
鈴
鹿
山
地
北
部
に
ゐ
け
る
一
峠
集
落
(
五
僧
)
の
廃
村
化
過
程
と
移
住
域
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坂

慶

治

口

一
、
は
じ
め
に

昭
和
四
十
年
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
の
、

い
わ
ゆ
る
わ
が
国
の
過
疎
地
域
(
過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法
の
適
用
地
域
)
に
お
け
る
人

口
・
世
帯
数
の
減
少
の
鈍
化
傾
向
に
つ
い
て
は
、

一
般
的
に
は
そ
の
原
因
が
、
大
都
市
圏
の
飽
和
限
界
論
や
低
経
済
成
長
下
の
労
働
市
場

縮
小
論
、
お
よ
び
国
民
の
意
識
変
化
と
か
、

国
・
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
過
疎
対
策
事
業
の
成
果
等
に
、

求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
〈
る
け

れ
ど
も
、
従
来
の
山
村
の
過
疎
化
要
因
の
分
析
の
場
合
と
同
様
に
、
か
か
る
マ
ク
ロ
な
国
民
経
済
論
的
視
点
か
ら
の
概
括
だ
け
で
は
、
充

分
な
結
論
に
達
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

実
際
、
個
々
の
居
住
地
移
動
の
実
態
を
み
る
と
、
共
同
的
・
集
団
的
な
も
の
か
ら
個
別
的
・
突
発
的
な
も
の
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
移

住
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
移
住
先
や
移
住
動
機
、
隣
接
住
民
へ
の
影
響
度
な
ど
と
い
っ
た
移
住
内
容
に
つ
い
て
も
多
様
で
あ
る
。
し
た
が

191 

っ
て
、
こ
れ
ら
か
ら
一
般
的
な
問
題
性
や
移
住
要
因
な
ど
を
析
出
す
る
に
は
、
単
に
静
態
人
口
統
計
な
ど
を
使
っ
た
、
単
な
る
総
量
的
な

対
比
で
は
な
く
、
個
々
の
移
住
を
追
跡
調
査
し
た
う
え
で
そ
れ
ら
の
質
的
な
類
型
化
に
従
っ
て
量
的
処
理
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
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に
思
わ
れ
る
。
わ
け
て
も
、
移
住
と
い
う
の
は
通
常
は
従
来
の
地
域
生
活
か
ら
の
離
脱
・
離
反
・
放
逐
な
ど
の
形
を
と
り
、

か
っ
そ
の
移

住
先
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
居
住
地
に
お
け
る
通
学
・
購
買
・
販
売
・
行
政
・
通
勤
・
通
婚
・
宗
教
生
活
・
出
稼
ぎ
な
ど
と
い
っ
た
日
常

的
な
生
活
行
動
空
間
や
情
報
・
経
済
活
動
空
間
と
密
接
に
関
連
し
て
い
て
、
本
来
的
に
地
域
現
象
と
し
て
の
性
格
を
強
く
担
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
の
分
析
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
移
動
の
プ
ロ
セ
ス
を
地
域
生
活
の
あ
り
方
や
地
域
シ
ス
テ
ム
の
変
容
過
程
と
対

比
さ
せ
な
が
ら
、
客
観
的
に
事
実
把
握
を
し
た
う
え
で
、
全
国
的
な
傾
向
な
ど
の
問
題
に
も
言
及
し
て
い
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
地
域
生
活
の
領
域
の
扱
い
に
つ
い
て
も
、
統
計
単
位
と
し
て
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
が
、
実
質
地
域
と
し
て
の

検
証
の
繁
雑
な
市
町
村
域
以
上
の
レ
ベ
ル
か
ら
は
じ
め
る
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
一
応
地
域
的
諸
原
理
を
内
包
す
る
最
小
の
単
位
と

み
な
さ
れ
る
〈
2
u
集
落
程
度
の
レ
ベ
ル
で
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ゆ
る
過
疎
の
現
象
を
集
落
の
衰
滅
現
象
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
過
程
や
機
構
お
よ
び
要
因
に
つ
い
て
、
実

態
調
査
に
依
拠
し
な
が
ら
、
と
く
に
集
落
の
生
活
便
益
や
産
業
形
態
、
宅
地
・
耕
地
・
林
地
な
ど
の
規
模
お
よ
び
形
態
、
社
会
組
織
、
土

地
所
有
構
造
な
ど
と
い
っ
た
諸
側
面
か
ら
把
握
さ
れ
る
、
地
域
生
活
単
位
と
し
て
の
集
落
の
総
体
的
な
生
活
立
地
環
境
な
い
し
は
人
口
支

持
力
、

お
よ
び
隣
接
集
落
の
性
格
並
び
に
そ
れ
ら
と
の
結
合
関
係
、

お
よ
び
行
政
区
・
各
種
生
産
組
合
と
い
っ
た
地
域
形
成
に
関
わ
る
様

々
な
組
織
体
へ
の
所
属
関
係
、
さ
ら
に
地
方
都
市
や
大
都
市
な
ど
と
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
連
関
性
等
々
に
着
目
し
て
分
析
し
て
い
こ

う
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
地
域
機
能
論
的
な
い
し
は
地
域
シ
ス
テ
ム
論
的
な
立
場
か
ら
の
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ニ
、
鈴
鹿
山
地
北
部
の
地
域
的
性
格
と
集
落
立
地
の
動
向

犬
上
川
以
北
の
滋
賀
県
北
東
部
に
ひ
ろ
が
る
鈴
鹿
山
地
北
半
部
分
は
、
そ
の
大
半
が
、
東
西
を
霊
仙
山
衝
上
と
仏
生
寺
街
上
の
急
崖
に



193 鈴鹿山地北部におけるー峠集落(玄僧)の廃村化過程と移住域

O 廃村(部分廃村を含む)

・集落

-・地方町，地方都市

CiLJij) 山地

~・断層線
--_..ー県境

9 2 4km 
ーーー・..J

第 1図 鈴鹿山地北部の廃村と集落分布

(注) 廃村(部分廃村を含む)1.樽ヶ畑 2.武奈 3.男鬼 4.落合 5.今畑

6.五僧 7.保月 8.杉 9.向之倉 10.桃原 11.甲頭倉 12.屍風

13.後谷 14.仏生寺 15.笹尾

集落 1.河内 2.下丹生 3.上丹生 4.西坂 5.善谷 6.入谷 7.安原

8.宮前 9.中村 10.下村 11.上水谷 12.南後谷 13.佐自

14.大君ヶ畑 15.時山

地質については松岡長一郎他(1979):滋賀県地質図(滋賀県の自然、付図)

を参照。
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は
さ
ま
れ
た
地
塊
山
地
と
な
っ
て
い
て
ハ
3

V

(

第
一
図
)
、
準
平
原
遺
物
と
考
え
ら
れ
る
山
頂
小
起
伏
平
坦
面
が
東
か
ら
西
へ
緩
や
か
に
傾

斜
し
て
い
る
(
土
。

高
度
は
岐
阜
県
境
付
近
で
標
高
一

0
0
0
1八
O
O米
を
示
す
が
、

東
側
に
対
し
て
は
霊
仙
山
衝
上
や
時
山
断
層
な

ど
に
よ
っ
て
、
牧
田
川
低
地
に
ま
で
、
比
高
七

O
O米
前
後
の
急
崖
を
な
し
て
落
ち
込
ん
で
お
り
、
西
側
で
は
標
高
六
五

0
1五
五

O
米

に
ま
で
低
下
し
た
う
え
で
、
仏
生
寺
衝
上
に
よ
っ
て
比
高
四

O
O米
前
後
の
急
崖
を
な
し
、
標
高
一
ニ

O
O
l
一
五

O
米
の
低
い
古
生
層
山

地
な
い
し
は
扇
状
地
へ
と
落
下
し
て
い
る
。
こ
の
広
い
、
比
較
的
に
平
坦
な
衝
上
地
塊
山
地
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
古
生
代
の
シ
ャ

l
ル

ス
タ
イ
ン
(
塩
基
性
火
山
岩
類
〉
と
、
そ
の
中
に
塊
状
な
い
し
は
層
状
・
レ
ン
ズ
状
に
含
ま
れ
る
石
灰
岩
を
主
体
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
霊

仙
山
石
灰
岩
層
か
ら
な
り
、

一
部
の
場
所
で
は
典
型
的
な
カ
ル
ス
ト
地
形
も
み
ら
れ
る
ほ
か
、
石
灰
・
セ
メ
ン
ト
工
業
の
原
料
の
採
掘
が

行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
近
ま
で
は
そ
の
純
度
の
高
い
石
灰
岩
地
帯
を
除
い
て
、

シ
ャ

l
ル
ス
タ
イ
ン
地
帯
を
中
心
に
か
な
り
多
く

の
集
落
が
立
地
し
て
き
た
。

こ
の
山
地
の
主
要
な
排
水
河
川
は
芹
川
(
流
長
三
二
粁
、
流
域
面
積
六
回
・
一
平
方
粁
)
と
丹
生
川
(
流
長
七
・
五
粁
、
流
域
面
積
二
二
平
方

粁
〉
で
、
前
者
は
お
お
む
ね
西
流
し
て
、
旧
彦
根
城
下
町
の
南
縁
部
か
ら
菅
琵
湖
に
注
い
で
お
り
、
後
者
は
北
流
し
て
、
鈴
鹿
山
地
北
縁

部
を
流
れ
る
天
野
川
に
合
流
し
て
い
る
。
と
も
に
山
地
部
で
は
峡
谷
を
な
し
、
谷
底
平
野
を
ほ
と
ん
ど
形
成
し
て
い
な
い
た
め
、
集
落
は
古

い
地
形
面
に
当
る
谷
頭
と
か
谷
壁
の
肩
の
部
分
な
ど
に
立
地
し
て
お
り
、
谷
底
に
あ
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
、
そ
の
高
位
置

に
あ
っ
た
集
落
が
ほ
と
ん
ど
廃
村
化
し
、
谷
底
の
も
の
が
戸
数
規
模
を
縮
小
し
な
が
ら
、

か
ろ
う
じ
て
残
存
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
集
落
の
起
源
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
域
は
木
地
屋
の
全
国
的
な
中
心
と
い
わ
れ
る
愛
知
川
上
流
の
君
ケ
畑

-
蛭
谷
や
、
多
賀
杓
子
系
統
の
木
地
屋
集
落
と
み
ら
れ
て
い
る
犬
上
川
上
流
の
大
君
ケ
畑
な
ど
に
北
接
し
、
木
地
屋
伝
承
も
不
鮮
明
な
が
ら

広
く
残
っ
て
い
る
(
旦
と
こ
ろ
か
ら
、

一
つ
に
は
こ
う
し
た
木
工
産
業
と
の
関
係
も
考
え
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
鈴
鹿



山
地
に
お
け
る
木
地
業
は
既
に
絶
え
て
久
し
く
、
実
際
に
木
地
類
を
製
作
し
て
い
た
と
い
う
痕
跡
は
こ
の
一
帯
に
は
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら

な
い
。
わ
ず
か
に
、
落
合
や
男
鬼
に
木
地
屋
が
宿
を
と
り
、
盆
や
椀
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
っ
て
、
各
家
庭
に
そ
の
製
品

が
残
さ
れ
て
い
る
と
か
、

上
丹
生
の
よ
う
に
木
地
屋
に
つ
い
て
の
伝
承
は
な
い
が
、

品
の
製
造
に
集
落
あ
げ
て
従
事
し
て
い
る
官
〉
ほ
か
、

寛
永
時
代
以
来
と
い
わ
れ
る
仏
壇
の
素
地
や
木
工
芸

こ

う

づ

く

ら

う

し

ろ

だ

に

す

ぎ

ほ

う

づ

き

少
し
系
統
が
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
甲
頭
倉
や
後
谷
を
は
じ
め
杉
・
保
月
な

鈴鹿山地北部におけるー峠集落(五僧)の廃村化過程と移住域

ど
幾
つ
か
の
集
落
で
、
明
治
時
代
ま
で
木
挽
き
を
冬
の
重
要
な
仕
事
に
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
大
工
を
輩
出
し
た
と
い
う
よ
う
な

例
が
み
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
ら
の
高
位
置
に
立
地
し
た
集
落
の
近
辺
に
は
、
石
灰
岩
層
の
風
化
土
壌
に
覆
わ
れ
た
畑
地
が
比
較
的
に
ま
と
ま
っ
て
広
く

あ
り
(
第
一
表
〉
、
麦
・
稗
・
粟
・
黍
な
ど
の
自
給
食
糧
と
と
も
に
、
早
く
か
ら
里
芋
・
馬
鈴
薯
・
菜
種
・
牛
莞
・
大
根
・
大
豆
・
小
豆
な

ど
の
商
品
作
物
が
栽
培
さ
れ
、
わ
け
で
も
牛
葬
は
「
多
賀
牛
葬
」
の
名
で
優
良
品
と
し
て
知
ら
れ
、
彦
根
・
高
宮
・
北
勢
地
方
な
ど
へ
は

明
治
以
降
は
京
都
市
場
ま
で
直
接
出
荷
さ
れ
て
き
た
?
)
。
し
た
が
っ
て
、

」
れ
ら
の
集
落
は
第
一
義
的
に
は
開
畑
開
田
を

も
ち
ろ
ん
、

目
的
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
地
表
水
が
欠
之
し
て
水
田
が
皆
無
に
近
く
、
結
局
は
農
業
と
林
業
が
相
互
補
完
的
に
営
ま
れ
て
き
た

と
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
地
域
の
気
候
は
冷
涼
で
平
均
気
温
は
八
月
約
二
三
度
C
、
一
月
約
零
度
C
で
、
彦
根
や
大
津
に
比
べ
て
ほ
ぼ
三
度
C
ず

つ
低
く
、
年
間
最
低
気
温
も
マ
イ
ナ
ス
五
度
C
以
下
で
あ
る
。
初
霜
は
十
月
中
旬
に
あ
り
、
降
雪
は
十
一
月
中
句
に
み
ら
れ
、
十
二
月
l

三
月
に
は
根
雪
と
な
る
。
平
均
積
雪
量
は
一
米
で
、
最
大
一
・
五
米
と
な
り
、
冬
期
聞
は
耕
作
不
能
で
あ
る
。
降
水
量
は
年
間
約
二

0
0
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O
粍
で
あ
る
が
、
や
や
内
陸
型
に
属
し
、

仏
生
寺
衝
上
か
ら
西
の
、
標
高
四

0
0

八
月
に
は
多
く
な
い
(
8
3

植
生
に
つ
い
て
い
え
ば
、

米
以
下
の
非
石
灰
岩
質
古
生
層
山
地
に
は
、

ア
カ
マ
ツ
の
二
次
林
が
比
較
的
よ
く
発
達
し
て
い
て
、

マ
ツ
タ
ケ
の
産
地
に
な
っ
て
い
る



由
由
同

第1表 鈴鹿山地北部における廃村および部分廃材の戸数変化

標 高
明治 11 年※

全面宅地廃 昭和55年
市 町 集 落 (米)

戸 数|畑地:町反畝歩|水田:町反畝歩
村化の時期 戸 数

米原町 樽ケ畑 420-500 51 15 4 0 09 1 6 0 24 昭和27年 。l

多賀町 杉 540-550 18 12 0 3 27 5 7 15 46 。
" 五 僧 495-505 11 2 0 5 17 47 。
" 向之倉 340-360 20 3 3 2 17 50 。

彦根市 武 奈 470-480 37 15 6 0 23 一 50 。
男 鬼 410-420 50 " 27 7 2 2 18 。

" 仏 生 寺 260-290 33 1 9 6 14 9 7 8 03 53 。
多賀町 メ，入 畑 410-430 17 54 O 

" 保 月 600-610 65 26 4 4 06 1 1 05 1 

" 落 l日斗 340 20 2 

" 後 谷 400-430 30 5 7 8 04 2 

" E手 風 390-410 12 3 7 2 23 4 4 17 7 

" ねt 原 280-360 52 17 2 6 16 9 2 02 9 

" 甲 頭 倉 340-390 33 7 7 3 16 7 

彦根市 笹 尾 220-240 34 2 0 9 16 16 3 8 19 3 

ムトー4 計 l15 460 31 

注 ※:滋賀県物産誌 (1880)，滋賀県市町村沿革史(第 5巻) (1962)復刻所収。

後'控室斗翌思議'{-J:笠岡OO~ぐ軍用'{-J~+-*":lt-él--ï1ト lト・司、 κ 司ト. ~、=、:lt'にOO*~斗'{-J ~ i1 +.. l¥' • ~ ~、. '" ~r<れ l\'

:lt 11 ~会!と今眠時 o ， .... :qミ.-J'けりゃぎ引退:宕11'旧民取幸子中争心ユ'"縦士主総楳Q恒判11~~経J ユ事辺倒4主主役~.0'内J~ :;2うご 11
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E三コ5

E三]5 -10% 

E三ヨ10.1-15%

図盟国15.1-20%

E三ヨ20.1-30%

医~30.1-50%

E翠1I50.1-70%
_70.1-100% 

自廃村(部分廃村を含む)

・山間部の集落

第2図 多賀町における林班別立木地面積に対する樹令30年以上(昭和22年以

前植栽分)の人工林と天然松林の面積の比率

資料;滋賀県林業課:昭和54年 3月調整，森林資源構成表
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人
為
的
な
影
響
な
ど
も
強
く
受
け
て
い
て
、
そ
の
ミ
ズ
ナ
ラ
帯
も
本
来
は
ブ
ナ
・
ミ
ズ
ナ
ラ
帯
に
な
る
可
能
性
を
も
ち
な
が
ら
遷
移
を
停

止
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
し
、
標
高
八

O
O米
以
上
の
霊
仙
山
や
鍋
尻
山
・
高
室
山
の
頂
上
で
は
サ
サ
原
や
ス
ス
キ
原
に
な
っ
て
い

て
、
森
林
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
す
)
0

し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
は
森
林
は
一
度
破
壊
さ
れ
れ
ば
そ
の
復
元
は
容
易
で
な
く
、

そ
う
し
た

こ
と
が
木
地
屋
の
活
動
を
も
制
約
し
、
ま
た
、
彦
根
落
時
代
か
ら
の
大
き
な
薪
炭
需
要
の
継
続
と
も
相
ま
っ
て
、
用
材
林
業
の
発
達
を
阻

害
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
回
、
こ
の
衝
上
地
塊
山
地
の
人
工
林
率
は
約
四
五
%
(
多
賀
町
域
分
の
集
計
、

一
九
七
九
年
)
に
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
最

近
十
五
年
以
内
の
植
栽
分
で
、
樹
令
三
十
年
以
上
の
も
の
は
第
二
図
の
よ
う
に
極
め
て
少
な
く
、
そ
れ
が
ま
と
ま
っ
て
見
ら
れ
る
所
は
明
治

三
十
三
年
に
犬
上
郡
が
下
流
域
に
対
す
る
治
水
と
水
源
酒
養
の
た
め
に
地
元
と
分
収
林
契
約
を
結
ん
で
、
大
正
四
年
ま
で
逐
次
に
造
林
し

て
き
た
も
の
で
、
や
や
特
殊
な
事
情
下
に
あ
っ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
と
過
疎
化
の
進
行
に
つ
れ
て
、
新
た
に

造
林
事
業
が
進
展
し
は
じ
め
る
昭
和
三
十
五
年
こ
ろ
ま
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
林
野
利
用
の
中
心
は
薪
炭
生
産
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
昭
和
の
初
め
こ
ろ
ま
で
は
、
麻
・
苧
の
加
工
や
石
灰
焼
き
、
養
蚕
、
交
通
位
置
を
利
用
し
た
駄
賃
稼
ぎ
、

犬
上
川
や
愛
知
川
上
流
域
へ
の
茶
摘
み
と
か
京
都
の
伏
見
酒
造
地
へ
の
季
節
出
稼
ぎ
、
合
衆
国
・
カ
ナ
ダ
な
ど
へ
の
海
外
出
稼
ぎ
な
ど
も

盛
ん
に
行
わ
れ
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
複
合
的
経
済
が
こ
の
地
域
の
山
地
集
落
の
維
持
機
能
と
し
て
働
い
て
き
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
。
し
か
る
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
そ
の
後
の
わ
が
国
の
社
会
経
済
の
変
化
は
、
こ
れ
ら
の
多
く
の
ロ
ー
カ
ル
な
小
規
模
経
済
部
門
を

逐
次
急
激
に
衰
滅
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
集
落
内
の
社
会
的
諸
関
係
の
変
化
と
か
、
あ
る
い
は
地
域
の
空
間
組
織
的
な
諸

問
題
が
絡
み
合
っ
て
、
個
々
に
は
独
得
な
プ
ロ
セ
ス
を
辿
り
な
が
ら
も
、

ほ
ぼ
同
時
的
に
、
多
く
の
集
落
が
過
疎
化
な
い
し
は
廃
村
化
し

て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。



こ
の
地
域
に
お
い
て
最
初
に
廃
村
化
し
た
集
落
は
米
原
町
樽
ケ
畑
で
、
昭
和
十
年
こ
ろ
か
ら
す
で
に
連
続
的
な
挙
家
離
村
が
お
こ
り
、
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昭
和
二
十
七
年
に
は
全
面
宅
地
廃
村
と
な
っ
た
〈
日
。
次
い
で
、
昭
和
四
十
八
年
に
多
賀
町
杉
、
四
十
九
年
に
同
五
僧
、
五
十
年
に
同
向
之

お
お
り

倉
、
五
十
四
年
に
彦
根
市
武
奈
、
同
仏
生
寺
、
多
賀
町
ム
7

畑
が
全
面
宅
地
廃
村
化
し
、
彦
根
市
男
鬼
も
昭
和
五
十
二
年
以
来
冬
は
無
人
化

う

し

ろ

だ

に

一

も

ぽ

ら

し
て
い
る
。
ま
た
、
多
賀
町
保
月
、
落
合
、
後
谷
、
扉
風
、
甲
頭
倉
、
桃
原
と
彦
根
市
笹
尾
で
は
ほ
と
ん
ど
老
人
ば
か
り
の
一

1
二
人
世

帯
が
一

I
八
戸
程
度
残
っ
て
い
る
の
み
で
、
全
面
廃
村
化
寸
前
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
廃
村
を
も
含
め
た
廃
村
一

五
集
落

の
、
明
治
初
期
以
来
の
減
少
戸
数
は
、
実
に
四
四

O
戸
に
も
達
し
て
お
り
(
第
一
表
)
、
ま
さ
に
そ
れ
は
小
さ
な
行
政
村
の
規
模
に
も
匹

わ
き
が
は
た

敵
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
う
ち
杉
・
五
僧
・
保
月
の
三
集
落
は
、
昭
和
三
十
年
に
多
賀
町
と
合
併
す
る
ま
で
は
、
脇
ケ
畑
村
と

し
て
独
立
し
た
行
政
村
を
維
持
し
て
い
た
所
で
、
合
併
後
と
は
い
え
、
そ
の
わ
ず
か
二
十
年
間
ほ
ど
の
う
ち
に
、

か
つ
て
の
一
行
政
村
が

丸
ご
と
無
住
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
次
第
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
こ
の
鈴
鹿
山
地
の
北
部
地
域
は
、
廃
村
現
象
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
比
較
研
究
を
進
め
る
上
で
も
、
ま
た
さ
ら
に
廃
村
地

域
の
地
誌
学
的
研
究
を
行
う
上
で
も
重
要
な
場
所
と
考
え
ら
れ
、
本
稿
は
そ
う
し
た
研
究
の
一
部
に
位
置
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

三
、
五
僧
の
集
落
的
性
格

五
僧
は
芹
川
源
流
の
権
現
谷
と
揖
斐
川
支
流
の
牧
田
川
と
の
分
水
界
を
な
す
、
鈴
鹿
山
地
横
断
路
の
一
つ
、
五
僧
峠
(
五

O
O米
)
の
近
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江
側
に
浅
く
聞
け
た
凹
地
に
立
地
す
る
県
境
の
峠
集
落
で
、
明
治
初
期
以
来
ほ
ぼ
一
一
戸
が
峠
道
や
小
流
に
沿
い
疎
集
村
を
な
し
て
い

た
。
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
側
の
峠
下
集
落
の
時
山
(
養
老
郡
上
石
津
町
〉
か
ら
五
人
の
僧
が
移
住
し
て
聞
い
た
と
の
言
伝
え
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が
あ
る
立
〉
が
、
天
正
十
九
年
〈
一
五
九
一
)
の
御
水
帳
に
は
耕
地
九
反
余
、
高
三
石
一
斗
と
あ
り

av
明
治
十
三
年
の
滋
賀
県
物
産
誌
に

あ
る
耕
地
二
町
五
畝
歩
と
比
べ
れ
ば
小
規
模
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
当
時
、

一
応
集
落
の
体
裁
を
整
え
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、
五
僧
越
え
の
道
は
、
地
元
の
伝
説
で
は
、
多
賀
大
社
の
祭
神
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
神
が
伊
勢
の
石
樽
か
ら
美
濃
を
経
て
近
江
の

多
賀
に
鎮
座
す
る
径
路
に
な
っ
た
と
さ
れ
〈
日
、
そ
の
開
発
は
は
る
か
に
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

近
江
と
美
濃
・
北
勢
を
結
ぶ
間
道
と
し
て
、
と
く
に
中
近
世
に
は
茶
商
人
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
が
往
来
し
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か

実
際
、

」
こ
は

け
て
も
、
彦
根
周
辺
の
行
商
人
が
一
反
風
目
敷
に
呉
服
・
雑
貨
・
日
用
品
な
ど
を
背
負
っ
て
通
っ
た
り
、
月
に
一
度
は
近
江
牛
を
連
れ
て

湖
東
の
博
労
が
通
過
し
た
し
、

一
方
、
高
宮
の
恵
比
須
講
や
多
賀
大
社
の
祭
礼
に
は
美
濃
方
面
か
ら
の
参
拝
者
の
列
が
続
き
、
保
月
ほ
ど

で
は
な
い
臼
)
に
し
て
も
、
交
通
集
落
的
な
機
能
を
担
っ
て
き
た
だ
ろ
う
し
、

彦
根
藩
領
時
代
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
以
前
か
ら
も
国
境
の

集
落
と
し
て
軍
事
的
に
重
視
さ
れ
て
き
た
所
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
集
落
の
基
本
的
な
維
持
機
能
が
林
業
と
農
業
に
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
う
ち
、
林
業
の

中
心
は
重
量
軽
減
率
の
大
き
い
木
炭
生
産
に
あ
っ
て
、
そ
の
生
産
量
は
昭
和
二
十
九
年
で
約
九

O
O
O俵
)

一
戸
平
均
一

O
O
O俵
〉
に

達
し
て
い
た
お
ぢ
こ
れ
を
隣
接
す
る
保
月
の
九

O
O
O俵
(
一
戸
平
均
三
五

O
俵
)
、
杉
の
二

O
O
O俵
(
同
一
七

O
俵
)
に
比
較
す
れ
ば
、

五
僧
に
お
け
る
製
炭
業
へ
の
依
存
率
の
高
さ
が
何
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
場
所
は
地
質
上
は
シ
ャ
l
ル
ス
タ
イ
ン
と
石
灰
岩
の
接
触
地
に

あ
た
り
、
谷
水
の
豊
富
な
シ
ャ
I
ル
ス
タ
イ
ン
地
帯
に
宅
地
が
立
地
し
、
そ
れ
に
接
続
す
る
石
灰
岩
の
南
斜
面
に
耕
地
が
ま
と
ま
っ
て
開

け
て
い
る
(
第
三
図
)
。
た
だ
、
耕
地
は
畑
地
ば
か
り
で
、

そ
の
面
積
も
明
治
二
十
年
の
土
地
台
帳
で
二
町
七
反
五
畝
歩
に
す
ぎ
ず
、

山

林
も
同
じ
く
約
一
一
一
二
町
歩
白
〉
と
必
ら
ず
し
も
広
く
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
戸
数
に
つ
い
て
も
、

元
禄
八
年
ハ
一
六
九
五
)
の
記
録

に
は
一
一
一
戸
(
立
、
宝
暦
五
年
ご
七
五
五
)
の
犬
上
郡
北
畑
二
ハ
ケ
村
御
水
帳
之
写
に
は
二
一
戸
、

幕
末
の
書
附
け
に
は
一

O
戸
未
満
自
〉
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第4図旧脇ケ畑村3集落の戸数変化

(注) 保月に関しては，除籍の年をもって戸数変化の年としてあるものが一部

含まれている。

と
、
い
ず
れ
も
少
数
で
あ
っ
た
が
、
明
治

以
降
も
昭
和
十
年
ま
で
一
一
戸
、
昭
和
三

十
九
年
ま
で
九
戸
と
な
っ
て
い
て
あ
ま
り

変
化
を
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
小
規
模
な

が
ら
も
近
世
近
代
を
通
じ
て
最
近
ま
で
、

比
較
的
に
安
定
を
保
っ
て
き
た
集
落
と
み

な
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
隣
接
す
る
大
集

落
の
保
月
(
第
四
図
)
や
同
じ
よ
う
な
鈴
鹿

山
地
の
峠
集
落
で
あ
る
茨
川
の
廃
村
白
υ

な
ど
と
比
べ
た
と
き
に
、
著
し
い
特
色
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
戸
数
規
模

の
変
化
だ
け
で
な
く
、
明
治
以
降
に
関
し

て
い
え
ば
、
分
家
・
転
入
・
離
村
と
い
っ

た
家
の
異
動
や
、
耕
地
・
山
林
の
所
有
権

の
異
動
な
ど
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
伺

え
る
(
第
五
・
六
図
)
。

」
こ
で
は
も
と
も
と
、
土
地
の
私
有
化
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よ
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共
有
地
は
多
く
な
い
け
れ
ど
も
、
村
外
者
に
取
得
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た
分
も
ほ
と
ん
ど
な
く
(
第
七
図
)
、
ま
た
、
私
有
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噛
羽
田
一
凶

θ
1
0
 

地
に
つ
い
て
は
村
内
者
に
よ
っ
て
比
較
的
均
等
に
所
有
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
中
で
も
上
位
の
四
戸
と
そ
れ
以
下
の
聞
に
は
若
干
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-
砂
漏
困
惑

の
格
差
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
上
位
の
四
戸
が
占
有
し
た
土
地
は
、
大
正
初
期
ま
で
畑
地
全
体
の
約
四
七
%
、
山
林
で
は
約
五
五
%
に
す

ぎ
ず
、
し
か
も
山
林
の
少
な
い
家
に
は
共
有
林
の
大
部
分
に
あ
た
る
四
・
五
町
歩
の
名
儀
と
用
益
権
を
与
え
る
な
ど
し
て
、
階
層
聞
の
平

準
化
を
は
か
つ
て
い
た
。
そ
れ
に
、
上
位
と
は
い
っ
て
も
、
輸
送
手
段
の
制
約
か
ら
木
炭
で
も
増
産
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
時
に
は
持
山

だ
け
で
か
ろ
う
じ
て
生
計
を
ま
か
な
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
大
抵
は
大
な
り
小
な
り
杉
・
保
月
・
時
山
な
ど
の
隣

接
集
落
か
ら
立
木
を
買
っ
て
補
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
経
済
的
基
盤
が
全
般
的
に
之
し
い
所
に
お
い
て
、
な
お
比
較
的
フ
ラ
ッ
ト
な
階
層
構
成
を
保
持
し
て
き
た
こ
と
が
、
こ

の
集
落
の
安
定
性
な
い
し
は
固
定
性
を
生
む
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
事
情
に
も
関
連
す
る
問
題
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H
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興
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砂
罰
回
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む。
Cコ

識
吋
図

同
判
官
一
れ
叫
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G
か
E
骨
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副
部
白
U

部
品
叫
曲
岬
洞
昨
基
露
出
-
-
樽
見
立
け

8
瀞
酬
明
什
四
階
沖
凶
史

π

と
し
て
、
五
僧
の
集
落
的
な
辺
境
性
な
い
し
は
孤
立
性
と
い
っ
た
地
理
的
・
歴
史
的
条
件
に
つ
い
て
も
、
次
に
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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五
僧
は
芹
川
の
源
流
に
位
置
し
な
が
ら
、
そ
の
途
中
の
権
現
谷
が
「
犬
戻
り
」
と
も
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
険
阻
な
た
め
、
彦
根
方
面
へ
の

連
絡
に
は
こ
れ
を
標
高
四

O
O米
で
横
切
っ
て
、
権
現
谷
支
流
の
あ
さ
は
ぎ
谷
谷
頭
の
小
起
伏
平
坦
面
上
に
あ
る
保
月
集
落
ハ
六

O
O米
)
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や
は
り
芹
川
支
流
の
エ
チ
ガ
谷
谷
頭
に
あ
る
杉
集
落
(
五
四

や

え

ね

り

O
米
)
を
通
り
、
杉
坂
峠
(
五
九

O
米
)
か
ら
比
高
四
四

O
米
の
急
崖
に
か
か
る
杉
坂
を
下
り
、
山
後
麓
の
八
重
練
(
一
五

O
米
)
に
至

に
出
て
、
さ
ら
に
寒
坂
峠
(
六
三
八
米
)
、
地
蔵
峠
(
六
四

O
米
)
を
越
え
、

り
、
多
賀
・
高
宮
・
彦
根
に
通
ず
る
道
を
久
し
く
利
用
し
て
き
た
。
そ
の
距
離
は
保
月
ま
で
二
・
五
粁
、
保
月
か
ら
杉
ま
で
三
粁
、
杉
か

時
間
か
か
り
、

ら
八
重
練
ま
で
二
・
五
粁
あ
り
、
五
僧
か
ら
彦
根
ま
で
の
合
計
は
約
二
ハ
粁
と
な
る
が
、
か
つ
て
は
そ
れ
を
炭
を
背
負
っ
て
往
復
に
一
四

〈
る
す

日
帰
り
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
昭
和
十
年
に
杉
か
ら
栗
栖
(
一
五

O
米
)
へ
四
・
二
粁
の
新
し
い
車
道
が
建
設
さ
れ
、

馬
車
が
通
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
昭
和
二
十
八
年
こ
ろ
に
は
ト
ラ
ッ
ク
も
保
月
に
ま
で
入
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
今
な
お
そ
れ
は
急
坂

で
、
平
常
時
に
お
い
て
も
軽
自
動
車
で
の
通
行
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、

保
月
と
五
僧
の
聞
は
早
く
か
ら
県
道
に
は
な
っ
て
い
る

が
、
昭
和
四
十
一
年
に
権
現
谷
林
道
が
延
長
さ
れ
る
ま
で
は
、
幅
一
米
弱
の
徒
歩
道
で
し
か
な
く
、

五
僧
か
ら
の
往
路
で
比
高
一

O
O米

の
下
り
道
と
同
二

O
O米
の
急
な
登
り
道
を
も
っ
悪
路
の
た
め
、
往
復
に
は
一
・
五
時
間
を
要
し
、
と
く
に
学
童
の
通
学
に
は
積
雪
期
や

出
水
期
に
危
険
を
と
も
な
っ
た
。
そ
し
て
今
で
も
、
権
現
谷
林
道
と
五
僧
の
聞
の

0
・
五
粁
は
、
以
前
の
ま
ま
の
状
態
が
続
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
滋
賀
県
側
か
ら
み
る
な
ら
ば
隔
絶
さ
れ
た
最
奥
地
集
落
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
岐
阜
県
の
時
村
か
ら
の
出
郷
と
い

わ
れ
た
事
情
な
ど
も
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、

後
継
者
の
婚
姻
対
象
地
が
ほ
ぼ
自
集
落
内
に
限
ら
れ
て
い
て
門
型
、

入
婚
圏
が
極

め
て
狭
域
的
で
、
そ
の
た
め
に
本
分
家
関
係
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、

ほ
と
ん
ど
の
家
が
姻
戚
関
係
で
結
ぼ
れ
て
い
て
、
比
較
的
に
親
密
な

隣
人
関
係
が
保
た
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
辺
境
地
の
日
常
的
な
生
活
空
間
に
つ
い
て
次
に
な
が
め
て
み
る
と
、
明
治
初
期
ま
で
は
生
産
物
や
日
用
品
の
販

売
・
購
入
園
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
の
時
山
方
面
に
属
し
て
お
り
、
背
駄
で
木
炭
や
牛
葬
、
人
参
な
ど
を
搬
出
し
、
米
・
茶
・
塩
・
味
噌

そ
の
他
の
生
活
必
需
品
と
交
換
し
て
く
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た

a)し、
昭
和
初
期
で
も
ま
だ
通
過
交
通
が
残
っ
て
い
た
た
め
に
、

美
濃



側
と
の
関
係
を
持
続
し
て
い
た
。
し
か
し
、

一
方
で
、
近
江
側
と
は
彦
根
藩
時
代
の
所
領
関
係
が
あ
っ
た
う
え
に
、
附
近
に
お
け
る
最
大

の
生
産
物
の
消
費
地
が
彦
根
(
城
下
町
)
、
高
宮
(
宿
場
町
)
、
多
賀
(
鳥
居
前
町
)
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
明
治
二
十
二
年
の
東
海
道
本

線
、
同
三
十
一
年
の
近
江
鉄
道
の
開
通
な
ど
に
よ
っ
て
、
生
産
物
が
ま
す
ま
す
そ
の
方
面
に
多
く
搬
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
大
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正
時
代
に
な
る
と
八
重
練
よ
り
先
き
の
平
野
部
で
は
大
八
車
の
使
用
が
盛
ん
と
な
り
、
昭
和
初
期
に
な
る
と
杉
坂
に
車
道
が
開
通
す
る
な

ど
し
て
、
湖
東
平
野
部
と
の
結
び
つ
き
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
れ
と
も
に
、
明
治
六
年
に
は
県
境
が
決
定
さ
れ
、
明
治
十
八
年
に
保
月
・
杉
・
五
僧
の
連
合
戸
長
役
場
が
保
月
に
お
か
れ
、
明
治
二

十
二
年
か
ら
そ
れ
ら
が
滋
賀
県
犬
山
郡
脇
ケ
畑
村
と
な
っ
た
。
な
お
、
そ
の
以
前
の
明
治
十
六
年
に
、
保
月
に
晩
成
学
校
が
設
立
さ
れ
、

そ
れ
が
同
二
十
年
に
簡
易
科
保
月
小
学
校
、
同
二
十
五
年
脇
ケ
畑
尋
常
小
学
校
と
な
り
、

五
僧
も
、
そ
の
通
学
区
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ

た

ay
そ
の
他
、
保
月
に
は
明
治
三
十

i
大
正
四
年
に
巡
査
派
出
所
、

明
治
四
十
一
年
に
脇
ケ
畑
農
会
、

昭
和
三
年
に
薪
炭
組
合
、
昭

和
十
六
年
に
電
信
電
話
取
扱
所
、
昭
和
十
七
年
に
脇
ケ
畑
森
林
組
合
、
昭
和
二
十
二
年
に
郵
便
局
及
び
脇
ケ
畑
中
学
校
(
昭
和
二
十
三
年

犬
上
束
中
学
校
脇
ケ
畑
分
校
)
が
次
々
と
設
置
さ
れ
、
保
月
を
中
心
に
脇
ケ
畑
村
を
範
域
と
す
る
狭
域
の
行
政
的
、
地
域
組
織
的
な
活
動

空
間
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
。

た
だ
、
宗
教
生
活
の
面
で
は
、
杉
と
保
月
に
は
寺
院
が
あ
っ
た
が
、
五
僧
に
は
な
く
、
こ
こ
は
慶
長
七
年
三
六

O
二
)
以
来
湖
東
平

野
の
豊
郷
町
四
十
九
院
に
あ
る
唯
念
寺
(
真
宗
)
の
掛
所
と
な
っ
て
い
て
、
約
二

O
粁
の
道
を
も
遠
し
と
せ
ず
、
門
徒
と
し
て
通
っ
た

ハ
号
。
ま
た
、
神
社
も
か
つ
て
は
五
僧
で
は
、
山
の
神
だ
け
を
祭
っ
て
い
て
社
が
な
か
っ
た
が
、

に
水
神
の
恥
駒
山
拠
齢
殻
耐
を
祭
る
美
奈
戸
神
社
を
建
て
、
山
の
神
の
祭
礼
の
ほ
か
に
、
家
番
号
@
(
第
二
表
参
照
)
が
美
奈
戸
神
社
の
宮

江
戸
時
代
に
、

芹
川
の
水
源
地
の
一
つ
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同
時
に
五
僧
は
多
賀
大
社
の
氏
子
域
に
も
入
っ
て
い
て
、

座
頭
と
な
っ
て
、
春
秋
の
祭
礼
を
と
り
お
こ
な
っ
て
き
た

av
し
か
し
、

春



。。
~ 

家番号

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

所(有明治山林20面年積) 所(有明治畑地20面年積) 

町反畝歩 反畝歩(筆数)

17 5 4 28 3 9 15(18) 

16 2 4 03 1 7 24( 6) 

16 0 5 00 2 4 07(15) 

12 8 5 00 4 6 06(23) 

10 1 7 21 1 2 18( 8) 

9 0 7 20 2 2 05(19) 

7 5 0 00 2 5 15(17) 

5 1 000 1 1 26(11) 

4 7 1 14 8 18( 9) 

4 6 0 00 1 4 13( 6) 

3 4 000 1 3 25(11) 

第2表五僧の挙家離村過程

転入・分分家時期及
び転入・ 家先 離村時期 離 村 先 離村タイプ(動機，その他備考)

昭42 懇耕烹顧偲舘問菌製炭不振惜学問題)

昭49 ;業減合骨離子村型)(事昭4故1長型男(息世子帯の彦交根通市事へ故転) 

昭43 米原町(¥署再殺転害更)警EZF3鉱泉国語分譲契約i

昭44 名古屋市
米製炭原不町へ振転・業合離併村型)(昭昭4434長=男1単人世身

帯

昭40 米原町(駅寵)製炭不振

昭11 廃絶 火災で再建せず，戦病死

昭22 (多賀)大滝村萱原母脱落の実型家(へ戸主引揚の早げ)死， 母子家庭，

昭49 長浜市 合併型(昭34以来老女 1人世帯)

昭45 多(官賀舎町s(昭木4曽7団地)放通学逐問型題(中学校分校の閉鎖)

昭40 堺市 製炭出不振ぎ(昭5には戸)主がカナダ
へ稼に出ていた

昭11 脇村保ケ畑月(昭屋4へ0再名古転)事故型 (大火の火元)

入，明20蒲生郡 明30 関東地方 短期転入者
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A
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(
]
{
印
由
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と
の
み
や

の
大
祭
の
時
に
は
保
月
・
杉
と
と
も
に
、
栗
栖
の
調
宮
へ
の
神
幸
の
神
輿
を
三
年
に
一
度
は
担
ぐ
習
わ
し
で
あ
っ
た
し
、
明
治
二
十
五
年

H
H
ω
 

と
昭
和
三
年
の
六
月
祭
に
は
家
番
号
①
が
頭
人
に
選
ば
れ
た
り
し
て
い
て
(
型
、
早
く
か
ら
湖
東
山
麓
平
野
部
の
宗
教
活
動
闇
に
編
入
さ

れ
て
き
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
五
僧
の
日
常
的
な
生
活
空
同
に
は
、
集
落
内
の
比
較
的
に
濃
い
姻
戚
関
係
や
親
密
な
隣
人
関
係
の
中
で
営
ま
れ
る

奥
地
で
の
生
産
活
動
空
間
と
、
山
麓
の
平
地
農
村
や
地
方
都
市
と
の
聞
に
形
成
さ
れ
た
商
業
活
動
空
間
や
宗
教
活
動
空
間
が
伝
統
的
に
存

在
し
、
そ
れ
ら
の
中
間
位
置
に
、
明
治
以
降
、
隣
接
す
る
保
月
杉
と
い
う
ほ
ぼ
同
質
の
産
業
集
落
と
の
聞
で
行
政
的
・
制
度
社
会
的
な
活
動

空
間
を
作
り
(
号
、
そ
れ
ら
が
三
重
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
た
構
造
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
(
第
八
図
A
・
B
)
。

し
か
る
に
、
こ
の
行
政
活
動
空
間
の
中
心
を
な
し
た
保
月
の
著
し
い
人
口
減
少
(
第
四
図
〉
と
、
政
府
の
町
村
規
模
の
合
理
化
政
策
に

よ
っ
て
、
昭
和
三
十
年
に
町
村
合
併
が
行
わ
れ
、
脇
ケ
畑
村
は
多
賀
町
に
吸
収
合
併
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
昭
和
四
十
三
年
に

209 

は
多
賀
中
学
校
脇
ケ
畑
分
校
の
廃
校
、
続
い
て
翌
年
小
学
校
の
一
時
閉
鎖
と
い
う
事
態
に
及
ん
で
、

つ
い
に
こ
の
三
重
構
造
を
な
し
た
う
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A 

明治中期~昭和20年

四十九院

葬務静
.集落空間

@t也方行政・通学空間

告吉経済交流空間

ζ3宗教活動空間

夢ア
D 

昭和40年代前半

ち
の
一
つ
の
生
活
空
聞
が
消
滅
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
な
お
、
昭
和
四
十
七
年
に
は
町
役
場
保
月
支
所
、

同
四
十
九
年
に
は
郵
便
局
も
廃
止
さ
れ
、
こ
こ
に
明
治

五僧の日常的な生活空間の変遷

以
来
、
制
度
的
な
地
域
形
成
機
能
を
蓄
積
し
、
山
地
集

落
と
山
麓
平
野
部
と
の
媒
体
空
間
と
し
て
創
出
さ
れ
た

二
次
的
な
生
活
空
聞
が
空
洞
化
す
る
こ
と
に
な
り
(
第

八
図
C

・D
)
、
再
び
五
僧
は
山
麓
地
域
と
直
接
に
接
触

し
て
、
そ
の
影
響
力
に
直
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
と
も
に
、
廃
村
化
へ
の
道
を
つ
き
進
む
こ
と
に
な
っ

た
と
み
な
さ
れ
る
。

高

昭和30年代前半

静鮮
C 

昭和30年代後半

第 8図

な
お
、
こ
こ
で
若
干
こ
の
集
落
の
生
活
便
益
に
関
す

る
特
色
に
触
れ
る
と
、
電
灯
線
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十

B 

五
年
に
脇
ケ
畑
村
全
域
で
一
斉
に
導
入
さ
れ
た
宕
〉
が
、

電
話
線
は
昭
和
十
六
年
に
保
月
に
ま
で
つ
い
た
だ
け

遇
し
た
。

水
が
豊
富
で
、
簡
易
水
道
を
作
ら
ず
に
こ
れ
を
用
い
て
き
た
が
、
防
火
用
水
に
は
不
足
し
、
元
禄
十
三
年
と
、
昭
和
十
一
年
に
大
火
に
遭

で
、
五
僧
に
は
な
い
。
ま
た
、
飲
料
水
に
つ
い
て
は
谷



臣
、
廃
村
化
過
程
と
挙
家
離
村
の
移
住
域

既
に
述
べ
た
ご
と
く
、
五
僧
で
は
昭
和
三
十
九
年
ま
で
は
、
挙
家
離
村
も
戸
数
変
化
も
あ
ま
り
み
ら
れ
ず
、
極
め
て
固
定
な
い
し
は
安

鈴鹿山地北績におけるー峠集落(五僧)の廃村化過程と移住域

定
し
た
状
態
が
続
い
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
急
変
し
て
、
挙
家
離
村
が
連
続
し
、
わ
ず
か
十
年
間
で
全
面
廃
村
化
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
こ
の
安
定
期
と
急
変
期
に
お
け
る
挙
家
離
村
の
特
色
を
そ
れ
ぞ
れ
に
把
握
し
、
そ
の
う
え
で
五
僧
の
廃
村

化
過
程
と
そ
の
廃
村
化
の
機
構
お
よ
び
要
因
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

A 

昭
和
三
十
九
年
ま
で
の
挙
家
離
村
と
戸
数
変
化

ま
ず
、
昭
和
十
年
ま
で
は
家
番
号
@
(
家
番
号
は
明
治
二
十
年
の
山
林
所
有
面
積
の
大
き
い
も
の
か
ら
順
に
付
し
て
あ
る
。
以
降
は
単

に
①
、
家
番
①
の
ご
と
く
一
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
〉
の
短
期
転
入
出
を
除
け
ば
、

一
一
一
戸
の
状
態
が
続
い
た
。
こ
の
⑫
は
明
治
二
十
年
に

湖
東
の
蒲
生
郡
八
幡
町
か
ら
転
入
し
、
同
三
十
年
こ
ろ
に
は
関
東
方
面
へ
転
出
し
て
い
っ
た
も
の
で
、
も
ち
ろ
ん
集
落
内
に
は
資
産
を
持

た
な
い
、
単
な
る
一
時
的
寄
留
者
と
み
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
こ
の
間
に
は
大
正

l
昭
和
初
期
に
戸
主
が
単
独

で
カ
ナ
ダ
へ
出
穣
ぎ
に
出
た
家
番
⑪
が
あ
っ
た
が
帰
国
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
、
昭
和
十
一
年
に
大
火
が
起
り
、
①
④
を
除

く
九
戸
が
全
焼
し
た
。
こ
の
時
、
火
元
と
な
っ
た
⑪
は
保
月
に
空
屋
を
み
つ
け
て
離
村
し
、
ま
た
、
す
で
に
家
族
構
成
が
悪
化
し
て
い
た

@
が
そ
の
ま
ま
で
、
修
復
で
き
な
か
っ
た
が
、
他
の
七
戸
は
全
部
再
建
さ
れ
て
た
。
@
は
両
親
の
死
後
の
こ
と
で
、
翌
年
に
は
後
継
者
が

日
中
戦
争
に
召
集
さ
れ
、
病
気
で
復
員
し
て
ま
も
な
く
死
亡
し
、
姉
妹
も
他
所
に
嫁
し
て
廃
絶
し
た
も
の
で
あ
り
、
火
災
の
こ
と
も
さ
る

211 

こ
と
な
が
ら
戦
争
の
犠
牲
者
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

か
か
る
大
災
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
減
少
は
一
応
二
戸
だ
け
に
と
ど
ま

り
、
@
も
ま
た
遠
方
に
は
離
れ
ず
、
従
来
通
り
も
と
の
畑
地
や
山
林
を
利
用
し
て
い
た
。
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そ
の
後
は
、
昭
和
二
十
二
年
に
⑦
が
戸
主
の
早
世
に
よ
っ
て
犬
上
川
上
流
域
の
妻
の
出
身
地
に
も
ど
る
、

一
種
の
脱
落
型
離
村
を
し
て

八
戸
に
な
っ
た
が
、
翌
年
に
は
⑬
、
が
分
家
し
た
の
で
、
九
戸
に
回
復
し
て
い
る
。
こ
の
⑦
の
場
合
に
は
、

た
ま
た
ま
他
集
落
か
ら
主
婦

が
嫁
入
り
し
て
き
で
い
た
た
め
に
、
離
村
し
た
が
、
資
産
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
保
留
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
耕
地
は
い
つ

た
ん
は
農
地
改
革
で
全
て
失
う
こ
と
に
な
る
が
、
数
年
後
に
は
そ
れ
も
親
戚
筋
か
ら
返
還
し
て
も
ら
い
、
山
林
も
一
部
は
離
村
先
付
近
の

も
の
に
売
っ
て
い
る
が
、
な
お
も
若
干
の
保
有
地
が
あ
る
。
ま
た
、
家
屋
も
新
し
か
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
て
、
離
村
後
も
五

僧
で
の
村
附
合
い
を
受
け
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
四
年
に
保
月
の
八
幡
神
社
が
焼
失
し
て
、
そ
の
社
務
所
と
し
て
こ
の
家
が
売
却
・
移
築

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
災
難
そ
の
他
の
事
故
で
や
む
な
く
離
村
し
た
も
の
を
除
け
ば
、

一
応
昭
和
三
十
九
年
ま
で
は
、

ほ
ぼ
安
定
し

た
状
態
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、

一
方
、
隣
接
の
保
月
で
は
、
そ
の
時
す
で
に
明
治
初
期
の
八

O
戸
か
ら
約
四

分
の
一
の
二
一
戸
に
ま
で
、
著
減
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

B 

昭
和
四
十
年
以
降
の
挙
家
離
村
と
廃
村
化
過
程

従
前
の
長
期
に
わ
た
る
安
定
状
態
を
破
り
、
昭
和
四
十
年
に
突
然
二
戸
の
挙
家
離
村
が
生
じ
て
か
ら
、

ほ
ぼ
毎
年
一

t
二
戸
の
離
村
が

連
続
す
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
四
十
五
年
に
は
僅
か
に
二
戸
の
み
と
な
り
、
そ
れ
ら
も
つ
い
に
同
四
十
九
年
に
離
村
し
て
、
全
面
廃
村
化

し
た
。
も
っ
と
も
、
昭
和
五
十
二
年
ま
で
は
夏
に
は
二
戸
が
帰
村
し
て
い
た
が
、
翌
年
か
ら
は
二
戸
の
み
と
な
り
、
同
五
十
四
年
に
な
る

と
つ
い
に
周
年
無
住
地
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
昭
和
四
十
年
に
離
村
し
た
@
⑬
の
二
戸
に
つ
い
て
ま
ず
見
る
と
、
⑤
は
共
有
地
を
も
含
め
て
保
有
山
林
五
・
二
町
歩
、
畑

一
・
七
反
歩
し
か
な
く
、
買
山
依
存
の
強
い
製
民
主
業
者
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
木
炭
の
将
来
性
が
見
込
め
な
く
な
り
、

ま
た
戸
主
の
年

齢
が
比
較
的
若
く
転
職
の
可
能
性
も
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
妻
の
姉
の
往
ん
で
い
た
米
原
に
空
屋
を
借
り
、
急
逮
離
村
し
た
も
の
で
あ



る
。
子
供
が
ま
だ
小
さ
く
、
通
学
問
題
も
な
か
っ
た
の
で
、
残
留
者
に
は
全
く
意
外
で
あ
っ
た
し
、
土
地
や
家
屋
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま

保
留
し
た
ま
ま
で
、
老
人
夫
婦
を
も
伴
な
い
、

一
家
転
住
し
た
だ
け
に
衝
撃
的
な
離
村
で
あ
っ
た
。
な
お
、
建
物
は
そ
の
後
自
然
倒
壊
し

て
い
る
。
職
場
に
つ
い
て
は
、
離
村
後
に
探
し
て
お
り
、
ま
も
な
く
新
幹
線
の
夜
間
保
守
に
つ
い
た
。
⑬
も
共
有
地
を
含
め
て
保
有
山
林

鈴鹿山地北部におけるー峠集落(五僧)の廃村化過程と移住域

八
・
六
町
歩
、
畑
二
・
一
反
歩
し
か
持
た
ず
、
老
父
と
戸
主
の
二
人
が
買
山
と
持
山
で
製
炭
に
専
従
し
て
い
た
が
、
や
は
り
製
炭
不
振
か

ら
妻
の
兄
弟
が
工
務
庖
な
ど
を
営
ん
で
い
る
堺
市
へ
畏
距
離
離
村
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
若
い
後
継
者
が
す
で
に
前
年
に
単

身
大
阪
へ
就
職
離
村
し
て
お
り
、
本
人
は
兄
弟
の
斡
旋
で
植
木
職
に
つ
い
て
い
る
。
土
地
な
ど
は
や
は
り
保
留
し
た
ま
ま
で
、
家
屋
の
み

堺
市
の
在
住
者
に
売
却
し
、
二

1
三
年
別
荘
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、

ほ
ど
な
く
損
傷
が
激
し
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
昭
和
四
十

年
に
は
突
然
に
買
山
製
炭
を
主
と
す
る
階
層
か
ら
転
業
型
離
村
が
生
じ
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
ま
で
予
期
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
村
を
押

し
つ
ぶ
す
大
き
な
波
溝
が
、

つ
い
に
こ
の
奥
地
集
落
に
ま
で
押
し
寄
せ
て
き
た
こ
と
を
、
人
々
に
肌
で
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。か

く
し
て
、
翌
年
に
は
②
の
長
男
世
帯
も
新
婚
早
々
に
製
炭
に
見
切
り
を
つ
け
、
世
帯
分
離
離
村
を
し
、
親
戚
の
縁
故
に
よ
っ
て
彦
根

市
の
伝
統
産
業
で
あ
る
バ
ル
ブ
関
係
の
鉄
工
所
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
年
に
な
る
と
脇
ケ
畑
地
区
全
体
を
通
し
て
、

L 、

よ
い
よ
製
炭
業
か
ら
用
材
林
業
へ
組
織
的
な
転
換
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同
村
単
位
の
脇
ケ
畑
森
林
組
合
が
多
賀
町

森
林
組
合
に
合
併
さ
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
保
月
を
中
心
に
し
て
、
奥
山
に
あ
っ
た
離
村
者
お
よ
び
残
留
者
の
雰
細
所
有
地
一
六

O
筆

(
見
込
実
測
面
積
一
五

O
町
歩
)
を
合
わ
せ
て
、
総
勢
六
六
名
か
ら
な
る
脇
ケ
畑
生
産
森
林
組
合
を
結
成
し
、
そ
れ
の
管
理
と
大
規
模
造
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林
に
よ
る
雇
用
の
創
出
を
は
か
つ
て
、
彦
根
市
犬
上
郡
営
林
組
合
と
の
聞
に
造
林
分
収
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
〈
号
。
事
業

は
昭
和
四
十
二
年
か
ら
始
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
降
雪
期
の
三
ヶ
月
聞
を
除
く
と
、
月
間
二

O
I二
五
日
の
就
労
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
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に
な
る
と
と
も
に
、
昭
和
五
十
三
年
に
は
そ
の
ほ
ぼ
九
九
%
の
植
林
が
完
成
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
五
僧
の
よ
う
な
買
山
依

存
率
の
高
い
製
炭
専
業
者
は
、
林
業
労
務
か
離
村
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

昭
和
四
十
二
年
に
は
、
山
林
一
五
・
六
町
歩
、
畑
五
反
歩
を
持
つ
最
上
層
の
①
が
、
彦
根
市
に
離
村
し
た
。
家
族
構
成
も
よ
く
、
当
時

は
男
子
四
人
で
持
山
ば
か
り
を
使
い
年
間
約
一

O
O
O俵
の
木
炭
を
焼
い
て
い
た
が
、
こ
れ
も
製
炭
の
見
込
み
を
失
っ
た
こ
と
が
離
村
の

理
由
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
場
合
に
は
子
弟
の
教
育
問
題
が
今
一
つ
の
直
接
的
な
動
機
に
な
っ
て
い
た
。
①
に
は
二
人
の
中
学

生
(
脇
ケ
畑
分
校
)
が
い
た
が
、
こ
の
年
に
そ
の
中
学
校
の
統
廃
合
問
題
が
町
議
会
で
審
議
さ
れ
、
近
く
そ
の
閉
鎖
が
ま
ぬ
が
れ
な
い
状

態
に
な
っ
た
こ
と
と
、
高
校
進
学
の
問
題
が
絡
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
も
離
村
準
備
は
必
ず
し
も
周
到
な
も
の
と
は
い
え

ず
、
ま
ず
当
初
は
小
さ
な
ア
パ
ー
ト
に
入
り
、
二
年
ほ
ど
し
て
そ
の
近
く
に
宅
地
を
求
め
て
、
家
を
建
て
て
い
る
し
、
職
場
も
は
じ
め
は

市
内
の
蚊
帳
工
場
に
勤
め
、

ほ
ど
な
く
転
職
し
た
り
、
妻
も
織
物
工
場
に
勤
め
る
な
ど
し
て
い
る
。
な
お
、
五
僧
の
空
家
は
湖
東
地
方
の

在
住
者
に
売
却
さ
れ
、
移
築
さ
れ
て
い
る
が
、
山
林
・
畑
地
の
ほ
と
ん
ど
は
処
分
さ
れ
て
お
ら
ず
、
離
村
後
は
そ
の
管
理
や
植
林
に
し
ぼ

し
ぼ
帰
村
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
昭
和
四
十
三
年
に
は
③
が
米
原
町
に
離
村
し
た
。
こ
れ
も
山
林
八
・
三
町
歩
、
畑
二
・
六
反
歩
を
も
ち
、
製
炭
を
主
業
に
し
て

い
た
が
、
木
炭
の
将
来
性
と
買
山
の
見
込
み
が
次
第
に
な
く
な
っ
た
こ
と
が
離
村
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
よ
り

直
接
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
末
娘
の
中
学
校
進
学
と
、
脇
ケ
畑
分
校
の
廃
校
が
重
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
、
多

賀
中
学
本
校
に
は
寄
宿
舎
は
あ
っ
た
が
冬
期
間
だ
け
の
も
の
で
、
就
学
に
は
下
宿
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、

ひ
と
ま
ず
妻
の
実
家
の
⑤
の

離
村
先
で
あ
る
米
原
へ
信
家
を
求
め
て
離
村
し
、
職
場
も
は
じ
め
は
土
建
業
に
従
い
な
が
ら
、
後
に
湖
東
の
能
登
川
町
に
あ
る
プ
ラ
ス
チ

ツ
ク
工
場
ま
で
通
勤
す
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
妻
も
湖
北
の
長
浜
市
に
あ
る
ヤ
ン
マ
!
の
部
品
下
請
け
工
場
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。



こ
の
場
合
も
土
地
・
家
屋
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
て
、
時
々
夏
に
は
持
山
の
手
入
れ
に
帰
村
し
て
い
た
た
め
、
昭
和
四
十
五
年

に
は
多
賀
町
が
中
学
校
分
校
の
統
廃
合
対
策
と
し
て
と
り
あ
げ
た
集
落
再
編
成
事
業
に
よ
る
木
曽
団
地
の
造
成
宅
地
の
購
入
の
契
約
を

し
て
い
る
が
、
結
局
そ
れ
は
解
約
し
て
、
後
継
者
の
通
勤
に
便
利
な
彦
根
市
内
に
家
を
建
て
る
こ
と
に
し
た
。
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さ
ら
に
、
昭
和
四
十
四
年
に
は
こ
の
年
に
老
人
一
人
の
世
帯
と
な
っ
た
④
が
娘
の
い
る
名
古
屋
市
へ
世
帯
合
併
離
村
を
し
た
。
こ
の
場

合
も
山
林
七
町
歩
、
畑
三
反
歩
を
も
ち
、
前
年
ま
で
は
中
学
卒
業
後
聞
も
な
い
若
い
後
継
者
と
老
父
が
、
持
山
と
買
山
で
製
炭
を
主
業
的

に
営
ん
で
い
た
が
、
上
記
の
例
と
同
じ
く
製
炭
を
継
続
す
る
見
通
し
が
全
く
立
た
な
く
な
っ
た
た
め
、
後
継
者
が
昭
和
四
十
三
年
に
単
身

で
米
原
町
へ
離
村
し
、
翌
年
に
老
戸
主
が
死
亡
し
て
、
老
母
一
人
の
世
帯
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
土
地
・
家
屋
は
ま
だ
保
留
し
た
ま
ま

で
あ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
そ
の
後
は
手
入
れ
に
も
き
て
お
ら
ず
、
昭
和
四
十
七
年
に
は
さ
ら
に
若
い
後
継
者
が
米
原
か
ら
尾
西
市
へ
再
転
居

し
て
離
れ
て
し
ま
い
、
建
物
も
火
災
を
ま
ぬ
が
れ
た
古
い
も
の
の
た
め
、
損
傷
が
ひ
ど
く
な
っ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
残
る
は
四
戸
だ
け
と
な
っ
た
が
、
昭
和
四
十
五
年
に
は
さ
ら
に
、
①
⑬
の
二
戸
が
多
賀
町
内
に
離
村
す
る
こ
と
に
な
る
。

@
は
戦
前
か
ら
少
し
持
山
を
増
や
し
山
林
一
一
・
四
町
歩
、
畑
地
二
・
二
反
歩
を
も
っ
て
い
た
が
、
⑬
は
分
家
で
山
林
二
・
六
町
歩
、
畑

地
0
・
七
反
歩
し
か
も
た
ず
、
共
に
畑
地
が
少
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
も
製
炭
を
専
業
と
し
て
き
た
。
こ
の
二
戸
の
離
村
の
直
接
的
な
契
機

は
、
①
③
の
場
合
と
同
じ
く
、
分
校
閉
鎖
の
た
め
に
中
学
進
学
者
の
通
学
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
地
元
で
は
す
で
に
こ
の
事

態
を
憂
慮
し
て
い
て
、
分
校
統
廃
合
問
題
が
発
議
さ
れ
る
と
同
時
に
、
集
落
の
移
転
対
策
を
町
当
局
に
強
く
要
請
し
、
特
に
杉
在
住
の
町

会
議
員
の
活
動
や
、
同
じ
く
廃
村
化
の
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
扉
風
出
身
の
町
長
の
努
力
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
の
事
業
は
決
定
を
み
て
い
た
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が
、
用
地
選
定
に
手
間
ど
り
、
湖
東
開
発
事
業
団
に
委
託
さ
れ
て
よ
う
や
く
宅
地
造
成
工
事
に
着
手
す
る
の
が
昭
和
四
十
四
年
、
各
個
人

と
の
売
買
契
約
が
成
立
す
る
運
び
と
な
っ
た
の
は
昭
和
田
十
五
年
五
月
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
当
時
は
ま
だ
国
の
過
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疎
対
策
事
業
費
も
つ
い
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
後
も
多
賀
町
は
過
疎
町
の
指
定
を
受
け
な
か
っ
た
た
め
、
資
金
の
捻
出
に
は
苦
労
が
あ

り
、
よ
う
や
く
一
戸
当
り
一
五

O
万
円
の
融
資
を
県
か
ら
確
保
で
き
た
の
が
同
年
十
月
で
あ
っ
た
た
め
、
家
屋
の
完
成
は
昭
和
四
十
六
年

以
降
に
ず
れ
込
む
こ
と
に
な
っ
た
次
第
で
あ
る

av

そ
ニ
で
、
町
当
局
は
こ
の
二
戸
を
と
り
あ
え
、
ず
、
多
賀
町
内
の
旧
警
察
官
舎
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
し
、
昭
和
四
十
七
年
に
前
記
の
よ

う
に
し
て
完
成
さ
れ
た
木
曽
団
地
に
再
転
居
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
@
は
老
戸
主
一
人
が
五
僧
の
全
面
廃
村
化

す
る
昭
和
四
十
九
年
ま
で
残
留
し
、
そ
の
後
も
昭
和
五
十
二
年
ま
で
夏
の
み
帰
村
し
て
、
持
山
の
手
入
れ
と
彦
根
市
犬
上
郡
営
林
組
合
の

林
業
労
務
に
従
事
し
て
い
た
が
、
⑬
は
完
全
に
転
職
し
て
、
彦
根
市
内
に
通
勤
し
て
い
る
。

か
よ
う
な
毎
年
の
連
続
的
な
戸
数
減
少
の
過
程
を
経
て
な
お
も
残
留
し
た
@
@
の
二
戸
〈
実
際
に
は
①
の
老
人
も
一
人
残
っ
て
い
た

が
〉
に
つ
い
て
次
に
み
て
み
る
と
、
②
は
山
林
二
了
一
町
歩
、
畑
三
・
七
反
歩
を
も
ち
、

主
に
持
山
中
心
の
製
炭
業
を
営
ん
で
き
た

が
、
既
述
の
通
り
、
昭
和
四
十
一
年
に
は
後
継
者
世
帯
が
彦
根
市
へ
世
帯
分
離
離
村
を
し
て
い
て
老
人
夫
婦
だ
け
が
残
り
、
以
降
は
主

と
し
て
営
林
組
合
の
林
業
労
務
に
従
っ
て
き
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
昭
和
四
十
六
年
に
は
集
団
移
転
の
全
戸
勧
奨
に
合
わ

せ
て
木
曽
団
地
に
三
男
の
た
め
の
家
を
建
て
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
九
年
に
そ
れ
の
事
故
死
に
あ
っ
て
、
急
逮
木
曽
へ
離
村
す
る
こ
と
に

し
た
も
の
で
、
そ
の
後
も
体
調
を
こ
わ
す
昭
和
五
十
四
年
ま
で
は
、
夏
の
み
帰
村
し
て
営
林
の
仕
事
を
続
け
て
い
た
。
@
は
昭
和
二
十
六

年
こ
ろ
か
ら
ほ
と
ん
ど
山
林
を
所
有
し
な
い
最
下
層
で
、
昭
和
三
十
四
年
以
来
老
婦
人
一
人
だ
け
の
世
帯
と
な
っ
て
い
た
が
、
②
の
離
村

と
高
齢
化
の
た
め
に
、
昭
和
四
十
九
年
に
娘
の
住
む
長
浜
市
へ
世
帯
合
併
離
村
を
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
昭
和
四
十
年

に
は
じ
ま
っ
た
連
続
的
な
挙
家
離
村
に
よ
っ
て
、
部
分
廃
村
化
が
進
み
、
昭
和
四
十
九
年
に
は
全
面
宅
地
廃
村
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ

け
で
あ
る
が
、
す
で
に
昭
和
四
十
五
年
以
降
は
、
わ
ず
か
に
老
人
四
人
だ
け
が
住
む
典
型
的
な
老
人
村
な
い
し
は
養
老
村
に
な
っ
て
お



り
、
そ
の
時
点
で
は
も
は
や
最
小
の
独
立
し
た
地
域
生
活
空
間
な
い
し
は
生
産
活
動
空
間
と
し
て
の
単
位
を
喪
失
し
た
も
の
と
み
な
し
て

も
よ
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
段
階
を
準
廃
村
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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五
、
廃
村
化
の
要
因
の
考
察
|
|
ま
と
め
に
代
え
て

五
僧
の
廃
村
化
は
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
昭
和
四
十
年
に
な
っ
て
突
然
に
は
じ
ま
っ
た
。
こ
の
場
合
、
ま
ず
そ
の
直
接
の
動
機
に
な
っ

た
の
は
製
炭
業
の
不
振
化
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
五
僧
だ
け
に
限
ら
ず
、
第
二
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
犬

上
川
以
南
の
比
較
的
に
人
工
林
率
の
高
い
林
業
の
先
進
地
に
廃
村
が
な
く
、
以
北
の
雑
木
林
地
帯
で
廃
村
化
が
進
行
し
て
い
る
点
か
ら
も

伺
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
と
く
に
、
そ
の
位
置
の
隔
絶
性
と
か
耕
地
・
山
林
の
狭
少
さ
か
ら
く
る
高
い
輸
送
コ
ス
ト
や
買

山
へ
の
強
い
依
存
性
な
ど
に
も
と
づ
く
、
著
し
く
採
算
性
の
悪
い
製
炭
業
に
傾
斜
し
た
五
僧
の
産
業
構
造
そ
の
も
の
に
、
基
本
的
な
問
題

が
所
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。

い
わ
ゆ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
が
、

か
か
る
基
盤
の
脆
弱
な
辺
境
型
の
製
炭
主
業
地
に
致
命
的
な
打
撃
を
与

え
た
こ
と
は
、
京
都
市
近
郊
山
地
の
例
か
ら
で
も
明
ら
か
で
あ
る
翁
〉

O

し
か
も
、

そ
の
際
に
製
炭
業
の
全
般
的
な
斜
陽
化
と
、
林
業
基

本
法
(
昭
和
三
十
九
年
)
や
山
村
振
興
法
(
昭
和
四
十
年
)
の
制
定
等
に
み
ら
れ
る
国
の
積
極
化
し
た
人
工
林
政
策
へ
の
転
換
に
と
も
な

ぅ
、
拡
大
造
林
の
進
展
で
、
特
に
買
山
製
炭
の
余
地
が
急
速
に
奪
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
点
も
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の

地
域
で
は
、
既
述
の
如
く
、
従
来
買
山
製
炭
者
に
よ
く
利
用
さ
れ
て
き
た
、
保
月
の
奥
地
に
あ
る
離
村
者
や
残
留
者
の
雰
細
所
有
山
林

が
、
昭
和
四
十
一
年
に
脇
ケ
畑
生
産
森
林
組
合
に
ま
と
め
ら
れ
、
造
林
事
業
に
着
手
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

五
僧
な
ど
の
製
炭
主
業
者
は
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た
ち
ま
ち
に
し
て
仕
事
場
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
組
合
の
設
立
の
本
旨
は
、
保
月
を
中
心
と
す
る
脇
ケ

畑
地
区
住
民
に
安
定
し
た
林
業
一
雇
用
機
会
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
製
炭
者
も
林
業
労
務
者
に
転
向
す
る
こ
と
で
、
定
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住
化
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
製
炭
業
の
壊
滅
が
確
か
に
廃
村
化
の
重
要
な
動
機
に
は
な
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
も
っ
て
決
定
的
要
因
と
は
必
ず
し
も
断
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

む
し
ろ
、
五
僧
の
廃
村
化
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
二
年
に
町
当
局
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
中
学
校
の

統
廃
合
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
連
し
て
右
に
述
べ
た
定
住
構
想
と
は
全
く
対
立
す
る
集
落
移
転
構
想
が
、
山
麓
平
野
部
に
近
い
杉
を
中

心
に
し
て
論
議
さ
れ
、
そ
れ
が
行
政
の
志
向
に
も
合
致
し
て
当
局
の
積
極
的
な
協
力
を
引
き
出
し
な
が
ら
、
具
体
化
し
て
い
っ
た
点
に
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
町
政
担
当
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
脇
ケ
畑
地
区
の
居
住
者
全
戸
を
集
団
移
転
さ
せ
る
態
勢
を
整
え
、
移
住
先
と
し

て
は
離
村
跡
地
に
対
す
る
管
理
や
彦
根
市
な
ど
へ
の
通
勤
の
利
便
を
配
慮
し
て
芹
川
の
谷
口
部

(gを
選
び
、
こ
こ
に
二
七
区
画
の
宅
地

を
造
成
し
た
の
で
あ
る
(
号
。

一
筆
の
宅
地
規
模
は
一
四

0
1二
四
五
平
方
米
で
、
事
務
経
費
等
を
一
切
町
が
負
担
し
た
た
め
分
譲
価
格

は
五
六
l
九
八
万
円
と
割
安
と
な
り
、
し
か
も
低
利
の
融
資

a〉
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
う
し
た
好
条
件
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
受
付
け
を
開
始
す
る
と
出
足
が
鈍
く
、
県
か
ら
の
融
資
を
確
保
す
る
た
め
に
幾
度
か
区
長
に
全
戸
離
村
の
勧
奨
を

続
け
た
結
果
も
、
杉
が
ほ
ぼ
全
戸
に
近
い
七
戸
、

五
僧
が
三
戸
と
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
保
月
は
僅
か
に
四
戸
の
応
募
を
見
た
に
す
ぎ
ず
、

や
む
な
く
当
初
は
分
譲
対
象
外
に
し
て
い
た
芹
川
本
流
沿
い
の
隔
絶
集
落
に
も
急
逮
、
権
利
を
認
め
て
、
現
在
で
は
い
ず
れ
も
廃
村
状
態

に
き
て
い
る
甲
頭
倉
・
今
畑
・
桃
原
な
ど
の
集
落
か
ら
住
民
を
入
れ
て
、

一
応
完
済
の
形
を
整
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
こ
の
集
落
再
編
成
事
業
は
決
し
て
完
壁
と
は
な
ら
ず
、
な
か
ん
づ
く
保
月
の
抵
抗
が
大
き
か
っ
た
が
、
と
も
あ
れ
学
校
や

役
場
支
所
・
郵
便
局
等
の
撤
収
に
は
一
定
の
口
実
が
出
来
あ
が
り
、
こ
こ
に
旧
脇
ケ
畑
村
の
面
影
は
完
全
に
一
掃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
辺
境
性
と
比
較
的
均
等
な
社
会
構
成
に
よ
っ
て
、
久
し
く
安
定
状
態
を
保
っ
て
き
た
五
僧
が
、
僅
か
十
年
間

に
し
て
全
面
宅
地
廃
村
化
し
、
し
か
も
そ
の
う
ち
の
前
五
年
間
で
す
で
に
大
勢
を
決
す
る
と
い
う
、
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
崩
壊
過
程
を
た
ど



る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
生
産
力
構
造
が
も
と
も
と
脆
弱
で
あ
っ
た
う
え
に
、
隣
接
集
落
の
保
月
と
杉
に
お
け
る
離
村
の
動
静
や
思

惑
に
挟
撃
さ
れ
て
、
急
速
に
自
立
性
を
喪
失
し
、
孤
立
化
を
深
め
て
い
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
山
間
地
か
ら
急
逮

放
逐
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
、
ど
の
離
村
者
も
ほ
と
ん
ど
離
村
準
備
を
整
え
る
余
裕
を
も
た
な
か
っ
た
次
第
で
あ
る
。
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ま
た
、
そ
れ
ら
の
離
村
先
に
つ
い
て
も
縁
故
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
場
所
と
し
て
は
近
接
す
る
米
原
町
と
集
落
再
編
成
事
業
に
関
係
す

全
体
的
に
み
る
と
こ
う
し
た
最
奥
地
集
落
に
よ
く
み
ら
れ
る
岳
写

分
散
型
消
滅
を
と

る
多
賀
町
内
に
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
は
い
た
が
、

げ
た
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
、
そ
の
中
で
大
都
市
域
や
特
に
隣
接
す
る
地
方
都
市
彦
根
へ
の
直
接
的
な
挙
家
離
村
が
非
常
に
少
な
か
っ
た

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
点
で
、
少
な
く
と
も
五
僧
の
廃
村
化
、
す
な
わ
ち
そ
の
絶
対
的
過
疎
化
現
象
に
対
し
て
は
、
大
都
市
域
に
お
け
る
労

働
市
場
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
直
接
的
に
は
関
わ
り
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
一
方
、
彦
根
市
に
関
し
て
は
、
米
原
で
あ
っ
て

も
多
賀
で
あ
っ
て
も
そ
の
通
勤
圏
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
単
に
入
居
情
報
や
特
に
入
居
の
難
易
の
差
に
も
と
づ
い
て
、
離
村
当
初

に
は
敬
遠
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
彦
根
の
都
市
的
発
展
と
廃
村
化
と
の
聞
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、

離
村
者
は
そ
の
残
し
た
資
産
を
有
利
に
売
る
こ
と
が
で
き
ず
に

(g、
移
住
資
金
の
調
達
に
は
極
め
て
苦
慮
し
て
お
り
、

地
方
都
市
と
い

え
ど
も
そ
の
市
街
地
附
近
に
新
居
を
求
め
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
地
方
都
市
の
変
貌
と
周
辺
山
村
の
廃
村
化
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
に
稿
を
改
め
て
詳
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
い
ず
れ
に
し
て
も
、
五
僧
が
岐
阜
県
側
か
ら
聞
か
れ
た
と

い
う
伝
承
を
も
ち
な
が
ら
、
離
村
者
が
そ
ち
ら
の
側
に
は
全
く
流
れ
て
い
か
な
か
っ
た
の
は
、

既
に
若
干
触
れ
た
愛
知
川
最
上
流
の
廃

茨
川
の
場
合

a〉
と
は
全
く
対
照
的
で
、

村

こ
れ
に
は
や
は
り
こ
う
し
た
地
方
労
働
市
場
の
問
題
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
と
み
な
さ

219 

れ
る
ほ
か
、
近
世
以
来
の
藩
領
域
や
宗
教
生
活
圏
、
そ
れ
に
特
に
明
治
以
来
の
地
方
行
政
機
能
の
影
響
が
強
く
働
い
た
結
果
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
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最
後
に
、

五
僧
の
場
合
に
は
昭
和
四
十
五
年
ま
で
に
ほ
ぼ
廃
村
化
が
決
定
的
と
な
り
、
四
十
年
代
後
半
に
は
も
は
や
減
る
べ
き
人
口
が

ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
鈴
鹿
山
地
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

丹
後
ハ
む
や
丹
波
の
廃
村
地
域
の
場
合
ハ
哲
に
も

見
出
さ
れ
た
こ
と
で
、

四
十
年
代
後
半
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
過
疎
化
現
象
の
鈍
化
を
考
え
る
場
合
に
は
、
回
目
頭
に
紹
介
し
た
大
都
市
の
飽

和
限
界
論
や
労
働
市
場
縮
小
論
な
ど
と
対
置
し
な
が
ら
、
充
分
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
行
政
の
過
疎
対
策
事

業
の
成
果
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
れ
ら
の
投
資
の
多
く
は
過
疎
町
村
内
の
中
心
的
な
地
域
に
偏
よ
っ
て
い
る
の
が
実
状
で
、
そ
の
内
の
辺

地
集
落
に
対
し
て
な
さ
れ
た
真
の
定
住
化
政
策
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
過
疎
地
(
過
疎
町
村
)
の
人
口
減
少
が
鈍
化
し
た

と
い
っ
て
も
、
辺
地
集
落
の
崩
壊
は
依
然
継
続
し
て
い
る
も
の
が
多
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
脇
ケ
畑
地
区
で
も
、
集
団
移
住
促
進
事
業
の

後
に
、
な
お
保
月
に
は
二
二
戸
が
残
留
し
、
そ
れ
ら
を
も
含
め
て
私
的
に
は
こ
の
地
区
の
跡
地
利
用
に
関
す
る
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
も
提
唱

さ
れ
て
い
る
翁
)
が
、
行
政
的
に
は
も
は
や
結
局
は
そ
の
ま
ま
自
然
消
滅
を
待
つ
と
い
う
形
で
放
置
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
お
〉
。

ま
た
、

過
疎
化
の
原
因
を
国
民
の
意
識
変
化
に
求
め
る
見
解
(
色
に
つ
い
て
も
、

従
前
ま
で
の
山
地
住
民
が
そ
れ
ほ
ど
世
情
に
疎
い
も

の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
彼
ら
は
兄
弟
姉
妹
の
寄
留
先
や
嫁
、
ぎ
先
と
の
交
流
だ
け
で
な
く
、
行
商
や
徴
兵
、
さ
ら
に

は
海
外
出
稼
ぎ
の
経
験
ま
で
持
っ
て
い
て
、
そ
の
情
報
圏
は
予
想
外
に
広
く
、
そ
の
知
識
や
判
断
に
も
相
当
な
適
確
さ
を
も
ち
、
思
考
や

行
動
形
態
に
も
弾
力
性
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
移
住
地
が
中
近
距
離
に
集
中
し
、
ま
た
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
ミ
ニ
コ
ミ
に
よ
っ
て
移
動
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
資
本
サ
イ
ド
に
立
つ
マ
ス
コ
ミ
の
操
作
論
だ
け
で
は
片
づ
か
な
い
問
題
を
も
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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(
l
)
国
土
庁
地
方
振
興
局
過
疎
対
策
室
(
一
九
七
八
)
『
昭
和
五
十
二
年
版
過
疎
対
策
の
現
況
』
四

t
一
六
頁

(
2
)

端
信
行
(
一
九
六
九
)
「
熱
帯
焼
畑
農
業
の
二
類
型
」
『
人
文
地
理
』
一
二
巻
四
号
、
一
二
一
良

(
3
〉
岡
村
幹
生
他
こ
九
七
九
)
「
滋
賀
県
の
古
生
層
」
滋
賀
県
自
然
保
護
財
団
編
『
滋
賀
県
の
自
然
』
一
一
一
一
一
一
一

t
一
四
九
頁

(
4
)

辻
村
太
郎
こ
九
二
九
)
『
日
本
地
形
誌
』
(
古
今
書
院
)
一
一
四
一

t
二
四
二
頁

(
5
)

五
僧
に
は
、
元
禄
十
三
年
の
火
災
ま
で
「
駒
の
足
の
立
ち
次
第
、
器
地
の
運
上
を
取
り
立
て
得
る
」
と
の
許
し
状
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
(
多
賀

町
史
編
纂
委
員
会
編
(
一
九
七
二
)
『
脇
ケ
畑
史
話
』
一
四
頁
)
、
芹
川
河
谷
の
中
村
に
は
大
正
十
五
年
に
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
が
、
そ
れ
ま
で

惟
喬
親
王
の
烏
帽
子
箱
と
い
う
も
の
を
所
持
し
て
、
木
地
屋
の
末
武
閣
を
証
す
家
が
あ
っ
た
り
樽
ケ
畑
に
も
親
王
の
衣
そ
の
他
の
文
書
を
所
蔵
し
た

と
い
わ
れ
る
家
が
あ
っ
て
、
親
王
の
本
屋
敷
、
一
ノ
御
門
・
ニ
ノ
御
門
な
ど
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
(
橋
本
鉄
男
(
一
九
六
八
)
「
滋
賀
県
の
木

地
師
の
習
俗
」
文
化
財
保
護
委
員
会
編
『
木
地
師
の
習
俗

I
』
(
平
凡
社
)
八

t
九
頁
、
二
四
貰
〉

(
6
)

滋
賀
県
民
俗
学
会
編
(
一
九
六
六
)
『
米
原
町
樽
ケ
畑
の
民
俗
』
四
頁

(
7
)

小
牧
実
繁
・
川
合
重
太
郎
・
宮
畑
巳
年
生
・
小
林
博
(
一
九
五
六
)
「
鈴
鹿
山
脈
西
縁
山
村
の
研
究
i

|脇
ケ
畑
村
の
場
合
」
『
滋
賀
大
学
学
芸

学
部
紀
要
』
五
号
、
八
四
J
八
五
頁

(
8
)

彦
根
地
方
気
象
台
資
料
等
か
ら
の
推
定
で
あ
る
。

(
9
)

村
上
宣
雄
他
(
一
九
七
五
)
「
湖
東
三
山
の
植
生
」
滋
賀
自
然
と
文
化
研
究
会
編
『
湖
東
三
山
地
域
学
術
調
査
報
告
書
』
二
九

t
五
一
頁

(
叩
)
前
掲
書

(
6
)

一
九

1
二
O
頁

(
日
)
時
山
に
は
央
五
僧
の
地
名
が
現
存
す
る
と
い
わ
れ
(
前
掲
番
〈
7
)
六
二

t
六
五
頁
)
、
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
や
設
も
隣
接
の
保
月
や
杉
と
は

や
や
異
な
り
、
時
山
の
方
言
に
近
い
と
さ
れ
る
(
前
掲

(
5
)
『
脇
ケ
畑
史
話
』
八

O
頁)。

(
ロ
)
前
掲
書

(
7
)
七
七
頁
)
。

(
日
〉
中
世
編
纂
の
「
多
賀
大
社
儀
軌
」
に
は
伊
邪
那
岐
神
は
杉
集
落
の
西
で
、
仏
生
寺
徳
上
の
急
屋
上
に
あ
た
る
杉
坂
峠
に
降
臨
し
た
と
さ
れ
て
い

221 
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る
(
景
山
春
樹
〈
一
九
七
七
)
「
多
賀
信
仰
と
多
賀
受
奈
羅
」
『
多
賀
大
社
叢
書
論
説
篇
』
二
三
三
頁

(
U
)

保
月
に
は
一
時
、
百
人
も
泊
れ
る
民
宿
形
式
の
北
村
屋
と
い
う
宿
屋
が
あ
っ
た
り
、
質
屋
な
ど
も
あ
っ
て
、
今
も
大
き
な
瓦
葦
き
の
質
屋
倉
と

い
わ
れ
る
建
物
が
残
っ
て
い
る
(
前
掲

(
5
)
『
脇
ケ
畑
史
話
』
一
三

t
一
四
頁
)
。

(
日
)
多
賀
町
史
編
纂
委
員
会
編
こ
九
七
二
)
『
脇
ケ
畑
史
話
』
四
四
頁

(
時
)
一
九
五
三
年
の
森
林
組
合
資
料
で
は
、
約
一
八
九
町
歩
が
計
上
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
書

(
7
)
八
五
頁
)
。

(
げ
)
小
菅
敬
三
ご
九
七
七
)
「
お
多
賀
ま
い
り
の
道
」
『
多
賀
大
社
叢
書
論
説
篇
』
五
七
五
頁

(
時
)
前
掲
書

(
7
)
七
六

1
七
七
頁

(
四
)
坂
口
慶
治
(
一
九
八
一
)
「
鈴
鹿
山
地
に
お
け
る
奥
地
集
落
(
茨
川
)
の
廃
村
化
過
程
と
移
住
域
の
変
化
」
『
地
表
空
間
の
組
織
』
(
古
今
書
院
)

所
収
。

(
却
)
明
治
初
期
か
ら
廃
村
時
ま
で
の
入
婚
(
入
婿
を
含
む
)
三
一
例
の
う
ち
、
集
湾
内
か
ら
の
も
の
二
三
、
次
い
で
杉
三
、
保
月
・
時
山
・
宮
前
・

大
君
ケ
畑
・
萱
原
・
米
原
・
近
江
町
各
一
と
な
っ
て
い
る
。

(
幻
)
前
掲
書
(
日
)
四
四
頁

(
担
)
杉
で
は
、
通
学
の
不
便
さ
か
ら
明
治
三
十
九
年
に
一
時
、
分
教
場
を
設
置
し
た
が
、
経
費
が
か
か
り
す
ぎ
て
、
同
四
十
五
年
に
廃
止
し
、
再
び

保
月
ま
で
通
う
よ
う
に
な
っ
た
(
前
掲
書
(
日
)
五

O
頁)。

(
お
)
前
掲
書
(
日
)
一
一
一
良

(
U
A
)

た
だ
し
、
こ
の
宮
座
は
昭
和
初
期
に
は
す
で
に
春
祭
り
に
は
当
番
役
一
名
を
銭
引
で
き
め
、
秋
祭
り
に
は
祭
典
を
多
賀
大
社
の
神
職
に
依
頼
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
(
岡
田
重
精
・
桜
井
治
男
・
森
安
仁
(
一
九
八

O)
「
過
疎
村
の
祭
肥
と
宗
教
事
情
'
|
|
滋
賀
県
犬
上
郡
多
賀
町
の
事
例
」

『
皇
学
館
大
学
神
道
研
究
所
所
報
』
一
五
号
、
四
頁
)
。

(
お
)
前
掲
書
(
日
)
一
ニ

i
八
頁
、
二
二
頁

(
部
)
五
僧
か
ら
も
、
明
治
三
十

t
三
十
四
年
、
同
四
十

t
四
十
三
年
、
同
四
十
三

t大
正
三
年
、
昭
和
十
八
年
の
四
回
、
村
長
を
出
し
て
い
る
(
前

掲
書
(
日
)
三
七
頁
)
。

(
幻
)
昭
和
二
十
四
年
に
脇
ケ
畑
電
化
促
進
委
員
会
が
結
成
さ
れ
、
当
初
は
費
用
の
捻
出
と
、
と
く
に
集
落
聞
の
負
担
額
の
問
題
で
難
行
し
た
が
、
県

よ
り
補
助
金
八
十
万
円
を
受
け
、
地
元
が
二
百
万
円
を
負
担
し
て
、
完
成
し
た
(
前
掲
室
田
(
日
)
七
一

t
七
二
頁
)
。
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(
犯
〉
彦
根
市
犬
上
郡
営
林
組
合
こ
九
七
一
)
『
郡
林
か
ら
組
合
林
へ
』
八
六
j
八
八
頁

(
却
)
多
賀
町
役
場
総
務
課
保
管
「
木
曽
団
地
関
係
綴
」

(
却
)
坂
口
慶
治
(
一
九
七
五
)
「
京
都
市
近
郊
山
地
に
お
け
る
廃
村
化
の
機
構
と
要
因
」
『
人
文
地
理
』
二
七
巻
六
号
、
一
一
一
一

t
二
五
頁

(
出
)
多
賀
町
役
場
か
ら
約
二
・
五
粁
、
彦
根
市
の
中
心
地
か
ら
約
六
粁
の
距
離
に
あ
り
、
国
道
三

O
六
号
に
面
し
て
、
バ
ス
の
便
も
あ
る
絶
好
地
で

あ
る
。

(
詑
)
当
時
の
脇
ケ
畑
地
区
居
住
者
一
一
一
一
一
戸
の
う
ち
、
一
人
世
帯
や
既
に
移
住
先
を
決
し
て
い
た
世
帯
を
除
い
た
数
に
な
る
。

(
お
)
県
か
ら
の
融
資
を
町
が
又
貸
し
す
る
形
を
と
り
、
一
年
据
置
、
十
五
年
元
利
均
等
償
還
、
貸
付
利
率
年
四
分
で
あ
っ
た
が
、
う
ち
二
分
は
町
の

一
般
会
計
か
ら
補
助
金
と
し
て
補
給
さ
れ
た
。

(
引
叫
)
坂
口
慶
治
二
九
六
六
)
「
丹
後
半
島
に
お
け
る
廃
村
現
象
の
地
理
学
的
考
察
」
『
人
文
地
理
』
一
八
巻
六
号
四
九
頁

(
出
)
昭
和
初
期
に
出
火
で
保
月
に
転
居
し
た
も
の
が
昭
和
四
十
年
に
名
古
屋
市
へ
再
転
居
し
、
そ
の
離
村
先
で
売
却
し
た
山
林
や
、
堺
市
へ
転
居
し

た
も
の
の
空
家
、
が
別
荘
と
し
て
売
ら
れ
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

(
お
)
前
掲
書
(
m
m
)

(
釘
)
前
掲
書
(
鈍
)

(
お
)
坂
口
慶
治
(
一
九
七
四
)
「
丹
波
高
地
東
部
に
お
け
る
廃
村
化
と
耕
地
荒
廃
の
過
程
」
『
地
理
学
評
論
』
四
七
巻
一
号
一
一
一

l
四
O
頁

(
鈎
)
川
崎
健
史
(
一
九
七
二
)
「
あ
る
廃
村
の
社
会
地
理
」
『
滋
賀
県
立
短
期
大
学
学
術
雑
誌
』
一
一
二
号
、
一
二
八
頁

(
必
)
こ
の
附
近
で
は
、
彦
根
市
教
育
委
員
会
が
、
彦
根
市
男
鬼
の
廃
村
で
、
廃
屋
を
夏
季
に
借
り
よ
げ
、
青
少
年
山
の
家
と
し
て
利
用
し
て
い
る
例

が
あ
る
が
、
岡
市
内
の
廃
村
で
も
武
奈
や
仏
生
寺
に
は
ま
だ
そ
う
し
た
対
応
は
何
ら
み
ら
れ
な
い
。

(
H
U
)

蓮
見
音
彦
(
一
九
六
九
)
「
過
疎
開
題
の
構
造
」
『
日
本
農
村
の
展
開
構
造
』
福
村
出
版
一
一
一
一
一
一

t
一五

O
頁

な
お
、
本
研
究
に
は
昭
和
五
十
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
〈
一
般
研
究
D
V
課
題
番
号
・
五
六
八

O
八
八
、
研
究
課
題
「
地
方
都
市
周

辺
山
村
に
お
け
る
廃
村
現
象
の
地
理
学
的
研
究
」
の
一
部
を
使
用
し
た
。
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