
近
世
村
絵
図
に
み
る
空
間
表
現
の
歴
史
的
変
化

|
|
播
磨
国
「
真
広
村
絵
図
」

の
通
時
的
分
析
|
|

五

嵐

勉

十

は
じ
め
に

近世村絵図にみる空間表現の歴史的変化

近
世
の
村
落
空
間
は
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、

い
か
な
る
構
造
を
有
し
、

い
か
に
し
て
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
か

る
点
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
村
落
空
聞
を
再
構
成
し
、
そ
の
歴
史
的
変
化
を
解
明
す
る
歴
史
地
理
学
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な

課
題
と
い
え
よ
う
。

近
世
村
落
に
関
す
る
「
空
間
論
」
を
み
る
と
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
空
間
の
主
体
た
る
イ
エ
や
ム
ラ
の
社
会
集
団
を
支
柱
に
し
て
、
そ

の
広
が
り
を
空
間
的
に
画
定
し
、
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
で
進
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
ー
な
ま
た
、
村
落
空
間
の

分
胞
や
統
合
の
問
題
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
把
握
す
る
試
み
も
行
な
わ
れ
て
い
る
す
v
o

か
か
る
研
究
に
お
い
て
は
、
歴
史
地
理
学
の
み
な

ら
ず
、
村
落
地
理
学
や
社
会
地
理
学
の
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
も
、
多
く
の
知
見
が
得
ら
れ
た
す
)
。

こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
村
落
空
間
を
構
成
す
る
い
わ
ば
ノ
ラ
・
ム
ラ
・
ヤ
マ
の
空
間
の
う
ち
ハ
る
、
主
に
ム
ラ
の
空
聞
を
中
心

85 

と
し
て
考
察
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
村
の
領
域
や
、
基
本
的
か
つ
日
常
的
な
行
動
の
展
開
さ
れ
た
場
で
あ
る
耕
地
空
聞
を
支
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柱
に
し
て
、
村
落
の
空
間
構
造
を
再
構
成
し
、
そ
の
歴
史
的
な
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ノ
ラ
な
い
し
耕
地
空
間
の
復
原
に
際
し
て
は
、
検
地
帳
の
土
地
分
類
が
有
効
な
証
拠
で
あ
っ
た
し
(
5
Y

今
後
も
か
か
る
方
法
を
深
化

さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
検
地
帳
に
は
表
現
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
具
に
す

な
い
。
こ
こ
で
は
村
絵
図
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

る
村
の
領
域
に
耕
地
、
な
い
し
は
土
地
を
復
原
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
す
)
。
こ
の
作
業
に
と
っ
て
、
有
効
な
史
料
は
必
ず
し
も
多
く
は

か
か
る
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

近
世
の
村
絵
図
に
は
、
単
に
景
観
要
素
の
空
間
的
配
列
す
な
わ
ち
空
間
形
態
の
み
な
ら
ず
、
種
々
の
情
報
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

A. 明和2年 (1765)

B. 明和9年(1772)



近世村絵図にみる空間表現の歴史的変化

F.文化10年 (1813)

(一部)

〔真広村区有文書〕

H.明治初期

写真 1r真広村絵図」

は
、
絵
図
す
な
わ
ち
古
地
図
が
、
当
時
の
人
々
の
生
活
世
界
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
地
理
的
知
識
の
空
間
表
現
と
み
な
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
人
聞
の
自
分
を
と
り
ま
く
世
界
に
つ
い
て
の
知
覚
は
、
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
る
言
語
的
範
醇
に
よ
っ
て
、
大
き
く

表
現
さ
れ
た
空
間
構
造
を
再
構
成
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

影
響
さ
れ
る
が
ハ
7
〉
、
広
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
古
地
図
を
解
読
す
る
こ
と
は
、

か
か
る
知
賞
世
界
を
解
読
し
、

と
こ
ろ
で
、
村
絵
図
の
基
本
的
性
格
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
作
成
目
的
が
か
な
り
の
程
度
、
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
す
)
。

す
な
わ
ち
、
中
世
の
荘
園
絵
図
等
に
比
べ
る
と
、
近
世
の
絵
図
に
は
「
凡
例
」
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
な

87 

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
村
絵
図
の
様
式
化
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
発
信
者
に
よ
っ
て
コ
ー
ド
化
さ
れ
、
受
信
者
に
よ
っ
て
コ

l
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ド
解
読
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
存
在
す
る
け
れ
ど
も
ハ
9
v
、
様
式
と
し
て
明
示
さ
れ
た
「
凡
例
」
を
解
読
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
作
成
目

的
は
解
読
し
得
て
も
、
表
現
さ
れ
た
情
報
の
豊
富
な
意
味
内
容
を
解
読
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
作
成
目
的
つ
ま
り
史
料
批
判
に
か
か
わ
る
凡
例
に
は
、
十
分
な
検
討
を
加
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
含
め
た
記
号
体
系
を

解
読
す
る
こ
と
に
努
め
た
白
〉
。
さ
ら
に
、

一
葉
の
絵
図
、
そ
れ
は
か
な
り
の
程
度
、
時
間
的
・
空
間
的
連
続
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
、
あ
る
特
定
の
時
の
断
面
に
お
け
る
「
空
間
の
ス
ナ
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
コ
己
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
点
ま
で
の
空
間
表
現
に
と

ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
空
間
構
造
の
歴
史
的
変
化
、
す
な
わ
ち
構
造
的
連
続
は
、
歴
史
的
史
料
の
動
態
的
な
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
る
(
担
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
地
域
に
お
い
て
作
成
時
期
の
異
な
る
複
数
の
絵
図
が
得
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
時
系
列
上
・
に
配
列
し
、

通
時
的
♀
広
島
B
E
n
)
な
分
析
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る

(80

本
稿
は
、
近
世
村
落
の
空
間
構
造
、
と
く
に
村
の
領
域
や
耕
地
空
間
を
再
構
成
し
、
そ
の
歴
史
的
変
化
を
、
主
に
村
絵
図
史
料
を
検
討

す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
か
か
る
考
察
に
と
っ
て
の
村
絵
図
利
用
の
有
効
性

auと
限
界

に
関
す
る
一
つ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
提
供
し
た
い
。

「
真
広
村
絵
図
」
の
構
成
と
分
類

考
察
の
素
材
と
し
て
選
ば
れ
た
村
絵
図
は
、
播
磨
国
赤
穂
郡
の
真
広
村
に
お
け
る
も
の
で
あ
る

az
当
村
に
は
、
近
世
中
期
か
ら
明

治
初
期
に
か
け
て
の
大
小
二
ハ
葉
の
村
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
採
色
絵
図
に
限
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
単
色
の

絵
図
や
川
普
請
絵
図
等
を
加
え
る
と
か
な
り
の
数
に
な
る
。

本
稿
で
は
、
紙
数
の
制
限
上
、
採
色
絵
図
一
六
葉
の
う
ち
八
葉
を
中
心
に
し
て
考
察
し
た
が
、
写
真
ー
に
は
そ
の
う
ち
か
ら
四
葉
を
例
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真広村周辺の地形図

〔明治28年測図，同39年修正，

図 1

示
し
た
。
こ
の
選
択
に
際
し
て
は
、
作
成
年
代
、

作
成
目
的
、

お
よ
び
表
現
内
容
を
十
分
に
考
慮
し

1 : 2万地形図「那波」を縮小〕

て
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

←) 
地
域
の
概
観

真
広
村
は
、
現
在
の
相
生
市
矢
野
地
区
の
一
部

を
占
め
る
。
当
村
は
、
千
種
川
の
一
支
流
を
な
す

矢
野
川
が
北
か
ら
南
へ
構
造
谷
を
貫
流
し
、
そ
の

中
流
域
に
位
置
し
て
い
る
。
集
落
は
、
自
然
堤
防

上
の
徴
高
地
に
疎
塊
村
の
形
態
を
な
し
て
展
開
し

て
い
る
。
村
域
は
、
南
北
方
向
の
狭
長
な
構
造
谷

と
、
東
西
方
向
の
そ
れ
と
の
交
界
点
に
あ
る
た

め
、
矢
野
地
区
の
中
に
あ
っ
て
は
、
比
較
的
広
い

平
地
が
発
達
し
て
い
る
(
図

1
Y
ま
た
、
こ
の

東
西
方
向
の
構
造
谷
に
は
、
竜
野
街
道
が
通
じ
、

こ
れ
は
古
代
の
山
陽
道
に
比
定
さ
れ
る
道
路
で
あ

る
こ
と
、
矢
野
川
を
は
さ
ん
で
両
岸
に
は
、
現
氾

濫
原
と

-
J
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
比
高
を
も
っ
沖
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積
段
丘
が
発
達
し
、
こ
の
段
丘
面
に
は
、
条
里
型
の
土
地
割
が
一
部
確
認
さ
れ
る
詰
〉
こ
と
(
図
2
)
、

か
な
り
古
く
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
よ
び
中
世
に
は
東
寺
領
の
矢
野

庄
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
(
ざ
な
ど
を
考
え
る
と
、
当
地
域
の
開
発
は
、

近
世
に
お
い
て
は
赤
穂
藩
領
に
属
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
幕
府
預
所
と
し
て
の
支
配
を
幕
末
ま
で
受
け
た
。
慶
長
一
四
年
三
六

O

九
)
の
古
検
で
は
、
村
高
四
六
七
石
七
斗
七
升
九
合
の
村
で
あ
っ
た
。
戸
口
を
み
る
と
、
近
世
を
通
じ
て
六

O
戸
内
外
で
、
多
少
の
変
動

が
み
ら
れ
る
も
の
の
比
較
的
安
定
し
て
い
た

8
3
先
進
的
地
域
に
み
な
さ
れ
る
が
、
史
料
で
み
る
限
り
商
品
農
業
は
あ
ま
り
発
達
し
て

山地

開折谷

理積谷

沖積段丘

後背湿地

自然堤防

旧河道

溜i也

図
圃
図
口
図
圏
図
面
白

o 500m 
Lーーー一一ーーー』

正修部を

翻
凶
も
古
い
時
期
の
作
成
に
な
る
の
は
、
川
判
明
和
二
年
(
一
七
七
五
)
の
も
の
で
あ
る

分

α
腕

学

(

写

真

1
l
A〉

O

ま
ず
、
こ
の
絵
図
の
分
析
を
通
し
て
、
本
稿
に
お
け
る
絵
図
分

の
橋
析
の
具
体
的
手
法
を
提
示
し
た
い
。

村

高
広

〔

真

条里型
土地割

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
村
高
は
、
近
世
後
期
に
は
四
八

O
石
余
ま
で
増
加
す
る

が
、
か
か
る
僅
か
な
増
加
分
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
荒
蕪
地
の
切
添
的
な
新
聞
に

よ
る
も
の
で
、
耕
境
の
外
延
的
拡
大
は
ほ
と
ん
ど
み
と
め
ら
れ
な
い
。

。
「
明
和
二
年
村
絵
図
」
の
構
成
と
分
類

真
広
村
の
村
絵
図
は
、
領
域
図
と
耕
地
仕
訳
絵
図
に
大
別
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら

は
、
村
の
明
細
図
的
な
性
格
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。

一
六
葉
の
村
絵
図
の
中
で
、
最

こ
の
絵
図
に
表
現
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
作
成
目
的
を
考
察
す
る
た
め
に
、

凡

図 2

例
」
も
含
め
た
記
号
体
系
を
表
1
に
分
類
し
て
示
し
た
。
図
3
に
み
る
よ
う
に
一

O

の
「
凡
例
」
の
う
ち
、
道
・
川
お
よ
び
山
な
ど
の
パ
ス
と
リ
ッ
ジ
は
ハ
思
、
本
絵
図
の
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表 1 真広村絵図分類表

分類番号 11 ~ 1 ~ 1 4 1 ~ 1 6 I~-I -n 91 リ|ヤ 1141~1~
明

主つ和九S明F 

天明 寛政 寛政 化文 文化

主i
政文 政文

器刻明和 左同 左同
同

作成年代
墓三年三三年

2fu 年合@、語J 年フE
こご年フロ三七年

左

三実三昆年 j三C己L コ年完 ノ九 ノ、、.

) ) 
ノ、、.:;; d 

原(cm寸) 
62 50 回|岨!日|田 56 32 54 55 40 28 
× × X I X I X I X × XIX × X I X × × × × 
41 47 92 I 42 I 91 I 41 39 39 I 46 46 48 I 59 59 59 55 39 . 

文字注記 0¥010¥010101010101 1010101010 
屋敷 O O 010 O O O 

点 高札 010 O 
的 郷蔵 O O 
記 荒神 O O 01 10 O 
号 神宮 O O 01 10 [0 

井堰 O O O I 10 
道 O O O O O O O O O O O O O O O O 

線 JII O O O O O O O O O O O O O O O 
的 溝 O O O O O O O O O 
記 村境 O O O O O O 
号 字境 O O O O 

堤防 O O O O O 

池山
O 8 8 O O 8 O 

O 810 O 

i ii 面

取新覧轄

畑
同

下

所
閲

O 
O 

O 
的

記 O 
O 
O 号 O O 

O 01010 01 
「凡例」数 Wl7 17 14 1 5 1 5 1514 1 5151418181819 I 6 

題
主

領 領 領 基
地
争
論
図議

領 領 取下

場絵

図

領

蛾

図

領

域 i
事頁

作片

地
L 

「域

岡
荒
「域

図

域 域 域

藍そ 図 図 筒図の
他 所

L- 略 略 図

注)分類番号中のアルブ 7ベットは，本文で考察した8棄の絵図を示す。

絵図の寸法は， cmの概数
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ハ
7

7
〉

基
本
的
構
図
を
決
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
凡
例
の
最
初
に
あ
げ
ら
れ
た
「
片
作
ノ
団
地
」
と
「
五
分
通
ノ
団
地
」
の
面
的
記
号
に
有
徴
性

が
見
出
さ
れ
る
。
片
作
の
田
地
と
は
『
地
方
凡
例
録
』
に
み
る
「
片
毛
作
」
の
困
地
を
指
し
、
裏
作
と
し
て
の
麦
の
作
付
が
で
き
な
い
深

(
マ
マ
〉

田
に
分
布
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る

av
ま
た
、
「
五
分
通
ノ
団
地
」
と
は
、
「
五
分
取
」
の
田
地
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
宕
〉
O

G F E D C B A 

真 真 二 上西字池
庚庚木村池峠ノ
村村村御、溜谷

、御田真 j也溜
字 字 国 地廃、池
こ な 地 村真、
丁か 小庚三
回す 河村木

か 村二村
立木真

K J H会村庚
、 、 、 立村

字字御二御真 会立
新前回木田虞 会
田田地村地村

明和 2年 (1765)村絵図の構成(写真 1-A参照)

え

1.片作/田地 2.五分通の田地 3.田地

4.井七キ 5.池 6.山

7 川 8.草 9.i毒

10.家

こ
の
耕
地
の
土
地
条
件
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
が
、
片
作
地
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
同
様
な
地
形
環
境
に
み
ら
れ
る
も
の
と

判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
平
地
と

山
地
の
交
界
部
付
近
の
山
裾
や
、
矢
野
川
の

ハ
ッ
ク
・
マ
l
シ
ュ
に
分
布
が
限
定
さ
れ
て

い
る
。と

こ
ろ
で
、
こ
の
絵
図
に
表
現
し
た
も

の
、
す
な
わ
ち
主
題
は
、
関
連
文
書
が
残
さ

れ
て
い
な
い
の
で
速
断
は
で
き
な
い
が
、

お

そ
ら
く
、
こ
の
二
つ
の
耕
地
を
明
示
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

図 3

ら
、
表
現
さ
れ
た
情
報
の
意
味
内
容
は
多
様

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
記
号
が
隣
接
す
る



木
村
と
上
村
に
ま
で
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
真
広
村
の
領
域
を
明
示
す
る
た
め
の
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
真
広
村
の
団
地
を
濯
概
す
る
用
水
の
井
堰
の
分
布
を
み
る
と
、
図
4
に
み
る
よ
う
に
、
河
川
濯
翫
と
溜
池
濯
淑
に
大
別
さ
れ

る
。
こ
の
う
ち
、
上
田
が
最
も
卓
越
す
る
安
定
耕
地
は
、
沖
積
段
丘
上
の
字
「
二
町
田
」
に
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
矢
野
川
と
一

l

一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
比
高
が
あ
る
た
め
、
真
広
村
地
内
で
直
接
取
水
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
矢
野
川
上
流
の
上
村
地
内
、

字
「
鍋
子
」
に
設
け
ら
れ
た
井
堰
か
ら
取
水
し
て
い
る
。
こ
の
鍋
子
井
(
現
「
上
井
」
)
は
、
①
上
村
字
鍋
子
、
②
二
木
村
字
京
明
、
③
真
広

近世村絵図にみる空間表現の歴史的変化

村
字
二
町
田
を
濯
概
す
る
が
、
こ
れ
は
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)
以
降
、
現
代

ま
で
続
い
て
き
た
慣
行
で
あ
る
詰
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
寛
政
四
年
ま
で
は
①

の
真
広
村
字
二
町
田
に
、
ま
ず
最
初
に
濯
概
さ
れ
て
お
り
、
刻
割
(
時
間
)
番

水
に
も
と
守
つ
い
て
強
固
な
水
利
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
た

auo
こ
の
水
利
慣

行
は
、

か
な
り
以
前
に
ま
で
遡
及
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
下
流
の
真

広
村
に
最
も
優
先
的
な
水
利
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
村
の
開
発
を

考
え
る
上
で
興
味
深
い
。
か
か
る
水
利
権
が
上
村
地
内
に
あ
る
鍋
子
井
堰
と
密

接
に
関
連
す
る
た
め
に
、
村
の
領
域
の
一
部
と
し
て
、
こ
の
場
所
が
絵
図
に
表

現
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
二
木
村
の
「
池
の
谷
」
の
記
載
も
、
こ
の
谷
が
真
広
村
の
字
「
前

93 

図 4

田
」
の
段
丘
上
を
潤
す
用
水
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
木
村
の
家
敷
や
田
地
を
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示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
池
は
二
木
村
の
領
域
内
に
あ
る
が
、
真
広
村

明和2年 (1765)村絵図の視点

と
の
立
会
池
で
あ
り
、
真
広
村
の
領
域
表
現
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
る
。

同
様
に
、
東
端
の
「
峠
池
」
は
、
本
紙
へ
の
継
ぎ
足
し
部
分
で
あ
る
が
(
図

3
)
、
こ
こ
に
お
け
る
文
字
注
記
、
「
字
峠
、
真
広
村
二
木
村
溜
池
立
会
」
の
筆

致
と
向
き
、

お
よ
び
採
色
の
色
調
が
、
本
紙
と
相
違
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し

て
、
後
に
継
ぎ
足
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
場
所
が
も
と
も

と
真
広
村
に
帰
属
す
る
土
地
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
溜
池
の
水
利
権
を
共
有
す

る
二
木
村
と
の
聞
で
、
独
占
的
水
利
権
を
主
張
す
る
争
論
が
起
り
、
溜
池
を
含

図 5

め
た
字
峠
の
土
地
争
論
に
ま
で
展
開
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
絵
図
作
成
の
二
年

の
と
考
え
ら
れ
る
。

権
は
両
村
の
立
会
と
し
て
決
着
を
み
て
い
る
こ
と
か
ら
〈
号
、
少
な
く
と
も
、
明
和
二
年
以
降
、
同
四
年
ま
で
の
聞
に
継
ぎ
足
さ
れ
た
も

後
、
明
和
四
年
(
一
七
六
七
)
に
字
峠
の
領
有
権
は
真
広
村
に
、
峠
池
の
水
利

次
に
、
本
絵
図
の
視
点
、
す
な
わ
ち
諸
事
物
の
方
向
を
み
る
と
、
図
5
の
よ
う
に
、
①
矢
野
川
の
谷
筋
に
沿
う
北
方
へ
の
視
点
、
@
そ

れ
と
直
交
す
る
谷
筋
に
沿
う
東
方
へ
の
も
の
、
@
そ
こ
か
ら
北
方
へ
の
も
の
(
字
池
の
谷
)
と
南
方
へ
の
も
の
(
字
峠
〉
の
三
つ
に
大
別

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
判
断
し
て
、
本
絵
図
は
放
射
空
間
的
に
展
開
す
る
表
現
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
領
域
図
的
性
格
を
有
し
て

関
係
を
含
め
た
、

い
る
こ
と
が
、
こ
の
点
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
ハ
8
0
こ
の
場
合
、
真
広
村
自
村
の
領
域
に
限
ら
ず
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
隣
村
と
の
領
域

か
な
り
広
域
的
な
領
域
を
表
現
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。



以
上
の
よ
う
な
考
察
を
残
る
一
五
葉
の
絵
図
を
対
象
に
し
て
行
な
い
、
表
ー
に
そ
れ
を
分
類
し
て
示
し
た
。
こ
れ
を
み
る
と
、
真
広
村

絵
図
の
主
題
は
、
領
域
図
と
耕
地
仕
訳
絵
図
に
大
別
さ
れ
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
に
高
札
場
や
郷
蔵
お
よ
び
宗
教
施
設
等
の

ラ
ン
ド
マ

l
グ
が
記
入
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ら
は
村
の
明
細
図
と
し
て
の
機
能
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
。
近
世
の
村
絵
図
は
総
じ
て
細
見
図

的
で
あ
り
、
領
主
の
交
替
時
に
は
明
細
帳
と
と
も
に
差
出
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
控
と
し
て
村
に
長
く
保
存
さ
れ
る

av
そ
し
て
争
論

が
起
っ
た
時
に
は
「
村
定
」
や
「
覚
」
な
ど
の
証
文
と
同
じ
よ
う
に
、
後
世
ま
で
証
拠
と
し
て
重
要
な
意
味
を
担
う
よ
う
に
な
る
。

空
間
構
造
の
歴
史
的
変
化

95 近世村絵図にみる空間表現の歴史的変化

あ
る
特
定
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
は
、
そ
れ
以
後
の
も
の
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
村
絵
図
作
成
の
時
点
で

作
成
目
的
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
に
描
か
れ
た
絵
図
が
表
現
内
容
や
方
法
に
、
意
識
的
に
、
あ
る
い
は
無
意
識
に
規
制
を
与
え
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
、
あ
る
一
定
の
文
脈
に
お
い
て
意
味
の
付
与
さ
れ
た
場
所
を
表
現
す
る
場
合
に
、

か
か
る
点
が
影
響
す
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
史
料
そ
れ
自
身
が
備
え
て
い
る
自
己
規
定
の
性
格
安
〉
は
、
記
号
や
構
図
な
ど
の
空
間
表
現
に
お
け
る
連
続
と
不
連
続
に
あ

ら
わ
れ
る
。

付

領
域
表
現
の
歴
史
的
変
化

明
和
二
年
(
一
七
六
五
)
の
村
絵
図
に
み
る
村
の
領
域
表
現
は
、
ま
さ
に
村
の
用
水
取
水
地
と
し
て
の
矢
野
川
上
流
に
設
け
ら
れ
た
井

堰
と
、
支
谷
の
溜
池
を
明
示
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
水
を
得
る
場
所
は
、
た
と
え
そ
れ
が
他
村
の
領
域
内
に
あ
ろ
う

と
も
、
白
村
の
領
域
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
構
成
部
分
を
な
す
。
か
か
る
領
域
認
識
を
絵
図
上
に
表
現
し
確
認
す
る
手
続
き
が
重
要
な

の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
共
通
の
領
域
認
識
が
形
成
さ
れ
る
と
、
後
の
絵
図
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
表
現
さ
れ
る
必
要
性
は
少
な
く
な
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る
。
図
6
に
み
る
よ
う
に
、
倒
明
和
九
年
(
一
七
七
二
〉
と

O
天
明
三
年
(
一
七
八
三
)
の
村
絵
図
が
、
基
本
的
に
川
判
明
和
二
年
の
村
絵

か
か
る
確
認
の
手
続
き
の
連
続
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
表
現
は
糾
か
ら
。

図
に
お
け
る
領
域
表
現
を
継
承
し
て
い
る
の
は
、

に
向
う
ほ
ど
簡
略
化
し
、
。
寛
政
三
年
(
一
七
九
一
)
以
降
の
絵
図
で
は
、
池
の
谷
す
な
わ
ち
二
木
村
の
領
域
は
記
載
が
み
ら
れ
な
く
な

っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
真
広
村
に
お
け
る
池
の
谷
池
の
水
利
慣
行
は
依
然
と
し

て
続
い
て
き
て
い
る
ハ

8
0

こ
れ
に
対
し
て
、
東
端
の
字
峠
は
全
絵
図
を
通
し
て
描
か
れ
た
場
所
で
あ
る
。
こ
こ
は
先
述
の
よ
う
に
、
元
来
、
真
広
村
に
帰
属
す
る

主一明和2年 (A}

豆一一明和9年 (B)
・3 天明3年 (C)

ー一寛政3年 (D)
文化10年(F)

s一文化6年(E)

弘化年間 (G)
明治初期 (H)

L一銭図に共通する

額1ま

lkm 。

領
域
で
あ
る
が
、
矢
野
川
谷
と
は
離
れ
た
飛
地
的
な
周
縁
の
場
所
で
あ
り
、
二

村絵図にみる村落の領域表現の歴史的変化

木
村
に
も
峠
池
の
水
利
権
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
、
明
和
年
聞
に
は
争
論

を
起
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
点
か
ら
、
常
に
描
き
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
場
所
で

点目ヲ
Q

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
所
に
つ
い
て
の
表
現
内
容
を
み
る
と
、
明
和
年
間

の
絵
図
と
必
ず
し
も
同
じ
文
脈
で
描
か
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ

は
、
①
矢
野
川
谷
と
字
峠
と
の
距
離
(
実
際
は
約
一
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
が

著
し
く
せ
ば
め
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
(
図

6ω
・
的
)
、
@
竜
野
街

道
と
字
峠
と
の
そ
れ
が
(
実
際
は
約
一

0
メ
ー
ト
ル
)
著
し
く
拡
大
さ
れ
て
い

る
も
の
(
図
6
制
・
例
〉
の
二
点
に
認
め
ら
れ
る
。

図 B

か
か
る
点
は
、
基
本
的
に
は
絵
図
の
も
つ
主
題
表
現
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ



る。
す
な
わ
ち
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
制
寛
政
三
年
(
一
七
九
一
)
、
的
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)
お
よ
び
回
文
化
一

O
年
(
一
八
三
一
一
)

の
各
絵
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
林
成
・
薮
成
」
・
「
段
免
」
(
倒
〉
、
「
御
普
請
所
」
(
例
)
、

お
よ
び
「
起
返
取
下
場
」
(
例
)
を
表
現
し
た
も
の

で
あ
り
、
基
本
的
に
は
矢
野
川
と
そ
れ
に
合
流
す
る
二
木
川
の
河
川
沿
い
に
関
し
て
の
地
理
的
知
識
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
村
絵
図
の
諸
記
号
や
構
図
は
、

ほ
と
ん
ど
が
河
川
を
中
心
に
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
字
峠
や
河
川
流
域

に
種
々
の
表
現
上
の
歪
み
が
見
出
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
か
か
る
作
成
目
的
の
た
め
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は

こ
の
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
現
実
と
し
て
村
の
領
域
が
画
定
し
て
い
た
こ
と
(
号
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
、
先
の
作
成
目
的
に
従
っ
て
表
現

近世村絵図にみる空間表現の歴史的変化

を
査
め
た
領
域
で
あ
っ
て
も
支
障
は
な
く
、
村
の
領
域
に
つ
い
て
さ
ほ
ど
注
意
を
払
う
必
要
の
な
い
状
況
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

L

た
が
っ
て
、
こ
れ
は
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
安
定
を
有
す
る
領
域
認
識
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

そ
し
て
、
弘
化
年
間
(
一
八
四
四
|
一
八
四
七
〉
と
推
定
さ
れ
る
村
絵
図

auと
、
冊
明
治
初
期
の
も
の
は
、
現
実
の
領
域
と
極
め
て

よ
く
整
合
す
る
。
こ
れ
は
地
図
的
表
現
に
お
け
る
進
化
論
的
な
図
式
で
と
ら
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
領
域
認
識
の
歴
史
的
な
形
成
過
程
の

表
現
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る

ay

口

土
地
お
よ
び
耕
地
分
類
の
歴
史
的
変
化

こ
こ
で
は
「
耕
地
仕
訳
絵
図
」
を
例
に
、
耕
地
(
ノ
一
フ
)
空
聞
に
お
い
て
耕
地
を
仕
訳
け
る
、

つ
ま
り
土
地
を
分
類
し
て
表
現
す
る
こ

と
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。
そ
れ
は
検
地
帳
以
後
に
お
い
て
、
検
地
帳
の
土
地
等
級
分
類
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ

と
は
意
味
あ
い
を
具
に
す
る
耕
地
の
分
類
を
、
絵
図
に
表
現
さ
れ
た
限
り
で
復
原
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
村
人
の
意
識
に
近
い
耕
地

97 

空
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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川

W
明
和
二
年
の
絵
図
に
お
い
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
、

一
般
の
団
地
と
区
別
さ
れ
て
い
た
分

類
は
、
こ
の
絵
図
に
限
ら
れ
、
後
の
絵
図
は
、
全
て
河
川
流
域
に
お
け
る
「
荒
所
」
と
、
そ

れ
に
対
し
て
の
対
応
が
記
号
化
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
耐
判
明
和
九
年
(
一
七
八
三
)
の
絵
図
に
お
い
て
、
最
初
に
「
荒
所
」
が
描
か
れ
て
い

る
(
図

7
l①
〉
。
史
料
で
確
認
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
矢
野
川
は
度
々
氾
濫
し
て
い
る
。
か

か
る
氾
濫
に
よ
っ
て
、
安
定
耕
地
を
な
し
て
い
た
沖
積
段
丘
上
に
は
、

ほ
と
ん
ど
被
害
は
認
め

ら
れ
な
い
が
、
現
氾
濫
原
は
「
押
掘
」
や
「
砂
入
」
の
被
害
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
詰
)
。

そ
の
場
合
に
「
普
請
目
論
見
帳
」
や
「
普
請
出
来
形
帳
」
が
普
請
絵
図
と
と
も
に
提
出
さ
れ
て

村絵図にみる河川流域の土地表現

い
る
自
〉
。
か
か
る
状
況
は
矢
野
川
の
荒
れ
川
的
な
性
格
と
と
も
に
、
川
除
普
請
が
進
展
し
て

い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
堤
防
が
築
か
れ
て
河
道
が
固
定
さ
れ
る
の
は
、
弘
化
年
聞
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

か
か
る
「
荒
所
」
は
、
村
落
住
民
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ

う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
場
所
は
、
荒
所
す
な
わ
ち
「
川
欠
」
の
場
所
で
あ
る

「
高
の
内
引
」

か
ら
、

つ
ま
り
減
免
の
土
地
で
あ
る
。
年
貢
率
が
固
定
し
、
耕
境
の
外
延
的
拡

大
が
終
了
し
た
村
落
に
あ
っ
て
は
、
高
の
内
引
き
に
対
す
る
意
識
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ

図 7

の
絵
図
以
後
の
も
の
に
お
い
て
は
、
か
か
る
「
荒
所
」
の
記
号
が
微
妙
に
表
現
と
意
味
内
容
を

変
え
て
推
移
し
て
ゆ
く
。



一
般
に
、
高
の
内
引
き
は
「
郷
蔵
敷
引
」
、
「
堤
敷
引
」
、
「
溝
代
引
」
等
の
人
工
施
設
に
対
す
る
「
年
々
引
」
と
、

「
荒
地
引
」
、

JII 
成

引
」
、
「
池
成
引
」
、
「
川
欠
引
」
、
「
砂
入
引
」
等
の
災
害
地
に
対
す
る
「
連
々
引
」
と
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
岳
〉
O

寛
延
年
間
以
降
に
一

般
化
し
た
「
有
毛
検
見
法
」
の
下
で
は
、
検
見
役
人
に
か
か
る
内
引
き
の
土
地
を
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
情
報
は
、
村

か
ら
検
克
役
人
に
「
検
見
内
見
帳
」
と
村
絵
図
を
一
組
と
し
て
提
出
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

寛
政
二
年
三
七
九

O
〉
の
「
御
検
地
之
改
書
上
帳
」
に
は
、
こ
の
年
「
前
々
川
欠
石
砂
入
山
崩
等
之
荒
地
之
分
、
取
下
ケ
起
返
井
林

薮
成
被
仰
付
候
之
分
」
と
し
て
、
二
八
石
四
斗
三
升
九
合
(
二
町
三
反
三
畝
)
が
連
々
引
と
な
っ
て
い
る
(
哲
。
か
か
る
荒
所
は
、
検
見

成
に
際
し
て
安
定
耕
地
(
「
御
団
地
」
)
と
区
別
さ
れ
て
詳
細
に
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
が
耕
地
仕
訳
図
で
あ
る
が
、
そ
の
作
成
方
法
は
か
な

近世村絵図にみる空間表現の歴史的変化99 

り
様
式
化
さ
れ
て
お
り
ハ
号
、
そ
の
内
容
は
村
の
明
細
図
と
極
め
て

川普請絵図の一例(安永7年:1778) 

ω 
寛
政

年

七
九

類
似
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
耕
地
を
仕
訳
る
と
い
う
主
題
に
も
と
ず

い
て
い
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
の
み
に
限
定
さ
れ
ず
、
耕
地
空
間
に

視
点
の
中
心
を
据
え
な
が
ら
、
耕
地
を
分
節
化
し
、
村
落
空
聞
を
表

現
し
て
い
る
。
耕
地
空
間
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
最
も
仔
細
に
表
現

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
前
述
の
高
引
き
の
土
地
で
あ
る
。

図
7
に
み
る
よ
う
に
、
倒
明
和
九
年
の
絵
図
に
お
け
る
荒
所
は
、

の
絵
図
で
は

「
林
成
・
薮
成
」

の
場
所

写真 2

と
な
っ
て
い
る
(
図

7
1②
)
。
そ
れ
は
先
の
「
荒
地
之
分
取
下
ケ

起
返
井
林
成
薮
成
・
被
仰
付
候
之
分
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
起
返
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し
」
す
な
わ
ち
荒
地
の
再
開
発
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
荒
所

は
災
害
地
で
あ
っ
て
高
引
き
の
土
地
で
あ
る
と
同
時
に
、
再
開
発
の
土
地

と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、

か
か
る
評
価
は

検
見
役
人
の
み
な
ら
ず
、
村
人
に
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
荒
所
の
起
返
し
は
、
川
除
と
堤
防
を
築
く
た
め
の
普

請
と
い
う
手
続
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
耕
地
仕
訳
絵
図
と
は
別
途
に
、
普

請
目
録
と
普
請
絵
図
を
普
請
役
人
方
に
提
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
絵

図
は
、

ま
さ
に
川
を
治
め
る
た
め
に
描
か
れ
る
か
ら
、
耕
地
仕
訳
絵
図
と

は
全
く
異
な
っ
た
文
脈
で
描
か
れ
た
。
写
真
2
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
絵

図
に
は
、
荒
所
は
記
載
さ
れ
ず
に
、
矢
野
川
の
極
端
な
メ
ア
ン
ダ
ー
と
、

河
道
に
沿
う
屋
敷
群
お
よ
び
背
後
の
「
御
田
地
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
、

イ
エ
と
ム
ラ
に
と
っ
て
の
矢
野
川
に
対
す
る
脅
威
に
も
似
た
意

識
を
続
み
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

矢
野
川
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
ハ
哲
に
は
、
普
請
絵
図
に
み
る
よ
う
に
、

災
害
を
及
ぼ
す
川
と
い
う
意
識
と
、
堤
防
を
築
い
て
川
を
治
め
荒
所
を
再

開
発
す
る
と
い
う
行
動
を
と
る
こ
と
で
、
潜
在
的
耕
地
と
み
な
す
よ
う
な

評
価
の
パ

l
セ
l
プ
シ
ョ
ン
(
哲
の
二
面
性
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
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河lIf. i也

河原

ヤプ

図

園

田

耳

目

囚

口

巴

醐

己

防

回

敷

地

堤

道

溝

水

畑

屋

・

暮

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
安
永
年
間
以
降
の

断
続
的
な
川
普
請
(
ム
ラ
仕
事
で
行
な
わ

れ
た
で
あ
ろ
う
が
)
に
よ
っ
て
、
制
仰
の
村

絵
図
以
降
に
み
ら
れ
た
混
沌
と
し
た
ム
ラ

と
ノ
ラ
の
空
聞
は
、

し
だ
い
に
組
織
化
さ

れ
て
ゆ
く
。
図
8
に
み
る
よ
う
に
、
弘
化

年
間
の
絵
図
で
は
、
矢
野
川
の
ゆ
る
や
か

な
曲
流
と
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
堤
防
の

明治28年の地籍図にみる土地利用

線
的
記
号
に
よ
っ
て
、
整
然
と
し
た
土
地

利
用
空
間
に
分
節
化
さ
れ
て
い
る
の
が
わ

か
る
。
す
な
わ
ち
河
道
を
中
心
と
し
て
、

両
岸
に
お
け
る
堤
防
、
起
返
取
下
地
、
本

畑
お
よ
び
本
田
の
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
空

聞
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
か
か
る
村
落
空
間

は
、
図
9
に
示
し
た
地
籍
図
と
ほ
ぼ
整
合

図 g

す
る
が
、
起
返
取
下
の
土
地
は
「
ヤ
ブ
」

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る

az
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tヨ

点
的
記
号
と
象
徴
表
現
の
歴
史
的
変
化

最
後
に
、
絵
図
上
の
点
的
記
号
お
よ
び
象
徴
の
表
現
か
ら
、
村
落
の
空
間
構
造
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
考
察
を
加
え
よ
う
。

ま
ず
、
屋
敷
の
表
現
を
み
る
と
、
弘
化
年
間
の
耕
地
仕
訳
絵
図
に
お
け
る
「
居
村
」
と
い
う
文
字
注
記
に
よ
る
表
現
(
図
8
)
以
外

は
、
す
べ
て
の
絵
図
に
形
と
し
て
の
屋
敷
を
記
号
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
糾
明
和
二
年
の
絵
図
に
お
け
る
表
現
を
基
本
的
に
踏
襲
し
、

自
然
堤
防
上
に
疎
塊
村
の
形
態
で
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
イ
エ
や
ム
ラ
の
表
現
と
は
い
い
難
い
。
当
村
に
お
け
る
小

地
域
集
団
は
「
所
」
と
呼
ば
れ
、
「
五
反
田
所
」
、
「
西
所
」
、
「
東
所
」
、
「
河
原
所
一
の
四
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
品
〉

O

ま
た
、
天
明
年
間

き
な
い
。

に
お
い
て
は
三
二
の
五
人
組
が
み
ら
れ
る
が
(
。
、
村
絵
図
に
お
い
て
は
、

か
か
る
イ
エ
や
ム
ラ
の
空
間
的
単
位
を
読
み
と
る
こ
と
が
で

同
様
の
こ
と
は
、

「
荒
神
」
の
シ
ン
ボ
ル
か
ら
も
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
矢
野
川
流
域
諸
村
に
お
い
て
は
、

一
般
に
野

神
と
し
て
の
荒
神
が
各
小
地
域
集
団
単
位
に
柁
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
真
広
村
絵
図
の
場
合
、
荒
神
を
統
合
す
る
大
荒
神
が
、
。
天
明

~屋敷

郷蔵

図10

ロ

二
年
、
伺
文
化
六
年
、
文
化
一
四
年
お
よ
び
同
明
治
初
期
の
各
絵
図

に
一
つ
づ
っ
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
図

m

に
み
る
よ
う
に
、
か
か
る
荒
神
や
神
社
が
山
裾
に
位
置
し
、

ノ
ラ
と

ヤ
マ
を
区
切
る
境
界
に
位
置
し
て
い
る

8
3
し
た
が
っ
て
、
こ
の

シ
ン
ボ
ル
は
、
そ
れ
自
身
で
一
つ
の
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
間

違
い
は
な
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

ム
ラ
空
間
の
考
察
に
と
っ

て
、
村
絵
図
の
利
用
に
は
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



次
に
、
上
意
下
達
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
体
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
「
御
高
札
」
は
、
「
藩
政
村
」
の
ラ
ン
ド
マ
l
ク
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
、
村
請
制
の
村
落
体
制
を
示
す
御
蔵
は
、
年
貢
の
搬
出
に
容
易
な
道
路
の
ノ
l
ド
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ラ
ン

ド
マ

1
ク
は
、
従
来
の
景
観
復
原
研
究
に
お
い
て
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
村
落
の
景
観
要
素
と
し
て
重
要
な
送
葬
の
墓
地
は
、
全
て
の
絵
図
に
描
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
当
村
の
墓
地
が
矢

野
川
の
河
原
近
く
に
あ
っ
た
た
め
に
(
図

9
V
一
般
の
村
境
に
あ
る
場
合
と
は
、
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
不
浄
な
場
所
を
村
は
ず
れ
に
置
く
と
い
う
こ
と
と
、
河
川
沿
い
に
置
く
こ
と
は
、
同
じ
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

後
者
は
不
浄
な
も
の
を
河
川
に
よ
っ
て
流
し
去
る
こ
と
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
遠
ざ
け
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
の
で
あ
る
。

近世村絵図にみる空間表現の歴史的変化

こ
れ
ら
の
記
号
や
象
徴
の
空
間
形
態
か
ら
、
空
間
構
造
を
問
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
現
段
階
で
は
十
分
な
考
察
に
及
ん
で
い
な

い
(
必
)
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

か
か
る
空
間
形
態
が
居
住
の
連
続
性
と
相
侠
っ
て
、
極
め
て
連
続
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

お
わ
り
に

本
稿
で
は
村
絵
図
に
み
る
空
間
表
現
の
通
時
的
な
分
析
を
通
し
て
、
村
の
領
域
や
耕
地
空
聞
を
支
柱
に
、
村
落
の
空
間
構
造
の
歴
史
的

変
化
を
考
察
し
た
。
具
体
的
に
は
、
村
の
領
域
表
現
か
ら
そ
れ
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
と
、
耕
地
と
土
地
の
分
類
表
現
か
ら
荒
所
の
再

開
発
を
経
て
、
耕
地
空
聞
が
組
織
化
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
論
じ
た
。

真
広
村
絵
図
は
領
域
図
と
耕
地
絵
図
に
大
別
さ
れ
る
が
、

い
ず
れ
も
村
の
明
細
図
と
し
て
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
豊
富
な
情
報

103 

が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
絵
図
に
み
ら
れ
る
村
の
領
域
表
現
の
歴
史
的
変
化
は
、
検
地
以
降
に
お
け
る
村
の
領
域
を
絵
図
に
描
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い
て
ゆ
く
こ
と
で
確
認
し
て
ゆ
く
手
続
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。

ま
た
、
検
地
以
降
の
村
人
の
耕
地
に
対
す
る
関
心
は
、
必
ず
し
も
検
地
に
よ
っ
て
等
級
づ
け
ら
れ
た
耕
地
に
の
み
向
け
ら
れ
た
の
で
は

な
く
、
村
落
の
置
か
れ
た
歴
史
的
条
件
に
も
と
づ
い
て
、
河
川
流
域
の
減
免
地
に
細
か
な
意
味
づ
け
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
近
世
の
村
落
空
間
に
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
づ
け
ら
れ
た
空
聞
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
村
絵
図
に
表
現
さ
れ

た
限
り
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
こ
に
村
絵
図
利
用
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
制
度
と
し
て
の
近
世
村
落
に
と
っ
て
重
要
な

ラ
ン
ド
マ
l
ク
で
あ
る
御
高
札
や
御
蔵
は
、
村
絵
図
か
ら
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
主
体
と
し
て
の
イ
エ
や
ム
ラ
の
空
間
的
把
握
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
論
を
尽
し
て
は
い
な
い
。
実
は
、

カミ

か
る
点
が
村
絵
図
利
用
に
お
け
る
一
つ
の
限
界
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
こ

と
が
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
村
絵
図
に
表
現
さ
れ
た
情
報
の
意
味
内
容
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
近
世
村
落
の
空
間
構
造
を
把
握
す
る
た
め
の
一
つ

の
素
材
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

〈
付
記
V

本
稿
は
、
歴
史
地
理
学
会
第
二
七
回
大
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
を
行
な
っ
た
も
の
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
作
成
に
あ

た
り
、
終
始
、
御
指
導
を
頂
い
て
い
る
谷
岡
武
雄
先
生
、
日
下
雅
義
先
生
を
は
じ
め
と
し
ま
す
立
命
館
大
学
地
理
学
教
室
の
先
生
方
、
な
ら
び
に
、
多

く
の
御
批
判
を
頂
い
た
蔦
川
絵
図
研
究
会
の
会
員
諸
氏
、
そ
し
て
史
料
に
関
し
て
御
尽
力
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
大
阪
商
業
大
学
の
富
岡
儀
八
先
生
、

相
生
市
史
編
纂
室
の
皆
様
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
の
素
材
は
、
も
と
も
と
矢
野
川
流
域
の
水
利
慣
行
に
関
す
る
長
期
の
共
同
調
査
に
も

と
ず
い
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
徳
島
大
学
の
平
井
松
午
氏
、
立
命
館
大
学
大
学
院
の
高
橋
学
氏
に
は
水
利
慣
行
、
村
落
お
よ
び
地
形
に
関
し
て
、

多
く
御
教
示
を
頂
い
た
。
誌
上
を
借
り
て
深
甚
の
意
を
表
し
ま
す
。
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(
l
)

た
と
え
ば
、
石
原
潤
「
集
落
形
態
と
村
落
共
同
体
|
特
に
讃
岐
の
事
例
を
中
心
に
l
」
人
文
地
理
一
七
|
一
一
九
六
回
、
山
澄
元
「
毛

利
藩
政
村
の
一
考
察
|
知
行
制
と
共
同
体
l
」
人
文
地
理
一
八

1
2一
、
一
九
六
六
、
野
崎
清
孝
「
奈
良
盆
地
の
村
落
構
成
」
奈
良
大
学
紀
要
六
、

一
九
七
七
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
2
)

上
原
秀
明
「
農
村
社
会
の
空
間
構
造
と
そ
の
変
容
に
関
す
る
一
考
察

i
甲
斐
国
を
事
例
と
し
て

l
」
人
文
地
理
三
四
|
六
、
一
九
八
二
、
五
十

嵐
勉
「
近
世
山
村
に
お
け
る
耕
地
開
発
と
村
溶
構
造
|
越
後
国
頭
城
郡
下
平
丸
村
|
」
人
文
地
理
三
五
|
五
、
一
九
八
三
、

(
3
)

橋
本
征
治
「
散
居
村
に
お
け
る
社
会
構
造
の
地
理
学
的
研
究
|
嘱
波
に
お
け
る
事
例
|
」
人
文
地
理
二
一
|
六
、
一
九
六
九
、
山
野
正
彦
「
丹

波
山
地
に
お
け
る
村
落
の
空
間
形
態
と
そ
の
内
部
構
造
」
人
文
研
究
二
八
1

二
、
一
九
七
六
、
浜
谷
正
人
「
村
落
社
会
の
地
域
史
論

1
ム
ラ
の

拡
大
・
統
合
を
中
心
に
し
て
l
」
山
形
大
学
紀
要
(
社
会
科
学
)
八
|
二
、
一
九
八

O
、
平
井
松
午
「
丹
波
高
地
東
部
に
お
け
る
宮
口
座
と
村
落
構

造
上
白
川
都
府
京
北
町
矢
代
地
区
を
例
と
し
て
|
」
人
文
地
理
一
一
一
一
一
|
五
、
一
九
八

O
、
な
ど
が
あ
る
。

(
4
)

か
か
る
空
間
の
構
成
論
は
、
近
年
、
民
俗
学
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
福
田
ア
ジ
オ
「
村
落
領
域
論
」
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑

誌
二
一
|
二
、
一
九
八

O
、
松
崎
憲
三
「
村
落
の
空
間
論
把
握
に
関
す
る
事
例
的
研
究
|
千
葉
県
海
上
町
倉
橋
を
事
例
と
し
て
!
」
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
二
集
、
一
九
八
一
二
、

(
5
)

大
脇
保
彦
「
土
佐
に
お
け
る
近
世
初
期
の
村
落
に
つ
い
て
l
長
宗
我
部
地
検
帳
に
よ
る
若
干
の
考
察
i
」
人
文
地
理
一
七
|
一
、
一
九
六
回
、

(
6
)

か
か
る
土
地
分
類
は
、
民
俗
分
類
に
ま
で
発
展
さ
せ
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
試
み
で
も
あ
る
。

(
7
)

エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
I
チ
(
青
木
保
・
宮
敬
造
訳
)
『
文
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
紀
伊
国
屋
書
庖
、
一
九
八
て
七
一

t
七
八
頁
。

(
8
)

木
村
東
一
郎
『
村
図
の
歴
史
地
理
学
』
日
本
学
術
通
信
社
、
一
九
七
九
、

(
9
)

出
R
F
Mご
同
・
∞
-

H

h

出
2
5
H
-
s
-
m
o
o
m
g
H
)『
可
忠
臣
凶
巳
由
。
三
品
。
口
n
o
u
H
O出向
vntc口
目
。
ロ
旨
D
品。
-
Z
ロ
岡
田
G
E
H
n
g
J
(
切
但
回
向
。
ア
〉

-m-
出
・
同
ロ

ι

三

R-両
国
三
百
四
叩
(
邑
田
・

)
H
H
v
o
z
a
s
ι
E仰
向
。
日
同

2
2
H口
y
ζ
2
F
D円
四
国
同
ロ
呂
田
件
。
片
山

g
-
c
g間
H
a
g・
。
曲
目
宮
正
常
己
ロ

-
4
0
E
q

】

V
2
5

H
由
∞
N
)
・
り
司
-
M
由
同
}
E
M
叶

ω
・

(
印
)
絵
図
分
析
の
基
本
的
枠
組
は
、
高
川
絵
図
研
究
会
の
手
法
に
依
拠
し
て
い
る
。
菖
川
絵
図
研
究
会
「
葛
川
絵
図
に
み
る
空
間
認
識
と
そ
の
表

現
」
日
本
史
研
究
二
四
四
、
一
九
八
二
、
同
「
絵
図
を
読
む
」
地
理
二
九
|
一

1
五
・
七
、
一
九
八
四
、
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(
日
)
忌
正
也
(
由
)

(ロ
)
F
E
P
(由
)

(
日
)
谷
岡
武
雄
「
歴
史
的
空
間
組
織
の
シ

γ
グ
ロ
ニ
ツ
ク
分
析
と
ダ
イ
ア
グ
ロ
ニ
ツ
グ
分
析
」
(
『
歴
史
地
理
学
』
古
今
書
院
、

四
頁
、

笠
宮
ヨ
タ
〉

-
H
d
R
H
O伺
同
右

E
n
H
O
M】

H
g
g
g
t
oロ
oh
門
出
回

nrHO口
-nmHH同
]
可
田
町
田
二

7
0
0
H
9
8
1
0
0
h
H
F叩

o
z
m
z
o
h
g
d
q
s
~

戸
国
・

8
品
冨
R
r
E
-
z
m
p
(邑
?
)
H
5
E
-
(也

)
)
E・M
g
|
ω
。。・

(
弘
)
士
口
地
図
研
究
の
新
た
な
展
開
は
、
久
武
哲
也
「
岩
絵
地
図
と
砂
絵
地
図
」
甲
南
大
学
紀
要
(
文
学
編
)
一
一
一
一
一
、
一
九
八

O
、
を
は
じ
め
、
葛
川

絵
図
研
究
会
(
前
掲
(

m

)

)

、
矢
守
一
彦
『
台
地
図
と
風
景
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
回
、
な
ど
が
あ
る
。

(
江
川
)
真
広
村
蔵
文
書
、
以
下
、
と
く
に
注
記
の
な
い
限
り
、
引
用
史
料
は
真
広
村
蔵
文
書
で
あ
る
。

(
日
)
富
岡
儀
八
・
平
井
松
午
・
高
橋
学
・
五
十
嵐
勉
「
矢
野
川
流
域
の
海
港
水
利
慣
行
と
村
落
」
(
人
文
地
理
学
会
・
歴
史
地
理
部
会
発
表
要
旨
)
、

人
文
地
理
三
四

l
六
、
一
九
八
一
一
。
な
お
、
沖
積
段
丘
と
は
、
過
去
一
万
年
前
以
降
に
形
成
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
段
丘
を
さ
す
。

(
口
)
宮
川
満
「
播
磨
国
矢
野
庄
」
(
紫
田
実
編
『
庄
園
村
落
の
構
造
』
創
元
社
)
一
九
五
五
、
一
一

t
一
九
六
頁
。

(
時
)
寛
政
七
年
卯
月
「
村
中
屋
敷
御
吟
味
ニ
付
家
間
数
改
帳
」
、
寛
政
二
成
年
「
御
検
地
之
改
書
上
帳
(
石
野
俊
次
氏
蔵
文
書
)
」

(
m
m
)

ケ
ヴ
ィ

γ
・
リ
ン
チ
(
丹
下
健
三
・
富
田
玲
子
訳
)
『
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
』
岩
波
書
庖
、
一
九
六
八
、

(
却
)
大
石
慎
三
郎
校
訂
『
地
方
凡
例
録
』
近
藤
出
版
社
、
一
九
六
七
、
巻
之
二
下
、
「
両
毛
作
・
片
毛
作
之
事
」
。

(
幻
)
『
地
方
落
穂
集
』
、
日
本
経
済
叢
書
第
九
巻
|
六
八
。

(
沼
)
前
掲
(
時
)

(
お
)
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)
「
用
水
出
入
内
済
取
替
証
文
之
事
」
(
一
一
木
村
蔵
文
書
)
に
は
、

(
前
略
)

二
木
村
真
広
村
ぷ
右
鍋
子
井
堰
用
水
之
儀
七
ッ
割
番
水
之
旨
申
立
上
村
S
ハ
割
方
番
水
之
儀
:
:
:
用
水
十
番
-
-
割
明
六
ッ
時
S
晩
七
ッ
時
、
迄
を
一
番
と

定
壱
番
S
四
番
迄
を
真
広
村
字
弐
丁
回
六
町
三
三
一
反
五
畝
廿
口
江
引
取
:
:
:
(
後
略
)
と
あ
る
。

(
誕
)
明
和
四
年
「
相
渡
置
一
札
之
事
」
、
同
年
「
済
口
一
札
之
事
」

一
九
七
九
)
、

(
回
同

r
o
F
K
F・
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(
お
)
前
掲

(m)

(
お
)
前
掲
(
8
)

(
幻
)
志
記
(
申
)

(
却
)
前
掲
(
鴎
)

(
m
m
)

史
料
で
見
る
限
り
、
明
和
年
間
以
降
、
境
争
論
は
み
ら
れ
な
い
。

(
却
)
作
成
年
代
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
領
主
と
庄
屋
の
記
載
か
ら
み
て
、
弘
化
年
間
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

(
出
)
前
掲

(m)

(
沼
)
古
地
図
に
み
る
河
川
災
害
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
安
男
「
古
地
図
よ
り
み
た
輪
中
災
害
」
歴
史
地
理
学
紀
要
二
一
、

二
一
具
、
に
詳
し
い
。

(
お
)
寛
政
元
年
「
酉
八
月
御
普
請
出
来
形
帳
」
に
は
、

矢
野
川
筋

一
、
川
除
石
堤
切
所
延
長
百
四
拾
九
問
:
:
:

此
石
弐
百
八
拾
九
坪
七
合

比
人
足
弐
千
弐
拾
七
八

一
九
七
九
、
八
五

t
一
O
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(
鎚
)

(
部
)

(
お
)

(
幻
)

同
所

一
、
川
凌
長
百
五
拾
問
:
:
:
(
後
略
)

な
ど
と
記
さ
れ
、
安
永
期
か
ら
寛
政
期
に
か
け
て
、
普
請
目
録
が
最
も
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
か
か
る
普
請
絵
図
に
つ
い
て
は
、
木
村
東

一
郎
「
村
の
水
害
対
策
と
村
絵
図
」
前
掲
(
8
)

一
O
九

t
一
一
一
一
一
頁
に
詳
し
い
。

『
地
方
凡
例
録
』
巻
之
六
上
、
「
高
内
年
々
引
之
事
」
、
「
高
内
連
々
引
之
事
」

こ
の
他
、
文
政
一

O
年
、
嘉
永
七
年
に
「
起
返
取
下
場
起
返
高
反
別
帳
」
(
石
野
俊
次
氏
蔵
文
書
)
に
も
記
載
が
み
ら
れ
る
。

『
地
方
凡
例
録
』
巻
之
三
上
「
検
見
仕
法
之
事
」
。

河
川
に
対
す
る
知
覚
に
つ
い
て
は
、
小
野
寺
淳
「
北
上
川
航
路
図
に
あ
ら
わ
れ
た
船
頭
の
自
然
知
覚
」
(
千
葉
徳
爾
編
『
日
本
民
俗
風
土
論
』
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弘
文
堂
、
一
九
八

O)
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

(
拘

)
U
O話
回
国

wm-
玄
・
日
の
目
。
加
g-vFFnω
宮
g
H
V
2
8
H
)
t
o
p
H
V
S
H
〉
宅
円
g
n宮
町
但
口
仏
司
E
E
H
O
H
U
H
O田宮
n
a
-
-
M
H
o
m
B血
血
一
口
の
g
m門
田

1MMP

N
-
H由
吋

0
・
同
】
司
・
白
日
》
t
H
O∞・

(
ぬ
)
明
治
期
に
お
け
る
「
ヤ
プ
」
地
は
、
農
間
余
業
と
し
て
の
竹
細
工
用
の
竹
材
を
供
給
す
る
土
地
と
し
て
、
近
世
期
と
は
別
の
意
味
が
付
与
さ
れ

て
い
る
。

(ω)
前
掲
(
日
)

(
M
U
)

天
明
六
年
「
播
磨
国
赤
穂
郡
真
広
村
五
人
組
帳
」
(
石
野
俊
次
氏
蔵
文
書
)
。

(
M
M
)

前
掲
(
4
)

(
川
町
)
か
か
る
点
に
関
連
す
る
テ
1
マ
に
、
上
原
秀
明
が
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
る
。
上
原
秀
明
「
村
滞
空
間
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
|
村

境
論
に
よ
せ
て
|
」
(
人
文
地
理
学
会
、
一
九
八
三
年
度
大
会
、
発
表
要
旨
)

0




