
も
つ
村
落
と
し
て
、
円
村
以
外
に
つ

ぎ
の
三
形
態
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
。
円
形
小
村
菊
目
α
≦
。
憎

δ
同
は
、
円
形
の
と
ざ
さ
れ
て
い
な
い
場
所
に
ま
ば
ら
に
立
地
し
た

屋
敷
群
。
門
形
広
場
村
山
弓
曾
一
暮
N
α
。
既
は
、
屋
敷
が
大
き
い
内

部
空
閾
の
周
囲
に
配
列
さ
れ
た
大
型
集
落
。
円
形
列
村
図
き
臼
①
学

げ
Φ
巳
。
鳳
は
、
屋
敷
が
と
く
べ
つ
の
広
場
を
も
た
ず
、
黒
門
の
列
に

な
ら
び
、
そ
れ
に
連
続
す
る
紐
状
耕
地
を
つ
け
た
村
落
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
分
類
が
十
分
な
研
究
効
果
を
発
揮
す
る
の
を
待
た
ず
に
、

ド
イ
ツ
は
悲
惨
な
大
戦
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
っ
た
。

　
①
冒
8
9
＜
・
”
ω
ご
蓄
〒
駕
鼠
e
。
簿
・
・
。
｝
妊
茸
冒
。
篇
一
ε
『
占
乙
簿
α
q
冠
吋
三
箕
p

　
　
ユ
ω
o
ゴ
。
鵠
o
Q
ε
臼
。
コ
N
ξ
》
瓢
ω
o
ゴ
窪
p
菖
α
q
σ
q
㊦
げ
毒
。
げ
戸
ぴ
①
ω
o
ロ
血
①
窃
帥
岳
び
貯
冨
－

　
　
げ
蛋
お
巳
乱
≧
件
雰
げ
霞
σ
q
．
〉
『
o
劉
堕
O
o
ω
o
F
拝
く
。
凱
霧
旨
＝
σ
q
．
◎
巨
貫
δ
ε
吋
α
q
’

　
　
9
ド
〉
げ
け
‘
O
o
＝
o
一
加
G
n
O
◎
ゴ

②
蜜
。
膏
。
p
＞
∴
。
。
δ
9
冨
詣
巳
回
伽
〉
σ
Q
冨
暑
。
ω
窪
山
2
慈
Φ
簿
α
Q
⑦
H
ヨ
雪
窪

　
β
口
α
○
ω
£
2
ヨ
雪
①
P
儒
曾
囚
④
一
倖
①
P
図
O
旨
⑦
」
喝
ぎ
器
ロ
出
瓢
山
。
り
剛
聖
く
①
ロ
」
－
＝
H

　
F
》
訟
帥
ω
げ
四
コ
山
し
d
Φ
二
一
昌
H
◎
o
Φ
伊

③
ω
。
三
簿
⑦
が
ρ
”
∪
δ
ω
冨
法
皇
α
q
魯
ぎ
き
a
o
ω
慈
。
g
嵩
楚
旨
｝
磧
Φ
＝
．

　
切
Φ
ユ
凹
昌
一
㊤
O
ω
噛

④
毛
鐸
ψ
。
鐸
Φ
”
｝
∴
し
⇔
簿
謡
幽
σ
Q
Φ
N
5
。
っ
冨
色
琶
α
Q
。
・
ざ
昌
島
。
鳥
霧
＆
乙
ぎ
冨
昌

　
。
α
瓢
σ
冨
罠
団
三
。
。
o
冨
＝
寓
弓
¢
q
色
言
巳
。
ω
」
爵
二
一
①
9
．
ω
．
讐
一
8
メ

⑤
峯
㊦
房
ρ
園
∴
。
。
冨
貸
言
σ
q
罫
β
鼠
・
o
①
ω
9
g
ω
・
冨
コ
＜
。
一
ぎ
幹
蜜
諺
。
客
冨

　
お
ミ
．

⑥
閏
。
節
⑦
H
ω
こ
∴
U
器
b
ご
窪
Φ
ヨ
山
。
ほ
§
捧
。
剛
。
。
①
国
霞
N
。
σ
q
ε
ヨ
い
窪
Φ
五
霞
α
q
．

　
”
霧
N
o
昌
げ
自
お
6
悼
。
◎
．

⑦
鍵
露
訟
曙
”
即
“
望
㊦
O
諺
a
目
一
ゆ
σ
q
Φ
ω
芭
2
5
α
Q
山
。
乙
・
暮
ω
。
プ
窪
望
a
ぎ
護
鶏

　
℃
o
仲
蜜
浄
算
‘
国
嶺
■
頃
．
同
り
N
ド
リ
ト
⊃
◎
Q
9

⑧
O
餌
三
㊦
斜
国
∴
∪
霧
｝
艮
国
＆
⇔
σ
q
。
。
冨
窃
。
コ
蜜
a
醇
ω
晶
聾
門
ダ
お
b
。
。
。
．

⑨
竃
p
じ
。
σ
Φ
吋
α
q
層
穴
∴
u
宙
U
曾
h
窪
山
⑦
円
く
。
σ
・
伸
鉱
9
。
ゆ
】
）
§
鐸
①
”
葺
お

　
甥
ご
『
く
2
，
審
の
。
。
煽
欝
σ
q
目
コ
ユ
O
o
嵐
餌
昌
貯
σ
q
㊦
．
ω
伸
ロ
P
F
〈
o
毒
門
ヴ
N
．
瓢
冨
θ
．
〉
菖
島

　
≧
a
①
誘
曽
0
9
豆
幹
頃
．
一
b
。
讐
O
O
暮
貯
σ
q
三
一
㊤
ω
ρ

⑩
年
。
”
巨
旦
〉
∴
望
㊦
寡
二
酔
巨
p
邑
。
・
。
蜜
津
g
ω
冨
昌
＆
く
Φ
話
魯
2
妻
。
巳
－

　
一
母
乱
ω
．
凋
。
諺
巳
ピ
N
■
α
け
ピ
巴
己
。
ω
－
F
＜
o
＝
窃
】
a
ρ
卜
⊃
Q
Q
讐
ド
㊤
昏
σ
一
・

⑪
浮
舞
噛
芝
∴
漆
邑
ぎ
冨
ω
δ
g
ぎ
毒
窪
二
三
。
耳
ω
。
冨
＝
○
簿
。
詳
劇
巴
ε

　
一
㊤
ω
⑤

三
、
内
部
空
間
の
原
初
形
態
と
機
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
一
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
研
究
史

五
〇
年
代
に
な
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
混
乱
を
脱
し
て
、
ふ
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た
た
び
円
村
研
究
の
諸
成
果
が
公
刊
さ
れ
は
じ
め
た
。
そ
こ
に
は
よ

り
ひ
ろ
い
視
野
と
精
緻
な
分
析
法
を
も
っ
て
、
戦
前
の
研
究
水
準
を

は
る
か
に
こ
え
る
も
の
が
あ
っ
た
。
他
地
方
の
村
落
や
農
地
の
形
態

発
生
に
関
す
る
研
究
成
果
か
ら
お
し
て
、
こ
の
地
方
の
村
落
形
態
の

地
理
学
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
新
し
い
見
透
し
が
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
も
、
大
き
い
進
歩
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
村
落
と
農
地
形
態
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は

割
愛
し
て
論
を
進
め
た
い
。

　
内
部
空
間
の
機
能

　
五
二
年
に
は
、
エ
ル
ベ
川
東
方
の
内
陸
植
民
地
方
に
つ
い
て
ク
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ソ
ツ
リ
ソ
の
研
究
成
果
が
公
刊
さ
れ
た
。
も
は
や
三
一
年
の
円
村
ス

ラ
ヴ
族
起
源
説
は
影
を
ひ
そ
め
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
新
見
解
が
表
面

に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
注
目
を
ひ
く
。

　
初
期
ド
イ
ツ
時
代
に
ス
ラ
ヴ
族
が
居
住
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
は
、

い
た
る
と
こ
ろ
に
一
列
に
屋
敷
の
並
ん
だ
列
状
小
村
魯
罵
①
三
σ
q
o

N
9
2
や
袋
小
路
村
が
多
い
。
し
か
も
羽
軸
に
は
中
間
形
態
が
多
い

こ
と
か
ら
し
て
、
列
状
小
村
か
ら
袋
小
路
村
や
、
さ
ら
に
円
村
へ
の

発
展
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ス
ラ
ヴ
族
の
小
村
落
が
集
っ
て
円

村
が
形
成
さ
れ
る
に
さ
い
し
て
、
と
く
に
好
都
合
だ
っ
た
も
の
と
し

て
共
同
で
経
営
さ
れ
る
三
圃
農
業
の
導
入
が
あ
っ
た
。
三
圃
農
法
の

な
い
砂
質
モ
レ
ー
ソ
で
は
、
円
村
の
形
態
も
不
完
全
で
あ
る
。
以
上

の
よ
う
に
、
円
村
形
態
以
前
に
小
さ
い
列
状
の
家
並
み
を
お
き
、
そ

の
発
展
形
態
と
し
て
の
袋
小
路
村
や
円
村
の
成
立
を
農
業
集
約
化
と

関
連
せ
し
め
た
ク
レ
ン
ツ
リ
ソ
説
は
、
つ
ぎ
の
ユ
ヴ
岬
・
i
ス
説
と
と

も
に
、
円
村
研
究
に
機
能
論
的
視
点
を
加
え
た
も
の
と
し
て
大
き
い

意
義
を
も
つ
。
た
だ
す
べ
て
の
円
村
地
域
で
の
三
編
農
業
の
存
在
に

つ
い
て
は
、
な
お
疑
点
が
少
な
く
な
い
。

　
こ
の
研
究
と
あ
い
前
後
し
て
、
戦
前
の
マ
ス
ベ
ル
ク
の
方
法
を
う

け
つ
ぐ
袋
小
路
村
に
関
す
る
エ
ヴ
ァ
ー
ス
竃
・
芝
・
目
く
①
諺
の
新
見

　
　
　
　
　
　
②

解
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
は
、
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
ー
マ
リ
エ
ソ

ブ
ル
ク
地
方
の
一
九
世
紀
の
地
籍
図
上
に
認
め
ら
れ
る
塊
村
を
分
析

し
て
、
そ
こ
に
不
整
形
な
袋
状
の
内
部
空
間
を
も
つ
古
い
村
落
形
態

を
復
原
し
た
も
の
。
た
と
え
ば
、
高
度
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
台
地
面
の

平
た
い
凹
地
に
立
地
し
た
イ
ソ
ゲ
ル
ン
冒
σ
Q
①
ぎ
村
は
、
主
要
交
通

路
か
ら
は
ず
れ
た
塊
村
。
一
八
四
ニ
ー
四
三
年
の
地
籍
図
上
に
は
、

村
道
と
は
直
角
を
な
す
数
本
の
狭
い
小
路
が
認
め
ら
れ
る
が
、
ほ
と

ん
ど
爾
端
で
相
互
に
結
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
南
端
を
結
ぶ
道
路
は

も
と
も
と
足
踏
道
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
数
本
の
狭
い
小
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路
は
原
初
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
袋

小
路
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
中
で
も
最
古
の
集
落
部

分
と
考
え
ら
れ
る
完
全
マ
イ
ェ

ル
三
跡
。
目
a
・
b
・
c
の
屋
敷

で
か
こ
ま
れ
た
内
部
空
間
は
、

行
詰
り
を
は
っ
き
り
と
残
し
て

お
り
、
一
九
〇
〇
年
ま
で
は
礼

拝
堂
が
あ
り
、
い
ま
も
古
い
時

計
塔
が
あ
る
（
㌔
、
㌔
）
。
そ
の

後
屋
敷
は
し
だ
い
に
西
方
に
拡

が
り
、
半
マ
イ
エ
ル
農
民
以
下

の
小
屋
住
い
百
姓
や
　
切
H
ぎ
『

臨
詳
震
や
｝
昌
σ
窪
興
に
い
た

る
居
住
地
区
が
形
成
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
エ
ヴ
ァ
ー
ス
は
、
こ

う
し
た
袋
小
路
村
を
、
　
「
耕
作

と
牧
畜
に
多
忙
を
き
わ
め
、
と
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く
に
牧
畜
に
さ
い
し
て
は
共
同
放
牧
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

農
民
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
理
想
的
な
形
態
」
で
あ
る
と
考
え
、
ク
レ

ン
ツ
リ
ソ
説
と
同
じ
く
共
面
体
的
規
制
を
と
も
な
う
三
圃
農
業
の
成

立
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ
の
村
落
の
袋
小
路
が
広
場
と
同
様
の
機

能
を
も
ち
、
農
民
た
ち
の
集
会
と
家
畜
の
保
護
に
便
利
な
点
に
着
眼

し
た
も
の
で
あ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
こ

の
地
方
に
お
け
る
三
七
農
業
の
成
立
を
つ
ぎ
の
理
由
か
ら
五
世
紀
前

後
と
み
、
こ
の
時
期
に
散
村
や
小
村
の
屋
敷
が
袋
小
路
を
中
心
に
凝

集
し
、
袋
小
路
村
が
成
立
し
た
と
み
る
。
し
た
が
っ
て
袋
小
路
村
は
、

す
で
に
明
確
な
設
計
上
の
モ
チ
ー
フ
を
も
つ
村
落
で
あ
り
、
実
は

「
規
則
化
し
た
袋
小
路
村
」
σ
q
①
お
σ
q
巴
3
ω
ρ
葺
σ
Q
霧
ω
Φ
巳
。
鳳
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
後
述
す
る
理
由
か
ら
、
エ
ヴ
ー
ノ
ー
ス
の
復

原
し
た
袋
小
路
村
は
、
正
確
に
は
袋
小
路
村
な
い
し
円
村
の
「
原
初

形
態
」
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
な
お
か
れ
は
、
こ
の
地
方
の
考
古
学
的
発
掘
の
結
果
、
紀
元
四
〇

〇
1
五
〇
〇
年
に
屋
敷
の
破
壊
さ
れ
た
跡
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
屋
敷

跡
に
発
見
さ
れ
る
ブ
ッ
ヘ
ル
式
土
器
し
d
唱
。
げ
①
一
囚
葭
自
ρ
ヨ
貯
も
そ
の

後
影
を
ひ
そ
め
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
袋
小
路
村
の
成
立
を
想

定
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
推
定
時
期
は
根
拠
に
乏
し
い
。

　
つ
づ
い
て
五
三
年
に
は
、
エ
ン
ゲ
ル
司
．
国
昌
σ
q
巴
が
メ
ク
レ
ソ
ブ

ル
ク
や
ボ
ム
メ
ル
ン
地
方
の
事
例
に
つ
い
て
、
円
村
と
袋
小
路
村
と

の
間
に
は
本
質
的
な
ち
が
は
な
く
、
両
者
の
ち
が
い
は
た
ん
に
広
場

の
形
態
が
円
形
か
袋
小
路
状
か
の
ち
が
い
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
に
袋
村
o
Q
蓉
げ
α
○
ほ
と
し
て
一
括
す
る
に
至
っ
た
。
い
ず
れ
も
一

二
世
紀
の
初
期
植
民
時
代
に
、
屋
敷
を
一
方
に
し
か
入
口
の
な
い
計

画
的
な
広
場
の
ま
わ
り
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
解

釈
さ
れ
た
が
、
こ
の
袋
村
こ
そ
、
形
態
上
で
は
、
さ
き
に
マ
ス
ベ
ル

ク
や
エ
ヴ
ァ
ー
ス
が
塊
村
の
前
身
に
認
め
た
袋
小
路
村
と
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
諸
研
究
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
円
村
と
袋
小
路
村
は

ス
ラ
ヴ
族
居
住
地
方
の
「
特
殊
な
産
物
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、

は
っ
き
り
と
弁
別
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
ま
や
袋
村
は
「
袋
状
の

内
部
空
間
」
を
も
つ
広
場
村
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
既

成
概
念
の
枠
か
ら
自
由
な
研
究
の
舞
台
に
と
き
は
な
た
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
動
き
に
決
定
打
を
は
な
っ
た

の
が
、
シ
ョ
ッ
ト
ρ
ω
o
げ
○
窪
の
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
ー
ホ
ル
シ
ュ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

イ
ソ
に
お
け
る
広
場
村
の
研
究
で
あ
っ
た
。

　
西
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
は
、
路
村
類
①
σ
Q
①
O
o
猟
と
な
ら
ん
で
、
古
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い
起
源
を
示
す
－
び
鴬
ヰ
鉱
地
名
を
も
つ
円
形
の
ア
ソ
ゲ
ル
ド
ル
フ
が

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
奪
略
と
は
い
え
な
い
が
、
広
場
を
も
つ
村

落
の
集
団
的
分
布
が
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
す
ら
オ
ス
ト
・
エ
ル
ベ

の
開
拓
地
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
、
か
つ
以
下
の
よ
う
に
そ
の
広
場
の

機
能
に
袋
村
の
内
部
空
間
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
的

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
広
場
に
は
、
円
形
の
ほ
か
に
方
形
や
楕
円

形
、
多
角
形
の
も
の
も
あ
り
、
夜
に
は
門
を
と
ざ
し
、
最
近
ま
で
夜

間
放
牧
に
利
用
さ
れ
た
。
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
で
は
、
こ
の
広
場
村
を

8
詳
巴
○
鳳
と
よ
ぶ
。
8
詳
ρ
は
広
場
の
こ
と
。
こ
の
村
落
プ
ラ
ン
は
、

す
で
に
一
二
〇
四
年
の
ユ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
法
典
冒
畝
ω
犀
｝
o
芝
に
記
載

さ
れ
て
い
る
。

　
村
落
は
低
湿
地
の
凹
地
の
ま
わ
り
に
立
地
し
、
も
っ
と
も
低
い
と

こ
ろ
に
は
人
工
的
に
堰
を
つ
く
っ
て
、
家
畜
の
水
飲
場
1
7
N
利
用
さ
れ

る
。
一
般
に
ユ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
の
広
場
村
は
東
ド
イ
ツ
の
円
形
広
場
村

よ
り
規
則
正
し
く
、
直
角
状
の
輪
郭
を
し
て
い
る
が
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ

ィ
ヒ
で
は
地
形
に
制
約
さ
れ
、
か
つ
広
場
が
い
く
度
も
拡
大
し
て
シ

ュ
ト
ラ
ー
セ
ソ
ド
ル
フ
に
近
い
も
の
も
あ
っ
て
、
や
や
不
規
則
で
あ

る
。
デ
ー
ン
村
落
の
規
則
正
し
さ
が
、
　
一
三
世
紀
の
「
太
陽
分
割

制
」
。
。
o
冤
（
一
津
。
に
よ
る
村
落
と
農
地
の
大
編
成
に
由
来
す
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹

う
説
（
い
ρ
霞
置
ω
①
ε
も
あ
る
が
、
こ
の
地
方
に
「
太
陽
分
割
制
」
が

導
入
さ
れ
た
と
い
う
文
献
は
な
い
。
家
畜
の
共
同
放
牧
に
適
し
た
こ

の
広
場
村
の
プ
ラ
ン
の
起
源
は
、
　
一
〇
〇
〇
年
i
一
三
〇
〇
年
の

「
太
陽
分
割
制
」
が
あ
ら
わ
れ
た
時
代
よ
り
も
、
む
し
ろ
ず
っ
と
古

く
に
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ユ
ヅ
ト
ラ
ン
ド
法
典
は
、
新
規
に
つ
く
ら
れ
る
村
落
に
と
っ
て
の

規
範
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
フ
エ
ー
マ
ル
ソ
閏
⑦
訂
5
節
讐
の
閃
。
詳
㌘

伽
。
託
の
ご
と
き
は
、
か
つ
て
は
ス
ラ
ヴ
族
起
源
と
さ
れ
た
村
落
で
あ

る
が
、
は
っ
き
り
法
典
に
則
し
た
プ
ラ
ン
を
も
ち
、
四
二
ヵ
村
中
四

〇
ヵ
村
に
方
形
広
場
が
あ
る
。
し
か
し
広
場
の
ま
わ
り
に
下
層
農
の

家
屋
が
建
ち
並
ん
で
広
場
が
小
路
状
に
ち
ぢ
ま
り
、
塊
村
化
し
た
も

の
も
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
に
も
、
地
名
の
8
詳
ρ
や
臨
。
乙
か
ら

以
前
に
は
広
場
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

　
以
上
が
シ
ョ
ッ
ト
説
の
大
要
で
あ
る
が
、
｛
o
誌
銭
○
臥
の
成
立
時
期

の
推
定
に
あ
た
っ
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
グ
リ
ー
ン
ヴ
ィ
レ
ジ

σQ

ｨ
窪
く
≡
9
σ
q
①
の
成
立
を
古
代
に
比
定
し
た
ソ
ー
プ
寓
◆
↓
げ
。
も
Φ

説
の
影
響
が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
別
の
視

角
か
ら
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
エ
ヴ
ァ
ー
ス
の
袋
小
路

は
と
も
か
く
と
し
て
、
ソ
ー
プ
や
シ
ョ
ヅ
ト
の
よ
う
に
大
規
模
な
広
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断
状
の
内
部
空
間
の
起
源
を
一
三
世
紀
よ
り
も
は
る
か
に
古
い
時
代

に
想
定
す
る
見
解
は
、
は
な
は
だ
根
拠
に
乏
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
す
で
に
戦
前
フ
ォ
ル
カ
ー
ス
が
先
駆
的
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
い
ま
や
イ
ギ
リ
ス
や
北
欧
に
お
け
る
大
小
の
広
場
村
研
究
の

成
果
を
無
視
し
て
は
、
円
村
や
袋
小
路
村
を
含
め
て
広
場
的
内
部
空

間
を
も
つ
村
落
の
意
義
づ
け
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
状
況
が
こ
く
な

っ
て
き
た
。

　
円
村
の
原
初
形
態

　
し
か
し
研
究
の
重
心
は
、
一
き
ょ
に
新
し
い
方
向
に
ゆ
れ
う
ご
く

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
上
述
の
点
か
ら
し
て
、
エ
ル
ベ
川
流
域
の
円

村
や
袋
小
路
村
研
究
に
は
、
そ
の
原
初
形
態
を
は
じ
め
と
し
て
、
な

お
フ
ィ
ー
ル
ド
に
即
し
て
解
明
す
べ
き
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
た
。

　
五
七
年
に
は
、
オ
ー
バ
ペ
ッ
ク
O
．
○
σ
興
σ
①
o
ド
と
ポ
ー
レ
ソ
ト

缶
・
℃
○
巳
窪
鼻
の
ア
ッ
ラ
ー
川
流
域
の
村
落
研
究
が
あ
ら
わ
れ
た
。

オ
ー
バ
ペ
ッ
ク
は
、
新
来
の
小
屋
住
い
百
姓
な
ど
を
除
い
て
、
古
い

農
民
層
だ
け
に
よ
る
村
落
の
原
核
を
復
原
し
て
、
小
村
↓
塊
村
の
ほ

か
に
、
袋
小
路
村
↓
円
村
な
ど
の
形
態
変
化
の
あ
っ
た
事
例
を
明
ら

　
　
　
　
　
⑥

か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
か
れ
の
円
村
概
念
は
古
い
農
家
が
円
状
に

広
場
を
と
り
か
こ
む
村
落
す
べ
て
を
含
み
、
一
九
世
紀
の
地
籍
図
上

で
入
口
が
両
側
に
あ
る
も
の
を
も
円
村
と
す
る
が
、
円
村
と
い
う
以

上
、
本
来
、
行
詰
り
の
内
部
空
間
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
原
初
的
に
は
交
通
路
か
ら
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
に
多
か
っ
た
円
村

に
も
、
成
立
以
後
の
交
通
条
件
そ
の
他
の
変
化
で
行
詰
り
に
小
路
が

設
け
ら
れ
た
事
例
は
、
す
で
に
前
述
の
エ
ヴ
ァ
！
ス
な
ど
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
事
例
を
意
識

的
に
つ
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
袋
」
小
路
↓
「
広
場
」
小
路

霞
霧
N
σ
q
鶴
ω
①
の
形
態
変
化
も
解
明
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
の
研
究
成
果
を
総
括
し
て
、
ハ
ソ
ノ
ー
ヴ
ィ
シ
ェ
・
ヴ
ェ
ソ

ト
ラ
ソ
ト
の
ゲ
ー
ス
ト
地
方
に
お
け
る
洪
積
層
上
の
円
村
に
焦
点
を

し
ぼ
っ
た
の
が
、
　
シ
ュ
ル
ツ
ー
ル
ヒ
ォ
ウ
芝
・
ω
o
ロ
巳
N
－
ピ
餌
。
げ
。
≦

　
　
　
　
　
　
⑥

の
研
究
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
形
態
発
生
学
の
手
法
を
駆
使
し
て
、
円

村
の
原
型
と
そ
の
形
態
変
化
を
追
求
し
た
。

　
こ
の
地
方
の
大
部
分
は
、
旧
ア
ム
ト
リ
ヅ
ヒ
ォ
ウ
諺
電
炉
ピ
9
げ
。
毛

に
属
す
。
六
五
の
村
落
の
中
、
四
五
が
円
村
、
一
二
が
袋
小
路
村
、

五
が
ア
ン
ゲ
ル
ド
ル
フ
、
二
が
二
重
心
慮
、
一
が
小
村
。
そ
の
他
に

「
騒
い
こ
み
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た
散
村
が
あ
る
。
村
落
は
湿
潤
カ

シ
ー
ブ
ナ
林
や
カ
シ
ー
ニ
レ
林
な
ど
の
残
片
に
と
り
か
こ
ま
れ
、
が
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い
し
て
牧
地
の
し
め
る
割
合
が
多
い
。

　
こ
の
地
方
の
円
村
の
特
徴
と
し
て
は
、
e
完
全
フ
ー
フ
ェ
数
三
i

八
、
最
大
一
二
、
そ
れ
に
一
、
二
の
水
含
み
百
姓
の
住
居
が
付
属
し
、

⇔
広
場
の
直
径
は
五
〇
1
七
五
メ
ー
ト
ル
、
⇔
民
家
は
低
ド
イ
ツ
風

の
単
一
家
屋
国
ぎ
げ
魚
富
げ
窪
ω
、
㈱
教
会
は
村
の
外
縁
部
に
立
地
す

る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
般
に
こ
の
地
方
に
は
西
隣
の
低
ド
イ

ツ
地
方
か
ら
の
植
民
が
多
く
、
か
つ
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
デ
ア
・
レ
ー

ヴ
ェ
缶
①
一
霞
8
げ
α
曾
い
。
均
①
や
そ
の
後
継
者
の
支
配
領
域
と
の
関

係
が
強
い
。
つ
ぎ
の
事
例
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
封
建
制

度
や
フ
ー
フ
ェ
制
度
の
導
入
に
さ
い
し
て
、
や
や
曲
っ
た
列
状
小
村

や
散
村
と
と
も
に
、
小
広
場
を
か
こ
む
三
軒
屋
敷
U
お
ヨ
。
陣
毒
O
①

が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
円
村
の

原
初
形
態
で
、
三
酉
ド
イ
ツ
に
多
い
ド
ゥ
ル
ッ
ベ
ル
U
毎
σ
げ
巴
の

「
規
則
化
し
た
形
態
」
σ
Q
④
器
σ
Q
Φ
洋
Φ
蜀
。
目
露
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ツ
ェ
ー
ツ
ェ
N
①
③
訂
⑦
村
の
例
。
ク
レ
ン
ツ
ェ
北
東
に
あ
り
、
一

八
二
二
年
間
地
籍
図
上
で
は
「
純
粋
な
円
村
」
。
古
文
献
の
分
析
に

よ
る
と
、
一
九
世
紀
の
六
戸
の
半
フ
ー
フ
ェ
農
家
は
、
旧
完
全
農
家

既
一
儀
、
b
l
臼
、
鋤
”
一
d
の
三
戸
の
フ
ー
フ
ェ
か
ら
一
五
〇
〇
年

以
後
分
割
し
て
成
立
し
た
も
の
。
す
な
わ
ち
一
五
六
三
i
六
四
年
記

載
の
フ
ー
フ
ェ
農
民
の
名
前
も
三
組
あ
り
、
一
五
四
八
年
の
記
述
を

考
慮
し
て
、
そ
れ
よ
り
あ
ま
り
遠
く
な
い
時
期
に
半
フ
ー
フ
ェ
農
家

の
成
立
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
f
は
、
す
で
に
一
三
六
〇
年
と

一
四
五
〇
年
に
所
見
す
る
。
耕
地
所
有
は
な
い
が
、
貢
租
が
ハ
ッ
ケ

ソ
フ
ー
フ
ヱ
に
ρ
o
ぎ
路
げ
厳
Φ
の
高
で
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す

Ackerdrten

㈹導履

Grtinlctnd

廷4 Z
％量d
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熟

115 （853）



る
と
、
暇
と
9
の
両
小
屋
住
み
百
姓
へ
の
分
化
は
、
一
四
五
〇
年
と

一
五
五
〇
年
の
間
に
比
定
さ
れ
る
。
一
七
世
紀
に
は
、
そ
の
一
つ
は

製
粉
所
に
、
他
は
学
校
に
変
わ
っ
た
。
一
九
世
紀
に
は
馬
と
a
、
が
一

つ
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

　
村
域
に
は
、
地
形
に
適
合
し
て
二
群
に
道
路
で
わ
け
ら
れ
た
紐
状

耕
地
（
長
さ
約
二
五
〇
一
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
の
あ
つ
ま
り
が
あ
っ
た
。

半
フ
ー
フ
ェ
農
民
e
と
a
は
シ
ュ
ル
ツ
エ
ω
o
げ
巳
N
①
の
土
地
を
わ

け
あ
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
一
八
○
○
年
に
は
a
だ
け
が
シ
ュ
ル
ツ

ェ
と
呼
ば
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
完
全
フ
ー
フ
ェ
は
約
五
〇
モ
ル
ゲ
ン

で
あ
っ
た
が
、
完
全
な
平
等
配
分
で
は
な
く
、
a
－
e
は
両
側
の
家

よ
り
所
有
高
が
多
く
、
採
華
船
の
ご
と
き
は
八
モ
ル
ゲ
ン
も
大
き
か

っ
た
。

　
村
落
の
原
初
形
態
を
復
原
す
る
た
め
に
従
来
の
小
屋
住
い
百
姓
の

家
を
の
ぞ
く
と
、
も
と
の
広
場
は
一
九
世
紀
の
よ
う
に
封
鎖
的
で
は

な
く
、
全
体
と
し
て
小
さ
く
、
あ
ま
り
円
く
も
な
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
屋
敷
分
割
の
さ
い
、
半
フ
ー
フ
ェ
農
民
た
ち
は
、
お
そ
ら
く

そ
の
母
家
を
少
し
後
退
さ
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
単
一
家
屋
の
前

面
に
あ
る
屋
敷
地
を
つ
と
め
て
と
り
の
ぞ
こ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な

い
。
b
と
e
の
前
面
に
と
び
で
た
敷
地
の
尖
端
は
、
最
初
の
屋
敷
界

第三三図　シュラソツェ村（1831年）

を
推
定
す
る
鍵
と

な
る
。
さ
ら
に
分

割
が
す
す
む
に
つ

れ
て
、
離
れ
て
い

た
付
属
建
物
も
徐

々
に
両
側
に
接
近

す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
形
態
分

析
か
ら
し
て
、
こ

の
村
落
は
原
初
的

に
は
小
広
場
に
そ

・
っ
冶
兀
全
フ
ー
フ
ェ

農
家
三
戸
か
ら
な

る
小
村
○
お
ヨ
。
や

冠
§
山
。
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
シ
ュ
ラ
ソ
ツ
ェ
ω
。
巨
磐
N
①
村
の
例
。
一
八
三
一
年
の
地
籍
図
で

は
、
細
長
い
広
場
を
も
つ
六
戸
か
ら
な
る
「
不
純
な
円
村
」
。
屋
敷

の
最
初
の
分
割
は
、
す
で
に
二
二
五
〇
年
ご
ろ
ま
で
に
は
行
わ
れ
、
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当
時
の
文
献
に
所
見
す
る
六
戸
に
は
、
そ
の
後
一
六
世
紀
を
通
じ
て

増
減
が
な
い
。
一
七
世
紀
に
は
古
い
半
フ
ー
フ
ェ
農
家
W
が
荒
廃
し
、

そ
の
耕
地
は
a
と
b
に
わ
け
ら
れ
、
a
・
b
は
半
フ
ー
フ
エ
農
か
ら

四
分
の
三
フ
ー
フ
ェ
農
に
上
昇
し
て
い
る
。

　
イ
ゼ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
H
ω
①
昌
げ
騨
σ
q
①
昌
修
道
院
文
書
に
よ
る
と
、
　
二
二

三
八
年
、
霞
①
ω
o
霞
冨
ω
ぎ
く
豊
ρ
巴
。
笥
N
Φ
と
あ
る
。
屋
敷
に
近
い

若
干
の
紐
状
小
ブ
ロ
ッ
ク
の
地
上
を
の
ぞ
く
と
、
平
行
状
紐
状
地
が

道
と
溝
の
間
に
完
全
農
民
ご
と
に
総
面
積
九
〇
モ
ル
ゲ
ン
の
大
き
さ

で
ち
ら
ば
っ
て
い
た
。
そ
の
後
の
耕
地
分
割
に
は
、
六
戸
の
間
に
規

則
正
し
い
変
化
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
最
古
の
三
フ
ー
フ
ェ
間
に
対
を

な
す
半
フ
ー
フ
ェ
農
民
ご
と
に
同
割
合
で
の
変
化
す
ら
み
ら
れ
る

（
象
1
ぴ
1
ー
ド
q
一
山
1
1
・
。
誌
1
き
H
ω
）
。
こ
う
し
た
耕
地
配
分
は
、
屋
敷
付

近
の
一
ば
ん
早
く
開
拓
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
部
分
に
多
い
。
こ
う

し
た
事
情
か
ら
、
す
で
に
比
較
的
古
い
時
代
に
屋
敷
と
農
地
配
分
が

規
則
正
し
く
行
わ
れ
た
こ
と
を
く
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
同
じ
よ
う
な
事
例
研
究
を
つ
み
か
さ
ね
て
、
か
れ
は
こ
の
地
方
の

円
村
の
原
型
と
し
て
上
記
の
小
村
落
を
推
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
さ

ら
に
全
村
落
形
態
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
三
つ
を
あ
げ
て

い
る
。
6
ド
イ
ツ
植
民
開
始
（
一
〇
〇
〇
年
）
以
前
。
小
村
や
散
村
、
な

い
し
二
軒
屋
敷
。
⇔
初
期
植
民
時
代
（
一
〇
〇
〇
1
＝
二
〇
〇
年
）
。
小

広
場
の
あ
る
三
軒
屋
敷
や
半
円
状
、
な
い
し
弓
状
の
小
村
。
な
お
こ

の
時
期
の
最
初
に
は
三
軒
屋
敷
だ
け
で
、
二
半
期
に
な
る
と
二
重
列

村
も
成
立
し
た
が
、
し
か
し
植
民
以
前
か
ら
の
村
落
形
態
も
な
お
部

分
的
に
は
存
続
し
た
。
国
後
期
植
民
時
代
（
；
δ
O
i
一
五
〇
〇
年
）
。

初
期
形
態
が
屋
敷
分
割
に
よ
っ
て
、
交
通
路
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で

は
円
村
、
交
通
路
に
め
ぐ
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
は
ア
ソ
ゲ
ル
ド
ル
フ
へ

の
変
化
が
あ
っ
た
。
一
方
、
袋
小
路
村
の
形
成
が
あ
り
、
最
後
に
モ

デ
ル
プ
ラ
ン
と
し
て
の
規
則
正
し
い
円
村
の
完
成
を
み
た
。

　
シ
ュ
ル
ッ
ー
ル
ヒ
ォ
ウ
の
研
究
は
、
形
態
の
変
化
過
程
の
把
握
に

お
い
て
き
わ
め
て
実
証
的
で
あ
り
、
六
四
年
に
公
刊
さ
れ
た
つ
ぎ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

マ
イ
ベ
イ
ア
≦
・
竃
①
皆
3
、
碧
の
研
究
と
と
も
に
、
円
村
研
究
に
一

つ
の
画
期
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
マ
イ
ベ
イ
ア
の
研
究

　
マ
イ
ベ
イ
ア
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
ア
ッ
ラ
ー
川
流
域
で
、
北
は
エ
ル

ベ
川
、
南
は
レ
ス
地
帯
の
北
端
に
接
し
、
東
に
は
ハ
ソ
ノ
ー
ヴ
ィ
シ

ェ
・
ヴ
ェ
ソ
ト
ラ
ソ
ト
が
続
く
。
氷
河
地
形
に
刻
ま
れ
た
こ
の
地
方

は
、
一
八
二
八
年
以
来
、
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
と
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ソ
ブ
ユ

ッ
テ
ル
（
後
に
は
ブ
ラ
ウ
ソ
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ヒ
公
領
）
侯
領
に
ぞ
く
し
た
。
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一
九
世
紀
の
地
籍
図
上
に
み
ら
れ
る
円
村
の
広
場
が
、
模
式
的
に

考
え
ら
れ
る
ほ
ど
円
形
で
は
な
く
、
多
様
な
形
態
を
と
る
ば
あ
い
の

多
い
こ
・
か
塞
き
わ
め
て
無
的
に
眉
を
甲
馴
に
分
類
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

い
る
。
㈲
　
各
農
家
は
、
短
か
い
内
部
空
閲
の
ま
わ
り
に
馬
蹄
型
状

を
な
す
屋
敷
広
場
に
あ
り
、
ク
レ
ン
ツ
リ
ソ
の
い
う
袋
小
路
村
（
Q
。
P

。。

掾
j
。
⑧
農
家
が
、
外
方
に
幅
広
く
ひ
ら
か
れ
た
広
場
の
ま
わ
り

に
馬
蹄
型
状
に
並
ん
で
い
る
も
の
（
ω
ρ
G
。
h
）
。
⑥
　
農
家
は
、
入
口

の
狭
い
長
い
広
場
の
ま
わ
り
に
馬
蹄
型
状
に
並
ん
で
、
ク
レ
ン
ツ
リ

ン
の
「
不
純
な
円
村
」
（
ω
σ
q
る
げ
）
。
◎
　
広
場
状
の
と
ざ
さ
れ
た
内

部
空
誉
の
ま
わ
り
に
農
家
が
配
置
さ
れ
、
ク
レ
ン
ツ
リ
ン
の
「
純
粋

な
円
村
」
（
ω
酔
G
。
ε
。
⑭
　
㈲
と
似
て
い
る
が
、
長
い
狭
い
小
路
状

の
内
部
空
間
を
も
ち
、
ク
レ
ン
ツ
リ
ソ
の
袋
小
路
村
（
戯
騨
）
。
㈹
　
農

家
の
配
列
が
半
円
を
な
さ
ず
、
鈍
角
な
い
し
鋭
角
を
な
し
、
内
部
空

間
の
形
成
を
み
な
い
・
。
ク
レ
ン
ツ
リ
ン
の
…
半
円
村
（
心
ぴ
）
。
⑧
　
二
つ

の
円
村
が
合
体
し
た
も
の
で
、
一
村
を
な
し
、
外
観
上
に
も
統
一
性

が
あ
・
（
δ
．
馴
円
村
に
似
た
箋
は
も
つ
が
、
不
＋
分
な
も
の

　
　
　
　
　
　
く

（蒔

ｿ
）
。
以
上
の
形
態
分
類
中
に
は
、
「
円
村
の
偶
然
的
な
形
態
変
化
」

と
し
て
袋
小
路
村
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
既
述
し
た
諸
事
情
か
ら
し

て
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
や
円
村
広
場
の
円
形
は
、
幾
何

学
的
に
厳
密
な
円
で
は
な
く
、
不
定
形
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。

　
か
れ
は
、
各
形
態
と
そ
の
立
地
条
件
と
の
間
に
は
間
接
的
な
関
係

し
か
な
い
こ
と
を
述
べ
、
つ
い
で
各
形
態
の
変
化
を
た
ど
る
た
め
に

シ
ュ
ル
ツ
ー
ル
ヒ
ォ
ウ
と
類
似
し
た
操
作
を
こ
こ
ろ
み
、
も
っ
と
も

古
い
屋
敷
の
配
置
か
ら
村
落
の
原
型
な
い
し
核
心
を
推
定
し
て
い
る
。

村
落
は
、
最
古
の
農
家
の
変
遷
や
新
し
い
居
住
層
に
よ
っ
て
、
発
展

と
変
化
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。
一
一
…
二
世
紀
以
来
の
文
献
に
は
、

農
家
は
。
癖
昼
、
窯
ρ
易
易
、
げ
。
暁
、
げ
O
q
①
と
し
て
所
見
す
る
。
か
れ

ら
は
紐
状
に
わ
か
れ
た
交
響
圃
を
保
有
し
た
が
、
後
に
は
そ
の
分
割

に
よ
っ
て
半
、
三
分
の
一
、
四
分
の
一
フ
ー
フ
ェ
農
民
が
成
立
し
、

ラ
イ
エ
ロ
イ
テ
園
Φ
筥
Φ
δ
算
㊦
共
同
体
と
し
て
村
の
中
核
と
な
っ
た
。

リ
ュ
！
ネ
ブ
ル
ク
領
記
録
儒
集
ピ
｛
酎
昌
Φ
げ
謳
同
σ
q
O
冠
じ
①
げ
昌
ω
脱
¢
σ
q
冨
け
㊦
鴫
H
ω
Q
o
◎

－
①
G
。
に
は
、
一
三
三
〇
年
以
降
フ
ー
フ
ェ
農
民
と
な
ら
ん
で
小
屋
住

い
百
姓
隅
○
富
①
富
お
、
国
。
町
明
が
あ
ら
わ
れ
る
。
か
れ
ら
に
は
古
い

農
民
層
よ
り
わ
ず
か
の
土
地
し
か
な
く
、
農
地
の
周
辺
に
住
む
こ
と

が
多
か
っ
た
。
一
四
世
紀
ま
で
は
フ
ー
フ
ェ
分
割
は
少
な
か
っ
た
が
、

一
五
i
六
世
紀
に
な
る
と
多
く
の
分
割
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
分

割
以
後
の
新
居
住
者
は
開
宴
巳
（
o
ω
ω
霧
巽
や
G
Q
葺
爵
①
暮
簿
興
と
呼
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ば
れ
た
が
、
お
そ
く
と
も
一
七
世
紀
に
は
か
れ
ら
の
移
住
は
終
っ
た
。

そ
れ
に
続
く
移
住
者
は
切
翫
巳
ハ
ω
諜
N
霞
や
》
ゆ
び
護
岸
と
よ
ば
れ
、

わ
ず
か
の
菜
園
を
も
つ
だ
け
で
家
の
な
い
農
業
日
雇
い
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
考
え
る
と
、
円
村
の
基
本
型
の
形
成
に
と

っ
て
意
味
が
あ
っ
た
の
は
、
前
述
の
ラ
イ
エ
ソ
ロ
イ
テ
で
あ
っ
た
。

ラ
イ
エ
ソ
ロ
イ
テ
の
荒
廃
屋
敷
が
あ
る
ば
あ
い
に
、
そ
こ
に
小
屋
住

い
百
姓
が
住
み
つ
く
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
一
般
的
に
は
ラ
イ

エ
ソ
ロ
イ
テ
の
屋
敷
の
問
に
小
屋
住
い
百
姓
の
家
が
あ
る
の
は
珍
ら

し
い
。
し
た
が
っ
て
後
来
の
小
屋
住
い
そ
の
他
の
農
家
を
地
籍
図
上

か
ら
消
去
す
れ
ば
、
円
村
の
基
本
型
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
完
全

農
家
が
分
割
過
程
を
ふ
ま
ず
に
半
フ
ー
フ
エ
農
家
に
零
落
し
た
り
、

貢
納
賦
役
の
面
で
半
フ
ー
フ
ェ
農
家
と
同
様
だ
っ
た
軌
、
ま
た
家
格

が
変
化
し
た
り
し
た
ば
あ
い
に
は
、
上
述
の
操
作
は
不
可
能
で
あ
る

か
ら
、
フ
ー
フ
ェ
の
分
割
や
そ
れ
を
乱
す
要
因
に
つ
い
て
は
、
荒
廃

し
た
村
落
の
事
例
と
と
も
に
、
慎
重
な
考
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
最
も
古
い
農
家
の
中
で
も
、
庄
屋
格
の
屋
敷
と
も
い
う
べ
き

ω
o
げ
巳
欝
①
〒
げ
O
富
や
じ
d
零
σ
q
ヨ
鼠
。
・
砕
①
学
『
α
h
o
、
ま
た
は
O
①
｝
肖
α
Φ
は
、

つ
ね
に
村
落
の
入
口
の
向
い
の
も
っ
と
も
ザ
ぐ
れ
た
位
置
に
あ
る
ば

あ
い
が
多
い
。
か
れ
ら
こ
そ
、
円
村
の
形
成
と
そ
の
管
理
に
あ
た
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
操
作
が
、
個
々
の
村
落
に
つ
い
て
詳
し
く
こ
こ
ろ
み
ら

れ
た
。
た
と
え
ば
、
リ
ッ
ヒ
ォ
ウ
ー
ダ
ソ
ネ
ソ
ベ
ル
ク
郡
の
ロ
ミ
ッ

ツ
U
o
巨
誌
村
は
、
一
八
五
一
1
五
三
年
の
地
籍
図
で
は
⑧
型
の
円

村
。
屋
敷
分
割
は
後
述
す
る
理
由
か
ら
一
五
四
六
年
ま
で
に
行
わ
れ

た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
ず
ニ
フ
ー
フ
ェ
を
も
つ
広
い
シ
ュ
ル
ツ
ェ
屋

敷
は
、
八
つ
の
四
分
の
一
フ
ー
フ
ェ
に
、
そ
の
他
の
完
全
農
家
は
二

つ
づ
つ
の
半
フ
ー
フ
ェ
に
分
割
さ
れ
た
。
し
か
し
シ
ュ
ル
ツ
ェ
屋
敷

は
八
戸
の
新
し
い
農
家
に
と
っ
て
は
狭
す
ぎ
る
の
で
、
u
と
x
は
村

落
入
口
の
と
こ
ろ
に
離
れ
て
お
か
れ
た
。
そ
の
後
半
フ
ー
フ
ェ
屋
敷

の
一
つ
が
分
割
さ
れ
た
さ
い
、
t
は
そ
の
場
所
に
残
っ
た
が
、
y
の

屋
敷
は
村
落
の
外
縁
に
移
さ
れ
た
。
以
上
の
四
分
の
一
フ
ー
フ
ェ
屋

敷
一
〇
、
半
フ
ー
フ
ェ
屋
敷
一
五
、
計
二
五
の
屋
敷
が
、
一
五
四
六

年
の
屋
敷
数
記
録
集
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
記
録
集
に
は

小
屋
住
い
百
姓
四
と
礼
拝
堂
一
が
み
え
る
。
し
か
し
一
九
世
紀
の
地

籍
図
か
ら
す
る
と
、
小
屋
住
い
百
姓
は
上
記
の
屋
敷
の
外
側
に
か
た

ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
フ
ー
フ
ェ
分
割
が
終
っ
た
後
に
、
は

じ
め
て
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
後
述
す
る
論
旨
と
の
関
係
上
、
と
く
に
い
ま
と
り
あ
げ
て
お
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第六図　ヴェソトラソトにおける円村③

く
べ
き
こ
と
は
、
同
郡
の
カ
ル
ミ
ッ
ツ

図
鍵
層
諜
N
村
な
ど
の
地
籍
図
上
に
み

え
る
内
部
空
間
の
行
詰
り
に
あ
る
狭
い

小
路
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
村
落
背
後
の

　
　
　
　
　
、

赤
楊
林
に
お
お
わ
れ
た
小
川
に
沿
う
低

湿
地
を
開
い
て
つ
く
ら
れ
た
新
ち
し
い

採
草
地
に
ゆ
く
近
路
で
、
本
来
、
通
過

交
通
に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
前
述
の
ロ
ミ
ッ
ツ
村
で
も
、
旧
シ

ュ
ル
ツ
ェ
屋
敷
の
隣
に
二
次
的
な
小
路

が
あ
る
が
、
こ
れ
も
円
村
の
封
鎖
性
に

反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ザ
ド

ラ
ウ
N
勲
費
窪
村
な
ど
で
は
、
屋
敷
分

割
が
極
度
に
進
ん
で
、
内
部
空
聞
に
沿

え
な
く
な
っ
た
新
し
い
屋
敷
が
村
落
の

外
方
に
は
み
だ
し
た
た
め
に
、
円
村
の

原
型
が
ひ
ど
く
変
化
し
た
。
さ
ら
に
、

火
災
や
荒
廃
に
よ
る
形
態
変
化
も
無
視

で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
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踏
ん
で
、
袋
村
か
ら
そ
の
他
の
広
場
村
へ
、
あ
る
い
は
塊
村
へ
の
変

化
が
お
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
形
態
変
化
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
マ
イ
ベ
イ
ア
は
、

屋
敷
分
割
と
同
時
に
、
こ
の
地
方
特
有
の
耕
一
図
一
①
σ
q
睾
ω
。
三
簿
σ
q
内

部
で
規
則
正
し
い
農
地
分
割
が
行
わ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
も
、

シ
ュ
ル
ツ
ー
ル
ヒ
ォ
ウ
を
こ
え
る
詳
細
な
分
新
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。

こ
の
点
に
も
か
れ
の
研
究
の
積
極
的
な
意
義
の
一
つ
が
あ
る
の
で
あ

る
が
、
村
落
形
態
に
焦
点
を
し
ぼ
る
本
稿
で
は
、
農
地
問
題
に
つ
い

て
は
ひ
と
ま
ず
割
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
①
囚
噌
魯
N
｝
旦
〉
∴
∪
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鑑
欝
H
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閃
O
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叶
．
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；
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ρ
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①
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∴
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己
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門
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三
。
き
勺
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ρ
護
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叶
．
噂
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。
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レ
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0
・
。
・
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国
二
α
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9
野
”
肖
二
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暮
賃
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σ
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⑦
コ
N
弓
三
。
。
8
二
ω
o
ゴ
睾
Q
っ
卿
＆
穿
コ
σ
q
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h
o
脱
ヨ
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〒

　
　
囚
霞
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Φ
o
置
。
コ
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諺
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．
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p
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O
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信
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一
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巴
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O
げ
罫
阜
≦
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誘
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｝
剴
坤
奇
く
一
器
．
N
．
ω
げ
唱
島
．
翼
剛
O
山
鶴
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D
．
O
．
＜
．
．
Φ
伊

　
　
一
り
零
．

　
⑥
の
畠
巳
N
－
営
g
9
メ
≦
∴
源
閂
ヨ
鋒
Φ
琶
乱
ω
。
冨
巳
母
①
閑
¢
一
色
ぎ
α
q
q
・
8
毒
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剛
嵩
島
O
円
賭
δ
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Φ
巴
O
コ
Ω
①
Φ
匂
◎
け
鉱
O
ロ
吻
7
帥
コ
欝
O
〈
Φ
「
Q
。
O
ゴ
O
鵠
づ
δ
箒
α
一
巴
回
α
O
幹
　
悶
O
門
ロ
◎
O
甥

　
　
N
．
鼻
●
い
9
日
直
O
。
ワ
奔
畠
P
は
Q
。
一
同
㊤
8
畢

⑦
ン
M
亀
）
塁
。
さ
≦
．
6
陣
。
幻
慧
α
ぎ
σ
q
ω
ま
篇
霞
ぎ
α
。
。
葺
。
，
。
コ
霧
a
。
話
帥
。
冨
雪
．

　
切
目
磐
コ
㎝
o
ヲ
≠
、
o
凶
α
q
2
Ω
8
鷺
．
穀
包
圃
2
’
一
」
㊤
Φ
轟
「

四
、
新
し
い
問
題
提
起

　
　
　
ー
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的
ス
ケ
ー
ル
ー
1

　
シ
ュ
ル
ツ
ー
ル
ヒ
す
ウ
や
マ
イ
ベ
イ
ア
の
実
証
研
究
で
、
こ
の
地

方
の
円
村
や
袋
小
路
村
の
す
べ
て
が
解
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
ニ
ー
四
世
紀
の
時
点
で
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
屋
敷
を
中
心
と
し
て
数
戸

の
完
全
農
民
の
屋
敷
が
不
定
形
に
近
い
半
円
状
、
な
い
し
馬
蹄
型
状

に
配
列
し
た
小
村
が
、
い
っ
た
い
ど
の
程
度
「
規
則
化
し
た
」
形
態

と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
れ
ら
の
発
展
形
態
と
し
て
の
円

村
、
な
い
し
袋
小
路
村
は
、
は
た
し
て
こ
の
地
方
の
中
世
植
民
の
一

一
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
と
断
言
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
既
述
の
よ
う
に
「
広
場
」
の
平
面
形
態
や
公
共
施
設
を
度
外
視
す

る
か
ぎ
り
、
広
場
の
あ
る
村
落
の
分
布
が
エ
ル
ベ
川
流
域
以
東
に
特

有
の
も
の
で
は
な
く
、
意
外
に
ひ
ろ
い
範
囲
に
お
よ
ぶ
こ
と
が
自
明

な
現
在
、
行
詰
り
の
広
場
を
も
つ
袋
村
の
地
理
的
意
義
を
探
る
さ
い

に
も
、
視
野
を
エ
ル
ベ
川
流
域
以
外
に
ひ
ろ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
な
く
と
も
原
資
料
の
適
確
な
分
析
と
ミ
ク
ロ
な
現
地
調
査
の
困
難
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な
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
姿
勢
こ
そ
唯
一
の
、
か
つ
も
っ
と

も
有
力
な
立
脚
点
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
村
落
の
広
場
一
般
に
視
点
を
ひ
ろ
げ
て
、
あ
ら

た
め
て
最
近
の
諸
成
果
か
ら
間
題
の
鍵
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
㏄
q
器
①
冨
と
》
護
霞

　
イ
ギ
リ
ス
で
も
中
世
ミ
ヅ
ド
ラ
ン
ド
に
は
、
グ
リ
ー
ン
σ
q
お
窪
と

よ
ば
れ
る
広
場
を
つ
け
る
村
落
σ
Q
お
窪
三
一
揮
σ
q
Φ
が
多
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
捌
稿
で
既
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
イ
キ
リ
ス
の
ソ
ー
プ
は
、

デ
ュ
ラ
ム
地
方
の
、
研
究
か
ら
、
グ
リ
ー
ソ
ヴ
ィ
レ
ヅ
ヂ
の
多
く
が
一

三
世
紀
以
前
か
ら
存
在
し
た
文
献
記
事
を
も
ち
、
地
名
上
で
も
八
八

％
が
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
初
期
ロ
ー
マ
道
路

付
近
に
立
地
す
る
も
の
が
少
な
く
な
く
、
そ
の
周
囲
に
は
そ
れ
を
母

村
と
し
た
開
拓
村
（
，
8
｝
、
、
－
づ
δ
艮
財
、
去
、
o
o
山
、
鬼
毒
自
地
名
の
村
落
）
が

あ
る
こ
と
な
ど
の
事
実
に
立
脚
し
て
、
そ
の
起
原
が
ひ
じ
ょ
う
に
古

い
と
推
定
し
て
い
る
。

　
し
か
し
私
見
に
よ
る
と
、
上
述
の
事
実
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
、

グ
リ
ー
ン
ヴ
ィ
レ
ッ
ヂ
の
立
地
す
る
場
所
の
占
居
が
早
い
こ
と
だ
け

で
あ
っ
て
、
グ
リ
ー
ン
を
も
つ
村
落
形
態
の
成
立
の
古
さ
は
証
明
で

　
　
②

き
な
い
。
、
ソ
ー
プ
自
身
は
、
そ
の
後
五
一
年
に
は
、
二
次
的
分
散
の

行
わ
れ
る
以
前
の
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
広
場
村
に
つ
い
て
も
調
査

し
、
幅
広
い
広
場
や
街
路
状
広
場
の
あ
る
こ
れ
ら
の
形
態
が
、
ミ
ッ

ド
ラ
ン
ド
や
ス
ウ
エ
ー
デ
ソ
の
広
場
村
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
紹

　
　
③

介
し
た
。
前
述
の
シ
ョ
ヅ
ト
説
は
、
こ
の
ソ
ー
プ
説
と
関
係
す
る
。

　
五
六
年
に
は
、
北
東
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
調
査
し
た
ド
イ
ツ
の
ウ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

リ
ヅ
ヒ
嶺
■
¢
巨
お
の
論
考
が
あ
ら
わ
れ
た
。
か
れ
は
、
ミ
ッ
ド
ラ

ソ
ド
の
グ
リ
ー
ソ
ヴ
ィ
レ
ッ
ヂ
や
ユ
ッ
ト
ラ
ン
ト
の
フ
ォ
ル
タ
ド
ル

フ
は
、
東
ド
イ
ツ
の
ア
ン
ゲ
ル
ド
ル
フ
と
同
じ
く
、
い
ず
れ
も
「
共

同
放
牧
に
利
用
さ
れ
る
広
場
を
と
り
ま
く
村
落
」
で
あ
り
、
こ
の
点

で
は
基
本
型
を
同
じ
く
す
る
と
み
る
。
さ
ら
に
、
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
や

ユ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
広
場
村
の
形
態
が
成
立
し
た
事
情
は
、
中
世
西
ド

イ
ツ
に
お
け
る
「
集
村
化
」
＜
①
置
。
ほ
弓
σ
q
の
事
情
と
対
応
す
る
可

能
性
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
集
落
地
理
学
の
荒
廃

村
や
地
名
研
究
に
よ
る
と
、
中
世
西
ド
イ
ツ
の
各
地
に
お
い
て
、
　
一

〇
紀
以
降
小
村
や
散
村
の
屋
敷
が
一
ヵ
所
に
集
中
し
て
集
村
が
成
立

し
た
か
わ
り
に
、
旧
村
の
場
所
が
荒
廃
し
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い

る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
中
世
荒
廃
村
の
事
例
が
ペ
レ
ス
フ
ォ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ド
李
P
毛
■
じ
d
。
お
総
○
巳
な
ど
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
こ
こ
で
も
中
世
に
集
村
化
の
行
わ
れ
た
可
能
性
が
強
い
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の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
、
広
場
村
は
、
東

ド
イ
ツ
の
植
民
プ
ラ
ン
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ミ
ヅ
ド
ラ
ン
ド
や

ユ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
で
は
「
集
村
化
」
の
た
め
の
計
画
プ
ラ
ン
の
一
つ
で

あ
っ
た
と
解
し
う
る
。

　
ウ
ー
リ
ッ
ヒ
の
こ
の
見
解
は
、
ド
イ
ツ
集
落
形
態
発
生
学
の
成
果

を
海
外
の
諸
研
究
と
か
ま
く
つ
き
あ
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
広
場
村
の
解
釈
を
一
歩
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
平
に
お
し
ひ
ろ

げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
、
・

　
そ
の
後
五
八
年
に
は
、
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ゲ
ラ
ソ
ソ
ン
ψ
O
O
マ

雷
　
ω
8
が
、
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
中
世
法
令
に
則
し
て
編
成
さ
れ
た

村
落
が
オ
ス
ト
エ
ル
ベ
の
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
ン
ド
ル
フ
に
類
似
し
て
い

る
こ
と
を
、
　
エ
ー
ラ
ソ
ド
○
巨
乙
の
事
例
に
つ
い
て
説
明
し
て
い

⑥る
。
つ
づ
い
て
五
九
年
に
は
、
ナ
ン
シ
ー
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
・

村
落
と
農
地
に
つ
い
て
の
コ
ロ
キ
ウ
ム
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
席
上
、

エ
ヴ
一
，
ー
ス
は
不
規
則
な
広
場
を
も
つ
村
落
の
分
布
が
、
か
っ
て
北

西
ド
イ
ツ
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
駈
デ
ソ
な
ど
に
ひ
ろ
く
み
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
た
点
に
着
目
し
て
、
独
自
の
形
態
分
析
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
共

同
放
牧
と
関
係
深
い
村
落
広
場
に
国
際
的
な
関
心
が
よ
せ
ら
れ
は
じ

め
た
の
に
即
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
北
欧
地
理
学
派

の
論
考
に
と
く
に
注
屠
を
ひ
く
も
の
が
増
加
し
た
。
し
た
が
っ
て
本

稿
で
も
、
し
ば
ら
く
北
欧
に
舞
台
を
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
雷
の
空
間
　
・

　
北
欧
の
集
落
地
理
学
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
詳
述

す
る
予
定
で
あ
る
が
、
当
面
注
園
を
ひ
く
の
は
六
一
年
の
国
際
地
理

学
会
ス
ト
ヅ
ク
ホ
ル
ム
大
会
に
あ
4
0
け
る
形
態
発
生
学
部
門
の
諸
発
表

で
あ
る
。
　
な
か
で
も
叶
ρ
と
呼
ば
れ
る
家
畜
保
護
の
た
め
の
空
間
に

関
し
て
、
ス
ウ
ェ
・
ー
デ
ン
の
エ
リ
ク
ソ
ン
ω
・
国
H
財
。
昌
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
報
告
は
、
円
村
や
袋
小
路
村
の
原
初
形
態
に
直
接
関
連
す
る

　
　
　
　
⑧

内
容
を
も
つ
。

　
一
九
世
紀
末
ま
で
近
代
的
な
耕
地
整
理
の
行
わ
れ
な
か
っ
た
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
の
西
部
や
南
部
諸
州
で
は
、
中
世
に
も
「
太
陽
分
割
制
」

ω
〇
一
ω
竃
津
Φ
が
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
地
籍
図
上
の
村
落
や
農
地

は
古
い
時
代
の
形
態
を
よ
く
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
図
上
に
は
、
柵
で
か
こ
ま
れ
た
「
家
畜
の
道
」
が
共
同
放
牧
地
と

二
、
三
戸
の
小
村
と
の
間
を
結
び
、
さ
ら
に
そ
の
棚
は
、
小
村
と
内

農
地
ヨ
蓄
。
門
を
と
り
ま
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
一
三
世
紀
の
ヴ
ェ

ス
ト
ヨ
ー
タ
く
晒
溺
げ
σ
Q
α
夢
法
令
な
ど
に
は
、
囲
い
の
概
に
関
す
る
記

事
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
放
牧
中
の
家
畜
を
特
定
場
所
に
と
じ
こ
め
、

125 （863）
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中世エルベ川流域における円村と袋小路村について（水津）

そ
の
排
泄
物
を
肥
料
と
し
て
確
保
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
村
落
の
囲
い
こ
み
が
お
こ
な
わ
れ
、
「
門
が
と
ざ
さ
れ
る
時
期
」

と
「
と
ざ
さ
れ
る
時
期
が
終
わ
る
時
期
」
に
つ
い
て
の
規
定
く
苧

諺
巴
ρ
σ
Q
も
あ
る
。
内
耕
地
に
お
け
る
作
物
の
収
穫
が
す
ん
だ
と
き
、

あ
る
い
は
春
作
物
の
播
種
の
前
に
は
、
畑
は
開
放
さ
れ
、
た
れ
か
れ

の
所
有
地
の
区
別
な
く
放
牧
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
関
心
を
ひ
く
の
は
、
ヴ
ェ
ス
ト
ヨ
ー
タ
や
ス
コ
ネ
ω
冨
器

地
方
で
は
、
一
七
世
紀
の
地
籍
図
上
の
小
村
が
、
ヴ
ェ
ン
ト
ラ
ソ
ト

で
復
原
さ
れ
た
円
村
の
原
初
形
態
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

半
円
状
や
弓
状
、
あ
る
い
は
三
軒
屋
敷
を
か
こ
む
病
状
の
空
間
が
小

村
の
前
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
家
蓄
の
道
」
が
外
方
に
通
じ
て
い
る
。

ウ
プ
ラ
ン
ド
¢
℃
覧
窪
ロ
で
は
屋
敷
の
傍
を
、
ま
た
ノ
ル
ラ
ソ
ド

客
o
H
轟
き
α
南
部
で
は
「
家
畜
の
道
」
を
夢
と
呼
ぶ
。
鐡
は
一
般

に
家
畜
の
い
る
凹
地
や
谷
を
意
味
し
、
家
畜
の
水
飲
場
で
あ
り
、
ま

た
小
家
畜
の
保
護
さ
れ
る
場
所
で
も
あ
っ
た
し
、
東
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
は
村
落
の
敷
地
の
ま
わ
り
の
道
を
意
味
し
た
。
ウ
プ
ラ
ソ
ド
法
令

や
ダ
ラ
］
）
巴
ρ
法
で
は
村
落
を
蝕
σ
き
α
ヨ
と
い
う
が
、
　
こ
れ
は

「
道
と
結
び
つ
い
た
」
の
意
。
ド
イ
ツ
の
円
村
が
牧
地
に
と
り
ま
か

れ
た
水
の
え
や
す
い
凹
地
に
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
蜜

と
そ
の
傍
の
小
村
こ
そ
は
、
ま
さ
に
円
村
の
原
初
形
態
そ
の
も
の
で

あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
村
落
形
態
は
、
も
ち
ろ
ん
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
地
理
学
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
は
す
で
に
戦
前
か
ら
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
前
記
の

マ
イ
ベ
イ
ア
の
論
考
に
列
記
さ
れ
た
文
献
に
は
、
本
節
に
あ
げ
た
文

献
は
つ
い
に
皆
無
で
あ
り
、
国
外
論
文
と
し
て
は
ハ
ソ
ネ
ル
ベ
リ

U
●
罵
引
目
費
σ
興
σ
q
の
も
の
唯
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
六
二
年
に
は
エ
ス
タ
ヨ
ー
ト
ラ
ン
ド
α
ω
審
雫

σq

ｿ
菖
霞
α
地
方
の
古
い
農
業
景
観
と
そ
の
発
生
に
つ
い
て
、
ヘ
ル
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ブ
リ
ッ
ト
ψ
出
Φ
ぎ
h
は
Ω
の
大
作
が
発
表
さ
れ
た
。
エ
ス
タ
ヨ
！
ト

ラ
ン
ド
は
「
太
陽
分
割
制
」
の
施
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
上
述
の

西
・
南
部
寒
寒
の
村
落
と
は
ち
が
い
が
大
き
い
。
広
範
囲
な
内
容
を

も
つ
ヘ
ル
ム
ブ
リ
ヅ
ト
の
論
述
の
中
か
ら
、
一
六
五
〇
一
一
七
五
〇

年
の
地
籍
図
上
の
村
落
形
態
に
関
す
る
説
明
を
と
り
だ
し
て
み
る
と
、

こ
の
地
方
に
は
、
、
「
太
陽
分
割
制
」
に
よ
っ
て
幾
何
学
的
に
再
編
成

さ
れ
た
輪
郭
を
も
つ
村
落
と
並
ん
で
、
こ
の
制
度
に
合
致
し
な
い
形

態
の
村
落
の
あ
っ
た
の
が
注
騒
を
ひ
く
。
　
「
太
陽
分
割
制
」
は
、
一

四
世
紀
こ
ろ
の
東
部
と
中
部
諸
州
の
法
令
に
み
ら
れ
る
が
、
い
ま
エ

ス
タ
ヨ
ー
ト
ラ
ン
ド
法
令
○
心
癖
σ
Q
α
げ
巴
ρ
σ
q
①
昌
に
つ
い
て
み
る
と
、

127　（865）



「
村
の
規
則
的
な
編
成
を
終
え
る
と
、
お
も
な
境
界
石
を
神
に
か
け

て
北
と
東
、
東
と
南
、
南
・
．
」
酉
、
西
と
北
に
お
い
て
強
化
す
べ
し
。

し
か
し
て
尺
度
も
て
境
界
を
固
定
せ
よ
」
と
か
、
い
ま
や
村
は
列
状

を
な
し
、
し
か
し
て
道
路
は
村
に
沿
わ
ん
。
す
べ
て
の
屋
敷
を
道
路

に
沿
わ
し
め
よ
。
か
く
て
道
路
が
村
の
中
央
を
通
る
べ
く
、
ま
さ
に

法
に
適
う
べ
し
」
と
か
、
　
「
か
つ
て
は
五
エ
レ
ソ
の
測
桿
を
用
い
て
、

各
ア
ト
ゥ
ソ
グ
三
賀
昌
σ
q
ご
と
に
ニ
ス
タ
ソ
ゲ
幅
を
利
用
す
べ
し
と

法
令
に
あ
り
。
い
ま
は
約
定
に
よ
り
て
、
各
ア
ト
ゥ
ン
グ
ご
と
に
よ

り
大
な
る
尺
度
を
利
用
す
べ
く
規
定
さ
れ
た
り
。
…
…
か
く
て
耕
地

は
屋
敷
地
に
な
ら
い
、
採
草
地
は
耕
地
に
な
ら
い
、
棚
は
採
草
地
に

な
ら
い
、
さ
ら
に
森
と
漁
場
を
片
づ
け
よ
。
す
べ
て
は
屋
敷
に
な
ら

い
て
整
え
よ
。
屋
敷
と
農
地
が
あ
わ
ざ
る
に
至
れ
ば
、
屋
敷
を
耕
地

か
採
草
地
か
柵
に
あ
わ
せ
よ
。
か
く
て
す
べ
て
は
法
令
に
適
わ
ん
。

す
べ
て
が
屋
敷
と
ち
が
う
と
き
は
、
屋
敷
を
断
有
地
に
な
ら
い
て
つ

く
る
べ
し
。
こ
れ
が
蜀
α
q
ρ
㌶
σ
q
o
な
り
」
と
あ
る
。

、
以
上
の
よ
う
に
、
村
落
の
基
本
形
態
は
道
路
に
沿
う
列
状
の
輪
郭
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中世エルベ川流域における円村と袋小路村について（水津）

を
お
び
、
屋
敷
幅
も
道
路
幅
も
一
定
の
大
き
さ
に
枠
づ
け
ら
れ
た
。

し
か
し
後
世
の
村
絵
図
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
幾
何
学
的
モ
デ
ル

㌶
σ
q
ρ
露
σ
Q
Φ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
多
様
の
変
形
が
行
わ
れ
た
の

も
事
実
ら
し
い
。
ヘ
ル
ム
ブ
リ
ッ
ト
は
こ
の
点
を
詳
し
く
追
求
し
て

い
る
が
、
当
面
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
屋
敷
に
と
り
か
こ
ま
れ
た
道

路
の
両
端
に
は
概
の
門
が
あ
り
、
道
路
が
広
場
の
機
能
を
も
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
ま
さ
に
東
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
ン
ド
ル
フ
に
近
似

す
る
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
よ
り
興
味
深
い
こ
と
は
、
　
「
太
陽
分

割
糊
」
に
合
致
し
な
い
村
落
形
態
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
タ
イ
プ
に
も
、
ま
っ
た
く
無
秩
序
な
散
村
や
小
村
と
な
ら
ん
で
、

あ
る
種
の
組
織
化
が
加
わ
っ
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
後
者
の
中
に

は
、
不
規
期
な
広
場
け
。
嶺
の
ま
わ
り
に
一
〇
戸
以
下
の
や
や
不
整

形
な
屋
敷
の
な
ら
ん
だ
形
態
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
広
場
に
は
、
と
き

に
泉
が
わ
き
、
機
で
耕
地
か
ら
仕
切
ら
れ
た
「
家
畜
の
道
」
が
共
有

地
に
通
じ
る
。
教
会
の
立
地
は
多
く
屋
敷
の
は
ず
れ
で
、
広
場
の
ば

あ
い
は
少
な
い
。
こ
れ
ら
は
「
太
陽
分
割
制
」
に
台
致
し
な
い
村
落

と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
法
令
の
公
布
さ
れ
た
エ
ス
タ
ヨ
ー
ト
ラ
ソ
ド

の
事
例
で
あ
る
か
ら
、
各
所
に
作
為
の
あ
と
が
あ
り
、
中
世
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
の
村
落
に
し
て
は
屋
敷
数
も
多
く
、
中
に
は
屋
敷
幅
だ
け
法

令
の
適
用
を
う
け
た
と
推
定
さ
れ
る
例
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ

ら
の
村
落
は
、
基
本
的
に
は
上
述
の
エ
リ
ク
ソ
ン
の
夢
の
あ
る
袋

村
の
原
初
形
態
が
北
欧
な
り
に
発
展
し
た
形
態
と
考
え
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
だ
け
に
内
部
空
間
の
完
全
な
行
詰
り
は
失
わ
れ
た
事
例
が

多
い
。
既
述
の
「
袋
」
小
路
か
ら
「
広
場
」
小
路
へ
の
推
移
が
、
こ

こ
に
も
み
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
た
ど
っ
て
く
る
と
、
円
村
や
袋
小
路
村
は
、
そ
の
原

初
形
態
も
発
展
形
態
も
、
も
は
や
は
っ
き
り
と
中
世
以
来
の
エ
ル
ベ

川
流
域
の
植
民
地
方
に
だ
け
み
ら
れ
る
「
特
殊
な
産
物
」
と
は
い
え

な
く
な
る
。
六
一
年
、
ウ
ー
リ
ッ
ヒ
が
発
表
し
た
ブ
リ
タ
ニ
ー
の
プ

ロ
ヴ
ァ
ン
聾
。
く
霞
地
方
に
お
け
る
一
八
二
七
年
の
地
籍
図
上
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

小
村
の
傍
に
不
定
形
な
袋
状
広
場
が
識
別
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
六
四
年
に
は
、
西
南
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
つ
い
て
レ
ネ
セ
ッ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

○
・
男
9
器
ω
Φ
些
の
研
究
が
で
た
．
海
岸
か
ら
一
、
五
キ
ロ
メ
…
ト

ル
離
れ
た
低
モ
レ
ー
ソ
丘
上
の
ニ
エ
ー
ル
ハ
イ
ム
置
上
島
虫
∋
北

方
の
中
部
イ
ェ
レ
ソ
｝
8
触
窪
に
お
け
る
荒
廃
村
と
そ
の
農
地
の
研

究
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
上
述
の
小
村
に
酷
似
す
る
村
落
遺
跡
が
あ

る
。
た
と
え
ば
七
世
紀
以
後
に
荒
廃
し
た
と
推
定
さ
れ
る
村
落
ε
昌
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鍮
糧
乙
輪
重
遍
＼

の
一
つ
は
四
戸
の
小
村
。
南
に
は
二
個
の
墓
が
あ
り
、
祭
儀

の
場
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
微
高
地
に
あ
る
屋
敷
全
体
が
、
概

で
か
こ
ま
れ
、
袋
状
の
空
間
を
な
し
、
入
口
は
石
垣
で
縁
ど

ら
れ
た
道
に
開
い
て
、
放
牧
の
た
め
の
外
農
地
d
げ
α
q
ρ
箆
に

通
じ
る
。
も
と
も
と
外
農
地
の
内
側
に
は
内
農
地
ヨ
コ
巨
碧
搾

が
あ
り
、
農
耕
に
利
用
さ
れ
た
が
、
図
上
で
は
耕
地
境
界
が

外
農
地
の
外
に
ま
で
の
び
て
い
る
の
は
、
耕
地
の
拡
大
が
生

じ
た
た
め
で
あ
る
。

　
レ
ネ
セ
ッ
ト
の
研
究
に
よ
る
と
、
　
こ
う
し
た
形
態
は
歴

史
時
代
を
通
じ
て
各
地
に
存
在
す
る
が
、
小
村
状
の
村
落

日
勲
ロ
σ
q
9
詳
①
貯
⇔
そ
の
も
の
は
、
原
初
的
な
孤
立
荘
宅

⑦
営
げ
塁
審
ε
⇔
に
お
け
る
内
農
地
の
分
割
。
α
£
ω
匠
坤
①
に

よ
る
戸
数
増
加
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
五
戸
以
上

の
村
落
は
珍
ら
し
い
。

　
い
ま
や
円
村
や
袋
小
路
村
の
原
初
形
態
と
目
さ
れ
る
も
の

が
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
古
い
農
牧
混
合
地
帯
に
お
い
て
は
、
か

っ
て
か
な
り
ひ
ろ
く
分
布
し
て
い
た
可
能
性
が
濃
く
な
っ
て

き
た
。
北
西
ド
イ
ツ
の
ド
ゥ
ル
ッ
ベ
ル
や
南
ド
イ
ツ
の
古
い

垣
内
村
国
算
①
a
o
比
な
ど
に
つ
い
て
も
、
当
然
こ
こ
で
再
検
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討
す
べ
き
段
階
に
た
ち
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
．
本
稿
の
主
題
か

ら
し
て
村
落
の
原
初
形
態
だ
け
に
論
点
を
か
ぎ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
形
態
の
モ
チ
ー
フ

　
村
人
た
ち
の
祭
や
寄
合
い
の
た
め
以
外
に
も
、
共
同
放
牧
の
家
畜

を
夜
間
保
護
す
る
た
め
の
小
空
間
は
、
た
し
か
に
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
村
落

の
傍
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
小
空
間
は
、
屋
敷

の
分
割
や
増
加
だ
け
に
よ
っ
て
ひ
と
り
で
に
形
を
整
え
、
円
村
や
小

路
状
の
封
鎖
空
間
に
成
長
す
る
必
然
性
を
も
つ
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

ア
ル
プ
ス
以
北
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
中
世
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

は
、
円
村
や
袋
小
路
村
以
外
に
も
散
村
・
小
村
・
列
村
・
路
村
や
不

規
則
な
塊
村
を
は
じ
め
林
隙
村
・
湿
地
村
・
ア
ン
ゲ
ル
ド
ル
フ
・
シ

ュ
ト
ラ
ー
セ
ソ
ド
ル
フ
な
ど
の
村
落
形
態
が
多
彩
に
発
展
し
た
。
こ

れ
ら
の
形
態
の
中
の
一
つ
が
特
定
の
場
所
で
と
く
に
発
展
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
村
落
モ
デ
ル
が
集
団
や
領
主
に
よ
っ
て
場
所
へ
の
適
合

性
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
立
地
条
件
を
考
慮
し
て
採
択
さ
れ
、
そ
の

モ
デ
ル
の
実
現
に
む
か
う
社
会
的
強
舗
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
上
述
の
よ
う
に
北
欧
で
は
、
法
令
に
よ
っ
て
屋
敷
の
配
置
が
画
一

的
に
強
制
さ
れ
た
地
方
に
規
則
的
な
街
路
状
広
場
を
も
つ
村
落
が
多

く
形
成
さ
れ
た
し
、
ま
た
ヴ
ェ
ス
タ
ヨ
ー
ト
ラ
ソ
ド
な
ど
に
お
け
る

円
村
の
原
初
形
態
に
似
た
村
落
に
も
、
す
で
に
な
に
が
し
か
中
世
の

法
的
規
制
の
あ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
エ
ル
ベ
川
流
域
へ
の

中
世
ド
イ
ツ
植
民
に
さ
い
し
て
、
円
村
や
袋
小
路
村
の
創
設
を
明
文

化
し
た
条
文
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
地
方
で
も
、

こ
れ
ら
の
創
設
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
規
定
、
な
い
し
そ
の
村
落
形

態
の
モ
チ
ー
フ
だ
け
は
、
少
な
く
と
も
あ
っ
た
と
予
想
す
べ
き
で
は

あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
こ
と
は
、
や
や
ち
が
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
あ
る
が
、
シ
ュ

ル
ツ
ー
ル
ヒ
ォ
ウ
や
メ
イ
バ
イ
ア
も
と
も
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
文
献
に
よ
る
実
証
は
目
下
の
と
こ
ろ
不
可
能
に
近
い
。

こ
の
隆
路
を
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

①
凄
。
壱
ρ
¢
∴
巨
お
9
。
費
一
≦
ぎ
σ
q
。
。
・
。
｛
9
＝
三
《
U
二
目
冨
ヨ
．
⇒
髭
。
・
－

　
毬
江
§
ω
費
乙
勺
竜
雲
。
。
層
H
．
切
「
○
‘
H
㎝
’
H
詮
ρ

②
拙
稿
「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
村
落
と
耕
地
に
つ
い
て
」
（
『
京
都
大
学
文

　
学
部
紀
要
』
一
〇
号
）
。

③
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ぎ
弓
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岡
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⑥
O
α
署
拓
。
p
o
。
り
”
コ
。
δ
p
昂
師
く
凶
旨
σ
q
①
。
物
慎
⑦
目
巴
嘗
O
。
h
c
営
鼠
“
〉

　
ω
ε
畠
鴫
。
｛
夢
。
σ
q
o
器
凱
o
O
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ヨ
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睾
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流
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団
錺
叶
　
ω
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H
蒋
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い
舘
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壱
ρ
0
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σ
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ロ
コ
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円
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霧
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声
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≡
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ゴ
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σ
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象
亨

　
α
Q
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三
国
閂
簿
。
畔
。
＞
σ
窺
「
巴
お
ρ
〉
き
巴
Φ
ω
山
。
一
．
切
の
¢
卜
。
押
一
隻
ρ

⑧
野
圃
×
9
ど
。
っ
・
”
。
り
壽
a
q
。
げ
＜
一
ぎ
α
q
。
ω
三
夢
9
み
し
・
鴇
仲
㊦
ヨ
聾
。
寄
σ
q
巳
註
9
ド

　
Ω
8
σ
q
【
〉
ロ
塁
一
〇
「
お
Φ
一
．

⑨
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
集
落
と
農
地
の
形
態
発
生
学
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
前
出
拙

　
稿
で
も
～
部
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
あ
ら
た
め
て
別
の
機
会
に
詳
述
し
た

　
い
。

　
　
　
　
　
　
　
コ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩
国
。
ぎ
三
ρ
ω
」
○
簿
。
嶺
α
薮
阿
己
＝
＜
騎
3
話
浄
巴
嶺
．
．
…
ω
ε
象
§
夢
。
冠
象
。

　
巴
8
お
》
α
q
冨
ユ
p
邑
ω
。
二
一
け
毒
α
剛
ぼ
Φ
Ω
§
。
ω
。
レ
｛
。
＆
。
営
巳
§
男
臨
鐸
○
。
o
－

　
鵯
〔
戸
勢
犀
H
塁
藻
ロ
餓
9
口
窪
ぐ
δ
ω
8
鼻
ぎ
｝
ヨ
・
。
9
μ
【
＜
①
琶
な
計
＝
ρ
δ
B
‘

⑪
　
ご
ε
［
σ
q
盲
鰻
∴
9
鳥
国
ρ
ヨ
一
㊦
誘
ノ
’
、
三
同
一
詳
ぽ
圃
q
磐
二
〇
震
ゆ
留
こ
Q
Q
鴇
9
ヨ
ヨ

　
ノ
＜
o
ω
9
ヨ
琶
O
O
窪
窪
巴
国
霞
。
℃
o
．
0
8
σ
q
『
．
≧
5
巴
。
さ
お
①
ド

⑫
　
国
α
⇒
器
ω
o
昏
’
○
∴
望
巴
一
巨
回
σ
葭
ω
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h
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ぎ
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・
弐
’
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簿
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一
三
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Z
o
づ
く
罐
①
＝
剛
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一
一
ぎ
⑦
ヨ
G
げ
Φ
お
≧
σ
q
ノ
、
o
雷
母
『
ぎ
夢
巨
。
『
貯
9
μ
2
回

　
N
偉
門
｝
二
ω
δ
二
。
吟
。
｝
δ
嵩
N
o
一
楚
O
卿
ゆ
国
「
α
⑦
¢
伊
巴
⑦
臼

五
、
集
落
の
モ
デ
ル
と
都
市
・
農
村
関
係

　
い
ま
一
〇
一
一
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
全
土
に
つ
い
て
集
落
の
平
面
形

態
を
大
観
し
て
み
る
と
、
都
市
と
村
落
プ
ラ
ン
の
闘
に
は
つ
ぎ
の
よ

う
な
大
ま
か
な
対
応
関
係
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
の
出
路
を

こ
え
る
ヒ
ン
ト
が
、
こ
こ
仁
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

囁
都
市
と
村
落
形
態
の
対
応

　
ま
ず
中
・
南
ド
イ
ツ
で
は
、
r
か
な
り
多
く
の
都
市
が
ロ
ー
マ
起
源

　
　
①

で
あ
る
。
さ
ら
に
領
主
に
よ
っ
て
市
場
町
と
し
て
創
建
さ
れ
た
中
世

都
市
の
鼠
立
つ
こ
の
地
方
に
は
、
同
時
に
農
村
地
帯
に
も
不
規
則
な

塊
村
と
と
も
に
、
領
主
創
建
の
広
場
状
内
部
空
間
を
も
つ
村
落
が
散

見
す
る
。
し
か
し
創
建
さ
れ
た
集
落
と
い
っ
て
も
、
直
線
化
と
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

性
の
点
で
は
十
分
で
な
い
。
一
方
北
西
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
種
の
市

場
町
起
源
の
都
市
と
と
も
に
、
古
い
村
落
や
ブ
ル
ク
じ
づ
窪
σ
Q
か
ら

「
徐
々
に
成
長
し
た
」
と
推
定
さ
れ
る
不
定
形
な
輪
郭
を
も
つ
小
都

　
　
　
③

市
が
多
い
の
に
対
し
て
、
東
ド
イ
ツ
の
中
世
内
陸
植
民
地
方
で
は
、

幾
何
学
的
な
広
場
と
直
線
状
街
路
と
環
誠
壁
を
も
つ
純
粋
な
創
建
都

布
が
か
た
ま
っ
て
分
布
す
る
。
ま
た
こ
の
東
ド
イ
ツ
に
は
、
規
則
的

な
輪
郭
を
も
つ
ア
ソ
ゲ
ル
ド
ル
フ
や
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
ソ
ド
ル
フ
な
ど

の
創
建
村
落
が
目
立
つ
。
と
こ
ろ
が
、
規
則
性
と
規
模
・
施
設
の
点

で
こ
れ
ら
の
大
村
落
よ
り
劣
る
円
村
や
袋
小
路
村
の
多
い
本
稿
の
フ

ィ
ー
ル
ド
は
、
ま
さ
に
東
ド
イ
ツ
と
北
西
ド
イ
ツ
の
漸
移
地
帯
に
あ

た
る
。

　
中
・
南
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
の
土
地
改
革
直
前
の
状
況

を
示
す
地
籍
図
上
の
多
彩
な
村
落
形
態
の
形
成
に
と
っ
て
直
接
の
機
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縁
と
な
っ
た
の
が
、
中
世
の
「
集
村
化
現
象
」
で
あ
ク
た
と
い
わ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
現
象
は
、
粗
放
穀
草
農
業
に
と
っ
て
か
わ
る
田

圃
農
業
な
ど
の
農
業
集
約
化
と
即
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
村
落
の

精
神
的
秩
序
の
深
化
に
大
き
い
役
割
を
は
た
し
た
村
教
会
や
教
区
の

定
着
も
、
こ
れ
と
あ
い
前
後
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
中
世
の
森
林

開
拓
も
、
東
方
植
民
も
、
西
部
の
古
い
農
業
地
帯
の
充
実
と
無
関
係

で
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
こ
う
し
た
農
村
の
充
実
も
、
キ
リ
ス
ト
教

を
始
め
と
す
る
物
質
・
精
神
両
文
化
の
村
落
へ
の
滲
透
も
、
中
世
都

市
の
発
展
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
村
落
の
生
活
も
、
そ
の
発
展
も
、
大
小
の
管
区
中
心
と

し
て
の
都
市
を
起
点
と
し
、
都
市
に
す
む
領
主
や
司
教
の
意
向
を
反

映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
さ
い
、
計
画
的
な
土
地
開
発
に
果
し

た
修
道
院
の
役
割
を
、
と
く
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、

村
づ
く
り
の
モ
デ
ル
が
同
じ
管
区
内
の
都
市
の
モ
デ
ル
と
一
部
に
モ

チ
ー
フ
を
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
別
に
不
思
議
は
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
り
わ
け
広
場
の
設
備
は
、
た
ん
に
農
作

業
や
家
畜
の
夜
間
放
牧
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
村
落
の
ま
と
ま
り
と

合
理
化
の
た
め
に
も
、
都
市
生
活
に
劣
ら
ず
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
中
世
の
都
市
と
村
落
の
形
態
上
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

早
く
マ
ソ
フ
ォ
ー
ド
ピ
’
嵐
毎
目
鳳
。
箆
が
指
摘
し
て
い
る
。
　
「
中
世

都
市
の
区
画
配
置
は
村
落
と
同
じ
雛
型
に
従
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

街
道
村
が
あ
れ
ば
街
道
町
が
あ
り
、
一
方
に
四
辻
村
が
あ
れ
ば
、
こ

ち
ら
に
は
十
字
路
町
が
あ
り
、
円
形
の
村
と
円
形
の
町
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
最
後
に
は
、
不
整
形
に
添
加
さ
れ
て
い
っ
た
村
落
と
、
外
見

的
に
は
全
く
同
じ
よ
う
に
無
方
向
で
偶
然
的
な
型
の
町
が
あ
っ
た
。
」

し
か
し
事
実
は
、
こ
の
す
ぐ
れ
た
建
築
文
明
評
論
家
の
直
戴
な
叙
述

ほ
ど
す
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
地
域
に
は
と
く

べ
つ
有
利
な
条
件
が
揃
っ
て
い
る
。
塞
地
域
の
含
ま
れ
る
二
ー
ダ
！

ザ
ク
セ
ン
地
方
で
は
、
都
市
人
口
の
四
分
の
一
が
農
業
に
従
事
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

お
り
、
と
く
に
五
〇
〇
〇
人
以
下
の
市
場
町
や
地
方
町
が
多
い
。
シ

ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
Ω
・
ω
o
げ
そ
ρ
嵩
の
所
謂
「
徐
々
に
成
長
し
た
」
都
市

m
鼠
出
遣
ぎ
げ
σ
q
①
≦
o
乙
2
μ
①
ω
銭
鼻
・
は
、
一
般
に
＝
二
世
紀
二
半
期

以
来
都
市
権
を
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
計
画
的
創
建
に
な
る
都
市

は
、
一
三
世
紀
の
最
初
の
半
期
、
な
い
し
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
デ
ア
・

レ
ー
ヴ
ェ
時
代
に
ま
で
潮
り
う
る
。
前
者
は
が
い
し
て
西
部
に
多
く
、

後
者
は
本
地
域
に
や
や
多
い
。
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し
か
し
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
一
の
市
場
町
は
、

「
徐
々
に
成
長
し
た
」
都
市
と
み
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
地
方

の
小
都
市
で
は
、
中
・
南
ド
イ
ツ
に
比
べ
て
村
落
と
の
区
別
が
漸
移

的
で
あ
り
、
村
落
ら
し
い
特
徴
を
い
た
る
と
こ
ろ
に
留
め
て
い
る
。

シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
の
研
究
に
よ
る
と
、
不
規
則
な
い
し
村
落
的
形
態
の

町
が
平
地
で
二
二
、
山
地
で
四
〇
を
数
え
、
い
ず
れ
も
煉
瓦
造
り
の

教
会
と
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
風
の
民
家
と
同
じ
切
妻
木
骨
家
屋
が
多

く
、
素
朴
で
無
趣
味
な
印
象
が
濃
い
。
中
・
南
ド
イ
ツ
で
は
小
都
市

の
忍
言
ま
で
都
市
的
意
識
が
強
い
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が

乏
し
く
、
が
い
し
て
市
民
と
畏
民
と
の
差
が
少
な
い
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
形
成
の
起
因
力
と
し
て
の
都
市
の

力
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
地
方
の
植
民
に
イ
ニ
シ
ャ
チ
…
ヴ
を
と

っ
た
グ
ラ
ー
フ
は
ブ
ル
ク
に
居
住
し
た
し
、
木
骨
家
屋
も
ブ
ラ
ウ
ソ

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ヒ
な
ど
で
こ
の
地
方
独
特
の
ロ
ー
カ
ル
な
タ
イ
プ
を
完

成
し
、
そ
れ
が
周
辺
に
も
伝
播
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
徐
々
に
成
長
し
た
」
都
市
の
内
部
空

間
の
形
成
と
、
そ
の
周
辺
の
円
村
や
袋
小
路
村
の
形
成
と
の
間
に
は
、

平
面
形
態
の
上
で
も
密
接
な
連
続
性
が
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
ケ
イ
ザ
ー
U
・
H
（
3
．
ω
2
の
論
著
に
付

せ
ら
れ
た
「
都
市
平
面
形
態
図
」
を
も
と
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
形
態
発

生
学
的
考
察
を
こ
こ
ろ
み
て
み
た
い
。

　
都
市
広
場
の
原
初
形
態

　
こ
の
地
方
の
植
民
を
掌
握
し
た
グ
ラ
ー
フ
ダ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

地
ダ
ソ
ネ
ソ
ベ
ル
ク
一
）
剛
堅
窪
び
。
目
σ
q
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
の
町
は
、

エ
ル
ベ
川
支
流
イ
ェ
ー
チ
ェ
ル
河
畔
の
ゲ
ー
ス
ト
と
湿
地
の
境
目
に

あ
り
、
河
流
に
か
こ
ま
れ
た
円
形
の
プ
ラ
ン
を
し
め
し
、
水
面
か
ら

わ
ず
か
数
メ
ー
ト
ル
、
し
ば
し
ば
洪
水
に
襲
わ
れ
た
。
最
古
の
施
設

は
ブ
ル
ク
。
グ
ラ
ー
フ
が
初
見
す
る
の
は
一
一
五
八
年
。
グ
ラ
ー
フ

’

勿
　
　
配

’7層L卜

書
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シ
ャ
フ
ト
と
ブ
ル
ク
は
、
　
二
二
〇
三
年
に
は
ブ
ラ
ウ
ソ
シ
ュ
ヴ
ァ
イ

ヒ
・
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
大
公
に
移
っ
た
が
、
両
家
の
成
員
は
ず
っ
と

こ
こ
に
居
住
し
た
。
一
六
〇
八
年
、
一
三
〇
戸
。

　
ブ
ル
ク
は
盛
土
し
た
丘
に
あ
り
、
濠
を
め
ぐ
ら
す
。
そ
の
一
部
は

一
八
七
九
年
に
埋
立
て
、
牛
市
が
お
こ
っ
た
。
旧
市
域
の
核
心
に
は
、

ラ
ン
ゲ
U
9
コ
σ
Q
①
通
り
の
西
寄
り
南
側
に
細
長
い
、
屈
曲
部
の
あ
る

⑨
型
に
近
い
、
不
完
全
な
袋
小
路
状
の
空
間
が
河
岸
で
た
ち
切
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
広
場
の
原
型
は
、
少
な
く
と
も
グ
ラ
ー
フ
が
文
献
に

所
見
す
る
一
二
世
紀
前
半
に
は
成
立
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
一

二
九
三
年
に
は
、
す
で
に
こ
の
町
は
管
下
の
植
民
の
進
展
を
反
映
す

る
か
の
よ
う
に
。
ぞ
葺
く
o
p
U
餌
旨
㊦
臨
げ
霞
σ
q
と
称
し
、
一
三
五
六
年

に
は
年
市
が
初
見
す
る
。
教
会
は
、
広
場
と
は
本
通
り
を
ぼ
さ
ん
で

向
い
側
の
方
形
広
場
に
立
地
す
る
が
、
こ
の
方
形
広
場
の
形
成
は
、

上
記
の
⑧
型
広
場
よ
り
は
新
し
く
、
　
一
三
世
紀
末
で
あ
る
。

　
イ
エ
ー
チ
ェ
ル
川
の
分
流
に
か
こ
ま
れ
た
砂
質
の
微
高
地
に
、
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ッ
ツ
ア
ッ
カ
ー
国
謬
N
巴
（
Φ
噌
が
立
地
す
る
。
こ
の
町
は
、
地
名
か
ら

す
る
と
原
初
的
に
は
村
落
。
都
市
の
西
部
、
高
さ
八
○
メ
ー
ト
ル
の

丘
上
に
あ
る
ヴ
ェ
ル
フ
ィ
シ
ュ
家
領
の
ブ
ル
ク
は
、
　
一
工
世
紀
末
の

創
建
に
な
り
、
　
＝
二
二
五
年
に
は
マ
ル
シ
ュ
ト
ア
蝋
紙
ω
。
｝
昏
霞
通

り
と
ブ
ラ
ウ
ン
ホ
ー
プ
ゆ
話
¢
跡
げ
O
h
通
り
と
の
間
に
は
、
げ
二
言

◎
費
禦
暮
と
あ
る
。
そ
れ
よ
り
早
く
＝
一
〇
三
年
に
は
霞
び
。
。
と
記

さ
れ
、
四
八
年
に
は
エ
ル
ベ
川
舟
航
税
が
初
見
し
、
八
九
年
に
は
参

事
会
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
湿
地
と
ゲ
ー
ス
ト
地
方
の
村
落
の
農
産

物
の
交
換
が
行
わ
れ
、
家
畜
や
小
売
物
市
場
も
お
こ
っ
て
い
る
。
住

民
は
、
漁
業
・
船
航
・
醸
造
を
い
と
な
ん
だ
。

　
市
域
が
イ
ェ
ー
チ
ェ
ル
対
岸
に
拡
張
し
は
じ
め
た
の
は
最
近
の
こ

と
で
、
現
在
な
お
初
期
プ
ラ
ン
を
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
ウ
プ
ト
韻
窪
讐
通
り
は
、
は
じ
め
城
か
ら
北
方
に
向
け
て
つ
く

ら
れ
た
ら
し
い
。
城
の
前
の
ハ
ウ
プ
ト
通
り
と
エ
ル
プ
田
σ
通
り

の
合
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
広
場
は
、
ほ
ぼ
三
角
形
状
を
な
す
が
、
こ

れ
ら
の
通
り
の
開
通
と
一
五
四
八
年
の
大
火
に
よ
っ
て
か
な
ら
ず
し

も
原
型
を
と
ど
め
な
い
。
し
い
て
分
類
す
れ
ば
③
型
に
近
く
、
上
述

の
事
情
か
ら
し
て
一
二
〇
三
年
以
前
に
は
そ
の
原
型
が
成
立
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
袋
状
の
形
態
を
証
明
す
る
鍵
は
、
い
ま

で
は
失
わ
れ
て
い
る
。
事
例
を
移
そ
う
。

　
そ
の
東
南
、
エ
ル
ベ
川
に
ア
ラ
ソ
ト
川
が
合
流
す
る
地
点
に
は
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ユ
ナ
ケ
ソ
ブ
ル
ク
ω
。
ぎ
霧
冨
昌
ゴ
肖
σ
q
が
あ
る
。
一
一
＝
八
年
忌
は

ブ
ル
ク
が
初
見
す
る
。
エ
ル
ベ
川
舟
航
差
も
と
り
た
て
ら
れ
、
近
く
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で
は
対
岸
へ
の
渡
し

が
行
わ
れ
た
。
舟
航

税
は
一
四
世
紀
末
以

来
、
マ
ル
ク
グ
ラ
ー

フ
ブ
ラ
ン
デ
ソ
ブ
ル

ク
か
ら
ブ
ラ
ウ
ソ
シ

ュ
ヴ
ァ
イ
ヒ
・
リ
ュ

ー
ネ
ブ
ル
ク
大
公
に

移
っ
た
。
ブ
ル
ク
の

前
方
に
は
、
不
整
形

な
市
場
広
場
を
か
こ

む
古
い
集
落
が
あ
り
、
広
場
か
ら
は
三
つ
の
通
り
が
で
る
。
広
場
の

は
ず
れ
の
部
分
的
に
は
濠
に
か
こ
ま
れ
た
ザ
ソ
ク
ト
ニ
コ
ラ
ウ
ス
教

会
が
あ
る
。
二
二
世
紀
末
の
創
建
に
な
り
、
一
二
八
四
年
に
は
司
祭

が
認
め
ら
れ
る
。

　
本
図
は
一
七
二
八
年
の
大
火
前
の
も
の
。
す
で
に
一
六
二
四
、
七

四
両
年
に
も
大
火
が
あ
っ
た
が
、
初
期
の
プ
ラ
ン
を
な
お
と
ど
め
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ラ
ソ
ト
通
り
に
沿
う
市
域
の
拡
張
は
一
四

世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
七
七
四
年
約
九
三
戸
と
い
う
か
ら
、

一
四
世
紀
以
前
の
こ
の
町
は
、
ま
さ
に
村
落
な
み
で
あ
っ
た
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
二
世
紀
第
二
半
期
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ

る
市
場
広
場
は
、
北
西
に
の
び
て
袋
状
の
⑭
型
空
間
を
な
し
、
そ
の

端
が
教
会
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
市
場
に
は
牛
群
が
集
め
ら
れ
た
。
エ

ル
プ
通
り
に
も
、
袋
状
の
小
空
間
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
ル
ー
工
芸
右
岸
の
ヴ
ィ
ソ
セ
ン
≦
3
ω
窪
は
、
　
一
一
五
八
年

毒
一
⇔
冨
。
。
§
の
名
で
初
見
す
る
。
三
キ
ロ
メ
…
ト
ル
で
エ
ル
ベ
川
に

至
る
交
通
の
要
地
で
、
一
三
九
二
年
に
は
船
員
集
会
所
が
建
て
ら
れ

た
。　

市
街
の
変
遷
を
く
わ
し
く
追
跡
で
き
る
資
料
は
少
な
い
が
、
一
一

五
八
年
置
は
ヴ
ィ
ソ
セ
ン
の
十
分
の
一
税
が
み
え
て
い
る
か
ら
、
当

時
な
お
農
業
的
要
素
を
残
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
旧
市

は
、
南
は
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
門
、
北
西
は
ハ
ン
ブ
ル
ガ
i
門
、
北
は

ノ
ル
デ
門
の
間
に
ひ
ろ
が
り
、
北
よ
り
に
幅
広
い
計
物
的
な
マ
ル
ク

ト
鵠
鴛
げ
け
通
り
が
東
西
に
走
る
。
　
マ
ル
ク
ト
通
り
の
西
端
に
狭
い

堀
跡
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
か
つ
て
は
前
記
の
旧
市
域
が
堀
で

か
こ
狂
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
計
画
的
な
市
域
の
成
立
時
期
は
不

明
で
あ
る
が
、
す
で
に
二
二
世
紀
に
は
教
区
権
、
一
四
世
紀
に
は
都

市
権
が
知
ら
れ
て
い
る
。
一
五
八
五
年
、
城
内
に
約
二
〇
〇
戸
が
あ
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R市庁舎，G時

り
、
大
火
で
一
四
八
戸
が
焼
失
し
た
と

い
う
。

　
と
こ
ろ
で
計
颪
的
な
街
区
成
立
以
前

の
こ
の
町
の
原
初
形
態
を
、
間
接
的
な

が
ら
推
測
す
る
鍵
が
二
つ
あ
る
。
一
つ

は
、
旧
市
域
の
マ
ル
ク
ト
通
り
の
北
部

か
ら
新
し
い
市
域
を
画
し
た
環
城
壁
の

南
部
に
か
け
て
、
ル
ン
ゲ
切
毎
益
①
通

り
と
ハ
ゼ
ル
ホ
ル
ス
ト
国
9
¢
o
躍
H
O
脱
ω
け

通
り
を
挾
さ
ん
で
、
㈹
一
⑧
型
の
内
部

空
間
に
近
い
平
面
形
態
が
み
ら
れ
る
こ

と
。
完
全
な
行
詰
り
は
み
ら
れ
な
い
が
、

ル
ン
ゲ
の
地
名
と
そ
の
通
り
の
形
態
か

ら
し
て
、
ル
ー
工
川
低
地
の
袋
状
広
場

プ
ラ
ン
を
お
も
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

旧
市
域
の
地
割
を
不
規
則
に
斜
断
ず
る

シ
ご
ミ
！
デ
ω
象
巳
Φ
α
Φ
通
り
も
、
後

来
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
西
部
の
ダ

．
イ
ヒ
∪
①
δ
げ
通
り
の
南
側
に
は
、
旧
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ル
ー
工
分
流
左
岸
に
完
全
な
袋
状
の
空
間
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
街

区
も
、
少
な
く
と
も
ハ
ン
ブ
ル
ガ
ー
門
成
立
（
一
六
二
七
年
）
以
前
に

は
川
中
島
上
の
袋
小
路
村
に
近
か
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
こ
れ
ら
の

平
面
形
態
こ
そ
、
一
二
世
紀
の
ヴ
ィ
ン
セ
ン
を
復
原
す
る
手
が
か
り

と
な
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
ニ
ル
ベ
川
支
流
イ
ル
メ
ナ
ウ
河
畔
の
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ク
芝
碧
α
≦
涛

⑩は
、
最
古
の
通
商
地
の
一
つ
で
、
カ
ー
ル
大
王
の
特
別
保
護
下
に
発

展
し
た
。
バ
ル
デ
ソ
ガ
ウ
芝
鴛
畠
魯
σ
q
窪
に
あ
り
、
七
八
○
年
に
は

ガ
ウ
全
員
が
洗
礼
を
う
け
て
い
る
。
ザ
ク
セ
ン
と
ス
ラ
ヴ
族
の
貿
易

で
栄
え
た
が
、
一
一
八
九
年
に
は
グ
ラ
ー
フ
・
デ
ア
・
レ
ー
ヴ
ェ
の

攻
撃
に
よ
っ
て
、
　
一
二
世
紀
の
都
市
形
態
を
整
え
る
こ
と
な
く
没
落

し
て
い
っ
た
。

　
一
五
九
五
年
の
フ
レ
ゼ
U
・
閏
器
。
。
①
の
絵
画
が
、
ケ
ー
ザ
ー
の
著

　
　
　
　
　
⑪

書
に
み
ら
れ
る
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
不
規
則
な
広
場
が
残
る
が
、
広

場
も
道
路
も
ま
わ
り
の
耕
地
か
ら
柵
で
区
切
ら
れ
、
両
側
に
棚
を
め

ぐ
ら
し
た
道
路
が
外
縁
部
の
放
牧
地
に
通
じ
て
い
る
。
ま
さ
に
広
場

は
夜
の
放
牧
場
で
あ
り
、
道
路
は
「
家
畜
の
道
」
で
は
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
木
骨
家
屋
は
、
道
路
に
沿
っ
て
列
状
に
分
散
し
て
い
る
。

家
屋
は
広
場
の
ま
わ
り
に
だ
け
集
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

弾1：宿弊簿琴響ζ熱
唱十三区1バルドヴィク（1595年，フレゼ作）
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広
場
も
行
詰
り
は
残
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
面
影
風
景
に
円
村
と

共
通
す
る
も
の
を
探
す
の
は
、
あ
る
い
は
ゆ
き
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
イ
ル
メ
ナ
ウ
川
の
川
中
島
に
あ
る
フ
レ
ス
ド
ル
プ
扇
お
窪
。
弓

だ
け
は
、
袋
状
の
円
い
内
部
空
問
を
も
ち
、
円
村
に
似
た
た
た
ず
ま

い
を
保
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
小
都
市
広
場
で
は
、
完
全
な
行
詰
り
は
す
で
に
認
め
ら
れ

な
い
ば
あ
い
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
円
村
や
袋
小
路
村
に
お
い
て
も
、

既
述
し
た
よ
う
に
内
部
空
聞
の
行
詰
り
部
分
に
後
世
に
二
次
的
な
小

路
が
設
け
ら
れ
た
事
例
が
あ
り
、
か
つ
交
通
路
沿
い
に
は
袋
状
の
内

部
顧
問
の
な
い
ア
ン
ゲ
ル
ド
ル
フ
へ
の
変
化
が
多
く
な
る
傾
向
の
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
シ
ュ
ル
ツ
ー
ル
ヒ
ォ
ウ
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
都
市
広
場
で
は
、
通
過
交
通
を
完
全
に

た
ち
切
る
行
詰
り
は
長
期
に
は
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
の
小
都
市
は
、
中
世
植
民
時
代
に
は

そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
地
域
中
心
と
し
て
の
諸
機
能
を
果
し
た
が
、
そ
の

後
の
発
展
に
み
る
べ
き
も
の
が
な
く
、
各
時
代
を
通
じ
て
多
少
と
も

農
村
的
要
素
を
保
持
し
た
も
の
が
多
い
。
不
規
則
晒
＼
封
鎖
的
な
形

態
を
と
ど
め
た
こ
れ
ら
の
都
市
広
場
は
、
防
衛
と
集
会
や
市
場
・
駐

車
の
機
能
の
ほ
か
に
、
ま
わ
り
の
村
落
と
同
じ
よ
う
に
農
作
業
や
家

畜
の
保
護
の
た
め
の
機
能
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
都
鄙
の

内
部
空
間
の
問
に
は
、
平
面
形
態
上
で
も
、
機
能
上
で
も
、
き
わ
だ

っ
た
ち
が
い
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
教
会
も
、
広
場
の
は
ず
れ

に
あ
る
ば
あ
い
が
多
い
。

　
マ
ン
フ
宇
ー
ド
は
、
中
世
初
期
の
都
市
に
多
か
っ
た
袋
路
が
、
旧

風
の
猛
威
を
や
わ
ら
げ
、
ぬ
か
る
み
を
減
ら
し
た
点
を
指
摘
し
て
い

る
が
、
こ
の
有
機
的
機
能
も
ま
た
、
円
村
や
袋
小
路
村
の
内
部
空
間

に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
半
円
や
弓
状
の
小
空
間
を
つ
け
た
開
拓
小
村
が
徐
々
に
円
村
や
袋

小
路
村
へ
と
意
識
的
な
発
展
を
は
じ
め
た
一
一
1
一
四
世
紀
に
、
村

落
的
機
能
を
あ
わ
せ
も
つ
ブ
ル
ク
や
市
場
の
あ
る
都
市
で
は
、
不
定

形
で
、
封
鎖
的
な
内
部
空
間
の
形
成
が
、
周
囲
の
村
落
よ
り
一
足
早

く
完
成
し
て
い
っ
た
事
実
に
注
目
し
た
い
。
こ
う
し
た
内
部
空
間
の

完
成
こ
そ
、
周
囲
の
村
づ
く
り
に
具
象
的
な
雛
型
を
提
供
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

　
都
市
と
村
落
の
連
続
性

　
こ
う
し
た
都
市
と
村
落
の
連
続
性
に
つ
い
〆
＼
も
少
し
複
雑
な
起

源
を
も
つ
大
中
諸
都
市
の
原
核
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
の
地
方
の
大
中
心
は
、
ブ
ラ
ウ
ソ
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ヒ
。
市
域
の
ま
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7

　　　第十四図　ブラウソシ晶ヴァイヒの都市プランの一部

Aはダソクヴァルデ，Bはブルソスヴィク，1　ドーム，2　マルティ
ニ教会，3　ザソクトウルリキ教会，4　ザソクトウルリヒ教会，

5　ザソクトヤコブ教会，6　ザソクトrギディエソ教会、7　ザソク

トマグヌス教会，R1，旧市庁舎，点線の部分は旧河道

わ
り
を
障
壁
し
て
い
る
夏
引
i
川
は
、
も
と

も
と
ミ
ュ
ソ
ツ
営
雪
N
通
り
か
ら
ド
ー
ム

の
東
を
北
流
し
て
い
た
。
こ
の
河
道
の
両
岸

は
丘
陵
を
な
し
、
ド
ー
ム
の
南
部
で
七
六
メ

：
ト
ル
。
九
世
紀
に
は
グ
ラ
ー
フ
ブ
ル
ノ
ン

O
昌
疑
し
d
三
き
昌
家
の
ブ
ル
ノ
切
毎
⇔
o
と
ダ

ソ
ク
ヴ
ァ
ル
ト
U
9
巳
（
≦
ρ
詳
兄
弟
に
よ
っ
て
、

L
石
山
序
に
は
ブ
ル
ソ
ス
ヴ
ィ
ク
ヒ
d
霊
昌
ω
毛
旨
犀
、

左
岸
に
は
ダ
ソ
ク
ヴ
ァ
ル
デ
ニ
ー
デ
σ
ρ
亭

げ
≦
鴛
q
震
。
α
o
の
二
集
落
が
設
け
ら
れ
た
と

い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
こ
の
都
市
の
原
核
と

な
っ
た
。

　
ダ
ン
ク
ヴ
ァ
ル
デ
は
、
地
名
の
示
す
よ
う

に
開
拓
村
。
ブ
ル
ク
広
場
西
方
の
パ
ペ
ン
シ

ュ
テ
ィ
ー
ク
℃
9
℃
Φ
昌
ω
鉱
①
α
Q
通
り
の
レ
ス
層

上
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
南
方
に
は
、
九

世
紀
の
ヤ
コ
ブ
實
。
。
げ
教
会
が
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
現
在
の
ヤ
コ
ブ
通
り
に
あ
た
る
。
ヴ

ェ
ソ
ト
族
に
対
す
る
防
禦
の
必
要
か
ら
つ
く
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ら
れ
た
ブ
ル
ク
は
、
河
道
の
水
を
導
い
て
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
。
環
濠

は
、
現
在
も
残
っ
て
い
る
。
　
一
一
七
五
年
目
は
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・

デ
ア
・
レ
ー
ヴ
ェ
に
よ
っ
て
大
公
の
宮
殿
が
、
そ
の
南
に
は
大
聖
堂

が
創
建
さ
れ
た
。

　
そ
の
西
部
の
短
か
い
、
幅
広
い
ザ
ッ
ク
Q
Q
万
博
通
り
は
、
現
在
も

南
端
に
行
詰
り
を
残
す
。
前
述
の
ダ
ン
ク
．
ヴ
ァ
ル
デ
ロ
…
デ
の
集
落

内
の
地
割
を
踏
襲
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
が
、
と
に

か
く
こ
の
界
隈
に
ブ
ル
ク
に
所
属
す
る
町
の
成
立
を
み
た
の
で
あ
ろ

う
。
二
八
七
年
に
ダ
ソ
ク
ヴ
ァ
ル
デ
ロ
ー
デ
の
十
分
の
一
筆
が
所

見
す
る
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
の
界
隈
で
は
、
当
時
な
お
前
節
の
諸
事

例
と
同
じ
よ
う
に
、
村
落
と
都
市
と
の
両
要
素
が
混
在
し
て
い
た
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
、

　
一
方
ヤ
『
フ
教
会
の
ま
わ
り
で
は
、
す
で
に
一
〇
世
紀
に
市
場
集

落
の
発
達
が
み
ら
れ
た
。
コ
ー
ル
マ
ル
ク
ト
穴
〇
三
ヨ
弩
葬
広
場
の

横
に
は
、
　
一
〇
三
八
年
以
前
に
ザ
ソ
ク
ト
ウ
ル
リ
ヒ
Q
り
聲
C
三
〇
》

教
会
が
で
き
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
で
も
東
側
に
不
定
形
な

輪
郭
を
の
こ
す
コ
ー
ル
一
、
ル
ク
ト
広
場
と
前
述
の
ブ
ル
ク
地
方
と
を

結
ぶ
部
分
に
も
、
こ
の
時
期
か
ら
徐
々
に
市
域
化
が
進
ん
だ
こ
と
を

暗
示
す
る
か
の
よ
う
に
、
無
秩
序
な
街
区
と
、
狭
く
折
れ
曲
り
、
閉

ざ
さ
れ
た
ヴ
ィ
ス
タ
を
も
つ
路
地
状
の
街
路
が
目
立
つ
。
そ
の
北
方

や
西
方
の
一
二
世
紀
以
降
に
成
立
し
た
規
則
正
し
い
新
市
街
と
は
ち

が
っ
て
、
こ
こ
で
は
既
存
の
地
割
を
う
け
つ
ぐ
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
ザ
ン
ク
ト
ウ
ル
リ
ヒ
勤
器
箕
の
教
区
が
、
ほ
ぼ
こ
の
舗
W

囲
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
も
、
こ
の
不
規
則
な
平
面
形
態

こ
そ
、
一
二
世
紀
以
前
の
町
と
村
に
共
通
す
る
地
割
を
語
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
・
石
山
庫
の
ブ
ル
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
は
、
旧
オ
カ
ー
河
畔
の
2
畠
①
ぞ
冨
昇

と
古
い
ブ
ル
ノ
の
村
落
と
エ
ギ
デ
ィ
エ
ソ
〉
①
σ
q
一
α
一
白
修
道
院
を
原

核
と
し
て
発
達
し
た
。
ブ
ル
ノ
村
の
範
囲
は
、
西
は
ク
ー
囚
三
口
通

り
、
南
東
は
リ
ッ
タ
ー
切
葺
臼
通
り
、
北
は
ラ
ン
ゲ
ン
ダ
ム
じ
①
〒

σq

@
巳
ρ
5
ヨ
通
り
で
、
北
東
端
に
は
マ
グ
ヌ
ス
旨
①
σ
q
炉
内
教
会
。
ラ

ン
ゲ
ン
ダ
ム
通
り
と
エ
ー
ル
シ
ュ
レ
！
ゲ
ル
ソ
○
Φ
一
ω
。
三
蓋
。
＝
μ
通

り
の
間
に
は
、
小
広
場
に
｝
鼻
。
筈
（
）
h
が
あ
る
が
、
旧
領
主
の
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
南
部
は
、
お
そ
く
ま
で
「
小
村
落
」
忌
の
｝
〈
r

o
ぎ
。
づ
Q
訟
と
呼
ば
れ
た
。
付
近
の
ヘ
ヅ
レ
ン
ホ
ー
フ
鋤
㊦
冥
Φ
島
6
h

通
り
や
リ
ン
タ
ー
通
り
の
地
名
も
、
古
い
社
会
関
係
を
物
語
っ
て
い

る
。　

マ
グ
ヌ
ス
教
会
の
創
立
は
一
〇
三
一
年
。
当
時
一
七
力
村
を
教
区
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と
し
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
す
で
に
こ
こ
は
、
北
方
や
東
方
に
ひ
ろ
が

っ
て
い
た
付
近
諸
村
落
の
中
心
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
上
述
の
よ

う
に
す
で
に
九
世
紀
に
は
存
在
し
た
こ
の
集
落
の
平
面
形
態
は
、
地

名
や
現
在
の
地
図
か
ら
推
測
す
る
か
ぎ
り
、
余
り
規
則
的
な
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
マ
グ
ヌ
ス
教
会
の
創
設
時
に
は
、
す
で
に
〉
。
犀
Φ
学

ゲ
。
｛
の
あ
る
広
場
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
強
い
か
ら
、
あ
る
い

は
こ
の
集
落
は
一
一
世
紀
ま
で
に
は
す
で
に
こ
の
広
場
を
中
心
に
し

て
先
駆
的
に
円
村
か
袋
小
路
村
に
共
通
す
る
プ
ラ
ン
を
と
り
、
西
の

ク
ー
通
り
が
、
当
時
の
「
家
畜
の
道
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

や
が
イ
へ
全
域
が
徐
女
に
市
域
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
い
く
。

　
し
か
し
円
村
や
袋
小
路
村
の
原
初
形
態
の
成
立
し
た
の
が
、
本
地

方
で
は
一
般
的
に
一
二
世
紀
以
降
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前
に

成
立
し
た
都
市
の
原
核
に
こ
う
し
た
形
態
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
、

無
意
味
な
あ
る
こ
と
で
は
あ
ま
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
す
で
に
一
〇

世
紀
こ
ろ
の
都
市
状
集
落
の
原
核
に
、
後
来
の
村
落
プ
ラ
ン
と
共
通

す
る
曲
り
く
ね
っ
た
地
割
と
と
も
に
、
不
定
形
で
、
通
り
ぬ
け
の
む

つ
か
し
い
広
場
設
置
の
モ
チ
ー
フ
が
き
ま
っ
て
存
在
し
て
い
た
事
実

で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
イ
ル
メ
ナ
ウ
河
畔
の
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
い
鴬
⇔
①
ぴ
瓢
桟
σ
Q
の
起
源
は
、

少
な
く
ど
も
一
〇
世
紀
に
穿
る
。
円
錐
形
の
山
頂
を
し
た
カ
ル
ク
ベ

ル
ク
ズ
巴
犀
げ
醇
0
9
は
、
早
く
か
ら
ブ
ル
ク
に
利
用
さ
れ
、
七
九
五
年

目
は
匡
＝
已
昌
の
名
が
初
見
す
る
。
も
と
も
と
待
避
の
た
め
の
山
城

悶
貯
。
算
ぴ
霞
σ
q
で
あ
っ
た
。
九
五
六
年
に
は
り
毎
臨
σ
鶏
α
q
と
呼
ば
れ
、

旧
城
の
改
築
と
拡
大
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
デ
ア
・

レ
ー
ヴ
ェ
そ
の
他
の
ザ
ク
セ
ン
大
公
の
確
保
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
、
山
麓
に
は
す
で
に
一
〇
世
紀
に
小
街

区
の
形
成
を
み
た
び
現
在
の
ミ
カ
エ
ル
寺
院
の
西
方
に
は
教
区
教
会

が
あ
り
、
か
つ
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
も
九
五
五
年
に
は
付
近
に

建
て
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
当
時
す
で
に
広
場
も
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
そ
こ
か
ら
発
す
る
ア
ウ
フ
デ
ム
メ
ー
レ
》
ロ
h
O
①
ヨ
罵
Φ
巽
①

通
り
の
地
名
は
、
当
時
こ
の
界
隈
が
イ
ル
メ
ナ
ウ
川
の
低
湿
地
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
。
小
街
区
は
ア
ウ
フ
デ
ァ
ア
ル
ト
シ
ュ
タ
ヅ
ト

〉
ξ
α
窪
ヒ
諾
3
鼻
を
中
心
に
、
北
端
は
ミ
カ
エ
ル
寺
院
、
東
は

ノ
イ
エ
シ
ニ
ト
ラ
ー
セ
窯
①
ζ
Φ
ω
貯
農
Φ
通
り
の
西
側
で
か
ぎ
ら
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
地
割
は
現
在
も
き
わ
め
て
乱
雑
で
、
屈

曲
が
多
い
か
ら
、
当
時
の
広
場
も
同
様
に
不
整
形
、
か
つ
北
方
は
行

詰
り
の
可
能
性
も
大
き
い
。

　
そ
の
後
市
街
は
南
西
に
の
び
、
ア
ム
ジ
ル
ツ
ヴ
ァ
ル
》
ヨ
ω
巳
甲
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署
曽
＝
や
ヒ
ン
タ
ー
デ
ア
ジ
ル
ツ
マ
ウ
ア
広
言
汁
①
同
島
。
目
ω
巳
N
ヨ
帥
q
o
嘆

の
と
こ
ろ
に
城
壁
が
設
け
ら
れ
、
半
円
状
に
近
い
市
域
の
形
成
を
み

た
。
　
一
三
七
一
年
以
後
前
記
の
修
道
院
に
か
わ
っ
て
創
建
さ
れ
た
ミ

カ
ェ
ル
寺
院
前
の
方
形
広
場
が
、
旧
街
区
を
不
自
然
に
た
ち
き
っ
て

い
る
と
こ
ろ
カ
ら
み
る
と
、
現
在
の
広
場
の
方
形
化
も
、
お
そ
ら
く

餐
昌
黛
、
，

〆
　
　
　
　
　
　
　
　
e

趨
、

rttysuTt

編
‘ 　

メ
ぴ
占

う
9
鴫

1

ρ

』
こ
・
も
き
噌

ノ

讐

第十五図 ゴスラールの都市プランの一部

M　マルクト教会，R　市庁舎

こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
ブ
ル
ク
集
落
の
南
方
に
は
、
現
在
の
ラ
ム
ベ
ル
テ
ィ
広
場

り
霞
昌
げ
鍵
含
℃
軍
詳
の
と
こ
ろ
に
塩
倉
庫
が
あ
り
、
ザ
ル
ツ
ω
ρ
罫
通

り
の
あ
た
り
に
は
製
塩
集
落
が
あ
っ
た
。
ラ
ム
ベ
ル
テ
ィ
教
会
は
一

三
世
紀
中
期
の
創
建
。
こ
の
広
場
は
周
囲
の
街
区
と
と
も
に
き
わ
め

て
無
秩
序
で
あ
り
、
ザ
ル
ツ
通
り
に
は
、
西
側
に
袋
状
の
古
い
小
空

間
を
と
ど
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
南
部
の
大
中
心
．
コ
ス
ラ
ー
ル
○
○
。
。
㌶
目
は
、
　
一
一
三
一
年
に
は

。
凶
悪
p
ω
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
　
市
街
の
原
核
は
市
場
で
あ
る
が
、
市

場
広
場
の
西
側
の
輪
郭
は
か
な
り
く
ず
れ
て
お
り
、
付
近
の
小
路
も

不
規
則
に
屈
折
し
て
い
る
。
長
方
形
の
広
場
や
直
線
状
の
幅
広
い
街

路
の
形
成
以
前
に
は
、
こ
の
界
隈
が
市
域
の
中
心
で
、
と
く
に
マ
ル

ク
ト
通
り
の
シ
ル
ト
。
。
。
芝
覧
と
呼
ば
れ
る
部
分
は
、
最
古
の
広
場

へ
の
入
口
に
あ
た
る
と
い
わ
れ
る
。
付
近
は
村
落
状
に
多
岐
に
発
達

し
た
形
態
を
示
す
が
、
そ
の
広
場
の
成
立
は
一
〇
世
紀
以
前
に
湖
る

ら
し
い
。

　
幾
何
学
的
な
平
面
形
態

　
も
は
や
都
市
と
村
落
に
お
い
て
、
不
定
形
で
、
封
鎖
的
な
広
場
を

中
心
と
す
る
類
似
し
た
小
コ
ス
モ
ス
が
、
連
続
し
て
「
徐
々
に
形
成
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さ
れ
た
」
と
い
う
事
実
に
は
疑
問
が
あ
る
ま
い
。
も
か
し
こ
う
し
た

共
通
の
モ
チ
ー
フ
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
実
現
す
る
た
め
に
は
、
た
ん

に
「
徐
だ
に
形
成
さ
れ
た
」
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
、

特
定
の
モ
デ
ル
プ
ラ
ン
の
存
在
が
予
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
い
ま
注
目
を
ひ
く
の
は
、
本
地
域
の
大
・
中
都
市
に
お
い
て
、
　
一

二
世
紀
第
二
半
期
以
後
、
新
市
域
に
全
く
幾
何
学
的
な
広
場
と
街
区

の
形
成
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
事
実
で
あ
る
。
以
下
に
説
明
す
る
よ

う
に
、
い
ず
れ
も
方
形
や
円
形
に
近
い
開
放
的
な
広
場
と
、
そ
こ
を

起
点
と
す
る
幅
広
い
直
線
状
街
路
を
特
徴
と
し
、
そ
の
平
面
形
態
に

は
定
形
化
が
目
立
つ
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る
当
面
の
モ
デ

ル
と
は
明
ら
か
に
ち
が
う
。
し
か
し
、
き
わ
め
て
計
画
的
な
モ
デ
ル

。
が
そ
の
ま
ま
地
表
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。

　
前
述
の
ブ
ラ
ウ
ソ
シ
ュ
ヴ
嗣
ノ
イ
ヒ
で
も
、
一
二
世
紀
以
降
、
方
形

の
ア
ル
ト
シ
ュ
タ
ッ
ト
マ
ル
ク
ト
ビ
富
3
象
ヨ
鴛
算
広
場
か
ら
北

に
の
び
た
ブ
ラ
イ
テ
切
話
詳
①
通
り
の
東
西
で
、
こ
の
地
方
で
は
も

っ
と
も
早
期
の
幾
何
学
的
街
区
の
発
展
を
み
、
そ
の
後
、
　
一
二
世
紀

末
期
か
ら
は
よ
り
北
部
に
も
計
画
的
な
都
市
化
が
進
ん
だ
。
ブ
ラ
イ

テ
通
り
は
、
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
、
数
台
の
馬
車
が
同
時
に
走
れ

る
よ
う
に
と
く
べ
つ
幅
広
く
計
画
さ
れ
た
街
路
で
あ
り
、
そ
れ
に
平

行
し
て
側
道
が
設
け
ら
れ
た
。
同
種
の
通
り
は
、
そ
の
他
の
都
市
に

　
　
　
　
　
⑮

も
少
な
く
な
い
。
ゴ
ス
ラ
ー
ル
で
も
、
長
方
形
の
市
場
広
場
の
北
側

を
、
ほ
ぼ
直
線
状
に
ブ
ラ
イ
テ
通
り
が
北
東
に
走
っ
て
い
る
。
ま
さ

に
前
代
の
「
小
路
」
○
霧
ω
。
に
対
し
て
、
　
「
街
路
」
Q
D
事
案
・
。
①
の
成

立
で
あ
る
。
　
「
行
詰
り
」
と
「
小
路
」
に
か
わ
っ
て
、
　
「
広
場
」
と

「
街
路
」
の
一
体
化
し
た
幾
何
学
的
プ
ラ
ン
が
、
居
住
区
画
の
整
形

化
を
伴
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
デ
ザ
イ
ン
は
、
や

が
て
不
完
全
な
が
ら
旧
市
域
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
く
。
そ
し
て
都
市

生
活
は
、
市
庁
舎
や
教
会
・
市
場
な
ど
の
集
中
し
た
広
場
を
コ
ア
に

動
き
の
多
い
運
動
シ
ス
テ
ム
を
強
め
、
市
民
意
識
を
高
め
て
い
っ
た
。

　
さ
ら
に
ニ
ニ
世
紀
に
な
る
と
、
完
全
に
計
画
的
な
新
都
市
の
創
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

も
進
む
。
イ
ル
メ
ナ
ウ
河
畔
の
ウ
ル
ツ
ェ
ソ
d
一
N
①
昌
は
、
　
一
二
六

八
年
、
グ
ラ
！
フ
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ン
Q
っ
。
ヲ
く
Φ
嬬
コ
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ

た
計
画
都
市
。
北
の
リ
ニ
ネ
ブ
ル
ク
か
ら
南
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ー
ノ

イ
ヒ
に
至
る
商
業
路
に
沿
う
こ
の
新
都
市
は
、
一
二
七
〇
年
に
は
都

市
権
を
え
、
　
レ
！
ヴ
ェ
ソ
ヴ
ォ
ル
デ
い
①
乏
①
昌
づ
δ
遅
。
と
命
名
さ
れ

た
。
、
湿
っ
た
森
林
に
あ
る
耕
地
名
に
因
む
こ
の
命
名
は
、
周
圏
の
原

景
観
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
二
九
一
年
越
は
、
ウ
ン
セ
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レ

3

　｛　’ツ
；‘？79“

つ

漣
　備

髪r
～
・
・
二
『
。
㊦
『

“
脅軸

繍、1
o
」
仁
博

。
堕
α

二
丁
團
霞

舗ρ二

　　　　　　第十六図　ウルツェソの都箭プラン

Ml市場，　Ms副市場，　H　ハイリゲガイストシュピタル，

R　市庁舎，城，MU　都帯水車

ン
d
菌
ω
。
。
窪
の
地
名
を
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
名

は
も
と
も
と
東
方
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
っ
た
古
い
町
名
。

そ
こ
に
は
九
七
〇
年
創
立
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
と
、

市
場
権
と
関
税
権
を
も
つ
街
区
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
権

利
は
商
人
た
ち
と
と
も
に
新
市
き
≦
鼠
〈
麗
霧
に
移
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
理
想
的
な
都
門
モ
デ
ル
を
自
由
に
実
現

し
、
新
し
い
発
展
を
は
か
る
た
め
に
は
、
全
く
新
し
い
場
所

を
よ
し
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
市
は
二
二
〇
〇
年
後
急
に

下
落
し
て
い
っ
た
。

　
こ
の
新
都
市
の
プ
ラ
ン
を
完
全
に
確
め
る
こ
と
は
、
い
ま

で
は
不
可
能
に
近
い
。
＝
二
一
五
、
一
六
四
六
、
一
八
二
六

年
の
大
火
に
よ
っ
て
街
並
み
は
変
化
を
こ
う
む
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
ア
ハ
テ
ル
〉
○
簿
⑦
鵠
霞
霧
ω
ρ
通
り
と
ロ
ー

ゼ
ソ
城
壁
国
。
ω
窪
ヨ
き
三
間
に
列
杭
が
出
土
し
て
い
る
か

ら
、
も
と
は
こ
こ
に
城
壁
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
最
古
の

城
壁
は
一
二
六
九
年
の
も
の
。
新
し
い
都
市
壁
は
、
＝
ご
八

一
年
…
八
六
年
・
の
創
設
に
な
る
。
河
道
の
湾
曲
に
よ
っ
て
、

南
凡
才
の
街
路
は
や
や
西
方
に
曲
っ
て
い
る
が
、
街
路
は
そ

れ
ぞ
れ
平
行
状
に
走
り
、
両
側
の
屋
敷
地
も
ほ
ぼ
同
幅
同
長
。
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緊
か
れ
た
ヴ
ィ
入
タ
を
も
つ
方
形
広
場
は
主
要
街
路
の
交
会
点
に
あ

た
り
、
＝
三
五
年
建
造
の
市
庁
舎
が
そ
の
コ
ア
を
し
め
、
西
南
に

は
教
会
広
場
に
続
い
て
一
二
八
○
年
創
立
の
ザ
ン
ク
ト
マ
リ
エ
ソ
教

区
教
会
が
あ
る
。
市
域
の
南
隅
に
は
＝
二
五
二
年
の
城
が
あ
り
、
ま

た
一
三
二
一
鉦
－
初
見
の
ハ
イ
リ
ゲ
ガ
イ
ス
ト
シ
ュ
ピ
タ
ル
は
、
北
の

リ
ェ
ー
ネ
ブ
ル
ク
門
の
傍
に
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
都
市
壁
内

の
プ
ラ
ン
は
細
部
を
の
ぞ
い
て
、
ほ
ぼ
都
市
創
設
以
来
の
プ
ラ
ン
を

踏
襲
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
地
形
に
規
定

さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
き
わ
め
て
幾
何
学
的
合
理
的
な
都
市
モ
デ
ル

の
実
現
し
た
一
典
型
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
「
徐
々

に
成
長
し
た
」
都
市
形
態
は
、
こ
う
し
た
モ
デ
ル
の
未
成
熱
な
も
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
本
地
方
に
は
、
こ
の
よ
う
な
創
建
都
市
は
、
　
「
徐
六
に
成

長
し
た
都
市
」
に
比
較
し
て
多
く
な
い
。
こ
の
都
市
形
態
は
、
ど
こ

よ
り
も
オ
ス
ト
・
エ
ル
ベ
地
方
の
都
市
の
特
徴
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

本
地
方
か
ら
東
方
に
む
か
っ
て
増
加
す
る
ア
ソ
ゲ
ル
ド
ル
フ
や
シ
ュ

ト
ラ
ー
セ
ソ
ド
ル
フ
の
幾
何
学
的
プ
ラ
ン
こ
そ
、
上
記
の
モ
デ
ル
の

村
落
版
で
は
あ
る
ま
い
か
。
都
市
の
方
形
広
場
が
方
形
ア
ソ
ゲ
ル
フ

の
、
ま
た
長
方
形
の
街
路
状
広
場
が
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
ソ
ド
ル
フ
の
内

部
空
間
に
対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
二
二
世
紀
に
ア
ス
カ
ニ
ア

家
》
ω
財
主
鼠
。
鴨
に
よ
っ
て
開
…
拓
さ
れ
た
マ
ル
ク
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク

八
二
盛
切
養
巳
9
旨
霞
σ
q
や
一
三
世
紀
中
葉
以
降
ブ
レ
ス
ラ
ウ
ゆ
お
甲

一
建
公
領
に
植
民
さ
れ
た
ブ
リ
ー
ク
ー
グ
ロ
ッ
ト
カ
ウ
ア
難
民
①
σ
q
－

Ω
桟
9
三
雲
葭
地
方
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
シ
ニ
ト
ラ
ー
セ
ン
ド
ル
フ
と

ア
ソ
ゲ
ル
ド
ル
フ
が
画
｛
的
に
創
設
さ
れ
、
か
つ
法
定
裁
判
管
区
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
に
計
画
的
な
小
都
市
が
ほ
ぼ
等
距
離
に
設
け
ら
れ
た
事
例
が
あ
る

こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
都
市
と
村
落
の
モ
デ
ル
の
一
体
性
は
、

ほ
ぼ
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

　
円
村
と
袋
小
路
村
の
モ
デ
ル

　
こ
の
論
法
で
ゆ
け
ば
、
本
地
方
に
多
い
円
村
の
⑬
◎
⑰
㈲
⑥
類
型

の
内
部
空
閲
は
方
形
広
場
の
、
袋
小
路
村
の
㈹
㈲
類
型
の
そ
れ
は
街

路
状
広
場
の
、
そ
れ
ぞ
れ
未
成
熱
な
モ
デ
ル
の
実
現
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
小
村
や
列
状
小
村
が
「
規
則
化
し
た
」
ば
か
り
の
弓
状
や

半
円
状
の
内
部
空
間
を
も
つ
小
村
、
あ
る
い
は
円
い
小
広
場
を
も
つ

三
軒
屋
敷
か
ら
成
長
し
た
円
村
や
袋
小
路
村
に
は
、
ア
ン
ゲ
ル
ド
ル

フ
や
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
ソ
ド
ル
フ
の
広
場
に
特
有
の
公
共
施
設
を
欠
く

ば
あ
い
が
多
い
こ
と
も
、
ま
た
必
ず
し
も
秩
序
正
し
い
三
鷹
農
業
の

開
花
を
み
な
か
っ
た
こ
と
も
、
広
場
村
と
し
て
の
未
熟
を
示
す
も
の
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中世エルベ川流域における円村と袋小路村について（水津）

で
あ
ろ
う
。
村
落
規
模
も
が
い
し
て
小
さ
い
．
す
な
わ
ち
円
村
や
袋

小
路
村
は
、
　
「
徐
々
に
成
長
し
た
」
小
都
市
と
そ
の
集
落
モ
デ
ル
を

共
有
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
い
か
に
も
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
牧
混

合
の
世
界
に
め
ば
え
た
居
住
の
雛
型
に
相
応
し
い
。

　
都
市
広
場
の
モ
デ
ル
が
、
封
鎖
的
な
も
の
か
ら
開
放
的
な
も
の
へ
、
・

ま
た
不
定
形
か
ら
幾
何
学
的
整
形
へ
と
発
展
し
た
の
と
呼
応
し
て
、

村
落
広
場
の
モ
デ
ル
も
、
木
定
形
で
行
詰
り
の
あ
る
形
態
か
ら
幾
何

学
的
な
開
か
れ
た
内
部
空
間
へ
と
発
展
し
、
そ
こ
に
共
同
生
活
に
必

要
な
教
会
を
は
じ
め
各
種
の
施
設
を
充
填
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
定
形
広
場
こ
そ
は
、
ケ
チ
ュ
ケ
閑
・
長
目
N
ω
。
げ
犀
。
の
い
う
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
、
　
「
全
体
を
精
神
的
に
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
媒
介
点
」
で
あ
る
。

　
東
西
ド
イ
ツ
の
漸
移
地
帯
に
位
置
す
る
本
地
域
に
お
い
て
は
、
　
一

二
一
一
四
世
紀
の
植
民
に
さ
い
し
て
、
ま
ず
前
者
の
モ
デ
ル
が
採
用

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
本
地
域
の
広
場
で
は
、
都
市
と
村
落

と
を
問
わ
ず
、
そ
の
平
面
形
態
に
未
熟
さ
が
共
通
し
て
み
ら
れ
る
ば

あ
い
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
一
二
世
紀
第
二
半
期
以
降
、

新
市
域
に
幾
何
学
的
な
都
市
広
場
が
形
成
さ
れ
た
よ
う
に
、
南
部
の

農
業
地
帯
の
一
部
に
は
規
則
正
し
い
ア
ソ
ゲ
ル
や
シ
ェ
ト
ラ
ー
セ
ソ

ア
ソ
ゲ
ル
の
成
立
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
マ
イ
ベ
イ
ア
の
推
定
に

よ
る
と
ト
は
じ
め
円
村
を
形
成
し
た
村
落
が
、
後
に
よ
り
計
画
附
な

シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
ン
ド
ル
フ
に
変
化
し
た
事
例
さ
え
あ
る
と
い
う
。

①
拙
稿
「
古
代
ラ
イ
ン
地
溝
帯
に
お
け
る
国
府
・
キ
ヴ
ィ
タ
ス
・
種
族
国
家
」

　
（
『
地
理
学
評
論
』
照
一
の
三
）
。
拙
著
『
社
会
集
団
の
生
活
空
間
臨
所
収
。

②
9
m
尊
き
巨
曽
男
∴
U
δ
ω
慈
無
ぎ
ぎ
轟
Q
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巨
貯
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賭
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｝
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。
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屋
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．
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黛
．
疑
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F
く
。
一
一
邑
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お
置
．

③
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。
ヲ
毒
郵
O
．
二
）
δ
国
三
ω
け
魯
毒
σ
コ
岱
建
三
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一
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ω
蓉
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障
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淳
け
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a
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．
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き
国
」
ω
焦
暫
象
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q
8
＝
a
望
銭
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。
げ
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三
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。
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’
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三
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三
㊤
昌
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潔
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O
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し
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国
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雪
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歪
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塁
・
。
g
団
∴
罷
窪
蒔

⑨
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鴇
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国
∴
コ
き
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⑩
H
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2
。
。
g
国
∴
漕
嘗
δ
9
．
．

⑪
国
学
ω
㊦
斜
国
・
”
結
き
　
O
げ

⑫
　
開
。
蕩
①
」
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∴
コ
9
鵠
Q
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⑬
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。
湯
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∴
罷
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⑭
　
囚
。
遂
。
昌
昌
∴
鍾
2
回
ω
匹
ド

⑯
｝
矢
守
一
彦
〃
「
都
ぬ
巾
史
に
お
け
る
広
場
1
と
く
に
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
一
」
（
『
生
産

　
の
歴
史
地
理
』
歴
史
地
理
学
紀
要
＝
【
）
。

⑯
H
（
。
毬
。
『
噂
国
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霊
・
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鵠
・
。
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⑰
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∴
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＝
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菊
9
‘
ヨ
8
話
。
掌
「
　
層
一
8
①
．

⑱
囚
o
g
ω
。
芽
ρ
男
∴
蒙
琶
＝
。
剛
μ
①
ω
冨
巳
雪
σ
q
ロ
巳

　
o
Q
騨
0
7
ω
o
戸
閃
O
屋
。
罫
N
．
臨
伴
．
い
帥
同
乙
。
巴
a
o
．
噛
刈
三
一
り
切
c
Q
’

穴
、
お
　
わ
　
り
　
に

｝
σ
q
毒
コ
〈
o
ω
①
昌
　
貯

　
棚
で
か
こ
ま
れ
た
弓
状
や
半
円
状
の
空
間
に
そ
う
小
村
プ
ラ
ン
は
、

既
述
し
た
よ
う
に
、
粗
放
な
霊
草
農
業
を
共
同
で
い
と
な
ん
だ
古
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
内
在
す
る
要
求
に
応
じ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
こ
の
垣
内
空
間
が
円
村
や
袋
小
路
村
に
み
る
封
鎖
的

な
内
部
空
間
に
発
展
す
る
契
機
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
フ
ォ
ー
ラ
ム

を
も
つ
ロ
ー
マ
ン
タ
ゥ
ソ
の
プ
ラ
ン
を
受
け
つ
ぐ
フ
ラ
ン
ク
の
世
界

に
胚
胎
し
た
、
い
か
に
も
中
世
的
な
集
落
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。

　
た
だ
ラ
イ
ン
川
流
域
な
ど
の
フ
ラ
ン
ク
植
民
地
に
は
、
そ
の
他
に

計
画
的
な
列
状
小
村
の
プ
ラ
ン
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
中
世
の
森

林
開
拓
地
や
湿
地
干
拓
地
に
お
け
る
林
隙
村
や
湿
地
村
モ
デ
ル
へ
と

発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
発
展
系
列
を
度
外
視
す
る
か
ぎ
り
、

円
村
や
袋
小
路
村
よ
り
発
展
し
た
モ
デ
ル
と
い
う
べ
き
ア
ソ
ゲ
ル
ド

ル
フ
や
シ
・
，
ト
ラ
ー
セ
ソ
ド
ル
フ
に
ハ
4
6
い
て
、
は
じ
め
て
円
形
・
正

方
形
・
長
方
形
・
ラ
ソ
セ
ヅ
ト
型
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
幾
何
学
的
デ

ザ
イ
ン
を
も
つ
広
場
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
大
型
広
場
村
こ
そ
、

村
落
に
お
け
る
「
原
バ
ロ
ッ
ク
様
式
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
す
で
に
西
・
南
ド
イ
ツ
の
一
九
世
紀
の
地
籍
図
上
に
も
、
ア
ソ
ゲ

ル
ド
ル
フ
や
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
ソ
ド
ル
フ
が
散
見
し
、
さ
ら
に
い
ま
ま

で
古
い
成
立
に
な
る
と
い
わ
れ
て
き
た
塊
村
の
中
に
も
、
よ
く
み
る

と
不
規
則
な
広
場
状
空
聞
を
も
つ
も
の
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
こ

れ
ら
が
、
も
と
の
袋
村
の
内
部
空
間
が
無
秩
序
忙
変
形
し
た
も
の
で

あ
る
の
か
否
か
、
あ
ら
た
め
て
形
態
発
生
学
的
再
検
討
を
こ
こ
ろ
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
当
面
、
円
村
や
袋
小
路
村
を
は
じ
め
各

種
の
広
場
を
つ
け
た
村
落
モ
デ
ル
の
大
規
模
な
現
実
化
は
、
エ
ル
ベ

川
流
域
以
東
に
お
け
る
後
期
中
世
以
降
の
植
民
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
形
態
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
有
の
農
牧
混
合
様
武
の
発
展
に
十

分
対
応
し
う
る
と
と
も
に
、
こ
の
地
方
に
独
特
の
合
理
精
神
の
客
観

的
な
展
開
過
程
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
広
場
を
焦
点
と
し
て
、
棚

や
、
と
き
に
環
濠
で
周
囲
を
か
ぎ
ら
れ
た
、
堅
牢
で
固
定
し
た
そ
の

村
落
は
、
焦
点
と
限
界
の
と
か
く
流
動
的
な
日
本
の
村
落
と
は
相
違

が
は
な
は
だ
し
い
。
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John　Bright　and　the　English　Labour　Movement

by

Akira　Nakamaya

　　John　Bright　has　generally　been　appreciated　in　that　his　polltical　beha－

viour　was　not　concerned　with　his　expediency，　but　with　his　moral　princi－

ples，’and　he　has　also　been　called　a　“through－going　democrat”．　However，

we　cannot　necessarily　accept　these　evaluations　as　being　correct，　when

we　examine　in　detail　1＃s　fundamental　idea　about　labour　movements　in

the　periods　of　the　Anti－Corn　Law　Movement，　especially　during　the　times

of　the　Second　Reform　Moveme．nt，　and　his　way　of　coping　with　them．

　　It　is　a　widely－known　truth　that　he　was　a　leader　of　the　Manchester

School，　and　consequently，　it　will　not　be　necessary　to　ernphasize　here　that

the　oblect　ill　politics　which　he　was　most　interested　iエ1，　was　to　establish

the　political　supremacy　of　the　industrial　bourgeoisi．e．　At　the　same　time，

we　cannot　ignore　that　he　tried　to　conciliate．the　labour　movement　through

his　intentional　concessions　to　the　demands　of　the　worl〈iBg－class，　and　also

by　including　a　part　of　the　working－class　in　the　“　pale　of　the　Constitutlon　”．

Thus，　he　intended　to　establish　the　political　supreinacy　ef　the　industrial

bourgeoisie，　and　to　consolidate　the　basis　by　which　the　preservation　of

property　would　be　secured．

　　This　paper　aims　to　inquire　about　the　characteristics　of　the　bourgeois

reformisrn　in　England　ilユthe　middle　of　the　nineteenth　century，　through

the　study　of　the　above－mentioned．

Rundling　and　SackgasSendorf　in　the　Basin　of　the

　　　　　　　　　River　Elbe　in　the　Middle　Ages

　　　　　about　the　Standpoint　of　the　European　Villages

by

Ichir6　Suitsu

　　In　Europe　there　is　a　public　aquare　found　in　villages　as　well　as　citles．

In　the　basin　of　the　River　Elbe　there　are　many　Rundling　and　Sackgassen一

（904）



dorf　which　have　deadlocked　dimensions　with　a　single　eiitrance．　Accord－

ing　to　the　history　of　study　of　these　villages，　the　theory　of　Slav　origin　is

of　undercurrent　；　but　as　a　result　of　studies　in　morphogenesis　adding　some

examples　in　Northern　Europe　and　England，　we　find　it　clear　that

　　（1）　they　are　smail　ones　in　which　a　few　houses　are　situated，　in　origin，

at　the　end　of　the　circular　dimensions　with　fences　around．

　　（2）　The　dimensions　within　fences　are　indispensable　to　the　grazing

wor！d　for　the　purpose　of　defence　and　protection　for　livestock　at　night．

　　（3）　ln　former　times　they　are　widely　distributed　in　at　least　every

part　of　Europe　as　well　as　in　the　Slav　region．

　　What　is　the　cause　of　these　small　villages　developing　into　Rundling　and

Sackgassendorf？1　think　it　important，　though　it　has　not　largely　been

considered，　that　the　existence　of　a　city　model　corresponding　to　a　village

one　can　generally　be　anticipated．

　　（O　ln　Rundling　and　Sacl〈gassendorf　is　a　common　motif　to　some　small

cities　lil〈e　burg　before　the　12th　or　13th　century　with　blocl〈ed　and

indeterminate　squares．　But　on　the　other　hand，

　　（2）　in　Ost－Elbe　Angerdorf　and　Strassendorf　hold　the　same　geometrical

design　in　common　as　the　similar　established　cities　in　the　13th　century

do．　And

　　（3）　in　Rundling　and　Sackgassendorf　they　rare！y　have　the　regular

threefield　system　like　Angerdorf　and　Strassendorf．　These　facts　indicated

that

　　（4）　the　former　may　be　thought　to　be　formed　on　the　basis　of　the　moclel

plan　preceding　the　latter．　Various　village　squares，　＄trange　in　Japan，

were　established　as　a　combination　of　immanent　require　in　the　mixed

wor正d　of　agricu玉ture　and　pasturage　with　motif　of　city　squares　since

Roman　towns，　and　became　the　core　of　various　village　forms．
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