
奈
良
・
平
安
期
の
村
落
形
態
に
つ
い
て

金

田

立早

裕

奈良。平安期の村落形態について（金田）

一　
地
理
学
に
お
い
て
村
落
を
と
り
あ
つ
か
う
場
合
、
ま
ず
問
題
と
さ

れ
て
き
た
の
は
そ
の
形
態
で
あ
る
。
前
世
紀
既
に
マ
イ
ツ
ェ
ソ
が
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

態
分
類
を
し
、
各
形
態
の
起
源
を
異
な
る
民
族
に
求
め
た
事
が
後
の

硯
究
に
与
え
た
大
き
な
影
響
は
改
め
て
述
べ
る
必
要
が
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
水
津
一
朗
疑
の
指
摘
に
も
あ
る
如
く
、
マ
イ
ツ
ェ
ン
が

研
究
の
大
前
提
と
し
た
村
落
及
び
耕
地
の
形
態
の
歴
史
的
不
変
性
に

は
種
々
の
留
保
条
件
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
今
や
論
を
待
た
な
い
で

欝
雛
鎚
総
懸
購
輪
講
鵬
蠣
難
饗
踏
聾
繰
灘
磁
輪
欝
霧
蝿
…

そ
の
結
果
判
明
し
た
諸
事
実
は
、
奈
良
・
平
安
期
の
村
落
に
関
す
る
従
来
の
通
念
に
か
な
り
の
修
正
を
せ
ま
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
四
巻
三
号
　
一
九
七
一
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
七
・
八
世
紀
以
後
の
集
村
化
現
象

　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
そ
れ
に
伴
う
耕
地
の
再
編
成
或
は
十
四
・
十
五
世
紀
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
、

廃
村
現
象
と
し
っ
た
事
実
の
判
明
は
、
景
観
が
固
定
的
に
と
ら
え
ら

れ
る
べ
き
で
な
い
事
、
換
言
す
れ
ば
発
生
学
的
考
察
の
重
要
性
を
示

　
　
　
　
　
⑤

す
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
日
本
に
お
け
る
村
落
の
研
究
は
、
集
村
と
散
村
の
各
典
型

的
な
例
で
あ
る
奈
良
盆
地
や
砺
波
平
野
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た

が
、
依
然
と
し
て
十
分
な
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

砺
波
散
村
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
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は
典
型
的
な
集
村
の
卓
越
す
る
畿
内
平
野
部
を
主
た
る
対
象
と
す
る
。

以
下
の
研
究
は
景
観
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
解
明
の
基
礎
作
業
の
一
部
で

あ
り
、
導
き
出
さ
れ
る
結
論
も
作
業
仮
説
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な

い
が
こ
こ
に
提
示
し
て
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
本
稿
の

立
場
は
へ
ー
ヴ
ェ
ル
マ
ン
の
言
う
歴
史
的
発
生
的
研
究
に
相
当
す
る

　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
と
に
な
り
、
基
本
的
に
は
シ
ュ
リ
ュ
…
タ
ー
以
来
の
景
観
論
の
視

点
に
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
景
観
論
の
研
究
史
及
び
そ
の
理
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

整
理
は
水
津
氏
の
一
連
の
論
文
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
詳
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

な
目
的
は
以
下
に
述
べ
る
が
、
そ
の
骨
子
は
、
藤
岡
謙
二
郎
氏
及
び

　
　
　
　
⑪

谷
岡
武
雄
氏
が
進
め
て
き
た
景
観
変
．
遣
史
的
研
究
を
は
じ
め
と
す
る

歴
史
地
理
学
の
既
往
の
方
法
に
多
く
を
依
り
つ
つ
も
、
極
力
景
観
の

固
定
的
把
握
を
避
け
、
可
能
な
限
り
具
体
的
に
し
か
も
時
期
の
明
ら

か
な
景
観
要
素
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一

奈
良
、
平
安
期
村
落
形
態
研
究
の

問
題
点
と
方
法

1
　
既
望
の
研
究
の
視
角
と
問
題
点

　
古
代
の
村
落
形
態
に
関
す
る
最
初
の
画
期
的
研
究
は
昭
和
七
・
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

年
に
お
け
る
米
倉
二
郎
氏
の
二
論
文
で
あ
ろ
う
。
米
倉
説
は
条
里
糊

プ
ラ
ン
の
里
、
里
程
と
し
て
の
里
、
村
落
単
位
と
し
て
の
里
が
一
致

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

す
る
と
想
定
し
、
小
牧
実
二
百
の
主
張
及
び
マ
イ
ツ
ェ
ソ
の
景
観
概

念
を
ふ
ま
え
て
、
滋
賀
県
湖
東
平
野
の
旧
十
里
村
等
の
実
測
に
よ
り

平
安
京
と
同
じ
四
行
八
門
の
宅
地
割
を
伴
っ
た
三
〇
戸
か
ら
な
る
計

画
的
村
落
の
存
在
を
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
年
そ
の
表
現
は
様

　
　
　
　
　
　
　
⑭

々
に
修
正
さ
れ
た
が
、
米
倉
説
以
後
古
代
村
落
の
代
表
的
形
態
が
条

里
式
計
画
集
村
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
昭
和
二
十
六
年
、
谷
岡
氏
は
村
落
位
置
と
村
落
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
持
続
性
を
問
題
と
し
、
奈
良
盆
地
の
二
村
落
を
検
討
し
た
。
旧
乙

木
村
で
は
持
続
を
強
制
す
る
因
子
の
欠
如
に
よ
り
形
態
・
位
置
共
に

変
化
し
て
い
る
が
、
旧
膳
夫
柑
で
は
環
濠
集
落
で
あ
っ
た
為
比
較
的

古
い
形
態
を
よ
く
残
し
て
お
り
、
し
か
も
成
立
が
大
化
前
代
に
ま
で

潮
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
米
倉
説
に
つ
い
て
は
肯
定
も
否

定
も
困
難
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
証
明
不
十
分
な
点
に
つ
い

て
の
批
判
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
条
里
式
村
落
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
し
か
し
、

村
落
の
起
源
と
村
落
形
態
の
起
源
が
時
に
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
景
観
が
必
ず
し
も
圃
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
な

い
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
り
、
村
落
の
起
源
と
村
落
形
態
の
起
源
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ぎ
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は
別
途
に
証
明
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
村
落
の
位
置
と
形
態
の

持
続
性
と
い
う
重
要
な
問
題
点
に
注
目
し
た
谷
岡
氏
の
と
り
あ
げ
た

事
例
に
あ
っ
て
も
、
検
討
の
基
礎
は
文
永
年
間
（
＝
一
六
四
～
一
二
七

四
）
の
「
乙
木
荘
条
里
坪
付
図
」
と
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
の

「
膳
夫
庄
差
図
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
お
け
る
変
遷
の
有
無
は

不
明
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
米
倉
説
に
お
け
る
条
里
式
村
落
の
証
明
が
現
存
村
落
の

形
態
か
ら
そ
の
ま
ま
試
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
形
態
は
基
本
的
に

は
畿
内
平
野
部
に
分
布
す
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
村
と
同
様
の
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
に
は
所
謂
環
濠
集
落
の
形
態
を
と
る
も
の
が

多
く
、
条
里
式
村
落
の
視
点
が
環
濠
集
落
研
究
と
深
く
関
連
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
で
あ
る
こ
と
は
藤
岡
氏
の
詳
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
環
濠
集
落

起
源
論
争
は
堀
部
日
出
雄
氏
が
環
濠
の
起
源
と
村
落
の
起
源
と
を
分

離
し
た
上
で
環
濠
の
中
世
起
源
説
を
提
示
ゆ
ほ
ぼ
霧
の
地
位
を

占
め
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
氏
は
中
世
に
お
け
る
環
濠
形
成
以

前
の
村
落
形
態
に
つ
い
て
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
藤

岡
氏
が
多
数
の
事
例
の
踏
査
を
通
じ
て
環
濠
集
落
内
部
に
袋
小
路
等

の
中
世
的
な
要
素
が
多
い
事
を
明
ら
か
に
し
、
米
倉
説
の
拠
る
旧
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

里
村
に
つ
い
て
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
事
に
留
意
し
て
お
き
た

い
。
こ
の
よ
う
な
環
濠
集
落
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
澄
夫
氏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

よ
る
大
和
国
若
槻
庄
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
。
若
槻
庄
に
つ
い
て
は

後
に
詳
述
す
る
が
、
十
四
・
十
五
世
紀
に
お
け
る
集
村
化
と
環
濠
形

成
の
事
実
は
注
目
に
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
摂
津
国
垂
水
庄
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

て
も
同
時
期
に
類
似
の
現
象
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

こ
れ
ら
の
分
析
の
中
心
は
鎌
倉
期
以
降
に
あ
っ
て
、
米
倉
晶
出
律
令

制
下
の
村
落
を
め
ぐ
る
議
論
と
十
分
か
み
合
う
為
に
は
平
安
期
の
空

白
は
余
り
に
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
条
里
式
村
落
が
問
題
と
さ
れ
る
時
期
に
は
自
然
村
落
と
い

う
概
念
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
主
と
し
て
村
落
制
度
或
は
村
落
の
史

的
性
格
に
関
連
す
る
論
考
に
使
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
岸
俊

⑳
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
㊧

男
、
宮
本
救
、
島
田
次
郎
各
氏
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
自
然

村
落
の
語
が
必
ず
し
も
地
理
学
的
に
明
確
に
定
義
付
け
ら
れ
て
使
用

さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
現
在
の
畿
内
に
卓
越
す
る
よ
う
な
コ

ン
パ
ク
ト
な
集
村
が
背
後
に
想
定
さ
れ
て
い
る
事
が
多
い
。
前
述
の

米
倉
氏
の
場
合
に
あ
っ
て
も
類
似
の
あ
い
ま
い
な
使
用
が
な
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

い
る
事
は
渡
辺
久
雄
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

・
の
・
と
は
個
別
庄
園
を
と
り
あ
げ
た
研
究
に
お
い
て
も
同
様
で
「
鵬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

あ
る
。
奥
田
真
啓
氏
の
研
究
以
来
古
代
村
落
研
究
に
大
き
な
比
重
を
　
5
1

．



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

占
め
て
き
た
東
大
寺
領
越
前
国
道
守
村
の
場
合
に
は
、
開
田
図
に

「
百
姓
家
」
と
記
載
さ
れ
た
坪
の
内
部
が
ど
の
程
度
に
充
填
さ
れ
て

い
た
の
か
は
不
明
の
ま
ま
で
集
村
が
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
村
落
内
部
に
お
け
る
家
屋
の
分
布
密
度
を
改
め
て
考
え
て
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
必
要
が
あ
る
。
時
代
は
下
る
が
東
大
寺
領
櫟
庄
、
大
乗
院
領
出
雲

　
　
　
　
㊧

庄
等
の
研
究
に
お
い
て
も
、
単
に
現
集
村
の
位
置
に
そ
の
比
定
が
な

さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
も
、
疎
塊
村
と
表
現

す
べ
き
村
落
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
既
に
判
明
し
て
い
る
一
乗
院
領

　
　
⑳

池
田
庄
と
と
も
に
、
集
対
化
現
象
と
の
関
連
を
も
含
め
て
再
検
討
す

べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

2
　
目
的
と
方
法

　
右
に
指
摘
し
た
問
題
点
は
略
次
の
四
点
に
要
約
さ
れ
る
。
①
従
来

の
研
究
で
は
景
観
が
固
定
的
に
把
握
さ
れ
る
事
が
多
く
、
し
ば
し
ば

村
落
の
起
源
と
村
落
形
態
の
起
源
が
混
同
さ
れ
て
い
た
。
②
律
令
制

下
の
村
落
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
一
方
、
鎌
倉
期
以
後
を
中
心
と
し

た
研
究
も
多
い
が
、
そ
の
間
の
空
白
が
村
落
形
態
に
つ
い
て
は
意
外

に
大
き
い
。
⑧
自
然
村
落
と
い
う
あ
い
ま
い
な
概
念
が
使
用
さ
れ
、

村
落
の
広
が
り
や
内
部
の
薄
墨
の
状
態
が
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
に
漠

然
と
集
村
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
④
所
謂
集
村
化
現
象
は
鎌
倉
期
以

後
の
顕
著
な
二
事
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え

る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
の
問
題
点
は
と
り
わ
け
重
要
で
あ
り
、
本
稿
で
は
年
代
の
明

示
さ
れ
た
、
し
か
も
村
落
形
態
の
考
察
が
可
能
な
具
体
的
記
載
の
あ

る
史
料
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
克
服
し
た
い
。
奈
良
・
平
安
期
の

文
害
史
料
を
中
心
と
し
た
以
下
の
考
察
は
、
第
二
に
あ
げ
た
地
理
学

的
村
落
研
究
の
空
白
部
分
を
埋
め
る
こ
と
に
な
る
。
村
落
形
態
を
明

ら
か
に
す
る
為
に
は
、
各
屋
敷
地
の
立
地
・
配
置
・
面
積
と
い
っ
た

村
落
の
内
部
と
、
そ
の
全
体
的
な
規
模
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
両
面
か
ら
の
検
討
が
第
三
点
を
解
明
す
る
。

以
上
の
視
点
か
ら
具
体
的
事
例
を
追
求
す
る
事
に
よ
っ
て
第
四
点
も

自
ら
判
明
す
る
で
あ
ろ
ヶ
。
そ
の
際
史
料
の
可
能
な
限
り
正
確
な
現

地
比
定
が
必
要
と
な
る
が
、
以
下
の
考
察
に
際
し
て
は
条
里
制
。
フ
ラ

ン
復
原
に
再
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
、
各
事
例
に
つ
き
市
町
村
役

場
所
蔵
の
明
治
中
期
の
地
籍
図
を
参
照
し
、
一
万
分
の
一
空
中
写
真

の
実
体
視
に
よ
る
分
析
及
び
現
地
調
査
を
行
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
畿
内
平
野
部
に
広
範
囲
に
残
存
す
る
条
里
遺
構
は
本

稿
の
考
察
に
大
き
な
便
宜
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
こ
の
一

町
方
格
内
部
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
、
村
落
形
態
以
上
に
固
定
的
に
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考
え
ら
れ
た
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
奈
良
・
平
安
期
の
土
地
利
用
に

つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
当
面
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
事
実
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
寛
弘
三
年
の
「
大
和
國
弘
福
寺
牒
」

に
記
さ
れ
た
弘
福
寺
領
の
坪
付
に
は
、
本
来
田
図
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
部
分
で
あ
り
、
公
田
等
以
外
の
荒
地
等
を
示
す
と
解
さ
れ
て
い

⑳る
「
元
適
量
図
」
な
る
土
地
多
数
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
広
瀬
郡

二
十
一
条
五
里
の
二
十
八
力
学
の
内
十
五
力
坪
に
無
色
・
無
熱
の
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

記
の
あ
る
土
地
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
土
地
は
寛
弘
三
年
・

　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
⑯

長
和
二
年
・
永
承
五
年
・
延
久
四
年
の
い
ず
れ
の
年
に
も
耕
作
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
広
瀬
郡
二
十
一
条
五

里
に
相
当
す
る
部
分
は
大
和
高
田
市
街
北
部
の
標
高
約
5
2
m
の
沖
積

低
地
に
当
り
、
盆
地
中
央
部
に
卓
越
す
る
整
然
と
し
た
条
里
遺
構
地

帯
の
一
部
で
あ
る
。
類
似
の
現
象
は
弘
福
寺
領
山
辺
郡
九
条
六
里
付

近
に
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
時
の
田
畑
中
に
し
ば
し
ば

そ
の
よ
う
な
耕
地
以
外
の
部
分
が
存
在
し
て
い
た
事
に
注
意
し
て
お

き
た
い
。
吉
田
贔
氏
は
平
安
期
に
開
発
の
対
象
と
な
っ
た
「
田
代
・

畠
代
」
と
呼
ば
れ
る
開
発
予
定
地
が
、
畿
内
に
比
較
的
近
い
、
い
わ

ば
中
間
地
帯
の
条
里
制
施
行
地
内
部
に
残
っ
て
い
た
事
を
指
摘
し
て

い
る
が
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
当
時
の
耕
地
が
非
耕
地
を
し
ば
し

ば
介
在
し
て
い
た
事
は
畿
内
平
野
部
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。
し
か
も
こ
の
耕
地
が
後
世
の
如
く
毎
年
繰
り
返
し
耕

作
さ
れ
て
い
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
事
は
、
既
に
戸
田
芳
実
氏
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
前
述
の
弘
福
寺
領
広
瀬
郡
の
場
合
で
も
四

声
年
の
平
均
耕
作
率
は
六
〇
％
に
満
た
な
い
。
と
も
あ
れ
本
稿
に
お

い
て
は
、
条
里
制
に
規
制
さ
れ
た
耕
地
と
い
え
ど
も
安
易
に
今
日
と

同
様
の
も
の
を
湖
及
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
事
を
強
調
す
る
に
と
ど

め
た
い
。

　
尚
、
以
下
の
論
旨
を
明
確
に
す
る
為
に
村
落
形
態
に
関
連
す
る
用

語
を
一
応
次
の
如
く
定
義
し
て
使
用
す
る
。
す
な
わ
ち
九
戸
以
下
で

構
成
さ
れ
る
小
規
模
な
も
の
を
小
村
、
一
〇
戸
以
上
が
コ
ン
パ
ク
ト

に
集
ま
っ
て
い
る
場
合
を
集
村
、
一
〇
戸
以
上
が
何
ら
か
の
ま
と
ま

り
を
も
っ
て
い
て
も
そ
の
問
に
耕
地
を
介
在
し
て
い
る
よ
う
な
ル
ー

ズ
な
場
合
を
疎
塊
村
と
表
現
す
る
。
又
、
孤
立
荘
宅
と
表
現
す
る
も

の
は
必
ず
し
も
散
村
と
同
義
で
は
な
く
、
史
料
的
制
約
か
ら
空
間
的

確
認
が
で
き
な
い
ま
ま
、
単
に
孤
立
し
た
一
カ
所
の
麗
敷
の
存
在
を

示
す
場
合
が
多
い
。

　
以
下
、
面
積
の
表
現
に
使
用
す
る
「
段
」
は
す
べ
て
三
六
〇
歩
を

一
段
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
断
っ
て
お
く
。
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本
稿
に
お
い
て
は
、
計
画
的
宅
地
割
の
施
行
さ
れ
た
事
の
判
明
し

て
い
る
平
安
・
平
城
各
誌
域
内
に
つ
い
て
は
当
而
考
察
対
象
か
ら
除

外
す
る
。

二
　
家
地
の
立
地
・
配
置
・
面
積

1
　
家
地
の
立
地
と
四
至

　
「
平
安
遺
文
」
・
「
大
日
本
古
文
書
」
に
は
、
家
地
の
売
買
・
相

博
に
関
連
す
る
文
書
数
十
通
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書

史
料
に
は
家
地
の
面
積
・
四
至
等
の
具
体
的
記
載
が
あ
り
、
し
か
も

多
く
の
場
合
条
里
の
記
載
も
あ
っ
て
現
地
比
定
が
可
能
で
あ
る
。
従

来
地
理
学
側
か
ら
ほ
と
ん
ど
採
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ

の
種
の
史
料
は
、
八
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
の
村
落
形
態
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

知
り
得
る
貴
重
な
足
掛
り
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
管
見
の
事

例
を
逐
一
検
討
し
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　
o
ゆ
山
城
国
葛
野
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
蔦
野
郡
の
条
里
プ
ラ
ン
は
福
山
敏
男
氏
に
よ
っ
て
復
原
さ
れ
、
そ

　
　
　
⑪
　
　
　
⑫

れ
が
米
倉
・
宮
本
両
氏
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
葛
野
郡
班
田
図
と

一
致
し
、
広
隆
寺
資
財
帳
の
復
原
と
も
矛
盾
し
な
い
寓
言
及
び
「
五

条
荒
蒔
里
の
十
五
・
十
六
・
十
七
坪
の
南
辺
が
今
日
の
広
隆
寺
の
南

大
門
と
一
致
す
る
様
に
し
て
南
北
の
方
向
へ
の
位
置
を
定
め
、
平
野

神
社
の
近
接
地
に
当
る
べ
き
九
条
荒
見
西
河
里
の
二
十
四
坪
が
大
休

荒
見
川
の
西
岸
で
」
あ
る
よ
う
に
す
る
の
は
妥
当
で
あ
る
が
、
図
示

さ
れ
た
福
山
説
に
は
次
の
如
き
欠
陥
を
伴
う
。
す
な
わ
ち
京
都
市
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

京
区
山
田
「
四
ノ
坪
・
六
ノ
坪
」
の
位
置
と
矛
盾
し
、
後
述
事
例
一

の
家
地
に
「
限
北
谷
川
し
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
家
地
所
在

坪
と
西
芳
寺
谷
川
と
の
間
に
は
約
一
町
の
距
離
が
あ
っ
て
微
地
形
条

件
を
考
慮
し
て
も
説
明
が
つ
か
な
い
。

　
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
な
く
す
よ
う
に
プ
ラ
ン
を
復
原
す
れ
ば

第
1
図
の
如
く
な
り
、
三
条
の
西
界
線
は
ほ
ぼ
広
沢
池
西
岸
に
相
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
る
。
こ
の
復
原
は
広
隆
寺
資
財
帳
に
み
え
る
小
字
名
「
松
本
田
・

荒
木
田
・
川
所
田
」
が
現
在
の
小
宇
島
「
松
本
町
・
荒
木
町
・
川
所

町
」
と
も
一
致
す
る
こ
と
に
よ
り
傍
証
さ
れ
る
。
以
上
の
如
き
復
原

に
従
っ
て
考
察
を
進
め
る
。

　
（
事
例
1
）
　
三
条
大
豆
田
里
二
十
一
坪
（
第
1
表
・
文
雷
1
。
以

下
番
号
の
み
を
記
す
）

　
同
坪
は
現
在
の
京
都
市
右
京
区
松
室
荒
堀
町
に
当
り
、
明
治
中
期

に
は
第
2
図
の
如
き
土
地
利
用
で
あ
っ
た
。
貞
元
三
年
（
九
七
八
）
に

「
寝
殿
一
宇
・
土
屋
一
宇
」
等
が
達
て
ら
れ
て
い
た
家
地
四
段
二
四
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第
一
表
家
地
関
係
文
書
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誓
　
年
　
月
　
日

文　
　
．
、
年
　
　
（
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
暦
）

姻

積

東

四

一
　
西

［
　
南

至　
　
北

12345

A
貞
元
三
．
べ
た
知
竃
四
段
二
四
〇
歩
　
谷
川
尻
拝
沿
道
仔
　
侑

公
　
田

B
鴛
弘
一
∵
二
・
四

　
　
　
（
㎝
○
〇
五
）

四
段
二
四
［
H
〕
　
谷
川
尻
艸
門
地
仔
　
伯

公
　
田

A
寛
平
八
・
二
・
二
五

　
　
　
　
（
八
九
六
）

一
段
二
三
〇
歩
　
棊
乙
刀
自
地
　
子
乙
丸
地

道

BC

天
暦
一
〇
・
八
・
一
六

　
　
　
　
（
九
五
六
）

寛
弘
七
・
二
・
二
〇

　
　
　
（
一
〇
一
〇
）

一
段
二
三
〇
歩
　
秦
乙
刀
自
地
　
事
書
乙
丸
地
　
道

二
　
段

岡
岸
際

A
承
和
三
・
二
・
五

　
　
　
　
（
八
三
六
）

一
　
段

秦
殿
主
地

墨
殿
虫
地

秦
大
野
地

B
嘉
祥
一
　
・
七
・
二
九

　
　
　
　
（
八
四
九
）

二
四
五
歩

難
綴
簑
蘇
甥
塞
道

C
嘉
祥
二
・

一
一
・
二
〇

　
　
　
　
　
一
　
段

（
八
四
九
）

鰹
無
難
簗
瀬
墨
秦
道

秦
倉
吉
地
■

E
斉
衡
二
（
潤
）
四
二
一
四
段
　
北
面

　
　
　
　
（
八
五
五
）
野
北
宅
）

（
葛

中
務
大
録
秦
広

氏
地
軸
永
場
買

地

中
　
垣

秦
永
墨
家
門
地

E’

tt

顯
殿
喋
（
葛
中
垣

道

道

A
延
暦
…
九
・
｛
ハ
・
二
「

　
　
　
　
（
八
O
O
）

六
段

簗
浄
出
家
蝉
田
田
舞
深
草
口
原
土
左
守
家
艸

B
貞
観
七
・
三
・
二
三

　
　
　
　
（
八
六
五
）

六
　
段

秦
浄
由
家
罫
田
田
艸
深
草
梱
原

弘
仁
八
・
八
・
一
　

　
　
　
　
（
八
一
七
）

三
　
段

公
　
田

三
善
宿
禰
姉
家

秦
戸
守
家
野
道

公
　
田

谷
　
川

谷
　
川

秦
有
世
地

塁
有
世
地

中
　
道

秦
殿
童
塚

故
玄
蕃
少
允
秦

殿
主
地

故
玄
蕃
大
允
秦

殿
主
地

塁
広
氏
地

溝
官
畠
＃
田

宮
出
井
田

無
忌
寸
縄
継
象

一lt
シG

人

買

人
　
　
（
備

考
）
　
文
警
名
　
平
安
遺
文
二
号

泰
是
子

大
蔵
史
生
正
六
位
上

奏
宿
禰
連
雅

三
間
四
面
寝
殿
一
宇

区
間
一
瓢
底
土
屋
一
宇

角
帽
国
璽
田
郷
長
解

　
　
　
　
　
　
二
一
三
一
三

明
経
生
大
秦
宿
禰
公
松
尾
火
神
宮
神
主
秦

信
　
　
　
　
　
　
宿
薦
奉
親

出
城
顯
某
郷
長
解

　
　
　
　
　
　
二
一
四
三
八

萌
土
左
史
正
六
位
上
太
皇
太
后
宮
舎
人
光

秦
宿
禰
有
世
　
　
　
位
秦
忌
寸
阿
古
豪

百
姓
家
地

山
域
隅
山
田
郷
長
解

　
　
　
　
　
　
一
一
一
八
～

正
六
位
上
紀
伊
権
少

昂
巫
部
連

松
尾
太
神
宮
主
秦
宿
本
願
寺
別
当
大
法
師

欄
繁
親
　
　
　
　
平
手

所
傾
私
地

山
域
困
山
田
郷
長
解

　
　
　
　
　
　
一
f
二
六
九

郷
長
三
宅
某
田
地
根
博
状

　
　
　
　
　
　
ニ
ー
四
五
鶏

大
初
位
上
秦
忌
寸
広

野
（
相
売
V
母
秦
鯛

刀
自

左
京
少
属
従
七
位
下

泰
忌
寸
殿
主

山
域
姻
高
田
郷
長
解
案

　
　
　
　
　
　
　
一
－
山
九

秦
忌
寸
縄
子
（
桐
売
）
春
宮
史
生
秦
忌
寸
永

辛
国
虫
名
女
　
　
　
螺

信
姓
家
地

巾［

¥帆

c
剛
島
回
m
山
州
卿
ほ
翼
撫
加

　
　
　
　
・
　
　
［
i
九
〇

奏
忌
寸
鯛
女
（
相
沽
）

戸
主
正
八
塗
上
秦
忌

寸
冬
守

葛
野
飯
刀
自
地
（
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○
歩
は
自
然
堤
防
上
に
比

定
さ
れ
、
当
時
公
田
で
あ

っ
た
南
側
の
進
水
田
面
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
比
高
は
約
一
m
で
あ
る
。

　
（
事
例
2
）
　
下
原
田
里

三
十
一
坪
（
文
書
2
）

　
同
里
三
十
坪
内
の
土
地

一
段
に
「
限
南
谷
川
」
と

　
　
　
⑯

あ
る
か
ら
、
そ
の
南
側
に

当
る
同
坪
は
現
在
京
都
市

右
京
区
松
尾
万
石
町
付
近

に
比
定
で
き
る
。
但
し
第

3
図
の
如
く
三
条
大
豆
田

里
か
ら
延
長
し
た
磁
界
想

定
線
は
明
治
期
の
地
割
と

も
十
分
に
一
致
し
な
い
。

桂
川
以
北
で
は
一
、
工
条

が
傾
い
て
い
る
事
、
山
麓

傾
斜
地
で
あ
る
事
等
を
も

考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
厳
密
な
現
地
比
定

は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
地
割
に
従
っ
て
一
応

の
推
定
を
試
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
寛
平
八
年
（
八
九
穴
）
と
天

暦
十
年
目
九
五
六
）
に
み
え
る
一
段
二
三
〇
歩
の
家
地
は
、
坪
界
想
定

線
内
中
央
部
の
明
治
期
に
も
宅
地
に
な
っ
て
い
る
部
分
、
寛
弘
七
年

（一

Z
一
〇
）
の
二
段
の
土
地
は
道
路
の
南
側
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、

「
岡
岸
際
」
が
山
麓
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
四
壁
の
記
載
と
も
矛

盾
し
な
い
。
周
辺
の
私
領
が
家
地
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
仮
り

に
家
地
で
あ
る
と
し
て
も
同
坪
内
に
想
定
さ
れ
る
家
地
は
多
く
な
い

　
　
　
⑰

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
場
合
、
2
A
文
書
に
「
百
姓
家
地
」
と
記
し
て

い
る
事
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
（
事
例
3
）
　
三
条
高
粟
田
里
十
六
坪
（
文
書
3
）

　
3
の
文
書
は
既
に
岸
氏
が
と
り
あ
げ
、
同
里
の
属
す
る
高
田
郷
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

外
に
本
貫
を
有
す
る
人
々
が
家
地
を
所
有
し
て
い
る
例
と
し
て
い
る
。

同
里
が
比
定
さ
れ
て
い
る
京
都
市
右
京
区
高
田
町
の
地
名
は
新
し
い

が
、
以
下
の
傍
証
を
得
ら
れ
た
の
で
岸
説
に
従
う
。
天
永
元
年
（
一

二
〇
）
の
東
寺
胸
に
よ
れ
ば
高
田
郷
に
は
｛
一
同
畿
里
の
他
に
郊
甲

上
佐
車
田
・
桑
原
・
相
本
各
里
の
全
域
も
し
く
は
一
部
が
属
し
て
お

り
、
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
の
広
隆
寺
資
財
帳
に
も
み
え
る
郊
田
里
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⑳

が
広
隆
寿
西
南
に
比
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
高
田
郷
を
桂
川
北

岸
と
す
る
通
説
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
高
燥
で
畑
や
竹

藪
の
多
か
っ
た
三
条
桐
当
部
分
に
お
い
て
は
、
東
寺
解
に
記
載
す
る

八
坪
の
田
七
段
二
四
〇
歩
、
二
十
坪
の
現
作
田
六
段
等
を
含
む
高
粟

田
里
は
高
田
町
付
近
に
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
4
図
の
如
き
微

地
形
か
ら
構
成
さ
れ
る
高
田
町
付
近
は
東
寺
解
の
記
載
と
は
矛
盾
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
。
も
と

高粟田里←一
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第4図
　　1．

　　3．

京都宿右京区高圏町付近の微地形と東寺領田畠

自然堤防上位薩　　　2．自然堤防下位面

氾濫平野　　　　　　4．低湿地

よ
り
桂
川
の

氾
濫
に
よ
る

影
響
は
考
慮

せ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
氾

濫
平
野
と
集

落
の
立
地
す

る
自
然
堤
防

上
位
面
と
の

間
に
は
○
・

七
～
一
・
0

メ
：
ト
ル
の

比
高
が
あ
っ
て
、

天
永
以
後
の
細

鱗
的
地
形
変
化

は
考
え
難
い
。

　
さ
て
十
六
坪

内
に
は
嘉
祥
四

年
以
前
少
な
く

と
も
四
ヵ
所
計

三
段
余
の
家
地

が
存
在
し
、

　
　
㌦
㌔
，
」

ヵ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　

篠
纏
鐸
亀

　
ズ
　
　
　
　
　
　
　
や

、
う
3

雛
雛
…

　
ノ
　
　
で
　
ズ

z
、
“
鴛
蒙

　
み
　
た
　
　
く
　
　

ク
そ
こ
町

蝉

　
　
　
ロ
だ
　
　
　
　
　
た
　
じ
　
セ
　
　
　
コ
　
　
コ

」
、
　
　
／
　
　
・
　
㎡
　
齢
　
　
マ

く
　
　
り
　
　
　

塾
，
哺
臓
嘱
づ
◎
つ
コ
、

　
ー
ー
ノ
　
　
〆
　
　
，

　　　　　o　　　　　　　　　　　…町

第5図　秦永成等家地比定図

　
　
　
　
　
そ
れ
ら
の
内
三
ヵ
所
は
奏
永
寄
が
買
い
と
っ
て
い
る
。

し
か
も
斉
衡
二
年
の
彼
の
家
地
四
段
中
に
は
奏
忌
寸
大
野
及
び
広
野

か
ら
の
買
得
地
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
内
の
一

部
は
十
六
坪
内
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
網
縄
の
四
段
の

家
地
は
南
家
と
称
さ
れ
板
麗
三
宇
が
存
在
し
、
そ
の
北
に
は
北
家
と

記
さ
れ
た
奏
永
成
の
家
地
四
段
が
あ
っ
て
檜
皮
葺
板
敷
津
一
宇
等
が

建
て
ら
れ
て
い
た
。
第
5
図
は
同
坪
付
近
の
地
籍
図
で
あ
る
が
、

各
ほ
ぼ
長
方
形
に
近
い
形
を
な
す
太
線
枠
で
示
し
た
二
区
は
北
側
が

四
段
弱
、
南
側
が
四
段
強
の
面
積
を
有
す
る
。
　
上
述
の
北
家
・
南

家
士
四
段
を
こ
こ
に
比
定
し
て
み
る
と
、
世
家
の
南
側
に
丁
度
「
奏
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＠

永
塔
家
門
地
」
が
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
　
例
え
ば
北
家
推
定
地

北
側
を
流
れ
る
報
賞
一
・
一
メ
：
ト
ル
の
小
川
が
四
至
に
記
載
す
る

「
溝
」
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
全
く
矛
盾
は
な
い
。
南
側
の
区

画
内
に
含
ま
れ
る
福
田
寺
は
浄
土
宗
で
あ
り
、
三
ノ
宮
神
社
は
松
尾

神
祉
の
末
社
で
、
か
っ
て
は
小
さ
な
祠
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
か

ら
以
上
の
推
定
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。
微
地
形
条
件
に
前
述
の
東

寺
解
を
参
照
す
る
時
、
十
六
坪
内
に
は
家
地
の
立
地
に
適
し
た
微
高

地
は
最
大
で
も
六
段
以
上
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
永
塔

の
三
カ
所
の
買
得
地
は
四
段
の
家
地
内
に
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
、
承
和
三
年
（
八
三
六
）
の
一
段
の
家
地
は
そ
の
西
側
に
推
定
さ
れ

る
。
以
上
の
推
定
に
従
え
ば
十
六
坪
内
に
存
在
し
た
家
地
は
最
大
で

五
ヵ
所
で
あ
り
、
こ
の
面
高
地
上
に
は
小
事
も
し
く
は
疎
塊
村
を
想

定
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
3
B
文
書
の
家
地
二
四
五

歩
に
は
h
悟
姓
家
地
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き

　
㊥

た
い
。

　
②
山
城
国
紀
伊
郡

　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
◎

　
米
倉
氏
及
び
須
磨
千
華
氏
の
条
里
プ
ラ
ン
復
原
に
従
え
ば
次
の
如

く
で
あ
る
。

　
（
事
例
4
）
　
深
草
東
外
里
十
二
坪
（
文
書
4
）

　
同
坪
は
次
の
事
例
5
と
共
に
現
在

は
市
街
地
と
な
っ
て
．
い
る
為
に
詳
細

は
不
明
と
な
る
が
、
現
在
の
京
都
市

伏
見
区
深
草
瓦
町
の
一
画
に
相
当
し
、
“
、
、
．

明
治
三
＋
三
年
に
第
6
図
の
如
き
水
　
丁
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

田
で
あ
っ
た
。
同
坪
相
当
都
分
爾
辺
　
　
　
｝
ビ
∵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
届
誠
．
・
．

を
含
ん
で
後
世
の
地
割
と
考
え
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脳
　
臨

き
整
然
と
し
た
地
割
が
斜
行
し
て
い

て
、
南
側
を
知
る
事
は
で
き
な
い
が
、

‘　　惣…マ層屏”…「7・］

｛　田　Ea　4

．1・1伽

［
） 1町

第6図　城原連三仲家地推定図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恐
縮
に
み
え
る
家
地
の
南
側

の
道
が
坪
界
線
と
す
れ
ば
、
第
6
図
の
如
き
配
置
が
推
定
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

八
世
紀
に
は
緩
扇
状
地
性
低
地
上
の
「
田
・
畠
．
深
草
楢
原
」
の
闘

に
少
な
く
と
も
三
カ
所
の
家
地
が
立
地
し
て
い
た
事
に
な
る
。

　
（
事
例
5
）
九
条
深
草
里
三
＋
三
・
三
＋
颯
坪
（
文
書
5
）

　
両
坪
は
事
例
4
の
北
西
の
部
分
、
現
在
の
京
都
帯
伏
見
区
深
草
坊

町
に
当
る
。
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
に
は
両
坪
に
わ
た
っ
て
板
屋
三
宇

の
あ
る
家
地
三
段
が
存
在
し
た
。
明
治
三
十
三
年
の
同
二
相
当
地
付

近
は
田
・
畑
・
宅
地
・
荒
地
等
が
混
在
す
る
が
、
北
と
西
に
別
の
家

地
が
あ
り
、
東
と
南
が
公
田
で
あ
っ
た
こ
の
家
地
は
第
7
図
の
如
く

想
定
す
る
の
が
無
難
と
思
わ
れ
る
。
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奈良・平安期の村落形態について（金田）

　
㈹
　
山
城
国
宇
治
郡

　
（
事
例
6
）
　
上
勝
望
外
里

五
坪
付
近
（
文
書
6
）

　
宇
治
郡
の
条
里
プ
ラ
ン
は

黒
河
鵜
藤
距
両
氏
が
跡
翰
駒
．

紹
介
・
考
証
し
て
い
る
一
、
山

城
国
山
科
郷
古
図
」
に
示
さ
れ
て
い
て
、
足
利
健
亮
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊦

が
そ
の
現
地
比
定
を
し
て
い
る
。
但
し
坪
並
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
別
に
田
村
吉
永
氏
の
復
原
が
あ
っ
て
、
岸
氏
に
も
踏

　
　
　
　
　
＠

襲
さ
れ
て
い
る
。
今
、
足
利
・
田
村
両
氏
に
従
っ
て
、

承
禰
八
年
（
八
四
一
）
前
後
に
存
在
し
た
家
地
一
町
の
位

置
を
求
め
る
と
第
8
図
の
如
く
宇
治
市
小
幡
の
小
字
南

山
及
び
南
山
畑
に
属
す
る
洪
積
丘
陵
上
を
占
め
る
こ
と

に
な
る
。
家
地
は
五
、
六
、
七
、
八
の
四
力
演
に
わ
た
っ

て
い
た
が
、
二
皮
葺
板
藍
屋
等
多
数
の
建
物
が
あ
っ
た

の
は
熟
地
と
注
記
の
あ
る
五
坪
三
段
二
〇
〇
歩
と
八
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

一
段
一
六
〇
歩
で
あ
り
、
他
は
林
で
あ
っ
た
。
他
に
騰

周
に
は
公
畠
・
社
・
道
・
私
領
及
び
家
地
が
存
在
し
た

事
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
6
C
～
G
の
関
連
文
書
が
あ
っ

o IST

第7図秦忌寸某家地推定図

て
、
C
～
E
は
同
一
の
家
地
を
め
ぐ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
三

カ
所
の
家
地
を
示
す
こ
と
に
な
り
、
加
美
郷
内
上
堤
田
畑
里
付
近
に

こ
れ
ら
が
存
在
し
た
事
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
条
黒
の

記
載
も
な
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
厳
密
な
位
置
比
定
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
ω
　
大
和
国
添
上
郡

　
本
稿
で
対
象
と
し
て
い
る
時
期
に
関
す
る
限
り
、
奈
良
盆
地
の
大第8図　山片扇紀伊郡宇治郡事例索弓【図
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奈良・平安期の村落形態について（金田）

部
分
に
つ
い
て
秋
山
日
出
雄
氏
に
よ
る
条
里
プ
ラ
ン
復
原
に
従
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

大
過
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
特
別
条
里
プ
ラ
ン
に
言
及
し
な
い

限
り
秋
山
説
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
延
久
二
年
興
福
寺
雑
役
免

　
　
㊥

坪
付
等
の
史
料
に
よ
り
確
認
し
た
結
果
で
あ
る
。
奈
良
盆
地
の
主
要

事
例
は
第
9
図
に
示
し
た
如
く
で
あ
る
。

　
（
事
例
7
）
　
京
東
五
条
上
意
日
直
五
坪
・
春
日
里
三
十
二
坪
（
文

書
7
）

　
弘
仁
七
年
（
八
一
七
）
か
ら
貞
観
十
四
年
（
八
七
三
）
に
か
け
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
坪
に
わ
た
っ

　
近繍

第10図　京東五条一ヒ春日里調

て
墾
田
四
段
一

〇
〇
歩
を
伴
っ

た
家
地
三
段
が

あ
り
、
貞
観
十

四
年
に
は
値
下

葺
屋
一
宇
が
存

在
し
た
。
し
か

し
こ
の
家
地
も
、

延
喜
十
一
年

（
九
一
一
）
の
7

C
文
書
に
「
新
開
為
田
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
十
世
紀
初

頭
に
は
既
に
開
墾
さ
れ
て
い
た
事
が
窺
え
る
。
こ
の
両
坪
が
比
定
さ

れ
る
現
在
の
奈
良
市
白
毫
寺
小
字
大
石
の
地
に
は
、
第
1
0
図
中
央
部

の
如
き
計
七
段
余
の
異
質
地
割
が
存
在
す
る
。
そ
の
東
と
西
に
も
や

は
り
周
囲
の
地
割
と
匿
別
さ
れ
る
不
調
和
な
地
割
が
存
在
す
る
。
南

北
を
岩
井
川
と
能
登
川
に
開
析
さ
れ
た
緩
傾
斜
を
な
す
洪
積
丘
陵
上

に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
三
カ
所
の
異
質
地
割
の
部
分
は
い
ず
れ
も
比
較

的
平
坦
で
不
自
然
で
あ
る
。
中
央
の
七
段
余
の
不
調
和
な
地
割
を
墾

田
四
段
一
〇
〇
歩
及
び
後
に
開
墾
到
れ
た
家
地
三
段
の
計
七
段
一
〇

〇
歩
に
比
定
す
れ
ば
、
同
地
は
丁
度
上
春
日
里
五
坪
と
春
日
里
三
十

二
坪
に
ま
た
が
る
こ
と
と
な
り
文
書
の
記
載
と
一
致
す
る
。
さ
ら
に

東
と
西
の
異
質
地
割
に
は
四
至
に
み
え
る
「
並
城
王
家
」
及
び
「
美

濃
女
王
家
」
を
推
定
す
る
事
も
可
能
で
あ
る
。
南
と
北
の
地
形
に
従

順
な
形
態
の
地
割
の
部
分
は
当
時
公
田
で
あ
っ
た
事
も
判
明
す
る
。

こ
こ
で
は
従
っ
て
、
弘
仁
七
年
に
は
公
田
・
墾
田
中
に
三
軒
の
家
の

存
在
し
た
小
村
で
あ
っ
た
も
の
が
、
貞
観
十
四
年
迄
に
は
西
部
の
家

地
が
「
春
日
寺
田
」
と
な
り
、
さ
ら
に
延
喜
十
一
年
迄
に
は
中
央
の

家
地
三
段
も
田
と
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
事
に
な
る
。

　
（
事
例
8
）
　
三
条
一
里
二
十
八
坪
（
文
書
8
）
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同
坪
「
東
北
角
」
に
は

延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
家

地
一
殺
二
〇
〇
歩
が
あ
り
、

そ
の
四
達
は
す
べ
て
田
で

あ
っ
た
。
現
在
の
同
地
は

第
1
1
図
の
如
く
大
和
郡
山

市
若
槻
の
集
村
部
に
相
当

す
る
。
従
っ
て
、
後
述
す

る
若
槻
庄
に
お
け
る
如
き
屋
敷
の
散
在
す
る
形
態
は
十
世
紀
初
頭
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
な
る
。

　
（
事
例
9
）
　
楢
中
郷
五
条
五
里
一
坪
（
文
書
9
）

　
9
A
～
K
文
書
は
い
ず
れ
も
同
坪
内
の
家
地
に
関
連
す
る
も
の
で

あ
り
、
面
積
が
三
〇
〇
歩
と
な
っ
て
い
る
A
・
B
及
び
D
～
」
の

九
通
は
関
所
有
者
・
四
極
・
便
宜
田
の
記
載
な
ど
か
ら
同
｝
の
家
地

を
め
ぐ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
A
・
B
文
書
に
「
添
上
郡

楢
中
郷
五
条
五
里
｝
坪
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
以
外
で

は
「
京
南
五
条
五
里
一
坪
」
等
と
あ
っ
て
楢
中
郷
の
名
は
な
い
。
し

か
も
F
文
書
に
至
っ
て
「
大
和
国
添
上
郡
大
岡
中
郷
刀
禰
等
解
し
と

あ
り
、
E
文
書
に
も
名
の
み
え
る
「
大
岡
中
郷
刀
禰
紀
胤
連
」
が
署

名
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
俄
か
に
決
す
る
事
は
出
来

な
い
が
、
第
1
2
図
に
も
示
し
た
如
く
同
坪
の
北
半
部
が
旧
檎
村
に
属

　
　
　
　
か
り
こ
う

し
た
小
字
刈
郷
で
あ
り
、
南
二
部
は
旧
櫟
本
村
の
小
字
カ
リ
ゴ
で
あ

る
事
が
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
槍
中
郷
が
旧

編
曲
付
近
に
比
定
さ
れ
る
可
能
性
は
高
く
、
又
大
日
本
地
名
辞
書
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
他
の
如
く
大
岡
郷
が
櫟
本
付
近
に
比
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
前
述
の

問
題
点
は
両
郷
の
境
界
付
近
を
占
め
た
同
坪
内
の
家
地
の
所
有
老
の

変
遷
に
伴
う
変
化
と
、
㎝
応
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
さ
て
同
工
の
三
〇
〇
歩
の
家
地
は
西
隣
の
五
条
四
里
三
十
六
坪
に

八
段
、
南
接
す
る
五
条
五
里
二
．
坪
に
「
段
等
の
便
宜
要
門
田
を
伴
っ

て
い
た
。
泉
谷
康
夫
氏
に
よ
れ
ば
便
宜
要
門
田
・
便
宜
田
と
は
家
地

に
付
属
し
た
耕
作
権

の
如
き
も
の
と
解
さ

　
　
　
⑧

れ
る
か
ら
、
こ
の
家

地
は
周
囲
に
経
営
農

地
を
め
ぐ
ら
し
た
孤

立
荘
宅
的
な
特
徴
を

備
え
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
C
文
書
に
麻

ソ
ソ
『
，
ノ

ー
起
”
ぐ
ゼ
’

　
　
　
　
ゴ
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

レ
£
　
ソ
、

弓
ロ
．
　
弓

1鮫も主「＾・ノiゴ界

　　　　　　IF
　　　　　　・㌔注

己串」

「
畦
V
上

　
ゑ
　
　
ロ

　
到
8
1
一

　
三
し
｝

一
魅

謝
P

O
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載
さ
れ
た
板
屋
一
宇
も
こ
の
家
地
の
も
の
と
泉
谷
氏
は
推
定
し
て
い

る
が
、
そ
う
で
な
く
と
も
同
坪
に
存
在
し
た
建
物
で
あ
る
事
に
は
相

違
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
K
文
書
に
は
「
売
渡
家
地
壱
段
価
廿
歩
字
小
角
填

内
在
伍
里
一
坪
乗
再
認
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
家
地
は
明
治
二
十
二
年

に
四
八
五
歩
の
面
積
を
有
し
て
い
た
同
坪
西
南
隅
の
水
田
に
比
定
で

き
る
。
こ
の
地
と
転
売
さ
れ
て
い
た
三
〇
〇
歩
の
家
地
と
の
関
連
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

問
題
で
あ
り
、
治
暦
四
年
（
一
〇
六
九
）
の
田
地
処
分
状
に
「
在
添
上

郡
山
承
南
五
条
四
墨
講
瓢
川
山
ハ
坪
之
南
二
段
同
条
｝
血
紅
一
坪
一
段
轟
木
由
、
角
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
あ
る
こ
と
、
及
び
永
久
五
年
（
二
一
七
）
の
田
地
譲
状
に
は
「
伍

条
四
画
面
六
坪
九
段
弐
悟
騨
拾
歩
、
同
条
五
里
，
一
坪
壱
段
献
呈
歩
地
」

と
あ
る
こ
と
に
前
述
の
便
宜
要
門
田
を
考
え
合
わ
せ
る
時
、
両
者
が

重
複
す
る
家
地
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
三
〇
〇

歩
の
家
地
の
西
と
南
は
田
で
あ
り
、
東
と
北
に
は
私
領
が
あ
っ
た
。

こ
の
私
領
が
家
地
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
地
は
楢
川
南
岸
の

徴
高
地
に
相
当
し
、
後
述
の
如
く
保
延
五
年
（
＝
三
九
）
の
櫟
庄
検

皇
帳
に
屋
敷
畠
と
考
え
ら
れ
る
三
カ
所
を
畠
と
記
載
し
て
い
る
事
か

ら
も
家
地
で
あ
・
て
も
矛
盾
は
な
魎
以
上
・
不
確
定
な
萎
獲

る
が
、
少
な
く
と
も
孤
立
荘
宅
も
し
く
は
小
村
が
立
地
し
て
い
た
事

は
認
め
ら
れ
る
。

　
紛
大
和
国
城
下
郡

　
（
事
例
1
0
）
　
　
十
山
ハ
条
一
二
里
二
・
三
坪
　
（
文
璽
鷺
流
）

文
書
1
0
に
よ
れ
ば
保
延
三
年
（
＝
五
八
）
に
は
三
カ
所
の
家
地
が
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ア
も

現
在
の
田
原
本
町
　
　
　
　
　
　
　
潔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
治

東
井
上
に
当
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縣
偶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図

明
治
二
十
二
年
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
咽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卸

は
第
1
3
図
の
如
き

土
地
利
用
で
あ
っ
た
初
瀬
川
右
岸
の
自
然
堤
防
部
で
あ
る
。
A
の
一

段
に
は
「
二
ニ
ニ
雪
嵐
　
二
坪
五
段
目
小
」
、
B
の
一
段
に
は
「
三
段

二
坪
小
　
束
四
段
目
」
、
C
の
一
段
＝
一
〇
歩
に
は
「
二
三
両
坪

東
面
」
と
あ
っ
て
各
第
1
3
図
の
位
置
に
比
定
で
き
る
。
各
面
積
も
ほ

ぼ
文
書
の
記
載
に
等
し
く
、
　
「
さ
い
か
わ
の
か
い
と
」
と
注
記
の
あ

る
B
の
比
定
地
に
は
小
字
カ
イ
ト
が
存
在
す
る
。
二
坪
に
は
延
久
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

年
（
一
〇
七
〇
）
に
興
福
寺
雑
役
免
田
畠
五
段
が
存
在
し
て
い
た
。

　
㈲
大
和
国
城
上
郡

　
（
事
例
1
1
）
　
工
十
二
条
一
チ
山
里
二
十
｝
・
二
十
二
坪
（
文
書
1
1
）

　
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
の
家
地
三
段
一
二
〇
歩
の
推
定
地
は
第
1
4
図
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の
よ
う
な
寺
川
北
岸
の
林
を
含
む
一
帯
で
あ
る
。
南
部
は
寺
川
現
流

路
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
の
河
道
は
明
瞭
に
残
存
し
て
い
る
南
側

の
旧
河
道
部
分
と
考
え
ら
れ
、
矛
盾
は
な
い
。
こ
の
家
地
の
東
西
の

私
領
が
家
地
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
北
側
の
整
然
と
し
た
地
割

の
水
田
は
当
時
公
田
で
あ
っ
た
。

　
⑦
　
大
和
国
高
市
郡

　
（
事
例
1
2
）
　
東
三
十
条
一
里
三
十
三
坪
・
二
里
五
坪
（
文
書
1
2
）

　
永
保
二
年
（
一
Q
八
二
）
に
み
え
る
家
地
二
町
は
文
書
記
載
ど
う
り

両
坪
厳
密
に
一
町
ず
つ
で
あ
れ
ば
連
続
し
な
い
二
区
の
家
地
と
な
る
。

し
か
し
同
地
は
現
在
の
橿
原
市
五
条
野
町
の
丘
陵
部
に
相
当
し
、
第

15

}
の
如
き
不
規
則
な
地
割
で
も
あ
る
か
ら
若
干
の
融
通
性
を
も
た

せ
て
考
え
た
方
が
む
し
ろ
実
情
に
近
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ

ば
丁
度
両
坪
に
わ
た
っ
て
面
積
約
二
町
を
占
め
る
小
字
向
イ
の
部
分

に
比
定
す
る
事
が
可
能
と
な
る
。
明
治
二
十
二
年
当
時
に
は
水
田
と

畑
と
な
っ
て
い
る
が
全
体
と
し
て
は
小
高
く
微
地
形
的
に
も
一
ま
と

　　

@　
@　
@　

@
短
藷
纂

　　

@　

@
脳
髄
肉
で
姦

　
　
　
　
　
　
　
．
7
ヅ
だ
〃
ぐ
、
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撲
り
の
地
で
あ
る
。
し
か
も
東
の
畑
地
と
墓
地
が
「
石
墓
八
木
寺
地
」
、

西
と
南
の
谷
の
部
分
は
「
公
田
」
、
西
と
北
の
現
五
条
野
町
集
村
部
の

あ
る
小
字
城
山
に
「
桜
井
家
主
地
」
及
び
「
同
家
主
氏
山
」
が
比
定

さ
れ
る
。
こ
の
家
地
は
計
二
町
三
段
七
〇
歩
の
便
宜
要
門
田
を
周
囲

に
伴
っ
て
お
り
、
比
較
的
規
模
の
大
き
い
孤
立
荘
宅
を
想
定
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
㈲
大
和
国
平
夏
着

　
（
事
例
1
3
）
　
飽
波
東
郷
七
条
三
大
井
里
二
十
一
坪
（
文
書
1
3
）

　
同
君
に
相
当
す
る
大
和
郡
山
市
池
沢
の
部
分
は
、
明
治
中
期
に
は

田
・
畑
、
現
在
は
工
場
敷
地
と
な
っ
て
い
る
が
、
微
地
形
は
一
九
六

六
年
撮
影
の
一
万
分
の
一
空
中
写
真
に
よ
っ
て
知
る
事
が
で
き
る
。

同
坪
に
存
在
し
た
「
家
地
田
畠
」
二
段
は
「
北
眸
本
」
に
あ
り
、
第

驚0

第16図　　軸重羨望ミ家地E日畠比定

16

}
の
如
く
微
高
地
を
含
む

二
段
に
比
定
さ
れ
る
。
西
と

南
に
接
す
る
私
領
は
家
地
か

否
か
不
明
で
あ
る
が
、
写
真

判
読
に
よ
る
隈
り
少
な
く
と

も
南
の
「
財
三
子
領
」
は
家

地
と
し
て
適
当
な
地
と
は
考

え
難
い
。
同
坪
に
二
段
、
東
廻
の
坪
に
四
段
三
〇
歩
存
在
し
た
延
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

二
年
（
一
〇
七
〇
）
の
興
福
寺
雑
役
免
田
畠
が
大
治
五
年
（
＝
三
〇
）

に
も
維
持
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
同
苗
に
は
北
側
の
家
地
田
畠
二

段
の
他
、
少
な
く
と
も
二
段
の
公
田
畠
及
び
家
地
と
は
考
え
難
い
私

領
が
存
在
し
た
。

　
（
事
例
1
4
）
　
十
条
三
里
十
坪
（
文
書
1
4
）

同
坪
は
第
1
7
図
の
如
く
佐
保
川
と
初
瀬
川
の
合
流
点
よ
り
ゃ
や
上
流

の
佐
保
川
南
岸
に
あ
っ
て
、
現
在
は
水
田
と
樹
園
に
な
っ
て
い
る
。

微
地
形
及
び
地
割
形
態
の
変
遷
等
を
十
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
T
一
・
1
ー
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
噺
　
　
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
ゼ
ー
l
I
I
－
1
4
1
1
町
一
副

な
い
で
あ
ろ
う
が
、

現
在
と
同
様
に
佐
保

川
の
自
然
堤
防
部
に

位
置
し
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。

　
（
薯
例
1
5
）
　
八
条

九
里
三
十
四
坪
及
び

二
十
六
坪
（
文
書
1
5
）

　
同
業
は
法
隆
寺
南

西
部
に
当
り
、
北
西

豊説　1・tt．｛馨蹄
蹴
、

　
　
‘
ヨ
圃

　　第17図僧院覚家地比定図
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か
ら
南
東
に
か
け
て
緩
か
に
傾
斜
す
る
洪
積
層
上
を
占
め
る
。
第
1
8

図
の
如
く
地
割
形
態
は
不
規
則
で
あ
り
、
坪
界
線
の
名
残
り
と
お
ぼ

し
き
径
溝
が
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
し
か
し
多
数
の
田

　
　
　
　
　
＠

畠
売
券
の
残
存
に
加
え
て
、
永
長
二
年
（
一
〇
九
七
）
に
は
八
条
十
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

十
坪
に
「
字
池
尻
堤
前
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
付
近
の
灌
概
源
で
あ
る

桜
池
の
存
在
が
知
ら
れ
る
事
か
ら
、
当
時
既
に
耕
地
化
は
桐
墨
進
ん

　
　
　
　
が

で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
如
く
九
里
は
東
部
が
夜
摩
郷
に
、

西
部
は
坂
門
郷
に
属
し
た
。
1
5
A
・
B
両
文
書
の
四
段
一
二
〇
歩
の

家
地
に
は
「
限
北
道
」
と
あ
る
か
ら
小
字
闇
塩
内
の
北
部
に
比
定
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
配
列
し
て
い
る
一
筆
耕
地
の
状
態
は
、
B

文
書
に
あ
る
指
東
壱
段
地
小
法
師
丸
分
　
次
壱
段
号
田
子
分
　
西
垣

副
壱
段
同
風
子
分
」
と
い
っ
た
注
記
と
も
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
家
地

に
は
「
萱
葺
三
間
屋
一
宇
」
が
建
っ
て
お
り
、
北
側
が
道
、
他
の
三

方
は
寺
領
と
私
領
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
C
文
書
の
三
段
の
家
地
と
の

関
連
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
同
坪
内
に
存
在
し
た
家
地
で
あ
る
事

・
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。

　
天
暦
六
年
（
九
互
二
）
に
は
二
十
六
坪
に
も
D
文
書
の
家
地
四
段
九

〇
歩
が
あ
り
、
西
側
が
道
に
接
し
て
い
た
こ
と
か
ら
第
1
8
図
の
位
置

に
推
定
す
る
の
が
無
難
と
思
わ
れ
る
。
南
の
「
長
田
宅
垣
」
は
家
地

の
存
在
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
が
、
不
明
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
家
地
は
法
隆
寺
周
辺
に
あ
る
現
集
村
の
外
側
に
位
置
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
三
十
四
坪
内
の
二
段
一
二
〇
歩
（
一
〇

　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

九
七
年
）
、
そ
の
西
隣
の
坪
の
二
段
（
＝
一
一
年
）
、
東
隣
の
坪
の

二
段
（
一
＝
六
物
）
と
葭
（
＝
鼻
血
％
）
・
二
＋
六
坪
と
そ
の
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
坪
に
か
け
て
の
三
段
（
＝
一
一
年
）
と
二
段
（
＝
一
一
年
）
の

田
畠
等
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
当
時
の
法
隆
寺
周
辺
に
は
今
日
の
如
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き
大
規
模
な
集
村
で
は
な
く
藪
塊
村
を
想
定
し
た
方
が
自
然
で
あ
ろ

h
つ
。

　
（
事
例
1
6
）
　
九
条
九
里
一
坪
（
文
書
1
6
）

　
同
坪
に
は
「
伝
教
院
」
の
作
人
の
家
地
一
段
が
存
在
し
て
い
た
が

四
二
の
記
載
は
な
い
。
し
か
し
第
1
9
図
の
如
く
同
坪
東
半
部
は
下
刻

o 1町

　　第19図
力王丸家地推定図

に
よ
る
小
谷
底
と
な
っ
て
い
て
、

微
地
形
的
に
は
現
在
の
西
興
留

の
宅
地
に
継
承
さ
れ
て
い
る
か
、

も
し
く
は
東
北
隅
に
位
置
し
た

も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、

前
者
の
可
能
性
が
高
い
。
同
坪
は
延
久
二
年
に
は
夜
眼
郷
に
属
し
て

　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
事
例
1
7
）
　
内
平
群
東
条
一
平
群
里
十
三
・
十
四
坪
（
文
書
1
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
平
群
谷
の
条
里
プ
ラ
ン
は
秋
山
氏
と
服
部
昌
之
氏
に
よ
る
推
定
が

あ
る
が
、
両
者
は
一
致
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
両
氏
同
様
京
北
班
田

図
に
示
さ
れ
た
東
南
隅
に
始
ま
り
西
行
す
る
千
鳥
式
の
指
墨
を
想
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
て
興
福
寺
雑
役
免
田
畠
及
び
嘉
承
元
年
東
大
寺
牒
案
に
記
さ
れ
た

　
㊥

田
畠
を
机
上
復
原
し
、
現
地
形
及
び
地
割
に
合
う
よ
う
に
条
里
界
線

を
引
い
て
み
る
と
第
2
0
図
の
如
く
な
っ
て
唯
一
の
坪
名
十
ノ
坪
と
も

長
井
の
宅
地
が
続
い
て

い
る
が
、
西
と
南
は
崖

で
限
ら
れ
て
い
て
崖
下

の
私
領
が
家
地
で
あ
っ

た
と
は
考
え
難
い
。

⑨
大
和
国
論
下
郡

　
（
事
例
1
8
）
　
二
十
二

条
三
里
十
八
坪
及
び
二

十
三
条
三
里
十
二
坪

（
文
書
1
8
）

一
致
す
る
。
結
果
的
に
は
ほ
ぼ
秋
山
説
に
従
う
事
に
な
る
。

　
以
上
に
よ
れ
ば
家
地
は
第
2
1
図
の
如
く
平
群
村
椿
井
小
字
垣
内
に

相
当
す
る
。
　
「
東
限
律
蔵
」
と
注
記
の
あ
る
栗
林
を
含
む
と
こ
ろ
の

家
地
四
段
一
八
○
歩
は
ま
さ
し
く
山
麓
に
あ
り
、
逆
に
復
原
さ
れ
た

条
里
プ
ラ
ン
の
傍
証
と
も
な
る
。
同
地
は
比
高
約
五
メ
ー
ト
ル
の
段

丘
上
に
あ
っ
て
、
現
在
四
軒
の
農
家
が
存
在
す
る
平
垣
部
の
面
積
は

ほ
ぼ
四
段
余
で
あ
り
、
か
つ
て
は
こ
こ
に
板
敷
板
屋
、
板
倉
各
一
宇

が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ

・
に
な
皇
側
に
は
輪
軸

．
輩
惣

謎　＼
Y　酵　　　　　戸“

朝臣三主地
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膨
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撫
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な
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『
園
￥
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L

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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訓
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訂
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　　　第20図　平群谷条里プラン復原図
注　アミは現在の水田分布を示す。数字は興福寺雑役
　免田畠及び東大寺領田畠合計（単位段）

　
延
宣
口
十
一
年
（
九
一
一
）
の

18

`
文
書
に
よ
れ
ば
二
十
二

条
三
里
十
八
坪
「
東
南
角
」

に
一
段
の
家
地
が
認
め
ら
れ

る
。
第
2
2
図
の
如
く
明
治
二

十
二
年
に
は
畑
地
と
墓
地
に

な
っ
て
い
る
同
坪
東
南
隅
に

こ
の
家
地
は
比
定
さ
れ
る
。

　
一
方
保
延
六
年
（
一
一
四

〇
）
に
は
二
十
三
条
三
里
十
’

二
坪
「
丑
寅
角
」
に
二
段
の

家
地
が
存
在
し
た
。
こ
の
家

地
は
右
述
の
家
地
と
約
百
メ

ー
ト
ル
を
隔
て
て
い
る
が
、

共
に
典
型
的
な
集
村
と
な
っ

て
い
る
大
和
高
田
市
池
尻
と

土
庫
の
中
間
に
位
置
す
る
。
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第22野

司コ

当麻為連判二等比定図

た
。
こ
の
内
B
・
C
文
書
に
み
え
る
二
十
五
坪
の
一

は
同
一
地
で
あ
り
、
面
積
と
四
至
か
ら
第
2
3
図
C
の
位
置
を
占
め
て

い
た
事
が
判
明
す
る
。
A
・
κ
の
場
合
、
同
一
文
書
で
し
か
も
隣
接

す
る
坪
で
あ
る
か
ら
、
連
続
す
る
土
地
と
す
れ
ば
A
・
B
の
位
置
に
、

　
　
　
　
（
事
例
1
9
）
　
二

　
　
　
十
四
条
三
里
二
十

　
　
　
五
・
二
十
山
ハ
坪

　
　
　
（
文
書
1
9
）

　
　
　
　
両
坪
相
当
部
分

　
　
．
は
現
在
大
和
高
田

　
　
　
市
高
田
町
に
属
し
、

　
　
　
明
治
二
十
二
年
に

　
　
　
は
第
2
3
図
の
如
く

真
田
及
び
畑
と
な
．

，
着
て
い
た
．
し
か
・

　
励
　
1
9
A
～
C
文
書
に

　
儒鞠

示
さ
れ
る
数
箇
所

　
咽
　
の
家
地
が
十
世
紀

麹
に
は
存
在
し
て
い

　
　
　
　
二
〇
歩
の
家
地

も
し
懸
離
れ
た
二
区
の
家
地
を
示
す
も
の
で
あ
れ
ば
二
十
五
坪
内
で

は
東
北
隅
の
畑
地
に
推
定
し
て
も
矛
盾
は
な
い
が
、
四
目
の
記
載
は

な
く
断
言
で
き
な
い
。
二
十
五
坪
の
田
が
十
世
紀
に
公
田
で
あ
っ
た

こ
と
は
B
・
C
文
書
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
、
久
安
四
年
（
＝
四
八
）

に
は
同
棲
に
少
な
く
と
も
六
段
一
二
〇
歩
、
東
隣
の
坪
に
や
は
り
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

な
く
と
も
五
段
の
田
が
あ
っ
た
事
も
窺
え
る
。

　
以
上
に
事
例
十
八
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
現
在
は
単
一
の
大
き
な

集
村
と
な
っ
て
い
る
土
庫
の
周
辺
に
当
時
少
な
く
と
も
四
カ
所
も
し

く
は
五
カ
所
の
家
地
が
存
在
し
た
事
実
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
⑩
大
斑
国
宇
智
郡

　
（
事
例
2
0
）
　
河
南
三
条
（
文
書
2
0
）

　
同
条
六
里
二
十
五
坪
に
は
寛
和
三
年
目
九
八
七
）
に
家
地
二
段
目
あ

り
、
周
囲
の
少
な
く
と
も
二
方
は
田
に
一
方
は
河
に
よ
っ
て
限
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
家
地
は
2
0
A
文
書
に
も
み
え
て
五
里
二
坪
の
二
段
と

合
わ
せ
「
五
間
二
面
」
の
板
屋
二
宇
が
在
存
し
た
事
が
窺
え
る
が
、

ど
ち
ら
か
一
方
に
二
千
が
存
在
し
た
も
の
か
両
方
に
一
宇
ず
つ
か
は

　
　
　
　
㊥

判
明
し
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
従
来
、
宇
智
郡
条
里
プ
ラ
ン
の
復
原
は
十
分
に
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
の
「
大
和
國
栄
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⑭

山
寺
牒
」
に
み
え
る
次
の
如
き
記
載
が
復
原
の
手
掛
り
と
な
る
。
す

な
．
わ
ち
「
重
書
條
四
里
（
中
略
）
廿
五
坪
五
段
作
已
同
坪
西
里
一
段
百

歩
注
佐
味
條
五
里
＋
九
東
へ
作
已
」
と
の
注
記
で
あ
る
。
計
一
五
通
に
の
ぼ
る

栄
山
寺
牒
で
は
「
辺
」
と
「
へ
」
が
同
義
に
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う

　
　
㊥

で
あ
り
、
従
っ
て
重
縛
網
四
里
二
十
五
坪
の
西
辺
と
佐
味
条
五
里
十

九
坪
の
葦
辺
が
隣
接
も
し
く
は
非
常
に
接
近
し
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
条
件
を
満
足
す
る
に
は
里
の
東
端
に
十
九
坪
が
位
置
し
、
二
十

五
坪
は
西
端
を
占
め
る
坪
並
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
西
北
隅
に
始
ま

り
東
行
す
る
千
鳥
式
も
し
く
は
西
南
隅
に
始
ま
り
東
行
す
る
千
鳥
式

の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
既
に
谷
岡
氏
に
ょ
っ

　
　
　
　
　
　
　
㊥

て
報
告
さ
れ
て
い
る
「
ニ
ノ
坪
・
九
ノ
坪
」
の
坪
名
の
位
置
を
満
足

す
る
の
は
前
者
の
み
で
あ
る
。
前
者
の
注
記
に
よ
り
佐
味
条
の
東
に

重
岡
条
が
位
置
す
る
こ
と
も
判
明
す
る
。
そ
こ
で
去
り
に
北
の
現
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

境
付
近
に
里
の
起
点
を
求
め
て
机
上
で
復
原
し
た
条
里
プ
ラ
ン
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

っ
て
栄
山
寺
牒
に
み
え
る
各
坪
の
最
大
田
積
を
図
示
し
て
み
る
と
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

24

}
の
如
く
に
な
り
、
現
在
の
地
形
及
び
土
地
利
用
と
矛
盾
し
な
い
。

そ
こ
で
河
南
三
条
に
つ
い
て
も
同
様
の
プ
ラ
ン
を
適
用
し
、
栄
山
寺

牒
の
最
大
田
積
を
隠
避
に
記
入
し
て
前
述
の
家
地
と
照
合
す
る
と
第

25

}
の
如
く
な
る
。
少
な
く
と
も
家
地
所
在
坪
及
び
そ
の
周
辺
に
田

が
卓
越
す
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
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第24図　机上復原による宇智郡条里プランと

　　現在の水田分布（数字は栄山寺領田畠，

　　単位段，アミの部分は現在の水田）

第
2
5
図
　
河
南
三
条
家
地
田
畠
関
係
図

（
数
字
は
栄
山
寺
領
、
単
位
段
、
段
未
満
省
略
）

　
　
里
　
　
　
　
里
　
　
　
　
　
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

条三南河
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奈良・平安期の村落形態について（金憩）

　
Q
ゆ
そ
の
他
の
事
例

　
正
確
な
場
所
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
具
体
的
記
載
の
あ
る

家
地
関
係
史
料
は
他
に
も
多
い
。
2
1
A
～
エ
の
文
書
は
畿
内
に
お
け

る
計
九
カ
所
の
家
地
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
四
至
記

載
か
ら
集
村
を
想
定
す
べ
き
も
の
は
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
B
文
書

に
示
す
ニ
カ
所
の
家
地
は
大
和
国
十
市
郡
池
上
郷
に
属
し
、
下
津
道

西
側
と
考
え
ら
れ
る
所
に
立
地
し
て
い
る
。
東
大
寺
布
施
屋
の
用
地

と
し
て
売
却
さ
れ
た
三
段
と
四
段
の
隣
接
す
る
二
区
の
家
地
の
一
方

に
は
「
板
屋
参
宇
　
板
倉
萱
宇
」
が
、
他
方
に
は
「
草
葺
屋
萱
宇
」

が
建
っ
て
お
り
、
西
側
に
は
他
の
家
地
が
存
在
し
て
い
た
が
北
と
南

　
　
　
　
　
　
　
㊥

は
口
分
田
で
あ
っ
た
。

　
畿
外
に
お
い
て
も
2
2
A
～
王
の
如
き
史
料
が
残
っ
て
い
る
。
周
囲

に
他
の
家
地
の
存
在
す
る
の
は
C
及
び
G
文
書
の
内
の
一
カ
所
の
み

で
あ
り
、
C
の
場
合
で
も
家
地
と
同
時
に
売
却
さ
れ
た
「
外
窄
壷
段
」

の
四
至
を
も
考
慮
す
る
時
、
や
は
り
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
村
は
想
定
し

　
　
㊥

得
な
い
。
又
、
A
文
書
の
示
す
「
屋
捌
間
」
（
内
二
間
は
濫
屋
）
と
「
板

倉
柴
間
」
は
墾
田
七
町
余
を
伴
っ
て
お
り
、
藤
田
元
春
氏
に
よ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
凡
そ
七
戸
の
村
で
あ
る
」
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
が
二
町
の
面
積

内
に
分
布
し
た
状
態
は
小
村
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

2
　
家
地
の
面
積
と
住
居

　
検
討
を
加
え
て
き
た
各
事
例
は
小
は
一
二
〇
歩
か
ら
大
は
数
町
に

及
ぶ
様
々
な
規
模
の
家
地
で
あ
り
、
そ
の
所
有
者
も
一
般
の
無
位
の

人
々
か
ら
時
に
五
位
以
上
の
貴
族
層
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら

の
史
料
の
多
く
は
売
券
で
あ
り
、
偶
然
現
在
ま
で
残
存
し
て
い
た
券

面
の
所
有
者
が
必
ず
し
も
居
住
者
で
は
な
か
っ
た
り
、
或
は
単
に
転

売
の
過
程
の
一
時
期
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
り
し
た
場
合
等
の
可
能

性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
定
量
的
な
考
察
を
加
え
る
為
に
第

26

}
を
作
製
し
た
。
縦
軸
に
は
家
地
の
面
積
を
、
横
軸
に
は
そ
の
家

地
に
つ
い
て
の
史
料
の
初
見
年
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
グ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

フ
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
総
数
六
ニ
カ
所
の
家
地
の
面
積
に
は
明
瞭

な
規
則
性
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
十
世
紀
中
葉
以
前
に
お
い
て
、

一
五
例
が
一
段
前
後
の
面
積
で
あ
り
、
二
段
前
後
の
二
例
を
介
在
す

る
も
の
の
、
他
は
す
べ
て
三
段
以
上
と
な
っ
て
い
る
事
に
注
目
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
一
段
前
後
の
下
層
グ
ル
ー
プ
に
は
一
般
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

の
家
地
で
あ
る
事
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
百
姓
家
地
と
明
記
さ
れ
た

も
の
を
は
じ
め
無
位
の
人
々
の
も
の
や
無
位
の
人
々
か
ら
売
却
さ
れ

た
も
の
が
多
く
、
他
方
三
段
以
上
の
面
積
の
上
層
グ
ル
；
プ
に
は
貴

族
の
所
有
す
る
家
地
が
多
い
。
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第26図　家地の謹積と史料初見年

　
と
こ
ろ
で
虎
尾
俊
哉
氏
に
よ
れ
ば
律
令
制
の
基
盤
で
あ
る
班
田
制

施
行
期
は
延
暦
十
九
年
（
八
○
○
）
迄
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
延
喜
声
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

（
九
〇
一
～
九
ご
二
）
迄
が
班
田
糊
崩
壊
期
に
当
る
が
、
換
言
す
れ
ば

今
話
題
と
し
て
い
る
十
世
紀
中
葉
以
前
は
、
厳
密
な
意
味
を
問
わ
な

い
限
り
一
応
律
令
綱
下
に
あ
っ
た
時
期
と
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
カ
　
ハ
ム
マ
ハ

し
か
も
令
義
解
に
も
記
載
す
る
よ
う
に
、
田
令
に
は
「
凡
売
昌
買
宅

ヲ
　
　
レ
テ
　
ノ
　
ニ
　

シ
テ
テ
ニ
セ
　
　
　
　
　
㊥

地
殉
皆
経
昌
所
部
官
司
一
二
牒
。
然
後
聴
之
。
」
　
と
あ
っ
て
宅
地
の
売

買
を
認
め
て
い
る
の
で
、
検
討
し
て
き
た
家
地
を
特
別
な
例
外
と
み

な
す
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
上
層
グ
ル
…
プ
は
と
も
か

く
と
し
、
百
姓
家
地
、
作
人
の
家
地
等
を
含
む
一
段
前
後
の
下
層
グ

ル
ー
プ
が
当
時
の
一
般
農
民
の
家
地
の
標
準
的
規
模
を
示
す
可
能
性

が
生
じ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
一
町
を
四
行
八
門
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

割
っ
た
平
安
京
の
宅
地
割
の
倍
近
い
面
積
と
な
り
、
結
果
的
に
米
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

氏
の
推
定
規
模
と
も
異
な
る
。
と
こ
ろ
が
令
義
解
に
「
則
殖
呂
桑
柴
齢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
一
）

者
。
必
於
晶
園
地
一
故
。
」
と
記
し
て
桑
漆
の
栽
培
地
と
し
て
重
要
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
8
）
　
　
　
　
　
（
一
8
）

さ
れ
て
い
た
園
地
は
、
坂
本
太
郎
・
泉
谷
両
氏
に
よ
れ
ば
、
も
と
も

と
宅
地
を
そ
の
中
に
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
戸
田
芳
実
氏
は
さ
ら

に
歩
を
進
め
て
中
世
的
土
地
所
有
の
発
生
起
源
を
宅
地
と
園
地
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
申
）

合
と
そ
の
排
他
的
所
有
権
に
求
め
て
い
る
。
従
っ
て
少
な
く
と
も
農

民
の
家
地
と
京
の
町
屋
の
規
模
を
同
．
一
視
す
る
必
要
は
な
い
。
’
も
と

よ
り
園
地
は
必
ず
し
も
家
屋
周
辺
の
み
に
限
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
テ
　
ノ
　

ニ
　
ク
へ

（
δ
U
）

で
あ
ろ
う
し
、
　
「
随
二
地
多
少
田
均
給
」
と
す
る
そ
の
規
模
も
必
ず
し
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奈良・平安期の村落形態について（金田）

も
各
農
家
一
律
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
又
、
売
券
に
示
さ

れ
る
如
き
家
地
面
積
の
多
様
性
を
捨
象
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な

い
が
、
一
段
前
後
が
園
地
を
も
含
ん
だ
一
般
農
民
の
家
地
の
標
準
的

規
模
で
あ
っ
た
可
能
性
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は

十
世
紀
中
葉
以
後
の
売
券
と
も
矛
盾
は
し
な
い
し
、
渡
辺
澄
夫
氏
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
8
）

詳
説
す
る
所
謂
均
等
名
庄
園
の
屋
敷
畠
の
標
準
的
規
模
と
も
合
致
す

　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ホ
セ
ム
マ
ハ
　
　
　
ノ
ヘ
ニ

る
。
こ
の
規
模
は
「
凡
溶
炉
　
桑
気
温
上
戸
桑
三
百
根
。
漆
一
百
根

（
δ
刈
）

以
上
。
」
　
と
の
規
定
か
ら
上
戸
の
園
地
に
は
二
段
位
は
必
要
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
。
。
）

う
と
す
る
弥
永
貞
三
氏
の
推
定
と
も
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
鏡
山
猛

煙
が
詳
論
す
る
筑
後
平
野
に
お
け
る
古
墳
後
期
か
ら
鎌
倉
前
期
に
至

る
遣
物
を
含
む
住
居
跡
が
や
は
り
近
似
し
た
規
模
で
あ
る
事
も
想
起

　
　
（
一
8
）

さ
れ
る
。
矢
部
川
左
岸
地
の
金
栗
住
居
跡
の
環
濠
内
は
約
一
段
二
〇

〇
歩
で
あ
り
、
同
類
の
垂
見
・
鉾
田
遺
跡
も
同
様
で
あ
る
。
性
急
な

一
般
化
は
厳
に
慎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
畿
内
平
野
部
に
お
け
る
奈
良

・
平
安
期
の
村
落
発
堀
事
例
が
乏
し
い
現
在
、
や
は
り
興
味
深
き
類

似
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
以
上
の
よ
う
な
家
地
に
「
寝
殿
・
鮫
皮
葺
板
敷
屋
∴
柑
皮
葺

屋
・
板
敷
板
屋
・
土
屋
・
．
板
屋
・
草
葺
屋
・
草
屋
・
萱
葺
屋
・
檜
皮

葺
倉
・
甲
倉
・
板
倉
・
椋
・
草
葺
椋
・
丸
木
椋
・
酒
屋
・
馬
屋
・
門

屋
」
と
い
っ
た
多
様
な
建
築
物
が
建
っ
て
い
た
事
は
既
に
個
別
に
検

討
し
た
折
に
述
べ
た
り
表
示
し
た
り
し
た
如
く
で
あ
る
。
　
「
已
破
」

と
い
っ
た
注
記
の
あ
る
も
の
や
建
物
の
記
載
を
伴
わ
な
い
も
の
も
あ

っ
て
売
買
の
時
点
で
は
必
ず
し
も
建
物
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
O
）

あ
る
事
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
少
な
く
と
も

一
蓋
期
に
は
居
住
地
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
建
物
が
存
在
し
た
も
の

と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
に
は
建
物
に
さ
ら
に
詳
細
な
注

記
の
付
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
中
に
は
ど
の
よ
う
な
規
模
・
形

態
を
示
す
の
か
不
明
の
も
の
も
存
在
し
た
。
沢
村
補
殺
に
よ
れ
ば
、

飛
鳥
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
の
約
三
百
年
間
に
は
「
高
床
住
居
・

平
地
床
住
居
・
鍵
穴
住
居
」
の
三
様
式
が
あ
っ
て
、
庶
民
住
居
が
竪

穴
か
ら
平
地
床
の
も
の
に
代
わ
る
の
は
畿
内
で
は
七
・
八
世
紀
頃
で

あ
り
、
売
券
等
に
み
ら
れ
る
住
宅
建
築
一
組
の
う
ち
主
屋
と
み
ら
れ

る
板
敷
屋
な
ど
は
平
地
床
住
居
の
系
列
に
属
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ

　
　
（
一
＝
V

て
い
る
。
比
較
的
高
級
な
も
の
は
別
と
し
て
も
、
例
え
ば
草
屋
・
板

屋
等
の
内
の
小
規
模
な
も
の
に
ど
の
よ
う
な
様
式
を
想
定
す
べ
き
か

は
速
断
で
き
な
い
。
既
に
周
知
の
如
く
「
東
屋
・
真
屋
」
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
博
）
　
　
　
（
＝
も
9
）

切
妻
型
・
寄
棟
型
と
い
っ
た
形
式
が
存
在
し
た
事
、
及
び
藤
田
、
関

（
＝
δ

野
克
両
氏
が
単
に
草
葺
屋
・
板
葺
屋
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
の
は
板
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敷
な
く
土
間
形
式
の
儘
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
事
、
そ
し
て
依
然

と
し
て
堅
穴
住
居
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
の
指
摘
を
思
い
起

し
て
お
く
。
，
又
、
家
地
一
段
に
コ
間
」
或
は
「
草
屋
一
間
　
丸
木

倉
一
間
」
が
建
っ
て
い
た
よ
う
な
下
層
グ
ル
ー
プ
の
家
地
に
一
宇
と

で
は
な
く
一
間
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
を
、
藤
田
氏
に
従
っ
て
小
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
ぴ
）

愚
な
方
形
の
家
屋
と
一
応
解
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
小
規
模

な
も
の
か
ら
、
家
地
三
段
に
「
板
倉
壱
宇
　
板
屋
参
宇
」
の
存
在
し

た
如
き
中
程
度
の
規
模
の
も
の
、
さ
ら
に
は
家
地
四
割
余
に
「
檜
皮

葺
板
敷
無
二
宇
、
草
葺
椋
一
宇
、
板
屋
三
惑
、
門
屋
一
基
」
と
い
っ

た
豪
壮
な
も
の
ま
で
が
京
域
以
外
の
田
畠
中
に
立
地
し
て
い
た
事
を

こ
こ
で
は
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
　
村
落
の
規
模
と
形
態

　
具
体
的
に
個
刷
家
地
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
立
地
・
配
置
．
面
積
．

建
築
物
等
に
つ
き
検
討
を
加
え
て
き
た
結
果
、
例
え
ば
次
の
如
き
点

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
①
家
地
の
か
な
り
の
も
の
が
現
集
村
以
外
の

部
分
に
分
布
し
て
い
た
。
②
そ
こ
に
は
多
く
の
場
合
微
高
地
が
認
め

ら
れ
、
時
に
は
周
囲
と
不
調
和
な
地
割
が
存
在
し
て
い
た
り
、
或
は

家
地
の
範
囲
を
推
定
で
き
る
よ
う
な
地
割
が
残
っ
て
い
た
。
③
家
地

の
あ
る
も
の
は
周
園
に
便
宜
要
門
田
を
伴
っ
た
孤
立
荘
宅
的
特
徴
を

備
え
て
い
た
。
④
あ
る
家
地
の
周
囲
に
他
の
家
地
が
存
在
し
た
り
、

現
集
村
の
宅
地
に
継
承
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
一
町
方
骨
内
に
一

〇
ヵ
所
以
上
も
の
家
地
が
推
定
し
得
る
よ
う
な
例
は
存
在
せ
ず
、
小

村
も
し
く
は
疎
塊
村
が
想
定
さ
れ
た
。
⑤
家
地
の
面
積
は
三
段
以
上

の
上
層
グ
ル
ー
プ
と
｝
段
前
後
の
下
層
グ
ル
ー
プ
と
に
大
別
さ
れ
、

前
者
は
し
ば
し
ば
多
教
の
建
築
物
を
伴
う
上
層
農
民
も
し
く
は
貴
族

の
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
一
般
農
民
の
標
準
的
な
家
地
の
規
模
を
示

す
可
能
性
が
高
く
、
そ
こ
に
は
小
規
模
な
建
築
物
が
存
在
し
た
。

　
以
上
の
如
き
個
別
家
地
の
検
討
に
加
え
、
次
に
は
さ
ら
に
村
落
の

全
体
的
な
規
模
と
形
態
を
明
ら
か
に
し
得
る
視
点
を
と
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。

1
　
奈
良
・
平
安
前
期
の
村
落
形
態

　
（
事
例
1
）
　
額
安
寺
熊
凝
精
舎
班
田
図
他

　
米
倉
氏
は
奈
良
末
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
所
謂
額
安
寺
班
田
図
、

天
平
七
年
（
七
三
五
）
の
讃
岐
国
山
田
郡
四
郷
田
図
、
天
平
勝
宝
八
年

（
七
五
六
）
の
摂
津
國
水
無
耳
管
絵
図
の
三
者
を
と
り
あ
げ
て
詳
細
な

　
　
　
　
　
　
（
＝
O
）

検
討
を
加
え
て
い
る
。
額
安
寺
班
田
図
に
は
寺
院
以
外
に
「
白
根
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
刈
）

千
呂
・
巨
勢
朝
臣
古
聖
呂
・
中
臣
朝
臣
毛
人
」
の
三
ヵ
所
の
家
の
記
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載
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
寺
岡
」
の
南
面
に
立
地
し
て
い
る
．
．
こ
の

内
後
二
者
は
同
図
の
比
定
さ
れ
る
大
和
郡
山
帯
額
田
部
南
町
の
丘
陵

上
に
立
地
す
る
現
在
の
集
村
の
宅
地
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
つ
延
久
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
c
。
）

年
（
一
〇
七
〇
）
に
は
額
田
東
郷
に
属
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
丘
陵

部
に
は
し
か
し
、
他
に
住
居
を
示
す
記
載
が
な
く
、
班
田
図
に
記
載

さ
れ
た
公
田
等
を
耕
作
し
た
人
々
が
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
居
住
し
て

い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
讃
岐
国
山
田
郡
林
郷
田
図
の
場
合
に
は
五
力
坪
に
わ
た
っ
て
「
家

．
屋
．
倉
・
人
夫
三
田
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
同
語
の
比
定
さ
れ

で
い
る
高
松
市
林
町
平
塚
の
丁
度
こ
の
記
載
相
当
部
分
に
「
大
池
」

な
る
溜
池
が
築
造
さ
れ
て
い
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
米
倉

氏
に
よ
れ
ば
、
旧
河
道
と
お
ぼ
し
き
「
佐
布
田
」
と
の
記
載
の
周
辺

に
あ
る
自
然
堤
防
ら
し
き
畑
地
に
村
落
が
立
地
し
て
お
り
、
そ
の
範

囲
か
ら
散
在
的
な
形
態
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
庄
倉

な
ど
が
必
ず
し
も
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た

事
は
、
水
無
瀬
々
の
五
カ
所
の
「
倉
・
屋
」
が
四
力
坪
に
わ
た
っ
て

分
布
し
て
い
る
事
か
ら
も
窺
え
る
。

　
（
事
例
2
）
　
大
和
国
添
上
郡
京
北
班
田
図

　
　
　
　
　
　
（
＝
O
）
　
　
　
（
這
O
）

　
大
井
重
二
郎
氏
及
び
筆
記
に
よ
れ
ば
、
同
図
は
鎌
倉
期
の
写
本
で

あ
る
が
、
奈
良
期
の
班
田
図
の
大
要
を
写
し
伝
え
た
も
の
と
解
さ
れ

て
い
る
。
同
図
北
一
条
一
望
烈
里
に
は
四
力
坪
に
わ
た
っ
て
「
家
」

と
の
記
載
が
あ
り
、
寺
院
以
外
に
は
他
に
建
築
物
の
存
在
を
示
す
記

　
　
（
一
撃
［
）

載
は
な
い
。
大
井
氏
に
よ
っ
て
同
苗
の
比
定
さ
れ
て
い
る
秋
篠
川
流

成
務
天
皇
山
陵
敷
地

＼
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大井重二郎氏による京北班田図一条一楯烈里比定地の微地形



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
旨
）

域
の
部
分
は
第
2
7
図
の
如
き
微
地
形
か
ら
な
る
。
同
里
比
定
地
の
西

南
部
及
び
東
北
部
に
張
り
出
す
標
高
七
六
メ
…
ト
ル
以
上
の
部
分
は

緩
扇
状
地
性
の
低
地
で
あ
り
、
そ
の
間
に
は
秋
篠
川
の
氾
濫
原
で
あ

っ
た
沖
積
低
地
が
存
在
す
る
。
前
老
は
比
較
的
高
燥
で
あ
る
が
、
後

者
は
現
在
な
お
非
常
に
低
湿
で
あ
り
、
班
田
図
当
時
に
は
一
層
そ
の

傾
向
が
著
し
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
前
者
に
は
典
型
的
な
も
の
で

は
な
い
が
一
町
体
格
に
規
制
さ
れ
た
地
割
が
存
在
す
る
。

　
下
図
に
「
家
」
の
記
載
が
あ
る
二
十
三
・
二
十
六
・
二
十
九
各
坪

相
当
部
分
は
低
地
と
微
高
地
が
交
錯
し
、
三
十
三
坪
相
当
部
分
は
大

部
分
が
緩
扇
状
性
低
池
部
分
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
過
去
に
お
い
て
家

の
立
地
を
推
定
す
る
事
は
可
能
で
あ
る
が
、
現
在
は
す
べ
て
水
田
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
池
」
と
い
う
記
載
に
目
を
転
ず
る
と
か
な

り
の
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
「
乱
立
池
」
と
の
記
載
の
あ

る
二
十
六
坪
及
び
三
十
四
・
三
十
五
両
坪
の
場
合
に
は
、
少
な
く
と

も
一
部
に
か
つ
の
て
池
沼
を
想
定
し
得
る
如
き
低
湿
地
を
含
む
こ
と

に
な
る
が
、
北
側
に
接
す
る
一
条
二
里
胃
壁
、
三
坪
等
に
記
載
さ
れ

た
「
池
」
が
緩
扇
状
地
性
低
池
上
を
占
め
る
事
に
な
り
、
。
微
地
形
的

に
は
説
明
が
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
同
図
の
記
載
内
容
も
し
く
は

現
地
比
定
に
疑
問
が
残
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
大
井
説

以
外
の
比
定
地
を
求
め
ら
れ
な
い
。
　
「
家
」
の
記
載
が
事
実
で
あ
れ

ば
、
そ
こ
に
は
微
地
形
的
に
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
村
を
想
定
し
難
い
事
、

及
び
明
治
中
期
に
は
す
べ
て
水
田
と
な
っ
て
い
た
部
分
で
あ
っ
た
事

の
み
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
（
事
例
3
）
　
山
城
国
葛
野
郡
班
田
図

　
　
（
嵩
ら
。
）
　
（
感
劇
）

　
宮
本
救
・
岸
両
氏
に
よ
れ
ば
聖
壇
は
天
長
五
年
（
八
二
八
）
の
班
田

図
で
あ
る
。
同
図
に
は
「
家
」
と
注
記
の
あ
る
坪
が
計
六
力
坪
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憲
0
）

虎
尾
氏
は
「
櫟
原
郷
の
人
々
の
集
落
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
宮
本
氏

　
　
　
　
　
　
　
（
這
①
）

の
現
地
比
定
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
「
家
」
の
部
分
は
第
1
図
の
如
く

天
龍
寺
門
前
付
近
及
び
国
鉄
さ
が
駅
東
南
部
分
一
帯
に
酵
母
す
る
。

こ
こ
で
は
明
治
初
期
に
お
い
て
宅
地
・
畑
地
・
竹
林
等
が
卓
越
し
、

微
地
形
的
に
は
ど
こ
に
で
も
家
地
は
立
地
し
得
る
が
、
明
治
六
年
に

は
い
ず
れ
の
部
分
も
顕
著
な
集
村
部
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
但
し
天

龍
寺
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
起
源
の
寺
院
の
立
地
等
に
よ
っ
て
古
代

景
観
は
大
い
に
改
変
を
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
従
っ
て
当
時
の
村
落
形
態
を
知
り
得
る
手
掛
り
を
現
地
に
求

め
ら
れ
る
可
能
性
は
少
な
い
。
し
か
し
同
図
に
記
載
さ
れ
た
櫟
原
郷

の
戸
の
す
べ
て
が
「
家
」
の
記
載
の
あ
る
六
些
些
に
居
住
し
て
い
た

と
仮
定
し
て
も
、
一
力
坪
平
均
六
戸
弱
の
分
布
密
度
と
な
り
疎
塊
村
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を
想
定
す
る
の
が
自
然
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
六
力
坪
の

中
央
部
分
に
あ
る
損
減
部
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
分
布
密
度
は
も
っ
と
下
る
で
あ
ろ
う
が
、

い
ず
れ
に
し
ろ
こ
こ
に
大
集
村
を
推
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

　
同
図
の
内
、
宮
本
氏
の
解
読
に
よ
る
E
・
G
・
1
三
力
里
に
は
櫟

原
郷
の
戸
主
三
五
人
分
の
口
分
田
の
所
在
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

口
分
田
の
分
布
を
宮
本
氏
は
、
経
営
耕
地
が
団
地
化
し
て
い
る
越
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
曽
）

国
の
事
例
に
比
し
て
著
し
く
錯
雑
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
虎

尾
氏
は
そ
の
錯
圃
形
態
が
生
じ
た
原
因
を
、
班
田
台
帳
の
順
序
に
従

っ
て
あ
る
方
向
に
班
給
し
て
ゆ
く
と
い
う
一
定
の
配
慮
の
結
果
で
あ

　
　
　
　
（
郎
。
σ
）

る
と
推
定
す
る
。
し
か
し
同
忌
中
に
み
え
る
人
々
の
口
分
田
が
大
多

数
の
場
合
附
く
わ
ず
か
で
し
か
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が

　
　
　
　
　
（
露
㊤
）

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
図
中
に
計
七
段
以
上
の
陸
水
田
を
有
す

る
事
が
判
明
し
、
そ
れ
が
主
力
経
営
耕
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
上

位
四
人
に
つ
い
て
み
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
秦
永
長
・
谷
五
日
万

呂
・
秦
三
方
万
呂
・
秦
秋
足
の
四
人
の
内
、
前
三
者
の
口
分
田
は
同

一
坪
内
も
し
く
は
隣
接
す
る
坪
に
各
五
段
三
四
四
歩
、
六
段
三
三
五

歩
、
六
段
と
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
集
中
し
て
い
て
一
ま
と
り
の
区
画
を

占
め
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
後
者
の
場
合
で
も
斜
め
に
隣
接
す
る

坪
に
口
分
田
の
大
部
分
で
あ
る
五
段
六
四
歩
を
有
し
て
い
て
、
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
8
）

耕
地
の
団
地
化
の
傾
向
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
少
な
く

と
も
時
に
想
定
さ
れ
る
如
き
「
集
村
一
錯
圃
」
と
い
っ
た
図
式
が
該

当
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
（
事
例
4
）
　
東
大
寺
領
道
守
庄
他

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
し
。
一
）

　
八
世
紀
の
所
謂
開
田
図
が
残
る
東
大
寺
領
は
い
ず
れ
も
畿
外
で
あ

二
条
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る
が
、
そ
の
内
の
三
ヵ
所
に
は
村
落
形
態
に
関
連
す
る
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
も
。
悼
）
　
（
一
し
。
》
。
）
　
（
一
G
。
“
）

と
り
わ
け
越
前
国
道
守
村
に
つ
い
て
は
奥
田
、
岸
、
弥
永
各
氏
に
よ

る
詳
細
な
研
究
の
他
、
藤
則
雄
氏
は
花
粉
分
析
を
援
用
し
て
現
地
表

下
灘
〇
～
八
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
付
近
に
旧
耕
土
面
を
推
定
し
て
い

（一

po
ﾘ
）

る
。
し
か
し
村
落
そ
の
も
の
に
関
す
る
限
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
再
び

開
田
図
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
開
田
図
に
は
第
2
8
図
の
如
き
村
落

関
係
の
記
載
が
あ
り
、
そ
の
現
地
比
定
は
諸
説
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

北
部
の
「
衝
姓
家
」
が
足
羽
川
南
岸
の
自
然
堤
防
部
に
、
南
部
の

「
東
大
寺
道
守
庄
、
南
丸
部
孫
暦
家
、
百
姓
家
砿
が
日
野
川
菓
岸
の

自
然
堤
防
部
に
立
地
し
て
い
た
。
し
か
し
両
者
共
後
世
の
集
村
部
分

と
は
異
な
り
、
前
者
の
比
定
地
は
現
在
の
福
井
市
若
杉
西
部
の
須
葱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
Q
σ
0
）

器
、
土
師
器
片
出
土
部
分
付
近
、
後
者
の
比
定
地
と
最
寄
の
下
江
守

と
の
場
合
も
か
な
り
の
変
遷
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
道
守
村
に
つ
い
て
先
駆
的
行
績
を
残
し
た
奥
田
氏
は
足
羽
郡
西
北

四
条
九
里
二
十
九
坪
と
一
条
十
海
里
十
一
坪
に
記
載
さ
れ
た
五
軒
と

六
軒
の
建
物
を
神
社
と
解
し
、
足
羽
川
、
日
野
川
岸
の
「
百
姓
家
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
。
。
刈
）

を
「
塊
状
聚
落
」
と
表
現
し
て
集
村
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
上
記
ニ
カ
、
断
の
建
物
を
神
社
と
解
す
る
事
は
無
理
で
あ
り
、

後
者
の
「
東
大
寺
道
守
庄
」
と
注
記
の
あ
る
も
の
は
庄
島
、
前
者
は

天
平
神
護
三
年
二
月
の
民
部
省
符
に
あ
る
田
辺
妥
女
の
墾
田
に
伴
う

　
　
　
　
　
　
　
（
一
。
。
¢
Q
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
。
φ
）

「
屋
馬
沓
、
倉
三
間
」
に
あ
て
る
べ
き
と
す
る
弥
永
説
に
従
う
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
・
δ
）

れ
は
例
え
ば
、
福
井
平
野
北
東
部
に
比
定
さ
れ
て
い
る
桑
原
庄
の
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
爵
）

券
第
一
に
「
合
土
陸
田
」
、
同
第
二
、
第
三
に
「
合
倉
屋
八
箇
」
と

記
載
さ
れ
た
規
模
と
も
類
似
す
る
。
弥
永
氏
は
さ
ら
に
足
羽
川
岸
の

「
百
姓
家
」
と
記
載
さ
れ
た
十
八
力
坪
に
「
人
家
が
密
集
し
て
い
た

と
す
れ
ば
、
相
当
大
き
な
聚
落
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て

　
（
竃
悼
）

い
る
。
　
一
方
渡
辺
久
雄
氏
は
、
大
黒
国
若
槻
庄
の
徳
治
年
間
（
一
三

〇
六
～
七
）
に
お
け
る
「
坪
内
の
最
大
屋
敷
数
六
戸
を
、
仮
り
に
道
守

村
の
十
八
力
坪
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
一
〇
八
戸
が
存
在
し
た
こ
と

に
な
る
が
、
道
守
村
の
絵
図
に
示
さ
れ
た
耕
地
は
と
う
て
い
一
〇
八

戸
を
養
う
に
足
り
な
い
と
し
て
、
　
「
十
八
力
揮
に
わ
た
る
集
落
は
決

し
て
密
集
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
坪
に
一
戸
の
場
合
も
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
（
一
＆
）

考
え
る
」
と
す
る
。
道
守
村
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
地
形
条
件
も
類
似
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
農
）

る
福
井
平
野
の
デ
ル
タ
上
に
比
定
さ
れ
て
い
る
高
串
庄
の
場
合
、
1
2

B
文
書
の
「
家
粗
砥
草
切
雨
地
登
町
」
と
の
注
記
の
示
す
と
こ
ろ
は
一

力
坪
に
相
当
す
る
面
積
内
に
就
く
小
規
模
な
建
物
二
箇
の
み
の
存
在

を
示
す
と
思
わ
れ
る
。
又
、
前
述
の
京
北
班
田
図
、
葛
野
郡
班
田
図

等
の
場
合
で
も
、
壷
屋
存
在
を
意
味
す
る
記
載
の
あ
る
坪
内
に
必
ず
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奈良・平安期の村落形態について（金罠）

し
も
人
家
が
充
填
し
て
い
た
と
考
え
る
必
要
が
な
い
こ
と
や
、
さ
ら

に
個
別
屋
地
の
検
討
結
果
を
も
考
え
合
わ
れ
る
時
、
む
し
ろ
渡
辺
説

を
支
持
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
近
江
国
水
沼
庄
の
場
合
に
は
「
家
」
と
記
載
さ
れ
た
坪
が
七
も
し

く
は
八
多
様
存
，
在
す
る
も
の
の
、
村
落
形
態
を
知
る
喜
は
で
き
な
い
。

谷
岡
氏
の
比
定
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
一
部
は
現
在
の
犬
上
川
岸
、

敏
満
寺
南
方
の
微
高
地
に
当
り
、
須
恵
器
、
土
師
器
を
伴
う
黒
土
層

　
　
　
　
　
　
　
（
軍
U
）

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
現
在
は
す
べ
て
耕
地
化
さ
れ
て
い

る
部
分
で
あ
る
。

　
一
方
「
三
宅
所
」
が
～
見
所
と
「
物
部
石
敷
在
家
」
一
ヵ
所
が
記

載
さ
れ
て
い
る
越
中
国
恥
田
村
墾
田
地
図
の
場
合
、
北
側
は
不
明
で

あ
る
が
、
他
の
三
方
に
は
田
の
分
布
が
卓
越
し
て
い
て
孤
立
荘
宅
を

　
　
　
　
（
＝
⑦
）

推
定
せ
し
め
る
。

　
（
事
例
5
）
　
長
野
県
平
出
遺
跡

　
信
濃
国
筑
摩
郡
山
賀
郷
に
属
し
、
木
曾
路
に
沿
っ
た
村
落
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
ミ
）

た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
奈
良
井
川
扇
状
地
扇
側
部
の
平
出
遺
跡
の
場

合
、
条
黒
に
換
算
し
て
み
る
と
東
西
ほ
ぼ
七
町
、
南
北
約
二
町
と
、
前

述
の
道
守
村
と
類
似
す
る
広
域
を
占
め
て
い
る
。
村
落
は
土
師
式
中

期
か
ら
後
期
に
か
け
て
西
か
ら
東
へ
発
展
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
が
、
土
師
式
後

期
と
分
類
さ
れ
た

奈
良
・
平
安
期
に

及
ぶ
と
思
わ
れ
る

堅…

鰹
Z
一
叢
一
山
細
革

の
分
布
は
第
2
9
図

　
　
　
　
（
竃
Q
3
）

の
如
く
で
あ
り
、

現
在
の
上
手
村
集

村
部
周
辺
に
散
在

す
る
状
態
は
疎
塊

村
と
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
も
と
よ
り

全
面
発
堀
で
は
な

い
か
ら
あ
く
ま
で

も
推
測
の
域
を
出

な
い
が
、
同
じ
く

土
師
式
後
期
住
居

跡
と
い
っ
て
も
そ

の
す
べ
て
が
同
時

〕　　　　1　　　　2町『　　㌔’”　　　　　　＼　．’　　　　　．　，　　　　　　ど
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に
存
在
し
た
も
の
で
は
な
い
事
も
考
え
合
わ
せ
る
時
、
や
は
り
興
味

深
き
事
実
で
あ
る
。
畿
内
平
野
部
に
お
け
る
奈
良
・
平
安
期
の
村
落

跡
発
掘
事
例
が
乏
し
く
、
又
台
地
上
の
も
の
が
多
い
中
に
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
㊤
）

扇
状
地
扇
側
部
に
立
地
す
る
こ
の
遺
跡
は
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。

　
従
来
注
目
さ
れ
て
き
た
奈
良
・
平
安
前
期
の
事
例
は
以
上
の
如
く

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
は
不
確
定
な
要
素
を
残
し
た
も
の
が
多

い
が
、
そ
こ
に
は
孤
立
荘
宅
も
し
く
は
小
村
及
び
分
布
密
度
の
低
い

疎
塊
村
が
確
認
或
は
推
定
さ
れ
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
村
を
考
え
る
べ

き
根
拠
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
但
し
、
　
こ
れ
ら
の
事
例
と
し
た
開

田
図
は
勿
論
の
事
、
班
田
図
の
場
合
で
も
そ
の
ま
ま
当
時
の
一
般
的

村
落
と
は
考
え
難
い
よ
う
な
、
む
し
ろ
特
殊
な
事
例
で
あ
っ
た
可
能

性
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
先
に
個
別
家
地
を
め
ぐ
っ
て

検
討
し
て
き
た
結
果
と
も
合
致
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
少
な
く
と
も
当

時
か
な
り
の
孤
立
荘
宅
、
小
村
、
疎
塊
村
が
存
在
し
た
事
は
確
認
さ

れ
た
と
考
え
る
。
こ
の
事
は
播
磨
国
風
土
記
に
記
載
さ
れ
た
「
村
」

　
　
　
　
　
　
（
δ
O
）

を
め
ぐ
る
議
論
と
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
様
な

小
規
模
、
多
様
な
事
例
を
背
後
に
想
定
し
た
方
が
理
解
が
容
易
と
な

る
。2

　
平
安
後
期
の
村
落
形
態

　
次
に
は
平
安
後
期
の

村
落
形
態
を
検
討
し
よ

、
つ
。

　
（
事
例
1
）
　
摂
津
国

璽
水
西
牧
榎
坂
郷

　
渡
辺
久
雄
氏
に
よ
れ

ば
、
文
治
五
年
（
二

八
九
）
の
太
田
文
に
現

れ
る
摂
津
国
垂
水
西
牧

網
子
郷
に
属
す
る
穂
積
、

小
曾
根
、
榎
坂
、
垂
水

各
村
の
屋
敷
分
布
は
第

工G里9　1？．8　．ep．7三旦6畢5里
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30

}
の
如
く
で
あ
っ
て
「
集
中
と
も
分
散
と
も
つ
か
ぬ
形
」
で
あ
っ

（一

X1
黶
jた

。
し
か
し
島
田
氏
等
の
整
理
に
よ
れ
ば
榎
坂
郷
で
は
こ
三
五
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
博
）

田
が
あ
り
、
そ
の
内
屋
敷
登
録
農
民
は
二
四
人
に
過
ぎ
ず
、
多
数
の

屋
敷
未
登
録
農
民
の
存
在
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
水
津
氏

は
「
屋
敷
登
録
名
主
の
屋
敷
に
加
う
る
に
、
名
前
の
類
縁
関
係
や
所

有
耕
地
の
分
布
、
畑
の
所
在
な
ど
か
ら
屋
敷
未
登
録
者
の
住
居
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筍
q
Q
）

復
元
す
る
と
疎
塊
村
を
な
す
」
と
し
て
い
る
。
小
林
氏
は
文
治
五
年



奈良・平安期の村落形態について（金田）

（
二
八
九
）
及
び
康
永
二
年
（
二
二
四
～
二
）
の
村
落
の
一
部
を
復
原

し
て
、
　
「
十
二
世
紀
末
の
心
肝
郷
の
村
落
は
散
村
的
景
観
を
示
し
て

い
た
が
、
十
四
世
紀
中
頃
に
は
そ
の
様
相
を
一
変
し
て
、
集
村
的
形

　
　
　
　
　
（
δ
ぷ
）

態
と
な
っ
て
い
た
」
と
す
る
。
要
す
る
に
榎
坂
郷
に
お
い
て
は
、
十

二
世
紀
末
に
は
屋
敷
登
録
農
民
の
屋
敷
が
散
在
し
て
お
り
、
屋
敷
未

登
録
農
民
の
住
居
を
も
考
慮
す
べ
き
村
落
形
態
は
疎
塊
村
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
分
散
的
な
屋
敷
が
十
四

世
紀
中
頃
ま
で
に
か
な
り
集
村
化
し
て
い
た
事
実
は
注
目
に
価
す
る
。

　
（
事
例
2
）
　
大
和
国
里
公
庄

　
渡
辺
澄
夫
氏
は
若
槻
庄
の
事
例
に
つ
い
て
、
集
村
化
現
象
と
環
濠

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
U
“
）

形
成
の
過
程
を
詳
説
し
た
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
平
安
末
、
鎌
倉
初
期

の
若
槻
庄
は
ほ
ぼ
均
等
な
一
五
名
か
ら
な
っ
て
い
て
、
二
〇
の
名
屋

敷
が
庄
内
に
散
在
し
た
。
そ
れ
が
鎌
倉
末
の
徳
治
年
間
（
；
一
〇
六
～

一
三
〇
七
）
迄
に
は
細
分
さ
れ
て
ご
、
七
の
屋
敷
に
分
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
に
現
在
の
集
村
部
に
屋
敷
が
か
な
り
集
中

し
て
い
て
環
濠
も
掘
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
換
雷
す
れ
ば
平
安
末
に

は
散
村
的
形
態
を
し
て
い
た
も
の
が
、
鎌
倉
末
に
は
い
く
つ
か
の
小

村
も
し
く
は
疎
塊
村
と
表
現
す
べ
き
状
態
に
な
っ
て
い
て
、
さ
ら
に

十
五
世
紀
の
中
頃
迄
に
は
集
村
化
し
て
環
濠
集
落
に
転
化
し
た
こ
と

に
な
る
。

　
一
見
非
常
に
平
坦
に
み
え
る
こ
の
大
和
郡
山
市
若
槻
で
あ
る
が
、

一
万
分
の
一
空
中
写
真
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
若
干
の
高
低
差
を
有
す

る
水
田
か
ら
成
っ
て
い
る
坪
が
認
め
ら
れ
る
。
渡
辺
氏
が
平
安
末
、

鎌
倉
初
期
に
屋
敷
が
存
在
し
た
と
す
る
各
坪
の
内
、
起
伏
の
全
く
認

め
ら
れ
な
い
坪
は
ニ
カ
坪
の
み
で
あ
り
、
他
は
微
高
地
と
な
っ
て
い

る
部
分
に
屋
敷
を
比
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
現
地
調
査
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
高
低
差
は
二
〇
～
五
〇
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
程
度
の

わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
平
坦
な
尊
墨
坪
を
も
含
め
て
、

こ
れ
ら
屋
敷
所
在
坪
に
は
第
3
1
図
の
よ
う
に
周
囲
の
条
里
遺
構
…
と
異

な
る
不
整
形
な
地
割
が
存
在
し
て
い
る
事
に
注
意
を
払
い
た
い
。
こ

の
こ
と
は
前
述
の
個
別
家
地
の
事
例
の
場
合
と
母
様
で
あ
り
、
平
安

宋
、
鎌
倉
初
期
の
屋
敷
分
布
は
第
3
1
図
の
如
く
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
散
村
的
暴
観
が
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
み
ら

れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
前
述
延
喜
五
年
家
地
売
券
記
載
の
四
竹
か

ら
窺
え
る
如
く
で
あ
る
。

　
（
事
例
3
）
　
大
和
国
小
東
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
8
V

　
天
養
元
年
（
二
四
四
）
に
お
け
る
小
束
荘
十
八
軒
の
屋
敷
も
散
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嵩
圃
）

し
て
い
た
事
は
、
既
に
稲
垣
泰
彦
氏
の
詳
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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田
荘
の
存
在
し
た
曾
我
川
左
岸
の
河
合
村
か
ら
広
陵
町
に
か
け
て
の

部
分
は
条
里
遺
構
が
特
殊
な
形
態
を
示
す
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
後
考
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
第
3
2
図
か
ら
も
窺
え
る
如
く
東

西
方
向
の
径
溝
は
奈
良
盆
地
中
央
部
と
同
方
向
を
示
す
の
に
、
広
瀬

郡
十
三
条
三
里
相
当
部
分
付
近
で
は
南
北
方
向
の
径
溝
の
み
が
N
8
。

W
の
方
向
を
示
す
。
従
っ
て
部
分
的
に
坪
の
形
態
が
菱
形
に
な
っ
た

り
、
正
し
く
南
北
方
向
を
と
る
同
条
四
里
と
の
接
合
部
分
が
不
明
確

に
な
っ
た
り
し
て
、
　
一
筆
耕
地
レ
ベ
ル
の
復
原
に
は
か
な
り
の
困
難

を
伴
う
。
こ
の
よ
う
な
限
界
内
に
お
い
て
、
微
地
形
と
現
地
割
を
尊

重
し
つ
つ
天
養
元
年
の
各
屋
敷
所
在
地
を
推
定
す
れ
ば
第
3
2
図
の
如

く
で
あ
る
。
前
述
の
若
槻
庄
の
場
合
と
同
様
、
屋
敷
未
登
録
農
民
の

存
在
し
た
可
能
性
は
あ
っ
て
も
、
耕
地
面
積
を
考
慮
す
れ
ば
村
落
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
U
c
o
）

態
に
修
正
を
要
す
る
程
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
微
地
形
的
に
非

常
に
複
雑
な
起
伏
を
示
す
こ
の
部
分
で
は
、
屋
敷
畠
の
ほ
と
ん
ど
を

河
合
、
長
楽
、
沢
の
三
集
村
に
囲
ま
れ
た
内
側
の
微
高
地
上
に
比
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
天
養
元
年
坪
付
に
は
な
い
が
、
　
保
延
四
年

（
＝
三
八
）
の
散
位
葛
李
正
解
に
記
載
す
る
十
三
条
二
里
三
十
五
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
㊤
）

に
は
「
免
田
弐
段
、
残
者
田
堵
等
屋
敷
也
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
屋

敷
の
存
在
し
た
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
十
二
世
紀
に
は
こ
の
様
に
散

在
し
て
い
た
屋
敷
分
布
で
あ
る
が
、
平
安
末
以
降
に
お
い
て
、
山
村

吉
則
の
麗
敷
付
近
の
グ
ル
ー
ヅ
及
び
沢
付
近
の
グ
ル
ー
ブ
の
両
者
は

現
集
村
部
に
集
倒
し
、
両
者
に
介
在
す
る
水
田
地
帯
の
微
高
地
に
散

在
し
て
い
た
十
軒
の
部
分
は
全
く
廃
さ
れ
て
田
畑
と
な
っ
て
い
っ
た

こ
と
に
な
る
。

　
（
康
例
4
）
　
選
外
の
諸
事
例

　
遠
江
国
郡
田
荘
、
尾
張
圏
安
食
荘
、
讃
岐
国
善
通
金
茶
羅
各
寺
領

に
お
い
て
も
散
在
す
る
在
家
の
分
布
が
見
ら
れ
る
。
嘉
応
三
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
O
）

一
七
一
）
の
遠
江
国
池
田
荘
立
券
状
」
　
に
は
在
家
五
十
宇
を
記
載
す

る
が
、
そ
れ
ら
は
各
里
に
分
れ
て
い
て
、
最
多
の
里
で
「
岡
本
郷
弐

里
」
の
六
宇
で
し
か
な
い
。
し
か
し
池
田
庄
は
田
三
八
五
町
余
、
畠

一
六
四
町
鳶
の
広
大
な
面
積
を
占
め
、
現
作
田
の
み
で
も
二
六
一
町

二
段
三
丈
に
及
ぶ
。
各
在
家
に
多
数
の
家
族
を
考
え
る
か
、
或
は
榎

坂
郷
に
お
け
る
如
き
在
家
登
録
農
民
以
外
に
多
数
の
農
民
の
存
在
を

想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
条
里
プ
ラ
ン
の
復
原
は
十
分
に

な
さ
れ
て
い
ね
な
い
が
、
谷
岡
氏
の
詳
細
な
ブ
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に

基
い
た
研
究
に
よ
れ
ば
、
天
龍
川
下
流
域
に
比
定
さ
れ
る
同
等
域
内

の
旧
中
洲
、
自
然
堤
防
等
の
「
微
高
地
に
占
居
す
る
集
落
景
観
は
、

一
反
未
満
の
屋
敷
地
を
も
つ
在
家
負
担
者
を
中
心
に
、
同
族
的
な
も
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奈良・平安期の村落形態について（金田）

の
が
馬
鹿
ず
つ
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
小
村
も
し
く
は
小
さ
い
疎
集
村

　
　
　
　
（
6
一
）

を
な
し
て
い
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
8

　
水
野
時
二
氏
が
詳
細
な
比
定
研
究
を
し
て
い
る
康
治
二
年
（
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
し
。
）

四
三
）
の
「
尾
張
国
安
食
荘
立
券
文
」
の
場
合
も
、
　
田
畠
と
共
に
在

家
七
十
宇
の
所
在
坪
を
記
載
し
て
い
る
が
、
唯
一
の
例
外
を
除
く
他

は
一
坪
一
在
家
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
疎
塊
村
以
上
に
密
度
は
高
く

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
久
安
元
年
（
一
一
臨
五
）
の
「
讃
岐
国
善
通
曼
毛
玉
寺
寺
領
注
進
状
」

に
も
在
家
十
五
家
が
あ
り
、
坪
付
の
部
分
に
は
「
在
所
」
と
記
載

　
　
（
一
象
）

し
て
い
る
。
高
重
同
氏
は
「
在
所
某
は
名
主
某
を
中
心
と
し
た
中
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
U
）

的
集
落
を
示
す
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
見
作
田
計
一
四
町
二
段
三

二
〇
歩
、
作
菱
二
八
町
九
反
中
に
散
在
す
る
十
五
家
は
、
前
述
の
池

田
、
安
食
両
脚
よ
り
も
む
し
ろ
小
規
模
な
小
村
、
も
し
く
は
散
村
的

形
態
を
と
っ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
既
に
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
畿
内
と
畿
外
の
各
三
例
に

若
干
の
私
見
を
加
え
つ
つ
概
観
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
よ
り
、

奈
良
、
平
安
初
期
に
お
け
る
と
同
様
に
平
安
後
期
に
お
い
て
も
散
村
、

小
村
、
疎
塊
村
と
い
っ
た
分
布
密
度
の
低
い
小
規
模
な
村
落
形
態
の

存
在
し
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
畿
内
で
は
十
四
・
十
五
世
紀
に
、

集
村
化
現
象
が
少
な
ぐ
と
も
一
部
で
存
在
し
た
事
も
事
実
と
し
て
認

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
村
落
形
態
の
変
遷

　
前
一
一
章
に
お
け
る
具
体
的
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
奈
良
．
平
安

期
の
畿
内
平
野
部
に
お
け
る
散
村
、
小
村
、
疎
塊
村
と
い
っ
た
村
落

形
態
の
存
在
は
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
奈
良
盆
地
に
卓
越

す
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
村
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
時
、
そ
れ
ら
の
ま

ば
ら
な
分
布
の
村
落
形
態
が
依
然
と
し
て
例
外
的
な
地
位
に
お
し
込

め
ら
れ
る
危
険
性
を
消
し
去
る
事
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

前
述
の
如
き
村
落
が
後
に
現
在
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
村
に
変
遷
し
た

と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
人
口
増
加
に
よ
る
単
な
る
規
模
の
拡
大
の
み

な
ら
ず
、
所
謂
集
村
化
現
象
が
か
な
り
広
範
國
に
想
定
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
為
に
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
前
述
の
二
事
例
の
み

で
は
十
分
な
説
得
力
を
持
た
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
集
村
化
現
象

は
十
四
・
十
五
世
紀
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
変
遷
が

著
し
い
と
は
い
え
、
十
三
世
紀
の
坪
付
図
に
示
さ
れ
た
乙
木
庄
は
集

村
で
あ
っ
た
。
次
に
は
こ
の
集
村
化
現
象
に
つ
い
て
、
や
は
り
具
体

的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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1
　
集
村
化
現
象

　
（
事
例
－
）
　
大
和
国
池
田
庄

　
一
乗
院
領
池
田
庄
を
と
り
あ
げ
て
詳
細
な
研
究
を
し
た
渡
辺
澄
夫

氏
は
、
池
田
庄
が
集
村
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
こ
に
米
倉
氏
の
条
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
δ
①
）

式
村
落
を
連
想
し
て
い
る
。
し
か
し
既
に
小
林
氏
が
明
ら
か
に
し
て

い
る
如
く
、
村
落
形
態
は
む
し
ろ
疎
塊
村
と
表
現
す
べ
き
も
の
で
あ
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奈良・平安期の村落形態について（金田）

疎
塊
村
の
部
分
か
ら
も
離
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
百
年
余
り
湖
る
延
久
二
年
（
一
〇
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嵩
じ

○
）
に
は
、
興
福
寺
雑
役
免
田
畠
が
第
3
4
図
の
如
く
存
在
し
て
い
た
。

こ
れ
を
文
治
二
年
の
屋
敷
畠
と
比
較
す
る
と
、
例
え
ば
一
坪
は
公
田

畠
が
八
段
一
八
○
歩
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
ニ
ヵ
所
計

二
四
〇
歩
の
屋
敷
の
存
在
を
推
定
す
る
事
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

文
治
二
年
に
は
一
段
の
倉
敷
地
及
び
三
カ
所
計
三
段
の
屋
敷
が
存
在

し
、
現
在
は
集
村
の
中
心
部
で
あ
っ
て
坪
の
ほ
と
ん
ど
全
域
が
宅
地

と
な
っ
て
い
る
二
十
二
坪
は
、
延
久
二
年
に
坪
の
全
域
に
相
当
す
る

一
町
の
す
べ
て
が
公
田
畠
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
倉
や
屋
敷
の
存
在
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
謡
）

推
定
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
百
年
余
の
聞
に
少
な

く
と
も
三
人
が
住
居
を
移
動
し
、
か
つ
倉
を
建
設
し
て
い
る
と
考
え

ざ
る
を
得
ず
、
文
治
二
年
以
前
に
は
さ
ら
に
ま
ば
ら
な
村
落
形
態
を

想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
第
3
4
図
か
ら
窺
え
る
如
く
、
延
久

二
年
の
興
福
寺
雑
役
免
田
畠
は
耳
垂
八
段
か
ら
九
段
の
場
合
が
庄
倒

的
に
多
く
、
こ
の
内
例
え
ば
六
・
十
三
・
二
十
九
中
坪
相
当
部
分
に

は
条
里
的
で
は
な
い
不
調
和
な
地
割
が
存
在
し
て
い
る
。
個
別
家
地

の
検
討
結
果
や
若
槻
庄
に
お
け
る
家
敷
所
在
坪
と
地
割
形
態
と
の
関

連
を
考
え
合
わ
せ
る
塒
、
こ
れ
ら
の
坪
に
か
っ
て
の
屋
敷
地
を
想
定

す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
池
田
庄
の
場
合
、
既
に

平
安
後
期
に
集
村
化
の
途
上
に
あ
り
、
文
治
工
年
に
疎
塊
村
で
あ
っ

た
村
落
は
そ
れ
以
前
さ
ら
に
ま
ば
ら
な
分
布
で
あ
っ
た
事
を
認
め
て

よ
い
と
考
え
る
。

　
（
事
例
2
）
　
大
和
国
添
上
郡
櫟
庄

　
東
大
寺
領
櫟
庄
は
既
に
天
平
十
年
（
七
三
八
）
に
は
成
立
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
（
一
お
）

事
が
明
ら
か
で
あ
り
、
詳
細
な
研
究
を
発
表
し
て
い
る
泉
谷
氏
は
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
隷
）

謂
初
期
庄
園
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
同
庄
の
村
落
形

態
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
阿
部
野
は
添
上
郡
五
条
五
里
六
・
七
坪
及

び
六
条
五
里
一
・
十
二
坪
の
馬
力
坪
に
屋
敷
が
集
中
し
て
い
た
と
し

　
（
寄
U
）

て
い
る
。
寺
庄
の
比
定
さ
れ
る
天
理
市
櫟
本
一
帯
も
典
型
的
な
条
里

遺
構
地
帯
で
あ
る
が
、
明
治
二
十
二
年
以
降
に
お
い
て
は
確
か
に
こ

の
四
力
坪
の
部
分
に
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
村
が
立
地
し
て
い
て
他
に
宅

地
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
も
平
安
期
に
お
け
る
村
落
形
態
は
現
在

の
如
き
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
村
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
櫟
庄
に
お
い
て
は
保
延
三
年
（
二
三
七
）
の
検
田
帳
に
計

（一

ｨ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嵩
ご

一
七
人
、
保
延
五
年
（
一
一
三
九
）
の
検
畠
帳
に
計
三
一
人
、
永
暦
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嵩
Q
σ
）

年
（
＝
六
〇
）
の
検
畠
帳
に
計
二
一
人
の
経
営
者
名
を
記
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
の
在
家
注
進
状
に
も
計
三
九
人
の
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第35図櫟荘における在家の遷変

　
　
　
　
（
一
お
）

名
前
が
み
え
る
と
こ
ろ
が
ら
、
検
畠
帳
の
畠
に
は
屋
敷
幽
が
含
ま
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
現
在
の
櫟
本

の
集
対
部
も
当
時
は
す
べ
て
耕
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

一
方
、
保
延
三
年
の
上
田
帳
を
集
計
す
る
と
作
田
数
三
三
町
余
、
畠
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
。
。
O
）

町
五
段
、
荒
田
等
を
含
め
た
総
面
積
は
四
一
町
四
段
で
あ
り
、
建
仁

三
年
（
一
二
〇
三
）
の
三
田
帳
定
に
よ
る
と
現
作
田
三
四
町
二
段
二
四

〇
歩
・
量
ハ
町
五
段
と
な
・
て
隠
匿
こ
の
間
に
庄
域
の
大
熊
な
変

動
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
前
述
の
名
愚
所
有
者
数
や
在
家
数

の
変
動
は
他
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら

の
人
名
を
一
括
し
て
示
せ
ば
第
3
5
図
の
如
く
で
あ
る
。

　
保
延
三
年
の
一
七
人
の
内
三
郎
丸
は
、
六
条
三
里
二
十
二
坪
に
の

み
名
前
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
同
坪
内
の
畠
二
段
の
中
に
居
住
し
て

周
囲
の
田
畠
一
町
を
経
営
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
泉
谷
氏
に
よ

れ
ば
符
生
時
高
の
本
拠
は
庄
司
を
し
て
い
た
小
東
荘
に
あ
っ
た
と
す

　
　
　
（
お
ゆ
）

べ
き
で
あ
り
、
自
ら
は
櫟
庄
に
居
住
せ
ず
に
閲
接
的
経
営
を
行
っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
他
、
後
世
の
集
村
立
地
点
で
あ
る
前
述
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
c
Q
匂
。
）

力
坪
及
び
六
条
三
璽
二
十
三
坪
に
も
畠
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
保
延

五
年
の
三
一
人
の
内
櫟
庄
内
に
畠
を
所
有
し
て
い
る
の
は
一
六
人
で

あ
り
、
他
の
一
五
人
は
「
外
畠
」
の
み
の
所
有
老
で
あ
る
。
し
か
も
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奈良・平安期の村落形態について（金田）

こ
の
内
四
人
が
保
延
三
年
と
同
名
の
人
物
で
あ
り
、
二
人
が
同
名
と

　
　
　
（
一
錠
）

考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
保
延
三
年
置
一
七
人
の
内
、
少
な
く
と
も
国

則
、
乙
犬
丸
、
大
宮
房
の
三
人
は
外
勤
の
み
の
所
有
者
で
あ
り
、
則

任
、
源
昭
、
国
重
の
三
人
は
庄
域
内
の
畠
所
有
者
で
あ
っ
て
、
各
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
c
o
い
）

そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
黙
想
は
下
司
で
あ
っ

（
お
⑦
）

た
。
二
一
年
後
の
永
暦
元
年
に
は
庄
域
内
に
二
一
人
の
名
前
が
み
え
、

そ
の
内
の
八
人
が
保
延
五
年
と
同
名
で
あ
る
。
両
方
に
み
え
る
貞
則

が
同
一
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
こ
の
間
に
外
畠
か
ら
庄
域
内
に
居

を
移
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
延
行
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
彼
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
。
ご

五
条
五
里
一
坪
か
ら
現
集
村
部
へ
移
り
住
ん
だ
と
解
さ
れ
る
。
久
元

は
六
条
三
里
二
十
工
臨
に
名
前
が
み
え
て
前
述
の
三
郎
丸
の
屋
敷
畠

を
受
け
継
い
だ
人
物
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
文
治
四
年
の
在
家

注
進
状
に
み
え
る
三
九
人
の
内
、
二
六
人
に
は
「
北
上
四
十
町
也
」

と
あ
っ
て
以
下
に
＝
二
人
の
名
を
連
ね
て
お
り
、
泉
谷
氏
の
指
摘
の

如
く
前
老
は
櫟
庄
域
内
の
在
家
、
後
者
は
前
述
外
山
の
在
家
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
実
は
第
3
5
図
は
以
上
を
整
理
し
て
示
し
た
も
の

で
あ
り
、
現
在
の
集
村
都
に
担
当
す
る
五
条
五
里
六
・
七
坪
、
六
条

五
里
一
・
十
二
坪
の
毒
殺
坪
を
中
心
に
み
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
保
延
三
年
の
一
七
人
の
内
、
三
郎
丸
・
国
則
・
乙
犬

丸
・
大
宮
房
の
四
人
は
四
馬
坪
以
外
の
庄
内
も
し
く
は
外
周
居
住
老

と
考
え
ら
れ
、
田
力
坪
に
居
住
し
た
可
能
性
の
あ
る
の
は
残
り
一
二

人
と
な
る
。
し
か
し
泉
谷
氏
の
指
摘
の
如
く
、
こ
れ
が
在
家
の
す
べ

て
で
は
な
く
、
又
こ
の
内
に
も
前
述
符
生
時
高
の
如
き
庄
域
外
居
住

者
の
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
保
延
五
年
に
は
三
一
人
の
名
前
が
み
え
、

熟
懇
の
総
面
積
約
四
〇
町
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
が
在
家
の
総
数
に

近
い
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
で
も
四
半
坪
居
住
者

は
「
工
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
現
在
の
集
村
に
比
し
て
は
る
か
に

家
屋
分
布
密
度
の
低
い
疎
塊
村
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

永
暦
元
年
に
な
る
と
四
日
坪
居
住
者
は
一
七
人
に
迄
増
加
し
、
少
な

く
と
も
そ
の
内
の
二
名
は
他
か
ら
の
移
住
者
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
文
治
四
年
に
至
れ
ば
、
庄
域
内
の
在
家
数
二
六
人
と
大
幅
に
増
加

し
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
場
合
に
は
そ
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
四
力

坪
居
住
者
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
庄
域
内
全
体
に
つ
い
て

み
て
も
、
一
六
人
、
二
一
人
二
六
人
と
明
ら
か
に
増
加
し
、
逆
に

外
畠
か
ら
の
入
作
は
一
五
人
か
ら
十
三
人
へ
と
減
少
し
て
い
る
。

　
こ
の
外
畠
は
ど
こ
に
存
在
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
櫟
庄
に

比
較
的
近
い
位
置
に
求
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
第
3
6

図
の
如
く
三
カ
所
に
分
れ
て
い
た
櫟
庄
戸
の
中
間
部
が
距
離
的
に
は
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添上郡三里　　　　　　　　　　　　　　四里　　　　　　　　　　　　五里
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一襯　一　一一

恥　　　　　　仰

ｪ　　　　　　r

瘁@　　　　　，」

”　　　　　馳

u　　　　旬　　　　煽

U
o

：
盲

噛　　　　　　，1

ﾕ　　　　　魅

�@　　　　　　　讐

鴨
“
軸

｝
；

1，　　　　　L■
●，　　　　■馳

增@　　　塑

P亀　　　　　■●

瞬　　　　　　齢

}　　　　　鱒

T ｝
！

　胴
_1

層

”　　　　9

﨟@　　　亀，　　　卸

﨟@　　　の

門
1
｝
　
　
　
　
，
1
，

隔■　　　．■　　　　瞬

五
条
翔
君
1
翌

艦監　　　　肛じ

吹@　　　り　　　零

﨟@　　　暁 51　　　鳳墜

　”　　　　　冨

?■　　　膳

普@　　　肪　　　　び

・亀　　　　亀3

d野　　　　駄●

潤@　　　い

》

早@　　　【

@，o

r●　　　　　‘・　　　鳥

｡．

｡，　　　　「舳　　　胴

“　　　㍉

浴@　　　　“

‘，　　　　■・

潤@　　　o　　　　‘

「・　　　　，，

ﾍ，　　　　隔

； K ご》 　》p．．M；1
，

；A Ll G二C
工　J F B岡　　　　　　　，，

}　　　　　　■．

｢　　　　　晒

鱒
　
1
噛
1

5
翼　　　　　　電．

dし

題　　　　o

ﾋ　　　o

e，　　　験

N ．E　咀　　　げ
聖
R
　
D
，

”　　　　　脚

ﾀ，　　　　　　　，9

e1　　　　　9

　瞬　　　　　”
u膨｝　　　　　c●

hl　n　　　”

ﾊ

9　　　　◎

h　　　o　　　監

UD　　　ハ

隔　　　　陶

秩@　　　　”

吹@　　　o

の　　　　馴　　　　　齢

@P●　　　　の

｢　　　　　鯛　　　　　，

儀　　　　　　、

N　　　　ゆ

P」　　　　A 六
条R 脚

甲
骨

S

》
レ
》

1「5　　　昌

p．　帥
x　，，

，噺　　　　1・

D．　　　　　層」

伽，　　　　”

h　　　　　鍋

X■　　　　　　匹

h　　　　　　　　鴨
噛「　　　　　“

O9　　　　曙

戟@　　　　脚

齢　　　　　鱒

J■　　　“　　　9

D巳　　　　賄

馴　　　　魑，

�@　　　胴

k・　　　艦，

四
日
・
　
　
I
I

2町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　l
茎麺1二工＝＝誰延三年櫟繊に＝コ延久珠賄寺纏菟臨
名　畠

B：則任
1：是助

P：貞則

　　　（五里の部分は
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（坪内に占める面積比を示す）
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第36図永暦元年櫟庄屋敷比定図

G
N
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重
延
末

隅
寂
為

G
N
U

A：宗方
H：久延
0＝勝：丸

「

最
も
便
利
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
こ
に
は
高
瀬

川
沿
い
の
微
高
地
が
あ
っ
て
、
明
治
二
十
二
年

当
時
に
は
畑
地
が
多
く
、
地
割
形
態
に
も
か
な

り
不
整
形
な
も
の
が
み
ら
れ
た
。
さ
ら
に
延
久

二
年
の
興
福
寺
雑
役
免
田
畠
は
第
3
6
図
の
如
く

分
布
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
史
料
に
関
す
る
限

り
各
坪
の
残
余
の
面
積
に
屋
敷
畠
を
推
定
す
る

余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
推
論
は
、
例
え
ば
若
槻
庄
に
お
け
る

如
き
各
屋
敷
の
分
割
現
象
等
を
想
定
し
て
も
大

勢
が
変
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
平
安
後

期
に
お
け
る
櫟
庄
ま
た
、
池
田
庄
と
同
様
に
既

に
集
村
化
の
途
上
に
あ
っ
た
事
を
証
明
で
き
た

と
考
え
る
。
集
村
化
の
進
行
し
た
永
暦
元
年
当

時
ま
だ
第
3
6
図
の
如
き
疎
塊
村
と
孤
立
荘
宅
か

ら
成
っ
て
お
り
、
高
瀬
川
沿
い
の
微
高
地
に
も

他
の
屋
敷
畠
の
存
在
が
推
定
で
き
る
こ
と
は
前

述
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
集
村
化
の
過

程
は
既
に
泉
谷
氏
が
指
摘
す
る
櫟
三
民
の
地
縁
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奈良・平安期の村落形態について（金田）

的
結
合
強
化
の
時
期
と
ま
さ
し
く
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
平
安
後
期
に
お
い
て
既
に
集
村
化
現
象
が
進
行
中
で
あ
っ

と
が
証
明
さ
れ
た
今
、
従
来
集
村
の
典
型
的
な
例
と
さ
れ
て
き
た
十

六
世
紀
の
膳
夫
庄
は
勿
論
の
事
、
十
三
世
紀
後
半
に
お
け
る
乙
木
庄

の
村
落
形
態
の
起
源
を
潮
ら
せ
る
為
に
は
、
各
々
そ
の
証
明
を
要
す

る
こ
と
に
な
る
。
管
見
に
そ
の
具
体
的
検
討
を
進
め
得
る
史
料
は
な

い
が
、
そ
れ
ら
の
形
態
が
奈
良
・
平
安
期
に
迄
潮
り
得
る
可
能
性
と

共
に
、
平
安
後
期
既
に
進
行
し
て
い
た
集
村
化
現
象
の
結
果
で
あ
る

可
能
性
を
も
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
も
、
そ
の
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
平
安
後
期
以

後
の
集
村
化
を
考
定
す
べ
き
事
例
は
以
上
に
止
ま
ら
な
い
。

　
（
事
例
3
）
　
大
和
国
出
雲
庄

　
　
　
（
一
c
Q
り
）
　
　
　
　
（
一
8
）

　
渡
辺
澄
夫
、
島
田
両
氏
は
同
庄
に
つ
い
て
詳
細
に
研
究
し
、
一
六

の
名
か
ら
な
る
同
庄
の
田
堵
屋
敷
を
現
在
の
桜
井
市
江
田
集
村
部
に

推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
三
箇
院
家
抄
第
二
に
記
載
さ
れ
た
同
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
㊤
一
）

の
「
文
治
二
年
十
二
月
日
注
進
田
畠
等
坪
付
」
を
再
び
検
討
す
る
時
、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
事
は
で
き
な
い
。

　
出
雲
庄
金
平
は
城
上
郡
十
八
条
一
・
二
里
、
十
九
条
一
・
三
里
、

域
下
郡
十
八
条
四
里
及
び
城
上
郡
二
十
条
一
里
と
考
え
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
悼
）

「
嶋
田
条
里
」
に
及
ぶ
。
し
か
し
、
す
べ
て
田
か
ら
成
っ
て
い
て
、

現
在
も
同
様
で
あ
る
最
後
者
は
当
面
の
考
察
か
ら
除
く
。
渡
辺
、
島

田
両
氏
は
城
下
郡
十
八
条
四
里
と
城
上
郡
十
八
条
一
里
と
を
別
個
の

里
と
考
え
、
前
者
を
田
原
本
町
笠
形
付
近
に
比
定
し
て
い
る
が
、
秋

（一

Z
も
。
）
　
（
掃
㊤
劇
）

山
、
服
部
両
氏
の
郡
界
復
原
に
従
え
ば
藩
老
は
同
一
の
里
を
指
す
も

の
で
あ
る
か
ら
、
第
3
7
図
の
如
く
そ
の
位
置
を
修
正
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
は
域
下
郡
十
八
条
四
里
二
十
八
坪
に
「
川
成
｝
反
二

六
〇
歩
」
と
注
記
が
あ
っ
て
、
笠
形
付
近
で
は
地
形
・
地
割
か
ら
河

道
の
存
在
が
考
え
難
い
が
、
第
3
7
図
の
位
置
で
は
初
瀬
川
右
岸
に
相

当
す
る
こ
と
と
な
り
、
納
得
の
い
く
注
記
と
な
る
事
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。

　
さ
て
、
文
治
二
年
坪
付
の
末
尾
に
は
次
の
如
き
記
載
が
あ
る
。

　
蒙
口
三
十
二
町
二
反
百
八
十
歩
之
内
（
中
略
）
名
田
八
丁
七
反
百
廿

ト
、
田
堵
屋
敷
八
反
五
＋
ト
、
定
田
一
丁
二
段
百
五
＋
ト
之
内
、
寺

敷
地
一
反
、
田
堵
屋
敷
六
反
三
百
十
ト
、
浮
田
一
反
合
百
ト
、
名

畠
三
反
」
。
一
方
坪
付
の
部
分
に
記
載
さ
れ
た
名
田
に
は
、
＝
ハ
人
の

内
一
〇
人
に
畠
と
注
記
の
あ
る
土
地
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
㊤
U
）

人
の
畠
を
合
計
し
て
み
る
と
八
段
三
一
〇
歩
と
な
り
、
末
尾
の
記
載

に
あ
る
田
堵
屋
敷
八
段
五
〇
歩
と
近
似
す
る
。
し
か
も
こ
の
内
に
は
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l
l
l

i
［
｛
1

t

二
筆
以
上
を
保
有
し
て
い
る
者
四
人
が
含
ま
れ
、
今
国
名
の
場

合
に
は
後
述
の
如
く
一
区
画
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

他
の
三
人
の
場
合
は
隔
っ
た
坪
に
存
在
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
助

国
・
貞
安
・
助
元
各
名
の
面
積
の
少
な
い
方
の
畠
三
筆
、
計
二

五
〇
歩
を
除
け
ば
八
段
六
〇
歩
と
な
っ
て
田
堵
屋
敷
八
段
五
〇

歩
と
極
め
て
近
い
値
と
な
る
。
従
っ
て
以
上
の
十
人
の
畠
は
彼

ら
の
屋
敷
畠
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
末
尾
の
記

載
に
あ
る
寺
敷
地
一
反
も
又
、
や
は
り
坪
付
中
に
ニ
ヵ
所
に
わ

た
っ
て
あ
る
「
堂
敷
地
大
」
と
「
陛
下
地
白
小
」
の
合
計
面
積
を

示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
如
く
解
す
れ
ば
、
残
り
六
人
の

屋
敷
所
在
地
が
不
明
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
事
は
田
堵
屋

敷
六
段
三
一
〇
歩
が
別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
と
関
連
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
現
在
の
江
包
集
村
部
周
辺
に
は
非
常
に
規
則
的
な
地
割
が
卓

越
す
る
が
、
明
治
二
十
二
年
当
時
に
は
第
3
8
図
の
如
き
状
態
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
著
し
い
変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
江
包
集
村

上
北
西
部
の
十
八
条
一
里
二
十
九
坪
相
当
部
分
で
あ
り
、
以
前

は
か
な
り
不
規
則
な
地
割
が
存
在
し
た
事
に
注
目
し
て
お
き
た

い
。
こ
の
よ
う
な
地
割
形
態
及
び
土
地
利
用
に
、
さ
ら
に
微
細
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訴1’．「’
P
、

慧
第38図　明治二十年江包村地籍図（記号のない部分は田）

な
微
地
形
条
件
を
も
加
味
し
て
出
雲
庄
の
復
原
を
試
み
る
と
第
3
7
図

の
如
く
で
あ
る
。
現
集
村
部
周
辺
に
は
寺
・
堂
が
二
坪
に
わ
た
っ
て

存
在
し
、
九
ヵ
所
の
屋
敷
が
五
力
坪
に
わ
た
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
現
在
の
江
包
集
村
部
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
は
四
ヵ
所

の
屋
敷
畠
と
堂
敷
地
の
み
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
も
と
も
と
は
田
畠
が

卓
越
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
畠
と
注
記
の
あ
る
部
分
を
屋

敷
鼠
と
解
し
た
事
が
誤
り
で
あ
れ
ば
、
こ
の
部
分
に
は
寺
と
堂
以
外

耕
地
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
田
堵
屋
敷
の
所
在
は
全

く
不
明
と
な
っ
て
し
ま
う
。
先
の
推
論
及
び
右
の
復
原
は
大
過
な
い

も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
従
っ
て
第
3
7
図
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
江
包
南
部
及
び
西
部
に
残

さ
れ
た
史
料
を
欠
く
部
分
に
別
の
屋
敷
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
現

在
の
集
村
に
は
ほ
ど
遠
い
ま
ば
ら
な
分
布
の
疎
塊
村
と
な
る
。
し
か

も
初
瀬
川
西
岸
に
助
元
名
、
箸
墓
西
部
に
今
国
名
が
各
々
周
囲
に
名

田
を
め
ぐ
ら
す
孤
立
荘
宅
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
⑫
⑦
）

の
場
合
は
顕
著
で
あ
り
、
箸
肥
土
西
部
で
堤
を
背
後
に
ひ
か
え
、
ニ

カ
坪
全
部
を
経
営
し
て
い
た
事
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
は
池
田

庄
・
櫟
庄
等
と
も
類
似
し
、
や
は
り
集
村
化
現
象
を
経
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
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（
一
〇
刈
）

　
次
に
は
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
興
福
寺
雑
役
免
田
畠
を
中
心
に
村

落
形
態
を
考
え
て
み
た
い
。
倶
し
、
村
落
形
態
の
起
源
は
勿
論
の
事
、

村
落
の
起
源
を
知
る
事
も
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
少
な

く
と
も
式
内
社
を
擁
し
、
平
安
期
に
ま
で
村
落
の
起
源
を
棚
り
得
る

可
能
性
の
あ
る
場
合
に
限
っ
て
い
く
つ
か
の
事
例
を
検
討
す
る
。

　
（
事
例
4
）
　
芝
原
市
東
竹
田
町

　
橿
原
市
八
木
東
北
方
の
寺
川
岸
に
あ
る
群
盗
市
郡
竹
田
村
に
は
式

　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
。
。
）

内
社
竹
田
神
社
が
あ
る
。
新
選
姓
氏
録
に
「
仁
徳
天
皇
御
世
。
大
和

国
十
市
郡
刑
坂
川
之
辺
。
有
出
竹
田
神
社
幻
眠
以
為
昌
氏
神
殉
同
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
り
り
）

焉
。
緑
竹
大
美
。
供
二
御
箸
竹
噂
因
レ
叢
賜
昌
竹
田
川
辺
連
幻
」
と
み
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
凄

　　　　　　ノ　　　　　　　　ノ
　　隔　　ぐ〆　　　　勇
　　　‘‘L』、ム、．諺

，1躍麗翻譲麟、糊・

，鎧鐸覇蒙灘

牒鰹灘
　　彪難≧擁≧％％猶罫

壁髭髪鰹魏
F圃　「　．　幽，

　　　ユ訂

”

堂｝ノ晒

＋
霧
稲
二
＋
｝
条
下
黒

レ
第39琵とi　毛護原市∫｝芝竹E日珊丁明治22年ナ也籍［li

　　　と延久2年興福寺雑役免田畠分布

　　　　　　（単位，段・歩）

る
と
こ
ろ
の
竹
田
氏

の
本
貫
地
と
考
え
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

（
悼
O
O
）

ら
、
村
落
の
起
源
も

古
代
に
ま
で
覆
り
得

る
可
能
性
が
あ
る
。

明
治
二
十
二
年
の
竹

田
村
は
第
3
9
図
の
よ

う
に
十
市
下
訳
二
十

一
条
三
里
三
十
坪
に
当
る
南
垣
内
を
中
心
と
し
た
典
型
的
な
集
村
と

な
っ
て
い
る
。
竹
田
神
社
は
同
条
里
二
十
坪
に
相
当
す
る
位
譲
に
あ

っ
て
社
地
移
動
の
事
は
聞
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
延
久
二
年
当
時
は
、

現
在
の
集
村
の
中
心
部
分
と
な
っ
て
い
る
三
十
坪
全
域
が
公
田
畠
と

な
っ
て
い
る
他
、
二
十
九
、
三
十
一
・
三
十
三
各
坪
等
に
も
第
3
9
図

の
如
く
公
田
畠
及
び
右
馬
寮
田
が
存
在
し
て
い
た
。
従
っ
て
当
時
の

村
落
は
現
状
と
甚
だ
異
り
、
散
村
的
形
態
も
し
く
は
小
字
堂
垣
内
の

自
然
堤
防
を
中
心
と
し
た
小
馬
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に

な
る
。

　
（
事
例
5
）
　
天
理
市
田
部
町

　
天
理
市
北
郊
の
旧
山
辺
郡
田
部
村
に
は
式
内
社
副
読
神
社
が
存
在

（
8
ご

す
る
。
延
久
工
年
興
福
寺
雑
役
免
坪
付
に
は
「
田
倍
緊
緊
・
田
下
南

庄
・
田
倍
東
庄
」
と
い
っ
た
旧
名
も
み
え
る
と
こ
ろ
が
ら
、
村
落
の

起
源
も
少
な
く
と
も
平
安
期
ま
で
棚
る
事
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

洪
積
丘
陵
末
端
以
下
に
立
地
す
る
旧
田
部
村
は
、
明
治
中
頃
に
は
第

40

}
の
如
く
周
囲
に
水
路
を
め
ぐ
ら
し
、
一
部
に
は
土
塁
を
連
想
さ

せ
る
藪
を
も
残
し
た
典
型
的
な
環
濠
集
落
と
な
っ
て
い
る
。
式
内
社

は
環
濠
内
の
字
坊
屋
敷
に
あ
っ
て
、
社
地
の
移
動
の
話
は
伝
わ
ら
な

い
。
こ
の
環
濠
集
落
は
山
辺
郡
七
条
六
里
五
坪
相
当
部
分
全
域
と
周
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条
里
四
坪
及
び
同
条
五
里
三
十
二
坪
の
一
部
を
占
め
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
延
久
二
年
当
時
に
は
第
4
0
図
の
如
く
、
前
者
に
田
倍
里
庄
に

属
す
る
公
田
畠
五
段
、
最
後
者
に
六
段
が
存
在
し
た
か
ら
、
田
倍
西

庄
の
田
畠
計
三
四
町
中
を
耕
作
し
た
人
々
の
住
居
を
す
べ
て
現
在
の

集
村
部
に
求
め
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
東
竹
田
町
と
同
様
に
、
式

内
社
付
近
に
少
数
の
屋
敷
を
推
定
す
る
事
は
可
能
で
あ
る
が
、
他
は

周
辺
の
田
畑
中
に
散
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
れ
が
後
に
集

村
化
し
て
環
濠
集
落
を
形
成
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
（
悼
O
憎
）
　
（
悼
O
ら
◎
）

　
と
こ
ろ
で
秋
山
・
服
部
両
氏
の
郡
界
復
原
に
よ
れ
ば
、
城
上
郡
条

里
は
十
五
・
十
六
・
十
七
の
各
条
が
下
ッ
道
か
ら
数
え
て
六
里
目
す

な
わ
ち
中
ヅ
道
か
ら
二
里
を
隔
て
た
部
分
を
起
点
と
し
、
十
八
条
以

下
二
十
二
条
迄
は
中
ツ
道
を
起
点
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
両
氏
の
説

　
　
　
　
、
労
、
’
　
！
〆
・
μ
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第40図　天理市田部町地籍図

　　　（明治中期）と延久2年

　　　興福寺雑役免田畠分布

　　　　（単位，段・歩）

に
従
っ
て
、
城
上
郡
及
び
そ
の
周
辺
部
分
の
延
久
二
年
興
福
寺
雑
役

免
田
畠
を
机
上
復
原
し
て
み
る
と
第
4
1
図
の
如
く
に
な
る
。
し
か
し

こ
れ
で
は
、
例
え
ば
．
城
上
郡
十
五
条
二
里
二
十
四
坪
が
山
辺
意
中
の
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，

飛
地
と
な
り
、
さ
ら
に
は
城
上
郡
十
六
条
三
里
の
田
畠
が
崇
神
天
皇

陵
上
に
存
在
し
た
り
、
十
六
・
十
七
条
四
里
の
田
畠
が
深
く
山
中
に

入
り
込
ん
で
し
ま
う
と
い
っ
た
甚
し
い
矛
盾
を
き
た
す
。
と
こ
ろ
が

一
方
、
十
五
・
十
六
・
十
七
各
条
の
中
ッ
道
以
東
に
広
大
な
空
白
部

分
が
存
在
す
る
の
で
、
こ
の
識
力
条
も
十
八
条
以
下
と
同
様
に
中
ッ

道
か
ら
数
え
て
い
る
と
仮
定
し
て
二
里
西
方
へ
ず
ら
し
て
み
る
と
、

第
4
1
図
に
も
示
し
た
如
く
前
述
の
矛
盾
は
す
べ
て
解
決
さ
れ
、
山
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
“
）

郡
・
城
下
郡
と
の
境
界
部
分
も
無
理
な
く
連
な
る
。
従
っ
て
、
少
な

く
と
も
本
史
料
に
関
す
る
限
り
以
上
の
如
く
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

当
時
の
郡
界
に
つ
い
て
も
再
考
を
要
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
事

か
ら
、
村
落
形
態
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
次
の
事
例
を
検
討
す
る
事
が

で
き
る
。

　
（
事
例
6
）
　
天
理
市
海
知

　
天
理
市
柳
本
町
西
方
の
旧
海
知
村
は
典
型
的
な
条
里
遺
構
中
に
立

地
す
る
集
村
で
あ
る
。
明
治
二
十
二
年
当
時
に
は
、
第
4
2
図
の
如

く
村
落
の
中
心
部
小
掌
里
中
の
周
囲
を
水
路
が
め
ぐ
っ
て
い
て
、
そ

の
点
で
は
環
濠
集
落
的
色
彩
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
も
と
も
と
同
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
8
）

村
北
部
の
小
字
東
フ
カ
ミ
に
式
内
社
倭
恩
智
神
社
が
あ
っ
て
、
現
在

は
同
集
村
南
辺
に
移
動
し
て
い
る
。
管
見
に
は
こ
れ
以
上
に
起
源
を

　．　國　，　鰭

　i苧ヤt　p

22ノ坪一

．
騰

隣

国
　
・

．一

焉
C

上

㌫
．
・

　
　
　
ゐ
ノ

田
　
　
■
申

」

　
　
　
ロ
ヂ
ダ

ー
ー
ー
ト
毒
ド
ー
，
，

，
　
鳴

一
西
…

　
　
　
　
　
　
　
西
　
　
騨

　
　
　
　
　
城
上
難
十
五
条
一
蟄

知
る
手
掛
り
は
な
い
が
、

め
て
よ
い
と
考
え
る
。
と
す
れ
ば
こ
こ
で
も
、

里
中
に
相
当
す
る
坪
に
五
段
の
公
田
畠
が
存
在
し
た
他
、

42

}
の
如
く
興
福
寺
雑
役
免
田
畠
が
展
開
し
て
い
て
、

大
規
模
な
集
村
は
想
定
し
得
な
い
。

　
（
纂
例
7
）
　
田
原
本
町
蔵
堂

第42図　天理市海知明治22年地籍図と

　　　延久二年興福寺雑役免田畠分布
　　　（単位，段・歩）

一
応
平
安
期
ま
で
湖
り
得
る
可
能
性
を
認

　
　
　
　
　
　
　
延
久
当
時
に
は
小
字
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
周
囲
に
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
在
の
如
き

　
初
瀬
川
右
岸
の
田
原
本
町
蔵
堂
に
も
式
内
社
久
須
須
美
神
社
が
存

　
　
　
　
（
博
O
①
）

在
す
る
事
か
ら
、
や
は
り
村
落
の
起
源
も
延
喜
式
当
時
ま
で
料
る
可

能
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
集
村
の
宅
地
が
及
ぶ
の
は
城
上
郡

十
七
条
一
里
七
・
八
・
九
・
十
五
十
六
・
十
七
各
車
に
相
当
す
る

部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
各
坪
に
は
い
ず
れ
も
、
延
久
当
時
小
蔵
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9

奈良・平安期の村落形態について（金田）

　
　
　
B
O
M
）

薦
南
庄
及
び
野
辺
庄
に
属
す
る
公
田
畠
六
～
八
段
が
存
在
し
て
い
た
。

当
時
の
微
地
形
を
正
確
に
知
る
事
は
で
き
な
い
が
、
蔵
堂
に
は
今
な

お
初
瀬
川
の
後
背
湿
地
に
当
る
著
し
い
低
地
が
残
っ
て
い
る
、
、
以
上

を
考
え
合
わ
せ
る
時
、
平
安
後
期
に
お
い
て
多
少
と
も
家
屋
の
集
ま

っ
た
村
落
形
態
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
田
畠
を
介
在
し
た
ル
；
ズ
な

ま
と
ま
り
の
疎
塊
村
を
想
定
す
べ
き
で
あ
り
、
現
在
の
如
き
集
村
を

想
定
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
。

　
以
上
興
福
寺
雑
役
免
田
畠
と
、
の
関
連
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
四

例
は
、
現
在
い
ず
れ
も
式
内
在
を
擁
す
る
集
村
で
あ
る
が
、
平
安
後

期
に
は
そ
こ
に
小
村
や
小
規
模
な
疎
塊
村
し
か
推
定
し
得
な
か
っ
た
。

し
か
も
田
畠
が
必
ず
し
も
興
福
寺
雑
役
免
田
畠
に
限
ら
れ
る
わ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
。
）

は
な
い
事
は
勿
論
の
事
で
あ
る
か
ら
、
中
に
は
さ
ら
に
小
規
模
な
も

の
或
は
分
散
し
た
形
態
を
想
定
す
べ
き
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
延
久
二
年
以
後
に
お
け
る
集
村
化
現
象
を
推
定
せ

し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
本
節
に
お
い
て
は
、
集
村
化
が
畿
内
平
野
部
村
落
で
は

か
な
り
一
般
的
に
み
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

し
か
も
一
部
で
は
平
安
後
期
に
既
に
集
村
化
の
過
程
に
入
っ
て
い
た

村
落
の
存
在
し
た
事
も
証
明
し
た
。

　
2
　
集
村
化
の
随
伴
現
象

　
既
に
、
奈
良
・
平
安
期
の
村
落
形
態
を
具
体
的
に
吟
味
し
得
る
管

見
の
事
例
は
す
べ
て
検
討
し
終
え
た
。
そ
こ
で
存
在
の
明
ら
か
に
な

っ
た
村
落
形
態
は
孤
立
荘
宅
と
小
村
と
疎
塊
村
で
あ
っ
て
、
決
し
て

コ
ン
パ
ク
ト
な
集
村
で
は
な
か
っ
た
。
従
来
集
村
の
例
と
さ
れ
て
い

た
も
の
も
こ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
集
村
化
が
か
な
り
一
般
的
な

現
象
で
あ
っ
て
、
現
景
観
は
そ
の
結
果
で
あ
る
事
も
前
述
の
如
く
で

あ
る
。

　
し
か
し
一
方
、
奈
良
・
平
安
期
に
お
け
る
以
上
の
如
き
村
落
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
b
O
燈
）

は
決
し
て
一
括
で
き
る
よ
う
な
単
一
の
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
当

時
の
畿
内
村
落
が
既
に
か
な
り
の
地
域
差
を
有
し
て
い
た
事
を
改
め

て
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
平
安
後
期
に
お
い
て
早
く
も
集

村
化
の
途
上
に
あ
っ
た
櫟
庄
・
池
田
庄
等
は
そ
の
顕
著
な
事
例
で
あ

ろ
う
。
唯
畿
内
の
場
合
、
例
え
ば
集
村
化
現
象
が
み
ら
れ
、
そ
の
前

後
の
村
落
形
態
が
異
な
る
と
は
い
っ
て
も
、
村
落
を
さ
さ
え
る
の
は

い
ず
れ
も
条
里
プ
ラ
ン
に
規
制
さ
れ
た
耕
地
で
あ
り
、
平
安
後
期
の

場
舎
に
至
っ
て
は
中
世
末
の
戦
乱
程
に
顕
著
な
社
会
的
現
象
も
指
摘

　
　
　
　
（
悼
δ
）

さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
の
孤
立

荘
宅
・
小
村
・
疎
塊
村
と
い
っ
た
村
落
形
態
及
び
集
村
化
現
象
が
、
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景
観
（
地
域
）
発
展
の
中
に
占
め
る
位
置
付
け
と
そ
の
支
持
要
因
を

究
明
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
に
な
る
。
限
ら
れ
た
史
科
で
あ
り
、
原

因
と
結
果
は
峻
別
で
き
な
い
が
、
村
落
の
基
盤
で
あ
っ
た
耕
地
と
、

例
え
ば
郷
の
如
き
村
落
の
枠
組
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
多

少
と
も
こ
の
目
的
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
ω
　
不
安
定
耕
地
の
存
在
と
現
作
田
の
増
加

　
奈
良
・
平
安
期
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
る

べ
き
と
し
な
が
ら
も
、
先
に
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
す
な

わ
ち
、
現
在
は
農
耕
地
が
充
填
し
て
い
る
奈
良
盆
地
で
あ
る
が
、
平

安
期
に
は
し
ば
し
ば
非
耕
地
を
介
在
し
て
お
り
、
耕
地
そ
の
も
の
も

決
し
て
今
日
の
如
く
毎
年
繰
り
返
し
耕
作
さ
れ
る
よ
う
な
安
定
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
＝
）

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
視
点
や
事
例
は
異
な
る
が
、
前
述
の
戸
田
・

　
（
博
蔦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
配
も
。
）
　
　
　
　
　
（
悼
一
ε

吉
田
両
氏
の
他
、
原
島
礼
二
、
高
並
進
各
氏
も
類
似
の
現
象
に
論
及

し
て
い
る
。
平
安
期
の
農
民
は
、
奈
良
盆
地
に
お
い
て
す
ら
、
非
耕

地
を
介
在
し
た
、
し
か
も
常
に
再
開
発
の
努
力
を
要
す
る
多
く
の
不

安
定
耕
地
を
経
営
し
て
い
た
事
に
な
る
。
当
時
の
こ
の
よ
う
な
耕
地

上
に
孤
立
荘
宅
や
小
村
が
確
認
さ
れ
た
事
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
フ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
醸
U
）

ン
上
に
成
立
し
た
砺
波
散
村
の
農
家
と
耕
地
を
想
起
さ
せ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
畑
賀
晋
氏
に
よ
れ
ば
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か

け
て
の
耕
地
は
グ
ラ
イ
土
壌
群
の
部
分
か
ら
灰
色
土
壌
群
及
び
灰
褐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
δ
）

色
土
壌
群
に
及
ん
で
い
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
充
填
の
程
度
は
不
明

で
あ
る
が
、
古
墳
時
代
末
迄
に
は
一
応
盆
地
金
域
に
村
落
と
耕
地
が

分
布
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
前
述
の
弘
福
寺
領
の
事
例
も
奈
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
悼
羅
）

盆
地
の
約
五
六
％
を
占
め
る
灰
色
土
壌
群
の
部
分
に
あ
っ
て
、
地
形

・
地
割
形
態
の
み
な
ら
ず
土
壌
的
に
も
例
外
的
事
例
で
は
な
い
事
に

な
る
。
さ
ら
に
十
一
世
紀
に
は
荘
園
の
年
貢
が
段
別
三
斗
か
ら
五
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鰻
Q
。
）

へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
指
摘
や
、
二
毛
作
の
起
源
が
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
6
）

二
世
紀
初
頭
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
指
摘
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
前
述

の
如
き
平
安
期
の
耕
地
の
状
態
は
、
緩
慢
と
は
い
え
徐
々
に
上
昇
し

つ
つ
あ
っ
た
農
業
生
産
の
一
断
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。　

平
安
後
期
に
既
に
集
村
化
の
途
上
に
あ
っ
た
騰
落
の
場
合
、
集
村

化
が
乱
民
の
結
合
強
化
と
闘
連
し
て
い
た
が
、
同
時
に
そ
こ
で
は
農

業
経
営
の
発
展
も
認
め
ら
れ
る
。
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
に
は
「
常
荒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
爲
O
）

井
古
今
年
荒
十
二
町
七
段
二
百
七
十
二
歩
」
が
あ
っ
て
鄭
重
二
％
の

耕
作
率
で
し
が
な
か
っ
た
も
の
が
、
保
延
三
年
（
＝
三
七
）
に
は
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
博
一
）

八
一
％
、
現
作
田
三
三
晦
と
な
り
、
建
仁
三
年
に
至
れ
ば
さ
ら
に
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
悼
鵠
）

捷
し
て
三
四
町
二
段
二
四
〇
歩
の
現
作
田
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
経
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奈良・平安山の村落形態について（金田）

過
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
葉
大
寺
領
を
め
ぐ
る
政
治
的
動
向
を
も

考
慮
す
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
経
営
の
発
展
し
て

い
る
事
は
事
実
で
あ
り
、
集
村
化
現
象
が
生
産
力
の
高
ま
っ
た
耕
地

上
に
展
開
し
て
い
る
事
は
興
味
深
い
事
で
あ
る
。

　
ω
　
倭
名
抄
郷
の
緬
分
化

　
畿
内
平
野
部
に
お
い
て
耕
地
の
安
定
化
と
共
に
現
作
田
が
増
加
し

つ
つ
あ
り
、
一
部
で
は
集
村
化
が
進
行
し
て
い
た
事
の
判
明
し
た
平

安
後
期
に
は
、
律
令
制
下
の
郡
・
郷
の
土
地
制
度
史
的
な
解
体
と
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
器
湊
図
　
　
目
偉
諮
懸
㊦

超
製
襲
浅
駕 容

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
松
岡
久
人
氏
に
よ
る
郷
長
の
消
滅
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
鴇
）

れ
に
代
る
刀
禰
の
証
判
出
現
の
問
題
、
或
は
坂
本
三
三
氏
に
よ
る
別

　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
爬
心
）

名
制
立
の
指
摘
等
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
空
間
的
側
薗
が
明
ら
か

に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
令
制
郡
は
平
安
後
期
に
い
く
つ
か
に
細
分

さ
れ
る
よ
う
な
形
で
史
料
に
現
れ
、
服
部
氏
は
「
十
世
紀
中
頃
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
悼
悼
い
）

っ
て
歴
史
的
領
域
か
ら
歴
史
的
地
域
へ
と
転
化
し
た
」
と
す
る
。
さ

ら
に
そ
の
下
部
で
も
、
備
後
国
太
田
庄
に
お
い
て
高
重
氏
が
「
二
次

　
　
　
　
　
　
　
（
悼
8
）

郷
」
の
形
成
を
指
摘
し
、
水
津
氏
が
「
集
村
化
現
象
が
郷
か
ら
集
落

　
　
　
（
罵
鼠
乱
書
噂
凄
檎
訟
，
嚇
“
雨
脚
び
）

1

にト

期
晒

←旧 ‡
「阿

n
浅

鐙
紹

憲
糞

1
1
肖
冠
…

口

昌
冠

目
　㎏坙

1
i
モ際 r

嘔國輔 ヒ

口 泓
…

触 賢7塁
〔コ

1

×

、1

美

コ養1L帥　こ崇 L
癌

／

〉

謄
嶽

冒

隠≒ 摩

掴
　
田

①｛麺①狐．　　oご
懸

圏 ＼
淺

麟 〉
卜

箋 囲
爵

細

○
し

、

嫡

短
プ

、

慧
爵○○ 留

癌
｝

醗 藩

、門1

7塀 ○ i
l
l

婆
轟

堀

轟
i
l
賦レh

膨7
「
縄
ニ
ニ

1　L」

1横、こ

肱
職
出搬。㎏

瑳
（｝婚一tLt
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重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

　
平
安
期
の
畿
内
平
野
部
に
戻
ろ
う
。

第
4
3
図
は
大
和
国
平
群
郡
に

し　郡

て　に
い　那

珂
・
飽
波
・
夜
麻
・
坂
門
∵
額
田
・
平
群
の
六
郷
名
を
記
載

（障

B。

n
）

る
が
、
こ
の
内
の
額
田
・
飽
波
各
郷
が
東
西
に
分
割
さ
れ
て

レ
ベ
ル
へ
の
基
礎
地
域
の
緊
縮
、
す
な
わ
ち
中
世
以
降
に
お
け
る
惣

　
　
　
　
　
　
　
　
（
悼
博
刈
）

村
制
の
成
立
と
対
応
す
る
」
と
の
展
望
を
与
え
て
い
る
如
き
視
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蕗
c
o
）

お
け
る
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
興
福
寺
雑
役
免
坪
付
及
び
そ
の
前
後

　
　
（
悼
悼
O
）

の
売
券
類
に
よ
る
郷
学
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
倭
名
抄
に
は
平
群

第2表　平安遺文にみえる倭名抄以外郷名　（畿内）

倭　名　抄
以外川名

大鰐中郷
四生中郷
大楊生噛
山　　　郷

興福寺東郷

東大寺郷
坂　原　郷

秋篠　郷

郷
郷
郷
郷

国
原
瀬
間

穂
永
黄
水

万　弓　郷

福　溜　郷

坂合部郷
二　見　郷

二見南郷

遠津川郷

飽波東郷
飽波th郷
額田東郷
額田西郷
立　野　郷

油
滴
郷

倉
山
隈

麻
狭
四

郷
郷
郷
郷

市
源
鷲

　
　
刀

綺
有
大
鹿

小藥瓶懸
盤　田　郷

伏　見　郷

郷
郷
郷

轟
・

土
栗
栗

早 器

機　城　郷

水成瀬郷

萱　野　郷

初　見　史　料
平安遺文　巻一号

2巻
2

9

1e

5

6

6

7

2
4
俸
6
8
3

9

7
7
7
6

9
9
9
9
9
門
0
5
55
5
F
ひ
騨
O
1
65

ビ
」
ビ
」
ρ
0

10

10

2

8

326号
494

4884

補19
2027

2707

2827

3186

3e2

1339

2990

3916

1040

3596

3463

346S

3フ88

2459

464e

4640

4640

4640

464e

工973

1973

1973

1801

1998

1998

199B

O
J
2

8
2
2
9

　
2
1973

1801

1818

2628

4946

5055

623

4207

初見年

寛和3年
治安3

養和2
承暦4

天治2

久安6

久寿2

応保2

安和2
鋸保2
平治元

治承4

延久元

長保3

ヨ
ヨ
ヨ

安
安
元

仁
仁
安

永治2

延久2
延久2

延久5
延久2
延久2

ゆ
ひ
　
ヨ
　
ヨ

安
安
安

保
保
保

永久元

保安4

保安4

保安4

康保元

保元3

保安3

永久元

大治2

久安3

永保元

承安2

寛徳2

元暦元

晒暦）

987年
1023

！182

1080

1125

1150

1155

II62

969

1095

1！59

1180

1e69

1001

1168

1168

1177

1142

117e

1070

1170

107e

1070

1122

1122

1122

1113

1123

1ユ23

1123

4
1
8

6
5
9
1

　
1
1122

1113

1127

1147

1081

1172

1045

1184

所　　在　　地

大和国添上郡

　〃　添上郡

　tf　添上郡

　tr

〃　
〃
　
　
〃

添上郡

添上郡
添」二郡

〃　添上郡

11　
1
1

　
　
〃

　
　
　
〃

tr

lt

〃　
〃
　
　
〃

tr

〃　
〃
　
　
〃

　
　
　
〃

　
　
　
　
　
〃

山辺郡

山辺郡12条6黒

14条3塁

平群郡

平群郡

平群郡

平群郡

平群郡

山日岡久世郡

〃　久世郡

〃　久世郡

〃　
〃
　
　
〃

　
　
　
1
1

獺楽郡

稲楽郡

相楽郡

相楽郡

〃　宇治郡

〃　宇治郡

tt

〃　
〃
　
　
〃

紀伊郡

河内国河内郡

河内国N川郡

摂津罵島上郡

摂津国

備考：池辺翻：和名類聚二郷名匠認（二二1年）により下詑を醸いた。

　　　1．窩山寺本に「楢中郷」刊本にr猶郷」とあるのでその両者
　　　2．平安遺文に「下辺郷」とあるも「下島郷」とも「下鳥郷」とも判読可という。
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奈良・平安期の村落形態について（金国）

各
々
第
4
3
図
の
如
く
ま
と
ま
り
を
有
し
、
新
し
く
立
野
郷
も
出
現
す

る
。
境
域
の
点
に
つ
い
て
は
速
断
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
倭
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
一
）

抄
の
郷
が
九
世
紀
前
半
頃
の
政
治
単
位
を
示
す
こ
と
は
認
め
て
も
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
悼
q
o
悼
）

い
で
あ
ろ
う
し
、
足
利
氏
に
よ
る
郷
倉
の
指
摘
を
も
考
慮
す
れ
ば
何

ら
か
の
地
域
的
な
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
い
た
可
能
性
も
高
い
。
そ

の
倭
名
抄
郷
が
第
4
3
図
の
如
く
変
化
し
、
比
較
的
小
範
囲
と
な
り
、

明
確
な
境
域
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
事
が
注
目
さ
れ
る
。

　
し
か
も
、
類
似
の
現
象
は
、
第
2
表
に
示
し
た
如
く
畿
内
各
所
に

　
　
（
鵠
も
。
）

散
見
す
る
。
平
安
遺
文
収
録
文
書
に
み
え
る
こ
の
よ
う
な
倭
名
抄
以

外
の
書
名
に
は
、
平
群
郡
に
お
け
る
如
き
郷
レ
ベ
ル
の
変
化
を
反
映

し
た
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
大
岡
中
郷
は
、
大
岡
郷

の
一
部
の
充
填
と
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
が
、

前
述
の
如
く
大
岡
中
郷
が
櫟
庄
付
近
に
比
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ

こ
は
平
安
後
期
に
ま
さ
し
く
農
業
経
営
が
進
展
し
、
集
村
化
が
進
行

し
て
い
た
場
所
で
あ
る
。

　
や
は
り
集
村
化
の
途
上
に
あ
っ
た
池
田
庄
の
黒
藻
で
も
事
清
は
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
ε

評
す
る
。
延
久
二
年
興
福
寺
雑
役
免
坪
付
に
み
え
る
池
田
庄
田
畠
は

添
上
郡
二
条
三
・
四
里
及
び
三
条
三
・
四
里
に
分
布
し
、
村
落
形
態

も
前
述
の
よ
う
に
散
村
も
し
く
は
い
く
つ
か
の
小
村
し
か
想
定
で
き

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
二
条
四
里
内
に
ほ
ぼ
円
田
化
し
た
文
治
二
年

目
＝
八
六
）
の
池
田
庄
で
は
、
中
央
に
疎
塊
村
が
出
現
し
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
9
）

庄
域
の
緊
縮
と
集
村
化
現
象
が
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
平
安
期

の
集
村
化
が
一
部
の
し
か
も
ま
だ
完
結
し
て
い
な
い
現
象
で
あ
っ
た

事
は
前
述
の
各
事
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
郷
が
分
割
さ
れ
、
空
間

的
に
小
規
模
化
し
て
い
っ
た
と
は
い
っ
て
も
、
第
4
3
図
か
ら
も
窺
え

る
如
く
、
そ
の
範
囲
は
ま
だ
ま
だ
広
大
で
あ
る
。

　
本
節
に
お
い
て
、
一
部
推
測
を
も
混
じ
え
つ
つ
検
討
し
た
耕
地
及

び
郷
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
他
日
改
め
て
詳
細
な
研
究
を
加
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
の
孤
立

荘
宅
・
小
村
・
疎
塊
村
と
い
っ
た
村
落
形
態
及
び
集
村
化
現
象
が
景

観
発
展
の
中
に
占
め
る
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
は
達
し

得
た
と
考
え
る
。

結

骨玉
ロロ

　
以
上
、
従
来
の
村
落
形
態
研
究
に
お
け
る
景
観
把
握
の
問
題
点
を

指
摘
し
、
そ
れ
を
克
服
し
つ
つ
具
体
的
事
例
を
追
求
し
て
き
た
。
実

証
さ
れ
た
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
は
殊
更
結
語
を
必
要
と
し
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
奈
良
・
平
安
期
の
畿
内
平
野
部
に
は
孤
立
荘
宅
・
小
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村
・
小
規
模
な
疎
塊
村
が
か
な
り
一
般
的
に
存
在
し
た
事
が
判
明
し

た
。
従
来
集
村
と
解
さ
れ
て
い
た
も
の
も
こ
の
例
外
で
は
な
く
、
管

見
の
事
例
に
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
村
は
見
い
出
し
得
な
か
っ
た
。
集
村

化
現
象
が
む
し
ろ
普
逼
的
な
も
の
で
あ
り
、
既
に
平
安
後
期
に
そ
の

途
上
に
あ
っ
た
事
例
も
確
認
し
た
。
以
上
の
如
き
村
落
形
態
と
そ
の

変
遷
が
占
め
る
景
観
（
地
域
）
発
展
の
中
の
位
置
付
け
も
得
ら
れ
た
。

　
も
と
よ
り
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
景
観
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
解
明

の
為
に
は
、
さ
ら
に
多
方
面
か
ら
の
分
析
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

（
博
蝉
①
、
　
◎
）

し

①
三
皇
N
¢
昌
－
鋭
”
9
ミ
§
胸
恥
§
乱
』
鱒
ミ
§
い
§
銚
ミ
Ψ
玉
高
恥
ミ
こ
ミ
嚇
畑
§
§
ミ

　
9
お
ミ
ミ
四
§
§
y
糺
ミ
閑
ミ
§
曜
葡
窃
ミ
嚇
ミ
℃
霊
噛
§
§
§
ミ
い
習
起
§
噂
H
G
o
り
伊

　
　
以
下
の
考
察
に
関
連
す
る
限
り
に
お
い
て
も
、
米
倉
工
郎
氏
（
『
集
亜
の
集
落
』

　
三
一
頁
～
三
七
頁
、
昭
和
三
十
五
年
）
の
紹
介
の
他
、
後
述
水
津
一
朗
氏
の
論
考

　
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

②
水
津
一
朗
「
形
態
と
発
生
」
（
木
内
信
蔵
・
西
川
治
編
『
地
理
学
総
論
』
〔
朝
倉
，

　
地
理
学
講
座
1
〕
所
収
、
昭
和
四
二
年
）
。

③
水
津
　
朗
「
中
琶
ヨ
…
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
村
落
と
耕
地
に
つ
い
て
一
農
牧
混

　
合
地
域
に
お
け
る
『
基
礎
地
域
』
の
内
部
構
造
に
関
す
る
村
落
地
理
学
i
」
（
『
京

　
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
　
○
、
昭
和
四
【
年
）
。

④
坂
口
慶
治
「
廃
村
（
≦
9
嘗
ロ
σ
q
）
の
研
究
」
（
『
人
文
地
理
』
二
〇
巻
六
号
、
昭

　
和
四
三
年
）
。

　
　
浮
田
典
良
『
北
西
ド
イ
ツ
農
村
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
三
四
頁
～
三
穴
頁
、

　
昭
和
四
五
年
。

⑤
水
津
一
朗
、
前
掲
②
。

⑥
拙
稿
「
砺
波
平
野
に
お
け
る
中
世
滞
発
と
表
士
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
若
干
の

　
考
察
」
（
『
人
文
地
理
』
二
二
巻
四
号
、
昭
和
四
五
年
）
。

⑦
置
。
く
。
巳
察
＝
＝
二
■
…
⇔
ぴ
。
・
ン
R
。
二
δ
音
同
；
【
乙
摩
。
ぼ
。
ヨ
。
血
窪
G
。
δ
巳
§
α
・
ω
馳

　
σ
q
8
σ
q
門
印
も
三
ρ
嚢
恥
奪
§
曽
＝
。
津
■
b
。
・
一
8
メ

⑧
○
。
。
三
鋒
。
さ
ρ
旧
∪
鳶
N
ミ
馬
織
ミ
9
轟
ミ
導
軸
鵯
ミ
q
濤
奪
§
ぎ
～
レ
0
8
・

　
　
水
津
一
朗
「
シ
ュ
リ
ー
タ
ー
と
文
化
景
観
の
形
態
学
」
（
『
地
理
』
入
巻
一
二
号
、

　
昭
和
三
八
年
）
。
水
津
一
餅
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
地
理
学
の
特
質
…
ー
シ
ュ
リ

　
ー
タ
ー
の
地
理
学
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
歴
史
地
理
学
紀
要
互
一
本
質
と
方
法

　
－
』
所
収
、
昭
和
三
四
年
）
。

⑨
水
津
　
朗
『
桂
会
集
団
の
生
活
空
間
i
そ
の
社
会
地
理
学
的
研
究
一
』
三

　
八
七
頁
～
四
四
六
頁
、
昭
和
四
四
年
、
及
び
前
掲
②
、
⑧
。

⑩
藤
岡
謙
二
郎
『
先
史
地
域
及
び
都
市
域
の
研
究
1
…
地
理
学
に
お
け
る
地
域
変

　
遷
史
的
研
究
の
立
場
一
』
四
二
頁
～
五
五
頁
、
昭
和
三
〇
年
。

⑪
谷
岡
武
雄
『
平
野
の
地
理
i
平
野
の
発
達
と
開
発
に
関
す
る
比
較
歴
史
地
理

　
学
方
法
論
一
』
七
…
頁
～
一
〇
二
頁
、
昭
和
三
八
年
。

⑫
　
米
倉
一
　
郎
「
農
村
計
画
と
し
て
の
灸
里
鰯
－
我
国
中
古
の
村
落
と
其
耕
地
i
」

　
（
『
地
理
論
叢
』
第
一
輯
、
昭
和
七
年
）
。

　
　
米
倉
二
郎
「
律
令
隠
代
初
期
の
村
落
…
三
十
戸
一
里
に
就
い
て
一
」
（
『
地

　
理
菰
欄
叢
』
第
二
輯
、
　
昭
和
八
コ
口
。

⑬
一
　
小
牧
膨
入
鯨
州
『
ル
兀
山
人
地
顎
口
学
研
鹿
九
』
四
〇
～
一
（
）
山
ハ
｝
日
ハ
、
　
昭
聯
一
一
蒼
十
。

⑭
　
例
え
ば
、
“
計
画
村
に
お
け
る
原
理
的
宅
地
割
”
　
（
『
集
落
の
歴
史
地
理
』
二
〇

　
頁
）
、
〃
原
理
的
宅
地
区
麺
”
　
〃
条
里
村
落
の
理
想
型
”
（
『
東
亜
の
㎞
集
落
』
　
一
六
五

　
～
一
七
〇
頁
）
な
ど
。

⑮
　
谷
岡
武
雄
「
古
代
村
落
に
於
け
る
条
里
綱
の
諸
問
題
一
歴
史
地
理
学
よ
り
観

　
た
る
古
代
村
落
1
」
（
『
立
命
館
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
文
学
篇
』
所
収
、

　
昭
和
二
五
年
）
。
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奈良・平安期の村落形態について（金田）

⑯
藤
岡
謙
二
郎
『
日
本
歴
史
地
理
序
説
』
一
四
七
～
一
五
二
頁
、
昭
和
三
七
年
。

⑰
　
堀
部
日
出
男
「
大
和
環
濠
聚
落
の
史
的
研
究
」
（
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
紀
要

　
考
士
H
学
弘
醐
孜
第
－
鮒
』
詐
川
収
、
　
㎜
脳
和
二
山
ハ
庸
十
）
。

⑱
藤
岡
謙
二
郎
、
前
掲
⑯
、
　
五
二
～
一
八
三
頁
。

漁
｝
渡
辺
澄
夫
「
環
濠
集
落
の
形
成
と
郷
村
鱗
と
の
関
係
f
大
乗
院
領
大
和
国
若

　
槻
庄
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
史
学
研
究
』
五
〇
号
、
昭
和
二
八
年
）
。

　
　
但
し
、
以
下
は
、
同
氏
『
増
訂
畿
内
庄
園
の
基
礎
購
造
・
下
』
、
昭
和
四
五
年
、

　
に
よ
っ
た
。

⑳
水
津
一
朗
「
中
世
に
．
お
け
る
集
村
化
現
象
（
発
表
要
旨
ご
（
『
人
文
地
銀
」
一
七

　
巻
四
号
、
昭
和
四
〇
年
）
。

　
　
小
林
健
太
郎
「
中
繊
」
（
藤
津
謙
二
郎
編
『
歴
史
地
理
学
』
、
〔
朝
倉
地
理
学
講

座
7
〕
所
収
、
昭
和
四
二
年
）
。

⑳
　
岸
俊
男
「
古
代
村
落
制
度
の
問
題
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
三
、
昭
和
二
五
年
）
。

㊧
　
宮
本
救
「
古
代
村
落
社
会
研
究
史
i
家
族
・
構
成
・
土
地
関
係
i
…
中
・
下
」

　
（
『
歴
史
教
育
』
四
巻
七
・
八
号
、
昭
和
三
一
年
）
。

㊧
　
島
田
次
郎
「
二
本
中
世
村
落
史
研
究
の
課
題
と
方
法
」
（
同
氏
編
『
日
本
中
世
村

　
落
史
の
研
究
』
所
収
、
昭
和
四
一
年
）
。

⑳
　
渡
辺
久
雄
『
条
里
制
の
研
究
』
～
〇
九
～
～
｝
○
頁
、
昭
和
四
三
年
）
。

㊧
　
奥
田
真
啓
「
荘
園
前
村
“
借
の
構
造
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
五
八
巻
三
号
、

　
昭
和
二
四
年
）
。

⑯
　
第
2
8
図
参
照
。

⑳
　
阿
部
猛
「
平
安
時
代
に
お
け
る
畿
内
荘
園
の
構
造
一
東
大
寺
傾
大
和
国
櫟
庄

　
i
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
一
七
、
昭
和
　
二
三
年
）
。

　
　
泉
谷
康
夫
「
東
大
出
マ
領
事
庄
に
つ
い
て
　
上
・
下
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
｝
二
〇
、

　
一
二
二
、
　
昭
制
和
一
二
六
、
　
一
二
七
年
）
。

㊧
　
渡
辺
澄
夫
『
畿
内
庄
園
の
基
礎
構
造
・
上
』
八
一
～
一
〇
銭
買
、
昭
和
四
五
年
。

　
　
島
田
次
郎
「
畿
内
荘
園
に
お
け
る
中
世
村
落
一
大
乗
院
領
大
和
國
掲
雲
荘
を

　
中
心
と
し
て
ー
ー
」
（
宝
据
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
会
議
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究

　
古
代
中
世
編
』
所
収
、
昭
和
四
二
年
）
。

㊧
　
水
津
～
朗
、
前
掲
⑳
。

　
　
小
林
健
太
郎
、
前
掲
⑳
。

趣
　
　
『
平
安
遣
直
』
二
巻
四
四
四
号
。

⑳
　
泉
谷
康
夫
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
畠
制
度
」
（
『
史
林
』
四
五
巻
五
号
、
昭
和
三

　
七
年
）
。

働
　
『
平
安
遺
文
』
一
～
巻
四
四
四
号
。

　
　
『
平
安
端
黒
』
二
巻
四
七
三
号
。

⑭
　
『
平
安
遺
文
』
三
巻
穴
八
三
号
。

⑯
　
　
『
平
安
遺
文
』
三
巻
一
〇
八
九
号
。

　
　
吉
田
晶
「
平
安
期
…
の
開
発
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」
（
『
史
林
』
四
八
巻
六
号
、

　
昭
和
四
〇
年
）
。

⑰
　
戸
田
芳
実
「
中
世
初
期
農
業
の
一
特
質
一
見
作
と
年
荒
を
め
ぐ
っ
て
i
」

　
（
論
史
会
編
『
國
史
論
集
一
』
所
収
、
昭
和
一
．
一
四
年
）
。

脚
⑯
　
大
井
重
二
郎
『
平
城
京
と
条
坊
制
度
の
研
究
』
一
七
三
～
二
〇
一
頁
、
昭
和
四

　
一
年
）
。

禽
…
売
券
を
集
中
的
に
と
り
あ
げ
た
も
の
と
し
て
は
例
え
ば
次
の
如
き
論
文
が
あ
る
。

　
　
坂
本
賞
三
「
八
・
九
世
紀
の
売
愚
分
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
史
学
研
究
』
七
〇
、

　
昭
和
三
三
年
）
。
菊
地
展
明
「
古
代
の
土
地
売
買
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
四
八
巻

　
二
号
、
昭
和
四
〇
年
、
瞬
四
九
巻
四
・
五
号
、
昭
和
四
一
年
）
。
　
藤
井
一
一
…
「
平

　
安
楽
代
の
土
地
売
買
に
つ
い
て
」
（
『
熊
本
歴
史
』
二
七
～
号
、
昭
和
四
五
年
）
。

　
　
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
、
三
々
の
史
料
の
示
す
具
体
的
な
家
地
そ
の
も
の

　
が
問
題
と
と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
、
次
の
二
論
文
の

　
傾
向
は
注
目
さ
れ
る
。

　
　
戸
田
芳
実
「
律
令
調
下
の
『
宅
』
の
変
動
」
　
（
岡
自
著
『
臼
本
領
主
制
成
立
史

　
の
研
究
』
七
四
～
二
三
頁
、
昭
和
四
二
年
）
。
母
俊
男
「
家
・
戸
・
保
」
（
『
律
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令
国
家
と
貴
族
社
会
』
所
収
、
昭
和
四
四
年
）
。

⑳
　
福
山
敏
男
「
山
城
国
葛
野
郡
の
条
里
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
地
理
』
七
一
巻
照
号

　
昭
和
＝
二
年
）
。

⑳
　
米
倉
二
郎
「
山
城
の
条
里
と
平
安
京
」
（
『
史
林
』
三
九
巻
三
号
、
昭
和
三
一
年
）
。

⑫
　
宮
本
救
「
山
門
城
嗣
四
曲
掲
野
郡
班
田
図
に
つ
い
て
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
六
巻
三
号
、

　
昭
瀦
三
四
年
）
。

⑬
　
福
山
説
で
は
「
四
ノ
坪
」
に
四
・
十
四
・
［
…
十
四
・
三
十
四
坪
の
い
ず
れ
も
該

　
当
せ
ず
、
　
「
六
ノ
坪
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
第
1
図
の
如
く
修
正
す
れ
ば

　
前
者
に
瞬
坪
、
後
者
に
十
六
坪
が
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

⑭
　
　
『
平
安
遺
文
』
　
一
巻
一
ぬ
ハ
八
口
写
。

⑮
　
家
地
で
は
な
い
が
、
後
年
同
坪
内
に
「
畠
、
一
段
　
八
○
歩
」
が
存
在
し
た
事

　
が
見
え
る
（
寛
仁
三
年
十
～
月
廿
日
、
『
平
安
遺
文
』
二
巻
四
八
二
号
）
。
し
か
し

　
さ
ら
に
長
寛
二
年
に
は
（
『
平
安
遺
文
』
七
巻
三
二
九
四
号
）
同
坪
内
に
、
本
文
家

　
地
面
稜
と
同
様
の
四
段
二
四
〇
歩
の
鼠
を
は
じ
め
、
一
段
一
八
○
歩
、
一
段
二
四

　
〇
歩
の
各
畠
が
あ
っ
て
若
干
の
疑
問
が
残
る
が
、
本
文
の
如
く
解
し
て
誤
り
な
い

　
と
思
わ
れ
る
。

⑯
『
平
安
遺
文
臨
二
巻
四
七
〇
号
。

⑰
　
こ
の
他
同
坪
内
に
は
、
二
段
の
田
地
粗
博
状
（
『
平
安
遺
文
』
二
巻
四
五
四
号
）
。

　
及
び
畠
二
段
と
地
目
不
明
の
一
段
二
三
〇
歩
を
記
す
長
寛
二
年
の
文
書
（
『
平
安
遺

　
文
』
七
巻
三
二
九
四
号
）
が
あ
る
。

　
　
例
え
ば
、
仮
り
に
四
至
記
載
に
あ
る
私
領
が
家
地
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
段

　
二
三
〇
歩
の
周
辺
に
各
一
区
ず
っ
と
、
寛
弘
七
年
の
二
段
で
坪
内
の
ほ
と
ん
ど
が

　
占
め
ら
れ
る
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑱
　
岸
俊
男
「
家
・
戸
・
保
」
（
『
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
所
収
、
昭
和
四
四
年
）
。

⑲
　
　
『
平
安
遺
文
』
四
巻
一
七
二
八
号
。

⑳
　
福
山
敏
男
、
前
掲
⑳
。

⑪
　
既
に
岸
俊
男
氏
に
よ
る
家
地
配
豊
玉
試
図
（
前
掲
㊥
）
が
あ
る
が
、
北
家
の
四

　
至
に
あ
る
蕗
と
南
が
入
れ
代
わ
っ
て
い
る
為
に
事
実
と
は
栢
擬
す
る
。

⑫
　
こ
の
他
、
『
平
安
註
文
』
一
巻
九
三
号
文
書
の
示
す
家
地
も
同
坪
の
も
の
で
あ

　
る
が
、
既
に
岸
氏
の
指
摘
に
あ
る
如
く
（
前
掲
⑱
）
、
3
A
・
C
の
家
地
と
重
複
す

　
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
　
米
倉
二
郎
、
前
掲
⑪
。

＠
　
須
磨
千
頴
「
山
繊
国
紀
伊
郡
の
条
里
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
五
巻
四
号
、

　
昭
和
三
一
年
）
。

⑯
　
国
土
地
理
院
『
二
万
五
千
分
野
一
土
地
条
件
図
・
京
都
南
部
』
。

⑯
　
5
1
｛
河
春
村
考
証
・
水
戸
彰
考
論
蔵
「
山
城
国
山
科
郷
古
図
」
（
『
歴
史
地
理
』
三

　
巻
八
号
、
明
治
三
四
年
）
。

⑰
藤
田
明
「
山
城
園
山
科
郷
古
図
鑑
考
」
（
『
歴
史
地
理
』
五
巻
三
、
四
、
五
号
、

　
明
治
一
二
六
年
）
。

嬢
　
足
利
健
亮
「
律
令
晴
代
に
お
け
る
郡
家
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
－
遺
阯
の
探

．
究
と
復
原
の
試
み
一
」
（
『
歴
史
地
理
学
紀
要
V
I
考
古
地
理
学
一
』
所
収
、

　
昭
和
三
八
年
）
。

⑲
　
田
村
吉
永
「
山
斌
国
宇
治
郡
の
条
里
坪
付
と
醍
醐
御
陵
の
兆
域
に
つ
い
て
」

　
（
『
史
　
と
美
術
』
二
七
輯
二
七
七
号
、
昭
和
三
二
年
）
。

⑳
　
岸
俊
男
、
前
掲
⑱
。

⑳
　
但
し
、
戸
田
芳
実
氏
に
よ
れ
ば
（
『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
八
一
～
八
三

　
頁
）
、
「
熟
地
」
は
家
地
内
の
耕
地
を
示
す
と
い
う
。

⑫
　
秋
山
日
出
雄
「
大
和
国
条
里
推
定
復
原
図
」
（
『
図
説
臼
木
文
化
史
大
系
3
奈

　
良
特
代
』
所
収
、
昭
和
三
一
年
）
。
「
条
里
制
地
割
の
施
行
起
源
－
大
和
南
部
条

　
里
の
復
原
を
手
掛
り
と
し
て
i
」
（
『
日
本
古
文
化
論
致
』
所
収
、
昭
和
四
五
年
）
。

⑳
　
　
『
平
｛
女
番
ぬ
文
』
九
巻
四
穴
綴
一
九
・
四
六
四
〇
口
万
。

㊧
　
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
　
上
巻
』
、
明
治
三
三
年
。

　
　
但
し
、
同
書
は
檎
中
郷
を
旧
佐
保
村
か
ら
旧
奈
良
坂
村
付
近
に
比
定
し
て
い
る
。

⑳
　
泉
谷
康
夫
「
公
田
変
質
の
一
考
察
」
（
『
歴
史
評
論
』
一
〇
六
号
、
昭
和
三
四
年
）
。
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奈良・平安期の村落形態について（金田）

⑳
　
『
平
安
遣
文
』
三
巻
｝
〇
二
八
号
。

⑰
　
『
平
安
遺
文
』
五
巻
一
八
八
○
号
。

　
　
『
平
安
遺
文
』
五
巻
二
四
〇
九
号
。
　
・

　
　
『
平
安
遣
文
』
九
巻
四
六
三
九
・
四
六
四
〇
号
。

⑳
　
『
平
安
遺
文
』
九
巻
四
六
三
九
・
四
六
四
〇
号
。

⑳
　
例
え
ば
『
平
安
遺
文
』
二
巻
｝
一
＝
号
、
四
巻
一
七
四
六
号
、
五
巻
　
八
一

　
二
号
、
｛
八
　
三
号
、
二
二
＝
小
田
、
七
巻
三
四
四
［
号
等
。

⑫
　
　
『
平
安
連
文
』
四
巻
＝
｝
…
七
四
号
。

⑬
　
『
平
安
遣
文
』
四
巻
＝
こ
七
四
号
。

　
　
但
し
、
　
「
地
二
段
百
廿
歩
」
と
記
載
し
て
い
る
の
で
、
1
5
C
文
書
等
と
重
複
す

　
る
土
地
の
可
能
性
も
あ
る
。

⑭
　
『
平
安
遺
文
』
四
巻
｝
七
四
六
号
。

㊧
　
　
『
平
安
遺
文
』
五
巻
一
八
一
三
号
。

⑳
　
　
『
平
安
遺
文
』
七
巻
三
四
四
　
号
。

｛
⑰
　
　
『
平
｛
女
遺
文
』
四
巻
　
七
四
六
口
写
。

⑱
第
4
3
図
参
照
。

⑲
　
秋
山
口
口
出
雄
、
晶
崩
掲
｛
ハ
ニ
。

　
　
推
定
プ
ラ
ン
を
点
線
で
示
し
て
あ
る
。

⑳
　
服
部
昌
之
「
奈
良
盆
地
西
部
の
小
条
里
区
」
（
『
F
・
H
・
G
』
　
三
、
昭
和
四

　
四
年
）
。

⑳
　
　
『
平
安
遺
文
』
九
巻
四
｛
ハ
＝
「
九
・
四
⊥
ハ
四
〇
階
写
。

㊥
　
　
『
平
｛
女
遺
文
』
四
巻
一
六
六
四
m
写
。

⑳
　
事
例
6
同
様
、
こ
こ
で
も
「
熟
地
」
内
に
建
物
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な

　
い
。

⑭
　
『
平
安
遺
文
』
穴
巻
二
六
五
二
号
。

　
　
柱
間
が
「
五
問
」
の
板
屋
は
か
な
り
大
き
な
建
物
と
推
定
さ
れ
、
し
か
も
同
一

　
規
模
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
二
区
の
家
地
に
一
宇
ず
っ
と
考
え
る
の
が
霞
然
の
よ

　
う
に
思
わ
れ
る
。

＄
　
『
平
安
遺
文
』
二
巻
四
五
一
号
。

⑰
　
例
え
ば
「
同
坪
北
辺
池
内
三
段
」
　
（
二
巻
四
七
穴
号
）
を
「
同
坪
北
へ
池
内
三

　
段
」
（
二
巻
四
八
五
月
目
と
表
現
し
て
い
る
如
き
で
あ
る
。

趣
　
谷
岡
武
雄
「
士
口
野
川
流
域
に
お
け
る
条
軍
〔
（
藤
…
岡
謙
二
郎
編
『
河
谷
の
歴
史
地

　
理
i
櫛
田
川
・
紀
ノ
川
流
域
』
所
収
、
昭
和
三
三
年
）
。

鐙
　
谷
岡
氏
（
前
掲
母
）
は
吉
野
川
北
岸
に
つ
い
て
「
里
は
北
の
郡
境
よ
り
南
へ
数

　
え
進
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
南
崇
に
つ
い
て
「
条
は
東
の
郡
境
よ
り
西
へ
、

　
里
は
各
条
毎
に
南
よ
り
北
へ
数
え
進
ん
だ
可
能
性
が
多
い
」
と
し
て
い
る
。

⑳
計
一
五
通
の
栄
山
寺
牒
に
み
え
る
各
坪
の
最
大
田
積
を
と
っ
た
。
次
に
『
平
安

　
遺
文
』
の
史
料
番
号
を
記
し
て
お
く
。
三
四
一
、
三
五
九
、
四
四
三
、
四
五
一
、

　
四
七
一
、
四
七
八
、
四
八
四
、
五
〇
三
、
五
一
六
、
五
七
二
、
五
九
五
、
六
三
八
、

　
六
八
四
、
七
一
…
四
、
九
二
五
号
。

⑪
　
こ
の
推
定
は
重
阪
峠
・
佐
味
峠
と
い
っ
た
地
名
と
も
、
又
佐
味
条
と
重
坂
条
に

　
約
一
里
の
ズ
レ
が
あ
る
の
は
現
喜
界
と
も
矛
盾
し
な
い
。
さ
ら
に
佐
味
条
七
里
に

　
関
す
る
記
載
の
中
に
「
河
北
御
寺
東
西
＃
小
寺
前
合
五
段
半
」
（
『
平
安
遺
文
』
三

　
四
　
男
）
、
「
寺
内
」
（
四
七
八
号
）
、
「
寺
廻
」
（
七
二
四
号
）
と
い
っ
た
記
載
が
あ

　
り
、
そ
れ
ら
が
栄
山
寺
に
闘
連
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
栄
山
並
の
位
置
と
も
矛
盾

　
し
な
い
。
重
坂
条
五
里
に
記
載
す
る
（
三
五
九
号
）
「
大
炊
屋
西
」
、
「
御
倉
西
」
、

　
「
大
門
橋
本
国
」
、
　
「
御
塔
東
」
と
い
っ
た
記
載
の
意
殊
が
不
明
で
あ
る
こ
と
も
付

　
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
以
上
の
推
定
を
根
底
か
ら
覆
え
す
も
の
で
は
な
い

　
で
あ
ろ
う
。
　
「
宇
智
郡
阿
随
郷
蔵
野
村
佐
味
条
七
里
十
坪
四
段
百
歩
」
　
（
三
五
九

　
号
）
と
い
う
記
載
が
あ
っ
て
佐
味
野
七
里
の
内
の
少
な
く
と
も
「
部
が
鵬
野
村
に

　
当
時
属
し
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
第
3
9
・
4
0
図
で
推
定
し
た
佐
味
条
六
里
か
ら
七

　
里
の
部
分
に
か
け
て
が
現
在
の
五
条
市
宇
野
町
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
こ
の
こ

　
と
は
傍
証
さ
れ
る
。

⑳
　
藤
岡
謙
二
郎
「
条
里
舗
地
割
と
現
在
の
景
観
と
の
問
題
」
（
藤
岡
謙
二
郎
編
『
畿
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内
歴
史
地
理
研
究
』
所
収
、
昭
和
三
三
年
）
。

　
　
既
に
嗣
文
書
に
よ
る
景
観
推
定
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
H
及
び
、
甘
文
書
に
つ
い
て
は
戸
田
芳
実
『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
八

　
四
～
八
五
買
、
昭
和
四
二
年
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
工
文
書
に
は
条
里
の
記
載
が
あ
る
が
、
谷
岡
武
雄
氏
（
『
平
野
の
開
発
『
三
〇
～

　
三
四
頁
、
昭
和
三
九
年
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
誤
記
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

　
し
か
も
里
は
固
有
名
詞
で
あ
り
、
具
体
的
検
討
を
控
え
た
。

⑳
　
既
に
戸
田
芳
実
氏
が
と
り
あ
げ
て
い
る
（
『
日
本
領
滋
制
成
立
史
の
研
究
』
七
八

　
～
七
九
頁
ふ
昭
和
四
二
年
）
。

　
　
同
氏
に
従
っ
て
「
椋
壱
宇
草
歴
瀬
頭
」
を
「
畠
地
弐
段
」
の
内
に
推
定
し
た
。

　
こ
の
売
岬
に
は
「
墾
田
伍
段
」
を
伴
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
「
大
原
｝
条
三
里
廿
一
こ

　
坪
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
「
畠
地
」
も
そ
の
付
近
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

　
が
、
近
江
国
坂
田
郡
大
原
郷
の
比
定
さ
れ
一
〇
．
山
東
町
旧
大
原
村
付
近
は
山
間
の
小

　
盆
地
で
あ
り
条
里
遣
構
も
断
片
的
で
あ
っ
て
こ
れ
以
上
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な

　
い
。
　
（
服
部
昌
之
「
条
里
の
分
布
形
態
に
つ
い
て
1
近
江
湖
北
三
郡
条
里
の
再

　
検
討
一
」
（
『
史
景
舗
三
五
・
三
六
合
併
号
、
昭
和
四
二
年
）
に
よ
る
）
。

⑭
　
噛
膿
…
園
一
驚
瑚
秘
『
桶
嘱
補
R
呈
不
提
家
山
人
』
四
一
山
ハ
～
四
二
一
頁
、
㎜
哨
和
一
二
年
。

⑮
同
一
地
で
同
＝
凹
積
の
も
の
を
一
ヵ
所
と
し
て
数
え
た
。
従
っ
て
2
2
A
文
書
の

　
如
き
複
数
の
農
家
の
推
定
さ
れ
る
場
合
も
一
ヵ
所
と
し
て
い
る
。

鐙
　
石
村
亮
司
氏
は
庶
民
や
そ
の
居
宅
を
示
す
語
と
し
て
「
否
姓
盧
舎
・
百
姓
舎
屋

　
・
百
姓
宅
」
等
を
あ
げ
て
い
る
（
「
天
武
紀
の
『
毎
家
作
仏
舎
』
に
つ
い
て
」
（
『
日

　
本
歴
史
臨
五
八
号
、
昭
和
二
八
年
に
よ
る
）
。
又
、
東
大
寺
開
田
図
に
記
載
さ
れ

　
て
い
る
「
上
姓
」
の
語
も
同
様
に
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。

⑰
　
虎
尾
俊
哉
『
班
田
収
授
法
の
研
究
』
二
八
　
～
二
九
〇
頁
、
昭
和
三
六
年
。

⑱
　
『
令
義
解
』
巻
三
（
新
訂
増
補
霞
史
大
系
）
　
一
〇
頁
。

⑳
　
　
『
拾
芥
抄
』
（
『
増
訂
故
実
叢
書
』
）
に
「
凡
一
条
之
三
田
二
四
坊
一
～
島
之
内
有
二

　
十
六
町
騨
十
六
町
之
内
面
二
四
保
二
町
之
内
匠
二
四
行
二
行
之
内
有
二
八
門
∵
一
戸

　
至
二
長
十
丈
弘
五
丈
幽
」
と
あ
る
。
条
坊
の
「
町
と
条
里
｝
町
と
の
差
を
考
慮
し
て

　
も
大
綱
は
変
ら
な
い
。

⑳
　
米
倉
二
郎
、
前
掲
⑫
。

　
　
米
倉
説
の
証
明
の
際
に
は
径
溝
網
か
ら
宅
地
割
が
推
定
さ
れ
た
⑩
し
か
し
例
え

　
ば
旧
藩
里
村
に
関
す
る
限
り
、
宅
地
面
駿
は
四
行
聖
像
と
い
っ
た
一
町
を
偶
数
に

　
割
っ
た
結
果
の
反
映
と
み
る
よ
り
は
、
五
筆
が
配
列
す
る
半
折
型
地
割
の
反
映
と

　
み
ら
れ
る
可
能
性
の
方
が
大
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
三
二
歩
、
四
一
八
歩
、
二

　
三
二
歩
、
ヨ
一
〇
歩
、
ヨ
五
二
歩
が
一
ヵ
坪
内
西
転
部
に
　
三
七
歩
、
四
〇
五
歩
、

　
一
一
　
六
三
歩
、
二
穴
七
歩
、
四
三
二
歩
が
束
半
都
に
配
列
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
δ
ド
）

（一

W
）

（
δ
Q
。
）

（
δ
劇
）

（H

n
切
）

（一

W
）

（一

Z
刈
）

（一

Z
。
。
）

所
収
、

ρ
8
）

年
）
。

　
昭
和
三
五
年
目
。

（
三
）
事
例
6
、
6
B
文
滋
。

（
＝
一
）
沢
村
仁
「
注
居
の
様
相
」
（
『
世
界
考
古
学
大
系
4
（
日
本
W
）
』
所
叡
、
昭

　
和
三
六
年
）
。

（H

〟
j
　
藤
島
亥
治
郎
『
日
本
の
逮
築
』
八
～
一
一
頁
、
昭
和
三
三
年
。

（
＝
ω
）
　
藤
田
元
春
、
前
掲
⑳
、
四
一
九
頁
。

（一

磨
j
　
関
野
克
『
田
本
窪
宅
小
史
』
四
〇
～
四
二
頁
、
昭
和
一
七
年
。

『
令
義
解
』
巻
心
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
一
〇
九
頁
。

坂
本
太
郎
『
大
化
改
新
の
研
究
』
、
昭
和
～
三
年
。

泉
谷
康
夫
、
前
掲
⑪
。

戸
田
芳
実
、
前
掲
⑲
。

『
令
義
解
』
巻
三
、
前
掲
（
δ
一
）
。

渡
辺
澄
夫
『
増
訂
畿
内
庄
園
の
基
礎
構
造
　
上
・
下
』
、
昭
和
四
五
年
。

『
令
義
解
』
巻
三
、
前
掲
（
8
ご
。

弥
永
貞
三
「
律
令
的
土
地
所
有
砧
（
『
岩
波
講
座
匿
本
歴
史
3
（
古
代
3
）
』

昭
和
三
七
年
）
。

鏡
山
猛
「
奈
良
期
の
集
落
遺
跡
に
つ
い
て
」
　
（
『
史
淵
』
冬
期
、
昭
和
三
〇

「
庄
園
村
落
の
遺
構
－
筑
後
瀬
高
下
庄
の
場
合
ー
ー
」
（
『
史
淵
』
八
一
、
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奈良・平安期の村落形態について（金国）

（一

ﾞ
）
　
藤
田
元
春
、
前
掲
⑭
、
四
一
七
～
四
一
八
頁
。

（
二
〇
）
米
倉
二
郎
「
庄
園
図
の
歴
史
地
理
学
的
考
察
」
（
『
広
島
火
学
事
学
都
紀
要
脇

　
一
二
、
昭
和
三
二
年
）
。

（H

~
）
　
米
倉
二
郎
氏
は
前
掲
含
一
①
）
で
「
申
臣
朝
臣
毛
人
の
家
は
八
条
三
里
の
三
十

　
坪
…
町
と
三
十
一
坪
の
七
段
二
九
六
歩
、
二
十
八
坪
の
三
σ
二
歩
台
計
…
町
八
反

　
二
三
八
歩
を
占
め
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
条
里
及
び
坪
は
九
条
三
騒

　
の
二
〇
、
一
＝
、
二
八
平
坪
と
修
正
す
べ
き
で
あ
る
。
誤
植
と
思
わ
れ
る
。

（
嵩
。
。
）
　
第
4
3
図
参
照
。

倉
6
）
　
大
井
重
二
郎
「
大
和
国
警
下
郡
京
北
班
田
図
に
つ
い
て
」
　
（
『
続
白
木
紀
研

　
究
』
六
巻
一
〇
、
　
一
　
一
号
、
　
昭
和
三
四
年
）
。

（
這
。
）
岸
俊
男
「
班
田
図
と
条
里
鯛
」
（
『
魚
澄
先
生
古
稀
記
念
騒
史
学
論
叢
』
所

　
収
、
昭
和
三
四
年
）
。

　
　
一
二
一
条
と
一
二
・
四
条
と
は
別
系
統
の
國
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
円
悼
H
）
　
大
井
重
二
郎
、
前
掲
（
犀
り
）
。
　
以
下
大
井
氏
の
解
読
に
従
う
。

（
這
b
。
）
　
写
真
判
読
に
際
し
て
は
奈
良
女
子
大
学
武
久
義
彦
助
教
授
の
御
教
示
を
得

　
た
。

（
お
Q
Q
）
　
宮
本
救
「
葛
野
郡
班
田
図
に
つ
い
て
」
　
（
『
続
臼
木
紀
研
究
』
六
巻
三
号
、

　
昭
和
三
四
年
）
。

（一

g。

S）

@
岸
俊
男
、
前
掲
（
旨
O
）
。

（
旨
㎝
）
　
虎
尾
俊
畿
、
前
掲
⑰
、
三
五
九
頁
。

（
嵩
①
）
　
以
下
同
図
に
つ
い
て
は
宮
本
救
氏
、
前
掲
（
匿
ω
）
に
よ
る
。

（同

av
g）

@
宮
本
救
「
律
令
制
下
村
落
の
耕
地
形
態
に
つ
い
て
1
特
に
口
分
田
形
態

　
を
中
心
に
一
…
i
｝
（
『
日
本
歴
史
』
八
六
号
、
昭
和
三
〇
年
）
。

（
這
O
o
）
　
虎
尾
俊
哉
、
前
掲
⑰
、
三
五
八
～
三
六
七
頁
。

（
爲
O
）
　
櫟
原
郷
の
戸
主
三
五
人
の
内
、
図
中
に
み
え
る
睦
・
水
田
の
合
計
面
積
が
一
　

　
反
以
下
の
者
が
～
九
人
に
も
及
び
、
そ
れ
が
彼
ら
の
主
力
耕
地
で
あ
る
と
は
考
え

　
難
い
。

P
。
。
O
＞
　
口
分
田
が
錯
雑
し
た
分
布
を
示
し
て
い
る
事
は
確
か
で
あ
る
が
、
　
そ
の
理

　
・
田
と
し
て
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
微
地
形
的
条
件
を
さ
ら
に
重
視
す
べ
き
で
あ

　
ろ
う
。

（一

ﾖ
H
）
束
京
大
学
史
料
編
纂
所
由
『
大
日
本
古
文
書
爽
大
寺
文
書
之
四
（
東
南
院
文

　
書
之
四
）
』
、
昭
和
四
一
年
に
よ
る
。

（
一
Q
Q
b
Ω
）
　
奥
田
真
啓
、
前
掲
⑮
。

（
一
ω
。
。
）
岸
俊
男
「
村
落
」
（
『
図
説
日
本
文
化
史
大
系
3
（
奈
良
時
代
）
』
所
収
、
昭

　
和
三
一
年
）
。

へ
お
轟
）
弥
永
頁
三
『
奈
良
時
代
の
貴
族
と
農
民
一
農
村
を
誠
心
と
し
て
1
竺

　
二
五
～
一
七
五
頁
、
昭
和
四
一
年
。

（一

ﾖ
0
）
　
藤
｝
則
雄
「
福
井
市
南
西
郊
の
東
大
寺
領
道
守
庄
旧
…
耕
土
の
花
痂
粉
学
的
研
究
」

　
（
『
第
四
紀
研
究
』
七
巻
三
号
、
昭
和
四
三
年
）
。

（
お
①
）
　
影
山
剛
「
道
｛
寸
庄
遺
跡
第
二
次
予
備
調
査
の
概
要
」
　
（
『
非
右
越
郷
土
研
…
究
』

　
一
〇
巻
一
一
号
、
昭
和
四
〇
年
）
。

（
お
ご
　
奥
田
真
啓
、
前
掲
㊧
。

（
お
Q
。
）
『
寧
楽
遺
文
』
中
巻
七
；
一
頁
。

（一

f。
n）

妺
i
貞
三
、
前
掲
（
H
謹
）
、
　
一
山
戸
山
ハ
～
～
｛
ハ
七
四
只
。

（
一
お
）
岸
俊
男
「
東
大
寺
領
越
前
庄
園
の
復
原
と
口
分
田
耕
営
の
実
態
」
　
（
『
南
都

　
仏
教
』
1
、
昭
和
二
九
年
）
。

（
憲
じ
　
『
寧
楽
遺
文
』
中
巻
、
六
九
〇
～
六
九
五
頁
。

（
ば
鱒
）
　
弥
永
貞
三
、
前
掲
（
一
ω
心
）
、
　
｝
六
八
～
一
七
〇
頁
。

（
隔
心
ω
）
　
渡
辺
久
雄
、
前
掲
⑳
、
三
四
四
～
三
四
五
頁
。

（
置
β
）
　
水
野
時
工
、
『
条
里
舗
…
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
－
美
濃
・
尾
張
・
越
前
を

　
中
心
と
し
て
i
』
第
一
九
九
図
、
昭
和
四
六
年
。

（
に
㎝
）
　
谷
岡
武
雄
『
平
野
の
開
発
』
二
七
一
～
二
八
七
頁
、
昭
和
三
九
年
。

（
＝
①
）
　
和
田
一
郎
「
越
中
の
東
大
寺
墾
田
に
つ
い
て
」
（
『
高
澗
市
史
』
上
巻
所
紋
）

　
の
比
定
研
究
が
あ
る
が
、
研
究
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
推
定
の
域
を
出
な
い
。

113　（445）



（
置
噂
）
　
【
志
茂
樹
「
平
出
遺
跡
と
そ
の
周
辺
の
歴
史
的
考
察
」
（
平
出
遺
跡
調
査
会

　
編
『
平
出
』
所
収
、
昭
和
三
〇
年
）
。

（
に
◎
o
）
　
大
場
磐
雄
「
平
出
土
師
式
文
化
の
特
殊
性
」
、
前
掲
『
平
拙
駈
所
収
。

（H

ｨ
）
奈
良
・
平
安
期
の
住
居
跡
発
掘
事
例
の
内
、
例
え
ば
栗
原
遺
跡
（
『
栗
原
1
…

　
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
漕
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
内
遺
跡
発
掘
調
査
山
偏
口
』
、
昭
和
三
二
年
）
及

　
び
川
越
市
仙
波
遣
跡
（
『
川
越
市
仙
波
古
代
集
落
発
掘
報
告
需
』
、
昭
和
三
一
年
）

　
に
お
い
て
も
、
平
出
遺
跡
と
岡
様
の
村
落
形
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
㌫
O
）
　
門
脇
禎
二
「
上
代
の
地
方
政
治
一
五
十
戸
一
塁
の
制
を
中
心
と
し
て
」

　
（
藤
直
幹
編
『
日
本
史
論
集
　
古
代
社
会
と
宗
教
』
所
収
、
昭
和
二
六
年
）
。

　
　
八
木
充
「
奈
良
時
代
の
村
に
つ
い
て
」
（
『
二
日
本
紀
研
究
』
七
巻
五
号
、
昭
和

　
三
五
年
）
。

　
　
武
藤
直
「
日
本
古
代
の
村
落
形
態
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
史
林
』
五
二
巻
六
号
、

　
昭
和
四
四
年
）
。

（
ま
ド
）

（
嵩
N
）

（
峯
ω
）

（
δ
劇
）

（
ま
㎝
）

（
5
0
）

（同

~
）

　
（
稲
垣
泰
彦
・
永
原
慶
二
編
『
中
世
の
社
会
と
経
済
』
所
駁
、

（
嶺
Q
Q
）

荘
の
総
面
積
四
〇
町
一
五
〇
歩
の
内
、

　
・
畠
等
で
あ
っ
た
。

（
δ
O
）
　
『
平
安
遺
文
』
五
巻
二
三
八
七
号
。

（一

B
O
）
　
『
平
安
遺
文
』
七
巻
三
｝
血
ぬ
ハ
九
隠
写
。

（ド

¥
）
　
谷
岡
武
雄
門
天
龍
川
下
流
域
に
お
け
る
松
尾
神
祇
領
池
田
蕪
の
歴
史
地
理

渡
辺
久
雄
前
掲
⑳
、
三
三
八
～
三
四
八
頁
。

島
田
次
郎
編
『
日
本
中
…
世
村
　
浩
史
の
研
究
』
邑
楽
ー
五
表
、
昭
和
週
｝
年
。

水
津
｝
朗
、
前
掲
⑳
。

小
林
健
太
郎
、
前
掲
⑳
。

渡
辺
澄
夫
、
前
掲
⑲
。

『
平
｛
女
遺
文
』
六
巻
、
　
二
五
＝
工
昇
・
。

稲
垣
泰
彦
「
初
期
名
田
の
構
造
一
大
和
国
大
田
犬
丸
名
に
つ
い
て
一
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
七
年
）
。

天
養
元
年
坪
付
、
前
掲
（
窃
0
）
に
よ
れ
ば
、
荒
三
町
三
〇
〇
歩
を
含
む
小
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
田
が
二
〇
脂
川
「
一
段
山
脚
○
歩
、
葡
隅
け
甲
屋
敷

　
学
的
研
究
」
（
『
史
林
』
四
九
巻
二
号
、
昭
和
四
一
年
）
。

（一

@
b
。
）
　
水
野
時
二
『
尾
張
の
歴
史
地
理
』
中
編
、
四
七
～
七
六
頁
、
昭
和
三
六
年
。

（同

F
ω
）
　
『
平
安
論
文
』
山
鴫
巻
二
五
一
七
号
。

（
δ
幽
）
　
『
平
安
縄
文
』
穴
巻
二
五
六
九
号
。

（
δ
㎝
）
高
調
進
「
条
里
制
下
の
耕
地
一
丁
地
の
存
在
形
態
の
変
遷
と
そ
の
意
義

一
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
［
一
一
、
昭
和
三
二
年
）
。

　
　
曼
茶
羅
奪
周
辺
の
地
割
方
向
は
正
南
北
方
向
に
近
く
、
多
度
郡
に
お
け
る
降

　
　
　
　
む

　
線
が
N
3
0
W
と
傾
斜
し
た
条
璽
プ
ラ
ン
と
け
異
質
で
あ
る
。
改
め
て
復
原
研
究
を

　
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
δ
①
）

（
δ
刈
）

（
δ
G
Q
）

（
δ
㊤
）

（
嵩
O
）

（
ミ
ご

（
宅
卜
。
）

渡
辺
澄
夫
、
前
掲
（
一
〇
①
）
、
二
〇
二
～
二
一
五
頁
。

小
林
健
太
郎
、
前
掲
⑳
。

水
津
一
朗
、
前
掲
⑳
。

渡
辺
澄
轟
穴
、
晶
罰
颯
凹
（
一
〇
㊦
）
、
　
二
〇
六
～
二
〇
七
習
貝
。

小
林
健
太
郎
、
前
掲
⑳
。

『
平
安
山
膚
人
』
九
巻
靴
工
ハ
一
二
九
・
四
山
ハ
四
〇
m
写
。

本
来
、
雑
役
免
系
庄
園
は
浮
免
で
あ
り
、
興
福
寺
雑
役
免
田
畠
の
場
合
も
、

示
さ
れ
た
坪
内
に
少
な
く
と
も
記
載
さ
れ
た
面
積
の
田
畠
が
存
在
し
た
事
を
示
す

　
に
と
ど
ま
る
。
又
、
「
公
田
畠
」
中
に
は
原
則
と
し
て
空
爆
は
存
在
し
な
か
っ
た

　
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ミ
G
。
）
　
天
平
十
年
八
月
十
五
日
付
粟
糠
検
定
瞥
に
櫟
本
庄
の
名
が
み
え
る
（
『
大
日

　
木
古
文
害
二
』
一
〇
〇
頁
）
。

（一

黶
j

（H

u
〉

（
笥
①
）

貧
謡
）

（
覧
◎
Q
）

（
霜
ε

泉
谷
康
夫
、
前
掲
⑳
。

阿
部
猛
、
前
掲
⑳
。

『
平
安
遣
文
』
五
巻
二
三
七
四
号
。

『
平
安
遣
文
』
五
巻
二
四
〇
九
号
。

『
平
安
遺
文
』
七
巻
三
〇
九
七
号
。

山
以
大
影
写
理
工
黒
大
｛
餌
付
灘
揖
五
二
、
　
～
i
一
瓢
二
一
㎜
二
六
。
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奈良・平安期の村落形態について（金田）

（同

B。

n）

w
平
安
遺
文
』
五
巻
二
一
二
七
四
号
、

（｝

f。
黶j

倦
蜴
尅
ｱ
要
録
寺
領
章
『
続
々
群
書
類
従
第
十
一
（
宗
教
部
ご
三
一
二
頁
。

（一

揩n
aｽ）

@
泉
谷
康
夫
、
前
掲
⑳
。

（一

f◎
bQ
j　

w
平
｛
女
遺
文
』
五
巻
一
鴛
二
七
四
号
。
　
五
条
五
里
六
・
七
坪
、
　
六
条
寓
仙
里
｝
・

　
十
五
坪
は
各
一
町
、
　
六
条
一
二
田
畳
＝
二
坪
は
畠
三
反
。

（一

B。

ﾂ
　
源
昭
と
源
照
、
乙
犬
丸
と
乙
犬
を
岡
一
人
と
考
え
た
。

（H

揩順

p）

註
�
J
康
天
（
前
掲
⑳
）
は
、
保
延
三
年
検
田
帳
と
保
延
五
年
検
畠
帳
と
の
間

　
に
、
全
面
的
な
世
代
交
代
が
想
定
さ
れ
る
程
の
時
問
的
経
過
が
な
い
に
も
か
か
わ

　
ら
ず
、
穴
名
し
か
名
前
が
一
致
し
な
い
事
に
つ
い
て
、
記
載
様
式
の
枳
違
に
そ
の

　
原
因
を
求
め
て
い
る
。
後
春
の
場
合
、
直
接
耕
作
者
が
請
作
者
と
し
て
捉
え
ら
れ

　
て
い
た
事
を
示
す
と
す
る
。

（一

B。

ｿ）

@
例
え
ば
「
則
任
五
反
下
司
名
」
（
『
平
安
遺
文
』
三
〇
九
七
号
）
の
如
く
記
載

　
さ
れ
て
い
る
。

（一

Z◎

?
）
　
保
建
三
年
の
検
田
帳
に
は
五
条
五
里
一
坪
の
記
載
は
な
い
。
従
っ
て
、
保

　
延
五
年
極
論
帳
に
記
載
す
る
五
条
五
里
一
坪
・
は
同
条
里
六
坪
の
誤
記
の
可
、
能
性
も

　
あ
る
。
し
か
し
、
文
字
と
し
て
は
一
と
六
は
間
違
え
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、

　
前
述
の
如
く
五
条
五
里
一
坪
に
は
以
前
に
家
地
が
存
在
し
た
事
は
確
実
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
そ
の
家
地
に
付
属
し
た
便
宜
要
門
田
で
あ
っ
た
五
条
四
里
三
十
六
坪
が

　
櫟
庄
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
事
か
ら
、
無
理
に
隠
構
の
記
載
を
誤
記
と
み
な
す
必

　
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
書
の
記
載
の
ま
ま
に
考
察
を
進
め
る
。
勿
論
、
も
し
そ

　
れ
が
誤
記
で
あ
っ
た
と
し
て
も
推
論
の
主
旨
を
左
右
す
る
事
は
な
い
。

（一

ZQ

p
Q
）
泉
谷
氏
（
前
掲
⑳
）
の
い
う
地
縁
的
結
合
の
不
充
分
な
櫟
本
庄
民
と
は
、
平

　
安
後
期
に
お
け
る
集
村
化
の
途
上
に
あ
っ
た
（
疎
塊
村
と
周
辺
の
孤
立
荘
宅
等
）

櫟
庄
の
居
住
者
で
あ
り
、
下
司
・
郷
地
等
の
爾
書
き
の
な
い
人
々
が
郷
を
代
表
す

　
る
の
は
鎌
倉
末
で
あ
る
。
そ
の
門
門
に
は
さ
ら
に
集
村
化
が
進
展
し
、
コ
ソ
パ
ク

　
ト
な
集
村
が
出
現
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

（卜

fQ

n
）
　
渡
辺
澄
夫
、
前
掲
（
ド
0
0
）
八
一
～
一
〇
八
買
。

（
6
0
）
　
島
田
次
郎
、
前
掲
働
。

（一

Z
瞬
）
　
東
京
火
学
影
写
本
に
よ
る
。
　
フ
イ
ル
ム
を
貸
与
さ
れ
た
橘
女
子
大
学
脇
田

　
晴
子
助
教
授
に
深
謝
致
し
ま
す
。

含
り
b
o
）
　
渡
辺
・
島
田
両
氏
は
「
嶋
田
条
里
」
を
城
下
郡
と
記
し
つ
つ
、
城
上
郡
二

　
十
条
一
里
に
図
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
興
禰
寺
雑
役
免
出
雲
庄
が
み
え
る
の
は

　
後
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
た
。

（一

閭
ﾖ
）
　
秋
山
量
器
雄
、
前
掲
㊥
。

（
む
鼻
）
　
服
部
愚
之
「
郡
の
成
立
過
程
」
　
（
『
人
文
地
理
㎏
～
○
巻
～
号
、
昭
和
三
三

　
年
）
。

（一

曹
f
窃
）
　
佃
厚
め
畠
は
除
い
た
。
佃
の
所
在
は
第
3
7
図
参
照
。

（
お
①
）
　
三
十
三
坪
の
名
田
錨
中
に
荒
堤
三
段
を
含
み
、
箸
墓
北
部
の
大
池
の
堤
付

　
近
に
相
当
す
る
が
、
詳
細
は
後
考
に
待
ち
た
い
。

（同

?
ｑ
）
　
『
平
安
遺
文
』
九
巻
四
六
三
九
・
四
穴
四
〇
号
。

（
唇
c
c
）
　
内
務
省
編
『
特
選
神
名
牒
』
九
六
頁
、
火
正
．
一
四
年
。

（
お
O
）
　
『
新
「
選
姓
氏
録
』
左
京
神
別
下
（
佐
伯
有
清
『
新
選
姓
氏
録
の
研
究
本
文
篇
』

　
．
＝
｝
二
～
手
錠
照
覧
、
昭
和
三
七
年
）
に
よ
る
。

貧
O
O
）
　
橿
原
市
史
編
集
委
員
会
編
『
橿
原
市
史
』
七
八
七
～
七
八
八
頁
、
昭
和
三

七
年
。

（卜。

n
一
）
　
『
特
選
神
名
牒
』
前
掲
（
一
り
。
。
）
、
一
〇
〇
頁
。

　
　
天
理
｛
巾
史
編
鎮
｛
委
員
ム
竃
編
彌
鷹
八
難
銀
盤
』
山
ハ
ニ
　
～
論
ハ
ニ
口
留
貝
、
　
昭
和
三
…
二
年
。

（
卜
。
8
）
　
秋
山
日
出
雄
、
前
掲
⑫
。

（鱒

n
ω
）
服
部
昌
之
、
前
掲
（
一
躍
）
。

（bっ

n
と
　
例
え
ば
、
　
城
上
二
十
五
～
十
七
条
が
各
々
一
黒
｝
～
処
遇
を
除
い
て
始
っ

　
て
い
る
こ
と
も
、
中
ツ
道
の
存
在
を
考
慮
す
る
時
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。
尚
、

渡
辺
澄
夫
氏
（
前
掲
（
一
8
）
、
　
一
一
頁
）
は
、
前
述
の
秋
山
・
服
部
説
を
一
里

　
だ
け
西
に
移
し
た
図
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
矛
盾
点
が
す
べ
て
解
決
さ
れ

　
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

115 （447）



（b。

n
㎝
）
　
『
特
選
神
名
牒
』
前
掲
（
6
◎
。
）
八
三
頁
。

（図

n
①
）
　
『
特
選
神
名
牒
』
前
掲
（
お
G
。
）
八
五
頁
。

（苗

n
刈
）
　
全
く
の
想
像
に
過
ぎ
な
い
が
、
小
頚
と
蔵
堂
と
に
地
名
の
類
似
が
考
え
ら

　
れ
な
い
事
も
な
い
。

（b。

n
。
。
）
注
（
一
鵡
）
参
照
。

（b。

n
O
）
　
散
村
・
集
村
・
疎
塊
村
の
も
つ
性
格
に
つ
い
て
は
、
　
例
え
ば
次
の
論
文
が

詳
し
い
。

　
　
石
原
潤
「
集
落
形
態
と
村
落
共
同
体
一
特
に
讃
岐
の
事
例
を
中
心
に
一
」

　
（
『
人
文
地
理
臨
一
七
巻
一
号
、
昭
和
四
〇
年
）
。

　
　
浮
田
典
良
『
北
西
ド
イ
ツ
農
村
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
、
昭
和
四
五
年
。

（
N
δ
）
特
に
環
濠
集
落
に
つ
い
て
、
従
来
、
中
世
村
落
の
防
御
的
性
格
に
そ
の
成

　
因
を
求
め
る
の
が
支
配
的
な
よ
う
に
思
え
る
。

（b。

黷
g
）
　
戸
田
芳
実
、
前
掲
⑳
。

（bo

〟
j
　
吉
田
晶
、
前
掲
⑳
。

（
ひ
。
お
）
　
原
島
礼
二
「
八
世
紀
の
稲
作
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」
（
『
歴
史
評
論
』
一

　
四
八
、
昭
和
三
七
年
）
。

（bo

齣
V
）
　
高
重
進
「
古
代
中
世
の
耕
地
に
関
す
る
三
つ
の
問
題
」
（
『
人
文
地
理
』
　
四

　
巻
五
号
、
昭
和
三
七
年
）
。

（卜Q

ﾂ
）
　
拙
稿
、
前
掲
⑥
。

（卜。

ﾂ
）
　
八
賀
晋
「
古
代
に
紅
け
る
水
田
開
発
一
そ
の
土
壌
的
環
境
1
」
（
『
日

　
本
史
研
究
』
九
六
、
昭
和
四
三
年
）
。

（bo

|
）
　
八
賀
晋
、
前
掲
（
鎗
①
）
。

（bo

黷
f
Q
）
小
山
靖
憲
「
初
期
中
世
村
落
の
構
造
と
役
割
」
（
『
講
座
日
本
史
2
（
封
建

“社

?
の
成
立
）
』
所
収
、
昭
和
四
五
年
）
。

（bっ

ｨ
）
　
河
音
能
平
「
二
毛
作
の
起
源
に
つ
い
て
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
七
七
、
昭
和

　
四
〇
年
）
。
同
氏
は
二
毛
作
が
、
下
瀬
農
民
に
よ
っ
て
、
安
定
耕
地
の
部
分
に
ま

　
ず
行
な
わ
れ
始
め
た
と
推
定
し
て
い
る
。

（卜。

@
O
）
　
『
平
安
遺
文
』
一
巻
二
五
七
号
。

（さQ

cﾐ
ﾚ）

@
『
平
安
遺
文
』
五
巻
二
三
七
四
号
。

（N

mo

b
ﾁ
）
東
大
寺
続
要
録
寺
領
章
。
前
掲
（
同
。
。
同
）
。

（
器
・
。
）
松
騨
久
人
「
郷
司
の
成
立
に
つ
い
て
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
一
五
、
昭
和

　
三
三
年
）
。

（bo

m
心
）
坂
本
賞
三
「
太
田
文
か
ら
み
た
郡
郷
・
別
名
制
に
つ
い
て
一
・
H
・
皿
・

　
W
」
（
『
滋
賀
大
学
学
芸
学
部
紀
要
人
文
科
学
・
社
会
科
学
・
教
育
科
学
』
一
四
・

　
一
五
・
画
工
・
一
七
、
昭
瀦
三
九
・
四
〇
・
四
一
・
四
二
年
）
。

（卜⊃

m。

ﾞ）

@
服
部
昌
之
「
令
制
郡
崩
壊
過
程
の
地
域
的
考
察
」
　
（
『
人
文
地
理
』
二
一
巻

　
三
号
、
昭
和
四
四
年
）
。

（卜。

aB
@）

ﾗ
緻
進
「
太
田
庄
に
お
け
る
古
代
村
落
の
崩
壊
…
一
特
に
村
落
の
形
態
・

　
規
模
と
そ
の
変
遷
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
一
」
（
『
広
島
火
学
文
学
部
紀
要
』
一

　
七
、
昭
和
三
五
年
）
。

（bっ

至
?
）
　
水
津
　
朗
、
前
掲
⑨
、
一
五
頁
。

（
b
。
障
。
。
）
　
『
平
安
遺
文
』
九
巻
四
六
三
九
・
四
穴
四
〇
号
。

　
　
「
中
郷
」
を
「
那
珂
郷
」
と
同
一
の
も
の
と
解
し
た
。
又
、
「
世
野
九
条
十
四
里

　
鋤
二
i
半
卦
三
一
七
反
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
中
野
は
一
名
を
示
す
可
能
性
も
あ

　
る
が
「
郷
」
の
文
字
が
な
い
の
で
一
応
除
外
し
た
。
し
か
し
、
飽
波
、
額
田
各
東

　
西
郷
に
つ
い
て
は
別
に
明
宗
し
た
文
書
が
あ
る
の
で
採
用
し
た
。
　
（
五
巻
一
八
六

　
九
号
、
一
九
〇
五
号
等
）
。

◎
N
O
）
『
平
安
遺
文
』
四
巻
＝
二
七
四
号
、
五
巻
一
九
二
二
号
、
一
＝
五
四
号
、
六

　
巻
二
八
三
三
号
、
七
巻
三
四
四
　
号
、
｝
○
巻
補
五
一
号
等
。

（
器
O
）
『
倭
名
類
聚
妙
』
巻
六
　
池
部
黒
氏
（
『
和
名
類
聚
抄
郷
名
考
証
』
、
一
四
三

　
～
一
陽
五
頁
、
昭
和
四
～
年
。
）
に
よ
れ
ば
、
伝
説
に
よ
る
相
違
は
な
い
。

（
楠
ω
一
）
　
池
辺
禰
、
前
掲
（
卜
。
ω
O
）
、
一
一
二
頁
。

（bσ

メB

艨
j
　
足
利
建
亮
「
大
和
↑
盆
地
に
傷
み
夘
す
る
小
字
「
ク
ラ
ノ
マ
チ
（
ツ
ボ
）
」
の
考

　
察
－
我
が
平
安
時
代
に
お
け
る
郡
郷
等
の
正
倉
院
追
究
の
一
試
論
－
」
（
『
史
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林
』
四
五
巻
一
日
、
昭
和
三
七
年
）
。
「
古
代
の
郡
管
轄
に
お
け
る
正
倉
院
追
求
試

　
論
・
第
二
報
－
近
江
国
の
場
合
i
」
（
『
人
文
』
一
二
、
昭
和
四
一
年
）
。

（㈹

pQ
ﾖ）

@
但
し
、
令
鰯
郡
類
似
名
称
（
服
部
昌
之
、
前
掲
（
卜
。
卜
。
切
）
）
、
す
な
わ
ち
郡
名

　
を
冠
し
た
郷
名
は
除
い
た
。

（
器
蒔
）
『
平
安
遺
文
』
九
巻
四
六
三
九
・
翻
六
四
〇
号
。

（b⊃

ﾖ
㎝
）
興
福
寺
雑
役
免
池
田
庄
と
一
乗
院
領
池
田
庄
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
．
連
続
す
る

　
も
の
か
否
か
は
保
留
し
て
も
、
現
地
に
お
け
る
池
田
庄
そ
の
も
の
が
ル
ー
ズ
な
構

　
造
の
も
の
か
ら
コ
ン
パ
ク
ト
な
構
造
の
も
の
へ
と
変
化
し
た
事
は
認
め
て
よ
い
で

　
あ
ろ
う
。

（昏。

ﾖ
①
）
尚
、
ホ
稿
の
主
旨
は
、
集
村
の
存
在
の
可
能
性
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
訳

　
で
は
な
い
事
を
念
の
為
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
学
生
・
京

奈良・平安期の村落形態について（金田）
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French　Silk　lndustry　and　th．e　World　Market

　　　　　　　　in　the　Nineteenth　Century

by

H．　Hattori

　　To　illustrate　sQme　of　the　features　of　the　French　industrial　revolution

an　attempt　must　be　made　to　describe　the　development　of　silk　industry

which　was　Par　excellence　the　traditional　and　export　trade　in　this　country．

In　this　case　there　can　be　no　cloubt　that　this　industry　was　influenced　by

the　conditions　of　international　trade　of　the　time．　so　1　tried　to　ascertain
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

statistically　how　mtich　and　whence　the　raw　materials　were　imported　and

whither　the　silk　manufactures　exported．

　　The　foreign　silk　industry　was　important　for　the　French　because　of　its

competition　overseas　and　ln　this　context，a　glimpse　was　also　cast　to　the

conditions　of　trade　with　these　countries　and　to’ ?ｏｗ　the　French　proved

triumphant　in　the　international　trade　and　then　lost　its　day　before　・the

onslaught　of　other　countries．

The　Settlement　Type　in　Japan　for

Five　Centuries　before　12eO

by

A．　Kinda

　　In　describing　to　the　Japanese　villages　before　and　after　the　Ritsuryo

regi’me　one　has　been　satisfied　with　the　studies　on　the　orlgins　of　the

Viliages　without　any　reference　to　the　vicissitude　of　their　landscape．　The

village　landscape　was　also　transformed　in　this　long　span　of　time．

　　In　this　paper　1　aimed　to　reconstruct　the　ancient　villages　with　their

surroundings　as　far　as　possible　picking　up　such　inhabitancies　as　their

landscape　elements．　The　result　will　throw　some　light，　1　hope　a　modifi－

eatory　light，　on　the　real　village　conditions　during　Nara　and　Heian　periods

of　our　history．　．．
（508）




