
展

望保

存
　
修
　
景
　
計

一
歴
史
的
文
化
遺
産
保
存

画の
構
想
一
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西

ノ

幸

治

嗣
、
現
状
と
保
存
修
景
計
函

　
現
在
、
人
類
の
も
つ
文
化
遺
産
・
歴
史
的
景
観
は
大
き
い
危
機
に
薩
齢
し

て
お
り
、
そ
の
保
存
・
保
全
と
開
発
を
め
ぐ
る
闇
題
が
鋭
く
提
起
さ
れ
て
い

①る
。
た
と
え
ば
、
世
界
で
も
遺
跡
の
分
布
密
度
の
も
っ
と
も
高
い
と
い
わ
れ

る
わ
が
国
の
遺
跡
保
存
を
み
る
と
、
開
発
事
業
の
増
大
に
と
も
な
っ
て
、
遺

跡
の
調
査
数
は
昭
和
三
十
年
ご
ろ
約
二
五
〇
件
、
同
三
十
五
年
に
は
約
三
五

〇
件
、
最
近
で
は
お
よ
そ
五
〇
〇
件
に
達
し
、
未
調
査
の
ま
ま
記
録
さ
れ
る

こ
と
な
く
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
遣
跡
の
数
は
こ
の
こ
～
三
倍
に
も
達
す
る
と

い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
事
態
は
直
接
開
発
事
業
に
蟻
面
す
る
遺
跡

に
か
ぎ
ら
れ
、
他
の
美
術
贔
そ
の
他
の
文
化
財
が
安
全
で
あ
る
か
と
い
え
ば

そ
う
で
は
な
い
。
最
近
報
道
さ
れ
た
文
化
財
流
出
事
件
を
み
れ
ば
、
一
般
の

儒
頼
に
よ
り
、
僑
託
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
文
化
財
の
所
有
者
が
、
文
化
財
を

単
な
る
財
宝
と
し
て
し
か
意
識
せ
ず
、
そ
の
管
理
に
対
す
る
衿
持
と
責
任
を

喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
し
ら
さ
れ
る
し
、
ま
た
見
学
拝
観
者
ら
に

よ
る
文
化
財
の
あ
い
つ
ぐ
破
損
事
故
は
、
文
化
財
を
国
民
共
有
の
文
化
遺
産

と
し
て
守
っ
て
い
く
自
覚
の
欠
如
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
文

化
財
の
指
定
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
史
料
と
し
て
歴
史
的
価
値
の
高

い
古
文
書
・
古
記
録
、
町
村
合
併
や
村
落
的
共
同
体
の
解
体
で
、
そ
の
所
在

が
不
明
に
な
り
や
す
い
地
方
史
料
、
最
近
保
存
の
規
制
が
解
か
れ
た
と
い
う

現
治
壬
申
戸
籍
な
ど
、
そ
の
記
録
・
保
存
・
利
用
の
方
法
に
根
本
的
検
討
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
現
状
は
な
に
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
生
産
鼓
術
の
急
速
な
革
新
と
そ
れ
に
と
も
な
う
経
済



保存思川計画（西川）

の
成
長
が
、
開
発
と
再
開
発
に
よ
っ
て
世
界
各
地
の
地
域
社
会
と
都
市
の
構

造
を
、
前
代
未
聞
の
ス
ケ
ー
ル
と
深
刻
さ
を
も
っ
て
大
き
く
改
造
さ
せ
、
そ

の
変
容
を
せ
ま
り
つ
つ
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
未
曾
有
の
建

設
工
事
に
と
も
な
う
開
発
と
保
存
・
保
全
の
問
題
は
、
と
も
す
れ
ば
網
矛
盾

し
、
相
対
立
し
た
概
念
と
し
て
把
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は

人
類
の
歴
史
が
示
し
て
き
た
、
生
産
の
た
え
ざ
る
発
展
と
生
活
環
境
の
向
上

と
い
う
共
通
の
昌
標
と
願
望
の
上
に
た
っ
て
有
機
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
解

決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
激
動
す
る
新
し
い
事
態
に
適

確
に
対
応
す
る
保
存
・
保
全
の
紺
策
を
う
ち
だ
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
い

さ
さ
か
の
遅
滞
も
翻
館
も
許
さ
れ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
文
化
財
保
存
の
現
況
を
み
る
と
、
歴
史
的
な
文
化
遺
産

が
史
跡
や
文
化
財
と
し
て
指
定
を
う
け
る
の
み
で
、
そ
の
地
域
社
会
と
ま
っ

た
く
遊
離
し
た
ま
ま
、
い
た
ず
ら
に
放
置
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
反
面
、

本
来
直
接
に
利
を
う
み
だ
す
も
の
で
は
な
い
文
化
財
が
安
易
な
「
観
光
」
開

発
の
対
象
と
な
り
、
文
化
遣
産
が
そ
の
歴
史
的
価
値
や
美
的
価
値
を
損
傷
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
文
化
財
が
充
全
に
保
存

さ
れ
た
と
し
て
も
、
従
来
の
よ
う
に
遺
講
・
遺
跡
が
た
ん
に
孤
立
し
た
点
と

し
て
保
存
さ
れ
た
の
で
は
、
は
げ
し
く
変
貌
す
る
周
辺
の
環
境
か
ら
遊
離
し
、

断
絶
し
て
し
ま
う
傾
向
が
つ
よ
く
、
文
化
遺
産
を
め
ぐ
る
広
域
な
環
境
の
保

全
・
整
備
も
つ
よ
く
要
請
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
現
在
の
時
点
で
文
化
財
と
し
て
意
義
あ
ら
し
め
る
べ
く
、
文
化

遺
産
を
調
査
し
て
再
評
価
し
、
境
在
の
す
ぐ
れ
た
保
存
技
術
を
適
用
し
て
整

備
し
、
さ
ら
に
文
化
遺
産
を
め
ぐ
る
歴
史
的
景
観
も
あ
わ
せ
保
存
し
、
こ
れ

ら
が
も
つ
歴
史
的
事
象
と
文
化
遣
産
そ
の
も
の
が
も
つ
価
値
を
実
感
を
も
っ

て
追
体
験
で
き
る
揚
と
し
て
位
置
づ
け
、
文
化
遺
産
と
そ
の
六
境
を
、
大
き

く
変
貌
し
変
容
を
と
げ
つ
つ
あ
る
地
域
社
会
や
都
市
生
溝
の
な
か
に
定
着
さ

せ
る
た
め
の
保
存
修
景
計
画
が
必
要
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
保
存
修
景
計
画
が
現
在
の
地
域
計
画
・
都
市
計
画
と
分
ち
が
た
く

関
連
し
て
も
つ
機
能
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
現
在
広
汎
に
進
行
し
つ
つ
あ

る
都
市
化
の
規
象
の
な
か
で
、
囲
る
い
太
陽
と
緑
そ
し
て
清
澄
な
空
気
を
求

め
る
住
民
を
央
望
さ
せ
る
生
活
環
境
の
い
ち
じ
る
し
い
悪
化
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
計
画
は
緑
地
を
確
保
し
、
居
住
環
境
を
整
備
し
、
健
康
な
居
住
空
間
を

構
成
す
る
計
画
の
一
翼
と
も
な
り
、
ま
た
、
近
い
将
来
に
予
想
さ
れ
る
余
暇

時
間
の
増
大
に
対
応
し
て
、
市
民
の
健
康
な
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
空
間
・
教

育
的
観
光
の
場
と
し
て
、
未
来
の
生
活
空
間
を
設
定
す
る
た
め
の
重
要
な
要

素
と
も
な
ろ
う
。

　
次
に
保
存
修
景
岩
盤
の
事
例
的
考
察
と
し
て
、
京
大
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
・
パ
キ
ス
タ
ン
学
術
調
査
隊
の
調
査
地
の
一
つ
で
あ
り
、
　
「
発
展
し

つ
つ
あ
る
地
点
」
と
し
て
、
そ
の
仏
教
期
遺
跡
の
保
存
が
大
き
く
問
題
と
な

127 （947）



っ
て
い
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ジ
ェ
ラ
ラ
バ
ー
ド
と
、
わ
が
国
の
も
っ
と
も

す
ぐ
れ
た
歴
史
的
都
市
と
し
て
、
最
近
そ
の
瀾
発
と
保
存
を
め
ぐ
る
論
議
が

濡
濃
な
京
都
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

二
、
事
例
的
考
察

一
　
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
保
存
計
颪

　
那
掲
羅
禺
（
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
）
国
は
、
五
世
紀
の
法
話
、
七
世
紀
の
玄
築
い

ら
い
、
燃
燈
仏
や
画
影
窟
の
あ
る
仏
教
の
霊
地
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
東
南
、
首
都
力
；
ブ
ル
か
ら
カ
イ

バ
ル
峠
へ
む
か
う
道
路
に
そ
い
、
東
流
す
る
カ
ー
ブ
ル
河
を
北
に
し
た
町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ジ
ェ
ラ
ラ
パ
ー
ド
の
附
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

　
玄
奨
が
訪
れ
た
当
時
、
こ
の
地
方
は
「
穀
稼
は
豊
か
に
し
て
華
果
多
し
」

と
い
わ
れ
た
盤
沃
な
地
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
瀧
廃
し
、
と
く
に
醸
羅
城
に

比
定
さ
れ
る
ハ
ツ
ダ
は
荒
場
た
る
礫
地
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近

年
、
こ
の
麓
廃
し
た
ジ
ェ
ラ
ラ
バ
ー
ド
盆
地
に
も
道
路
建
設
．
土
地
改
良
の

工
事
が
国
際
的
協
力
の
も
と
に
積
極
的
に
す
す
め
ら
れ
、
は
げ
し
い
変
貌
を

と
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ー
ブ
ル
か
ら
カ
イ
バ
ル
陣
へ
の
道

路
が
舗
装
工
事
で
整
傭
さ
れ
、
首
都
カ
ー
ブ
ル
と
の
時
間
的
距
離
が
短
縮
し
、

ま
た
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
開
発
と
周
辺
の
都
市
化
が
す
す
ん
で
い
る
。
土
地

改
良
の
工
事
は
カ
ー
ブ
ル
河
が
ジ
ニ
ラ
ラ
バ
ー
ド
盆
地
に
は
い
る
峡
谷
の
ダ

ル
ソ
タ
に
ダ
ム
を
建
設

し
、
そ
の
…
催
概
に
よ
る

耕
地
化
が
、
そ
の
名
も

ゆ
か
し
い
ナ
ソ
ガ
ル
ハ

ル
・
プ
窟
ジ
ェ
ク
ト
の

も
と
に
す
す
め
ら
れ
、

従
来
六
、
　
七
一
二
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
し
か
な
か
っ
た

耕
地
の
三
〇
、
四
五
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
増
加
と
、

農
作
物
の
約
八
倍
の
増

収
が
み
こ
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
ダ
ム
の
水

力
発
電
は
、
都
市
に
電

気
と
こ
の
地
域
に
工
業

　
　
　
　
　
　
　
　
④

電
力
を
供
給
し
て
い
る
。

こ
・
つ
し
て
、
　
ジ
ェ
ラ
ラ

パ
ー
ド
一
帯
は
開
発
と

重
書
改
造
の
事
業
に
よ

っ
て
、
か
つ
て
の
面
影

三　ガンダーラ文化圏とジェララバード（ナガラハラ）
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を
復
活
さ
せ
、
そ
の
面
厩
を
一
二
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
ジ
ェ
ラ
ラ
バ
ー
ド
地
方
は
、
パ
ー
ミ
ヤ
ン
、
ベ
グ
ラ
ム
、
バ
ル
ク
な

ど
と
な
ら
ん
で
仏
教
遺
跡
が
多
く
、
東
西
文
化
の
交
流
を
も
の
が
た
る
ア
フ

ガ
ニ
ス
タ
ン
の
仏
教
文
化
の
一
中
心
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
地
方
の
調
査
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
の
C
・
マ
ッ
ソ
ン
や
W
・
シ
ン
プ
ソ
ン
に
よ
っ
て

は
じ
め
ら
れ
た
。
今
徴
紀
に
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
考
古
学
調
査
団
の
A
・
フ
；

シ
ェ
、
A
・
ゴ
ダ
ー
ル
、
J
・
パ
ル
ト
ウ
ら
に
よ
っ
て
ハ
ッ
ダ
の
発
掘
が
お

　
　
　
⑦

こ
な
わ
れ
、
そ
の
出
土
遺
物
が
世
界
各
地
の
博
物
館
に
あ
ら
わ
れ
、
　
「
ハ
ヅ
、

ダ
の
塑
像
」
と
し
て
多
く
の
人
に
し
た
し
ま
れ
て
き
た
。

　
こ
れ
ら
σ
調
査
研
究
を
ひ
き
つ
い
で
、
京
都
大
学
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
・
パ
キ
ス
タ
ン
学
術
調
査
隊
は
国
立
カ
ー
ブ
ル
醇
物
館
と
合
同
し
て
一

九
六
二
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
カ
…
ブ
ル
河
左
岸
に
あ
る
フ
ィ
ル
ハ
ナ

斎
窟
寺
院
を
実
測
し
、
丘
上
の
仏
塔
を
中
心
に
、
河
岸
の
断
崖
に
掘
馨
さ
れ

た
石
窟
群
ー
ア
フ
ガ
ェ
ス
タ
ン
で
は
他
に
類
の
な
い
イ
ン
ド
的
な
ヴ
ィ
ハ

ラ
窟
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
特
有
な
ト
ン
ネ
ル
で
つ
な
が
っ
て
な
ら
ぶ
バ
ザ

ー
ル
を
お
も
わ
せ
る
石
窟
列
、
そ
の
ほ
か
多
数
の
単
独
房
窟
一
か
ら
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

寺
院
の
構
成
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
九
六
六
年
に
は
十
二
月
か
ら
翌
一
月
に

か
け
て
、
ハ
ヅ
ダ
に
近
い
ラ
ル
マ
村
の
仏
教
等
院
塊
を
発
掘
し
、
方
八
メ
ー

ト
ル
の
中
心
大
塔
と
そ
の
ま
わ
り
の
多
数
の
奉
献
小
銭
、
ま
た
こ
れ
ら
に
伴

拙
し
た
多
数
の
塑
像
片
を
発
見
し
え
。
ま
た
、
こ
の
発
掘
調
査
と
併
行
し
て

ジ
ェ
ラ
ラ
バ
ー
ド
の
盆
地
を
め
ぐ
る
周
辺
一
帯
の
一
般
調
査
を
行
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
調
査
を
総
括
す
る
と
、
ジ
ェ
ラ
ラ
バ
ー
ド
の
町
に
近
接
し
て
西

に
拡
が
る
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
の
都
城
祉
と
推
定
さ
れ
る
広
大
な
テ
ペ
と
二
、
三
の

墨
筆
を
の
ぞ
い
て
、
仏
教
遺
跡
は
ジ
ュ
ラ
ラ
バ
…
ド
盆
地
を
め
ぐ
る
由
麓
や

盆
地
を
貫
流
す
る
川
に
面
し
た
台
地
に
あ
り
、
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
の
都
城
を
と
り

め
ぐ
る
形
を
な
し
て
い
る
。
　
（
図
H
参
照
）
こ
れ
ら
の
寺
院
肚
は
塔
を
中
心
・

に
僧
房
と
石
窟
群
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
東
の
山
麓
に
な
ら
ぶ
四

つ
の
塔
祉
を
の
ぞ
き
、
　
ま
っ
た
く
崩
毒
し
、
　
そ
の
お
も
か
げ
を
残
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
す
く
な
い
。
C
・
マ
ッ
ソ
ン
と
M
・
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
ベ
ル
ケ
ル
が
発
掘
し
、

現
在
、
大
英
博
物
館
が
所
蔵
す
る
黄
金
の
舎
利
容
器
で
有
名
に
な
っ
た
ビ
ー

マ
ラ
ン
第
二
塔
も
、
塔
身
の
一
部
を
の
ぞ
い
て
、
ま
っ
た
く
崩
壊
し
き
っ
て

い
る
。

　
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
崩
壊
し
た
状
態
を
み
る
と
、
そ
の
破
壌
に
は
つ
ぎ
の
よ

う
な
諸
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。

　
①
自
然
力
に
よ
る
破
壊
　
仏
教
が
す
た
れ
、
寺
院
の
維
持
管
理
が
困
難
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
な
る
と
、
風
雨
や
地
震
な
ど
の
自
然
力
で
大
き
く
破
損
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
と
く
に
塔
頂
の
三
輪
を
支
え
る
鉄
柱
が
落
雷
を
よ
び
、
塔
の
破
壊
を
促
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
し
た
と
フ
ー
シ
ニ
は
考
え
て
い
る
。
最
近
で
は
、
カ
ー
ブ
ル
の
郊
外
に
あ

　
つ
た
仏
教
期
の
幡
柱
ス
ル
フ
・
ム
ナ
レ
が
一
九
六
五
年
春
の
地
震
で
崩
れ

　
さ
り
、
ま
っ
た
く
そ
の
痕
跡
す
ら
と
ど
め
な
ぐ
な
っ
た
が
、
こ
れ
も
こ
の
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類
に
属
す
る
画
学
と
い
え
よ
う
。

②
戦
乱
や
歯
入
に
よ
る
破
壊
　
た
と
え
ば
六
世
紀
は
じ
め
、
仏
教
を
儒
じ

な
い
異
教
徒
、
エ
フ
タ
ル
王
の
侵
入
に
よ
っ
て
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
教
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

美
術
は
壌
滅
的
打
繋
を
う
け
た
。
タ
キ
シ
ラ
の
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
僧
院
祉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
発
掘
で
は
、
そ
の
状
況
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
次
項

で
の
べ
る
．
ハ
ー
ミ
ヤ
ソ
石
仏
の
脚
部
は
一
九
世
紀
ナ
デ
ィ
ル
シ
ャ
や
ア
ゥ

レ
ゼ
ブ
の
軍
隊
の
砲
撃
の
的
に
な
っ
て
破
壌
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ

れ
も
こ
の
類
に
属
す
る
破
壊
と
い
え
よ
う
。

③
異
教
徒
の
定
住
に
よ
る
破
壊
　
偶
像
破
壊
の
翌
慣
を
も
つ
イ
ス
ラ
ム
激

徒
が
こ
こ
に
住
み
つ
い
た
こ
と
は
仏
教
寿
院
に
大
き
な
破
壊
を
も
た
ら
し

た
。
顔
は
口
と
顎
を
残
し
て
け
ず
ら
れ
、
腕
は
前
癌
か
ら
も
ぎ
と
ら
れ
た

バ
～
ミ
ヤ
ン
の
二
大
石
仏
は
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
ハ
ツ

ダ
の
調
査
で
も
こ
の
種
の
破
棄
が
み
ら
れ
た
と
い
う
。

④
不
鯖
憲
な
調
査
に
よ
る
破
壊
　
ジ
轟
ラ
ラ
バ
ー
ド
盆
地
の
仏
塔
ほ
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
塔
身
に
大
き
な
穴
が
う
が
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
調
査
に

あ
た
っ
て
仏
教
寺
院
を
理
解
し
な
か
っ
た
C
・
マ
ッ
ソ
ン
ら
が
古
銭
に
の

み
強
い
関
心
を
も
ち
、
塔
身
の
舎
利
室
を
め
ざ
し
て
あ
け
た
も
の
で
、
こ

れ
が
先
例
と
な
り
破
壊
が
進
ん
だ
点
も
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス

考
古
学
調
査
団
に
よ
る
ハ
ツ
ダ
の
遣
跡
も
調
査
後
の
藩
学
が
充
分
で
な
く
、

ま
っ
た
く
の
廃
虚
と
し
て
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
遺
跡
と
調
査
報
告
を

　
対
照
す
る
の
も
函
難
な
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
卵
嚢
的
調
査
」
と

　
非
難
さ
れ
て
も
止
む
を
得
な
い
。
．
こ
れ
に
対
し
て
最
近
、
フ
ラ
ン
ス
考
古

　
学
調
査
國
で
も
ス
ル
フ
・
コ
タ
ル
の
発
掘
で
は
か
な
り
の
保
存
の
対
策
が

　
は
ら
わ
れ
、
ま
た
イ
タ
リ
ア
の
中
東
極
東
調
査
団
（
H
ψ
累
図
○
）
は
パ
キ

　
ス
タ
ソ
の
ス
ワ
ト
地
方
で
、
調
査
と
保
存
工
作
を
併
行
し
て
す
す
め
て
お

　
り
注
目
さ
れ
る
。
今
後
の
調
査
に
は
調
査
報
告
書
を
刊
行
す
る
と
と
も
に
、

　
保
存
管
理
の
対
策
を
た
て
る
こ
と
も
必
須
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
⑤
乱
掘
に
よ
る
破
壊
　
前
に
も
の
べ
た
よ
う
に
近
年
改
修
さ
れ
た
道
路
は

　
首
都
力
…
ブ
ル
と
の
時
間
的
距
離
を
せ
ば
め
、
ハ
ツ
ダ
の
美
術
を
愛
好
す

　
る
観
光
客
は
素
朴
な
村
人
を
刺
戟
し
、
白
昼
賞
々
と
乱
掘
が
す
す
め
ら
れ

　
て
い
る
。
こ
れ
は
停
滞
的
と
も
い
う
べ
き
村
落
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
の
地

　
方
に
、
急
激
な
開
発
が
も
た
ら
し
た
現
象
と
い
え
る
が
、
現
在
こ
れ
に
対

　
す
る
管
理
規
制
も
充
分
で
な
く
放
澱
さ
れ
、
憂
慮
す
べ
き
状
態
に
お
か
れ

　
　
　
⑭

　
て
い
る
。

　
こ
こ
で
①
自
然
力
に
よ
る
破
壊
に
つ
い
て
は
、
現
在
ユ
ネ
ス
諏
の
援
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
も
と
に
す
す
め
ら
れ
て
い
る
グ
ル
ダ
ラ
塔
の
保
存
工
作
の
よ
う
に
、
調
査

i
記
録
i
保
存
工
作
を
さ
ら
に
強
化
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
解
決
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

　
②
戦
乱
・
侵
入
に
よ
る
破
壊
に
つ
い
て
は
、
政
漁
外
交
の
分
野
で
鰹
決
さ

れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
問
題
に
で
き
な
い
。

130 （950＞



保存修景計画（酬【D

　
①
異
教
徒
の
定
住
に
よ
る
破
壊
は
フ
ラ
ン
ス
の
強
力
な
援
助
の
も
と
に
設

立
さ
れ
た
と
い
う
国
立
力
！
ブ
ル
博
物
館
が
そ
の
大
半
を
仏
教
に
関
連
す
る

遺
物
の
展
示
に
あ
て
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
偶
像
破
壊
の

習
慣
も
か
つ
て
ほ
ど
で
な
く
、
寛
容
な
る
態
度
を
示
し
つ
つ
あ
る
の
で
さ
し

て
闘
題
に
な
ら
な
い
。

　
現
在
、
も
っ
と
も
問
題
に
な
る
の
は
④
不
絹
織
な
調
査
に
よ
る
破
壊
と
⑤

乱
掘
に
よ
る
破
壊
と
い
う
、
人
為
的
破
壊
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
こ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
の
対
策
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
乱
掘
に
つ
い
て

み
る
と
、
こ
の
地
方
の
遺
物
が
単
な
る
美
術
品
「
ハ
ツ
ダ
の
塑
像
」
と
し
て

の
み
関
心
を
も
た
れ
、
愛
好
ざ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
結
果
、
乱
掘
に
よ
り
遺

〃
物
を
遺
構
…
か
ら
遊
離
階
さ
せ
て
し
ま
い
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
…
の
研
究
を
い
ち
じ

る
し
く
困
難
に
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
状
況
が
規
欄
さ
れ
る
こ
と
な

く
つ
づ
け
ば
、
や
が
て
研
究
自
体
が
不
能
に
な
る
こ
と
を
深
く
認
識
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
研
究
上
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
遺
跡
の
調
査
と
管
理
方
式

を
再
検
討
し
、
根
本
的
な
対
策
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
前

に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
乱
掘
や
計
品
性
を
も
た
ぬ
非
学
術
的
調
査
を
厳
禁
し
、

遺
跡
の
発
掘
調
査
と
保
存
工
作
を
併
行
し
て
す
す
め
る
総
合
的
調
査
を
原
則

と
し
、
遺
跡
の
保
存
管
理
を
厳
重
に
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
現

在
、
遺
跡
や
遺
物
に
対
す
る
地
元
住
民
の
理
解
を
う
る
た
め
の
教
育
・
啓
蒙

的
活
動
は
殆
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
地
方
の
地
域
社
会
か

ら
こ
れ
ら
文
化
遺
産
が
遊
離
し
が
ち
な
現
状
を
深
く
考
慮
し
て
、
た
と
、
え
ば

遺
跡
に
近
接
し
て
遺
跡
調
査
管
理
室
を
設
け
、
遣
跡
の
現
地
説
明
・
管
理
お

よ
び
出
土
遺
物
を
公
開
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
文
化
遺
産
の
も

つ
東
西
文
化
交
流
史
上
に
し
め
る
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
か
か
る
輝
し
い
文

化
を
創
出
し
た
風
土
環
境
を
追
想
し
、
創
造
し
た
人
間
的
努
力
に
対
す
る
敬

意
を
深
め
た
い
。
こ
う
し
た
共
通
の
認
識
と
教
育
啓
蒙
の
活
動
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
文
化
遼
産
を
地
域
社
会
に
定
着
さ
せ
、
文
化
財
に
対
す
る
再
評
価
と

再
認
識
を
通
し
て
、
現
在
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
立
場
の
故

に
冷
淡
な
無
関
心
な
態
度
を
示
し
て
い
る
住
民
も
、
調
査
活
動
に
籏
極
的
に

協
力
、
参
饗
し
、
つ
い
に
は
住
警
み
ず
か
ら
こ
の
活
動
を
推
進
で
き
る
よ
う

な
努
力
を
つ
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
以
L
を
基
本
的
態
度
と
し
て
、
境
段
階
に
お
け
る
具
体
的
な
保
存
計
画
の

構
想
を
次
に
示
し
て
み
た
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ハ
ツ
ダ
の
塑
像
」

を
ふ
く
む
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
が
単
な
る
美
術
品
と
し
て
関
心
を
も
た
れ
、
愛

好
さ
れ
る
結
果
、
講
査
研
究
若
紫
を
著
し
く
困
難
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
が
仏
教
文
化
の
源
流
を
探
求
し
ょ
う
と
す
る
わ
れ
わ

れ
爽
方
人
を
ひ
き
つ
け
る
強
い
関
心
と
、
ヨ
…
導
ッ
パ
文
化
の
母
胎
で
あ
る

ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
の
東
方
へ
の
影
響
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
西
方
の
人

131 （951）



の
強
い
意
欲
の
上
に
た
っ
て
、
地
元
の
研
究
春
を
中
核
と
し
、
東
と
西
の
国

際
的
協
力
に
よ
る
遺
跡
の
組
織
的
調
査
と
維
持
管
理
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
カ
…
ブ
ル
か
ら
カ
イ
パ
ル
峠
へ
ぬ
け
る
道
路
は
ア
ジ
ア
・
ハ
イ
ウ

ェ
イ
の
一
環
と
し
て
、
今
後
さ
ら
に
雌
蕊
さ
れ
、
こ
こ
を
め
ぐ
る
東
西
交
通

は
い
っ
そ
う
は
げ
し
く
な
り
、
ま
た
近
い
将
来
に
予
想
さ
れ
る
余
暇
時
間
の

増
大
は
、
こ
の
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
へ
さ
ら
に
つ
よ
く
多
く
の
人
々
を
ひ
き
つ
け
る

PA悶競TA　　二＝　　　・猟渦

職即＿デも鋳

　　　　　　　撫総州簾琴i華葺薪

1欝欝慧蟻ii韓
“㎜融

K，IBtJ・L　R，

　　　　　　　H　ナガラハラ保存計画1966
王．ナガラハラ博物館・ナガラハラ仏教文化研究所・宿泊施設
2．ビーマラソ遺跡調査管理室
3．チャハルバグ遣跡調査管理室
4．ハツダ遣跡調査管理室
　　　a．ソ連技術者集落　　b．　三E立植物園
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で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ジ
ェ
ラ
ラ
パ
ー
ド
に
近
い
カ
…
ブ
ル
河
と
ス
ル

フ
ア
ブ
河
の
合
流
点
に
近
く
、
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
都
城
肚
に
接
し
、
カ
ー
ブ
ル
河

を
へ
だ
て
て
対
岸
の
雄
大
な
フ
ィ
ル
ハ
ナ
石
窟
群
を
望
む
地
点
に
ナ
ガ
ラ
ハ

ラ
博
物
館
と
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
仏
教
文
化
研
究
研
お
よ
び
研
究
者
用
宿
泊
施
設
を

設
け
る
。
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
博
物
館
は
ジ
ェ
ラ
ラ
パ
ー
ド
地
域
の
出
土
遺
物
を
収

蔵
・
展
示
し
て
、
見
学
春
・
観
光
客
に
公
開
し
、
理
解
を
深
め
る
場
と
す
る

と
と
も
に
、
遺
跡
と
遺
物
の
保
存
管
理
・
運
営
を
は
か
る
こ
と
に
す
る
。
ナ

ガ
ラ
ハ
ラ
仏
教
文
化
研
究
萌
は
仏
教
文
化
と
三
論
文
化
交
渉
に
関
す
る
圏
際

的
協
力
に
よ
る
研
究
機
関
と
し
て
、
各
国
研
究
老
に
よ
る
研
究
の
交
流
を
は

か
る
と
と
も
に
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
統
轄
管
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
研
究

者
用
宿
泊
施
設
は
長
期
お
よ
び
短
期
の
滞
在
研
究
者
の
利
用
に
あ
て
る
。
ま

た
、
ハ
ツ
ダ
・
ラ
ル
マ
・
チ
ャ
ハ
ル
バ
グ
・
ビ
ー
マ
ラ
ソ
な
ど
に
は
遺
跡
の

調
査
管
理
室
を
設
け
、
遣
跡
の
現
地
に
お
け
る
調
査
と
管
理
に
あ
て
る
こ
と

が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
を
結
び
、
幹
線
道
路
に

接
続
す
る
環
状
道
路
を
そ
の
一
部
は
灌
概
用
水
路
と
平
行
さ
せ
て
整
備
し
、

見
学
旅
行
者
・
研
究
者
の
遺
跡
へ
の
接
近
を
容
易
に
し
た
い
。

　
ま
た
、
各
蹴
組
酷
跡
の
発
掘
調
査
は
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
博
一
物
舶
糊
の
一
聯
轄
…
管
理
の
も
と

に
組
織
的
に
す
す
め
、
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
各
館
院
肚
の
中
心
で
あ
る

塔
を
は
じ
め
僧
房
・
石
窟
群
の
保
存
整
蒲
の
工
作
も
併
行
し
て
行
な
い
、
発

掘
に
よ
っ
て
、
自
然
的
条
件
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
七
二
レ
ン
ガ
や
石
積
の
構
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傑存修県捧晒晒川）

造
が
崩
壊
す
る
の
を
防
止
す
る
。
．
ま
た
数
多
い
遺
跡
の
一
部
に
は
確
実
な
資

料
を
も
と
に
し
て
可
能
な
か
ぎ
り
復
原
工
作
を
ほ
ど
こ
し
、
一
般
の
見
学
者

の
理
解
を
た
す
け
る
よ
う
に
す
る
。
さ
ら
に
、
仏
教
寺
院
肚
群
の
調
査
と
併

行
し
て
、
こ
れ
ら
の
寺
院
群
を
支
え
て
き
た
都
市
・
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
都
城
肚
の

発
掘
調
査
も
計
画
的
に
す
す
め
た
い
。
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
の
仏
教
寺
院
祉
が
建
築

・
美
術
の
面
で
す
ぐ
れ
た
東
西
文
化
の
交
流
の
結
実
を
示
す
の
に
対
し
、
こ

の
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
の
都
布
遺
跡
の
調
査
で
は
、
そ
の
都
市
生
活
の
面
で
も
い
か

に
深
く
東
西
の
文
化
が
鮨
響
を
あ
た
え
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
現
在
も
っ
と
も
聞
題
と
な
っ
て
い
る
遺
物
に
関
し
て
は
、
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
の
国
立
カ
ー
ブ
ル
博
物
館
、
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
薄
〃
物
館
お
よ
び
調
査
に

参
加
し
た
内
外
の
研
究
機
関
に
一
定
の
比
率
で
分
散
管
理
す
る
こ
と
に
す
る

が
、
こ
れ
ら
は
単
に
固
定
す
る
の
で
は
な
く
、
流
動
循
環
さ
せ
る
こ
と
も
考

え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
博
物
館
お
よ
び
各
遺
跡
の
調
盗
管
理
室

で
は
、
遺
跡
と
伴
嶺
遺
物
を
現
地
で
一
貫
し
て
研
究
見
学
で
き
る
よ
う
に
配

慮
す
る
が
、
岡
時
に
遺
物
の
比
較
対
照
研
究
の
た
め
の
移
動
と
交
流
も
考
慮

し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
遺
物
の
移
動
交
流
に
関
す
る
管
理
運
営
の
機
関

が
必
要
で
あ
る
。
国
内
的
に
は
中
央
の
カ
ー
ブ
ル
国
立
博
物
館
が
地
方
博
物

館
間
の
交
流
を
管
理
す
る
こ
と
に
し
、
国
際
的
に
は
ユ
ネ
ス
コ
の
よ
う
な
国

際
機
関
が
遺
物
の
管
理
と
交
流
に
醐
す
る
正
確
な
情
報
を
集
中
、
掘
心
し
、

こ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
国
際
機
関
に
属
す
る
専
用
の
航
空
機
・
船
舶
な

ど
の
安
全
な
輸
送
手
段
に
よ
っ
て
円
滑
な
遺
物
の
国
際
交
流
を
促
進
し
、
比

較
研
究
・
比
較
観
賞
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
物
と
し
て
の

遺
物
・
文
化
財
の
移
動
循
環
と
研
究
者
・
見
学
旅
行
老
の
交
流
を
適
確
に
重

ね
合
せ
て
薪
し
い
隠
代
の
動
き
と
要
請
に
対
応
さ
せ
て
い
き
た
い
。

　
こ
う
し
た
研
究
体
制
と
保
存
体
制
の
も
と
に
、
現
在
は
数
少
な
い
が
、
や

が
て
養
成
さ
れ
成
長
し
て
く
る
現
地
の
研
究
者
を
中
心
に
、
東
西
の
研
究
者

が
そ
れ
ぞ
れ
個
有
な
研
究
爵
標
を
も
っ
て
、
泰
西
文
化
交
流
の
所
産
と
も
い

う
べ
き
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
の
建
築
遺
構
と
美
術
を
調
査
研
究
し
、
そ
の
研
究
成
果

の
交
流
と
普
及
を
は
か
る
こ
と
は
、
多
様
な
文
化
の
共
存
と
そ
の
謁
和
に
よ

る
人
類
の
発
展
が
つ
よ
く
要
望
さ
れ
て
い
る
現
在
、
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
教

訓
を
与
え
る
も
の
と
お
も
う
。

H
　
環
京
都
緑
地
帯
構
想

　
京
都
は
わ
が
国
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
歴
史
的
都
衛
で
あ
り
、
か
っ
多
数

の
文
化
遺
産
を
も
つ
都
布
と
し
て
、
そ
の
開
発
と
保
存
を
め
ぐ
る
問
題
が
鋭

く
提
起
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
提
案
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

さ
れ
、
鯉
決
へ
の
努
力
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
構
想
は
、
平
安
血
続
以
来
た
ゆ
み
な
き
都
市
的
発
展
を
と
げ
て
ぎ
た

歴
史
の
な
か
に
、
現
在
の
京
都
を
位
鷺
づ
け
、
そ
の
歴
史
的
経
験
を
ふ
ま
え
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て
、
京
郷
の
将
来
像
を
描
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
京
都

の
都
市
的
発
展
を
概
述
し
て
み
た
い
。
京
都
の
歴
史
は
平
安
京
に
は
じ
ま
る
。

平
安
京
は
中
国
の
都
斌
制
を
規
範
と
し
て
計
画
さ
れ
た
が
、
そ
の
規
模
は
唐

の
長
安
の
約
四
分
の
一
、
そ
の
四
周
置
め
ぐ
ら
さ
れ
た
羅
城
は
大
陸
に
比
べ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

そ
の
規
模
は
著
し
く
小
さ
く
、
そ
し
て
よ
わ
か
っ
た
。
こ
の
律
令
岡
谷
の
中

心
で
あ
る
都
城
の
中
核
は
宮
城
で
あ
り
、
東
・
西
の
両
市
が
官
制
の
市
と
し

て
設
け
ら
れ
、
律
令
体
制
下
の
流
通
機
構
の
中
心
と
し
て
、
民
衆
の
交
会
す

る
場
と
も
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
平
安
京
は
宮
城
を
象
徴
的
・
格
式
的

核
と
し
、
東
・
西
両
欝
を
機
能
的
・
経
済
的
証
と
す
る
複
合
的
都
市
核
の
構

成
を
示
し
て
い
た
。
や
が
て
、
律
令
体
制
の
衰
退
と
と
も
に
東
・
西
両
市
は

解
体
し
、
あ
ら
た
に
室
町
と
西
洞
院
の
間
の
南
北
路
（
現
在
の
新
町
通
）
に
、

　
　
　
　
　
　
⑱

「
町
」
が
成
立
し
、
こ
こ
に
隣
座
が
線
状
に
集
中
し
て
流
通
機
構
を
構
成
し
、

蕪
園
領
主
の
在
所
に
変
質
し
た
京
都
の
経
済
的
機
能
の
中
枢
と
な
っ
た
。
応

仁
・
文
明
の
視
前
後
に
な
る
と
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
各
地
に
、
多
様
な
環

藻
城
落
果
甫
が
う
ま
れ
た
。
一
向
門
徒
衆
に
よ
る
寺
内
町
で
は
、
圧
迫
す
る

世
俗
の
権
力
に
対
し
て
、
「
仏
法
の
為
に
一
命
を
惜
し
む
べ
か
ら
ず
、
含
平
す

べ
き
」
（
紬
外
御
文
章
一
九
文
明
五
年
）
気
構
え
を
示
し
、
対
外
貿
易
都
甫
と
し

て
栄
え
、
京
都
・
奈
良
に
な
ら
ぶ
独
自
な
文
化
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
堺
で

は
、
濠
を
め
ぐ
ら
し
て
防
禦
し
、
会
合
衆
三
十
六
入
に
よ
っ
て
、
北
庄
の
経
堂

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

が
「
地
下
之
公
界
会
豚
」
　
（
藤
軒
降
離
婚
開
一
八
年
）
に
あ
て
ら
れ
、
ベ
ニ
ス

甫
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
村
落
で
は
惣
的
結
合
を
示
す

壇
内
集
落
も
う
ま
れ
た
。
京
都
で
も
戦
乱
の
さ
な
か
に
、
町
衆
の
闘
で
み
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

か
ら
「
ち
ょ
う
の
か
こ
い
」
を
つ
く
り
、
溢
歯
す
る
気
運
が
う
ま
れ
た
。
こ
こ

に
共
通
す
る
の
は
地
域
社
会
・
都
市
を
運
命
的
共
岡
体
と
し
て
自
覚
し
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

議
す
る
た
め
の
防
禦
体
制
が
と
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、

京
都
を
大
き
く
変
貌
さ
せ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
市
罠
の
間
に
そ
の
生
活
全
般

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
相
た
す
け
る
集
信
生
活
の
墓
本
単
位
と
し
て
の

町
が
成
立
し
た
。
こ
の
町
は
も
ち
ろ
ん
条
坊
制
の
町
と
は
異
な
り
、
ま
た
、

こ
れ
ま
で
の
商
業
地
域
を
意
味
す
る
町
に
た
い
し
て
、
市
街
地
で
地
域
的
に

協
力
し
や
す
く
、
火
急
の
際
に
も
便
利
な
、
道
路
の
両
側
を
も
っ
て
一
町
を

構
成
す
る
生
活
組
織
を
衰
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
天
文
の
初
年
に
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
町
の
地
域
的
結
合
体
で
あ
る
町
組
の
成
立
を
み
た
。
一
方
、
各
地
で
戦
国

大
名
が
芸
評
を
宣
言
し
、
自
由
商
業
の
場
を
設
け
、
変
容
す
る
郷
村
に
対
し

て
積
纒
的
な
態
度
を
示
し
、
城
郭
と
城
下
が
一
体
化
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。

　
言
為
や
秀
吉
ら
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
都
布
の
動
き
を
吸
酸
し
固
定
し

て
、
安
土
を
は
じ
め
各
地
に
近
世
城
下
町
を
建
設
し
た
。
秀
吉
は
あ
い
つ
ぐ

戦
乱
で
荒
廃
し
た
京
都
の
復
興
に
着
手
し
、
聚
落
第
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
中

核
に
近
世
城
下
町
化
を
は
か
っ
た
。
ま
ず
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
、
町
割

を
整
理
し
、
寺
町
－
高
倉
間
、
堀
川
以
西
・
押
小
路
以
南
の
地
域
に
は
半
町

ご
と
に
南
北
の
路
を
っ
け
、
短
冊
型
の
地
割
と
し
、
市
内
に
散
在
し
た
寺
院
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保存修無計画（西用）

を
東
京
極
及
び
北
の
安
居
院
附
近
に
あ
つ
め
、
寿
町
・
寺
の
内
と
称
し
た
。

さ
ら
に
、
天
正
十
九
年
二
九
五
一
）
に
は
、
四
周
に
御
土
居
を
め
ぐ
ら
し
洛

　
　
　
　
　
　
⑫

中
と
洛
外
を
画
し
、
洛
外
と
の
交
通
は
俗
に
京
の
七
口
と
い
わ
れ
る
七
ケ
所

の
通
路
に
か
ぎ
っ
た
。
こ
れ
は
平
安
京
創
設
い
ら
い
は
じ
め
て
完
成
し
た
羅

城
で
、
い
わ
ば
京
都
の
環
濠
城
塞
都
市
化
と
も
い
え
る
が
秀
次
家
件
に
よ
る

聚
落
第
の
破
却
と
と
も
に
、
無
用
な
も
の
と
な
り
、
京
都
の
近
世
城
下
町
化

は
失
敗
に
終
っ
た
と
い
え
る
。

　
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
江
戸
踊
府
に
よ
り
、
　
京
郡
は
政
治
約
中
心
と

し
て
の
地
位
を
失
な
い
、
京
都
所
司
代
の
管
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
伝
統
的

格
式
的
核
と
し
て
の
禁
裏
御
所
と
、
こ
れ
に
対
す
る
現
実
の
政
治
的
権
威
を

示
す
核
と
し
て
の
二
条
城
と
を
象
徴
的
複
合
核
と
し
、
蓄
積
さ
れ
た
文
化
的

伝
統
を
継
承
す
る
と
岡
時
に
、
積
極
的
な
開
発
も
す
す
め
ら
れ
た
。
慶
長
十

六
年
（
＝
ハ
＝
）
、
角
倉
了
以
に
よ
っ
て
お
土
居
の
東
、
鴨
川
と
の
問
に
伏

菟
に
達
す
る
高
瀬
川
が
下
賜
さ
れ
、
京
都
の
経
済
的
動
脈
と
な
り
、
秀
吉
が

ひ
ら
い
た
伏
見
や
室
町
・
鳥
丸
と
な
ら
ん
で
近
世
京
都
の
流
通
機
構
の
中
心

と
な
っ
た
。
お
土
居
を
こ
え
て
東
へ
の
発
展
は
、
知
愚
院
の
改
．
築
、
大
仏
再

建
な
ど
に
み
ら
れ
、
享
保
年
回
に
は
二
条
か
ら
松
原
ま
で
の
お
土
居
が
撤
宏

さ
れ
た
。
こ
う
し
た
近
盤
京
都
の
発
展
と
繁
栄
を
支
え
た
の
は
、
西
陣
機
業

で
あ
り
、
そ
の
他
の
諸
工
芸
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
享
保
こ
ろ
に
な
る
と
各

地
で
機
織
が
盛
行
し
西
陣
の
独
占
酌
地
位
は
く
ず
れ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の

こ
ろ
か
ら
、
名
所
・
瞼
蹟
見
物
の
流
行
が
お
こ
り
、
花
洛
名
所
図
会
、
都
名

所
図
会
、
京
羽
二
重
、
な
ど
の
測
量
案
内
書
の
刊
行
は
こ
の
傾
向
を
さ
ら
に

促
が
し
、
今
臼
い
う
と
こ
ろ
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
空
間
と
し
て
の
価
値
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
ズ
江
戸
が
全
国
の
政
治
的
中
心
と
な
り
大
坂

が
商
業
的
中
心
と
な
っ
た
の
に
対
し
京
都
は
文
化
・
観
光
面
に
お
け
る
中
心

的
紘
置
を
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
現
在
、
京
都
が
当
面
す
る
寮
態
に
対
し
て
と
り
わ
け
参
考
に
な

る
の
は
、
明
治
の
変
革
に
と
も
な
う
京
都
の
対
処
で
あ
ろ
う
。
明
治
二
年

　
（
一
八
六
九
）
爽
京
へ
の
遷
都
は
決
定
約
な
霧
実
と
な
っ
た
。
明
治
…
新
政
府
の

確
立
に
よ
っ
て
京
都
は
千
年
に
わ
た
る
帝
都
た
る
地
位
を
失
な
い
、
い
わ
ば

廃
都
と
も
い
う
べ
き
事
態
と
な
り
、
京
都
は
こ
こ
に
大
き
い
試
練
に
直
幽
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
以
降
の
京
都
の
歴
史
は
、
こ
の
危
機
の
克
服
の
歴

史
で
あ
り
、
ま
た
京
都
の
独
窃
な
近
代
化
へ
の
歩
み
と
も
い
え
よ
う
。

　
東
京
遷
都
の
断
行
に
よ
っ
て
京
都
市
民
は
狼
狽
と
落
胆
、
深
刻
な
絶
望
に

お
ち
い
っ
た
が
、
や
が
て
な
が
い
問
つ
ち
か
っ
て
き
た
町
衆
の
カ
と
自
覚
の

も
と
に
、
積
擾
的
に
し
て
、
　
且
つ
適
確
な
対
策
を
講
じ
た
。
そ
れ
は
主
と

し
て
京
都
府
大
参
看
寒
村
正
直
ら
に
よ
っ
て
、
政
治
・
経
済
か
ら
学
校
・
風

俗
に
い
た
る
ま
で
の
大
改
革
が
推
進
さ
れ
た
。
そ
の
積
極
政
策
を
、
　
『
勧

業
事
務
』
　
（
明
治
七
年
及
び
＋
一
年
）
附
載
の
「
起
業
進
歩
」
と
題
す
る
事
業

．
報
告
の
項
員
に
つ
い
て
み
る
と
、
　
舎
密
局
・
織
殿
を
は
じ
め
各
種
の
産
業

135 （955）



施
設
の
ほ
か
に
集
霞
院
博
覧
会
、
女
紅
場
な
ど
の
文
化
施
設
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
、
各
産
業
施
設
に
は
技
術
の
教
育
・
研
究
・
研
修
の

機
能
も
含
ま
れ
て
い
た
。
新
し
い
産
業
計
画
と
と
も
に
、
古
く
か
ら
学
問
．

文
化
の
中
心
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
き
た
京
都
で
は
、
明
治
二
年
（
一
八

六
九
）
、
小
学
校
が
蔵
町
組
ご
と
に
設
立
さ
れ
、
地
域
的
な
学
区
制
が
岩
組
の

組
織
の
上
に
布
か
れ
、
小
学
校
が
地
域
社
会
の
中
心
と
し
て
の
役
罰
を
果
す

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
学
区
制
は
全
国
に
先
が
け
て
、
そ
の
模
範
を
示
し
た

も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
中
学
校
、
女
学
校
、
及
び
外
国
語
学
校
も
開
設
さ

れ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
産
業
の
近
代
化
の
努
力
が
欧
米
の
先

進
技
術
の
た
ん
な
る
導
入
に
よ
る
工
業
開
発
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
伝
習
を

広
範
な
教
育
、
文
化
的
施
策
に
ま
で
及
ぼ
し
、
は
ば
広
い
基
盤
の
上
に
た
っ

て
文
明
開
化
を
う
け
入
れ
、
発
展
さ
せ
、
古
い
京
都
を
新
し
く
復
活
さ
せ
よ

う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
京
都
は
明
治
初
年
の
危
機
を
そ
の
独
自

な
方
式
で
克
服
し
、
新
時
代
へ
対
応
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
す
で
に
明
治
七

年
（
一
八
七
四
）
こ
ろ
の
東
京
新
聞
は
、
「
御
東
銃
後
は
忽
ち
衰
微
に
至
る
と

衆
庶
の
思
ひ
し
ょ
り
は
、
却
て
意
外
の
繁
華
を
趨
せ
し
事
多
し
」
と
伝
え
て

い
る
。

　
そ
の
後
も
京
都
は
着
実
な
近
代
化
の
歩
み
を
つ
づ
け
た
。
し
か
し
、
そ
れ

は
必
ず
し
も
安
穏
な
途
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
原
料
が
な
く
、
輸
送
も
不
便

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
解
決
す
る
手
段
が
疏
水
計
画
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
疏
水

を
通
し
て
琵
琶
湖
と
京
都
を
結
び
、
さ
ら
に
大
阪
と
結
ぶ
輸
送
路
と
輸
送
力

を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
疏
水
開
墾
の
事
業
は
江
戸
蒋
代
に
も
寛
政
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

天
保
・
文
久
年
忌
に
そ
の
計
画
が
あ
り
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
も
計
画

さ
れ
た
が
実
現
を
み
な
か
っ
た
。
明
治
十
五
年
（
～
八
八
二
）
、
京
都
府
知
事

牝
垣
国
道
に
よ
っ
て
実
行
に
移
さ
れ
、
工
事
は
有
能
な
青
年
土
木
技
師
田
辺

朔
郎
に
よ
っ
て
、
多
く
の
隈
難
を
笹
野
し
、
六
年
の
田
時
を
つ
い
や
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
品
目
に
完
成
し
た
。
こ
の
疏
水
計
藤
は
売
物
の
輸
送
、

洛
北
の
灌
漉
、
酉
陣
へ
の
水
力
の
供
給
、
そ
の
ほ
か
防
火
・
市
内
河
川
の
浄

化
と
い
う
多
目
的
を
も
つ
も
の
で
地
域
総
合
開
発
計
画
の
先
駆
を
な
す
も
の
」

で
あ
っ
た
。
当
初
の
計
画
で
は
白
川
か
ら
一
乗
寺
に
い
た
る
東
郎
一
帯
の
疏

水
に
水
車
を
設
け
、
そ
の
機
械
的
動
力
を
機
業
そ
の
他
の
技
術
革
茸
に
利
用

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
　
こ
れ
が
完
成
を
み
て
い
た
な
ら
ば
、
　
今
日
の
住

宅
地
は
零
細
な
工
業
地
帯
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
ア
メ
リ
カ

で
の
水
力
発
電
の
成
功
を
知
っ
た
田
辺
技
師
は
急
い
で
計
画
を
変
更
し
、
水

力
利
用
の
発
電
方
式
に
き
り
替
え
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
明
治
二
十
四
年

（　

ｪ
九
一
）
に
は
蹴
L
発
電
所
が
開
か
れ
て
、
西
陣
は
じ
め
市
内
に
点
在
す

る
工
場
の
動
力
の
電
化
が
行
な
わ
れ
、
伝
統
産
業
の
近
代
化
を
推
進
さ
せ

る
と
同
時
に
、
東
山
山
麓
の
歴
史
的
景
観
が
工
費
公
害
に
よ
っ
て
荒
廃
す

る
の
を
阻
止
す
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
。
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
、
こ

の
電
力
を
利
用
し
て
わ
が
国
最
初
の
市
街
電
車
を
走
ら
せ
、
平
安
調
号
千
菅
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保存修燈計画　（西絹）

年
記
念
大
祭
と
第
四
圓
内
国
勧
業
博
覧
会
を
開
催
し
、
全
国
に
復
興
し
た
新

生
京
都
の
心
意
気
を
示
し
た
。
さ
ら
に
明
治
・
大
正
を
通
し
て
、
第
二
疏
水

に
よ
る
水
利
発
電
事
業
、
上
水
道
や
下
水
銘
銘
の
確
保
、
道
路
課
巾
・
市
電

敷
設
に
よ
る
都
市
交
通
網
の
整
備
、
防
災
計
画
な
ど
の
総
合
計
画
に
よ
り
近

代
都
市
へ
の
税
制
が
進
め
ら
れ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
初
期
に
進
め
ら
れ
た
薪
し
い
産
業
の
積
極
的
導
入

に
は
必
ず
し
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
以
降
、
進
行
し
た
工
業
化

が
主
と
し
て
臨
海
性
の
工
業
で
あ
り
、
そ
の
発
達
に
よ
り
阪
神
地
域
に
工
業

が
集
中
し
、
そ
の
地
理
的
条
件
の
故
に
、
京
都
は
産
業
開
発
・
工
業
化
か
ら

と
り
残
さ
撫
た
形
と
な
り
、
む
し
ろ
阪
神
工
業
地
帯
の
経
済
力
を
背
景
に
し

て
、
明
治
初
期
の
勧
業
政
策
の
な
か
に
み
ら
れ
た
研
究
・
教
育
・
文
化
的
な

面
で
の
発
展
の
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
京
都
の

も
つ
文
化
遺
産
、
歴
史
的
景
観
を
工
業
化
に
よ
る
工
場
公
害
の
破
壊
か
ら
ま

も
る
結
果
と
も
な
っ
た
。
以
上
が
京
都
の
都
布
的
発
展
の
概
要
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
現
在
、
囁
京
都
が
蔵
面
し
て
い
る
事
態
を
み
る
と
、
そ
の
一
つ
は

京
都
を
め
ぐ
る
第
二
の
工
業
化
の
波
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
は
阪
神

工
業
地
帯
が
拡
大
・
膨
脹
し
、
内
陸
に
ま
で
滲
透
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

明
治
初
期
に
は
じ
ま
る
第
一
の
工
業
化
の
波
に
比
べ
て
は
る
か
に
根
底
的
と

予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
京
都
に
内
在
す
る
矛
厨
で
、
伝
統
的
な
歴

史
的
都
市
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
歴
史
性
を
再
評
価
し
つ
つ
、
未
来
へ
発
展

す
べ
く
、
都
市
の
構
造
の
大
規
模
な
改
造
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
繁
し
い
事
態
に
い
か
に
対
処
す
べ
き
で
ろ
う
か
。
そ
れ
に

は
京
都
の
都
市
的
発
展
の
歴
史
、
わ
け
て
も
明
治
以
降
の
独
自
な
近
代
化
の

歩
み
と
い
う
歴
史
的
経
験
を
生
か
し
、
京
都
が
わ
が
国
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ

た
歴
史
的
都
市
と
し
て
多
数
の
文
化
遺
産
を
集
積
し
、
か
つ
文
化
的
学
術
的

中
枢
と
し
て
占
め
て
き
た
位
畳
を
充
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
構
想
は
京
都
盆
地
の
中
に
限
定
し
て
計
画
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、

京
都
が
日
本
の
国
土
全
体
に
お
い
て
占
め
る
べ
き
位
澄
、
そ
の
独
自
な
特
殊

性
を
充
分
に
認
識
し
、
計
画
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
明
治
以
降
、

京
都
が
発
展
さ
せ
て
き
た
文
化
的
産
業
と
も
い
う
べ
き
、
研
究
・
教
育
・
研

修
的
施
設
を
さ
ら
に
充
実
、
発
展
さ
せ
、
新
し
い
情
報
文
化
セ
ン
タ
ー
と
し

て
、
日
本
全
土
の
中
心
に
位
置
づ
け
、
ま
た
京
都
が
も
つ
独
自
な
伝
統
産
業
、

伝
統
工
芸
、
伝
統
芸
能
を
現
在
の
時
点
で
明
確
に
再
評
価
し
て
保
護
育
成
し
、

継
承
発
展
さ
せ
、
増
難
し
つ
つ
あ
る
余
暇
時
間
を
健
全
に
享
受
す
る
た
め
、

そ
の
健
康
な
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
施
設
と
し
て
開
発
す
べ
き
で
あ
る
。
か
つ
、

嶺
面
す
る
新
し
い
産
業
開
発
に
は
、
先
進
的
藤
業
の
研
究
的
実
験
的
施
設
を

積
極
的
に
開
発
し
、
そ
の
研
究
的
機
能
を
果
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
な
が
い
歴
史
的
伝
統
を
も
つ
京
都
の
町
も
技
徳
の
革
薪
、
生
活
様

式
の
変
化
に
よ
っ
て
、
　
「
古
都
」
と
し
て
凍
結
さ
れ
る
こ
と
を
こ
ば
み
、
新

し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
都
市
と
し
て
変
容
し
発
展
す
る
に
栢
違
な
い
。
そ
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保存鯵蛾計画（西jii）

こ
で
、
そ
の
再
開
発
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
京
都
の
も

つ
特
殊
性
を
認
識
し
、
そ
の
文
化
遺
産
、
歴
史
的
景
観
を
再
評
価
し
、
今
臼

の
隠
男
で
明
確
に
位
置
づ
け
、
市
民
生
活
の
な
か
に
積
極
的
に
導
入
し
、
定

着
さ
せ
る
た
め
の
細
心
な
保
存
修
景
計
画
が
必
要
で
あ
る
。

　
次
に
、
こ
の
観
点
に
た
っ
て
、
京
都
の
保
存
修
景
計
図
の
一
案
、
　
「
環
京

都
緑
地
帯
構
想
」
を
提
示
し
て
み
た
い
。
京
都
は
「
山
河
襟
帯
、
自
然
に
城

を
作
す
」
と
い
わ
れ
た
が
、
そ
の
文
化
妊
産
の
多
く
が
、
東
山
・
北
山
・
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魯

山
の
山
麓
部
分
に
点
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
臼
し
、
こ
の
由
麓
を
緑
地
帯
と

し
て
整
備
し
、
こ
れ
ら
文
化
遺
産
を
自
然
と
歴
史
的
環
境
の
な
か
に
保
存
し
、

先
に
わ
れ
わ
れ
が
提
案
し
た
長
岡
宮
跡
か
ら
東
へ
鳥
羽
離
宮
跡
、
深
草
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

名
神
高
速
道
路
沿
い
に
醍
醐
に
達
す
る
洛
南
緑
地
帯
で
東
西
を
結
び
た
い
。

こ
れ
ら
の
緑
地
帯
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
都
を
め
ぐ
る
山
麓
、
東
山

か
ら
醍
醐
、
宇
治
、
北
山
か
ら
面
識
∵
桂
・
長
竿
・
山
崎
に
達
す
る
環
状
と

長
岡
・
鳥
羽
・
深
草
の
洛
南
に
点
在
す
る
建
築
遺
構
や
遺
跡
な
ど
の
文
化
財

と
そ
の
環
境
を
緑
地
帯
の
な
か
に
保
存
し
、
か
っ
既
成
都
市
域
の
周
縁
都
に

起
り
つ
つ
あ
る
無
秩
序
な
蚕
食
的
発
展
を
規
制
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、

こ
の
緑
地
帯
の
な
か
の
七
ケ
所
に
、
近
世
の
「
京
の
七
口
」
の
復
活
と
も
い

う
べ
き
関
門
的
施
設
を
設
け
、
通
過
交
通
を
排
除
し
、
粟
用
車
の
む
や
み
な

市
内
へ
の
乗
入
れ
を
規
制
し
た
い
。
近
世
の
「
京
の
七
口
」
が
関
所
的
性
絡

を
も
っ
た
の
に
対
し
、
薪
し
い
七
口
は
盤
車
場
・
宿
泊
施
設
・
教
育
啓
蒙
的

文
化
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
。

　
そ
う
し
て
、
洛
南
緑
地
帯
の
北
都
は
歴
史
的
保
存
地
域
と
し
、
文
化
遺
産
・

歴
史
的
環
境
を
現
認
点
で
明
確
に
位
置
づ
け
、
そ
の
保
存
と
保
全
の
た
め
の

段
階
的
規
綱
を
設
け
、
綿
密
な
銀
存
修
景
計
画
を
す
す
め
る
こ
と
一
7
」
し
、
南

部
は
開
発
地
域
と
し
、
伝
統
的
・
先
進
約
産
業
の
実
験
的
研
究
的
施
設
の
多

様
な
計
懸
的
開
発
を
す
す
め
た
い
。
こ
う
し
て
、
北
部
の
保
存
と
南
部
の
開

発
を
有
機
的
に
結
合
さ
せ
、
新
し
い
京
都
の
発
展
を
は
か
り
た
い
。

　
洛
南
緑
地
帯
と
南
部
開
発
地
域

　
そ
こ
で
、
ま
ず
保
存
と
踊
発
の
結
簾
帯
と
も
い
う
べ
き
洛
南
緑
地
帯
の
中

央
に
位
置
し
、
最
近
そ
の
保
存
と
開
発
を
め
ぐ
っ
て
論
議
さ
れ
て
い
る
名
神

古
同
逮
道
路
京
都
爾
イ
ン
タ
ー
チ
ニ
ン
ジ
附
近
に
焦
点
を
あ
て
て
み
た
い
。
こ

の
一
帯
は
鳥
羽
離
宮
跡
で
あ
る
。
平
安
宋
期
こ
の
洛
南
鳥
羽
の
風
光
を
愛
し

た
白
河
・
鳥
羽
・
後
白
河
上
皇
が
仙
洞
御
所
と
し
て
造
営
し
た
鳥
羽
殿
で
院

政
が
行
な
わ
れ
る
と
、
「
宛
ら
遷
都
の
如
し
」
（
扶
桑
略
記
応
徳
三
年
）
と
い
わ

れ
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
示
し
、
白
河
上
皇
の
南
殿
鳥
羽
上
皇
の
東
殿
、
北
殿
や

田
中
殿
を
は
じ
め
、
近
習
の
公
認
の
邸
宅
、
地
下
の
雑
人
の
家
が
た
ち
な
ら

ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
平
安
京
の
造
営
当
時
か
ら
設
け
ら
れ
て
い

た
朱
雀
大
路
の
延
長
に
つ
な
が
る
「
作
り
路
」
が
整
備
さ
れ
、
造
庭
の
工
衷

が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
。
昭
和
三
十
三
年
（
｛
九
五
八
）
、
名
神
高
連
道
路
の
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計
颪
が
発
表
さ
れ
る
と
、
省
宮
殿
跡
の
実
測
調
査
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
工

事
で
策
殿
・
北
殿
は
こ
の
高
速
道
路
の
道
床
の
下
に
埋
没
し
た
。
ひ
き
つ
づ

き
三
十
五
年
以
降
の
調
査
で
、
田
中
殿
・
南
殿
お
よ
び
そ
の
圃
遊
式
の
庭
園

な
ど
、
擬
す
く
な
い
古
代
の
離
宮
遺
鋳
の
構
成
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
か
つ
て
「
作
り
路
」
を
通
し
て
集
雀
大
路
に
つ
な
が
っ
て
い
た

こ
の
鳥
羽
離
宮
跡
の
地
点
に
現
在
南
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
設
け
ら
れ
、
ふ

た
た
び
京
都
の
玄
関
口
と
し
て
復
活
し
た
こ
と
を
確
認
し
、
歴
史
的
都
市
京

都
へ
の
玄
関
、
関
門
に
ふ
さ
わ
し
い
施
設
と
環
境
を
造
型
す
る
こ
と
に
し
た

い
。
す
な
わ
ち
、
鳥
羽
離
宮
史
跡
公
園
を
整
備
し
、
積
極
的
に
活
用
し
、
駐

車
場
、
モ
ー
テ
ル
、
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
な
ど
の
施
設
を
史
跡
博
物
館
、
文
化

館
と
あ
わ
せ
て
、
史
跡
公
園
の
中
に
設
け
る
。

　
新
し
い
「
京
の
七
口
」
と
も
い
う
べ
き
関
門
と
こ
こ
鳥
羽
口
に
設
け
る
諸

施
設
は
そ
の
規
模
と
構
成
に
変
化
は
あ
っ
て
も
、
た
が
い
に
共
通
す
る
点
が

多
い
。
ま
ず
、
通
過
交
通
を
禁
じ
、
サ
ー
ビ
ス
用
車
は
後
述
す
る
都
帝
軸
を

通
行
さ
せ
、
こ
こ
で
は
駐
車
場
を
設
け
、
ま
た
各
種
の
宿
泊
施
設
を
設
け
た

い
。
修
学
旅
行
の
学
生
を
は
じ
め
見
学
旅
行
者
は
こ
の
宿
泊
施
設
を
基
地
と

し
て
、
現
在
の
短
期
間
に
め
ま
ぐ
る
し
く
か
け
ま
わ
る
「
観
光
」
旅
行
で
は

な
く
、
史
跡
博
物
館
・
文
化
館
な
ど
で
学
び
、
理
解
を
深
め
、
緑
地
帯
に
点

在
す
る
遺
構
・
遺
跡
を
訪
ね
、
そ
の
歴
史
事
象
と
文
化
遺
産
の
も
つ
価
値
を

実
感
を
も
っ
て
追
体
験
す
る
と
い
う
質
的
に
は
る
か
に
高
い
教
育
的
観
光
を

享
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
史
跡
博
物
館
に
は
鳥
羽
離
宮
跡
の

出
土
遣
物
、
復
原
模
型
な
ど
を
展
示
し
、
ま
た
一
部
に
平
安
末
期
の
寝
殿
造

を
復
原
し
、
史
跡
公
園
の
維
持
管
理
と
研
究
調
査
に
あ
て
る
こ
と
に
す
る
。

文
化
館
は
京
都
に
点
在
す
る
多
数
の
史
跡
博
物
館
の
中
央
管
理
的
機
能
を
も

ち
、
京
都
の
発
展
と
そ
の
国
際
的
文
化
環
境
を
歴
史
的
に
研
究
把
握
す
る
研

究
部
門
と
、
一
般
の
見
学
者
が
利
用
し
、
理
解
す
る
た
め
の
施
設
と
し
て
の

教
育
部
門
と
に
分
れ
る
。

　
ま
た
史
跡
公
園
の
南
に
は
伝
統
工
業
、
北
に
は
伝
統
工
芸
・
伝
統
藤
能
の

研
究
・
研
修
セ
ン
タ
；
を
設
け
た
い
。
伝
統
工
業
セ
ン
タ
…
は
伝
統
産
業
の

継
承
と
開
発
の
た
め
の
研
究
・
研
修
の
場
と
し
、
南
へ
拡
が
る
地
域
に
西
陣
、

清
水
坂
な
ど
か
ら
の
集
団
移
転
を
は
か
り
、
従
来
の
伏
見
の
醸
造
地
も
含
め

た
伝
統
工
業
の
管
理
・
研
修
の
中
核
と
す
る
．
俵
統
工
芸
セ
ン
タ
ー
は
北
に

拡
が
る
法
統
工
芸
の
工
房
地
帯
の
中
核
と
し
、
俵
統
工
芸
の
継
承
と
開
発
を

め
ざ
す
研
修
と
管
理
の
施
設
と
し
、
伝
統
芸
能
セ
ン
タ
ー
は
近
毒
し
て
設
け

る
美
術
大
学
・
音
楽
大
学
と
密
接
に
関
連
さ
せ
、
伝
統
的
芸
能
と
近
代
的
芸

術
を
交
流
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
継
承
と
創
造
の
場
と
し
た
い
。
ま
た
各
セ
ン
タ

ー
に
接
続
す
る
工
場
・
工
房
地
帯
の
な
か
に
は
貸
工
場
・
貸
工
房
・
稽
古
場

を
設
け
、
レ
ン
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
で
各
種
団
体
に
貸
し
つ
け
、
自
ら
創
造
し
、

創
作
す
る
場
と
し
た
い
。
自
ら
学
習
し
研
修
す
る
場
と
し
て
の
文
化
館
と
と

も
に
、
余
畷
時
間
の
増
大
に
と
も
な
う
観
光
の
質
的
変
化
に
紺
応
ず
る
研
修
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保存簸景計画（顯川）

と
創
造
曲
活
動
の
た
め
こ
れ
ら
の
施
設
を
、
真
に
健
康
な
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
窒
闘
と
し
て
市
民
生
活
の
な
か
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
南
東
部
で
は
宇
治
に
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
京
大
理
工
学
系
研
究
施
設

を
核
と
し
、
そ
の
西
に
拡
が
る
旧
巨
椋
池
一
帯
の
実
験
工
場
地
帯
と
結
び
、

先
進
的
産
業
開
発
と
あ
わ
せ
て
そ
の
工
場
公
害
の
防
止
対
策
も
検
討
す
る
大

規
模
な
研
究
・
実
験
の
場
と
し
、
全
国
の
工
業
地
帯
に
た
い
す
る
研
修
の
中

心
と
し
た
い
。
こ
の
実
験
工
業
地
帯
と
石
持
工
業
地
帯
の
重
な
り
合
う
地
点

に
、
新
し
い
京
都
の
流
通
機
構
を
設
け
る
。
ま
た
こ
こ
を
通
り
、
物
資
と
情

報
の
流
通
・
交
換
を
行
な
う
薪
都
甫
軸
に
よ
っ
て
、
北
部
保
存
地
域
と
南
部

開
発
地
域
を
結
び
、
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
新
国
土
縦
貫
道
路
・
門
訴
道
路
、
阪

滋
道
路
な
ど
で
臼
本
全
土
に
連
結
す
る
。

　
洛
南
緑
地
帯
の
西
に
位
置
す
る
長
岡
を
み
る
と
、
こ
こ
で
は
一
九
五
四
年

以
来
、
長
岡
宮
跡
の
発
掘
調
査
を
つ
づ
け
ら
れ
、
大
極
殿
・
小
安
殿
を
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
朝
堂
院
の
構
成
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
建

築
遺
跡
は
発
掘
調
査
後
、
埋
戻
し
が
な
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
そ
こ
で
こ
の

地
下
遺
跡
の
存
在
を
明
示
す
る
た
め
の
造
園
計
画
を
施
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
さ
い
わ
い
、
こ
の
大
極
殿
・
小
安
殿
跡
は
造
園
計
画
に
よ
り
史
跡
公
園

と
な
っ
た
。
こ
れ
を
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
て
、
広
域
に
わ
た
る
朝
堂
院
跡
を

含
む
一
帯
を
史
跡
公
園
と
し
た
轡
さ
ら
に
調
馨
解
由
鹸
に
ま
で
拡
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
、
そ
の
条
坊
制
を
復
原
し
つ
つ
、
こ
の
古
代
的
都
城
制
の
パ
タ
ー
ン
を
生

か
し
、
坊
を
も
っ
て
近
隣
住
区
の
単
位
と
し
て
活
用
し
、
こ
れ
を
四
分
し
、

つ
ま
り
四
町
ご
と
に
駐
車
場
を
設
け
道
路
系
統
を
段
階
的
に
規
制
・
整
備
し
、

老
人
や
幼
児
も
安
心
し
て
交
遊
し
あ
え
る
生
活
空
間
と
し
て
定
着
さ
せ
、
長

岡
京
跡
と
推
定
さ
れ
る
西
南
部
一
帯
を
住
居
地
域
と
し
て
開
発
し
た
い
。

　
北
部
保
存
地
域

　
ま
ず
環
状
緑
地
帯
に
設
け
ら
れ
た
宇
治
、
山
科
、
岩
奮
、
嵯
峨
、
長
岡
、

漁
労
の
新
し
い
七
口
を
鳥
羽
口
と
岡
じ
手
法
で
駆
車
、
宿
泊
な
ど
の
施
設
を

設
け
て
整
備
す
る
。
ま
た
環
状
緑
地
帯
に
か
こ
ま
れ
た
市
内
で
は
、
現
在
の

混
乱
し
た
道
路
系
統
を
整
理
し
、
人
道
と
車
道
と
の
調
和
の
あ
る
交
通
空
間

を
創
出
し
、
都
市
約
装
備
と
し
て
整
備
し
た
い
。

　
環
状
緑
地
帯
の
内
縁
部
の
東
部
は
東
山
に
沿
う
て
学
術
・
文
教
地
区
と
し

て
、
さ
ら
に
充
実
し
整
備
す
る
。
北
部
は
東
に
あ
る
宝
池
の
国
際
会
議
場
か

ら
北
山
に
沿
う
て
上
賀
茂
か
ら
御
室
に
か
け
る
歴
史
的
文
化
環
境
を
保
全
し
、

西
部
の
嵯
蛾
・
太
秦
か
ら
縫
に
か
け
て
は
、
京
都
で
も
も
っ
と
も
古
く
か
ら

開
け
た
地
点
と
し
て
文
化
財
が
集
積
し
、
ま
た
王
朝
時
代
か
ら
隠
棲
の
地
、

遊
宴
の
地
と
し
て
し
た
し
ま
れ
て
き
た
が
、
今
後
も
市
民
の
行
楽
地
と
し
て

施
設
と
環
境
を
整
備
し
、
西
京
極
か
ら
桂
に
か
け
て
既
設
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設

を
充
実
し
、
衛
民
の
健
康
な
レ
ク
リ
エ
ー
シ
コ
ン
空
間
と
し
て
確
保
し
た
い
。

こ
う
し
て
東
山
・
北
山
か
ら
仁
山
に
い
た
る
な
だ
ち
か
な
山
な
み
の
環
状
緑

地
帯
と
そ
の
周
辺
を
整
麗
し
、
か
つ
て
和
辻
哲
郎
が
桂
離
宮
を
京
都
盆
地
の
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風
景
の
な
か
に
掘
え
た
よ
う
に
、
点
在
す
る
文
化
財
を
良
然
的
環
境
の
保
全

と
か
み
合
せ
て
保
存
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
北
部
保
存
地
域
で
問
題
に
な
る
の
は
市
街
地
の
再
開
発
と
文

化
財
の
保
存
で
あ
る
。
京
都
の
市
街
地
に
は
多
数
の
す
ぐ
れ
た
建
築
遺
構
が

存
在
し
、
古
い
町
な
み
・
町
家
の
た
た
ず
ま
い
も
人
々
の
心
を
ひ
く
し
、
地

下
に
は
ま
た
都
市
的
発
展
を
如
実
に
も
の
が
た
る
都
市
遺
跡
が
届
を
な
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
化
遺
産
を
含
む
都
市
を
完
全
に

凍
結
し
て
保
存
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
活
体
と
し
て
の
都

市
を
固
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
平
安
京
創
設

以
来
、
変
り
ゆ
く
疇
代
に
適
応
し
て
そ
の
都
市
の
構
造
を
改
造
し
変
容
を
つ

づ
け
、
移
り
ゆ
く
生
活
様
式
に
対
応
し
た
居
住
方
式
を
生
み
だ
し
て
き
た
千

年
に
わ
た
る
京
都
の
歴
史
が
な
に
よ
り
も
雄
弁
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
い

わ
ば
京
都
の
歴
史
は
、
都
窪
約
伝
統
を
更
新
し
発
展
し
つ
づ
け
て
き
た
再
麗

発
の
歴
史
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
京
都
は
、
い
ま
か
っ
て
な
い
規
模
と
深
刻

さ
を
も
っ
て
、
そ
の
改
造
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
現
在
、
京
都
の
再
開
発
に
あ
た
っ
て
、
俵
統
や
歴
史
的
遺
産
が

い
か
に
評
価
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
伝
統
に
は

積
極
的
に
肯
定
し
発
展
す
べ
き
面
と
否
定
し
さ
る
べ
き
面
と
が
あ
り
、
建
築

や
都
市
の
伝
統
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
の
一
側
と
し
て
都
市
景
観
を
構

成
す
る
要
素
で
あ
る
帯
街
地
の
建
築
と
そ
の
建
築
群
に
よ
る
町
な
み
に
つ
い

て
み
よ
う
“
京
蔀
の
町
家
は
「
通
り
庭
式
」
往
居
と
し
て
し
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
型
式
は
土
地
が
細
分
化
さ
れ
、
限
定
さ
れ
た
土
地
に
家
屋
を
建
築
す
る

た
め
に
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
、
近
世
の
武
士
階
級
が
も
つ
書
院
造
が
身
分

格
式
的
な
空
間
構
成
を
示
し
て
い
る
に
対
し
、
ま
っ
た
く
機
能
的
な
窒
間
構

成
を
特
色
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ

ら
の
町
家
が
建
築
群
と
し
て
統
一
し
た
調
和
の
あ
る
町
な
み
を
構
成
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
町
衆
の
伝
統
を
ひ
く
画
図
た
ち
は
、
町
を
生
活
共
同
体
と

し
て
把
え
、
そ
の
均
一
性
を
要
求
し
、
生
活
環
境
の
保
全
と
町
な
み
の
不
均

衡
的
破
壊
を
二
黒
な
ど
で
規
制
し
た
。
こ
の
整
斉
な
町
な
み
は
、
町
人
と
そ

の
独
自
な
住
居
型
式
で
あ
る
町
家
を
生
み
だ
し
た
町
大
工
と
が
協
力
し
て
都

市
の
造
型
に
も
す
ぐ
れ
た
配
管
を
示
し
た
結
果
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の

反
蒔
、
表
通
り
と
路
次
で
つ
な
が
る
路
地
う
ら
に
裏
借
家
が
多
く
あ
ら
わ
れ

て
く
る
。
借
象
は
中
世
に
そ
の
源
流
を
た
ど
れ
る
が
、
近
世
に
な
る
と
住
居

が
商
贔
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
借
家
経
営
が
な
り
た
っ
て
く
る
。
表
通
に
聴
し

た
借
家
は
「
通
り
庭
」
型
式
の
町
家
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
裏
借
家
は
連

続
し
た
日
室
住
居
が
多
く
、
都
市
下
履
住
民
の
住
居
と
し
て
そ
の
居
住
水
準

も
き
わ
め
て
低
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
現
在
進
行
し
つ
つ
あ
る
再
開
発
を
み
る
と
、
現
代
の
建
築
技
術

は
都
市
自
体
を
一
つ
の
有
機
的
構
造
体
と
し
て
構
想
し
、
構
築
す
る
こ
と
を

す
ら
可
能
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
世
に
成
立
し
た
分
割
土
地
利
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矯
の
形
式
に
も
と
づ
い
て
細
分
化
さ
れ
た
土
地
に
、
現
在
の
建
築
技
術
を
屡

小
化
し
て
適
用
し
、
木
造
建
築
を
鉄
骨
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
に
き
り

か
え
る
の
み
で
、
ま
っ
た
く
無
秩
序
な
混
乱
し
た
都
市
空
間
を
構
成
し
て
い

る
。
こ
れ
を
都
布
の
た
く
ま
し
い
生
命
力
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ

こ
に
は
近
世
を
通
じ
て
培
わ
れ
た
調
和
の
あ
る
町
な
み
の
伝
統
は
ま
っ
た
く

失
な
わ
れ
、
ま
た
現
在
の
建
築
技
術
に
ふ
さ
わ
し
い
都
市
空
間
も
生
み
だ
さ

れ
て
は
い
な
轡
一
方
・
裏
借
家
に
み
ら
れ
た
低
い
居
住
形
態
と
響
方

式
は
む
し
ろ
否
定
す
べ
き
面
と
い
え
よ
う
が
、
今
日
都
賓
近
郊
に
乱
立
す

る
民
間
ア
パ
ー
ト
群
は
こ
の
悪
し
き
伝
統
の
拡
大
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う

か
。　

わ
れ
わ
れ
は
京
都
の
再
閥
発
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
経
験
と
遺
産
を

生
か
し
、
未
来
へ
の
発
展
を
約
束
す
べ
く
境
在
の
建
設
技
術
を
駆
使
し
、
新

し
い
建
築
形
態
と
都
市
空
聞
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ

は
広
域
に
わ
た
る
計
器
的
な
再
開
発
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
ま
た
地

下
遺
錺
の
調
査
を
含
む
文
化
遣
産
と
そ
の
環
境
の
保
全
も
、
無
計
画
な
自
律

酌
再
開
発
の
も
と
で
は
結
局
破
壊
を
ま
瞭
が
れ
ず
、
計
画
的
再
開
発
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
提
案
で
は
、
ま
ず
西
陣
・
清
水
坂
な
ど
の
伝
統
産
業
と
中
央
卸
売
市

場
の
移
転
に
よ
る
地
区
の
再
開
発
か
ら
す
す
め
る
こ
と
に
す
る
農
そ
の
一
例

と
し
て
西
陣
を
含
む
地
区
の
再
開
発
で
は
、
千
本
丸
太
町
近
辺
と
推
定
さ
れ

る
平
安
宮
朝
堂
院
跡
の
発
掘
調
査
も
具
体
的
な
日
程
に
上
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

発
掘
に
よ
っ
て
朗
ら
か
に
な
っ
た
朝
堂
院
跡
は
公
園
化
し
て
保
存
し
、
そ
の

一
部
を
復
原
建
築
し
、
歴
史
博
物
館
と
歴
史
研
究
所
を
設
凝
し
た
い
。
歴
史

博
物
館
は
京
都
の
都
市
的
発
展
を
示
す
資
料
を
展
示
・
管
理
し
、
ま
た
市
中

に
散
在
す
る
古
文
書
・
古
記
録
な
ど
を
集
中
管
理
す
る
文
書
館
の
機
能
も
果

す
こ
と
に
す
る
。
歴
史
研
究
所
は
研
究
と
併
行
し
て
再
園
発
に
と
も
な
う
一

切
の
調
査
の
運
営
と
管
理
に
あ
た
る
体
制
を
確
立
し
、
か
つ
て
阪
急
電
鉄
の

河
原
町
ま
で
の
地
下
鉄
延
長
工
集
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
ば
平
安
京
の
東
繭
に

わ
た
る
試
掘
坑
の
塔
寺
と
も
い
う
べ
き
衷
態
に
際
し
て
、
ほ
と
ん
ど
な
ん
の

学
術
的
知
見
も
成
果
も
う
る
こ
と
な
く
終
っ
た
と
い
う
苦
い
経
験
を
く
り
返

さ
ぬ
よ
う
に
し
た
い
。
な
お
、
こ
の
朝
堂
院
史
跡
公
園
の
南
に
つ
な
が
る
平

安
京
の
中
央
軸
、
朱
雀
火
路
を
調
査
し
て
復
原
し
、
薪
都
市
軸
が
機
械
的
組

織
に
よ
っ
て
装
備
さ
れ
る
の
に
対
し
、
人
間
的
な
空
間
と
て
い
っ
さ
い
の
機

し
械
車
輔
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
交
流
し
あ
え
る
広
大
な
「
み
ち
ひ
ろ

ば
」
と
し
て
整
備
し
た
い
。
京
都
の
市
民
は
誰
し
も
夏
ご
と
に
め
ぐ
り
く
る

紙
誌
祭
に
、
山
鉾
の
列
に
た
い
す
る
愛
着
を
覚
え
る
が
、
ま
た
、
い
っ
さ
い

の
車
が
運
行
を
停
止
し
、
人
間
が
は
ば
か
る
こ
と
な
く
往
来
し
、
つ
ど
う
と

こ
ろ
と
な
っ
た
都
大
路
を
発
児
し
、
よ
う
や
く
人
聞
の
も
の
に
な
つ
、
た
路
を

そ
こ
に
見
等
し
、
大
き
な
感
動
を
覚
え
る
に
梢
忍
な
い
。
こ
の
感
動
を
歴
史

的
都
市
軸
で
あ
る
「
み
ち
ひ
ろ
ば
扁
に
定
着
さ
せ
た
い
。
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ま
た
市
内
に
点
在
す
る
文
化
遺
産
も
、
再
開
発
に
あ
た
っ
て
そ
の
価
値
を

再
評
価
し
、
そ
の
環
境
を
も
含
め
て
公
園
的
施
設
と
し
て
地
域
社
会
に
定
着

さ
せ
、
市
民
が
自
由
に
交
流
し
あ
う
都
市
、
地
域
社
会
の
機
能
的
な
生
活
の

核
と
し
て
整
備
し
、
わ
が
国
の
都
率
に
は
少
な
い
上
帯
公
園
緑
地
を
確
保
す

る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
各
戸
に
分
断
さ
れ
て
い
た
庭

を
あ
る
地
域
で
は
集
中
・
統
合
し
て
都
市
公
園
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

わ
れ
わ
れ
日
本
入
が
桂
離
宮
を
は
じ
め
町
家
の
坪
庭
に
い
た
る
ま
で
、
含
然

を
愛
し
そ
の
融
合
と
調
和
を
ば
か
り
、
す
ぐ
れ
た
漁
区
の
構
成
に
示
し
て
き

た
建
築
造
型
の
努
力
と
感
覚
を
、
都
市
的
規
模
に
ま
で
拡
大
さ
せ
る
こ
と
で

も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
都
市
と
自
然
・
歴
史
的
景
観
の
調
和
と
融
合
を
め
ざ

し
、
そ
の
な
か
に
文
化
遺
産
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
細
密
な
保
存
修
景
計
画

の
季
法
が
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
歴
史
的
都
市
京
都
に
こ
そ
、
こ
う
し
た
計
画
が
も
っ
と
も
強
く
要
請
さ
れ

も
し
、
ま
た
そ
れ
を
推
し
進
め
て
い
く
条
件
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
保
存
修
景
計
画
の
現
代
的
意
義

　
保
存
修
景
計
画
は
文
化
遺
産
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
歴
史
的
景
観
を
現
時
点
で

明
確
に
再
評
価
し
、
都
市
や
地
域
社
会
に
定
着
さ
せ
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
々
が
文
化
遺
産
と
そ
の
環
境
が
も
つ
歴
史
的
專
象
と
文
化
財
そ
の
も

の
の
も
つ
価
値
を
実
感
を
も
っ
て
追
体
験
す
る
場
を
用
意
す
る
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
計
画
が
と
く
に
現
在
も
つ
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

　
第
一
に
、
伝
統
や
文
化
遺
産
を
再
評
価
し
、
時
聞
を
こ
え
て
、
実
感
を
も

っ
て
感
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
の
発
展
と
生
活
環
境
の
向
上
に
努
め
て

き
た
先
人
の
人
間
的
努
力
に
た
い
す
る
敬
意
と
人
類
が
培
っ
て
き
た
叡
知
か

ら
多
く
の
教
訓
を
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
、
人
類
が
も
つ
共

通
遺
産
と
し
て
の
意
義
を
認
識
し
、
文
化
財
に
接
す
る
真
剣
な
態
度
を
確
立

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
二
に
、
こ
の
計
画
は
計
画
過
程
で
、
そ
の
地
方
の
歴
史
的
研
究
・
調
査

と
密
接
に
結
び
つ
き
、
そ
の
成
果
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
か
つ
そ
の
成
果
を

充
分
に
生
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
国
土
全
体
や
樵
界
全
域
に
お
け
る
そ
の

風
土
と
歴
史
的
条
件
が
も
つ
特
殊
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ま
た
そ
の
地
方
の
独
自
な
特
殊
性
を
も
つ
文
化
遺
産
は
、
そ
れ
が
人
間
的
努

力
と
人
間
的
願
望
を
鮮
閣
に
示
す
か
ぎ
り
、
地
方
や
民
族
の
相
違
を
こ
え
て
、

は
る
か
に
広
い
人
類
の
文
化
遺
産
と
し
て
ひ
と
し
く
共
感
さ
れ
る
に
ち
が
い

な
い
。
こ
の
計
画
は
そ
の
地
方
の
歴
史
的
特
殊
性
を
強
調
し
、
か
つ
人
問
的

共
感
を
う
る
た
め
の
交
流
を
促
進
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
第
三
に
、
前
項
と
も
関
連
す
る
が
、
科
学
技
術
の
進
歩
が
民
族
や
国
家
間

の
差
や
特
殊
性
を
ま
す
ま
す
う
す
く
し
、
世
界
共
有
・
共
通
の
文
化
と
し
て

そ
の
普
遍
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
人
間
の
生
活
空
澗
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を
設
計
す
る
都
心
計
遡
・
地
域
計
画
に
も
世
界
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
面
が

強
く
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
保
存
修
景
計
爾
は
、
そ
の
地
方
の
も
つ
個
有
な
歴

史
的
風
土
的
特
殊
性
を
強
調
し
、
地
方
の
懲
性
を
失
な
わ
せ
ず
、
人
間
が
佐

み
、
か
つ
訪
れ
る
に
価
す
る
生
活
空
間
を
設
定
す
る
こ
と
に
も
役
立
っ
で
あ

ろ
う
。

　
第
四
に
、
そ
の
地
方
の
住
民
や
民
族
に
と
っ
て
、
独
自
な
地
方
文
化
・
民

族
文
化
を
継
承
し
発
展
さ
せ
、
創
造
す
る
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
契
機
と
な

り
、
力
強
い
刺
戟
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
カ
ン
ボ
ジ

ア
が
そ
の
國
旗
に
ア
ソ
コ
；
ル
・
ワ
ッ
ト
の
遺
構
を
龍
適
し
て
い
る
こ
と
で

も
朋
ら
か
な
よ
う
に
、
と
り
わ
け
過
去
の
栄
光
に
ひ
き
か
え
、
現
在
の
低
迷

に
苦
悩
し
つ
つ
も
、
新
し
い
未
来
を
き
り
ひ
ら
き
、
独
自
な
文
化
を
鋼
博
し

よ
う
と
努
め
る
発
農
し
つ
つ
あ
る
諸
国
の
倥
民
に
力
強
い
激
励
と
な
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

　
第
五
に
、
現
在
進
行
し
つ
つ
あ
る
第
二
の
産
業
革
命
と
も
い
わ
れ
る
技
術

革
新
と
コ
ミ
・
二
一
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
は
人
類
の
も
つ
生
活
空
間
を
飛
躍
的

に
拡
大
さ
せ
、
ま
た
そ
の
生
活
時
間
の
構
成
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
に
相
違

な
い
。
こ
の
著
し
い
余
暇
蒔
問
の
増
大
は
そ
の
利
用
の
如
何
に
よ
っ
て
人
類

に
限
り
な
い
孤
独
と
疏
外
、
堕
落
を
も
た
ら
す
こ
と
も
憂
慮
さ
れ
る
し
、
ま

た
正
し
く
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
っ
て
な
い
規
模
で
全
人
類
酌
基
盤

に
た
つ
交
流
と
交
遊
を
う
な
が
し
、
人
欄
に
轡
ら
積
極
的
に
創
造
す
る
よ
う

こ
び
と
そ
こ
に
生
き
が
い
が
感
じ
さ
せ
る
ゆ
た
か
な
生
活
を
も
た
ら
す
こ
と

も
予
想
で
き
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
人
類
の
ゆ
た
か
な
未
来
を
飼
鋭
し

享
受
す
る
た
め
に
、
簗
四
次
産
業
と
も
い
う
べ
き
多
様
な
文
化
的
産
業
を
開

発
し
、
余
汐
時
聞
を
正
し
く
利
用
す
る
た
め
の
空
間
を
う
み
だ
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
保
存
修
景
計
画
は
こ
の
新
し
い
生
活
空
聞
を
飼
造
す
る
た
め
の

重
要
な
要
素
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
、
進
歩
を
つ
づ
け
る
科
学
妓
術
は
そ
の
適
用
の
如
何
に
よ
っ
て
、
人

間
社
会
に
深
刻
な
危
機
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
反
省
と
批
判
の
上
に
、

多
く
の
努
力
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
熱
核
兵
器
の
開
発
と
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

子
力
の
平
和
利
用
の
問
題
、
工
場
公
害
の
対
策
、
カ
ー
ソ
ン
女
史
の
警
告
す

る
「
沈
黙
の
春
」
に
対
す
る
反
省
な
ど
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
み
あ
う
道
義

を
確
立
し
、
そ
の
強
靱
な
精
神
に
よ
っ
て
科
学
技
術
を
正
し
く
適
用
し
人
類

の
幸
福
を
ゆ
る
ぎ
な
き
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
対
策
が
す
す
め
ら
れ

て
い
る
。
保
存
修
景
計
画
も
ま
た
、
こ
れ
ら
と
共
通
し
た
願
望
の
上
に
た
っ

て
、
歴
史
的
文
化
遺
産
を
無
計
画
な
開
発
に
よ
る
破
壊
か
ら
ま
も
り
、
こ
れ

を
積
極
的
に
衆
来
の
生
活
空
芝
に
生
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
化
遣

産
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
、
継
承
し
発
展
さ
せ
て
、
次
代
に
ゆ
ず
り
わ
た
す

こ
と
は
現
代
に
生
き
る
も
の
の
責
務
で
あ
る
と
考
え
、
こ
こ
に
そ
の
必
要
を

強
調
す
る
わ
け
で
あ
る
。
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終
り
に
、
こ
の
保
存
修
景
計
画
を
史
学
研
究
者
の
方
が
た
の
批
判
・
鞭
膣

と
協
力
に
よ
っ
て
は
る
か
に
充
実
し
た
も
の
に
向
上
さ
せ
、
歴
史
的
文
化
遺

産
が
ひ
ら
け
ゆ
く
未
来
に
ゆ
る
ぎ
な
き
位
置
を
占
め
、
正
し
く
機
能
す
る
こ

と
を
念
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
①
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
す
で
に
数
多
く
の
見
解
の
蓑
明
と
論
議
が
な
さ
れ
た
が
、

　
　
そ
の
一
例
を
あ
げ
る
。

　
　
樋
口
隆
康
「
建
設
が
破
壊
す
る
？
・
i
遺
跡
保
由
仔
と
学
監
望
薄
の
共
存
を
一
」
　
『
朝

　
　
　
臼
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
五
－
二
五
・
一
九
六
宏

　
②
赤
松
俊
秀
¶
古
文
欝
敬
逸
の
危
機
」
『
朝
臼
新
聞
』
一
九
六
六
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五
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①
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タ
3
毒
》
覇
写
げ
器
♂
。

　
　
　
お
⇔
8
8
菖
6
8
引
く
包
ω
o
｛
贈
δ
蟷
㊦
㌣
目
7
ω
ρ
昌
σ
q
6
｝
切
》
ρ
ス
■
ω
。
＜
o
据

　
　
　
一
Q
O
箏
H
o
◎
o
◎
一
．
い
O
嵩
α
O
踵

　
④
累
窪
σ
q
帥
海
象
諺
H
三
σ
q
騨
鉱
。
コ
勺
且
8
け
．
G
。
謹
く
畠
。
｛
津
。
σ
q
お
訴
お
①
・
。
占
偽

　
　
　
H
《
ρ
σ
巳

　
⑤
窓
越
㎝
。
p
◇
竃
。
ヨ
。
岸
露
跨
。
仲
。
需
。
，
ρ
巳
ω
昌
ξ
。
ξ
鶏
臼
。
昌
億
ヨ
窪
富

　
　
o
臨
》
お
｝
影
巳
ω
愛
国
回
。
》
凱
p
昌
㊤
》
具
5
∬
ρ
お
臨
．
い
。
昌
α
o
昌

　
⑥
前
掲
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ω
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ω
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8
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回
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ω

　
　
し
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震
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財
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煽
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聴
U
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男
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嬬
④
ω
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出
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像
α
費
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ω
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霧
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U
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》
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男
噛
》
曾
哺
O
ヨ
O
く
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一
り
G
Q
G
ゆ
”
勺
騨
門
尻

⑧
調
査
報
告
欝
『
オ
ゾ
ー
ル
ス
ム
と
フ
ィ
ル
ハ
ナ
隔
近
刊
予
定

⑨
前
掲
⑤

⑩
野
お
g
轡
窪
山
≦
識
σ
q
霧
℃
勺
・
鵜
×
＄
〈
暮
δ
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ヨ
ω
奉
け
掌
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鼠
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毛
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暮
ε
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。
ぎ
下
げ
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習
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降
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㊦
羅
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Φ
。
・
o
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φ
お
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伊
陰
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m
審
昌
鑑
跨
ω
囲
裟
。
．
①
劇

　
一
Φ
劇
一
讐
ピ
O
昌
q
O
類

⑪
閃
。
ぎ
冨
同
噛
鋭
U
、
母
梓
σ
q
蒜
8
－
び
。
鼠
警
β
琶
α
¢
○
き
爵
習
p
8
0
ヨ
。
轡

　
一
㊤
O
凱
℃
9
二
ω

⑫
邦
人
の
論
考
に
か
ぎ
れ
ば

　
小
野
玄
妙
『
雲
量
羅
の
仏
教
美
衛
』
一
九
二
三
、
東
京

　
榎
　
雄
「
キ
ダ
ー
ラ
王
朝
の
年
代
に
つ
い
て
」
『
三
洋
学
報
』
四
一
一
三
、
一
九

　
　
五
八

　
山
田
明
主
「
ミ
ヒ
ラ
ク
ラ
の
破
仏
と
そ
の
周
辺
」
『
仏
教
史
学
』
一
一
一
一
、
二
、

　
　
一
九
六
三

⑬
　
銀
舞
ω
げ
㊤
貫
一
・
同
ρ
×
繍
近
く
。
一
6
囲
・
お
盟
．
O
伊
ヨ
げ
凱
α
α
q
o

⑭
切
蕎
α
q
①
ω
。
・
ζ
■
田
鼠
畠
三
ω
け
》
円
梓
ぎ
冒
畠
㌶
お
O
ピ
い
。
鼠
自
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酔
影
霧
聾
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碕
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ヨ
O
目
色
コ
≦
o
畠
㊦
剖
諺
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切
薩
α
α
｝
凱
賦
ω
9
δ
　
渕
鐸
鵠
馨
貯
　
H
出
象
。
昌
■
同
◎
Q
Φ
ω
）

　
水
野
濾
二
一
、
　
「
ハ
ッ
ダ
発
掘
の
一
カ
月
」
　
彌
朝
日
新
関
賦
一
九
六
六
・
一
・
二
〇

　
藤
田
燭
雄
門
ハ
ッ
ダ
の
発
掘
」
『
芸
衛
新
潮
』
一
九
六
六
・
五

　
　
と
く
に
ハ
ッ
ダ
地
方
の
遺
跡
の
保
存
に
つ
い
て
、
水
野
教
官
よ
り
調
査
団
と
し

　
て
の
要
望
書
が
ア
ガ
ニ
ス
タ
ソ
当
局
に
提
田
さ
れ
た
。
ま
た
イ
タ
リ
ア
調
査
団

　
G
・
ト
ゥ
ッ
チ
教
授
か
ら
も
同
様
の
建
議
が
な
さ
れ
た
と
き
く
。
最
近
の
報
道
で

　
は
か
な
り
強
力
な
保
存
播
綴
が
カ
ー
ブ
ル
博
物
館
に
よ
り
と
ら
れ
た
と
い
う
。

　
（
囚
β
げ
鎧
一
　
↓
一
導
O
Q
昏
噂
　
り
肖
伊
鱗
　
c
◎
巳
一
⑩
①
①
）

⑮
濠
N
貯
。
月
影
浮
9
。
・
Q
Q
2
零
山
。
㌶
憲
σ
q
δ
嵩
g
g
g
已
・
≧
仲
一
9
。
。
彦
昼
⑦

　
く
O
ド
ト
ニ
『
1
一
・
b
o
尋
ド
リ
の
藤
■
諺
o
a
O
O
昌
ρ

⑯
京
大
西
山
研
究
室
「
京
都
計
画
」
『
新
建
築
隔
三
九
…
四
、
一
九
六
四

　
沖
種
郎
「
山
尽
都
計
画
抄
論
」
　
『
S
D
』
六
、
　
一
九
六
五
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保存修景計錘（西川）

な
凝

き
く
。

京
叡
市
よ
り
憂
期
開
発
構
想
が
発
表
さ
れ
、
臼
下
審
議
会
で
検
討
中
と

⑰
　
斎
藤
忠
「
羅
城
考
」
　
『
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
』
一
八
…
七
、
一
九
四
三

⑱
　
赤
松
俊
秀
「
町
座
の
成
立
に
就
い
て
」
、
　
『
目
本
歴
史
』
三
、
一
九
四
九

⑲
林
歴
辰
三
郎
「
町
衆
の
成
立
」
『
思
想
』
三
＝
一
、
一
九
五
〇

⑳
　
西
川
「
環
濠
弓
鋸
盤
撫
W
帝
」
『
円
円
本
建
築
隅
予
会
払
鯛
文
報
加
算
維
果
臨
　
一
〇
一
轟
、
一
九
山
ハ
四
〔

⑳
　
秋
山
国
三
『
公
同
沿
革
曳
』
上
、
一
九
四
四
、
京
都

㊧
　
西
田
直
二
郎
「
御
土
居
」
『
京
都
府
史
蹟
調
査
報
告
』
第
二
冊
一
九
二
〇

⑬
　
寺
尾
宏
二
『
唄
治
初
期
京
都
経
済
史
』
一
九
四
三
、
京
都

⑳
牧
野
信
之
助
「
琵
琶
湖
瀾
難
問
題
に
つ
い
て
」
『
歴
史
と
地
理
』
一
六
一
二
．

　
三
お
よ
び
前
掲
⑱

⑳
　
田
辺
朔
郎
『
琵
琶
湖
疏
水
誌
』
～
九
二
〇
、
京
都

　
沼
辺
朔
郎
・
高
木
文
平
「
水
力
配
鷺
方
法
報
告
書
扁
（
『
琵
琶
湖
疏
水
及
水
力
使
用

　
事
業
』
、
一
九
四
〇
、
京
都
）

　
『
京
都
市
営
電
気
望
洋
沿
革
誌
』
へ
九
三
三
、
京
都

　
宋
尾
至
行
「
共
武
政
表
の
水
率
統
計
と
そ
の
吟
味
」
　
『
人
文
地
理
』
一
陽
一
五

嬢
　
中
村
一
「
緑
地
問
題
点
（
藤
闘
謙
二
郎
編
『
現
代
都
市
の
諸
問
題
』
一
九
六
六
京
都
）

⑳
　
福
山
敏
男
・
西
州
・
野
口
「
長
岡
宮
跡
の
調
査
と
保
山
仔
計
画
」
　
『
国
際
建
築
隔

　
三
二
一
山
ハ
、
　
一
九
六
五

　
　
「
鳥
羽
遣
跡
の
調
査
霊
寺
」
『
名
神
高
速
這
路
路
線
地
域
内
埋
蔵
文
化
財
謁
査
報

　
告
隠
一
九
五
九
　
京
都

　
「
鳥
羽
離
宮
跡
発
掘
調
査
概
要
」
　
『
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
霞
概
報
』
一
九
六
四
・

　
一
九
六
五
・
一
九
六
六
・
論
黒
都

　
杉
山
信
三
『
院
の
御
所
と
御
裳
』
一
九
六
二
、
奈
良

　
　
福
由
敏
男
「
長
澗
京
と
宮
域
の
遺
跡
」
　
『
仏
教
盤
系
術
』
五
一
、
　
一
九
六
一
二

　
福
出
・
酒
川
「
長
照
京
の
大
極
殿
」
．
『
臼
本
建
築
論
文
報
告
集
』
六
九
、
一
九
六
一

　
「
長
岡
宮
跡
発
掘
調
査
概
要
」
　
『
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報
臨
一
九
六
五
・
一

　
九
六
穴
、
編
ゑ
郷

⑳
箭
掲
⑳

⑳
　
吉
田
敬
市
「
山
城
乙
訓
郡
の
条
里
」
　
『
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
史
学
論
文
臨
集
』

　
一
九
四
一
、
京
都

　
福
出
敏
男
「
長
予
州
の
条
坊
」
　
『
建
築
史
』
四
－
一
、
　
一
九
四
二

　
中
山
修
一
「
古
代
帝
都
の
自
然
環
境
と
長
岡
京
に
つ
い
て
」
『
人
文
地
理
葡
＝

　
一
五
、
一
九
五
九

⑫
前
掲
⑳

⑳
　
彌
指
「
都
市
に
お
け
る
分
割
土
地
利
絹
と
建
築
形
態
」
　
（
藤
岡
謙
二
郎
編
『
現

　
代
螂
市
の
諸
問
題
』
一
九
六
六
、
京
都
）

⑭
　
湯
川
秀
樹
・
朝
永
振
一
郎
・
坂
田
昌
一
編
著
『
平
和
時
代
を
翻
遊
す
る
た
め
に
』

　
一
九
六
一
二
、
　
東
山
尽

磯
　
庄
司
光
・
宮
本
憲
「
　
『
恐
る
べ
き
公
害
隠
｛
九
六
四
、
東
京

　
伊
東
光
晴
ほ
か
『
住
み
よ
い
購
本
』
一
九
六
四
、
｛
果
｛
烈

　
K
・
W
・
カ
ッ
プ
　
篠
原
泰
三
訳
『
私
的
企
業
と
社
会
約
費
用
』
…
九
五
九
、

　
東
京

⑳
　
R
・
」
・
カ
ー
ソ
ン
　
青
樹
築
一
訳
『
生
と
死
の
妙
薬
』
一
九
六
四
、
東
京

な
お
、
審
例
的
考
察
は
水
野
潰
一
教
授
を
隊
長
と
す
る
京
大
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
・
パ
キ
ス
タ
ン
学
術
調
査
と
福
山
敏
男
敦
擾
を
調
査
主
任
と
す
る
長
岡
宮
跡
発

掘
調
査
に
参
加
し
た
際
に
考
え
た
も
の
で
、
両
先
生
、
樋
口
隆
康
先
生
を
は
じ
め
隊

員
、
調
査
員
の
方
た
ち
の
批
判
と
激
励
を
え
た
。
保
存
修
景
計
画
に
つ
い
て
、
日
本

建
築
学
会
近
畿
支
部
に
設
け
ら
れ
た
開
発
と
文
化
財
保
存
特
別
委
員
会
で
も
検
討
が

つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
附
記
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
助
教
授
）
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The　Commons　in　the　Lancastrian　Parliament

　　　　　　　　　　　and　their　Development

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　Hisao　Ono

　　In　Comparison　with　Yorkist　and　Tudor　Commons，　the　Lancastrian・．

ones　have　been　heretofore　too　highly　estimated　in　their　constitutional

histsry．　The　estimate　depends　on　the　fact　that　the　Lancastrian　govern－

ments　were　influenced　by　a　few　powerful　nobles，　and　there　is　new’

opinion　asserting　that　the　Lancastrian　period　had　given　birth　to　the・

gentry　that　forming　the　majority　of　the　parliamentary　members　during

tlie　days　of　Tudor　absolatism，　plciyed　the　important　part　in　English

・parliamentary　development　from　inedieval　ages　to　the　nineteentk　cen一・

tury．　Of　the　political　aRd　social　relationship　between　the　nobles　and

gentry　members，　however，　any　consideration　is　not　given．

　　Aiming　to　investlgate　the　character　of　the　Coinmons　in　the　Lancast－

rians，　the　author　of　this　paper　examined　the　following　problems：

　　1）　the　polltica1　actions　between　the　great　nob｝es　and　the　Commons，

　　2）　the　changlng　character　of　tl｝e　social　compositions　in　the　per一・

　　　　liamentary　members－country　gentlemen’s　invasion　to　the　borough’s

　　　　constituencies，

　　3）　the　social　compositions　in　the　parliamentary　members－the　com－

　　　　positions　becoming　more　homogeneous．

　Planning　of　Preservation　and　Rehabilitation

A　project　to　preserve　the　historical　and　cultural　heritage

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　K6ji　Nishikawa

　　In　accordance　with　the　renovatioil　of　scietific　technique　and　economic

development，　the　human　environment　of　｝iving　is　destined　for　its　con－

stittitional　reconstruction　witli　the　very　scale　and　seriousness　that　have

never　1）een　experiencecl．　This　caused　the　confrontation　between　．　pre－

servation　and　exploitatlon　for　the　histofical　and　cultural　heritage　which

are　sometimes　considered　as　a　contradictory　idea，　though　both　ideas

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（982）



一should　be　organically　treated　and　settled　under　the　cammon　purpese　of

productive　developmeBt　and　circumstantial　progress　which　the　human

hlstory　has　stood　forl

　　This　article，　from　this　point　of　view，　is　to　emphasize　the　necessity

of　Preservation　and　Rehabilitation　Planning　to　reevaluate　the　cultureal

heritage　at　present　and　to　introduce　positively　and　settle　as　a　regiona！

and　urban　cultural　heritage　into　human　living　space．　As　case　studies

・of　thls　Planning，　Nagarahara　PreservatioB　Project　aBd　Circular　Kyoto’

Green　Belt　Project　are　explained．　ln　conclusion，　1　empkasize　the　pre－

sent　importance　of　Preservation　and　Rehabilitation　Planning，　hoping　the

human　cuitural　heritage　should　be　succeeded　and　developed　and　take

’proper　part　and　function　in　the　progressive　future．

（981）


