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谷
岡
武
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小
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博
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雅
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は

し

き

『
中
世
』
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
く
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
歴
史
地
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
、
頑
強
に
門
戸
を
閉
ざ
す
城
廓
の
ご
と
き

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
か
ず
か
ず
の
古
文
書
と
と
も
に
、
土
地
開
発
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
の
あ
と
を
、
あ
る
い
は
種
々

な
る
防
禦
的
施
設
を
、
意
外
に
も
数
多
く
今
日
に
残
し
て
き
て
い
る
。
考
古
地
理
学
が
、

ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
の
唱
え
る
フ
ィ
ー
ル
ド
考
古

学
①
に
類
似
し
、
歴
史
地
理
学
に
と
っ
て
過
去
の
景
観
復
原
に
関
す
る
間
接
的
方
法
@
-
V
品
恵
味
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
各
地
に
残
存

す
る
い
ろ
い
ろ
の
遺
構
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
が
生
き
て
い
た
時
代
の
地
理
的
世
界
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
未
知
の
部
分
が
多

い
中
世
の
場
合
、
文
献
的
研
究
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

中
世
の
一
水
準
的
な
遺
構
と
し
て
は
、

い
わ
ゆ
る
豪
族
屋
敷
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
と
の
時
代
特
有
の
緊
張
体
系

の
中
で
、
み
，
す
か
ら
の
集
団
を
守
り
他
に
敵
対
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
封
建
的
支
配
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
造
構
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本

来
の
目
的
か
ら
い
っ
て
、
平
和
裡
に
お
け
る
居
住
域
の
拡
大
、
す
な
わ
ち
土
地
開
発
と
は
相
反
し
て
い
る
。
し
か
し
両
者
は
、
分
布
論
的
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に
み
た
り
、
あ
る
い
は
特
殊
な
機
能
を
分
析
す
る
場
合
に
、
意
外
に
も
密
接
に
つ
な
が
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の

一
人
は
、
す
で
に
そ
の
可
能
性
を
甲
府
盆
地
に
お
け
る
豪
族
屋
敷
の
研
究
@
か
ら
み
い
だ
し
た
が
、
今
回
は
共
同
研
究
に
ま
っ
て
、
両
者
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の
関
係
を
い
っ
そ
う
明
確
に
し
た
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
に
選
ば
れ
た
の
は
、
湖
東
平
野
の
中
部
に
あ
た
る
愛
知
川
の

中
・
ア
流
域
で
あ
る
。

な
お
こ
の
研
究
は
、
昭
和
三
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
総
合
研
究
「
西
南
日
本
民
お
け
る
中
世
の
土
地
開
発
と
集
落
構
造
に

関
す
る
地
理
学
的
研
究
」
の
一
部
を
な
す
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

-
、
愛
知
川
中
・
下
流
域
の
性
格

と
こ
に
と
り
あ
げ
る
愛
知
川
中
・
下
流
域
と
は
、
鈴
鹿
の
地
塁
山
地
西
側
を
緑
ど
り
、
湖
南
に
特
徴
的
な
古
琵
琶
湖
層
群
お
よ
び
新
期

洪
積
層
か
ら
成
る
台
地
と
、
陥
没
か
ら
残
っ
た
主
に
石
英
斑
岩
の
孤
立
丘
陵
と
の
聞
が
、
愛
知
川
の
沖
積
作
用
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
た
平

野
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
し
く
は
湖
東
平
野
の
中
部
に
当
り
、
湖
岸
の
沈
降
性
を
示
す
湖
北
平
野
、
天
井
川
と
デ
ル
タ
の
地
形
が
顕
著
な
湖

南
平
野
に
比
べ
て
、
両
者
の
中
間
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
。

近
江
金
地
で
は
第
三
位
と
い
わ
れ
る
三
九
・
六
キ
ロ
の
流
路
と
三
三
九
・
八
平
方
キ
ロ
の
流
域
面
積
を
も
っ
愛
知
川
は
、
鈴
鹿
山
脈
の

西
斜
面
を
下
刻
し
た
の
ち
、
永
源
寺
の
下
手
で
平
野
に
出
て
西
微
北
流
し
、
両
岸
に
か
な
り
大
が
か
り
な
扇
状
地
を
展
開
せ
し
め
る
が
、

八
日
市
付
近
か
ら
は
石
英
斑
岩
の
孤
立
丘
陵
群
(
箕
作
山
・
観
音
寺
山
お
よ
び
安
土
山
)
を
北
に
迂
廻
す
る
た
め
方
向
を
転
じ
、
そ
う
し

て
前
面
に
大
き
い
デ
ル
タ
を
形
成
し
て
い
る
。
目
下
干
拓
事
業
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
大
中
之
湖
は
一
か
か
あ
愛
知
川
の
沖
積
作
用
か
ら

取
り
残
さ
れ
た
、
湖
東
に
特
有
な
付
属
湖
の
一
つ
で
あ
る
。

流
域
平
野
の
形
成
が
、
ひ
と
し
く
愛
知
川
の
沖
積
作
用
に
負
う
も
の
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
か
な
り
の
地
域
的
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
が
み
い
だ

き
れ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
土
地
開
発
の
あ
り
方
に
、
深
い
関
係
を
有
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
、
こ
の
地
域
を



地
形
区
分
す
れ
ば
、

つ
ぎ
の
ご
と
く
な
る
。

付

洪
積
層
台
地
。
こ
れ
は
右
岸
の
山
麓
に
お
げ
る
新
期
洪
積
層
の
あ
ま
り
広
く
な
い
台
地
と
、
左
岸
に
お
い
て
愛
知
川
と
佐
久
良
川

〈
日
野
川
支
流
)
と
の
聞
で
長
く
東
西
に
伸
張
す
る
台
地
と
に
分
け
ら
れ
る
。
後
者
は
古
琵
琶
湖
層
群
を
主
と
し
、
新
期
洪
積
層
に
よ
っ

て
縁
取
ら
れ
て
い
る
。

一
般
に
台
地
の
上
は
ほ
と
ん
ど
開
発
さ
れ
や
す
、
小
さ
な
開
析
谷
は
、
堰
止
め
溜
池
に
場
を
提
供
す
る
。

愛知川中・下流域における中世の土地開発と豪族屋敷

同
愛
知
川
扇
状
地
。
こ
れ
は
洪
積
層
台
地
の
下
よ
り
、
ほ
ぽ
一

0
0
メ
ー
ト
ル
等
高
線
に
沿
う
溝
水
地
帯
ま
で
と
考
え
て
よ
い
。
こ

の
大
き
い
扇
状
地
の
左
寄
り
を
流
れ
る
愛
知
川
は
、
谷
口
に
お
い
て
比
高
約
十
五
メ
ー
ト
ル
を
測
る
段
丘
を
両
岸
に
つ
く
っ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
青
山

t池
田
両
部
落
辺
ま
で
下
る
と
、
比
高
約
二
メ
ー
ト
ル
の
下
位
段
正
と
同
じ
く
約
六
メ
ー
ト
ル
の
上
位
段
E
と
が
明
瞭
に
区

別
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
下
流
へ
向
う
に
し
た
が
っ
て
、
両
岸
の
段
丘
は
高
度
を
減
じ
つ
つ
下
位
の
も
の
ほ
ど
よ
り
早
く
消
滅
す

る
が
、
右
岸
で
は
小
田
苅
部
落
あ
た
り
ま
で
、
上
位
の
段
正
崖
を
追
跡
し
ろ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
愛
知
川
流
域
で
は
扇
面
が
段
正
面

化
し
て
扇
状
地
の
形
成
作
用
が
ド
l
メ
ン
ト
で
あ
る
と
と
を
示
す
も
の
で
、

と
う
い
う
点
で
は
崖
の
比
高
が
小
さ
く
、
扇
状
地
形
成
の
活

動
が
な
お
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
北
隣
の
犬
上
川
流
域
の
も
の
と
か
な
り
異
な
る
。
開
発
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
乏
水
性
の
環
境
を
な
す
の
が
、
こ

の
愛
知
川
扇
状
地
な
の
で
あ
る
。
な
お
右
岸
の
山
麓
近
く
に
お
い
て
は
、
愛
知
川
と
は
別
系
統
の
小
河
川
が
、
扇
面
の
上
に
さ
ら
に
小
さ

い
沖
積
錐
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
最
大
の
も
の
は
宇
曽
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
水
量
が
少
な
い
と
の
河
流
は
、
こ

う
い
う
特
色
あ
る
地
形
を
つ
く
っ
た
の
ち
、
伏
流
水
と
な
り
、

の
ち
再
び
地
表
に
あ
ら
わ
れ
、
二
つ
の
大
き
い
一
扇
状
地
の
地
下
水
に
も
洞

養
さ
れ
て
、
両
者
の
あ
た
か
も
縫
合
線
を
辿
る
か
の
ご
と
く
に
流
下
し
て
い
く
。
と
れ
に
対
し
、
愛
知
川
の
河
水
も
中
流
部
に
お
い
て
一

139 

た
ん
姿
を
消
し
た
の
ち
、
湧
水
線
、
辺
り
か
ら
再
び
顕
流
す
る
。

同

形
成
の
古
い
沖
積
平
野
。
扇
状
地
の
末
端
部
か
ら
、
湖
岸
の
パ
ッ
ク
ス
ワ
ン
プ
に
至
る
間
は
、
地
形
的
に
扇
状
三
角
測
の
性
格
を
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帯
び
て
お
り
、
形
成
が
古
い
平
坦
地
で
あ
る
ゆ
え
に
、
水
田
農
耕
民
に
よ
り
も
っ
と
も
早
期
か
ら
開
発
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は

と
く
に
下
流
部
に
お
い
て
、
ニ
つ
の
自
然
堤
防
と
そ
こ
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
パ
ッ
ク
ス
ワ
ン
プ
よ
り
成
る
と
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
愛
知
川

は
、
流
路
を
一
度
左
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
旧
流
路
は
、
後
述
の
条
墨
型
土
地
割
の
分
布
よ
り
推
し
て
、
東
円
堂

1
豊
満
1
中
宿
お
よ
び

愛
知
川
l
出
屋
敷
の
諸
集
落
西
方
か
ら
、
川
原

1
山
川
原

1
白
木

1
彦
富

1
出
路

l
田
原

1
上
岡
部

1
上
西
川

1
下
西
川

1
甲
崎

1
薩
摩

の
諸
部
落
を
連
ね
る
線
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
線
の
大
部
分
は
ま
た
、
か
つ
て
の
愛
智
・
神
崎
両
郡
界
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

制

湖
岸
地
区
。
と
れ
は
さ
ら
に
右
岸
に
明
ら
か
な
浜
堤
、
そ
の
パ
ッ
ク
ス
ワ
ン
プ
、
愛
知
川
に
よ
る
形
成
の
新
し
い
デ
ル
タ
、
大
中

之
湖
を
限
る
砂
州
等
に
区
分
さ
れ
る
。
後
二
者
は
近
世
以
降
の
開
発
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
に
は
直
接
関

係
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
浜
堤
背
後
の
沼
沢
地
は
、
現
在
も
な
お
若
千
の
水
面
を
残
し
て
い
る
が
、
あ
る
時
期
に
は
か
な
り
の
程
度
ま
で

陸
作
し
て
い
た
こ
と
が
、
曽
根
沼
に
関
す
る
資
料
等
か
ら
推
定
し
う
る
し
@
、

期
に
は
現
在
以
上
に
乾
燥
し
て
い
た
三
と
が
、
乙
女
浜
部
落
東
隣
の
条
塁
坪
付
か
ら
想
像
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

ま
た
左
岸
の
付
属
湖
に
近
い
水
辺
の
環
境
は
、
条
呈
施
行

以
上
の
ご
と
き
地
形
の
配
列
は
、
地
盤
運
動
と
は
無
関
係
に
考
え
ら
れ
な
い
。
愛
知
川
左
岸
に
お
い
て
、
古
琵
琶
湖
層
群
か
ら
成
る
台

地
が
広
い
範
聞
に
わ
た
る
こ
と
、
犬
上
川
の
場
合
に
比
し
て
、
愛
知
川
流
域
で
は
扇
面
の
段
丘
面
化
が
著
し
い
こ
と
等
は
、
相
対
的
に
北

部
が
沈
降
し
南
部
が
隆
起
す
る
湖
盆
全
体
の
運
動
と
か
な
り
の
関
連
を
有
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

中
世
的
開
発
が
水
田
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
濯
概
の
難
易
が
そ
れ
の
決
定
的
条
件
と
な
る
。
す
で
に
み
た
地
形
の
如
何
は

な
に
よ
り
も
ま
ず
こ
の
点
を
通
じ
て
土
地
開
発
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
取
扱
っ
た
地
域
に
つ
い

て
、
地
形
と
濯
概
様
式
と
の
関
係
を
概
説
す
る
と
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

愛
知
川
左
岸
の
扇
頂
よ
り
八
日
市
ま
で
の
中
流
域
で
は
、
東
西
走
す
る
洪
積
層
台
地
に
並
走
し
て
、
す
ぐ
下
の
溜
池
地
帯
、
上
位
段
丘
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第 1図愛知川中・下流域における濯瓶様式と条里遺構の分布

図の説明

1. 条里型土地割の分布範囲

2. 揚水港建正地域

3. 溜池 グ

4. 河JII グ

5. 湧水 グ

6. 現郡界

7. 主要用水路

@愛知井

@高井

@ アンコ井
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に
お
け
る
一
部
河
川
濯
慨
を
含
む
揚
水
機
地
帯
、
そ
の
屋
上
に
近
い
畑
作
地
帯
、
下
位
段
丘
に
お
け
る
河
川
濯
報
地
帯
が
配
列
し
て
河
道

に
至
る
。
揚
水
機
濯
概
地
帯
で
は
、
以
前
は
水
田
の
ほ
と
ん
ど
各
地
片
ご
と
に
野
井
戸
が
み
ら
れ
た
し
、
ま
た
河
川
濯
瓶
と
は
、
こ
の
地

ゅ

方
で
は
「
井
」
と
呼
ば
れ
る
濯
減
水
路
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
八
日
市
よ
り
下
流
で
は
、
と
う
い
う
帯
状
配
列
は
み
ら
れ
な
い
が
、
な
お

扇
央
部
に
属
す
る
た
め
、
河
川
・
揚
水
機
併
用
地
区
、
溜
池
・
場
水
機
併
用
地
区
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
あ
ら
わ
れ
、
扇
裾
に
近
づ
く
に
し
た
が

っ
て
湧
水
・
揚
水
機
併
用
地
区
へ
と
推
移
し
、

五
個
荘
町
西
端
で
は
完
全
な
湧
水
濯
蹴
地
区
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
れ
よ
り
下
流
域
は
、
扇

裾
の
湧
水
に
溜
養
さ
れ
る
河
川
濯
斑
地
帯
で
、

そ
う
し
て
湖
岸
地
帯
で
は
、
逆
水
濯
概
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
愛
知
川
右
岸
の
平
野
に
お
い
て
は
、
左
岸
ほ
ど
に
明
瞭
な
帯
状
配
列
は
み
ら
れ
な
い
が
、
洪
積
層
台
地
下
の
溜
池
地
帯

か
ら
扇
央
部
の
揚
水
機
地
帯
、
さ
ら
に
河
岸
沿
い
の
河
川
濯
概
地
帯
、
扇
央
下
部
の
河
川
・
揚
水
機
地
帯
、
揚
水
機
地
帯
、
扇
裾
近
く
の

湧
水
・
揚
水
機
地
帯
を
経
て
湧
水
濯
概
地
帯
に
至
る
こ
と
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
湖
岸
に
か
け
て
も
、
湧
水
を
受
け
る
河
川
濯

瓶
地
帯
お
よ
び
逆
水
濯
瓶
地
帯
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
宇
曽
川
流
域
で
は
、
小
さ
い
扇
状
地
の
末
端
部
に
湧
水
地
帯
が
あ
ら
わ
れ
る
た

め
、
上
に
み
た
濯
概
様
式
の
分
布
に
や
や
不
規
則
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。

濯
慨
に
関
す
る
限
り
、
水
田
造
成
の
も
っ
と
も
容
易
な
の
は
、
扇
裾
の
湧
水
線
よ
り
下
流
の
湧
水
濯
慨
地
帯
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
古
代
的
開
発
の
主
要
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、

か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
中
世
的
開
発
が
、

ど
の
よ
う
な

地
形
を
示
す
と
之
ろ
に
お
い
て
、

い
か
な
る
濯
概
様
式
に
よ
り
、

ど
の
程
度
ま
で
居
住
域
を
拡
大
し
え
た
か
と
い
う
点
に
絞
ら
れ
て
く
る

し
一
だ
い
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
取
り
あ
げ
る
地
域
は
、
現
在
の
市
町
村
名
で
一
示
す
と
、
八
日
市
市
、
神
崎
郡
の
永
源
寺
町
・
五
個
荘
町
・
能
登
川
町
、
愛
知
郡
の
愛

東
村
・
湖
東
町
・
秦
荘
町
・
愛
知
川
町
・
稲
校
町
の
区
域
内
に
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
る
。
一
九
六
O
年
に
お
け
る
総
人
口
は
、
一

O
六
、
五
二
五
人
で



あ
る
。
近
江
南
人
の
出
身
地
と
し
て
名
高
く
、
伝
統
的
に
商
業
活
動
が
活
、
品
俄
で
あ
り
、

り
つ
つ
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
ル
l
ラ
ル
な
性
格
は
な
お
脱
し
切
れ
な
い
。

ま
た
八
日
市
市
や
能
登
川
町
で
は
近
代
工
業
も
し
だ
い
に
起

ニ
、
中
世
に
お
け
る
土
地
開
発

愛知川中・下流域における中世の土地開発と豪族屋敷

こ
の
地
域
に
お
け
る
中
世
的
開
発
の
範
囲
と
性
格
を
知
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
古
代
的
開
発
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
れ
は
条
塁
遺
構
の
分
布
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
地
籍
図
・
地
名
・
一
部
の
空
中
写
真
・
古
文
書
を
手
が
か
り
と
し
て
、
本
地
域
に
属
す
る
愛
知
・
神
崎
両
郡
の
条
塁
を
復

原
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
(
図
省
略
)
、
土
地
割
に
お
け
る
肝
線
の
方
向
は

N
三
一

1
三
二
度

E
偏
し
て
、
犬
'
上
郡
と
同
一
系
統
に
属

愛
知
・
神
崎
両
郡
と
も
条
は
北
か
ら
南
へ
、

塁
は

し
、
北
の
坂
田
郡
や
南
隣
の
蒲
生
郡
の
も
の
と
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
@
。

東
の
山
麓
か
ら
西
の
湖
岸
へ
向
っ
て
数
え
進
み
、

ま
た
坪
並
は
第
一
坪
が
各
塁
の
北
東
角
に
は
じ
ま
り
南
進
す
る
平
行
式
で
あ
っ
て
、
こ

れ
は
湖
東
全
域
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
郡
の
条
豆
は
、
前
述
の
愛
知
川
旧
河
道
に
沿
う
旧
郡
界
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、
神
崎
郡

に
お
け
る
回
線
は
少
な
く
と
も
二
町
南
へ
ず
れ
て
い
る
が
、
土
地
割
方
向
に
そ
れ
ほ
ど
の
相
違
が
み
い
だ
さ
れ
な
い
。
扇
面
が
示
す
地
勢

に
し
た
が
っ
て
土
地
区
劃
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
肝
線
の
偏
向
が

N
四
O
度
E
ほ
ど
と
な
る
壮
ず
だ
が
、
ト
そ
の
と
と
よ
り
も
古
代
の
東

山
道
の
後
身
と
も
考
え
ら
れ
る
中
仙
道
の
方
向
に
一
致
し
、

一
部
で
重
複
す
る
事
実
の
方
に
い
っ
そ
う
興
味
が
湧
く
。

条
毘
型
土
地
割
の
主
た
る
分
布
地
は
、
扇
状
地
の
末
端
か
ら
湖
岸
の
パ
ッ
ク
ス
ワ
ン
プ
に
か
け
て
の
形
成
が
古
い
沖
積
平
野
で
あ
る
。

こ
こ
は
ま
た
湧
水
濯
蹴
お
よ
び
湧
水
に
も
溜
養
さ
れ
る
河
川
濯
概
地
帯
に
当
た
っ
て
い
る
。
土
地
割
の
タ
イ
プ
を
み
る
と
、
愛
知
川
旧
河
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道
右
岸
に
あ
っ
て
、
陸
化
が
い
っ
そ
う
古
い
と
思
わ
れ
る
一
帯
に
長
地
型
が
多
く
、
左
岸
は
半
折
型
を
主
と
し
て
い
る
?
混
合
型
や
外
廓
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の
み
条
星
型
と
い
う
の
も
左
岸
に
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
宇
曽
川
と
愛
知
川
旧
河
道
と
に
挟
ま
れ
た
扇
裾
以
下
の
地
帯
が
、
古
代
的
開
発

の
核
心
を
な
し
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
典
型
的
な
条
皇
型
土
地
割
の
分
布
地
域
に
は
、
湿
田
や
浸
水

地
区
が
多
〈
@
、
今
日
で
は
土
地
改
良
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条
星
型
土
地
割
の
分
布
を
手
が
か
り
と
す
る
限
り
、
古
代
的
開
発
が
、
湖
岸
地
域
に
お
い
て
は
一
部
を
除
い
て
、

ス
ク
モ
層
か
ら
成
る

パ
ッ
ク
ス
ワ
ン
プ
の
手
前
に
て
と
ど
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
扇
状
地
に
お
い
て
は
、
扇
端
よ
り
な
お
若
干
上
流
へ
向
っ
て
進

め
ら
れ
た
。
湧
水
と
河
川
ま
た
は
揚
水
機
併
用
濯
蹴
地
帯
な
ら
び
に
「
井
」
に
よ
る
河
川
濯
概
地
域
の
一
部
に
も
、
条
皐
遺
構
が
み
い
だ

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
一
二

0
メ
ー
ト
ル
等
高
線
が
、
条
旦
型
土
地
割
の
連
続
的
分
布
の
上
限
を
な
す
と
み
て
よ
い
が
、
細
長
く
愛

知
川
沿
い
に
、
右
岸
で
一
六

0
メ
ー
ト
ル
、
左
岸
で
一
四
五
メ
ー
ト
ル
ラ
イ
ン
に
ま
で
、
な
お
若
手
の
も
の
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
し
か
し

犬
上
川
の
場
合
と
は
異
な
り
、
扇
央
部
に
は
条
皇
が
み
い
だ
さ
れ
な
い
。
な
お
、
扇
頂
に
近
い
小
倉
部
落
の
段
丘
面
に
さ
え
古
墳
が
存
在

す
る
こ
と
か
ら
み
て
、
条
皇
遺
構
の
分
布
の
み
か
ら
古
代
的
開
発
の
範
囲
を
推
定
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、

か
か
る
考
古
学
的
遺
跡

が
示
す
開
発
は
、
さ
ほ
ど
連
続
性
を
も
っ
と
は
思
わ
れ
な
い
。

以
上
に
み
た
ご
と
き
古
代
的
開
発
の
外
側
に
お
い
て
、
中
世
的
開
発
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
対
象
と
な
り
う
る
地
域
は
、
湖
岸
、
愛
知
川

の
旧
河
道
、
扇
央
部
の
三
つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
湖
岸
の
パ
ッ
ク
ス
ワ
ン
プ
お
よ
び
浜
堤
地
帯
は
、
曽
根
沼
域
に
比
定
さ
れ
る
東
大
寺
領
覇
流
荘
の
事
例
か
ら
推
し
て
、
奈
良
朝
に

は
あ
る
程
度
陸
化
し
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
古
代
的
開
発
の
進
行
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
立
証
す
る
直
接
の
資
料

に
欠
〈
。
し
か
し
な
が
ら
、
浜
堤
に
立
地
す
る
薩
摩
部
落
に
は
、
文
明
三
年
(
一
四
七
一
)
に
真
宗
本
派
へ
改
宗
し
た
善
照
寺
が
あ
り
、

隣
接
す
る
柳
川
部
落
の
無
量
寺
は
、
元
亀
年
間
(
一
五
七

0
1
一
五
七
二
)
に
兵
火
に
か
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
⑦
、

浜
堤
の
居
住
史



が
少
な
く
と
も
十
五
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
甲
崎
な
ど
若
干
の
防
禦
的
集
落
の
存
在
を
芳

え
合
わ
す
と
、

一
度
沈
水
し
た
の
ち
の
陸
化
に
伴
な
い
、
部
分
的
な
開
発
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
強
い
。
だ
が
そ
れ
は
中
世
も
か
な
り
末

期
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。
な
お
愛
知
川
の
現
河
口
に
お
け
る
デ
ル
タ
は
、
形
成
が
非
常
に
新
し
く
、
そ
の
開
発
は
ほ
と
ん
ど
近
世
の
と

と
に
属
す
る
。

愛知川中・下流域における中世の土地開発と豪族屋敷

愛
知
川
の
旧
河
道
は
、

パ
ッ
ク
ス
ワ
ン
プ
で
水
田
を
作
る
人
た
ち
に
と
っ
て
、
洪
水
か
ら
安
全
な
居
住
に
適
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か

か
る
自
然
堤
防
地
帯
自
体
は
、
条
塁
施
行
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
ゆ
え
、
中
世
に
は
な
お
多
く
未
聞
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
近

世
的
な
地
名
も
み
ら
れ
、
中
世
に
お
い
て
ど
の
程
度
ま
で
開
発
さ
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
し
、
面
積
も
さ
ほ
ど
大
で
は
な
い
。
な
お
服
部

部
落
よ
り
下
流
の
愛
知
川
現
河
道
に
沿
う
て
は
、
条
皇
型
土
地
割
が
両
岸
に
接
し
て
分
布
す
る
。
こ
れ
は
条
皇
制
の
先
行
性
を
示
す
も
の

で
、
こ
の
部
分
で
は
中
世
に
は
む
し
ろ
既
耕
地
が
減
少
し
た
と
と
を
意
味
す
る
。

と
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
中
世
に
も
開
発
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
要
舞
台
は
、
愛
知
川
扇
状
地
を
措
い
て
他
に
な
い
こ
と

と
な
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
古
代
的
土
地
開
発
に
あ
た
っ
て
、
大
陸
か
ら
の
帰
化
人
で
あ
っ
た
秦
氏
一
族
の
寄
与
は
少
な
か
ら
ず
と
芳
え

ら
れ
、
平
安
期
に
は
そ
の
末
育
が
郡
政
の
主
要
ポ
ス
ト
を
占
め
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、

か
れ
ら
の
先
進
的
技
術
を
利
用
す
る
可
能
性

は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
残
っ
て
い
た
。
他
方
、
と
の
地
域
に
も
奈
良
の
東
大
寺
・
興
福
寺
・
元
興
寺
、
近
江
の
延
暦
寺
・
圏
域
寺
・
日
吉
社
等

の
勢
力
が
浸
透
し
て
い
た
が
、
扇
状
三
角
、
洲
の
条
豆
地
域
を
占
め
る
弘
福
寺
領
平
流
荘
@
の
ご
と
き
は
別
と
し
て
、
東
大
寺
領
大
国
荘
や

愛
知
荘
な
ど
の
範
囲
は
、
条
思
施
行
地
を
含
み
な
が
ら
も
、
そ
の
外
側
に
お
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
大
国
荘
の
中
心
を
な
し
て
い
た
と
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考
え
ら
れ
る
豊
満
@
の
部
落
域
に
は
、
あ
ま
り
多

4
の
条
塁
型
土
地
割
を
み
い
だ
し
難
い
し
、
八

1
十
三
条
の
五

l
九
里
聞
の
諸
坪
に
分

散
す
る
元
興
寺
領
愛
智
荘
の
場
合
@
も
、
全
所
領
を
条
里
型
土
地
割
の
分
布
地
域
内
に
収
め
る
こ
と
は
困
難
な
模
様
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
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こ
れ
ら
の
域
外
勢
が
、
単
に
既
耕
地
の
経
営
に
と
ど
ま
ら
ず
、
条
呈
施
行
地
の
外
側
を
開
発
し
た
可
能
性
が
芳
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
そ

の
対
象
地
域
と
な
っ
た
の
は
、
愛
知
川
町
・
豊
満
・
東
円
堂
一
帯
の
自
然
堤
防
と
、
こ
れ
の
東
方
に
お
い
て
扇
裾
か
ら
扇
夫
へ
漸
次
高
く

な
っ
て
行
く
非
条
豆
地
帯
と
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
地
域
は
、
扇
央
全
域
と
と
も
に
皐
越
の
ひ
ど
い
乏
水
性
の
環
境
@
を
な
す
か
ら
、
そ
れ

の
開
発
に
は
、
濯
甑
用
水
の
確
保
が
必
須
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
帰
化
人
系
の
長
い
伝
統
を
も
っ
先
進
的
な
技
術
が
、
溜
池
や
濯
減
水
路

の
造
営
に
あ
た
っ
て
、
大
い
に
活
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

愛
知
川
左
岸
の
段
正
面
は
、

い
わ
ゆ
る
蒲
生
野
の
一
部
を
な
す
も
の
で
、
そ
の
開
発
が
す
で
に
中
世
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
て
い
る
@
が
、
と
の
場
合
、
愛
知
川
よ
り
引
水
し
て
下
位
段
正
面
上
を
通
ず
る
高
井
@
が
果
し
た
役
割
は
決
定
的
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
愛
知
川
右
岸
で
は
、
同
じ
く
本
流
か
ら
引
水
し
、
下
位
段
正
面
を
通
じ
た
の
ち
、
下
流
域
に
お
い
て
低
く
な
っ
た
上
位
段

あ

ん

こ

ゆ

丘
の
農
を
越
え
る
愛
知
井
と
安
壷
井
と
が
古
い
も
の
で
あ
る
。
小
田
苅
部
落
を
井
元
と
す
る
前
者
は
現
用
さ
れ
、
東
円
堂
部
落
を
井
元
と

す
る
後
者
は
廃
用
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
の
受
益
地
域
は
、
大
国
荘
や
愛
智
荘
の
中
心
地
に
当
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
開
さ
く
年
代
は
不
明

な
が
ら
、
条
里
型
土
地
割
分
布
範
囲
外
へ
の
荘
域
の
拡
大
と
無
関
係
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

溜
池
濯
識
を
主
と
す
る
扇
央
部
の
開
発
は
、

「
井
」
に
よ
る
濯
減
地
域
の
場
合
よ
り
も
か
な
り
遅
れ
て
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

池
之
尻
ほ
か
若
干
の
溜
池
が
か
な
り
古
い
歴
史
を
も
っ
と
と
が
推
定
さ
れ
る
が
、
他
の
多
く
は
比
較
的
新
し
い
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
扇一

央
部
の
開
発
は
、
興
福
寺
領
総
江
荘
な
ど
一
都
合
}
除
き
、
鎌
倉
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
と
と
ろ
は
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
愛
知

川
中
・
下
流
域
で
は
、
前
述
の
ご
と
き
域
外
社
寺
の
荘
園
が
種
々
み
ら
れ
た
が
、
域
内
の
永
源
寺
や
百
済
寺
も
同
様
に
荘
園
を
経
営
し
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
と
に
百
済
寺
の
所
領
は
、
一
扇
央
部
の
各
所
に
分
布
す
る
が
、

い
ず
れ
も
小
規
模
な
地
片
に
す
ぎ
な
い
。
し
か

も
同
寺
所
蔵
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
中
世
末
の
永
正
八
年
(
一
五
一
一
)
当
時
で
さ
え
、

一
カ
所
で
は
一
段
に
も
達
し
な
い
「
新
聞
」
が
み



い
だ
さ
れ
て
、
こ
の
時
代
の
開
発
の
性
格
が
う
か
が
わ
れ
る
し
だ
い
で
あ
る
@
。

し
か
し
な
が
ら
、
封
建
前
期
の
開
発
が
、
荘
園
期
ほ
ど
に
大
規
模
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
扇
央
部
に
せ
よ
、
新
成
の
デ
ル
タ

に
せ
よ
、
そ
れ
の
大
が
か
り
な
開
発
は
、

や
は
り
近
世
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
戦
国
の
式
将
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
た
緊
張
体
系

が
、
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
絶
え
ず
戦
闘
が
続
い
て
い
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
ゆ
え
、

一
時
的
安
康
を
得
れ
ば
、

愛知川中・下流域における中世の土地開発と豪族屋敷

百
済
寺
領
の
例
が
示
す
ご
と
き
小
規
模
な
開
墾
が
根
気
よ
く
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
封
建
前
期
に
み
ら
れ
た
か
か
る
土
地

開
発
を
、
こ
れ
以
上
追
及
す
る
に
は
、
残
念
な
が
ら
資
料
に
乏
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
考
古
地
理
学
的
方
法
に
立
ち
か
え
っ

て
、
中
世
的
集
落
の
示
準
形
能
と
い
わ
れ
る
豪
族
屋
敷
を
実
地
調
査
し
、

そ
の
分
布
論
的
研
究
か
ら
、

土
地
開
発
を
間
接
に
推
し
は
か
る

ト
晶
、
れ

ν
、
い
ま
の
と
こ
ろ
適
当
な
方
法
が
み
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ひ
い
て
は
、
中
世
的
的
集
落
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

と
も
な
る
。

三
、
豪
族
屋
敷
の
位
置
と
形
態

こ
の
地
域
に
お
け
る
中
世
豪
族
屋
敷
を
研
究
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

〔一一〕

つ
ぎ
の
諸
条
件
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

近
畿
先
進
地
域
の
一
つ
と
し
て
土
地
開
発
が
早
く
か
ら
行
わ
れ
た
た
め
、
豪
族
屋
敷
を
核
と
す
る
新
集
落
の
発
生
よ
り
も
、
既

存
集
落
の
一
廓
を
構
え
る
ケ
l
ス
が
多
か
っ
た
こ
と
。
〔
二
〕

こ
の
地
域
で
は
、
中
世
末
に
守
護
・
荘
園
領
主
・
有
力
名
主
・
農
民
層
等

対
立
関
係
に
あ
る
諸
勢
力
が
相
殺
し
合
っ
て
、
強
力
な
戦
国
大
名
の
出
現
を
み
な
か
っ
た
こ
と
。
口
一
口

と
の
地
方
は
京
極
勢
と
六
角
勢
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と
の
境
界
地
帯
に
あ
た
り
、
両
勢
力
の
消
長
に
伴
な
っ
て
し
ば
し
ば
戦
乱
の
ち
ま
た
と
な
り
、
そ
の
た
め
貴
重
な
史
料
が
散
逸
し
て
、
と

の
面
で
の
研
究
が
種
々
制
約
を
受
け
る
こ
と
。
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こ
の
こ
と
は
木
地
域
に
お
け
る
中
世
豪
族
屋
敷
の
広
範
囲
に
わ
た
る
分
布
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
遺
構
に

関
す
る
調
査
の
必
要
を
痛
感
せ
し
め
る
。

わ
れ
わ
れ
が
行
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
結
果
か
ら
、
最
初
に
豪
族
屋
敷
と
村
落
と
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

と
の
地
域
で
は
、

し
ば
し
ば
古
屋
敷
の
小
字
名
を
示
す
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
村
落
と
は
や
や
離
れ
て
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
下
岸
本
で

は
、
現
在
の
村
落
が
愛
知
川
沿
い
の
沖
積
低
地
を
占
め
る
の
に
対
し
て
べ
古
屋
敷
は
約
一
七

0
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
段
丘
崖
端
に
あ
っ
て
空

濠
の
あ
と
を
残
し
、
ま
た
西
出
(
安
孫
子
)

で
は
大
城
(
旧
字
名
屋
敷
内
)
が
部
落
の
西
北
一
五

0
メ
ー
ト
ル
に
、
豊
満
で
は
古
屋
敷
が

同
じ
く
北
西
四

0
0
メ
ー
ト
ル
に
、
葛
巻
で
は
東
方
一

0
0
メ
ー
ト
ル
の
と
と
ろ
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
屋
敷
と
村
落
の
隔
離
状
態
は

果
し
て
当
初
か
ら
の
も
の
か
、
現
村
落
が
古
屋
敷
の
近
く
よ
り
移
動
し
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
古
屋
敷
が
村
落
か
ら
と
び
出
し
て

行
っ
た
も
の
な
の
か
。
い
ま
一
般
的
に
そ
の
い
ず
れ
か
を
断
定
す
る
と
と
は
困
難
で
あ
る
し
、

ま
た
古
屋
敷
が
す
べ
て
豪
族
屋
敷
を
意
味

し
て
い
た
か
も
疑
問
で
あ
る
が
、
二
三
の
事
例
に
つ
い
て
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
永
源
寺
町
甲
津
畑
は
、
南
都
興
福
寺
の
荘
園
で
あ
っ
た
が
、
同
地
在
住
の
速
水
家
の
系
図
@
に
よ
れ
ば
、

「
補
任
甲
津
公
文

職
の
構
屋
敷
是
号
公
文
殿
」
と
あ
り
、
速
水
秦
氏
が
永
仁
二
年
(
一
二
九
四
)
の
こ
ろ
甲
津
畑
に
来
住
し
、
公
文
職
と
な
っ
て
屋
敷
を
構
え

た
と
と
が
知
ら
れ
、
そ
う
し
て
そ
の
場
所
は
い
ま
の
城
久
保
付
近
と
伝
え
ら
れ
る
。
城
久
保
は
伊
勢
国
よ
り
鈴
鹿
山
地
を
こ
加
え
る
千
種
越

え
の
道
が
近
江
へ
通
ず
る
出
口
に
あ
た
り
、
小
高
い
正
の
上
を
占
め
る
。
と
こ
ろ
が
現
在
そ
の
周
辺
に
あ
る
甲
津
畑
部
落
の
か
な
り
の
部

分
は
江
戸
後
期
に
御
在
所
山
中
の
塩
津
や
根
ノ
平
か
ら
移
動
し
て
き
た
と
と
が
宝
永
三
年
の
検
地
帳
@
か
ら
判
明
し
て
お
り
、
当
時
家
々

ほ
と
の
一
帯
に
多
く
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

察
さ
れ
る
。

つ
ま
り
荘
宮
の
屋
敷
は
部
落
よ
り
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
設
け
ら
れ
た
と
と
が
推

ま
た
市
原
野
の
場
合
〆
を
み
る
と
、
こ
こ
で
は
文
亀
元
年
(
一
五

O
一
)
市
原
野
荘
絵
図
写
と
い
う
の
が
残
さ
れ
て
い
る
@
。



模
写
は
江
戸
時
代
で
あ
っ
て
そ
の
真
備
は
判
断
し
難
い
。
し
か
し
こ
れ
と
無
関
係
な
前
記
速
水
家
系
図
に
「
文
亀
元
年
辛
酉
四
月
二
十
日

玉
緒
山
境
目
立
会
之
絵
図
成
就
」
と
あ
り
、
興
福
寺
領
十
カ
村
、
東
大
寺
領
六
カ
村
、
法
勝
寺
領
五
カ
村
、
延
暦
寺
領
八
カ
村
の
記
載
が

み
ら
れ
る
し
、
八
日
市
@
お
よ
び
日
野
に
は
そ
れ
ぞ
れ
東
大
寺
領
と
延
暦
寺
領
の
絵
図
写
が
別
々
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
み

て
上
述
の
絵
図
写
が
全
く
根
拠
が
な
い
想
像
的
な
傑
作
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
と
え
偶
作
と
し
て
も
、
そ
の
基
礎
に
な
る
図
が
あ

愛知川中・下流域における中世の土地開発と豪族屋敷

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

事
実
、
絵
図
と
現
地
を
対
照
し
て
み
れ
ば
、
二
股
村
鍛
治
屋
の
所
在
地
に
は
、

い
ま
鍛
治
屋
の
小
字
地
名
が
み
い
だ
さ
れ
、
池
が
あ
る

ほ
か
、
石
谷
に
は
二
重
堀
の
匡
敷
が
、
ま
た
高
木
に
は
一
重
堀
の
屋
敷
が
、
そ
れ
ぞ
れ
図
の
中
に
示
さ
れ
、

か
つ
今
も
そ
の
あ
と
が
残
つ

て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
古
図
写
の
中
で
公
文
所
や
下
司
殿
が
村
落
か
ら
若
干
は
な
れ
て
描
か
れ
て
い
る
の
も
、
単
な
る
想
像
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
例
は
古
屋
敷
が
当
初
よ
り
村
落
か
ら
や
や
分
離
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
か
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
古
屋
敷
の
か
わ
り
に
古
城
が
み
ら
れ
る
の
は
、
湖
岸
の
伊
庭
の
場
合
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
豪
族
の
系
譜
を
ひ
く
と
み
ら
れ
る
と

の
伊
庭
氏
の
根
拠
地
に
お
い
て
は
、
古
城
の
地
名
が
現
伊
庭
部
落
の
東
は
ず
れ
に
あ
り
、
中
世
末
活
躍
し
た
伊
庭
氏
の
城
館
は
現
在
の
部

落
の
中
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
と
の
場
合
も
、
両
者
は
新
旧
の
系
列
で
考
え
ら
れ
、
部
落
と
古
城
は
分
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
豪
族
屋
敷
の
形
態
は
、
と
の
地
域
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
と
れ
ら
の
屋
敷
跡
の
現
存
す
る
場
合
が

多
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
調
査
に
よ
っ
て
知
り
え
た
豪
族
屋
敷
の
残
存
形
態
に
は
、

つ
ぎ
の
ご
と
き
諸
ケ
l
ス
が
区
別
さ
れ
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る

江
戸
時
代
に
開
墾
さ
れ
て
耕
地
化
し
た
も
の

(
肥
田
・
高
野
瀬
・
甲
崎
・
総
江
の
一
部
・
島
川
の
一
部
)

〔
一

U
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市原野(永源寺町野)の豪族屋敷跡

1.宅地 2.水田 3.畑 4.水路 5.道路

第 2図

図の説明

〔一一〕

江
戸
時
代
は
宅
地
と
し
て
存
在
し
た
が
、
明
治
五
年
(
一

八
七
二
)

の
学
制
発
布
に
よ
っ
て
旧
村
落
の
学
校
敷
地
と
な
り
、
現

在
も
同
じ
状
態
を
つ
づ
け
て
い
る
も
の

(
島
川
・
伊
庭
・
上
南
・
川

守
な
ど
u

〔
一
二
〕

空
地
ま
た
は
畑
地
と
し
て
残
さ
れ
、
あ
る
い
は
大
字
の
集

会
所
・
寺
院
・
詞
の
敷
地
と
な
っ
て
い
る
も
の
(
市
原
野
・
一
式

愛
知
川
・
葛
巻
・
山
路
・
和
田
・
河
曲
な
ど
)

〔
四
〕

現
在
も
か
つ
て
の
豪
族
の
子
孫
ま
た
は
他
人
に
よ
っ
て
、

居
住
が
続
い
て
い
る
も
の
(
甲
崎
・
鏡
・
中
北
・
小
堤
・
三
上
な
ど
)

〔
一
一
〕
は
城
館
ま
た
は
城
砦
に
近
い
規
模
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
〔
二
〕
は
そ
れ
よ
り
や
や
小
さ
い
が
、
城
館
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
円
四
〕
は
愛
知
川
流
域
に
は
さ
ほ
ど
み
ら
れ
ず
、
蒲
生
・
野
、
洲

郡
に
多
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
〔
三
U
が
比
較
的
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
と
て
も
大
部
分
は
完
全
な
原
形
を
残
し
て
い
な
い
。

一
般
に
豪
族
屋
敷
の
規
模
は
、

一
辺
が
二

O
間
前
後
、
他
辺
が

O
間
ほ
ど
の
長
方
形
な
い
し
は
変
形
し
た
四
辺
形
を
な
し
、
面
積
も

一
反
数
畝
の
も
の
が
標
準
で
あ
る
。
た
と
え
ば
安
孫
子
(
一
二
・
五



間
×
一
八
間
)
、

一
式
(
一
七

1
一
ム
ハ
間
×
二
二

l
一
九
間
)
、
市
原
野
(
二
六
l
三
三
間
×
三
一
間

1
二
八
間
)
な
ど
が
標
準
型
に
近

ぃ
。
と
れ
ら
は
い
ず
れ
も
前
掲
の
第
三
型
に
属
す
る
。
こ
れ
よ
り
や
や
大
き
い
も
の
に
、
高
木
の
四
七

1
五
四
間
×
四
七

1
六
O
聞
が
あ

る
。
湖
北
木
之
本
町
小
山
の
伊
吹
屋
敷
が
ほ
ぼ
一
町
四
方
を
堀
の
内
と
し
、
そ
の
内
側
に
約
三
五
間
四
方
の
土
塁
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
こ

と
@
や
別
の
機
会
に
現
地
調
査
し
た
長
浜
市
下
坂
中
の
下
坂
屋
敷
が
、

ほ
ぼ
一
町
四
方
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
み
れ
ば
、
と
の
地
で
も
や

愛知川中・下流域における中世の土地開発と豪族屋敷

は
り
高
木
ク
ラ
ス
が
豪
族
屋
敷
と
し
て
は
群
を
抜
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
湖
北
や
甲
斐
、
東
北
の
も
の
ほ
ど
整
然
と
し
た

遺
構
が
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
城
砦
を
兼
ね
た
も
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
大
規
模
で
、
肥
田
城
(
高
野
瀬
氏
居
館
)

は
、
江
戸
時
代

の
開
墾
で
三
町
五
反
九
畝
十
七
歩
の
耕
地
と
な
っ
て
い
る
@
。

右
と
関
連
し
て
、
豪
族
屋
敷
の
錯
雑
性
は
と
の
流
域
の
特
色
で
あ
る
と
芳
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
中
世
を
通
じ
て
同
一
の
集
落
に
異
な
る

豪
族
、
被
官
、
家
人
な
ど
が
住
み
、
盛
衰
を
し
た
結
果
、
屋
敷
跡
が
重
複
し
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
屋
敷
の
分
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
の

た
め
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
「
市
」
を
と
り
あ
げ
る
と
、
こ
こ
で
は
南
北
朝
の
こ
ろ
よ
り
市
村
備
後
守
の
名
が
あ
ら
わ
れ

て
お
り
、
室
町
期
に
は
三
家
に
分
か
れ
た
。
ま
た
上
岸
本
に
は
、
高
岸
・
岸
本
両
氏
が
、
川
南
に
は
文
永
年
間
中
村
民
部
、
文
禄
年
間
高

楕
摂
津
守
が
、
島
川
に
は
喜
多
川
弥
介
と
矢
守
壱
岐
守
、
平
井
に
は
平
井
氏
・
井
関
氏
・
西
川
氏
(
後
二
者
は
平
井
氏
の
重
臣
)
、
平
柳

に
は
中
戸
氏
、
平
柳
氏
が
住
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
江
戸
時
代
に
著
わ
さ
れ
た
淡
海
木
間
撞
や
近
江
古
城
記
録
な
ど
を
比
較
し
て

も
、
か
な
り
の
相
異
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
事
実
は
単
に
史
料
の
信
藤
度
が
低
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

屋
敷
居
住
者
の
変
転
が
多
か

っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
飴
江
で
は
、
旧
屋
敷
の
地
区
内
に
お
い
て
戦
国
時
代
に
城
砦
が
構
築
さ
れ
た
た
め
両
者
が
錯
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雑
し
、
矢
守
で
も
杉
立
氏
の
ほ
か
賀
藤
氏
が
い
た
。
た
だ
し
こ
の
居
批
は
現
在
で
は
明
瞭
で
な
い
。
同
様
な
と
と
は
、
愛
知
川
町
長
野
大

門
に
も
み
ら
れ
る
。
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(
稲
枝
町
)

屋
敷
の
分
化
が
芳
え
ら
れ
る
の
は
、
同
一
集
落
内
に
上
魔
敷
、
下
屋
敷
、
城
な
ど
が
並
在
す
る
こ
と
の
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
甲
崎

で
は
、
上
屋
敷
、
中
屋
敷
、
下
屋
敷
、
城
屋
敷
の
小
字
名
が
あ
り
、
現
在
の
集
落
は
上
屋
敷
と
城
屋
敷
に
わ
た
り
、
中
屋
敷

と
下
屋
敷
は
耕
地
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
城
屋
敷
の
地
に
は
、
神
崎
氏
の
子
孫
と
伝
え
ら
れ
る
〈
所
蔵
文
書
な
し
)
神
崎
氏
が
、
冠

木
門
を
も
っ
屋
敷
を
構
え
て
い
る
。
屋
敷
の
南
東
側
に
は
濠
を
か
ね
た
小
流
が
み
ら
れ
、
前
に
は
詞
が
ま
つ
ら
れ
て
あ
る
。
ま
た
集
落
の

西
、
下
屋
敷
の
近
く
に
は
、
本
城
・
門
の
脇
・
馬
屋
・
蓮
池
な
ど
の
小
字
名
と
城
館
の
地
割
が
残
存
す
る
。
と
の
地
は
、
神
崎
氏
五
代
の

居
館
地
で
あ
り
(
新
聞
略
記
)
ま
た
山
内
氏
も
在
住
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
と
と
ろ
で
(
佐
々
木
南
北
諸
土
帳
)
@
、

前
述
の
重
複
居
住
が

み
ら
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
、
屋
敷
と
城
の
分
化
さ
ら
に
屋
敷
内
部
の
分
化
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
同
様
に
島
川
に
お
い
て
も
島
川
北
城
と
南
城
が
あ
り
、
北
城
は
城
砦
的
、
南
城
は
屋
敷
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
と
れ
も
屋
敷
と

域
の
分
化
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
判
断
さ
れ
る
。

中
世
の
城
砦
が
、
山
上
に
あ
っ
て
山
麓
の
居
館
と
分
離
し
て
い
た
と
と
は
、
と
の
地
で
も
み
ら
れ
、
佐
生
山
頂
1

岡
山
麓
(
五
個
荘

町
、
後
藤
氏
)
、
和
田
山
山
頂

l
間
山
麓
(
五
個
荘
町
、
和
田
氏
)
、
下
迫
(
日
野
町
、
三
木
氏
)
、
玉
緒
山
1
布
施
(
八
日
市
市
、
布
施
氏
)

佐
久
良
上
の
城
山
|
下
の
城
山
(
日
野
町
、
小
倉
氏
)
星
ケ
崎
城
1
鏡
(
竜
王
町
、
鏡
山
氏
)
な
ど
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ま
た
平
野
部
の
場
合
で
も
永
原
氏
の
ご
と
き
は
、
二
つ
の
城
館
を
有
し
て
い
る
。
と
う
し
た
傾
向
か
ら
推
す
と
、
愛
知
川
涜
域
の
平
野

部
に
あ
っ
て
も
、
城
と
屋
敷
の
水
平
的
分
化
が
時
に
は
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
も
一
応
樹
て
ら
れ
よ
う
。
下
屋
敷
と
上
屋

敷
と
の
分
化
の
例
を
他
に
求
め
る
と
、
前
記
鏡
山
氏
の
場
合
、
中
世
末
に
居
館
を
鏡
字
山
鏡
の
地
に
設
け
、
土
塁
と
濠
で
こ
れ
を
と
り
ま

一
い
た
が
、
そ
の
北
隣
り
に
下
屋
敷
(
現
在
水
田
)
を
た
て
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
し
、
野
訓
町
小
堤
の
沢
屋
敷
で
も
、
廓
内
の
土
塁
の
西
隣

り
に
下
屋
敷
(
現
在
水
田
)
を
設
け
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
痕
跡
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
ご
と
き
位
置
を
占
め
、
形
態
を
と
っ
た
も
の
の
土
地
開
発
に
果
し
た
役
割
は
、
連
続
的
な
面
の
上
で
は
な
さ

れ
ず
、

か
な
り
狭
い
点
的
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

回
、
豪
旗
屋
敷
の
分
布

わ
れ
わ
れ
は
現
地
調
査
に
よ
り
、
豪
族
屋
敷
の
位
置
と
形
態
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
さ
ら
に
こ
こ
で
は
小
字
名
の
蒐
集
に
よ
る
ア
プ
ロ

ー
チ
弘
文
献
史
料
の
検
討
結
果
を
も
加
え
て
、
全
体
の
分
布
を
み
て
行
き
た
い
。
な
お
近
江
の
古
城
・
豪
族
屋
敷
に
関
す
る
文
献
史
料
と

愛知川中・下流域における中世の土地開発と豪族屋敷

し
て
は
、

一
次
的
な
も
の
が
少
な
く
、
二
次
的
な
も
の
と
し
て
は
、
江
戸
期
に
書
か
れ
た
淡
海
木
間
撞
、
近
江
輿
地
誌
略
、
近
世
古
城
主

屋
敷
主
表
、
佐
々
木
南
北
諸
土
帳
@
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
網
羅
性
・
信
憲
性
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
点
が
少
な
く
な
い
と
と
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を
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

;J、字名表によ:g;屋敷関係地名

お思lA B C D E 

神崎郡 17 5 19 3 1 

愛知郡 26 4 11 3 2 

蒲生君E 48 13 19 4 5 

野洲郡 一19 2 8 2 2 

栗太郡 28 2 15 8 

A…放ノ前・堀ノ内・披屋敷・馬場

B…おやしき・殿屋敷・内屋敷・古屋敷

C…その他の屋敷

D…市

E…蔵ノ町

(ただし愛知郡中，山地にある東小椋

村は除L、てある)

ま
た
小
字
名
に
つ
い
て
も
、
種
々
な
る
論
議
が
な
さ
れ
る
が
、
豪

族
屋
敷
的
な
地
名
が
、
豪
族
屋
敷
と
は
全
く
無
関
係
と
は
い
い
が
た

u、。

一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
の
価
値
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
そ
こ

で
明
治
八
年
の
小
字
名
統
合
以
前
の
小
字
名
表
@
に
よ
っ
て
、
豪
族

屋
敷
に
関
す
る
地
名
を
み
る
と
、
上
の
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
と
れ

ら
の
う
ち
、
単
な
る
屋
敷
・
西
ノ
屋
敷
な
ど
の
地
名
が
豪
族
屋
敷
を

意
味
す
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
し
、
と
れ
を
省
く
と
し
て
も
、
な

お
か
な
り
の
豪
族
屋
敷
が
館
ま
た
は
城
館
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と



o 1 

口 2

/::; 3 

第 3図愛知川中・下流および日野川流域における豪族屋敷の分布

図の説明 1. 小字名に残るもの

2. 文書のみにあるもの

3. 遺構のあるもの
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と
が
判
明
す
る
。
そ
う
し
て
お
や
し
き
、
殿
屋
敷
な
ど
居
館
を
示
す
と
み
ら
れ
る
も
の
よ
り
も
、
域
屋
敷
・
堀
ノ
内
・
堀
ノ
前
な
ど
の
域

館
を
意
味
す
る
も
の
の
方
が
多
い
。

さ
ら
に
小
字
名
ま
で
な
ら
な
か
っ
た
豪
族
屋
敷
、
あ
る
い
は
豪
族
屋
敷
を
示
し
た
小
字
名
が
そ
の
後
変
化
し
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ

る@。

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
造
構
の
残
存
や
里
人
の
俗
称
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
判
明
す
る
も
の
を
現
地
踏
査
に
よ
っ
て
調
べ
た
。

愛知川中・下流域における中世の土地開発と豪族屋敷

そ
の
結
果
を
図
示
す
れ
ば
第
3
図
の
ご
と
く
で
あ
る
。
図
に
よ
る
と
、
湖
東
平
野
全
域
に
わ
た
り
、
佐
々
木
氏
お
よ
び
蒲
生
氏
に
関
係

す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
条
毘
施
行
地
域
に
は
少
な
く
、
そ
の
縁
辺
部
と
く
に
山
麓
に
多
く
、
平
野
部
に
あ
っ
て
は
河
川

に
そ
う
て
か
な
り
み
い
だ
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
と
れ
ら
が
戦
術
上
要
害
を
な
し
や
す
か
っ
た
こ
と
、
条
里
が
氾
濫
に
よ
っ
て
み
だ
さ

れ
、
豪
族
の
発
生
を
容
易
な
ら
し
め
た
こ
と
な
ど
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
そ
の
分
布
密
度
は
、
蒲
生
郡
よ
り
も
愛
知
・
神
崎
両
郡
に

高
い
。
と
れ
は
前
述
の
ご
と
く
、

愛
知
川
流
域
が
京
極
(
の
ち
に
浅
井
)
・
六
角
両
氏
の
勢
力
境
界
地
帯
に
あ
た
り
、

戦
乱
が
た
え
ま
な

か
っ
た
と
と
と
も
関
係
す
る
と
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
分
布
を
よ
り
詳
し
く
み
る
た
め
に
は
、
豪
族
屋
敷
の
系
譜
が
尋
ね
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
わ
れ
わ
れ
が
知
り
得
る
分

布
は
、
鎌
倉
・
南
北
朝
・
室
町
と
く
に
戦
国
の
誇
期
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
豪
族
屋
敷
の
重
さ
ね
あ
わ
せ
の
結
果
で
あ
り
、
当
然
の
と
と

な
が
ら
そ
の
成
立
と
存
続
期
聞
を
異
に
し
、
そ
の
性
格
も
ち
が
う
か
ら
で
あ
る
。
豪
族
屋
敷
の
系
譜
に
は
、
名
目
屋
敷
の
系
統
と
政
治
支

配
の
末
端
に
あ
ら
わ
れ
た
「
地
頭
堀
ノ
内
」
の
系
統
と
が
あ
げ
ら
れ
る
@
。

し
か
し
、
荘
園
が
錯
綜
し
た
近
江
の
場
合
、
と
の
こ
つ
の
系

統
を
わ
け
る
こ
と
は
史
料
的
に
も
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
と
で
郡
志
そ
の
他
の
史
料
@
か
ら
現
在
に
痕
跡
を
残
す
豪
族
屋
敷
の
系
譜
を
芳
え

て
み
た
。
と
れ
ら
の
う
ち
比
較
的
明
ら
か
な
も
の
を
あ
げ
る
と
つ
ぎ
の
ご
と
く
な
る
。
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平
安
時
代
の
豪
族
ま
た
は
土
豪
の
系
統
を
ひ
く
も
の
。
伊
庭
氏
(
伊
庭
)

-
安
孫
子
氏
(
安
孫
子
)

-
小
倉
氏
(
小
倉
・
佐
久
良
)
。

〔

一

〕
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つ
一
〕
南
北
朝
|
室
町
期
の
在
地
領
主
(
鎌
倉
期
の
地
頭
荘
官
の
系
統
を
ひ
く
も
の
お
よ
び
有
力
新
名
主
の
土
豪
化
し
た
も
の
)
。
総
江
氏
(
総
江
)

-
森
氏
(
森
)
・
市
村
氏
(
市
村
)
・
島
川
氏
(
島
川
)
・
目
賀
田
氏
(
目
賀
田
)
・
野
村
氏
(
市
原
野
)
・
速
水
氏
(
甲
津
畑
)
。
な
お
や
や
疑
問

で
あ
る
が
、
杉
立
氏
(
矢
守
)
・
賀
藤
氏
(
矢
守
)
・
回
付
氏
(
三
ツ
谷
)
・
本
庄
氏
(
本
庄
)
・
矢
守
氏
(
島
川
)
・
平
椀
氏
(
平
柳
)
等
も
こ

れ
に
属
せ
し
め
う
る
。

弓
一
〕
守
護
佐
々
木
氏
の
庶
流
。
愛
智
川
氏
(
愛
知
川
)
・
平
井
氏
(
平
井
・
彦
富
)
・
長
江
氏
(
金
沢
)
・
高
野
瀬
氏
(
肥
田
・
高
野
瀬
)
・
神
崎
氏

(
甲
崎
)
・
新
聞
氏
(
新
海
)
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
鎌
倉
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
在
地
領
主
化
し
て
い
る
。

〔
四
〕
守
護
佐
々
木
氏
の
家
人
と
な
っ
た
も
の
。
中
村
氏
(
長
野
)
・
杉
立
氏
・
総
江
氏
・
吉
田
氏
・
目
賀
田
氏
・
栗
田
氏
(
栗
田
)
・
本
庄
氏
・
回

付
氏
・
青
山
氏
・
山
路
民
(
山
路
)
・
和
田
氏
(
和
田
)
・
新
村
氏
(
新
宮
了
小
川
氏
(
小
川
)
・
御
調
時
(
羽
田
プ
倉
垣
氏
(
石
谷
)
・
到
周

司
(
芝
原
)
・
柑
細
則
(
布
施
・
瓜
生
津
)
。
た
だ
し

l
l印
は
農
民
層
か
ら
上
昇
し
た
も
の
@
。

〔
五
〕
佐
々
木
氏
の
庶
流
ま
た
は
家
人
の
被
官
。
久
木
氏
(
越
川
城
・
高
野
瀬
氏
)
・
井
関
氏
・
西
川
氏
(
平
井
・
平
井
氏
)
・
安
孫
子
氏
(
安
孫
子

-
高
野
瀬
氏
)
・
満
島
氏
(
苅
間
・
矢
守
氏
)
。

右
の
系
譜
と
分
布
の
関
係
を
み
る
と
、
円
一
〕
お
よ
び
口
一
〕
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
条
里
施
行
地
域
外
ま
た
は
縁
辺
に
存
在
し
、
そ
れ
は

と
く
に
愛
知
川
右
岸
の
旧
扇
状
地
面
に
多
い
。
こ
の
こ
と
は
土
地
開
発
と
豪
族
屋
敷
の
あ
る
種
の
連
関
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
れ
に
対
し
、
守
護
職
の
庶
流
と
さ
れ
る
ロ
ニ
〕
は
、
む
し
ろ
条
里
施
行
地
の
沖
積
平
野
面
に
多
く
分
布
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
詳
細
に

検
討
す
れ
ば
宇
曽
川
・
愛
知
川
・
愛
知
川
旧
流
路
に
そ
う
徴
高
地
あ
る
い
は
自
然
堤
防
を
利
用
し
、
概
し
て
条
里
型
土
地
割
分
布
地
の
縁
'

辺
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
南
北
朝
以
後
新
し
い
体
制
が
進
展
す
る
と
、
守
護
は
積
極
的
に
そ
れ
ま
で
の
在
地
領
主
や
土
豪
化
し
た
有
力
新

名
主
を
被
官
化
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
と
の
地
域
で
は
六
角
佐
々
木
氏
に
よ
る
被
官
化
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
前
記
の
よ
う
に

布
施
・
芝
原
・
後
藤
な
ど
の
農
民
層
出
身
が
、
や
は
り
非
条
里
地
域
の
蒲
生
野
一
帯
か
ら
出
て
い
る
と
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
背
後
に

は
清
生
野
に
お
け
る
土
地
開
発
の
進
展
と
と
の
地
域
の
商
業
活
動
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
四
型
の
分
布
に
関
し
て
い
ま
一
つ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
六
角
佐
々
木
氏
の
本
拠
地
観
音
寺
山
か
ら
愛
知
川
に
至
る
一
帯
に
、
こ
の
型



が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
か
な
り
の
も
の
が
み
ず
か
ら
神
社
を
勧
請
し
、
集
落
規
模
も
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
す
な
わ

ち
豪
族
に
よ
る
村
だ
て
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
は
六
角
氏
の
防
備
体
制
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
当
時
六
角
氏
は
江
北
の
京
極

氏
と
争
い
、
京
極
氏
没
落
後
も
浅
井
氏
、

さ
ら
に
は
織
田
氏
が
重
大
な
脅
威
で
あ
っ
た
。
事
実
羽
田
(
八
日
市
市
)
出
身
の
後
藤
氏
も
の

ち
に
佐
生
(
五
箇
荘
町
)

に
移
り
、

し
ば
し
ば
激
戦
が
こ
の
一
帯
で
行
わ
れ
て
お
り
、
遂
に
は
織
田
氏
に
よ
っ
て
六
角
氏
の
滅
亡
が
も
た

愛知川中・下流域における中世の土地開発と豪族屋敷

ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
戦
略
上
の
意
図
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
五
型
は
、
佐
々
木
氏
庶
流
ま
た
は
家
人
の
屋
敷
に
近
く
分
布
す
る
の
が
普
通
で
、
数
は
少
な
い
が
集
中
形
態
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
ご
と
く
み
れ
ば
、
愛
知
川
中
・
下
流
域
に
お
け
る
豪
族
屋
敷
の
分
布
は
、
土
地
開
発
と
戦
略
体
制
と
い
う
こ
つ
の
要
因
に
大
き

く
規
定
さ
れ
、
局
地
的
に
は
微
地
形
と
関
係
が
深
い
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
し
か
も
土
地
開
発
の
場
合
、
豪
族
屋
敷
が
開
発
拠
点
と
し
て
機

能
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
荘
園
に
お
け
る
土
地
占
有
や
経
営
の
変
化
に
つ
れ
て
、
そ
れ
の
再
編
成
の
中
心
に
な
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
第

4
図
は
、
と
の
地
域
に
お
け
る
神
社
の
氏
子
の
範
囲
と
豪
族
所
在
地
と
の
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
に
よ
る
と
、
愛
知
川
右
岸
に

お
い
て
は
、
押
立
神
社
、
豊
国
神
社
な
ど
大
き
い
氏
子
範
囲
を
有
す
る
郷
社
が
多
い
が
、
宮
家
族
屋
敷
の
あ
る
集
落
は
、
そ
の
縁
辺
部
に
分

布
す
る
。
神
社
と
荘
郷
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
な
お
研
究
す
べ
き
余
地
が
多
い
に
し
て
も
、

か
か
る
縁
辺
は
力
関
係
の
比
較
的
弱
い
と
こ

ろ
で
あ
り
、
と
と
か
ら
南
北

t
室
町
期
の
在
地
領
主
が
多
く
輩
出
し
て
い
る
と
と
、

さ
ら
に
こ
れ
ら
が
東
北
型
の
豪
族
屋
敷
村
を
示
さ
な

い
こ
と
な
ど
か
ら
右
の
推
定
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
神
社
を
前
時
代
の
荘
園
経
営
の
中
心
地
、
と
考
え
れ
ば
、
荘
園
的
土
地
開
発
と

封
建
的
開
発
と
の
異
根
性
と
し
て
も
把
え
ら
れ
る
が
、
と
の
点
は
後
考
を
待
ち
た
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
観
音
寺
山
の
北
東
、
愛
知
川
左
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岸
に
は
前
述
の
ご
と
く
武
家
尊
崇
の
神
を
祭
る
神
社
が
、
豪
族
屋
敷
と
と
も
に
介
在
し
、
氏
子
範
囲
の
変
化
も
か
な
り
著
し
い
。
と
う
し

た
点
か
ら
も
右
岸
と
左
岸
の
豪
族
屋
敷
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
ほ
前
記
の
二
大
要
因
と
関
係
づ
け
て
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
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こ
れ
を
要
す
る
に
、
愛
知
川
中
・
下
流
域
に
お
け
る
豪
族
屋
敷
は
、
土
地
開
発
の
拠
点
と
な
っ
た
も
の
よ
り
も
、
荘
園
制
下
の
居
住
と

土
地
領
有
・
保
有
関
係
の
変
化
に
つ
れ
て
、
そ
の
再
編
成
の
中
心
と
な
っ
た
も
の
が
多
い
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
佐
々
木
氏

の
下
に
被
宮
化
し
た
下
級
豪
族
た
ち
に
よ
っ
て
構
え
ら
れ
、
戦
略
的
な
防
禦
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
た
が
、
六
角
佐
々
木
勢

力
の
不
安
定
性
の
ゆ
え
に
、
体
制
は
必
ず
し
も
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
近
世
初
期
に
お
け
る
有
力
土
豪
の
帰
農
に
よ
る
豪

族
屋
敷
村
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
点
か
ら
推
し
て
、
佐
々
木
氏
の
滅
亡
後
は
、
他
地
方
に
出
で
、
中
世
末
に
は
跡
を
絶
っ
た
も
の
が
多
い



よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
の
点
は
先
進
地
域
に
お
け
る
豪
族
屋
敷
に
共
通
す
る
特
色
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
不
地
域
に
お
い
て
は
、
中
世
商
業
の
発
達
か
ら
、
市
場
が
集
落
形
成
の
も
う
一
つ
の
核
心
を
な
し
て
い
た
。
と
れ
は
先
の
表
に
一

部
示
し
て
お
い
た
が
、
豪
族
屋
敷
と
の
関
係
の
考
察
は
他
日
を
期
し
た
い
。

愛知川中・下流域における中世の土地開発と豪族屋敷

む

ナ

日到、

道
ま
た
は
自
然
堤
防
、
さ
ら
に
湖
岸
の
パ
ッ
ク
ス
ワ
ン
プ
に
お
よ
ん
だ
。
乏
水
性
の
環
境
に
あ
る
た
め
、
溜
池
お
よ
び
井
に
よ
る
河
川
濯

中
世
に
お
け
る
土
地
開
発
は
、
条
皇
型
土
地
割
の
分
布
地
域
外
に
あ
た
る
愛
知
川
扇
状
地
を
主
要
舞
台
と
し
、

一
部
は
同
河
川
の
旧
河

慨
に
基
づ
く
水
田
開
発
が
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
小
規
模
な
も
の
の
集
積
と
は
い
え
、
荘
園
期
で
あ
っ

て
、
封
建
期
に
は
さ
ほ
ど
の
事
例
を
み
い
だ
し
難
い
。
し
か
し
、
豪
族
屋
敷
が
市
場
と
と
も
に
、
新
し
い
集
落
形
成
の
二
大
核
心
を
な
し

て
い
た
以
上
、
居
住
域
の
拡
大
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
土
地
開
発
史
上
無
視
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
豪
族
屋
敷
と
土
地
開
発
と
は
、

一
部
に
お
い
て
機
能
論
的
に
、
全
域
に
つ
い
て
は
分
布
論
的
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
殺
伐
た
る
中
世
的

景
観
の
奥
底
に
も
、
平
和
的
な
開
発
の
匂
い
が
感
じ
ら
れ
・
る
し
だ
い
で
あ
る
。
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谷
阿
武
雄
平
野
の
地
理
、
第
四
章
第
二
節
、
一
九
六
三
。

谷
阿
武
雄
・
須
藤
賢
甲
府
盆
地
に
お
け
る
豪
族
屋
敷
、
人
文
地
理
三
の
増
刊
号
、
一
九
五
二
。

谷
岡
武
雄
近
江
国
犬
上
郡
の
条
里
と
湖
東
平
野
中
部
の
開
発
、
人
文
地
理
八
の
五
、
一
九
五
六
。

谷
阿
武
雄
向
右

愛
知
川
治
岸
土
地
改
良
事
務
所
、

「
浸
水
被
害
状
況
図
」
に
よ
る
。
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近
江
愛
智
郡
志
巻
五
、
第
二
三
篇
、
一
九
二
九
。

弥
永
貞
三
奈
良
時
代
の
貴
族
と
農
民
、
一
ニ
ニ

1
一
二
三
頁
、
一
九
五
六
。

豊
満
神
社
の
前
か
ら
馬
場
に
か
け
て
の
小
字
が
「
大
国
」
と
な
っ
て
い
る
。

坂
本
賞
三
元
興
寺
領
近
江
国
愛
智
庄
に
つ
い
て

(I)
滋
賀
大
学
学
芸
部
紀
要
十
、

農
林
省
愛
知
川
水
利
事
務
所
「
皐
舷
被
害
状
況
図
」
に
よ
る
。

小
牧
実
繁
・
小
林
博
ピ
野
の
開
発
、
田
中
秀
作
教
授
古
稀
記
念
地
理
学
論
文
集
所
収
、
一
九
五
六
。

蒲
生
郡
志
に
よ
れ
ば
、
官
向
井
は
僧
得
珍
の
設
計
に
成
る
と
い
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
付
近
は
中
世
商
業
の
中
心
地
、
得
珍
保
の
故
地
で
あ
る
。

近
江
愛
智
郡
士
山
巻
五
、
二
六
三
頁
掲
載
の
文
書
に
よ
る
。

こ
の
系
図
の
信
憲
性
は
三
上
彦
次
博
士
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
。

甲
津
畑
部
落
有
文
書
。

高
木
部
落
有
文
書
。

八
日
市
公
民
館
蔵
。
た
だ
記
載
様
式
は
若
干
異
な
る
。

宮
川
満
太
閤
検
地
論
E
部
、
二
八
六
頁
、
一
九
五
七
。

愛
智
郡
志
巻
二
、
三
一
六
頁
。

同
右
に
よ
る
。

近
江
輿
地
誌
略
(
寒
川
辰
清
)
(
大
日
本
地
誌
大
系
)
は
、
地
誌
で
必
ず
し
も
古
城
祉
・
豪
族
屋
敷
を
網
羅
し
て
い
な
い
。
近
江
古
城
主
屋
敷

主
帳
(
波
賀
県
庁
所
蔵
影
写
本
)
は
彦
根
藩
領
関
係
の
も
の
で
あ
る
が
、
編
纂
の
時
期
や
由
来
が
明
ら
か
で
な
い
。
淡
海
木
間
接
や
佐
々
木
南

北
諸
土
帳
(
向
上
)
も
疑
問
の
点
が
少
な
く
な
い
。

滋
賀
県
庁
所
蔵
。

た
と
え
ば
現
地
に
行
く
と
住
民
だ
け
が
慣
用
し
て
い
る
の
み
で
城
館
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
甲
崎
の
馬
屋
・
門
ノ
脇
、
一
式
の
城
な
ど
。

谷
岡
武
雄
「
中
世
の
防
禦
的
集
落
」
歴
史
地
理
第
二
巻
-
五
六
頁
、
朝
倉
書
応
、
一
九
五
七
。

「
近
江
愛
智
郡
士
山
」
五
巻
、
「
近
江
神
崎
郡
士
山
稿
」
(
上
、
下
)
、
神
崎
郡
教
育
会
、
一
九
二
八
。
宮
川
満
「
大
閤
検
地
論
」
第
I
・
E
部
、
御

茶
の
水
書
房
一
九
五
七
、
一
九
五
九
。
速
水
家
(
甲
津
畑
)
高
野
瀬
家
(
肥
田
)
、
系
図
、
そ
の
他
に
よ
る
。

宮

川

満

前

掲

書

第

I
部
、
二
五
六
頁
。

一
九
六
O
。
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