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は

じ
め
に

大
平
の
集
落
と
村
落

『
大
平
年
代
記
』
の
世
界

村
落
空
間

と
民
俗

民
俗
の
示
す
歴
史

論

文
要
旨

　
本
稿

は
、
今
回
の
研
究
計
画
の
定
点
調
査
地
の
一
つ
で
あ
る
静
岡
県
沼
津
市
大
平
に
お

い
て

継
続
的
な
調
査
を
行
な
っ
て
き
た
結
果
の
報
告
で
あ
る
。
個
別
地
域
の
個
性
は
、
自

ら
の
地
域
の
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
大
き
く
支
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
形
成
さ
れ
る
も
の
と
予

想

し
つ
つ
、
調
査
を
行
な
っ
た
。
人
々
の
自
分
た
ち
の
社
会
に
対
す
る
認
識
が
歴
史
を
作

り
出
す
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
史
実
と
し
て
の
歴
史
だ
け
で
な
く
、
意
識
さ
れ
る

歴
史
、
あ
る
い
は
時
に
は
作
り
出
さ
れ
る
架
空
の
歴
史
的
世
界
も
含
め
て
、
民
俗
的
歴
史

世
界
を

文
字
資
料
と
現
実
の
民
俗
事
象
の
双
方
か
ら
追
い
か
け
る
こ
と
を
意
図
し
た
。

　
幸
い
に
し
て
大
平
に
は
前
者
の
問
題
を
究
明
す
る
に
適
う
年
代
記
と
い
う
興
味
深
い
人

々

の

作

り
出
し
た
歴
史
書
が
あ
る
。
大
平
を
対
象
村
落
と
し
た
の
も
、
こ
の
年
代
記
が
存

在

し
た
か
ら
で
あ
る
。
調
査
は
こ
れ
を
基
点
に
し
て
、
そ
の
内
容
と
現
実
の
豊
富
な
民
俗

と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
。
な
お
、
大
平
の
民
俗
に
つ
い
て
は
、

本
調
査

と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
並
行
し
て
別
の
調
査
が
実
施
さ
れ
、
民
俗
誌
の
形
式
で
の
調

査
報
告
書
が
刊

行
さ
れ
て
い
る
（
静
岡
県
史
民
俗
調
査
報
告
書
『
大
平
の
民
俗
』
）
。
本
稿

で

は
、
そ
れ
と
の
重
複
を
で
き
る
だ
け
避
け
て
、
大
平
の
民
俗
的
な
特
質
を
把
握
す
べ
く

内
容
を
絞
っ
た
の
で
、
大
平
の
具
体
的
な
民
俗
に
つ
い
て
は
網
羅
的
に
は
記
述
し
て
い
な

い
。

　
大
平
の
民
俗
的
特
質
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
大
平
の
開

発
過
程
と
そ
の
後
の
狩
野
川
と
の
戦
い
の
連
続
が
、
大
平
の
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た

民
俗
を
作
り
出
し
た
と
言
え
よ
う
。
道
祖
神
祭
祀
自
体
は
駿
東
か
ら
伊
豆
に
大
き
く
展
開

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
大
平
も
そ
の
分
布
地
域
内
の
一
村
落
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
道
切

り
行
事
も
全
国
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
し
、
大
平
の
よ
う

に
札
を

笹
竹
に
挟
ん

で
立
て

る
こ
と
も
ご
く
一
般
的
な
姿
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
道
祖

神
祭
祀
や
道
切
り
行
事
を
夏
に
重
点
を
置
い
て
行
な
っ
て
い
る
の
は
必
ず
し
も
一
般
例
と

は
言

え
な
い
。
大
平
が
開
発
形
成
過
程
で
背
負
っ
た
条
件
が
こ
の
よ
う
な
特
色
あ
る
領
域

を

め

ぐ
る
民
俗
を
作
り
出
し
、
維
持
さ
せ
て
き
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の

歴
史
の
重
み
が
現
在
な
お
近
隣
の
諸
村
落
で
は
見
る
こ
と
の
な
い
ほ
ど
の
熱
心
さ
で
こ
の

二
つ
の
民
俗
を

保
持

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

195
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は

じ
め
に

　
確
立
期
の
柳
田
國
男
の
民
俗
学
理
論
で
は
、
日
本
の
各
地
で
展
開
し
て
い
る
生
活

の

地
域
差
は

も
と
も
と
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
　
一
つ
の
歴
史
の
流
れ
の
な
か
の
そ

れ
ぞ
れ
一
駒
を
示
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
た
。
地
域
差
そ
の
も
の
に
大
き
な

意
味
を

見
出
さ
ず
、
歴
史
の
各
段
階
、
あ
る
い
は
変
遷
過
程
を
把
握
す
る
た
め
の
手

段

と
し
て
地
域
的
相
違
を
利
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ

ろ

う
。
そ
の
た
め
、
地
域
の
個
性
は
無
視
さ
れ
た
。
何
処
で
も
同
じ
歩
み
を
し
て
次

第
に
変
化
し
変
遷
し
て
い
く
も
の
と
考
え
、
そ
の
地
域
差
か
ら
変
遷
過
程
を
再
構
成

す

る
た
め
の
指
標
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
の
分
布
の
相
違
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、

周

知
の
よ
う
に
、
中
央
の
も
の
ほ
ど
新
し
く
、
中
央
か
ら
離
れ
た
遠
く
に
分
布
す
る

も
の
ほ
ど
古
い
姿
を
示
し
て
い
る
と
し
た
。
そ
の
枠
組
み
を
明
確
な
仮
設
と
し
て
提

示

し
た
の
が
有
名
な
周
圏
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
全
体
を
一
つ
と
見
る
考
え

は
、
偏
狭
な
郷
土
意
識
や
お
国
自
慢
的
な
理
解
を
批
判
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
見
方
に

立

つ

こ
と
に
な
り
、
決
し
て
無
意
味
な
観
点
や
仮
設
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の

立
場
は
個
別
具
体
的
に
活

き
て
暮
ら
し
て
い
る
人
々
の
生
活
を
大
き
な
器
の
な
か

に
入
れ
て

し
ま
い
、
そ
の
個
別
性
を
見
失
わ
せ
、
人
々
の
自
ら
の
努
力
や
工
夫
を
評

価
し
な
い
傾
向
を
生
み
出
し
た
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
個
々
の
地
域
の
民
俗
は
、

所
詮
中
央
か
ら
伝
播
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
個
別
地
域
は
そ
れ
を
受
容
し
て
き
た

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
無
気
力
な
位
置
付
け
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
が
、
柳
田
國
男

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
周
圏
論
で
あ
っ
た
。

　
初
期
の
柳
田
國
男
に
あ
っ
て
は
、
日
本
中
が
ど
こ
で
も
同
じ
歩
み
を
す
る
と
は
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
6

っ

て

い

な
か
っ
た
。
個
別
の
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
が
あ
り
、
そ
れ
は
何
時
ま
　
ー

で

も
個
性
を
持
ち
続
け
て
存
続
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
初
期
柳
田
の
研
究
課

題
で
あ
っ
た
山
人
論
や
漂
泊
の
宗
教
者
た
ち
に
つ
い
て
の
研
究
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、

古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る
村
落
類
型
論
も
そ
の
よ
う
な
視
点
が
貫
か
れ
た
論
考
で

　
（
2
）

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
研
究
を
通
し
て
、
柳
田
は
地
域
で
暮
し
て
い
る
人
々
の
創
意
と

工
夫
を

重
視

し
、
そ
の
個
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
た

し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
通
し
て
日
本
の
そ
の
と
き
の
状
況
に
対
し
て
一
定
の
主
張
を

し
よ
う
と
し
て
い
た
。
い
わ
ぽ
危
機
意
識
の
表
明
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
民
俗
学

は
、
経
世
済
民
の
学
と
し
て
柳
田
國
男
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
後

そ
の

初
志
を

忘
れ
て

し
ま
っ
た
。
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
を
調
査
し
て
何
を
明
ら

か
に
す

る
の
か
に
つ
い
て
も
、
民
俗
学
の
理
念
や
方
向
と
の
関
連
で
議
論
さ
れ
ね
ぽ

な
ら
な
い
が
、
そ
の
方
向
で
の
研
究
成
果
は
乏
し
い
。
具
体
的
な
民
俗
事
象
の
各
地

の

相
違
に
注
目
し
、
そ
の
相
違
の
な
か
に
古
い
も
の
を
探
す
こ
と
だ
け
に
注
意
が
向

け
ら
れ
て
き
た
民
俗
学
の
「
伝
統
」
は
近
年
の
動
向
の
な
か
で
も
充
分
に
克
服
さ
れ

て

は
い

な
い
。
近
年
の
社
会
の
動
向
は
、
世
界
的
な
規
模
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル

に
意
識
も
行
動
も
収
敏
す
る
動
き
が
顕
著
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
反
省
し
、
あ
る
い
は

批
判
す

る
視
点
を
民
俗
学
が
提
示
す
る
こ
と
は
、
地
域
の
人
々
の
生
活
文
化
の
調
査

研
究
を
し
て
き
た
学
問
と
し
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
別
地
域
で
活
き
て

き
た
人
々
の
個
性
的
な
努
力
と
工
夫
を
確
認
し
、
日
本
は
ど
こ
で
も
同
じ
と
い
う
常

識
や
通
念
を
打
ち
破
る
こ
と
で
果
た
さ
れ
る
。
初
期
の
柳
田
國
男
の
研
究
を
再
評
価

し
、
そ
の
視
点
に
学
び
つ
つ
、
民
俗
の
地
域
に
お
け
る
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
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と
し
た
い
。

　

本
稿
は
、
定
点
調
査
地
の
一
つ
で
あ
る
静
岡
県
沼
津
市
の
大
平
に
お
い
て
、
以
上

の

よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
継
続
的
な
調
査
を
行
な
っ
て
き
た
結
果
の
報
告
で

あ
る
。
個
別
地
域
の
個
性
は
、
自
ら
の
地
域
の
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
大
き
く
支
え
ら

れ
、
あ
る
い
は
形
成
さ
れ
る
も
の
と
予
想
し
つ
つ
、
調
査
を
行
な
っ
た
。
人
々
の
自

分
た
ち

の

社
会
に
対
す

る
認
識
が
歴
史
を
作
り
出
す
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

史
実
と
し
て
の
歴
史
だ
け
で
な
く
、
意
識
さ
れ
る
歴
史
、
あ
る
い
は
時
に
は
作
り
出

さ
れ
る
架
空
の
歴
史
的
世
界
も
含
め
て
、
民
俗
的
歴
史
世
界
を
追
い
か
け
て
み
た
い
。

幸
い
に
し
て
大
平
に
は
そ
れ
に
適
う
年
代
記
と
い
う
興
味
深
い
人
々
の
作
り
出
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

歴
史
書
が
あ
る
。
『
大
平
年
代
記
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
今
回
の
民
俗
の
地
域
差
と
地

域
性
の

研
究
に
お

い
て
こ

の

大
平

を
対
象
村
落
と
し
た
の
も
、
『
大
平
年
代
記
』
と

い

う
資
料
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
調
査
は
こ
れ
を
基
点
に
し
て
、
そ
の
内
容
と

現
実
の
民
俗
と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
が
、
成
功
し
た
と
は

言

え
な
い
中
間
報
告
で
あ
る
。
な
お
、
大
平
の
民
俗
に
つ
い
て
は
、
本
調
査
と
ほ
ぼ

同
じ
時
期
に
並
行
し
て
別
の
調
査
が
実
施
さ
れ
、
民
俗
誌
の
形
式
で
の
調
査
報
告
書

　
　
　
　
　
　
（
4
）

が

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
調
査
に
参
加
し
、
一
部
を
執
筆
し
て
い
る
。
本

稿
で
は
、
大
平
の
民
俗
的
な
特
質
を
把
握
す
べ
く
内
容
を
絞
っ
た
の
で
、
大
平
の
具

体
的
な

民
俗
全
般
に

つ
い
て

は
記
述

し
て
い
な
い
。
本
報
告
と
併
せ
て
、
そ
ち
ら
の

民
俗
調
査
報
告
書
を

参
照

し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

一　

大
平
の
集
落
と
村
落

θ
　
小
宇
宙
の

大
平

　

沼
津
市
大
平
は
一
つ
の
大
字
で
あ
る
が
、
そ
の
範
域
は
広
い
。
大
平
は
近
世
の
支

配
単
位

と
し
て
の
大
平
村
の
範
域
に
一
致
す
る
。
そ
の
近
世
の
村
の
範
囲
が
沼
津
市

に
合
併
す

る
ま
で
一
つ
の
村
と
し
て
行
政
的
に
存
在
し
て
き
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、

明
治
町
村
制
の
も
と
で
一
つ
の
独
立
し
た
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
る
程
に
広
大
で
あ

る
。
そ
れ
は
実
際
に
大
平
を
歩
い
て
み
れ
ぽ
す
ぐ
に
分
る
こ
と
で
あ
る
。
大
平
の
範

域
を
、
家
々
を
巡
る
形
で
歩
こ
う
と
す
る
と
大
変
な
時
間
を
必
要
と
す
る
。

　
大
平
は
南
方
に
山
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
の
山
は
高
く
は
な
い
が
、
急
峻
で
あ
り
、

南

側
の
江
浦
の
海
岸
部
と
の
交
通
を
遮
断
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
山
越
の
道
が
何
本

も
あ
っ
た
が
、
今
で
は
ど
れ
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
山
な
み
は
大
平
を
包
む

よ
う
に
東
西
に
ま
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
平
の
北
方
は
狩
野
川
に
よ
っ
て
遮
ら

れ
て

い

る
。
現
在
は
河
川
改
修
に
よ
っ
て
川
の
流
れ
は
直
線
状
と
な
り
、
両
側
に
は

堤
防
が
高
く
築
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
は
狩
野
川
は
蛇
行
し
て
流
れ
て
い

た
。
現
在
も
そ
の
蛇
行
の
跡
は
流
路
の
北
側
に
残
さ
れ
た
袋
状
の
湿
地
に
よ
っ
て
う

か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。
狩
野
川
に
架
か
る
橋
は
現
在
で
も
三
島
市
へ
の
新
城
橋
一

本
の

み
で

あ
り
、
北
側
と
の
交
通
は
容
易
で
は
な
い
（
二
万
五
千
分
の
一
地
形
図

「
韮

山
」
参
照
福
－
冶
そ
の
地
形
三
静
岡
県
駿
東
郡
誌
』
の
記
述
に
よ
。
て
う
柳

か
が

っ

て

お
こ
う
。
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　　　図1　大平の位置（2万5千分の1地形図「韮山」に加筆縮小）

．

難一
羅縷
墨纏灘

　
　
本
村
は
東
南

よ
り
西
北
に
延
び
て
山
脈
周
匝
す
、
山
勢
皆
峻
険

　
成

り
、
西
北
は
稽
低
し
、
山
は
裾
野
な
く
脚
下
直
に
平
地
と
な
る
、

　
東
北
狩
野
川
を
挟
み
て
田
方
平
野
に
連
る
、
耕
地
は
狩
野
川
一
帯

　
の
沖
積
層
に
て
肥
沃
な
り

　

こ
の
よ
う
に
、
大
平
は
三
方
を
山
で
囲
ま
れ
北
側
を
川
で
遮
ら
れ

た
一
つ
の
独
立
し
た
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
地
域
と
の
交
通
も

狩
野

川
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
東
西
に
走
る
道
と
東
部
の
新
城
で
狩
野

川
を
渡
る
橋
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
が
大
平
を
近
世
以
来
一
つ
の
地
域

と
し
て
存
続
さ
せ
て
き
た
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。

⇔

集
落
と
村
落

　
大
平
が

広
大

な
の
は
山
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
た
し
か
に
山
も

広

く
、
範
域
の
三
方
は
山
に
囲
ま
れ
、
そ
の
面
積
も
大
き
い
。
し
か

し
、
そ
の
山
の
部
分
を
除
い
て
も
、
広
大
な
の
で
あ
る
。
現
在
で
は

住
宅
地
が

で

き
て
、
そ
の
範
域
を
］
望
す
る
こ
と
が
因
難
に
な
り
つ

つ
あ
る
が
、
北
側
の
狩
野
川
の
堤
か
ら
南
方
を
見
る
と
、
一
面
に
水

田
が
広
が
り
、
そ
の
水
田
の
先
の
山
裾
に
家
々
が
列
状
に
並
ん
で
い

る
の
が
見
え
る
。
そ
の
家
々
は
豆
粒
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る
。
大
平

は

文
字
通

り
大
き
く
て
平
な
土
地
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
集
落
は

大
き
く
二
つ
の
種
類
に
分
れ
る
。
一
つ
は
山
麓
部
に
分
布
す
る
も
の

で
規
模
の
大
小
は
あ
る
が
、
そ
の
数
は
一
四
程
数
え
ら
れ
る
。
小
山
、

　
　
　
よ
こ
し
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ぜ
が
え
り
　
　
こ
お
ど
り
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
や
　
　
て
ん
ま

松
下
、
横
代
、
大
井
、
御
前
帰
、
鴻
鳥
（
小
踊
）
、
戸
ケ
谷
、
天
満
、
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歩
地
咋
、
山
口
、
吉
田
、
蔵
磁
、
琉
繊
、
雌
戸
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
他
の
姿
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
ぶ
　
い
ち

示
す
集
落

が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
三
分
市
と
呼
ぽ
れ
る
大
き
な
集
落
で
、
大
平
の
範

域
内
の
中
央
部
に
位
置
し
て
い
る
。
水
田
地
帯
の
な
か
に
島
状
に
存
在
す
る
も
の
で

あ
る
。
狩
野
川
の
蛇
行
が
遠
い
昔
に
作
り
出
し
た
微
高
地
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
三

分
市
は
大
平
の

中
心
地
と
い
っ
て
よ
い
。
小
学
校
、
市
役
所
出
張
所
、
農
協
支
所
、

郵
便
局
、
診
療
所
等
の
公
共
機
関
が
す
べ
て
三
分
市
に
置
か
れ
て
い
る
。

　
大
平

は
一
つ
の
村
落
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
は
判
断
で
き
な
い
。
現
在
は
大
平

と
し
て
一
つ
の
自
治
会
を
組
織
し
て
い
な
い
し
、
全
体
が
生
活
基
盤
を
共
同
で
維
持

し
た
り
、
ま
た
財
産
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
意
味
が

爪
・
げ

S
　
彰

⇒

党

写真1　新しい住宅の目立つ大平

無
い
、
単
な
る
大
字
と
い
う
土
地
表
記
の

み
で
は

な
い
。
先
ず
、
大
平
と
し
て
一
つ

の

氏

神
を
祀
っ
て
い
る
。
神
社
は
鷲
頭
神

社
で

あ
る
。
大
平
の
範
域
の
南
部
、
戸
ケ

谷

と
多
比
口
の
間
の
山
の
尾
根
が
平
野
に

向
か
っ
て
突
出
し
た
地
点
の
尾
根
の
上
に

鎮
座

し
て
い
る
。
そ
こ
は
大
平
全
体
が
展

望

で

き
る
所
で
あ
り
、
ま
た
大
平
の
各
所

か

ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
所
で
あ
る
。
ま

た
、
農
業
水
利
も
大
平
全
体
が
一
つ
の
体

系
を
作
っ
て
お
り
、
生
産
の
条
件
の
維
持

存
続
に
大
平

と
い
う
単
位
は
意
味
を
も
っ

て

き
た
。
そ
し
て
、
現
在
で
は
自
治
会
連

合
が

大
平

と
し
て
組
織
さ
れ
て
お
り
、
地
区
全
体
の
共
通
の
問
題
に
つ
い
て
協
議
し
、

処
理
を

し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
自
治
会
が
大
平
と
し
て
一
つ
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
大
平
地
区
連
合
自
治
会
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
会
則
の
第
三
条
で
「
こ
の
会
は

各
区

の

自
治
活
動
に
つ
き
相
互
の
連
絡
協
調
を
図
り
、
一
致
団
結
し
地
区
民
の
福
祉

増
進
と
、
地
区
の
発
展
向
上
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
統

合

さ
れ
た
組
織
で
は
な
く
、
各
区
の
連
合
組
織
で
あ
る
こ
と
が
、
大
平
に
は
い
く
つ

も
の
村
落
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
集
落
の
数
は
、
そ
の
地
名
の
付
い
て
い

る
も
の
を
数
え
て
も
一
五
に
な
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
一
五
の
集
落
が
そ
れ
ぞ
れ
村

落
と
し
て
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
か
に
は
わ
ず
か
な
戸
数
の
も
の
も
あ

り
、
実
際
に
は
隣
接
の
集
落
が
組
と
な
っ
て
一
つ
の
村
落
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い

は
大
き
な
集
落
に
小
さ
い
集
落
が
含
ま
れ
て
一
つ
の
村
落
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
を

村
落

と
認
定
す
る
こ
と
は
、
大
平
の
場
合
は
基
本
的
に
は
以
下
の
諸
点
を
指
標

写真2　政戸の山の神
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に
す

る
こ
と
で
で
き
る
。

⑥⑤④③②①
　

こ
れ
ら
の
指
標
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
、

の
村
落
と
な
っ
て
い
る
。

す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

っ

て

い
る
。

集
落
の
三
分
市
は
東
西
に
分
れ
て
い
る
。

々

が
連
続
し
て
お
り
、

断
す
れ
ば
東
西
二
つ
の
三
分
市
に
分
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

独
自
に
自
分
た
ち
の
氏
神
を
祭
っ
て
い
る
。

境
に
祈
薦
札
を
立
て
る
ツ
ジ
ギ
リ
を
し
て
い
る
。

道
祖
神
を
祭
っ
て
い
る
。

山

の

神
の
祭
祀
を
行
な
っ
て
い
る
。

公
民
館
そ
の

他
の
集
会
施
設
を
持
っ
て
い
る
。

運
営
の
た
め
の
組
織
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
き
な
集
落
は
い
ず
れ
も
単
独
で
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
例

え
ば
、
小
山
、
大
井
、
戸
ケ
谷
、
政
戸
が
そ
れ
に
該
当

ま
た
、
御
前
帰
は
隣
の
鴻
鳥
を
、
山
口
は
や
は
り
隣
の
吉
田
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
小

さ
な
集
落
の
松
下
と
横
代
は
二
つ
の
集
落
が
一
つ
の
村
落
と
な

　
　
同
様
な
の
は
天
満
と
多
比
口
、
新
城
と
南
蔵
で
あ
る
。
逆
に
、
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
分
市
は
集
落

と
し
て
見
た
と
き
に
は
家

　
　
　
　
　
　
一
つ
の
集
落
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
上
記
の
指
標
に
照
し
て
判

⇔
　
農
業
集
落
と
村
落

　

こ
の
よ
う
な
村
落
の
あ
り
方
を
、
農
林
水
産
省
の
一
九
八
〇
年
世
界
農
林
業
セ
ン

サ
ス

農
業
集
落
調
査
は
、
一
〇
の
農
業
集
落
と
し
て
把
握
し
た
。
す
な
わ
ち
、
小
山
、

横
松

（
横
代
と
松
下
）
、
大
井
、
御
小
（
御
前
帰
と
小
踊
）
、
戸
ケ
谷
、
山
口
、
新
南

（新
城
と
南
蔵
）
、
政
戸
、
東
三
分
市
、
西
三
分
市
で
あ
る
。
こ
の
農
業
セ
ソ
サ
ス
の

農
業
集
落
の
認
定
は
、
大
平
の
実
体
を
ほ
ぼ
間
違
い
無
く
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

表1大平の戸数と農家数

非農家
種
業

　擦種業ユ第
兼

専業
農家

農家数総戸数農業集落名

28

　
18

　

3
　
1
9
　
2
3
　
6
0
　
2
0
　
1
1
　
3
1
　
9
7

27

　
12

　
19

　
15

　

8
　
1
8
　
1
2
　
8
　
2
5
　
2
2

29

　
17

　
22

　
23

　
12

　
26
　
16

　
14

　
32

　
24

57

35

25

42

35

86

36

25

63

m

山
松
井
　
小

小
　
横
　
大
　
御

戸ケ谷
p
　
南
　
戸

山
　
新
　
政

東三分市

西三分市

3101663217215525大平全体

59326341100同上構成比
　　　（％）

出典；1980年農業集落カード

い

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
そ
の
農
業
集
落
調
査
の
結
果
に
よ
る
戸
数
そ
の
他
の
概
況
を

示
す
数
字
を
掲
げ
れ
ぽ
右
の
と
お
り
で
あ
る
（
表
1
）
。
大
平
全
体
の
農
家
数
は
一
二

五
戸

で
、
各
集
落
の
戸
数
計
五
二
五
戸
の
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
（
な
お
、

こ
の
総
戸
数
は
別
に
住
宅
団
地
を
形
成
し
て
い
る
戸
数
を
含
ん
で
い
な
い
）
。
し
か

も
、
そ
の
う
ち
専
業
農
家
は
わ
ず
か
に
一
七
戸
、
第
一
種
兼
業
農
家
も
三
二
戸
で
あ

り
、
圧
倒
的
に
第
二
種
兼
業
農
家
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
も
都
市
近
郊
農
村
と

し
て
兼
業
化
が
進
む
と
と
も
に
、
住
宅
地
化
の
波
が
大
き
く
押
し
寄
せ
て
き
て
い
る

こ
と
が
数
字
に
も
表
れ
て
い
る
。
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四
　
自
治
会
と
村
落

　
現
在
の
自
治
会
組
織
は
、
大
平
連

合
自
治
会
が
全
体
の
組
織
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
各
区
の
連
合
で
あ
る
。
中
心

は
古

く
か
ら
の
村
落
を
基
礎
に
し
た

七

つ
の

区
で
、
そ
れ
に
新
興
の
住
宅

地
の

自
治
会
を
加
え
て
全
部
で
一
一

の

区
の

組
織
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

区

と
村
落
、
集
落
の
対
応
関
係
を
表

に

す
れ
ば
表
2
の
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
で

明
ら
か
な
よ
う
に
、
旧
来
の
村

表

2
　
大
平
の
区
と
集
落

区

集

落

第第第第第第第第第第第

＿ 〇九八七六五四三ニー
区区区区区区区区区区区

小
山

松
下
・
横
代
・
大
井

一　
ケ

谷
・
御
⊥
則
帰
・
鴻
鳥

天
満
・
多
比
口
・
山
口
・
吉
田

新
城
・
南
蔵
・
政
戸

東
三
分
市

西
三
分
市

市
営
団
地

池

田
団
地

ニ

ュ

ー
タ
ウ
ン

く
つ
が
た
団
地

落
を
継
承
し
た
区
は
第
一
区
か
ら
第
七
区
ま
で
で
、
第
八
区
以
降
の
四
区
は
新
し
く

住
宅
団
地
の
開
発
に
伴
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
最
も
早

く
形
成
さ
れ
た
の
が
市
営
大
平
団
地
で
あ
り
、
次
い
で
東
部
の
南
蔵
か
ら
吉
田
に
か

け
て
の
水
田
を
埋
立
て
て
造
ら
れ
た
池
田
団
地
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
八
区
以

下
は
地
域
と
し
て
の
並
び
順
で
は
な
く
、
開
発
年
代
順
で
あ
る
。

㈲

　
近
世
地
誌
の
な
か
の
大
平
村

最
後
に
近
世
の
地
誌
に
記
述
さ
れ
た
大
平
村
を
紹
介
し
て
、
以
下
の
報
告
の
参
考

に

し
よ
う
。
近
世
の
地
誌
に
大
平
村
が
出
て
く
る
こ
と
は
少
な
い
。
駿
河
に
つ
い
て

は
何
種
類

も
の
地
誌
が
近
世
後
期
に
編
さ
ん
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
村
名
と
石

高
程
度
の
記
載
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
唯
一
詳
細
に
大
平
村
の
こ
と
を
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
て
い
る
の
が
『
駿
河
記
』
で
あ
る
。
大
平
村
の
具
体
像
を
描
い
て
お
り
、
貴
重
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

文
献
で
あ
る
。
そ
の
全
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
【
大
平
】
寛
永
改
高
千
三
百
八
拾
七
石
壱
斗
九
升
四
合
外
高
六
石
桃
源
院
領
至
沼
津
一
里
二
＋

　
　
　
　

町

　
戸
倉
の
南
十
七
町
許
　
田
額
千
七
百
六
石
壱
斗
九
升
四
合
五
勺
　
此
訳
　
七
拾
弐
石
五
斗

　
　
　
　

四
升
四
合
五
勺
　
大
河
内
善
兵
衛
知
行
所
　
五
百
八
十
石
壱
斗
　
外
二
石
壱
斗
四
升
四
合
小
物

　
　
　
　

成
　
稲
葉
紀
伊
守
知
行
所
　
（
云
主
水
）
　
五
百
八
拾
三
石
七
斗
八
升
壱
合
　
外
二
石
一
斗
四
升

　
　
　
　

五
合
　
牧
野
若
狭
守
知
行
所
　
弐
百
石
　
外
七
斗
三
升
六
合
　
諏
訪
左
京
知
行
所
　
（
或
主
水
）

　
　
　
　

弐
百
六
拾
九
石
七
斗
六
升
九
合
　
外
九
升
三
合
　
安
藤
監
物
知
行
所
　
（
或
国
書
）

　
　
○
鷲
頭
明
神
社
　
　
　
在
鷲
頭
山
上
　
除
地
壱
石
三
斗
八
升
六
合
　
神
主
　
磯
右
近

　
　
　
　
祭
神
高
謁
神
也
　
貴
船
に
同
じ
、
水
徳
神
に
て
祈
雨
止
雨
の
神
な
り
。

　
　
　
　

神
代
紀
日
。
伊
弊
諾
尊
抜
剣
斬
輌
遇
突
智
為
三
段
。
其
一
段
雷
神
。
一
段

　
　
　

大
山
砥
命
。
　
｝
段
是
為
高
寵
。
是
却
ち
此
に
祭
る
所
の
鷲
頭
明
神
也
。
祭
礼

　
　
　
毎
歳
正
月
十
八
日

　
伝

云
。
文
明
元
年
巳
丑
春
伊
予
国
よ
り
勧
請
な
り
。
本
地
薬
師
阿
弥
陀
観
音

　
仏
也
。

○
御
嶽
山
社
麟
寵
拙
㎝
㌔
社
な
り
。
　
〇
八
幡
宮
社
琵
棚
甥

○
住
吉
社
　
　
　
　
○
山
王
社
　
　
　
　
○
浅
間
社
　
　
　
　
○
白
髭
社

○
熊
野
社
　
　
　
○
白
山
社

　
以

上
八
社
神

と
云
古
来
よ
り
の
鎮
座
な
り
。

○
天

神
社
麟
㍗
五
升
八
合
　
○
天
神
社
奮
。
田

○
諏
訪
社

　
　
在
正
戸
　
　
　
　
○
山
神
社
　
　
跡
醐
杣
油
中

〇

八

幡
・
第
六
天
社
観
舗
鹿
云
、
二
座
除
地
　
○
熊
野
社
該
館
註
・

〇
七
面
社

間
璽

　

○
富
士
浅
間

社

轟
整
城
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写真3　大平村絵図（沼津市大平桃源院蔵）

NON



心

O名と高が記載される家

△名と高が記載されない家

●草ぶきの家（名・高記載あり）
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写真4　大平村絵図（部分）小山

写真5　大平村絵図（部分）三分市
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沼津市大平の民俗的世界

○
金
毘
羅
社

○
大
平
山
桃
源
院
　
　
洞
家
安
倍
郡
舗
地
徳
願
寺
末
御
朱
印
寺
領
六
石
　
開
山
興
国

　
玄
辰
和
尚
　
永
正
元
年
甲
子
八
月
九
日
寂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
祖
）

　
　

開
基
桃
源
院
殿
慈
雲
妙
愛
大
姉
　
寺
僧
伝
云
。
今
川
義
元
朝
臣
伯
母
と
。

　
藤
泰

按

に
　
大
姉
の
法
号
本
寺
得
願
寺
に
て
は
得
願
寺
殿
慈
雲
妙
愛
と
印
し

て

開
基
と
す
。
い
つ
れ
の
寺
伝
も
亡
て
義
元
朝
臣
の
伯
母
と
の
み
い
へ
り
。
此

説
非

か
。
必
今
川
義
忠
朝
臣
の
室
北
川
殿
な
る
べ
し
。
北
川
殿
は
小
田
原
の
北

条
長
氏
の
姉
な
れ
ぽ
、
此
地
に
も
菩
提
寺
を
建
立
し
て
、
小
田
原
よ
り
も
仏
事

を
修
せ
ら
れ
し
な
ら
む
。
錐
題
鶴
顧
蠕

　
　
○
徳
願
寺
に
慈
雲
心
月
日
供
と
し
て
太
平
郷
善
兵
衛
名
二
十
一
貫
文
寄
進
領
掌
の
今
川
義
元
文

　
　
書
あ
り
。
こ
れ
義
忠
の
妾
北
川
殿
の
法
論
な
り
。
義
元
の
祖
母
に
し
て
伯
母
に
あ
ら
ず
。
又
長

　
　
氏
の
妹
に
し
て
姉
に
あ
ら
ず
。

　
　
薬
師
堂
在
門
外

○
龍
頭

山
慈
雲
院
　
　
同
宗
同
末
除
地
壱
石
四
斗
六
升
開
山
一
山
州
和
尚
寛

　
文
六
年

　
　
開
基
慈
雲
院
悟
伯
道
徴
居
士
　
寛
永
＋
七
年
残
俗
称
未
詳

○
石
雲
山
龍
音
寺
　
　
同
宗
桃
源
院
末
除
地
壱
石
八
斗
六
合
　
　
○
庚
申
堂
　
吉
田

○
東
向
山
臥
雲
寺
　
　
済
家
盧
原
郡
清
見
寺
末
除
地
弐
石
八
斗
三
升
六
合
　
　
開
山
玉

　
翁
西
堂
和
尚
　
暦
応
二
年
乙
卯
八
月
廿
日
寂

○
鷲
頭
山
徳
楽
寺
　
　
同
宗
同
末
観
音
堂
後
に
あ
り
除
地
弐
石
七
斗
六
升
弐
合

　
開
山
東
谷
和
尚
　
文
禄
三
年
甲
午
正
月
＋
五
日
寂

○
鷲
頭
山
鷲
桂
寺
　
　
同
宗
同
末
除
地
壱
石
五
斗
壱
升
弐
合
　
　
開
山
本
堂
和
尚

○
妙
向
山
円
行
寺
　
　
日
蓮
宗
豆
州
玉
沢
末
在
新
荘
除
地
壱
石
三
升
　
開
基
恵
光

　
　
院
日
這
　
貞
享
元
年
甲
子
寂

　
○

阿
弥
陀
堂
　
　
山
口
　
　
　
　
○
不
動
堂
　
　
　
　
○
庚
申
堂

　
○
実
正
院

　
　
当
山
派
天
満

　
○
大
平
新
城
嘘

　　
奴
噺
唯
嫉
恥
屹
即
欲
評
明
齢
の
岬
厩
炉
父

　
　
文
亀
二
年
の
頃
よ
り
小
城
を
築
、
富
士
浅
間
を
祭
る
故
に
富
南
城
と
号
す
と

　

云
。
小
田
原
北
条
家
の
臣
遠
山
民
部
守
衛
た
り
。
天
正
の
頃
北
条
右
衛
門
佐
氏

　
尭
居

る
。
ま
た
北
条
左
衛
門
大
夫
氏
忠
と
も
云
。
氏
康
の
五
男
後
大
関
斎
と
号

　
豆
州
沢
田
林
際
寺
に
葬
。
大
嶺
宗
香
大
居
士
。
又
武
州
玉
縄
の
城
主
氏
勝
と
も

　
あ
り
。

　
○
鷲
頭
山
　
　
大
平
村
の
南
山
高
二
十
町
。
西
は
江
の
浦
・
獅
子
浜
・
志
下
村

　
　
な

り
。
林
樹
蒼
欝
と
し
て
深
山
の
如
く
、
幽
谷
高
峻
に
し
て
石
巌
峙
つ
。
中

　
　
将
岩
と
云
ひ
鷲
頭
明
神
座
す
。

　
　姦
頭
山
東
に
連
る
峰
を
い
ふ
な
り
。
都
隈

　
○
大
平
塘
　
　
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
サ
　
ト

　
○
小

地
名
　
　
山
口
　
天
満
　
新
社
　
吉
田
　
大
井
　
正
戸
　
小
山
　
三
上

　
　
　
　
　
　
　

御
前
帰
　
小
踊
山

な

お
、
こ
の
よ
う
な
大
平
村
の
様
相
を
図
像
的
に
教
え
て
く
れ
る
資
料
が
元
禄
五

年

（
一
六
九

二
）
作
成
の
「
駿
州
駿
河
郡
大
平
村
絵
図
」
（
桃
源
院
所
蔵
）
で
あ
る
。

そ
こ

に
は

河

川
、
道
路
、
田
畑
、
そ
し
て
百
姓
の
家
屋
敷
、
寺
院
、
神
社
、
祠
等
が

記

さ
れ
て
い
る
。
家
に
つ
い
て
は
写
実
的
に
屋
根
が
描
か
れ
、
草
葺
き
か
ど
う
か
も

判
定

で

き
る
程
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
が
実
際
の
通
り
か
ど
う
か
は
も
ち
ろ
ん
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

獅

か

で

な
い
。
家
に
は
名
前
、
村
役
、
石
高
等
が
記
さ
れ
て
お
り
、
情
報
は
豊
富
で
あ
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る
。
描
か
れ
た
百
姓
の
家
屋
敷
は
全
部
で
一
八
〇
軒
程
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
大
平

村
の
全
百
姓
を
記
入
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
当
時
す
で
に
三
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

軒
近
い
家
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
大
平
村
は
現

在
の

二
万
五
千

分
の
一
の
地
形
図
に
対
応
し
て
お
り
、
当
時
す
で
に
現
在
の
村
落
の

基
本

は
完
成

し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
以
下
の
『
大
平
年
代
記
』
の
記
述
と
対
応
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

せ

る
こ
と
で
、
大
平
村
の
具
体
像
は
よ
り
豊
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
『
大
平
年
代
記
』
の
世
界

O
　
ム
ラ
の
歴
史
と
『
大
平
年
代
記
』

　
か

つ
て

狩
野
川
が
蛇
行
し
て
形
成
し
た
低
平
な
土
地
を
水
田
と
し
て
開
発
し
て
、

山
裾
に
屋
敷
を
求
め
、
あ
る
い
は
微
高
地
に
集
落
を
形
成
し
、
人
間
の
居
住
空
間
に

し
て
き
た
。
そ
の
開
発
が
い
つ
ご
ろ
行
な
わ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
蛇
行

す

る
狩
野
川
の
作
り
出
し
た
低
湿
地
は
必
ず
し
も
容
易
に
人
間
の
生
活
空
間
に
は
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
山
の
麓
は
微
高
地
と
な

っ

て

お

り
、
前
面
の
低
湿
地
あ
る
い
は
狩
野
川
の
流
れ
を
容
易
に
利
用
す
る
こ
と
が

で

き
る
土
地
と
し
て
比
較
的
早
く
か
ら
人
々
が
住
み
着
き
、
水
際
を
水
田
化
し
て
き

た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
部
分
の
み
が
生
活
空
間
と
な
っ
て
い

た
大
平

が
、
全
面
的
に
開
発
さ
れ
て
、
近
年
ま
で
の
景
観
に
つ
な
が
る
様
相
を
形
成

し
た
の
は
中
世
末
か
ら
近
世
成
立
期
に
か
け
て
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

な

大
平
の

村
落
形
成
過
程
を

記
述

し
た
珍
し
い
史
料
に
『
大
平
年
代
記
』
が
あ
る
。

　

『
大
平
年
代
記
』
は
成
立
年
代
、
著
者
と
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
大
平
の
開
発
形

成
の

過
程
か

ら
始
ま
り
近
世
に
お
け
る
村
を
巡
る
事
件
等
を
記
し
て
お
り
、
大
平
と

い

う
一
つ
の
地
域
の
村
落
生
活
の
歴
史
を
具
体
的
に
教
え
て
く
れ
る
貴
重
な
史
料
で

あ
る
。
大
平
に
は
現
在
何
種
類
も
の
写
本
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
記
述
内
容
か
ら
す

る
と
、
そ
れ
ら
が
安
永
年
間
の
記
事
を
最
後
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
恐

ら
く
一
八
世
紀
の
終
り
こ
ろ
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
記
述
の
表
現
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い
て

享

保
前
と
後
で
異
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
明
和
五
年
（
一
七
六

八
）
に
執
筆
さ
れ
た
『
大
平
道
之
記
』
が
既
に
文
中
に
於
い
て
『
大
平
年
代
記
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

つ
い
て

述
べ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
片
岡
家
本
の
『
大
平
年
代
記
』

の

表
紙
に
は

「
四

冊
之

内
」
と
し
て
古
い
順
に
番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
四
冊

目
は
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
ま
で
で
あ
り
、
改
元
後
の
承
応
元
年
か
ら
は
「
四
冊

之
外
」
と
し
て
番
号
が
振
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
最
初
の
成
立
は
一

七
世
紀
後
半
か

ら
一
八
世
紀
前
半
で
あ
り
、
そ
れ
が
写
さ
れ
書
き
加
え
ら
れ
て
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

次

的
に
成
立
し
た
の
が
安
永
年
間
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
写
本
の
一
本
に

は

末
尾
に
「
安
永
九
庚
子
年
よ
り
文
政
十
亥
年
迄
四
十
八
年
之
間
二
代
程
相
続
人
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

未
熟
故
、
委
細
分
り
兼
候
許
二
而
色
々
相
尋
是
β
次
者
印
置
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る

の

で
、
さ
ら
に
そ
の
後
も
書
き
継
が
れ
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ

の

記
事
は

残
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
一
九
八
一
年
に
活
字
と
な
っ
て
公
刊
さ
れ
た
結

果
、
多
く
の
人
々
が
続
み
、
内
容
の
豊
か
な
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。
今
回
こ
こ
で
利

用
す
る
の
も
そ
の
「
沼
津
資
料
集
成
」
本
で
あ
る
。

　

『
大
平
年
代
記
』
は
中
世
に
遡
っ
て
村
落
成
立
の
歴
史
を
記
す
が
、
成
立
年
代
か

ら
判
断
し
て
、
そ
の
記
述
内
容
に
充
分
に
信
愚
性
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
記
述
内

容
に
お

い
て

い

か
に

も
近
世
的
な
感
覚
や
知
識
で
表
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
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ま
た
、
大
平
全
体
を
等
し
く
描
い
て
お
ら
ず
、
特
定
の
家
の
立
場
か
ら
記
述
さ
れ
て

い

る
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
歴
史
的
事

実
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
近
世
中
期
に
大
平
に
暮
ら
し
て

い
た
人
の

自
分
た
ち
の
村
に
つ
い
て
歴
史
認
識
を
示
す
記
述
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ

ろ
う
。
伝
承
と
し
て
の
歴
史
を
文
字
化
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

そ
の

点
で
は
民
俗
史
料
と
い
う
べ
き
文
字
資
料
で
あ
る
。

⇔
　
大
平
へ
の
来
住
と
開
発

　

『
大
平
年
代
記
』
は
、
大
平
の
開
発
に
つ
い
て
元
弘
元
年
（
二
三
二
一
）
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
を
掲
げ
て
い
る
。

　
一
、
元
弘
元
年
未
ノ
年
、
越
前
朝
倉
之
浪
人
星
屋
修
理
之
亮
、
杉
ケ
沢
二
遂
居
ヲ
、

　
山

越
二
此
所
を
見
分
、
幅
二
拾
丁
計
二
、
長
サ
一
里
程
之
平
地
。
然
共
中
二
壱
ツ

　
之
入

江
、
広
サ
拾
間
計
、
長
サ
十
丁
計
二
而
東
西
之
通
路
無
之
。
廻
リ
者
皆
蒲
池

　
也
。
江
之
東
ハ
一
面
二
河
原
二
而
、
芝
原
土
地
者
川
と
同
様
二
而
小
砂
也
。
山
越

　

二

干
朝
干
夕
芝
切
沼
越
を
初
而
開
発
し
て
、

　
一
、
正
慶
元
年
壬
申
ノ
春
6
主
従
四
人
二
而
、
日
々
夜
々
二
切
開
。
同
二
年
酉
迄
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
平
の
開
発
を
星
屋
修
理
之
亮
と
い
う
人
物
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

星
屋
と
い
う
家
は
星
谷
と
も
書
き
、
近
世
を
通
し
て
大
平
の
有
力
な
百
姓
と
し
て
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

在

し
た
し
、
村
役
人
を
歴
代
務
め
て
き
た
。
中
世
文
書
を
所
有
し
て
お
り
、
中
世
以

来
の
系
譜
を
引
く
家
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
近
世
成
立
期
の
未
だ
兵
農
未
分

離
の
な
か
で
武
士
と
し
て
の
コ
ー
ス
を
歩
み
つ
つ
あ
っ
た
し
、
ま
た
幕
藩
権
力
と
も

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

関
係
を
も
っ
て
い
た
。

　
そ

の

よ
う
な
家
が
大
平
の
開
発
老
と
し
て
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ

ぽ

な
ら
な
い
。
星
屋
は
越
前
朝
倉
の
浪
人
だ
と
い
い
、
最
初
は
山
を
越
え
た
杉
ケ
沢

と
い
う
所
（
駿
東
郡
清
水
町
徳
倉
の
南
部
の
杉
沢
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
）
に
住
ん
で

い
た

が
、
広
い
低
湿
地
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
、
主
従
で
開
発
に
取
掛
か
っ
た
と

い

う
。
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
大
平
の
景
観
は
狩
野
川
が
蛇
行
し
た
結
果
あ
ち
こ
ち

に

中
洲
を
作
っ
て
い
た
様
相
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
現
在
の
水
田
地
帯
に
大
き
く
湾

曲
し
て
狩
野
川
の
蛇
行
跡
が
入
り
込
ん
で
い
て
、
山
裾
以
外
に
は
直
線
状
に
東
西
に

移
動
す

る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
年
代
的
に
は
一
四
世
紀
前

半

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
大
平
の
低
地
が
開
発
さ
れ
て
水
田
に

な
る
前
の
様
相
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
大
平
の
地
が
そ

れ

ま
で
は
無
人
の
土
地
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
大
平
年
代
記
』

は
鎌
倉
幕
府
成
立
の

時
期
に
対
応

さ
せ
て
、
こ
こ
に
関
所
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
富
南

城
が

つ
く
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
史
実
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
大
平
の
歴
史
を
中
央
の
政
治
権
力
に
結
び
付
け
よ
う
と
し
て
い
た
記
述
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
星

屋
主
従
は
あ
る
程
度
開
発
が
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
大
平
に
家
を
構
え
た
と
『
大

平
年
代
記
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
他
の
人
々
も
大
平
に
来
て
開
発
を
進

め

た
。
そ
の
大
平
が
次
第
に
人
家
が
出
来
、
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
、

『
大
平
年
代
記
』
の
記
述
を
追
っ
て
見
て
い
こ
う
。

先
ず
星
屋

氏
羨
い
で
大
平
に
居
住
し
た
の
は
片
岡
氏
で
あ
．
た
と
い
誇
）
『
大
加

平
年
代
記
』
は
建
武
元
年
（
二
三
二
四
）
に
次
の
よ
う
な
記
事
を
掲
げ
て
い
る
。
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一
、
建
武
元
年
申
戌
ノ
八
月
、
上
野
国
乗
付
之
住
人
片
岡
権
之
輔
当
境
二
知
因
之

　
　
　
者
俳
徊
之

由
、
伝
聞
尋
求
来
り
而
、
此
山
陰
二
蜜
二
庵
を
結
ヒ
、
暫
ク
時
越

　
　
　
経
而
、
時
し
も
秋
之
最
中
之
鮎
之
沢
山
二
下
リ
候
節
、
卒
二
河
網
を
仕
立
、

　
　
　
朝
夕
魚
越
取
而
世
之
経
営
と
す
。
此
時
二
星
屋
修
理
之
亮
開
発
地
、
田
地
五

　
　
　
反
三
百
坪
、
畠
地
一
千
八
百
坪
、
此
敷
地
越
構
へ
、
仮
家
を
致
、
引
移
る
。

　
星

屋
氏
に
続
い
て
片
岡
氏
が
来
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
最
初
は
農
民
と
し
て
で
は

な
く
、
狩
野
川
で
漁
を
す
る
非
農
業
民
と
し
て
生
活
を
始
め
た
。
大
平
村
の
旧
家
と

言
わ
れ

る
家
の
来
歴
を
説
く
の
に
漂
泊
し
て
き
て
川
漁
を
す
る
人
と
し
て
描
か
れ
て

い

る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
片
岡
氏
も
翌
年
の
春
か
ら
田
畑
の
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

発
を
始
め

た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
大
平
年
代
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　
　
此
春
β
権
之
輔
茂
新
地
開
発
之
願
を
立
、
芝
伐
沼
起
壱
人
二
而
ハ
難
相
成
、
人

　
　
足
越
入
而

日
々
夜
々
二
開
キ
而

　
一
、
延
元
丙
子
年
β
同
二
年
丁
丑
春
二
至
而
田
地
四
町
三
反
二
百
坪
、
畠
地
十
三

　
　
町
三
百
坪
也
。
然
ル
処
二
、
八
月
三
日
二
大
水
二
而
、
新
地
田
畠
悉
く
指
埋
メ
、

　
　
然
共
土
地
者
高
く
相
成
、
地
面
ハ
弥
々
宜
敷
も
相
見
へ
候
へ
と
も
、
何
と
申
茂

　
　
田
畠
二
難
成
、
相
捨
置
候
。

　
星
屋
氏
の
よ
う
に
主
従
関
係
に
あ
る
者
た
ち
が
開
発
し
た
り
、
あ
る
い
は
片
岡
氏

の

よ
う
に
人
足
を
雇
用
し
て
開
発
し
た
り
し
て
、
次
第
に
大
平
の
耕
地
は
拡
大
し
て

い
っ

た

と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
集
落
の
形
成
を
も
た
ら
し
た
か
ど
う
か
は
明
ら

か

で

な
い
。
星
屋
氏
と
片
岡
氏
を
中
心
に
開
発
が
進
む
と
と
も
に
、
そ
の
開
発
し
た

田
畑
を
給
与
し
て
百
姓
た
ち
を
住
ま
わ
せ
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
応
安
三
年
の
記
事
と
し
て
次
の
よ
う
な
集
落
形
成
を
う
か
が
わ
せ
る
文
章
が
出

　
（
2
1
）

て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
08

　
畠
の
中
に
手
々
二
小
屋
を
掛
、
出
作
場
と
定
メ
、
出
水
之
節
ニ
ハ
根
付
へ
引
退
居
　
2

　
而
出
作
す
。
是
越
向
原
と
名
く
。
小
屋
十
三
軒
。

　

こ
の
一
三
軒
の
小
屋
を
低
湿
地
の
な
か
の
島
状
に
な
っ
た
微
高
地
に
設
け
た
百
姓

た
ち

と
は
如
何
な
る
存
在
で
あ
り
、
小
屋
を
設
定
す
る
前
は
何
処
に
住
ん
で
開
発
の

為
に

通
っ
て
き
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
星
屋
、
片
岡
氏
と
い
か
な
る
関
係

に

あ
っ
た
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
出
作
り
小
屋
に
始
ま
っ
た
向
原
が
次

第
に
居
住
空
間
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
応
安
五
年

に

は

向
原
に
家
二
三
軒
、
小
家
九
軒
、
人
数
二
七
〇
人
と
な
り
、
こ
れ
を
向
原
二
拾

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

三
竈
と
言
っ
た
と
い
う
。

⇔
　
集
落
の
形
成
と
村
落

　
こ
の
よ
う
に
し
て
次
第
に
人
家
が
で
き
、
集
落
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ

れ
を

支
配
者
側
が
把
握
し
た
の
は
至
徳
元
年
（
二
二
八
四
）
の
こ
と
だ
っ
た
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

て
、
『
大
平
年
代
記
』
は
次
の
よ
う
な
記
事
を
掲
げ
て
い
る
。

　
一
、
至
徳
元
甲
子
年
、
駿
府
領
二
相
定
り
、
御
奉
行
御
見
分
之
上
同
二
年
乙
丑
年
、

　
　
開
発
人
御
奉
行
所
へ
被
召
寄
御
申
渡
候
。
則
御
墨
付
被
下
置
候
。
是
β
永
々
今

　
　
川
領
と
相
極
リ
候
。

　
　
　
　
　
新
地
指
置
之
事

　
　
　
一
、
開
発
之
内
三
分
一
越
指
置
候
。
残
之
分
者
其
方
へ
預
置
候
。
尚
開
発
不

　
　
　
可
有
怠
慢
候
。
以
上
。

　
　
　
　
　

　
至
徳
二
年
丑
ノ
ニ
月
二
日
　
　
　
　
　
　
国
民



沼津市大平の民俗的世界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
発
人
　
　
　
権
之
輔
殿

　

こ
の
書
付
の
文
面
に
三
分
の
一
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
村
落
名
と
し
て
の
三
分
市
が

生
れ
た

と
い
う
。
向
原
が
三
分
市
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
嘉
慶
元
年
二

三
八

七
）
に
田
畑
の
改
め
が
あ
っ
て
、
支
配
機
構
も
整
え
ら
れ
た
。
そ
れ
が
次
の
記

　
　
（
2
4
）

事
で
あ
る
。

　
一
、
嘉
慶
元
丁
卯
年
、
田
畠
改
メ
書
上
、
此
年
β
支
配
人
二
世
話
人
二
人
ツ
ツ
被

　
　
付
候
。
田
畠
四
拾
五
町
、
内
三
分
一
を
指
引
。

　
　
　
　
　
　
残
三
拾
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
発
人
　
権
　
之
　
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

世
話
人
　
九
　
郎
　
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
　
　
　
半
　
兵
　
衛

　
　
　
　
　
　
右
是
越
東
組
ト
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
株
数
大
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
九
軒

　
　
　
　
　
　
　
三
拾
六
町
四
反
　
　
　
　
　
　
　
　
開
発
人
　
修
理
之
亮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

世
話
人
　
重
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
　
　
　
久
右
衛
門

是
を

西
組
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
株
数
大
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
九
軒

建
仁
二
年
β
城
付
之
郷
士
、
地
下
人
茂
此
度
相
談
し
、
平
ノ
百
姓
と
相
成
り
、

是
越
平
之
百
姓
と
言
。
是
茂
改
メ
。

古
地
四
町
五
反
三
百
坪

新
地
拾
壱
町
四

反
六
拾
坪

　
　
新
古
共

　
　
　
　
拾
六
町

右
是
越
平
組
ト
言
、
百
姓
株
数
大
小

開
発
人
支
配

　
　
　
　
左

世
話
人
　
新

同
　
　
　
丹

二
拾
軒

　
　
　
　
　
三
組
合
八
拾
二
町
四

反
　
三
組
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
拾
八
軒

　
　
　
　
　
町
反
坪

田
畑
仕
訳
帳
ハ
外
二
有

　
　
　
　
　

田
大
中
小
　
　
　
三
通
り

　
　
　
　
　
畠
圃
畑
　
　
　
　
三
通
り

右
、
佃
取
之
御
定
法
を
以
、
貢
物
を
指
納
、
是
を
佃
御
正
作
と
言
。

小
物
成
り
三
毛
之
貢
物
算
用
帳
者
、
外
二
有
之
。

大
物
、
小
物

　
　
貢
〆
永
百
拾
五
貫
弐
百
五
拾
文

　
　
嘉
慶
元
丁
卯
ノ
十
一
月

治　郎　門

大
物
成
り
、

　
こ
こ
に
集
落
と
し
て
の
景
観
と
そ
れ
を
基
礎
に
し
た
社
会
組
織
と
し
て
の
村
落
が

明
確
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
大
平
の
支
配
制
度
と
し
て
の
村
は
広
く
、
大
き
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

め

に
、
三
組
に
分
れ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
応
永
一
八
年
（
一
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（
2
5
）

四

＝
）
に
は
、
百
姓
株
数
八
九
軒
、
地
借
り
水
呑
四
〇
軒
だ
っ
た
と
出
て
く
る
。

こ
の
百
姓
の
区
分
が
応
永
年
間
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
近
世
的
な

用
語
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
実
体
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
の

後
の
大
平
の
地
へ
の
来
住
者
は
、
甲
斐
の
武
田
氏
の
滅
亡
に
伴
う
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

て

記
載
さ
れ
る
。
次
の
よ
う
な
落
武
者
の
話
で
あ
る
。

　
同
（
元
亀
）
十
一
年
未
ノ
年
、
甲
府
ノ
御
家
中
隣
国
他
国
江
引
退
キ
、
又
ハ
親
類

　
縁
者

ヲ
頼
ミ
最
に
忍
ひ
、
彼
所
二
住
居
、
大
概
者
歴
々
茂
多
老
民
家
二
被
下
、
皆

　
浪
人
之
躰

と
被
相
成
候
。
世
に
甲
州
騒
動
と
ハ
是
な
り
。
其
頃
、
桃
源
院
七
代
之

　
住
僧

原
氏
宗
古
と
戦
場
へ
聞
へ
し
名
高
き
仁
な
り
。
元
来
甲
州
出
生
二
而
原
加
賀

　
守
殿
弟

也
。
一
家
成
る
が
ゆ
へ
。
原
氏
一
統
四
人
、
桃
源
院
江
引
取
、
暫
く
休
足

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
被
致
候
而
先
々
案
堵
被
成
候
。

　

同
十
二
年
申
ノ
年
、
寺
中
江
仮
屋
ヲ
ひ
つ
ら
ひ
、
門
前
百
姓
之
躰
二
住
居
ヲ
定
め
、

　
暫

月
日
を
被
送
候
。
扱
て
時
移
り
世
も
変
し
、
誠
に
光
陰
矢
の
如
し
、
水
の
流
と

　
人
の

末
者
不
知

と
世
之
諺
に
も
言
し
如
く
、
此
仲
秋
ハ
不
思
所
之
月
見
か
な
と
皆

　

打
寄
而
、
此
所
月
の
指
入
風
軽
世
に
稀
也
と
楽
し
ミ
、
明
石
、
晒
葉
二
も
正
る
心

　

地

と
し
て
余
り
二
月
の
さ
し
入
能
故
に
、
此
処
を
月
か
洞
と
名
付
た
り
と
申
セ
し

　

な
り
。

　

こ
の
原
姓
の
四
人
は
そ
の
後
田
畑
を
買
入
れ
て
百
姓
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

間
の
事
情
を
『
大
平
年
代
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

同
十
八
年
（
元
亀
）
寅
ノ
春
（
中
略
）
此
節
二
者
乱
世
後
田
畠
荒
地
と
成
り
、
当

　

村
之
困
窮
田
地
ホ
売
払
度
候
へ
共
、
何
程
二
も
相
手
無
之
、
難
儀
之
折
柄
、
甲
州

　

浪
人
衆
田
畠
少
々
買
求
メ
候
様
を
聞
出
し
候
而
、
此
上
茂
田
畑
相
求
め
候
様
二
御

　
座
候
哉
、
内
意
ヲ
以
承
候
得
者
、
貯
金
有
之
由
寄
々
申
談
進
メ
申
候
而
田
畠
買
初

　

メ
、
是
β
金
子
沢
山
之
様
子
相
知
レ
、
田
畠
七
八
十
石
買
求
。
此
時
ニ
ハ
名
呼
ハ

　
不
申
候
。
只
甲
州
四
人
衆
と
申
せ
し
と
の
異
名
付
候
と
也
。
夫
β
三
分
一
屋
敷
ヲ

　
求
而
家
作
し
て
住
居
致
し
候
積
り
落
着
候

　

こ
の
前
後
に
は
浪
人
が
こ
の
地
に
住
み
着
い
た
こ
と
を
『
大
平
年
代
記
』
は
何
カ

所
か
で
記

し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
歴
史
的
事
実
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
必
要
な
い

で
あ
ろ
う
。
先
祖
を
他
地
方
か
ら
来
た
落
武
者
と
か
落
人
と
す
る
こ
と
は
各
地
で
伝

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
先
祖
の
出
自
を
武
士
に
求
め
よ
う
と
す
る
一
種
の
貴

種
信
仰
で

あ
ろ
う
。
近
世
成
立
期
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
現
在
の
大
平
の
農
家
の

主
要

な
姓
の
家
が
揃
っ
た
と
『
大
平
年
代
記
』
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
ぼ

最
後
の
来
住
は
寛
永
二
二
年
（
一
六
三
六
）
の
綾
部
氏
で
あ
っ
た
。
次
の
よ
う
な
記

　
　
（
2
8
）

事
で
あ
る
。

　

同
十
三
年
丙
子
ノ
年
、
何
国
β
来
り
候
哉
、
浪
人
壱
人
来
リ
候
而
、
戸
ケ
谷
権
右

　
衛
門
方
江
落
着
、
少
々
貯
金
茂
有
之
様
二
相
見
申
候
、
今
川
家
浪
人
共
申
、
又
ハ

　

甲
州
浪
人
共
言
、
何
二
致
し
候
而
も
歴
々
二
而
相
見
江
人
柄
茂
宜
敷
候
故
、
権
右

　
衛
門
者
不
申
及
、
其
外
村
方
患
勲
二
相
成
、
遂
当
村
二
住
宅
茂
致
度
申
候
而
少
々

　
宛
商
ホ
ヲ
初
、
段
々
出
精
二
而
身
上
宜
敷
相
成
候
様
ニ
ハ
見
へ
候
得
共
元
来
者
貯

　
金
御
座
候
由
評
議
二
候
。
夫
β
田
畑
を
求
メ
、
後
二
者
権
右
衛
門
一
家
と
相
成
り
、

　

綾
部
と
名
字
を
譲
り
、
親
類
と
成
り
歳
々
繁
昌
致
し
候
。

　

綾
部
氏
の
来
住
の
仕
方
は
や
は
り
近
世
的
と
言
え
よ
う
。
商
売
を
し
、
そ
れ
か
ら

田
畑
を
購
入
し
て
百
姓
と
し
て
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
氏
素
性
は
強
調

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
定
住
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
来
住
者
に
つ
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い
て

の
武
士
出
身
で
あ
る
こ
と
の
強
調
と
は
大
き
な
相
違
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四

　
狩
野
川

と
の
戦
い

　

大
平
の
開
拓
は
水
と
の
戦
い
の
連
続
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
記
録
す
る
こ
と
が
大
き

な
目
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
『
大
平
年
代
記
』
に
は
水
に
苦
し
め
ら
れ
た
記
事

が

多
い
。
堤
防
も
な
く
乱
流
し
蛇
行
す
る
狩
野
川
が
作
っ
て
く
れ
た
平
地
で
あ
る
が
、

そ

れ
だ
け

に

少
し
雨
が
大
量
に
降
る
と
た
ち
ま
ち
折
角
開
い
た
田
畑
は
水
に
浸
か
っ

て

し
ま
う
。
星
屋
主
従
が
水
田
開
発
に
乗
り
出
し
た
当
初
か
ら
悩
ま
さ
れ
続
け
た
。

先

に
、
延
元
二
年
（
二
二
三
七
）
の
大
水
の
記
事
は
引
用
し
紹
介
し
た
が
、
そ
れ
か

ら
三
年
後
の
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
以
降
も
引
続
き
洪
水
の
被
害
が
大
き
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
同
（
暦
応
）
三
年
辰
ノ
年
五
月
、
満
水
二
而
土
地
を
埋
る
事
三
尺
、
又
ハ
場
所
二

　

よ
り
七
尺
八
尺
計
り
。
同
四
年
β

　
一
、
康
永
元
壬
午
。
同
癸
未
。
同
三
年
甲
申
ノ
年
迄
五
ケ
年
之
内
ハ
数
度
之
出
水

　
　
故
、
作
ハ
不
実
皆
損
二
而
田
畠
二
も
成
間
敷
様
二
被
思
、
開
発
茂
退
屈
致
し
是

　
　
β
。

　

こ
の
よ
う
に
、
連
年
の
よ
う
に
洪
水
に
襲
わ
れ
、
被
害
を
被
っ
た
。
そ
こ
で
、
文

和
元
年

（
一
三
五

二
）
開
発
中
心
の
考
え
を
改
め
、
先
ず
治
水
工
事
を
行
な
っ
て
安

定
的
な
条
件
を
作
っ
て
か
ら
耕
地
を
開
発
す
る
こ
と
に
し
た
と
『
大
平
年
代
記
』
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
一
、
文
和
元
年
壬
辰
、
満
水
茂
無
之
。
寄
々
申
合
、
是
β
ハ
先
杭
を
立
、
土
手
を

　
　
な
し
て
水
除
を
先
と
し
、
開
発
を
後
二
可
致
と
之
評
議
之
内
今
年
β

　
一
、
延
文
元
丙
申
、
酉
、
戌
、
亥
迄
八
ケ
年
ハ
満
水
も
無
之
、
開
発
を
専
一
と
す
。

　
　
同
五
年
子
年
茂
無
之
。

　

土
手

を
築
き
、
川
の
水
が
増
え
て
も
浸
入
し
な
い
よ
う
に
し
て
か
ら
耕
地
の
開
発

を

進
め

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
時
は
成
功
し
た
よ
う
に
見
え
た
。
し
か

し
、
そ
れ
か
ら
五
年
程
後
の
貞
治
年
間
に
な
る
と
再
び
狩
野
川
の
脅
威
に
晒
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
以
下
の
文
章
で
あ
る
。

　
一
、
貞
治
元
壬
寅
、
同
二
癸
卯
。
同
三
甲
辰
。
同
四
乙
巳
、
同
五
丙
午
七
月
出
水

　
　
二

而
夏
物
、
小
物
ホ
皆
無
。
同
六
年
丁
未
ノ
八
月
、
満
水
二
而
入
江
を
指
埋
メ
、

　
　
一
面
二
海
之
こ
と
く
水
之
居
河
留
事
。
十
四
五
日
、
少
々
水
減
り
て
、
江
之
尻

　
　
越
床
割
水
進
落
、
入
江
も
埋
り
て
沼
地
と
成
、
堅
り
兼
、
漸
く
来
年
二
至
り
而

　
　
地
面
堅
り
候
。

　
大
水
、
満
水
の
記
事
は
こ
の
後
も
多
い
。
そ
れ
を
紹
介
す
る
だ
け
で
多
く
の
紙
数

を

費
や
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
狩
野
川
の
乱
流
が
作
り
出
し
た
低
地
で

あ
る
か
ら
、
少
し
の
雨
で
も
耕
地
の
方
へ
水
が
あ
ふ
れ
で
る
危
険
性
の
高
い
所
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

り
、
そ
れ
は
堤
防
が
築
か
れ
た
後
年
ま
で
事
情
は
変
わ
ら
な
い
点
が
あ
っ
た
。
現
在

狩
野
川
の
堤
防
上
に
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
建
立
の
「
洪
水
記
念
表
」
が
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
「
亥
之
満
水
」
と
呼
ば
れ
た
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
洪
水
、

「
未
之
大
水
」
と
呼
ば
れ
た
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
洪
水
、
そ
し
て
明
治
二
三

年

（
一
八
九
〇
）
、
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
の
洪
水
の
際
の
そ
れ
ぞ
れ
の
水
位

が

刻

み

こ
ま
れ
て
い
る
（
写
真
参
照
）
。

　

こ
の
よ
う
に
絶
え
ず
水
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
ま
た
水
不
足
に

悩

ま
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
低
湿
地
を
開
発
し
た
中
央
部
は
湿
田
で
あ
り
、
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写真6 洪水記念表

な

か
に
は
深

く
も
ぐ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
田
の
所
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

山
に
近
い
少
し
高
い
場
所
に
は
水
が
充
分
に
は
な
か
っ
た
。
狩
野
川
と
い
う
大
き
な

川
が
流
れ
て
い
る
が
、
逆
に
大
平
の
低
地
を
灌
溜
す
る
小
さ
な
川
が
な
か
っ
た
。
周

囲

の

山
か
ら
流
れ
出
る
水
量
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
川
と
い
う
ほ
ど
の
流
れ
を
形
成
し

て

い

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
地
域
が
出
て
き
た
。
と
く
に

日
照
り
が
続
い
た
場
合
に
は
水
不
足
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
開
発
可
能
の
土
地

を

ほ

と
ん
ど
開
発
し
つ
く
し
た
近
世
に
な
っ
て
い
よ
い
よ
顕
在
化
し
た
。
『
大
平
年

代
記
』
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
や
は
り
記
事
を
掲
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
そ

の

最
初

は
、
慶
長
一
一
年
（
一
六
〇
六
）
の
早
魑
で
あ
る
。

　
同
（
慶
長
）
十
一
年
丙
午
年
β
三
力
年
、
百
参
拾
石
二
而
参
力
年
切
請
二
致
し
候
。

　
此
時
二
而
諸
作
皆
無
。
此
節
扶
喰
願
弐
百
俵
之
拝
借
、
百
俵
ハ
五
ケ
年
二
返
納
之

　
積

り
、
残
百
俵
者
被
下
置
候
。

　
日
照
り
が
続
く
と
、
た
ち
ま
ち
に
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
た
。
同
じ
一
年
に
早
魅
と

写真7　大井の溜池跡（手前が旧池，やや高い所が堤）

水
害
の
両
方
が
襲
う
こ
と
さ
え
あ
っ

た
。
慶
長
＝
ハ
年
（
一
六
三
九
）
の

　
　
　
（
3
4
）

記
事
で
あ
る
。

　
同
十
六
年
辛
亥
年
、
早
損
水
損
、

　
依
之
検
見
之

ヲ
立
、
当
年
石
年
々

　
検
見
有
之
、
増
方
引
方
有
之
候
。

　
早
越
の
被
害
が
恒
常
的
に
お
き
る

に
い

た
っ

た
十
七
世
紀
後
半
に
そ

の

対
策
と
し
て
溜
池
の
築
造
が
考
え
ら

れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
延
宝
四
年

（
一
六
七

六
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の

前
年
に
大
き
な
早
舷
が
あ
っ
て
、

切
実
に
迫
ら
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。

　
　
　
（
3
5
）

次
の

よ
う
な
経
過
が
『
大
平
年
代
記
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
同
（
延
宝
）
三
年
乙
卯
ノ
夏
、
大
早
舷
二
而
田
作
草
計
二
而
稲
作
皆
損
二
而
此
冬

　
β
大
困
窮
二
而
扶
喰
願
仕
候
。

　
同
四
年
丙
辰
ノ
春
β
溜
井
之
願
仕
候
而
相
叶
御
普
請
被
仰
付
候
。

　
同
五
年
丁
酉
ノ
春
、
西
大
井
二
溜
井
壱
ケ
所
、
東
二
山
ロ
ニ
壱
ケ
所
被
仰
付
。
則

　
御
普
請
出
来
、
溜
井
成
就
仕
候
。

　
同
六
年
戊
午
春
β
溜
井
水
筋
を
以
水
米
西
反
別
懸
り
出
之
を
。
此
時
二
西
反
別
帳
、

　
東
反
別
帳
と
相
別
用
申
候
。

　
同
七
年
己
未
年
β
旱
損
水
損
無
之
、
田
作
相
応
二
実
り
申
候
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
恩
恵
も
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

溜
池
の

保
水

力
が
弱
く
、
充
分
に
水
を
確
保
出
来
な
い
状
態
が
再
び
訪
れ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

る
。
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　
同
年
（
元
禄
十
六
年
）
春
、
山
口
溜
井
度
々
之
破
損
故
水
持
悪
く
、
溜
井
二
成
兼

　
候
而
永
々
堤
無
之
同
前
二
而
、
日
損
続
候
故
村
方
名
主
、
組
頭
相
談
之
上
、
堤
之

　
願
申
上
候
処
二
下
へ
堤
被
仰
付
候
。
則
御
普
請
成
就
致
候
。
此
時
二
大
井
溜
井
御

　
修
覆
被
下
置
候
。

岡
　
ム
ラ
の
形
成
と
神
仏

　

以
上
の
よ
う
に
、
他
所
か
ら
順
次
来
住
し
て
、
狩
野
川
の
作
っ
た
湿
地
を
開
発
し

て

耕
地
に

し
、
山
裾
や
微
高
地
に
住
居
を
構
え
て
、
生
活
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
努
力

し
て
き
た
。
そ
の
努
力
は
水
と
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
狩
野
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
田
畑

が

水
に
浸
か

り
、
ま
た
逆
に
早
越
の
た
め
に
水
不
足
と
な
り
、
作
柄
が
悪
く
な
る
と

い

う
被
害
に
対
処
し
、
そ
れ
ら
の
修
復
と
回
復
に
努
力
せ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

の

努
力
は
自
分
た
ち
の
力
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
は

不
可
能
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
神
仏
の
存
在
が
大
き
く
な
る
根
拠
が
あ
っ
た
。
大
平
に

も
多
く
の
神
仏
が
勧
請
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
村
落
形
成
と
も
重
な
っ
て
、
地
域
の
神

仏
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
個
別
的
で
あ
っ
た
。

　
最
初
に

大
平
に
祀

ら
れ
た
神
仏
は
、
『
大
平
年
代
記
』
の
記
載
に
よ
る
と
、
御
嶽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

権
現
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
建
武
二
年
（
二
三
二
五
）
の
記
事
に
出
て
く
る
。

　
一
、
同
（
建
武
）
二
年
乙
亥
春
、
修
理
之
亮
鎮
守
御
嶽
権
現
を
祭
。
此
時
を
吉
例

　
　
と
し
て
毎
年
九
月
十
二
日
二
祭
礼
す
。
此
里
余
り
二
大
キ
ニ
平
力
也
と
て
大
平

　
　

之
郷
と
号
す
る
な
り
。

　

こ
の
記
事
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
は
、
神
社
は
大
平
全
体
の
氏
神
と
し
て
勧
請
さ

れ
た

の

で
は

な
く
、
星
谷
氏
の
鎮
守
と
し
て
勧
請
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
御
嶽

権
現
は
現
在
の
小
山
の
氏
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
開
発
百
姓
が
勧
請
し
た
神
は

そ

の

居
住

し
た
村
落
の
氏
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

他
の

神
社
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
「
英
和
元
乙
卯
ノ
八
月
、
此
所
二
八
幡
宮
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

鎮
座
セ
し
め
、
毎
年
八
月
十
五
日
越
祭
礼
日
と
定
む
」
と
あ
る
の
は
、
三
分
市
の
氏

神
の
勧
請
を
語
る
記
述
で
あ
る
。
ま
た
嘉
慶
二
年
に
は
「
百
姓
之
志
願
二
よ
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

六
月
住
吉
明
神
を
祭
り
而
、
六
月
晦
日
に
は
ら
い
祓
之
祭
を
令
行
」
と
あ
る
。
集
落

の

形
成

と
対
応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
鎮
守
・
氏
神
が
勧
請
さ
れ
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

て

い
っ

た
。
そ
の
数
は
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
に
は
「
平
百
姓
鎮
守
四
社
之
神

共
一
二
所
二
祭
礼
し
て
、
毎
月
三
日
二
御
神
酒
を
以
而
祭
ル
」
と
し
て
、
そ
の
結
果

大
平
の

神
社
は
八
社
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
神
社
の
名
称
は
富
士
浅
間

宮
、
御
嶽
権
現
、
正
八
幡
宮
、
住
吉
明
神
、
白
髭
明
神
、
白
山
権
現
、
山
王
権
現
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

湯
屋
権
現
で
、
そ
れ
を
総
称
し
て
関
西
八
社
と
い
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
天
正
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

八
年

（
一
五
九
〇
）
に
は
政
戸
で
も
鎮
守
を
祀
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
正
戸
浪
人
百
姓
衆
鎮
守
ヲ
造
栄
し
而
、
是
ヲ
内
八
社
神
と
ス
。

　
　
　
　
内
八
社
神
者

　
結
大
明
神
、
諏
訪
大
明
神
、
木
曽
大
明
神
、
佐
口
神
、
八
幡
宮
、
稲
荷
大
明
神
、

金
山

大
権
現
、
子
之
神
神
宮
也

　
こ
れ
ら
は
現
在
も
政
戸
の
氏
神
と
な
っ
て
い
る
結
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
ま
た
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
に
は
「
天
満
の
天
神
霊
夢
二
よ
り
御
造
営
、
是
β
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（
4
2
）

鎮
守

と
し
祭
ル
。
是
迄
ハ
只
石
計
二
而
社
ハ
な
し
」
と
、
天
満
の
鎮
守
が
造
営
さ
れ

た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
村
落
の
鎮
守
が
個
別
的
に
勧
請
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

大
平

と
し
て
鎮
守
は
当
初
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
最
初
か
ら
大
平
と
い
う

地
域
が

社
会
組
織
を

伴
っ
て
登
場
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

天

正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
に
「
御
奉
行
所
よ
り
田
畑
二
株
位
付
と
言
儀
之
諸
帳
面

相
渡
候
。
此
算
用
仕
用
帳
仕
立
ル
者
嵯
峨
之
将
監
と
言
仁
仕
ル
由
、
是
水
帳
之
発
り

也
」
と
検
地
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
『
大
平
年
代
記
』
は
記
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に

「
是

よ
り
大
平
三
ケ
郷
之
内
之
小
郷
茂
八
ケ
郷
也
。
此
時
に
十
五
ケ
郷
と
成
る
。
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

内
名
ヲ
立
、
小
路
く
ヲ
立
改
ル
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
大
平
は
一
五
の
郷
で
構

成

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
の
は
、
個
別
村
落
の
揃
っ
た
こ
と
を
表
現
し

て

い

る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
こ
の
一
五
が
そ
れ
ぞ
れ
村
落
と
し
て
機

能
出
来
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
に
は
一
〇
程
の
村
落
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。

そ
れ
は
今
日
の
状
況
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

大
平
は
た

し
か
に
地
形
的
に
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
ち
、
山
と
川
で
遮
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
小
宇
宙
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
地
形
が
自
動
的
に
一

つ
の

社
会

を
作
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
居
住
し
た
人
々
に
と
っ
て
社
会
と
し
て

の

統
合
の

必
要
性
が

あ
り
、
そ
れ
が
日
常
的
に
観
念
さ
れ
る
生
活
が
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
か
っ
た
。
現
在
の
大
平
全
体
の
鎮
守
は
鷲
頭
神
社
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
勧
請
に
つ

い
て

は

『
大
平
年
代
記
』
は
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
以
降
の
項
で
次
の
よ
う
に
述

　
　
　
（
4
4
）

べ
て

い
る
。

　

一
、

文
明
元
己
丑
ノ
春
、
伊
予
国
β
日
損
水
損
之
守
護
神
と
て
鷲
頭
明
神
勧
請
、

　
　

則
観
音
之
御
堂
と
双
而
鎮
座
せ
し
む
。
神
主
も
同
国
β
付
来
ル
。
依
之
而
伊
予

　
　
守
殿
と
言
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

　
一
、
同
二
年
庚
寅
年
、
観
音
堂
を
元
之
地
江
返
ス
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　

（中
略
）

　
一
、
同
十
三
年
辛
丑
春
、
鷲
頭
明
神
山
之
嶺
二
鎮
座
。
年
来
祭
リ
八
社
神
と
同
様

　
　
二
す
。

　
大
平
に

星
谷

氏
が
来
住
し
て
か
ら
す
で
に
一
世
紀
半
が
経
過
し
て
い
る
。
そ
の
時

点
に
な
っ
て
よ
う
や
く
後
世
の
大
平
の
鎮
守
は
勧
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ

れ
は
早
越
に

よ
る
日
損
と
洪
水
に
よ
る
水
損
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
大
平
と
い
う
土

地
が

た
え

ず

こ
の
両
者
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

そ
の

た
め
に

は

る
ぽ
る
伊
予
国
か
ら
神
主
共
々
勧
請
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
く

に
鷲
頭
神
社
は
雨
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
神
と
し
て
大
平
の
人
々
の
崇
敬
を
集
め
、

つ
い
に
大
平
全
体
の
鎮
守
と
な
っ
た
。
最
初
は
観
音
堂
の
所
に
祀
ら
れ
た
が
、
後
に

鷲
頭
山

と
い
う
こ
と
に
な
る
南
側
の
山
の
上
に
社
屋
が
建
て
ら
れ
、
祀
ら
れ
た
。

『
駿
河

記
』
が
「
水
徳
神
に
て
祈
雨
止
雨
の
神
な
り
」
と
記
す
よ
う
に
、
大
平
の
水

と
の
戦
い
の
な
か
で
勧
請
さ
れ
た
神
で
あ
り
、
そ
れ
が
大
平
全
体
を
統
合
す
る
鎮
守

と
な
っ
た
こ
と
は
大
い
に
注
目
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
こ
の
鷲
頭
明
神
が
現
在
の
場
所

に
鎮
座

し
て
鷲
頭
神
社
に
な
る
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
社
地
は

も
と
も
と
天
神
山
と
呼
ぽ
れ
て
い
る
所
で
あ
り
、
前
に
見
た
天
満
の
天
神
が
祀
ら
れ

て

い
た

場
所
で

あ
る
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
鷲
頭
山
の
頂
か
ら
こ
こ
に
遷
座

し
た
。
鷲
頭
神
社
の
祭
祀
は
、
各
村
落
の
連
合
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
現
在

の

表
現
で

は
、
当
番
区
と
呼
ば
れ
、
各
区
が
一
年
交
替
で
祭
祀
を
担
当
す
る
。
区
は

も
ち
ろ
ん
明
治
以
降
の
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
各
村
落
単
位
で
当
番
を
担
当
し
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て

き
た
。
こ
れ
は
区
制
度
に
な
っ
て
か
ら
も
実
質
的
に
は
変
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

各
村
落
に
は
、
ネ
ギ
パ
ン
（
禰
宜
番
）
と
呼
ぼ
れ
る
役
職
が
あ
り
、
そ
れ
が
祭
祀
の

担
当
者
に
な
る
。

三
　
村
落
空
間
と
民
俗

⇔
　
村
落
の
自
律
性
と
領
域

　
大
平
は
多

く
の
集
落
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
最
初
に
述
べ
た
と
お

り
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
中
世
後
期
に
次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
『
大
平
年
代

記
』
の
記
述
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
前
節
で
見
た
。
三
方
を
山
で
囲

ま
れ
、
】
方
は
大
き
な
川
で
遮
ら
れ
た
一
つ
の
小
宇
宙
と
も
い
う
べ
き
大
平
は
、
全

体

と
し
て
一
つ
の
歴
史
を
形
成
し
て
き
た
が
、
し
か
し
常
に
同
じ
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な

い
。
集
落
を
基
礎
に
し
た
個
別
の
村
落
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
開
発
の
事
情
を
背
負

い

な
が
ら
次
第
に
発
達
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
水
利
の
共
通
性
、
よ
り
切
実
に
は
狩

野

川
の
水
の
脅
威
に
対
す
る
対
抗
の
必
要
性
か
ら
、
大
平
と
し
て
の
連
帯
と
共
同
を

維
持
発
展

さ
せ
て
き
た
と
は
い
う
も
の
の
、
決
し
て
常
に
利
害
が
一
致
し
て
い
た
わ

け

で
は

な
い
。
山
を
め
ぐ
り
、
水
を
め
ぐ
り
対
立
し
、
訴
訟
に
お
よ
ん
だ
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

『
大
平
年
代

記
』
の
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
小
さ
い
規
模
の
個
別
村
落
は
そ
れ
な
り

に
自
分
た
ち
の
存
在
を
主
張
し
、
ま
た
自
分
た
ち
の
地
域
を
自
ら
の
力
で
守
ろ
う
と

し
て
き
た
。
以
下
で
は
そ
れ
に
か
か
わ
る
民
俗
を
見
て
い
こ
う
。

　
大
平
の

各
集
落
は
そ

れ
ぞ
れ
景
観
と
し
て
の
纏
ま
り
を
示
し
て
い
る
。
家
々
が
屋

敷
を

互

い

に
近
接

さ
せ
て
設
定
し
、
連
続
し
た
姿
を
示
し
、
他
の
集
落
と
の
間
に
は

田
畑
や
山
が
あ
っ
て
互
い
に
分
離
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
集
落
は
そ

れ
ぞ
れ
名
前
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
単
な
る
景
観
上
の
纏
ま
り
で
は
な
い
。

社
会
性
を

帯
び
て

お

り
村
落
と
し
て
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
に

述
べ
た
よ
う
に
、
集
落
は
単
に
景
観
上
の
纏
ま
り
が
あ
る
だ
け
で
は
、
村
落
と
し
て

把
握
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
村
落
と
し
て
認
定
で
き
る
の
は
、
そ
の
集
落
を
基
礎

に
一
定
の
社
会
組
織
が
形
成
さ
れ
、
自
分
た
ち
の
意
思
を
何
等
か
の
方
法
で
形
成
し

て
、
そ
の
個
々
の
成
員
に
対
し
て
一
定
の
規
制
を
加
え
つ
つ
、
そ
の
領
域
の
生
活
お

よ
び
生
産
の
条
件
の
維
持
に
努
め
る
存
在
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
逆
に
見

れ

ば
、
個
々
の
成
員
の
生
活
・
生
産
の
維
持
存
続
に
と
っ
て
そ
の
組
織
が
必
要
不
可

欠
な

存
在
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
大
平
の
集
落
を
考
え
て
み

る
と
、
必
ず
し
も
大
平
の
す
べ
て
の
集
落
が
村
落
と
し
て
存
在
し
て
き
た
と
は
言
え

な
い
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
。
そ
の
村
落
把
握
の
指
標
と
し
て
氏
神
祭
祀
と
並
ん

で
ツ

ジ

ギ

リ
と
道
祖
神
の
祭
り
を
掲
げ
て
お
い
た
。
こ
の
二
つ
の
民
俗
は
、
自
ら
の

社
会
を

外
か

ら
守
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
た
ち
の
世
界
を
は
っ
き
り
と
示

す
行
事
を
内
容
と
し
て
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
村
落
の
領
域
に

深

く
関
係
し
た
二
つ
の
民
俗
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

⇔

　
ッ
ジ
ギ
リ

　
大
平
の

各
村
落
は
、
毎
年
七
月
の
初
旬
に
ツ
ジ
ギ
リ
（
辻
切
り
）
を
行
な
う
。
自

分
た
ち

の

村
落
の
入
口
と
考
え
ら
れ
る
地
点
に
役
職
者
が
札
を
竹
に
挟
ん
で
立
て
る
。

い

わ
ゆ

る
道
切
り
行
事
で
あ
る
。
立
て
る
地
点
は
一
ヵ
所
で
は
な
く
、
道
路
が
集
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

に
入

ろ
う
と
す
る
地
点
全
て
で
あ
る
。
立
て
る
の
は
魔
除
け
の
た
め
だ
と
地
域
の
人
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写真11新城のツジギリ写真12新城のツジギリの札

々

は

い

う
。
な
お
、
札
は
立
て
た
ま
ま
に
し
て
お
く
の
で
は
な
く
、
後
日

撤
去
す

る
。
西
三
分
市
で
は
七
月
一
七
日
に
フ
ダ
オ
サ
メ
を
し
て
、
氏
神

の

八
幡
神
社
の
境
内
で
燃
し
て
し
ま
う
、
東
三
分
市
で
は
九
月
一
五
日
の

風

祭
り
の
と
き
に
集
め
て
燃
す
。
他
の
村
落
で
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、
秋
に
入

る
頃
に
は
札
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
同
様
の
行
事
は
周
辺
の
村
落
で
は
あ

ま
り
顕
著
で
は
な
い
。
北
隣
の
三
島
市
内
で
も
行
な
っ
て
い
る
村
落
が
な

い

わ

け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ
れ
が
大
平
の
各
村
落

で
は
現
在

も
し
っ
か
り
と
、
あ
る
い
は
村
落
に
よ
っ
て
は
近
年
ま
で
行
な

っ

て

い
た

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
今
日
も
毎
年
ツ
ジ
ギ
リ
を
し

て

い

る
の
は
、
御
前
帰
、
戸
ケ
谷
、
天
満
・
多
比
口
、
南
蔵
・
新
城
、
政

戸
、
東
三
分
市
、
西
三
分
市
の
七
村
落
で
あ
る
。
他
の
村
落
で
も
か
つ
て

は

行
な
っ
て
い
た
が
、
今
で
は
廃
絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
大
平
の
ツ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ギ

リ
に
は
い
く
つ
か
の
特
色
が
あ
る
。

　

こ
の
行
事
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
の
第
一
は
、
同
じ
大
平
で
あ
っ
て

も
、
村
落
に
よ
っ
て
立
て
る
札
の
種
類
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

札
の

素
材
の
相
違
ば
か
り
で
は
な
く
、
札
と
し
て
勧
請
し
て
く
る
神
仏
の

相
違

ま
で
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
素
材
で
は
、
多
く
は
紙
の
お
札
で
あ
る

が
、
戸
ケ
谷
の
よ
う
に
木
の
札
も
あ
る
し
、
ま
た
札
を
そ
の
ま
ま
竹
笹
に

挟
む
所
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
竹
の
皮
に
包
ん
で
立
て
る
村
落
も
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
札
の
中
身
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
神
仏
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一

つ
を

取

り
上
げ
て
も
、
大
平
が
全
体
と
し
て
一
つ
の
村
落
な
の
で
は
な
く
、

個
別

の
ツ

ジ

ギ

リ
を
す
る
単
位
が
独
立
し
た
村
落
で
あ
る
こ
と
を
表
示
し
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て

い

る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
札
の
種
類
は
以
下
の
よ
う
に
多
様
で
あ
る
。

⑤④③②①
三
島
大
社
の
札

円
教
寺
の
札

禰
宜
番
の

檀
那
寺
作
成
の
札

適
当
な
神
仏
の
札

当
番
作
成
の
札

　

こ
の
よ
う
に
五
種
類
の
札
が
あ
る
。

日
蓮
宗
寺
院
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
お
札
の
こ
と
で
あ
る
。

華
経
七
面
大
明
神
擁
護
修
」
等
と
記
さ
れ
て
い
る
。

祈
薦
行
事
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
成
の
お
札
と
い
う
の
は
、
ツ
ジ
ギ
リ
に
使
用
さ
れ
る
札
が
一
定
し
な
い
こ
と
を
意

味
す

る
。
禰
宜
番
は
、
大
平
の
各
村
落
に
あ
る
重
要
な
役
で
あ
る
。
御
前
帰
で
は
、

村
内
の
家
が
毎
年
二
軒
ず
つ
が
交
代
で
担
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
任
期
は
一
年
で
、

そ
の

一
年
の
間
、
御
前
帰
の
鎮
守
の
祭
り
の
世
話
、
各
種
の
信
仰
行
事
の
執
行
を
担

当
す
る
。
そ
の
禰
宜
番
が
ツ
ジ
ギ
リ
を
も
担
当
し
て
、
札
を
準
備
し
て
立
て
る
。
そ

の

年
の
禰
宜
番
が
自
分
の
檀
那
寺
へ
依
頼
し
て
お
札
の
作
成
を
し
て
も
ら
う
こ
と
に

な

っ

て

い

る
。
④
の
適
当
な
お
札
と
い
う
の
は
、
禰
宜
番
や
当
番
の
判
断
で
適
当
な

神
社
や
寺
か
ら
お
札
を
分
け
て
も
ら
っ
て
き
て
立
て
る
も
の
で
、
三
島
大
社
の
お
札

や

あ
る
い
は
大
平
の
鎮
守
鷲
頭
神
社
の
お
札
で
あ
っ
た
り
す
る
。
年
に
よ
っ
て
は
檀

那
寺
の
発
行
し
た
札
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
⑤
の
当
番
作
成
の
札
は
、
た
と
え
ば
戸

ケ
谷
の
例
で
言
え
ぽ
、
木
の
札
で
あ
る
。
大
き
さ
は
幅
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ

二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
大
き
さ
は
厳
密
で
は
な
く
、
一

東
三
分
市
、
西
三
分
市

新
城
・
南
蔵

御
前
帰

政
戸

戸
ケ

谷
、
天
満
・
多
比
口

②
の
円
教
寺
の
札
と
い
う
の
は
新
城
所
在
の

　
　
　
　
　
　
　
お
札
に
は
「
南
無
妙
法
連

　
　
　
　
　
い
わ
ぽ
地
元
の
寺
院
が
村
落
の

　
そ

れ
に
対

し
て
、
③
の
禰
宜
番
の
檀
那
寺

定

し
な
い
。
そ
こ
に
当
番
が
「
降
伏
一
切
大
魔
最
勝
成
就
」
な
ど
と
い
う
祈
薦
文
を

墨
で
書
く
。

　

大
平
の
ツ

ジ

ギ

リ
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
第
二
点
は
、
札
を
立
て
る
地
点
が
非
常

に

多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
札
が
立
て
ら
れ
る
場
所
は
、
大
部
分
が
、
家
々
が
と
ぎ
れ

る
所
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
村
境
と
考
え
ら
れ
る
地
点
で
あ
る
。
全
国
的
に
見
て
、
道

切

り
行
事
は
村
境
と
考
え
ら
れ
る
地
点
に
立
て
ら
れ
る
が
、
そ
の
地
点
は
村
落
に
入

っ

て

く
る
主
要
な
道
路
、
い
わ
ゆ
る
街
道
や
往
還
に
立
て
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し

た
が

っ

て
、
村
落
の
出
入
口
と
考
え
ら
れ
る
地
点
二
、
三
ヵ
所
と
い
う
の
が
通
例
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
平
の
各
村
落
の
ツ
ジ
ギ
リ
は
、
集
落
内
に
入
っ
て
く
る

あ
ら
ゆ
る
道
路
に
つ
い
て
、
集
落
の
家
々
の
と
ぎ
れ
る
地
点
に
札
を
立
て
る
。
例
え

ば
、
東
三
分
市
は
全
部
で
二
ニ
ヵ
所
、
西
三
分
市
は
同
じ
く
一
〇
ヵ
所
、
戸
ケ
谷
九

ヵ
所
、
政
戸
八
ヵ
所
、
新
城
六
ヵ
所
と
い
う
よ
う
に
、
ど
の
村
落
も
実
に
多
く
の
地

点
に
札
を
立
て
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
東
三
分
市
や
西
三
分
市
の
札
は
、
二
本
で
一

組
で
あ
り
、
そ
れ
が
集
落
の
周
辺
お
よ
び
隣
の
三
分
市
と
の
境
に
立
て
ら
れ
る
の
で
、

準
備
す
る
札
も
ま
た
笹
竹
も
数
多
く
必
要
と
す
る
。
図
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
人
が

通

る
道
で
あ
れ
ば
全
て
集
落
内
か
ら
田
畑
の
方
へ
出
る
地
点
で
、
道
の
両
側
に
笹
竹

に

お
札
を

挟
ん

で
立
て

て

い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
地
点
に
お
い
て
道
切
り
を

す

る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

恐

ら
く
は
前
節
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
長
年
に
わ
た
っ
て
自
然
の
猛
威
に
さ
ら
さ
れ
、

多

く
の
被
害
に
遭
っ
て
き
た
こ
と
が
、
自
分
た
ち
の
村
落
を
守
ろ
う
と
す
る
意
識
を

強

く
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
道
切
り
を
続
け
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

こ
と
が
各
村
落
の
自
立
性
を
強
く
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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大
平
の
ツ

ジ

ギ

リ
の
注
目
す
べ
き
第
三
点
は
、
ツ
ジ
ギ
リ
の
地

点
の
可
動
性
で
あ
る
。
ツ
ジ
ギ
リ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

道
路
が

集
落
の
外
に
出
る
地
点
に
設
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
近
年

の

家
の
増
加
は
従
来
の
ツ
ジ
ギ
リ
の
地
点
よ
り
も
外
側
に
新
し
い

家
を

増
や

し
て
い
る
。
集
落
と
し
て
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
て
き

て

い

る
の
で
あ
る
。
新
し
い
住
宅
が
別
に
一
つ
の
団
地
を
形
成
し

た

場
合
に
は
、
完
全
に
ツ
ジ
ギ
リ
の
対
象
で
は
な
い
が
、
個
別
に

住
宅
が
建
て
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
旧
来
の
家
と
何
等
か
の
因
縁

を

も
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
家
々
を
村
落
の
組
織
や
行
事
か

ら
除
外
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
新
し
い
家
々
の
側
も
村
落
の

成
員
と
な
っ
て
つ
き
あ
い
を
し
、
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
で
安
定

す

る
。
新
し
い
家
が
そ
の
一
員
と
し
て
村
落
の
保
護
下
に
入
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
保
護
下
に
入
っ
た
家
を
ツ
ジ
ギ
リ
の
外

に
住
ん

だ
状
態
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
生
活
を
不
安
定
な

状
態
に
お
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
大
平
で
は
、
新
し
い
家
が
従
来

の
ツ

ジ

ギ

リ
の
地
点
よ
り
も
外
側
に
で
き
る
と
、
ツ
ジ
ギ
リ
の
地

点
が
移
動
し
て
、
新
し
い
家
を
包
み
込
む
形
で
ツ
ジ
ギ
リ
地
点
を

設
定
す
る
。
他
の
地
方
で
は
、
道
切
り
の
地
点
は
固
定
し
て
お
り
、

家
の
増
減
に
よ
っ
て
移
動
す
る
こ
と
は
少
な
い
。

　

し
か
も
、
大
平
で
は
ツ
ジ
ギ
リ
の
地
点
の
移
動
が
、
異
な
る
村

落
の
ツ
ジ
ギ
リ
と
交
錯
す
る
と
い
う
現
象
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

自
分
の
村
落
に
属
す
る
家
が
外
側
に
向
か
っ
て
増
加
し
て
い
っ
た
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場
合
、
ツ
ジ
ギ
リ
地
点
も
順
次
外
側
へ
移
動
す
る
。
こ
の
運
動
が
隣
接
す
る
村
落
の

間

で
お

こ
る
と
、
ツ
ジ
ギ
リ
の
地
点
は
接
近
し
、
つ
い
に
は
他
村
落
の
ツ
ジ
ギ
リ
地
点

を

越
え

て

札
を

立
て

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
在
で
は
、
政
戸
と
新
城
の
あ
い
だ

に

こ
の
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
集
落
と
し
て
の
領
域
は
明
確
で
も
、
耕

地
も
含
ん
だ
村
落
の
領
域
が
明
確
で
な
い
た
め
、
村
落
に
属
す
る
家
が
必
ず
し
も
領

域
的
に
決
め

ら
れ
ず
に
、
そ
の
他
の
関
係
と
か
因
縁
に
よ
っ
て
決
ま
る
場
合
が
あ
る

か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
飛
び
離
れ
て
で
き
た
家
ま
で
属
さ
せ
る
こ

と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
自
分
た
ち
の
集
落
に
連
続
性
の
あ
る
家
々
の
み
で
あ
る
。

⇔

　
セ

ー
ノ
カ
ミ
の
祭
り

　
大
平
の

各
村
落
に
は

道
祖
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地
方
の
道
祖
神
は
石
像
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

姿
は
笏
を
持
っ
た
丸
彫
り
単
体
像
で
あ
る
。
そ
れ
が
安
置
さ
れ
、
祀
ら
れ
て
い
る
場

所
は
原
則
と
し
て
集
落
の
外
れ
、
家
々
が
と
ぎ
れ
る
地
点
で
、
道
路
が
交
差
す
る
か
、

T
字
状
の

辻
で

あ
る
。
ま
た
、
公
民
館
と
か
公
会
堂
の
脇
に
安
置
さ
れ
て
い
る
の
も

あ
る
。
道
祖
神
は
村
境
に
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
民
俗
学
の
概
説
書
や
辞
典
で

の

説

明
で
あ
る
が
、
大
平
の
道
祖
神
は
辻
で
あ
り
、
た
し
か
に
家
の
と
ぎ
れ
た
地
点

で

あ
る
が
、
村
境
と
い
う
判
断
は
必
ず
し
も
出
来
な
い
。
集
落
の
内
部
で
の
家
の
と

ぎ
れ
た
地
点
で
あ
っ
た
り
、
集
落
内
の
辻
で
あ
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
古
く

か

ら
の
位
置
と
は
い
え
な
い
が
、
公
民
館
や
お
堂
の
脇
に
あ
る
所
も
あ
る
。
横
代
や

大
井
、
山
口
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
祖
神
の
前
は
普
通
の
道
路
幅
よ

り
は
い
く
ぶ
ん
か
広
く
、
人
々
の
集
合
が
可
能
な
広
場
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
が
行

事
の

行

な
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
人
々
が

写真13大井のセーノカミ

容
易
に
集
ま
れ
る
場
所
に
祀
ら
れ

て

い

る
と
言
っ
た
方
が
適
切
な
表

現
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
。
道
祖

神
は
村
落
で
一
つ
で
あ
る
。
し
か

し
、
東
三
分
市
の
よ
う
に
、
ニ
カ

所
に

道
祖
神
が

あ
り
、
東
三
分
市

を

二
つ
に

分
け
た
南
町
と
東
町
が

そ
れ
ぞ
れ
別
々

に
祀
っ
て
い
る
の

も
あ
る
。
こ
れ
は
三
分
市
の
よ
う

に
、
村
落
が
大
き
い
場
合
に
限
ら

れ
て

お

り
、
大
平
で
は
道
祖
神
は

村
落
に
一
つ
が
原
則
で
あ
る
。

　
道
祖
神

と
い
う
表
現
は
大
平
で

は

使

用
し
な
い
。
大
平
の
人
々
は
、
こ
の
地
方
の
一
般
的
な
言
い
方
で
あ
る
セ
ー
ノ

カ
ミ
と
言
う
。
し
か
し
、
大
井
の
セ
ー
ノ
カ
ミ
の
像
は
、
他
の
道
祖
神
と
同
じ
よ
う

に
、
丸
彫
り
の
単
体
像
で
あ
る
が
、
そ
の
台
座
に
は
「
道
祖
神
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。

セ

ー
ノ
カ
ミ
は
子
供
の
神
様
だ
と
い
う
こ
と
を
大
平
の
ど
の
村
落
で
も
い
う
。
子
供

が

セ

ー
ノ
カ
ミ
の
石
像
に
乗
っ
た
り
し
て
も
怒
ら
な
い
し
、
い
た
ず
ら
し
て
も
怒
ら

な

い

と
い
う
。
ま
た
疫
病
を
防
い
で
く
れ
る
神
だ
と
も
い
う
。

　
セ

ー
ノ
カ
ミ
の
祭
り
は
、
他
の
地
方
と
同
様
に
、
正
月
の
ド
ン
ド
ヤ
キ
で
あ
る
。

ド
ソ
ド
ヤ
キ
は
正
月
の
一
四
日
で
あ
る
。
セ
ー
ノ
カ
ミ
の
前
や
近
く
に
各
家
か
ら
は

正

月
の
飾
り
を
集
め
て
積
み
上
げ
て
小
屋
を
作
り
、
男
子
が
そ
の
小
屋
に
集
ま
っ
て
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遊

び
、
ま
た
、
一
四
日
に
燃
し
た
。
こ
の
と
き
に
、
ど
の
村
落
で
も
セ
ー
ノ
カ
、
・
・
の

石
像
を
火
の
な
か
に
入
れ
て
燃
し
た
。
そ
の
た
め
に
セ
ー
ノ
カ
、
ミ
の
石
像
が
黒
く
焼

き
焦
げ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
セ
ー
ノ
カ
ミ
の
所
に
小
屋
を
作

る
こ
と
も
な
く
な
り
、
ま
た
ド
ソ
ド
ヤ
キ
を
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
ド
ン
ド
ヤ
キ
は
大
平
の
各
村
落
の
セ
ー
ノ
カ
ミ
の
祭
り
と
し
て
は
中
心

で
は
な

い
。
大
平
の
セ
ー
ノ
カ
ミ
は
正
月
で
は
な
く
、
夏
に
祀
ら
れ
る
。
ど
の
村
落

で

も
夏
の
土
用
前
後
に
セ
ー
ノ
カ
ミ
の
前
で
行
な
わ
れ
る
行
事
が
あ
る
。
特
別
な
名

称
が
な
く
、
そ
の
と
き
の
唱
え
言
か
ら
「
オ
ン
ボ
コ
ン
ボ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

下
で
い

く
つ
か
の
村
落
の
オ
ン
ボ
コ
ン
ボ
の
様
相
を
見
て
お
こ
う
。

　

政
戸
の

セ

ー
ノ
カ
ミ
は
旧
下
田
街
道
で
あ
る
県
道
沼
津
・
原
木
線
か
ら
集
落
に
通

じ
る
道
が
分
れ
る
辻
に
あ
る
。
そ
の
角
は
バ
ス
の
折
り
返
し
場
所
に
な
っ
て
お
り
、

広
場
と
い
っ
て
よ
い
。
や
は
り
丸
彫
り
単
体
像
で
あ
る
。
そ
の
セ
ー
ノ
カ
、
ミ
の
前
で
、

七

月
の
土
用
に
三
日
間
に
わ
た
り
行
な
わ
れ
る
。
行
事
の
名
称
は
単
に
オ
ネ
ガ
イ
と

言

う
だ
け
で
あ
る
。
政
戸
の
家
々
が
順
番
に
担
当
す
る
三
軒
の
ネ
ギ
バ
ン
（
禰
宜
番
）

の

家
の

女
性
が

世
話
役
と
な
っ
て
、
セ
ー
ノ
カ
ミ
の
前
に
ゴ
ザ
を
敷
き
、
ロ
ウ
ソ
ク

を

立
て

る
台
を
置
く
。
日
が
暮
れ
る
と
、
各
家
の
女
性
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
。
普

通
は

家
の
な
か
の
姑
に
あ
た
る
者
で
あ
る
が
、
主
婦
や
若
い
嫁
も
参
加
す
る
。
各
家

か

ら
一
人
ず
つ
出
る
の
が
原
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
総
勢
二
〇
名
余
り
が
ム
シ
ロ
の
上

に

座
っ
て
、
セ
ー
ノ
カ
ミ
の
前
に
大
量
の
ロ
ー
ソ
ク
を
点
し
、
セ
ー
ノ
カ
ミ
に
向
か

っ

て

経
文
を

皆
で

唱
え
る
。
中
心
に
な
る
人
が
数
珠
を
繰
り
、
ま
た
別
の
者
が
鉦
を

叩
い
て
リ
ズ
ム
を
と
る
。
唱
え
る
経
文
は
①
開
経
掲
、
②
繊
悔
掲
、
③
三
帰
依
文
、

④

「
オ

ン

ボ
、
コ
ン
ボ
、
テ
ザ
ラ
シ
、
テ
ン
ザ
ラ
シ
、
ゴ
ジ
ソ
ワ
カ
」
を
一
〇
〇
遍
、

⑤
十
句
観
音
経
、
⑥
薬
師
如
来
真
言
（
オ
ン
コ
ロ
コ
ロ
、
セ
ン
ダ
イ
、
マ
ト
ウ
ニ
ソ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
22

ワ
カ
）
、
⑦
祈
願
、
⑧
回
向
文
、
⑨
四
弘
誓
願
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
全
員
が
声
を
揃
　
2

え
て
唱
え
る
。
そ
し
て
、
終
了
後
は
そ
の
場
所
で
ネ
ギ
バ
ン
の
用
意
し
た
漬
け
物
を

お

茶
受
け
に
お
茶
を
飲
み
、
歓
談
す
る
。
こ
れ
を
三
日
間
続
け
る
。
こ
の
行
事
は
政

戸
の
子
供
が
病
気
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
祈
る
も
の
だ
と
い
う
。
八
月
末
に
は
オ
ハ

タ
シ
と
い
っ
て
一
晩
だ
け
同
じ
よ
う
に
集
ま
り
唱
え
る
。

　
南
蔵
の
セ
ー
ノ
カ
ミ
は
家
々
が
と
ぎ
れ
、
そ
こ
か
ら
共
同
墓
地
の
あ
る
山
へ
登
る

坂
道
が
分
れ
る
辻
の
所
に
あ
る
。
や
は
り
丸
彫
り
単
体
像
で
あ
る
。
こ
の
南
蔵
で
も

同
じ
時
期
に
オ
ソ
ボ
コ
ソ
ボ
が
セ
ー
ノ
カ
ミ
の
前
で
行
な
わ
れ
る
。
セ
ー
ノ
カ
ミ
の

前
に
ゴ

ザ

を
敷
き
、
そ
こ
に
南
蔵
の
女
性
た
ち
が
集
ま
り
、
ロ
ー
ソ
ク
を
点
し
、
お

題

目
を
唱
え
る
。
全
員
が
団
扇
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
「
南
無
妙
法
連
華
経
」
と
題
目

を
唱
え
る
。
そ
し
て
、
題
目
を
百
回
唱
え
た
後
、
「
オ
ソ
ボ
、
コ
ン
ボ
、
テ
ザ
ラ
シ
、

テ

ン

ザ

ラ
シ
、
コ
ビ
ソ
ワ
カ
」
と
唱
え
る
。
終
了
後
は
お
茶
と
お
菓
子
で
歓
談
す
る
。

ス

イ
ヵ
な
ど
も
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
八
月
末
に
オ
レ
イ
マ
イ
リ
（
お
礼
参
り
）
が

行

な
わ
れ
る
。
南
蔵
の
家
々
の
多
く
が
日
蓮
宗
円
教
寺
の
檀
家
で
あ
る
た
め
と
考
え

ら
れ
る
が
、
題
目
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
や
は
り
オ
ン
ボ
コ

ソ

ボ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
村
落
の
個
性
、
独
自
性
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

東

三
分
市
は

二
つ
の

セ

ー
ノ
カ
ミ
が
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に

地
域
別
に

祀
っ
て
い
る
。
東
三
分
市
の
東
町
の
セ
ー
ノ
カ
ミ
は
大
平
小
学
校
の
後
の

十
字
路
の
脇
に
あ
る
。
こ
こ
も
丸
彫
り
単
体
像
で
あ
る
が
、
全
体
に
摩
滅
が
激
し
く
、

一
体
は
頭
を

欠
損

し
て
い
る
。
七
月
の
お
盆
過
ぎ
に
三
日
間
セ
ー
ノ
カ
、
・
・
の
前
で
行

な
わ
れ
る
。
方
法
は
政
戸
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
セ
ー
ノ
カ
ミ
の
前
に
ゴ
ザ
を
敷
き
、
そ
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写真20東三分市のオンボコンボ

写真21三分市の天王さん（祭礼時）

こ
に
皆
で
座
り
、
「
オ
ソ
ボ
、
　
コ
ン
ボ
、
テ
ザ
ラ
シ
、
テ
ン
ザ
ラ
シ
、
ゴ
ジ
ソ
ワ
ヵ
」

と
百
回
唱
え
る
。
終
了
後
、
当
番
の
用
意
し
た
お
茶
、
お
茶
菓
子
、
果
物
等
を
食
べ
、

お
茶
を

飲
ん

で
お
喋

り
を
す
る
。
こ
の
行
事
の
世
話
を
す
る
当
番
は
三
軒
で
、
順
番

に
勤
め

る
。
夏
の
病
気
に
か
か
ら
な
い
た
め
に
す
る
の
だ
と
い
い
、
辻
か
ら
中
に
病

気
が
入

ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
行
事
だ
と
東
三
分
市
の
人
た
ち
は
説
明
し
て
く

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
オ
ン
ボ
コ
ソ
ボ
が
大
平
で
は
セ
ー
ノ
カ
ミ
の
主
要
な
行
事
と
な
っ
て

い

る
。
セ
ー
ノ
カ
ミ
に
つ
い
て
は
正
月
の
ド
ソ
ド
ヤ
キ
よ
り
も
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方

が

意
識

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
行
事
は
夏
の
土
用
前
後
に
行
な
わ
れ
、
ま
た
八
月
末
に

は
お
礼

と
か
オ
ハ
タ
シ
と
い
っ
て
同
じ
こ
と
を
す
る
。
オ
ン
ボ
コ
ソ
ボ
は
村
落
内
の

子
供
の
病
気
を
防
ぐ
た
め
だ
と
い
う
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
夏
の
伝
染
病
そ
の
他
の

危
険
な
病
気
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
地
方
で
あ
れ
ぽ
、
一
般
に
天

王

さ
ん
を
祀
る
こ
と
で
、
夏
の
病
気
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
大
平
の
各

村
落
は
そ
れ
を

セ

ー
ノ
カ
ミ
に
祈
る
の
で
あ
る
。
セ
ー
ノ
カ
ミ
は
外
か
ら
侵
入
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

く
る
危
険
な
霊
や
人
間
を
防
ぐ
神
で
あ
る
こ
と
は
通
説
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ

て
、
セ
ー
ノ
カ
ミ
に
夏
の
疫
病
の
阻
止
を
祈
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
前
節
で

見
て
き
た
よ
う
に
大
平
の
開
発
以
来
の
歴
史
は
狩
野
川
の
も
た
ら
す
水
害
と
の
戦
い

の

連
続
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
単
に
田
畑
が
水
に
流
さ
れ
、
土
砂
に
う
ず
も
れ
、
あ

る
い
は
水
漬
け
に
な
っ
て
、
生
産
が
で
き
な
く
な
る
事
態
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
水

が

も
た
ら
す
も
う
一
つ
の
脅
威
は
、
水
害
後
に
来
る
疫
病
の
流
行
だ
っ
た
こ
と
は
間

違
い

な
い
。
そ
れ
を
防
ぐ
行
事
を
セ
ー
ノ
カ
ミ
祭
祀
の
中
心
に
置
き
、
し
か
も
そ
れ

を

今
日
で
も
な
お
毎
年
実
行
し
て
い
る
こ
と
に
、
そ
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
大
平
の
民
俗
の
な
か
で
も
顕
著
な
存
在
で
あ
る
ツ
ジ

ギ

リ
と
オ
ン
ボ
コ
ソ
ボ
は
共
通
し
た
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
い
ず

れ

も
村
落
領
域
の
安
全
を
守
る
行
事
で
あ
る
。
し
か
も
、
特
定
の
季
節
に
お
け
る
危

険
に
対
処

し
よ
う
と
す
る
。
要
す
る
に
夏
の
危
険
な
状
態
に
陥
り
そ
う
な
自
分
た
ち

の

村
落
を
守
ろ
う
と
す
る
祈
願
行
事
な
の
で
あ
る
。
道
切
り
を
し
て
、
道
路
を
通
っ

て

入
っ
て
く
る
危
険
な
霊
や
人
間
を
阻
止
し
、
村
内
を
安
全
な
空
間
に
し
よ
う
と
す

る
。
そ
し
て
セ
ー
ノ
ヵ
ミ
の
祭
り
で
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
来
る
か
分
ら
な
い
疫

病
を
防
こ

う
と
す
る
。
も
と
も
と
子
供
の
神
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
セ
ー
ノ

カ
ミ
に
頼
っ
て
、
村
落
内
の
子
供
た
ち
の
安
全
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
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四
　
民
俗
の
示
す
歴
史

　

『
大
平
年
代

記
』
を
通
し
て
見
て
き
た
、
×
平
の
開
発
過
程
と
そ
の
後
の
狩
野
川

と
の
戦
い
の
連
続
が
、
大
平
の
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
民
俗
を
作
り
出
し
た
と

言

え
よ
う
。
道
祖
神
祭
祀
自
体
は
駿
東
か
ら
伊
豆
に
大
き
く
展
開
し
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
大
平
も
そ
の
分
布
地
域
内
の
一
村
落
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
道
切
り
行
事
も
全

国
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
し
、
大
平
の
よ
う
に
札
を

笹
竹
に
挟
ん

で
立
て

る
こ
と
も
ご
く
一
般
的
な
姿
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
道
祖
神

祭
祀
や
道
切

り
行
事
を
夏
に
重
点
を
置
い
て
行
な
っ
て
い
る
の
は
必
ず
し
も
一
般
例

と
は
言
え
な
い
。
大
平
が
開
発
形
成
過
程
で
背
負
っ
た
条
件
が
こ
の
よ
う
な
特
色
あ

る
領
域
を
め
ぐ
る
民
俗
を
作
り
出
し
、
維
持
さ
せ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
特
色
な
の

で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
歴
史
の
重
み
が
現
在
な
お
近
隣
の
諸
村
落
で
は
見
る
こ
と

の

な
い
ほ
ど
の
熱
心
さ
で
こ
の
二
つ
の
民
俗
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
種

の

行
事
は
周
辺
の
村
落
で
見
る
こ
と
は
珍
し
い
。

　
民
俗
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
、
保
持
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
は
も
ち
ろ
ん
日
本
列
島
全
体
を
単
位
と
す
る
歴
史

と
い
う
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
を
根
拠
に
比
較
研
究
と
か
重
出
立
証
法
と
い
う
資

料
操
作
法
で
処
理
し
て
し
ま
う
こ
と
は
明
ら
か
に
間
違
い
で
あ
る
。
そ
の
地
域
の
民

俗
の
指
示
す
る
歴
史
は
そ
の
伝
承
母
体
と
し
て
の
地
域
の
歴
史
で
あ
る
。
個
性
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

村
落
の

歴
史
が
個
性

あ
る
民
俗
を
生
み
出
し
、
保
持
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
民
俗

の

地
域
差
と
地
域
性
は
そ
れ
を
問
題
に
し
、
明
ら
か
に
す
る
研
究
課
題
で
あ
っ
た
。

大
平
の
民
俗
に

は
、
人
々
が
日
常
的
に
は
意
識
し
な
い
歴
史
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

　
付
記
　
こ
の
長
期
に
わ
た
る
大
平
で
の
調
査
に
際
し
て
は
多
く
の
方
々
の
ご
親
切

な
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
と
く
に
、
地
元
の
皆
様
に
は
多
大
の
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
た
。
ま
た
、
調
査
に
際
し
て
は
共
同
研
究
員
の
方
々
や
静
岡
県
史
編
さ
ん
委
員
会

民
俗
部
会
の
皆
様

と
も
ご
一
緒
し
て
大
平
を
訪
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
過

程
で
種
々
ご
教
示
い
た
だ
き
、
ま
た
調
査
成
果
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
文

の
記
述
に
も
少
な
か
ら
ず
そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ

た
い
。

　
な
お
、
当
初
の
計
画
で
は
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
蓄
積
の
上
に
あ
る
大
平
の
近
年

に
お
け

る
急
激
な
変
貌
過
程
を
記
述
し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
特
質
を
併
せ
考
え
る
予

定
で
あ
っ
た
が
、
諸
般
の
事
情
で
出
来
な
か
っ
た
。
別
の
機
会
に
果
た
し
た
い
。

註（
1
）
　
柳
田
國
男
の
周
圏
論
の
特
質
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
別
に
「
方
言
周
圏
論
と
民

　

俗
学
」
（
『
日
本
民
俗
学
方
法
序
説
』
一
九
八
四
年
、
所
収
）
で
論
じ
た
。

（
2
）
　
福
田
ア
ジ
オ
「
初
期
柳
田
國
男
の
研
究
と
現
代
民
俗
学
」
（
『
思
想
』
七
四
七
号
、
一

　
　
九
八
六
年
）
。

（
3
）
　
『
大
平
年
代
記
』
（
沼
津
市
立
駿
河
図
書
館
編
『
大
平
年
代
記
　
付
大
平
旧
事
記
・
大

　
　
平
道
之
記
』
沼
津
資
料
集
成
八
、
所
収
、
一
九
八
一
年
）
。

（
4
）
　
静
岡
県
教
育
委
員
会
県
史
編
さ
ん
室
編
『
大
平
の
民
俗
－
沼
津
市
ー
』
（
静
岡
県
史

　
　
民
俗
調
査
報
告
書
第
三
集
）
一
九
八
七
年
。

（
5
）
　
静
岡
県
駿
東
郡
役
所
編
『
静
岡
県
駿
東
郡
誌
』
一
九
一
七
年
、
一
二
二
四
頁
。

（
6
）
　
『
駿
河
記
』
は
駿
河
島
田
の
桑
原
藤
泰
（
伊
右
衛
門
）
が
個
人
的
努
力
で
文
化
一
五
年

　
　
（
一
八
一
八
）
に
完
成
さ
せ
た
駿
河
一
国
の
村
別
の
地
誌
で
あ
る
。

（
7
）
　
足
立
鍬
太
郎
校
訂
『
駿
河
記
』
下
巻
、
五
五
一
～
五
五
三
頁
。
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（
8
）
　
『
大
平
年
代
記
』
に
は
元
禄
一
四
年
の
所
で
「
此
時
二
大
平
大
小
二
百
七
拾
四
軒
、

　
　
尤
水
呑
ミ
、
地
借
リ
ホ
ハ
不
入
候
。
人
数
千
八
百
四
拾
三
人
」
（
前
掲
『
大
平
年
代
記
』

　
　
五
七
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
水
呑
、
地
借
の
表
現
が
あ
る
の
は
や
や

　
　
時
期
的
に
見
て
早
い
の
で
『
大
平
年
代
記
』
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
は
で
き

　
　
な
い
。

（
9
）
　
こ
の
絵
図
の
分
析
は
塚
本
学
「
大
平
村
下
絵
図
か
ら
」
（
『
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性

　
　
ー
中
間
報
告
1
ー
』
一
九
八
七
年
、
四
三
～
四
七
頁
）
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
要

　
　
旨
は
前
掲
『
大
平
の
民
俗
』
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
こ
の
貴
重
な
資
料
が
友
野
博
氏
の
多
大
な
努
力
に
よ
っ
て
活
字
化
さ
れ
刊
行
さ
れ
た

　
　
こ
と
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
1
）
　
友
野
博
「
『
大
平
年
代
記
』
解
題
」
（
前
掲
『
大
平
年
代
記
　
付
大
平
旧
事
記
．
大
平

　
　
道
之
記
』
五
頁
）
。

（
1
2
）
　
『
大
平
道
之
記
』
は
や
は
り
著
者
不
明
で
あ
る
が
、
大
平
の
名
所
案
内
記
で
あ
る
。

　
　
村
出
身
の
医
老
が
道
連
れ
に
な
っ
た
旅
の
僧
を
案
内
し
て
大
平
を
巡
る
形
式
で
記
述
さ

　
　
れ
て

い

る
。
そ
の
文
中
に
た
と
え
ば
「
最
早
元
和
四
年
ヨ
リ
今
明
和
五
迄
ワ
百
五
十
年

　
　
立
申
ナ
リ
」
等
と
書
か
れ
て
い
る
。
『
大
平
道
之
記
』
は
『
大
平
年
代
記
　
付
大
平
旧

　
　
事
記
・
大
平
道
之
記
』
（
沼
津
資
料
集
成
八
）
に
併
載
さ
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
友
野
氏
は
第
一
次
の
成
立
を
享
保
年
間
、
第
二
次
の
成
立
を
安
永
年
間
と
し
て
い
る

　
　
（
友
野
前
掲
「
『
大
平
年
代
記
』
解
題
」
五
頁
）
。
な
お
、
友
野
氏
が
『
大
平
道
之
記
』
の

　
　
成
立
を

明
暦
五
年
と
し
て
い
る
の
は
何
か
の
勘
違
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
4
）
　
前
掲
『
大
平
年
代
記
　
付
大
平
旧
事
記
・
大
平
道
之
記
』
八
六
頁
。

（
1
5
）
　
福
田
ア
ジ
オ
「
歴
史
民
俗
学
的
方
法
」
（
『
日
本
民
俗
研
究
大
系
』
第
一
巻
、
一
九
九

　
　
一
年
所
収
）
に
お
い
て
、
民
俗
を
記
述
し
た
文
字
資
料
の
価
値
と
そ
れ
に
基
づ
く
研
究

　
　
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
。

（
1
6
）
　
前
掲
『
大
平
年
代
記
　
付
大
平
旧
事
記
・
大
平
道
之
記
』
一
〇
頁
。

（
1
7
）
　
『
静
岡
県
史
料
』
第
一
輯
の
な
か
に
星
谷
文
書
と
し
て
二
一
点
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
最
も
古
い
文
書
は
天
文
六
年
の
北
条
氏
綱
の
制
札
で
あ
り
、
次
が
天
文
二
十
一
年
の
今

　
　
川
義
元
の
知
行
充
行
判
物
で
あ
る
。
戦
国
期
の
大
平
の
置
か
れ
た
位
置
が
う
か
が
え
る

　
　
文
書
群
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
星
谷
才
蔵
は
慶
長
一
九
年
に
常
陸
国
久
慈
郡
、
茨
城
郡
で
二
百
石
の
知
行
を
徳
川
家

　
　
康
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
（
星
谷
文
書
十
九
、
前
掲
『
静
岡
県
史
料
』
第
一
輯
、
六
〇

　
　
四
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
星
谷
氏
の
性
格
に
つ
い
て
は
高
橋
敏
「
初
期
代
官
江
川
家
に
つ

　
　
い

て
」
（
『
史
潮
』
一
〇
四
号
、
一
九
六
八
年
）
を
参
照
。

（
1
9
）
　
前
掲
『
大
平
年
代
記
　
付
大
平
旧
事
記
・
大
平
道
之
記
』
一
〇
頁
。

（
2
0
）
　
同
書
一
〇
頁
。

（
2
1
）
　
同
書
一
二
頁
。

（
2
2
）
　
同
書
＝
一
頁
。

（
2
3
）
　
同
書
一
四
頁
。

（
2
4
）
　
同
書
一
四
頁
。

（
2
5
）
　
同
書
一
七
頁
。

（
2
6
）
　
同
書
三
三
頁
。

（
2
7
）
　
同
書
三
五
頁
。

（
8
2
）
　
同
書
四
五
頁
。

（
2
9
）
　
同
書
一
一
頁
。

（
3
0
）
　
同
書
一
一
頁
。

（
3
1
）
　
同
書
二
一
頁
。

（
3
2
）
　
明
治
以
降
に
お
い
て
も
狩
野
川
対
策
は
大
平
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
と

　
　
く
に
水
害
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
狩
野
川
の
中
流
の
江
間
村
の
地
点
で
西
側
の
山
を
抜

　
　
い
て
海
へ
流
す
放
水
路
を
作
る
運
動
に
各
村
は
奮
闘
し
た
が
、
そ
の
一
員
に
大
平
村
は

　
　
常
に
存
在
し
た
。
こ
の
関
連
史
料
は
伊
東
愛
治
郎
編
『
狩
野
川
治
水
史
料
集
明
治
編
』

　
　
一
九
六
九
年
を
参
照
。

（
3
3
）
　
前
掲
『
大
平
年
代
記
　
付
大
平
旧
事
記
・
大
平
道
之
記
』
三
九
頁
。

（
3
4
）
　
同
書
三
九
頁
。

（
3
5
）
　
同
書
五
三
頁
。

（
3
6
）
　
同
書
五
七
頁
。

（
3
7
）
　
同
書
一
〇
頁
。

（
3
8
）
　
同
書
一
二
頁
。

（
3
9
）
　
同
書
一
五
頁
。

（
4
0
）
　
同
書
一
五
頁
。

（
4
1
）
　
同
書
三
五
頁
。

（
4
2
）
　
同
書
四
三
頁
。

（
4
3
）
　
同
書
三
五
頁
。

（
4
4
）
　
同
書
二
三
～
二
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晒

（
4
5
）
　
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
『
大
平
年
代
記
』
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
享
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保
九
年

（
一
七
二
四
）
の
山
の
入
会
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
平
が
大
き
く

　
　
西
方
と
東
方
に
分
れ
て
、
名
主
以
下
の
村
投
人
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
根
拠
を
置
い

　
　
て
、
東
方
の
三
分
市
、
政
戸
の
老
が
西
方
の
領
域
と
主
張
す
る
×
井
山
に
草
刈
に
行
っ

　
　
た
と
こ
ろ
、
阻
止
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
領
主
へ
の
訴
状
で
は
、
単
に
東
方
、
西
方
と

　
　
の
み
出
て
く
る
が
、
『
大
平
年
代
記
』
は
そ
の
当
人
た
ち
を
三
分
一
、
正
戸
の
者
と
し

　
　
て
記
述
し
て
い
る
（
同
書
六
七
～
七
〇
頁
）
。

（
4
6
）
　
大
平
の
ツ
ジ
ギ
リ
に
つ
い
て
は
す
で
に
中
間
報
告
で
も
記
述
し
て
い
る
。
福
田
ア
ジ

　
　
オ
「
村
落
空
間
と
村
境
」
（
前
掲
『
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
ー
中
間
報
告
1
ー
』
三
八

　
　
～
四
二
頁
）
。

（
4
7
）
　
伊
豆
か
ら
駿
東
に
か
け
て
の
道
祖
神
像
は
、
基
本
的
に
丸
彫
り
単
体
像
で
、
姿
は
笏

　
　
を

持
っ
た
神
像
で
あ
る
。
東
の
相
模
に
入
る
と
同
じ
単
体
で
も
僧
形
で
あ
る
。
こ
の
よ

　
　
う
な
形
状
の
地
域
差
に
つ
い
て
は
、
他
の
様
々
な
形
態
と
共
に
武
田
久
吉
「
形
態
別
に

　
　
見
た
道
祖
神
」
（
『
日
本
民
俗
学
の
た
め
に
』
第
十
輯
、
一
九
五
一
年
）
が
概
観
し
て
い

　
　
る
。

（
4
8
）
　
こ
こ
で
紹
介
し
た
以
外
の
村
落
の
オ
ソ
ボ
コ
ン
ボ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
大
平
の
民

　
　
俗
』
一
七
七
～
一
八
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
9
）
　
大
平
の
三
分
市
で
は
さ
ら
に
天
王
さ
ん
も
祀
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
東
西
で
一
緒
に
な

　
　
っ
て
祀
っ
て
お
り
、
七
月
二
二
日
を
祭
日
と
し
て
い
る
。
普
段
は
社
屋
も
な
い
が
、
祭

　
　
り
に
際
し
て
オ
フ
ク
ラ
と
呼
ば
れ
る
祠
を
据
え
て
、
そ
の
周
囲
を
麦
桿
で
ふ
い
て
覆
う
。

　
　
そ
し
て
毎
日
灯
明
を
当
番
制
で
各
家
が
点
し
に
来
る
。
祭
日
に
は
キ
ュ
ウ
リ
そ
の
他
の

　
　
供
物
を
供
え
る
。
ま
た
子
供
の
神
輿
が
練
り
歩
く
。
そ
し
て
、
九
月
一
五
日
の
風
祭
り

　
　
ま
で
そ
の
よ
う
に
し
て
社
を
置
き
、
途
中
で
何
回
か
の
行
事
が
あ
る
。
風
祭
り
が
終
わ

　
　
る
と
、
ま
た
解
体
し
て
し
ま
う
。
こ
の
天
王
さ
ん
は
牛
頭
天
王
で
、
大
平
で
疫
病
が
流

　
　
行
し
た
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
北
条
（
静
岡
県
田
方
郡
韮
山
町
北
条
）
か
ら
勧
請

　
　
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
『
大
平
年
代
記
』
が
慶
長
一
五
年
（
一
六

　
　
一
〇
）
の
こ
と
と
し
て
記
す
「
原
一
家
之
鎮
守
を
三
社
壱
所
二
建
立
。
是
よ
り
原
一
家

　
　
之
鎮
守
之
内
、
牛
頭
天
王
祭
礼
六
月
一
五
日
二
小
麦
之
餅
を
以
御
供
二
し
て
祭
ル
」
（
同

　
　
書
三
九
頁
）
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
5
0
）
　
同
様
に
、
近
世
成
立
期
の
村
落
の
置
か
れ
た
状
況
が
独
特
の
民
俗
を
形
成
さ
せ
、
今

　
　
に
そ
れ
を
保
持
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
南
伊
豆
の
山
随
祭
り
を
例
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
福
田
ア
ジ
オ
「
村
落
の
統
合
と
御
霊
信
仰
ー
伊
豆
加
増
野
の
山
随
祭
り
ー
」
（
『
静
岡
県

　
　
史
研
究
』
第
三
号
、
一
九
八
七
年
）
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
The　World　of　Folk　Customs　in　Ohira，　Numazu　City

FUKUTA　Azio

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べ
　　This　paper　reports　the　results　of　investigations　continuously　carried　out　at　Ohira　in

Numazu　City，　Shizuoka　Prefecture，　which　is　one　of　the　fixed　investigation　points　of

this　research　project．

　　The　investigation　was　conducted　with　the　presumption　that　the　individuality　of　an　area

should　have　been　strongly　influenced　or　formed　by　its　people’s　historical　consciousness

of　the　area；in　other　words，　people’s　consciousness　of　their　society　should　have　created

their　history．　The　author　aimed　to　approach　the　world　of　folk　history，　including　not

only　history　as　historical　facts，　but　also　history　as　it　exists　in　peoPle’s　consciousness，　or

sometilnes　the　fictional　world　of　created　history，　from　the　viewpoints　of　both　written

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ
documents　and　actual　folklore．　Fortunately，　there　exists　at　Ohira　an　interesting　historical

document　compiled　by　its　people，　which　is　a　chronicle　appropriate　for　clari丘ng　the　above

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　problem．　It　was　because　this　chronicle　exists　that　Ohira　was　des輌gnated　for　investigation．

Based　on　the　chronicle，　the　investigation　focused　on　an　examination　of　the　relationship

between　its　content　and　the　many　actual　folk　customs．　Almost　at　the　same　time，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム
another　investigation　was　carried　on　in　parallel　on　the　folk　customs　of　Ohira，　the

results　of　which　were　compiled　and　published　as　an　lnonographical　investigation　report

（Shizuoka　Prefectural　History，　Folk　customs　Investigation　Report　entitled“Folk　customs

　　　　of　Ohira”）．　In　this　paper　efforts　have　been　made　to　avoid　duplicating　the　above　report，

and　the　content　has　been　limited　to　foclls　on　an　understanding　of　the　characteristics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム
of　the　village；so　the　present　report　does　not　describe　the　folk　customs　of　Ohira　in

comprehensive　detail．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム
　　The　folk　characteristics　of　Ohira　may　be　understood　as　foollows；Its　process　of

development　and　subsequent　continued　struggle　against　the　Kano　River　created　the　folk

customs　which　have　been　handed　down　to　the　present．　The　worship　of　D6sojin（the

quardian　deity　at　the　village　borders）itself　has　developed　widely　from　Eastern　Suruga

　　　　　　　　　　　　ム
to　Izu，　and　Ohira　is　just　one　village　within　this　area　of　distribution．　The　Michikiri

（boundary－marking）ceremony，　which　has　spread　nationwide，　is　not　rare，　either．　The

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へcustom　of　erecting　a　charm　clipped　between　a　split　bamboo　stalk，　as　seen　at　Ohira，　is

also　a　normal　style．　Nevertheless，　it　is　not　usual　for　these　reUgious　services　toward

Dosojin　and　Michikiri　ceremonies　to　be　held　mainly　in　the　summer　season，　as　in　the
　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ

case　in　Ohira．　It　can　be　considered　that　the　circumstances　under　which　Ohira　has

developed　and　formed　have　created　and　maintained　the　characteristic　boundary．marking

folk　customs　described　above．　The　weight　of　history　may　still　preserve　these　two

customs　with　a　zeal　that　cannot　now　be　seen　in　neighboring　villages．
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