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第1節開発と土地利用

箱
根
山
と
愛
鷹
山
は
、
市
域
の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
の
生
活
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
が
、
市
域
と
他
地
域
と
の
交
流
と
い
う
観

点
か
ら
考
え
た
と
き
に
は
、
人
間
や
民
俗
の
動
き
を
遮
断
す
る
機
能
を
も
果
た
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
箱
根
山
に
つ
い
て

ふ
か
ら

せ
ん
ご
く
ば
ら

は
、
深
良
用
水
が
芦
ノ
湖
か
ら
水
を
引
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
仙
石
原
方
面
と
の
交
流
は
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、

愛
膳
山
は
背
後
に
富
士
山
を
控
え
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
山
越
え
を
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
皆
無
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ゞ
）
の
よ
う
な
、
東
西
を
山
岳
に
よ
っ
て
さ
え
ぎ
ら
れ
た
地
理
的
環
境
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
裾
野
市
域
の
広
が
り
を
、
山
と
の
か

か
わ
り
に
つ
い
て
は
東
西
に
、
世
間
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
南
北
に
延
ば
し
て
い
く
要
因
に
な
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
裾

野
市
域
を
通
る
道
に
つ
い
て
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
道
が
南
北
に
延
び
、
東
西
を
検
断
す
る
道
が
少
な
い
こ
と
に
気
。
つ
く
で
あ
ろ
う
。
近

年
で
こ
そ
、
東
西
に
延
び
る
道
路
が
多
く
造
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
市
域
の
道
は
基
本
的
に
は
南
北
の
流
れ
で
あ
り
、
こ
の
道
に
そ
っ
て

世
間
と
の
交
流
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

抜
き
に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

東
西
の
山
岳
最
初
に
、
裾
野
市
の
環
境
を
地
形
に
留
意
し
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。
裾
野
市
の
民
俗
と
生
活
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

と
南
北
の
道
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
裾
野
市
の
東
側
に
は
箱
根
山
が
、
西
側
に
は
愛
熈
山
が
、
北
西
に
は
富
士
山

あ
し
た
か
や
ま

が
位
置
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
市
域
の
民
俗
を
と
ら
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
箱
根
山
と
愛
朧
山
、
さ
ら
に
は
富
士
山
の
存
在
を
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第1章生活環境の民俗
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第1節 開発と士地利川

た
と
え
ば
、
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
も
の
は
、
三
島
市
と
裾
野
市
を
結
ぶ
県
道
裾
野
三
島
線
と
、
現
在
の
国
道
二
四
六
号
で
あ
ろ
う
。

桝
野
三
島
線
は
、
仮
に
、
桃
野
駅
前
を
起
点
と
す
る
と
、
駅
前
か
ら
Ⅲ
二
四
六
号
へ
入
り
、
一
方
で
は
、
平
松
か
ら
伊
豆
島
山
を
経
て
、

だ
い
ば
が
わ

大
場
川
を
渡
っ
て
三
島
巾
に
入
り
、
ほ
ぼ
一
直
線
で
三
島
の
市
街
地
ま
で
続
い
て
い
る
。
桃
野
か
ら
三
島
へ
向
か
う
道
路
は
、
》
）
の
県
道

が
も
っ
と
も
便
利
で
あ
る
た
め
に
、
現
在
で
は
、
朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
に
は
、
渋
滞
も
見
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
裾
野
市
か
ら
南
の
、
三

島
市
と
の
交
流
は
、
ゞ
）
の
裾
野
三
島
線
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
幹
線
道
路
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
裾
野
市
域
の
人
々
は
、

自
動
車
が
あ
ま
り
普
及
し
な
い
時
代
で
も
、
こ
の
道
路
を
歩
い
て
三
島
ま
で
川
て
い
っ
た
。
佐
野
の
あ
た
り
か
ら
で
も
、
歩
い
て
一
時
間

ほ
ど
で
三
島
の
市
街
地
ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
、
昔
の
若
い
衆
は
、
夜
、
ヨ
マ
ワ
リ
（
夜
川
り
）
を
し
た
あ
と
で
三
島
の
「
女
郎

屋
」
ま
で
行
き
、
夜
の
う
ち
に
ま
た
歩
い
て
帰
っ
て
来
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

な
が
い
ず
み
ち
よ
う

二
四
六
号
は
、
旧
二
四
六
号
も
、
現
在
の
二
四
六
号
も
、
桃
野
市
域
を
南
北
に
貫
き
、
南
は
踵
泉
町
を
経
て
沼
津
市
へ
、
北
は
御
殿
場

市
へ
と
続
い
て
い
る
。
特
に
、
Ⅲ
二
四
六
号
は
御
殿
場
線
と
ほ
ぼ
平
行
し
て
お
り
、
沼
津
市
や
御
殿
場
市
と
の
交
流
に
も
っ
と
も
重
要
な

道
路
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
Ⅲ
二
四
六
号
は
戦
前
か
ら
細
い
土
の
道
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
戦
後
、
米
軍
が
旧
ｎ
本
軍
に
か
わ
り

演
習
場
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
沼
津
か
ら
戦
車
を
通
す
た
め
に
、
Ⅱ
米
行
政
協
定
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
行
政
道
路
と
し
て
整
備
さ
れ
、
さ

ら
に
、
後
に
現
在
の
川
二
四
六
号
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

裾
野
市
域
を
世
間
に
結
び
つ
け
る
媒
体
と
し
て
、
道
路
と
同
じ
よ
う
に
南
北
に
走
る
御
殿
場
線
も
重
要
な
存
在
で
あ
る
。

御
殿
場
線

裾
野
市
域
の
駅
は
裾
野
駅
と
岩
波
駅
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
駅
か
ら
御
殿
場
線
に
乗
り
、
沼
津
や
御
殿
場
と
の
交
流
が
成

立
し
て
い
る
。

こ
の
御
殿
場
線
に
つ
い
て
、
沼
津
や
三
島
の
人
々
が
ヤ
マ
セ
ン
（
山
線
）
と
い
う
呼
称
を
も
っ
て
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
一
｝
と
は
、
南
北
に
長
帽



第1章生活環境の民俗

畑噌 う
のけ o

天而た
理： と
町考え
をば

結 、
ぶ市
踏域
みの

切入
り 々

がが

あ よ

る く

が利
、 用
こす 写真1-1 御殿場線の勾配（平松）
こ る

か踏配上ど と駅沼御 セ場小ギが く
らみがにに 、 が津殿も ン線山喜あ開
北切 、立 、約約市場ちなは町寺る放
側 り ほち上三一の線ろ の 、 は 。 さ
をの と 、地六二大にんで沼いおれ
見一ん北の六四岡そ 、 あ津ずそた
るつど方高ルイ ルイ駅 つ こ る をれら裾
と にのを度の 、 がてれ 。起も く 野
、 、位向が高岩約南は 点山沼市
急裾置い高度波二側土 と間津域
勾野でて く に駅二か地 し部やの
配駅北南なながルイ ら の てに三地
でのへ北 つ つ約 、 土高 考存島理
北す向にててこ長地低 え在か的
側ぐけ続いい四泉のの れすら状
が北て く る る八町高実 ばる見況
高側上線 。 。 ルイ の低際 山 とれを
く の り 路し御 、下上を を 間認ば端
な裾にをた殿御土と見正 部識 、 的
つ野な見が場殿狩Wて確 へさ そに
て踏 つた つ線場駅いに 向れの示
いみて と てに市が く 見 かて北す
る切い き 、 そに約と た つい側 も
こ り る 、 踏 つ入四 、 と てる のの
と と こ御みて り 二沼 き 走か裾と
を呼と殿切北富ルイ 津に つ ら野し
理ばに場 り へ士 、駅も てで市て
解れ気線な行岡市が言 いあ 、興
するづの どけ駅域海え る ろ御味
る平 く 線でばまで抜る か う 殿深
こ松で路線行では約こ ら 。場い
と と あの路 く 行裾八と ヤ御市 も
が茶息ろ勾のほ く 野ルイ で マ殿 、 の

、 、

で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
土
地
の
高
低
に
よ
る
線
路
の
勾
配
は
、
か
つ
て
鉄
道
事
故
の
原
因
の
一
つ
に
な
っ
た
）
）
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
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第1節開発と 上地利用

ま
た
、
こ
の
踏
み
切
り
あ
た
り
の
急
勾
配
は
、
昔
は
蒸
気
機
関
車
の
蒸
気
の
音
が
早
く
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
佐
野
で
は
、

旧
二
四
六
号
沿
い
の
家
々
で
も
そ
の
音
が
は
っ
き
り
と
聞
き
取
れ
た
よ
う
で
、
特
に
朝
の
御
殿
場
方
面
へ
の
上
り
の
一
番
列
車
は
、
冬
の

朝
な
ど
は
レ
ー
ル
に
霜
が
下
り
て
い
て
、
車
輪
が
す
べ
る
た
め
に
一
言
）
を
通
る
と
き
に
は
い
っ
そ
う
蒸
気
を
強
く
し
た
。
そ
れ
で
そ
の
蒸

気
の
ポ
ッ
ポ
ッ
と
い
う
音
が
早
く
な
っ
た
と
い
う
。

ゞ
）
の
よ
う
な
南
北
の
土
地
の
高
低
は
、
裾
野
市
域
の
中
で
の
、
ム
ラ
と
ム
ラ
と
の
高
度
の
差
と
し
て
も
現
れ
て
い
る
。
た

馬
の
目
坂
い
ま
ざ
と
し
も
わ
だ
す
や
ま
じ
ゆ
う
り
ぎ

と
え
ば
、
市
域
で
は
北
西
部
に
位
置
す
る
今
里
、
下
利
川
、
須
山
、
十
里
木
な
ど
富
士
、
愛
鷹
山
麓
の
ム
ラ
と
、
旧
二
四

六
号
や
御
殿
場
線
に
そ
っ
た
地
域
の
ム
ラ
を
比
。
へ
て
見
た
と
き
に
、
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
ら
北
西
部
の
ム
ラ
の
海
抜
を
見
て
み
る

た
む
き

と
、
今
里
が
約
三
六
○
脚
、
下
和
田
が
約
四
○
○
腕
、
須
山
が
田
向
の
付
近
で
約
五
六
○
脚
、
十
里
木
が
約
八
九
○
僻
で
あ
る
。
裾
野
駅

が
海
抜
約
一
二
四
腕
で
あ
る
の
で
、
市
域
の
北
西
部
が
い
か
に
高
地
に
位
侭
し
て
い
る
か
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

み
し
ゆ
く
あ
げ
た
か
ね
ざ
わ

〉
）
の
よ
う
な
土
地
の
高
低
は
、
仮
に
裾
野
駅
を
起
点
と
し
て
、
須
山
街
道
を
御
宿
、
上
ヶ
川
、
金
沢
を
経
て
、
今
里
、
下
和
田
、
須
山
、

で
も
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
事
故
と
し
て
、
一
九
二
三
（
大
正
二
一
）
年
、
ち
ょ
う
ど
関
東
大
震
災
が
あ
っ
た
九
月
一

日
か
ら
五
日
後
の
九
月
六
Ⅱ
、
〉
）
の
裾
野
駅
北
側
の
急
勾
配
で
起
こ
っ
た
大
規
模
な
脱
線
事
故
が
あ
る
。
当
時
、
御
殿
場
線
に
は
岩
波
駅

は
な
く
、
現
在
の
岩
波
駅
の
と
こ
ろ
は
信
号
所
で
し
か
も
東
海
道
の
本
線
で
あ
っ
た
。
沼
津
方
面
へ
向
か
う
下
り
列
車
の
ブ
レ
ー
キ
が
こ

の
信
号
所
の
あ
た
り
か
ら
き
か
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
に
急
勾
配
の
線
路
を
裾
野
駅
ま
で
突
っ
走
り
、
そ
の
ま
ま
裾
野
駅
の
構
内
で
脱
線

転
覆
し
多
く
の
死
傷
者
を
出
す
と
い
う
事
故
で
あ
っ
た
。
事
故
の
あ
と
レ
ー
ル
が
曲
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
レ
ー
ル
や
列
車
そ
の
も
の

に
も
な
ん
ら
か
の
原
因
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
南
北
の
高
低
差
に
よ
る
急
勾
配
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
大
事
故
に
は
な
ら

に
も
な
ん
ら
か
の
原
因
が
あ
っ
上

な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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第1章生活環境の民俗

う
ま
め
ざ
か

た
と
え
ば
市
域
の
人
々
が
よ
く
語
る
急
勾
配
の
坂
に
、
馬
の
目
坂
と
い
う
坂
が
あ
る
。
〉
）
れ
は
今
里
と
下
和
川
の
間
の
坂
で
あ
る
が
、

あ
ま
り
に
も
厳
し
い
坂
で
あ
る
た
め
に
か
つ
て
馬
が
馬
力
を
引
い
て
く
る
と
、
馬
で
さ
え
そ
の
坂
の
勾
配
に
息
を
切
ら
し
、
目
を
む
い
た

と
い
う
》
）
と
か
ら
馬
の
口
坂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
こ
の
馬
の
目
坂
は
、
か
つ
て
は
今
里
よ
り
南
の
地
域
と
、
そ
れ
よ
り
北
西
の
下
和
川
、
須
山
、
十
里
木
と
の
間
に
、
交
通
網
の

断
絶
を
も
も
た
ら
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

昭
和
の
は
じ
め
頃
、
裾
野
駅
に
ハ
イ
ヤ
ー
が
わ
ず
か
に
二
台
し
か
な
い
時
代
が
あ
っ
た
。
当
時
は
ハ
イ
ヤ
ー
に
乗
る
と
い
う
》
｝
と
は
高

級
な
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
た
と
え
ば
今
里
ま
で
行
く
と
い
う
と
、
た
い
て
い
は
乗
り
合
い
の
形
を
と
っ
て
乗
車
し
て
い
た
と
い
う
。
、
ハ

ス
も
、
裾
野
駅
を
起
点
と
し
て
戦
争
巾
は
木
炭
等
ハ
ス
に
な
り
な
が
ら
も
走
っ
て
い
た
。
し
か
し
一
｝
の
ハ
イ
ヤ
ー
や
バ
ス
は
、
い
ず
れ
も
今

里
ま
で
し
か
行
か
ず
に
、
そ
れ
よ
り
高
地
に
位
償
す
る
下
和
川
や
須
山
ま
で
行
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
馬
の
日
坂

が
急
勾
配
で
あ
る
た
め
に
、
ハ
イ
ヤ
ー
や
パ
ス
が
こ
の
坂
を
上
り
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

「
転
ば
ば
、
こ
の
よ
う
に
、
南
か
ら
北
へ
、
あ
る
い
は
北
西
へ
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
高
度
が
高
く
な
り
山
間
部
に
入
っ
て
い
く
市
域

下
へ
転
べ
」
の
地
域
的
特
徴
は
、
か
っ
て
は
人
の
流
れ
を
も
左
右
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
婚
姻
関
係
は
ほ
と
ん
ど
が
北
あ

る
い
は
北
西
か
ら
南
へ
、
つ
ま
り
山
間
部
か
ら
平
野
部
へ
娘
が
嫁
ぐ
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
特
別
な
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の

逆
、
平
野
部
か
ら
山
間
部
へ
嫁
に
行
く
》
）
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
上
ヶ
田
で
は
昔
、
こ
の
あ
た
り
の
嫁
は
、
ほ
と
ん
ど
が
よ
り
山
間
部
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
御
殿
場
方
面
か
ら
来
た

急
勾
配
で
あ
る
。

十
里
木
ま
で
上
っ
て
み
る
と
明
確
に
わ
か
る
こ
と
で
、
今
里
か
ら
十
里
木
ま
で
は
一
貫
し
て
上
り
坂
で
あ
り
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
は
か
な
り
詑



第1節開発と土地利用

ま
た
、
市
域
の
も
っ
と
も
北
西
部
に
位
置
す
る
須
山
で
も
、
南
の
平
野
部
か
ら
嫁
に
来
る
人
は
な
く
、
た
い
て
い
は
よ
り
北
の
御
殿
場

い
ん
の

の
印
野
な
ど
か
ら
嫁
に
来
る
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
あ
る
い
は
、
須
山
で
は
須
山
の
ム
ラ
の
中
で
紬
媚
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

そ
し
て
市
域
で
も
も
っ
と
も
南
、
し
た
が
っ
て
も
っ
と
も
平
野
部
に
位
置
し
て
い
る
伊
豆
島
川
な
ど
で
は
、
昔
の
婚
姻
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
話
を
聞
く
一
）
と
が
で
き
た
。
伊
豆
島
田
で
は
、
深
良
と
か
須
山
と
か
北
の
方
か
ら
嫁
が
来
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
逆
に
深
良
や
須

山
の
方
へ
嫁
が
行
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
は
、
伊
豆
蝿
川
か
ら
は
、
ど
の
あ
た
り
に
嫁
に
行
く
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
あ

に
ら
や
ま
た
が
た

た
り
か
ら
は
沼
津
や
三
島
、
あ
る
い
は
韮
山
な
ど
佃
方
郡
の
方
の
農
家
へ
嫁
に
行
く
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
婚
姻
に
よ
る
人
の
流
れ
を
見
た
と
き
に
、
土
地
の
高
低
を
と
も
な
い
つ
つ
南
北
に
開
放
さ
れ
た
市
域
の
空
間
が
、
全
体
と

し
て
北
の
山
間
部
か
ら
南
の
平
野
部
へ
の
移
動
と
し
て
現
れ
て
い
た
一
｝
と
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
人
の
移

か
ん
な
み
場
よ
う

動
を
生
ん
で
い
た
〉
）
と
は
、
柵
野
市
だ
け
で
は
な
く
小
山
町
や
御
殿
場
市
な
ど
裾
野
以
北
の
市
町
村
や
、
沼
津
市
、
三
島
市
、
函
南
町
、

韮
山
町
な
ど
裾
野
以
南
の
市
町
村
を
含
め
、
静
岡
県
東
部
か
ら
伊
豆
北
部
に
か
け
て
の
地
域
で
、
北
は
山
間
部
、
南
は
平
野
部
と
い
う
認

識
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ヨ
ビ
ャ
ー
ゞ
）
の
よ
う
な
婚
姻
に
お
け
る
人
の
移
動
が
北
か
ら
南
へ
と
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
か
つ
て
若
い
衆
の
ョ

の
行
先
ピ
ャ
ー
（
ョ
。
ハ
イ
）
の
行
先
は
、
南
か
ら
北
へ
と
脚
が
向
い
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
佐
野
で
は
若
い
衆
の
ョ

と
い
う
。
上
ヶ
旧
で
は
、
御
殿
場
よ
り
も
上
ヶ
川
の
方
が
気
候
も
暖
か
く
仕
事
も
楽
な
の
で
、
嫁
が
上
ヶ
川
へ
来
た
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
御
殿
場
か
ら
来
た
嫁
は
よ
く
働
く
と
い
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
山
間
部
か
ら
平
野
部
へ
嫁
に
来
る
こ
と
を
、
上
ヶ
旧
で
は

「
転
ば
ば
、
下
へ
転
べ
」
な
ど
と
い
っ
て
お
り
、
ゞ
｝
の
よ
う
な
人
の
流
れ
を
こ
と
わ
ざ
と
し
て
上
手
く
表
現
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ

Ｏ

フ
つ
聾
フ

53



俗
ピ
ャ
ー
の
行
先
は
、
北
側
の
輌

民麹
っ
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
挫

騨
次
の
よ
う
に
語
っ
て
く
れ
た
。

生
：
・
・
，
、
．
、
＄
、
。
、
：
：
～

佐
野
で
は

第1章

ク
ラ
ブ
（
倶
楽
部
）
と
呼
ば
れ
る
若
者
宿
が
あ
っ
た
。
夜
に
な
る
と
一
）
の
ク
ラ
ブ
に
若
者
が
集
ま
っ
て
き
た
も
の
で
、
ク
ラ
ブ

で
は
、
娘
の
噂
話
ば
か
り
し
て
い
た
。
実
際
に
娘
と
知
り
合
い
に
な
る
の
は
、
佐
野
の
二
本
松
に
あ
っ
た
演
芸
館
で
、
こ
の
演
芸
館
は
現

ご
ざ

在
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
戦
後
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
頃
ま
で
あ
り
、
観
客
席
は
椅
子
席
で
は
な
く
、
莫
産
が
敷
か
れ
て
い
る
形
の

も
の
で
あ
っ
た
。
八
○
○
人
く
ら
い
は
入
る
こ
と
が
で
き
、
戦
前
の
場
合
は
「
愛
染
か
つ
ら
」
と
か
「
軍
国
の
母
」
な
ど
の
映
画
も
上
映

気
が
合
う
と
、
「
ち
ょ
っ
と
、
今
夜
、
オ
マ
ッ
チ
、
行
く
か
ら
な
ぁ
－
」
な
ど
と
言
っ
て
お
き
、
実
際
に
夜
に
な
る
と
、
ヨ
ピ
ャ
ー
に

出
か
け
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
北
の
方
か
ら
来
て
い
る
娘
た
ち
に
声
を
掛
け
る
の
で
あ
る
が
、
娘
た
ち
も
佐
野
や
平
松
の
若
い

衆
へ
目
が
向
い
て
い
た
ら
し
く
、
比
較
的
容
易
に
話
が
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

甲
州
か
ら
北
の
方
向
へ
向
か
っ
た
若
い
衆
の
動
き
は
、
北
へ
向
か
っ
て
の
ヨ
ビ
ャ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
北
方
の
甲
州
（
山
梨
県
）

い
り
さ
わ

来
た
人
々
か
ら
来
た
製
糸
女
工
と
の
遊
び
と
し
て
も
現
れ
て
い
た
。
佐
野
に
は
製
糸
工
場
と
し
て
入
沢
製
糸
が
あ
っ
た
。
入
沢
製
糸

し
て
い
た
。

ら
で
あ
っ
た
。

》
）
の
演
芸
館
に
は
、
夏
に
な
る
と
葛
山
や
御
宿
な
ど
Ⅲ
富
岡
村
の
方
か
ら
も
、
娘
た
ち
が
連
れ
立
っ
て
見
に
や
っ
て
来
た
。
そ
の
と
き
、

こ
の
演
芸
館
が
莫
産
が
敷
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
が
、
若
い
衆
に
と
っ
て
非
常
に
都
合
が
良
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
莫
蓮
が
敷
か

れ
て
そ
こ
に
て
ん
で
に
座
っ
て
い
る
た
め
に
、
移
動
が
自
由
で
娘
た
ち
の
集
団
の
中
へ
動
い
て
行
っ
て
は
声
を
掛
け
る
こ
と
が
で
き
た
か

か
ず
ら
や
ま

北
側
の
御
宿
や
葛
山
方
面
へ
向
い
て
い
た
よ
う
で
、
同
じ
佐
野
の
中
や
佐
野
よ
り
南
へ
行
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

え
ば
、
戦
前
一
九
三
○
年
代
か
ら
一
九
四
○
年
代
に
か
け
て
若
い
衆
だ
っ
た
あ
る
男
性
は
、
そ
の
頃
の
ヨ
ピ
ャ
ー
を
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用利
す
る
と
い

地士
ま
た
、

と稚
い
頃
相
澤

ま
た
、

第1節

寄
宿
舎
か
ら
門
の
外

蕊
フ
に
な
っ
た
と
い
ゞ
フ
。

は
一
九
三
五
（
昭
和
一
○
）
年
頃
に
閉
鎖
さ
れ
た
が
、
裾
野
市
域
の
農
家
の
娘
や
若
い
嫁
は
、
秋
の
稲
刈
り
が
終
わ
っ
た
あ
と
農
閑
期
に
入

ぐ
ん
な
い

沢
製
糸
に
糸
引
き
に
行
く
ゞ
｝
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
入
沢
製
糸
に
は
寄
宿
舎
が
あ
っ
た
た
め
に
、
甲
州
の
郡
内
（
山
梨
県
東
部
、

つ
ゃ
包

南
・
北
都
留
郡
）
や
長
野
の
八
ヶ
岳
の
ふ
も
と
の
あ
た
り
か
ら
、
特
に
郡
内
か
ら
は
多
く
の
娘
が
糸
引
き
に
来
て
い
た
。
佐
野
の
あ
た
り

で
は
、
主
に
こ
の
甲
州
の
郡
内
か
ら
来
た
娘
と
遊
ぼ
う
と
す
る
若
い
衆
が
あ
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
郡
内
か
ら
来
た
娘
は
寄
宿
舎
に
お

り
、
》
｝
の
寄
宿
舎
が
高
い
塀
に
囲
ま
れ
て
い
た
た
め
に
、
若
い
衆
は
塀
を
越
え
て
侵
入
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
娘
が
買
物
な
ど
の
た
め
に

寄
宿
舎
か
ら
門
の
外
へ
出
て
来
る
と
こ
ろ
を
待
ち
、
声
を
掛
け
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
顔
な
じ
み
に
な
る
と
外
で
待
ち
合
わ
せ
も
す
る
よ

製
糸
女
工
の
よ
う
な
川
稼
ぎ
の
ほ
か
に
、
甲
州
か
ら
行
商
に
来
る
人
も
い
た
。
た
と
え
ば
、
須
山
で
は
甲
州
か
ら
来
た
行
商
人
と
し
て

ヤ
ッ
サ
ン
と
い
う
年
配
の
女
性
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
ヤ
ッ
サ
ン
は
、
セ
ン
キ
リ
ポ
シ
（
ダ
イ
コ
ン
の
切
り
干
し
）
を
持
ち
須
山
に
や
っ
て

来
て
は
、
「
セ
ン
キ
リ
ポ
シ
と
ネ
ジ
ク
ル
ゞ
ヘ
ェ
」
な
ど
と
言
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
ネ
ジ
ク
ル
、
ヘ
ェ
」
と
い
う
の
は
、
交
換

セ
ン
キ
‐
Ⅱ
ノ
帥

昔
、
須
山
に
キ
ヨ
さ
ん
と
い
う
山
中
湖
の
方
か
ら
嫁
に
来
た
人
が
い
た
。
》
｝
の
キ
ヨ
さ
ん
の
夫
は
ホ
リ
ヘ
ェ
さ
ん
と
い
い
、
若

い
頃
相
撲
が
好
き
で
強
く
、
フ
ジ
ミ
イ
シ
と
い
う
名
前
の
マ
ワ
シ
を
持
ち
、
あ
ち
こ
ち
へ
相
撲
を
と
り
に
歩
い
た
人
で
あ
っ
た
。
〉
｝
の
ホ

リ
ヘ
エ
さ
ん
が
山
中
湖
の
方
ま
で
相
撲
に
行
っ
た
と
き
に
、
ホ
リ
ヘ
エ
さ
ん
が
相
撲
が
強
い
の
で
、
ゞ
｝
の
キ
ヨ
さ
ん
に
惚
れ
ら
れ
て
キ
ヨ

さ
ん
が
須
山
へ
嫁
に
来
る
》
）
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

っ
た
の
で
あ
る
。

静
岡
県
中
東
部
地
域
で
は
甲
州
か
ら
入
っ
て
来
た
人
々
が
多
く
、
甲
州
と
の
国
境
か
ら
少
し
離
れ
た
裾
野
市
域
も
そ
の
例
外
で
は
な
か

う
意
味
で
あ
つ

方
0
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第1章 俗
静
岡
県
内
で
は
、
こ
の
よ
う
な
甲
州
か
ら
来
た
人
々
の
こ
と
を
「
甲
州
ぺ
ぇ
－
」
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
が
、
裾
野
市
域
で
は
こ
の

民

か
ご
さ
か
と
う
げ

錘
よ
う
な
言
い
方
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
駿
東
郡
小
山
町
か
ら
篭
坂
峠
を
越
え
る
と
山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村
に
入

織
る
た
め
、
こ
う
し
た
街
道
を
利
用
し
て
、
甲
州
、
特
に
郡
内
と
の
交
流
が
活
発
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
甲
州
と
の
交
流
と
い
う
意
味

生
で
は
、
静
岡
県
下
の
他
地
域
と
同
様
の
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

市
域
で
は
、
》
｝
の
よ
う
な
溶
岩
の
こ
と
を
ダ
タ
ラ
と
呼
ん
で
い
る
。
市
域
の
生
活
環
境
は
、
一
）
の
ダ
タ
ラ
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受

け
て
き
た
。
特
に
水
の
利
用
は
、
ダ
タ
ラ
の
た
め
に
大
き
な
苦
労
を
背
負
い
こ
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
市
域
で
生
活
し
て
き
た
人
で
あ
れ
ば
誰
も
が
気
づ
い
て
き
た
こ
の
ダ
タ
ラ
の
存
在
は
、
周
辺
の
静
岡
県
東
部
、
あ
る
い
は
伊

豆
地
方
ま
で
視
野
に
入
れ
た
と
き
、
必
ず
し
も
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
普
遍
的
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
周
辺
の
地
域
、
た
と
え
ば
愛

ね
が
た

鷹
山
南
麓
、
根
方
街
道
沿
い
の
地
域
や
中
伊
豆
の
平
野
部
で
は
、
ゞ
｝
う
し
た
溶
岩
は
存
在
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
ダ
タ
ラ
は
市
域
の

環
境
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
須
山
は
、
水
田
の
た
め
の
用
水
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
市
域
の
巾
で
も
特
に
水
に
不

こ
れ
ま
で
、
大
き
な
地
域
的
広
が
り
の
中
で
裾
野
市
の
批
活
環
境
を
見
て
き
た
の
で
、
次
に
裾
野
市
域
の
環
境
に
即
し
て
民

ダ
タ
ラ

俗
を
見
て
み
よ
う
。
市
域
を
歩
い
て
み
る
と
誰
で
も
が
す
ぐ
に
気
づ
く
の
は
、
明
ら
か
に
溶
岩
の
固
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
岩

盤
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
地
表
に
露
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
土
地
の
高
低
に
落
差
の
あ
る
箇
所
で
は
、
ゴ
ッ
ゴ
ッ
し
た
溶
岩
の
岩

石
が
露
出
し
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

口
土
地
の
環
境

r一戸

00



第1節開発と土地利用

自
由
を
し
て
き
た
ム
ラ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
地
中
の
ダ
タ
ラ
の
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
所
で
井
戸
を
掘
る
一
）
と
が
で
き
ず
、
周
囲
の

山
麓
か
ら
沢
の
水
を
引
き
、
生
活
用
水
と
し
て
の
み
、
水
を
使
用
し
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ゞ
）
の
よ
う
な
地
中
の
ダ
タ
ラ
の
こ
と
を
、

須
山
で
は
集
落
の
下
に
八
里
岩
と
い
う
巨
大
な
岩
盤
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
八
里
岩
が
三
島
ま
で
続
い
て
い
る
た
め

に
こ
の
下
に
は
豊
か
な
水
が
流
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
須
山
で
は
井
戸
を
掘
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
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第1章生活環境の民俗

橋
は
橋
と
い
う
よ
り
も
、
ダ
タ
ラ
が
川
に
大
き
く
露
出
し
て
い
た
だ
け
で

あ
り
、
そ
の
上
を
人
々
が
渡
っ
た
一
）
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
か
つ
て

の
石
舟
橋
は
、
雨
が
降
り
水
量
が
増
す
と
不
通
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。
な
お
石
舟
橋
と
い
う
の
は
、
》
）
ゞ
）
の
と
こ
ろ
の
ダ
タ
ラ
が
か
つ
て
は

蹄
舟
の
形
を
し
て
い
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
名
前
に
な
っ
た
と
い
う
。
公
文

愛
名
の
子
供
は
、
こ
こ
で
水
浴
び
を
し
て
遊
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

窪体
井
戸
の
少
タ
タ
ラ
の
た
め
に
、
井
戸
を
掘
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

出
な
い
村
々
村
々
が
市
域
で
は
非
常
に
多
か
っ
た
。
地
中
に
深
く
ボ
ー

露の
リ
ン
グ
を
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
近
年
で
こ
そ
、
ダ
タ
ラ
を
貫
い
て
井
戸

猟怡
を
掘
り
地
下
水
を
生
活
用
水
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て

鋤
い
る
が
、
井
一
Ｐ
を
掘
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
従
来
の
市
域
の

召
人
々
の
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

真
た
と
え
ば
、
御
宿
で
は
富
士
山
か
ら
の
岩
盤
が
地
下
に
通
っ
て
い
る
た

写

め
に
井
戸
を
掘
る
一
｝
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
〉
｝
の
岩
盤
の
た
め
に
、
関

東
大
震
災
の
よ
う
な
大
地
震
が
あ
っ
て
も
大
丈
夫
で
あ
っ
た
と
い
う
。
現

在
で
は
ボ
ー
リ
ン
グ
の
技
術
が
進
ん
だ
た
め
に
、
農
協
の
あ
る
と
》
）
ろ
に

岩
盤
を
貫
く
井
戸
を
掘
り
、
そ
れ
を
く
み
取
っ
て
生
活
用
水
に
使
っ
て
い
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た
き
が
し
ら
ほ
ん
ち
や

茶
畑
で
も
、
特
に
滝
頭
か
ら
本
茶
に
か
け
て
の
地
域
で
は
、
ダ
タ
ラ
が
地
表
に
露
出
し
た
り
地
面
の
す
ぐ
下
が
ダ
タ
ラ
で
あ
っ
た
り
す

る
場
合
が
多
い
。
た
と
え
ば
滝
頭
の
不
動
の
滝
は
、
そ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
場
所
で
あ
る
。
不
動
の
滝
は
、
公
文
名
か
ら
流
れ
て
く
る
泉

み
ち
う
え

川
が
滝
頭
か
ら
道
上
に
か
け
て
の
落
差
の
あ
る
場
所
で
滝
を
形
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
う
っ
そ
う
と
し
た
樹
木
の
下
は
ゴ
ッ
、
ゴ
ッ

し
た
ダ
タ
ラ
の
固
ま
り
で
あ
る
。
》
）
の
よ
う
な
ダ
タ
ラ
の
広
が
り
は
、
滝
頭
か
ら
本

ふ
い

る
0
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葛
山
で
も
、
須
山
と
同
じ
よ
う
に
地
表
か
ら
近
い
と
こ
ろ
に
砂
利
状
の
層
が
あ
る
。
段
差
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
が
地
表
に
露
出
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
川
畑
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
木
々
が
繁
っ
て
い
る
と
ゞ
）
ろ
が
多
い
。
ゞ
｝
の
砂
利

状
の
火
山
噴
出
物
は
、
現
在
の
よ
う
な
舗
装
道
路
に
な
る
以
前
に
は
ミ
チ
ッ
ク
リ
（
道
つ
く
り
）
に
使
わ
れ
る
一
｝
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
昭

和
恐
慌
の
経
済
更
正
の
た
め
の
事
業
と
し
て
、
葛
山
で
は
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
「
救
済
道
路
」
が
作
ら
れ
た
が
、
こ
の
「
救
済
道

し
も
ん
じ
よ
う

路
」
を
作
る
と
き
に
は
露
出
し
て
い
る
火
山
砂
れ
き
を
運
ん
で
敷
い
た
と
い
う
。
〉
｝
の
「
救
済
道
路
」
に
つ
い
て
は
、
葛
山
の
下
条
に
救

蕊の部分が、 「救済道路｣で溶岩を埋めて造った部分。

図表1－2救済道路

も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
水
量
は
多
く
な
く
、
結
局
は
用
水
の
水
を
使

用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

伊
豆
島
川
で
も
井
戸
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
技
術

の
発
達
し
た
近
年
で
は
、
熊
野
神
社
の
南
側
を
ボ
ー
リ
ン
グ
し
た
と
こ

ろ
地
中
深
く
地
下
水
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
ゞ
）
の
地
下
水
は
、

現
在
で
は
三
島
市
が
芙
蓉
台
な
ど
の
団
地
の
生
活
用
水
と
し
て
使
用
し

て
お
り
、
豊
富
な
地
下
水
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
る
。

砂
利
状
の
火
裾
野
市
域
で
は
、
大
き
な
溶
岩
の
固
ま
り
の
ダ
タ
ラ

山
噴
出
物
の
ほ
か
に
、
砂
利
の
よ
う
な
細
か
な
火
山
噴
出
物
が

屑
に
な
っ
て
い
る
場
所
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
須
山
で
は
地
表
か
ら
二

脳
く
ら
い
掘
る
と
こ
の
火
山
砂
れ
き
が
出
て
く
る
こ
と
が
多
く
、
）
）
れ

は
ダ
タ
ラ
と
は
異
な
り
、
水
は
上
か
ら
下
へ
と
浸
透
し
て
い
く
と
い
う
。
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明
治
、
大
正
年
間
に
は
、
〉
｝
の
神
代
杉
を
掘
り
出
し
て
売
却
す
る
と
非
常
に
尚
く
売
れ
た
た
め
に
、
投
機
的
な
事
業
と
し
て
ジ
ン
ダ
イ

ボ
リ
（
掘
り
）
を
す
る
よ
う
な
人
々
も
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
須
山
で
は
、
あ
る
ホ
ラ
（
洞
）
で
神
代
杉
が
よ
く
小
る
と
こ
ろ
が

あ
り
、
集
団
で
掘
り
出
す
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
須
山
の
あ
る
家
で
は
、
神
代
杉
を
掘
り
あ
て
た
あ
と
家
の
中
に
マ
グ
ロ
を
吊
り
下
げ

て
通
行
人
を
も
家
に
招
き
、
大
宴
会
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
話
が
語
り
草
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ジ
ン
ダ
イ
ボ
リ
は
専
門
の
職

業
に
近
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
人
も
い
た
と
い
う
。

う
え
は
ら

深
良
で
も
湿
地
帯
か
ら
神
代
杉
が
川
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
上
限
で
は
、
黄
色
い
腐
っ
た
よ
う
な
水
が
川
る
湿
川
か
ら
神
代
杉
が
出
る

一
）
と
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
許
通
の
水
川
が
一
反
当
た
り
七
、
八
俵
収
稚
で
き
る
の
に
対
し
て
、
神
代
杉
が
出
る
水
田
は
、
一

反
当
た
り
五
、
六
俵
収
穫
で
き
れ
ば
よ
い
ほ
ど
の
悪
い
水
川
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
水
川
は
お
お
む
ね
赤
土
で
、
ほ
か
の
場
所
の
土
と

済
道
路
建
設
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
葛
山
で
は
戦
前
か
ら
戦
時
中
に
か
け
て
、
青
年
の
奉
仕
事
業
と
し
て
「
早
起
き
会
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
「
早
起
き

会
」
は
、
葛
山
地
内
で
地
表
に
露
出
し
て
い
る
火
山
砂
れ
き
を
運
び
馬
力
で
痛
ん
だ
道
路
を
平
ら
に
し
て
い
た
と
い
う
。
現
在
の
よ
う
な

舗
装
道
路
と
は
異
な
り
、
当
時
は
土
の
道
で
あ
っ
た
た
め
、
馬
力
の
車
の
通
る
と
こ
ろ
が
徐
々
に
低
く
な
り
そ
こ
に
水
が
た
ま
り
や
す
か

っ
た
の
で
、
青
年
が
そ
れ
を
修
理
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ダ
タ
ラ
の
よ
う
な
溶
岩
が
あ
る
と
こ
ろ
は
固
い
地
表
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
湿
地
帯
で
は
地
中
か
ら
ジ
ン
ダ
イ
ス

ジ
ン
ダ
イ
ボ
リ

ギ
（
神
代
杉
）
と
呼
ば
れ
る
杉
が
搬
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
神
代
杉
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、
富
士
山
や
愛
鷹
山

の
噴
火
と
そ
の
溶
岩
流
が
川
の
水
を
せ
き
と
め
て
池
を
作
り
杉
の
大
木
が
水
没
し
た
た
め
に
、
神
代
杉
と
し
て
地
中
に
残
っ
た
と
考
え
て

い
る
人
も
い
る
よ
う
で
あ
る
。

明
治
、
大
正
年
間
に
は
、
｜

ボ
リ
（
眠
り
）
を
す
る
よ
う
な
‐

戸T
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俗
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
か
た
く
固
ま
っ
た
赤
土
で
は
な
か
っ
た
。

唖
す
が
ま

境
須
釜
で
も
、
東
電
の
発
電
所
の
近
辺
は
湿
田
が
多
く
神
代
杉
が
出
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
特
に
湿
地
が
ひ
ど
い
と
こ
ろ
で
は
、
湿
田
の
中

癖
に
入
る
と
き
に
足
が
潜
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
水
田
に
木
の
枝
を
入
れ
て
か
ら
田
植
え
を
し
た
と
い
う
。
木
の
枝
は
地
中
で
腐
り

生
や
が
て
肥
料
に
も
な
っ
た
。
ま
た
こ
こ
の
湿
田
で
は
、
湿
田
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
箱
根
山
の
動
物
を
捕
獲
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ

章ｌ
れ
は
、
箱
根
山
に
い
る
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
を
こ
ゞ
）
の
水
田
ま
で
追
い
込
ん
で
き
て
中
へ
入
れ
、
動
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
捕
ま

第

れ
は
、
箱
根
仙

み
な
ん
ぼ
り

深
良
の
南
堀
で
は
、
南
卯
の
ム
ラ
の
成
立
と
関
連
さ
せ
て
神
代
杉
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
人
も
い
る
。
南
堀
は
箱
根
山
の
山
麓
の
洞

に
集
落
を
形
成
し
て
い
る
ム
ラ
で
あ
る
が
、
あ
る
人
に
よ
れ
ば
、
こ
の
洞
は
大
昔
は
も
っ
と
大
き
な
洞
で
あ
っ
た
が
、
山
津
波
が
起
こ
り

こ
の
洞
が
イ
ヵ
ッ
テ
（
埋
か
っ
て
）
現
在
の
よ
う
な
小
さ
な
洞
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
の
山
津
波
で
木
々
が
埋
め
ら
れ
、
そ
の
木
が

神
代
杉
と
し
て
出
る
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

須
山
と
同
じ
よ
う
に
、
深
良
で
も
ジ
ン
ダ
イ
ポ
リ
は
投
機
的
な
事
業
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
農
閑
期
の
冬
に
な
る
と
多
く
の
人
々
が
神
代

杉
を
掘
り
出
し
た
と
い
う
。
原
木
は
売
却
さ
れ
る
と
、
加
工
さ
れ
下
駄
や
板
台
な
ど
に
な
り
、
高
価
で
取
り
引
き
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

え
た
と
い
垂
フ
。

が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

る
○

湿
田

せ
ん
ね
ん
じ

た
と
え
ば
葛
山
の
仙
年
寺
の
正
面
の
水
田
は
、
現
在
で
は
乾
田
に
な
っ
て
い
る
が
、
一
九
六
○
年
代
ま
で
は
腰
ま
で
潜
っ
て
し
ま
う
ほ

東
西
を
箱
根
山
と
愛
鷹
山
、
富
士
山
に
区
切
ら
れ
て
い
る
裾
野
市
域
は
、
全
体
的
に
は
山
が
ち
で
畑
作
地
域
が
多
く
、
水
不

足
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
地
域
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
地
域
で
も
、
神
代
杉
の
埋
ま
っ
て
い
た
場
所
の
よ
う
に
湿
田
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津、Ｉ ど
の
湿
田
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
の
水
川
に
入
る
た
め
に
は
桑
の
木
を
中
に
沈
め
て
、
足
を
そ
の
上
に
乗
せ
な
が
ら
農
作
業
を

し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
ゞ
｝
の
湿
田
は
、
地
震
の
と
き
に
は
水
川
が
揺
れ
た
り
、
稲
刈
り
の
あ
と
稲
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

茶
畑
で
も
、
現
在
は
秘

現
在
は
鈴
原
と
い
わ
れ
宅
地
化
が
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
、

ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
、

写真1-5鈴原の水門と宅地（茶畑）

以
前
は
家
は
な
く
湿
川
の
多
い
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
ゞ
）
で
は

馬
も
牛
も
水
川
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
年
中
水
が
た
ま
り
黒
い
デ
ロ
（
泥
）
の

状
態
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
水
川
の
中
に
止
ま
り
木
を
置
き
、
そ
の
上
に
足

を
置
き
Ⅲ
植
え
を
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
止
ま
り
木
か
ら
足
を
踏
み
外
す
と
、
胸

ま
で
潜
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
）
）
の
湿
田
で
は
、
丁
寧
に
稲
を
作
っ

て
よ
う
や
く
一
反
に
つ
き
七
俵
収
穫
で
き
る
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な

湿
川
を
、
人
に
よ
っ
て
は
ハ
デ
ャ
ー
と
呼
ぶ
人
も
い
る
。

上
ケ
川
で
も
か
つ
て
は
ハ
デ
ャ
ー
が
あ
っ
た
。
現
在
で
は
理
め
立
て
ら
れ
て
い
る

そ
う
と
め
が
い
け

が
、
上
ヶ
川
に
は
早
乙
女
ヶ
池
と
呼
ば
れ
る
池
が
あ
り
、
こ
の
周
囲
の
水
川
が
ハ
デ

ャ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
こ
も
、
川
植
え
を
す
る
と
き
な
ど
は
竹
を
水
田
の
中
に
渡
し
て

そ
の
上
を
歩
き
、
耕
作
を
す
る
に
も
川
下
駄
を
腹
い
て
い
た
。
足
を
踏
み
外
し
た
り

す
る
と
胸
ま
で
潜
り
、
手
を
つ
か
ん
で
引
っ
張
り
上
げ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。

せ
ぎ

〉
盲
）
は
カ
ロ
ゥ
ト
堰
か
ら
用
水
を
引
い
て
い
る
が
、
湧
き
水
が
湧
い
て
い
る
と
こ

63



俗
ろ
も
あ
り
、
そ
の
た
め
に
ハ
デ
ャ
ー
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
下
に
大
き
な
岩
盤
が
あ
る
た
め
に
排
水
が
不
充
分

民嘩
に
な
り
、
水
が
た
ま
る
の
で
あ
る
と
い
う
人
も
い
る
。
な
お
、
早
乙
女
ヶ
池
に
つ
い
て
は
、
昔
、
こ
こ
で
旧
植
え
を
し
て
い
た
娘
が
潜
っ

識
て
し
ま
い
、
三
嶋
大
社
の
小
浜
池
に
出
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

、
７生

溶
岩
を
地
中
に
存
在
さ
せ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
市
域
で
は
地
表
か
ら
す
ぐ
に
溶
岩
に
到
達
し
て
い
る
場
所
は
必
ず
し
も

章
縄
文
土
器

多
く
は
な
い
。
普
通
は
表
土
と
し
て
黒
土
が
あ
り
、
そ
の
下
に
ア
カ
マ
サ
と
呼
ば
れ
て
い
る
赤
い
色
の
硬
い
上
が
あ
り
、

ｌ第

そ
の
下
に
溶
岩
が
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
の
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
須
山
で
は
、
表
而
は
黒
い
土
で
あ
る
が
す
ぐ
下
に
は
赤
土
が
あ
り
、
赤
土
の
多
く
は
硬
い
場
所
が
多
い
の
で
そ
の
よ
う
な
と

な
か
ま
る

こ
ろ
を
ア
ヵ
マ
サ
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
下
に
岩
盤
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
茶
畑
で
も
、
畑
の
多
い
滝
頭
、
本
茶
、
中
丸
で

は
、
須
山
と
同
じ
よ
う
に
表
土
は
黒
土
で
、
そ
の
下
に
硬
い
ア
カ
マ
サ
が
あ
る
と
い
う
。

た
ば
つ
さ
わ

）
）
の
よ
う
な
ア
ヵ
マ
サ
に
つ
い
て
、
葛
山
の
川
場
沢
で
は
、
繩
文
土
器
が
ア
カ
マ
サ
の
下
の
地
層
か
ら
出
土
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う

話
も
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
サ
ッ
マ
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
を
貯
蔵
す
る
た
め
に
地
面
を
掘
り
返
す
と
、
ア
カ
マ
サ
の
下
か
ら
縄
文
土
器
や
石
器

が
出
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
愛
鷹
山
の
斜
面
を
カ
イ
コ
ン
（
開
墾
）
し
て
畑
を
作
る
と
き
に
も
、
土
器
や
石
器
が
出
る
こ
と
が

ア
ヵ
マ
サ
な
ど
赤
土
の
存
在
は
、
裾
野
市
域
の
土
壌
に
お
い
て
も
っ
と
も
特
徴
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
葛
山
で
は
、
赤
土
は

赤
土

愛
鷹
山
の
火
山
灰
土
で
あ
り
、
主
と
し
て
表
土
に
な
っ
て
い
る
黒
土
は
富
士
山
の
火
山
灰
土
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

特
に
葛
山
な
ど
愛
臓
山
麓
東
側
の
村
々
で
は
、
赤
土
が
サ
ッ
マ
と
の
関
連
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
サ
ッ
マ
の
栽
培
に
赤
土
が
最
適
で

あ
っ
た
と
い
う
話
を
随
所
で
聞
く
》
｝
と
が
で
き
る
。

あ
っ
た
と
い
、
フ
。
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せ
ん
ぶ
く

葛
山
で
は
、
赤
土
の
場
所
は
サ
ッ
マ
の
味
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
特
に
ミ
ナ
ミ
ャ
マ
（
南
山
、
現
在
の
千
福
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
）
が

赤
土
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
作
っ
た
サ
ッ
マ
は
美
味
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
ミ
ナ
ミ
ャ
マ
で
作
ら
れ
た
サ
ッ
マ

は
「
三
島
甘
藷
」
と
し
て
出
荷
さ
れ
、
黒
土
の
場
所
で
作
ら
れ
た
サ
ッ
マ
は
澱
粉
用
に
さ
れ
て
い
た
。

赤
土
の
場
所
で
の
サ
ッ
マ
の
栽
培
方
法
は
、
梅
雨
前
の
五
月
の
天
候
の
良
い
と
き
に
収
穫
前
の
コ
ム
ギ
の
間
に
サ
ッ
マ
の
苗
を
挿
し
て

い
た
。
こ
の
時
期
は
日
照
が
強
く
な
っ
て
く
る
と
き
で
あ
る
た
め
に
、
コ
ム
ギ
の
間
に
挿
し
Ⅱ
陰
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ッ
マ
の
苗

が
枯
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
た
い
て
い
、
表
土
の
下
に
堆
肥
と
枯
草
を
敷
き
肥
料
に
し
て
い
た
。
サ
ッ
マ
は
秋
ま
で
に
は
成
長
す
る

の
で
、
サ
ッ
マ
を
収
穫
し
た
あ
と
は
秋
か
ら
コ
ム
ギ
を
蒔
く
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

葛
山
の
よ
う
に
愛
朧
山
東
麓
の
村
々
で
は
、
赤
土
と
い
え
ば
サ
ッ
マ
の
栽
培
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
鞘
根
山
西
麓
の

深
良
な
ど
で
は
、
赤
土
に
対
し
て
異
な
る
認
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
深
良
で
は
硬
い
ア
カ
マ
サ
は
少
な
く
、
む
し
ろ
同
じ
赤
土
で
も

粘
土
質
の
場
所
が
多
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
》
｝
の
よ
う
な
粘
土
質
の
土
壌
は
、
現
在
の
よ
う
な
機
械
植
え
で
は
な
く
手
植
え
の
川
植
え

の
と
き
、
苗
を
土
に
植
え
て
も
そ
の
あ
と
で
土
が
苗
に
か
ぶ
ら
ず
に
苗
が
浮
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
一
）
と
を
、
「
泥

が
イ
ッ
ィ
テ
植
え
に
く
く
な
る
」
な
ど
と
い
っ
て
い
る
。
深
良
で
は
北
方
の
御
殿
場
市
域
か
ら
嫁
に
来
た
人
が
多
い
が
、
御
殿
場
市
域
で

は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
に
と
ま
ど
っ
た
女
性
も
あ
っ
た
と
い
う
。

サ
ト
と
ヤ
マ

裾
野
市
域
は
、
東
西
を
箱
根
山
と
愛
鷹
山
、
富
士
山
に
画
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
集
落
や
田
畑
の
広
が
っ
て
い
る
平
地

と
共
有
地
や
山
林
が
続
い
て
い
る
山
は
、
生
活
の
中
で
区
別
さ
れ
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
普
通
市
域
で
は
、
平
地
は
サ

日
集
落
の
環
境
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ト
（
里
）
、
山
は
ヤ
マ
（
山
）
と
呼
ば
れ
、
サ
ト
と
ヤ
マ
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
土
地
環
境
が
展
開
し
て
い
る
。

み
ず
く
ぼ

た
と
え
ば
水
窪
で
は
、
平
地
の
畑
を
サ
ト
ハ
タ
（
里
畑
）
、
愛
鷹
山
に
持
っ
て
い
る
山
の
畑
を
ヤ
マ
ハ
タ
（
山
畑
）
と
呼
び
区
別
し
て
い
る
。

水
窪
の
平
地
は
、
水
川
が
多
い
た
め
に
サ
ト
ハ
タ
は
少
な
か
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
家
の
水
田
経
営
側
積
は
五
反
歩
か
ら
六
反
歩
程
皮
で

み
な
み
い
つ
し
き

あ
っ
た
た
め
に
、
黄
瀬
川
を
渡
り
南
一
色
（
長
泉
町
）
や
富
沢
の
山
に
ヤ
マ
ハ
タ
を
持
っ
て
い
る
家
が
多
か
っ
た
。
ヤ
マ
ハ
タ
は
、
赤
土
が

広
が
っ
て
お
り
サ
ッ
マ
の
産
地
で
あ
っ
た
。

む
き
つ
か

ま
た
麦
塚
で
は
、
平
地
の
ザ
ッ
ポ
ク
リ
ン
（
雑
木
林
）
を
サ
ト
ャ
マ
（
里
山
）
と
呼
ん
で
い
た
。
現
在
、
三
菱
ア
ル
ミ
の
あ
る
あ
た
り
に
は

雑
木
林
が
あ
り
、
麦
塚
で
は
こ
れ
を
サ
ト
ャ
マ
と
呼
び
利
用
し
て
い
た
。
サ
ト
ャ
マ
ヘ
は
、
堆
肥
に
す
る
た
め
の
落
葉
を
コ
マ
ン
ザ
ラ
ィ

（
熊
手
）
で
か
き
集
め
に
行
っ
て
い
た
た
め
に
、
遠
く
箱
根
山
を
登
ら
な
く
て
も
よ
く
便
利
で
あ
っ
た
と
い
う
。

茶
畑
で
は
東
側
が
箱
根
山
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
茶
畑
は
箱
根
山
に
一
二
一
名
共
有
と
い
う
共
有
地
を
持
ち
、
》
｝
の
場
所
を
茶
畑
山
と

も
呼
ん
で
い
る
。
茶
畑
で
は
、
こ
の
茶
畑
山
な
ど
箱
根
山
の
山
地
を
ヤ
マ
ジ
（
山
地
）
、
集
落
や
川
畑
の
あ
る
平
地
を
サ
ト
ジ
（
里
地
）
と
い

う
呼
び
方
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
サ
ト
ジ
の
サ
ッ
マ
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
は
う
ま
く
な
い
が
ヤ
マ
ジ
の
サ
ッ
マ
は
う
ま
く
、
ま
た
、
ヤ
マ

ジ
の
サ
ッ
マ
は
硬
い
が
キ
リ
ポ
シ
（
芋
切
り
干
し
）
に
す
る
に
は
サ
ト
ジ
の
柔
か
い
サ
ッ
マ
の
方
が
良
い
と
い
わ
れ
た
り
す
る
。

茶
畑
の
場
合
、
現
在
で
は
中
丸
や
本
茶
で
宅
地
化
の
進
展
が
著
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
水
田
は
主
に
滝
頭
に
見
ら

サ
ト
の
水
田

れ
る
程
度
で
あ
る
が
、
用
水
の
調
節
が
し
や
す
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
畑
と
水
川
が
混
在
す
る
よ
う
な
形
で
存
在
し
て

い
る
。
特
に
、
東
小
学
校
の
北
東
側
か
ら
東
側
に
か
け
て
の
ゴ
シ
ョ
カ
イ
ド
ウ
と
い
わ
れ
て
い
る
場
所
の
水
田
は
、
深
良
用
水
に
よ
っ
て

灌
概
さ
れ
て
い
る
水
田
の
様
相
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
ゞ
｝
）
）
は
用
水
の
調
節
が
し
や
す
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
一
｝
そ
冬
は
何

も
栽
培
さ
れ
て
い
な
い
が
、
以
前
は
二
毛
作
の
場
所
で
、
冬
に
は
麦
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
。
ゞ
旨
）
の
土
は
黒
土
で
、
そ
の
下
は
硬
い
マ
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サ
ト
の
耕
地
と
し
て
は
、
水
旧
の
ほ
か
に
畑
が
広
が
っ
て
い
る
。
茶
畑
の
場
合
、
た
と
え
ば
本
茶
の
モ
ョ
リ
で
は
、
農

サ
ト
の
畑
作

免
道
路
を
境
に
し
て
、
お
お
む
ね
西
側
に
畑
が
、
東
側
に
水
田
が
多
く
分
布
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
茶
で
は
西
か
ら

東
へ
行
く
に
つ
れ
て
、
畑
よ
り
も
水
川
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
畑
と
水
川
の
分
布
は
、
土
質
と
も
関
係
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
、
畑
が
あ
る
と
こ
ろ
は
水
が
し
み
込
み
や
す
く
、
水
田
の
あ
る
東
の
方
へ
行
く
ほ
ど
に
水
が
し
み
込
み
に
く
く
な
る
と
い
う
。

ま
た
、
地
震
が
お
き
た
と
き
で
も
畑
の
あ
る
と
こ
ろ
の
方
が
揺
れ
が
少
な
く
、
水
田
の
あ
る
と
こ
ろ
の
方
が
揺
れ
が
多
い
と
い
う
。
そ
の

た
め
に
、
名
主
で
あ
っ
た
柏
木
家
の
旧
屋
敷
が
本
茶
の
中
で
も
も
っ
と
も
東
側
の
大
場
川
に
面
し
た
水
川
の
中
に
位
缶
し
て
い
る
の
で
、

本
茶
で
は
、
柏
木
屋
敷
に
近
づ
く
ほ
ど
に
地
震
の
揺
れ
が
激
し
い
と
認
識
し
て
い
る
人
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

俵
収
穫
す
る
こ
と
も
で
き
た
と
い
う
。

ま
た
、
ゴ
シ
ョ
カ
ィ
ド
ゥ
の
あ
た
り
で
は
冬
に
は
麦
の
栽
培
を
し
た
た
め
に
、
稲
刈
り
が
終
わ
れ
ば
水
川
に
水
を
入
れ
な
い
よ
う
に
す

お
く
て

る
が
、
》
〕
の
乾
い
た
水
田
で
、
稲
刈
り
の
あ
と
稲
の
ヒ
ラ
ポ
シ
（
平
干
し
）
が
行
わ
れ
て
い
た
。
戦
前
は
晩
稲
が
多
く
、
晩
稲
を
刈
る
の
が

一
○
月
一
五
日
の
浅
間
神
社
の
祭
り
の
あ
と
で
、
〉
｝
の
頃
に
は
水
田
に
水
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
刈
っ
た
稲
を
そ
の
ま
ま
田
に
置
い
て

乾
か
す
ヒ
ラ
ポ
シ
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
〉
）
で
は
、
稲
の
掛
け
干
し
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
で
あ
っ
た
。
ゴ
シ
ョ

ヵ
ィ
ド
ウ
の
水
田
の
収
穫
は
、
普
通
は
一
反
七
、
八
俵
く
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
丁
寧
に
作
れ
ば
セ
ド
リ
（
畝
取
り
）
と
い
っ
て
、
一
反
一
○

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

す
き

サ
士
で
、
そ
の
た
め
に
水
が
し
み
込
み
や
す
く
、
旧
植
え
な
ど
水
を
水
田
に
張
っ
て
お
く
と
き
に
は
、
早
め
に
水
を
入
れ
鋤
で
掻
き
デ
ロ

の
状
態
を
作
り
水
も
ち
を
よ
く
す
る
な
ど
、
工
夫
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
乾
田
と
し
て
二
毛
作
が
容
易
で
水
保
ち
の
よ
く
な

い
水
田
は
、
も
と
も
と
畑
作
に
適
し
て
い
た
と
も
推
測
さ
れ
、
深
良
用
水
の
通
水
に
よ
り
畑
か
ら
水
川
へ
の
転
換
が
可
能
に
な
っ
た
場
所
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と
、
富
沢
は
愛
鷹
山
を
背
後
に
控
え
、
黄
瀬
川
を
正
面
に
見
る
よ
う
な
場
所
に
位
置
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
愛
鷹
山
と
黄
瀬
川
の
間
に
あ
る
富
沢
の
位
置
関
係
は
、
土
地
の
高
低
の
中
で
見
た
と
き
に
顕
著
に
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
も
っ
と
も
低
い
位
榿
に
あ
る
の
が
黄
瀬
川
で
、
土
地
を
削
る
よ
う
に
流
れ
て
い
る
た
め
に
、
河
床
は
低
く
岩
盤
が
露
出
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
、
黄
瀬
川
か
ら
富
沢
の
集
落
を
遠
望
し
た
と
き
に
は
、
集
落
が
台
地
上
に
あ
る
か
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
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弾

畔
一
型

薊
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甥

2
写真1-6本茶のklll地と水田（茶畑）

畑地

柏木屋敷跡と水田（茶畑・堤勝雄氏撮影）

１
２

愛
鷹
山
東
こ
れ
ま
で
、
箱

麓
の
集
落
根
山
西
麓
に
位

置
し
て
い
る
茶
畑
を
見
て
き
た

の
で
、
次
に
、
愛
鷹
山
東
麓
の

集
琳
の
様
相
に
つ
い
て
、
富
沢

を
例
と
し
て
見
て
み
よ
う
。
富

沢
の
人
々
は
、
愛
臓
山
東
麓
を

北
か
ら
南
へ
と
流
れ
て
い
る
黄

瀬
川
と
愛
鷹
山
と
の
間
に
、
山

肌
に
沿
っ
て
細
長
く
集
落
を
形

成
し
生
活
を
営
ん
で
き
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
富
沢
の
集
落
か

ら
周
囲
の
生
活
環
境
を
見
渡
す
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あ
な
せ
ぎ

集
落
の
中
に
は
、
黄
瀬
川
上
流
の
穴
堰
か
ら
取
水
し
た
深
艮
用
水
が
、
黄
瀬
川
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
北
か
ら
南
へ
と
流
れ
て
い
る
。
こ
の
用

水
が
、
富
沢
の
集
落
と
黄
瀬
川
の
間
の
水
田
を
灌
概
し
、
家
々
の
生
活
用
水
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
お
は
た
も
も
ぞ
の
じ
よ
う
り
ん
じ

こ
の
よ
う
な
集
落
の
立
地
条
件
は
、
愛
臘
山
東
麓
の
ム
ラ
で
は
、
大
畑
や
桃
閑
（
Ⅲ
定
輔
寺
村
）
で
も
同
じ
よ
う
な
状
況
を
見
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
。
特
に
、
深
良
用
水
に
よ
る
灌
概
が
な
く
比
較
的
畑
作
の
卓
越
し
た
ム
ラ
で
あ
る
大
畑
は
、
は
っ
き
り
と
黄
瀬
川
か
ら
一
段

高
い
台
地
上
に
位
置
し
、
愛
爬
山
と
黄
瀬
川
の
間
に
集
藩
を
形
成
し
て
い
る
。
黄
瀬
川
を
隔
て
て
対
岸
の
佐
野
か
ら
大
畑
を
見
る
と
明
確

で
あ
る
が
、
大
畑
は
全
体
が
小
高
い
丘
の
上
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
点
在
す
る
家
々
の
周
囲
に
は
畑
が
ひ
ら
か
れ
、
背
後
に

は
愛
鷹
山
が
控
え
て
い
る
榊
図
で
あ
る
。
水
田
も
少
し
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
愛
鷹
山
か
ら
の
小
河
川
に
よ
る
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
。

か
み
な
か
く
ぼ
も
と
な
か
く
ぼ

し
か
し
、
同
じ
愛
隠
山
東
麓
の
ム
ラ
が
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
立
地
条
件
の
も
と
に
侭
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
上
炎
窪
・
元
災
窪

か
み
ん
じ
よ
う

（
長
泉
町
）
や
葛
山
の
上
城
モ
ョ
リ
な
ど
は
、
愛
鷹
山
か
ら
流
れ
出
た
小
河
川
に
沿
っ
た
洲
に
集
蕗
と
水
川
を
存
在
さ
せ
て
お
り
、
富
沢
の

集
落
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
最
観
を
見
せ
て
い
る
。
富
沢
の
場
合
で
も
、
集
落
の
南
西
側
に
洞
が
あ
り
、
深
良
用
水
に
よ
ら
な
い
ジ
ス
ィ

に
よ
る
水
川
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
が
、
〉
盲
）
に
は
集
落
を
発
達
さ
せ
て
い
な
い
。
》
）
の
洞
の
土
地
の
高
さ
が
低
い
か
ら
で
あ
る
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
富
沢
の
場
合
、
山
麓
の
縁
の
台
地
上
に
深
良
用
水
を
通
し
集
落
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

環
境
を
遮
断
あ
と
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
河
川
は
、
水
川
の
灌
概
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
生
活
用
水
の
た
め
に
、
き
わ
め
て
重
要

す
る
河
川
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
が
、
富
沢
の
場
合
、
黄
瀬
川
に
橋
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
集
落
を
中
心
と
し
て
見
れ
ば
、

河
川
が
世
間
と
の
交
流
を
遮
断
す
る
機
能
を
も
果
た
し
て
い
た
。
背
後
に
愛
鵬
山
が
、
前
面
に
水
の
流
れ
が
急
で
河
床
が
低
い
黄
瀬
川
が

あ
る
た
め
に
、
人
々
が
ム
ラ
の
外
へ
出
る
と
き
に
は
、
北
側
の
桃
園
か
南
側
の
南
一
色
（
長
泉
町
）
を
ま
わ
り
、
そ
》
｝
か
ら
世
間
へ
出
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

69



第1章生活環境の民俗

写真1-7富二平橘（富沢・ニツ屋）

図表l-3富沢の環境
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第1節 開発と土地利用

水
田
の
な
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
茶
畑
や
富
沢
の
よ
う
に
、
市
域
の
ほ
と
ん
ど
の
ム
ラ
は
、
ジ
ス
ィ
や
深
良
用
水
の
灌
慨
に
よ

い
集
落
っ
て
水
川
を
作
っ
て
き
た
が
、
市
域
の
中
で
も
北
西
部
の
高
地
に
あ
る
十
里
木
、
須
山
、
下
利
Ⅲ
な
ど
は
、
水
川
経
営
の

な
か
っ
た
ム
ラ
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
市
域
で
は
格
別
な
霧
発
生
地
帯
で
あ
る
。
特
に
須
山
は
、
あ
と
で
紹
介
す
る
よ
う
に
、
生
活
用

水
に
も
不
自
由
す
る
ほ
ど
水
が
貴
重
で
、
か
つ
て
水
川
の
開
発
が
奨
励
さ
れ
た
一
）
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
水
川
の
経
儲
な
ど
ほ
と
ん
ど

行
わ
れ
て
妄
｝
な
か
っ
た
ム
ラ
で
あ
る
。
か
っ
て
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
、
ソ
、
ソ
ゞ
ハ
、
麦
、
桑
、
茶
な
ど
の
畑
作
と
山
仕
事
に
よ
っ
て
主
た
る
生

業
を
営
み
、
現
在
は
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
畑
地
の
多
く
が
シ
ゞ
ハ
ハ
タ
（
芝
畑
）
に
な
っ
て
い
る
。

須
山
よ
り
も
さ
ら
に
高
地
で
、
富
士
山
麓
に
位
置
し
海
抜
八
○
○
脚
を
超
え
る
十
里
木
に
な
る
と
、
畑
地
も
少
な
く
な
り
、
ザ
ッ
ボ
ク

（
雑
木
）
に
よ
る
炭
焼
き
や
、
富
士
山
、
愛
臘
山
に
自
生
し
て
い
た
ス
ス
ダ
ヶ
を
と
っ
て
竹
行
李
を
作
る
山
の
ム
ラ
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
、

十
里
木
は
海
抜
が
高
い
こ
と
が
か
え
っ
て
有
利
な
立
地
条
件
と
な
り
別
荘
地
と
し
て
も
開
発
が
進
ん
で
い
る
が
、
一
九
五
○
年
代
ま
で
は
、

土
地
の
高
さ
、
寒
さ
、
そ
れ
に
と
も
な
う
夏
の
霧
に
よ
っ
て
、
生
業
が
山
仕
事
に
制
限
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
に
、
富
沢
の
人
々
に
と
っ
て
、
富
沢
地
内
の
黄
瀬
川
に
橋
を
持
つ
ゞ
｝
と
が
長
年
の
念
願
で
あ
っ
た
。
そ
の
橋
が
一
九
九
二
年

ふ
た
つ
や

ふ
じ
ひ
ら
ば
し

開
通
し
、
富
沢
の
「
富
」
、
ニ
ッ
屋
の
「
二
」
、
平
松
の
「
平
」
か
ら
と
り
、
「
富
二
平
橋
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
富
沢
で
は
、

黄
瀬
川
に
橋
が
な
く
と
も
、
徒
歩
に
よ
っ
て
対
岸
の
ニ
ッ
屋
に
渡
る
一
｝
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
富
二
平
橋
」
が
架
橋
さ

れ
た
や
や
下
流
の
地
点
を
ナ
カ
ャ
カ
イ
ド
ウ
と
呼
ん
で
い
た
が
、
黄
獺
川
の
水
量
が
少
な
い
と
き
に
は
、
こ
こ
か
ら
対
岸
の
ニ
ッ
屋
へ
徒

歩
で
渡
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
》
盲
｝
に
は
水
面
に
出
る
ほ
ど
の
大
き
な
岩
盤
が
露
川
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
れ
を
つ
た
っ
て
渡
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

局1
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俗
ゞ
）
れ
ま
で
見
て
き
た
集
蒋
の
環
境
は
、
お
お
む
ね
す
で
に
近
世
の
は
じ
め
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ム
ラ
の

眼
新
田
の
開
発

状
況
で
あ
る
。
〉
）
れ
に
対
し
て
、
市
域
に
は
、
「
新
田
」
の
名
称
を
持
つ
モ
ョ
リ
や
ム
ラ
が
存
在
し
て
い
る
。
新
旧
と

境騨
い
っ
て
も
市
域
で
は
大
規
模
な
も
の
は
少
な
く
、
特
に
独
立
し
た
ム
ラ
と
し
て
で
は
な
く
、
ム
ラ
の
中
の
一
部
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も

生
の
が
多
い
。
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
茶
畑
の
新
田
と
し
て
成
立
し
て
い
た
平
松
は
、
近
世
の
半
ば
に
藩
制
村
平
松
新
川
と
し
て
独
立

垂
早
お
お
ご
や
ま

ｌ
し
て
い
た
が
、
下
和
川
の
大
胡
山
、
今
里
の
今
里
新
川
、
御
宿
の
御
宿
新
川
、
深
艮
の
深
良
新
旧
、
公
文
名
の
稲
荷
新
川
、
麦
塚
の
麦
塚

第

新
旧
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
ム
ラ
の
中
の
一
つ
の
モ
ョ
リ
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。
現
在
、
御
宿
新
川
、
深
良
新
田
、
稲
荷
は
、
独
立
し
た

区
を
形
成
し
て
い
る
が
、
ム
ラ
や
近
世
の
支
配
単
位
の
村
の
内
部
の
一
組
織
と
し
て
、
ゞ
）
れ
ら
の
新
川
は
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
新
川
を
持
っ
て
い
る
ム
ラ
で
は
、
ホ
ン
ム
ラ
（
本
村
）
と
シ
ン
デ
ン
（
新
川
）
と
い
う
相
対
的
な
呼
称
が
現
在
で
も

い
り
や
さ
か
う
え
か
み
や

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
御
宿
は
現
在
、
平
山
、
入
谷
、
坂
上
、
上
谷
、
新
川
の
五
モ
ョ
リ
が
あ
る
が
、
ゞ
）
れ
ら
の
う
ち
、
新

田
の
人
々
は
ほ
か
の
四
モ
ョ
リ
全
体
を
ホ
ン
ム
ラ
と
呼
ん
で
い
る
。
麦
塚
で
も
同
様
で
、
シ
ン
デ
ン
と
ホ
ン
ム
ラ
と
い
う
対
称
的
な
呼
び

こ
の
よ
う
な
新
川
の
開
発
は
、
一
般
的
に
ホ
ン
ム
ラ
か
ら
川
た
人
々
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
ホ
ン
ム
ラ
よ
り

も
あ
と
に
開
発
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
必
ず
し
も
立
地
条
件
に
恵
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
麦
塚
で
は
ホ
ン

ム
ラ
に
は
用
水
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
々
は
そ
》
）
に
カ
ワ
、
、
ハ
タ
を
設
け
生
活
用
水
に
利
用
し
て
き
た
が
、
シ
ン
デ
ン
の
集
落
に
は

用
水
が
な
い
た
め
に
、
生
活
用
水
の
利
用
は
ホ
ン
ム
ラ
の
方
の
用
水
ま
で
天
秤
で
水
を
く
み
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
苦
労
が
多
か
つ

方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

，
た
上
」
い
勢
フ
。
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第1節開発と土地利用

水
田
の
な
こ
れ
ら
の
新
田
の
う
ち
御
宿
新
川
、
深
良
新
旧
、
稲
荷
、
平
松
は
、
い
ず
れ
も
深
艮
用
水
の
水
を
利
用
し
た
水
川
を
持
つ

い
新
田
て
い
る
の
で
、
深
良
用
水
の
開
削
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
ま
さ
し
く
新
田
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
新
田
と
呼
び
な

し
も
む
ら
は
た
じ
り

い
り
が
た

お
り
ぐ
ち

が
ら
実
は
水
田
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
新
田
も
あ
る
。
た
と
え
ば
今
里
は
、
石
船
、
下
村
、
畑
尻
、
中
村
、
入
方
、
大
久
保
、
折
口
な
ど

の
ホ
ン
ム
ラ
の
モ
ョ
リ
と
、
今
鬼
新
川
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
ゞ
｝
の
今
里
新
川
に
は
水
川
が
存
在
せ
ず
畑
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
一
度
、
一

■
１
１
１
４
Ｆ
守
２
：
尿
噛
皐

b－ｰ

一
望

一幸. ．?＝

雪雲g鑿雲塞蕊蕊

…良ご|／
唖

写真1 －8新田の集落と水田（麦塚）

九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
の
関
東
大
震
災
の
前
に
、
ツ
ッ
ミ
（
堤
）
を
作
り
山
の
水
を
た
め
、

燧
道
を
通
し
て
水
川
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
震
災
に
よ
る
水
源
の
変
化
に
よ
っ
て

水
が
た
ま
ら
な
く
な
り
、
わ
ず
か
の
期
間
だ
け
水
川
を
作
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
後
は
再
び

水
川
経
桝
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
。
〉
）
の
今
凧
新
川
の
は
じ
ま
り
は
、
イ
リ
と
い
う

エ
ー
ナ
（
家
名
）
を
持
つ
家
か
ら
出
た
人
が
、
葛
山
と
の
境
に
今
里
新
川
を
ひ
ら
い
た
の
が

最
初
で
あ
り
、
今
里
が
小
川
原
藩
領
、
葛
山
が
沼
津
藩
領
で
あ
る
の
で
、
藩
が
異
な
る
葛

山
と
の
間
の
境
を
腋
視
す
る
た
め
に
こ
こ
に
家
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
御

き
た
ば
た

殿
場
巾
に
入
っ
て
い
る
が
、
北
畑
も
今
里
か
ら
出
た
人
々
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
戦
後
ま

で
北
川
の
人
々
の
墓
は
、
今
里
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

下
和
田
で
も
、
新
川
の
名
称
は
な
い
が
ホ
ン
ム
ラ
か
ら
出
た
人
々
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ

う
え
が
た
な
か
じ
よ
う
む
か
い

た
モ
ョ
リ
が
あ
る
。
下
利
川
に
は
、
上
方
、
中
条
、
向
、
松
葉
、
杉
山
、
巾
丸
、
大
胡
山

の
七
モ
ョ
リ
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
大
胡
山
の
人
々
は
ほ
か
の
モ
ョ
リ
を
ホ
ン
ム
ラ

と
呼
ん
で
お
り
、
し
か
も
、
大
胡
山
は
下
和
川
と
須
山
の
オ
ー
ゴ
が
一
緒
に
な
っ
て
一
三
）
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第1章生活環境の民俗

藩
領
の
境
に
、
十
里
木
が
駿
東
秤

さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

十
里

木
が

駿

シ
ュ
ク
と
交
通

X
東寺
郡
と

富
士

郡
と 写真1-9大胡lllの集落（下和田）
の

境たる よ り と 開 か場ス ン発を
に集形 う あ し発こ し市ス ム さ 開
位落でにげてすの 、 のダ ラ れ発
置は集 、 た 、 る よ こ Ell ケ と た し
し出落畑場主場 う こ野を同集た
て作を作合に合に も の採じ落と
い り 新あで深に見山人取よ でい
る小たる あ良はる仕々す う あ う
の屋にいる川 、 と事がるに る言
でか形は ･水二 、 がこ こ水と い

、 ら成山 も なつ市中 こ と IH 考伝
近発し仕 う どの域心へではえ え
世展て事一の形ので移山な ら も
に しいのつ川がム水 り を く れあ

おた つたは水あ ラ 田住利 、 る る
い も ため 、 の つ にはみ用山 。 の
ての場に今整たお存 、 し仕しで
なか合む里術とい在集た事か 、
ん も で し新に考て し落生を し ホ
ら しあろ川 よ え ホてを活主 、 ン
かれる 山や つ ら ンい開を な大ム
のな 。 ｝11 下てれム な発営生胡 ラ
行いこ に和水る う い しん業山か
政がの分川川 ・ か ・ たで と に ら
的 、 よ けの を一ら と き しは出
指今 う 入大開つ出 いたて須た
導里な り 胡発はて わ十き 山人
の新山 、 山 し ま新 れ里たや々
も 田中山 、 、 さ た て木 ・下に
とがにを ‐|＝集しに い も 炭和よ
で近作開里蕗 く 集 る 、焼田 つ
開世ら発木を新落 。御き のて
発のれすの作 III を し殿やホ開

市
域
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
れ
ま
で
農
村
、
山
村
と
し
て
存
在
し
て
き
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
が
農
村
、
山
村
で
あ
っ

た
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
ム
ラ
の
人
々
が
買
物
や
農
産
物
の
売
買
の
た
め
に
集
ま
っ
て
く
る
シ
ュ
ク
（
宿
）
も
存
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在
し
て
い
た
。
た
と
え
、
ど
ん
な
に
交
通
の
不
便
な
ム
ラ
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
自
給
自
足
の
み
で
生
活
を
営
ん
で
き
た
ム
ラ
は
ほ
と
ん

ど
な
い
と
言
っ
て
よ
く
、
買
物
や
物
産
の
売
買
の
た
め
に
、
農
家
の
人
々
が
集
ま
る
中
心
的
な
商
業
地
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
の
が
、
市
域
で
は
御
宿
と
佐
野
、
伊
豆
島
川
で
あ
っ
た
。
特
に
、
佐
野
の
中
に
は
シ
ュ
ク
と
い
わ
れ
る
場
所
が

あ
り
、
交
通
の
要
所
、
分
岐
点
と
し
て
、
周
辺
地
域
の
ム
ラ
の
人
々
が
も
っ
と
も
よ
く
集
ま
る
場
所
で
あ
っ
た
。
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市
域
が
実
質
的
に
富
士
山
を
利
用
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
裾
野
に
広
が
る
大
野
原
（
「
お
お
の
は
ら
」
と
発
音
さ
れ
る
場
合
と

富
士
山

「
お
お
の
つ
ば
ら
」
と
発
音
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
）
で
あ
っ
た
。
大
野
原
は
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
、
Ｈ
精
戦
争
後
の
軍

備
拡
張
に
と
も
な
い
、
千
葉
県
の
習
志
野
の
演
習
場
だ
け
で
は
不
充
分
に
な
っ
た
陸
軍
が
新
た
に
演
習
場
と
し
た
も
の
で
、
一
九
四
五

（
昭
和
二
○
）
年
の
敗
戦
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
た
。
戦
後
は
、
最
初
ア
メ
リ
カ
軍
に
、
そ
の
後
は
自
衛
隊
に
よ
っ
て
現
在
で
も
演
習
場
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
大
野
原
の
こ
と
を
市
域
の
人
々
は
、
演
習
場
と
か
大
野
原
の
演
習
場
と
い
う
場
合
も
あ
る
。

大
野
原
が
箱
根
山
や
愛
鷹
山
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
た
の
は
、
ゞ
｝
こ
が
多
く
の
ム
ラ
に
よ
っ
て
共
有
地
と
し
て
利
用
さ
れ
な
が
ら
も
、

も
っ
ぱ
ら
草
刈
り
場
や
開
墾
し
た
畑
と
し
て
の
み
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ザ
ッ
ポ
ク
（
雑
木
）
が
ほ
と
ん
ど
生
え
て
い
な
い
と

い
う
ゞ
）
と
も
あ
り
、
大
野
原
で
は
、
堆
肥
を
作
る
た
め
の
落
葉
を
拾
い
集
め
た
り
炭
焼
き
を
行
う
と
い
う
一
）
と
も
な
く
、
あ
る
い
は
、
屋

意
義
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
（

を
得
る
た
め
に
山
を
利
用
し
て
き
た
。

在
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

市
域
が
箱
根
山
、
愛
膳
山
、
富
士
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
世
間
に
向
け
て
の
交
流
の
遮
断
で
も
あ
っ
た
が
、
山

山
の
共
有
地

の
利
用
と
い
う
点
か
ら
考
え
た
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
広
大
な
面
積
を
持
つ
山
岳
は
市
域
の
人
々
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有

義
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
ム
ラ
が
こ
れ
ら
の
山
に
共
有
地
を
持
ち
、
農
作
業
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
農
閑
期
に
は
現
金
収
入

得
る
た
め
に
山
を
利
用
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
言
え
ば
、
市
域
の
人
々
に
と
っ
て
山
は
生
活
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
の
存

第
二
節
山
と
生

Ｈ
共
有
地
と
し
て
の
山 活
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根
葺
き
に
使
う
た
め
の
茅
も
大
野
原
に
は
自
生
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
野
原
は
フ
ジ
シ
バ
と
い
わ
れ
る
在
来
品
種
の
芝
の
自
生

地
で
あ
っ
た
。
戦
後
市
域
で
栽
培
が
広
が
っ
た
芝
は
、
も
と
も
と
は
こ
の
大
野
原
の
芝
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
箱
根
山
や
愛
鷹

山
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

＃
印

､ ！

1

ｐ

り

ず

＄

■

．

Ｐ

ｎ

０

ｐ

－

ｌ

０

齢

詑由

当…

菌

r

２
写真1-10納根ll lと愛隠lll

l 桃|刺台から兄た頼根11 1

2公文名から見た愛鷹l l I

市
域
の
人
々
が
大
き
く

箱
根
山

か
か
わ
っ
て
き
た
の
は
、

箱
根
山
の
う
ち
そ
の
外
輪
山
の
西
側

の
部
分
で
あ
り
、
こ
こ
に
各
ム
ラ
が

個
別
に
共
有
地
を
保
有
し
て
き
た
。

現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
所
に
杉
や

ヒ
ノ
キ
が
植
林
さ
れ
て
い
る
が
、
以

前
は
雑
木
や
カ
ャ
ー
ハ
（
茅
場
）
の
場
所

も
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
ザ
ッ

ポ
ク
リ
ン
（
雑
木
林
）
の
あ
る
と
こ
ろ

は
落
葉
を
堆
肥
に
し
た
り
、
炭
焼
き

の
た
め
に
利
用
し
、
茅
場
で
は
屋
根

葺
き
の
た
め
の
茅
や
厩
へ
入
れ
る
茅

ワワ

11
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てを

こ き刈
のた つ

I ， ○ 一一

ゞ）のよ

て

う
な
箱
根
山
の
利
用
方
法
は
、
愛
鷹
山
に
つ
い
て
も
同
様
の
ゞ
｝
と
が
い
え
る
。
愛
鷹
山
東
麓
の
各
ム
ラ
も
、
鞘
根
山
西
麓
の

村
々
と
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
共
有
地
を
利
用
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
利
用
す
る
ム
ラ
に
と
っ
て
箱
根
山
独
自
の
も
の
が
あ
っ

た
。
そ
れ
が
、
こ
の
地
域
で
一
般
的
に
ハ
コ
ネ
ダ
ヶ
（
箱
根
竹
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
竹
の
存
在
で
あ
る
。
ハ
コ
ネ
ダ
ヶ
は
、
納
根
山
の
巾
で

も
高
い
と
一
）
ろ
、
つ
ま
り
サ
ト
か
ら
見
れ
ば
も
っ
と
も
遠
い
と
こ
ろ
に
群
生
し
て
い
る
。
市
域
の
人
々
は
農
閑
期
、
主
に
冬
の
仕
事
と
し

て
こ
の
ハ
コ
ネ
ダ
ヶ
を
採
り
、
竹
を
売
っ
た
り
、
竹
製
品
を
作
り
現
金
収
入
の
手
段
と
し
て
い
た
。

ゞ
）
れ
に
対
し
て
、
愛
隠
山
の
場
合
は
、
ハ
コ
ネ
ダ
ヶ
と
は
異
な
り
、
ス
ス
ダ
ヶ
と
呼
ば
れ
る
竹
が
自
生
し
て
い
た
と
い
う
。

愛
鷹
山

現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
枯
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
主
に
須
山
や
十
里
木
の
人
々
が
ス
ス
ダ
ケ
を
採
り
、
農
閑
期

ま
た
、
愛
隠
山
に
雨
乞
い
を
目
的
と
し
た
神
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
一
）
と
は
、
箱
根
山
や
富
士
山
に
は
な
い
現
象
で
あ
っ
た
。
愛
鷹
山
に

は
、
フ
ジ
、
ハ
タ
ノ
ヵ
ミ
ナ
リ
サ
ン
と
タ
ヶ
ノ
ヵ
ミ
ナ
リ
サ
ン
（
嶽
の
雷
さ
ん
）
と
い
う
二
つ
の
雨
乞
い
の
神
が
あ
っ
た
。
箱
根
山
は
、
信
仰

の
山
と
し
て
は
た
と
え
ば
茶
畑
の
人
々
が
山
の
神
を
ま
つ
っ
て
い
る
が
、
ゞ
）
れ
は
そ
の
祭
日
が
一
月
一
七
日
と
九
月
一
七
Ⅱ
で
あ
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
市
域
の
多
く
の
ム
ラ
で
ま
つ
っ
て
い
る
山
の
神
の
一
つ
と
言
え
る
。
富
士
山
は
周
知
の
よ
う
に
古
く
か
ら
信
仰

お
し

の
対
象
で
あ
り
、
須
山
に
は
浅
間
神
社
や
御
師
の
家
も
あ
る
が
、
奥
山
に
雨
乞
い
の
神
を
持
っ
て
い
た
の
は
愛
鷹
山
の
み
で
あ
っ
た
。

複
数
の
ム
ラ
深
良
、
茶
畑
、
公
文
名
な
ど
箱
根
山
に
共
有
地
を
持
っ
て
い
る
ム
ラ
は
、
モ
ョ
リ
が
管
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る

の
共
有
地
が
、
ム
ラ
と
し
て
単
独
で
共
有
地
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
箱
根
山
の
例
に
対
し
て
、
愛
鴬
山
に
お
け
る
共
有
地

の
現
金
収
入
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
‐
た
０

サ
ト
の
集
落
か
ら
遠
く
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
開
墾
に
よ
っ
て
畑
も
ひ
ら
か
れ
モ
シ
キ
（
燃
し
木
）
な
ど
も
山
か
ら
拾
わ
れ
沼
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の
保
有
の
し
か
た
を
見
る
と
、
若
干
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
愛
隠
山
東
麓
の
ム
ラ
は
箱
根
山
の
よ
う
に
単
独
で
保
有

す
る
と
い
う
よ
り
も
、
複
数
の
ム
ラ
が
連
合
し
て
共
有
地
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

須
山
は
単
独
で
財
産
区
を
作
っ
て
い
る
が
、
下
和
田
と
今
里
は
大
野
原
に
つ
い
て
は
連
合
し
て
お
り
、
金
沢
、
上
ヶ
田
、
御
宿
、
葛
山
は

愛
朧
山
の
シ
カ
ソ
ン
キ
ョ
ウ
ュ
ウ
’
一
ユ
ウ
カ
イ
（
四
力
村
共
有
入
会
）
と
し
て
連
合
し
、
ゞ
）
の
ほ
か
に
、
ゞ
）
れ
ら
の
ム
ラ
を
含
め
て
愛
鷹
山

東
麓
の
ム
ラ
は
、
オ
オ
’
一
ユ
ウ
カ
イ
（
大
入
会
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
愛
膳
山
森
林
組
合
の
共
有
地
を
連
合
し
て
利
用
し
て
い
た
と
い
う
。

下
和
田
は
、
愛
嶋
山
に
一
七
○
町
歩
か
ら
一
八
○
町
歩
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
キ
ョ
ゥ
ュ
ゥ
ザ
ン
（
共
有
山
）
を
持
つ

下
和
田
と
今
里

て
い
た
。
ゞ
｝
の
キ
ョ
ウ
ュ
ウ
ザ
ン
の
う
ち
約
三
○
町
歩
ほ
ど
が
カ
ャ
ノ
（
茅
野
）
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
は
七
二
軒
だ
け
が

権
利
を
持
ち
こ
－
）
か
ら
屋
根
替
え
の
た
め
の
茅
を
刈
っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
下
利
川
の
キ
ョ
ゥ
ュ
ゥ
ザ
ン
に
は
馬
に
食
ぺ
さ
せ
る
草

が
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
、
草
刈
り
は
大
野
腺
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
大
野
原
に
は
下
和
川
分
だ
け
で
約
二
○
○
町
歩
以
上
も
あ
り
、

そ
の
ほ
か
に
、
今
里
と
連
合
で
約
二
○
町
歩
余
の
共
有
地
を
大
野
腺
に
持
っ
て
い
た
。

今
里
の
場
合
も
、
大
野
原
に
下
和
川
と
述
合
で
草
刈
り
場
を
持
つ
と
同
時
に
、
愛
脳
山
に
共
有
地
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
六
二
名
持

ち
と
い
い
、
六
二
軒
だ
け
が
権
利
を
持
っ
て
い
る
共
有
地
で
、
ゞ
）
》
｝
が
古
く
か
ら
の
カ
ャ
ノ
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
今
里
で
は
戦
前

に
「
皇
室
御
料
」
で
あ
っ
た
と
一
｝
ろ
の
払
い
下
げ
を
受
け
、
八
二
名
持
ち
と
い
う
共
有
地
を
戦
後
か
ら
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
八
二

名
持
ち
は
、
最
初
八
四
名
持
ち
か
ら
は
じ
ま
っ
た
が
、
二
軒
が
権
利
を
な
く
し
た
た
め
に
現
在
で
は
八
二
名
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。
六
二

名
持
ち
は
、
現
在
で
は
こ
の
八
二
名
持
ち
に
買
い
上
げ
ら
れ
る
形
を
と
り
、
八
二
名
持
ち
の
中
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
で
は
東
急
に
売
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
が
、
金
沢
、
上
ヶ
川
、
御
宿
、
葛
山
は
、
連
合
し
て

一
一
ユ
ウ
カ
イ

愛
鷹
山
に
約
七
五
町
歩
に
も
及
ぶ
四
力
村
共
有
入
会
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
ム
ラ
の
人
々
は
、
四
力
村
共
有
入
会
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俗
を
利
用
し
て
ャ

民錘
行
っ
た
り
、
モ
｜

課
連
合
し
て
愛
鷹
伽

甘と
あ
っ
た
と
い
ゞ
フ
。

圭
早１

し
か
し
、
こ
』

第

を
利
用
し
て
ヤ

そ
ろ
く

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
入
会
を
持
っ
て
い
る
ム
ラ
は
大
入
会
の
権
利
も
持
っ
て
い
た
。
大
入
会
と
は
、
明
治
時
代
に
江
原
素
六
の
尽
力
に

よ
っ
て
官
有
林
を
払
い
下
げ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
愛
鷹
山
森
林
組
合
と
し
て
、
愛
鷹
山
南
麓
の
根
方
街
道
沿

い
の
地
域
も
含
め
て
沼
津
町
ほ
か
一
○
ヵ
村
が
持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
大
入
会
は
愛
鷹
山
の
巾
で
も
遠
く
の
高
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
、

全
体
的
に
見
れ
ば
、
四
ヵ
村
共
有
入
会
や
三
字
共
有
入
会
よ
り
さ
ら
に
上
の
方
に
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
箱
根
山
西
麓
の
ム
ラ

が
単
独
で
共
有
地
を
持
つ
》
）
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、
愛
鷹
山
東
麓
の
ム
ラ
は
、
官
有
地
の
払
い
下
げ
な
ど
の
形
式
の
影
響
も
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
、
ム
ラ
連
合
に
よ
っ
て
、
入
会
と
い
う
名
前
の
共
有
地
を
保
有
す
る
形
式
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

売
却
さ
れ
こ
の
よ
う
に
、
裾
野
市
域
の
ム
ラ
は
箱
根
山
、
愛
鷹
山
、
富
士
山
に
共
有
地
を
持
ち
、
そ
れ
を
生
産
や
生
活
の
た
め
に
利

る
共
有
地
用
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
近
年
で
は
そ
の
生
産
と
生
活
に
占
め
る
重
要
度
が
減
少
し
、
山
の
ほ
と
ん
ど
の
場
所
に
は

杉
や
ヒ
ノ
キ
の
植
林
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
売
却
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
増
え
て
き
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
現
在
千
福
が
丘
の
住
宅
地
と
し
て
分
譲
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
は
、
か
つ
て
は
千
福
の
共
有
地
と
し
て
、
開
墾
さ
れ
サ
ッ
マ

の
畑
が
広
が
っ
て
い
た
と
》
｝
ろ
を
東
急
に
売
却
し
た
も
の
で
あ
り
、
御
宿
の
ト
ヨ
タ
の
工
場
用
地
や
矢
崎
電
線
の
団
地
に
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
も
、
御
宿
の
共
有
地
で
あ
っ
た
。
御
宿
の
場
合
は
、
共
有
地
を
売
却
し
た
代
金
の
一
部
を
使
い
公
民
館
を
建
設
し
て
い
る
。
茶
畑
で

も
、
一
二
一
名
共
有
の
う
ち
一
部
分
を
す
で
に
売
却
し
て
い
る
。
箱
根
山
の
う
ち
も
っ
と
も
高
い
部
分
が
そ
れ
で
、
藤
川
観
光
に
売
却
さ

ッ
パ
タ
（
焼
畑
）
や
カ
ィ
コ
ン
（
開
墾
）
を
行
な
い
、
馬
に
食
ぺ
さ
せ
る
た
め
の
草
を
刈
り
、
雑
木
林
を
利
用
し
て
炭
焼
き
を

か
み
と
か
り

さ
ん
あ
ざ
き
ょ
う
ゆ
う
に
ゆ
う
か
い

行
っ
た
り
、
モ
シ
キ
を
拾
っ
て
来
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
富
沢
、
水
窪
、
上
土
狩
（
長
泉
町
）
も
、
共
有
地
を
三
字
共
有
入
会
と
し
て

連
合
し
て
愛
鷹
山
の
各
所
に
持
っ
て
い
た
。
三
字
共
有
入
会
は
場
所
が
分
散
し
て
い
た
が
、
比
較
的
サ
ト
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
り
便
利
で
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い
ち
の
せ

れ
た
。
ま
た
、
茶
畑
の
う
ち
市
ノ
獺
の
モ
ョ
リ
で
独
自
に
持
っ
て
い
た
共
有
地
は
、
ほ
と
ん
ど
が
藤
田
観
光
に
売
却
さ
れ
て
い
る
。
市
ノ

瀬
で
は
、
そ
の
代
金
の
一
部
で
二
百
ボ
ル
ト
農
電
と
い
う
電
気
を
引
き
、
モ
ー
タ
ー
に
よ
る
精
米
所
を
作
り
、
同
時
に
有
線
放
送
も
設
侭

し
、
現
在
で
も
こ
の
有
線
に
よ
っ
て
モ
ョ
リ
内
の
連
絡
を
行
う
よ
う
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
富
沢
で
は
共
有
地
を
売
却
し
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
か
っ
て
の
草
刈
り
場
を
四
七
人
区
と
呼
ば
れ
る
共
有
地
と
し
て
存
続
さ
せ
な
が
ら
も
、
ゴ
ル
フ
場
に
貸
し
、
現
在
で
は
草
刈
り
場

と
し
て
の
機
能
を
失
っ
て
い
る
。

箱
根
山
の
方
か
ら
ア
ラ
ク
オ
コ
シ
の
実
態
を
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
深
良
で
は
、
共
有
地
の
雑
木
林
を
伐
採
し
た
あ
と
や
、
町
川
の

松
井
家
、
新
田
の
小
林
家
な
ど
山
林
地
主
の
植
林
地
を
伐
採
し
た
あ
と
に
、
そ
一
｝
を
深
良
の
人
々
が
借
り
て
ア
ラ
ク
ォ
コ
シ
を
し
て
い
た

主
に
共
有
地
と
し
て
存
続
さ
せ
て
き
た
山
を
、
裾
野
市
域
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
ラ
ク
オ
コ
シ

多
様
な
利
用
方
法
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
農
業
生
産
の
た
め
に
山
を
利
用
し
て

き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
共
有
地
だ
け
を
農
業
生
産
の
た
め
に
利
用
し
て
き
た
の
で
は
な
く
、
私
有
地
と
な
っ
て
い
る
山
も
同

お
か
ぼ

じ
よ
う
に
利
用
し
て
き
た
が
、
特
に
ア
ラ
ク
オ
コ
シ
と
呼
ば
れ
る
山
の
開
発
は
、
山
に
焼
畑
を
ひ
ら
い
て
、
陸
稲
、
あ
る
い
は
ソ
バ
な
ど

を
栽
培
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
と
で
紹
介
す
る
開
墾
は
、
戦
時
中
か
ら
戦
後
の
食
糧
難
の
時
代
に
主
に
サ
ッ
マ
を
栽
培
す
る
た
め

に
、
雑
木
林
や
茅
場
な
ど
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
畑
に
ひ
ら
く
こ
と
を
指
し
た
。
〉
）
れ
に
対
し
て
ア
ラ
ク
ォ
コ
シ
は
、
杉
や
ヒ
ノ
キ
の
植
林

を
伐
採
し
搬
出
し
た
あ
と
に
、
た
い
て
い
は
焼
畑
を
行
い
、
再
び
次
の
植
林
の
苗
木
を
植
え
る
ま
で
の
数
年
間
を
、
畑
と
し
て
使
用
す
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

口
農
業
生
産
の
た
め
の
山
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俗
と
い
う
。
焼
畑
を
行
い
、
数
年
間
で
は
あ
る
も
の
の
、
畑
に
な
る
た
め
に
土
地
が
平
ら
に
き
れ
い
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
地
主
は
貸
す

民蕊
こ
と
に
好
意
的
だ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
雑
木
林
を
ア
ラ
ク
ォ
コ
シ
に
す
る
と
き
に
は
、
た
い
て
い
冬
に
伐
採
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
は

癖
雑
木
は
冬
の
方
が
乾
燥
し
て
質
が
良
く
、
し
か
も
小
枝
は
モ
シ
キ
と
し
て
利
用
で
き
る
の
で
、
冬
の
伐
採
が
も
っ
と
も
良
か
っ
た
の
で
あ

生
る
。
そ
し
て
、
伐
採
し
た
あ
と
は
二
一
月
ま
で
に
火
を
入
れ
、
そ
の
あ
と
に
作
物
の
種
を
蒔
く
よ
う
に
し
て
い
た
。
最
初
は
大
豆
や
小
豆
が

垂
早１

多
く
、
そ
の
あ
と
に
陸
稲
を
作
り
、
養
蚕
が
盛
ん
で
あ
っ
た
昭
和
の
は
じ
め
ま
で
は
、
陸
稲
の
あ
と
に
桑
の
木
を
植
え
る
こ
と
が
多
か
つ

第

茶
畑
の
ア
ラ
ク
ォ
コ
、
ソ
は
、
杉
や
ヒ
ノ
キ
の
植
林
を
し
て
あ
っ
た
個
人
持
ち
の
山
の
木
を
伐
採
し
た
あ
と
に
、
残
っ
た
木
の
根
が
腐
る

の
を
待
ち
、
畑
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
二
二
名
共
有
の
共
有
地
を
ア
ラ
ク
オ
コ
シ
に
す
る
と
い
う
こ
と
は

な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
個
人
持
ち
の
山
の
ア
ラ
ク
オ
コ
シ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
焼
畑
に
す
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
と
い
う
。
ア
ラ
ク
オ
コ
、
ン

に
す
る
場
所
は
、
山
の
中
で
も
サ
ト
に
近
い
陽
当
た
り
の
良
い
と
こ
ろ
で
、
最
初
は
、
陸
稲
、
ソ
。
ハ
を
蒔
き
、
徐
々
に
士
が
熟
れ
て
く
る

と
ニ
ン
ジ
ン
や
サ
ッ
マ
、
冬
に
は
麦
を
栽
培
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

次
に
、
愛
縢
山
を
利
用
し
た
ア
ラ
ク
オ
コ
シ
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
須
山
で
は
、
戦
後
ま
も
な
い
頃
ま
で
愛
臓
山
の
山
麓
を
利
用
し

て
ア
ラ
ク
オ
コ
シ
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ア
ラ
ク
オ
コ
シ
で
ア
ラ
ク
に
す
る
の
は
、
オ
ダ
イ
ャ
（
財
産
の
あ
る
家
の
こ
と
）
が
植
林
を
伐
採
し

た
あ
と
に
希
望
者
が
数
名
で
土
地
を
分
け
て
焼
畑
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ラ
ク
は
、
で
き
る
だ
け
近
く
の
ム
ラ
の
低
い
土
地
を
利
用

し
、
特
に
肥
沃
な
と
こ
ろ
は
陸
稲
を
多
く
栽
培
し
、
そ
の
ほ
か
に
モ
ロ
コ
シ
を
栽
培
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
普
通
、
最
初
の
一
年
目
に
陸

稲
を
栽
培
し
、
二
年
目
に
は
ソ
拳
ハ
を
作
っ
て
い
た
。
こ
の
と
き
に
、
ア
ラ
ク
は
種
の
蒔
き
方
が
決
ま
っ
て
い
て
、
ど
の
よ
う
な
方
向
で
も

よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
必
ず
傾
斜
地
に
対
し
て
横
に
な
る
よ
う
に
サ
ク
を
切
り
、
種
を
蒔
い
て
い
た
。
須
山
で
は
、
〉
）
の
よ
う
に

窪
ｒ
と
い
麓
ハ
ノ
０

，

｝

ノ

ヴ
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雑
木
林
や
杉
、
し

こ
の
よ
う
に
使
っ

い
っ
た
と
い
藻
フ
。

出
荷
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る

た
と
え
ば
深
良
で
は
、
供
出
が
僻

た
と
え
ば
深
艮
で
は
、
供
出
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
一
九
四
○
年
代
か
ら
一
九
五
○
（
昭
和
三
○
）
年
代
に
か
け
て
、
知
根
山
の
中
の
個
人

の
地
所
や
深
良
財
産
区
の
土
地
を
開
墾
す
る
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
開
墾
す
る
と
こ
ろ
は
雑
木
林
や
茅
場
の
と
こ
ろ
で
、
ほ

と
ん
ど
は
サ
ッ
マ
を
栽
培
し
た
が
、
サ
ッ
マ
と
コ
ム
ギ
を
輪
作
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
茶
畑
で
も
、
深
良
と
同
じ
よ
う
に
締
根
山
で
擬
ん

に
開
墾
が
行
わ
れ
サ
ッ
マ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
開
墾
は
ア
ラ
ク
オ
コ
シ
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
ア
ラ
ク
ォ
コ
シ
の
場
所
が
比
較
的
サ

ト
の
集
落
に
近
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
開
墾
の
場
所
は
、
集
落
か
ら
一
時
間
ほ
ど
も
か
け
て
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど

の
高
い
場
所
ま
で
切
り
ひ
ら
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
遠
く
の
場
所
で
あ
っ
て
も
、
馬
に
肥
料
を
つ
け
て
運
ん
だ
も
の
で
ぁ

し
て
ア
ラ
ク
で
作
っ
た
作
物
は
、
何
を
作
っ
て
も
品
質
が
良
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ア
ラ
ク
は
た
い
て
い
二
、
三
年
で
終
わ
り
、
そ

の
あ
と
に
は
再
び
杉
の
苗
を
植
え
植
林
に
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
植
林
の
山
で
も
傾
斜
地
の
斜
面
が
急
勾
配
の
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
土
が
流
出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
植
林
を
早
め
て
い
た
と
い
う
。
葛
山
で
も
、
愛
慨
山
で

雑
木
林
や
杉
、
ヒ
ノ
キ
の
植
林
を
伐
採
し
た
あ
と
に
焼
畑
が
行
わ
れ
、
一
年
、
に
ソ
籍
ハ
を
蒔
き
、
二
年
、
に
小
豆
な
ど
を
作
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
使
っ
て
い
く
と
だ
ん
だ
ん
畑
と
し
て
熟
れ
て
く
る
の
で
、
そ
の
あ
と
は
陸
稲
と
か
サ
ッ
マ
な
ど
も
作
り
、
や
が
て
植
林
し
て

こ
の
よ
う
な
ア
ラ
ク
オ
コ
シ
が
、
植
林
の
伐
採
後
の
焼
畑
を
と
も
な
う
畑
地
と
し
て
の
山
の
利
用
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

カ
イ
コ
ン

戦
時
巾
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
焼
畑
を
行
わ
ず
に
共
有
地
な
ど
山
の
雑
木
林
や
茅
場
な
ど
を
カ
ィ
コ
ン
（
開
墾
、
「
キ
ャ
ー

コ
ン
」
と
い
う
場
合
も
あ
る
）
し
、
主
に
サ
ッ
マ
な
ど
を
栽
堵
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
箱
根
山
の
場
合
も
愛
膿
山
の
場
合
も
、
開
墾
し
た

と
き
に
サ
ッ
マ
の
栽
培
に
も
っ
と
も
適
し
て
い
た
の
は
赤
土
の
と
こ
ろ
で
、
ほ
と
ん
ど
は
、
「
三
島
廿
藷
」
と
い
う
銘
柄
で
大
阪
方
面
に

83



第1章生活環境の民俗

》
）
の
よ
う
な
開
墾
は
愛
鷹
山
東
麓
の
村
々
で
も
非
常
に
盛
ん
で
、
山
の
土
が
赤
土
で
あ
る
た
め
に
、
開
墾
に
よ
る
サ

赤
土
と
サ
ッ
マ

ッ
マ
の
栽
培
に
適
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
富
沢
で
は
普
通
サ
ト
の
土
壌
は
黒
土
で
愛
鷹
山
の
土
壌
は
赤

土
で
あ
る
が
、
山
の
中
で
も
、
オ
キ
（
沖
）
の
方
へ
行
け
ば
行
く
ほ
ど
に
表
面
の
黒
土
が
少
な
く
な
り
、
赤
土
が
表
土
へ
出
て
く
る
と
い
う
。

そ
の
た
め
に
、
愛
騰
山
の
赤
土
を
利
用
し
た
サ
ッ
マ
の
栽
培
が
蹄
ん
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
開
墾
と
サ
ッ
マ
の
関
連
で
は
、
サ
ト
と

山
の
土
壌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
い
わ
れ
て
い
る
。

サ
ッ
マ
は
デ
ロ
（
泥
）
に
よ
っ
て
味
が
違
い
、
特
に
山
の
土
が
赤
マ
サ
で
黒
土
は
ウ
ワ
ッ
カ
タ
（
上
っ
方
）
に
少
し
あ
る
だ
け
で
あ
る
た
め

に
、
こ
の
よ
う
な
赤
マ
サ
の
と
こ
ろ
で
作
っ
た
サ
ッ
マ
は
う
ま
く
て
硬
い
も
の
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
サ
ト
の
黒
土
の
と
こ
ろ
で

作
っ
た
サ
ッ
マ
は
柔
ら
か
く
、
あ
ま
り
品
質
が
良
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
し
か
し
陸
稲
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
）
れ
と
は
逆
に
サ
ト
の

黒
土
の
と
こ
ろ
の
方
が
良
い
も
の
が
で
き
る
と
い
う
。

ま
た
、
開
墾
に
よ
る
サ
ッ
マ
の
栽
培
は
、
愛
嶋
山
で
も
コ
ム
ギ
の
栽
培
と
交
互
に
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
コ
ム
ギ
は
、
水
田
の

裏
作
と
し
て
行
わ
れ
る
一
）
と
も
あ
っ
た
が
、
開
墾
し
た
山
の
畑
に
も
栽
培
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
麦
を
収
穫
す
る
六
川
頃
は
、
コ
ム
ギ

が
成
長
し
て
い
る
の
で
そ
の
間
に
サ
ク
を
切
っ
て
肥
料
を
入
れ
、
そ
こ
に
サ
ッ
マ
を
挿
し
て
い
た
。
こ
の
あ
と
で
コ
ム
ギ
の
収
穫
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
》
）
の
よ
う
な
栽
培
の
し
か
た
を
す
る
と
、
挿
し
た
ば
か
り
の
サ
ッ
マ
が
コ
ム
ギ
の
日
陰
に
な
り
、
枯
れ
る
こ
と
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
で
コ
ム
ギ
を
刈
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
と
き
に
は
殻
を
残
す
の
で
、

そ
れ
が
ま
た
サ
ッ
マ
の
堆
肥
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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力
イ
コ
ン
葛
山
で
も
、
愛
臘
山
を
開
墾
し
赤
土
の
と
こ
ろ
で
サ
ッ
マ
の
栽
培
を
行
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
開
墾
が
災
害
の
原
因

と
災
害
に
な
っ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
葛
山
で
も
、
戦
時
中
の
増
産
を
奨
め
ら
れ
た
と
き
と
戦
後
の
農
地
改
革
の
頃
に
は
、

供
出
の
た
め
も
あ
っ
て
開
墾
に
よ
る
サ
ッ
マ
の
栽
培
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
関
東
地
方
か
ら
闇
で
買
い
出
し
に
来
る
人
も
い
た
の
で
、
そ
の

よ
う
な
人
々
に
は
、
供
出
以
外
に
サ
ッ
マ
を
売
却
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
葛
山
の
中
で
も
田
場
沢
で
は
、
関
東
大
震
災
の
あ
と
家
を
作
る
た
め
に
山
の
木
を
切
り
、
さ
ら
に
開
墾
で
濫
伐
を
し
た
た

め
に
山
に
木
が
少
な
く
な
り
、
田
場
沢
の
川
に
大
水
が
出
て
水
害
を
起
こ
す
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
濫
伐
し
た
た
め

に
山
の
保
水
力
が
な
く
な
り
、
山
か
ら
土
砂
が
流
れ
落
ち
て
河
床
が
上
が
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
川
の
水
量
が
増
加
し
た
と
き
に
、
床
上

浸
水
ま
で
を
も
起
こ
す
よ
う
な
家
も
出
て
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
現
在
で
は
、
河
川
改
修
も
す
す
み
植
林
も
行
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、

こ
の
よ
う
な
水
害
は
少
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

愛
鷹
山
で
開
墾
を
行
っ
て
い
た
ム
ラ
で
も
、
富
沢
や
葛
山
は
山
に
近
い
ム
ラ
で
あ
っ
た
が
、
水
窪
の
よ
う
に
、
黄
瀬
川
を
隔

デ
サ
ク
み
ま
た

て
て
愛
隠
山
ま
で
距
離
が
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
も
、
愛
鷹
山
で
開
墾
を
行
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
水
窪
は
、
三
俣
の

水
門
か
ら
用
水
を
引
き
、
多
く
の
耕
地
が
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
サ
ト
に
は
ほ
と
ん
ど
畑
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま

た
、
水
窪
は
愛
鷹
山
に
独
自
の
共
有
地
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
草
刈
り
は
水
田
の
土
手
か
ら
刈
っ
た
り
、
堆
肥
に
す
る
た
め
の
落
葉
は
個
人

持
ち
の
雑
木
林
か
ら
集
め
て
く
る
ム
ラ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
多
く
の
家
は
、
南
一
色
（
長
泉
町
）
地
籍
の
愛
鷹
山
の
大
入
会
の
と
こ
ろ
に
開
墾
を
し
て
畑
を
ひ
ら
き
、
サ
ッ
マ
と
コ
ム
ギ
な
ど

を
作
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
水
窪
で
は
、
愛
臓
山
に
開
墾
し
て
い
た
こ
と
を
デ
サ
ク
（
出
作
）
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
お
り
、
サ

ト
に
は
水
田
を
ひ
ら
き
、
デ
サ
ク
で
畑
作
を
行
う
形
式
で
あ
っ
た
。
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－ 鐺的

う
で
、
も
っ
と
も
近
い
須
山
が
畑
を
ひ
ら
き
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
野
原
で
畑
を
耕
作
で
き
た
の
は
陸
軍
の
演
習
場
で
あ
っ
た
戦
前
ま
で
で
、
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
軍
に
接
収
さ
れ
た
あ
と
は
立

入
禁
止
に
な
り
、
畑
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
戦
前
に
畑
で
作
物
の
栽
培
が
で
き
た
と
は
い
っ
て
も
、
実

際
に
陸
軍
が
演
習
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
立
入
禁
止
に
な
る
の
で
耕
作
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
場
合
は
立
ち
入
り
の
規
則

蕊

星

罐
寒

煙

~審銅 騨

蕊雲鰯
誰

岸

一
一
》
》
写

一口蚕＝＝

鄙

?:二-零一F

2
写真1-ll 大野原

湖尻峠からの眺望（深良）

茅が茂る大野原（須III)

１
２

箱
根
山

大
野
原
の
畑

や
愛
隠

山
と
は
異
な
り
、
大
野
原

の
場
合
は
多
く
の
ム
ラ
の

共
有
地
で
は
あ
っ
た
が
、

こ
こ
に
畑
を
ひ
ら
い
て
い

る
の
は
主
に
須
山
の
人
為

に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
っ
た
。
大
野
原
へ
草
刈

り
に
来
た
ム
ラ
は
多
い
が
、

畑
と
し
て
利
用
す
る
と
な

る
と
近
く
の
ム
ラ
で
な
け

れ
ば
不
可
能
で
あ
っ
た
よ
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ゞ
）
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
ア
ラ
ク
オ
コ
シ
や
カ
イ
コ
ン
や
大
野
原
の
畑
な
ど
は
、
山
そ
の
も
の
を
農
業
生
産
の
た
め
に

草
刈
り
場

利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
山
に
あ
る
草
木
を
利
用
し
て
堆
肥
な
ど
を
作
り
、
農
業
生
産
の
た
め

に
役
立
て
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
市
域
で
は
、
多
く
の
ム
ラ
が
共
有
地
の
中
に
草
刈
り
場
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
人
々
が
そ
こ
か
ら
草
を

刈
り
馬
に
踏
ま
せ
、
さ
ら
に
は
厩
か
ら
出
し
堆
肥
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
草
刈
り
場
の
利
用
方
法
と
刈

っ
た
草
の
堆
肥
と
し
て
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
ム
ラ
に
よ
っ
て
の
大
き
な
違
い
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
例
を
ム
ラ
ご
と

た
。Ｏ

弱
へ
ｊ
〆る な

○
つ 戦

後
、
大
野
原
が
ア
メ
リ
カ
軍
に
接
収
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
畑
を
持
つ
人
々
に
と
っ
て
も
っ
と
も
不
都
合
な
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
は
《
あ
ま
り
農
地
を
持
っ
て
い
な
い
人
々
が
大
野
原
に
畑
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
、
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
接
収
は
、
家
に

よ
っ
て
は
農
作
業
に
支
障
を
き
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
須
山
で
は
大
野
原
が
接
収
さ
れ
た
あ
と
、
炭
焼
き
が
よ
い
収
入
に

な
っ
た
こ
と
と
山
の
雑
木
林
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
に
、
戦
後
、
従
来
に
も
増
し
て
炭
焼
き
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う
人
も
い

が
あ
り
、
演
習
が
は
じ
ま
る
一
時
間
前
に
花
火
が
鳴
り
、
三
○
分
前
に
も
再
び
花
火
が
鳴
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
合
図
に
大
野
原
か
ら
退
出

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
規
則
を
守
っ
て
い
れ
ば
、
耕
作
も
許
可
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
演
習
中
に
大
野
原
の
中
の
須
山
と
御
殿
場
を
結
ぶ
道
路
が
通
行
止
め
に
な
る
の
は
、
実
際
の
生
活
に
と
っ
て
は
不
便
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
須
山
か
ら
御
殿
場
方
面
の
学
校
へ
通
っ
て
い
る
生
徒
は
、
演
習
叩
は
通
行
が
で
き
ず
困
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い

に
見
て
み
た
い
。

深
良
で
は
、
」
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
モ
ョ
リ
ご
と
に
共
有
地
の
管
理
と
利
用
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
た
と
え
ば
上
原
の
モ
ョ
リ
で
は
草
所



俗
刈
り
は
上
原
の
共
有
地
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
草
刈
り
に
行
く
の
は
、
五
月
の
節
句
が
終
わ
っ
て
か
ら
刈
り
は
じ
め
、
お
よ
そ
八

民錘
月
の
終
わ
り
頃
ま
で
刈
っ
て
い
た
と
い
う
。
刈
っ
た
草
は
馬
の
小
荷
駄
に
し
て
、
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
た
め
に
、
必
ず
馬
を
連
れ
て
行
く

癖
こ
と
に
な
る
の
で
、
草
刈
り
を
し
な
が
ら
馬
に
草
を
食
べ
さ
せ
て
も
い
た
。
し
か
し
上
原
の
共
有
地
の
草
と
い
っ
て
も
、
特
に
茅
に
つ
い

生
て
は
自
由
に
刈
っ
て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
屋
根
替
え
用
の
茅
場
の
茅
を
刈
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

土
早１

草
刈
り
に
行
く
の
は
、
暑
い
日
中
は
避
け
朝
と
夕
方
の
二
回
の
こ
と
が
多
く
、
朝
は
、
日
の
出
頃
に
は
朝
飯
を
食
ぺ
、
ア
サ
ク
サ
（
朝

第

草
）
を
刈
り
、
午
前
一
○
時
頃
に
は
帰
っ
て
く
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
う
。
雨
の
と
き
に
は
草
刈
り
に
行
く
こ
と
は
な
い
が
、
朝
霞
が

か
か
っ
て
い
て
も
、
こ
れ
は
や
が
て
な
く
な
る
の
で
あ
ま
り
心
配
は
い
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
刈
っ
た
草
は
、
馬
の
小
荷
駄
に
し
て
六
把

つ
け
て
戻
っ
て
き
て
い
た
。
六
把
で
一
駄
と
い
う
計
算
で
あ
っ
た
。
帰
っ
て
く
る
と
、
馬
を
川
へ
連
れ
て
行
き
水
を
か
け
て
や
り
、
お
昼

の
休
息
を
と
っ
た
あ
と
、
再
び
午
後
二
時
す
ぎ
か
ら
山
へ
出
か
け
て
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

真
夏
に
な
る
と
、
天
気
の
良
い
と
き
を
利
用
し
て
数
回
は
土
用
干
し
に
出
か
け
る
〉
）
と
に
な
っ
た
。
土
用
干
し
と
は
、
弁
当
を
持
っ
て

一
日
が
か
り
で
草
刈
り
に
行
き
、
刈
っ
た
草
は
刈
っ
た
ま
ま
で
置
き
干
し
に
し
、
そ
れ
か
ら
夕
方
に
ま
と
め
て
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
土
用
干
し
の
草
は
納
屋
へ
積
み
上
げ
、
冬
の
期
間
の
馬
の
飼
料
と
し
て
い
た
。

深
良
で
は
、
箱
根
山
の
ほ
か
に
大
野
原
に
約
二
○
町
歩
ほ
ど
の
草
刈
り
場
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
・
大
野
原
に
草
刈
り
に
行
く
人
も
多
か

っ
た
と
い
う
。
箱
根
山
に
は
茅
が
多
か
っ
た
が
、
大
野
原
に
は
茅
は
な
く
ウ
ザ
ラ
モ
グ
と
か
芝
が
多
か
っ
た
。
し
か
も
、
箱
根
山
は
馬
力

じ
よ
う

を
使
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
野
原
の
場
合
は
馬
力
を
使
う
）
）
と
が
で
き
、
深
良
の
中
で
も
大
野
原
に
近
い
新
田
と
か
須
釜
、
上

た
ん丹

な
ど
の
モ
ョ
リ
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
大
野
原
に
行
く
方
が
便
利
な
こ
と
も
あ
っ
た
。

き
ゅ
う
ひ

こ
の
よ
う
に
し
て
草
刈
り
場
か
ら
採
っ
て
き
た
草
は
、
馬
に
踏
ま
せ
て
馬
の
糞
尿
を
し
み
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
腐
ら
せ
、
厩
肥
を

88



第2節 1 1｣と生活

若
い
衆
の
茶
畑
で
も
、
深
良
と
同
じ
よ
う
に
モ
ョ
リ
罫
）
と
の
共
有
地
か
ら
草
を
刈
っ
て
き
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
草
刈
り
に
行
く
の

小
荷
駄
は
、
た
い
て
い
の
家
で
若
い
衆
と
決
ま
っ
て
お
り
、
若
い
衆
が
馬
を
連
れ
、
馬
の
小
荷
駄
を
利
用
し
な
が
ら
、
刈
っ
た
草

を
持
ち
帰
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
滝
頭
の
モ
ョ
リ
で
は
若
い
衆
の
ク
ラ
ブ
（
倶
楽
部
）
が
現
在
の
不
動
堂
で
あ
っ
た
の
で
、

若
い
衆
は
こ
の
ク
ラ
ブ
へ
寝
泊
り
を
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
朝
に
な
る
と
、
若
い
衆
が
仲
間
と
連
れ
立
っ
て
そ
の
ま
ま
草
刈
り
に
出

か
け
る
よ
う
な
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
一
ｎ
に
刈
る
草
の
量
は
、
小
荷
駄
で
馬
の
背
に
左
右
三
把
ず
つ
合
計
六
把
で
、
こ
れ
が
一
駄

と
な
っ
た
。
滝
頭
の
モ
ョ
リ
の
若
い
衆
は
、
箱
根
山
の
巾
で
も
シ
シ
ロ
と
い
う
陽
当
た
り
の
良
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
。
〉
三
は
駿
河
湾
が

お
せ

よ
く
遠
望
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
冬
の
開
墾
の
と
き
に
こ
〉
）
か
ら
沼
津
の
大
瀬
崎
の
方
を
見
る
と
、
ち
ょ
う
ど
午
後
三
時
頃
に
海
の
色

が
赤
く
な
る
の
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
光
景
を
見
る
と
、
若
い
衆
は
「
ぽ
ち
ぽ
ち
帰
ら
な
い
と
暗
く
な
る
」
と
言
っ
て
家
に
戻
っ
た
も

家
も
あ
っ
た
と
い
う
。

作
っ
て
い
た
と
い
う
。
最
初
、
馬
に
踏
ま
せ
た
あ
と
は
堆
肥
小
屋
に
出
し
、
積
ん
で
い
っ
た
。
普
通
は
、
直
接
に
厩
か
ら
出
し
た
ま
ま
の

厩
肥
を
使
う
の
で
は
な
く
、
一
度
、
堆
肥
小
屋
に
積
ん
で
肥
を
休
ま
せ
て
お
い
た
も
の
を
使
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
、

草
を
馬
に
踏
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
糞
尿
に
よ
っ
て
草
を
腐
ら
せ
堆
肥
を
作
る
人
も
い
た
。
ゞ
）
れ
は
、
以
前
は
ほ
と
ん
ど
が
外
便

所
で
ダ
メ
（
溜
め
）
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
一
）
に
残
飯
と
か
生
ご
み
ま
で
も
捨
て
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
生
ご
み
が
混
ざ

っ
た
状
態
の
糞
尿
を
草
に
か
け
て
堆
肥
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小
学
校
の
便
所
の
く
み
取
り
を
行
い
、
そ
れ
を
利
川
し
て
い
る

の
で
あ
っ
た
と
い
夢
フ
。

ボ
ン
ク
サ
と

ホ
シ
ク
サ

草
刈
り
に
行
く
の
は
期
間
が
特
に
決
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
夏
の
間
は
山
へ
の
草
刈
り
が
普
通
で
あ

っ
た
と
い
う
。
田
植
え
の
時
期
が
六
月
か
ら
遅
い
年
で
は
七
月
ま
で
か
か
っ
た
の
で
、
田
植
え
の
あ
と
に
、
ま
ず
水
田
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俗
の
草
取
り
を
や
り
、
土
手
の
草
刈
り
も
し
た
。
そ
し
て
、
茶
畑
は
八
月
一
日
盆
で
あ
る
の
で
、
ゞ
｝
の
盆
前
ま
で
に
田
畑
の
草
刈
り
を
終
え

民獅
て
い
る
よ
う
に
し
て
、
盆
の
前
後
か
ら
山
へ
草
刈
り
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

霊
特
に
、
八
月
一
日
盆
で
あ
る
た
め
に
こ
の
日
だ
け
は
草
刈
り
を
休
む
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
前
日
の
七
月
三
一
日
は
ポ
ン
ク
サ

＃生
（
盆
草
）
と
い
っ
て
、
必
ず
山
へ
草
刈
り
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
奉
公
人
の
場
合
に
は
、
た
と
え
盆
の
八
月
一
日
で
あ
っ
て

垂
早ｌ

も
馬
に
草
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
草
を
刈
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
休
み
を
と
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
八

第

月
二
日
は
再
び
草
刈
り
に
出
る
の
が
普
通
で
、
ア
サ
ク
サ
を
刈
り
に
行
っ
て
い
た
。

や
が
て
盆
を
過
ぎ
る
と
、
ホ
シ
ク
サ
（
干
し
草
）
と
い
っ
て
、
草
刈
り
の
方
法
も
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ホ
シ
ク
サ
と
い
う
の

は
、
山
で
草
を
刈
っ
た
あ
と
そ
の
ま
ま
束
ね
て
そ
の
日
の
う
ち
に
持
っ
て
帰
る
の
で
は
な
く
、
刈
っ
た
そ
の
岡
は
刈
り
っ
ぱ
な
し
に
し
て

山
で
乾
か
し
、
翌
日
に
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
ホ
シ
ク
サ
は
、
納
屋
に
積
み
冬
の
飼
料
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
秋
が
近

く
な
っ
て
く
る
と
、
茅
は
ス
ス
キ
（
穂
）
が
出
て
き
て
草
が
徐
々
に
強
く
な
り
、
こ
の
よ
う
な
草
は
切
っ
た
う
え
で
馬
の
飼
料
に
し
な
け
れ

茶
畑
の
滝
頭
を
例
と
し
て
そ
の
過
程
を
見
て
み
る
と
、
刈
っ
て
き
た
草
は
、
馬
に
踏
ま
せ
や
が
て
堆
肥
小
屋
に
出
す
が
、
堆
肥
小
屋
に

積
み
上
げ
た
状
態
に
な
る
と
、
キ
ッ
カ
ェ
シ
（
切
り
返
し
）
を
し
て
細
か
く
し
良
い
堆
肥
に
す
る
と
い
う
。
そ
の
と
き
に
、
家
に
よ
っ
て
は
、

ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
ゞ
フ
。

て
変
貌
を
と
げ
、
山
に
戻
さ
」

に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

刈
ら
れ
た
草
は
馬
に
踏
ま
せ
、
や
が
て
堆
肥
小
屋
に
出
さ
れ
て
堆
肥
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
堆
肥
は
サ

山
へ
戻
る
堆
肥

卜
の
畑
や
開
墾
さ
れ
た
山
の
サ
ッ
マ
の
畑
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
山
で
刈
ら
れ
た
草
は
再
び
堆
肥
と
し

変
貌
を
と
げ
、
山
に
戻
さ
れ
る
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
山
の
草
は
、
サ
ト
で
加
工
さ
れ
山
に
戻
さ
れ
る
循
環
の
流
れ
の
中
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堆
肥
が
早
く
腐
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
の
糞
尿
を
か
け
る
》
）
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
糞
尿
は
、
便
所
や
肥
溜
め
か
ら
そ
の
ま
ま

か
け
る
の
で
は
な
く
、
ド
ブ
と
い
っ
て
肥
溜
め
か
ら
さ
ら
に
糞
尿
を
移
し
て
入
れ
て
お
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
か
け
て
い
た
。
》
）

く
わ

の
よ
う
に
で
き
あ
が
っ
た
堆
肥
は
、
山
で
開
墾
さ
れ
た
畑
の
サ
ッ
マ
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
堆
肥
の
入
れ
方
は
、
鍬
で
サ
ク
を
切

さ
か
な
か
す

り
そ
こ
に
堆
肥
と
家
に
よ
っ
て
は
魚
粕
を
入
れ
、
そ
の
上
に
土
を
か
け
サ
ッ
マ
を
挿
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
六
川
頃
で
、
コ
ム

ギ
と
サ
ッ
マ
を
交
互
に
栽
培
し
て
い
た
の
で
、
伸
び
た
コ
ム
ギ
の
日
陰
に
な
る
よ
う
に
サ
ッ
マ
を
挿
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
山
か
ら

刈
ら
れ
た
草
は
、
厩
と
堆
肥
小
屋
を
経
て
再
び
土
に
か
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

愛
鷹
山
の
ニ
ュ
ウ
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
深
良
と
茶
畑
の
草
刈
り
は
、
縮
根
山
の
共
有
地
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
愛
鷹

カ
ィ
と
大
野
原
山
の
入
会
か
ら
の
草
刈
り
の
例
と
し
て
葛
山
の
例
を
見
て
み
た
い
。
も
っ
と
も
、
愛
臘
山
に
お
け
る
草
刈
り
と
箱

根
山
に
お
け
る
そ
れ
と
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
葛
山
と
い
う
一
つ
の
ム
ラ
で
も
、
モ
ョ
リ
に
よ
っ
て
利
用
す
る
共
有

地
の
場
所
が
違
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

な
か
ざ
と

す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
葛
山
は
愛
鷹
山
の
四
力
村
共
有
入
会
を
利
用
し
て
い
た
が
、
葛
山
は
上
城
、
下
条
、
中
村
、
中
里
、
川
場

沢
と
い
う
五
つ
の
モ
ョ
リ
に
分
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
愛
鷹
山
の
入
会
を
利
用
し
て
草
を
刈
り
に
行
く
の
は
、
入
会
へ
上
る
道
を
持
っ
て

い
た
田
場
沢
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
ほ
か
の
モ
ョ
リ
の
人
々
は
、
入
会
へ
行
く
よ
り
も
む
し
ろ
大
野
原
へ
行
く
方
が
便

利
で
あ
る
た
め
に
、
大
野
原
へ
行
く
人
も
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
草
刈
り
に
出
か
け
て
行
く
の
は
若
い
衆
で
、
朝
出
て
刈
っ
て
く

利
で
あ
る
た
め
に
、
大
野
原
食

る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
う
。

な
お
、
葛
山
に
お
け
る
入
今
季

な
お
、
葛
山
に
お
け
る
入
会
か
ら
の
草
刈
り
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
○
年
代
生
ま
れ
の
人
の
記
憶
で
は
、
春
に
は
草
刈
り
場
の
ノ
ャ
キ

（
野
焼
き
）
が
あ
り
、
そ
の
う
え
で
、
七
月
一
日
の
ク
サ
カ
リ
ハ
ジ
メ
（
草
刈
り
始
め
）
か
ら
八
月
終
わ
り
ま
で
が
草
刈
り
の
期
間
と
し
て
決
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俗
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
特
に
ク
サ
ヵ
リ
ハ
ジ
メ
は
、
若
い
衆
が
ま
だ
夜
が
明
け
な
い
う
ち
に
出
か
け
て
草
を
刈
り
、
馬
の
小
荷
駄
で
六

民錘
把
、
つ
ま
り
一
駄
つ
け
て
帰
っ
て
く
る
の
が
普
通
で
、
そ
の
日
は
草
刈
り
だ
け
で
そ
の
ほ
か
の
若
い
衆
の
仕
事
は
免
除
さ
れ
て
い
た
と
い

鶴
う
。
そ
し
て
実
際
に
は
、
八
月
一
三
日
の
盆
が
は
じ
ま
る
前
ま
で
に
は
、
草
刈
り
を
終
え
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
う
。

生章
大
野
原
で
市
域
の
人
々
に
と
っ
て
、
箱
根
山
や
愛
鷹
山
の
共
有
地
だ
け
で
は
な
く
、
大
野
原
を
利
用
し
て
草
刈
り
を
行
う
こ
と
が
－

１
の
草
刈
り
般
的
で
あ
っ
た
。
特
に
大
野
原
の
場
合
、
急
傾
斜
の
山
道
を
上
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
馬
力
も
利
用
で
き
、
裾
野
市
域
の

第

中
で
も
多
く
の
ム
ラ
の
人
々
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
き
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
葛
山
の
中
で
も
中
里
の
モ
ョ
リ
で
は
、
愛
騰
山
の
共
有
地
へ
の
道
が
不
便
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
、
た
と
え
愛
鷹
山
に
共
有

地
を
持
っ
て
い
て
も
大
野
原
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
。
た
だ
し
そ
の
利
用
方
法
は
、
中
里
で
は
大
野
原
に
共
有
地
と
し
て
の
権
利
を
持

っ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
一
度
下
和
川
に
売
却
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
須
山
か
ら
共
有
地
の
利
用
の
権
利
を
数
軒
が
共
同
で
買
い
、

草
刈
り
を
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
た
。

上
ヶ
田
で
も
愛
篤
山
よ
り
も
大
野
原
を
利
用
す
る
場
合
が
多
く
、
若
い
衆
な
ど
男
の
人
が
、
早
朝
か
ら
、
早
い
と
き
で
は
ま
だ
暗
い
う

ち
に
起
き
て
草
を
刈
り
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
に
は
一
人
で
あ
る
の
で
、
六
把
ず
つ
刈
っ
て
馬
の
小
荷
駄
に
し
て
帰
っ
て
き

た
。
あ
る
い
は
、
一
度
に
多
く
の
草
を
持
っ
て
帰
り
た
い
よ
う
な
と
き
に
は
、
夫
婦
辿
れ
で
女
衆
も
同
行
し
、
馬
力
に
積
ん
で
帰
っ
て
く

る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
午
前
中
だ
け
で
は
な
く
昼
飯
を
食
ぺ
休
息
を
と
っ
た
あ
と
に
、
再
び
出
か
け
て
行
く
こ
と
も
あ
っ

方
Ｌ
Ｏ

須
山
と
と
も
に
大
野
原
に
近
い
下
和
田
で
も
、
大
野
原
へ
草
刈
り
に
行
く
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
下
和
田
で
も
若
い
衆
が
行
く
の

が
一
般
的
で
、
し
か
も
小
荷
駄
よ
り
も
馬
力
を
利
用
し
な
が
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
も
、
午
前
中
の
う
ち
に
刈
っ
て
帰
っ
て
く
る
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具
体
的
に
、
大
野
原
の
芝
が
現
在
の
よ
う
に
畑
で
も
栽
培
さ
れ
成
長
し
て
行
く
過
暇
を
見
て
み
る
と
、
も
と
も
と
は
、
大
野
原
の
芝
は

ほ
か
の
草
と
同
じ
よ
う
に
堆
肥
に
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
戦
争
中
に
飛
行
機
の
基
地
な
ど
に
芝
を
使
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ

こ
の
芝
が
搬
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
最
初
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戦
後
は
、
ゴ
ル
フ
場
な
ど
の
芝
の
需
要
が
あ
る
た
め

に
、
最
初
は
や
は
り
大
野
原
の
芝
を
刈
り
出
荷
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
大
野
原
の
芝
を
利
用
で
き
た
の
は
一
九
五
○
年
代
ま
で
で
、

お
お
む
ね
こ
の
頃
ま
で
に
刈
り
尽
く
し
て
し
ま
う
よ
う
な
状
況
に
な
り
、
業
者
の
需
要
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
頃
か
ら
養
蚕
の
た
め
の
桑
畑
な
ど
畑
を
転
換
す
る
よ
う
な
形
で
、
須
山
や
下
和
川
を
中
心
に
、
畑
に
お
け

鋸
る
芝
の
栽
培
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
須
山
、
下
利
川
の
み
な
ら
ず
今
里
、
葛
山
な
ど
に
も
芝
の
畑
は
広
が
っ
て

唯
お
り
、
い
わ
ば
芝
の
栽
培
は
、
共
有
地
の
独
特
の
利
用
方
法
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
、
一
種
の
在
来
産
業
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

節
現
在
の
芝
の
栽
培
を
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
葛
山
で
は
、
労
働
力
の
面
か
ら
い
っ
て
、
兼
業
農
家
に
は
芝
が
便
利
だ
と
い
う
妄
）
と
で
、

２第
芝
の
栽
培
を
行
う
家
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
多
く
は
か
つ
て
サ
ッ
マ
と
コ
ム
ギ
の
畑
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
○
（
昭
和
三
五
）

止
め
の
薬
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
、
大
野
原
の
芝
が
現
在
〈

大
野
原
の
場
合
、
箱
根
山
や
愛
熈
山
と
は
異
な
り
、
草
の
植
生
に
違
い
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
茅
な
ど
の
草
も
あ
っ

大
野
原
の
芝

た
が
、
芝
が
多
く
生
え
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
芝
は
高
さ
が
低
い
の
で
、
草
刈
り
を
し
た
あ
と
に
芝
が
残

る
こ
と
が
多
く
、
〉
）
れ
が
や
が
て
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
裾
野
市
域
に
お
け
る
芝
の
栽
培
に
成
長
し
て
い
く
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

大
野
原
の
芝
に
は
シ
ド
メ
ゞ
ハ
ラ
と
い
う
植
物
が
混
ざ
っ
て
い
て
、
こ
の
シ
ド
メ
ゞ
ハ
ラ
の
シ
ド
メ
（
実
）
を
採
り
焼
酎
漬
け
に
す
る
と
、
痛
み

戎

フ
0
の
が
苦
通
で
あ
っ
た
が
、
冬
に
馬
に
食
べ
さ
せ
る
乾
燥
さ
せ
た
草
を
作
る
と
き
に
は
、
家
族
中
で
何
日
間
か
出
か
け
て
刈
っ
て
い
た
と
い
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マ
に
も
っ
と
Ｊ

業
で
あ
っ
た
。 と

も

た
と
え
ば
深
良
で
は
、
箱
根
山
の
中
で
も
ト
オ
ャ
マ
（
遠
山
）
の
オ
キ
（
沖
）
の
方
が
雑
木
林
に
な
っ
て
い
て
、
一
二
月
頃
か
ら
冬
の
問
、

そ
一
）
の
ク
ヌ
ギ
林
へ
ク
ヌ
ギ
の
枯
葉
を
掻
き
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
》
）
れ
も
草
刈
り
と
同
じ
よ
う
に
、
馬
の
小
荷
駄
で
行
く
の
が
普
通

適
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
人
も
あ
り
、
夏
場
の
草
刈
り
に
対
し
て
、
冬
の
枯
葉
掻
き
は
堆
肥
を
作
る
た
め
の
必
須
の
作

灘
６
０

年
頃
か
ら
芝
の
畑
に
転
換
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
芝
の
栽
培
は
、
た
い
て
い
一
年
間

を
周
期
に
し
て
お
り
、
植
え
つ
け
る
の
が
三
月
か
ら
梅
雨
時
で
、
翌
年
の
三
月
頃
出

荷
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
植
え
つ
け
た
あ
と
の
芝
の
管
理
は
比
較
的
簡
単
だ
と

ｊ畑
考
え
ら
れ
て
お
り
、
兼
業
農
家
で
も
日
曜
Ｒ
を
利
用
し
て
除
草
剤
（
農
薬
）
を
散
布
す

矛ドぐ
る
な
ど
し
て
い
れ
ば
一
年
間
で
出
荷
で
き
る
の
で
、
特
に
、
近
年
で
は
若
い
農
家
の

ンリ
跡
継
ぎ
に
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
と
い
う
。
し
か
し
、
年
配
の
人
の
中
に
は
、
芝
を
出
荷

クポ
す
る
と
き
に
は
土
も
つ
い
て
い
く
の
で
、
そ
れ
を
嫌
が
る
人
も
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ツザ

共
有
地
か
ら
草
を
刈
り
、
馬
に
踏
ま
せ
て
堆
肥
に
し
て
い
た
ほ

２
雑
木
林
と
堆
肥

か
に
、
山
の
共
有
地
や
私
有
地
の
雑
木
林
を
利
用
し
て
、
一
二

真
月
か
ら
三
月
頃
ま
で
落
葉
を
拾
い
集
め
、
そ
れ
を
サ
ッ
マ
グ
ラ
（
薩
摩
鞍
）
に
入
れ
た

写

り
、
あ
る
い
は
馬
に
蹄
ま
せ
て
堆
肥
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
雑
木
林
は
ま
っ
た
く

自
然
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ク
ヌ
ギ
な
ど
の
落
葉
樹
を
計
画
的
に
植
え
、

林
と
し
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
枯
葉
を
利
用
し
た
堆
肥
が
サ
ッ
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農
閑
期
の
農
閑
期
の
山
は
、
利
用
の
し
か
た
に
よ
っ
て
は
副
業
と
も
い
え
る
賃
仕
事
の
場
所
で
あ
っ
た
。
市
域
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る

賃
仕
事
山
仕
事
を
す
る
人
々
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
縮
根
山
に
近
い
ム
ラ
の
人
々
は
ハ
コ
ネ
ダ
ケ
を
、
愛
鷹
山

に
近
い
須
山
な
ど
で
は
ス
ス
ダ
ヶ
を
山
か
ら
採
取
し
、
そ
れ
を
加
工
し
て
売
却
し
、
現
金
収
入
を
得
て
き
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で

山
と
い
う
空
間
を
見
た
と
き
に
、
山
は
仕
事
を
す
れ
ば
す
る
だ
け
稼
ぐ
こ
と
の
で
き
る
空
間
で
あ
っ
た
。

な
お
、
山
の
雑
木
林
は
こ
の
よ
う
な
サ
ッ
マ
グ
ラ
や
堆
肥
と
し
て
の
み
軍
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
と
で
記
す
よ
う
に
炭
焼
き
の

木
は
こ
こ
か
ら
採
取
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
燃
料
に
な
る
モ
シ
キ
（
燃
し
木
）
に
つ
い
て
も
雑
木
林
か
ら
拾
わ
れ
て
く
る
》
）
と
が
多
か
っ
た
。

肥
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
。

な
お
、
山
の
雑
木
林
は
一

葛
山
で
も
、
冬
に
な
る
と
入
会
や
私
有
地
の
雑
木
林
か
ら
落
葉
を
集
め
て
い
た
。
家
に
よ
っ
て
は
、
他
家
の
私
有
地
の
雑
木
林
を
い
く

ば
く
か
の
お
金
を
払
っ
て
借
り
受
け
、
落
葉
を
掻
く
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
小
荷
駄
で
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
枯
葉
は
、
馬
に
蹄
ま
せ
る

場
合
は
馬
の
糞
尿
で
湿
ら
せ
た
あ
と
堆
肥
小
屋
へ
川
し
、
そ
れ
を
何
度
も
キ
ッ
カ
ェ
シ
を
し
て
、
家
に
よ
っ
て
は
、
人
糞
な
ど
も
入
れ
堆

Ｏ

１
と
い
ハ
ブ

で
、
コ
マ
ン
ザ
ラ
イ
（
熊
手
）
で
枯
葉
を
か
き
集
め
、
集
め
た
枯
葉
は
六
把
で
一
駄
と
い
う
こ
と
で
、
小
荷
駄
に
し
て
持
っ
て
帰
っ
て
き
て

い
た
。
サ
ッ
マ
グ
ラ
ヘ
入
れ
る
場
合
に
は
、
集
め
て
き
た
枯
葉
を
サ
ッ
マ
グ
ラ
に
敷
き
、
サ
ッ
マ
を
置
き
、
発
芽
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
こ

の
発
芽
さ
せ
た
芽
を
開
墾
し
た
畑
や
サ
ト
の
畑
に
挿
し
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
サ
ッ
マ
を
挿
す
の
が
六
川
頃
に
な
る
の
で
、
川
植
え

の
時
期
に
も
重
な
っ
て
お
り
、
サ
ッ
マ
を
柿
し
た
あ
と
の
サ
ッ
マ
グ
ラ
の
枯
葉
は
、
水
川
に
入
れ
堆
肥
と
し
て
利
用
す
る
場
合
も
あ
っ
た

日
現
金
収
入
の
た
め
の
山
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俗
ま
ず
山
仕
事
か
ら
見
て
み
る
と
、
山
で
雑
木
や
植
林
し
て
あ
る
杉
、
ヒ
ノ
キ
な
ど
を
伐
る
仕
事
を
サ
キ
ャ
マ
（
先
山
）
と
い
つ

民
山
仕
事
こ
び

の

て
い
た
・
茶
畑
で
は
、
農
閑
期
の
冬
に
製
材
屋
に
頼
ま
れ
て
サ
キ
ャ
マ
を
す
る
人
も
い
た
と
い
う
。
サ
キ
ャ
マ
で
木
挽
き
を

境解
す
る
人
と
伐
っ
た
材
木
を
山
か
ら
搬
出
す
る
人
は
違
い
、
馬
に
荷
車
を
つ
け
て
引
く
馬
力
を
使
い
、
材
木
を
山
か
ら
出
し
た
と
い
う
。
た

生
だ
し
、
山
の
高
い
と
こ
ろ
ま
で
馬
力
が
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
ズ
リ
カ
ン
（
摺
り
缶
）
と
い
う
方
法
で
馬
力
が
行
く
こ
と
の
で
き
る

垂
早’

と
こ
ろ
ま
で
川
し
、
途
中
か
ら
馬
力
を
使
っ
て
い
た
。
ズ
リ
カ
ン
と
い
う
の
は
、
材
木
に
缶
を
釘
で
打
ち
つ
け
、
そ
の
缶
か
ら
鎖
を
馬
に

第

結
び
、
馬
で
運
ぶ
方
法
で
あ
る
。

市
域
で
は
、
須
山
や
十
里
木
を
除
い
て
、
炭
焼
き
を
専
門
的
な
職
業
と
し
、
売
る
た
め
の
炭
を
作
っ
て
い
る
家
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

と
い
う
。
関
東
地
方
や
富
士
郡
な
ど
か
ら
炭
焼
き
の
専
門
の
業
者
が
入
っ
て
き
て
、
山
の
中
で
仕
事
を
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

こ
の
土
地
の
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
、
炭
焼
き
は
現
金
収
入
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
自
家
用
を
ま
か
な
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

と
一
｝
ろ
が
、
他
地
域
か
ら
流
入
し
て
き
た
専
門
の
炭
焼
き
業
者
の
た
め
に
、
炭
の
搬
出
な
ど
運
送
に
携
わ
り
、
い
く
ば
く
か
の
現
金
収
入

を
得
る
人
も
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
愛
鷹
山
の
山
中
に
は
炭
焼
き
の
人
々
が
入
っ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
人
々
は
山
の
中
に
住
み
込
ん
で
い
る
た
め
に
、
焼

い
た
炭
の
サ
ト
へ
の
搬
出
や
彼
ら
の
た
め
に
物
資
を
運
ぶ
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
富
沢
に
は
、
こ
の
よ
う
な
炭
焼
き
の
た
め
に
、
サ
ト

か
ら
山
へ
行
く
と
き
に
は
食
料
や
荷
物
を
運
び
、
帰
り
に
は
炭
を
「
裾
野
」
（
裾
野
駅
周
辺
）
ま
で
運
ぶ
賃
仕
事
を
し
て
い
る
人
が
い
た
と

い
舞
う
０

箱
根
山
で
は
、
も
っ
と
も
高
い
部
分
が
ハ
コ
ネ
ダ
ヶ
の
群
落
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く

ハ
コ
ネ
ダ
ケ

な
っ
て
い
る
が
、
戦
後
ま
も
な
い
頃
ま
で
、
箱
根
山
西
麓
の
公
文
名
、
茶
畑
な
ど
の
ム
ラ
で
は
、
農
閑
期
、
冬
の
賃
仕
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事
に
ハ
コ
ネ
ダ
ケ
の
採
取
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
往
時
は
、
ハ
コ
ネ
ダ
ヶ
を
採
れ
ば
採
る
ほ
ど
に
現
金
収
入
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
た
た
め

に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
「
精
根
か
ぎ
り
稼
げ
た
」
と
ま
で
述
令
へ
る
人
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
戦
後
ま
も
な
い
頃
で
も
、
一
○
貫
目

単
位
で
計
算
さ
れ
た
竹
が
、
多
い
Ⅱ
に
は
一
日
一
円
二
○
銭
に
も
な
っ
た
た
め
に
、
特
に
比
較
的
零
細
な
小
作
の
人
な
ど
に
は
、
現
金
が

必
要
な
正
月
前
に
は
ち
ょ
う
ど
よ
く
、
ハ
コ
ネ
ダ
ヶ
で
収
入
を
得
、
正
月
の
準
備
を
し
た
り
暮
れ
の
帳
面
の
返
済
に
充
て
る
こ
と
が
で
き

1

、

○

た
と
い
猶
フ

２
妨
刷
さ
に
よ
っ
て
も
用
途
が
違
っ
て
い
た

罫
楜
よ
う
で
、
主
に
パ
イ
プ
の
ラ
オ
や
パ

、
汀
サ
ヘ

ノ
閑
イ
ス
ケ
（
ピ
ァ
ー
ス
ケ
）
に
加
工
さ
れ

３
に

卜
晶
た
が
、
コ
リ
竹
に
さ
れ
た
り
養
蚕
の

真
２
写
ル
と
き
使
わ
れ
る
能
と
し
て
使
わ
れ
る

》
）
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
六
尺
に
足
り

な
い
竹
は
、
家
を
作
る
と
き
に
土
壁

の
中
に
塗
り
込
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
う
。
パ
イ
ス
ケ
に
さ
れ
る

蕃
通
で
あ
っ
た
。

駄
に
し
て
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
の
が

竹
伐
り
に
は
、

馬
を
引
き
、
小
荷

ハ
コ
ネ
ダ
ケ
は
膣
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俗
竹
に
つ
い
て
は
、
茶
畑
の
「
天
理
教
」
の
周
囲
に
パ
イ
ス
ヶ
ャ
と
呼
ば
れ
る
仲
買
い
が
多
か
っ
た
の
で
こ
》
）
に
卸
す
人
が
多
く
、
し
か
も

民錘
こ
こ
の
パ
ィ
ス
ヶ
ャ
は
現
金
で
買
取
を
し
て
く
れ
た
の
で
、
竹
伐
り
を
す
る
人
に
と
っ
て
都
合
が
良
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ハ
コ
ネ

解
ダ
ヶ
の
中
に
は
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
出
用
の
ス
テ
ッ
キ
に
な
っ
た
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
は
佐
野
や
伊
豆
島
川
に
加
工
場
が
あ
っ
た
た
め
に
そ

生

こ
に
卸
す
人
が
多
く
、
長
さ
や
太
さ
が
一
定
の
竹
を
伐
っ
て
い
た
と
い
う
。
な
お
、
一
般
的
に
は
パ
イ
ス
ヶ
に
す
る
竹
は
新
竹
が
よ
く
、

宰
早ｌ

古
い
竹
は
ラ
オ
や
ス
テ
ッ
キ
に
す
る
の
に
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。

第

ハ
コ
ネ
ダ
ヶ
は
こ
の
よ
う
な
現
金
収
入
の
手
段
で
も
あ
っ
た
が
、
肥
料
と
し
て
使
わ
れ
る
ゞ
）
と
も
あ
っ
た
。
戦
後
ま
も
な
い
頃
の
一
時

的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
人
も
い
る
が
、
伐
っ
た
竹
を
積
み
上
げ
て
燃
や
し
、
灰
を
冷
や
し
て
肥
料
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

サ
ッ
マ
や
野
菜
な
ど
の
畑
に
入
れ
た
人
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
特
に
、
ト
マ
ト
に
は
こ
の
ハ
コ
ネ
ダ
ヶ
の
肥
料
が
も
っ
と
も
適
し
て
い

箱
根
山
西
麓
の
人
々
が
ハ
コ
ネ
ダ
ヶ
を
採
取
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
愛
鷹
山
東
麓
の
ム
ラ
、
特
に
十
里
木
と
須
山
で
は
、

ス
ス
ダ
ケ

愛
鷹
山
に
生
え
て
い
た
ス
ス
ダ
ヶ
と
呼
ば
れ
る
竹
の
採
取
を
行
い
、
副
収
入
と
す
る
一
）
と
が
多
か
っ
た
。
季
節
的
に
は
冬

の
農
閑
期
を
利
用
し
て
の
竹
伐
り
で
あ
っ
た
が
、
ス
ス
ダ
ヶ
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
コ
リ
と
し
て
加
工
し
、
し
か
も
、
家
に
よ
っ
て
は
男
衆

と
女
衆
の
分
業
体
制
に
よ
っ
て
、
竹
伐
り
か
ら
加
工
、
出
荷
ま
で
を
行
っ
て
い
る
人
々
も
い
た
と
い
う
。
出
荷
先
は
御
殿
場
で
、
御
殿
場

市
域
に
入
っ
て
い
る
板
妻
な
ど
で
も
、
ス
ス
ダ
ヶ
の
採
取
は
盛
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
の
ス
ス
ダ
ヶ
は
六
○
年
に
一
回
枯
れ
る
と
い
わ
れ
、
実
際
に
戦
時
中
に
一
度
枯
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
枯
れ
る
の
は
花

が
咲
き
実
が
な
っ
て
か
ら
で
、
ち
ょ
う
ど
戦
時
中
の
食
料
事
情
の
悪
い
と
き
で
も
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
と
き
、
十
里
木
や
須
山
で
は
こ

の
実
を
採
っ
て
き
て
粉
に
し
て
団
子
を
作
り
食
料
と
し
た
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
ス
ス
ダ
ヶ
が
枯
れ
た
あ
と
は
自
生

た
と
い
う
人
も
い
る
。
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し
た
も
の
を
使
っ
て
の
コ
リ
の
生
産
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
長
野
や
富
山
か
ら
竹
を
買
い
、
製
品
と
し
て
出
荷
す
る
よ

う
な
形
に
し
た
家
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

大
野
原
の
夕
大
野
原
は
、
草
刈
り
場
や
芝
の
原
産
地
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
な
戦
前
は
陸
軍
の
、
戦

マ
ヒ
ロ
ィ
後
は
ア
メ
リ
カ
軍
、
そ
し
て
自
衛
隊
の
演
習
場
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
大
野
原
は
自
然
の
も
た

ら
し
た
草
刈
り
場
や
芝
の
原
産
地
と
し
て
の
原
型
に
加
え
て
、
演
習
場
と
い
う
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
た
と
え
ば
須
山
小

学
校
は
防
音
設
備
の
つ
い
た
校
舎
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
演
習
場
が
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
演
習
場

の
存
在
は
、
日
頃
か
ら
聞
く
こ
と
の
で
き
る
射
撃
音
と
と
も
に
、
特
に
須
山
や
下
和
旧
の
人
為
に
と
っ
て
は
日
常
的
な
存
在
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
に
見
た
と
き
、
演
習
場
は
生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
で
き
た
存
在
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

特
に
、
演
習
場
は
須
山
や
下
和
田
の
人
々
に
と
っ
て
、
あ
た
か
も
山
仕
事
や
竹
伐
り
と
同
じ
よ
う
に
、
剛
業
的
な
賃
仕
事
と
い
う
観
点

か
ら
見
た
と
き
に
は
現
金
収
入
を
も
た
ら
す
場
所
で
あ
っ
た
。
タ
マ
ヒ
ロ
イ
（
弾
丸
拾
い
）
を
行
い
、
そ
れ
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現

金
収
入
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
タ
マ
ヒ
ロ
イ
は
ま
っ
た
く
自
由
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
戦
前
、
陸
軍
の
演
習
場
で
あ
っ

た
時
代
に
は
鑑
札
が
あ
り
、
そ
れ
を
保
有
し
て
い
る
人
だ
け
が
正
式
に
は
許
可
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
多
く
の

人
々
が
タ
マ
ヒ
ロ
イ
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
軍
が
演
習
場
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
同
様
で
あ
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
演
習
が
あ
る
と
、
弾
丸
が
地
面
に
落
ち
て
土
の
中
に
埋
ま
っ
て
い
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
射
撃
が
終
わ
っ

た
あ
と
に
土
を
掘
り
、
廃
弾
を
拾
い
集
め
る
の
で
あ
っ
た
。
不
発
弾
も
あ
り
、
不
発
弾
に
つ
い
て
は
火
薬
を
抜
く
の
が
上
手
な
人
も
い
て
、

火
薬
を
抜
い
て
、
人
に
よ
っ
て
は
猟
銃
の
火
薬
に
使
っ
て
い
る
人
も
い
た
。
廃
弾
は
鉄
く
ず
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
雷
管
の
先
の
信
管

が
真
楡
で
で
き
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
真
鋪
も
よ
い
値
段
で
売
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
廃
弾
や
真
鋪
を
買
う
の
は
ボ
ッ
コ
ャ
（
廃
品
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俗
回
収
業
者
）
で
、
ゞ
）
う
し
た
金
属
類
を
集
め
て
い
た
。

民鼬
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
軍
が
演
習
場
を
使
う
よ
う
に
な
る
と
、
機
関
銃
の
訓
練
で
薬
英
を
大
量
に
放
置
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
戦

騨
後
は
、
廃
弾
掘
り
よ
り
も
む
し
ろ
薬
英
拾
い
が
磯
ん
に
な
っ
た
と
い
う
。
極
端
な
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
が
機
関
銃
の
訓
練
を
し
て
い

生

る
と
き
に
、
そ
ば
に
袋
を
持
ち
待
っ
て
い
て
薬
英
を
も
ら
っ
て
帰
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
特
に
、
朝
鮮
戦
争
が
は
じ
ま
る
前

幸
早ｌ

後
の
頃
は
演
習
が
盛
ん
で
、
こ
の
よ
う
な
薬
莱
拾
い
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

第

し
か
し
、
戦
前
の
タ
マ
ヒ
ロ
ィ
に
し
る
戦
後
の
薬
英
拾
い
に
し
ろ
、
演
習
場
へ
の
立
ち
入
り
で
あ
り
、
爆
発
物
を
取
り
扱
っ
て
い
る
た

め
に
常
に
危
険
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
不
発
弾
の
処
理
を
誤
り
死
ん
だ
人
、
機
関
銃
に
射
ち
ぬ
か
れ
て
し
ま
い
怪
我
を
し
た
人
、
演
習

場
か
ら
拾
っ
て
き
た
細
長
い
形
の
爆
弾
を
バ
ッ
ト
が
わ
り
に
し
て
草
野
球
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
爆
弾
が
爆
発
し
て
死
ん
だ
子
供
も

い
た
と
い
う
。
あ
る
い
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
が
誤
っ
た
の
か
、
須
山
の
集
落
の
方
へ
機
関
銃
を
射
っ
て
き
て
火
事
が
お
き
た
り
、
ア
メ
リ
カ

軍
の
爆
弾
が
演
習
場
の
外
へ
落
ち
て
爆
発
す
る
と
か
、
軍
事
基
地
に
つ
き
も
の
の
ト
ラ
ブ
ル
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

カ
ヤ
バ
．
現
在
で
は
、
箱
根
山
も
愛
鷹
山
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
所
が
杉
や
ヒ
ノ
キ
の
植
林
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

カ
ャ
ノ
よ
う
な
多
様
な
利
用
方
法
は
ほ
と
ん
ど
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
裾
野
市
域
の
人
々
に
と
っ
て
、
山
は
農
業

生
産
や
現
金
収
入
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
た
め
に
も
必
要
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
。
特
に
現
在
で
は
、
茅
屋
根
の
家
は

ふ

ご
く
ま
れ
に
し
か
見
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
以
前
は
山
の
共
有
地
の
茅
場
か
ら
茅
を
刈
り
、
茅
屋
根
を
葺
く
た
め
に
利
用

し
て
い
た
。
ム
ラ
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
水
窪
の
よ
う
に
茅
場
を
持
た
な
い
た
め
に
、
屋
根
葺
き
の
茅
は
ほ
か
の
ム
ラ
か
ら
買
い
入
れ
、

(四）

日
常
生
活
の
た
め
の
山
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括
麦
塚
も
、
箱
根
山
の
共
有
地
の
中
璋

剴吐
な
く
、
カ
ャ
ム
ジ
ン
を
し
て
屋
根
替
ゞ

節
が
出
て
、
山
焼
を
し
て
い
た
と
い
う
。

２第
愛
鷹
山
東
麓
の
下
和
田
や
今
里
で
皿

麦
塚
も
、
箱
根
山
の
共
有
地
の
中
に

愛
麿
山
東
麓
の
下
和
旧
や
今
里
で
は

箱
根
山
の
深
良
財
産
区
の
中
に
モ
ョ
リ
ご
と
に
共
有
地
を
管
理
し
て
い
た
深
良
の
場
合
、
カ
ャ
ム
ジ
ン
（
茅
無
尽
）
に
よ
っ
て
茅
場
か
ら

茅
を
刈
り
集
め
、
屋
根
を
葺
き
替
え
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
茅
場
は
誰
で
も
が
自
由
に
利
用
で
き
た
の
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
量
の
茅
を

利
用
す
る
た
め
に
、
モ
ョ
リ
の
中
で
の
寄
り
合
い
に
よ
っ
て
利
用
す
る
家
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
深
良
の
中
で
も
南
卯
の
モ

ョ
リ
で
は
茅
場
の
運
用
は
決
め
ら
れ
て
お
り
、
毎
年
一
月
二
日
に
ハ
ッ
ジ
ョ
ゥ
ヵ
ィ
（
初
常
会
）
が
あ
る
の
で
、
そ
の
と
き
に
カ
ャ
ム
ジ

ン
で
そ
の
年
に
茅
場
の
茅
を
使
い
屋
根
替
え
を
行
う
家
を
決
め
て
い
た
。
カ
ャ
ム
ジ
ン
を
行
う
家
に
な
る
と
、
南
堀
で
は
た
い
て
い
三
月

に
茅
場
な
ど
の
ヤ
マ
ャ
キ
（
山
焼
）
を
す
る
の
で
、
こ
の
山
焼
の
前
ま
で
に
刈
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
山
焼
は
、

そ
れ
ぞ
れ
モ
ョ
リ
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
て
、
上
原
で
は
二
月
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
山
焼
に
は
、
モ
ョ
リ
の
家
々
か
ら

一
人
ず
つ
出
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
家
は
、
そ
の
Ⅱ
の
Ⅱ
当
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
な

お
、
屋
根
替
え
は
、
茅
を
準
備
す
る
だ
け
で
は
で
き
ず
、
こ
の
ほ
か
に
、
モ
ウ
ソ
ウ
ダ
ヶ
（
孟
宗
竹
）
や
ハ
コ
ネ
ダ
ヶ
も
必
要
で
あ
っ
た
と

い
う
。
モ
ウ
ソ
ウ
ダ
ヶ
は
屋
根
の
骨
組
に
使
い
、
竹
を
結
ぶ
た
め
の
細
い
ひ
ご
も
必
要
で
、
》
）
れ
ら
は
自
分
の
家
だ
け
で
独
自
に
川
意
し

、
茅
場
を
持
っ
て
い
た
が
、
深
良
と
同
じ
よ
う
に
、
誰
で
も
が
自
由
に
使
え
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
カ
ャ
ム
ジ
ン
を
し
て
屋
根
替
え
を
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
茅
を
刈
っ
た
あ
と
は
、
共
有
地
の
権
利
を
持
っ
て
い
る
家
か
ら
人

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

不
足
す
る
部
分
は
コ
ム
ギ
の
ム
ギ
カ
ラ
で
補
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
た
い
て
い
の
ム
ラ
は
箱
根
山
や
愛
膳
山
に
ム
ラ
の
茅
場
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

、
茅
場
で
は
な
く
、
カ
ャ
ノ
（
茅
野
）
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
こ
ゞ
）
で
も
カ
ャ
ム
ジ
ン
に
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俗
よ
っ
て
、
茅
を
カ
ャ
ノ
か
ら
刈
り
集
め
、
屋
根
替
え
に
利
用
し
て
い
た
。
下
和
田
と
今
里
と
い
う
隣
合
わ
せ
の
ム
ラ
で
も
、
そ
の
や
り
方

民鞄
は
若
干
異
な
っ
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
ャ
ム
ジ
ン
の
方
法
を
見
て
み
よ
う
。

癖
下
和
田
で
は
、
大
野
原
の
共
有
地
に
カ
ャ
ノ
を
持
っ
て
い
た
。
カ
ャ
ノ
の
利
用
方
法
は
、
毎
年
二
月
に
な
る
と
、
そ
の
年
の
農
作
業

生
が
ほ
ぼ
終
わ
り
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
あ
と
に
、
ま
ず
山
の
ミ
チ
ッ
ク
リ
を
し
て
、
カ
ャ
ノ
の
利
用
を
決
め
る
と
い
う
順
序
で
あ
っ

垂
早’

た
と
い
う
。
下
和
川
の
共
有
地
は
、
七
二
軒
が
権
利
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
カ
ャ
ノ
を
利
用
す
る
前
に
、
く
じ
を
引
き
、
カ
ャ
ノ
を
一
○

第

チ
ョ
ゥ
ゞ
、
ハ
（
帳
場
）
ほ
ど
に
分
け
、
七
、
八
軒
ず
つ
一
チ
ョ
ウ
ゞ
ハ
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
、
一
二
月
に
入
る
と
、
ｎ
を
決
め

て
、
七
二
軒
の
家
か
ら
人
が
出
て
、
さ
ら
に
チ
ョ
ウ
雷
ハ
ご
と
に
く
じ
を
引
い
て
細
か
く
分
け
、
茅
を
刈
っ
た
。
刈
っ
た
茅
は
、
小
束
に
し

て
一
一
ヨ
ゥ
（
束
ね
た
状
態
）
に
積
み
、
急
傾
斜
の
と
こ
ろ
で
は
ネ
セ
ニ
ョ
ウ
に
し
て
乾
燥
さ
せ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
必
ず
し
も
茅
の
欲
し
い
家
ば
か
り
で
は
な
い
た
め
、
屋
根
替
え
を
す
る
た
め
に
茅
の
必
要
な
家
は
、
茅
の
必
要
の
な
い
家
か

ら
実
費
で
買
う
形
を
と
る
｝
）
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
下
和
旧
で
は
屋
根
替
え
の
こ
と
を
ヤ
ネ
ブ
、
ン
ン
（
屋
根
普
請
）
と
い
っ
た
が
、

ヤ
ネ
ブ
シ
ン
を
や
る
家
が
や
ら
な
い
家
か
ら
茅
を
借
り
、
カ
ャ
ム
ジ
ン
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
ヤ
ネ
ブ
シ
ン
を
や
る
家
に
は
、

ほ
か
の
ど
の
家
か
ら
も
祝
儀
と
し
て
茅
を
一
駄
ず
つ
出
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ゞ
｝
の
よ
う
な
茅
を
集
め
て
、
下
和
田
で
は
ヤ
ネ
ブ
、
ン
ン

が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
カ
ャ
ム
ジ
ン
に
よ
る
ヤ
ネ
ブ
シ
ン
は
、
同
じ
よ
う
に
カ
ャ
ム
ジ
ン
と
呼
ん
で
い
て
も
、
先

に
見
た
深
良
や
麦
塚
が
新
年
の
常
会
で
茅
場
の
茅
を
刈
る
権
利
を
あ
る
特
定
の
家
に
決
め
、
そ
の
年
は
、
決
め
ら
れ
た
家
だ
け
が
茅
場
の

茅
を
利
用
す
る
権
利
を
持
っ
た
一
｝
と
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
、
下
和
川
の
場
合
に
は
、
カ
ャ
ノ
の
茅
を
刈
る
権
利
は
共
有
地
の
権

利
を
持
つ
す
べ
て
の
家
が
持
っ
た
が
、
そ
の
現
物
を
融
通
し
合
う
と
い
う
や
り
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
愛
鷹
山
に
八
二
軒
の
家
が
権
利
を
持
つ
共
有
地
の
中
に
カ
ャ
ノ
を
持
っ
て
い
た
今
里
で
は
、
カ
ャ
ム
ジ
ン
に
よ
っ
て
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第2節山と生活

実
際
に
、
カ
ャ
ノ
ヘ
出
か
け
茅
を
刈
る
の
は
冬
の
一
二
月
か
ら
二
川
頃
で
、
刈
る
と
小
束
に
し
て
乾
か
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
三
束
（
三

束
が
一
把
に
な
る
）
ず
つ
に
ま
と
め
て
、
稲
藁
と
同
じ
よ
う
な
積
み
方
で
カ
ャ
ノ
で
一
一
ヨ
ゥ
に
積
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
乾
い
て
く
る
と

そ
れ
を
屋
敷
の
近
く
に
下
ろ
し
、
ヤ
ネ
、
ブ
シ
ン
の
準
備
が
整
う
一
）
と
に
な
っ
た
。
ヤ
ネ
、
ブ
、
ン
ン
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
茅
で
あ
っ
た

が
、
ゞ
｝
の
ほ
か
に
竹
や
芝
な
ど
も
必
要
で
、
竹
は
山
か
ら
、
芝
は
大
野
原
か
ら
刈
っ
て
き
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
市
域
の
た
い
て
い
の
ム
ラ
で
か
っ
て
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
茅
屋
根
で
あ
り
、
茅
が
不
足
し
が
ち

茅
屋
根
と
火
事

な
ム
ラ
で
は
ム
ギ
カ
ラ
が
混
ざ
る
一
）
と
も
あ
っ
た
が
、
中
心
に
な
っ
た
の
は
共
有
地
の
茅
場
や
カ
ャ
ノ
か
ら
刈
っ
て

き
た
茅
の
利
用
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
茅
屋
根
に
は
欠
点
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
火
事
が
起
こ
り
や
す
く
、
し
か
も
類
焼
し
や
す
い
と
い
う

ヤ
ネ
ブ
シ
ン
を
し
て
い
た
も
の
の
、
下
和
田
よ
り
も
深
良
や
麦
塚
と
同
じ
よ
う
な
カ
ャ
ノ
の
利
用
方
法
を
し
て
い
た
。
今
里
で
は
、
毎
年

の
常
会
で
ヤ
ネ
ブ
シ
ン
を
す
る
家
を
一
軒
か
二
軒
く
ら
い
決
め
、
実
際
の
カ
ャ
ノ
で
の
茅
刈
り
と
ヤ
ネ
ブ
シ
ン
に
は
、
同
じ
ク
ミ
ゥ
チ

（
組
内
）
か
ら
イ
イ
ガ
エ
シ
（
紬
い
返
し
）
に
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
今
里
の
カ
ャ
ム
ジ
ン
は
、
ま
さ
に
イ
ィ
ガ
ェ
シ
と
い

う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
下
和
Ⅲ
の
よ
う
に
茅
を
融
通
し
合
う
と
い
う
よ
り
も
、
茅
を
刈
っ
た
り
ヤ
ネ
ブ
シ
ン
を
手
伝
っ
た
り

労
働
力
を
互
い
に
提
供
す
る
方
法
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
な
お
、
カ
ャ
ム
ジ
ン
の
イ
ィ
ガ
ェ
シ
な
ど
は
、
労
働
力
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
ｎ
の
夕
食
ま
で
イ
イ
ガ
エ
シ
の
家
で
食
ぺ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
「
オ
マ
ン
マ
、
ア
リ
ガ
タ
ャ
」
な
ど
と
い
っ
て
喜
ば

Ｏ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
、
フ

た
と
え
ば
、
下
和
田
で
は
現
在
で
も
、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
四
Ⅱ
九
ｎ
に
起
こ
っ
た
と
い
う
大
火
が
い
ま
だ
に
語
り
つ
が
れ
て
い

る
。
炭
焼
き
の
火
が
も
と
で
あ
っ
た
が
、
突
風
が
激
し
か
っ
た
と
い
う
一
｝
と
も
あ
り
、
着
の
身
着
の
ま
ま
で
焼
け
だ
さ
れ
る
ほ
ど
早
い
火

こ
と
で
あ
っ
た
。
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俗
の
ま
わ
り
で
多
く
の
家
が
類
焼
し
た
と
い
う
。
下
和
旧
で
は
、
こ
の
大
火
の
た
め
に
そ
の
後
、
貧
し
い
家
が
増
え
た
と
い
う
人
も
い
る
ほ

民
き
り
く
ぼ

錘
ど
で
、
こ
の
大
火
の
あ
と
、
毎
年
四
月
九
日
が
火
防
の
神
で
あ
る
秋
葉
山
の
祭
日
に
な
っ
た
。
深
良
の
切
久
保
で
も
、
一
九
二
一
九
（
昭
和

癖
一
四
）
年
に
一
二
軒
も
の
家
が
焼
け
る
と
い
う
火
事
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
、
茅
屋
根
で
あ
る
が
た
め
に
多
く
の
家
が
類
焼
を
逃
れ
得
な

生
か
つ
た
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

垂
早

市
域
で
は
茅
屋
根
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
茅
屋
根
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
以
前
は
山
に
生
え
て
い

’第
杉
皮
の
利
用

る
杉
の
皮
を
利
用
し
た
屋
根
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
ご
く
普
通
の
家
の
屋
根
に
現
在
の
よ
う
な
か
わ
ら
屋
根
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
の
は
じ
め
頃
か
ら
の
よ
う
で
、
一
九
五
○
年
代
半
ば
ま
で
は
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
茅
屋
根
の
ほ
か
に
、
山
の
杉
を
利
用
し
た
杉
皮
の
屋
根
に
つ
い
て
、
深
良
の
南
堀
を
例
と
し
な
が
ら
見
て
み
た
い
。

南
堀
で
は
、
杉
皮
の
屋
根
を
し
た
家
は
、
古
く
か
ら
の
家
と
か
財
産
家
に
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
、
分
家
を
出
す
と
き
な
ど
に
、
杉
皮

で
葺
い
た
家
を
建
て
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
と
い
う
。
と
い
う
の
は
、
杉
皮
の
屋
根
は
七
年
く
ら
い
し
か
保
た
な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

イ
セ
キ
（
跡
継
ぎ
）
で
は
な
く
分
家
と
し
て
出
る
た
め
に
と
り
あ
え
ず
家
が
必
要
で
、
そ
の
よ
う
な
と
き
に
、
「
七
年
く
ら
い
す
れ
ば
、
ゼ

’
一
コ
（
銭
己
が
で
き
る
ら
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
、
杉
皮
で
屋
根
を
葺
い
た
家
を
作
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
七
年
く
ら
い
も
働
け
ば
新
し

く
家
を
建
築
で
き
、
茅
屋
根
の
家
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
計
算
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
杉
皮
は
ど
の
よ
う
に
し
て
入
手
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
杉
皮
そ
の
も
の
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
カ
ャ
ム
ジ
ン
の
よ
う
な

》
）
と
は
な
く
、
た
い
て
い
は
製
材
所
か
ら
買
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
杉
皮
は
、
植
林
さ
れ
た
杉
が
伐
採
さ
れ
た
あ
と
皮
は
む
か
れ
る
の

で
、
そ
の
皮
を
二
尺
×
一
尺
に
そ
ろ
え
て
一
八
枚
を
一
把
と
し
、
製
材
所
が
売
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
杉
皮
の
屋
根
を
葺
く
と
き
に

は
イ
ィ
（
結
い
）
が
行
わ
れ
、
労
働
力
を
融
通
し
合
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
杉
皮
の
屋
根
は
傾
斜
が
ゆ
る
や
か
で
軽
い
た
め
に
、
災
害
、
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特
に
地
震
に
は
強
い
と
い
わ
れ
、
茅
屋
根
が
傾
斜
が
急
で
重
か
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
大
正
の
終
わ
り
頃
か
ら
は
、

こ
の
よ
う
な
杉
皮
の
屋
根
の
上
に
ト
タ
ン
を
か
ぶ
せ
る
家
も
あ
っ
た
と
い
う
。

か
わ
ら
屋
根
現
在
、
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
か
わ
ら
屋
根
の
利
用
は
、
見
方
を
か
え
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
山
の
共
有
地
の
茅
場
や

へ
の
変
貌
カ
ャ
ノ
の
利
用
が
な
く
な
っ
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
深
良
な
ど
で
は
、
か
わ
ら
屋
根
が
増
え
て
き
た
の
は
昭
和
三

○
年
代
を
境
に
し
て
い
た
よ
う
で
、
ち
ょ
う
ど
企
業
誘
致
で
、
ト
ヨ
タ
、
関
東
自
動
車
、
矢
崎
電
線
な
ど
が
工
場
を
造
り
、
そ
こ
で
働
く

人
々
の
住
宅
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
茅
屋
根
か
ら
か
わ
ら
屋
根
に
転
換
し
た
の
は
家
の
新
築
の
機

会
が
多
く
、
深
良
の
原
の
モ
ョ
リ
で
は
、
か
わ
ら
屋
根
に
か
わ
る
こ
と
に
よ
り
カ
ャ
ム
ジ
ン
か
ら
抜
け
る
こ
と
に
な
る
と
茅
場
を
必
要
と

し
な
く
な
る
の
で
、
娘
初
は
、
屋
根
替
え
を
や
る
家
に
カ
ャ
ム
ジ
ン
の
代
わ
り
の
お
金
を
包
む
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

茅
場
の
利
用
が
、
か
わ
ら
屋
根
の
普
及
と
と
も
に
消
滅
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
、
家
々
の
大
切
な
燃
料
と
し
て
山
か

モ
シ
キ

ら
集
め
て
き
た
モ
シ
キ
（
燃
し
木
）
も
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
や
電
気
の
普
及
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

現
在
モ
シ
キ
は
、
ご
く
ま
れ
に
風
呂
を
沸
か
す
の
に
利
川
さ
れ
た
り
、
行
事
の
際
に
炊
事
で
利
川
さ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
が
、
炊
事
や
暖

房
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
風
呂
の
た
め
に
、
燃
料
と
し
て
の
モ
シ
キ
の
利
用
は
Ⅱ
常
生
活
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
モ
シ
キ
の
採
取
に
つ
い
て
も
、
山
に
囲
ま
れ
た
市
域
の
場
合
山
に
大
き
く
依
拠
し
て
お
り
、
主
に
農
閑
期
の
仕
事
と
し
て
モ
、
ン
キ
を
箱

根
山
や
愛
鵬
山
か
ら
集
め
て
く
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

そ
の
実
態
を
箱
根
山
に
依
拠
し
て
い
た
ム
ラ
か
ら
見
て
み
る
と
、
深
良
で
は
、
雑
木
林
や
植
林
し
て
あ
る
と
こ
ろ
は
、
枯
れ
枝
で
あ
る

な
ら
ば
た
と
え
私
有
地
の
山
で
あ
っ
て
も
採
っ
て
き
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
モ
シ
キ
と
し
て
利
用
し
て
い
た
と
い
う
。
モ

シ
キ
を
採
り
に
行
く
の
は
、
家
の
中
で
も
年
寄
り
と
か
女
衆
と
か
子
供
の
仕
事
で
、
男
衆
が
行
く
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
特
に
子
供
に
ょ
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っ
て
は
、
小
学
校
か
ら
帰
宅
す
る
と
ト
オ
ャ
マ
の
方
へ
行
っ
て
枯
れ
枝
を
集
め
て
く
る
の
が
、
課
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
者
も
い
た
と
い

民の
う
。
も
っ
と
も
、
子
供
が
田
畑
の
仕
事
を
手
伝
う
の
も
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
モ
シ
キ
を
採
り
に
行
く
こ
と
が

境韓
子
供
に
と
っ
て
特
別
な
仕
事
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
兄
弟
の
多
い
家
で
は
年
長
の
子
供
が
弟
や
妹
の
子
守
を
す
る
こ
と
も
当
然
の
よ

↑生
・
〃
，
‐
：
，

子
供
が
成
長
し
て
若
い
衆
に
な
る
と
、
馬
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
モ
シ
キ
採
り
も
、
山
で
集
め
た
モ
シ
キ
を
六
把
、

馬
の
小
荷
駄
に
し
て
持
っ
て
帰
っ
て
来
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
若
い
衆
が
小
荷
駄
で
モ
シ
キ
を
集
め
る
と
き
、
若
い
衆
に
よ
っ
て
は
八
把
集

め
、
六
把
は
小
荷
駄
に
し
て
帰
っ
て
く
る
が
、
二
把
は
自
分
で
背
負
っ
て
持
ち
帰
り
、
一
）
の
二
把
の
分
に
つ
い
て
は
ワ
タ
ク
シ
（
私
・
個

人
の
取
り
分
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
売
却
し
て
小
遣
い
に
し
て
い
る
人
も
い
た
と
い
う
。
深
艮
で
は
、
〉
｝
の
よ
う
な
モ
シ
キ
採
り
を

す
る
人
が
減
っ
て
い
っ
た
の
は
、
昭
和
三
○
年
代
か
ら
昭
和
四
○
年
頃
の
一
）
と
で
あ
っ
た
と
い
う
人
が
多
く
、
ち
ょ
う
ど
家
を
建
て
替
え

る
と
き
に
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
や
電
気
の
利
用
で
き
る
モ
シ
キ
の
不
用
な
家
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。

公
文
名
で
も
、
主
に
冬
に
箱
根
山
に
モ
シ
キ
を
採
り
に
行
っ
て
い
た
が
、
自
家
川
分
の
モ
シ
キ
を
採
る
だ
け
で
は
な
く
、
三
島
の
業
者

に
売
却
し
副
業
の
現
金
収
入
の
た
め
に
、
モ
シ
キ
を
集
め
て
い
る
人
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
モ
シ
キ
採
り
と
搬
出
の
方
法

も
小
荷
駄
で
は
な
く
、
馬
力
を
利
用
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
た
い
て
い
、
馬
力
が
通
る
一
｝
と
の
で
き
る
と
一
）
ろ
ま
で
行
き
、
集

め
た
モ
シ
キ
を
シ
ョ
イ
ダ
、
ン
（
背
負
い
出
し
）
し
て
、
馬
力
に
乗
せ
て
ま
と
め
て
持
っ
て
帰
っ
て
き
て
い
た
。

》
）
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
箱
根
山
に
対
し
て
、
次
に
愛
鷹
山
を
利
用
し
た
モ
シ
キ
採
り
を
見
て
み
る
と
、
ゞ
）
ち
ら
の
方
で
は
売
却
し

て
副
収
入
に
す
る
よ
う
な
こ
と
は
少
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
自
家
用
の
燃
料
と
し
て
使
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
下
和
田
で
は
、

冬
か
ら
春
に
か
け
て
山
に
入
り
、
枯
れ
枝
を
自
由
に
集
め
て
き
た
と
い
う
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
自
由
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
木
に

う
に
行
わ
れ
て
い
た
。
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な
た

つ
い
て
い
る
ま
ま
の
枯
れ
枝
に
つ
い
て
は
鉈
で
刈
り
払
っ
て
も
よ
か
っ
た
が
、
鋸
を
ひ
い
て
枝
を
集
め
る
こ
と
は
禁
止
で
あ
っ
た
。
炭
焼

き
を
や
る
人
な
ど
は
、
モ
シ
キ
集
め
に
手
間
が
か
か
ら
な
い
よ
う
雑
木
林
の
中
で
炭
焼
き
で
使
え
な
い
よ
う
な
細
い
枝
を
集
め
て
お
い
て
、

そ
れ
を
使
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
モ
シ
キ
に
も
太
さ
に
よ
っ
て
種
類
が
あ
り
、
鋸
で
ひ
か
な
け
れ
ば
切
れ
な
い
よ
う
な
太
い
も
の
を
マ
キ

（
薪
）
、
マ
キ
よ
り
細
く
て
鉈
で
切
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
を
。
ハ
イ
ゾ
（
ピ
ャ
ァ
ー
ゾ
ー
）
、
拾
っ
て
き
た
枯
れ
枝
の
よ
う
な
も
っ
と

も
細
い
も
の
を
モ
ャ
と
い
っ
て
区
別
す
る
人
も
い
る
。

葛
山
で
も
、
愛
騰
山
の
植
林
や
入
会
な
ど
か
ら
モ
シ
キ
を
採
っ
て
き
て
い
た
。
植
林
の
場
合
は
、
葛
山
の
近
辺
の
山
は
多
く
の
部
分
が

か
み

な
か

し
も

御
宿
の
上
湯
山
、
中
湯
山
、
下
湯
山
の
私
有
地
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
山
か
ら
モ
シ
キ
を
採
っ
て
く
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
モ

シ
キ
を
採
り
に
行
く
の
は
、
時
期
的
に
は
、
サ
ッ
マ
を
収
穫
し
麦
蒔
き
も
終
わ
り
、
ひ
と
と
お
り
畑
仕
事
が
終
わ
っ
て
冬
に
さ
し
か
か
る

頃
か
ら
で
、
寒
い
と
き
に
枯
れ
た
モ
シ
キ
を
拾
い
に
行
っ
て
い
た
。
そ
の
際
に
不
文
律
が
あ
り
、
木
々
に
つ
い
て
い
る
枝
に
つ
い
て
は
採

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
枯
れ
た
モ
シ
キ
に
つ
い
て
は
私
有
地
の
も
の
で
あ
っ
て
も
採
っ
て
き
て
よ
か
っ
た
と
い
う
。
モ
シ
キ
採
り

に
行
く
に
は
普
通
馬
の
．
｜
｜
ダ
に
し
た
が
、
太
い
も
の
が
マ
キ
で
こ
れ
は
四
把
が
一
駄
に
な
り
、
細
い
モ
ャ
に
つ
い
て
は
六
把
が
一
駄
で

あ
っ
た
。
馬
力
を
使
う
と
き
に
は
、
馬
力
が
行
く
》
｝
と
の
で
き
る
道
に
馬
力
を
置
き
、
二
把
く
ら
い
ず
つ
出
し
て
は
馬
力
で
ま
と
め
て
運

ゞ
）
の
よ
う
に
、
モ
シ
キ
は
燃
料
と
し
て
市
域
の
人
々
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
山
に
入
っ
て
の
モ

、
ン
キ
採
り
が
競
争
に
な
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
秋
の
畑
仕
事
が
終
わ
っ
て
す
ぐ
に
モ
シ
キ
採
り
に
か
か
ら
な
い
と
、
近
く
の
山
は
拾
い

尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
集
め
た
モ
シ
キ
は
家
々
で
軒
下
な
ど
に
積
み
上
げ
、

乾
燥
さ
せ
な
が
ら
徐
々
に
使
用
し
て
行
く
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

び
出
し
て
い
た
と
い
”
フ
。
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モ
シ
キ
と
同
じ
よ
う
に
、
か
つ
て
燃
料
と
し
て
、
ま
た
暖
房
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
た
炭
に
つ
い
て
も
、
裾
野
市
域
の

炭
焼
き

人
々
は
、
山
の
雑
木
林
の
雑
木
を
利
用
し
て
炭
焼
き
を
行
い
、
自
家
用
の
炭
を
作
っ
て
い
た
。
特
に
、
箱
根
山
を
利
用
し
て

い
る
ム
ラ
の
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
が
自
家
用
の
炭
を
作
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
愛
購
山
を
利
用
す
る
ム
ラ
で
は
、
自
家
用
の

ほ
か
に
副
業
的
な
職
業
と
し
て
炭
焼
き
を
行
っ
て
い
る
家
も
多
く
、
特
に
十
里
木
や
須
山
で
は
、
炭
焼
き
で
現
金
収
入
を
得
て
い
る
家
も

１
購
山
を
利
用
す
る
ム
ラ
で
は
、
自
家
用
の

頁
炭
焼
き
で
現
金
収
入
を
得
て
い
る
家
も

1

２

多
か
つ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
市

域
の
場
合
炭
焼
き
の
業
者
は
ほ
と

ん
ど
が
ほ
か
の
地
域
か
ら
山
を
利

〕
用
す
る
た
め
に
流
入
し
て
き
た

塙
人
々
で
、
ゞ
｝
の
地
域
で
は
専
門
の

キ
炭
焼
き
は
あ
ま
り
発
達
し
な
か
っ

、
ン

モ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

箱
根
山
の
方
か
ら
そ
の
具
体
的

４１割
様
相
を
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば

写
深
良
で
は
、
雑
木
林
の
雑
木
の
中

で
も
落
葉
樹
の
ク
ヌ
ギ
を
は
じ
め

ナ
ラ
、
カ
シ
な
ど
を
炭
焼
き
の
た

め
に
利
用
し
て
い
た
。
時
期
的
に
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公
文
名
で
も
、
深
良
と
同
じ
よ
う
に
共
同
で
炭
焼
窯
を
持
ち
、
雑
木
を
切
っ
て
入
れ
、
炭
焼
き
を
行
う
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
こ

こ
で
も
炭
焼
き
そ
の
も
の
は
年
配
の
人
に
依
頼
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
で
も
一
度
焼
く
と
、
五
、
六
年
は
炭
が
も
つ
く
ら
い
の
量
を
焼

く
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
文
名
は
モ
ョ
リ
ご
と
に
箱
根
山
の
共
有
地
を
管
理
し
て
い
た
が
、
そ
こ
に
ほ
か
の
地
域

か
ら
炭
焼
き
が
流
入
し
、
共
有
地
の
雑
木
林
の
伐
採
の
権
利
を
得
て
炭
焼
き
を
し
て
い
る
業
者
も
い
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
炭
焼
き
は
、

サ
ト
か
ら
は
遠
い
ト
オ
ャ
マ
に
夫
婦
や
家
族
で
住
み
、
サ
ト
に
ほ
と
ん
ど
下
り
る
一
｝
と
も
な
く
炭
を
焼
い
て
い
た
と
い
う
。

茶
畑
で
も
、
モ
ョ
リ
ご
と
に
管
理
し
て
い
る
共
有
地
の
雑
木
林
を
利
用
し
て
炭
焼
き
を
行
っ
て
い
た
が
、
た
と
え
ば
滝
頭
の
モ
ョ
リ
の

場
合
、
モ
ョ
リ
で
一
つ
の
共
同
の
炭
焼
窯
を
持
ち
、
家
々
が
順
番
で
ゞ
）
れ
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
深
良
や
公
文
名
の

よ
う
に
共
同
で
炭
焼
き
を
行
う
の
で
は
な
く
、
雑
木
の
伐
採
か
ら
炭
焼
き
ま
で
作
業
自
体
は
家
ご
と
に
行
う
場
合
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

茶
畑
で
も
、
箱
根
山
に
炭
焼
き
の
業
者
が
入
っ
て
き
て
お
り
、
戦
後
の
炭
の
価
格
が
高
か
っ
た
頃
ま
で
は
い
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、

滝
頭
の
炭
焼
窯
も
伊
豆
か
ら
来
て
箱
根
山
に
入
り
炭
焼
き
を
行
っ
て
い
る
業
者
か
ら
教
え
ら
れ
た
も
の
で
、
石
を
積
み
、
そ
の
上
に
上
を

塗
り
上
を
た
た
い
た
本
格
的
な
も
の
で
、
一
回
に
三
○
俵
も
の
炭
を
焼
く
一
｝
と
が
で
き
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

次
に
、
愛
熈
山
を
利
用
し
て
い
た
ム
ラ
の
方
を
見
て
み
る
と
、
葛
山
で
は
、
四
力
村
共
有
入
会
や
愛
臘
山
森
林
組
合
の
組
合
地
の
雑
木

を
利
用
し
て
、
昭
和
四
○
年
代
ま
で
は
炭
焼
き
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
葛
山
で
は
、
縮
根
山
を
利
用
し
て
い
た
村
々
と
連

０

勺
夕
か
つ
た
と
い
、
フ

は
農
閑
期
が
多
く
、
秋
の
終
わ
り
頃
か
ら
春
ま
で
の
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
家
用
で
あ
る
の
で
家
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
が
炭
焼
窯
を
持

っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
何
軒
か
が
共
同
で
窯
を
持
ち
共
同
で
炭
を
焼
い
て
い
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
炭
焼
き
そ
の
も
の
は
誰
で
も
が
う

ま
く
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
う
ま
い
人
で
、
し
か
も
比
較
的
仕
事
が
暇
な
年
配
の
隠
朏
し
て
い
る
よ
う
な
人
に
依
頼
す
る
こ
と
が
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第1章生活環境の民俗

二
三
戸
共
有
の
共
有
地
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
雑
木
林
を
割
り
地
の
形
式
で
二
三
等
分
し
、
く
じ
を
引
き
家
ご
と
に
利
用
で
き
る
場

所
を
決
め
た
。
し
か
し
、
炭
焼
き
を
し
な
い
家
も
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
家
は
炭
焼
き
を
す
る
家
に
割
り
地
の
権
利
を
売
っ
て
い
た
。

炭
焼
窯
は
、
共
同
で
は
な
く
家
ご
と
に
持
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ヤ
マ
の
中
に
小
屋
を
作
り
、
泊
り
込
ん
で
は
炭
焼
き
を
し
て
い
た

と
い
う
。
そ
し
て
、
で
き
あ
が
っ
た
炭
は
、
馬
力
で
搬
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

写真1-15炭焼窯 (須山）

い
、
単
に
自
家
用
の
炭
を
得
る
た
め
だ
け
に
炭
焼
き
を
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
冬
季

の
副
業
と
し
て
の
側
面
も
持
っ
て
い
た
。
ク
ヌ
ギ
、
ナ
ラ
、
カ
シ
、
栗
、
ケ
ヤ
キ
な
ど

の
雑
木
を
利
用
し
て
炭
焼
き
を
行
う
わ
け
で
あ
る
が
、
た
い
て
い
三
、
四
軒
で
共
同
の

炭
焼
窯
を
一
つ
持
っ
て
い
た
の
で
、
共
同
で
炭
を
焼
き
、
で
き
あ
が
っ
た
炭
を
分
配
し

た
あ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
自
家
用
分
を
差
し
引
い
た
炭
を
売
却
し
、
副
収
入
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
葛
山
の
場
合
農
閑
期
の
副
業
と
し
て
の
炭
焼
き
で
あ
り
、
炭
焼
窯
も

自
家
用
か
ら
発
展
し
た
程
度
の
共
同
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
十
里
木
や
須
山
の
場
合
は

副
業
と
し
て
の
段
階
を
超
え
、
か
な
り
専
業
に
近
い
形
の
炭
焼
き
が
行
わ
れ
て
い
た
。

須
山
で
は
、
戦
後
の
方
が
炭
焼
き
が
活
発
で
あ
っ
た
と
い
う
人
も
お
り
、
大
野
原
の
共

有
地
を
戦
後
ア
メ
リ
カ
軍
が
接
収
し
た
こ
と
に
よ
り
、
大
野
原
の
畑
が
使
用
で
き
な
く

な
り
、
生
活
の
た
め
に
炭
焼
き
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

須
山
で
の
炭
焼
き
の
や
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
須
山
は
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第3節 水と生活

黄
瀬
川
と
裾
野
市
域
の
水
に
つ

深
良
用
水
根
用
水
の
名
前
で
高

等
学
校
の
日
本
史
教
科
書
に
も
登
場

し
て
い
る
ほ
ど
な
の
で
、
全
国
的
に

も
有
名
な
農
業
用
水
の
一
つ
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
深
良
用
水
は
、
一

七
世
紀
半
ば
か
ら
盛
ん
に
開
削
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
町
人
請
負
新
田
の

一
つ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
が
一

般
的
で
あ
り
、
友
野
与
右
衛
門
な
ど

お
お
ば
げ
ん

の
江
戸
町
人
と
深
良
村
名
主
大
庭
源

の
じ
よ
う

之
丞
な
ど
に
よ
る
開
発
事
業
と
し
て
、

箱
根
山
に
一
二
八
○
腕
余
り
に
及
ぶ

第
三
節
水
と
生
活

Ｈ
農
業
生
産
の
た
め
の
水

い
て
の
民
俗
を
語
る
と
き
、
誰
も
が
思
い
浮
か
ぺ
る
も
の
に
深
良
川
水
が
あ
る
。
深
良
用
水
は
、写真l-16新川 2 底

領釜付近（深良） 、

曲瀬川との合流地点（深艮・堤勝雄氏撮彩） 縮

１
２
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第1章生活環境の民俗

こ
で
自
然
河
川
と
し
て
の
黄
瀬
川
の
水
を
増
や
し
、
や
が
て
下
流
の
水
川
を
灌
概
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
》
）
の
よ
う
な
深
良
用
水

の
流
路
を
見
て
み
る
と
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

そ
れ
は
、
深
良
用
水
と
い
う
の
は
、
芦
ノ
湖
の
水
だ
け
を
利
用
し
た
完
全
に
人
工
的
な
用
水
で
は
な
い
と
い
う
一
｝
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

人
工
河
川
と
し
て
用
水
路
を
開
削
し
、
そ
れ
の
み
を
利
用
し
て
水
稲
耕
作
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
燧
道
や
新
川
の
よ
う
な
人
工
河

1

燧
道
を
掘
り
抜
く
こ
と
に
よ
り
、
寛
文
年
間
に
作
ら
れ
て
い
る
。
燧
道
は
、
一
六
六
六
（
寛

文
六
）
年
七
月
末
か
ら
八
月
は
じ
め
に
着
工
し
、
一
六
七
○
（
寛
文
一
○
）
年
竣
工
し
た
。
引

し
ん
か
わ

き
続
き
芦
ノ
湖
の
水
を
黄
瀬
川
に
流
し
込
む
た
め
の
新
川
普
請
が
行
わ
れ
、
翌
一
六
七
一

（
寛
文
二
）
年
か
ら
利
用
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
黄
瀬
川
に
蕗
と
さ
れ
た
用
水
は
、
ゞ
）

ポ
吃

２
写真l-17佐野蝦と大堰

il｣郷を灌概する佐野堰（石脇）

下郷を灌概する大堰（水窪）

１
２
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第3節水と生椚

ふ
る
か
わ
せ
き

た
と
え
ば
、
燧
道
の
水
が
地
表
に
出
て
新
川
に
よ
っ
て
黄
瀬
川
に
落
と
さ
れ
る
ま
で
を
見
て
み
て
る
、
古
川
堰
か
ら
取
水
し
て
い
る
古

川
は
新
川
に
対
す
る
古
川
で
あ
り
、
も
と
も
と
あ
っ
た
自
然
河
川
を
用
水
と
し
て
利
用
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
深
艮
用
水
の

な
か
ご
う
し
も
ご
う

お
お
せ
き

中
で
も
中
郷
と
下
郷
は
黄
瀬
川
に
大
き
く
頼
っ
て
お
り
、
佐
野
堰
が
中
郷
の
村
々
の
水
川
を
、
大
堰
は
黄
瀬
川
東
岸
の
下
郷
の
村
々
の
水

川
を
灌
概
し
て
い
る
よ
う
に
、
芦
ノ
湖
の
水
を
燧
道
と
新
川
に
よ
っ
て
黄
獺
川
の
水
に
加
え
、
深
良
川
水
は
利
川
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
し
こ

な
お
、
現
在
裾
野
市
お
よ
び
芦
湖
水
利
組
合
で
は
、
用
水
の
正
式
名
称
と
し
て
深
良
用
水
を
採
川
し
て
い
る
が
、
一
般
に
は
箱
根
用
水

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
近
世
文
耆
や
近
代
文
書
で
は
「
芦
ノ
湖
水
」
、
「
芦
湖
水
」
と
記
さ
れ
、
現
在
の
日
常
の
呼
び
方
で

も
「
芦
ノ
湖
の
水
」
な
ど
と
言
わ
れ
、
芦
ノ
湖
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

深
良
用
水
を
利
こ
の
よ
う
に
、
深
良
川
水
が
人
工
河
川
と
自
然
河
川
の
迎
動
に
よ
る
水
利
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
深
艮
用
水
の
開
削
以

用
し
な
い
水
田
前
に
す
で
に
自
然
河
川
を
利
用
し
た
水
川
が
開
発
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
現
在
で
も
、
深
良
用
水
の
水

を
ま
っ
た
く
利
用
し
て
い
な
い
水
田
は
、
特
に
箱
根
山
西
麓
や
愛
鷹
山
東
麓
の
ホ
ラ
（
洞
）
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
水
川
は
山
か
ら
流
れ
出
る
中
小
河
川
の
水
を
利
用
し
て
作
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
水
川
を
朧
瓶
し
て
い
る
水
を
、
巾

域
で
は
、
深
良
川
水
と
対
照
さ
せ
て
ジ
ス
イ
（
地
水
）
あ
る
い
は
ジ
ミ
ズ
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

深
良
用
水
以
外
の
自
然
河
川
を
利
用
し
て
い
る
水
田
の
例
を
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
麦
塚
の
水
田
は
、
上
流
の
茶
畑
の
水
川
で
利
用

し
た
あ
と
の
用
水
も
一
部
分
流
れ
込
ん
で
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
水
田
は
、
麦
塚
で
オ
オ
カ
ワ
（
大
川
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
大
場
川
の
水
を

引
い
て
い
る
。
大
場
川
か
ら
の
取
水
は
、
麦
塚
の
近
辺
で
は
伊
豆
佐
野
、
萩
、
壱
丁
田
（
以
上
三
島
市
）
な
ど
で
も
行
わ
れ
て
お
り
、
あ
と

川
と
も
と
も
と
あ
っ
た
黄
瀬
川
な
ど
の
自
然
河
川
の
双
方
を
連
動
さ
せ
、
水
を
増
量
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
田
耕
作
を
行
う
よ
う
に
し
て

い
る
の
が
深
良
川
水
で
あ
っ
た
。
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第1章生活環境の民俗

蝋 ・鱗 惑議
・ 鶏

用
水
の
水
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

深
良
用
水
以
外
の
水
源
と
言
え
ば
、
わ
ず
か
で
あ
る
が
自
然
に
湧
き
出
る
水
を
た
め
ツ
ッ
ミ
（
堤
）
に
し
て
、
そ
れ
を
利
用
し

ツ
ツ
ミ

て
い
る
ム
ラ
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
金
沢
で
は
、
上
ヶ
田
に
あ
る
新
堀
か
ら
取
水
し
た
深
良
用
水
の
水
を
利
用
し
て
い
る
水

田
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
約
五
町
歩
ほ
ど
は
ツ
ッ
ミ
の
水
を
利
用
し
て
水
田
を
灌
概
し
て
い
た
。
現
在
で
は
、
休
耕
田
や
畑
へ
の
転

i
密
舌

拶蕊白

‘唾－．誼怠琶'ﾄ■鬼.些遥

と1生生卸占jr

写真1-18大場川からの取水（麦塚・長戸呂橋）

で
見
る
よ
う
な
深
良
用
水
の
村
々
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
同
じ
よ
う
な
水
げ
ん
か

も
あ
っ
た
と
い
う
。
麦
塚
の
場
合
は
、
萩
や
壱
丁
川
が
す
ぐ
下
流
に
位
置
す
る
た
め

に
こ
れ
ら
の
ム
ラ
と
の
水
げ
ん
か
が
多
く
、
戦
前
に
は
巡
査
が
出
動
し
て
く
る
ほ
ど

の
激
し
い
も
の
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
葛
山
で
も
、
仙
年
寺
の
前
に
位
置
し

て
い
る
水
田
は
、
愛
隠
山
か
ら
流
れ
て
く
る
自
然
河
川
を
利
用
し
て
い
る
が
、
水
が

不
足
す
る
と
き
に
は
、
カ
ヶ
識
ハ
ン
（
掛
け
番
）
で
時
間
と
順
番
を
決
め
て
水
を
水
田
へ

入
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
大
畑
で
は
現
在
、
集
落
と
愛
鷹
山
の
間
に
東
名
高
速
道
路
と
国
道
二
四
六

号
が
通
っ
て
い
る
が
、
〉
）
れ
ら
の
道
路
が
通
る
前
は
こ
こ
は
水
川
で
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
大
畑
は
黄
瀬
川
西
岸
の
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
た
め
に
、
》
｝
こ
の
水
田
は
黄

瀬
川
か
ら
取
水
し
て
お
ら
ず
、
深
良
用
水
と
は
無
縁
で
あ
り
、
愛
鷹
山
か
ら
流
れ
て

い
し
わ
き

く
る
自
然
河
川
の
水
を
利
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
大
畑
で
は
近
隣
の
千
福
や
石
脇

な
ど
の
ム
ラ
に
水
川
を
所
有
し
て
い
る
人
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
の
場
合
は
深
良
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第3節水と生活

換
が
増
え
た
た
め
に
灌
概
面
積
は
減
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ツ
ッ
ミ
の
湧
き
水
を
た
め
、
数
軒
の
家
が
水
川
の
た
め
に
利
川

し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
干
ば
つ
の
た
め
に
ツ
ッ
ミ
の
水
量
が
減
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
耕
作
面
積
の
多
い
家
が

世
話
人
に
な
り
、
水
川
へ
の
取
水
を
順
番
に
し
た
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
金
沢
の
ツ
ッ
ミ
は
、
金
沢
の
人
々
に
と
っ
て
農
業
用
水
と
し
て
の
み
利
川
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
以
前
は
、
金
沢
の

子
供
に
と
っ
て
水
泳
の
場
で
も
あ
り
、
雨
乞
い
の
場
で
も
あ
っ
た
。
川
を
利
用
し
た
子
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第1章 俗
な
く
ム
ラ
の
人
々
全
体
鳴

民錘
中
で
河
川
の
掃
除
が
行
わ
」

癖
理
で
取
り
除
い
た
と
い
う
。

生

：

！

’
’
１
．
．
，

な
く
ム
ラ
の
人
々
全
体
に
利

金
沢

自
然
河
川
と
深
こ
の
よ
う
に
、
市
域
で
は
、
深
良
用
水
が
通
水
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
自
然
河
川
や
ツ
ッ
ミ
の
水
が
水
川
の
灌
概
に

良
用
水
の
連
動
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
微
妙
に
交
差
、
混
合
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
伊
豆
島
川
を
流
れ
て
い
る
大
場
川
は
、
ち
ょ

う
ど
裾
野
市
と
三
島
市
と
の
境
に
な
る
県
道
裾
野
三
島
線
の
富
士
見
橋
の
五
○
脱
ほ
ど
下
流
で
流
れ
が
二
本
に
分
か
れ
、
七
○
○
燭
ほ
ど

い
ま
せ
ぎ

下
流
で
再
び
そ
れ
が
合
流
し
一
本
の
河
川
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
、
分
か
れ
た
川
の
流
れ
が
合
流
す
る
少
し
上
流
の
場
所
に
あ
る
今
堰
か

み
ま
た
せ
ぎ

ら
農
業
用
水
と
し
て
取
水
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
堰
は
、
一
方
で
は
黄
瀬
川
の
大
堰
と
そ
の
下
流
の
三
俣
堰
で
分
水
さ
れ
た
用
水
と

合
流
し
て
、
下
郷
の
上
士
狩
（
長
泉
町
）
方
面
に
流
れ
水
川
を
灌
概
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
川
水
の
水
系
は
、
大
堰
か

ら
の
深
良
用
水
と
大
場
川
か
ら
の
水
を
合
流
さ
せ
、
水
量
を
増
や
す
こ
と
に
よ
り
下
郷
の
村
々
を
潤
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
大
場
川
の
二
本
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
上
流
の
方
か
ら
見
て
向
か
っ
て
左
側
の
水
路
が
も
と
も
と
の
自
然
河
川
の
本
流
で
あ
り
、

右
側
の
今
堰
を
持
つ
水
路
は
あ
と
か
ら
作
ら
れ
た
流
れ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
人
工
河
川
は
、
淡
路
島
か
ら
来
た
人
々

が
作
っ
た
と
か
、
深
良
用
水
よ
り
も
早
い
時
期
に
す
で
に
作
ら
れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
仮
に
、
こ
の
伝
承
が
歴
史
的
事
実
で
あ

れ
た
と
い
ゞ
フ
。
そ
し
一

道
を
引
い
た
と
い
う
。

用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
そ
の
符
理
も
区
で
行
っ
て
き
て
い
る
。
毎
年
八
Ⅱ
上
旬
に
、
金
沢
の

中
で
河
川
の
掃
除
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
に
ツ
ッ
ミ
の
掃
除
も
分
担
し
て
行
っ
て
お
り
、
水
草
が
生
え
す
ぎ
た
と
き
な
ど
も
区
の
管

の
ほ
か
に
、
公
文
名
で
も
湧
き
水
に
よ
る
ツ
ッ
ミ
の
水
が
利
用
さ
れ
、
水
田
が
作
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
ツ
ッ
ミ
は
関
東
大
震
災
の
あ
と
水
が
枯
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
水
が
不
足
し
、
水
川
が
ほ
と
ん
ど
作
ら
れ
な
く
な
り
畑
に
転
換
さ

れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
水
田
の
た
め
の
用
水
と
し
て
ツ
ッ
ミ
の
水
を
利
用
し
な
く
な
っ
た
あ
と
、
↑
）
の
ツ
ッ
ミ
を
水
源
に
し
て
簡
易
水
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第3節水と生活

方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

る
と
す
る
と
、
深
良
用
水
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
自
然
河
川
を
利
用
す
る
小
規
模
な
用
水
を
組
み
込
む
形
で
、
用
水
体
系
を
再
編
成
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
現
在
で
は
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
な
い
が
、
本
流
の
自
然
河
川
の
方
に
は
、
以
前
は
コ

ゥ
ラ
ブ
セ
（
叩
羅
伏
）
が
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
水
を
せ
き
と
め
る
〉
）
と
に
よ
っ
て
人
工
河
川
の
方
へ
水
を
流
し
、
今
堰
か
ら
取
水
す
る

こ
の
よ
う
な
自
然
河
川
と
深
艮
用
水
の
関
係
は
、
黄
瀬
川
か
ら
取
水
し
て
、
富
沢
や
南
一
色
（
長
泉
町
）
の
水
川
を
灌
概
し
て
い
る
穴
堰

写真1-20大場川の合流地点（ｲ)豆島田）

伊
豆

島
|Ⅱ

〃
/＃／
／ 一

通う
場
川

／

兇橘i;ii l

、
ブ

イ
』
一
フ
た

一
供
暇
か
ら
の
・
分
水

吟弗的、
L－ノ』

図表1-4今堰とコウラブセ
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第1章生活環境の民俗

一
幅
図
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
穴
堰
は
、
黄
瀬
川
西
岸
の
大
畑
の
南
か
ら識

恥

》

串

伊

難

唖

、

串
Ｊ
珍
均
窃

鐘
■
圃
癖
一

法
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
。
現
在
、
穴
堰
が
富
沢
に
入
る
と
き
に
は
、
カ
ミ
と
い
う
エ
ー
ナ
（
家
名
）
を
持
つ
渡
辺
家
の
屋
敷
の
巾
を
通
り

過
ぎ
て
行
く
が
、
以
前
は
、
カ
ミ
の
屋
敷
の
前
に
設
け
ら
れ
た
ノ
ポ
リ
セ
ギ
で
水
を
せ
き
と
め
、
用
水
路
よ
り
高
い
位
置
に
あ
る
ツ
ッ
ミ

に
一
度
、
用
水
を
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
穴
堰
は
、
富
沢
の
人
々
に
と
っ
て
、
ゼ
ナ
ザ
ワ
（
瀬
名
沢
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
佐
野
川
と
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
佐

野
川
は
自
然
河
川
で
あ
り
、
須
山
か
ら
下
和
田
、
今
里
、
葛
山
、
御
宿
、
千
福
を
通
っ
て
、
千
福
と
大
畑
の
ほ
ぼ
境
の
と
こ
ろ
で
黄
瀬
川

穴堰（桃閑）

黄
潮
川
五
竜
の
滝

口

ゼ
十
ザ
向

間

〉‘（｣1M

’

lzI l

ｳI1
tノ、

南
一
色

図表1-5瀬名沢と穴堰
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第3節水と生活

ご
り
妙
“
っ

に
合
流
し
て
い
る
。
ゞ
）
の
黄
瀬
川
に
は
合
流
地
点
の
一
○
○
届
ほ
ど
上
流
部
分
に
五
竜
の
滝
が
あ
る
た
め
に
、
特
に
、
穴
堰
の
取
水
の
権

利
が
佐
野
川
と
五
竜
の
滝
の
関
連
の
中
で
考
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
富
沢
の
人
々
に
と
っ
て
、
五
竜
の
滝
の
流
れ
具
合
が
黄
瀬
川
の
水

量
を
推
し
量
る
目
安
と
な
り
、
五
竜
の
滝
の
水
が
流
れ
落
ち
て
い
な
い
と
き
に
は
深
良
用
水
の
水
が
黄
瀬
川
に
き
て
お
ら
ず
、
黄
瀬
川
の

水
は
、
五
竜
の
滝
よ
り
下
流
地
点
で
黄
瀬
川
に
合
流
し
て
い
る
佐
野
川
の
水
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
現
実

に
富
沢
の
人
々
に
よ
っ
て
水
利
権
の
主
張
と
な
り
、
五
竜
の
滝
の
水
が
流
れ
な
い
渇
水
期
に
は
、
「
瀬
名
沢
の
水
は
オ
ラ
（
俺
）
の
水
だ
」

と
い
う
一
）
と
で
、
穴
堰
に
石
を
積
み
黄
瀬
川
か
ら
取
水
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
富
沢
の
人
々
は
、
深
良
用
水
の
渇
水
期
に
佐
野
川
の
水
利
椎
を
主
張
し
取
水
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
一
）
の
状
態

は
、
深
良
用
水
が
自
然
河
川
で
あ
る
佐
野
川
と
の
連
動
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
起
一
）
つ
た
用
水
を
め
ぐ
る
認
識
で
あ
っ
た
。

ま
た
富
沢
で
は
、
穴
堰
は
深
良
用
水
の
開
削
よ
り
も
前
に
す
で
に
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
人
も
あ
り
、
渇
水
期
に
お
け
る
穴
堰
の
水
利
権

を
碓
保
す
る
た
め
に
、
独
自
の
川
水
認
識
が
形
成
さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
仮
に
言
い
伝
え
の
と
お
り
、
穴
堰
が
深
良
川

水
よ
り
も
前
に
開
削
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
富
沢
の
人
々
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
佐
野
川
に
対
す
る
水
利
権
の
主
張
は
妥
当
な
も

穴
堰
と
水
し
か
し
、
現
実
的
に
は
黄
瀬
川
の
渇
水
期
に
お
け
る
取
水
の
権
利
の
主
張
は
、
穴
堰
を
利
川
し
て
い
る
富
沢
だ
け
で
は
な

げ
ん
か
く
、
下
郷
の
人
々
に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
下
郷
の
村
々
は
、
穴
堰
よ
り
下
流
の
水
窪
の
大
堰
か

ら
取
水
さ
れ
て
い
る
が
、
穴
堰
で
取
水
さ
れ
れ
ば
大
堰
か
ら
の
取
水
量
が
減
少
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
下
郷
の
人
々
が
穴
収
の
と
こ
ろ
ま

で
や
っ
て
き
て
、
富
沢
の
人
々
と
水
げ
ん
か
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
水
げ
ん
か
に
つ
い
て
は
あ
と
で
再
び
記
す
が
、
深
良
用

水
で
は
、
重
要
な
堰
や
用
水
の
分
岐
点
な
ど
で
は
、
頻
繁
に
起
一
｝
っ
て
い
た
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。

の
で
あ
る
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
画
フ
。
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俗
特
に
こ
の
穴
堰
の
場
合
、
下
郷
の
人
々
に
と
っ
て
、
渇
水
期
に
こ
こ
で
取
水
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
死
活
問
題
で
あ
っ
た
と
言
っ
て

民錘
も
よ
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
穴
堰
に
お
け
る
富
沢
の
人
々
と
下
郷
の
人
々
と
の
間
の
水
げ
ん
か
は
非
常
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い

稗
わ
れ
て
お
り
、
穴
堰
を
め
ぐ
っ
て
石
を
投
げ
合
う
ほ
ど
の
も
の
で
、
も
っ
と
も
激
し
く
な
る
と
、
富
沢
で
は
半
鐘
を
た
た
い
て
村
人
を
召

生
集
し
、
男
衆
は
穴
堰
の
と
こ
ろ
へ
、
女
衆
は
炊
き
出
し
に
集
ま
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
激
し
い
水
げ
ん
か
を
避
け
る
た
め
に
、

垂
早ｌ

警
官
が
巡
視
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

第

さ
ら
に
、
水
げ
ん
か
は
こ
の
よ
う
な
ム
ラ
と
ム
ラ
と
の
対
抗
だ
け
で
は
な
く
、
穴
堰
か
ら
取
水
し
た
あ
と
、
富
沢
の
ム
ラ
の
中
で
も
起

あ
ぜ

こ
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
夜
に
な
る
と
水
を
盗
む
こ
と
も
よ
く
あ
り
、
夜
中
に
水
川
の
ク
ロ
（
隅
）
や
畦
な
ど
に
横
に
な
っ
て
身
を
隠

し
、
用
水
を
自
分
の
水
田
に
引
く
よ
う
な
人
も
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
現
在
で
は
、
宅
地
化
の
進
展
に
よ
る
水
田
の
減
少
な
ど

に
よ
り
相
対
的
に
水
が
蝦
富
に
な
り
、
以
前
の
よ
う
な
水
げ
ん
か
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

上
郷
・
中
自
然
河
川
と
人
工
河
川
を
巧
み
に
利
用
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
深
良
用
水
は
、
現
在
で
は
、
芦
湖
水
利
組
合

郷
・
下
郷
（
組
合
長
は
裾
野
市
長
）
に
よ
っ
て
管
理
、
運
営
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
深
良
用
水
の
開
削
は
、
芦
ノ
湖

か
ら
の
燧
道
の
開
通
が
一
六
七
○
（
寛
文
一
○
）
年
で
あ
り
、
新
川
の
完
成
が
そ
の
翌
年
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
通
水
が
可
能
と
な
り
水
川
へ

の
引
水
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
用
水
の
開
削
を
行
っ
た
元
締
と
呼
ば
れ
る
江
戸
商
人
友
野
与
右
衛
門
な

ど
は
、
早
く
も
一
六
八
八
（
貞
享
五
）
年
に
は
引
き
揚
げ
、
そ
の
あ
と
に
、
深
良
用
水
を
管
理
、
運
営
す
る
た
め
の
組
織
が
成
立
し
て
い
つ

か
み
ご
う

た
。
そ
れ
が
、
上
郷
、
中
郷
、
下
郷
と
呼
ば
れ
る
用
水
組
織
で
あ
っ
た
。

い
ぐ
み
さ
ん
こ
う

ゞ
）
の
上
郷
、
中
郷
、
下
郷
と
い
う
枠
組
み
は
井
組
三
郷
と
呼
ば
れ
、
そ
の
後
、
近
世
を
通
し
て
一
貫
し
て
連
続
し
て
い
た
が
、
明
治
二

○
年
代
か
ら
「
用
水
組
合
」
（
ま
た
は
「
組
合
」
）
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
○
七
（
明
治
四
○
）
年
の
水
利
組
合
法
に
基
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第3節水と生活

づ
き
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
に
法
的
基
盤
を
獲
得
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
深
良
用
水
全
体
と
し
て
は
、
現
在
で
は
芦
湖

水
利
組
合
と
し
て
用
水
権
を
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
上
郷
、
中
郷
、
下
郷
と
い
う
組
織
は
、
慣
例
的
に
は
存
続
し
て
い
る
。

こ
う
や
ま

ど
の
ム
ラ
が
こ
の
川
水
組
織
の
ど
の
位
置
に
偶
し
て
い
る
の
か
を
見
る
と
、
上
郷
は
神
山
（
御
殿
場
巾
）
・
岩
波
・
深
良
・
上
ヶ
川
・
金

く
ね

沢
・
葛
山
・
御
宿
・
干
福
・
桃
悶
（
Ⅲ
定
輪
寺
）
・
富
沢
・
南
一
色
（
炎
泉
町
）
、
中
郷
は
石
脇
・
佐
野
・
ニ
ッ
屋
・
久
根
・
公
文
名
・
稲

な
め
り

な
か
と
か
り

荷
・
茶
畑
・
平
松
、
下
郷
は
伊
豆
島
川
・
水
窪
・
納
米
里
（
長
泉
町
）
・
上
土
狩
（
長
泉
町
）
・
中
土
狩
（
長
泉
町
）
・
下
土
狩
（
長
泉
町
）
・
竹

し
み
ず
ち
よ
う
し
ん
し
ゆ
く

原
（
長
泉
町
）
・
伏
見
（
清
水
町
）
・
新
宿
（
清
水
町
）
で
あ
る
。
〉
｝
の
ほ
か
に
、
川
水
開
削
の
当
初
は
川
水
組
織
に
参
加
し
て
い
た
も
の
の
、

途
中
で
脱
退
し
た
ム
ラ
に
本
宿
（
長
泉
町
、
一
七
○
七
年
脱
退
）
と
麦
塚
（
一
八
七
○
年
脱
退
）
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
撫
野
市
域
の
ム
ラ

で
深
良
用
水
に
関
係
し
て
い
な
い
ム
ラ
は
、
Ｉ
里
木
・
須
山
・
下
和
川
・
今
爪
・
大
畑
だ
け
で
あ
り
、
ゞ
）
れ
ら
は
大
畑
を
除
け
ば
、
い
ず

心
和
抑
蹄
咄
恥
惟
郷
妙
齢
唾
臘
山
東
麓
の
水
川
が
ほ
と
ん
ど
な
い
山
が
ち
の
地
域
で
ぁ

ド

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
上
郷
、
叩
郷
、
下
郷
の
ム
ラ
を
見
て

道
二

腱
二

側
み
る
と
、
こ
の
三
つ
の
組
織
の
分
か
れ
方
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
が

ド

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
上
郷
、
叩
郷
、
下
郷
の
ム
ラ
を
見
て

側
み
る
と
、
こ
の
一
二
つ
の
組
織
の
分
か
れ
方
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
が

1
黄
b I‘ 〆

(糊

1Ⅵ
"'1 釈川

コト一一一

／/／

鯛
が

鰯
／
〆

／

／

／
夕 JJIM

吊
蜘
）
郷
わ
か
る
。
上
郷
は
、
新
川
に
沿
っ
た
黄
瀬
川
東
岸
の
神
山
と
深
良

上６
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
黄
瀬
川
西
岸
の
ム
ラ
で
あ
り
、
黄
瀬
川
に
設

詞
け
ら
れ
た
堰
か
ら
取
水
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先

図
に
見
た
穴
堰
か
ら
取
水
し
て
い
る
黄
獺
川
西
岸
の
富
沢
は
、
こ
の

上
郷
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
〉
）
れ
に
対
し
て
、
巾
‐
郷
は
い
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ず
れ
も
黄
瀬
川
東
岸
の
ム
ラ
で
あ
り
、
黄
瀬
川
の
佐
野
堰
か
ら
取
水
し
た
水
を
分
水
し
て
利
用
し
て
い
る
。
下
郷
は
も
っ
と
も
下
流
部
分

に
位
置
す
る
ム
ラ
で
あ
り
、
黄
瀬
川
の
大
堰
か
ら
取
水
し
た
水
に
、
さ
ら
に
、
先
に
見
た
よ
う
な
大
場
川
の
今
堰
か
ら
取
水
し
た
水
を
加

え
利
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
深
良
用
水
の
組
織
は
、
利
用
す
る
堰
に
よ
っ
て
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

上
郷
、
中
郷
、
下
郷
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
二
名
ず
つ
合
計
六
名
が
水
配
人
と
し
て
選
出
さ
れ
、
管
理
、
運
営
が
行
わ
れ
て
き
た
。
水
配
人

は
、
川
水
組
織
の
符
理
、
運
営
の
み
な
ら
ず
、
特
に
、
こ
の
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
死
活
問
題
で
あ
っ
た
渇
水
期
に
お
け
る
堰
の
利
川
に

つ
い
て
、
絶
対
的
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
。

深
良
と
．
深
良
用
水
の
開
削
に
際
し
て
は
名
主
の
大
庭
源
之
丞
が
か
か
わ
っ
て
い
た
深
良
は
、
深
良
用
水
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

こ
じ
り

さ
か
さ
が
わ

ゥ
ラ
ブ
セ
て
い
る
。
深
良
水
門
や
湖
尻
水
門
を
調
節
す
る
水
番
も
深
良
の
人
が
担
当
す
る
こ
と
が
多
く
、
し
か
も
、
芦
ノ
湖
の
逆
川

ｕ
の
コ
ウ
ラ
ブ
セ
（
甲
羅
伏
）
の
管
理
も
深
良
に
任
さ
れ
て
い
た
。
コ
ゥ
ラ
ブ
セ
と
い
う
の
は
、
芦
ノ
湖
の
湖
尻
水
門
に
設
け
ら
れ
て
い
た

堰
の
こ
と
で
、
先
に
見
た
伊
豆
島
川
の
大
場
川
の
コ
ゥ
ラ
ブ
セ
と
同
じ
形
状
の
も
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
す
ゞ
へ
て
水
門
に
よ
っ
て
水
量

の
調
節
を
し
て
い
る
た
め
に
、
コ
ゥ
ラ
ブ
セ
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
コ
ゥ
ラ
ブ
セ
に
よ
っ
て
、
逆
川
か
ら
芦
ノ
湖
の
水
が
流
出
す
る
》
｝

と
を
せ
き
と
め
、
深
良
水
門
か
ら
藩
と
す
水
を
確
保
す
る
の
で
、
コ
ウ
ラ
ブ
セ
は
か
っ
て
は
深
良
用
水
に
と
っ
て
非
常
に
大
切
な
堰
で
あ

具
体
的
に
こ
の
コ
ウ
ラ
ブ
セ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
逆
川
口
に
石
を
敷
き
詰
め
、
そ
の
上
に
土
俵
を
積
ん
で
水

を
せ
き
と
め
た
も
の
で
、
石
を
敷
き
詰
め
た
形
状
が
亀
の
甲
羅
を
伏
せ
た
よ
う
で
あ
っ
た
た
め
に
、
コ
ウ
ラ
ブ
セ
と
い
わ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
こ
の
コ
ウ
ラ
プ
セ
は
、
土
俵
を
積
ん
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
上
を
人
や
馬
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
、

こ
の
コ
ウ
ラ
プ
セ
の
改
修
は
深
良
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
ゞ
）
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
深
艮
で
は
、
「
逆
川
の
土
俵
伏
せ
」
と
い
っ
て
、

つ
方
｛
０

1ワワ
ユ些竺



第3節水と生活

そ
し
て
、
大
堪
か
ら
取
水
す
る
と
、
直
線
の
水
路
と
な
っ
て
下
郷
の
村
々
へ
の
灌
概
経
路
を
分
け
る
三
俣
堰
に
至
る
が
、
大
堰
か
ら
三

さ
ん
げ
ん
ほ
り

俣
堰
の
間
の
三
間
堀
に
二
つ
の
水
路
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
佐
野
堰
か
ら
取
水
し
た
水
の
一
部
分
を
三
間
堀
へ
入
れ
る
水
路
で

あ
る
。
佐
野
堰
は
中
郷
の
堰
で
あ
る
の
で
、
い
わ
ば
、
小
郷
で
利
川
し
た
あ
と
の
悪
水
や
利
用
せ
ず
余
っ
た
水
が
、
大
堰
の
水
と
し
て
再

利
用
さ
れ
、
下
郷
の
水
田
を
灌
概
す
る
よ
う
に
水
路
が
開
削
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
深
良
用
水
の
水
路
を
見
る
と
、
末
端
の
部
分
で

も
、
一
度
水
川
で
利
用
し
た
水
を
再
び
川
水
に
戻
し
、
下
流
の
水
川
が
再
利
川
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
が
佐
野
堰
の
中
郷
と
大
堰
の

下
郷
の
間
で
も
行
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
三
間
堀
に
ハ
ラ
イ
ポ
リ
（
払
い
堀
）
と
い
わ
れ
る
水
路
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ラ
ィ
ポ
リ
と
い
う
の
は
、

三
問
堀
の
水
量
が
多
す
ぎ
た
と
き
に
、
調
節
す
る
た
め
に
、
超
過
量
を
再
び
黄
瀬
川
に
戻
す
た
め
の
水
路
で
あ
る
。
ハ
ラ
ィ
ポ
リ
は
、
）
｝

改
修
に
出
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

深
良
州
水
の
取
水
は
、
新
川
や
黄
瀬
川
に
設
け
ら
れ
た
堰
（
現
在
で
は
、
機
械
化
さ
れ
た
水
門
に
な
っ
て
い
る
）
か
ら
行

堰
と
堰
普
請

わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
記
し
た
よ
う
な
、
上
郷
の
穴
堰
、
中
郷
の
佐
野
堰
、
下
郷
の
大
堰
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ

る
が
、
堰
の
利
用
の
し
か
た
に
つ
い
て
、
大
堰
を
例
と
し
な
が
ら
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

大
堰
は
、
水
窪
で
取
水
し
下
郷
全
体
を
灌
概
し
て
い
る
堰
で
あ
る
が
、
非
常
に
理
解
し
や
す
い
形
状
を
持
っ
て
い
る
。
現
在
、
大
堰
の

あ
る
黄
瀬
川
の
河
床
を
見
る
と
、
ち
ょ
う
ど
大
堰
の
取
水
口
の
と
こ
ろ
に
細
長
く
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

く
。
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
大
堰
へ
の
水
量
を
確
保
す
る
た
め
に
班
へ
向
か
っ
て
の
水
を
流
す
た
め
の
装
侭
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

か
っ
て
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
は
な
く
蛇
籠
で
あ
っ
た
と
い
う
。
黄
瀬
川
に
蛇
籠
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
堰
へ
水
を
入
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
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の
三
間
堀
だ
け
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ほ
か
の
堰
に
も
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
水
量
の
調
節
の
た
め
に
一
｝
れ
は

な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
ハ
ラ
ィ
ポ
リ
で
調
節
さ
れ
た
あ
と
の
水
が
そ
の
す
ぐ
下
流
の
三
俣
堰
に
至
る
こ
と
に
な
る
が
、
三
俣
堰
は
、
ま
さ
に
そ

の
名
の
と
お
り
こ
こ
で
三
本
の
水
路
に
分
か
れ
、
下
郷
の
村
々
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
現
在
で
は
開
閉
に
便

f
l

写真1-22黄瀬川底コンクリート （水窪・大堰水門）

’舎
二
Ｌ
ｉ
ｌ

＃
牌
仙

1

伊豆島[Hへ

納
米 の水と合流し、今｣1晩

長泉町方面へ

－7大堰と三俣収

1脚
。壬

へ

図表]
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利
な
機
械
化
さ
れ
た
水
門
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
見
し
て
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
三
本
の
水
路
の
水
量
の
配
分
は
明
確
に
決
め

ら
れ
て
い
る
。
三
俣
堰
を
上
流
か
ら
見
た
と
き
に
、
い
ち
ば
ん
左
側
、
つ
ま
り
東
側
の
水
路
は
二
つ
の
水
門
が
設
置
さ
れ
、
〉
｝
の
水
流
は
、

せ
ぎ
ば
ら

伊
豆
島
川
と
堰
原
の
水
川
を
灌
概
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
流
か
ら
見
た
と
き
に
い
ち
ば
ん
右
側
、
つ
ま
り
西
側
の
水
路
に
も
二
つ
の
水
門

が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
は
水
窪
と
納
米
里
の
水
田
を
灌
概
す
る
用
水
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
央
の
水
路
は
、
通
称
中
川
と
い
わ
れ
て

1

い
る
が
、
こ
こ
に
は
三
つ
の
水

２

門
が
設
置
さ
れ
、
〉
）
れ
は
よ
り

下
流
の
下
郷
の
村
々
、
上
土

掬
閲
狩
・
中
土
狩
・
下
土
狩
・
竹

１
１
１

州
鄙
鄙
腺
・
伏
見
・
新
宿
の
水
川
を
灌

雌
岬
傾
慨
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

水
・
・
窪
窪
つ
ま
り
、
）
｝
の
三
本
の
水
路
は
、

羽
水
水

１
州
細
分
水
の
比
率
が
二
対
二
一
対
二
と

空
訓
圭
い
う
割
合
に
な
っ
て
い
る
の
で

１
２
あ
る
。こ

の
よ
う
な
水
路
の
分
水
は
、

三
本
の
用
水
の
管
轄
の
し
か
た

に
も
現
れ
て
い
る
。
特
に
、
堰
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俗
普
請
の
と
き
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
し
て
い
る
水
路
の
掃
除
や
改
修
を
行
っ
て
お
り
、
現
在
、
大
堰
土
地
改
良
区
を
組
織
し
て
い
る
下
郷

民錘
は
、
下
郷
だ
け
の
用
水
の
管
理
と
し
て
、
毎
年
、
田
植
え
の
前
に
ナ
ェ
セ
ギ
（
苗
堰
）
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ナ
ェ
セ
ギ
の
と
き

露
に
、
利
用
し
て
い
る
水
路
と
そ
の
周
囲
を
ム
ラ
ご
と
に
点
検
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
大
堰
か
ら
二
一
俣
堰
ま
で
の
二
一
間
堀
は
納

生
米
里
、
黄
瀬
川
の
河
床
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
と
こ
ろ
は
下
土
狩
と
い
う
よ
う
に
、
大
堰
の
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
も
担
当
は
決
ま
っ
て
い

章ｌ
る
。
そ
し
て
、
実
際
の
作
業
の
た
め
に
、
各
家
（
現
在
で
は
非
農
家
が
増
加
し
た
の
で
劃
農
家
の
み
）
か
ら
男
衆
が
一
人
ず
つ
出
て
い
る
。

第

も
ち
ろ
ん
、
堰
普
請
は
大
堰
だ
け
で
は
な
く
ほ
か
の
堰
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
大
堰
の
ナ
ェ
セ
ギ
以
外
の
堰
普
請
に
つ
い

て
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
主
に
、
穴
堰
か
ら
の
用
水
を
利
用
し
て
い
る
上
郷
の
富
沢
で
は
、
毎
年
四
月
に
な
る
と
、
ミ
ッ
ヵ
セ
ギ
（
三
Ⅱ

堰
）
と
い
っ
て
三
日
間
用
水
の
掃
除
と
改
修
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
日
取
り
は
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
毎
年
そ
の
都

度
日
取
り
を
決
め
て
区
長
の
フ
レ
（
触
れ
）
に
よ
っ
て
実
施
し
て
い
る
。
富
沢
の
ミ
ッ
ヵ
セ
ギ
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
三
日
間
に
わ
た
っ
て

行
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
す
ぺ
て
の
家
が
三
Ⅱ
間
の
全
Ⅱ
程
を
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
な
く
、

一
日
は
穴
堰
、
一
日
は
富
沢
の
水
路
、
一
日
は
ジ
ス
イ
の
用
水
と
分
け
、
分
担
を
決
め
て
一
ｎ
だ
け
ど
こ
か
の
堰
普
請
に
出
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
な
お
、
ミ
ッ
カ
セ
ギ
に
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
家
は
、
デ
ブ
ソ
ク
（
出
不
足
）
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
た
、
佐
野
堰
か
ら
の
水
を
利
用
し
て
い
る
中
郷
の
村
々
で
も
、
毎
年
、
苗
代
に
種
子
を
蒔
き
川
植
え
の
は
じ
ま
る
ま
で
の
間
に
、
佐

野
堰
の
普
請
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
佐
野
堰
の
普
請
の
と
き
に
は
、
佐
野
が
中
心
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
普
請
の
一
一
ン
ク

（
人
工
）
に
つ
い
て
は
佐
野
の
大
区
長
が
調
節
し
て
い
る
と
い
う
。

る
0
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え
ら
）
、
そ
っ
ち
の
（
一

活
と
も
あ
っ
た
と
い
、
フ
。

生と

ヒ
ソ
ー

水
水
げ
ん
か

節
と
が
』

３第
対
的
に
弱
ま
っ
て
い
↓

ヒ
ソ
ン

ヒ
ソ
ン
バ
深
良
用
水
の
利
用
は
、
裾
野
市
域
か
ら
長
泉
町
、
清
水
町
ま
で
を
も
含
む
広
い
面
積
の
水
田
を
灌
概
し
て
き
た
。
し
か
し
、

と
悪
水
深
良
用
水
に
よ
る
す
べ
て
の
水
川
に
過
不
足
な
く
用
水
が
行
き
渡
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
中
郷
や
下
郷
の
用
水

の
末
端
の
水
川
で
は
、
水
が
不
足
し
が
ち
の
水
田
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
水
川
の
一
）
と
を
、
こ
の
地
域
で
は
水
田
に
水
が
不
足
し
て
干

上
が
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
、
ヒ
ソ
ン
。
ハ
（
Ⅱ
損
場
）
と
い
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
茶
畑
は
巾
郷
に
属
し
て
い
る
が
、
中
郷
の
末
端
に
位
侭
し
て
い
る
た
め
に
ヒ
ソ
ン
、
ハ
に
な
る
こ
と
の
多
い
水
川
が
あ
っ
た
。

普
通
、
こ
の
地
域
の
水
田
は
一
反
七
俵
か
ら
八
俵
く
ら
い
の
収
穫
が
あ
っ
た
が
、
ヒ
ソ
ン
？
ハ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
収
穫
が
極
端
に
減
少
し
、

滝
頭
の
あ
た
り
で
は
、
ひ
ど
い
場
合
に
は
三
反
で
三
俵
し
か
収
稚
で
き
な
い
よ
う
な
水
川
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ヒ
ソ
ン
、
ハ
に
な
ら
な
い
ま
で
も
、
深
良
用
水
の
水
田
は
水
が
不
足
し
が
ち
な
場
所
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
一
度
水
川
を
灌
慨
し

使
州
し
た
あ
と
悪
水
と
し
て
水
川
の
外
へ
川
し
た
水
を
、
下
流
の
水
川
が
再
利
川
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
中
郷
の

余
っ
た
水
は
大
堰
の
三
間
卯
へ
落
と
さ
れ
再
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
も
の
で
は
な
く
と
も
、
特
に
渇
水
期
に
用
水
の

末
端
で
悪
水
の
利
用
を
す
る
》
）
と
は
頻
繁
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
中
郷
の
茶
畑
な
ど
で
は
川
水
の
末
端
に
位
置
す
る
た
め
水
が
貴
重

で
、
水
川
か
ら
水
を
川
水
に
落
と
そ
う
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
悪
水
で
さ
え
も
も
め
ご
と
の
原
因
と
な
り
、
「
お
ま
っ
ち
ゃ
ぁ
Ｉ
（
お
ま

え
ら
）
、
そ
っ
ち
の
（
そ
ち
ら
の
）
川
へ
落
と
す
な
、
一
）
つ
ち
（
こ
ち
ら
の
）
川
へ
落
と
せ
」
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
争
い
に
な
る
よ
う
な
こ

。
ハ
が
で
き
る
よ
う
な
渇
水
期
の
と
き
に
は
、
水
を
求
め
て
争
い
が
起
こ
り
、
激
し
い
け
ん
か
に
ま
で
発
展
す
る
こ

と
が
あ
っ
た
。
現
在
で
は
、
宅
地
化
の
進
展
に
よ
る
水
川
の
減
少
、
休
耕
川
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
水
川
へ
の
依
存
が
相

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
激
し
い
水
げ
ん
か
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
全
体
的
に
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俗
水
が
不
足
し
が
ち
の
深
良
用
水
の
場
合
、
水
げ
ん
か
は
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
水
げ
ん
か
は
ど
こ
で
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は

民錘
な
く
、
た
い
て
い
、
中
心
的
な
堰
や
下
郷
の
三
俣
堰
の
よ
う
な
主
要
な
分
水
箇
所
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
対
立
す
る
人
間
や
ム
ラ
も

認
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
激
し
い
水
げ
ん
か
を
く
り
か
え
し
て
い
た
の
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
穴
堰
を
め
ぐ
る
上
郷

７生
の
富
沢
と
下
郷
の
村
々
の
よ
う
に
上
郷
と
下
郷
の
村
々
が
対
立
す
る
関
係
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
い

第1章

ま
た
、
中
郷
で
も
上
郷
の
村
々
と
水
げ
ん
か
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
中
郷
の
公
文
名
で
は
、
上
郷
の
深
良
や
同
じ
中
郷
で
も

上
流
の
久
根
な
ど
と
対
立
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
重
要
な
堰
で
は
水
配
人
が
監
督
し
て
い
た
が
、
渇
水
期
に
は
、
ほ
か
の
ム
ラ

に
水
を
盗
ら
れ
な
い
よ
う
に
公
文
名
か
ら
も
水
の
番
を
出
し
、
水
の
監
督
を
す
る
の
が
普
通
で
、
三
日
に
一
Ｍ
く
ら
い
の
割
合
で
、
監
督

の
順
番
を
ま
わ
し
て
い
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
水
の
番
に
出
て
も
、
常
時
見
張
り
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

た
と
え
ば
、
上
郷
の
上
ヶ
田
は
、
上
ヶ
田
の
人
々
が
ス
イ
モ
ン
、
ハ
（
水
門
場
）
と
呼
ん
で
い
る
カ
ロ
ウ
ト
堰
か
ら
水
を
引
い
て
い
る
が
、

明
治
一
○
年
代
の
話
と
し
て
発
砲
事
件
に
ま
で
な
っ
た
水
げ
ん
か
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
頃
、
田
植
え
を
し
た
も
の
の
水
が
非
常
に
不

足
し
た
年
が
あ
り
、
玻
初
、
下
流
の
下
郷
の
人
々
と
上
ヶ
川
や
金
沢
の
人
々
と
が
石
の
投
げ
合
い
を
す
る
水
げ
ん
か
が
起
こ
り
、
そ
れ
が

発
展
し
て
金
沢
の
人
が
下
郷
の
人
に
鉄
砲
で
撃
た
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ゞ
｝
の
と
き
に
は
、
御
宿
で
も
下
郷
の
人
々
が
土
足
で

家
々
に
上
が
り
込
む
激
し
い
け
ん
か
が
起
宕
）
り
、
女
性
や
子
供
が
土
蔵
に
隠
れ
る
よ
う
な
騒
ぎ
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
ほ
か
の
年
に

は
、
水
げ
ん
か
で
鎌
で
切
ら
れ
る
人
が
出
る
ほ
ど
の
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
激
し
く
な
る
と
こ
の
よ
う
な
状
態
に
ま
で
な
る

水
げ
ん
か
で
あ
る
の
で
、
殴
り
合
い
に
な
っ
た
り
川
へ
突
き
落
と
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
ゴ
ジ
ョ
ゥ
ホ
ウ
（
御
定
法
）
で
あ
っ
た
と
い

う
人
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

る
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第3節水と生活

ゞ
）
れ
ま
で
見
た
水
げ
ん
か
は
、
深
良
用
水
の
灌
概
地
域
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
ジ
ス
イ
の
場
所
で
も
水
げ
ん
か
が
行
わ
れ
て
い
た

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
麦
塚
と
伊
豆
佐
野
（
三
島
市
）
は
大
場
川
を
挟
ん
だ
対
岸
の
ム
ラ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
大
場
川
か
ら

取
水
し
よ
う
と
し
て
水
げ
ん
か
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
大
場
川
下
流
の
徳
倉
も
、
上
流
の
麦
塚
や
伊
豆
佐
野
の
堰
の
と
こ
ろ
へ
来

て
対
立
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
麦
塚
と
伊
豆
佐
野
の
取
水
に
つ
い
て
は
、
セ
イ
コ
ン
カ
ギ
リ
（
精
根
限
り
）
と
い

う
独
特
の
慣
例
が
あ
り
、
対
立
を
緩
和
す
る
よ
う
な
し
く
み
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
麦
塚
が
取
水
す
る
の
は
大
場
川
の
大
堰
か
ら

で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
伊
豆
佐
野
の
堰
が
あ
る
。
伊
豆
佐
野
の
取
水
の
権
利
は
、
川
岸
か
ら
三
尺
の
と
こ
ろ
に
杭
を
打

ち
、
そ
の
三
尺
分
だ
け
取
水
し
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
川
岸
か
ら
六
尺
ま
で
の
と
こ
ろ
に
石
を
置
き
、
そ
れ
で
水
を

堰
い
だ
り
、
あ
る
い
は
下
流
へ
流
し
た
り
、
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
夜
、
不
眠
不
休
で
水
の
番

縄
を
な
う
な
ど
手
仕
事
を
し
な
が
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
水
げ
ん
か
は
ム
ラ
と
ム
ラ
と
の
対
立
関
係
で
あ
っ
た
が
、
川
水
の
末
端
の
、
同
じ
ム
ラ
の
巾
で
の
水
げ
ん
か
も
頻
繁
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
公
文
名
で
は
関
東
大
震
災
の
あ
と
、
用
水
の
水
量
が
減
少
し
、
全
体
的
な
水
不
足
が
五
、
六
年
間

も
続
い
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
不
公
平
な
分
水
を
避
け
る
た
め
に
カ
ヶ
寺
ハ
ン
（
掛
け
番
）
を
実
行
し
、
一
軒
一
軒
が
順
番
に

水
を
引
く
よ
う
に
し
て
い
た
が
、
け
ん
か
も
多
く
、
取
っ
組
み
合
い
の
け
ん
か
に
な
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

同
じ
中
郷
の
茶
畑
で
も
、
ム
ラ
の
巾
で
、
水
げ
ん
か
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
川
植
え
の
前
に
水
川
に
水
を
張
っ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
、
別
の
家
の
人
が
夜
間
に
堰
を
操
作
し
て
水
を
ま
わ
さ
な
く
し
て
し
ま
う
よ
う
な
－
）
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
互
い
の
葛
藤
が
高
ま
っ
て
け
ん
か
に
な
り
、
水
路
に
突
き
落
と
し
た
り
、
激
し
い
も
の
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

1ワQ
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人
間
の
生
活
に
と
っ
て
、
水
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
言
い
方
を
換

１第
オ
オ
カ
ワ

え
れ
ば
、
人
間
の
生
活
は
、
常
に
水
に
囲
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
存
続
で
き
な
い
。
現
在
の
日
本
社
会
で
は
、
そ
れ
が
都
市

で
あ
ろ
う
が
農
村
で
あ
ろ
う
が
、
水
の
利
用
は
ダ
ム
な
ど
を
利
用
し
た
水
道
に
よ
る
も
の
が
一
般
的
に
な
り
、
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
す
ぐ
水

を
利
用
で
き
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
年
に
よ
っ
て
は
、
夏
の
渇
水
期
に
、
降
雨
量
の
不
足
に
よ
っ
て
水
不
足
が
叫
ば
れ

る
こ
と
も
あ
る
が
、
災
害
時
を
除
け
ば
、
危
機
的
な
水
不
足
に
至
る
ま
で
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
社
会
資
本
と
し
て
水
の
利
用
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
時
代
に
は
、
生
活
の
た
め
の
水
の
確
保
は
死
活
問
題
で
も
あ
り
、
人
間

の
生
活
の
主
要
な
一
部
分
を
構
成
し
て
い
た
。
裾
野
市
域
で
は
、
現
在
で
こ
そ
市
の
水
道
が
完
備
し
、
水
不
足
が
起
一
｝
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
が
、
ダ
タ
ラ
と
呼
ば
れ
る
溶
岩
に
さ
え
ぎ
ら
れ
各
所
に
岩
盤
が
横
た
わ
っ
て
い
る
た
め
に
、
井
戸
を
掘
る
一
）
と
の

で
き
た
場
所
は
限
ら
れ
て
お
り
、
戦
後
、
市
の
水
道
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
は
、
生
活
の
た
め
の
用
水
は
常
に
不
足
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
水

が
貴
重
で
あ
り
、
か
つ
、
水
の
確
保
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
き
た
の
が
、
裾
野
市
域
の
人
々
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
、
な
ん
と
い
っ
て
も
も
っ
と
も
利
用
し
や
す
か
っ
た
の
は
、
中
小
の
自
然
河
川
で
あ
っ
た
。
大
場
川
、
黄
瀬

か
の
が
わ

川
、
佐
野
川
な
ど
の
自
然
河
川
は
、
静
岡
県
内
を
流
れ
る
狩
野
川
、
富
士
川
、
安
倍
川
、
大
井
川
、
天
竜
川
な
ど
の
大
河
川
に
比
べ
れ
ば

規
模
は
小
さ
い
も
の
の
、
中
小
河
川
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
生
活
の
た
め
に
は
身
近
で
利
用
し
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

1 章生活環境の民俗

を
し
た
伊
豆
佐
野
の
人
は
、
セ
イ
コ

な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

口
日
常
生
活
の
た
め
の
水

ノ
カ
ギ
リ
頑
張
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
〉
）
の
石
の
分
だ
け
伊
豆
佐
野
へ
水
を
流
し
て
も
よ
い
一
｝
と
に
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黄
瀬
川
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
上
ヶ
田
で
は
オ
オ
カ
ワ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
上
ヶ
川
で
は
、
集
蒋
の
す
ぐ
近
く
を
流
れ
て
い
る
も

っ
と
も
大
き
な
川
が
黄
瀬
川
で
あ
る
の
で
、
黄
瀬
川
が
オ
オ
カ
ワ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
》
）
の
ほ
か
に
近
隣
の
御
宿
や
金

沢
で
も
、
黄
瀬
川
は
オ
オ
カ
ワ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
あ
た
り
で
、
「
オ
オ
カ
ワ
ヘ
魚
を
と
り
に
行
こ
う
」
と
か
、
「
オ

活
オ
カ
ワ
ヘ
泳
ぎ
に
行
こ
う
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
黄
瀬
川
へ
行
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

生推
ま
た
、
同
じ
市
域
の
中
で
、
同
じ
よ
う
に
オ
ォ
ヵ
ワ
と
呼
ん
で
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
黄
瀬
川
で
は
な
い
ム
ラ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
久

節
根
で
は
ち
ょ
う
ど
集
落
の
中
を
泉
川
が
流
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
オ
ォ
ヵ
ワ
と
呼
ん
で
お
り
、
ま
た
麦
塚
で
は
、
オ
ォ
ヵ
ワ
は
大
場
川
の

３第
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ム
ラ
で
も
っ
と
も
身
近
で
大
き
な
川
が
オ
オ
カ
ワ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

自
然
河
川
は
、
一
般
的
に
呼
ば
れ
て
い
る
正
式
名
称
の
ほ
か
に
、
流
れ
て
い
る
場
所
ご
と
の
呼
び
名
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え

ば
、
中
国
の
長
江
は
、
こ
の
川
の
全
体
を
長
江
と
呼
ん
で
い
る
が
、
下
流
域
の
一
部
の
人
々
は
こ
の
川
を
揚
子
江
と
呼
ん
で
い
る
。
あ
る

い
は
日
本
で
は
、
東
京
の
隅
川
川
は
下
流
域
の
人
々
に
よ
っ
て
オ
オ
カ
ワ
（
大
川
）
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
静
岡
県
内
で
は
、
安
倍
川
中
上
流

域
の
人
々
は
、
安
倍
川
を
オ
オ
カ
ワ
と
呼
ん
で
い
る
人
も
い
る
。
ま
た
、
安
倍
川
の
支
流
、
丸
子
川
は
、
下
流
の
人
々
に
よ
っ
て
ヤ
ガ
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
川
は
流
れ
て
い
る
周
囲
の
人
々
に
よ
っ
て
独
特
の
呼
称
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〉
）
れ
は
裾
野
市
域
の
人
々
に
と
っ
て
も
同
様
で
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
富
沢
な
ど
佐
野
川
が
黄
瀬
川
に
合
流
す
る
あ
た
り
の
人
々
は
、

佐
野
川
を
ゼ
ナ
ザ
ワ
（
瀬
名
沢
）
と
呼
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
上
流
の
今
里
で
は
佐
野
川
の
》
｝
と
を
ホ
ン
ガ
ワ
ラ
（
本
河
原
）
と
呼
ん
で
い
る
。

ホ
ン
ガ
ワ
ラ
と
い
う
呼
び
方
は
、
今
里
の
場
合
、
ち
ょ
う
ど
集
蒋
の
真
ん
中
を
流
れ
て
い
る
の
で
こ
の
よ
う
な
呼
び
方
が
な
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

乱
。

，
刀
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し
か
し
、
ゞ
｝
の
よ
う
な
水
遊
び
は
、
黄
瀬
川
上
流
の
御
殿
場
市
域
の
人
々
か
ら
見
る
と
異
な
る
習
慣
に
思
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
上
流

部
に
な
る
と
川
幅
も
狭
く
な
り
泳
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
子
供
が
川
で
泳
ぐ
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

裾
野
市
の
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
の
ム
ラ
で
川
で
の
水
遊
び
を
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
裾
野
市
域
で
は
も
っ
と
も
高
地
に
位
置
し
て
い

課
で
あ
っ
た
と
い
う
。

11

％

l広三号

！

蝉
ー~～

写真1-24愛鷹 橋（水窪・長泉町南一色境）

そ
し
て
、
言
）
の
オ
オ
カ
ワ
の
よ
う
な
河
川
は
、
現
在
で
こ
そ
川
の
汚
れ

水
遊
び

が
目
立
ち
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
減
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
そ
れ
ぞ

れ
の
ム
ラ
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
水
遊
び
の
場
所
で
あ
り
、
大
人
た
ち
に
と
っ
て

は
雨
乞
い
の
場
所
で
あ
っ
た
り
と
、
日
常
生
活
と
裕
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
特
に
、

川
の
中
に
は
岩
石
な
ど
の
位
置
に
よ
っ
て
深
い
淵
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
所
は
子
供
た
ち
の
水
遊
び
の
場
所
と
し
て
最
適
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
水
窪
で
は
、
黄
瀬
川
に
か
か
る
愛
鷹
橋
の
少
し
上
の
あ
た
り
に
ハ
タ

ナ
プ
チ
と
呼
ば
れ
る
淵
が
あ
っ
た
と
い
う
。
〉
｝
ゞ
｝
は
、
河
川
改
修
に
よ
っ
て
現
在
で

は
跡
形
を
残
し
て
い
な
い
が
、
水
の
流
れ
が
止
ま
る
広
い
場
所
で
あ
っ
た
の
で
、
水

窪
の
子
供
た
ち
は
こ
〉
）
で
泳
い
で
は
遊
ん
で
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
黄
瀬
川

に
い
る
力
’
一
や
魚
を
と
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
上
ヶ
川
で
も
同
様
で
、
オ
オ

カ
ワ
と
呼
ば
れ
て
い
る
黄
瀬
川
へ
子
供
た
ち
は
泳
ぎ
に
行
っ
て
い
た
が
、
特
に
、
小

学
校
高
学
年
に
な
る
と
、
子
供
た
ち
は
夏
の
間
毎
ｎ
の
よ
う
に
泳
ぎ
に
行
く
の
が
日
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御
宿
で
も
、
オ
オ
カ
ワ
と
呼
ば
れ
る
黄
瀬
川
で
子
供
た
ち
が
水
遊
び
を
し
て
い
た
が
、
モ
ョ
リ
に
よ
っ
て
子
供
た
ち
の
泳
ぐ
場
所
が
異

な
り
、
ホ
ン
ム
ラ
の
子
供
た
ち
は
、
古
堰
（
本
堰
）
の
近
く
の
ダ
シ
ノ
ハ
ナ
（
川
し
の
鼻
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
泳
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
〉
盲
）
は
魚
も
多
く
い
る
と
こ
ろ
で
、
魚
と
り
を
し
な
が
ら
子
供
が
水
遊
び
を
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
小
学
校

も
だ
ん
だ
ん
高
学
年
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
の
少
し
下
流
の
ト
ョ
ノ
ダ
イ
（
豊
の
台
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
泳
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

た
だ
し
、
御
宿
の
中
で
も
新
田
は
ホ
ン
ム
ラ
か
ら
少
し
離
れ
て
い
る
の
で
、
ホ
ン
ム
ラ
の
子
供
た
ち
と
場
所
が
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、

’
一
ヶ
ン
。
ハ
（
二
間
場
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
泳
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
御
宿
で
は
子
供
た
ち
が
黄
瀬
川
で
泳
ぐ
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
黄
瀬
川
の
対
岸
が
深
良
で
あ
る
た
め
に
、
深
良
の

子
供
た
ち
も
黄
獺
川
に
泳
ぎ
に
来
て
、
水
遊
び
場
を
相
互
に
譲
り
合
う
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
正
月
の
ド
ン
ド
ャ
キ

の
と
き
に
は
、
御
宿
と
深
良
の
子
供
た
ち
が
、
黄
瀬
川
を
挟
ん
で
石
を
投
げ
合
い
け
ん
か
を
す
る
よ
う
な
〉
）
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

川
を
利
用
し
て
子
供
た
ち
が
水
遊
び
を
し
て
い
る
一
方
で
、
大
人
た
ち
も
娯
楽
的
要
素
を
含
ん
だ
雨
乞
い
の
行
事
の
た
め
に

雨
乞
い

川
を
利
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
市
域
の
雨
乞
い
は
愛
購
山
な
ど
山
岳
信
仰
と
も
関
連
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
水
を
利
用
し
た
雨
乞
い
も
伝
承
さ
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
水
窪
で
は
戦
前
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ひ
ど
い
水
不
足
の
年
に
黄
瀬
川
の
川
岸
で
雨
乞
い
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
水
窪
で
は
、
黄
瀬
川
の
川
岸
に
あ
る
山
の
神
の
と
こ
ろ
に
、
以
前
は
黄
瀬
川
に
枝
葉
が
せ
り
出
し
て
い
る
よ

と
1，，
u

茨

勺
／

0

お
お
ふ
ち

ば
ん
ば

る
須
山
で
も
、
集
落
の
巾
を
流
れ
て
い
る
佐
野
川
に
大
淵
と
呼
ば
れ
る
淵
が
あ
り
、
馬
場
の
子
供
た
ち
は
夛
三
へ
泳
ぎ
に
行
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
須
山
の
中
で
も
田
向
の
子
供
た
ち
は
、
同
じ
佐
野
川
の
ヘ
イ
ソ
ウ
ブ
チ
と
呼
ば
れ
る
淵
に
泳
ぎ
に
行
っ
て
い
た
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俗
う
な
松
が
あ
り
、
ム
ギ
ヵ
ラ
を
材
料
に
し
て
作
っ
た
大
蛇
を
こ
れ
に
吊
る
し
て
、
雨
乞
い
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
麦
塚
で

民麺
も
、
戦
前
ま
で
は
オ
ォ
ヵ
ワ
と
呼
ば
れ
て
い
る
大
場
川
で
雨
乞
い
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
雨
乞
い
を
や
る
の
は
夏
の
渇
水
期
で
、
陸

騨
稲
や
サ
ト
イ
モ
の
葉
が
変
化
す
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
、
区
長
が
フ
レ
（
触
れ
）
を
出
し
て
ｎ
時
を
決
め
、
雨
乞
い
を
し
て
い
た

生
の
で
あ
っ
た
。
雨
乞
い
を
や
る
こ
と
が
決
ま
る
と
、
水
窪
と
同
じ
よ
う
に
、
ム
ギ
カ
ラ
を
持
ち
寄
っ
て
見
目
神
社
で
大
蛇
を
作
り
、
こ
れ

み
る
め

章ｌ
を
大
場
川
の
川
岸
に
あ
っ
た
大
き
な
ヒ
ノ
キ
に
吊
る
し
、
大
蛇
の
口
を
川
の
水
向
に
落
と
し
て
い
た
。
こ
の
大
蛇
を
大
場
川
に
落
と
す
と

第

）
｝
ろ
は
、
三
尺
ほ
ど
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
コ
イ
も
い
た
淵
で
、
こ
こ
は
子
供
た
ち
の
水
遊
び
の
場
所
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
も
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
子
供
た
ち
は
、
雨
乞
い
の
あ
と
で
、
淵
に
落
と
さ
れ
た
大
蛇
の
頭
に
乗
っ
て
遊
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に

し
て
い
る
と
、
夕
方
頃
に
は
暗
雲
が
広
が
り
雨
が
降
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

井
戸
の
不
足
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
深
艮
川
水
に
よ
る
農
業
生
産
の
た
め
の
水
の
利
川
や
、
黄
獺
川
、
佐
野
川
、
大
場
川
な
ど
の

と
カ
ワ
バ
タ
自
然
河
川
が
生
活
に
身
近
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
裾
野
市
域
の
場
合
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、

地
下
に
岩
盤
が
広
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
た
め
に
井
戸
を
掘
る
こ
と
が
で
き
ず
、
生
活
用
水
に
不
足
し
が
ち
の
ム
ラ
が
多
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
生
活
用
水
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、
用
水
に
設
け
ら
れ
た
カ
ワ
や
ハ
タ
（
川
端
）
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫

が
凝
ら
さ
れ
水
の
確
保
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
実
態
に
つ
い
て
、
平
地
の
ム
ラ
か
ら
ム
ラ
ご
と
に
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
上
ヶ
田
で
は
岩
盤
の
た
め
に
井
戸
を
掘
る
一
｝
と
が

で
き
ず
、
井
戸
を
持
っ
て
い
る
家
は
三
軒
し
か
な
か
っ
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
戦
後
の
一
九
五
○
（
昭
和
二
五
）
年
頃
に

富
岡
水
道
を
作
る
前
は
、
集
落
の
中
を
通
る
深
良
用
水
の
カ
ロ
ゥ
ト
堰
か
ら
取
水
し
た
用
水
に
、
カ
ワ
パ
タ
を
設
け
て
生
活
用
水
の
た
め

に
利
用
し
て
い
た
。
水
を
く
む
の
は
、
朝
早
く
か
夜
遅
い
時
間
で
、
米
を
と
い
で
炊
事
の
し
た
く
を
す
る
こ
と
か
ら
洗
濯
ま
で
、
｝
）
の
用
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水
の
カ
ワ
ゞ
ハ
タ
を
利
用
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
用
水
の
水
は
、
雨
が
降
っ
た
と
き
な
ど
は
水
が
濁
っ
て
し
ま
う
の
で
、

湧
き
水
が
出
る
と
こ
ろ
へ
き
れ
い
な
水
を
求
め
て
水
を
く
み
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
。

茶
畑
で
も
、
岩
盤
が
あ
る
た
め
に
井
戸
を
自
巾
に
掘
る
こ
と
が
で
き
ず
、
主
な
生
活
用
水
は
、
用
水
に
設
け
た
カ
ワ
。
ハ
タ
を
利
用
し
て

い
た
。
現
在
で
一
）
そ
、
市
の
水
道
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
や
、
下
水
道
の
不
整
備
に
よ
っ
て
カ
ワ
バ
タ
の
水
に
汚
水
が
流
れ
込
む
こ
と
も
あ

難
が
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蹄
茶
畑
の
う
ち
、
本
茶
の
モ
ョ
リ
で
も
井
戸
を
掘
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
カ
ワ
パ
タ
を
利
用
す
る
の
が
一
般
的
で

錘
あ
っ
た
が
、
本
茶
の
家
々
で
は
、
炊
事
用
の
水
は
金
毘
羅
神
社
の
と
こ
ろ
の
共
同
井
戸
ま
で
水
を
く
み
に
き
て
使
用
し
て
い
た
と
い
う
。

つ
マ
っ
ぺ

癖
し
か
し
、
こ
の
井
戸
は
釣
瓶
で
く
み
上
げ
る
方
式
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
へ
女
衆
が
来
て
釣
瓶
で
く
み
上
げ
て
は
、
家
へ
帰
り
水
が
め
に

生
入
れ
て
使
用
す
る
と
い
う
面
倒
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
共
同
井
戸
で
あ
る
た
め
に
、
一
年
に
一
回
は
六
月
か
七
月
頃
に
日
取
り
を
決

幸
早ｌ

め
て
、
ゞ
｝
の
井
戸
の
イ
ド
ガ
ェ
（
井
戸
替
え
）
を
行
い
、
本
茶
の
人
々
が
出
て
井
戸
の
中
の
掃
除
を
し
て
い
た
と
い
う
。
な
お
、
ゞ
｝
の
共
同

第

井
戸
は
、
ま
だ
戦
前
に
、
水
槽
タ
ン
ク
を
作
り
簡
易
水
道
に
さ
れ
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
市
の
水
道
が
整
術
さ
れ
る
と
と
も
に

井
戸
は
、
ま
だ
戦
前
に
、
水
些

利
用
し
て
い
夫
乍
と
い
う
。

使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
い
く
つ
か
の
ム
ラ
の
例
を
見
て
み
る
と
、
水
窪
で
は
、
現
在
記
憶
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
は
、
個
人
の
家
で
井
戸
を
持
っ
て
い

た
の
は
二
軒
く
ら
い
し
か
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
家
が
炊
事
用
の
水
も
用
水
の
カ
ワ
、
、
ハ
タ
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
太
平

茶
畑
が
頼
根
山
に
近
い
ム
ラ
で
あ
る
と
す
る
と
、
愛
熈
山
に
近
い
富
沢
で
も
岩
盤
の
た
め
に
井
戸
を
掘
る
こ
と
が
で
き
ず
、
カ
ワ
ゞ
ハ
タ

を
利
用
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
。
富
沢
で
は
、
穴
堰
か
ら
取
水
し
た
用
水
が
ち
ょ
う
ど
集
落
の
中
を
ま
つ
す
ぐ
に
通
っ
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、
各
家
と
も
こ
の
用
水
に
面
し
て
家
屋
敷
が
配
置
さ
れ
、
そ
の
前
側
に
カ
ワ
、
ハ
タ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ほ

か
の
ム
ラ
に
お
け
る
カ
ワ
、
ハ
タ
の
利
用
と
同
じ
よ
う
に
、
夜
や
朝
早
く
に
水
を
く
み
、
水
が
め
に
入
れ
て
お
い
た
り
、
あ
る
い
は
昼
間
は

野
菜
や
農
具
を
洗
っ
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
水
仕
事
に
カ
ワ
バ
タ
を
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ワ
バ
タ
の
水

は
、
深
良
用
水
の
水
を
利
用
し
て
い
る
た
め
に
、
渇
水
期
に
は
水
量
が
減
り
、
し
か
も
雨
天
の
際
に
は
水
が
濁
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
に
、
富
沢
で
は
、
カ
ワ
等
ハ
タ
の
水
が
利
用
で
き
な
い
と
き
に
は
、
「
不
動
さ
ん
の
水
」
と
呼
ば
れ
る
不
動
尊
の
と
こ
ろ
の
湧
き
水
を
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う
え
む
ら
し
た
む
ら

洋
戦
争
に
さ
し
か
か
る
頃
、
水
窪
の
中
の
上
村
と
下
村
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
共
同
井
戸
を
掘
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
下
村
は
比
較
的
容
易
に
掘
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
上
村
の
場
合
に
は
い
く
ら
掘
り
進
ん
で
も
水
脈
に
あ
た
ら
ず

に
、
地
中
で
横
穴
を
掘
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ゞ
）
の
共
同
の
井
戸
が
で
き
た
あ
と
は
、
井
戸
の
と
》
｝
ろ
ま
で
行
き
、
炊
事

の
用
意
を
し
た
り
、
炊
事
川
の
水
く
み
を
し
た
が
、
く
ん
だ
水
は
担
い
で
家
ま
で
持
ち
帰
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
な
お
、
現
在
で
は
、
市

の
水
道
を
使
用
し
て
い
る
た
め
に
こ
の
共
同
井
戸
は
利
用
し
て
い
な
い
と
い
う
。

伊
豆
島
川
で
も
、
地
下
に
岩
盤
が
あ
る
た
め
に
井
戸
を
掘
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ボ
ー
リ
ン
グ
技
術
の
発
達
し
た
現

在
で
こ
そ
、
厚
い
岩
盤
を
貫
い
て
井
戸
を
掘
り
、
岩
盤
の
下
の
水
脈
に
達
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
伊
豆
島
田
で
は
、
こ
〉
）
か
ら
吸
い

上
げ
た
水
を
三
島
の
水
道
水
と
し
て
利
用
し
て
い
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
が
、
以
前
は
ほ
と
ん
ど
井
戸
を
掘
る
こ
と
が
で
き
ず
、
カ
ワ
ゞ
ハ

タ
の
水
を
利
用
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
炊
事
や
飲
み
水
に
利
用
す
る
水
は
、
朝
の
う
ち
に
カ
ワ
ゞ
ハ
タ
か
ら
く
ん
で
お
く
の

が
普
通
で
、
子
供
が
、
ま
だ
暗
い
う
ち
か
ら
起
き
て
く
む
こ
と
も
多
く
、
風
呂
の
水
も
、
川
の
水
を
く
ん
で
き
て
い
た
が
、
一
度
、
風
呂

を
沸
か
す
と
隣
近
所
か
ら
も
入
り
に
来
て
、
し
か
も
、
三
日
く
ら
い
は
同
じ
水
を
使
う
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
。

麦
塚
も
、
岩
盤
の
た
め
に
ま
っ
た
く
井
戸
が
な
く
、
生
活
用
水
は
す
ぺ
て
カ
ワ
。
ハ
タ
の
水
を
利
用
し
て
い
た
。
水
に
不
自
由
し
て
い
る

ム
ラ
で
あ
る
の
で
、
麦
塚
に
は
、
婿
に
も
嫁
に
も
、
来
た
が
る
人
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
人
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
戦
後

は
、
茶
畑
の
本
茶
モ
ョ
リ
の
使
っ
て
い
た
古
井
戸
を
も
ら
い
受
け
、
そ
こ
か
ら
パ
イ
プ
を
通
し
て
各
家
に
通
水
す
る
よ
う
な
》
｝
と
も
あ
っ

た
と
い
う
。
カ
ワ
。
ハ
タ
ヘ
は
、
伊
豆
島
田
と
同
じ
よ
う
に
、
朝
早
く
か
ら
水
を
く
み
に
行
っ
た
も
の
で
、
風
呂
の
水
に
つ
い
て
は
、
子
供

が
小
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
カ
ワ
ゞ
ハ
タ
と
風
呂
場
を
何
度
か
往
復
し
て
水
を
入
れ
て
い
た
。
風
呂
を
沸
か
し
た
と
き
に
、
熱
く
沸
か

し
す
ぎ
た
と
き
も
苦
労
が
多
く
、
ぬ
る
く
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
カ
ワ
、
ハ
タ
と
風
呂
場
を
往
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
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俗
た
、
麦
塚
で
も
、
一
度
風
呂
を
恥

民麺
れ
を
落
と
す
た
め
に
身
体
を
揺
一

騨
軒
が
一
つ
ず
つ
家
の
前
面
や
近
〃

＃生
。
ハ
タ
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
、
虻

幸
早１

し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

第

た
、
麦
塚
で
も
、
一
度
風
呂
を
沸

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
市
域
で
は
井
戸
を
掘
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
主
に
カ
ワ
、
ハ
タ
に
よ
る
水
の
利
用
が
行
わ
れ
て
き

て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
水
不
足
の
と
き
や
雨
が
降
り
濁
り
水
の
と
き
に
は
、
カ
ワ
パ
タ
の
水
を
利
用
す
る
こ
と
も
難
し
か
っ
た
。
し
か

し
、
深
良
用
水
の
も
っ
と
も
上
流
に
位
置
し
て
い
る
深
良
の
場
合
、
ほ
か
の
ム
ラ
と
は
異
な
っ
て
、
用
水
の
取
水
が
豊
富
で
不
自
由
な
く

カ
ワ
寺
ハ
タ
を
利
用
で
き
る
ム
ラ
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
須
釜
の
モ
ョ
リ
で
は
、
炊
事
か
ら
洗
擢
、
風
呂
の
水
、
農
具
の
洗
浄
ま
で
す
ぺ

て
カ
ワ
ゞ
ハ
タ
の
水
を
利
用
し
て
い
た
が
、
用
水
の
水
門
は
常
に
開
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
の
で
、
カ
ワ
《
ハ
タ
の
水
位
が
減
る
声
）
と
も
な
く
、

し
か
も
も
っ
と
も
上
流
に
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
水
は
常
に
き
れ
い
な
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
カ
ワ
、
ハ
タ
か
ら
く
ん
だ
水
を
杣
で

く
み
上
げ
家
の
中
の
水
が
め
に
入
れ
使
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
水
く
み
は
、
普
通
は
若
い
嫁
の
仕
事
で
、
昼
間
の
野
良
仕
事
の
前
、

朝
の
う
ち
に
カ
ワ
、
ハ
タ
で
水
く
み
を
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

ひ

し
か
し
須
釜
で
は
、
昭
和
の
は
じ
め
頃
に
、
伝
染
病
が
流
行
し
避
病
院
で
死
者
が
出
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
流

行
の
原
因
が
カ
ワ
パ
タ
に
よ
る
水
の
利
川
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
た
た
め
に
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
水
道
を
引
い
て

い
る
。
ゞ
｝
の
水
道
を
引
く
際
に
は
、
当
時
の
深
良
村
長
が
中
心
に
な
り
、
神
山
（
御
殿
場
市
）
の
水
源
の
権
利
を
買
い
、
神
山
か
ら
通
水
し

た
が
、
須
釜
に
は
、
こ
の
年
に
生
ま
れ
た
た
め
に
「
通
水
雄
」
（
と
み
お
）
と
名
付
け
ら
れ
た
人
も
い
る
。
そ
の
後
、
〉
）
の
水
道
が
引
か
れ

か
す
と
何
ｎ
か
は
同
じ
風
呂
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
汚
れ
が
た
ま
り
、
風
呂
か
ら
出
る
と
き
に
は
、
汚

れ
を
落
と
す
た
め
に
身
体
を
揺
す
っ
て
か
ら
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
人
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ワ
ゞ
ハ
タ
も
、
普
通
は
、
一

軒
が
一
つ
ず
つ
家
の
前
面
や
近
く
に
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
麦
塚
の
場
合
、
ホ
ン
ム
ラ
で
は
た
い
て
い
が
一
軒
に
一
つ
ず
つ
カ
ワ

今
ハ
タ
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
、
新
旧
で
は
、
用
水
が
な
い
た
め
に
、
用
水
の
あ
る
と
こ
ろ
に
何
軒
か
が
共
同
で
カ
ワ
等
ハ
タ
を
持
ち
、
利
用
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深
良
の
中
で
も
、
箱
根
山
に
面
し
た
南
堀
の
モ
ョ
リ
の
場
合
は
、
深
良
用
水
よ
り
も
、
集
落
の
そ
ば
を
流
れ
て
い
る
泉
川
の
水
を
引
い

て
カ
ワ
バ
タ
を
利
川
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
水
量
は
盟
富
で
、
水
不
足
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
。
も
と
も
と
は
、

炊
事
の
水
か
ら
洗
濯
、
幼
い
子
供
の
水
遊
び
ま
で
こ
の
カ
ワ
。
ハ
タ
を
利
用
し
て
い
た
が
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
水
道
が
で
き
た
あ
と

は
、
炊
事
や
風
呂
の
水
だ
け
は
水
道
の
水
を
利
川
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
〉
）
の
水
道
は
断
水
す
る
一
）
と
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

と
き
に
は
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
、
炊
事
の
水
も
朝
早
く
に
カ
ワ
、
ハ
タ
か
ら
く
み
お
き
使
う
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
う
。

集
藩
の
巾
を
川
水
が
通
り
カ
ワ
。
ハ
タ
を
利
川
し
て
い
る
よ
う
な
ム
ラ
で
は
、
川
水
の
特
定
の
場
所
、
比
較
的
ム
ラ
の
中
心

馬
洗
い
場

的
な
場
所
が
、
馬
洗
い
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
水
窪
で
は
、
現
在
、
公
民
館
の
あ
る
あ
た

り
の
と
こ
ろ
が
朋
水
の
浅
瀬
に
な
り
、
広
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
燭
を
辿
れ
て
草
刈
り
な
ど
山
へ
仕
事
に
行
っ
た
帰
り
に
は
、
そ
の
ま
ま

こ
の
浅
瀬
に
よ
り
、
鞍
を
は
ず
し
て
馬
を
洗
う
の
が
常
で
あ
っ
た
と
い
う
。
山
へ
草
刈
り
に
行
く
の
は
若
い
衆
で
あ
っ
た
の
で
、
馬
を
洗

う
の
も
、
お
の
ず
と
若
い
衆
の
仕
事
に
な
っ
て
い
る
家
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

公
文
名
で
も
、
現
在
、
石
舟
橋
の
あ
る
下
の
あ
た
り
が
馬
洗
い
場
で
あ
っ
た
と
い
う
。
や
は
り
、
水
窪
と
同
じ
よ
う
に
、
山
か
ら
帰
っ

た
あ
と
は
、
炊
事
用
の
水
に
つ
い
て
は
カ
ワ
辱
ハ
タ
を
利
用
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
風
呂
と
か
洗
濯
な
ど
、
衛
生
面
に
問
題
の
な
い
範
囲

で
の
カ
ワ
、
、
ハ
タ
の
利
州
に
な
っ
た
と
い
う
。

上
原
の
モ
ョ
リ
で
も
、
深
良
用
水
の
用
水
を
利
用
し
て
カ
ワ
、
ハ
タ
を
設
け
て
い
た
が
、
用
水
の
水
と
し
て
常
に
調
節
さ
れ
な
が
ら
も
、

一
年
を
通
じ
て
水
が
減
少
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
上
爪
の
場
合
は
、
各
家
と
も
に
井
戸
を
持
っ
て
い
る
家
が
多
か
っ

た
た
め
に
、
炊
事
の
水
は
井
戸
水
を
使
い
、
カ
ワ
バ
タ
の
水
は
風
呂
、
洗
濯
、
野
菜
の
洗
浄
な
ど
の
た
め
に
使
う
と
い
う
よ
う
に
、
用
途

に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
た
と
い
う
。
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り
、
水
流
に
よ
っ
て
、
自
動
的
に
米
な
ど
の
穀
物
を
つ
い
て
く
れ
る
の
で
非
常
に
便
利
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
共
同
で
持
っ
て
い
る
の
で
『

使
用
で
き
る
の
は
一
日
交
代
が
普
通
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
滝
頭
の
中
で
、
上
組
、
中
組
、
下
組
の
順
番
に
一
軒
一
軒
ま
わ
っ
て
い
っ
た
と

い
う
。
ま
た
、
富
沢
で
も
水
車
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
憶
さ
れ
て
お
り
、
十
数
軒
の
家
が
共
同
で
使
用
し
て
い
た
と
い
う
。

零
‐
蕊
離

予
ｆ
凸
辛
印

０

４

形
致
さ

面
う
。

薄

々

．

参篝

■鯵f 、'一一・可さ-，

■ I F＝

§ ~

同 一

艶

て
く
る
と
き
に
、
こ
こ
で
馬
を
洗
っ
て
か
ら
家
へ
戻
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま

た
麦
塚
で
は
、
現
在
、
大
場
川
か
ら
引
い
た
用
水
の
ポ
ン
プ
小
屋
の
あ
る
あ
た
り
を
ツ

ジ
ャ
（
辻
屋
）
と
い
い
、
若
い
衆
が
一
）
ゞ
｝
へ
集
ま
り
藁
細
工
を
し
た
り
、
八
月
一
五
Ⅱ
の

三
嶋
大
社
の
祭
り
の
花
火
を
ム
ラ
の
人
々
が
こ
こ
か
ら
見
た
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

塚麦
い
う
が
、
〉
）
の
ツ
ジ
ャ
の
少
し
下
流
の
あ
た
り
が
馬
を
洗
う
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
。

Ｉャ
こ
の
ほ
か
に
、
用
水
を
利
用
し
て
水
車
を
ま
わ
し
、
米
な
ど
を
つ
く
こ
と

ジ
水
車

ッ
も
あ
っ
た
。
特
に
、
深
良
用
水
の
も
っ
と
も
上
流
の
深
良
で
は
、
水
中
を

泌
ま
わ
し
て
米
を
つ
き
、
営
業
を
し
て
い
る
人
も
お
り
、
本
格
的
な
水
車
の
利
用
が
行
わ

割
れ
て
い
た
。
ま
た
、
共
同
の
水
車
も
あ
り
、
数
軒
の
家
が
共
同
で
水
中
を
持
ち
、
米
な

写

ど
を
つ
く
の
は
順
番
に
行
っ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。

茶
畑
で
も
、
滝
頭
の
モ
ョ
リ
で
は
共
同
で
水
中
小
屋
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
場
所

は
、
現
在
滝
頭
の
公
民
館
の
あ
る
あ
た
り
で
、
用
水
の
速
度
が
早
い
と
一
）
ろ
で
あ
る
の

で
、
水
車
を
ま
わ
す
に
は
適
当
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
〉
）
の
水
車
に
は
石
臼
が
四
つ
あ
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桝
野
市
域
の
中
で
も
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
平
地
の
ム
ラ
で
は
、
水
の
利
用
は
、
用
水
な
ど
に
設
け
ら
れ
た

水
源
と
タ
ン
ク

カ
ワ
バ
タ
の
利
用
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
裾
野
市
域
の
中
で
も
、
愛
陥
山
麓
の
山
が
ち
の
ム
ラ
で

は
、
河
川
か
ら
用
水
を
引
き
、
カ
ワ
罰
ハ
タ
を
設
け
る
こ
と
が
少
な
く
、
そ
の
か
わ
り
に
、
山
の
中
の
沢
や
湧
き
水
の
出
て
い
る
と
》
）
ろ
を

水
源
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
土
符
や
パ
イ
プ
な
ど
で
水
を
引
き
、
Ⅱ
常
の
生
活
用
水
に
利
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
下
和
田
は
、
上
方
、
中
条
、
向
、
松
葉
、
杉
山
、
中
丸
、
大
胡
山
と
い
う
七
モ
ョ
リ
が
あ
る
が
、
ゞ
）
れ
ら
の
う
ち
、
中
条
、

松
葉
、
杉
山
、
中
丸
の
四
モ
ョ
リ
は
、
戦
前
に
山
の
巾
の
水
沢
と
い
う
水
源
か
ら
水
を
引
い
て
、
生
活
用
水
と
し
て
利
川
し
て
い
た
と
い

う
。
か
な
り
の
距
離
を
引
水
し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
戦
前
は
、
素
掘
り
の
状
態
で
水
を
持
っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
や
が
て
そ
れ

は
土
管
や
鉄
管
に
改
善
さ
れ
た
。
》
）
の
水
沢
の
水
源
は
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
が
生
息
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
現
在
で
も
こ
の
水
を
利
用
し

て
い
る
の
で
、
水
を
符
理
す
る
当
番
を
決
め
修
繕
や
捕
除
な
ど
を
し
て
い
る
。
》
）
の
ほ
か
に
、
向
は
山
の
中
の
ド
ン
ド
ン
と
い
う
水
源
か

ら
、
上
方
は
キ
ミ
ョ
ウ
と
い
う
水
源
か
ら
、
大
胡
山
も
独
自
に
水
源
を
持
ち
水
を
山
か
ら
引
い
て
い
る
。

し
か
し
、
一
）
の
よ
う
に
し
て
水
源
か
ら
水
を
持
っ
て
く
る
と
し
て
も
、
現
在
の
よ
う
に
巾
の
水
道
を
併
用
し
て
い
な
い
昔
は
水
が
貴
重

な
の
で
、
風
呂
を
沸
か
し
て
も
何
日
間
か
同
じ
湯
に
入
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
平
地
の
ム
ラ
の
よ
う
に
用
水

の
流
れ
が
な
い
の
で
水
車
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
下
和
川
で
は
、
穀
物
を
つ
く
の
は
す
ぺ
て
石
臼
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

ま
た
、
大
量
の
穀
物
を
つ
く
と
き
に
は
御
宿
の
つ
き
屋
ま
で
持
っ
て
行
き
、
い
く
ら
か
の
金
銭
を
支
払
っ
て
つ
い
て
も
ら
う
し
か
な
か
つ

ま
た
、
大
日

た
と
い
ゞ
フ
。

今
凧
で
も
、
井
戸
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
地
下
水
が
流
れ
て
い
る
よ
う
な
井
戸
で
は
な
く
、
地
表
か
ら
の
絞
り
水

が
た
ま
っ
て
い
る
だ
け
の
井
戸
で
あ
っ
た
の
で
、
水
量
は
少
な
く
、
そ
こ
で
山
の
中
の
水
源
か
ら
燧
道
を
掘
り
、
そ
れ
を
一
回
タ
ン
ク
に
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た
め
て
、
そ
こ
か
ら
各
家
が
水
を
引
く
よ
う
な
形
で
生
活
用
水
と
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
水
は
貴
重
で
、
風
呂
な
ど
も
、
一
度

民錘
風
呂
を
た
て
る
と
一
週
間
も
湯
を
替
え
な
い
よ
う
な
こ
と
さ
え
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
と
、
垢
が
た
ま
り
、
湯
の
中
に
棒
を
立

騨
て
て
も
立
つ
く
ら
い
に
な
っ
た
と
い
う
人
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
葬
式
な
ど
が
出
て
炊
事
な
ど
に
大
量
の
水
を
使
用
し
な
け
れ
ば

生

な
ら
な
い
と
き
な
ど
は
、
家
族
の
水
く
み
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
青
年
団
の
若
い
衆
の
仕
事
と
し
て
水
く
み
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ

ゞ
｝
の
よ
う
に
、
山
が
ち
の
ム
ラ
で
あ
る
下
和
田
や
今
里
で
は
、
山
の
中
の
水
源
を
利
用
す
る
方
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
今
里
の
南

の
葛
山
で
は
、
平
地
も
増
え
て
き
て
い
る
た
め
に
、
井
戸
、
カ
ワ
、
ハ
タ
、
そ
し
て
山
の
中
の
水
源
の
利
用
も
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

葛
山
の
中
で
も
、
川
場
沢
と
中
村
の
モ
ョ
リ
で
は
川
に
カ
ワ
ゞ
ハ
タ
を
持
っ
て
い
る
家
が
多
く
、
風
呂
の
水
、
洗
濯
や
野
菜
を
洗
う
な
ど
の

こ
と
は
カ
ワ
等
ハ
タ
を
使
っ
て
い
た
。
一
方
で
、
炊
事
に
利
用
す
る
水
に
つ
い
て
は
、
出
場
沢
や
中
村
、
あ
る
い
は
上
城
の
モ
ョ
リ
で
も
井

戸
を
持
っ
て
い
る
家
が
多
か
っ
た
の
で
、
井
戸
水
を
利
川
し
て
い
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
下
条
の
モ
ョ
リ
で
は
、
山
の
中
の
湧
き
水
を
水
源
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
土
管
で
通
水
し
て
生
活
用
水
に
利
用
し
て
い
た
。

水
源
か
ら
土
管
が
集
落
ま
で
き
た
と
こ
ろ
に
ダ
メ
（
溜
め
）
が
作
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
家
々
に
分
水
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い

う
。
な
お
、
こ
の
水
源
に
は
、
一
七
五
○
（
寛
延
三
）
年
に
造
立
さ
れ
た
水
神
も
ま
つ
ら
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
の
利
用
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
水
神
に
つ
い
て
は
、
戦
後
の
一
時
期
、
水
神
誌
で
ま
つ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
中
里
の
モ
ョ
リ
で
も
、

上
ヶ
田
の
水
源
か
ら
木
管
で
水
を
引
き
、
タ
ン
ク
と
呼
ば
れ
る
貯
水
槽
で
一
度
た
め
て
か
ら
分
水
し
、
各
家
に
は
通
水
し
な
か
っ
た
も
の

の
、
四
カ
所
ほ
ど
設
け
た
蛇
口
を
ひ
ね
っ
て
水
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
に
、
カ
ワ
今
ハ
タ
の
水
が
豊
富
な
深
良
で
も
、
こ
の
よ
う
な
山
の
水
源
か
ら
水
を
引
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
町
田
の
モ
ョ
リ
で
は
、

フ
エ
ー
Ｏ

》
，
ア
応
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第3節水と生活

南
堀
の
モ
ョ
リ
の
山
の
水
源
か
ら
水
を
引
き
、
タ
ン
ク
に
一
度
水
を
た
め
て
か
ら
分
水
し
水
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
の
場
合
も
各
家
に
ま
で
行
き
渡
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
二
カ
所
ほ
ど
設
け
た
水
道
の
蛇
口
を
利
用
し
、
各

家
の
人
々
が
杣
や
尋
ハ
ヶ
ッ
な
ど
を
持
ち
、
蛇
ｕ
ま
で
水
を
く
み
に
来
て
利
川
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
水
源
か
ら
木
管
や
土
管
な
ど
に
よ
っ
て
通
水
し
タ
ン
ク
で
貯
水
し
て
か
ら
分
水
す
る
形
式
は
、
一
種
の
簡
易
水
道
で
あ
る

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
水
道
の
利
川
方
法
は
、
Ⅲ
富
岡
村
で
大
規
棋
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
戦
後
の
こ
と
で
あ

る
が
、
御
宿
の
家
が
中
心
に
な
り
、
松
の
木
の
中
を
く
り
ぬ
い
て
管
に
し
、
岩
波
の
湧
き
水
の
出
る
と
こ
ろ
を
水
源
に
し
て
、
上
ケ
Ⅲ
と

御
宿
の
家
々
が
利
用
で
き
る
富
岡
水
道
を
引
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
現
在
で
も
、
こ
の
富
岡
水
道
は
水
道
の
管
理
組
合
で
管
理
、

運
営
し
て
お
り
、
通
水
す
る
管
も
鉄
管
に
し
て
、
市
の
水
道
と
と
も
に
上
ヶ
出
や
御
宿
の
家
々
で
利
用
さ
れ
て
い
る
。

写真1-27水神（葛I l l)

山
の
中
な
ど
に
あ
る
水
源
を
利
川
し
て
生
活

水
の
苦
労

用
水
と
し
て
利
用
し
て
い
る
ム
ラ
の
う
ち
で

は
、
水
の
苦
労
が
多
い
ム
ラ
が
多
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、

須
山
は
、
井
戸
を
ほ
と
ん
ど
掘
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、

も
っ
と
も
水
で
苦
労
し
て
き
た
ム
ラ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
蕩
フ
。

須
山
の
中
で
も
、
比
較
的
水
の
苦
労
が
少
な
か
っ
た
と
い

し
も
む
ら

わ
れ
て
い
る
田
向
の
う
ち
、
下
村
で
は
、
山
の
中
の
水
源
か

ら
、
モ
ウ
ソ
ゥ
ダ
ヶ
（
孟
宗
竹
）
の
節
を
く
り
ぬ
い
た
管
で
水
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俗
を
引
っ
張
っ
て
き
て
、
水
を
配
分
し
て
生
活
用
水
と
し
て
い
た
と
い
う
。
管
の
分
水
箇
所
に
は
、
マ
ス
（
桝
）
と
呼
ば
れ
る
木
製
の
ダ
メ
が

民睡
設
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
各
家
に
水
を
配
分
す
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
た
。
マ
ス
か
ら
配
分
さ
れ
た
水
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
ダ
メ
を
作
っ

鐸
て
お
き
、
そ
の
ダ
メ
か
ら
水
を
く
み
、
水
を
使
う
方
式
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
水
源
の
点
検
の
た
め
に
、
仕
事
の
暇
な
年
寄
り
な
ど
に

＃三４
水
番
を
頼
み
、
適
宜
、
点
検
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
と
い
う
。

幸
早１

し
か
し
、
水
源
か
ら
水
を
引
く
場
合
に
は
、
共
同
で
引
い
て
い
る
の
で
、
渇
水
期
に
な
る
と
全
体
的
に
水
不
足
に
な
り
、
水
の
配
分
に

第

調
整
が
必
要
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
渇
水
期
に
は
マ
ス
で
の
配
分
を
や
め
、
各
家
が
マ
ス
ま
で
天
秤
棒
で
く
み
に
く
る
だ
け
に
し
て
、

一
日
に
一
軒
の
家
の
水
の
量
が
、
天
秤
棒
の
前
後
に
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
桶
の
量
だ
け
に
決
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

渇
水
期
に
は
マ
ス
の
中
を
調
節
し
て
、
少
し
で
も
自
分
の
家
に
多
く
の
水
を
引
こ
う
と
細
工
を
す
る
よ
う
な
人
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

じ
ゆ
う
に

川
向
の
う
ち
、
中
村
で
も
、
「
権
現
さ
ん
（
須
山
で
は
、
十
二
神
社
の
こ
と
を
権
現
さ
ん
と
い
っ
て
い
る
）
」
の
横
に
あ
る
水
源
か
ら
水

を
引
き
、
生
活
用
水
と
し
て
利
用
し
て
い
た
が
、
）
｝
の
水
源
は
渇
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ほ
か
の
水
源
の
水
が
利
用
で
き
な
い
よ
う
な
と
き

で
も
「
権
現
さ
ん
」
の
水
は
利
用
で
き
た
の
で
、
中
村
以
外
か
ら
も
水
を
く
み
に
来
る
人
も
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
豊
か
な
水
源
で

あ
っ
た
。
水
源
か
ら
中
村
の
家
々
ま
で
は
、
モ
ウ
ソ
ウ
ダ
ヶ
で
作
っ
た
ト
ヨ
（
樋
）
を
使
い
、
下
村
と
同
じ
よ
う
に
マ
ス
を
設
け
て
各
家
に

分
水
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
使
用
し
て
い
る
う
ち
に
破
損
し
た
り
老
朽
化
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
水
世
話
人
を
選
ん
で

お
き
、
ふ
だ
ん
か
ら
見
ま
わ
り
を
し
て
、
修
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
）
）
ろ
が
で
き
る
と
、
一
軒
か
ら
一
人
ず
つ
が
出
て
ト
ョ
ブ
シ

ン
（
樋
普
請
）
が
行
わ
れ
、
共
同
で
改
修
を
行
っ
て
い
た
。
ゞ
）
の
ト
ヨ
の
継
目
に
は
、
漏
水
が
な
い
よ
う
に
杉
の
皮
が
使
わ
れ
た
が
、
さ
ら

に
継
目
の
周
囲
に
は
、
栗
の
木
の
芯
を
く
り
ぬ
い
た
も
の
を
は
め
込
ん
で
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
ゞ
｝
の
よ
う
な
ト
ヨ
で
水
を
引
く
場
合
、

る
。
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水
源
が
豊
か
で
あ
っ
て
も
欠
点
も
あ
り
、
冬
季
に
は
、
マ
ス
の
周
囲
の
鉄
管
が
凍
り
つ
き
外
か
ら
火
を
燃
や
し
て
暖
め
な
け
れ
ば
使
用
で

き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
り
、
隠
れ
て
マ
ス
の
叩
を
調
節
し
て
水
を
自
分
の
家
に
多
く
引
こ
う
と
す
る
人
が
出
る
の
も
、
冬
季
の
こ
と
で
あ

こ
の
よ
う
に
、
水
源
の
水
が
豊
富
で
あ
っ
た
出
向
で
さ
え
も
、
水
の
苦
労
は
絶
え
な
か
っ
た
が
、
須
山
の
巾
で
も
よ
り
水
不
足
に
悩
ん

で
い
た
馬
場
で
は
、
冬
季
の
渇
水
期
に
は
、
水
源
か
ら
引
い
た
水
を
ほ
と
ん
ど
使
用
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た

め
に
、
屋
根
の
雨
水
を
集
め
、
風
呂
や
洗
濯
の
水
に
使
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
特
に
、
杉
皮
で
葺
い
た
屋
根
は
雨
水
を
集
め
や
す
か

っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
屋
根
の
周
囲
に
ト
ヨ
を
ま
わ
し
て
、
雨
水
を
集
め
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
水
源
の
水
が
減
る
と

欝
つ
弁
へ
－
こ
い
ヱ
ヘ
ノ
。
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俗
笑
い
話
を
話
す
人
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
須
山
、
板
妻
（
御
殿
場
市
）
、
印
野
（
御
殿
場
市
）
は
水
で
の
苦
労
が
多
い
の
で
嫁
に
行
く

民錘
な
、
と
い
う
よ
う
な
話
が
あ
っ
た
と
語
る
人
も
い
る
。
い
ず
れ
も
、
水
に
苦
労
が
多
か
っ
た
ム
ラ
の
逸
話
で
あ
っ
た
。

環

須
山
で
は
、
〉
）
の
よ
う
に
水
の
苦
労
が
絶
え
な
か
っ
た
た
め
に
、
水
源
か
ら
水
を
引
く
方
法
を
大
規
模
に
し
て
、
戦
後
に

錨
簡
易
水
道
う
え
む
ら

簡
易
水
道
を
引
く
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
。
須
山
は
、
田
向
と
そ
れ
以
外
の
上
村
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
最
初
は
そ
れ

垂
早ｌ

ぞ
れ
が
簡
易
水
道
の
水
利
組
合
を
別
々
に
持
っ
て
い
た
が
、
戦
後
、
水
源
も
統
一
し
須
山
全
体
の
水
利
組
合
に
な
っ
た
と
い
う
。
〉
｝
の
須

第
み
ず
が
づ
か

山
の
水
利
組
合
の
簡
易
水
道
の
水
源
は
、
須
山
の
中
で
も
上
村
に
属
す
る
馬
場
な
ど
が
水
源
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
水
ヶ
塚
や
、
、
ヘ
ン

ト
ウ
今
ハ
（
弁
当
場
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
以
前
は
、
馬
場
な
ど
が
そ
こ
か
ら
ト
ヨ
や
土
管
に
よ
っ
て
水
を
引
い
て
い
た
が
、
こ
れ
ら

を
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
再
整
備
し
て
、
須
山
全
体
が
使
用
で
き
る
ほ
ど
の
簡
易
水
道
に
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
、
ヘ
ン
ト
ウ
パ
と
い
う
水

源
は
、
源
頼
朝
が
富
士
の
巻
狩
り
の
と
き
に
、
一
盲
）
で
炊
事
を
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
を
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

須
山
全
体
の
簡
易
水
道
が
引
か
れ
た
の
は
、
旧
須
山
村
が
裾
野
町
に
合
併
す
る
少
し
前
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
頃
、
ち
ょ

う
ど
自
衛
隊
が
東
富
士
演
習
場
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
補
助
金
を
使
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
で
施
設
費
を
ま
か
な
い
、
ま

た
、
水
源
を
深
く
掘
っ
て
も
ら
う
の
も
防
衛
庁
に
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
〉
）
れ
に
よ
っ
て
、
須
山
で
は
水
の
苦
労
が
減
少
す

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
水
田
を
経
営
で
き
る
ほ
ど
大
量
の
水
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
須
山
で
は
、

戦
前
ま
で
水
川
の
経
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
簡
易
水
道
を
布
設
す
る
目
的
の
一
つ
は
、
水
川
を
経
営
す
る
こ
と
に
も
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
局
は
、
簡
易
水
道
に
よ
っ
て
水
田
の
経
営
が
一
般
化
す
る
一
）
と
は
な
か
っ
た
。

平
地
で
さ
え
水
の
苦
労
の
多
か
っ
た
須
山
で
は
、
炭
焼
き
な
ど
の
仕
事
の
た
め
に
愛
鷹
山
な
ど
の
山
中
に
入
っ
た
と
き

山
中
で
の
水

に
は
、
い
っ
そ
う
水
の
苦
労
が
多
か
っ
た
。
特
に
、
炭
焼
き
の
と
き
に
は
、
何
日
間
も
山
の
中
に
い
る
の
で
生
活
用
水
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第3節 錨
す
る
。

，
シ
」
ｊ
学
Ｉ
ア

水
叫
蚕岩
波

関
東
大
震
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
生
活
川
水
の
利
用
は
ご
く
Ⅱ
常
的
な
様
子
で
あ
る
が
、
市
域
の
人
々
の
中
に
は
、
一
九
二
三

災
の
影
響
（
大
正
三
一
）
年
九
Ⅱ
一
日
に
お
き
た
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
、
身
の
ま
わ
り
の
水
環
境
が
変
貌
を
と
げ
た
と
い
う
こ
と
を

話
す
人
が
多
い
。
そ
れ
は
、
川
の
水
が
著
し
く
減
少
し
た
り
、
湧
き
水
な
ど
地
下
水
の
動
向
に
変
貌
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
が
多
い
が
、

人
に
よ
っ
て
は
、
関
東
大
震
災
ま
で
は
水
が
坐
富
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
水
不
足
に
悩
む
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
人
も
い
る
よ

う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
ム
ラ
ご
と
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
関
東
大
震
災
の
こ
と
は
『
こ
の
あ
た
り
で
は

「
震
災
」
と
か
「
大
正
の
震
災
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
人
が
多
い
の
で
、
）
）
こ
で
は
、
「
震
災
」
と
い
う
呼
び
方
に
統
一

山
の
中
の
水
源
は
濁
っ
て
い
｝

も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
し
て
ま
と
ま
っ
た
水
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
確
保
に
は
工
夫
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
炭
焼
き
の
た
め
に
水
源
か
ら
遠
く

に
小
屋
が
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
は
、
小
屋
の
屋
根
に
ト
ヨ
を
ま
わ
し
て
お
き
、
そ
れ
を
ド
ラ
ム
ヵ
ン
な
ど
に
通
し
て
た
め

る
方
法
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
ド
ラ
ム
カ
ン
に
水
を
た
め
る
と
ボ
ウ
フ
ラ
が
そ
こ
に
わ
く
た
め
に
、
》
）
〉
）
の
水
を
使
う
と
き
に
は
、
わ
い

た
ボ
ウ
フ
ラ
を
口
で
吹
い
て
底
に
沈
め
、
水
を
く
ん
で
使
う
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
う
。

サ
キ
ャ
マ
（
先
山
）
に
行
く
と
き
に
は
、
山
の
中
の
水
源
の
近
く
に
小
屋
を
作
っ
て
か
ら
仕
事
を
す
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
、

山
の
中
の
水
源
は
濁
っ
て
い
る
と
）
）
ろ
が
多
か
っ
た
の
で
、
ご
飯
を
炊
い
た
と
き
に
は
、
変
色
し
た
ご
飯
が
炊
け
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と

や
深
良
の
あ
た
り
で
は
、
地
下
の
岩
盤
の
た
め
に
地
盤
が
固
く
、
建
物
の
被
害
は
少
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
震
災
の
あ

と
は
、
数
日
間
は
竹
や
ぶ
で
寝
た
り
、
炊
事
も
屋
外
で
す
る
こ
と
が
続
い
た
と
い
う
。
そ
の
際
に
、
岩
波
で
は
、
湧
き
水
を
使
っ
て
水
川

の
用
水
と
し
て
い
た
と
一
）
ろ
で
、
震
災
後
、
突
然
湧
き
水
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
川
な
ど
か
ら
水
を
く
み
、
天
秤
棒
で
桶
を
担
い
で
水
を
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俗
運
び
、
田
ん
ぽ
へ
入
れ
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

民錘
公
文
名
で
も
、
ち
ょ
う
ど
震
災
の
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
石
舟
橋
の
あ
る
川
の
水
が
上
昇
す
る
よ
う
に
な
り
、
道
も
川
も
歩
行
が
で
き

癖
な
い
ほ
ど
に
激
し
く
揺
れ
た
と
い
う
。
公
文
名
で
は
、
倒
壊
家
屋
は
少
な
か
っ
た
も
の
の
、
震
災
後
は
、
屋
外
の
竹
や
ぶ
に
寝
る
日
々
が

生
続
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
震
災
後
は
井
戸
水
が
渇
れ
、
炊
事
の
水
に
困
る
家
が
急
速
に
増
え
、
そ
の
た
め
に
、
炊
事
の
水
も
す
ぺ
て
用
水
の

垂
早ｌ

カ
ワ
ゞ
ハ
タ
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

第

水
窪
で
は
、
「
水
湧
き
」
と
い
わ
れ
て
豊
富
に
水
が
湧
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
水
湧
き
」
の
水
が
、
震
災
を
境
に
し

て
ま
っ
た
く
水
が
渇
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
別
の
場
所
か
ら
水
が
湧
き
出
し
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
大
場
川
の
近
く
で
あ
っ

た
の
で
、
大
場
川
の
水
量
を
増
や
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

葛
山
で
も
、
震
災
に
よ
っ
て
水
が
渦
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
葛
山
に
は
、
佐
野
川
の
ほ
か
に
、
川
場
沢
の
モ
ョ
リ
を
流

れ
る
川
と
上
城
の
モ
ョ
リ
を
流
れ
る
川
の
合
計
三
つ
の
小
規
模
な
河
川
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
川
は
、
い
ず
れ
も
震
災
後
に
水
量
が
減
り

ふ
だ
ん
は
現
在
の
よ
う
な
き
わ
め
て
少
量
の
水
し
か
流
れ
な
い
川
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
特
に
、
川
場
沢
で
は
現
在
で
こ
そ
ま
っ

た
く
水
田
が
作
ら
れ
て
い
な
い
が
、
震
災
前
は
水
田
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
震
災
に
よ
る
渇
水
に
よ
っ
て
、
水
田
を
作

る
妄
｝
と
が
不
可
能
に
な
り
、
畑
に
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
震
災
前
ま
で
は
川
場
沢
で
も
井
戸
が
あ
っ
た

が
、
そ
れ
も
渇
れ
、
山
の
水
源
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
人
も
い
る
。

田
場
沢
で
の
地
震
に
つ
い
て
の
言
い
伝
え
に
、
次
の
よ
う
な
文
句
が
あ
っ
た
。

「
ゴ
ヒ
チ
ガ
ア
メ
デ
（
五
七
が
雨
で
）

ヨ
ッ
ヒ
デ
リ
（
四
つ
日
照
り
）
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第3節水と生活

こ
の
言
い
伝
え
の
意
味
は
、
た
と
え
ば
五
つ
時
（
午
前
八
時
、
午
後
八
時
）
と
七
つ
時
（
午
前
四
時
、
午
後
四
時
）
に
地
震
が
く
る
と
そ
の

あ
と
で
雨
が
降
り
、
四
つ
時
（
午
前
一
○
時
、
午
後
一
○
時
）
に
地
震
が
く
る
と
日
照
り
に
な
る
と
い
う
一
｝
と
で
、
一
種
の
知
恵
と
し
て
伝

え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
正
の
震
災
の
と
き
に
は
四
つ
時
で
あ
っ
た
の
で
、
実
際
に
そ
の
あ
と
で
、
照
り
に
な
り
、
し
か
も
、

佐
野
川
を
は
じ
め
川
や
井
戸
が
渇
れ
た
た
め
に
、
日
照
り
に
加
え
て
渇
水
で
苦
労
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
言
い
伝
え
ど
お
り
に
考
え
て

い
る
人
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

ク
ハ
ャ
マ
ィ
（
九
は
病
）
」

ム
ッ
ャ
ッ
ド
キ
ガ
ヵ
ゼ
ト
シ
ル
ベ
ク
（
六
つ
八
つ
時
が
風
と
知
る
べ
く
）
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生活環境の民俗第1章

富
士
山
の
生
活
を
と
り
ま
く
山
や
川
や
、
あ
る
い
は
草
木
、
花
な
ど
、
生
活
の
周
山
に
存
在
し
て
い
る
環
境
は
、
一
種
の
生
活
の
知

力
サ
グ
モ
恵
と
で
も
い
う
薯
へ
き
も
の
と
し
て
、
人
間
に
季
節
の
変
化
や
気
象
の
変
化
を
気
づ
か
せ
る
一
）
と
が
あ
る
。
裾
野
市
域
で
も
、

周
囲
の
変
化
が
季
節
の
移
り
変
わ
り
や
気
象
の
変
化
を
こ
こ
に
住
む
人
々
に
気
づ
か
せ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
誰
も
が
よ
く
知
っ
て
い
る

一
）
と
に
富
士
山
の
カ
サ
グ
モ
（
笠
雲
）
の
話
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
富
士
山
に
カ
サ
グ
モ
が
か
か
る
と
、
や
が
て
天
気
が
崩
れ
雨
模
様
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
御
殿
場
市
域
あ
た
り
ま
で

こ
の
話
は
広
が
っ
て
い
る
よ
う
で
、
一
九
九
○
年
一
月
一
○
日
の
『
毎
日
新
聞
』
朝
刊
の
全
国
版
に
、
次
の
よ
う
に
写
真
入
り
で
紹
介
さ

こ
の
話
は
広
が
っ
て
い
る
よ
う
で
、

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

富
士
山
頂
（
三
、
七
七
六
脚
）
に
九
日
午
後
、
珍
し
い
二
重
の
笠
雲
が
か
か
り
、
ふ
も
と
の
静
岡
県
御
殿
場
市
内
か
ら
も
見
ら
れ
た
。

富
士
山
測
候
所
御
殿
場
基
地
事
務
所
に
よ
る
と
、
）
）
の
雲
は
「
二
階
笠
雲
」
と
呼
ば
れ
る
。
笠
雲
は
湿
っ
た
空
気
が
高
山
の
上
層

に
入
り
込
む
時
に
で
き
る
が
、
二
階
笠
雲
は
年
間
を
通
し
て
も
珍
し
い
と
い
う
。
地
元
で
は
、
笠
雲
が
富
士
山
頂
に
で
き
る
と
「
天

気
は
下
り
坂
」
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
、
同
事
務
所
も
「
生
活
の
知
恵
か
ら
生
ま
れ
た
言
い
伝
え
で
し
ょ
う
が
、
低
気
圧
が
接
近

し
て
い
る
証
拠
」
と
話
し
て
い
る
。

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
裾
野
市
域
で
は
カ
ワ
、
ハ
タ
に
よ
る
水
の
利
用
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
雨
が
降
る
と
カ
ワ
ゞ
ハ
タ
の
水
が
濁
り

第
四
節
気
象
の
変
化
と
動
植
物

Ｈ
気
象
の
認
知
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第4節気象の変化と勤杣物

使
用
で
き
な
く
な
る
の
で
、
〉
）
の
富
士
山
の
カ
サ
グ
モ
の
知
恵
は
重
要
で
、
カ
サ
グ
モ
が
富
士
山
に
か
か
っ
た
と
み
る
と
、
急
い
で
カ
ワ

尋
ハ
タ
か
ら
水
を
く
み
に
走
っ
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
井
戸
が
な
く
カ
ワ
尋
ハ
タ
に
頼
っ
て
い
た
麦
塚
で
は
、
子
供
が
水
く
み
を

す
る
声
）
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
子
供
時
代
に
、
「
富
士
山
に
カ
サ
グ
モ
を
と
っ
た
ぞ
、
川
の
水
を
く
ん
で
来
と
と
言
わ
れ
て
、
水
く
み

を
し
た
経
験
を
持
つ
人
々
が
現
在
で
も
い
る
。

こ
の
富
士
山
の
カ
サ
グ
モ
の
話
は
、
細
か
く
い
く
つ
か
の
話
に
分
か
れ
て
も
い
て
、
た
と
え
ば
同
じ
篤
山
の
中
に
、
富
士
山
に
カ
サ
グ
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り
そ
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下
に
オ
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グ
モ
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）
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細
く
か
か
る
と
、
タ
方
に
な
っ
て
か
ら
必
ず
雨

が
降
る
と
い
う
人
も
い
れ
ば
、
富
士
山
に
カ
サ
グ
モ
が
か
か
っ
た
あ
と
、
カ
サ
グ
モ
は
風
に

流
さ
れ
て
東
へ
飛
び
、
オ
ビ
グ
モ
が
流
れ
て
く
る
と
雨
が
降
る
と
い
う
人
も
い
る
。
あ
る
い

は
、
富
士
山
に
カ
サ
グ
モ
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と
り
、
カ
サ
グ
モ
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東
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流
れ
る
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晴
れ
に
な
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、
西
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流
れ
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Ｏ
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先
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＃
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・
１
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、
Ⅸ

時
に
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機
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甑
心
雑

嘩
小
餓
か
か
い
、
ふ
や
迄
の
鋤
鯛
咽

午
御
殿
堀
叩
内
か
ら
以
心
れ
だ
。

卵
蹴
ぷ
山
訓
賊
所
伽
臓
蝿
蹴
蝋
、

》
辮
鐸
溌
鞭
蕊
蛎
継

鰔
湿
っ
た
潔
郡
が
価
山
の
弧
騎
に
弧

這
り
込
む
”
に
で
き
愚
が
、
一
協
砺

吃獅
鍬
は
躯
洲
詮
珊
し
て
も
珍
し
い
し

現
い
う
も
鯏
江
で
建
醗
殿
が
議
し

γ来
刈
陳
に
で
き
為
と
「
爽
鍼
蹴
下
沁

迦
坂
』
な
い
う
ば
い
嵯
衷
が
あ
り
、

剛
同
那
秘
剛
も
「
囎
派
の
知
瓢
か
鍵

却
生
ま
れ
た
筒
い
低
え
で
し
よ
《

室
が
、
低
鉦
脹
が
擴
近
し
て
る
証
掘

一
瀧
所
に
よ
る
“
、
こ
め
諜
賊
《
》

』
》

》
隣
嫌
謹
』
渉
聯
懸
れ
あ
柳
涼
蕊
紘
峰

砺
測
農
先
酌
が
師
山
の
雌
刷
雌
人
一

生
ｂ
鯉
心
時
に
で
や
馬
が
、
》
贈
糀
一

Ｊ色切
鍬
は
躯
洲
種
期
し
て
も
珍
し
い
と
や

》
い
う
も
塊
江
で
姓
、
醗
綴
が
議
脳
《

米
出
願
に
で
き
為
と
「
爽
鐡
ば
下
り
一

亜
坂
』
室
い
う
芯
い
鮭
え
が
あ
り
、
《

風
間
瓢
秘
所
も
「
雌
祇
の
知
慰
か
ら
葬

山
生
ま
れ
た
獄
い
低
え
で
し
ょ
う
《

雲
が
、
低
熱
勝
燈
し
蔦
驚
」
．
一

と
誌
し
て
い
る
。

－

１
１
０
１
１
１

n

写真1 29宮士| IIのカサグモ ム

1 1996年11 jl 17Hのカサ

グモ（公文名）

2新聞記事(｢ｲlﾉﾐ日新|111｣ 1990

年1月10H朝刊）
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第1章 生活環境の民俗

ま
た
、
深
良
や
茶
畑
で
も
同
じ
よ
う
に
、
富
士
山
に
カ
サ
グ
モ
が
か
か
る
と
雨
に
な
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
カ
サ
グ
モ
を
と

っ
た
あ
と
、
風
の
吹
き
方
に
よ
っ
て
気
象
の
変
化
の
仕
方
が
違
う
と
い
う
人
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
深
良
で
は
カ
サ
グ
モ
を
と
っ
た
あ
と
、

風
が
西
か
ら
吹
い
て
く
る
と
雨
に
な
る
が
、
南
か
ら
吹
い
て
く
る
と
風
は
強
い
が
天
気
は
よ
く
な
り
、
北
か
ら
風
が
吹
い
て
く
る
と
寒
く

な
り
天
気
は
崩
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
茶
畑
で
も
同
様
で
、
富
士
山
に
カ
サ
グ
モ
が
か
か
っ
た
あ
と
、
カ
サ
グ
モ
が
風
に
よ
っ
て

南
か
ら
北
へ
流
れ
る
と
晴
れ
に
な
り
、
北
か
ら
南
へ
流
れ
る
と
雨
に
な
る
と
い
っ
て
い
る
。

ナ
ラ
イ
と
こ
の
よ
う
に
、
富
士
山
の
カ
サ
グ
モ
と
風
の
吹
き
方
の
関
係
は
、
気
象
の
変
化
を
感
じ
と
る
た
め
に
知
恵
と
し
て
認
識
さ

イ
ナ
サ
れ
て
き
た
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
が
、
裾
野
市
域
で
は
、
吹
く
方
向
に
よ
っ
て
風
に
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

北
風
を
ナ
ラ
ィ
（
ま
た
は
ナ
リ
ャ
ー
）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
ナ
ラ
イ
は
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
季
節
に
吹
く
こ
と
が
多
い
北
風
で
あ
る

た
め
に
非
常
に
寒
い
風
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
葛
山
で
は
、
「
今
日
は
、
ナ
ラ
イ
だ
か
ら
寒
い
」
と
か
、
ナ
ラ
イ
が
吹
く
と
、
「
ぽ
ち
ぽ
ち

冬
の
し
た
く
に
す
る
か
」
な
ど
と
い
っ
た
会
話
が
か
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

一
方
で
、
裾
野
市
域
で
は
、
箱
根
山
の
方
か
ら
吹
い
て
く
る
東
風
を
イ
ナ
サ
と
呼
ん
で
い
る
。
〉
｝
の
イ
ナ
サ
は
、
け
っ
し
て
寒
い
風
で

は
な
い
が
強
風
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
ゞ
）
の
イ
ナ
サ
が
吹
く
と
茅
屋
根
が
痛
ん
だ
り
、
飛
ば
さ
れ
る
か
と
思
う
ほ
ど
強
く
な
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
う
。
実
際
に
、
葛
山
で
は
、
あ
る
家
の
豚
小
屋
の
屋
根
が
イ
ナ
サ
に
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
っ
た
一
）
と
が
あ
っ
た
。
〉
）
の
よ
う
な
被

害
を
避
け
る
た
め
に
、
葛
山
で
は
、
家
に
よ
っ
て
は
屋
敷
の
東
側
に
木
を
植
え
て
、
イ
ナ
サ
を
防
ご
う
と
す
る
一
｝
と
も
あ
る
と
い
う
。
深

良
や
茶
畑
で
も
、
同
じ
よ
う
に
イ
ナ
サ
は
強
風
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
茅
屋
根
や
雨
戸
が
被
害
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
い
は

関
係
が
な
い
と
も
い
っ
て
い
る
。

る
と
雨
に
な
る
と
い
う
人
も
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
に
よ
れ
ば
、
富
士
山
に
か
か
る
オ
ピ
グ
モ
は
、
気
象
の
変
化
と
は
あ
ま
り
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と
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
周
辺
の
環
境
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
裾
野
市
の
す
ぺ
て
の
場
所
で
霧
が
覆
わ
れ
る
》
）
と
が
あ
る

化変
わ
け
で
は
な
く
、
北
部
の
十
里
木
、
須
山
、
下
和
川
、
今
里
な
ど
が
、
も
っ
と
も
霧
の
発
生
し
や
す
い
場
所
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
十

の雫
里
木
と
須
山
の
霧
は
裾
野
市
域
で
は
有
名
で
、
六
川
か
ら
七
月
頃
、
須
山
街
道
を
御
宿
、
葛
山
、
金
沢
を
経
て
上
っ
て
行
く
と
、
今
里
あ

節
た
り
か
ら
少
し
ず
つ
も
や
が
か
か
り
、
今
里
と
下
利
川
の
境
の
馬
の
目
坂
を
上
り
下
和
川
に
入
る
と
急
に
霧
に
覆
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

４第
さ
ら
に
、
下
和
田
か
ら
須
山
に
入
る
と
い
っ
そ
う
濃
霧
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
御
殿
場
市
域
と
同
じ
よ
う
に
、
須
山
で
も
、
霧

”
だ
ろ
う
。

卜動と
も
つ
‘

化変
わ
け
で
皿

の雫
里
木
と
《

桃
野
市
域
で
は
、
風
の
ほ
か
に
虹
が
出
た
と
き
も
、
気
象
の
変
化
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
葛

虹

山
で
は
、
朝
虹
は
そ
の
日
の
う
ち
に
雨
が
降
り
、
夕
虹
は
晴
れ
に
な
る
と
い
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
朝
日
が
虹
の
よ
う
に
さ
す

と
き
に
は
、
「
朝
、
Ｈ
が
た
っ
た
か
ら
、
今
日
は
タ
テ
コ
ポ
シ
（
雨
が
降
る
）
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
人
も
い
る
。

静
岡
県
の
中
で
、
裾
野
市
の
隣
の
御
殿
場
市
は
、
霧
の
深
い
土
地
が
ら
で
知
ら
れ
て
い
る
。
霧
の
発
生
し
や
す
い
六
月
か
ら
七
月

霧

頃
に
、
御
殿
場
線
に
乗
り
沼
津
方
間
か
ら
御
殿
場
方
而
に
進
ん
で
行
く
と
、
撫
野
駅
か
ら
岩
波
駅
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
霧
が
発
生
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
岩
波
駅
か
ら
富
士
岡
駅
を
過
ぎ
る
あ
た
り
か
ら
、
徐
々
に
霧
が
膿
く
な
っ
て
く
る
の
が
わ
か
る
。
御
殿
場
駅
ま

で
乗
る
と
、
濃
霧
で
数
脱
先
が
見
え
な
い
↑
）
と
が
あ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
御
殿
場
市
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
桃
野

市
の
東
側
の
箱
根
山
周
辺
も
濃
霧
の
発
生
す
る
地
域
で
あ
り
、
裾
野
市
は
ち
ょ
う
ど
霧
の
発
生
す
る
地
域
に
接
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

立
ち
木
が
倒
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
深
良
で
は
、

お
お
わ
く
だ
に

も
お
り
、
特
に
、
縮
根
の
大
涌
谷
の
硫
黄
の
に
お
い
が
風
に
乗

あ
る
。

イ
ナ
サ
が
箱
根
山
の
方
か
ら
吹
い
て
く
る
と
天
気
が
崩
れ
る
と
い
う
人

て
た
だ
よ
っ
て
く
る
と
、
雨
が
降
る
と
思
っ
て
い
る
人
も
多
い
よ
う
で
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俗
が
か
か
る
と
数
届
先
も
見
え
な
い
ほ
ど
に
な
り
、
一
面
が
覆
わ
れ
て
し
ま
う
の
が
現
実
で
あ
る
。

民鞄
霧
が
湿
気
を
高
く
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
六
月
は
気
温
も
高
く
な
っ
て
く
る
時
期
な
の
で
、
か
び
に
悩
ま
さ
れ
る
こ

識
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
六
月
は
麦
の
収
穫
と
脱
穀
の
時
期
で
あ
っ
た
が
、
脱
穀
し
た
あ
と
の
麦
は
、
と
き
ど
き
か
き
ま
ぜ
な
い
と
か

＃生
ぴ
が
生
え
て
き
て
ひ
ど
い
状
態
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

奔
早１

し
か
し
、
霧
に
よ
る
湿
度
の
高
さ
は
、
か
び
の
よ
う
に
生
活
に
マ
イ
ナ
ス
だ
け
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
須
山
で
は
、
霧
の
発
生

第

を
利
用
し
た
一
種
の
特
産
物
を
生
み
出
す
一
）
と
に
成
功
し
た
声
）
と
も
あ
っ
た
。
杉
の
植
林
と
茶
の
栽
培
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
、
深
良

な
ど
は
絹
根
山
に
植
林
を
す
る
場
合
は
杉
と
ヒ
ノ
キ
で
あ
る
が
『
須
山
の
場
合
は
、
杉
を
植
林
す
る
と
湿
度
の
た
め
に
約
二
○
年
か
ら
三

○
年
で
成
長
し
売
却
で
き
る
の
で
、
杉
の
植
林
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

須
山
の
人
々
に
よ
れ
ば
、
霧
が
か
か
る
と
こ
ろ
は
茶
の
味
が
良
い
と
い
わ
れ
、
近
年
ま
で
茶
の
栽
培
と
製
茶
が
礎
ん
で
あ
っ
た
。
大
野

原
の
演
習
場
に
も
茶
が
植
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
た
い
て
い
の
家
が
茶
部
屋
を
持
ち
、
ホ
ィ
ロ
に
よ
っ
て
手
操
み
で
撰
ん
で
い
た
と
い

う
。
戦
前
に
は
、
輸
川
用
の
茶
も
作
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
在
で
も
と
こ
ろ
ど
一
）
ろ
に
茶
畑
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
か
つ
て
茶
畑
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
多
く
は
芝
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
須
山
の
産
物
と
し
て
の
茶
の
栽
培
は
下
火
に
な
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

コ
ブ
シ
の
花

梅
や
桜
の
花
に
春
の
訪
れ
を
感
じ
る
よ
う
に
、
生
活
の
周
囲
の
草
木
は
季
節
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
二
月
に
入
り
ち
ょ
う
ど
梅
の
花
が
咲
く
頃
に
、
子
供
た
ち
が
天
神
講
を
行
う
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
の
で
、
子

(二）

動
植
物
と
の
交
流
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供
の
頃
の
天
神
講
を
思
い
出
し
て
梅
の
花
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
多
い
。
あ
る
い
は
、
葛
山
や
深
艮
で
は
、
二
月
末
か
ら
三
月
初
め
頃
、

コ
ブ
シ
の
花
が
咲
く
と
サ
ト
イ
モ
を
出
し
て
き
て
植
え
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
人
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
を
「
コ
ブ
シ
の
花
が
咲
く

と
サ
ト
イ
モ
の
芽
を
見
よ
」
と
い
う
人
も
あ
り
、
コ
ブ
シ
の
花
が
咲
く
こ
と
が
春
の
農
作
業
の
冊
始
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
、
深
良
で
は
、
桜
の
咲
く
頃
か
ら
五
月
に
か
け
て
は
、
子
供
た
ち
が
箱
根
山
に
上
り
芦
ノ
湖
ま
で
ワ
カ
サ
ギ
と
り
に
行
く
こ
と
が

な
み

よ
く
あ
っ
た
よ
う
で
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
、
ワ
カ
サ
ギ
が
卵
を
産
み
落
と
す
た
め
に
浪
と
と
も
に
水
際
に
う
ち
寄
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
、

そ
の
ワ
カ
サ
ギ
が
浜
に
打
ち
上
げ
ら
れ
る
の
を
、
子
供
た
ち
が
と
っ
て
は
遊
ん
で
い
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
植
物
は
季
節
感
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
薬
草
と
し
て
い
わ
ゆ
る
民
間
療
法
の

民
間
療
法

た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
大
野
原
の
演
習
場
に
生
え
て
い
る
セ
ン
フ
リ
を
採
っ
て
き
て
湯
に
浸

し
て
飲
ん
だ
り
、
乾
燥
さ
せ
て
粉
末
に
し
て
飲
む
と
胃
に
良
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ド
ク
ダ
ミ
も
薬
草
と
し
て
よ
く
利
川
さ
れ
る
も
の
で
、

腫
物
の
膿
の
吸
い
川
し
に
は
ド
ク
ダ
ミ
を
塩
も
み
し
て
利
用
し
た
り
、
若
竹
の
皮
に
包
ん
で
焼
い
た
も
の
を
使
っ
た
り
し
て
い
た
。
ヘ
ビ

イ
チ
ゴ
も
、
虫
刺
さ
れ
に
は
よ
く
効
き
目
が
あ
り
、
ヘ
ピ
イ
チ
ゴ
を
焼
酎
漬
け
に
し
た
も
の
を
塗
る
と
虫
刺
さ
れ
に
よ
く
、
飲
め
ば
下
痢

”
止
め
に
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
ハ
ト
ム
ギ
の
汁
も
い
ぼ
に
効
き
ｎ
が
あ
る
と
い
う
。

動と
植
物
の
ほ
か
に
、
ヘ
ビ
も
民
間
療
法
に
利
川
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ヘ
ビ
の
う
ち
で
も
、
も
っ
と
も
利
川
さ
れ
る
の
は
マ
ム
シ
で
、
マ

化変
ム
シ
の
焼
酎
漬
け
は
切
り
傷
や
擦
り
傷
の
熱
冷
ま
し
や
打
ち
身
に
も
効
き
目
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
マ
ム
シ
の
皮
を
は
い
で
乾
燥
さ
せ

の

ろ
く
ま
く

》
粉
末
に
し
た
も
の
を
、
大
野
原
の
演
習
場
か
ら
採
っ
て
き
た
セ
ン
フ
リ
の
粉
末
に
混
ぜ
て
飲
む
と
、
心
臓
や
肺
、
肋
膜
に
よ
い
と
い
わ
れ

節
て
い
る
。
ヘ
ビ
は
、
マ
ム
シ
で
は
な
く
ス
ジ
ナ
メ
ラ
（
シ
マ
ヘ
ビ
）
で
も
よ
い
と
い
う
人
も
い
る
。
な
お
、
ヘ
ビ
の
う
ち
で
も
ヤ
マ
ヵ
ガ
シ

４第
は
、
裾
野
市
域
で
は
、
「
弁
天
様
と
い
っ
て
お
金
の
神
様
だ
か
ら
捕
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
ど
と
い
う
人
も
い
る
。
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俗
水
不
足
に
悩
み
な
が
ら
も
、
カ
ワ
、
、
ハ
タ
や
用
水
な
ど
常
に
川
を
身
近
な
生
活
圏
に
組
み
込
ん
で
い
る
こ
の
地
域
の
人
々
に

民
カ
ニ
と
魚

の
と
っ
て
、
川
で
カ
ニ
や
魚
を
と
る
こ
と
は
、
遊
び
と
し
て
の
子
供
時
代
の
体
験
か
ら
大
人
に
な
る
ま
で
ご
く
普
通
の
こ
と

境癖
で
あ
っ
た
。
現
在
で
こ
そ
川
が
汚
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
カ
ニ
も
魚
も
ほ
と
ん
ど
生
息
し
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
カ
ニ
と
魚
は
ご

生

く
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
。
特
に
、
ヵ
’
一
は
モ
ジ
リ
を
仕
掛
け
て
と
り
、
ゆ
で
て
食
ぺ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
ま
た
深
良
で
は
、
深
良
用

垂
早ｌ

水
の
上
流
に
あ
る
た
め
か
、
ゥ
ナ
ギ
や
シ
ジ
ミ
な
ど
も
カ
ワ
バ
タ
の
周
囲
の
川
に
お
り
、
と
る
の
も
容
易
で
あ
っ
た
と
い
う
。
現
在
で
は
、

第

ウ
ナ
ギ
を
見
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
大
き
な
淵
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は
た
い
て
い
は
生
息
し
て
い
た
よ

う
で
、
茶
畑
で
も
、
不
動
の
滝
の
滝
つ
ぼ
の
あ
た
り
に
は
大
き
な
ウ
ナ
ギ
が
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

た
だ
し
、
ヵ
’
一
や
魚
を
川
で
と
っ
た
と
は
い
っ
て
も
、
と
っ
た
力
’
一
や
魚
を
売
っ
て
現
金
収
入
を
得
る
よ
う
な
人
は
い
な
か
っ
た
よ
う

で
、
た
い
て
い
は
、
子
供
時
代
の
遊
び
か
趣
味
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

動
物
と
の
裾
野
市
は
、
東
西
を
山
岳
に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
山
か
ら
下
り
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
が
出
没
す
る
地
域
で
あ
る
。

攻
防
戦
か
つ
て
ア
ラ
ク
オ
コ
シ
や
カ
イ
コ
ン
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
山
の
中
で
作
物
を
求
め
て
川
没
す
る
動
物
と
、
作
物

を
荒
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
対
策
を
練
る
人
間
と
の
攻
防
戦
が
行
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
戦
前
に
は
箱
根
山
に
シ
シ
（
イ
ノ
シ
、
こ
が
多

く
生
息
し
て
い
た
た
め
に
、
ア
ラ
ク
ォ
コ
シ
の
畑
を
シ
、
ン
が
荒
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
深
良
で
は
、
夜

間
に
は
交
代
で
爆
竹
を
鳴
ら
し
な
が
ら
山
の
見
張
り
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
も
、
山
の
中
の
畑
を
荒
ら
さ
れ

な
い
よ
う
に
畑
の
周
囲
に
落
と
し
穴
を
掘
り
、
シ
シ
が
畑
に
侵
入
し
な
い
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
須
山
で
も
、
、
ン
シ

よ
け
の
石
垣
を
積
ん
で
、
畑
へ
の
侵
入
を
防
ご
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

と
》
）
ろ
が
、
現
在
で
は
山
の
中
に
畑
が
な
く
な
り
植
林
が
増
え
た
た
め
に
、
動
物
が
食
物
を
求
め
て
サ
ト
へ
下
り
て
く
る
こ
と
が
多
く
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第4節気象の変化と動植物

な
り
、
動
物
に
よ
る
作
物
の
被
害
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、
植
林
に
よ
る
山
の
荒
廃
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
動
物
が
サ

ト
へ
下
り
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
最
近
十
里
木
で
ク
マ
が
出
て
き
て
人
々
を
驚
か
せ
、

須
山
で
も
シ
シ
が
集
落
の
周
辺
ま
で
下
り
て
き
て
作
物
を
荒
ら
し
、
特
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
サ
ッ
マ
を
駄
目
に
し
て
し
ま
う
ゞ
）
と
が
多
い

１
く
い
蚤
フ
。

同
じ
愛
鷹
山
麓
の
葛
山
で
は
、
サ
ル
の
被
害
が
非
常
に
多
い
と
い
う
。
特
に
、
葛

山
の
叩
の
上
城
の
モ
ョ
リ
で
は
、
す
ぐ
南
側
の
山
が
千
福
一
一
ユ
ー
タ
ウ
ン
に
な
っ
て

い
る
が
、
こ
こ
は
か
つ
て
サ
ッ
マ
の
畑
が
多
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
）
｝
が
千
福
一
一
１

ｊ福
Ｉ
タ
ゥ
ン
に
な
っ
て
か
ら
、
サ
ル
が
下
り
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ト
ウ
モ

千

ロ
コ
シ
や
サ
ッ
マ
の
被
害
が
大
き
く
、
数
灰
が
集
団
で
畑
を
荒
ら
す
こ
と
も
あ
る
と

猿鯉
い
う
。
川
場
沢
で
も
、
サ
ル
が
下
り
て
き
て
畑
を
荒
ら
す
こ
と
が
多
い
よ
う
で
、
集

雌
団
で
荒
ら
さ
れ
る
と
、
一
反
歩
く
ら
い
の
サ
ッ
マ
の
畑
が
す
ぺ
て
駄
目
に
な
っ
て
し

道

ま
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
ほ
か
に
、
葛
山
で
は
イ
タ
チ
ほ
ど
の
大
き

０３
｜
さ
の
ハ
ク
ピ
シ
ン
が
出
て
き
て
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
荒
ら
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

白
↓蕊

そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
、
畑
に
網
を
張
っ
た
り
し
て
対
策
を
立
て
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る

が
、
被
害
は
止
ま
ら
な
い
と
い
う
人
も
い
る
。

サ
ル
の
被
害
の
多
い
の
が
葛
山
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
箱
根
山
麓
の
茶
畑
で

は
、
箱
根
山
に
は
サ
ル
が
い
な
い
た
め
に
シ
シ
の
被
害
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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一

俗
特
に
、
現
在
で
も
サ
ッ
マ
の
被
害
は
甚
大
で
、
サ
ッ
マ
を
挿
す
と
、
そ
れ
を
掘
り
起
こ
し
て
は
す
ぐ
に
食
。
へ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
と
い

民の
う
。
そ
の
た
め
に
現
在
で
は
、
シ
シ
対
策
と
し
て
、
畑
の
周
囲
に
杭
を
打
ち
針
金
を
結
わ
え
コ
ー
ル
タ
ー
ル
を
塗
っ
て
防
ぐ
と
か
、
廃
油

境騨
の
に
お
い
で
シ
シ
を
追
い
払
う
と
か
、
あ
る
い
は
場
所
に
よ
っ
て
は
シ
シ
の
通
り
道
に
落
と
し
穴
を
作
っ
て
お
く
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
工

生
夫
に
よ
っ
て
シ
シ
に
よ
る
被
害
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
最
近
で
は
、
シ
シ
に
加
え
て
ハ
ク
ピ
シ
ン
が
増
加
し
、
ト
ウ

圭
早１

モ
ロ
コ
シ
の
畑
を
荒
ら
す
こ
と
が
多
く
な
り
、
困
っ
て
い
る
農
家
が
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
。
人
に
よ
っ
て
は
、
も
と
も
と
箱
根
山
に

第

は
ハ
ク
ビ
シ
ン
は
い
な
か
っ
た
が
、
須
山
で
芝
の
畑
が
増
え
、
そ
の
た
め
に
食
物
を
求
め
て
ハ
ク
ビ
シ
ン
が
箱
根
山
へ
移
動
し
て
き
て
、

ハ
ク
ビ
シ
ン
の
被
害
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
人
も
い
る
。

ゞ
）
の
ほ
か
に
、
カ
ラ
ス
の
被
害
も
多
い
。
裾
野
市
域
を
歩
い
て
い
る
と
、
ビ
ニ
ー
ル
の
大
き
な
目
玉
が
畑
に
吊
る
さ
れ
て
い
る
の
を
見

る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
カ
ラ
ス
よ
け
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
装
置
で
あ
る
。
特
に
、
カ
ラ
ス
は
ト
ゥ
モ
ロ
コ
シ
を
食
べ
る
こ
と
が
多

い
が
、
近
年
非
常
に
増
え
て
い
る
と
指
摘
す
る
人
も
い
る
。

〉
）
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
は
実
態
が
確
認
さ
れ
得
る
動
物
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
幻
想
の
産
物
と
し
て
存
在
す
る

化
か
す
キ
ツ
ネ

動
物
も
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
も
の
が
人
間
を
化
か
す
こ
と
の
あ
る
キ
ツ
ネ
の
存
在
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
ツ
ネ
は
実
態
と
し
て
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
す
ぺ
て
の
キ
ツ
ネ
が
化
か
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
キ
ツ
ネ
と
い

え
ば
化
か
す
動
物
と
い
う
の
が
相
場
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

大
正
の
頃
、
金
沢
の
人
で
、
葛
山
の
山
中
に
入
り
炭
焼
き
を
し
て
い
る
人
が
い
た
と
い
う
。
こ
の
人
が
、
あ
る
日
、
キ
ツ
ネ
に
化
か
さ

れ
て
リ
ン
ゴ
の
箱
に
横
に
な
っ
て
入
っ
て
し
ま
う
と
い
う
）
）
と
が
あ
っ
た
。
不
思
議
に
思
っ
て
周
囲
の
人
々
が
問
い
つ
め
た
と
こ
ろ
、
ゞ
）

の
人
に
瀝
い
て
い
る
の
は
、
沼
津
の
キ
ツ
ネ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
、
キ
ツ
ネ
が
沼
津
へ
帰
り
た
い
の
で
、
汽
車
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戦
後
の
ゞ
）
と
に
な
る
が
、
葛
山
の
中
里
で
、
あ
る
女
性
の
様
子
が
お
か
し
い
の
で
あ
る
人
に
み
て
も
ら
っ
た
と
一
）
ろ
、
先
祖
の
撃
っ
た

キ
ツ
ネ
が
懸
い
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。
》
）
の
キ
ツ
ネ
は
黄
瀬
川
で
撃
た
れ
た
も
の
で
、
後
足
の
一
本
欠
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ

の
よ
う
な
と
き
に
、
こ
の
家
で
は
箪
笥
の
中
の
着
物
の
快
に
キ
ツ
ネ
の
毛
が
入
っ
て
い
る
）
｝
と
が
あ
る
の
で
、
縁
の
下
に
向
け
て
鉄
砲
を

撃
っ
た
り
し
た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
キ
ツ
ネ
が
出
て
行
っ
た
と
い
う
。

鋤
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
話
も
あ
る
。
昔
、
上
土
狩
（
踵
呆
町
）
の
天
神
山
に
、
毎
晩
き
れ
い
な
娘
が
あ
か
り
を
点
け
て
通
る
と
い
う
こ

動と
と
が
あ
っ
た
。
あ
る
と
き
、
そ
れ
を
不
思
議
に
思
っ
た
富
沢
の
人
が
、
鉄
砲
を
持
っ
て
行
き
一
）
の
娘
を
撃
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
娘
は
倒

化変
れ
ず
、
あ
か
り
の
と
こ
ろ
を
撃
っ
た
ら
死
ん
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
死
ん
で
も
娘
の
姿
が
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
の
で
注
意
し
て
い
る
と
、

の》
二
一
日
三
晩
そ
の
ま
ま
で
、
四
日
目
に
し
て
は
じ
め
て
キ
ツ
ネ
の
姿
に
変
わ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
に
、
富
沢
の

鞆
あ
る
家
で
は
、
現
在
で
も
稲
荷
を
ま
つ
っ
て
い
る
家
が
あ
る
。

第4節

に
乗
っ
て
帰
る
た
め
に
裾
野
駅
ま
で
お
く
っ
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
周
囲
の
人
々
が
裾
野
駅
ま
で
お
金
を
持
っ
て
つ
い

て
行
く
と
、
途
中
で
踊
り
を
踊
っ
た
り
も
し
た
が
、
な
ん
と
か
裾
野
駅
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
駅
の
ホ
ー
ム
で
到
着
す
る
列

車
を
待
ち
、
列
車
の
動
き
と
と
も
に
歩
い
て
い
る
と
き
に
、
突
然
こ
ろ
び
、
よ
う
や
く
正
気
に
か
え
っ
た
と
い
う
。

あ
る
い
は
、
葛
山
の
中
里
の
モ
ョ
リ
で
、
大
正
生
ま
れ
の
女
性
の
祖
父
が
、
昔
、
大
野
原
で
キ
ツ
ネ
に
化
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と

い
う
。
そ
の
人
は
、
大
野
脈
に
行
っ
た
と
こ
ろ
が
ど
こ
に
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
り
、
さ
ま
よ
い
歩
い
て
、
結
局
、
上
ヶ
川
で
ポ
ー
ッ

と
歩
い
て
い
る
と
一
）
ろ
で
正
気
に
戻
っ
た
と
い
う
。
正
気
に
戻
っ
て
か
ら
語
る
こ
と
に
は
、
「
ま
あ
、
提
灯
が
き
れ
い
だ
っ
た
」
と
言
っ

い
う
。
そ
の
人
”

と
歩
い
て
い
る
、

て
い
た
と
い
孵
フ
。
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