
み
や
ど
う

和
泉
地
方
に

b
け
る
宮
郷
と
農
業
用
水
・
共
有
山

大

越

勝
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ま

え

カき

き

都
市
ぞ
村
落
の
調
査
研
究
に
は
都
市
調
査
法
、
村
落
調
査
法
、
集
落
手
査
法
、
郷
土
調
査
法
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
村
落
関

係
の
調
査
さ
れ
た
テ
l
マ
や
報
告
類
は
数
え
き
れ
な
い
位
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
私
は
大
阪
府
の
南
部
和
泉
地
方
に
お
け
る
村
落
と
く

に
郷
村
制
の
研
究
に
つ
と
め
て
い
る
が
、
牛
歩
の
感
が
あ
る
。
私
の
調
査
は
村
落
共
同
体
の
内
部
の
宮
座
に
注
目
し
、
幾
つ
か
の
村
落
の

み
や
ど
う

の
宮
座
が
経
営
さ
れ
て
宮
郷
①
@
@
を
形
成
し
て
い
る
。
村
落
の
外
部
、
周
り
の
土
地
の
耕
作
@
、

聞
に
総
社
(
本
社
)

土
地
の
開
発
に
は

農
業
用
水
が
必
要
で
、
そ
の
農
業
用
水
は
ど
こ
か
ら
引
い
て
貯
え
、
さ
ら
に
田
圃
に
濯
概
し
て
い
る
か
。
ま
た
宮
郷
と
い
う
広
い
区
域
や

総
社
の
宮
座
の
経
営
に
は
道
路
、
橋
梁
、
神
社
、

寺
院
、

池
溝
の
新
設
修
理
営
繕
が
必
要
で
あ
っ
た
。
封
建
期
の
人
々
に
は
飼
料
、

sE 

料
、
燃
料
も
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
、
共
有
の
財
源
と
し
て
共
有
山
@
が
重
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
村
落
の
内
部
、

外
部
の
関
係
を
総
合
し
、
村
落
の
広
域
結
合
と
い
う
点
か
ら
取
上
げ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第

宮

座

弥
生
式
時
代
よ
り
人
々
は
稲
作
農
業
を
営
ん
で
き
た
。
農
村
社
会
に
は
そ
の
発
生
に
遡
る
古
い
時
代
か
ら
神
祇
に
対
す
る
信
仰
が
根
強

く
存
在
し
て
い
る
。
い
か
に
人
事
の
限
り
を
尽
し
て
も
、
な
お
そ
の
年
の
豊
凶
を
ま
ぬ
か
れ
得
な
い
と
い
う
自
然
の
威
力
を
ぽ
昔
の
人
々

は
こ
れ
を
神
の
勢
威
と
し
て
意
識
し
た
。
従
っ
て
神
を
杷
る
仕
事
|
祭
把
奉
仕
は
稲
作
農
業
に
付
随
し
、
稲
作
農
業
に
は
農
業
用
水
の
問

題
が
相
伴
っ
て
発
達
し
て
き
た
。
そ
こ
に
敬
神
的
性
格
が
生
ず
る
。
同
じ
土
地
に
定
着
し
、
同
じ
農
業
の
仕
事
を
年
々
歳
々
繰
返
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
農
業
の
経
験
を
重
ん
じ
、
最
も
多
く
経
験
を
重
ね
て
き
た
長
老
を
尊
び
、
若
者
は
そ
の
長
老
の
経
験
に
学
び
、
こ

れ
に
き
き
、
長
老
に
あ
や
か
る
の
風
を
生
ず
る
。
そ
こ
に
敬
老
的
性
格
、
保
守
的
性
格
が
生
ず
る
o

農
業
と
い
う
も
の
は
、
仕
事
の
性
質

上
、
雨
乞
、
雨
礼
感
謝
、
水
利
施
設
や
そ
の
利
用
、
虫
害
の
予
防
、
風
水
害
の
予
防
や
災
害
の
復
旧
、
農
産
物
の
集
荷
販
売
等
に
中
山
村
人

の
共
同
な
く
し
て
は
な
し
得
な
い
。
そ
こ
に
協
同
的
性
格
が
培
わ
れ
る
。

宮
座
の
慣
行
の
源
流
と
し
て
は
、
遠
く
古
代
の
氏
族
が
部
民
や
郎
党
と
区
別
さ
れ
て
、
氏
神
の
祭
杷
経
営
に
当
っ
て
い
た
こ
と
に
求
め

ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
今
日
の
宮
座
が
、
そ
の
よ
う
な
古
代
に
発
生
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
氏
姓
制
度
時
代
の
氏
上
、
氏
人
お
よ
び
律
命
時

代
の
国
司
、
郡
司
ら
の
祭
杷
経
営
組
織
や
習
慣
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
和
泉
地
方
を
南
北
に
縦
貫
し
て
い
る
章
一

hu

ぐ
り

要
交
通
幹
線
の
小
栗
街
道
を
通
っ
て
熊
野
詣
で
を
し
た
行
列
な
ど
に
因
み
、
荘
園
制
時
代
に
発
達
し
た
手
工
業
、
商
業
お
よ
び
芸
能
関
係

の
座
と
相
前
後
し
て
、
神
社
の
祭
杷
権
、
用
水
の
管
理
権
を
に
ぎ
る
在
地
庄
官
層
や
名
主
ら
を
中
心
と
し
て
農
村
社
会
に
個
別
的
に
組
織

発
生
し
、

そ
の
後
近
世
社
会
に
お
い
て
も
、
な
お
村
々
に
結
成
さ
れ
普
及
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
の
人
々
の
神
仏
に
対

す
る
信
仰
は
特
に
厚
く
、
戦
乱
と
不
安
な
中
世
の
世
相
は
一
日
も
神
仏
に
対
す
る
告
仰
な
く
し
て
過
ご
し
得
な
か
っ
た
。
村
人
を
土
地
に



緊
縛
し
て
農
業
の
経
営
に
当
ら
せ
る
と
と
も
に
、
他
方
在
地
圧
官
層
や
名
主
を
中
心
に
、
宮
座
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
社
の
祭
杷

手
一
営
も
確
実
に
営
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
問
に
庄
官
、
有
力
名
主
に
よ
る
村
人
の
統
制
も
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

宮
座
は
村
お
よ
び
郷
村
、
荘
園
の
人
々
が
崇
敬
す
る
氏
神
、
郷
土
神
の
神
社
の
祭
妃
経
営
の
組
織
で
あ
る
の
で
、
神
社
と
村
、
総
社
と

荘
園
、
郷
村
と
は
緊
密
に
結
合
し
て
い
る
。
村
人
が
そ
の
居
住
す
る
土
地
、
地
域
の
神
社
か
ら
離
れ
て
、
他
所
、
他
郷
の
神
社
の
地
に
移

る
こ
と
に
な
れ
ば
、

た
と
え
中
世
の
庄
官
、
豪
族
、
名
主
で
あ
ろ
う
と
近
世
の
庄
屋
の
家
で
あ
ろ
う
と
神
社
と
の
縁
が
き
れ
た
と
い
う
理

白
で
、
再
び
も
と
の
土
地
に
帰
来
し
て
も
宮
座
に
加
入
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
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泉
佐
野
市
日
根
野
の
近
く
は
中
世
の
日
根
庄
、
近
世
の
日
根
郷
の
地
で
あ
る
。
そ
の
庄
の
区
域
、
郷
村
の
区
域
は
時
代
に
よ
り
広
狭
が

お
お
き

日
根
庄
大
木
村
と
も
あ
る
か
ら
日
根
庄
が
海
岸
か
ら
樫
井
川
の
上
流
犬
鳴
川

あ
る
よ
う
で
一
定
し
て
い
な
い
。
高
野
山
領
日
根
圧
鶴
原
、

沿
岸
ま
で
山
深
く
及
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

み
や
ど
う

F
み

ヨ

ゴ

ろ

う

さ

い

だ

お

h
付

近
世
の
日
根
官
郷
⑫
の
区
域
は
旧
日
根
野
村
、
旧
上
之
郷
村
、
旧
長
滝
村
、
旧
兎
田
村
を
範
囲
と
し
て
い
る
。
和
泉
五
社
の
一
つ
の
大

み

よ

う

じ

ん

ひ

吊

し

う

え

井
堰
明
神
(
日
根
神
社
)
が
日
根
庄
、
日
根
郷
の
総
社
と
し
て
日
根
野
東
上
に
杷
ら
れ
、
大
井
堰
座
が
中
世
以
来
営
ま
れ
て
き
た
っ
こ
の

さ
か
ん
げ
ん
ろ
く

地
の
古
代
以
来
の
豪
族
日
根
氏
の
輩
下
の
一
人
で
あ
る
名
主
の
目
源
六
は
大
井
堰
座
@
に
加
入
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
五
八
五

(
天
正

十
一
二
)
年
豊
臣
秀
吉
の
泉
南
の
一
向
宗
徒
紀
州
根
来
征
伐
の
折
、
妻
子
を
つ
れ
て
紀
伊
国
高
野
山
近
く
の
志
賀
村
に
難
を
さ
げ
て
い
た
。

し
ん
ど
う

乱
平
定
後
許
さ
れ
て
日
根
野
村
に
帰
っ
た
が
、
大
井
堰
座
の
規
定
に
よ
っ
て
宮
座
に
再
び
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
別
に
真
堂

宮
座
を
組
織
し
て
祭
把
経
営
に
当
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
宮
座
の
座
衆
が
神
社
の
あ
る
土
地
、
地
域
と
の
結
び
つ
き
が
如
伺
に
強
い
か
を
示

し
て
い
る
。

87 

領
主
は
農
民
の
年
貢
の
~
一
刀
納
を
期
す
る
た
め
、
農
民
を
土
地
に
か
た
く
縛
り
つ
け
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
封
建
制
度
下
に
お
け
る
襲
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民
の
土
地
緊
'

L
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
貢
納
制
上
か
ら
必
要
な
ば
か
り
で
は
な
く
、
官
座
制
度
の
上
か
ら
も
重
要
な

こ
と
で
、
農
民
は
二
重
に
土
地
に
か
た
く
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
明
治
維
新
の
改
革
で
移
転
の
自
由
が
認
め
ら
れ
、
農
民
は
農
村
か
ら

都
市
へ
と
移
動
が
は
げ
し
く
な
る
に
つ
れ
、
宮
座
の
座
役
も
果
た
し
得
な
く
な
り
、
休
座
す
る
も
の
が
目
立
っ
て
き
た
。
宮
座
の
崩
壊
を

促
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
座
が
土
地
、
地
域
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
宮
座
の
地
縁
性
は
宮
座
の

特
色
の
一
つ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

第

宮

郷

和
泉
地
方
の
農
村
に
は
、

い
ま
な
お
広
く
宮
座
⑦
が
残
存
分
布
し
て
い
る
。
私
は
肥
後
和
男
博
士
以
下
諸
先
覚
の
あ
と
を
う
け
て
、
各

村
落
に
の
こ
っ
て
い
る

-
宮
座
・
寺
座
の
名
称
、

2
宮
座
・
寺
座
@
@
の
分
布
、

3
宮
座
・
寺
座
の
慣
行
や
@
文
書
の
集
録
、

に
つ
と
め

て
い
る
う
ち
、
宮
座
経
営
が
地
域
的
に
⑪
⑫
⑬
@
@
@
群
を
形
成
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
。

つ
ま
り
二
つ
以
上
の
村
落
の
間

に
、
惣
社
の
宮
座
が
経
営
さ
れ
て
い
る
外
、

さ
ら
に
各
村
に
あ
る
神
社
の
宮
座
に
も
属
し
て
官
座
の
二
重
構
造
を
な
し
て
い
る
。
宮
座
の

二
重
構
造
で
は
な
い
が
、
幾
つ
か
の
村
々
が
協
同
し
て
宮
座
経
営
を
し
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。

み
や
ご
う

こ
れ
ら
の
村
々
は
宮
座
を
中
心
と
し
た
郷
村
の
意
味
で
、
宮
郷
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
宮
郷
を
示
し
て
み
る
と

ふ

け

し

ん

ど

ち

い

り

拘

ま

と

き

び

だ

に

ぎ

の

し

ま

&

ま

e

わ

深
日
宮
郷
、
鳥
取
宮
郷
、
信
遠
宮
郷
、
日
根
宮
郷
、
入
山
田
宮
郷
、
佐
野
宮
郷
、
熊
取
宮
郷
、
程
谷
宮
郷
、
五
ケ
庄
宮
郷
、
木
島
宮
郷
、
、
阿
間
河
宮

よ

乙

泊

ま

み

な

み

に

わ

r
kカ
み

に

わ

村

ん

に

し

色

郷
、
滝
宮
郷
、
沼
野
宮
郷
、
春
木
宮
郷
、
横
山
南
宮
郷
、
横
山
北
宮
郷
、
和
田
宮
郷
、
上
神
谷
上
宮
郷
、
上
神
谷
下
宮
郷

き
た
こ

な
ど
が
あ
る
。
官
郷
と
し
て
過
去
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
徴
証
の
み
ら
れ
る
も
の
に
、
貝
塚
市
の
旧
北
近
義
村
、

旧
南
近
義
村
の

E

域
I
近
木
庄
区
域
に
@
五
十
四
名
座
の
存
在
し
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
c
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す
で
に
宮
郷
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
か
、
全
く

な
か
っ
た
か
の
何
れ
か
で
宮
郷
の
み
ら
れ
な
い
所

と
し
て
、
堺
市
、
高
石
市
、
泉
大
津
市
、
泉
北
郡

忠
岡
町
に
か
け
て
の
区
域
、
和
泉
市
の
問
問
尾
川
の

池
田
谷
、

牛
滝
JfI 
の
山Z父
直と鬼
谷芝川

の
!日
南
横
山
村

岸
和
田
市
の

町町支
多た¥ 流
奈な白
Jfl f~ ;t;~新
地南家
区郡川
な南沿
ど海 岸
が町の泉
あ箱?旧南
る 作ず新上郡
O 、り家げ泉

同村南
岬(町
町泉の
淡主南樫
輪記郡井

泉川
岬南の

宮
郷
内
部
に
お
け
る
村
落
と
村
落
な
ど
が
そ
の

地
の
総
社
と
ど
の
よ
う
な
結
合
を
示
し
て
い
る
か

と
い
う
宮
郷
の
村
落
関
係
は
泉
佐
野
市
を
一
例
に

示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
(
第
2
図
)
O

宮
郷
の
立
地

1 

鳥
取
宮
郷
は
現
在
の
泉
南
郡
東
鳥
取
町
、
南

海
町
の
区
域
に
当
た
っ
て
い
る
o

古
代
前
期
の

氏
姓
制
度
の
時
代
に
は
鳥
取
造
と
い
う
古
代
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豪
族
の
居
住
地
、
古
代
後
期
の
律
令
制
下
に
お
け
る
鳥
取
郷
、
中
世
に
お
い
て
は
観
心
寺
領
な
ど
の
鳥
取
庄
、
近
世
に
お
い
て
は
鳥
取

の
郷
村
制
な
ど
の
遺
制
の
区
域
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
的
統
一
が
み
ら
れ
る
か
、

ま
た
そ
の
何
れ
か
の
区
域
と
な
っ
て
い

る。

2 

お
白
さ
と

鳥
取
宮
郷
の
総
社
は
石
田
に
あ
る
波
太
神
社
(
式
内
社
)
に
落
着
き
、
区
域
は
男
里
川
の
支
流
の
井
関
川
、
山
中
川
の
流
域
の
山
中
、

じ

拍

ん

だ

し

も

い

で

し

ん

ぼ

う

で

か

い

が

け

桑
畑
、
自
然
回
、
鳥
取
中
、
下
出
、
黒
田
、
尾
崎
、
新
、
(
波
有
手
)
、
貝
掛
の
十
一
ケ
村
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
波
太
神
社

鳥
取

の
大
宮
座
の
座
衆
、
氏
子
で
あ
る
と
し
て
、
同
一
の
観
念
を
も
っ
て
き
た
地
域
で
あ
る
。
他
の
宮
郷
の
場
合
に
お
い
て
も
一
、
二
の
例

外
は
あ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
河
川
の
流
域
に
位
置
し
て
い
る
。

和泉地方における宮郷と農業用水・共有山

3 

宮
郷
の
総
社
は
ど
の
よ
う
な
地
に
杷
ら
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
鳥
取
宮
郷
の
総
社
で
あ
る
波
太
神
社
は
男
里
川
の
支
流
の
井
開
川

に
あ
る
岩
崎
井
堰
、
六
ケ
井
堰
の
近
く
に
あ
る
o

も
と
は
さ
ら
に
井
関
川
上
流
に
あ
る
桑
畑
に
あ
っ
た
奥
宮
を
う
っ
し
杷
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
奥
宮
近
く
に
も
奥
宮
井
堰
が
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
井
堰
の
守
護
神
、
井
堰
神
と
し
て
の
性
格
が
、
総
社
に
は
考
え
ら

み

で

と

ぎ

れ
る
。
他
の
宮
郷
の
総
社
も
樫
井
川
(
金
熊
寺
川
、
犬
鳴
川
)
、
佐
野
川
、
見
出
川
、
近
木
川
、
津
田
川
、
牛
滝
川
、
慎
尾
川
、
大
津

川
、
石
津
川
、
和
田
川
な
ど
に
設
け
ら
れ
た
井
堰
の
近
く
に
ま
つ
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。

河
川
に
井
堰
を
設
け
、
井
堰
か
ら
農
業
用
水
を
ひ
い
て
、
溜
池
に
貯
え
、

さ
ら
に
用
水
路
に
よ
っ
て
水
系
の
村
々
へ
濯
祝
さ
れ
る
。

農
業
用
水
の
供
給
源
に
近
い
と
い
う
所
に
宮
郷
の
総
社
は
立
地
し
て
い
る
。
水
系
の
村
々
の
人
々
の
営
む
稲
作
が
曲
一
一
旦
作
に
な
っ
て
人
々

の
生
活
を
豊
か
に
し
、
井
堰
、
用
水
の
維
持
管
理
、
神
社
の
祭
礼
奉
仕
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
o

当
地
の
古
代
豪
族
は
そ

の
地
域
に
お
け
る
神
社
祭
杷
権
と
井
堰
お
よ
び
用
水
の
管
理
と
を
掌
握
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
古
代
末

1
中
世
の
荘
園
制
に
入
る
頃
に

当1

な
っ
て
在
地
の
庄
官
層
を
中
心
と
し
て
名
主
な
ど
が
三
十
六
太
夫
、
五
十
四
名
等
の
座
の
結
成
、
組
識
に
当
っ
、
神
社
の
祭
担
権
、
井
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堰
お
よ
び
用
水
の
管
理
権
を
に
ぎ
り
、
神
社
、
祭
礼
の
経
営
に
当
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
口

第

宮
郷
と
土
地
開
発

村
の
周
り
に
は
土
地
が
あ
り
、
人
々
は
こ
れ
を
耕
作
し
て
稲
作
を
主
と
す
る
農
業
を
営
ん
で
い
る
c

地
形
、
地
質
に
関
連
し
て
い
ろ
い

ろ
な
土
地
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
村
の
周
り
の
地
名
は
ど
う
呼
ば
れ
、
そ
の
起
原
は
何
か
と
い
う
問
題
、

ま
た
土
地
は
ど
の
よ
う
に
区
画

さ
れ
、
ど
う
呼
称
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
条
里
制
⑫
⑪
⑬
酬
の
)
の
問
題
、

ま
た
誰
が
ど
の
位
の
面
積
の
土
地
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
土
地

所
有
の
問
題
、
そ
の
土
地
所
有
に
関
連
し
て
ど
う
い
う
社
会
階
層
が
出
来
て
い
る
か
と
い
う
社
会
構
成
の
問
題
と
な
る
。
ま
た
ど
こ
の
村

た

ご

う

し

ら

じ

だ

に

の
人
が
き
て
土
地
を
耕
作
し
て
い
る
か
と
い
う
土
地
耕
作
の
問
題
に
よ
っ
て
、
和
泉
市
の
天
井
坊
田
郷
、
貝
塚
市
の
白
地
谷
田
郷
な
ど
に

み
ら
れ
る
田
郷
@
と
よ
ば
れ
る
準
郷
村
が
生
ま
れ
る
問
題
、

さ
ら
に
村
の
周
り
の
土
地
は
ど
う
い
う
風
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
土

地
利
用
の
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
は
地
形
に
関
連
し
、
官
郷
区
域
の
土
地
開
発
の
先
後
の
問
題
に
つ
い
て
二
、
一
二
の
例
を
み
る
こ
と
に
す

る
O 

和
泉
地
方
に
お
け
る
地
形
の
特
徴
は
紀
伊
と
和
泉
と
の
国
境
を
な
す
和
泉
山
脈
と
そ
の
前
方
に
前
山
@
が
あ
る
。
前
山
の
前
方
に
は
丘

陵
群
と
そ
れ
を
と
り
囲
む
洪
積
台
地
が
あ
る
。
沖
積
平
野
は
和
泉
山
脈
か
ら
北
西
に
並
流
し
て
い
る
多
く
の
川
が
、
洪
積
台
地
を
割
っ
て

お
の
さ
と

流
れ
る
川
沿
い
、
海
岸
に
あ
っ
て
狭
長
な
も
の
で
あ
る
。
丘
陵
や
洪
積
台
地
と
沖
積
平
野
と
の
間
に
、
男
里
川
の
支
流
井
関
川
、
山
中
川

扇
状
地
、
男
里
川
の
支
流
金
熊
寺
川
扇
状
地
、
樫
井
川
扇
状
地
@
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
井
関
川
、
山
中
川
扇
状
地
は
泉
南
郡
東
鳥
取
町
の

か
み
の

も
の
、
金
熊
寺
川
扇
状
地
は
泉
南
郡
泉
南
町
の
信
達
岡
中
か
ら
下
流
男
里
ま
で
の
も
の
、
樫
井
川
扇
状
地
は
泉
佐
野
市
日
根
野
、
旧
上
之

郷
、
長
滝
の
区
域
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
鳥
取
宮
郷
、
信
達
宮
郷
、
日
根
宮
郷
の
区
域
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
扇
状
地
に
つ
い
て
開
発
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過
程
を
詳
述
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
先
後
の
大
観
は
で
き
る
。
和
泉
地
方
条
里
制
復
原
図
@
か
和
泉
国
条
里
呼
称
図
を
み
る
と
泉
南
郡
南

海
町
鳥
取
、
泉
南
郡
泉
南
町
男
里
、
泉
佐
野
市
の
旧
上
之
郷
村
、
旧
長
滝
村
、
旧
南
中
通
村
、
泉
南
郡
田
尻
町
に
か
け
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

三
箇
の
条
里
遺
制
の
み
ら
れ
る
区
域
と
な
っ
て
い
る
。
所
が
そ
れ
以
外
で
は
条
里
遺
制
は
比
較
的
少
な
い
地
区
と
な
っ
て
い
る
。
男
里

川
、
樫
井
川
の
沿
岸
で
前
に
の
ベ
た
扇
状
地
の
扇
端
部
、
あ
る
い
は
川
の
沿
岸
で
水
の
得
や
す
い
と
こ
ろ
が
早
く
水
田
と
し
て
開
発
さ
れ

て
条
里
遺
制
の
区
域
と
な
っ
た
。
扇
央
部
、

扇
頂
部
は
農
業
用
水
が
得
に
く
く
、
そ
の
開
発
も
遅
れ
律
令
制
の
ゆ
る
ん
だ
、
荘
園
制
時
代

に
開
発
が
整
備
充
実
し
た
よ
う
で
、
条
里
制
が
み
ら
れ
な
い
地
域
と
し
て
農
業
が
営
ま
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
樫
井
川
扇
状
地
の
泉
佐

野
市
日
根
野
の
付
近
は
、
今
は
見
渡
す
限
り
の
耕
地
と
な
っ
て
い
る
が
、
砂
礁
の
草
地
で
日
本
書
紀
に
よ
る
と
尤
恭
天
皇
@
、

日
本
後
紀

に
よ
る
と
桓
武
天
皇
@
の
行
宮
お
よ
び
遊
猟
地
と
し
て
有
名
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
扇
状
地
の
原
野
が
遊
猟
地
に
利
用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。

日
根
神
社
は
古
代
一
一
口
家
族
日
根
造
の
氏
神
と
し
て
建
て
ら
れ
て
担
ら
れ
て
き
た
が
、
樫
井
川
扇
状
地
を
開
発
す
る
た
め
、
上
之
郷
井
堰
、

日
根
野
井
堰
を
整
備
す
る
に
当
り
井
堰
近
く
の
現
在
地
に
日
根
神
社
が
拡
大
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
農
業
用
水
確

保
策
が
考
え
ら
れ
、
用
水
を
ひ
き
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
扇
状
地
の
開
発
も
す
す
み
扇
央
部
、
扇
頂
部
が
耕
地
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と

お

が

み

あ

り

と

お

し

上
之
郷
の
意
賀
美
神
社
、
長
滝
の
蟻
通
神
社
な
ど
は
式
内
社
と
な
っ
て

思
わ
れ
る
。
村
の
成
立
や
沿
革
は
判
明
し
な
い
が
、

日
根
神
社
、

お
り
日
根
行
宮
も
設
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
平
安
朝
初
期
に
は
、
村
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、

や
は
り
扇
状
地
問

発
が
進
む
に
つ
れ
て
幾
つ
か
の
村
が
発
生
し
、
発
展
し
、
井
堰
神
と
し
て
の
総
社
と
結
び
日
根
氏
な
ど
在
地
庄
官
層
が
中
心
に
名
主
も
加

わ
っ
て
祭
J

記
経
営
、
用
水
の
分
配
や
管
理
、
農
事
な
ど
に
つ
い
て
話
合
う
機
会
が
次
第
に
宮
座
の
結
成
化
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
で
は
な

じ
に
ん
ざ

か
ろ
う
か
。
日
根
神
社
は
和
泉
五
社
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
宮
座
も
神
格
高
い
神
社
の
も
の
だ
け
に
氏
子
座
の
外
に
神
人
座
、
左
右
資
人



座
、
社
僧
座
戸
ゅ
の
⑧
も
組
織
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四

宮
郷
と
農
業
用
水

古
代
か
ら
中
世
、
中
世
か
ら
近
世
近
代
(
明
治
)
ま
で
村
の
人
々
は
農
業
を
中
心
と
し
て
生
活
し
て
き
た
。
産
業
革
命
期
を
転
機
と
し

て
都
市
に
繊
維
工
業
が
起
り
、
農
村
か
ら
都
市
に
移
住
す
る
も
の
が
増
え
、

ま
た
農
村
に
も
中
小
規
模
の
工
場
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
最
近
で
は
純
粋
に
農
業
専
業
の
も
の
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
職
業
構
成
に
大
転
換
を
み
て
い
る
。
最
近
入
手
不
足
の
た
め
都
市

近
傍
で
は
荒
作
り
と
い
わ
れ
て
裏
作
を
休
ん
で
い
る
状
態
で
あ
る
。

和泉地方における宮郷と農業用水・共有山

水
は
稲
作
農
業
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
濯
甑
施
設
や
瀧
甑
技
術
の
幼
稚
な
時
代
に
、
瀬
戸
内
式
の
寡
雨
気
候
区
に
属
す
る
和
泉
地

方
に
お
い
て
は
、
農
業
用
水
の
豊
否
(
多
寡
)
と
い
う
こ
と
は
稲
作
農
業
の
生
産
に
大
影
響
が
あ
っ
た
。
早
越
の
と
き
村
の
人
々
は
神
社

ま

ぜ

き

た

い

で

や
寺
に
雨
乞
の
祈
願
、
祈
祷
を
す
る
こ
と
が
明
治
の
こ
ろ
ま
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
毎
年
泉
北
郡
忠
岡
町
忠
岡
、
馬
瀬
、
北
出
の
水

利
役
は
村
を
代
表
し
て
三
月
十
八
日
に
名
利
松
尾
寺
に
参
り
、
護
摩
た
き
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
各
村
の
神
社
に
宮
座
座
老
は
村
の
全
住

戸
を
代
表
し
て
龍
り
雨
乞
の
祈
願
を
行
う
o

さ
ら
に
そ
の
効
あ
ら
し
め
る
た
め
葛
城
山
(
八
五
七
米
)
、
雨
山
会
一
一
四
・
六
米
)
、
滝
明

つ

が

わ

お

が

み

お

お

い

せ

き

ひ

ょ

う

ず

き

ん

ゅ

う

じ

は

た

神
、
雨
降
り
明
神
と
し
て
有
名
な
積
川
神
社
、
意
賀
美
神
社
、
大
井
堰
明
神
、
兵
主
神
社
、
金
熊
寺
権
現
、
波
太
神
社
な
ど
に
参
寵
し
雨

乞
神
事
を
行
う
。
降
雨
が
あ
る
と
雨
礼
感
謝
、
小
踊
り
を
奉
納
す
る
。
村
の
神
社
の
氏
子
に
は
そ
の
神
社
の
宮
座
に
参
加
し
て
い
る
座
衆

と
宮
座
に
加
入
し
て
い
な
い
非
座
衆
と
あ
る
。
宮
座
の
座
老
は
村
の
年
寄
と
と
も
に
参
寵
し
て
雨
乞
神
事
を
営
む
の
で
あ
る
。
宮
座
に
加

入
、
非
加
入
の
別
な
く
全
住
戸
に
五
穀
豊
鰻
を
も
た
ら
す
よ
う
に
祈
願
す
る
の
で
あ
る
。
雨
乞
神
事
に
お
い
て
宮
座
は
村
に
お
け
る
全
住

95 

戸
を
代
表
し
て
神
事
を
営
み
、
村
の
一
体
化
、
村
全
体
を
一
つ
に
す
る
集
落
地
理
的
機
能
を
果
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
3
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和
泉
一
地
方
に
お
い
て
河
川
は
紀
泉
匡
境
の
和
泉
山
脈
か
ら
北
西
流
し
て
大
阪
湾
に
並
流
し
て
い
メ
忙
し
宮
郷
¢
区
域
の
農
業
用
水
を
確
保

す
る
た
め
に
は
、
池
(
溜
池
)
を
築
き
、

ま
た
川
に
井
堰
(
ゆ
)
を
つ
く
り
、
池
に
ひ
い
て
貯
え
る
。
用
水
を
維
持
管
理
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
従
っ
て
和
泉
地
方
の
川
に
は
到
る
と
こ
ろ
に
井
堰
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
重
要
と
思
わ
れ
る
井
堰
の
近
く
に
は
式
内
社
、
総

社
、
有
名
な
神
社
か
寺
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

石
津
川
l
山
代
井
堰
|
桜
井
神
社

グ

l
大
鳥
井
堰
|
大
鳥
神
社

グ
ー
小
野
井
堰
1

日
ず
神
社

和
田
川
l
山
ノ
樋
井
堰
|
美
多
繭
神
社

大
津
川
l
取
入
堰
、
殿
原
井
堰
|
八
坂
神
社

た

じ

め

や

ま

だ

い

つ

が

わ

牛
滝
川
|
内
畑
井
堰
、
積
川
井
堰
、
田
治
米
井
堰
i
山
直
神
社
、
積
川
神
社

も

ろ

お

が

み

津
田
川
|
諸
井
堰
意
賀
美
神
社

近
木
川
|
木
島
井
堰
、
近
木
庄
井
堰
|
水
間
寺

¥
犬
鳴
川
|
下
平
井
堰
|
火
走
神
社

樫
井
川
ハ

/
樫
井
川
|
上
之
郷
井
堰
、
日
根
野
井
堰
|
大
井
堰
神
社
(
日
根
神
社
)

き

ん

ゅ

う

じ

き

ん

ゅ

う

じ

¥
金
熊
寺
川
樫
根
井
堰
、
下
沢
井
堰
|
金
熊
寺
権
現
(
信
達
神
社
)

男
里
川
〈

/
井
関
川
1

岩
崎
井
堰
、
六
ケ
井
堰
|
波
太
神
社

こ
れ
ら
の
神
社
は
付
近
の
宮
郷
の
総
社
と
な
り
.
祭
担
、
井
堰
や
用
水
の
維
持
管
理
、
井
堰
神
を
ま
つ
る
こ
と
、
労
力
奉
仕
、
共
有
山
、

農
事
、
宮
座
々
式
な
ど
に
つ
い
て
神
社
か
寺
に
集
っ
て
相
談
し
た
。
宮
郷
の
村
々
に
は
神
社
の
祭
担
、
座
式
と
同
じ
く
農
業
用
水
の
確
保

に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
た
。
男
里
川
の
支
流
の
井
関
川
、
山
中
川
に
井
関
川
扇
状
地
、
金
熊
寺
川
口
は
金
熊
寺
川
扇
状
地
が
あ
り
、
樫
井
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川
に
は
樫
井
川
扇
状
地
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
扇
状
地
の
扇
端
部
は
水
の
便
が
得
や
す
い
の
で
、
大
化
以
前
、
早
期
に
開
発
さ
れ
、
そ
こ
に

条
里
遺
制
が
み
ら
れ
る
。
所
が
、
そ
の
扇
央
部
や
扇
頂
部
は
律
令
制
が
く
ず
れ
た
荘
園
制
の
時
代
に
川
の
井
堰
の
設
置
に
よ
り
ひ
い
た
農

業
用
水
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
も
の
で
、
条
里
遺
制
は
み
ら
れ
な
い
。
後
期
開
発
の
村
々
は
井
堰
神
と
し
て
の
総
社
と
結
び
宮
郷
の
村
々
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
宮
郷
の
村
々
も
内
部
に
お
け
る
争
論
な
ど
が
あ
る
と
時
代
に
よ
り
差
異
@
が
み
ら
れ
る
。

第
五

宮
郷
の
共
有
山

宮
座
、
宮
郷
に
規
模
の
大
小
が
あ
る
。
そ
の
経
営
に
は
多
く
の
経
費
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
座
入
の
際
の
加
入
金
や
座
入
米
を
あ
て
た

り
、
座
講
回
な
ど
の
回
畑
を
小
作
さ
せ
た
り
、
当
屋
に
耕
作
さ
せ
て
そ
の
徳
で
賄
い
、

ま
た
座
の
共
有
金
を
貸
付
け
て
そ
の
利
子
で
営
む

こ
と
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
宮
郷
に
は
神
社
や
宮
寺
の
新
改
築
、
修
理
営
繕
、
維
持
の
問
題
が
あ
り
、
何
十
年
か
に
一
度
あ

る
い
は
毎
年
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
村
で
宮
や
寺
を
新
築
す
る
こ
と
は
経
済
段
階
の
進
ん
だ
現
在
で
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

ま
し
て
広
い
地
域
の
宮
郷
の
総
社
や
そ
の
宮
寺
の
造
営
と
な
る
と
大
変
な
経
済
的
な
負
担
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
比
較
的
に
個

人
当
り
の
負
担
経
費
が
少
な
く
て
、
労
力
奉
仕
程
度
で
す
ま
す
こ
と
の
出
来
る
の
が
、
村
や
宮
郷
で
共
有
山
を
も
つ
こ
と
で
、
宮
郷
と
共

有
山
、
宮
座
と
共
有
山
、
宮
郷
と
山
郷
と
の
両
者
の
関
係
が
生
じ
て
く
る
。

和
泉
地
方
に
お
け
る
共
有
山
@
に
つ
い
て
の
研
究
は
極
め
て
乏
し
く
、
信
達
郷
共
有
山
に
つ
い
て
信
達
郷
十
五
カ
村
と
紀
州
側
の
岩
手

村
、
山
崎
村
三
拾
三
カ
村
と
の
聞
の
山
境
論
、
信
達
郷
共
有
山
と
泉
南
郡
東
鳥
取
村
(
鳥
取
郷
)
共
有
山
と
の
境
界
論
の
紛
争
が
あ
っ
て

解
決
し
た
い
き
さ
つ
を
記
し
た
信
達
郷
共
有
林
野
沿
革
誌
@
が
一
九
三

O
(昭
和
五
)
年
に
編
集
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
筆
者
が
一
九
五

O
(昭
和
廿
五
年
)
以
降
の
調
査
の
結
果
作
成
し
た
の
が
、
和
泉
地
方
に
お
け
る
共
有
山
の
分
布
図
と
岡
山
郷
の
分
布
図
で
あ
る
。
図
に
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一
五
し
得
な
い
共
有
山
も
み
ら
れ
る
。

共
有
山
は
共
有
や
経
営
形
態
よ
り
み
る
と
、
郷

村
全
体
の
共
有
、
町
や
村
全
体
の
共
有
、
神
社

(
宮
)
所
有
の
共
有
、
寺
所
有
の
共
有
、
宮
座
の
共

和泉地方における共有山の分布図

有
、
学
校
や
青
年
会
、
軍
人
会
な
ど
の
団
体
の
共

有
、
少
数
人
数
共
有
、
分
割
し
た
個
人
所
有
形
態

の
共
有
な
ど
に
わ
か
れ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
二
カ

れ村
ら以
の上
村の
々村
を々
山2の
郷ぎ共
と有
よ Uこ
ぶな

O てコ

以て
下い
宮る
郷場
に合
お、

けそ

る
共
有
山
、
宮
郷
と
山
郷
と
の
関
係
を
な
が
め
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

日
泉

上主南
孝f郡
子eI~甲
、町

の
国
玉
神
社
の
深ふ
日け

宮李
郷i

t工
深

第 5図

中
孝
子
、

下
孝
子
と
大
学
別
に
共

有
山
は
も
っ
て
い
る
が
、
宮
郷
全
体
と
し
て
の
共

有
山
は
も
た
な
い
。
泉
南
郡
東
鳥
取
町
と
南
海
町

と
の
鳥
取
宮
郷
と
鳥
取
山
郷
と
は
区
域
的
に
全
く

一
致
し
て
い
る
。
鳥
取
郷
に
お
け
る
共
有
山
六
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大和司組長の山M~~令制

大

再L

. . 

主寺三百ま~三三三三it伊箇

五
・
七
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
(
六
二
三
町
歩
)
あ
る
。

」
こ
で
は
そ
の
う
ち
波
太
神
社
の
宮
山
、
長
楽
寺

の
寺
山
各
一
九
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
(
二

O
町
歩
)

宛
合
計
三
九
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
(
四

O
町
歩
)
の

和泉地方における山郷の分布図

社
寺
の
共
有
林
が
あ
っ
て
社
寺
の
経
費
に
あ
て
ら

れ
て
い
る
。
信
達
郷
に
お
け
る
共
有
山
は
三

O

八
・
七
八
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
(
一
一
一
一
一
町
九
段
)
あ

畑主村
、々

信上の
達Z外そ
童主にの
子す山山

崎Z村 智

堀すで詰
河ごあ 々
のると
四 イ言上し
ケ達2て
村葛3は
が畑往信
加 、た達
入信上官
し達Z郷
て楠手の

る
が
、

信
達
山
郷
を
構
成
し
て
い
る
。
泉
南
町
男
里
は
信

第 B図

南達
町宮
に郷
t工 、

信
こ達
の山
外郷
旧の
新何
家れ
村に
のも
兎;加
固定ら
、な

別い
所。

と泉

と
も
に
面
積
六
・
六
二
二
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル
(
六
町
七

泉反
佐 )

野の
市大
旧谷
上共
之有
郷山
、を

泉も
南つ
町大
の谷
兎;山
田E郷

別属
所し
の、

一
カ
村
共
有
山
の
八
・
三
二
ハ
ヘ
ク
タ
ー
ル
(
八



さ
ん
ご
う
や
ま
ご
ヱ
フ

の
別
所
に
あ
る
共
有
山
を
も
っ
=
一
郷
山
郷
を
構
成
し
て
い
る
が
、
宮
郷
と
の
関
係
は
み
ら
れ
な
い
、

み
-
な
み
な
か
ど
お
り

泉
南
町
の
旧
新
家
村
新
家
、
回
尻
町
、
泉
佐
野
市
の
旧
南
中
通
村
、
旧
長
滝
村
は
新
家
の
ア
サ
ク
サ
共
有
山
一

O
六
・
九
二
ヘ
ク
タ
i

町
四
段
)

ル
(
一

O
八
町
歩
)
を
も
っ
ア
サ
ク
サ
山
郷
を
構
成
し
て
い
る
が
、
宮
郷
は
み
ら
れ
な
い
。
泉
佐
野
市
の
旧
日
根
野
村
、
旧
佐
野
村
、
旧

長
滝
村
、
旧
北
中
通
村
(
た
だ
し
鶴
原
を
除
く
)
は
旧
日
根
野
村
に
九
二
・
八
六
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
(
九
三
町
八
段
)
の
稲
倉
山
共
有
山
を

も
つ
稲
倉
山
郷
に
属
し
て
い
る
。
日
根
宮
郷
は
旧
日
根
野
村
、

旧
長
滝
村
、
旧
上
ノ
郷
村
、
兎
田
村
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
稲
倉
山
郷
と

は
一
致
し
て
い
な
い
。

和泉地方における宮郷と農業用水・共有山

入
山
田
宮
郷
に
は
大
木
村
全
体
の
共
有
山
、
区
分
経
営
の
共
有
山
、
明
神
講
山
、
火
走
神
社
の
共
有
の
宮
山
が
あ
る
。
大
字
土
丸
の
高

畑
共
有
山
が
和
歌
山
県
境
に
大
木
共
有
山
に
接
し
て
あ
る
所
か
ら
推
定
す
る
と
、
大
士
、
土
丸
は
入
山
田
宮
郷
と
い
う
同
一
区
域
に
属

し
、
同
一
区
域
の
共
有
山
を
も
っ
て
い
た
も
の
が
、
大
木
、
土
丸
別
々
に
共
有
山
を
も
っ
形
態
に
分
離
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
o

泉
南
郡

熊
取
宮
郷
は
熊
取
町
全
域
が
加
入
し
な
い
で
、

一
部
の
村
は
宮
郷
に
入
ら
な
い
も
の
が
あ
る
o

熊
取
町
は
町
有
と
し
て
一
一
六
・
八
二
ヘ

こ

安

、

己

認

C

の
共
有
山
を
も
ち
、
町
域
全
体
が
熊
取
山
郷
を
構
成
し
て
い
る
o

貝
塚
市
の
近
木
川
下
流
の
旧
南
北
近
義
村

ζ

づ
み

(
高
野
山
領
近
木
庄
地
域
)
は
臨
海
の
平
地
で
あ
る
た
め
、
永
寿
池
近
く
に
共
有
山
を
も
っ
外
、
旧
西
葛
城
村
の
木
積
と
面
積
四
九
・
五
へ

ク
タ
ー
ル
(
一
一
八
町
歩
)

ク
タ
!
ル
(
五

O
町
歩
)
の
秋
山
共
有
山
を
も
っ
秋
山
山
郷
に
属
し
て
い
る
。
宮
郷
は
近
義
郷
、
近
木
庄
地
域
に
五
十
四
名
座
と
い
う
宮

ζ

づ

み

そ

ぷ

ら

そ

う

か

わ

と

う

の

は

ら

座
が
営
ま
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
徴
証
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
貝
塚
市
木
積
、
蕎
原
、
岸
和
田
市
河
合
、
相
川
、
塔
ノ
原
の
五
ケ
圧
は

和
泉
山
脈
の
主
峯
葛
城
山
(
八
五
七
米
)
に
あ
る
高
雷
神
社
近
く
の
地
が
共
有
山
と
な
っ
て
宮
郷
と
一
致
し
て
い
る
。
貝
塚
市
の
大
川
と

相
続
と
の
こ
カ
村
が
構
成
す
る
軒
続
宮
郷
は
菅
川
神
社
の
官
座
を
合
同
経
営
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
共
有
山
は
字
御
所
谷
に
あ
っ
て
位

101 

置
が
隣
接
し
て
い
る
所
か
ら
み
る
と
二
カ
村
共
有
山
が
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
た
も
の
が
分
離
し
個
別
経
営
に
変
形
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
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か
。
岸
和
田
市
に
あ
る
阿
間
河
滝
と
土
生
滝
の
営
む
滝
宮
郷
は
神
社
所
有
三
段
の
共
有
山
を
も
つ
が
、
阿
間
河
宮
郷
、
沼
野
宮
郷
、
和
泉

お

の

う

と

市
に
お
け
る
春
木
宮
郷
に
は
共
有
山
は
み
ら
れ
な
い
。
男
之
宇
万
神
社
の
横
山
南
宮
郷
で
は
下
之
宮
の
御
旅
所
の
狩
山
、
男
之
宇
万
神
社

付
近
の
地
が
共
有
山
と
な
っ
て
い
る
。
横
山
北
宮
郷
で
は
八
坂
神
社
近
く
の
地
が
共
有
地
と
な
っ
て
い
た
。
他
に
山
郷
も
あ
る
が
、

ひ

か

り

お

に

わ

だ

に

し

も

た

じ

は

や

ひ

め

と
関
係
は
な
い
。
堺
市
と
し
て
和
田
宮
郷
に
光
尾
山
の
共
有
山
、
上
神
谷
下
宮
郷
の
多
治
速
比
売
神
社
の
宮
山
、
上
神
谷
上
官
郷
に
宮
山

宮
郷

が
あ
っ
た
。
宮
郷
と
一
致
す
る
山
郷
も
み
ら
れ
る
が
、

一
致
し
な
い
場
合
も
み
ら
れ
る
o

荘
園
制
の
変
遷
、
宮
郷
の
形
成
や
分
離
過
程
、

山
論
な
ど
に
よ
る
分
離
解
体
な
ど
の
歴
史
的
背
景
の
ち
が
い
な
ど
が
共
有
山
結
合
状
態
の
ち
が
い
、
共
有
山
の
有
無
な
ど
と
な
っ
て
現
わ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。

第
六

宮

郷

の

孤

島

海
岸
や
平
地
に
あ
る
漁
村
や
農
村
が
、

は
る
か
遠
く
和
泉
山
脈
、
前
山
、

丘
陵
地
な
ど
に
共
有
の
山
林
を
も
つ
こ
と
は
、

い
わ
ば
広
域

的
な
自
給
自
足
の
経
済
圏
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
泉
北
地
方
よ
り
も
泉
南
地
方
が
、
海
岸
と
和
泉
山
脈
と
が
接
近
し
て
い
る
ぱ

か
り
で
な
く
、
宮
座
、
宮
郷
、
扇
状
地
開
発
、
農
業
用
水
確
保
策
と
し
て
の
井
堰
と
水
系
、
社
寺
、
共
有
山
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
互
に
融

合
し
て
い
る
地
域
が
多
く
み
ら
れ
る
。
結
合
の
か
た
い
宮
郷
と
な
っ
て
い
る
。

宮
郷
も
一
八
六
八
(
明
治
元
)
年
の
神
仏
分
離
の
発
令
、
明
治
維
新
の
旧
物
破
壊
、

一
九

O
八
(
明
治
四
十
一
)
年
の
神
社
合
担
、

九
四
五
(
昭
和
二
十
)
年
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に
よ
る
神
道
否
定
、
神
社
の
行
政
府
か
ら
の
援
助
停
止
、

一
九
四
八
(
昭
和
二
十

二
一
)
年
の
農
地
解
放
な
ど
の
諸
段
階
を
経
過
し
て
い
る
聞
に
、
次
第
に
変
質
崩
壊
を
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
村
落
の
広
域
化
が
各
地

た

ん

り

わ

は

こ

づ

く

り

訟

の

さ

と

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
ら
の
広
域
化
に
取
り
残
さ
れ
た
地
域
|
泉
南
郡
岬
町
淡
輪
、
南
海
町
箱
作
、
泉
南
町
男
里
、
田



よ
し
み

尻
町
吉
見
、
泉
佐
野
市
鶴
原
、
泉
北
郡
忠
岡
町
忠
岡
な
ど
が
大
阪
湾
沿
岸
地
帯
に
飛
石
状
に
排
列
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
宮
郷
の
孤
島
」

と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
o

こ
れ
ら
の
宮
郷
の
孤
島
は
自
分
の
村
だ
け
の
共
有
山
を
も
っ
て
い
る
淡
輪
、
箱
作
、
他
村
と
の
共
有
で
は
田
尻
町

吉
見
の
例
が
み
ら
れ
る
。
男
里
、
鶴
原
、
忠
岡
の
よ
う
に
、
全
く
共
有
山
を
も
た
な
い
地
域
も
あ
り
、
「
山
郷
の
孤
島
」
と
な
っ
て
い
る

も
の
も
み
ら
れ
る
。

第
七

結

び

)
 

4
E
A
 

(
 
古
来
か
ら
神
を
担
る
仕
事
|
祭
把
奉
仕
は
稲
作
農
業
に
付
随
し
、
稲
作
農
業
に
は
農
業
用
水
の
豊
凶
の
問
題
が
相
関
し
て
発
達
し

和泉地方における宮郷と農業用水・共有山

て
き
た
。
宮
座
は
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
荘
園
制
時
代
に
、
総
社
な
ど
の
祭
杷
権
お
よ
び
井
堰
、
農
業
用
水
の
管
理
権
を
に
ぎ
る

在
地
圧
官
層
を
中
心
と
し
名
主
な
ど
が
加
わ
っ
て
農
村
社
会
に
発
生
し
、

さ
ら
に
近
世
に
お
い
て
も
普
及
発
展
し
て
結
成
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
。

L 、
る (2)。

宮
座
は
地
縁
性
を
有
し
、
座
衆
で
あ
る
村
人
を
村
や
郷
村
の
土
地
、
区
域
に
定
着
さ
せ
(
土
地
緊
縛
性
)
、
神
社
と
結
び
つ
か
せ
て

宮
座
経
営
を
よ
く
み
る
と
地
域
的
に
群
を
形
成
し
て
存
在
し
て
い
る
。
幾
つ
か
の
村
落
が
協
同
し
て
宮
座
を
経
営
す
る
外
、
宮
郷

み
や
ご
う

の
総
社
の
宮
座
と
宮
郷
の
内
部
の
村
の
神
社
の
宮
座
と
二
重
構
造
の
宮
座
を
経
営
し
て
い
る
の
と
あ
る
。
宮
郷
は
平
地
部
に
あ
る
村
々
が

(3) 
構
成
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
河
川
流
域
の
谷
、
山
間
盆
地
、
谷
と
平
地
に
わ
た
る
地
域
に
立
地
し
て
い
る
。
そ
の
総
社
は
官
郷
の
村
々
の

人
々
が
営
む
農
業
経
営
の
た
め
の
河
川
の
井
堰
の
守
護
神
、
用
水
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
の
話
合
い
の
場
に
当
っ
て
い
る
。
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(4) 

和
泉
と
く
に
泉
南
地
方
に
は
男
里
川
の
支
流
の
井
関
川
、
山
中
川
扇
状
地
、
同
じ
く
支
流
の
金
熊
寺
川
扇
状
地
、
樫
井
川
扇
状
地
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が
あ
る
。
扇
状
地
扇
端
部
は
条
里
遺
制
の
み
ら
れ
る
地
域
、
扇
央
部
と
扇
頂
部
は
条
里
制
の
み
ら
れ
な
い
区
域
と
な
っ
て
い
る
。
河
川
が

山
地
か
ら
平
地
へ
の
出
口
の
扇
頂
部
近
く
に
井
堰
を
設
け
る
か
、
こ
れ
ま
で
設
け
て
い
た
井
堰
の
整
備
拡
充
を
す
る
な
ど
農
業
用
水
確
保

策
を
と
る
こ
と
に
ま
っ
て
扇
状
地
は
開
発
さ
れ
後
期
開
発
の
村
々
は
井
堰
神
的
性
格
を
も
っ
総
社
と
結
び
宮
郷
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
。

w
hリ

山
、
海
に
関
係
す
る
八
大
竜
王
社
に
参
寵
し
、
雨
乞
神
事
を
営
む
。
降
雨
あ
り
豊
作
に
な
る
と
雨
礼
の
小
踊
り
の
行
事
を
行
な
う
。
こ
れ

稲
作
農
業
に
は
農
業
用
水
が
不
可
欠
の
も
の
で
、
早
魅
の
と
き
は
座
老
は
村
役
人
と
共
に
村
の
神
社
や
総
社
、
雨
降
り
、
滝
、
高

ら
の
神
事
を
通
じ
村
落
の
全
体
的
融
合
、

一
体
化
と
い
う
地
域
的
結
合
が
培
わ
れ
る
。
さ
ら
に
総
社
の
祭
礼
と
宮
座
を
協
同
し
て
営
む
こ

と
に
よ
っ
て
広
い
地
域
の
融
合
を
培
っ
て
き
た
。
町
村
合
併
以
前
に
、
す
で
に
久
し
い
問
地
域
結
合
の
準
備
が
工
作
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
寡
雨
の
和
泉
地
方
で
は
河
川
に
井
堰
が
数
多
く
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
近
く
に
寺
か
総
社
が
建
て
ら
れ
、
井
堰
の
守
護
、
井
堰
祭
、

用
水
の
維
持
管
理
に
当
り
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
神
社
、
寺
と
農
業
用
水
と
の
関
係
の
深
い
こ
と
、
官
郷
と
の
村
々
と
神
社
や
寺
と
の
関
係

が
深
く
結
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
o

(6) 

宮
郷
の
区
域
内
に
総
社
や
寺
が
あ
り
、
そ
の
新
改
築
、
営
繕
、
宮
座
経
営
、
郷
村
経
営
に
当
っ
て
、
宮
郷
に
は
共
有
山
な
ど
を
も

ち
、
そ
の
利
益
に
よ
り
営
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
広
域
的
信
仰
圏
で
あ
る
官
郷
と
広
域
的
経
済
圏
で
あ
る
山
郷
と
は
時
に
は
一
致
し
な
い

場
合
も
み
ら
れ
る
が
、
両
者
は
密
接
な
結
合
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

和
泉
山
脈
が
海
岸
近
く
迫
っ
て
い
る
泉
南
地
方
は
丘
陵
や
台
地
を
控
え
山
が
遠
く
に
あ
る
泉
北
地
方
に
比
べ
る
と
山
と
村
と
が
か
た
く

結
び
、
海
山
の
村
々
が
広
域
的
に
結
び
融
合
し
て
い
る
。

(7) 

村
落
の
広
域
化
が
各
地
に
み
ら
れ
る
時
、
そ
れ
ら
の
広
域
化
に
取
り
残
さ
れ
た
地
域
が
淡
輪
、
箱
作
、
男
里
、
吉
見
、
鶴
原
、
忠

岡
な
ど
で
大
阪
湾
岸
に
飛
石
状
に
「
宮
郷
の
孤
島
」
と
し
て
排
列
し
て
い
る
。
時
に
は
山
郷
の
孤
島
化
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
み
ら
れ
る
。



本
論
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
田
中
啓
繭
先
生
、
岸
本
実
先
生
の
御
指
導
を
添
う
し
た
こ
と
を
感
謝
す
る
次
第
で
か
-
る
。
調
査
に
は
官
庁
や
村
の
多
く

の
方
々
の
御
協
力
を
得
た
こ
と
に
対
し
て
深
い
感
謝
を
表
す
る
。
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大
越
勝
秋
和
泉
の
宮
郷
の
形
成
昭
和
三
七
年
日
本
地
理
学
会
春
季
大
会
発
表

同
和
泉
の
宮
郷
の
分
布
と
成
立
人
文
地
理
一
四
巻
六
号
所
収
昭
和
三
七
年
一
二
月

同
和
泉
の
宮
座
・
宮
郷
の
分
布
図
昭
和
三
八
年
一

O
月

同
和
泉
地
方
に
お
け
る
田
郷
に
つ
い
て
教
育
地
理
一

O
巻
九
号
所
収
昭
和
四
二
年
一

O
月

同
和
泉
地
方
に
お
け
る
共
有
山
・
山
郷
の
分
布
日
本
地
理
学
会
春
季
大
会
発
表
昭
和
四

O
年

十
日
谷
家
文
書
天
保
一
五
甲
辰
十
二
月
の
記
録

大
越
勝
秋
泉
佐
野
市
附
近
の
社
人
衆
(
七
)
近
畿
民
俗
二
四
号
所
収
昭
和
三
四
年
一
月

大
越
勝
秋
和
泉
の
宮
座
の
分
布
社
会
と
伝
承
第
五
号
所
収
昭
和
三
二
年
八
月

同
和
泉
地
方
に
お
け
る
寺
座
地
域
研
究
第
八
号
所
収
昭
和
四
一
年
一
二
月

同
和
泉
の
寺
座
の
類
型
日
本
民
俗
学
会
報
第
一
一
号
所
収
昭
和
三
五
年
一
一
月

同
和
泉
宮
座
史
料
集
付
伺
伸
昭
和
三
三
年
九
月
昭
和
三
三
年
一

O
月

堺
宮
座
史
料
集
ωU

堺
研
究
第
二
号
所
収
昭
和
四
二
年
一
二
月

同
泉
州
鳥
取
郷
の
宮
座
、
寺
座
近
畿
民
俗
第
一
五
号
所
収
昭
和
二
九
年
一
月

同
泉
州
信
達
郷
の
宮
底
近
畿
民
俗
第
一
七
号
所
収
昭
和
一
ニ

O
年
一

O
月

同
大
阪
府
泉
南
郡
樽
井
の
宮
座
慣
行
地
方
史
研
究
第
一
一
号
所
収
昭
和
二
九
年
二
月

西
田
七
之
助
樽
井
町
誌
昭
和
一
二

O
年
八
月

大
越
勝
秋
和
泉
の
宮
座
大
阪
府
教
育
委
員
会
月
報
所
収
昭
和
三
三
年
九
月

要
家
文
書
豊
田
武
博
士
御
発
見
に
か
か
る
も
の

米
倉
二
郎
古
代
の
和
泉
地
方
に
関
す
る
一
三
百
歴
史
地
理
的
考
察

i主

@①④①②①  ⑬@@⑦  @⑬⑬⑪⑬⑫ O 

史
林
二

O
の一

東
亜
の
集
落
所
収

昭
和
一

O
年
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天
坊
幸
彦
和
泉
国
の
条
里
遺
制
上
代
浪
華
の
歴
史
地
理
的
研
究
所
収
昭
和
二
二
年
五
月

大
越
勝
秋
和
泉
の
条
里
遺
制
ヒ
ス
ト
リ
ア
第
三
号
所
収
昭
和
二
七
年
三
月

同
和
泉
国
条
里
制
関
係
史
料
集
お
よ
び
続
、
昭
和
二
九
年
四
月

l
昭
和
三
三
年
一

O
月

同
和
泉
国
条
里
遺
制
補
遺
(
一
、
二
、
一
二
、
四
)
社
会
科
研
究
五
、
六
、
七
、
八
号
所
収
、
昭
和
三
八
年
四
月

l
昭
和
四
一
年
四
月

田
中
啓
爾
和
泉
山
脈
北
部
斜
面
及
び
そ
の
山
麓
地
方
の
地
理
学
的
考
察
地
理
学
論
文
集
所
収
昭
和
八
年
九
月

大
越
勝
秋
和
泉
国
条
呈
復
原
図
(
二
万
五
千
分
の
一
)

同
和
泉
国
条
里
呼
称
図
(
五
万
分
の
一
)

日
本
書
紀
巻
第
十
三
、
允
恭
天
皇
八
年
巳
未
条
朝
日
新
聞
社
刊

日
本
後
紀
巻
第
十
二
桓
武
天
皇
延
暦
廿
三
年
冬
十
月
朝
日
新
聞
社
刊

慈
眼
院
文
書
大
井
寝
明
神
絵
図

慈
眼
院
文
書
一
克
和
三
了
巳
年
五
月
廿
二
日
泉
州
大
井
関
の
記

古
谷
源
吾
氏
所
蔵
文
書

柴
田
実
泉
佐
野
市
史
所
収
昭
和
三
一
二
年
五
月

大
越
勝
秋
和
泉
地
方
に
お
け
る
井
堰
と
水
系
立
正
地
理
学
会
研
究
発
表
要
旨
、
昭
和
四
二
年
六
月
二
五
日

同
牛
頭
天
王
社
の
五
座
社
会
と
伝
承
六
巻
一
号
所
収
昭
和
三
七
年
四
月

信
達
郷
共
有
林
野
組
合
信
達
郷
共
有
林
野
沿
革
誌
、
昭
和
五
年

清
水
智
俊
東
鳥
取
村
誌
、
昭
和
三
一
二
年
六
月

竹
内
常
行
・
堀
内
義
隆
大
阪
南
部
の
、
宿
池
港
紙
と
く
に
樫
井
川
流
域
地
理
学
評
論
三
二
巻
一
一
号
所
収

竹
山
増
次
郎
光
明
池
土
地
改
良
区
誌

!
i光
明
池
地
区
の
水
利
慣
行
の
研
究
|
|
昭
和
三
二
年
九
月

泉
南
町
教
育
委
員
会
、
泉
南
町
教
育
参
考
資
料
、
昭
和
三
七
年
か
、
発
行
年
月
不
詳
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昭
和
三
四
年




