
擾
河
泉
地
方
の
條
里
制

島

之

夫

　
近
畿
地
方
特
に
大
和
國
を
中
心
と
し
た
中
央
低
地
の
道
路
型
と

聚
落
型
と
を
見
る
時
に
は
、
其
虞
に
所
謂
條
里
制
な
る
も
の
が
著

し
き
影
響
を
興
へ
て
る
る
こ
と
に
誰
し
も
氣
が
附
く
の
で
あ
っ
て

東
西
南
北
に
規
則
正
し
い
道
路
型
と
、
略
立
方
形
に
近
い
聚
村
式

の
聚
落
型
と
は
合
し
て
こ
の
地
方
の
地
形
圖
を
眺
め
て
氣
持
の
良

い
も
の
と
し
て
み
る
。

　
脇
前
里
欄
な
る
も
の
が
、
大
陸
文
化
の
影
響
に
よ
っ
て
こ
の
地
方

に
計
書
さ
れ
た
都
市
計
書
で
あ
る
こ
と
は
、
今
更
疑
ふ
者
は
無
い

そ
し
て
こ
の
條
里
制
の
問
題
を
、
聚
落
地
理
墨
の
立
場
か
ら
、
手
際

よ
く
纒
め
上
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
米
倉
二
郎
氏
の
勢
作
で
あ
り
、

「
農
村
計
彊
と
し
て
の
條
里
湖
　
　
我
國
中
古
の
村
落
と
其
の
耕

搬
溝
難
地
方
の
叢
叢
糊
一
編
）

地
」
と
し
て
地
理
論
叢
第
　
輯
に
　
彼
表
惑
れ
て
る
る
。

　
條
里
制
が
大
陸
文
化
の
影
響
で
あ
る
限
り
、
大
和
國
は
當
時
の

政
治
上
の
申
心
と
し
て
最
も
よ
く
こ
の
計
書
の
蟹
施
さ
れ
允
場
所

で
あ
り
、
ま
た
地
形
上
よ
り
考
へ
て
も
、
條
里
制
の
施
行
に
」
好
都

合
な
盆
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
鍵
施
に
當
っ
て
こ
の
制
度
を

蹴
日
及
’
さ
す
好
條
件
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
ム
7
日
の
欝
欝
の
條

里
制
遺
跡
に
於
て
大
和
盆
地
程
よ
く
そ
の
跡
を
残
し
て
み
る
も
の

は
柵
幽
い
の
で
あ
る
。

ヒ
然
し
考
へ
て
見
る
と
、
大
和
國
に
梶
近
い
擁
河
泉
の
地
方
に
於

て
も
、
ま
た
條
里
捌
の
施
行
さ
れ
た
こ
と
は
疑
の
無
い
事
實
で
、

大
阪
年
譜
の
地
形
魍
を
掌
る
と
、
そ
の
縫
新
に
條
里
制
の
跡
が
礒

っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

第
灘
牽
灘
旛
．
第
怨
讐

八
七
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（構濤奮國三島郡味生村毎と一津屋附近）

あ
っ
て
、
主
と
し
て
三
島
瓢
．
の
そ
れ
に
堅
し
て
精
し
い
記
事
が
あ

っ
臨
港
稼
に
思
ふ
。
茨
木
町
・
富
田
町
の
東
方
の
地
域
に
當
っ
て
、

溝
咋
村
や
加
島
疋
村
の
道
路
型
や
灘
唱
渠
型
ぱ
欝
小
西
申
閉
北
に
規
則
正
し

第
二
牽
践
磐
　
第
撒
…
號

八
八

い
條
里
湖
の
跡
を
見
る
も
の
で
あ
り
、
棄
た
吹
田
市
の
東
方
に
當

っ
て
淀
川
の
北
岸
味
生
村
字
一
津
屋
の
附
近
に
も
、
典
型
的
な
條

里
制
の
跡
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
こ
の
三
島
郡
．
で
は
北
方
の
老
ノ
坂
山
脈
の
山
地
か
ら
急
下

す
る
小
河
珊
の
氾
濫
や
淀
川
沿
岸
地
の
寒
水
に
よ
る
被
害
等
の
允

め
に
、
嘗
て
は
條
里
制
が
敷
か
れ
て
あ
っ
た
所
で
も
、
そ
の
濡
失

し
た
も
の
も
あ
ら
う
し
、
欝
気
古
代
よ
め
低
濃
な
た
め
に
耕
地
或

は
人
類
の
占
居
地
と
な
ら
す
し
て
、
僅
か
に
牧
場
と
し
て
利
用
さ

れ
或
は
不
毛
地
と
し
て
顯
み
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
も
あ
っ
た
に
相

違
無
く
、
規
則
正
し
い
條
里
制
の
部
分
の
間
に
挾
ま
れ
。
て
、
不

漁
期
な
る
道
路
型
、
不
規
則
な
る
水
系
の
型
も
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　
次
に
掘
津
國
の
西
牟
を
な
す
丘
ハ
庫
縣
武
庫
郡
．
に
与
す
る
部
分
、

即
ち
武
庫
川
の
流
域
や
猪
名
川
の
流
域
を
主
と
し
た
武
庫
亭
野
の

地
で
は
尼
唯
事
の
東
北
方
に
踊
る
園
田
村
の
地
に
、
極
め
て
綺
麗

な
侮
陣
里
制
の
跡
が
見
出
　
さ
れ
る
の
で
あ
る
◇

　
こ
の
園
田
村
の
も
の
は
不
思
議
に
も
南
北
の
系
統
の
道
路
の
み

が
判
然
と
著
れ
、
東
西
の
系
統
の
も
の
は
あ
議
り
目
立
っ
て
居
ら

（　39－i　）



ぬ
。
こ
れ
は
恐
ら
く
は
排
水
の
關
係
上
、
北
に
山
尚
く
し
て
南
…
に
低

い
こ
の
附
近
の
地
勢
よ
り
瓢
4
3
へ
て
、
南
北
の
溝
渠
は
重
要
で
あ
る

が
、
東
西
の
も
の
は
さ
し
て
そ
の
必
要
を
、
慰
じ
な
か
っ
た
結
果
、

　
第
二
縛
ハ
鎌
里
制
脚
の
例
一
二

　
　
　
　
　
（
撮
津
國
武
庫
折
丁
田
村
附
近
）

當
初
は
勿
論
東
西
爾
北
に
一
町
毎
に
正
し
く
慨
劃
さ
れ
た
道
路
と

溝
渠
と
が
、
自
然
に
淘
汰
さ
れ
て
甥
在
の
習
癖
に
落
着
い
た
も
の

で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

綴…

ﾍ
鼻
伊
地
方
の
條
縢
…
欄
…
ハ
島
）

　
武
庫
羅
野
の
北
方
伊
丹
町
の
附
近
は
綾
か
な
丘
陵
を
な
し
て
居

り
、
其
虞
に
は
灌
器
用
の
溜
池
や
果
樹
園
・
竹
林
等
が
多
く
し
て

陥
慷
里
舗
…
の
跡
は
見
出
し
得
ぬ
。

　
ま
た
武
庫
手
野
の
西
［
部
、
武
庫
川
の
親
臨
附
近
綺
麗
汝
聚
村
式

の
聚
落
型
は
澤
山
あ
る
が
、
こ
れ
と
い
ふ
程
の
立
派
な
條
里
制
は

残
っ
て
居
ら
ぬ
。
度
々
氾
濫
し
允
武
庫
川
の
洪
水
に
よ
っ
て
條
里

制
が
消
さ
れ
た
の
か
、
或
は
初
め
か
ら
こ
の
川
の
附
近
に
は
條
里

制
を
計
叢
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ら

う
。

三

　
以
上
は
揖
津
國
に
於
け
る
條
里
制
の
愚
跡
と
し
て
、
陸
地
測
彙

難
燃
行
の
二
萬
五
干
分
一
圖
幅
に
よ
り
、
圓
上
の
道
路
型
よ
り
直

ち
に
看
取
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
現
在
の
地
形
囲
を
雪
駄
た
繋
げ
で
は
判
然
と
し
な
い
が
、
古

岡
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
或
は
宇
名
地
名
を
考
記
す
る
こ
と

等
に
依
っ
て
、
鞭
っ
て
こ
の
地
方
に
は
條
里
制
が
あ
っ
疫
と
い
ふ

こ
と
を
推
定
し
磁
W
る
も
の
k
｝
例
と
し
て
、
六
甲
由
塊
粛
…
麓
の
芦

第
二
十
紙
巻
　
第
灘
號

八
九
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辮
髪
寒
地
方
の
鎌
黒
澗
（
島
）

麗
附
近
の
條
里
制
に
就
い
て
…
窪
し
よ
う
。

　
餌
宮
市
の
西
方
、
御
影
町
と
の
中
・
間
に
沿
道
村
と
嘉
す
る
も
の

が
あ
る
。
そ
の
大
字
に
芦
屋
・
打
出
∵
三
條
・
津
知
の
四
つ
が
あ

る
が
、
こ
の
三
條
な
る
大
字
は
明
か
に
露
里
制
の
濫
名
と
考
へ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
大
字
名
だ
け
で
確
か
に
此
麗
に
條
里

制
が
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
言
へ
る
の
で
は
な
い
。
懸
道
村
の
小

字
σ
分
布
闘
を
見
て
、
更
に
精
し
く
調
べ
て
見
る
と
、
孤
客
と
か

一
ノ
坪
と
か
九
ノ
坪
と
か
云
ふ
地
名
が
澤
山
に
出
て
登
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
樹
そ
の
小
字
の
分
布
を
よ
く
見
な
が
ら
考
へ
て
行
く

と
、
丁
度
阪
急
線
路
の
南
側
に
、
芦
屋
川
停
留
漸
の
東
約
三
町
程

の
所
に
大
字
芦
屋
宇
九
ノ
浮
が
あ
り
、
反
封
側
の
芦
鷹
川
停
溜
新

の
西
’
約
三
町
の
所
に
も
大
字
三
斜
宇
島
ノ
坪
と
い
ふ
の
が
あ
る
の

で
あ
る
。
こ
う
な
っ
て
著
る
と
、
も
う
確
か
に
條
里
制
の
逡
跡
と

し
て
決
定
し
て
よ
い
こ
と
に
な
る
、
．

　
南
北
に
關
…
し
て
は
等
し
い
位
置
で
、
東
西
に
六
町
の
…
間
隔
を
置

い
て
、
九
ノ
坪
と
い
ふ
小
字
名
が
並
ん
で
獲
見
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
明
か
に
一
里
隣
冒
り
の
九
ノ
坪
で
あ
る
，
終
陣
里
制
の
坪
棟
割
の

慨
劃
か
ら
判
定
し
て
、
そ
う
決
め
て
よ
い
筈
で
あ
る
，
だ
か
ら
六

第
二
十
蕊
巻
　
第
　
瓢
號

九
〇

甲
山
塊
南
麓
の
海
岸
単
野
に
も
嘗
て
は
條
里
綱
が
布
か
れ
疫
ζ
と

は
事
蟹
と
し
て
決
定
禺
來
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
條
里
翻
は
出
の
麓
か
ら
海
岸
ま
で
僅
か
に
ご
粁
か
三
等
に

過
ぎ
ぬ
場
所
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
東
西
に
窟
當
に
幅
就
く
老
い

て
み
た
こ
と
」
思
は
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
響
き
の
一
部
と
思
は
れ

る
も
の
は
、
御
影
町
附
近
の
出
費
に
も
明
か
に
條
里
制
の
跡
が
見

ら
れ
た
事
實
に
よ
っ
て
一
暦
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
数
年
愚
麟
、
丘
ハ
庵
｝
縣
師
範
畢
校
の
郷
土
室
で
關
…
礫
腿
さ
れ
た
、
御
影

町
の
郷
土
…
展
覧
淵
會
に
、
・
臼
鶴
本
憲
赫
納
家
の
陥
川
藩
…
に
か
瓦
る
御
影
町

の
吉
囮
を
見
る
停
機
を
得
た
が
、
そ
の
古
岡
に
は
明
か
汝
條
．
里
制

の
跡
が
驚
首
川
出
肖
嫌
た
の
で
あ
る
。
六
町
の
距
離
と
聞
隔
と
を
置
い

て
、
規
則
正
し
い
碁
盤
同
に
刻
ん
で
町
割
と
、
更
に
そ
の
六
町
四

角
を
東
、
西
南
北
夫
々
六
つ
に
砿
∵
蓋
し
允
坪
割
と
が
見
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

　
阪
凹
榊
　
雪
眼
腸
の
繕
四
に
佐
・
宅
地
の
維
螢
が
山
鴬
度
に
｛
披
唾
拙
し
て
、
丑
暇
の

町
割
な
ど
が
殆
ん
ど
全
部
清
失
し
た
様
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
み
る

地
方
で
は
、
條
里
制
の
跡
を
現
在
の
地
形
隅
か
ら
は
看
取
Q
難
．
い

妖｛

ｵ
こ
う
い
ふ
風
に
磁
・
名
…
の
研
究
や
、
古
圓
の
蒲
鬼
唄
い
が
出
・
黙
れ
ば

（　；196　）



　
次
に
河
内
海
図
の
條
里
制
は
、
こ
れ
も
四
條
碍
戯
と
い
ふ
全
國
的
に

膚
口
名
な
楠
饗
公
逡
跡
の
地
名
か
ら
判
断
し
て
、
直
ち
に
そ
の
附
近
に

條
憾
あ
り
し
事
が
推
察
出
・
隠
る
の
で
あ
る
。
畷
と
は
堤
防
の
出
忌
、
味

で
あ
る
か
ら
、
嘗
て
の
條
里
制
の
四
條
陰
り
に
雷
る
所
に
堤
防
が

あ
っ
て
、
人
々
こ
れ
を
麗
し
て
四
條
畷
と
呼
ん
だ
こ
と
は
疑
が
あ

る
ま
い
，
そ
こ
で
現
地
へ
行
っ
て
地
形
を
見
る
と
、
識
厩
程
、
申
果
茜

に
延
び
た
堤
防
が
粥
幾
つ
も
あ
っ
て
、
こ
の
地
方
に
機
業
制
の
存
し

た
こ
と
は
い
よ
く
難
題
と
な
る
の
で
あ
る
ウ

　
河
確
憶
意
の
古
い
聚
需
洛
は
、
す
べ
て
生
…
胴
山
脈
…
の
西
胤
麗
に
集
っ
て

み
る
。
淀
川
の
岸
に
あ
る
枚
方
町
の
溌
か
ら
眞
直
に
南
へ
延
び
て

大
和
川
撰
の
粕
…
源
町
の
附
近
に
薬
…
る
ま
で
、
生
駒
山
脈
の
繭
端
と

撰
河
搬
維
ガ
の
燦
黛
澗
ハ
轟
）

稼
蟄
制
…
の
｛
復
原
も
亦
可
能
と
な
る
。
並
崩
述
の
落
掛
爾
郡
や
武
編
庫
郡
の

檬
に
、
昔
な
が
ら
の
耕
地
が
残
っ
て
み
る
地
方
で
は
、
そ
れ
に
比

す
る
と
條
里
制
の
嚢
見
が
、
關
畢
に
地
形
縣
ハ
を
見
る
だ
け
で
可
龍
雛
で

あ
る
。
調
べ
る
場
漸
が
ど
ん
な
所
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
研
究
の
方

法
も
白
ハ
ら
異
る
の
は
骨
柄
然
の
こ
と
で
あ
る
。

四

第
瓢
十
瓢
謹
製
蕪
號

九

な
っ
て
み
る
臨
郷
牌
線
に
澱
う
て
、
漢
目
の
聚
落
が
見
事
に
蓮
饗
し

て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
北
河
内
鄭
胴
條
村
の
一
宇
と
し
て
四

締雪

ﾌ
繁
郭
洛
が
あ
り
そ
の
附
近
に
四
條
畷
の
古
田
議
場
が
あ
る
の
で
あ

る
、
．
こ
の
邊
に
四
條
が
あ
．
つ
た
と
想
定
し
て
、
村
議
庭
，
か
ら
北
へ
二

十
四
町
の
踵
離
を
罰
認
れ
ば
、
そ
の
北
限
は
北
河
内
翼
壁
野
村
の
地

で
あ
り
、
南
黒
カ
へ
六
條
の
．
距
酷
蹴
蘭
騨
ち
…
二
十
六
町
！
慰
計
れ
ば
、
・
甲
河

内
郡
大
戸
村
石
切
の
附
近
に
達
す
る
，
そ
れ
が
南
…
限
と
考
へ
ら
れ

る
。
こ
の
間
が
十
條
で
あ
る
が
、
更
に
轟
職
方
へ
延
び
て
叉
別
の
十

條
、
も
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
地
形
尚
國
上
に
も
多
く
の
終
「
里
制
の

跡
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
河
内
麟
の
七
里
制
は
南
北

に
極
め
て
細
長
い
形
を
有
し
た
も
の
ら
し
い
。
東
西
の
間
隔
は
あ

翻
り
大
で
あ
っ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
，
生
鵬
削
山
賑
…
の
趣
髭
に
は
畜

く
か
ら
の
居
佳
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
其
虜
を
離
れ
て
、
薩

へ
進
ん
だ
所
で
は
、
嘗
て
の
大
和
川
の
流
路
で
あ
っ
た
し
、
転
た

画死

?
の
縮
…
岸
に
は
茨
．
田
池
の
あ
っ
允
滋
…
地
館
難
が
一
難
常
に
慶
く
延
び

て
み
た
こ
と
』
思
は
れ
る
，
そ
の
遷
の
道
路
型
は
極
め
て
不
規
則

で
あ
る
．
．
條
．
里
制
の
行
は
れ
疫
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
饗
見
出
．
限

な
い
。

（397）
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然
し
現
在
の
大
和
川
の
流
路
を
挾
ん
で
、
中
河
内
鄭
、
の
南
部
か
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第三圓　療里下の二三
（河内國中河両三瓜破村附近）

ら
南
…
河
内
郡
の
北
部
に
か
け
て
は
東
．
館
山
爾
北
の
一
町
闇
隔
の
道
路

第
瓢
十
灘
巻
　
製
織
號
、

九
二

や
水
路
が
多
く
分
布
し
て
み
る
。
こ
の
邊
は
河
黒
竹
．
陵
の
束
　
端
で

あ
る
か
ら
古
く
か
ら
人
類
の
居
佳
の
あ
っ
た
土
地
で
あ
る
。
其
慮

に
は
欝
然
悠
用
脚
制
が
あ
る
べ
き
妙
宵
な
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
河
内
國
に
於
け
る
條
里
制
の
跡
と
し
て
は
、
東
部
の
生

駒
山
脈
西
麓
に
南
北
に
細
長
く
分
布
す
る
も
の
と
、
中
部
以
南
の

河
泉
丘
陵
末
端
に
　
東
西
に
幅
…
廣
く
分
布
｝
す
る
も
の
と
二
つ
の
群
を

見
出
し
得
る
の
で
あ
り
、
共
に
そ
の
地
勢
を
出
4
3
へ
る
と
、
比
較
的

高
燥
な
部
．
分
に
座
り
、
河
内
國
の
中
部
か
ら
西
北
部
へ
か
け
て
、

地
勢
上
低
滋
㎞
な
部
．
分
に
は
條
黒
制
の
跡
を
三
見
し
得
な
い
も
の
な

の
で
あ
る
．
，

五

　
地
形
闘
上
に
明
か
な
條
、
里
制
の
跡
を
見
’
な
く
と
も
、
現
地
へ
赴

い
て
、
地
籍
闘
を
調
べ
た
り
古
圏
を
見
た
り
す
る
と
、
そ
の
う
ち

に
條
里
制
が
浮
び
出
し
て
繋
る
場
合
が
あ
る
。
北
河
内
郡
の
四
條

畷
を
含
む
十
條
の
更
に
南
に
も
う
｝
つ
の
十
條
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
ふ
豫
想
を
以
っ
て
、
中
河
内
郡
．
の
東
部
に
當
る
三
野
郷
「

村
を
實
地
に
調
査
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
三
野
郷
村
字

（39S）



上
之
島
と
い
ふ
小
さ
な
聚
落
を
訪
ね
て
、
其
薩
で
土
．
地
の
豪
．
家
で

あ
る
森
田
淳
一
氏
の
御
宅
へ
御
邪
魔
し
た
こ
と
が
あ
る
。
何
の
氣

な
し
に
、
御
宅
に
も
し
や
古
い
地
圖
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
せ
う
か

と
尋
ね
た
と
こ
ろ
が
、
早
速
藏
か
ら
慰
し
て
こ
ら
れ
た
も
の
は
、

審
〔
に
驚
く
べ
き
立
派
な
典
型
的
の
富
里
制
の
古
説
で
あ
っ
た
。

　
地
形
圓
の
二
萬
五
千
分
一
で
見
る
と
、
こ
の
邊
に
は
富
里
制
ら

し
き
も
の
は
見
様
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
係
ら
す
、
當
家

に
所
藏
さ
れ
た
古
圖
に
は
頗
る
美
事
な
條
里
制
が
現
れ
て
み
る
で

は
な
い
か
。
地
理
畢
の
研
究
が
机
上
の
研
究
の
み
に
止
ら
す
野
外

の
實
態
調
査
を
も
併
せ
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
、
は
っ

き
り
屠
っ
た
の
も
こ
の
時
で
あ
る
。

　
上
之
島
の
部
落
は
醤
大
和
川
の
河
道
の
｝
だ
る
玉
購
斑
の
棄
岸

に
あ
っ
て
、
現
在
の
地
形
圏
に
於
て
は
、
條
里
制
の
そ
れ
ら
し
き

も
の
を
見
出
し
難
い
に
も
拘
ら
す
、
こ
の
貴
重
な
る
古
圏
に
よ
っ

て
、
古
代
の
條
里
制
の
行
は
れ
た
こ
と
が
確
實
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
私
の
考
へ
元
中
河
内
郡
の
東
南
隅
…
に
も
終
…
溶
着
の
あ

る
ら
し
い
と
い
ふ
推
論
が
正
し
い
こ
と
愚
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
古
醐
で
は
南
北
に
六
町
、
東
．
顧
に
十
語
漏
り
の
部
分
が
示

振
河
泉
地
方
の
條
黛
細
魍
ハ
島
）

さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
略
ぼ
中
央
に
は
南
北
に
西
塔
川
が
通

っ
て
み
る
。
恩
西
川
の
東
方
に
あ
る
六
町
の
四
角
は
正
し
く
六
町

を
ば
一
町
毎
に
匹
分
し
て
み
て
、
其
虚
に
三
十
六
の
坪
割
が
見
轟

さ
れ
る
。
然
し
、
恩
指
墨
の
西
方
に
労
る
部
分
で
は
包
隠
四
隅
を
上

之
島
の
聚
落
が
占
め
て
み
る
し
、
預
端
の
部
分
は
王
熊
川
の
河
床

で
あ
る
か
ら
、
多
少
其
の
遜
ぽ
道
路
割
が
不
規
則
で
あ
る
。
然
し

結
局
こ
の
古
仏
に
は
逆
調
に
並
ぶ
二
つ
の
條
里
が
示
さ
れ
て
み
る

こ
と
は
確
實
で
あ
る
。

　
申
河
内
郡
の
南
部
で
、
八
尾
町
の
聚
落
も
久
｛
賛
寺
村
の
聚
落
も

等
し
く
條
里
制
の
跡
が
見
轟
さ
れ
る
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
殊
に

久
賓
寺
村
で
は
木
村
氏
の
御
宅
で
見
せ
て
い
た
穿
い
た
＋
口
囲
に
も

明
か
に
條
里
制
の
跡
が
見
ら
れ
た
3
そ
の
古
園
に
依
る
と
廣
小
路

と
い
ふ
点
り
が
市
街
を
南
北
に
…
從
欝
ハ
し
て
み
て
五
間
の
大
道
と
な

っ
て
み
る
。
東
西
の
通
り
に
は
中
之
町
・
表
町
・
馬
追
町
、
・
俵
町

大
手
町
・
慈
眼
寺
町
・
地
下
町
・
出
屋
敷
町
等
が
規
則
正
し
く
東

西
に
並
ん
で
、
爆
雷
も
の
條
を
作
っ
て
み
る
の
で
あ
っ
だ
。

　
そ
し
て
こ
の
久
賓
寺
村
の
聚
落
に
於
て
は
、
聚
落
全
器
を
包
ん

で
濠
が
周
幽
に
緯
ら
さ
れ
て
居
り
、
所
臨
御
濠
扇
落
を
形
成
し
て

簾
二
十
蹴
巻
　
第
　
賦
課

九
蕪
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第四圃　條里制の特異例
　（和泉國泉北郡伯太村附近）
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み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
環
濠
聚
落
に
闘
し
て
は
、
故
牧
野
儒
之
助

氏
が
，
土
地
及
び
野
鼠
更
上
の
諸
問
題
L
中
に
一
，
樋
・
河
・
泉
の
蝦

濠
部
落
」
と
し
て
精
し
く
述
べ
ら
れ
て
居
ら
れ
る
通
り
、
堺
の
町

も
築
野
の
町
も
こ
の
久
賓
寺
の
町
、
3
漁
認
て
中
世
に
於
け
る
慮
衛
的

」
防
御
∬
物
と
し
て
入
工
的
『
に
酔
染
入
辿
し
た
環
訟
橡
な
の
で
あ
る
○

　
中
河
内
郡
の
西
南
隅
か
ら
泉
北
郡
の
北
部
へ
か
け
て
は
、
こ
の

環
犠
田
部
駿
沿
が
頗
る
多
く
、
…
堺
や
久
廊
貫
寺
は
そ
の
代
表
的
な
好
例
を

示
し
て
み
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
此
麗
に
一
つ
不
患
鮮
献
な
こ
と
は
、
上
之
島
の
條
里
に
し
て
も
久

寧
皿
寺
の
條
里
に
し
て
も
、
そ
れ
は
正
し
く
申
果
西
　
と
南
北
と
の
方
向

を
持
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
た
爲
挙
下
調
の
み
は
や
k
異
っ
て
居

り
北
東
甫
、
潤
の
方
向
と
北
．
撒
南
東
の
方
向
と
に
か
た
よ
っ
て
み
る

こ
と
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
偏
角
は
僅
か
に
五
度
位
の
も
の
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
こ
の
邊
一
伽
灘
に
篠
…
．
塁
舗
…
の
正
し
き
東
．
西
幽
閉
北
の
道

路
型
が
廣
く
分
布
し
て
み
る
内
に
、
羅
野
郷
の
み
が
少
し
く
偏
し

て
み
る
こ
と
は
、
地
形
圃
上
に
曝
し
い
圏
障
り
と
な
っ
て
み
る
。

六
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拙
取
止
に
和
泉
闘
　
の
條
里
制
で
あ
る
が
、
こ
の
和
泉
國
の
條
里
…
制

に
關
し
て
は
既
に
米
倉
二
郎
氏
の
精
細
な
る
御
研
究
が
嚢
表
さ
れ

て
み
る
の
で
、
此
麗
に
は
そ
の
特
色
だ
け
を
一
言
す
る
に
止
め

る
。

　
湘
泉
海
岸
｝
十
野
一
は
北
東
よ
り
南
…
西
へ
細
…
長
く
延
び
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
此
薩
に
糠
南
制
が
布
か
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
條
里
は

東
西
南
北
の
方
向
を
採
る
こ
と
は
頗
る
困
難
で
あ
る
。
ど
う
し
て

も
そ
の
海
岸
線
に
早
｝
竹
し
た
方
向
と
、
こ
れ
に
直
ん
旬
に
由
父
る
方
向

と
を
三
っ
て
條
里
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
ヒ
れ
は
交
通
路
が
そ
の
方
向
に
獲
達
す
る
た
め
で
あ
り
、
水
路

網
が
山
よ
り
海
へ
自
然
の
方
向
を
と
る
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

の
和
泉
國
の
條
里
は
北
東
爾
．
酉
の
道
路
と
北
西
南
東
の
道
路
と
の

交
叉
し
た
條
里
制
と
な
っ
て
み
る
の
で
あ
浮
、
此
面
に
大
き
な
特

色
が
あ
る
．
、
撰
津
國
の
…
場
合
に
も
河
内
國
の
場
合
に
も
條
里
は
東
　

西
南
北
の
方
向
を
採
っ
て
み
る
の
に
忙
し
て
、
こ
の
和
泉
國
の
み

が
そ
の
方
向
を
異
に
し
て
み
る
の
は
、
専
ら
地
勢
の
影
響
に
依
る

も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
同
じ
様
な
こ
と
は
近
江
國
の
湖
東
、
平
野
の
條
里
制
に
於

て
も
見
ら
れ
る
と
ろ
こ
で
あ
る
．
．
條
里
制
は
本
心
は
東
西
南
北
の

も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
晒
か
で
あ
る
が
、
そ
の
地
方
の
地
就
勢
に
左
右

さ
れ
て
、
そ
れ
が
斜
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
ふ
か
、
鼎
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
例
外
の
場
合
も
あ
る
と
い
ふ
よ
い
例
を
、
こ
の
和

泉
國
の
豊
里
制
が
示
し
て
み
る
わ
け
で
あ
る
。
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