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【
要
約
騙
　
東
大
専
領
猪
雲
際
絵
図
は
条
里
坪
付
の
あ
る
こ
と
、
地
名
、
田
積
、
田
品
そ
の
他
の
記
載
の
あ
る
こ
と
で
摂
津
国
河
辺
郡
の
条
里
復
元
の
手

　
掛
と
な
り
、
ま
た
累
層
内
容
を
知
る
上
の
重
要
な
資
料
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
従
来
必
ず
し
も
じ
ゅ
う
分
な
利
用
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
そ
の
繁
一
の
原
因
は
絵
図
が
写
本
で
あ
り
、
誤
り
の
多
い
こ
と
、
従
っ
て
堅
粥
度
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
が
、
河
辺
郡
（
主
と
し
て
尼
崎
市
城
）
自

バ　　

ﾌ
に
つ
い
て
の
研
究
不
足
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
小
論
は
、
こ
う
し
た
問
題
点
を
い
く
ら
か
で
も
解
決
す
る
目
的
か
ら
の
摂
津
圏
河
辺
郡
の
昭
然

　
　
環
境
を
堀
り
さ
げ
て
追
求
し
、
⇔
旛
名
庄
の
立
地
点
を
歴
史
地
理
学
の
立
場
で
検
討
し
、
ま
た
飼
猪
名
斑
斑
隠
に
つ
い
て
は
詑
載
内
容
を
逐
一
検
討
を
伽

M　
え
て
僑
絹
で
き
る
程
度
の
も
の
に
復
元
し
た
上
で
、
⑧
ミ
ャ
ケ
よ
り
庄
園
へ
の
発
展
過
程
を
解
釈
し
た
。

～
そ
の
彙
班
讐
外
側
・
骨
筆
湿
地
…
糖
塑
の
発
奮
進
め
て
・
た
・
ヤ
ケ
の
施
入
髪
け
叢
大
選
更
・
そ
の
方
法
釜
展
・
せ
　

　
る
と
と
も
に
堤
防
の
闘
い
込
み
に
よ
っ
て
砂
彊
と
江
へ
の
進
出
を
試
み
て
、
つ
い
に
後
年
の
奥
社
と
の
紛
争
の
契
機
を
生
み
患
す
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
　
…

納
た
。
・
℃
ち
う
ん
護
絵
図
は
雀
の
作
で
あ
り
、
禰
に
籍
に
描
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
森
運
脚
五
号
【
九
大
五
年
九
月
一

三
津
国
河
辺
郡
の
環
境

　
ま
つ
猪
名
庄
が
立
地
し
虎
摂
津
国
河
辺
郡
の
自
然
環
境
を
考
え
て

み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
環
境
は
同
時
に
郡
を
隣
す
る
豊
島
郡
（
明

治
二
十
九
年
以
後
、
能
勢
郡
と
含
体
し
て
豊
能
郡
と
な
る
）
、
武
庫
郡
と
共

通
す
る
。
河
辺
郡
を
中
心
に
豊
島
・
武
庫
の
大
部
分
を
占
め
る
西
摂

‘
平
野
（
難
癖
平
野
）
に
は
、
島
上
・
島
下
二
郡
（
豊
島
郡
岡
様
、
明
治
二

十
九
年
合
体
し
て
現
在
の
三
島
郡
と
な
る
）
の
占
め
る
東
回
平
野
と
共
通

し
て
、
み
ご
と
な
条
里
遺
構
が
旧
海
岸
線
と
想
定
さ
れ
る
一
線
の
北

側
に
連
続
し
て
分
布
す
る
（
第
－
図
参
照
）
。
従
っ
て
東
灘
・
西
摂
両
平

野
の
間
に
は
多
く
の
共
通
点
が
ま
た
存
在
し
て
い
る
に
栢
違
な
い
。

し
か
し
小
論
で
は
中
心
を
西
摂
平
野
、
特
に
河
辺
郡
に
置
い
て
解
明

を
進
め
た
い
。

西
摂
平
野
は
、
古
大
阪
湾
の
東
北
部
が
第
四
紀
洪
積
世
以
降
、
海
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第1図　東町。西摂平野条里選構分布（黒色の酪分）

進
と
海
退
の
繰
返
し
の
中
に
、
礫
・
砂
・
粘
土
の
堆
積
に
よ
り
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

だ
い
に
埋
め
尽
さ
れ
て
で
き
上
っ
た
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
平
野
の
北
半
は
武
庫
川
・
猪
名
川
に
側
面
侵
食
を
受
け

た
伊
丹
段
丘
（
伊
丹
礫
層
よ
り
成
る
）
が
現
在
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
伊

丹
礫
暦
は
、
平
野
の
南
半
に
お
い
て
は
、
沖
積
層
の
下
に
一
〇
〇
〇

分
の
五
程
度
の
緩
傾
斜
を
も
っ
て
潜
行
し
、
大
阪
湾
の
海
底
に
達
し

て
い
る
。
西
摂
平
野
の
ほ
と
ん
ど
を
，
か
つ
て
埋
め
尽
し
た
餌
丹
礫

層
も
、
現
在
で
は
前
述
の
通
り
北
半
を
、
伊
丹
市
域
を
中
心
に
、
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

め
て
低
平
な
段
丘
状
で
露
呈
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
伊
丹
礫
層
の
形
成
年
代
は
、
こ
れ
が
関
東
ロ
ー
ム
層
の
立
川
面
に

比
定
さ
れ
る
点
な
ど
か
ら
、
大
約
一
〇
〇
〇
〇
年
切
・
℃
幽
か
と
考
え

ら
れ
る
。
鵡
の
伊
丹
礫
層
の
堆
積
は
、
つ
づ
く
海
退
期
の
侵
食
で
か

な
り
の
変
化
を
受
け
、
つ
い
で
再
び
海
進
期
に
な
る
と
、
侵
食
を
受

け
た
冊
レ
丹
礫
層
上
位
弼
の
上
に
沖
積
屡
が
堆
積
し
て
行
く
。
第
2
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
尼
崎
市
内
沖
積
層
基
底
面
平
壌
」
は
藤
田
和
夫
に
よ
る
最
近
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

究
成
果
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
岡
義
記
の
研
究
に
比
較
し
て
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
り
細
部
の
状
態
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
第
3
図
「
尼
崎
市
内
微

地
形
図
」
と
対
比
し
て
み
る
と
、
西
摂
平
野
に
お
け
る
人
類
の
歴
史

の
足
跡
は
、
地
上
に
お
い
て
は
標
高
二
一
米
以
下
の
地
域
に
、
地
下
に
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葉大寺領摂津瞬猪名庄の歴史地理（渡辺）

お
い
て
は
三
〇
米
の
地
層
の
厚
さ
の
中
に
ひ
そ
ん
で
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
意
味
は
極
め
て
限
定
し
た
地
域
、
本
論
で
主

題
と
す
る
猪
名
港
を
中
心
と
し
た
地
域
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
指
す

も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
他
地
域
で
は
例
外
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い

う
の
は
、
既
に
五
～
六
米
地
点
の
河
床
近
く
に
縄
文
時
代
の
出
土
晶

が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
倹
丹
段
丘
上
、
一
〇
米
以
上
の
と
こ
ろ
に
幾

第2襲　尼崎粛内沖積層基底面位（単位はメートノり

多
の
古
墳
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
今
問
題
と
さ
れ
て
い
る
平
野
部
の
沖
積
層
が
ど
の
よ
う
な
過

程
を
通
し
て
堆
積
さ
れ
て
行
っ
た
か
、
換
言
す
る
と
海
岸
線
の
前
進
、

平
野
の
形
成
が
、
い
つ
い
か
な
る
形
で
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

　
第
2
図
「
尼
崎
市
内
沖
積
層
基
底
面
位
図
」
に
示
さ
れ
た
等
深
線

の
数
値
は
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
線
上
の
沖
積
層
の
厚
さ
を
示
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
。
今
そ
れ
ら
の
地
点
の
地
下
地
質
柱
状
図
を
比
較
検
討
し
て
み
る

と
、
礫
・
砂
・
粘
土
の
互
騨
よ
り
成
る
が
、
ま
ず
礫
に
つ
い
て
は
、

一
応
伊
丹
礫
屡
の
存
在
を
、
第
2
図
に
示
さ
れ
た
数
値
を
基
準
に
区

．
別
す
る
と
と
も
に
、
別
に
武
庫
川
に
よ
っ
て
第
四
紀
以
降
運
ば
れ
た

礫
と
砂
を
区
別
し
た
。
次
に
砂
と
粘
土
は
当
地
域
の
土
地
形
成
に
最

も
深
い
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
自
ら
の
採
取
で
な
く
既
に
印

刷
乃
至
写
真
焼
付
に
よ
っ
て
示
さ
れ
え
柱
状
図
に
よ
っ
た
関
係
か
ら
、

海
水
・
汽
水
・
淡
水
下
の
い
つ
れ
の
堆
積
で
あ
る
か
の
判
別
は
で
き

な
か
っ
た
が
、
そ
の
上
層
に
乗
る
地
層
の
内
容
と
厚
さ
か
ら
あ
る
程

‘
度
の
解
釈
を
行
っ
た
。
最
後
に
砂
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
資
料

の
点
で
、
荒
砂
・
細
砂
の
区
別
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
後

述
す
る
よ
う
に
沿
岸
潮
流
に
よ
り
、
よ
り
西
方
か
ら
運
ば
れ
来
っ
て
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第3図　尼崎市内微地形と条里遣構分布海
中
に
堆
積
し
た
も
の
と
解
釈
し
た
。
ま
た
そ
の
厚
み
は
、
砂
の
上

層
に
他
の
種
類
の
地
層
を
乗
せ
て
い
る
か
、
い
な
い
か
で
異
な
る
が
、

乗
せ
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
厚
み
が
そ
の
ま
ま
砂
州
の
内
容
と
考

え
た
。
砂
の
上
層
に
更
に
別
の
種
類
の
地
層
を
乗
せ
て
い
る
場
合
、

qゆ

ｻ
れ
が
こ
と
ご
と
く
粘
土
層
で
あ
る
と
き
は
、
単
に
海
底
に
堆
積

し
た
も
の
が
、
そ
の
後
の
土
地
の
隆
起
ま
た
は
海
退
の
結
果
、
自
然

　
に
陸
地
と
な
っ
た
も
の
と
し
、
②
上
層
に
粘
土
混
り
の
砂
を
持
つ

　
も
の
は
砂
州
の
端
部
か
砂
州
列
の
中
間
に
位
置
す
る
層
に
梢
当
す

　
る
と
解
し
た
。
③
最
後
に
、
上
層
に
比
較
的
厚
み
を
持
つ
表
土
層

　
を
乗
せ
た
も
の
は
、
砂
州
の
内
側
、
い
わ
ゆ
る
バ
ッ
ク
マ
！
シ
ュ

　
的
な
低
湿
地
を
人
為
的
に
埋
立
て
て
、
耕
地
の
拡
大
に
役
立
て
た

　
も
の
と
解
釈
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
第
四
章
で
編
述
す

　
る
。

　
　
沖
積
世
初
頭
の
海
進
で
は
、
海
底
に
没
し
た
侵
丹
礫
層
の
海
退

　
期
の
解
析
谷
が
ま
ず
海
成
粘
土
層
で
埋
め
尽
さ
れ
、
一
応
海
底
に

　
向
っ
て
緩
傾
斜
を
持
つ
地
形
が
海
中
に
形
成
さ
れ
た
に
ち
が
い
な

　
い
。
も
ち
ろ
ん
武
庫
川
は
そ
の
旺
盛
な
土
砂
運
搬
を
通
し
三
角
州

　
の
形
成
を
こ
の
期
間
に
も
続
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
洪
積
世

　
末
の
解
析
谷
が
大
き
く
深
い
の
で
、
そ
れ
を
埋
め
る
た
め
、
沖
積

世
初
期
に
は
ま
だ
そ
れ
程
の
影
響
を
第
2
図
に
見
ら
れ
る
範
囲
で
は

与
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
柱
状
図
を
通
し
て
み
た

場
合
、
沖
積
層
基
底
面
面
上
、
分
厚
く
粘
土
層
で
構
成
さ
れ
、
武
庫

川
礫
層
は
そ
の
上
を
一
部
分
覆
う
有
様
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
第
4
図
は
淋
積
世
以
降
現
在
に
及
ぶ
旧
海
岸
線
の
前
進
状
況
を
想

定
し
た
も
の
で
あ
る
。
血
中
の
一
は
沖
積
世
初
頭
に
当
る
が
、
こ
の
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東大毒領摂津岡猪塙庄の歴史地理（渡辺）

頃
、
こ
こ
で
は
未
だ
武
庫
川
三
角
州
が
顕
著
に
発
達
を
示
し
て
い
な

い
。
武
庫
川
の
影
響
が
現
わ
れ
る
の
は
斑
の
時
期
以
降
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
そ
の
影
響
も
薩
接
的
に
は
西
部
に
限
ら
れ
、
中
部
・
東
部

に
は
及
ん
で
い
な
い
。
む
し
ろ
問
題
は
、
武
庫
川
の
運
び
込
む
砂
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

移
動
に
よ
る
間
接
的
影
響
に
あ
る
。
現
在
大
阪
湾
に
お
け
る
潮
流
は

明
石
海
峡
か
ら
入
り
、
沿
岸
に
沿
っ
て
隠
蟹
廻
り
に
曲
流
し
た
後
、

第4図　尼崎付近海岸線の前進想定

一
江

、
r

窟
鎌
倉
晦
．
代

W
準
守
貯
代

V
条
契
購
溌

可
お
隠
縫
滑

止
弥
生
鋒
，
段

E
縄
文
懸
．
篤

－
　
塩
、
更
」
〈
℃

、
、
「
廻
圧
壇
幣

○
遜
雌
勘
蝦

空楚声≧1㌻二』

友
ケ
島
水
道
を
通
っ
て
外
海
に
通
じ
る
。
　
（
た
だ
し
こ
れ
と
は
劉
に
、

友
ケ
島
水
道
か
ら
、
逆
に
入
り
、
淡
路
島
に
沿
っ
て
北
流
し
、
明
石
海
峡
で

前
者
と
合
流
す
る
も
の
、
淡
路
島
東
岸
で
反
転
し
、
反
時
計
廻
り
し
て
再
び

友
ケ
島
水
道
に
誓
え
る
も
の
も
あ
る
。
）
こ
の
明
石
海
峡
よ
り
東
に
進
み
、

湾
岸
を
曲
流
す
る
潮
流
が
、
町
方
の
河
口
に
堆
積
し
た
土
砂
を
絶
え

ず
よ
り
東
方
に
、
南
方
に
と
運
び
続
け
て
い
た
。
特
に
武
庫
州
は
、

　
こ
の
地
方
に
お
け
る
主
た
る
砂
礫
の
供
給
源
で
あ
っ
た
か
ら
、
武

　
庫
川
以
東
大
阪
に
か
け
た
地
域
は
、
潮
流
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
砂

　
が
常
に
海
底
に
堆
積
さ
れ
る
条
件
下
に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
現
地

　
形
と
第
四
紀
初
頭
と
の
間
に
は
相
違
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
潮
流

　
の
方
向
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
程
度
で
、
原
理
的
に
根
本
的
根
違

　
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
当
時
の
地
形
の
基
底
を
な
す

　
伊
丹
礫
層
も
、
海
爾
下
に
お
け
る
傾
斜
が
一
〇
〇
〇
分
の
五
以
下

　
の
緩
勾
配
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
海
進
期
に
お
い
て
容
易
に
遠
浅
海

岸
と
な
り
、
従
っ
て
沖
合
の
波
浪
運
動
に
よ
っ
て
、
海
岸
に
平
行

　
し
た
砂
州
形
成
の
可
能
性
が
じ
ゆ
う
分
あ
る
。
現
今
で
は
神
芦
市

　
以
東
に
お
け
る
海
岸
条
件
の
変
化
や
、
沿
岸
に
注
ぐ
諸
河
川
の
上

　
流
地
帯
に
お
け
る
砂
防
工
事
の
た
め
土
砂
流
嵐
量
が
減
少
し
、
過

去
の
如
き
顕
著
な
砂
州
形
成
の
条
件
が
少
な
く
な
っ
た
が
、
海
図
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第5図　尼崎長洲付近微地形（車位は米）

’

に
よ
り
、
な
お
そ
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
遠
浅
海
岸
に
砂
州
が
形
成
さ
れ
る
と
、
恐
ら
く
第
4
図
に
示
さ
れ

　
　
　
　
　
　

た
W
～
V
の
方
向
に
沿
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
現
在
確
認
で
き
る

　
く
　
　
　
く

も
の
が
九
ケ
所
あ
り
も
未
確
認
の
も
の
も
幾
つ
か
存
在
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
砂
州
列
の
問
隔
に
つ
い
て
級
数
的
関
係
が
あ
る
と

い
う
比
え
も
あ
る
が
・
現
在
の
地
形
で
夢
、
過
去
の
地
形
の
復
元

に
よ
る
作
業
か
ら
は
判
定
が
困
難
で
あ
る
。

　
砂
州
の
背
後
に
潮
汐
湿
原
な
い
し
パ
ッ
ク
マ
；
シ
ュ
を
持
つ
こ
と

は
多
く
の
実
例
が
あ
る
が
、
こ
の
地
域
で
も
そ
れ
が
極
め
て
顕
著
で

あ
る
。
第
3
図
の
微
地
形
図
に
見
ら
れ
る
凹
地
な
い
し
低
湿
地
の
中
、

第
4
図
の
砂
州
列
に
直
角
な
方
向
の
傾
斜
を
も
つ
も
の
は
、
い
ず
れ

も
過
去
の
潮
汐
湿
原
な
い
し
バ
ッ
ク
マ
ー
シ
ュ
の
な
ご
り
と
考
え
ら

れ
る
。
砂
州
の
確
認
は
一
つ
は
前
述
し
た
よ
う
に
地
質
柱
状
図
の
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

討
に
基
く
が
、
ま
た
第
5
図
の
如
き
微
地
形
図
作
成
作
業
を
通
し
て

も
確
認
で
き
た
。
こ
こ
で
は
ま
た
比
高
○
・
五
～
一
・
○
米
の
微
高

地
（
砂
州
）
と
と
も
に
、
そ
の
間
に
過
虫
の
潮
流
口
と
思
わ
れ
る
、

や
や
低
い
切
れ
口
を
示
し
た
地
形
が
認
め
ら
れ
る
。
恐
ら
く
こ
の
潮

流
口
の
一
躍
し
て
い
た
時
代
は
、
湿
原
も
汽
水
性
を
示
し
て
い
る
か

ら
人
為
的
に
開
墾
が
な
さ
れ
る
時
期
で
は
な
く
、
文
献
的
に
い
う
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「
江
」
の
存
在
期
に
当
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
先
き
に
未
確
認
の
砂
州
に
つ
い
て
ふ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
立
地
点

は
、
ほ
と
ん
ど
旧
集
落
で
あ
り
、
都
市
化
な
い
し
工
業
化
が
最
も
お

く
れ
て
お
り
、
地
下
地
質
資
料
を
得
る
便
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
、

ま
た
微
高
地
の
実
測
も
人
家
の
密
集
で
困
難
な
こ
と
か
ら
砂
州
で
あ

る
こ
と
の
直
接
的
証
明
が
で
き
な
い
。
し
か
し
間
接
的
に
は
、
低
湿

密
な
い
し
胴
墾
地
に
お
け
る
集
落
は
必
ず
微
高
地
に
立
地
す
る
慣
性

か
ら
一
つ
の
証
明
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
他
に
、
砂
州
列
の
方
向
か

ら
該
当
集
落
を
、
更
に
そ
の
集
落
の
立
地
慣
性
を
、
と
い
う
二
段
構

え
の
推
定
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
。

　
さ
て
波
浪
運
動
と
沿
岸
潮
流
に
よ
り
、
遠
浅
海
岸
の
海
底
に
砂
州

が
形
成
さ
れ
る
と
し
て
、
一
時
期
に
ど
の
程
度
形
成
さ
れ
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
る
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
、
地
中
海
に
お
け
る
現
在
の
地
形
に
基

く
研
究
報
告
で
は
、
傾
斜
一
〇
〇
〇
分
の
一
四
を
示
す
海
底
で
一
二

三
米
闊
に
二
列
、
傾
斜
一
〇
〇
〇
分
の
一
〇
を
示
す
海
底
で
六
一
〇

米
問
に
三
列
、
傾
斜
一
〇
〇
〇
分
の
五
を
示
す
海
底
で
四
～
五
列
の

、
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
数
値
は
平
均
値
で
あ
り
、
現

地
形
で
は
気
象
条
件
や
季
節
に
よ
り
増
減
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
尼
崎
付
近
の
海
底
は
、
沖
積
世
に
お
け
る
基
底
面
位
（
第
2
隅
参
照
）

か
ら
推
す
と
、
当
時
ほ
ぼ
一
〇
〇
〇
分
の
五
の
傾
斜
を
持
っ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
地
中
海
の
例
に
比
較
す
る
と
、
三
番
目
の
例

に
相
当
す
る
。
ま
た
こ
の
場
合
、
砂
州
列
相
互
闇
隔
は
大
約
三
〇
〇

米
程
度
ざ
あ
る
。
し
か
し
こ
の
例
の
通
り
に
尼
崎
付
近
が
で
き
上
っ

た
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
し
、
ま
た
小
論
の
当
初
の
閣
標
が
庄
園
朋

発
の
た
め
の
環
境
究
明
に
在
っ
て
、
海
岸
地
形
自
体
の
腐
心
の
樹
立

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
あ
く
ま
で
参
考
資
料
に
止
め
た
い
と
思

う
。
た
だ
砂
州
が
一
列
つ
つ
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
複
数
列

で
あ
り
、
そ
の
中
事
も
海
岸
よ
り
の
砂
州
の
み
が
開
発
利
用
さ
れ
る

が
、
人
類
の
智
恵
は
、
第
二
列
の
砂
州
の
存
在
と
開
発
利
用
の
予
想

を
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
第
4
図
は
以
上
述
べ
た
砂
州
の
発
達
を
根
幹
に
し
、
概
に
尼
崎
付

近
で
発
見
さ
れ
て
い
る
考
古
学
的
資
料
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ

る
。
概
し
て
東
部
に
お
け
る
進
展
が
著
し
く
、
中
・
西
部
は
お
く
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
後
述
の
猪
今
庄
開
発
の
場
合
に
も
明
白
に
現

わ
れ
て
く
る
。
し
か
し
後
に
は
武
庫
州
の
土
砂
堆
積
が
進
行
す
る
た

め
、
東
西
か
ら
挾
ま
れ
た
中
部
が
長
く
低
湿
地
と
な
る
結
果
を
見
た
。
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二
　
猪
名
四
の
立
地

　
猪
名
庄
の
歴
史
地
理
は
、
そ
の
立
地
に
始
ま
り
、
立
地
に
終
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
筆
者
ら
の
考
証
は
幾
度
か
失
敗

を
繰
返
し
て
来
た
。
、
そ
の
根
本
原
因
は
確
か
に
二
つ
あ
る
と
思
う
。

そ
の
一
は
、
写
本
で
あ
る
猪
名
庄
古
絵
図
の
解
読
が
不
じ
ゆ
う
分
で

あ
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
二
は
立
地
予
想
地
を
め
ぐ
る
周
辺
環
境

へ
の
研
究
の
不
足
が
こ
う
し
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。

　
小
論
で
は
、
こ
の
二
つ
の
原
因
の
中
、
第
二
点
に
就
い
て
は
既
に

前
章
に
お
い
て
環
境
の
解
明
を
な
し
た
の
で
、
当
章
で
は
ま
ず
そ
れ

に
立
脚
し
て
猪
名
庄
の
立
地
を
問
題
に
し
、
第
一
の
原
因
と
そ
の
解

明
は
、
多
少
前
後
す
る
が
次
章
で
取
あ
げ
た
い
。

　
猪
名
庄
は
奈
良
時
代
の
天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
Y
に
勅
施
入
さ

れ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
に
先
立
つ
ミ
ヤ
ケ
の
蒔
代
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
ミ
ヤ
ケ
の
起
源
は
垂
仁
紀
廿
七
年
に
見
え
る
幽
翠
醗

　
　
　
　
　
　
⑭

・
に
始
ま
る
が
、
特
に
急
増
を
見
た
の
は
六
世
紀
初
期
か
ら
中
期
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

け
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
　
摂
津
属
に
も
難
波
ミ
ヤ
ケ
、

鱗
概
ミ
ヤ
ケ
、
子
代
ミ
ヤ
ケ
が
あ
っ
た
。
難
波
ミ
ヤ
ケ
は
安
閑
紀
元

年
に
、
妃
宅
媛
の
為
に
設
け
、
竹
村
ミ
ヤ
ケ
は
県
主
飯
粒
の
奉
っ
た

良
田
を
受
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
子
代
ミ
ヤ
ケ
は
大
化
二
年
の
年
に

壌
さ
れ
て
行
宮
と
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
六
世
紀

か
ら
七
世
紀
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
摂
津
国
河
辺
郡
に
、
ミ

ヤ
ケ
が
設
け
ら
れ
た
記
録
は
な
い
が
、
こ
の
付
近
一
帯
は
早
く
か
ら

大
和
朝
廷
と
特
別
な
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

点
が
あ
る
。
例
え
ば
住
吉
大
社
神
代
記
に
よ
る
と
、
猪
名
川
の
上
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
へ

に
神
功
皇
后
よ
り
供
神
料
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
城
辺
山
、
為
奈
山
を

は
じ
め
と
し
、
周
じ
く
皇
盾
の
「
寄
進
に
な
る
河
口
の
島
嶋
・
浜
の
こ

と
が
誌
さ
れ
て
い
る
。
特
に
そ
の
中
に
後
述
の
猪
名
庄
に
隣
接
す
る

か
む
さ
ぎ

神
前
の
名
が
見
え
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
神
代
記
を
そ
の

ま
ま
信
じ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
眼
華
大
神
を
斎
零
す
る
津
守
氏
が

水
軍
と
し
て
大
和
朝
廷
に
協
力
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
地
と
な
る
べ
き

沿
岸
の
島
や
浜
が
そ
の
支
配
下
に
入
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
水
軍
に

し
て
み
れ
ば
、
再
生
産
を
繰
返
す
土
地
（
耕
地
）
よ
り
も
、
資
材
の

補
給
や
戦
略
的
地
点
と
し
て
便
な
る
位
遣
こ
そ
重
要
で
あ
り
、
そ
う

し
た
意
味
で
の
占
拠
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
こ
の
関
係
は
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
も
後
世
の
猪
名
広
か
ら
分
離
し
た
長
州
庄
を
め
ぐ
る
東
大
寺
と
吟

社
の
支
配
関
係
を
恩
わ
す
も
の
が
あ
る
。
東
大
寺
は
土
地
を
管
理
し

て
戸
数
割
的
地
子
を
と
り
、
参
社
は
個
人
を
管
理
し
て
専
ら
そ
の
労
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働
力
を
物
資
運
搬
に
利
用
し
た
点
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
住
吉
大
赴
と
大
和
朝
廷
と
の
関
係
に
関
し
て
の
史
料
は

な
い
。
し
か
し
水
軍
の
協
力
の
も
と
で
猪
名
川
流
域
（
か
っ
て
の
猪
名

県
）
を
そ
の
支
配
下
に
入
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
風
土
記
逸
文
に
見
え
る
摂
津
国
の
条
に
は
美
奴
売
松
原
の
地
名
起

源
に
つ
い
て
「
今
称
美
奴
痴
者
神
名
、
其
神
本
居
能
勢
郡
美
愈
愈
由
、

昔
息
長
足
比
売
天
皇
幸
干
筑
紫
国
時
、
集
諸
神
砥
於
川
辺
郡
内
神
前

松
原
、
出
面
祈
福
、
干
時
宜
神
亦
同
来
集
、
日
暑
亦
護
佑
側
諭
之
日
、

告
所
住
之
山
畑
須
義
乃
木
、
各
昏
々
宮
島
吾
造
船
、
則
乗
此
船
而
可

行
幸
、
楽
有
幸
福
、
天
皇
乃
随
神
教
遣
一
作
船
、
此
神
船
逐
征
新
羅
、

還
来
之
時
、
祠
祭
此
神
於
斯
浦
、
並
留
船
以
善
神
、
紋
織
此
地
日
美

奴
踊
」
と
亘
る
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
住
吉
神
代
記
と
比
較
し
て
考

え
る
と
き
、
単
に
説
話
と
し
て
の
み
か
た
づ
け
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も

　
　
　
　
　
⑱

の
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
猪
名
川
水
系
を
通
し
て
能
勢
地
方
と
河
辺

郡
一
帯
と
の
間
に
深
い
連
な
り
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
二
は

大
和
朝
廷
が
住
吉
大
神
（
津
守
水
軍
）
を
背
景
（
協
力
春
）
と
し
て
、

こ
の
地
に
外
征
の
根
拠
地
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ

う
し
た
内
容
を
持
つ
地
点
が
現
在
の
川
辺
郡
神
崎
（
尼
崎
市
神
崎
）
で

あ
っ
て
も
す
こ
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
前
章
で
見
た
第
4

図
は
、
明
白
に
当
時
（
古
墳
網
代
）
の
海
岸
線
に
当
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
経
過
を
見
た
猪
名
川
下
流
域
が
、
そ
う
単
純
に

手
放
さ
れ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
も
ち
ろ
ん
大
和
朝
廷
に
よ
る
統
一

国
家
が
完
成
し
、
ゆ
る
ぎ
な
き
地
方
支
配
が
確
立
し
た
八
世
紀
以
降

に
お
い
て
、
ミ
ヤ
ケ
の
放
棄
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
ミ
ヤ
ケ
本
来
の

意
義
か
ら
見
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
七
世
紀
ま
で
は
む
し

ろ
増
加
さ
せ
る
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
推
古
紀
十
五
年
（
六
〇
七
）

の
「
煎
薬
毎
置
屯
倉
」
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
従
っ
て
神
崎
の
近

く
、
　
猪
名
川
河
口
域
に
、
　
六
～
七
世
紀
に
ミ
ヤ
ケ
が
存
在
し
て
い

た
可
能
性
は
じ
ゅ
う
分
考
え
ら
れ
る
。
時
代
は
下
る
が
承
和
十
一
年

（
八
三
四
）
に
「
摂
津
国
言
依
去
天
長
二
年
正
尺
ぜ
一
日
、
承
和
二
年

十
一
月
廿
五
臼
両
度
勅
旨
、
定
河
辺
郡
為
奈
野
、
可
遷
建
国
府
、
而

今
国
電
民
疲
不
堪
発
癌
、
望
請
停
遷
彼
畷
野
、
面
起
櫨
館
為
国
府
且

加
修
理
者
、
勅
聴
之
。
」
　
（
続
B
本
後
影
）
と
あ
る
が
、
当
時
で
も
な
お

猪
名
川
河
口
の
猪
名
野
地
方
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
猪
名
庄
の
前
身
ミ
ヤ
ケ
が
猪
名
地
に
在
る
と
す
れ
ば
、
ミ
ヤ
ケ
共

通
な
要
件
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
地
点
に
立
地
し
て
い
た
の
で
あ
る

　
　
　
　
⑲

か
。
従
来
条
里
制
の
起
源
と
関
連
し
て
、
、
ミ
ヤ
ケ
を
中
心
に
そ
の
地
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割
施
行
が
姶
め
ら
れ
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
こ
の
説
を
適
用
す
れ

ば
、
ミ
ヤ
ケ
は
条
里
仁
政
の
残
存
す
る
地
域
の
中
心
に
立
地
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
は
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
こ

の
見
解
成
立
の
前
提
に
は
長
地
形
地
割
が
条
里
地
割
の
原
型
で
あ
る

こ
と
、
そ
の
長
地
形
地
割
が
ミ
ヤ
ケ
周
辺
に
多
い
こ
と
が
横
た
わ
っ

て
い
る
。
し
か
し
前
者
に
つ
い
て
も
現
在
必
ず
し
も
定
説
で
は
な
く
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
未
だ
じ
ゅ
う
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

提
鞄
老
の
根
拠
も
専
ら
文
書
資
料
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
例
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

少
な
い
。
従
っ
て
既
に
こ
の
見
解
へ
の
批
判
も
な
さ
れ
、
ミ
ヤ
ケ
と

条
里
制
と
は
本
来
無
関
係
と
の
説
も
出
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
種
々

の
見
解
を
ふ
ま
え
て
摂
津
國
や
河
内
鼠
の
ミ
ヤ
ケ
を
眺
め
る
と
き

（
第
王
図
参
照
）
、
　
ミ
ヤ
ケ
は
む
し
ろ
条
黒
遺
構
分
布
地
域
の
周
辺
部
な

い
し
は
条
里
ブ
ロ
ッ
ク
の
継
ぎ
園
付
近
に
立
地
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
点
は
今
後
す
べ
て
の
ミ
ヤ
ケ
立
地
に
つ
い
て
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
滋
も
の
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
条
里
遺
構
分
布

地
域
の
中
心
に
存
在
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
⑳

　
ミ
ヤ
ケ
の
成
立
過
程
に
は
、
手
崎
地
を
地
方
豪
族
か
ら
提
供
さ
せ

た
も
の
、
あ
る
い
は
贈
罪
の
量
的
で
顕
宮
か
ら
取
り
あ
げ
た
も
の
と
、

未
墾
地
を
占
有
し
て
開
発
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
た

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
働
き
に
掲
げ
た
ミ
ヤ
ケ
の
中
、
河
内
国
茨
田

ミ
ヤ
ケ
は
茨
田
堤
の
工
菓
に
伴
っ
て
成
立
し
た
未
墾
地
風
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
た
か
ふ

が
、
摂
津
国
竹
村
ミ
ヤ
ケ
は
明
ら
か
に
概
墾
二
型
で
あ
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
第
1
図
に
示
さ
れ
る
如
く
島
下
郡
と
豊
島
郡
の
条
里

の
境
界
付
近
に
位
置
し
て
い
る
。
（
第
1
図
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

連
続
す
る
島
上
郡
条
里
の
北
端
に
、
同
じ
く
天
平
勝
宝
八
年
に
勅
施
入
さ
れ

　
⑫

た
東
大
寺
領
水
無
瀬
庄
が
立
地
し
て
い
る
。
　
こ
こ
は
山
城
圏
条
璽
と
の
接
続

地
点
に
栢
当
す
る
。
）
こ
う
し
た
事
実
を
通
し
、
　
ミ
ヤ
ケ
の
位
置
が
条

里
遺
構
の
末
端
部
か
、
遺
構
の
周
辺
部
に
在
る
こ
と
は
動
か
し
難
い

し
、
ま
た
決
し
て
遺
構
を
欠
く
地
域
の
中
に
孤
立
し
て
い
る
例
も
認

め
ら
れ
な
い
。
　
（
こ
の
事
実
は
ま
た
逆
に
条
里
制
趨
源
、
更
に
条
里
地
割

に
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
肝
銀
地
翻
施
行
時
期
を
求
め
る
一
つ
の
有
力
な

言
掛
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
と
い
デ
の
は
、
少
く
と
も
ミ
ャ
ケ
自
体
は
大
和

圏
家
の
成
立
過
程
と
歩
を
岡
じ
く
し
て
四
世
紀
宋
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
設

置
さ
れ
始
め
、
六
下
紀
に
最
大
発
展
期
を
算
え
、
大
和
爾
家
の
確
立
す
る
八

操
紀
以
降
し
だ
い
に
減
少
し
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
逆
説
的

で
あ
る
が
、
先
き
に
述
べ
た
ミ
ャ
ケ
と
条
里
制
と
の
関
連
説
が
、
階
代
の
上

で
は
妥
当
性
を
持
つ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
）

　
さ
て
本
題
の
猪
名
庄
に
立
戻
っ
て
考
え
た
場
合
、
こ
れ
が
ミ
ヤ
ケ
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で
あ
れ
ば
、
そ
の
位
置
も
当
然
他
の
例
と
同
様
な
は
ず
で
あ
る
。
ま

た
先
き
の
住
吉
大
社
神
代
記
、
摂
津
風
土
記
の
内
容
か
ら
考
え
て
ミ
、

ヤ
ケ
と
し
て
も
そ
う
新
し
い
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て

こ
の
地
域
で
も
条
里
遺
構
分
布
の
範
囲
の
端
部
か
、
そ
れ
に
近
い
所

の
立
地
が
予
想
さ
れ
る
。
か
く
し
て
選
定
さ
れ
た
位
置
が
第
3
図
に

示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
部
分
的
に
は
条
里
遺
構
地
帯
に
属
す
る

が
、
そ
の
大
部
分
は
遺
構
が
な
く
、
そ
の
中
に
四
ケ
所
の
低
湿
地
を

持
っ
て
い
る
。
こ
の
低
湿
地
の
中
、
事
書
部
の
も
の
は
猪
名
庄
絵
図

に
菟
ら
れ
る
沼
沢
地
の
位
置
に
完
全
に
～
致
す
る
。
ま
た
こ
れ
と
と

も
に
、
絵
図
に
見
え
る
宮
宅
地
が
微
高
地
と
一
致
す
る
の
は
地
形
上
、

猪
名
庄
の
比
定
位
置
．
の
正
し
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

三
　
猪
名
四
絵
図
に
つ
い
て

猪
名
庄
絵
図
（
東
南
院
文
欝
三
蟹
　
三
巻
）
の
書
込
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
前
袖
端
書
〕

⑳此
一
行
押
紙
也
（
朱
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ズ

天
平
勝
宝
八
歳
六
月
十
二
日
勅
施
入
文
紬
温
銘
文
外
載
野
戦
傭
町

マ
マ

購
津
職
河
辺
郡
猪
名
所
地
雛
拾
陸
町
陸
段
弐
百
弐
拾
伍
離
宮
宅
所
業
段
弐

拾
歩
田
地
難
，
拾
伍
町
捌
段
弐
値
増
歩
墾
田
書
捨
陸
町
算
段
弐
債
壱
拾
弐
歩

浜
三
楽
乗
艦
町
　
大
小
□
拾
壱
処

東
一
入
江
　
今
立
河
是
也

〔
後
袖
端
書
〕

天
平
勝
宝
八
歳
十
二
月
十
七
日

㊧
マ
マ

勘
転
職
職
従
三
位
行
大
夫
文
□
真
人
智
努

　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
西
海
捲
津
国
河
辺
郡
司

　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
　
擬
少
但
無
位
凡
州
内
直
入
翻
内

　
　
　
　
主
帳
無
位
凡
川
内
藏
指
人

　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
　
聞
稗
田
使
従
八
位
下
矢
田
部
造
三
田
次

　
　
　
　
正
七
位
下
行
少
屋
積
臣
隼
食

一
條
九
塁

　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
⑳

十
九
。
掛
。
廿
一
。
〔
廿
二
〕
。
廿
三
。
廿
六
。
〔
廿
七
〕
。
廿
八
。
廿
九
。

猟
。
滑
「
一
。
鎌
二
。
滑
三
。
　
〔
措
四
〕
。
舞
五
。

一
條
十
墨

　
二
。
　
〔
｝
二
〕
Q
　
四
。
　
五
Q
　
六
◎

⑳七
　
上
江
田
。

八
。
九
。
十
。
十
一
。
．
十
四
。
十
五
。
十
六
。
十
七
。

　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

十
八
　
大
江
田
　
三
百
・
・
。

十
九
　
入
江
田
　
七
反
。

廿
。
　
廿
一
。
　
廿
一
一
。
　
島
口
六
。
　
蕊
］
七
。
　
骨
導
。
　
廿
九
。
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鎌
　
浜
依
田
　
一
反
百
八
十
　
野
　
六
反
三
百
滑
。

掛
一
。
欝
二
。
欝
三
。
冊
四
Q

一
‘
條
＋
一
里

　
三
。
四
。
五
。
六
。
七
。
八
。
九
。
十
。

二
條
九
里

　
十
九
　
長
浜
田
　
一
二
反
。
－

　　

@
蓑
羅
叡
纐
灘
覆
工
誤
払
画
一
鯉
塗
甕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ウ

　
　
　
　
　
…
一
　
　
岐
・
覆
誇
季
蓼
庵
　
　
－
　

な
簿
素
馨
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菜
秀
余
甕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゾ
健
エ

　
　
　
撞
望　

　
ず
コ
ズ
エ

」
屯
一

～
縢
堂

　
　
　
　
サ
一
訊

　
　
　
　
ア
し

　
　
　
　
も

絵　
　
各
難

庄
艶
寳 寸

麗

凱
へ伊壁μ

平1
サ｝ゴF芸

　t
t議虐
s楚

団1．牌
i
ハド蔽握

厚
b

　
　
L

．ガidiヴ＿　　 ＿　 ｝　解

笑
汎

、
磁

き
　
　
な
ハ
な

笈
馨
》

馨
褒
　
一

勲
… 騒

鉦
・
測

翻
鐵

一奪降
風i量

羅藪：
強ぶア

鎚
隔　戴

睡属
’

・
貧

翻

毒
て
昏
冥
．
遜
ず
～
三

廿
大
圏
百
廿
上
。
、

　
並
日
一
。
　
北
ロ
ニ
。
　
廿
瓢
一
。
　
北
媛
四
。
　
廿
五
。
　
廿
六
。
　
〔
廿
七
〕
。

　
廿
八
　
貧
田
　
四
反
　
上
。

　
廿
九
　
・
田
　
八
反
廿
歩
。

　
舟
　
浜
欝
珀
　
九
反
三
百
歩
　
上
。

　
　
　
マ
マ
⑳

　
辮
一
　
温
併
・
　
・
…
。

　
滑
二
　
池
國
　
八
反
　
上
。

　
帯
三
　
・
田
．
七
反
三
百
・
・
歩
。

　
涙
川
四
。
　
皿
川
越
。
　
一
画
六
。

二
條
十
里

　
一
　
黒
田
。

　
二
　
　
海
嚇
竜
田
　
　
六
…
σ

　
三
　
・
野
依
田
。

　
四
　
上
野
依
田
　
八
反
　
上
。

　
五
“

　
　
マ
マ

　
六
　
　
藤
江
m
四
　
　
一
町
　
　
上
。

十九八七
浄
道
田
　
三
反
百
六
十
歩
　
野

帰
併
田
　
五
…
　
。

横
田
　
八
反
百
歩
　
上
。

深
田
　
九
反
百
五
十
歩
　
下
。

四
反
百
九
十
歩
。
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名第6図猪

籔難｛一居

φ
智
　
｝
サ
ム
一
鉱
曾

鱗
頚

1
，
I
S

ρ
壁
慈

↓
裂
範
峯
懸

鐵
墨
灘

薩
燐
寒
》

　
　
昨
　
　
・
ド
＋
》

蔭
ブ
葎
之
侮
添
藍
　
　
　
鯉

や
謄
一
｛
弧

寸
あ

脅
撫
じ

華縄
￥
揚
．
．
驚
尾

　
　
す
　
イ
　
　
藍

　
　
　
　
　
　
　
吋
み

菱
、
　
天

　
　
　
　
　
　
　
ゴ

　
　
　
　
海
　
舛

　
　
　
　
　
　
　
ケ

　
　
　
　
　
チ
ニ
　
ナ

　　

ﾗ
蔑
・

サ諸

ﾋ
　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
　
　
　
三

謬
｝
藍

曙

望
f

五
簿
趣
蓼

簾
質
、
一

こk

　
　
丈
　
又

　
　
　
　
　
4
7
ズ　
　
r
T

箋
を
菱

　
　
　
コ

ヒ
L
－

に

十幸十十十
五四三ニー

十
〔
六
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
一
長
ヰ
薦
沓
へ
載
ナ
，
再
＋
ヤ
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭
海
揚
喋
峨
重
罰
ゆ
司

　
　
碧
濠
墾
在
荷
歪
季
藁
愈
瓠
駒
割
鞭
9
趨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卵
祷
の
琉
伊
藁
旧
事
気
頒
ア
隻
‘
｛
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
榊
士
二
丁
主
峯
績
置
土
食

上
深
田
　
九
反
二
百
七
十
歩
。

海
覇
島
田
　
　
五
・
　
…
o

海
道
田
九
・
…
。

深
田
　
・
反
二
百
歩
。

下
深
田
。

　
下
横
田
。

笈
襲
“
「

羽
丁
エ
⊥
一

十
〔
七
〕
　
深
・
・
。

十
〔
八
〕
　
…
。

十
九
　
一
町
。

廿
　
　
九
反
。

　
　
　
マ
マ
⑳

北
μ
一
　
購
一
端
田
　
　
二
反
コ
試
欝
血
少
　
野
　
　
穴
反
六
し
駈
歩
。

　
　
　
マ
マ

昔
二
　
随
端
田
　
一
反
蕎
五
十
歩
　
野
　
五
反
三
欝
歩
。

廿
三
　
小
深
田
　
四
反
齎
八
十
。

廿
四
　
小
浜
田
　
七
反
百
廿
歩
　
野
　
一
反
百
五
十
歩
。

廿
五
　
中
小
浜
田
　
五
反
　
野
　
一
反
九
十
歩
。

廿
六
。
廿
七
。

廿
八
　
九
反
六
十
歩
。

骨
九
　
九
反
八
十
歩
。

滑
　
　
九
反
否
八
十
歩
。

乱
川
一
。
　
瓢
二
二
。
　
滑
一
二
Q
　
批
川
四
。
　
瓢
川
五
。
　
瓢
川
六
。

二
條
十
一
里

　
一
。
　
〔
二
〕
。
　
三
σ
　
四
。
　
五
。

三
條
九
里

　
十
九
　
三
反
二
百
珊
歩
。

　
昔
　
　
醤
五
十
歩
　
下
。

　
廿
一
　
江
併
廻
　
八
反
　
中
。

瀞ハ

ﾐ
　
七
〇
　
八
。
　
九
Q
　
十
。
　
〔
十
一
一
〕
。
　
十
二
。
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〔
廿
二
〕

廿
三
渡
瀬
田

廿
四
大
鳥
田

廿
五廿

六
広
瀬
田

〔
廿
七
〕
・
・
田

昔
八
大
塩
田

昔
九
塩
垂
田

珊
　
九
反
。

珊
一
九
反
。

辮
二
浜
併
田

措
三
小
塩
田

〔
辮
四
〕
下
江
田

　
マ
マ廿

五
入
江
田

　
マ
マ
　
マ
マ
⑪

昔
六
縮
生
田

三
條
十
里

　
一
菅
生
田

二
細
江
田

三四
浜
依
田

…
九
反
　
上
。

八
反
三
百
歩
　
上
。

五
反
五
十
四
歩
　
上
。

一
町
上
。

一
町
上
。

一
町
上
。

六
反
百
廿
歩

一一一一一 l
町町・町町反
　　　。百
上中中　八
。。。 @十
　　　　歩

伏　、　箱’昌「

依・江生
田・田田
　七
七反一一
反舟町町
六歩
十。中中
歩　 。。

・
・
二
反
三
百
歩
。

・
・
四
反
。

野
　
　
二
反
六
十
歩
。

　　　ロ十十十十九八七六五一　 一　　　　 〕

十
〔
四
〕

〔
十
五
〕

十
〔
六
〕
。
十
〔
七
〕
。
十
〔
八
〕
。

〔
十
〕
九

廿廿
一

〔
廿
二
〕

廿
三

廿
四

廿
五

廿
六

小
浜
田
　
・
反
二
百
歩
　
下
。

　
　
O

、
　

、
　

、

九
反
二
百
歩
。

九
反
。

九
反
三
百
歩
。

、
、
、
。

小
書
田
　
・
・
百
舟
八
歩
　
野

大
書
田
　
一
反
三
百
廿
歩
　
野

一
町
。

　
、
、
、
、
〇

七
反
三
…
。

四
反
。

八
反
。

八
反
。

一
町
。

一
町
。

一
町
。

七
反
二
爵
歩
。

三
反
二
百
下
思
。

九
反
。

五
反
上
。
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〔
廿
七
〕
　
一
反
三
百
歩
。

廿
〔
八
〕
　
蕊
百
歩
。

廿
九
。
　
胤
川
。
　
嵐
川
一
。
　
凱
刈
二
。
　
瓢
二
二
。
　
針
四
。
　
皿
川
越
。
　
燃
川
六
。

三
條
十
一
里

　
一
。
二
。
三
。
四
。
五
。
六
。
七
。
八
。
九
。
十
。
十
一
。
十
二
。

四
條
十
九
里

昔
一
。
廿
二
。
廿
三
。

廿
四
　
三
反
。

廿
五
　
　
一
町
。

廿
六
　
　
　
ゴ
一
反
。

語
言
　
三
反
。

廿
八
。
辮
鷹
。
〔
措
四
〕
。

辮
五
　
七
反
小
。

マ
マ

廿
六
。

四
條
二
十
里

〔
ご
　
　
一
町
。

二
　
　
六
反
小
。

三
。
四
。
九
。
r
〔
十
〕
。

十
一
　
五
反
小
。

十
二
　
　
一
町
。

　
十
〔
三
〕
　
・
町
。

〔
十
四
〕
　
二
反
。

〔⊥

黶
l
　
五
。
　
十
　
〔
六
〕
。
　
蕊
U
一
。
　
〔
ユ
μ
二
〕
。

　
廿
三
　
　
一
反
二
百
冊
歩
下
。

　
廿
四
　
　
一
反
二
百
。

　
廿
五
。
廿
六
。
　
〔
廿
七
〕
。
昔
八
。
滑
三
。
辮
四
。
滑
五
。
計
六
。

四
條
二
十
一
里

　
一
。
二
。
三
。
四
。
十
二
。

　
以
上
の
条
里
坪
付
書
込
の
他
、
　
「
北
　
旧
堤
長
七
百
五
十
五
丈

口
分
」
　
「
東
外
淵
堤
□
｝
臼
山
ハ
十
五
丈
」
　
「
南
海
　

杭
瀬
浜
　

長
渚
浜
　

大
物
浜
」
　
「
西
外
堤
長
三
百
五
十
丈
」
の
書
込
が
、
そ
れ
ぞ
れ
上
部
、

右
側
、
下
部
、
左
側
に
あ
る
。

　
総
じ
て
猪
名
庄
古
絵
図
は
写
本
で
あ
る
た
め
か
誤
字
脱
字
が
か
な

り
多
い
。
こ
の
こ
と
は
記
載
の
町
段
に
つ
い
て
も
疑
問
を
抱
か
せ
る

が
、
こ
れ
を
照
合
す
る
手
段
が
な
い
。
従
っ
て
可
能
な
限
り
検
討
す

る
の
他
は
な
い
。

　
ま
ず
後
袖
端
書
に
書
か
れ
た
事
項
か
ら
検
討
す
る
。
　
「
天
平
勝
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤
．

八
歳
十
二
月
十
七
日
」
の
天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
）
は
初
期
の
東
大

寺
が
最
も
多
く
の
勅
施
入
型
庄
園
を
得
て
い
る
年
に
当
り
、
仏
教
の
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保
護
者
、
聖
武
太
上
天
皇
の
崩
御
の
年
で
あ
る
か
ら
、
猪
名
庄
が
そ

の
一
つ
で
あ
っ
て
も
差
支
え
な
い
。
た
だ
十
二
月
十
七
日
と
あ
る
に

対
し
て
前
袖
端
書
で
は
朱
書
で
は
あ
る
が
勅
施
入
が
六
月
十
二
臼
だ

と
い
っ
て
い
る
。
最
初
か
ら
記
入
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
れ
ば
儒
頼

度
が
高
い
が
、
押
紙
で
あ
る
と
す
れ
ば
後
年
に
追
書
し
た
も
の
だ
け

に
問
題
が
残
ろ
う
。

　
「
勘
摂
津
職
従
三
位
行
大
夫
文
早
撃
人
智
努
」
に
つ
い
て
は
続
日

本
紀
に
、
天
平
勝
宝
六
年
四
月
庚
午
（
七
五
四
）
に
摂
津
大
夫
に
任
ぜ

ら
れ
、
天
平
宝
掌
元
年
六
月
壬
辰
（
七
五
七
）
に
治
部
卿
に
転
じ
て
、

後
任
が
従
四
位
下
多
治
比
真
人
国
人
と
な
っ
た
こ
と
を
退
し
て
い
る
。

国
司
の
任
期
六
年
の
半
を
摂
津
国
大
夫
で
過
ご
し
た
こ
と
は
疑
を
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
⑭
　
　
・

れ
な
い
。
絵
図
の
署
名
は
智
努
で
あ
る
が
続
紀
は
平
冠
と
智
努
と
二

様
に
誌
さ
れ
て
い
る
。
次
に
「
年
少
億
無
位
凡
川
内
直
人
部
内
」
は

「
擬
少
領
域
位
凡
川
内
直
入
部
内
」
で
あ
ろ
う
。
川
辺
郡
は
八
郷
（
延

窟
式
に
よ
る
）
で
あ
る
か
ら
、
律
令
に
よ
れ
ば
中
郡
に
相
当
し
、
大

領
一
入
、
少
領
一
人
、
財
政
一
人
、
郷
帳
一
人
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
凡
州
内
一
族
は
摂
津
国
造
を
し
て
い
た
凡
河
内
忌
寸
（
凡
河
内

直
）
を
は
じ
め
、
摂
津
、
河
内
一
円
で
の
名
門
で
あ
る
か
ら
、
郡
の

理
研
で
あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
従
っ
て
瑚
族
の
凡
川
内
薩
の
指

人
が
主
帳
の
役
を
つ
と
め
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
二
人
は
河
辺
郡
の
直
接
関
係
者
で
あ
る
が
、
次
の
二
人
は
国

衙
関
係
者
で
あ
る
。

　
「
聞
柳
田
使
従
八
位
下
矢
家
部
造
三
田
次
」
は
、
恐
ら
く
関
御
田

使
従
八
位
下
矢
田
部
造
三
田
次
で
あ
ろ
う
。
矢
田
部
造
は
摂
津
国
八

部
郡
（
矢
田
部
郡
、
八
田
部
郡
）
に
住
む
旧
族
で
、
姓
氏
録
は
摂
津
神

別
に
入
れ
、
伊
香
我
色
雄
命
之
後
也
と
量
る
し
て
い
る
か
ら
、
矢
田

部
造
三
田
次
の
署
名
は
認
め
て
よ
か
ろ
う
。
最
後
の
「
正
七
位
下
行

小
屋
積
距
牛
食
」
は
誤
字
脱
字
が
多
く
、
正
し
く
は
疋
七
位
下
行
少

属
穂
積
臣
華
墨
で
あ
ろ
う
。
摂
津
職
は
大
夫
一
人
、
亮
一
人
、
大
進

一
人
、
少
進
一
人
、
大
風
一
人
遅
少
属
二
人
、
史
生
三
人
、
使
部
冊

人
、
直
丁
二
人
と
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
二
人
の
群
団
の
中
の
一

人
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
記
す
る
正
倉
院
文
書
、
天
平
勝
宝
、
八
年
十
二

月
の
条
に
も
同
人
の
名
が
見
え
、
少
属
と
な
っ
て
い
る
。
穂
積
臣
は

摂
津
国
豊
島
郡
を
旧
貫
と
す
る
氏
族
で
、
姓
残
夢
で
は
左
京
神
別
、

天
神
の
項
に
入
れ
、
矢
田
部
造
と
同
様
、
伊
香
色
雄
命
男
、
大
水
欝

宿
禰
之
後
也
と
し
て
い
る
。

　
さ
て
東
大
寺
が
猪
名
庄
を
勅
納
入
さ
れ
た
年
に
摂
津
国
島
上
郡
水

畑
瀬
庄
が
同
様
に
勅
馬
入
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
摂
津
聖
水
無
瀬
絵
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図
」
が
正
倉
院
御
物
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
猪
名
越
の
如
き

写
本
で
な
い
の
で
価
値
が
高
い
。
こ
の
後
袖
端
書
は

　
　
天
平
勝
宝
八
歳
十
二
月
十
六
日

　
　
嶋
上
郡
主
帳
無
位
物
部
三
子
老

　
　
　
擬
少
領
従
七
位
下
三
嶋
県
主
畷

　
上
件
二
所
勘

　
従
三
位
行
大
夫
文
芸
真
人
　
智
努

　
正
七
位
下
行
少
属
穂
積
臣
　
牛
養

　
で
あ
り
、
ま
た
字
面
に
摂
津
割
印
六
つ
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
最
後

の
二
行
は
別
筆
で
あ
る
。

　
こ
の
後
戸
端
書
の
署
名
に
よ
り
、
前
述
の
猪
名
庄
の
署
名
の
誤
写

が
明
確
と
な
る
。
誤
写
と
い
え
ば
、
猪
名
庄
の
署
名
の
日
付
が
十
二

月
十
七
日
で
あ
り
、
水
導
束
の
一
日
後
で
あ
る
点
に
聞
題
を
抱
か
せ

る
。
原
本
で
あ
る
水
草
々
細
図
の
最
後
に
、
別
筆
で
「
上
件
二
所
勘
」

と
書
き
、
大
夫
文
室
真
人
智
努
と
導
爆
穂
積
臣
牛
養
の
署
名
が
な
さ

れ
て
い
る
以
上
、
上
件
二
所
の
一
つ
が
水
無
瀬
庄
で
あ
り
、
他
の
一

つ
が
猪
名
庄
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
億
と
ん

ど
時
を
同
じ
く
し
た
が
、
同
じ
日
付
の
も
の
を
ま
と
め
て
摂
津
職
で

認
定
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
猪
下
庄
の
署
名

は
、
写
し
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
日
付
の
信
用
度
が
低
く
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。

四
　
ミ
ヤ
ケ
か
ら
庄
園
へ
の
三
農

　
ミ
ヤ
ケ
の
起
源
は
日
本
書
紀
に
よ
る
と
、
す
で
に
垂
仁
紀
に
始
ま

る
が
、
そ
の
発
展
が
常
に
大
和
国
家
の
池
溝
開
発
と
低
地
千
三
と
深

い
連
な
り
に
あ
る
こ
と
は
史
家
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に

七
世
紀
に
入
り
推
古
天
皇
十
五
年
（
六
〇
七
）
に
「
亦
毎
心
置
屯
倉
」

ど
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
地
方
に
ミ
ヤ
ケ
の
増
設
が
推
定
さ
れ
る
が
、

摂
津
国
の
実
情
は
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
推
古
紀
に
先
立

つ
安
閑
紀
で
は
三
島
竹
林
と
難
波
の
ミ
ヤ
ケ
の
存
在
を
記
し
て
い
る

が
、
推
古
紀
に
い
う
番
毎
の
ミ
ヤ
ケ
が
、
こ
れ
に
当
る
か
ど
う
か
不

明
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
こ
こ
で
聞
題
と
さ
れ
る
猪
愈
愈
の
蒲
身
の

ミ
ヤ
ケ
が
ハ
こ
れ
に
梢
劃
す
る
と
い
う
証
拠
も
な
い
。

　
た
だ
し
当
時
の
大
和
連
含
政
権
が
、
ま
ず
山
麓
部
に
お
け
る
築
堤

に
よ
る
溜
池
灌
概
の
域
を
脱
し
、
し
だ
い
に
、
平
野
部
に
お
け
る
溜
池

構
築
、
河
川
利
用
の
灌
概
を
通
し
て
、
広
大
な
平
地
へ
の
進
娼
と
そ

の
支
配
を
試
み
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
排
水
に
よ
る
低
湿
地
の
ギ
拓

に
進
出
し
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
種
の
低
湿
地
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開
発
は
多
大
の
資
本
と
労
働
力
を
要
す
る
の
で
最
も
お
く
れ
て
畠
現

し
た
で
あ
ろ
う
。

　
す
で
に
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
猪
名
書
の
位
蹟
は
当
量
の
海
岸
線

に
近
く
、
連
続
し
た
砂
州
群
と
そ
の
背
後
に
横
た
わ
る
低
湿
地
帯

（
そ
れ
ら
の
方
向
は
大
約
東
西
で
あ
る
）
、
そ
の
間
を
流
れ
る
猪
名
川
お

よ
び
武
庫
川
分
流
を
含
む
地
域
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し

た
土
地
条
件
の
地
域
の
開
発
は
、
築
堤
に
よ
る
海
水
、
河
水
の
進
入

を
止
め
る
と
と
も
に
、
内
部
に
お
け
る
排
水
、
低
湿
地
の
埋
立
て
が

必
要
で
あ
る
。
近
世
、
濃
美
平
野
で
発
達
し
た
輪
中
開
発
の
前
駆
型

が
、
こ
の
地
で
適
用
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

　
濃
美
平
野
に
お
け
る
輪
…
中
形
成
の
原
因
の
｝
つ
は
、
こ
こ
が
単
に

低
地
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
水
位
、
傾
斜
、
水
蚤
（
し
た
が
っ
て
土
砂

運
搬
．
推
積
量
が
比
例
す
る
）
を
異
に
す
る
幾
つ
か
の
河
川
の
罷
れ
込

む
地
域
で
あ
り
、
し
か
も
運
搬
さ
れ
る
土
砂
堆
積
を
通
し
年
々
土
地

の
贈
進
が
行
わ
れ
て
行
く
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
約
言
す
る

と
低
湿
で
あ
る
上
に
土
地
自
体
が
極
め
て
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
海
岸
へ
の
進
出
干
拓
な

ら
、
海
に
向
っ
て
の
防
潮
堤
の
構
築
で
す
む
と
こ
ろ
を
、
む
し
ろ
周

囲
の
河
川
に
向
っ
て
、
完
全
に
堤
防
で
取
鵬
む
形
態
を
取
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
最
先
端
の
輪
中
で
は
海
水
の
逆
流
も
考
慮

さ
れ
て
い
た
。

　
猪
名
庄
を
含
め
た
猪
名
川
下
流
域
の
地
形
が
、
将
士
平
野
の
地
形

と
全
く
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
治
水
を
行
い
つ
つ
耕
地
の
拡

大
を
は
か
る
自
的
の
上
で
は
共
通
で
あ
り
、
そ
の
目
的
到
達
の
た
め

の
人
類
の
智
恵
も
ま
た
相
似
た
形
式
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
典
型
的
輪
中
で
は
な
い
に
し
て
も
、
形
態
的
に
類
似
す
る
猪
土

庄
開
発
を
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
取
上
げ
、
古
絵
図
記
載
事
項
と
そ

の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
。

　
奈
良
時
代
の
庄
園
図
な
い
し
墾
田
図
と
し
て
現
在
写
真
版
を
通
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
、
同
じ
く
東
大
寺
領
の
越
中
国
、
越

前
国
の
開
田
図
と
前
述
の
摂
津
国
記
無
瀬
庄
図
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に

較
べ
顕
著
な
相
違
は
、
庄
園
が
二
璽
の
線
に
よ
り
幾
重
に
も
取
囲
ま

れ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
何
を
表
現
し
て
い
る
の

か
、
従
来
と
も
異
聞
と
な
っ
て
い
た
。
と
い
っ
て
道
路
・
水
路
・
堤

防
以
外
に
は
考
え
よ
う
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
二
重
の
線
が
す
べ
て
そ

の
三
者
の
中
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
当
る
も
の
で
は
な
く
、
描
写
の
拙

な
さ
の
故
に
区
別
が
つ
き
難
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の

二
重
の
線
の
み
を
い
か
に
追
求
し
て
も
絵
図
か
ら
は
何
も
引
出
し
得
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な
い
。
そ
こ
で
各
坪
内
に
記
入
さ
れ
た
事
項
に
基
く
考
証
が
必
要
と

な
る
。
各
坪
毎
の
記
載
事
項
を
分
類
す
る
と
次
の
三
型
が
見
繊
さ
れ

る
。　

（
A
）
条
里
坪
付
、
地
名
、
田
地
、
野
地
の
区
別
と
そ
の
一
段
、

第7図　第1堤防内の坪地名・田品・沼地八段
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墨
壷
を
示
し
た
も
の
。
　
（
B
）
条
里
平
付
、
耕
地
町
段
を
示
し
た
も

の
。
　
（
C
）
条
里
坪
・
付
の
み
を
記
し
た
も
の
。

　
こ
の
三
型
が
見
ら
れ
る
の
は
、
一
つ
に
坪
毎
の
景
観
の
相
違
に
基

く
が
、
ま
た
同
時
に
坪
毎
の
開
拓
時
期
の
相
違
か
ら
来
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
今
試
み
に
（
A
）
型
と
判
断
さ
れ
る
坪
を
示
す
と
第
7

図
の
如
き
分
布
を
と
り
、
そ
の
分
布
が
最
も
内
側
に
存
在
す
る
二
重

の
線
（
堤
防
）
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
時
に
、

更
に
そ
れ
か
ら
東
南
の
方
向
に
伸
び
て
行
く
状
態
も
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
内
側
、
第
一
堤
防
内
の
部
分
と
、
東
南
方
向
へ
伸
び
て
行
く

部
分
と
の
問
に
は
、
開
墾
程
度
に
明
白
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
点
か
ら
判
断
す
る
乏
、
初
期
の
、
ミ
ヤ
ケ
は
第
一
堤
防
内
の
数
値

が
示
す
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
ま
も

な
く
開
発
の
手
が
東
南
の
方
向
に
進
み
、
第
一
堤
防
の
外
側
に
更
に

第
二
堤
防
が
部
分
的
に
築
か
れ
、
そ
の
籟
囲
内
で
開
墾
が
開
始
さ
れ

た
前
後
に
、
東
大
寺
へ
の
施
入
が
な
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

　
初
期
の
ミ
ヤ
ケ
が
最
も
内
側
の
第
｝
堤
防
内
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い

う
根
拠
は
、
絵
図
内
二
条
九
里
廿
坪
お
よ
び
廿
九
坪
に
わ
た
っ
て
書

込
ま
れ
た
「
宮
宅
地
」
と
「
八
反
廿
」
が
前
袖
端
書
に
記
載
さ
れ
た

「
宮
甲
所
十
段
弐
拾
歩
」
に
一
致
す
る
こ
と
に
よ
る
が
、
第
一
堤
防
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内
の
各
坪
毎
の
耕
地
率
が
高
く
、
か
つ
隻
脚
も
「
上
」
が
大
部
分
を

占
め
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
。
更
に
ま
た
重
要
な
点
は
、
絵
図
の
表

現
に
当
っ
て
、
こ
の
第
一
・
第
二
堤
防
間
に
細
か
な
注
意
が
払
わ
れ

て
い
る
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
条
九
里
廿
九
坪
と
滑
二
坪
、
三
条

十
里
四
坪
と
十
一
坪
、
十
二
坪
、
二
条
十
里
七
坪
の
記
載
が
こ
れ
で
、

一
例
を
三
条
九
里
十
九
坪
で
見
る
と
、
第
一
堤
防
を
挾
ん
で
東
側
に

「
塩
馬
田
」
の
地
名
と
六
段
一
二
〇
歩
の
町
段
が
書
か
れ
て
い
る
と

と
も
に
、
同
一
坪
内
で
堤
防
の
西
側
に
ま
た
二
段
三
〇
〇
歩
と
い
っ

た
別
な
町
段
が
示
さ
れ
て
い
る
（
数
字
自
体
に
は
誤
記
の
可
能
性
が
あ

る
）
。
　
こ
れ
は
明
ら
か
に
一
つ
の
堤
防
を
境
に
東
西
を
意
図
的
に
区

別
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
堤
防
の
東
側
こ
そ
古
く
開
か
れ
た
、
ミ
ヤ

ケ
本
来
の
塩
垂
田
で
あ
り
、
堤
防
の
西
側
工
段
三
〇
〇
歩
は
、
庄
園

時
代
に
な
っ
て
開
か
れ
た
所
で
あ
り
、
従
っ
て
名
称
も
未
だ
付
い
て

い
な
か
っ
た
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
三
条
十
里
十
一
坪
で
も
、

書
込
ま
れ
た
地
名
の
小
書
田
は
、
堤
防
の
内
側
に
あ
る
わ
ず
か
一
四

八
歩
の
範
囲
を
指
し
、
野
九
反
と
い
う
の
が
堤
防
外
の
未
墾
の
町
段

を
意
味
し
て
い
る
。

　
ミ
ヤ
ケ
の
時
代
の
末
期
に
、
第
一
堤
防
を
越
え
て
糠
南
の
方
向
へ

開
墾
の
手
を
拡
げ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
地
域
が
古
い
地
名
を
持

つ
に
か
か
わ
ら
ず
耕
地
化
率
の
低
い
こ
と
、
地
域
内
に
「
野
」
と
表

現
さ
れ
る
町
段
が
多
い
こ
と
に
よ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
地
域
を
開
発

す
る
に
は
堤
防
の
築
造
が
先
行
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
第
一
堤
防

の
外
側
に
、
東
側
か
ら
東
南
へ
、
更
に
南
へ
と
向
う
第
二
堤
防
で
あ

る
。
第
二
堤
防
は
第
一
の
如
き
完
全
な
円
形
を
示
し
て
い
な
い
の
は
、

前
述
し
た
美
濃
輪
中
の
場
合
に
比
較
し
て
、
そ
れ
程
水
害
の
危
険
が

直
接
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ミ
ヤ
ケ
時
代
の

開
発
が
早
く
東
南
方
向
に
延
び
た
理
由
の
一
は
当
時
の
窃
然
環
境
の

条
件
に
よ
っ
た
と
思
わ
量
る
。
前
章
で
も
述
べ
た
導
く
、
こ
の
付
近

の
地
形
は
概
し
て
東
高
曇
低
で
あ
り
、
網
当
長
い
期
閥
に
わ
た
っ
て

猪
名
庄
立
地
域
の
西
方
に
は
低
湿
地
帯
が
残
っ
て
い
た
こ
と
が
考
古

学
的
遺
跡
分
布
状
態
等
か
ら
判
断
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
第
一
堤
防
内
を
中
核
に
、
F
第
二
堤
防
東
半
が
構

築
さ
れ
、
そ
の
内
側
の
闇
墾
が
行
わ
れ
て
い
た
頃
に
東
大
寺
へ
の
施

入
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
だ
一
つ
こ
こ
で
気
に
な
る

点
が
あ
る
の
で
一
応
の
検
討
を
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
前
袖
端
書
に

示
す
庄
域
町
段
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
今
試
み
に
第
7
図
（
騒

、
ミ
ヤ
ケ
の
簸
醐
と
考
え
ら
れ
る
地
域
）
の
書
込
に
よ
る
町
段
を
集
計
す

る
と
、
判
読
可
能
な
分
の
み
で
は
二
七
町
五
反
二
四
六
歩
と
な
る
。
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こ
れ
に
野
の
町
段
お
よ
び
判
読
不
能
と
磨
耗
の
分
を
平
均
七
反
前
後

の
開
墾
率
と
仮
定
し
て
加
え
て
み
て
も
、
合
計
は
三
五
町
前
後
と
な

り
、
絵
図
に
示
す
「
猪
名
所
田
地
四
五
町
八
反
二
〇
五
歩
」
に
は
一

致
し
な
い
。
こ
の
事
実
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
か
。

　
こ
れ
に
関
し
て
傍
証
で
は
あ
る
が
若
干
有
利
な
史
料
が
あ
る
。
た

と
え
ば
墾
田
に
関
す
る
太
政
官
符
の
中
の
弘
仁
二
年
二
月
三
日
（
八

一
一
）
　
「
応
占
田
地
魚
町
段
数
事
」
の
文
に
「
（
前
略
）
頃
年
占
請
書

薙
。
偏
限
四
至
之
内
。
不
論
町
段
。
是
以
検
四
三
則
耳
管
官
舎
貫
属
。

勘
町
段
則
不
満
四
至
之
内
。
求
之
政
道
理
不
合
然
。
望
請
。
自
今
以

後
。
占
請
樋
脇
一
定
算
段
不
依
四
至
。
庶
令
禁
断
跨
糧
嚢
妨
百
姓
者
。

右
大
臣
寛
。
奉
勅
依
奏
」
と
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
東
大
寺
側
が
勅

質
入
に
よ
っ
て
庄
園
を
入
手
す
る
と
、
ま
も
な
く
「
定
町
段
不
依
四

品
」
を
実
行
し
、
四
至
に
属
す
る
範
囲
を
、
こ
と
ご
と
く
算
段
と
見

な
す
計
算
を
行
っ
て
国
司
、
郡
司
の
承
認
を
受
け
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
も
っ
と
も
仮
に
こ
の
方
法
を
全
域
に
適
用
す
る
と
猪
名
庄
の

町
触
は
五
〇
町
を
越
え
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
す
で
に
ミ
ヤ
ケ
時
代
か

ら
、
じ
ゅ
う
分
に
開
墾
さ
れ
て
町
段
の
明
白
な
分
に
就
い
て
は
手
を

追
え
ず
、
む
し
ろ
ミ
ヤ
ケ
末
期
開
墾
期
に
当
る
東
南
の
部
分
に
お
い

て
、
そ
の
計
騨
法
を
適
用
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
な
お
こ
の
他
に
猪
名
機
の
内
部
に
若
干
の
民
地
も
含
ま
れ
て
い
た

点
も
考
慮
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
馬
騎
は
明
ら
か
で
な
い

が
、
後
年
の
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
記
録
所
県
門
云
々
と
い
う
一
社

　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
の
論
争
文
書
「
東
大
寺
三
綱
与
鴨
御
桂
野
司
難
論
摂
津
国
長
洲
御

厨
開
発
田
事
」
の
中
に
「
（
前
略
）
抑
猪
名
庄
中
他
所
古
作
多
相
交
云

々
寺
家
錐
取
加
地
子
不
駅
止
哉
為
梅
見
之
中
春
年
無
不
審
鰍
猶
墨
字

尋
黒
子
細
謹
（
後
略
）
」
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
十
三
世
紀
の
史
料

で
は
あ
る
に
せ
よ
、
文
中
に
習
作
と
あ
る
か
ら
、
東
大
考
側
も
最
初

か
ら
一
円
庄
園
と
し
て
の
支
配
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

う
し
た
諸
事
惰
を
織
込
ん
だ
数
字
が
袖
端
書
に
示
す
田
地
四
五
町
八

反
二
〇
五
歩
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
に
（
B
）
の
範
囲
が
、
東
大
寺
の
所
領
と
な
っ
て
後
の
墾
田
に

相
妾
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
こ
の
（
B
）
の
条
件
を
持
つ
各

坪
毎
の
分
布
を
示
す
と
第
8
図
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
が
開
発
さ

れ
る
た
め
に
は
、
ミ
ヤ
ケ
時
代
の
末
期
に
、
第
一
堤
防
外
、
東
南
方

向
に
延
ば
さ
れ
て
来
た
第
二
堤
防
が
、
更
に
南
、
西
、
北
側
に
お
い

て
も
増
築
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
こ
の
時
期
に
は
東

大
寺
側
は
、
楽
時
北
陸
地
方
な
ど
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
豊
か
な
資
力

と
労
働
力
を
通
し
て
、
第
一
堤
防
に
ま
さ
る
第
二
堤
防
を
築
き
あ
げ
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第8鐵　第2堤防内坪毎三段（単位反）
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た
と
思
わ
れ
る
。
第
9
図
は
第
一
堤
防
内
（
旧
、
・
・
ヤ
ヶ
）
と
第
二
堤
防

内
（
東
大
寺
に
よ
る
開
発
）
と
の
耕
地
化
率
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
後
者
は
前
者
に
お
と
ら
ぬ
高
い
率
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気

付
く
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
の
開
発
方
向
が
東
南
方
面
よ
り
も
、
西

な
い
し
南
に
向
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
の
方
向
へ
の
発
展
が
、
後
年
の
長
洲
庄
の
独
立
や
、
長
洲
御
厨
を

中
心
に
鴨
社
と
の
紛
争
に
連
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
今
前
回
と
同
様
、
絵
図
の
書
込
に
よ
り
第
二
堤
防
内
の
開
墾
町
段

を
集
計
し
て
み
る
と
二
五
町
九
反
一
五
〇
歩
と
な
る
（
第
8
図
参
照
）
。

し
か
し
絵
図
の
中
に
は
、
こ
の
他
町
段
不
明
な
坪
が
＝
一
坪
あ
る
。

こ
れ
ら
の
坪
に
隣
接
の
情
況
か
ら
考
え
耕
地
化
率
の
高
い
こ
と
が
予

想
で
き
る
か
ら
、
仮
に
そ
の
町
段
を
八
～
九
反
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば

合
計
九
町
六
反
な
い
し
一
〇
町
八
反
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

全
合
計
が
三
五
町
五
反
一
五
〇
歩
な
い
し
三
六
町
七
反
一
五
〇
歩
と

な
り
、
前
袖
端
書
の
「
墾
田
三
六
町
六
反
二
一
二
歩
」
に
ほ
ぼ
一
致

す
る
。

　
最
後
に
（
C
）
、
条
里
坪
付
の
み
を
記
し
た
も
の
の
中
で
、
第
三
堤

防
内
に
在
る
坪
を
拾
っ
た
も
の
が
第
1
0
図
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
白

に
第
三
堤
防
が
南
半
分
を
残
し
て
築
造
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
更
に
第
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　　　　　　　　　　　　　第9図　第1・2堤防内耕塘化比率
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四
堤
防
の
き
ざ
し
さ
え
西
方
に
晃
ら
れ
る
（
第
6
國
参
照
）
。

　
と
こ
ろ
で
（
C
）
す
な
わ
ち
第
三
堤
防
の
内
側
、
第
二
堤
防
と
の

中
間
の
部
分
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
の
か
。
前
袖
端
書
に
い
う

　
「
摂
津
職
河
辺
郡
猪
名
所
地
擁
捨
伍
町
捌
段
福
江
伍
歩
、
墾
田
参
拾

陸
町
陸
段
弐
橘
壱
拾
弐
歩
」
は
、
す
く
な
く
と
も
（
A
）
第
一
堤
防

内
と
第
二
堤
防
内
の
東
畑
部
、
　
（
B
）
第
二
堤
防
内
の
踏
段
で
、
す

で
に
満
た
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
追
加
書
き
と
見
な
さ
れ

る
「
野
壱
傭
町
」
か
「
浜
弐
傭
飯
拾
町
」
の
い
ず
れ
か
に
椙
超
す
る

と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
中
「
心
墨
憾
伍
拾
町
」
で
な
い
こ
と

’
は
、
絵
図
の
欄
外
に
南
海
と
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
な
ら
ん

で
杭
瀬
浜
、
．
長
渚
浜
、
大
物
浜
と
誌
る
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
想
像
で

き
る
と
す
れ
ば
「
野
壱
梢
町
」
に
当
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
一
方
、
絵
図
に
は
す
で
に
野
の
町
段
を
特
記
し
た
も
の
が
九
坪
程

見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
合
計
は
四
町
二
反
一
四
〇
歩
で
画
一
〇
〇

町
に
は
及
び
も
っ
か
な
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
東
大
寺
に
施
入
さ
れ
た

頃
の
実
情
を
証
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
　
そ
う
し
た
意
味
で
は
本

来
の
猪
上
庄
の
四
至
は
第
二
堤
防
の
内
側
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
野
壱
循
町
」
の
数
字
は
と
に
か
く
と
し
て
、
若
し
当
時
第
三
堤
防

内
が
所
領
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
同
じ
頃
東
大
寺
庄
園
で
あ
っ
た
越

中
国
射
水
郡
桟
田
野
や
越
前
国
足
羽
郡
糞
里
村
の
開
田
図
に
見
ら
れ

る
如
く
、
坪
毎
に
開
墾
と
未
墾
の
区
別
と
そ
の
町
段
が
示
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
こ
れ
と
同
型
式
で
絵
図
に
表
現
さ

れ
て
い
る
の
は
第
二
堤
防
以
内
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

推
し
て
も
第
三
堤
防
内
ま
で
を
所
領
と
考
え
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。

こ
の
第
三
堤
防
は
後
年
に
築
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
野
面

信
町
　
浜
玉
急
難
拾
町
」
と
い
う
追
加
書
き
と
密
接
な
関
連
が
あ
り

そ
う
で
あ
る
。

　
第
二
堤
防
内
の
み
を
本
来
の
猪
名
庄
域
と
み
な
す
別
の
根
拠
は
史

料
の
側
に
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
暦
四
年
一
一
月
二
〇
臓
（
九
五
〇
）

の
正
倉
院
文
書
（
東
南
院
文
轡
三
櫃
三
二
巻
）
に
「
河
辺
郡
猪
名
庄
田
八
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

町
一
段
三
四
二
歩
」
と
あ
り
、
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
注
文
定
、
諸
国

強
張
田
地
の
中
の
摂
津
国
の
項
に
は
「
河
辺
郡
猪
名
田
八
五
町
一
段

三
四
三
歩
」
と
誌
る
さ
れ
、
ま
た
別
行
で
「
或
日
記
云
猪
名
爵
野
地

百
町
浜
二
百
五
十
町
云
々
し
と
書
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
絵
図
に
書

か
れ
た
田
地
、
墾
田
の
町
段
合
計
八
二
町
五
反
五
七
歩
に
、
そ
の
後

若
干
の
増
加
を
見
た
八
五
町
余
が
公
認
さ
れ
た
庄
園
面
積
で
あ
っ
た

ろ
う
と
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
で
は
何
故
に
野
や
浜
の
書
込
み
の
あ
る
猪
名
庄
園
図
が
伝
え
ら
れ
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て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
響
き
に
、
こ
の
絵
図
が
写
本
で
あ
る
と
述

べ
た
が
、
そ
の
た
め
に
後
世
の
追
加
書
き
が
、
か
な
り
混
入
し
て
い

る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
図
が
班
田
図
の
如
き
公
的

地
図
で
な
く
、
東
大
寺
側
が
鴨
社
と
の
紛
争
に
嶺
っ
て
し
ば
し
ば
持

ち
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
私
的
地
図
で
あ
る
点
も
注
意
し
な
け
れ
ば

、
な
ら
な
い
。
す
べ
て
寺
側
に
有
利
に
描
か
れ
て
い
て
も
決
し
て
不
思

議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
以
上
の
如
く
考
え
る
と
き
絵
図
に
い
う
「
野
道
摘
菜
　
浜
弐
悟
飯

拾
町
」
が
、
史
料
に
見
え
る
「
或
欝
記
云
猪
名
庄
野
地
細
町
浜
二
百

五
十
晦
云
々
」
に
裏
付
さ
れ
つ
つ
同
時
に
図
面
の
上
に
も
表
現
さ
れ

た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
第
三
堤
防
を
構
築

し
て
開
墾
の
歩
を
進
め
、
他
方
で
そ
の
姿
を
絵
図
の
上
に
示
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
第
三
堤
防
内
に
在
る
町
段
（
第
1
0
図
参
照
）
を

計
算
す
る
と
九
七
町
と
な
る
。
こ
れ
に
前
掲
の
野
島
町
二
反
一
四
〇

歩
を
加
算
す
る
と
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
町
の
数
字
が
で
き
上
る
。

　
最
後
に
「
浜
弐
無
配
拾
町
」
は
、
こ
の
絵
図
か
ら
直
接
裏
付
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
絵
図
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
第
4
図
で
示
さ
れ
た
当
時
の
想
定
海
岸
線
か
ら
考
え
る

と
、
こ
の
浜
二
五
〇
町
の
表
現
は
後
世
の
実
情
を
遽
免
し
た
も
の
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
も
先
ず
長
洲
浜
が
、
つ
い
で
杭
瀬
浜
、

大
物
浜
と
進
展
し
て
行
く
の
で
あ
り
、
決
し
て
一
時
期
に
形
成
さ
れ

た
も
の
で
な
い
こ
と
は
砂
州
の
構
成
の
上
か
ら
じ
ゅ
う
分
に
考
え
ら

れ
る
。

　
①
　
藤
…
田
和
夫
「
西
宮
地
方
の
地
質
と
構
造
」
（
『
爾
宮
市
史
』
第
｝
巻
、
三
〇
四
～

　
　
三
〇
七
頁
）
、
　
岡
義
詑
「
大
阪
平
野
沈
閥
部
の
地
形
発
達
史
」
（
『
地
理
学
評
論
臨

　
　
第
三
六
巻
六
号
、
七
～
八
頁
）
。

　
②
藤
田
和
夫
「
伊
丹
礫
触
と
沖
積
騒
」
（
前
掲
露
二
四
｝
！
二
凶
五
頁
）
、
岡
義

　
　
配
「
伊
丹
台
地
に
つ
い
て
」
（
前
掲
霧
、
一
一
一
一
六
頁
）
。

　
③
貝
塚
爽
平
『
束
京
の
自
然
史
晒
九
〇
～
九
二
頁
。

　
④
尼
縛
市
史
第
一
巻
掲
載
予
定
の
藤
鐡
瀦
夫
教
授
研
究
資
料
に
基
．
＜
。
岡
氏
の
好

　
　
意
を
感
謝
し
た
い
。

　
⑤
岡
義
記
「
沖
積
層
と
そ
の
下
底
礫
膚
」
（
前
掲
書
｝
四
頁
、
第
3
図
）
。

　
⑥
重
三
が
尼
崎
市
史
第
一
巻
掲
載
の
目
的
で
作
成
し
た
も
の
の
単
純
化
、
転
周
し

　
　
た
も
の
で
あ
る
。
本
殿
作
成
に
際
し
て
は
、
す
べ
て
建
設
雀
躍
土
地
理
院
提
供
の

　
　
資
料
に
よ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
⑦
日
本
建
築
協
会
編
『
大
阪
付
近
地
質
図
表
』
、
尼
崎
市
建
設
局
資
料
、
名
神
高

　
　
速
道
路
公
団
の
ボ
ー
リ
ン
グ
資
料
に
よ
る
。

　
⑧
藤
田
瀦
夫
「
大
阪
湾
」
（
前
掲
書
…
四
頁
、
第
五
図
）
。

　
⑨
茂
木
昭
夫
「
波
状
海
岸
に
お
け
る
沿
嶽
流
の
蛇
行
と
》
き
葛
欝
¢
d
彗
の
形
成
稀

　
　
（
一
九
六
一
工
年
二
本
地
理
学
会
秋
季
大
会
研
究
報
告
）
。

　
⑩
本
直
は
筆
者
に
よ
る
昭
和
蕪
五
年
の
測
最
作
成
で
あ
る
。
地
盤
沈
下
顕
署
な
尼

　
　
崎
で
あ
る
か
ら
、
麟
上
の
数
値
を
桐
対
値
と
し
て
見
て
ほ
し
い
。

　
⑪
ρ
〉
．
録
同
く
貯
騨
≦
噛
乏
．
乏
三
一
㊤
ヨ
ω
…
月
冨
ぎ
コ
壼
艶
零
ρ
銭
試
？

　
　
〈
㊤
ヨ
①
鼻
。
｛
ω
窪
指
切
鴛
σ
団
芝
ρ
〈
＄
o
試
。
溺
（
0
8
σ
q
鑓
℃
匿
8
嗣
一
〇
雌
ヨ
p
押125 （761）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎡

　
く
。
一
●
訟
ω
幽
一
逡
Φ
）

⑫
　
尼
晦
市
史
第
一
巻
掲
載
予
定
の
村
川
行
弘
氏
研
究
資
料
に
塞
く
。

⑬
　
拙
稿
「
摂
津
国
河
辺
郡
の
難
中
ハ
地
理
学
的
考
察
ω
」
（
『
無
二
学
院
史
学
』
第
一

　
昇
・
）
、
　
「
摂
津
圏
猛
名
庄
古
絵
図
に
つ
い
て
」
（
大
阪
市
大
『
人
文
研
究
隠
第
五
巻

　
第
二
号
）
、
　
「
摂
津
魍
河
辺
郡
の
鷹
史
地
理
学
的
考
察
②
」
（
同
『
人
文
研
究
』
第

　
七
巻
第
九
畳
）
、
　
「
摂
津
国
河
辺
郡
の
条
里
に
つ
い
て
」
（
岡
『
人
文
研
究
』
第
九

　
巻
第
八
号
）
、
「
中
古
に
聴
け
る
墾
国
の
歴
史
地
理
学
的
一
考
察
」
（
『
入
文
地
理
』

　
第
五
巻
第
三
号
）
、
浜
口
半
左
衛
門
「
東
大
寺
傾
摂
津
国
河
辺
郡
猪
名
荘
域
か
ら
．

　
推
考
し
た
尼
崎
市
域
に
於
け
る
条
里
遺
構
の
研
究
」
　
（
『
兵
庫
史
学
』
第
九
考
）
、

　
岡
本
静
心
「
摂
津
国
猪
名
庄
条
里
の
考
察
」
　
（
『
丘
ハ
庫
史
学
』
第
一
一
号
）
。

⑭
　
門
脇
脚
顧
二
「
ミ
ヤ
ケ
の
史
的
位
㎜
総
」
（
『
史
林
隠
避
三
五
巻
第
　
二
号
、
闘
七
頁
）
。

⑮
　
竹
内
理
黒
『
律
令
捌
と
貴
族
政
権
臨
八
二
頁
。

⑬
　
田
中
卓
編
『
住
吉
大
赴
神
代
謙
』
四
〇
～
四
三
頁
。

⑰
　
小
羅
鉦
作
「
摂
関
家
大
番
領
と
し
て
の
摂
津
照
猫
名
庄
」
（
『
歴
災
地
理
』
第
六

　
〇
巻
第
五
号
、
＝
～
こ
㎜
頁
）
、
「
荘
園
に
於
け
る
複
霊
的
領
有
関
係
の
研
究
」

　
（
返
隈
大
学
『
政
治
経
済
誌
叢
』
第
八
丹
、
一
～
酉
○
頁
）
。

⑱
拙
稿
「
河
系
の
文
化
・
警
告
大
社
の
所
領
と
土
地
開
拓
の
問
題
・
」
（
『
人
文
地

　
理
粛
第
…
「
二
巻
第
六
具
V
）
G

⑲
竹
内
理
三
「
条
里
制
の
起
源
再
論
」
（
前
掲
害
、
八
二
頁
）
。

⑳
　
門
脇
顧
二
、
前
掲
書
四
｝
～
四
一
　
頁
、
弥
永
頁
三
『
奈
良
時
代
の
貴
族
と
農
艮
隔

　
…
一
コ
頁
、
谷
岡
武
雄
「
古
一
代
村
落
に
於
け
る
条
里
謝
の
諸
問
題
」
（
『
立
命
館
大
学

　
側
刷
立
五
十
田
燐
年
記
念
払
醐
文
豆
朱
』
五
一
二
六
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳
　
門
脇
顧
二
、
前
掲
書
、
西
岡
虎
之
助
『
荘
園
史
の
研
究
上
』
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

㊧
　
米
倉
二
郎
「
庄
園
図
の
歴
史
地
理
的
…
考
察
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
婚
賀

　
二
号
、
一
二
六
七
～
　
二
六
九
習
貝
）
。

禽
・
筆
者
の
手
元
に
あ
る
も
の
は
、
奈
良
漿
郡
山
市
、
水
木
鷹
箭
氏
所
蔵
の
原
図
の

　
敷
写
し
で
あ
る
。
西
岡
虎
之
助
『
荘
園
史
の
研
究
（
上
）
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
図

　
も
岡
系
統
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
明
ら
か
で
な
い
。

⑳
前
袖
端
書
の
中
「
此
｝
行
押
紙
也
」
と
朱
書
し
て
あ
る
の
は
「
天
平
勝
宝
八
歳

　
六
月
十
二
臼
勅
施
入
文
絵
閣
銘
文
外
襲
撃
壱
億
町
」
を
指
す
が
、
　
「
浜
弐
債
伍
拾

　
町
」
　
「
今
三
河
是
也
」
の
記
載
も
劉
字
体
で
あ
る
。

⑳
　
後
置
端
書
の
中
、
　
「
勘
摂
津
職
従
三
位
行
大
夫
文
□
真
人
智
奴
」
は
「
西
海
摂

　
津
国
河
辺
郡
司
」
以
下
四
行
の
上
段
に
独
立
し
て
誌
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
〔
　
〕
印
の
数
宇
は
絵
図
に
見
ら
れ
な
い
が
磨
粍
と
判
断
し
て
あ
え
て
補
っ
た
。

　
（
第
6
囲
参
照
）
以
下
準
じ
。

（
⑳
　
一
坪
内
に
轡
込
あ
る
も
の
は
坪
付
番
号
の
下
に
書
き
、
。
印
を
以
て
他
の
埣
と

　
区
胴
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
磨
憂
し
て
判
読
し
難
き
も
の
。
以
下
陶
じ
。

　
　
マ
マ

⑳
温
と
し
た
が
堤
と
も
判
断
さ
れ
る
。

⑳
恐
ら
く
樋
の
誤
字
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
恐
ら
く
蒲
の
誤
字
で
あ
ろ
う
。

⑫
　
拙
著
「
摂
津
鷲
爪
名
庄
古
絵
函
に
就
い
て
」
　
（
人
文
研
究
、
誤
爆
巻
第
二
号
、

　
一
頁
）
、
「
中
吉
に
於
け
る
墾
田
の
歴
史
地
理
学
的
一
考
察
」
（
『
人
文
地
理
』
第
五

　
巻
第
三
畢
、
一
頁
）
、
岡
本
静
心
「
摂
津
麟
猪
名
庄
条
盟
の
考
察
」
（
『
兵
庫
史
学
臨

　
第
＝
号
、
二
～
三
号
）
。

⑳
　
藤
問
生
大
『
日
本
庄
園
史
』
三
八
頁
。

⑭
　
摂
津
爾
水
無
瀬
絵
園
（
大
日
本
古
文
書
、
西
）
に
よ
る
と
智
努
で
あ
る
。

⑯
　
溺
狡
篤
彦
門
西
濃
平
野
に
於
け
る
輪
中
の
地
理
学
的
研
究
」
（
『
地
理
論
叢
』
第

　
一
輯
）
。
中
沢
弁
次
郎
他
『
輪
中
集
落
地
誌
』
。

　
　
別
技
篤
彦
、
前
掲
書
、
一
一
四
二
一
一
　
閥
四
頁
。

⑰
　
大
日
本
古
文
書
四
、
所
収
写
翼
版
に
よ
る
。

　
　
河
辺
都
条
里
共
岡
研
究
の
・
会
「
摂
津
国
河
辺
郡
の
島
条
里
制
」
（
『
兵
庫
史
学
』
二

　
三
口
写
、
二
翌
頁
）
。

⑳
　
葛
練
大
系
、
類
聚
三
代
格
、
後
篇
、
四
四
こ
頁
。
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⑭
続
々
群
鍵
類
従
＝
、
東
大
寺
要
録
巻
第
二
。

⑳
　
拙
稿
「
摂
津
團
猪
名
庄
古
絵
図
に
就
い
て
」
（
前
掲
書
、

　
辺
郡
の
歴
史
地
理
学
的
考
察
②
」
（
前
掲
書
一
二
頁
）
。

⑫
　
続
々
群
書
類
従
＝
、
東
大
寺
要
録
巻
第
六
。

一一

ﾅ
）
、
　
「
摂
津
鼠
河

　
本
稿
狡
正
中
、
た
ま
た
ま
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
刊
行
の
『
東
大
寺
開
醜
語
』
（
大

濁
本
古
文
書
、
家
わ
け
第
＋
八
、
東
大
寺
文
書
之
殴
、
図
録
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
摂

津
職
河
辺
郡
猪
名
所
地
図
（
写
）
」
の
写
翼
版
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
氷
木
痩
箭
氏
所
蔵
の
原
写
本
（
六
四
・
五
セ
ン
チ
×
＝
～
二
・
五
セ
ン
チ
）
の
薩

接
撮
影
で
あ
る
だ
け
に
、
筆
者
の
筆
写
（
第
6
爵
）
よ
り
、
は
る
か
に
鮮
明
で
あ
る

の
で
比
較
参
照
さ
れ
た
い
。

　
宗
論
は
昭
聯
三
十
九
年
度
、
文
部
省
科
学
研
究
費
助
成
に
よ
る
課
題
「
躍
本
古
代

史
成
立
の
土
地
的
基
礎
と
し
て
の
自
然
環
境
に
関
す
る
研
究
」
の
成
果
の
一
部
を
な

す
も
の
で
あ
る
。

（
大
阪
市
立
大
学
教
授
）

叢上等領摂津國猪名庄の歴史地理（渡辺）
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of　th’eir　c6untrles　and　tkeir　status，　that　is　to　say，

Fourler，　a　shopiinan，　and　Owen，　a　factory　owner．

Saine－Simon，　noble，．

Historical　Geography　of伽α猪名Manor　under　the　Rule

◎fthe　Tδdaiji東大寺Temple　ln　the　Settsu摂津Country

by

Hisao　Watanabe

　　This　article　w祖throw　light　on　and　determine乞he．　poi航of　locatioiユ／t．．

from　its　natural　conditions　in　regard　to　．lna　manor，　one　of　the　ter－

ritories　under　the　T6dai／’i　Temple，　and　its　process　of　cultivation　by’

the　aRcient　written　plan．　ln　the　iniddle　of　tke　8　th　century，　th’e　land．．

uncler　the　rule　of　the　lmperial　Household　before，　was　con£ributed　to・

the　T6dail’i　Temple；this　zneighborhood，　as　located　at　the　end　of　the・

alluvia｝　pialn，　was　under　remarkable　developnaent　and　was　a　hopeful

manor．　The　plan　of　the　lna　Manor，　handed　dowii　to　us　and　written

about　the　12th　ceReury　witk　sorne　mistakes，　was　the　valuabte　materia．1

which　toid　us　the　conten’ts　of　the　manor　and　the　structure　of　the　f6pti’

zaAs．一li！i　System．　Erom　the　examination　of　the　anclent　plani　it　has　been

made　clear　that　three　periods　were　expressed　in　this　plan；　that　i＄，．

the　periods　of　the　lmperial　Household’s　rule，　of　opening　cultivation．

under　the　To’daiji’s　possession，　and　of　the　T6daiji’s　cultivation　of　the・

seaside　district；and　the　very　cultivating　method，　like　Waブz2　輪r一｝■　by

cii“cular　banking，　was　adopted，　showing　a　concentric　circle　at　tke　core・

of　the　former　lmperial　Household’s　territory．　The　cultivation　of　the

seaside　districts，　di£ferent　frorn　forest　and　field　where　land　already

existed，　skould　be　perfor1ined　from　creating　land　i£self　to　be　cultivated　’

at　first；　but　in　this　area　was　a　distlBguished　formation　of　seaslde’

sandbanl〈　from　ancient　times　under　the　influence　of・　topographical　and

meteoroiogicai　conditions，　which　was　of　great　use　for　the　land　creati6R，．

though　on　this　relation　to　eustacy，　to　our　regret，　we　have　not　yet．

decisive　evidence．

（792）


