
門

目日

間I

Iま

じ

め

伊
勢
国
山
田
に
つ
い
て
は
、

の

形

成

と

社

寺

の

機

1
1
1
伊
勢
国
山
田
の
場
合
ー
ー

藤

本

利

治

!こ
い
わ
ゆ
る
伊
勢
神
宮
(
外
宮
)

の
純
門
前
町
と
し
て
理
解
し
把
握
さ
れ
て
い
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う

か
と
い
う
疑
問
か
ら
本
論
は
発
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
都
市
の
考
察
に
当
っ
て
発
生
論
的
分
析
と
機
能
論
的
分
析
と
を
混
同
し
て
い

門前町の形成と社寺の機能

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
伊
勢
神
宮
は
私
幣
が
久
し
く
禁
断
さ
れ
、
天
皇
家
の
氏
神
な
り
国
家
の
宗
廟
と
し
て
長
ら
く
閉
鎖
的
な
信
仰
の
も
と
に
庶
民
社

会
と
は
遮
断
さ
れ
て
き
た
。
中
世
に
入
ヲ
て
も
源
頼
朝
次
い
で
足
利
将
軍
と
い
う
一
握
り
の
特
権
層
の
参
宮
が
主
流
で
、
庶
民
の
一
般
参

そ
れ
ま
で
は
門
前
町
の
形
成
、
発
達
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
山
田
の
発
達

宮
は
足
利
時
代
中
期
以
降
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

過
程
は
必
ず
し
も
門
前
町
と
し
て
の
発
達
過
程
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

当
時
山
田
は
す
で
に
成
立
し
て
い
る

23 

わ
が
国
に
お
い
て
都
市
が
発
生
し
て
く
る
の
は
鎌
倉
時
代
中
期
十
三
世
紀
中
頃
か
ら
で
あ
る
。

が
、
そ
の
都
市
的
性
格
は
古
代
国
家
の
貴
族
社
会
的
系
譜
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
古
代
商
業
市
場
的
都
市
で
あ
っ
た
。
中
世
に
入
っ
て
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荘
園
か
ら
の
貢
租
を
も
と
に
ま
す
ま
す
商
業
的
集
落
と
な
っ
て
い
っ
た
①
O

す
な
わ
ち
、
あ
く
ま
で
商
業
的
都
市
で
門
前
町
で
は
な
か

た
。
門
前
町
的
性
格
を
も
っ
に
至
る
の
は
戦
園
、
織
豊
の
動
乱
期
を
経
て
社
会
が
安
定
し
参
宮
が
本
格
化
す
る
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ

り
、
他
方
私
幣
禁
断
も
中
世
以
降
漸
次
弛
ん
で
い
っ
た
。
ま
た
米
遣
の
封
建
社
会
に
あ
っ
て
、
貨
幣
の
流
通
も
十
分
で
な
く
、
神
領
と
い

う
狭
い
地
域
社
会
で
門
前
の
住
民
が
参
宮
者
の
経
済
に
依
存
す
る
だ
け
で
は
そ
の
生
活
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
o

し
か
も
庶
民
と
は
直
結

し
が
た
か
っ
た
別
格
の
神
宮
で
あ
れ
ば
尚
更
で
あ
り
、
門
前
町
が
成
立
す
る
た
め
に
は
一
握
り
の
特
定
階
層
の
参
宮
で
は
不
可
能
で
、
多
く

の
国
民
こ
と
に
当
時
と
し
て
は
農
民
層
の
参
宮
に
ま
で
普
遍
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
代
の
貴
族
、
中
世
の
武
士
に
代
っ
て
一
般
庶
民

が
参
宮
の
中
核
に
な
る
に
は
近
世
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
o

し
た
が
っ
て
そ
れ
ま
で
の
門
前
町
的
機
能
に
よ
っ
て
生
ず
る
利
益
を

受
け
た
の
は
住
民
の
極
く
一
部
で
、

そ
れ
は
参
宮
者
に
参
拝
上
の
便
宜
を
提
供
し
た
御
師
達
に
過
、
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
御
師
を

保
護
す
る
た
め
町
宿
に
対
し
て
営
業
制
限
の
旋
書
が
し
ば
し
ば
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
②
O

近
世
に
お
い
て
さ
え
こ
う
し
た
情
況
で
あ

る
か
ら
中
世
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
町
宿
自
体
成
立
が
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
御
師
な
ら
び
に
神
宮
奉
仕
の
関
係
者
を
除
け

ば
、
門
前
町
な
る
が
故
の
因
富
山
を
受
け
る
人
々
は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
換
言
す
れ
ば
山
田
は
純
粋
な
門
前
町
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
ら
ば
山
田
の
発
生
発
達
の
基
盤
は
何
ん
で
あ
っ
た
か
。
も
ち
ろ
ん
第
一
は
神
宮
で
あ
り
、

そ
の
鳥
居
前
の
地
域
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
発
生
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
市
場
機
能
で
あ
っ
て
宗
教
的
機
能
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
市
場
集
落
を
核
と
し
て
、
勢
田
川
沿

い
集
落
の
港
湾
機
能
と
、
宮
川
沿
い
の
渡
津
集
落
の
渡
河
機
能
と
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
鳥
居
前
の
市
場
機
能
を
中
核
と
し

て
、
二
つ
の
機
能
が
結
合
し
て
宗
教
都
市
山
田
を
完
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
期
は
近
世
で
あ
る
。

ー
、
烏
居
前
の
市
場
集
落
の
成
立
H

山
田
中
核
部
の
形
成



平
安
末
期
地
方
土
豪
に
よ
っ
て
開
発
が
進
行
し
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
武
家
支
配
体
制
が
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
農
業
の
集
約
的
経

営
が
進
み
農
業
生
産
力
は
増
大
し
た
。
そ
し
て
余
剰
農
作
物
が
市
場
に
放
出
さ
れ
定
期
市
場
が
平
安
末
に
は
現
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の

市
は
寺
社
の
門
前
や
国
府
、
郡
家
の
所
在
地
、
交
通
の
要
地
、
港
湾
の
所
在
地
に
立
つ
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
社
会
情
勢
の
も

と
に
あ
っ
て
、
鳥
居
前
山
田
は
市
場
発
展
の
た
め
の
す
ぐ
れ
た
条
件
を
そ
な
え
て
い
た
と
い
え
る
o

す
な
わ
ち
外
宮
の
門
前
で
あ
る
こ
と

を
第
一
に
、
古
い
市
の
様
式
で
あ
る
農
民
と
漁
民
と
い
う
生
産
者
同
志
の
直
接
交
換
の
条
件
を
も
っ
て
い
た
o

そ
れ
は
伊
勢
平
野
の
農
業

地
域
と
志
摩
地
方
の
漁
業
地
域
を
控
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
o

ま
た
大
湊
の
港
津
と
勢
田
川
水
運
を
通
じ
て
直
結
す
る
便
に
恵
ま
れ
て
い

た
。
こ
と
に
神
領
と
し
て
守
護
不
入
の
地
で
豪
族
の
圧
迫
を
受
け
る
こ
と
も
少
く
比
較
的
自
由
な
経
済
活
動
が
行
な
い
や
す
か
っ
た
。

こ
う
し
た
商
業
的
基
盤
の
上
に
立
っ
て
市
場
集
落
が
発
達
し
、
そ
れ
が
、
参
宮
の
盛
行
と
と
も
に
宗
教
都
市
の
性
格
を
具
備
す
る
よ
う

に
な
り
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
後
者
の
卓
越
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
o

換
言
す
れ
ば
市
場
集
落
の
上
に
鳥
居
前
町
が
発
展
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
奈
良
の
場
合
も
同
様
な
発
達
を
と
げ
て
い
る
@
o

門前町の形成と社寺の機能

こ
う
し
た
商
業
機
能
の
卓
越
は
、
多
く
の
座
の
存
在
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
さ
れ
る
と
思
う
。
山
田
に
は
米
座
、
麹
座
、
酒
座
、
魚
座
、

鰯
座
、
瀬
戸
物
座
、
御
器
座
、
釜
座
、
布
座
、
麻
座
、
紺
座
、
油
座
、
紙
座
、
綿
座
、
立
物
之
座
、

ア
へ
物
座
、
瓦
座
、
連
雀
負
之
座
な

ど
多
く
の
座
が
成
立
し
て
い
た
@
o

ま
た
魚
庖
に
つ
い
て
は

「
上
座
・
中
座
・
下
座
ノ
魚
庖
モ
市
ノ
遺
制
ナ
ル
ベ
シ
を
」
の
記
事
を
伝
え

て
い
る
。

さ
て
中
世
の
市
場
を
形
成
し
た
の
が
三
日
市
場
(
岩
淵
町
)
・
六
日
市
場
(
下
馬
所
前
野
町
)
・
五
日
市
場
(
岡
本
町
)
・
八
日
市
場
(
八
日

市
場
町
)

の
各
町
通
り
で
あ
る
。
こ
と
に
八
日
市
場
町
は
上
市
場
と
し
て
、
岩
淵
町
は
下
市
場
と
し
て
栄
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

25 
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八
日
市
場
町
に
は
毎
月
八
の

日
に
、
二
本
の
道
路
の
両
側
に

市
が
立
ち
、

「
八
日
市
場
、
此

地
有
一
一
市
場
一
毎
月
八
日
成
レ
市
、

故
臼
ニ
八
日
市
場
一
也
、
其
法
今

亡
失
」
@
と
あ
り
、
字
市
場
に
あ

域

っ
た
上
座
蛭
子
社
(
上
座
恵
毘

町

須
)
は
い
う
ま
で
も
な
く
市
の

田山

神
で
、
こ
れ
を
釆
配
し
て
い
た

第 1図

の
が
御
師
幸
福
大
和
家
で
あ
っ

た
。
ま
た
当
町
に
は
大
主
家
が

あ
り
、
大
塗
師
と
称
し
塗
師
の

棟
梁
で
こ
こ
に
は
相
当
数
の
職

人
が
居
り
⑦
、
著
名
な
伊
勢
漆

器
の
産
地
で
あ
っ
た
。
ま
た
下

市
が
毎
月
三
の
日
に
岩
淵
町
に

た
て
ら
れ
、

」
こ
に
は
三
日
市



夷
社
が
あ
り
、
字
三
日
市
世
子
に
そ
の
後
を
伝
え
て
い
る
o
ま
た
御
師
三
日
市
大
夫
は
当
町
に
居
住
し
て
い
た
。
当
御
師
は
三
方
家
で
奥

羽
・
上
野
・
松
前
な
ど
東
北
地
方
を
中
心
に
三
五
万
余
に
及
ぶ
檀
家
(
安
、
氷
六
年
)
を
有
し
て
い
た
。
岡
本
町
は
山
田
の
里
で
は
も
っ
と

も
早
く
住
民
の
定
住
を
み
た
所
で
五
の
日
に
市
が
同
じ
く
立
っ
た
。
五
日
市
蛭
子
社
は
字
上
ノ
切
に
あ
り
古
の
道
饗
の
地
と
伝
え
て
い

る
o
こ
こ
は
外
宮
か
ら
内
宮
に
向
う
口
に
当
り
、
文
明
一
七
・
一
八
年
(
一
四
八
五
・
八
六
)
噴
に
山
田
の
神
人
が
番
屋
を
設
け
、
内
宮

へ
の
通
路
を
塞
ぎ
参
宮
者
を
阻
止
し
て
い
る
。
ま
た
寛
永
一
七
年
(
一
六
四

O
)
九
月
に
山
田
奉
行
花
一
房
一
志
摩
守
の
下
知
に
よ
っ
て
坊
山

の
ふ
も
と
か
ら
中
道
と
称
す
る
新
道
が
外
宮
か
ら
内
宮
へ
の
参
宮
路
と
し
て
聞
か
れ
て
便
と
な
り
、
往
来
が
繁
く
民
家
も
増
加
し
て
黄
楊

櫛
・
漆
器
な
ど
の
産
地
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
る
。
岡
本
町
の
櫛
が
山
田
の
名
産
と
し
て
参
宮
者
に
喜
ば
れ
た
こ
と
は
多
く
の
記
録
に
残
つ

て
い
る
@
o

岡
本
町
の
参
宮
者
に
よ
る
賑
い
が
し
の
ば
れ
る
。

下
馬
所
前
野
町
は
文
字
通
り
外
宮
一
ノ
鳥
居
の
前
で
下
馬
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
字
下
館
に
六
日
の
市
が
立
ち
宮
市
場
と
称
し
た
。
六

日
市
蛭
子
社
は
茜
社
と
も
呼
ば
れ
、
下
座
の
夷
ま
た
は
中
座
の
夷
と
い
う
説
が
残
っ
て
い
る
。

門前町の形成と社寺の機能

か
く
の
如
く
外
宮
の
鳥
居
前
に
は
多
く
の
市
が
立
っ
た
が
、
中
世
の
市
は
三
斎
市
が
主
で
あ
っ
た
か
ら
一
ヶ
月
に
十
二
日
の
開
市
で
あ

る
O 

市
日
の
間
隔
が
不
同
で
あ
る
の
は
市
日
と
祭
日
に
関
係
が
あ
る
こ
と
@
か
ら
そ
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。
事
実
三
日
市
は
後
に
市
日
が

変
わ
り
、
六
月
と
十
二
月
の
月
次
祭
、
九
月
の
神
嘗
の
い
わ
ゆ
る
三
節
祭
の
時
に
行
な
わ
れ
、

」
と
に
十
九
日
の
月
夜
宮
祭
の
祭
日
に
は

大
市
が
立
っ
た
⑮
O

中
世
後
期
の
神
宮
神
職
団
の
活
動
に
よ
っ
て
神
宮
崇
敬
の
風
が
お
こ
り
、

」
と
に
外
宮
は
農
業
神
と
し
て
当
時
の
農
業
社
会
に
お
け
る

重
要
な
る
信
仰
対
象
で
あ
っ
て
、
近
在
の
多
く
の
農
民
を
集
め
市
は
い
よ
い
よ
繁
栄
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
世
の
例
は
各
地
に

27 

み
ら
れ
、
相
模
国
当
麻
は
市
場
町
で
あ
り
同
時
に
時
宗
の
本
山
無
量
光
寺
の
門
前
町
で
あ
っ
た
⑬
O
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さ
て
、

い
か
な
る
物
資
が
交
易
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
宮
川
、
櫛
田
川
流
域
を
控
え
た
伊
勢
平
野
南
部
の
農
産
物
と
、

志
摩
地
方
の
海
産
物
で
あ
ろ
う
o

前
者
は
単
な
る
宮
川
と
櫛
田
川
の
沖
積
平
野
で
は
な
く
、
洪
積
台
地
・
河
岸
段
丘
・
氾
濫
原
・
三
角
州

-
浜
堤
・
海
岸
砂
丘
・
後
背
湿
地
な
ど
の
徴
地
形
が
交
錯
し
て
お
り
、
当
然
土
地
利
用
は
単
一
な
る
稲
作
の
み
で
は
な
い
o

古
く
荒
妙
・

和
妙
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、
麻
、
桑
、
綿
な
ど
そ
の
他
畑
作
も
盛
ん
で
あ
っ
た
o

こ
れ
ら
と
志
摩
地
方
の
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
・
エ
ピ
・

テ
ン
グ
サ
・
生
魚
な
ど
が
主
な
る
交
易
ロ
聞
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
志
摩
地
方
の
魚
類
を
采
配
し
た
の
が
山
田
河
崎
町
の
魚
問
屋
で
あ
る

か
ら
、

お
そ
ら
く
勢
田
川
の
水
運
を
利
用
し
て
山
田
町
中
へ
持
込
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。

ち
ょ
う
ど
そ
こ
に
岩
淵
町
・
岡
本
町
の
市
が
あ

る
。
こ
の
ほ
か
の
ル

l
ト
か
ら
も
志
摩
地
方
の
魚
類
が
山
田
町
中
に
入
っ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
浦
方
か
ら
山
田
に
通
ず
る
道
路
上

の
要
地
に
御
費
小
屋
が
置
か
れ
販
入
さ
れ
る
魚
の
一
部
を
神
官
へ
の
供
進
用
と
し
て
徴
取
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
御
賛
小
屋
の
存
在
に

よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

古
来
社
寺
門
前
は
社
寺
の
み
で
な
く
領
主
の
財
源
と
し
て
彼
等
は
商
人
に
保
護
と
特
権
を
与
え
、
さ
ら
に
隷
属
す
る
手
工
業
者
を
擁
し

自
給
の
み
で
な
く
交
易
も
行
な
わ
れ
、
門
前
と
い
う
土
地
柄
か
ら
乱
暴
狼
籍
も
な
く
秩
序
が
維
持
さ
れ
、

ま
た
門
前
の
市
場
は
神
聖
な
も

の
と
し
て
取
引
の
公
正
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
需
要
者
の
集
中
に
も
便
で
あ
り
、
市
庭
と
し
て
よ
く
利
用
さ
れ
て
き
た
。
か
く
て

中
世
後
期
に
は
多
く
の
社
寺
門
前
は
商
業
的
性
格
を
強
め
る
と
と
も
に
人
口
を
増
大
し
都
市
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
中
世
後
期
の
都
市
の
趨
勢
が
市
を
発
展
さ
せ
、
市
場
の
存
在
が
集
落
存
立
の
基
礎
と
な
っ
て
い
っ
た
。

山
田
の
場
合
参
宮
者
が
増
大
す
る
ま
で
は
、
市
に
集
ま
る
人
々
は
当
然
山
田
及
び
周
辺
在
方
の
人
々
で
あ
っ
て
、
こ
と
に
近
世
に
入
つ

て
松
阪
が
城
下
町
と
し
て
発
達
す
る
ま
で
は
伊
勢
平
野
南
部
地
域
最
大
の
町
方
と
し
て
市
の
機
能
を
発
揮
し
た
と
思
わ
れ
る
。
天
正
年
間

(
一
五
七
三
li
九
一
一
)

に
は
一
五
座
も
あ
り
そ
の
商
業
活
動
は
活
発
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
て
近
世
門
前
町
成
立
以
前
す
で
に
市
場
町



と
し
て
の
下
地
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
近
世
中
期
に
入
り
国
民
大
衆
の
参
宮
が
普
遍
化
し
、
最
高
頂
に
達
す
る
と
参
宮
も
や
が

て
個
人
の
自
由
な
信
仰
心
か
ら
の
発
意
に
よ
ら
ず
、
習
俗
と
い
う
一
種
の
社
会
的
強
制
か
ら
参
宮
す
る
者
も
多
く
、
当
然
そ
の
旅
は
物
見

遊
山
化
の
傾
向
と
な
っ
て
き
た
⑫
O

し
た
が
っ
て
門
前
の
市
場
町
は
い
わ
ゆ
る
門
前
町
の
機
能
を
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
賑
い
を
呈

し
て
き
た
。

近
世
に
入
る
と
周
圏
論
に
立
て
ば
畿
内
に
近
い
伊
勢
と
し
て
は
、
市
場
商
業
か
ら
庖
舗
商
業
に
交
替
し
、
す
で
に
市
は
衰
退
期
に
入
る

わ
け
で
、
市
場
が
残
存
す
る
の
は
特
異
な
現
象
で
あ
る
⑬

O

ち
ょ
う
ど
こ
れ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
参
宮
が
盛
ん
と
な
り
機
能
的
に
門

前
町
へ
と
転
移
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
転
移
は
極
め
て
円
滑
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
人
口
は
後
述
す
る
よ
う
に
減
少
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
参
宮
者
の
増
加
と
山
田
の
人
口
増
減
は
正
の
相
関
関
係
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
門
前
で
は
市
場
と
い
う
経
済
的
機

能
の
ほ
う
が
宗
教
的
機
能
よ
り
多
く
の
人
々
を
集
中
さ
せ
支
持
し
得
た
の
で
あ
る
。
近
世
に
お
け
る
御
師
の
分
布
を
み
て
も
、
こ
の
市
場

地
域
に
最
も
多
く
の
居
住
を
み
る
の
で
あ
っ
て
⑬
、

見
事
な
転
移
を
示
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

門前町の形成と社寺の機能

2
、
渡
津
集
落
の
発
達
日
山
田
町
城
西
部
の
形
成

鎌
倉
時
代
以
来
の
神
宮
御
師
の
活
動
が
室
町
時
代
に
入
っ
て
本
格
化
し
、

さ
ら
に
荘
園
崩
壊
期
に
当
面
し
て
神
宮
の
財
政
危
機
が
深
刻

化
し
た
た
め
、
神
宮
側
の
積
極
的
な
社
会
進
出
が
あ
り
、

南
北
朝
・
室
町
時
代
に
入
っ
て
伊
勢
参
宮
も
徐
々
な
が
ら
盛
行
し
て
き
た
@
o

か
く
て
参
宮
者
は
漸
次
全
国
的
と
な
り
、
長
享
元
年
(
一
四
八
七
)

に
は
諸
国
洛
中
の
者
が
群
参
し
、
降
雨
の
た
め
伊
勢
宮
川
橋
が
落

数
百
人
が
溺
死
す
る
と
い
う
惨
事
が
お
こ
っ
て
い
る
。

以
来
宮
川
の
架
橋
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

ち
て
、

さ
ら
に
延
宝
三
年

29 

(
一
六
七
五
)
八
月
四
日
に
は
渡
船
業
者
が
船
賃
を
む
さ
ぼ
る
余
り
大
勢
の
参
宮
者
を
乗
せ
た
た
め
渡
舟
が
沈
み
溺
死
者
数
十
人
を
出
す
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と
い
う
事
件
が
起
っ
て
い
る
@
o

全
国
か
ら
の
参
拝
者
に
と
っ
て
最
後
の
関
門
は
こ
の
宮
川
で
あ
る
。
宮
川
渡
河
の
参
宮
者
の
運
送
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
の
方
途
が

と
ら
れ
た
が
、
地
元
運
送
者
が
不
法
な
専
横
を
な
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
近
世
に
入
る
と
山
田
三
方
と
宇
治
年
寄
の
共
同
支
配
下
に
お
か

れ
た
。
渡
河
に
は
参
宮
街
道
の
伊
勢
道
を
小
俣
か
ら
中
川
原
(
宮
川
町
)

に
渡
る
「
下
の
渡
し
」

一
名
「
桜
の
渡
し
」
と
、
伊
勢
本
街
道

の
田
丸
道
を
川
端
か
ら
中
島
町
へ
渡
る
「
上
の
渡
し
」

一
名
「
柳
の
渡
し
」
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
小
俣
中
川
原
と
川
端
l
中
島

と
い
う
二
つ
の
対
向
集
落
が
成
立
し
た
。
こ
と
に
中
川
原
と
中
島
町
は
今
ま
で
の
長
途
の
旅
の
疲
れ
と
、

い
よ
い
よ
神
都
に
入
っ
た
喜
び

の
参
宮
者
を
迎
え
入
れ
る
渡
津
集
落
と
し
て
大
変
賑
わ
っ
た
o
す
な
わ
ち
各
御
師
の
配
下
で
あ
る
殿
原
、
仲
間
た
ち
ゃ
、
軒
を
つ
ら
ね
る

茶
屋
の
茶
屋
女
た
ち
が
に
ぎ
や
か
に
迎
え
た
。
こ
こ
に
山
田
の
町
の
一
つ
の
核
が
成
立
し
て
い
っ
た
o

中
川
原
は
宮
川
町
と
称
し
宮
川
の
中
洲
の
川
原
で
あ
る
た
め
領
域
が
変
動
し
、

か
つ
て
度
会
郡
高
向
郷
で
「
宮
川
ノ
東
、
人
家
列
レ
リ

是
ヲ
中
川
原
ト
云
フ
、
諸
国
参
宮
人
ヲ
妥
ニ
出
迎
ヘ
ナ
ド
ス
ル
茶
屋
ア
リ
、
山
田
市
中
ト
野
路
十
町
ヲ
隔
テ
テ
此
人
家
皆
市
中
ヨ
リ
引
移

リ
テ
漸
ク
百
年
ノ
事
也
」
@
と
あ
り
、

参
拝
者
を
待
つ
集
落
と
し
て
栄
え
て
い
た
。

し
か
し
当
時
(
宝
暦
年
間
)

は
い
ま
だ
山
田
市
中
と

は
連
担
し
て
お
ら
ず
野
路
十
町
を
も
っ
て
隔
て
て
い
る
。
か
つ
山
田
か
ら
引
移
っ
た
人
々
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

中
島
町
も
宮
川
の
中
之
島
の
地
で
あ
っ
た
。
勅
使
・
上
使
な
ど
も
宮
川
を
渡
河
し
て
こ
こ
に
出
で
、
山
田
に
入
っ
た
こ
と
は
中
島
町
の

一
小
字
に
京
町
の
名
が
残
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
参
向
使
が
京
に
上
る
町
筋
に
当
た
る
意
が
こ
の
地
名
で
あ
る
。

要
す
る
に
宮
川
渡
し
の
た
も
と
に
宮
川
町
・
中
島
町
を
中
心
と
す
る
渡
津
集
落
が
成
立
し
て
、
山
田
の
西
郊
に
お
け
る
一
つ
の
核
を
形

成
し
て
い
た
。
そ
し
て
少
く
と
も
宝
暦
年
間
(
一
七
五
一
jill

六
四
)
に
は
未
だ
山
田
町
中
と
は
結
合
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
中
世

に
お
け
る
参
宮
の
障
碍
と
な
っ
て
い
た
戦
乱
、
山
賊
や
海
賊
の
ば
っ
こ
、
無
数
の
関
所
が
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
、



最
後
に
徳
川
家
康
の
全
国
支
配
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
c

か
く
て
徳
川
治
下
に
入
る
や
参
宮
の
盛
行
を
み
渡
津
集
落
も
繁
栄
し
、

」
と
に

宮
川
町
と
中
島
町
は
非
常
な
発
達
を
示
し
漸
次
東
進
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
市
場
を
中
心
と
す
る
外
宮
門
前
の
中
核
と
連
担
す
る
こ
と
と

な
り
、
そ
の
結
節
点
に
当
っ
た
の
が
筋
向
橋
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
筋
向
橋
地
域
に
あ
た
る
浦
口
町
、
上
中
之
郷
町
で
市
街
地
は
も
っ
と
も

く
び
れ
て
い
る
の
も
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
伊
勢
道
と
田
丸
道
の
交
点
で
あ
る
筋
向
橋
以
西
を
上
之
郷
と
い
い
、
上
中
之
郷

町
・
下
中
之
郷
町
を
中
之
郷
と
称
し
た
こ
と
で
も
、
そ
の
発
達
過
程
を
異
に
し
た
地
域
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
筋
向
筋
よ
り
東
北
に
通
ず
る
所
に
河
崎
世
古
が
あ
る
が
、
そ
の
名
に
つ
い
て
は
「
昔
筋
向
橋
ノ
辻
ノ
東
ニ
ハ
人
家
五
軒
ア
ル
ノ
ミ

ニ
テ
町
家
ナ
シ
、
故
一
一
此
処
ヨ
リ
末
ハ
川
崎
へ
往
ク
路
ナ
リ
ト
云
フ
テ
川
崎
世
古
ト
云
ヒ
此
ヨ
リ
川
崎
マ
デ
ノ
際
-
一
人
家
一
軒
ア
リ
テ
、

往
来
ノ
者
之
ニ
休
息
シ
タ
リ
、
是
今
新
町
ノ
一
ツ
屋
ナ
リ
」
@
と
あ
り
人
家
稀
な
る
地
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

3
、
勢
田
川
流
域
の
発
達
H

山
田
町
域
北
部
の
形
成

門前町の形成と社寺の機能

律
令
体
制
が
崩
壊
し
神
宮
に
対
す
る
国
家
の
財
政
的
援
助
が
後
退
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
神
宮
は
新
興
の
東
国

武
士
の
援
助
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
多
数
の
荘
園
(
御
厨
・
御
薗
)

の
寄
進
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
伊

勢
・
尾
張
・
三
河
・
美
濃
な
ど
に
集
中
し
、
そ
こ
か
ら
の
貢
進
の
品
々
は
多
く
は
海
上
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
受
入
れ
港
が
大
湊
で

あ
る
o

こ
と
に
中
世
に
入
り
世
情
が
不
安
動
揺
す
る
と
陸
上
運
送
が
困
難
と
な
り
、
水
路
に
よ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
た
め
に
大
湊
は
大
い

に
賑
わ
い
聞
や
倉
が
な
ら
ぶ
繁
華
な
港
町
と
な
っ
た
。
元
来
大
湊
は
塩
の
積
出
港
と
し
て
発
生
し
た
の
で
あ
る
が
、

一
二
世
紀
頃
か
ら
伊

勢
両
宮
の
外
港
と
し
て
各
地
に
散
在
す
る
御
厨
や
御
薗
の
神
撰
米
や
御
に
え
、
神
供
類
を
調
進
す
る
舟
の
出
入
す
る
港
と
し
て
、

さ
ら
に

31 

両
宮
神
職
の
衣
食
類
売
買
の
便
を
と
る
港
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
。
後
堀
河
院
か
ら
貞
応
二
年
(
一
一
一
二
三
)
二
一
月
十
六
日
に
御
論
旨
な
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グ

ら
び
に
諸
廻
船
御
法
令
三
拾
七
ケ
条
御
条
目

な
る
も
の
を
受
け
て
い
る
。
以
降
南
北
朝
時

代
に
は
北
畠
伊
勢
国
司
が
南
朝
の
た
め
吉
野

方
面
と
東
国
を
結
ぶ
中
継
地
と
し
て
こ
こ
を

軍
港
と
し
た
所
で
あ
る
。
ま
た
義
良
親
王
の

奥
州
下
向
の
と
き
に
兵
船
五
十
般
余
を
調
進

し
、
北
条
早
雲
・
織
田
信
長
等
の
需
に
も
応

じ
て
い
る
。
さ
ら
に
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
出

第 2図

陣
の
際
に
は
大
船
三
一
百
般
が
指
し
廻
さ
れ
て

お
り
点
、

ま
た
朝
鮮
半
島
出
兵
の
と
き
に
も

九
鬼
嘉
隆
の
兵
船
な
ど
を
建
造
し
て
い
る
。

徳
川
時
代
に
入
る
と
家
康
以
来
徳
川
氏
に
も

事
あ
る
毎
に
大
船
拾
般
余
を
指
し
廻
わ
し
て

い
る
。
か
く
の
如
く
古
く
か
ら
の
造
船
業
の

盛
ん
な
地
で
あ
っ
た
。
他
面
室
町
時
代
に
は

園
内
お
よ
び
対
明
貿
易
の
商
港
と
し
て
栄
え

大
廻
船
業
者
を
生
ん
だ
。
主
な
も
の
と
し
て



は
桑
名
屋
・
浜
松
屋
・
信
濃
屋
・
小
浜
屋
が
あ
り
、
中
世
末
東
南
ア
ジ
ア
と
の
貿
易
に
活
躍
し
た
角
屋
七
郎
次
郎
も
大
湊
出
身
で
あ
る
o

か
く
て
大
湊
は
商
港
の
み
な
ら
ず
工
業
港
・
軍
港
と
し
て
の
機
能
を
併
せ
有
し
て
い
た
。
そ
こ
で
徳
川
幕
府
も
重
視
し
、
寛
永
十
八
年

(
一
六
四
一
)
か
ら
幕
末
ま
で
山
田
奉
行
を
置
い
た
。
そ
の
繁
栄
は
自
治
体
体
制
え
と
進
行
し
有
力
廻
船
問
屋
が
会
合
衆
を
構
成
し
て
い

た
。
そ
れ
は
堺
に
も
匹
敵
す
る
強
力
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
蒲
生
氏
郷
が
天
正
一
六
年
(
一
五
八
八
)
松
ケ
島
か
ら
松
阪
に
移
っ
て
城

下
を
建
設
す
る
と
き
大
湊
の
町
人
を
移
住
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
商
業
の
発
達
と
商
人
の
活
躍
を
示
し
て
い
る
。
角
屋
七
郎
次
郎
も
こ
の
折

に
松
阪
へ
移
住
し
た
。
こ
の
ほ
か
「
大
湊
古
来
家
数
千
軒
余
廻
船
大
小
百
弐
拾
般
余
田
畠
高
凡
千
石
余
:
:
:
」
@
と
あ
り
、

ま
た
「
凡
大
湊

高
城
ハ
諸
国
ヨ
リ
米
穀
・
魚
鱗
・
材
木
・
柴
薪
・
海
藻
ヤ
ウ
ノ
物
マ
デ
モ
両
宮
領
内
へ
運
送
ス
ル
ノ
通
津
ナ
リ
」
@
と
あ
り
、

そ
の
繁
華

の
様
子
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
繁
栄
の
基
盤
と
な
っ
た
の
が
山
田
の
外
港
と
い
う
地
理
的
位
置
で
あ
っ
た
。
尾
張
・
三
河
・
遠
江
・
駿
河
な

ど
東
海
地
方
さ
ら
に
東
国
か
ら
の
参
宮
者
は
渥
美
半
島
か
ら
海
路
伊
勢
湾
を
横
断
し
て
こ
こ
に
至
っ
た
。
伊
勢
湾
が
荒
れ
て
渡
海
困
難
な

と
き
に
は
伊
良
湖
神
社
参
拝
を
も
っ
て
神
宮
参
拝
に
代
参
と
し
た
こ
と
も
こ
れ
を
裏
書
き
し
て
い
る
。

門前町の形成と社寺の機能

寛
政
年
間
の
三
方
会
合
諸
旧
例
室
田
に
は

但
シ
元
在
方
之
頭
一
一
候
処
去
亥
正
月

「
大
湊

町
格
ニ
被
仰
付
侯

以
後
万
事
町
並
-
一
有
之
事
」

と
あ
り
、
山
田
付
属
の
村
邑
か
ら
町
方
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
豊
臣
秀
吉
の
文
禄
年
中
の
太
閤
検
地
に
際
し
て
宮
川
以
東
は
竿
を
入
れ
ず

「
大
神
宮
御
敷
地
」
の
名
の
も
と
に
無
税
地
と
な
し
た
が
、

そ
の
と
き
の
朱
印
状
末
尾
に
「
伊
勢

山
田
惣
中
・
宇
治
惣
中
・
大
湊
惣

中
」
と
併
記
さ
れ
て
お
り
、
大
湊
の
地
位
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。

海
路
大
湊
に
入
っ
た
参
宮
者
は
、

さ
ら
に
勢
田
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
神
社
港
や
二
軒
茶
屋
、
さ
ら
に
山
田
の
船
江
・
河
崎
・
岡
本
町
へ

33 

と
遡
航
し
て
き
た
。
こ
こ
に
中
継
地
と
し
て
の
大
湊
と
終
航
地
と
し
て
の
こ
れ
ら
河
港
を
発
達
さ
せ
た
。
今
も
「
勢
田
の
流
れ
の
入
舟
出
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舟
わ
け
で
賑
う
御
蔭
年
」
と
俗
謡
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

神
社
港
も
三
河
・
遠
江
な
ど
東
国
や
志
摩
・
熊
野
方
面
な
ど
海
上
か
ら
の
参
宮
者
の
上
陸
地
と
し
て
賑
わ
っ
た
o

皇
太
神
宮
儀
式
帳
や

延
喜
式
に
よ
れ
ば
尾
張
・
三
河
・
遠
江
な
ど
は
神
宮
の
神
戸
と
な
っ
て
い
る
か
ら
早
く
か
ら
こ
の
地
方
と
の
交
通
が
聞
か
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
そ
の
基
点
と
な
っ
た
の
が
こ
の
大
湊
な
り
神
社
港
で
あ
ろ
う
。

大
湊
を
勢
田
川
水
運
を
通
じ
て
山
田
に
連
結
さ
せ
た
の
が
河
崎
町
で
あ
る
。
町
は
山
田
と
の
交
通
上
勢
田
川
左
岸
(
西
岸
)
に
成
立
し

当
時
発
展
の
中
心
と
な
っ
た
字
里
中
も
こ
こ
に
あ
り
、
著
名
な
通
市
場
も
左
岸
に
あ
っ
た
o

右
岸
(
東
岸
)
は
向
河
崎
と
称
し
あ
く
ま
で

二
次
的
な
地
域
で
し
か
過
、
ぎ
な
か
っ
た
o

ま
た
寛
永
七
年
(
一
六
二
一

O
)
美
濃
国
の
代
官
岡
田
伊
勢
守
が
山
田
奉
行
と
し
て
来
任
し
た
と

き
奉
行
役
料
・
水
主
衆
の
扶
持
米
等
を
美
濃
国
よ
り
徴
収
し
て
納
め
た
と
い
う
美
濃
倉
は
こ
こ
右
岸
に
あ
り
@
、

ま
た
山
田
奉
行
は
備
荒

貯
穀
の
目
的
で
、

こ
の
地
に
囲
穀
倉
を
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)

に
建
て
米
穀
と
貯
蔵
し
て
い
る
。
か
く
て
向
河
崎
は
あ
く
ま
で
集
落
立

地
が
主
体
で
は
な
か
っ
た
。

注
目
す
べ
き
は
近
世
の
山
田
に
お
い
て
米
問
屋
は
河
崎
町
に
限
っ
て
設
置
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
享
保
頃
に
は
仲
間
が
十
人
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
宝
暦
三
年
(
一
七
五
三
)
十
二
月
に
は
河
崎
町
米
問
屋
共
か
ら
会
合
所
を
経
由
し
て
山
田
奉
行
水
野
甲
斐
守
に
問
屋
仲
間
の
設

置
を
願
出
て
問
屋
旋
書
を
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
河
崎
町
が
山
田
に
お
け
る
米
穀
の
流
通
機
能
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
他
方
山
田
消
費
の
魚
類
も
志
摩
地
方
鳥
羽
藩
お
よ
び
紀
伊
・
田
丸
領
の
浦
々
か
ら
入
荷
し
、
河
崎
町
の
魚
問
屋
か
ら
河
崎

町
魚
仲
買
人
を
経
て
山
田
町
中
に
入
っ
た
。
そ
の
魚
市
場
は
著
名
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

「
宇
治
山
田
近
辺
之
島
々
よ
り
山
田
河
崎
町
へ

入
津
の
生
魚
、
塩
魚
等
:
:
・
」
⑫

と
あ
り
、

さ
ら
に
続
い
て



「
段
々
近
年
高
直
に
相
成
候
て
、
惣
中
迷
惑
仕
候
処
:
:
:
」

と
あ
り
、
そ
の
値
段
調
節
の
た
め
享
保
五
年
(
一
七
二

O
)
に
問
屋
定
書
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
安
永
二
年
(
一
七
七
二
一
)
七
月
に
は
河

崎
町
魚
仲
買
人
を
五
人
と
定
め
、
す
べ
て
問
屋
よ
り
仲
買
仲
間
に
買
入
れ
る
よ
う
定
め
た
が
、
同
年
十
月
荷
元
の
反
対
で
五
人
仲
間
を
廃

し
多
数
を
も
っ
て
相
場
を
立
て
る
よ
う
に
旧
に
復
し
た
@
o

ま
た
河
崎
町
が
神
宮
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
「
古
来
神
宮
ヨ
リ
河
崎

ニ
河
守
ト
云
フ
役
人
ヲ
置
イ
テ
運
送
ノ
分
一
ヲ
取
ラ
シ
ム
ナ
リ
」
@
と
あ
る
。

船
江
町
は
勢
田
川
と
宮
川
の
分
流
で
あ
る
北
宮
川
(
甫
蔵
主
川
・
檎
尻
川
・
小
柳
川
な
ど
と
も
称
す
)

の
合
流
点
に
あ
た
り
、

ふ
な
あ

え
(
航
饗
)

の
地
で
あ
っ
た
の
が
語
源
と
い
わ
れ
る
。
堀
留
な
る
小
字
は
舟
行
の
便
の
た
め
大
溝
を
掘
っ
た
の
を
こ
こ
で
止
め
た
と
い
わ

れ
る
地
で
あ
る
が
、

や
は
り
勢
田
川
舟
運
に
よ
っ
て
成
立
し
た
集
落
で
あ
る
。

こ
れ
ら
勢
田
川
沿
い
の
港
町
と
山
田
の
戸
数
を
比
較
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
o

門前町の形成と社寺の機能
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す
な
わ
ち
近
世
に
お
け
る
山
田
郷
全
域
の
戸
数
は
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
つ
の
港
町
の
減
少
率
は
低
く
港
湾
機
能
を
通
じ
て

都
市
活
動
を
持
続
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
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4
、
ま
と
め
H

三
地
域
の
結
合

山
田
は
近
世
に
入
る
ま
で
は
外
宮
門
前
の
岩
淵
町
(
一
一
一
日
)
・
下
馬
所
前
野
(
六
日
)
・
岡
本
町
(
五
日
)
・
八
日
市
場
町
(
八
日
)
等
を
核
と

す
る
市
場
集
落
地
域
と
、
中
島
町
・
宮
川
町
を
中
心
と
す
る
宮
川
の
上
の
渡
し
・
下
の
渡
し
に
鯛
集
す
る
参
宮
者
を
対
象
と
す
る
渡
津
集

落
地
域
と
、
大
湊
を
基
点
に
神
社
町
・
二
軒
茶
屋
町
・
船
江
町
・
河
崎
町
と
続
く
勢
田
川
水
運
に
基
盤
を
お
く
港
町
地
域
の
三
地
域
が
そ

れ
ぞ
れ
連
担
す
る
こ
と
な
く
分
立
発
達
を
と
げ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
近
世
に
入
り
、
参
宮
が
盛
行
す
る
と
と
も
に
中
核
で
あ
る
市
場
集
落

地
域
は
地
元
在
方
と
の
交
易
よ
り
も
参
宮
者
を
対
象
と
す
る
経
済
に
転
換
し
て
発
展
膨
脹
し
、
浦
口
町
・
上
中
之
郷
町
付
近
で
渡
津
集
落

地
域
と
連
続
す
る
に
至
っ
た
。
他
方
勢
田
川
水
運
地
域
と
は
河
崎
町
で
も
っ
て
結
合
し
た
が
連
担
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は

河
崎
町
は
参
宮
者
よ
り
も
米
問
屋
・
魚
問
屋
な
ど
に
よ
る
経
済
活
動
を
中
心
と
す
る
方
向
へ
独
自
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
ま
た
こ
の
地
域

は
宮
川
の
分
流
清
川
が
西
か
ら
流
入
し
低
湿
地
を
な
し
、
ま
た
南
か
ら
は
豊
川
が
北
上
し
て
吹
上
町
の
河
原
を
な
し
て
い
た
。
か
く
の
如

く
居
住
条
件
が
恵
ま
れ
ず
集
落
立
地
に
制
約
が
あ
っ
た
。
ま
た
勢
田
川
水
運
が
便
で
あ
る
か
ら
そ
れ
以
上
に
集
落
の
発
達
の
必
然
性
が
な

か
っ
た
。

要
す
る
に
山
田
は
三
つ
の
機
能
を
も
っ
地
域
の
結
合
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
が
宗
教
的
機
能
の
卓
越
に
よ
っ
て
漸
次
門
前
町
化
し
て

い
っ
た
。

近
世
に
お
け
る
三
つ
つ
の
核
の
戸
数
変
動
@
を
み
て
も
、
渡
津
部
と
港
町
部
が
発
展
な
い
し
現
状
維
持
に
対
し
て
鳥
居
前
の
中
核
部
は

激
減
を
示
し
、

ま
た
新
興
の
結
節
部
に
あ
た
る
浦
口
町
、
上
中
之
郷
町
の
減
少
も
著
し
い
。
す
な
わ
ち
鳥
居
前
は
参
宮
現
象
よ
り
も
市
場

活
動
の
方
が
町
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
た
わ
け
で
、
多
数
の
外
来
の
客
よ
り
も
土
着
の
経
済
活
動
が
町
の
発
展
に
は
大
き
な
力
を
も
っ
て
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い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
山
田
全
体
が
門
前
町
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
場
集
落
時
代
の
核
で
あ
っ
た
八
日
市
場
な
ど
が

相
対
的
に
そ
の
地
位
を
低
下
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

注

① 

矢
崎
武
夫
日
本
都
市
の
発
展
過
程
一

O
一
頁

豊

田

武

日

本

の

封

建

都

市

一

一

t

貝

原
田
伴
彦
日
本
封
建
都
市
研
究
二
八
頁

宇
治
山
田
市
史
六

O
六
|
六
一

O
頁

例
え
ば
「
陽
田
古
今
雑
記
」
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

置
目
篠
々

一
諸
国
御
参
宮
衆
本
宿
へ
は
か
く
し
を
き
町
方
に
て
は
ご
向
ク
宿
仕
候
者
本
宿
被
聞
出
可
被
仰
候
急
度
相
尋
可
申
付
候
事

一
諸
国
御
檀
那
本
宿
無
合
点
-
一
為
私
輿
申
合
代
物
を
か
し
御
宿
申
者
於
在
之
は
改
厳
重
-
一
可
申
付
押
而
代
物
か
し
申
候
ハ
、
か
し
そ
ん
た
る
べ
き

こ
と

一
船
江
之
御
道
者
右
同
前
之
事

以
上

天
正
十
七
年
五
月
十
九
日

② 

上
部
越
中
守
貞
永

町
野
左
近
助
重
仰

n
H
 

rEs 

n
H
N
r
 

cト

@ 

小
野
晃
嗣

門
前
市
場
と
し
て
の
奈
良
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@ 

徴
古
文
府

毎
事
問

郷

談

土
地
雑
記

宇
治
山
田
市
史
六
三

O
頁

例
え
ば

宮
川
夜
話
草
の
櫛
の
項
に
「
岡
本
町
に
此
良
工
多
し
、
其
口
問
数
あ
り
て
他
国
へ
送
れ
り
」

伊
勢
参
宮
名
所
図
会
の
岡
本
里
の
項
に
「
此
地
に
造
る
櫛
を
岡
本
櫛
と
い
ふ
、
臨
時
に
て
作
り
て
大
神
宮
へ
献
ず
る
例
あ
り
、
故
実
有
る
と
ぞ
」

伊
勢
参
宮
案
内
記
に
「
昔
は
岡
本
の
里
と
云
ひ
て
、
家
居
ま
ば
ら
に
あ
り
し
と
か
や
。
今
は
人
家
棟
を
比
べ
て
繁
昌
の
町
と
な
れ
り
、
櫛
工
多
う

し
て
名
物
と
せ
り
」

千
葉
徳
爾
地
理
学
と
日
本
民
俗
学
と
の
接
点
人
文
地
理
一
五
巻
一
二
号

大
西
源
一
参
宮
の
今
昔
二
六
一
頁

中
島
義
一
市
場
集
落
二
七
頁

新
城
常
三
社
寺
と
交
通
二
一
三
頁

そ
の
特
異
な
現
象
例
と
し
て
近
江
国
八
日
市
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
喜
多
村
俊
夫

研
究
人
文
地
理
二
巻
四
号

前
掲
書
⑫
八

O
頁

前
掲
書
②
一
三
九
頁

宮
川
夜
話
草
宝
暦
年
間

昔
物
語

大
湊
関
係
古
文
書

前
掲
書
⑬

神
境
紀
談

御
亙
清
直

③⑦①⑤  ⑬⑫⑪⑬①  

地
方
市
場
の
発
展
残
存
と
そ
の
要
因
に
関
す
る
歴
史
地
理
的

@⑬ ⑬ ⑪ ⑬ ⑬⑬  

乍
恐
申
上
大
湊
由
緒
之
事

神
宮
文
庫
蔵
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前
掲
書
①
七
五
四
頁

三
方
会
合
記
録
神
宮
文
庫
蔵

前
掲
書
②
五
九
九
1

六
O
O頁

前
掲
書
⑫

地
域
別
年
次
別
戸
数
指
数
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