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現
在
、
枚
方
・
布
施
・
八
尾
の
三
布
域
に
包
含
さ
れ
る
村
々
（
河
内
園
の
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あ

北
・
中
部
）
の
村
方
史
料
に
拠
っ
て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
農
民
的
土
地
所
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有
の
成
立
と
展
開
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
本
書
の
課
題
を
な
す
。
領
主
的
土
地

へ
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制
度
と
実
態
と
の
間
の
原
初
的
な
ら
び
に
後
発
的
な
乖
離
を
追
求
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
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へ
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ヘ
　
　
　
へ

に
よ
り
、
両
者
の
間
隙
を
董
盤
と
す
る
農
民
的
土
地
制
度
の
成
立
と
成
長
の

条
件
を
児
き
わ
め
よ
う
、
と
い
う
の
が
著
者
の
分
析
視
角
で
あ
る
。
九
章
か

ら
な
る
。
以
下
、
章
を
逐
っ
て
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
な
が
ら
、
筆
者
の
所
感

を
述
べ
て
み
る
。

　
〔
第
一
章
序
説
〕
　
こ
こ
で
、
本
書
が
、
前
著
『
近
母
土
地
政
策
の
研
究
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
承
け
て
、
著
春
が
前
著
で
検
討
し
た
幕
府
土
地
政
策
の
展
開
を
在
地
の
情

へ勢
に
遡
っ
て
よ
り
具
体
的
な
次
元
で
解
明
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
第
二
章
領
主
的
土
地
制
度
の
成
立
と
展
開
〕
　
こ
こ
で
は
、
対
象
地
域

に
お
け
る
近
世
的
な
領
主
的
土
地
制
度
の
形
成
を
、
文
禄
三
年
の
太
虚
検
地

（
臨
検
）
及
び
撰
河
泉
三
ケ
国
の
一
大
名
に
転
落
し
た
豊
黒
氏
の
手
に
よ
る

慶
長
十
六
～
七
年
の
検
地
（
申
検
）
な
ら
び
に
幕
府
の
手
に
よ
る
延
宝
六
～

七
年
の
検
地
（
薪
検
）
の
三
者
に
焦
点
を
す
え
て
、
相
互
の
異
同
を
比
較
し

な
が
ら
検
討
す
る
。
結
論
だ
け
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
古
検
は
、
旧
制
下
に
存

在
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
隠
田
畑
や
余
歩
を
検
出
し
ま
た
位
付
や
石
盛
を
高
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
と
う
高
率
な
石
高
の
打
出
し
を
強
行
し
て
い
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
地
に
対
す
る
農
民
側
の
抵
抗
を
宥
和
す
る
た
め
に
、

例
え
ば
土
豪
屡
に
た
い
す
る
除
地
の
附
与
や
山
間
の
開
地
に
た
い
す
る
検
地

の
免
除
と
い
っ
た
か
た
ち
の
妥
協
が
随
所
に
み
ら
れ
、
要
す
る
に
、
錯
乱
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

き
わ
め
て
い
た
旧
来
の
土
地
制
度
の
一
臨
の
整
理
が
太
閤
検
地
の
役
割
で
あ

っ
て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
領
主
権
力
に
よ
る
土
地
把
握

は
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
不
徽
底
で
あ
っ
た
。
次
に
、
中
幅
は
、
豊
臨
氏
の
逼

迫
し
た
勝
手
元
事
情
を
反
而
し
て
か
、
異
常
に
苛
酷
で
あ
っ
て
、
干
鰯
に
較

べ
縄
も
強
く
位
付
・
石
盛
も
高
く
、
そ
れ
故
お
し
な
べ
て
石
高
の
高
率
な
打

出
し
を
結
果
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
領
主
権
力
に
よ
る
土
地
把
握
は
徹
底

し
た
と
お
も
わ
れ
る
。
但
し
そ
の
施
行
範
囲
は
一
聯
ら
ず
し
も
明
瞭
で
は
な

い
が
i
決
し
て
河
内
全
部
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
施
行
さ
れ
た
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

地
の
限
り
で
も
検
地
役
人
の
為
人
に
よ
っ
て
自
ず
と
寛
厳
の
差
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

従
っ
て
、
こ
の
段
階
で
も
な
お
領
主
的
土
地
把
握
の
地
域
差
は
残
さ
れ
た
。

さ
て
、
薪
検
は
、
こ
れ
ま
た
そ
の
施
行
藩
閥
は
当
臨
の
幕
府
領
一
全
河
内
の

約
一
二
分
の
一
－
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
と
も
か
く
も
臨
検
と
璽
な
っ
た
限

り
で
は
反
劉
丈
量
や
位
付
に
お
け
る
そ
の
苛
酷
さ
を
多
少
な
り
と
も
救
済
す

る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
、
た
め
に
、
一
般
に
石
高
の
減
少
を
結
果
し
て
い
る
。

が
、
そ
こ
に
予
期
さ
れ
る
程
の
減
少
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
到
る
所
で
石
盛

の
引
上
げ
が
図
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
慶
長
～
延
宝
の
問

に
お
け
る
生
産
力
上
昇
の
成
果
を
吸
収
し
つ
く
そ
う
と
す
る
領
主
側
の
収
奪

志
向
の
健
在
を
物
語
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
、
と
。
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な
お
そ
の
ほ
か
に
、
寛
永
年
酒
、
中
毒
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
斯
々
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

榔
分
が
幕
府
の
代
嘗
高
西
夕
雲
に
よ
っ
て
無
地
増
高
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
、

ま
た
、
こ
の
期
に
散
発
的
に
行
な
わ
れ
た
検
地
の
石
盛
が
中
検
・
新
検
の
石

．
盛
よ
り
は
寧
ろ
古
検
の
そ
れ
に
近
か
っ
た
事
実
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
、

領
主
的
土
地
制
度
の
形
成
過
程
に
お
け
る
実
態
擾
近
へ
の
試
行
錯
誤
的
な
努

力
の
跡
が
窺
わ
れ
、
興
味
を
惹
く
。
と
も
あ
れ
、
右
の
所
論
の
限
り
で
、
領

主
的
土
地
把
握
の
一
精
粗
の
度
合
い
に
お
け
る
一
地
域
差
が
明
瞭
で
あ
る
。

そ
の
地
域
差
が
、
各
地
域
に
お
け
る
農
民
的
土
地
制
度
の
展
開
の
態
様
を
制

約
し
た
こ
と
の
多
く
の
例
証
が
後
章
に
お
い
て
見
幽
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
に
み
た
領
主
的
土
地
制
度
の
形
成
過
程
に
お
い
て
領
主
側

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

が
土
地
生
産
力
の
実
態
を
掌
握
し
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
限
り
で
は
、

そ
こ
に
農
民
的
±
地
制
度
を
培
養
す
る
第
一
の
基
盤
が
1
原
初
約
に
一
存
在

し
た
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
こ
う
し
て
確
立
さ
れ
た
子
童
約
土
地
制
度
は
、

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
へ

一
般
に
反
別
も
位
も
石
盛
も
そ
の
ま
ま
固
定
し
て
地
租
改
正
の
時
点
ま
で
推

移
す
る
。
が
、
実
態
の
ほ
う
は
生
心
力
の
発
達
に
つ
れ
て
発
展
を
と
げ
る
か

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ

ら
、
こ
こ
に
制
度
と
そ
の
実
態
と
の
問
の
一
般
的
な
乖
離
が
発
生
し
若
く
は

拡
大
す
る
。
そ
れ
が
、
農
民
的
土
地
制
度
を
涌
組
す
る
第
二
の
基
盤
と
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
社
会
に
お
け
る
領
主
的
収
画
廊
（
・
貢
租
率
）
、
は
一
必
ら
ず
し

も
ま
だ
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
一
あ
る
疇
期
以
降
、

鼠
視
的
に
み
て
、
低
下
傾
向
を
辿
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
農
民
約
土
地

制
度
の
展
開
を
約
束
す
る
第
三
の
胚
盤
が
存
し
た
、
と
。

　
本
章
は
、
次
章
以
下
の
論
考
の
た
め
の
謂
ば
前
鍵
要
件
の
確
認
に
向
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
た
め
に
、
後
章
の
手
堅
・
い
実
証
に
貫
か
れ
た
具
体
性

と
紺
比
す
る
と
き
、
本
章
の
所
論
は
や
や
概
言
的
で
あ
る
。
が
、
そ
の
概
括

に
異
論
を
挿
む
余
地
は
殆
ん
ど
存
在
し
な
い
。
却
っ
て
、
第
三
章
以
下
の
具

体
例
の
な
か
に
屡
々
本
章
の
概
括
の
実
証
が
晃
鵬
さ
れ
る
。

　
〔
第
三
章
農
民
的
土
地
制
度
の
形
成
〕
　
こ
こ
で
ぽ
、
農
民
的
土
地
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

形
成
の
第
一
の
墓
般
嬰
ζ
・
も
い
・
り
べ
爵
。
菊
畝
の
、
　
特
片
N
新
検
脈
以
晶
則
の
♪
の
り
七
刀
が

追
求
さ
れ
る
。
但
し
、
領
主
的
土
地
禰
度
確
立
の
た
め
の
試
行
錨
誤
的
な
努

力
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
薪
検
以
前
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
再
検
地
に
た
い

す
る
警
戒
が
叢
民
側
に
膚
畝
の
存
在
を
秘
匿
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
、
た
め
に

こ
の
建
築
に
あ
っ
て
は
、
疸
接
的
に
有
畝
を
明
示
す
る
よ
う
な
史
料
は
例
外

的
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
様
々
の
角
度
か
ら
の
推
論
が
試
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
、
新
検
以
後
の
状
況
か
ら
す
る
新
検
以
前
の
状
態
の
推
髭
。
著
愚
に

よ
れ
ば
、
薪
検
反
別
が
古
墨
反
別
よ
り
滅
少
し
て
い
る
よ
う
な
耕
地
に
つ
い

て
は
、
一
般
に
新
検
の
丈
量
は
特
に
精
密
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
、
従
っ
て
、

そ
の
新
検
一
7
匹
お
い
て
さ
え
本
畝
を
超
え
る
蔚
畝
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
な
ら

ば
、
そ
の
よ
う
な
耕
地
に
つ
い
て
は
古
集
に
際
し
て
も
漫
然
に
有
顔
の
存
在

が
肯
定
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
。
そ
し
て
、
具
体
例
と
し
て
、
枚

方
宿
岡
材
の
中
島
太
右
衛
門
の
、
居
村
な
ら
び
に
隣
村
岡
類
町
村
に
お
け
る
、

窯
悪
慣
の
所
持
地
、
及
び
、
岡
新
選
村
の
中
島
九
右
衛
門
の
、
居
村
に
お
け

る
元
文
期
の
所
持
地
が
検
討
さ
れ
る
。

　
例
え
ば
、
購
村
の
太
右
衛
門
地
は
二
八
夢
中
二
四
筆
ま
で
が
新
検
減
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
い
る
、
が
、
そ
の
新
検
減
の
土
地
の
な
か
に
、
余
歩
を
含
む
例
が
五
筆

認
め
ら
れ
、
う
ち
二
例
に
つ
い
て
は
本
畝
反
当
一
石
二
年
余
な
ら
び
に
二
石

　
　
　
　
う
　
　
　
ぬ

二
砂
鉢
の
宛
米
（
”
貢
租
諸
掛
を
含
ん
だ
小
作
料
）
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
。
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ま
り
、
新
検
減
の
土
地
に
お
い
て
さ
え
実
地
積
の
延
び
が
存
在
し
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

背
景
に
し
て
稲
応
の
宛
米
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
慕
実
を
念
頭

に
お
い
イ
、
爾
余
の
太
右
衛
門
地
を
轡
聾
す
る
と
、
有
婦
こ
そ
明
示
さ
れ
て
い
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評

な
い
と
は
い
え
、
そ
の
大
部
分
が
本
畝
反
当
二
～
一
二
石
一
最
官
同
は
、
高
畝
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

畝
廿
七
歩
で
有
畝
が
七
畝
、
宛
米
は
三
石
三
斗
余
、
適
し
、
薪
検
増
一
に
及

ぶ
細
米
を
も
ち
、
従
っ
て
、
そ
の
背
後
に
そ
う
と
う
高
率
の
延
び
を
予
想
さ

せ
る
。
対
之
、
岡
新
町
村
の
同
人
所
持
地
は
二
五
筆
中
二
〇
筆
ま
で
が
新
検

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

増
、
ま
た
、
簡
村
の
九
衛
門
地
は
二
九
筆
中
二
〇
筆
ま
で
が
新
漸
減
で
あ
っ

て
、
そ
の
限
り
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
成
立
し
て
い
る
登
米
の
額
は
全
体
約
に
み
て
岡
村
の
太

右
衛
門
地
の
場
合
と
大
差
は
な
く
、
　
（
例
え
ば
、
九
石
衛
門
地
は
本
畝
含
計
一
町

六
畝
余
、
高
一
一
珊
余
、
こ
れ
に
た
い
す
る
寛
保
元
年
度
の
貢
租
諸
掛
は
四
品
六
斗
余
、

岡
年
の
宛
米
は
二
四
石
余
で
塞
畝
反
蟻
平
均
の
苑
米
は
二
季
四
斗
余
）
、
従
っ
て
、
有

畝
の
状
態
も
ほ
ぼ
同
断
で
あ
っ
た
と
推
量
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
右
の
限
り
で

は
、
新
検
に
よ
る
反
別
の
増
減
に
か
か
わ
り
な
く
、
或
い
は
寧
ろ
そ
れ
を
超

越
し
て
「
領
主
敢
分
に
優
越
す
る
地
主
取
分
の
実
現
を
許
す
よ
う
な
、
有
畝
・

宛
米
の
存
在
が
一
般
化
し
て
い
た
」
、
そ
し
て
、
　
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

土
地
が
遡
っ
て
「
古
検
当
初
か
ら
す
で
に
高
い
地
主
取
分
を
約
束
す
る
よ
う

な
愛
翫
・
駐
米
の
存
在
を
背
後
に
予
想
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
（
八
九
頁
）
薯

実
を
示
唆
す
る
、
と
。
か
く
し
て
、
近
世
初
期
に
お
け
る
、
本
畝
反
別
を
超

過
す
る
有
畝
の
普
遍
駒
な
存
在
が
推
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
だ
が
、
右
の
論
法
に
は
若
干
首
肯
し
か
ね
る
爾
が
あ
る
。
特
に
、
精
密
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
新
検
反
別
に
お
い
て
さ
え
な
お
余
歩
の
存
在
が
認
め
ら
れ

る
な
ら
ば
、
古
検
に
お
け
る
そ
れ
の
存
在
は
当
然
と
い
う
推
定
は
、
古
検
は

ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

寛
く
新
検
は
厳
し
い
と
い
う
一
般
約
常
識
の
下
で
の
み
成
り
立
ち
う
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
が
、
い
ま
の
場
含
は
君
の
常
識
に
逆
行
す
る
例
で
あ
る
。
従
っ

て
、
推
定
も
逆
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
事
実
、
太
右
衛
門
地
の
な
か
に
は
、

古
検
一
反
歩
で
新
検
は
七
畝
廿
三
歩
、
そ
し
て
膚
畝
が
一
反
歩
の
例
や
、
古

検
五
畝
一
〇
歩
、
新
十
四
三
歩
、
有
畝
五
立
歩
と
い
っ
た
例
が
見
出
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

有
畝
記
載
を
信
頼
す
る
な
ら
、
古
検
の
下
で
は
前
者
は
ぎ
り
ぎ
り
後
者
は
地

へ
　
　
　
ヤ

不
足
と
な
る
。
全
体
的
に
み
て
も
i
有
畝
は
ひ
と
ま
ず
不
変
で
あ
っ
た
と
仮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

定
す
れ
ば
一
案
検
反
別
の
合
計
が
新
検
の
そ
れ
る
上
回
る
廓
分
だ
け
、
そ
れ

ヘ
　
　
　
ヤ

だ
け
専
検
の
下
で
の
延
び
の
巾
は
狼
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
個
々
的
に

こ
れ
に
反
す
る
ケ
…
ス
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
古
検
に
お

け
る
丈
星
の
糧
雑
さ
を
物
語
る
も
の
で
し
か
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
倶
し
、
推
定
は
逆
に
な
る
と
し
て
も
、
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
隈
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ

は
新
検
減
に
劣
ら
ず
新
検
増
の
纂
例
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、
結
論
ま
で
逆
に

な
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
新
検
以
前
に
お
け
る
有
畝
の
普
遍
的
存

在
と
い
う
推
定
に
は
右
の
限
り
・
で
は
な
お
闇
題
が
残
る
。
新
検
反
撃
の
増
減

に
か
か
わ
り
な
く
大
岡
小
異
の
宛
米
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
毒
実
は
、
有

畝
は
不
変
且
つ
宛
米
の
高
下
が
も
っ
ぱ
ら
鳥
獣
の
程
度
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
た
と
見
倣
す
な
ら
ば
、
一
般
に
新
検
の
余
歩
に
は
大
き
な
不
同
は
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
の
程
度
ま
で
薪
検
が
精
確
で
あ
っ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
こ
と
、
従
っ
て
、
古
事
は
粗
雑
で
あ
り
古
哲
反
鋼
に
は
か
な
り
む
ら
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
次
に
、
有
畝
・
宛
米
の
階
溜
分
布
状
態
か
ら
す
る
推
論
。
有
畝
（
↓
宛
書
）

の
存
在
は
、
近
世
初
期
に
お
い
て
も
末
期
に
お
い
て
も
、
決
し
て
一
部
有
力

農
民
の
所
持
地
に
煽
す
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
一
般
農
民
の
所
持
地
に
共

通
し
て
い
た
（
若
江
関
北
小
坂
村
の
例
）
。
　
こ
の
点
で
は
特
に
交
野
郡
田
宮
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
幕
末
～
明
治
初
年
の
土
地
所
持
状
況
に
お
い
て
歩
延
び
ば
か
り
で
は
な
く

へ
　
　
　
リ
　
　
　
へ

地
不
足
の
例
ま
で
階
履
差
に
か
か
わ
り
な
く
存
在
し
て
い
る
薯
実
が
注
自
さ

れ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
は
「
増
減
い
ず
れ
に
せ
よ
有
畝
の
存
在
が
農
民
階

層
の
構
成
と
は
切
返
さ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
の
規
鰯
を
受
け
ず
に
成
立
し
て
い
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る
こ
と
を
物
語
る
」
も
の
で
あ
り
、
し
か
し
て
門
階
層
構
成
と
は
切
離
さ
れ
、

た
形
で
有
畝
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
敵
の
存
在
…
実
面
積
の

過
大
と
い
う
設
置
が
、
近
世
を
通
じ
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
耕
地
の
存
在

形
態
で
あ
り
、
初
期
の
有
力
農
民
あ
る
い
は
中
後
期
の
地
主
憲
農
暦
な
ど
に

よ
る
土
地
集
積
も
こ
の
よ
う
な
一
般
的
条
件
を
前
提
と
し
、
そ
の
上
に
立
っ

て
は
じ
め
て
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
」
（
九
七
～
八
人
）
も
の
で
あ
る
こ
と
を

銘
記
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。
こ
の
辺
の
票
実
は
注
掻
を
惹
く
。

　
第
三
に
、
右
の
よ
う
な
一
般
的
理
解
に
立
脚
し
て
、
近
世
初
期
に
お
け
る

土
地
売
買
の
数
量
的
追
跡
か
ら
有
畝
の
存
在
が
推
論
さ
れ
る
。
ま
ず
、
北
小

坂
村
に
お
け
る
慶
長
～
寛
文
期
の
土
地
移
動
状
況
が
検
討
さ
れ
、
永
代
売
買

禁
制
に
よ
る
土
地
移
動
抑
制
の
効
果
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
及
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ

本
芭
姓
相
互
間
に
お
け
る
謂
ば
散
り
懸
り
的
な
土
地
売
買
の
盛
行
の
蕃
実
が

指
摘
さ
れ
る
。
次
に
、
若
江
郡
荒
州
村
に
お
け
る
、
延
宝
七
～
元
禄
三
年
の

間
の
土
地
移
動
状
．
況
が
紹
介
さ
れ
、
こ
の
閥
に
再
度
売
ら
れ
た
土
地
が
四
㎎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
も

筆
、
三
度
売
ら
れ
た
の
が
五
筆
あ
る
と
し
て
、
土
地
商
黒
化
の
進
展
ぶ
り
を

指
摘
し
、
北
小
坂
村
の
例
を
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
現
象
の
背
後
に
有
畝
及

び
繭
芽
的
利
潤
の
存
在
を
推
測
す
る
。
さ
ら
に
、
前
出
の
岡
村
太
霜
衛
門
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
も

び
岡
薪
町
村
九
右
衛
門
の
所
持
地
の
由
来
が
追
求
さ
れ
、
前
者
は
売
と
買
の

頻
繁
な
繰
り
返
し
を
と
お
し
て
の
、
後
者
は
概
ね
一
方
的
な
買
得
に
よ
っ
て

の
土
地
集
積
の
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
の
分
析
視
角
は

交
野
郡
甲
斐
田
村
に
お
け
る
貞
享
～
享
保
期
の
土
地
移
動
の
分
析
に
も
適
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
て
、
そ
の
間
、
売
と
買
と
の
反
覆
を
と
お
し
て
土
地
集
積
を
進
め
た
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

四
声
、
岡
じ
方
式
に
よ
っ
て
土
地
を
爽
失
し
つ
つ
あ
る
者
五
三
、
一
方
的
な

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

買
得
を
進
め
た
者
六
名
、
一
方
的
に
売
劫
し
て
い
る
者
八
名
と
い
う
、
興
味

あ
る
事
実
を
ひ
き
出
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
．
こ
れ
ら
一
連
の
諸
事
実
が
全

体
と
し
て
著
者
の
主
張
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
よ
う
に
お

も
わ
れ
る
。

　
第
四
に
、
寛
文
～
元
禄
期
に
お
け
る
、
領
主
取
分
を
蓬
か
に
凌
ぐ
高
率
の

宛
米
の
存
在
を
示
す
薫
別
的
若
く
は
統
計
的
な
実
例
か
ら
、
そ
れ
に
糊
応
ず

る
歩
延
び
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
寛
文
年
甲
斐
田
村
の
μ
史
料

に
、
十
筆
計
五
石
五
斗
弱
の
土
地
か
ら
そ
の
一
・
八
五
倍
（
一
〇
雁
余
）
の
宛

米
を
徴
収
し
て
い
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
相
応
の
有
畝
を
想

定
す
る
こ
と
な
し
に
は
到
底
理
解
し
難
い
、
と
。
ま
た
、
右
の
例
で
は
一
筆

　
　
　
エ
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ご
と
に
分
米
と
な
ら
ん
で
宛
米
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
、
こ
れ
は
「
分
米
が

領
主
的
支
配
一
収
取
の
方
式
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
宛
米
が
地
主
的
支
配
一

収
取
の
方
式
と
し
て
、
と
も
に
一
筆
ご
と
の
土
地
生
産
力
表
示
の
基
準
と
せ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
土
地
制
度
上
の
名
角
と
実
態
と
の
二
重
性
を
端

的
に
表
現
す
る
」
（
ご
一
五
頁
）
も
の
で
あ
る
、
と
。
ま
ず
は
異
論
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
リ

　
本
章
は
近
世
初
期
に
お
け
る
農
民
的
土
地
舗
変
の
形
成
と
い
う
、
き
わ
め

て
霊
要
な
、
だ
が
ま
た
き
わ
め
て
困
難
な
課
題
に
と
り
く
ん
で
い
る
わ
け
で

あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
精
力
的
な
史
料
操
作
に
基
く
手
堅
い
実
証
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
率
薩
に
い
っ
て
部
分
的
に
は
な
お
に
わ
か
に
左
顧
し
難
い
論
点
が

残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
う
。
問
題
の
性
質
上
史
料
的
限
界
が
当
然
予
想

さ
れ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
措
い
て
望
蜀
の
欝
を
敢
て
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
な
ら
ば
、
本
章
で
は
一
後
章
に
そ
の
例
を
み
る
よ
う
に
…
や
は
り
前
章

に
お
い
て
示
竣
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
領
主
駒
土
地
制
度
の
地
域
差
を
適
確

に
踏
ま
え
た
上
で
の
、
農
民
的
土
地
制
度
形
成
の
諸
態
様
の
解
明
を
期
待
し

た
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
乏
し
、
そ
の
た
め
に
は
分
析
の
手
懸
り
と
し
て
f
有

　
　
　
　
　
　
　
へ

畝
だ
け
で
は
な
く
！
免
も
採
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
）
。
尤
も
、
そ
う
は
い
う
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評

も
の
の
全
体
と
し
て
み
れ
ば
著
者
の
意
図
が
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

否
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　
〔
第
四
章
　
農
民
的
土
地
制
度
の
展
閥
〕
　
こ
こ
で
は
、
近
世
中
期
以
降
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

土
地
証
文
そ
の
他
の
村
方
史
料
に
顕
在
化
し
て
く
る
有
畝
・
宛
米
の
、
農
民

ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
土
地
制
度
の
実
質
的
基
準
と
し
て
の
意
義
が
諸
々
の
角
度
か
ら
追
求
さ
れ
、

そ
れ
を
と
お
し
て
こ
の
期
に
お
け
る
農
民
的
土
地
所
有
の
発
展
1
1
農
民
的
土

地
制
度
の
展
開
の
有
様
が
三
く
乙
に
描
き
出
ざ
れ
て
い
る
。
質
地
の
本
証
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

や
そ
れ
に
添
付
の
直
小
作
証
文
、
流
地
証
文
や
そ
れ
に
添
え
ら
れ
た
下
土
畝

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

歩
小
前
帳
（
悠
小
作
帳
）
或
い
は
田
畑
絵
図
帳
、
佳
分
譲
（
、
分
地
）
証
文
、

地
替
証
文
、
田
地
支
配
（
後
出
）
証
文
等
々
に
明
記
さ
れ
て
い
る
竹
琴
・
宛

米
の
機
能
は
、
い
ず
れ
も
農
民
的
若
く
は
地
主
的
な
仁
徳
鏡
定
の
纂
礎
と

な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
章
の
史
料
1
4
の
地
面
証
文
（
分
米
一
石
九
斗
弱
、
精

米
一
石
六
黒
影
、
宛
米
二
石
質
斗
に
の
ぼ
る
中
田
四
筆
　
計
一
反
三
江
廿
歩
と
、
分
米
二

石
弱
、
取
米
一
石
七
躍
如
、
宛
米
二
石
七
斗
に
の
ぼ
る
中
田
一
筆
下
々
田
二
筆
の
三
箪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

計
一
反
八
畝
二
歩
と
の
交
換
例
、
徳
米
は
後
者
が
二
会
九
三
だ
け
多
い
！
）
に
、
そ
の

機
能
が
最
も
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
他
に
、
所
持
主
に
よ
る
ま
た
売
買
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

際
の
買
受
人
に
よ
る
有
畝
改
と
そ
れ
に
基
く
作
徳
計
算
例
1
こ
れ
ら
は
第
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

章
に
お
い
て
さ
ら
に
敷
衛
さ
れ
る
一
や
、
田
畑
の
譲
渡
に
際
し
余
田
の
存
在

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
証
閣
す
る
村
役
人
加
判
の
別
紙
証
文
（
文
政
期
）
が
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、
こ

の
期
に
お
け
る
有
畝
の
実
態
と
機
能
と
が
殆
ん
ど
剰
す
と
こ
ろ
な
く
浮
彫
さ

れ
て
い
て
、
ま
こ
と
に
生
彩
に
富
む
。

　
〔
第
五
章
　
農
民
的
土
地
制
度
と
耕
地
形
態
〕
　
第
一
節
で
「
近
世
前
期
綿

作
農
村
の
耕
地
形
態
」
と
し
て
前
出
の
北
（
下
）
小
坂
村
を
検
討
の
対
象
に
と

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
り
げ
る
。
特
に
綿
作
農
村
と
断
っ
て
あ
る
わ
け
は
、
本
節
が
綿
作
に
特
有

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
み

の
耕
地
形
態
た
る
半
田
（
隣
接
す
る
紅
筆
二
筆
を
一
単
位
と
し
て
畑
に
木
綿
を
露
に

稲
を
作
る
と
い
う
耕
作
法
）
の
検
討
を
と
お
し
て
、
領
主
的
土
地
制
度
と
実
態

と
の
乖
離
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
村
の
慶
長
十

二
年
の
検
地
帳
に
、
隣
接
す
る
昭
二
二
筆
を
同
一
人
が
所
持
す
る
と
い
う
か

た
ち
で
典
型
的
な
半
田
形
態
が
見
繊
さ
れ
る
が
、
隣
接
す
る
韻
と
畑
と
が
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ

人
の
所
持
に
属
し
て
い
る
場
合
に
半
田
耕
作
の
た
め
の
土
地
の
貸
借
闘
係
が

必
然
化
す
る
と
い
う
專
爽
の
指
摘
、
及
び
、
半
田
耕
作
は
腰
々
検
地
帳
上
　

筆
の
耕
地
を
二
分
し
て
そ
の
一
半
の
出
差
を
変
換
さ
せ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

領
主
的
土
地
制
度
か
ら
の
耕
地
形
態
の
乖
離
を
喚
び
起
す
と
い
う
事
実
の
指

摘
は
注
目
さ
れ
る
。

　
第
二
節
は
「
近
世
中
期
枚
方
宿
の
耕
地
形
態
」
と
し
て
、
前
出
の
九
右
衛

門
家
の
所
持
地
な
ら
び
に
経
當
の
分
栃
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
所
持
地
に
つ

い
て
は
、
判
明
す
る
限
り
の
藁
葺
（
全
三
四
睡
中
一
〇
筆
）
の
義
倉
に
た
い
す

る
倍
率
は
最
低
一
・
二
か
ら
最
高
七
・
五
、
分
米
に
た
い
す
る
宛
米
の
倍
率

は
最
低
一
・
〇
五
か
ら
最
高
ニ
ニ
・
六
で
あ
っ
て
、
宛
米
中
に
お
け
る
貢
租

の
百
分
比
は
最
低
五
・
九
か
ら
最
高
三
四
・
二
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
な
ん
と

い
っ
て
も
領
主
的
土
地
制
度
の
棄
身
ぶ
り
が
倒
立
っ
。
対
之
、
隣
村
澗
村
の

太
看
衛
門
地
は
本
望
と
有
畝
、
分
米
と
宛
米
の
差
が
接
近
し
て
お
り
、
宛
米

斗
代
（
髄
有
爵
反
当
混
米
）
も
一
～
細
石
の
間
に
整
序
さ
れ
て
い
る
。
周
じ
こ

と
は
九
右
衛
門
家
の
中
宮
村
所
持
地
の
幕
末
期
の
状
態
に
つ
い
て
も
い
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ミ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
れ
は
農
罵
的
土
地
制
度
に
お
い
て
一
般
に
共
通
す
る
新
規
準
の
形
成
を
物

語
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
次
に
、
宛
米
に
た
い
す
る
貢
租
・
諸
掛
分
の
百
分

比
は
羅
漢
町
村
で
一
九
・
一
、
禁
野
村
で
一
四
・
r
二
、
礒
嶋
村
で
三
二
・
五

（
中
欝
指
分
は
不
明
）
で
あ
っ
て
、
村
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差
が
あ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
が
そ
の
ま
ま
地
主
の
利
害
得
失
に
直
結
す

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
地
価
の
癒
で
調
飾
さ
れ
て
利
廻
り
と
し
て
は
大
差
な
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い
の
か
ど
う
か
、
そ
の
辺
の
事
情
を
解
明
し
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
三
節
で
は
「
近
世
中
期
菱
屋
新
田
の
耕
地
形
態
」
と
し
て
、
同
母
田
の

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

水
帳
と
下
作
宛
前
野
と
の
比
較
検
討
が
試
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
後
者

に
前
者
に
は
み
ら
れ
ぬ
下
々
畑
・
下
々
下
畑
・
屋
舗
前
と
い
っ
た
位
が
み
ら

れ
る
こ
と
、
前
者
で
は
上
・
中
・
下
の
位
別
反
別
が
概
ね
平
衡
を
保
っ
て
い

る
の
に
後
巻
で
は
そ
れ
が
上
霞
上
畑
へ
極
度
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
だ
が

ま
た
後
春
で
前
者
よ
り
劣
っ
た
位
に
格
付
け
ら
れ
て
い
る
例
も
少
な
く
は
な

い
こ
と
、
後
者
の
屋
舗
反
別
が
前
者
よ
り
も
著
る
し
く
少
な
い
こ
と
、
前
者

で
一
筆
の
土
地
が
後
者
で
は
二
～
五
筆
に
細
分
さ
れ
て
い
る
例
を
み
る
こ
と
、

等
々
の
諸
事
実
が
指
摘
さ
れ
、
領
主
的
土
地
把
握
の
糧
雑
さ
と
地
主
的
土
地

捲
握
の
精
密
さ
が
結
論
さ
れ
る
。
次
に
、
漸
田
経
営
の
収
支
計
算
が
紹
介
さ

れ
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
享
保
～
寛
政
期
の
貢
租
な
ら
び
に
下
作
肝
属
の
i

五
ケ
年
平
均
額
の
i
変
動
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
延
享
～
宝
暦

期
の
周
知
の
年
貢
増
徴
政
策
の
下
で
そ
れ
を
凌
駕
す
る
下
作
取
米
の
増
徴
を

強
行
し
て
却
っ
て
作
徳
を
一
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
一
読
撫
さ
せ
て
い
る
事

実
が
注
臼
さ
れ
る
。

　
第
四
～
六
節
は
「
近
世
後
期
綿
作
盤
村
の
耕
地
態
形
態
e
～
㊨
」
と
し
て
、

e
で
は
若
江
郡
西
郷
村
西
岡
家
の
、
⇔
で
は
同
苗
高
井
田
誌
面
本
家
の
、
⇔

．
で
は
小
坂
村
山
沢
家
の
所
持
地
な
ら
び
に
経
営
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　
西
岡
家
の
所
持
地
に
お
い
て
特
に
盗
旨
さ
れ
る
の
は
、
水
帳
上
三
筆
（
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

園
二
、
上
畑
一
）
の
北
畑
が
下
墨
の
段
階
で
1
水
帳
と
の
対
応
関
係
を
全
く
掘

握
し
難
い
よ
う
な
か
た
ち
で
一
六
筆
に
分
割
（
分
合
／
）
さ
れ
、
　
さ
ら
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
う
ち
補
筆
ま
で
が
実
際
の
耕
作
の
段
階
で
は
田
畑
各
一
筆
ず
つ
に
分
割
さ

れ
て
計
一
一
筆
に
達
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
他
に
も
、
岡
様
の
方
式
で
水

帳
上
五
聖
の
耕
地
が
一
七
筆
に
分
け
て
耕
作
さ
れ
て
い
る
か
と
お
も
え
ば
、

他
方
で
は
、
水
帳
上
王
気
ご
一
歩
の
田
と
一
響
岩
六
歩
の
爆
（
本
畝
聾
心
畝
八

歩
）
と
が
一
括
し
て
下
髪
に
付
さ
れ
、
そ
れ
が
耕
作
の
段
階
で
は
四
畝
廿
五

歩
の
田
と
五
種
歩
の
畑
（
有
畝
計
九
畝
廿
五
歩
）
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
な

ど
、
水
帳
上
の
耕
地
形
態
と
現
実
の
そ
れ
と
の
乖
離
が
極
度
に
深
化
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
例
を
み
、
領
主
的
土
地
制
度
の
名
目
化
の
獲
い
難
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
種
の
自
在
な
分
合
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、

　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

一
方
で
高
抜
売
、
他
方
で
有
畝
の
平
均
化
も
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ

れ
、
本
書
の
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
有
畝
の
実
態
の
、
そ
の
由
て
来
る
所
以

の
一
半
が
納
得
さ
れ
る
。

　
西
郷
村
の
場
合
、
有
畝
の
延
び
は
七
％
に
す
ぎ
な
い
が
、
宛
米
は
分
米
の

三
三
％
増
、
こ
れ
に
免
の
低
さ
が
加
わ
っ
て
無
償
の
地
主
取
分
を
保
証
し
て

い
る
。
な
お
、
西
岡
家
は
居
村
外
に
も
近
隣
の
諸
村
に
土
地
を
持
つ
が
、
そ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ

こ
に
お
け
る
地
主
取
分
の
成
立
基
雛
は
、
各
村
々
に
お
け
る
領
主
的
土
地
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

度
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
或
い
は
本
属
と
気
落
と
の
面
積
差
、
或
い
は
宛
米

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
分
米
と
の
斗
代
馬
、
或
い
は
免
の
高
低
な
ど
で
あ
っ
た
、
と
。
こ
こ
に
領

主
的
土
地
制
度
の
地
域
差
と
農
民
的
土
地
制
度
の
成
立
な
ら
び
に
展
開
の
諸

態
様
と
の
制
約
関
係
が
読
み
と
れ
る
。
塚
本
家
及
び
山
沢
家
の
場
舎
は
、
そ

れ
ぞ
れ
西
岡
家
と
は
異
な
る
特
色
が
認
め
ら
れ
て
興
味
深
い
が
、
紹
介
を
省

く
。　

農
民
的
土
地
制
度
の
展
開
が
、
た
ん
に
耕
地
形
態
の
み
な
ら
ず
き
わ
め
て

多
様
な
角
度
か
ら
追
求
さ
れ
て
い
て
、
本
章
は
本
書
の
う
ち
で
も
最
も
読
み

ご
た
え
の
あ
る
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
〔
第
六
章
　
畏
民
的
地
価
の
形
成
機
構
〕
　
作
徳
と
利
廻
り
か
ら
す
る
地
価

計
箕
例
の
紹
介
な
ら
び
に
検
討
で
あ
る
。
縮
対
の
売
買
、
入
札
に
よ
る
売
買
、

質
流
地
の
利
廻
り
計
算
の
三
種
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
買
手
の
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側
に
よ
る
厳
重
な
有
達
書
や
宛
米
（
峰
契
約
小
作
料
額
）
の
平
均
的
な
実
現
度

（
↑
契
約
小
作
料
の
減
免
率
）
を
踏
ま
え
て
の
綿
密
な
謙
徳
計
算
の
喜
実
が
注

目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
綿
密
な
計
算
が
成
り
立
つ
背
景
と
し
て
は
、
や
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

り
著
者
の
主
張
ど
お
り
、
領
主
的
収
奪
の
固
定
化
に
よ
る
地
主
取
分
の
、
ひ

い
て
は
地
霊
制
の
安
定
と
い
う
事
態
を
推
側
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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〔
第
七
章
　
農
民
的
土
地
制
度
展
開
の
一
形
態
〕
　
購
地
熱
爆
心
行
一
出
作

農
罠
の
所
持
地
を
所
在
村
農
民
の
所
持
名
儀
に
し
て
お
き
、
名
鶏
上
の
所
持

主
に
報
酬
を
支
払
っ
て
小
作
米
の
取
立
や
貢
租
諸
掛
の
納
入
そ
の
他
の
管
理

事
務
を
委
託
す
る
と
い
う
慣
行
一
の
紹
介
で
あ
る
。
こ
の
慣
行
は
河
内
地
方

で
は
か
な
り
夙
く
か
ら
存
在
し
、
ま
た
全
河
内
に
わ
た
っ
て
流
布
し
て
い
た

が
、
こ
れ
は
、
　
一
つ
に
は
他
領
民
へ
の
土
地
譲
渡
を
禁
ず
る
領
主
的
規
制
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ま
た
一
つ
に
は
他
村
疑
の
出
作
地
に
佛
え
ば
役
米
と
い
っ
た
か
た
ち
で
特
別

負
担
を
黒
し
た
と
こ
ろ
の
村
方
規
制
の
所
産
だ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
そ
の
種
の
規
制
に
た
い
す
る
脱
法
行
為
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
結
果
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へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
は
、
真
実
の
所
持
と
名
闘
約
な
そ
れ
と
に
所
持
の
分
裂
を
来
す
。
と

　
　
　
　
　
　
　
で
　
　
　
り

も
あ
れ
、
こ
れ
は
不
在
地
主
制
の
成
立
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
か

ら
、
そ
の
限
り
で
こ
の
慣
行
の
流
布
が
門
地
主
制
の
展
閤
度
の
深
さ
を
想
察

さ
せ
る
」
（
三
八
七
頁
）
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
〔
第
八
章
　
近
世
に
お
け
る
農
民
釣
土
地
単
孤
権
の
限
界
〕
　
交
野
郡
禁
野
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ヘ
　
　
へ

村
（
旗
本
領
）
の
結
高
慣
行
一
出
作
農
民
の
所
撃
高
を
禁
野
村
民
中
の
結
親

の
高
に
結
び
、
名
囲
的
所
持
主
た
る
結
親
が
真
実
の
所
持
主
た
る
出
作
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

か
ら
該
地
の
貢
租
を
定
取
で
取
立
て
て
納
入
す
る
と
い
う
、
騰
落
支
配
慣
行
、

の
一
種
i
に
ま
つ
わ
る
訴
訟
鱗
例
を
検
討
し
て
、
こ
の
琶
会
に
お
け
る
饗
民

的
土
地
所
有
権
の
限
界
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
右
の
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へ
　
　
　
ゐ

一
件
に
お
い
て
奉
行
醗
が
出
作
農
民
の
真
実
の
所
持
を
一
所
持
名
儀
の
敏
欠

の
故
に
一
否
認
し
た
こ
と
に
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
、
事
実
上
成
立
し
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
農
民
的
土
地
所
有
の
脆
弱
性
の
現
わ
れ
と
解
し
、
そ
こ
に
「
近
世
に
お

け
る
農
畏
的
土
地
所
有
権
の
限
界
、
と
り
わ
け
地
主
的
土
地
領
有
の
不
安
定

さ
」
　
（
四
三
〇
頁
）
を
み
る
。
「
地
租
改
正
へ
通
ず
る
一
本
の
太
い
道
」
が
こ

こ
に
あ
っ
た
、
と
。
だ
が
、
こ
れ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
P
　
こ
の
場
合
、
畠
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ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
り

作
農
民
の
真
実
の
所
持
を
あ
く
ま
で
事
実
上
の
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
り
　
　
う
　
　
カ
　
　
へ

他
領
民
或
い
は
他
村
民
へ
の
高
の
切
出
し
を
禁
止
し
若
く
は
制
限
し
て
い
る

と
こ
ろ
の
領
主
酌
乃
至
は
村
方
規
制
で
あ
っ
て
、
取
り
除
か
る
べ
き
壷
網
は
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そ
こ
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
極
楴
は
決
し
て
特
殊
瞳
近
世
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
で
は
な
く
、
近
世
に
お
い
て
も
特
殊
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
そ
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む
　
　
　
　
　
む

れ
に
制
約
さ
れ
た
出
作
農
民
の
無
実
上
の
農
民
的
土
地
所
有
は
一
纂
実
上
の
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土
地
所
有
た
る
一
農
事
的
土
地
所
有
一
般
か
ら
は
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ぬ
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も
　
　
み

ま
い
。
そ
し
て
、
地
租
敗
軍
の
本
来
の
意
義
は
購
笑
上
の
土
地
所
有
た
る
に

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
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ヤ
　
　
へ
　
　
む

す
ぎ
な
か
っ
た
農
民
的
土
地
所
有
一
般
を
土
地
所
有
権
に
高
め
た
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
〔
第
九
章
　
展
望
〕
　
全
巻
の
総
ま
と
め
と
し
て
、
こ
れ
裏
で
の
論
考
を
踏

ま
え
て
地
租
改
正
の
必
然
性
を
農
罪
し
、
改
正
結
果
を
概
観
し
て
「
こ
こ
に
、

圃
定
化
し
た
旧
来
の
領
主
的
土
地
制
度
に
代
っ
て
、
提
民
的
土
地
制
度
が
地

租
改
・
正
の
骨
格
と
し
て
近
代
的
土
地
構
造
の
基
底
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
っ

た
」
と
結
ん
で
い
る
。
岡
感
で
あ
る
。

　
豊
冨
な
実
証
例
を
盛
り
こ
ん
だ
本
書
は
、
内
容
ま
こ
と
に
充
実
し
て
い
る
。

著
嚢
の
精
力
的
な
操
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
諸
史

料
は
な
お
多
く
の
利
用
価
値
を
蔵
し
て
い
る
と
お
も
う
。
早
船
の
探
索
、
整

理
、
分
栃
に
払
わ
れ
た
著
嚢
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
努
力
に
敬
意
を
撫
す
る
と

同
時
に
、
本
書
の
繊
現
の
斯
学
に
た
い
す
る
甚
大
な
貢
献
を
悦
び
た
い
。
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本
書
に
よ
っ
て
、
近
世
に
お
け
る
地
主
制
の
成
立
と
展
開
の
問
題
を
本
格

的
に
論
ず
る
た
め
の
必
要
な
諸
事
実
が
確
認
さ
れ
た
と
お
も
う
。
従
来
幕
藩

　
　
　
　
　
　
う
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

領
主
権
力
の
一
み
か
け
上
の
一
強
大
さ
に
眩
惑
さ
れ
て
、
特
に
発
生
期
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

主
（
雛
中
間
搾
取
者
）
制
は
と
か
く
摂
蔭
者
的
に
し
か
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
嫌

い
が
あ
る
が
、
竹
安
氏
の
実
証
が
初
め
て
そ
れ
に
正
当
な
位
置
づ
け
を
与
え

た
と
い
え
る
。
個
々
の
論
点
に
は
異
論
や
再
考
の
余
地
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ

う
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
氏
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
諸
事
実
は
蓋
然
と
し
て

生
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
河
内
地
方
に
関
す
る
氏
の
研
究
は
、

他
地
方
の
研
究
に
た
い
す
る
優
れ
た
指
針
と
し
て
役
立
つ
と
お
も
う
。

　
紙
数
の
制
約
に
筆
者
の
不
手
際
も
手
伝
っ
て
、
本
書
の
優
れ
た
内
容
を
充

分
に
紹
介
し
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
は
大
い
に
自
責
を
覚
え
る

が
、
蜜
蛇
の
識
り
を
覚
悟
の
上
で
敢
て
希
望
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
一
つ
に
は
、

こ
こ
に
実
証
さ
れ
た
諸
事
実
の
必
然
性
を
こ
の
社
会
の
体
制
・
機
構
に
即
し

て
理
論
的
に
解
明
す
る
こ
と
、
ま
た
一
つ
に
は
、
農
民
的
土
地
制
度
の
展
開
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ヘ
　
　
ヘ
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を
1
反
別
や
分
米
と
い
っ
た
領
主
的
土
地
制
度
の
謂
ぱ
静
態
的
な
側
面
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

で
は
な
し
に
i
領
主
的
紋
奪
の
動
態
的
な
現
実
と
睨
み
合
わ
せ
て
よ
り
系
統

的
に
追
求
す
る
こ
と
、
の
二
点
を
期
待
し
た
い
。
繁
二
部
以
下
の
続
刊
を
鶴

酋
し
て
待
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
A
5
判
四
五
三
頁
昭
和
四
一
年
三
月
御
茶
の
水
書
房
刊
定
価
工
○
○
○
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
大
学
教
授
）
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