
日
本
の
村
落
空
間
と
広
場

福

田
ア
ジ
オ

一　

日
本
の
広
場
論
と
村
落

二
　
用
語
と
し
て
の
広
場

三
　
村
落
景
観
の
東
西

と
広
場

論

文

要

旨

　
広
場
は
都
市
特
有
の
装
置
で
あ
ろ
う
か
。
広
場
論
は
基
本
的
に
都
市
を
対
象
に
行
わ
れ

て

き
た
。
都
市
の
市
民
の
存
在
が
広
場
を
必
要
と
し
、
広
場
を
作
り
だ
し
て
き
た
と
す
る
。

し
か
し
、
都
市
形
成
の
前
提
と
し
て
の
農
村
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
都

市
が
農
村
か
ら
完
全
に
断
絶
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
本
稿
は
、
日
本
の
村
落
社

会
に

お

け
る
広
場
の
存
在
形
態
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
都
市
の
広
場
の
前
提
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
広
場
と
い
う
言
葉
は
近
世
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
広
場
に
相
当
す
る
民
俗
語
彙
と
し
て
は
ニ
ワ
と
ツ
ジ

が

あ
る
が
、
後
者
の
方
が
よ
り
人
々
の
集
合
空
間
と
し
て
の
意
味
が
強
い
。
そ
の
ツ
ジ
が

東

日
本
よ
り
も
西
日
本
に
お
い
て
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
村
落
景
観
や
村
落
内
部
秩
序
に
お
い
て
東
西

の

相
違
は
大
き
く
、
そ
れ
ら
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
が
人
々
の
集
合
空
間
で
あ
る
。

東
の

村
落
で

は
家
々
の
存
在
が
強
調
さ
れ
、
会
合
も
個
別
の
家
が
会
場
に
な
る
こ
と
が
多

く
、
西
で
は
人
々
が
集
合
す
る
施
設
が
設
け
ら
れ
て
き
た
。
野
天
に
お
け
る
集
会
の
た
め

の
空
地

も
西
に
お
い
て
発
達
し
て
い
る
。
そ
れ
は
集
落
の
物
理
的
な
あ
り
方
に
よ
っ
て
も

大

き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
東
の
集
落
は
屋
敷
と
屋
敷
の
間
に
田
畑
が
あ
り
、
そ
こ
が
臨

時
的
に
集
合
空
間
と
な
っ
た
が
、
西
の
集
落
は
家
々
が
壁
を
連
ね
、
軒
を
接
し
て
い
る
の

で
、
人
々
の
集
合
空
間
を
集
落
内
に
計
画
的
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

日本の村落空間と広場
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一　

日
本
の
広
場
論
と
村
落

O
　
都
市
論
と
広
場

　
日
本
の
都
市
に
は
広
場
は
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
広
場
は
市
民
社
会
と

と
も
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
は
る
か
な
昔
の
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
や
古
代

ロ

ー
マ
の
都
市
に
遡
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
市
民
社
会
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
東

洋
に
は
広
場
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の
代
表
は
羽
仁
五
郎
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
羽
仁
は
古
典
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
に
は
ア
ゴ
ラ
が
あ
り
、
市
民

が

そ
こ
に
集
合
し
て
自
分
た
ち
の
ポ
リ
ス
の
意
思
を
決
定
し
た
し
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

時
代
の
フ

ィ
レ
ン
ツ
エ
に
お
い
て
も
広
場
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
し
、
そ
れ

に

引
き
換
え
日
本
の
都
市
と
さ
れ
る
所
に
は
広
場
は
な
か
っ
た
、
し
た
が
っ
て
真
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

都
市

と
は
言
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
日
本
の
都
市
に
は
、
そ
の
住
民
が
集
ま
り
、
議
論
を
し
、
物
事
を
決
定
す
る
よ
う

な
空
間
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
人
々
が
集
会
を
開
く
と
か
、
そ

こ
に
結
集
し
て
示
威
行
動
を
す
る
た
め
の
空
間
は
常
設
的
に
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ

も
そ
も
広
場
と
い
う
言
葉
自
体
が
日
常
的
な
用
語
と
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
。
す
で

に

紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
広
場
と
い
う
言
葉
は
空
き
地
と
い
う
意
味
で
は
古
く

か

ら
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
が
、
そ
れ
が
人
々
が
集
ま
る
た
め
の
空
間
の
意
味
を

も
っ
た
の
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、

市
民
が
集
合
し
た
り
、
集
会
を
開
く
た
め
の
施
設
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
人
々
が
自

由
に
出
入
り
し
て
、
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
空
間
で
も
な
か
っ
た
。
多
く

が
管
理
さ
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
広
場
を
市
民
の
集
ま
る
空
間
と
い
う
よ
う
に
特
定
の
意
味
の
み
で
把
握

し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
広
場
は
人
々
が
集
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
空

間
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
定
の
土
地
が
空
き
地
と
な
っ
て
お
り
、
建
物
そ
の
他
の
構
築

物
が
な
く
、
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
、
あ
る
い
は
集
め
ら
れ
る
空
間
で
あ
る
。
自
発

的
に
集
ま
り
、
自
分
た
ち
の
問
題
を
議
論
し
、
決
定
す
る
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま

た
権
力
が
強
制
的
に
人
々
を
集
め
て
、
命
令
を
伝
え
た
り
、
儀
礼
を
見
せ
た
り
す
る

場
で

も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
羽
仁
も
権
力
が
民
衆
を
集
め
て
支
配
す
る
た
め
に
機
能
す

る
広
場
の
存
在
は
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
広
場
の
意
義
を
見
い

だ

さ
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
広
場
の
理
想
型
を
市
民
の
結
集
の
場
に
置
い

た

の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
想
型
に
お
い
て
現
実
の
空
間
と
し
て
の
広

場
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
存
在
す
る
特
定
の
姿
の
空
間
を
無
視
す
る
、
あ
る

い

は
見
落
と
す
危
険
性
を
孕
ん
で
お
り
、
問
題
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
広
場
は
都
市
特
有
の
装
置
で
あ
ろ
う
か
。
広
場
論
は
基
本
的
に
都
市

を
対
象
に
行
わ
れ
て
き
た
。
都
市
の
市
民
の
存
在
が
広
場
を
必
要
と
し
、
広
場
を
作

り
だ
し
て
き
た
と
す
る
。
古
典
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
に
は
必
ず
の
よ
う
に
ア
ゴ

ラ
が
存
在
し
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
最
も
明
白
な
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
の
各
時

代
の
歴
史
の
な
か
で
広
場
は
常
に
都
市
の
構
造
と
関
連
付
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
て
き

た
。
都
市
の
結
集
の
場
と
し
て
の
広
場
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
都
市
以
外
の
集
落
に

は
広
場
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
都
市
以
外
で
は
空
間
と
し
て
の

空

き
地
は
あ
っ
て
も
広
場
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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⇔

都
市
と
農
村

　
都
市
の
市
民
と
広
場
を
結
び
つ
け
る
考
え
は
、
必
然
的
に
広
場
を
都
市
特
有
の
存

在
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
都
市
形
成
の
前
提
と
し
て
の
農
村
の
存
在
を
無

視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
都
市
が
農
村
か
ら
完
全
に
断
絶
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で

は
な
い
。
都
市
民
は
農
村
か
ら
の
系
譜
を
背
負
い
、
農
村
の
文
化
を
継
承
し
、
農
民

と
し
て
の
行
動
規
範
を
引
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
世
界
各
地
の
文
化

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
様
相
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
地
方
の
農
業
・
農
村
が

作

り
だ
し
て
き
た
も
の
を
基
本
に
し
て
お
り
、
都
市
の
文
化
も
そ
の
上
に
展
開
し
て

い

る
。
そ
の
基
礎
の
相
違
が
、
文
化
の
地
方
差
を
外
に
向
け
て
示
す
こ
と
に
な
っ
て

い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
代
日
本
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
週
刊
誌
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン

雑
誌
が
特
集
を
組
ん
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
東
京
と
大
阪
で
は
人
々
の
行
動
様

式
や

生
活
ス

タ
イ
ル
に
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
東
は
地
味
で
秩
序
維
持
の
傾
向

が
強
く
、
西
は
派
手
で
個
性
的
、
競
争
心
が
強
い
。
そ
の
相
違
は
し
ば
し
ば
都
市
形

成
過
程
の
相
違
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
絶
え
ず
政
治
権
力
と
の
関
係
で

発
展
し
て
き
た
東
京
と
自
力
で
都
市
形
成
を
し
た
大
阪
と
の
違
い
が
今
日
の
東
京
、

大
阪
の

人
々

の
気
質
の

違
い
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
違
い
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
西
の
生
活
ス
タ
イ
ル
の
大
き
な
相
違
は
、
二
つ
の

都
市
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
東
京
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
周
辺
の
関

東
地
方
の

人
々

の

あ
り
方
に
共
通
し
て
お
り
、
他
方
大
阪
の
人
の
も
の
の
考
え
方
や

行
動
様
式

は
近
畿
地
方
に
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
都
市
の
み

の

問
題
と
し
て
、
現
代
都
市
の
生
活
を
把
握
し
、
解
釈
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。

都
市

と
農
村
を
含
ん
だ
広
域
的
な
地
方
の
文
化
の
特
質
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。　

以
下
で

は
、
日
本
の
村
落
社
会
に
お
け
る
広
場
の
存
在
形
態
を
考
察
す
る
こ
と
で
、

都
市
の
広
場
の
前
提
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
都
市
に
形
成
さ
れ

て

き
た
広
場
は
欧
米
的
な
観
念
で
の
広
場
に
は
一
致
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
日
本
の

広
場
の
意
義
を
、
都
市
を
生
み
出
し
た
農
村
の
あ
り
方
か
ら
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

従
来
か
ら
広
場
が
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
広
場
に
人
々
が
集
合
し
て
、
そ
こ
で
議

論

し
た
り
、
協
議
し
た
り
、
共
同
の
儀
礼
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
連
帯
し
、
一

体
化

す
る
こ
と
に
意
味
を
見
い
だ
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
間
接
的
な
制
度
が
近
代

に

発
達

し
た
こ
と
に
対
し
て
、
人
々
が
直
接
互
い
に
接
し
て
、
そ
こ
で
連
帯
の
感
覚

を
獲
得
す
る
こ
と
に
広
場
の
意
義
は
見
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
日
本
の
村
落
社
会
で
広

場
を
問
題
に
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
日
本
に
お
け
る
人
間
的
な
接
触
の
歴
史
を
明

ら
か
に
し
、
そ
れ
が
現
代
の
都
市
社
会
に
お
い
て
も
意
義
を
も
つ
か
ど
う
か
を
検
討

す
る
た
め
で
あ
る
。

日
　
広
場
の
範
囲

　
そ
こ
で
、
取
り
敢
え
ず
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
広
場
の
範
囲
を
決
め
て

お

こ
う
。
広
場
は
人
間
に
よ
っ
て
物
理
的
に
創
出
さ
れ
た
一
定
の
空
間
で
あ
る
。
人
々

が
集
ま
り
、
人
々
が
一
定
の
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
空
間
で
あ
る
が
、
社
会

的
に

は
一
定
の
資
格
を
有
す
る
者
だ
け
が
集
ま
る
と
か
入
る
の
に
入
場
料
と
か
木
戸

銭
を
取
る
と
い
う
よ
う
な
条
件
を
付
け
て
制
限
を
加
え
な
い
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。

屋
敷
内
に
囲
い
こ
ま
れ
た
り
、
農
場
内
に
設
定
さ
れ
た
空
き
地
は
そ
の
限
り
で
は
限

11
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定

さ
れ
た
人
間
の
み
が
入
る
こ
と
が
で
き
る
空
間
で
あ
る
か
ら
、
広
場
と
は
把
握
し

な
い
。
同
様
に
、
現
代
社
会
で
広
場
の
よ
う
な
姿
を
示
す
も
の
に
校
庭
が
あ
る
。
し

か

し
、
校
庭
は
垣
根
・
塀
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
校
門
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
、
必
ず
し

も
誰
で
も
が
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
入
場
料
を
取
る
公
園
、
庭
園
等
も
広

場

と
は
把
握
し
な
い
。
広
場
は
不
特
定
多
数
の
人
々
が
集
合
し
、
何
ら
か
の
共
通
の

行
動
様
式

を
と
る
こ
と
が
で
き
る
空
間
で
あ
る
と
把
握
し
て
お
く
。
出
入
り
自
由
が

広
場
の
要
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
恒
常
的
に
空
間
が

確
保
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
臨
時
的
に
人
々
が
集
合
で
き
る
空
間
が
出
現
す
れ

ば
、
そ
の
限
り
で
も
広
場
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
大
き
な
ド
ー
ム
や
講

堂
・
体
育
館
の
よ
う
な
建
築
物
の
内
部
に
お
い
て
も
出
入
り
自
由
に
開
放
さ
れ
て
、

人
々

が
集
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
建
物
内
の
空
間
も
広
場
と
し
て
の
性
格
を

も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
考
察
の
対
象
に
加
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

二
　

用
語
と
し
て
の
広
場

O
　
広
場
以
前
と
以
外

　
広
場
と
い
う
日
本
語
は
近
世
以
前
か
ら
す
で
に
存
在
し
た
。
そ
の
用
例
も
幾
つ
か

　
　
　
　
　
（
2
）

紹
介

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
空
間
、
空
き
地
の
意
味
で
あ
り
、
人
々

が
集
合
す
る
と
い
う
社
会
的
な
意
味
は
伴
っ
て
い
な
い
。
広
場
が
人
々
に
と
っ
て
社

会
的
な
意
味
を
も
つ
言
葉
で
な
か
っ
た
こ
と
は
二
つ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
。

一
つ
は

民
俗
語
彙

と
し
て
広
場
が
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
各
地

の

村
落
社
会
の

自
分
た
ち
の
生
活
の
な
か
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
語
彙
を
民
俗
語
彙
と

い

う
が
、
そ
の
語
彙
の
な
か
に
は
広
場
と
い
う
言
葉
や
広
場
と
結
び
つ
け
た
言
葉
は

な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
二
つ
目
は
、
広
場
が
固
有
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
近
世
以
前
の
村
落
あ
る
い
は
町
で
、
一
定

の
空

き
地
が
広
場
と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
て
、
目
印
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
用
例

は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
人
々
が
出
入
り
自
由
に
集
合
で
き
る
空
間
と
い
う
意
味
で
広

場
が
存
在

し
な
か
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
単
に
人
々
が
集
合
す
る
場
と
し
て
の
広

場
の

意
味
も
な
か
っ
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
で
は

広
場

と
い
う
言
葉
は
ご
く
日
常
的
な
存
在
で
あ
る
。
農
村
社
会
に
お
い
て
も
広
場
と

い

う
言
葉
が
各
種
の
施
設
の
名
前
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
子
供
広
場
、
草
の
根

広
場
、
駅
前
広
場
、
お
祭
り
広
場
等
多
く
の
広
場
と
呼
ば
れ
る
空
間
が
存
在
す
る
。

そ
れ
ら
の
呼
称
が
何
時
ご
ろ
か
ら
登
場
し
た
の
か
確
認
し
て
み
る
と
、
す
べ
て
こ
の

数
十
年
の

間
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
第
二
次
大
戦
前
か
ら
広
場
と
い
う

呼
称
が
使
用

さ
れ
て
い
た
例
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
広
場
は
欧
米
の
都

市
の
ス

ク
エ
ア
と
か
プ
ラ
ザ
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う

に

な
り
、
次
第
に
人
々
の
集
ま
る
空
間
を
言
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
も
の
と
推
定
さ

れ

る
。
日
本
語
の
単
語
と
し
て
広
場
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
普
及
し
、
人
々
の
集
ま
る

空
間
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く
近
年
に
属
す
る
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

　
も
し
も
、
広
場
と
い
う
用
語
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
先
に
一
応
取
り
上

げ
る
範
囲
と
し
て
決
め
た
広
場
あ
る
い
は
そ
の
一
部
を
示
す
民
俗
語
彙
も
し
く
は
近

世
以
来
の
言
葉
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
表
示
す
る
言
葉
が
な
け
れ
ば
、
人
々
の

12
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観
念
と
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
日
本

社
会
に

広
場
に
相
当
す
る
空
間
を
認
識
す
る
用
語
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
非
常
に
重

要

な
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
先
ず
注
目
さ
れ
る
民
俗
的
な
言
葉
を
二
つ
取
り
出
し

て

検
討
し
て
み
よ
う
。
い
ず
れ
も
一
定
の
空
間
を
表
現
し
て
い
る
。
一
つ
は
ニ
ワ
（
庭
）

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
ツ
ジ
（
辻
）
で
あ
る
。

⇔
　
ニ
ワ

　
ニ

ワ
は
現
在
で
は
庭
園
の
意
味
で
あ
る
。
特
定
の
家
屋
敷
内
に
囲
い
こ
ま
れ
た
空

間
で
あ
り
、
庭
木
、
庭
石
あ
る
い
は
池
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
鑑
賞
用
の
施
設
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
出
入
り
自
由
な
空
間
で
は
な
い
。
そ
の
家
屋
敷
に
関
係
す

る
特
定
の
者
だ
け
が
出
入
り
し
、
鑑
賞
す
る
空
間
で
あ
る
。
こ
の
鑑
賞
用
の
空
間
と

し
て
の
庭
は
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
般
的
に
は
ニ
ワ
は
別
の
意
味

を
与
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
に
わ
」
の
項
目
は
次

の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
①
何
か
を
行
う
た
め
の
場
所
。
何
か
の
行
事
の
行
わ
れ
る
そ
の
場
所
、
②
広
い
水

面
、
海
面
、
③
家
屋
の
回
り
の
空
地
、
の
ち
、
草
木
を
植
え
、
築
山
、
泉
水
を
し
つ

ら
え
た
所
を
さ
し
て
い
う
。
庭
園
。
④
土
間
。
家
の
入
口
、
台
所
、
店
先
な
ど
の
土

間
。　

こ
の
辞
典
の
解
説
は
、
ニ
ワ
と
い
う
言
葉
が
本
来
広
い
意
味
で
あ
っ
た
の
が
、
次

第
に
限
定
さ
れ
た
空
間
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
『
日
本
国
語
大
辞

典
』
の
第
一
番
目
の
意
味
は
、
人
々
の
集
合
す
る
空
間
と
し
て
の
広
場
の
意
味
を
持
っ

て

い

る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
網
野
善
彦
は

庭
を
定
義
し
て
「
人
が
何
か
を
行
う
た
め
の
広
い
場
所
。
広
場
」
と
し
、
多
く
の
庭

の

用
例
を
掲
げ
、
「
戦
闘
、
交
易
、
芸
能
、
仏
神
事
の
行
わ
れ
る
場
所
は
、
み
な
庭
で

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
現
実
の
日
本
社
会
で
こ
の
よ
う
な
人
々
の
集
合
す
る
空
間
と
し
て
直
接

的
に
ニ
ワ
を
使
用
し
て
い
る
例
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
現
実
の
ニ
ワ

の

使
用
例
の
な
か
に
広
場
的
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
各
地
で
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
様
々
な
民
俗
的
な

ニ

ワ
の
用
例
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ニ
ワ
は
民
俗
語
彙
と
し
て
単
独
で

使
用

さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
言
葉
と
結
び
つ
い
て
も
使
わ
れ
る
。
そ
の
基
本
民

俗
語
彙

と
し
て
示
さ
れ
る
ニ
ワ
は
二
つ
の
空
間
を
指
し
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
場
合

に

よ
っ
て
は
も
う
二
つ
の
意
味
が
追
加
さ
れ
る
。

　

そ
の
第
一
の
意
味
は
、
農
家
の
母
屋
内
の
土
間
の
意
味
で
あ
る
。
農
家
に
は
母
屋

の

三
分

の
一
程
度
を
占
め
て
、
床
の
な
い
、
土
間
の
空
間
が
あ
る
の
が
原
則
で
あ
っ

た
。
土
間
の
奥
の
部
分
に
は
竈
が
あ
り
、
煮
た
き
を
す
る
た
め
の
場
所
と
な
っ
て
い

た

が
、
前
の
部
分
は
た
た
き
の
ま
ま
で
、
隅
に
平
た
い
石
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
程

度
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
何
も
な
い
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
こ
こ
を
ニ
ワ
と
呼
ぶ
。
こ

の

ニ

ワ
は
作
業
場
で
あ
っ
た
。
雨
天
の
と
き
に
は
道
具
や
機
械
を
入
れ
て
こ
こ
で
農

作
業

を
し
た
。
特
に
収
穫
作
業
は
こ
こ
で
行
わ
れ
た
。
ま
た
夜
に
は
夜
な
べ
仕
事
を

し
た
。
ニ
ワ
の
隅
の
石
は
、
そ
の
上
に
藁
を
の
せ
て
木
槌
で
打
っ
て
、
柔
ら
か
く
し

た
。
そ
れ
が
藁
細
工
の
原
料
で
あ
っ
た
。
夜
な
べ
仕
事
と
し
て
藁
細
工
を
す
る
た
め

に

は
ま
ず
こ
の
藁
打
ち
が
大
き
な
作
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
母
屋
内
部
の
作
業

場

と
し
て
の
ニ
ワ
は
誰
も
広
場
空
間
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
庭
園
と
し
て
の
二

13



国立歴史民俗博物館研究報告　第67集（1996）

ワ
以
上
に
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
あ
り
、
広
場
の
イ
メ
ー
ジ
に
適
合
し
な
い
。

　
ニ
ワ
の
第
二
の
意
味
は
、
第
一
の
意
味
と
密
接
に
関
連
す
る
。
ニ
ワ
は
母
屋
の
前

に

広
が
る
空
間
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
庭
園
の
意
味
で
の
ニ

ワ
に
接
続
す
る
。
農
家
の
屋
敷
取
り
に
は
地
方
差
が
あ
り
、
そ
の
内
部
の
施
設
な
ど

の

配
置
も
多
様
で
あ
る
が
、
多
く
の
地
方
で
は
母
屋
の
前
に
は
広
い
空
間
が
設
け
ら

れ
て

い

る
。
そ
こ
を
ニ
ワ
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
も
作
業
場
で
あ
る
。
田
畑
で
栽
培

し
た
作
業
を
収
穫
し
て
、
こ
こ
に
持
ち
か
え
り
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
を
行
う
。
穀
物
で

あ
れ
ば
、
脱
穀
か
ら
精
米
に
い
た
る
一
連
の
作
業
で
あ
る
。
ま
た
各
種
の
農
作
物
を

乾
燥
さ
せ
る
た
め
に
こ
こ
に
広
げ
る
。
し
た
が
っ
て
、
母
屋
内
の
土
間
で
あ
る
ニ
ワ

と
母
屋
前
の
ニ
ワ
は
機
能
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
用
途
で
使
用
さ
れ
て

き
た
。
晴
天
に
は
母
屋
の
前
の
ニ
ワ
で
作
業
を
し
、
雨
天
や
夜
に
は
母
屋
内
の
ニ
ワ

で
同
じ
作
業
を
し
た
。
ニ
ワ
シ
ゴ
ト
で
あ
る
。
と
も
に
同
じ
く
ニ
ワ
と
呼
ば
れ
る
所

以
で
あ
る
。

　

こ
の
作
業
場
と
し
て
の
母
屋
の
前
の
ニ
ワ
は
時
と
場
所
に
よ
っ
て
一
定
の
儀
礼
空

間

と
な
り
、
人
々
が
集
う
場
と
な
る
。
た
と
え
ば
葬
儀
に
際
し
て
、
出
棺
儀
礼
の
場

で
あ
り
、
ニ
ワ
で
三
回
左
回
り
に
回
っ
て
か
ら
野
辺
送
り
に
出
発
す
る
の
は
ど
こ
で

も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
民
俗
芸
能
や
神
事
に
お
い
て
特
定
の
家
の
母

屋
の
前
の
ニ
ワ
が
儀
礼
や
芸
能
を
行
う
空
間
と
な
る
。
先
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

の
①
の
「
何
か
の
行
事
の
行
わ
れ
る
そ
の
場
所
」
の
意
味
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ

の

よ
う
な
儀
礼
空
間
に
転
化
す
る
母
屋
の
前
の
ニ
ワ
は
、
そ
こ
に
多
く
の
人
々
を
集

め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
祭
礼
時
の
芸
能
や
儀
礼
は
不
特
定
多
数
の
人
々
が
そ
こ

に

入
っ
て
く
る
こ
と
を
拒
ま
な
い
。
明
ら
か
に
広
場
的
な
要
素
が
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
日
常
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
臨
時
的
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
場

面
で
あ
る
。

　
ニ
ワ
の
第
三
の
使
用
例
は
、
村
組
を
示
す
庭
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
限
定
さ
れ

た
地
方
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
通
常
ム
ラ
の
中
を
小
集
落
を
単
位
に
し
て
幾
つ

か
に

区
分
し
、
村
落
運
営
組
織
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
学
術
用
語
で
い
う
村
組
で
あ

る
が
、
神
奈
川
県
西
部
の
足
柄
地
方
の
村
落
で
は
、
そ
れ
を
ニ
ワ
と
表
現
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
上
庭
、
中
庭
、
下
庭
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
庭
単
位
で
各
種
の
講
集
団

の

行
事
を
行
い
、
ま
た
村
落
運
営
の
分
担
組
織
と
も
な
っ
て
い
る
。
同
様
な
語
源
を

持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
の
が
や
は
り
神
奈
川
県
中
央
部
の
境
川
流
域
に
見
ら
れ
る
ニ

ワ
バ
（
庭
場
）
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
や
は
り
村
組
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
の
ニ
ワ
は
空
間
と
し
て
は
一
つ
の
集
落
全
体
を
指
し
示
し
て
お
り
、
人
々

が
物
理
的
に
集
ま
る
空
間
の
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
家
と
か
屋
敷
に
囲
い
こ
ま

れ
た
空
間
で
な
い
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
ろ
う
。

　
他
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
四
番
目
の
ニ
ワ
の
意
味
は
、
芸
能
を
上
演
す
る
空
間
の
意

味
で
あ
る
。
第
一
、
第
二
の
ニ
ワ
は
私
的
に
囲
い
こ
ま
れ
た
家
屋
敷
内
の
空
間
で
あ

り
、
労
働
の
空
間
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
四
の
ニ
ワ
は
そ
れ
と
連
続
す
る
面
を
も

ち
な
が
ら
、
異
な
る
様
相
を
示
す
。
民
俗
芸
能
が
上
演
さ
れ
る
の
は
必
ず
し
も
舞
台

で

は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
神
事
芸
能
と
し
て
の
神
楽
の
よ
う
に
神
社
境
内
に
神
楽
殿
が

設

け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
上
演
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
道
路
や
神
社
境

内
、
寺
院
境
内
で
あ
り
、
大
地
の
上
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
上
演
す
る
場
が
ニ
ワ
で
あ

り
、
各
地
の
芸
能
で
そ
の
会
場
へ
入
る
こ
と
を
ニ
ワ
イ
リ
と
言
う
。
そ
し
て
芸
能
の

演
目
の
一
つ
と
し
て
ニ
ワ
を
ほ
め
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
上
演
さ
れ
る
芸
能
の
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単
位
が
ニ
ワ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
。
静
岡
県
西
部
の
遠
州
大
念
仏
は
、
念
仏
を

依
頼

さ
れ
た
家
に
練
り
込
む
際
に
ニ
ワ
バ
ヤ
シ
で
勢
い
を
つ
け
る
。
そ
し
て
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

大
念
仏

を
す
る
こ
と
を
「
ト
ツ
タ
カ
を
一
庭
申
す
」
と
言
う
。
こ
の
ニ
ワ
は
先
の
母

屋
の

前
の
ニ
ワ
で
儀
礼
や
芸
能
を
上
演
す
る
と
き
に
の
み
使
用
さ
れ
る
用
法
で
は
な

い
。
神
社
の
境
内
や
水
田
の
な
か
に
特
設
し
た
空
間
で
も
ニ
ワ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
民
俗
的
な
ニ
ワ
の
あ
り
方
を
見
て
く
る
と
、
た
し
か
に
ニ
ワ
も
垣
根

や

塀
で
囲
い
こ
ま
れ
、
私
的
に
占
有
さ
れ
、
人
々
が
自
由
に
出
入
り
で
き
な
い
空
間

で

は
な
く
、
人
々
が
集
い
、
行
事
を
行
う
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
現
実
の
庭
園
に
限
定
さ
れ
た
ニ
ワ
で
は
な
く
、
幅
広
い
意
味
を
も
っ
た
ニ
ワ
を

日
本
の
広
場
論
の
展
開
の
な
か
で
は
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

広
場
と
し
て
の
ニ
ワ
も
現
実
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

日
　
ツ
ジ

　
ツ

ジ
（
辻
）
は
果
し
て
広
場
の
よ
う
な
一
定
の
面
積
を
も
っ
て
空
間
と
し
て
把
握

で

き
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
ツ
ジ
と
い
う
言
葉
は
一
定
の
空
間
が
そ
こ
に
存
在

す
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
語
源
的
に
は
、
ツ
ジ
は
道
路
が
交
じ
り
合

う
地
点
を
指
し
示
し
て
い
る
し
、
ま
た
今
日
の
実
際
の
使
用
方
法
も
十
字
路
と
か
丁

字
路
の
よ
う
な
道
路
の
交
差
点
を
指
し
て
い
る
。
幾
つ
か
の
日
本
語
の
辞
典
が
説
明

す

る
よ
う
に
、
道
路
が
十
文
字
に
交
差
す
る
地
点
が
辻
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
転

化
拡
大

し
た
用
法
が
数
多
く
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
辻
は
合
計
の
意
味
に
使
用
さ

れ

る
が
、
そ
れ
は
道
が
合
流
す
る
と
い
う
こ
と
に
発
し
て
合
計
の
意
味
に
な
っ
た
も

の

と
解
釈
で
き
る
。

　

こ
の
ツ
ジ
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
今
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

国
語
辞
典
を
み
て
も
様
々
な
ツ
ジ
を
記
し
て
い
る
。
辻
占
い
、
辻
切
り
、
辻
堂
、
辻

君
な

ど
辻
を
頭
に
い
た
だ
い
た
多
く
の
関
連
語
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
笹
本
正
治

は
、
こ
の
よ
う
な
ツ
ジ
の
多
様
な
あ
り
方
を
豊
富
な
資
料
に
よ
っ
て
検
討
し
、
ツ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の

本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
笹
本
は
、
ム
ラ
の
中
心
に
お
け
る
道
路
の
交

差
す
る
ツ
ジ
と
ム
ラ
の
境
と
し
て
の
ツ
ジ
の
二
つ
の
意
味
を
第
一
次
的
に
取
り
出
し
、

さ
ら
に
ツ
ジ
は
こ
の
世
と
他
界
と
の
接
点
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
そ
の
第
一
次
的
な

ツ
ジ
の
二
つ
の
意
味
の
摘
出
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
が
他
界
と
の
接
点

と
い
う
解
釈
は
多
く
の
人
々
が
採
用
す
る
手
順
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
も
う
少
し
論

証
が
必
要
で
あ
る
し
、
ま
た
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
多
様
な
ツ
ジ
の
あ
り
方
を

把
握
す

る
た
め
の
装
置
と
し
て
は
短
絡
的
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
問
題

と
す
る
人
々
の
集
合
空
間
と
し
て
の
ツ
ジ
は
他
界
を
論
じ
る
前
に
検
討
さ
れ
る
べ
き

事
項
と
言
え
よ
う
。

　
民
俗
的

あ
り
方
に
お
い
て
も
ツ
ジ
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
『
綜
合
日
本
民
俗
語

彙
』
の
ツ
ジ
関
連
項
目
は
実
に
多
く
の
語
彙
を
収
録
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ツ
ジ
が

単
に

道
路
の
交
差
点
の
み
の
意
味
で
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
そ
の
ツ
ジ

を
冠
し
た
語
彙
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（
定
義
的
な
説
明
の
部
分
の

み
を
引
用
す
る
）
。

　
　
ツ

ジ
イ
ワ
イ
　
高
知
県
で
は
師
走
に
男
が
死
に
、
正
月
に
女
が
死
ぬ
と
辻
祝
を

　
　
す
る
。

　
　

ツ
ジ
ウ
リ
　
高
知
県
長
岡
郡
な
ど
の
珍
し
い
風
習
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、

　
　
病
身
で
育
ち
の
悪
い
小
児
は
、
辻
売
ま
た
は
カ
エ
オ
ヤ
と
い
う
こ
と
を
す
る
。
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替
親

は
た
だ
近
隣
の
一
人
を
頼
ん
で
そ
の
子
を
子
に
取
っ
て
も
ら
う
だ
け
だ
が
、

辻
売
の

方
は
朝
早
く
そ
の
子
を
抱
い
て
四
辻
に
出
て
立
ち
、
第
三
番
目
の
通
行

人
に

買
っ
て
も
ら
う
と
い
う
形
を
す
る
。

ツ
ジ
ガ
ミ
　
鹿
児
島
県
屋
久
島
宮
ノ
浦
で
、
家
を
丁
字
路
の
つ
き
当
り
正
面
に

建
て

る
と
辻
神
が
入
り
込
み
、
病
人
が
絶
え
ぬ
な
ど
と
い
い
、
イ
シ
ガ
ン
ト
ウ

も
そ
の
地
点
に
立
て
る
。

ツ
ジ
キ
リ
　
中
部
か
ら
関
東
地
方
に
か
け
て
悪
疫
流
行
の
際
と
か
、
一
定
の
日

に

村
の
入
口
に
注
連
を
張
り
め
ぐ
ら
す
こ
と
。

ツ
ジ
ク
レ
　
佐
渡
の
河
原
田
町
付
近
で
は
、
道
の
辻
で
三
人
目
に
逢
っ
た
人
に

赤
児
の
名
を
つ
け
て
も
ら
う
風
が
あ
り
、
こ
れ
を
辻
ク
レ
と
い
い
、
そ
の
子
を

ツ
ジ
コ
と
い
っ
た
。

ツ
ジ
シ
ゴ
ト
　
山
口
県
阿
武
郡
嘉
年
村
（
阿
東
町
）
な
ど
で
、
村
の
公
共
の
仕

事
を
い
う
。

ツ
ジ
シ
メ
　
茨
城
県
多
賀
郡
高
岡
村
（
高
萩
市
）
で
い
わ
れ
る
道
切
の
こ
と
。

ツ
ジ
タ
　
広
島
県
山
県
郡
中
野
村
で
、
部
落
共
用
の
田
の
こ
と
。

ツ
ジ
ノ
カ
ミ
　
淡
路
の
三
原
郡
沼
島
村
（
南
淡
町
）
で
、
四
つ
辻
に
出
る
妖
怪

を
い
う
。

ツ
ジ
ノ
コ
ト
　
岡
山
県
に
は
村
の
公
事
を
そ
う
い
う
所
が
あ
る
。

ツ
ジ
ノ
モ
ノ
　
兵
庫
県
・
岡
山
県
・
広
島
県
に
か
け
て
、
公
共
物
・
共
有
物
を

指
す
語
。

ツ
ジ
メ
シ
　
岐
阜
県
加
茂
郡
の
盆
飯
行
事
は
、
道
の
辻
に
竈
を
築
い
て
炊
く
の

が
普
通
で
、
こ
れ
を
辻
飯
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
ツ
ジ
ヤ
マ
　
徳
島
県
那
賀
郡
沢
谷
村
（
木
沢
村
）
で
、
共
有
林
の
こ
と
。

　
　

ツ
ジ
ロ
ウ
ソ
ク
　
大
阪
府
南
河
内
郡
高
向
村
滝
畑
（
河
内
長
野
市
）
で
、
葬
列

　
　
の

役
目
の
一
。

　
　

ツ
ジ
ワ
ザ
　
対
馬
で
、
子
供
の
い
た
ず
ら
を
い
う
。

　
以
上
の

事
例
に

よ
っ
て
、
民
俗
語
彙
に
示
さ
れ
た
ツ
ジ
は
多
様
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ツ
ジ
ウ
リ
、
ツ
ジ
ク
レ
、
ツ
ジ
ガ
ミ
等
が
そ
の
ツ
ジ
の
信
仰
的

意
味

を
教
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
辞
書
の
解
説
と
し
て
は
ツ
ジ
そ
の
も
の
に
つ
い

て

限
定
し
て
説
明
が
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
ツ
ジ
と
は
ど
こ
か
に
つ
い
て
は
読
者
の
常
識
的
解
釈
に
任
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ツ
ジ
ウ
リ
や
ツ
ジ
ク
レ
を
す
る
地
点
が
本
当
に
道
路
の
交

差
点
で
あ
る
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。
他
方
ツ
ジ
キ
リ
は
は
っ
き
り
と
村
の
入

口

と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
集
落
内
の
地
点
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
が
道
路
の
交
差
点
で
も
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
道
路
の
交

差

は
必
要
条
件
と
し
な
い
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
恐
ら
く
は
笹
本
が

整
理

し
主
張
し
た
よ
う
に
、
ツ
ジ
に
は
集
落
内
の
中
心
部
の
道
路
の
交
差
点
と
集
落

の

外
側
の
ム
ラ
の
入
口
あ
る
い
は
ム
ラ
の
境
と
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
民
俗
語
彙
も

示

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
地
点
を
示
す
ツ
ジ
に
加
え
て
、
皆

の

も
の
と
か
ム
ラ
全
体
の
も
の
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
ツ
ジ

シ

ゴ

ト
、
ツ
ジ
ノ
コ
ト
、
ツ
ジ
ノ
モ
ノ
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
法
は
、
地
点
と
し

て

の

ツ
ジ
が
皆
の
も
の
で
あ
り
、
ム
ラ
の
共
有
、
共
同
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に

は
そ
の
ツ
ジ
で
展
開
す
る
こ
と
は
ム
ラ
全
体
の
事
項
で
あ
っ
た
こ
と
を
背
景
に

も
っ
て
い
る
も
の
と
予
想
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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何
本
か
の
道
路
が
交
差
し
た
り
、
合
流
し
た
り
す
る
地
点
が
ツ
ジ
で
あ
る
。
し
た

が
っ

て
、
一
つ
の
道
路
に
視
点
を
お
い
て
見
れ
ば
、
分
岐
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

道
が
別
れ
て

い

く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ツ
ジ
に
類
似
の
言
葉
と
し
て
カ
ド
と
い
う
表
現

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
二
つ
の
道
路
が
交
差
す
る
地
点
を
四
つ
辻
と
い
う
が
、
そ

こ
を
同
時
に
ま
た
四
つ
角
と
も
言
う
。
角
は
曲
が
る
こ
と
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ツ
ジ
は
合
流
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
表
現
で
あ
り
、
カ
ド
は
分

岐
す

る
こ
と
を
強
調
し
た
表
現
と
言
え
る
。
し
か
し
、
日
常
会
話
に
お
い
て
、
そ
の

よ
う
な
意
味
の
相
違
を
意
識
し
て
ツ
ジ
と
カ
ド
を
使
い
分
け
る
と
い
う
こ
と
は
少
な

い
。
む
し
ろ
、
同
じ
よ
う
な
地
点
を
示
す
の
に
、
ツ
ジ
を
頻
繁
に
使
用
す
る
地
方
と

カ
ド
を
専
ら
使
用
す
る
地
方
の
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
近
畿
地
方
を
中
心
に
し

た

西
日
本
で
は
ツ
ジ
が
優
位
で
、
関
東
地
方
は
じ
め
東
日
本
で
は
カ
ド
が
優
越
し
て

い

る
。
近
畿
地
方
で
は
、
道
路
を
表
現
す
る
の
に
た
と
え
ば
あ
の
辻
を
右
に
曲
が
っ

て

真
っ
直
ぐ
行
け
ば
と
い
う
よ
う
に
言
い
、
関
東
で
あ
れ
ば
あ
の
四
つ
角
を
右
に
曲

が
っ

て

行
け
と
指
示
す
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
近
畿
地
方
は
四
つ
辻
で
あ
り
、

関
東
地
方
で
は
四
つ
角
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
ツ
ジ
（
辻
）
と
い
う
表

現
が
特
に
有
効
な
役
割
を
果
た
す
の
は
近
畿
地
方
を
中
心
に
し
た
西
の
社
会
に
お
い

て

で
あ
る
と
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
は
、
先
に
紹
介
し
た
『
綜
合
日

本
民
俗
語
彙
』
に
収
録
さ
れ
た
ツ
ジ
を
頭
に
付
け
た
民
俗
語
彙
が
圧
倒
的
に
西
日
本

か

ら
報
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ツ

ジ
と
い
う
言
葉
と
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
空
間
は
概
し
て
近
畿
地
方
を
中
心
に
西

日
本
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四
　
ツ
ジ
の
意
義

　

ツ
ジ
は
道
路
が
集
ま
り
、
集
合
す
る
地
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
道

路
よ
り
は
広
い
一
定
の
空
間
が
形
成
さ
れ
る
。
人
々
が
集
う
の
に
便
利
な
場
所
と
な

る
。
ム
ラ
の
な
か
に
は
い
く
つ
も
の
ツ
ジ
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
一
つ
の

ツ

ジ
が
村
落
の
公
の
場
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
各
地
の
村
絵
図
を

見
て

も
、
ま
た
実
際
に
集
落
内
を
歩
い
て
観
察
し
て
も
、
複
数
の
道
が
集
落
の
特
定

の

場
所
に

集

ま
り
、
交
差
し
、
あ
る
い
は
ま
た
分
か
れ
て
い
く
こ
と
が
多
い
こ
と
が

知

ら
れ
る
。
そ
の
地
点
は
単
に
道
路
が
交
差
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
し
広
く
な
っ
て

い

る
だ
け
で
な
く
、
し
ば
し
ば
道
の
幅
に
加
え
て
少
し
空
き
地
が
付
属
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
広
い
空
間
に
な
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
ム
ラ
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ

れ
、
し
か
も
そ
れ
が
自
然
に
で
き
た
の
で
は
な
く
、
ム
ラ
の
意
思
と
し
て
設
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
別
稿
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
社

会
的
意
味
を
与
え
る
施
設
・
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
先
ず
第
一
に
掲
示
板
で
あ
り
、
近
世
に
あ
っ
て
は
高
札
で
あ
っ
た
。
現
在
の
掲
示

板
の

あ
る
場
所
が
近
世
の
高
札
の
あ
っ
た
地
点
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
珍
し
く
な

い
。
滋
賀
県
甲
賀
郡
水
口
町
北
内
貴
の
掲
示
板
は
集
落
の
西
南
の
隅
の
四
つ
辻
に
立

て

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
南
北
に
走
る
水
口
か
ら
信
楽
に
抜
け
る
旧
道
と
集
落
か
ら

氏
神
川
田
神
社
に
行
く
た
め
の
道
が
交
差
す
る
所
で
あ
る
。
こ
の
地
点
を
近
世
の
北

内
貴
村
の
村
絵
図
で
確
認
す
る
と
、
全
く
同
じ
場
所
に
高
札
場
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
各
地
で
札
の
辻
と
か
札
場
と
い
う
地
名
は
現
在
で
も
残
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で

は
掲
示
板
の
利
用
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
ム
ラ
と
し
て
の
休
日

17
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の

連
絡
、
祭
礼
の
日
程
等
は
掲
示
板
に
張
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
第
二
に
、
ツ
ジ
に
は
ム
ラ
の
各
家
に
報
知
す
る
た
め
の
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

半
鐘
を
吊
る
し
た
火
の
見
櫓
が
立
て
ら
れ
て
い
た
り
、
サ
イ
レ
ン
や
ス
ピ
ー
カ
ー
が

設
置

さ
れ
て
い
る
。
滋
賀
県
八
日
市
市
内
の
各
村
落
で
は
、
ム
ラ
の
中
心
の
ツ
ジ
に

は
必
ず
の
よ
う
に
太
鼓
櫓
が
そ
び
え
て
い
る
。
高
く
造
ら
れ
た
櫓
の
上
に
太
鼓
が
吊

り
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
ム
ラ
の
寄
り
合
い
の
開
始
や
共
同
労
働
の
招
集
を
通
知
し
、

ま
た
火
事
の
発
生
や
洪
水
等
の
危
険
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
安
政
七
年
（
一
八

六
〇
）
の
河
内
国
渋
川
郡
大
平
寺
村
（
現
在
の
大
阪
府
東
大
阪
市
大
平
寺
）
の
「
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

締
ケ
条
堅
一
同
連
判
帳
」
に
次
の
一
条
が
あ
る
。

　
　
一
　
道
築
之
儀
者
、
前
々
之
通
、
高
持
無
高
無
差
別
、
村
中
一
統
罷
出
、
銘
々

　
　
入
精
、
道
筋
不
残
行
届
様
可
致
事
、
尤
是
迄
之
通
申
合
、
大
鼓
打
候
時
斯
、
及

　
　
延
引
、
或
者
小
供
受
出
シ
、
本
人
二
而
も
等
閑
二
勤
之
者
有
之
候
は
“
、
一
日

　
　
分
銀
三
匁
賃
銀
二
相
定
メ
取
立
可
致
候
、
小
供
者
三
分
之
一
之
割
合
ヲ
以
、
延

　
　
引
之
も
の
其
割
合
之
当
ヲ
以
、
賃
銀
取
立
可
申
事

　

こ
こ
に
「
大
鼓
打
候
時
斯
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
太
鼓
が
打
た
れ
た
と
き

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
板
木
や
半
鐘
を
吊
る
し
て
報
知
に
使
用
し
て
い
た
所
も
あ

る
。　

第
三
に
、
ツ
ジ
に
は
石
塔
・
石
仏
類
が
建
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
全
国
ど

こ
で
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
地
蔵
や
庚
申
塔
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。
常
夜
灯
も
建
て

ら
れ
、
今
で
も
毎
晩
当
番
制
で
そ
こ
に
灯
明
を
灯
し
て
い
る
所
も
あ
る
。

　
第
四
に
、
ツ
ジ
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
が
道
標
で
あ
る
。
道
路
が
交
差
す
る
地

点
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
こ
を
目
指
す
道
か
を
通
行
人
に
示
す
の
が
道
標
で

あ
る
。
道
標
が
そ
れ
自
体
と
し
て
建
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
は
庚
申

塔
や
地
蔵
、
馬
頭
観
音
な
ど
の
側
面
や
台
座
に
彫
ら
れ
て
道
標
と
な
っ
て
い
る
。
道

標
は
普
通
「
南
江
戸
道
」
、
「
右
川
越
道
」
、
「
左
引
又
道
」
と
い
う
よ
う
に
、
左
右
の

そ
れ
ぞ
れ
の
道
の
た
ど
り
つ
く
地
点
を
示
し
て
い
る
。
近
世
の
道
に
絶
対
的
な
名
称

は
な
く
、
相
対
的
な
呼
称
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
道
標
も
、
現
在
の
道
路
標

識
の

よ
う
に
道
路
名
を
掲
げ
る
の
で
は
な
く
、
各
方
向
が
ど
こ
を
目
指
し
て
い
る
か

を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
一
本
の
道
路
が
方
向
に
よ
っ
て
別
の
呼
称
を
与
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
五
に
、
辻
堂
が
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
ツ
ジ
に
面
し
て
地
蔵
堂
、
薬

師
堂
、
観
音
堂
等
の
仏
堂
が
建
て
ら
れ
、
人
々
の
集
ま
る
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
大

き
い
お
堂
は
床
が
あ
り
、
畳
敷
で
、
人
々
が
集
ま
っ
て
念
仏
講
、
庚
申
講
、
観
音
講

を
開
催
す
る
。
特
に
近
畿
地
方
で
は
、
ツ
ジ
は
ム
ラ
の
仏
堂
や
鎮
守
と
一
体
と
な
っ

て

い

る
こ
と
が
多
い
。
仏
堂
の
前
に
は
相
当
広
い
空
き
地
が
あ
り
、
そ
こ
が
道
路
が

集
合
し
て
く
る
ツ
ジ
で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
様
々
な
事
物
が
ツ
ジ
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ツ
ジ
は

村
人
の

集

ま
る
所
と
な
っ
て
い
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
ツ
ジ
が
寄
り
合
い

の

場

と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
尾
張
国
愛
知
郡
常
磐
村
の
長
良
（
現
在
の
名
古
屋
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

中
区
長
良
町
）
に
は
辻
寄
り
合
い
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
長
良
は
屋
敷
と
呼
ば
れ
る

七
つ

の

村
組
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
各
種
の
行
事
に
つ
い
て
は
こ
の
屋
敷
単
位
に
若

い
衆
が
相
談
し
た
上
で
、
長
良
全
体
の
老
年
衆
の
寄
り
合
い
に
持
ち
寄
り
、
物
事
を

決

め
て
い
た
。
こ
の
各
屋
敷
の
若
い
衆
の
相
談
は
辻
寄
り
合
い
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の

屋
敷
の
ツ
ジ
で
開
催
し
た
。
辻
寄
り
合
い
の
あ
る
日
に
は
、
早
朝
に
各
屋
敷
の
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年
業
衆

（各
屋
敷
に
二
人
ず
つ
い
る
役
職
者
）
が
屋
敷
中
へ
「
ツ
ジ
へ
よ
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
触
れ
て
廻
り
、
夕
方
に
な
る
と
田
畑
か
ら
の
帰
り
が
け
に
辻
寄
り
合
い
場

に

集
ま
っ
て
協
議
し
た
。
辻
寄
り
合
い
は
出
席
が
よ
く
、
話
が
早
く
決
ま
っ
た
と
い

う
。
雨
降
り
の
と
き
も
傘
を
さ
し
て
集
ま
っ
た
と
い
う
。
辻
寄
り
合
い
を
し
た
場
所

に

は

戦
前
に
は
二
尺
四
方
の
掲
示
板
（
黒
板
）
が
掲
げ
て
あ
っ
た
と
い
う
。
久
し
く

人
の
集
ま
る
場
所
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ツ
ジ
の
寄
り
合
い
の
民
俗
は
各
地
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

紹
介
す
れ
ば
、
群
馬
県
伊
勢
崎
市
波
志
江
の
宮
貝
戸
で
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
会
議

所
が
で

き
て
か
ら
は
そ
こ
で
寄
り
合
い
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前

は
重
要
な
議
題
の
時
は
区
長
宅
に
集
ま
っ
て
協
議
し
、
そ
れ
以
外
は
ム
ラ
の
中
の
ツ

ジ
で
行
っ
た
と
い
う
。
野
天
で
や
る
寄
り
合
い
を
タ
チ
シ
ュ
ウ
カ
イ
（
立
ち
集
会
）

と
言
い
、
宮
貝
戸
の
内
部
区
分
で
あ
る
カ
ミ
と
ナ
カ
の
境
の
三
叉
路
の
ツ
ジ
で
行
っ

た
。
集
会
は
た
い
て
い
ノ
ラ
ア
ガ
リ
の
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
行
わ
れ
、
寒
い
時
に

は
ツ
ジ
に
火
を
焚
い
て
暖
を
と
っ
た
。
会
合
を
ひ
ら
く
時
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
フ
レ

を
出
し
て
お
き
、
定
刻
に
な
る
と
ヨ
ビ
ダ
イ
コ
（
呼
び
太
鼓
）
を
叩
い
て
知
ら
せ
た
。

　

ツ
ジ
は
道
路
の
交
差
し
た
地
点
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
み
で
す
で
に
社
会
的
に
重

要

な
地
点
と
な
る
。
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
場
所
で
あ
り
、
ま
た
四
方
に
散
っ
て
他

所
へ
出
掛
け
る
地
点
で
も
あ
る
。
そ
の
社
会
的
な
広
が
り
は
、
特
定
の
個
人
や
組
織

が
囲
い
込
む
も
の
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
空
間
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
民
俗

語
彙
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
村
落
社
会
全
体
の
も
の
で
あ
る
。
ニ
ワ
に
比
較
し

て
、
ツ
ジ
が
広
場
と
し
て
の
意
味
を
よ
り
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
ツ
ジ
が
西
日
本
に
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

三
　
村
落
景
観
の
東
西
と
広
場

O
　
村
落
の
東
西

　
日
本
の
村
落
社
会
は
均
質
・
等
質
な
存
在
で
は
な
く
、
大
き
な
地
域
差
を
も
っ
て

存
在
し
て
い
る
。
関
東
地
方
に
代
表
さ
れ
る
東
の
村
落
と
近
畿
地
方
に
典
型
的
に
示

さ
れ
る
西
の
村
落
で
は
様
々
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
現
代
社
会
に
お
け
る
東

西
の
相
違
に

も
連
続
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
話
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
東
京
と

大
阪
の

人
々

の

行
動
様
式
の

相
違
も
都
市
的
生
活
様
式
に
お
け
る
相
違
で
は
な
く
、

そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
の
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
た
相
違
の
反
映
な
の
で
あ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

村
落
社
会
の
東
西
の

相
違

は
、
す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
東
の
「
番
」
と
西

の

「衆
」
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
の
基
本
は
「
番
」
が
家
を
単
位
と
し
、
家
の
順
番
に

秩
序
の
基
本
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
衆
」
が
個
人
を
単
位
と
し
て
、
個
人
の
集
合
に

秩
序
の
基
本
が
あ
る
。
村
落
社
会
の
運
営
が
家
を
単
位
に
し
、
家
の
責
任
で
行
わ
れ

る
東
に
対
し
て
、
個
人
を
単
位
に
し
て
個
人
の
集
合
し
た
組
織
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

の

が
西
の

あ
り
方
で
あ
る
。
東
日
本
に
お
け
る
月
番
、
年
番
、
当
番
等
の
「
番
」
は

い
ず
れ

も
家
を
単
位
と
し
、
家
順
に
送
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
番
に
当
た
っ

た
期
間
は
責
任
を
も
っ
て
運
営
し
、
物
事
の
処
理
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
近
畿
地
方
に
お
け
る
十
人
衆
、
長
老
衆
、
諸
頭
衆
等
の
「
衆
」
は
定
員
制
の
組

織
で
あ
り
、
そ
の
定
員
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
個
人
を
組
織
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
定
員
に
入
っ
た
メ
ン
バ
ー
は
集
合
し
て
協
議
し
、
物
事
を
決
め
、
実
行
し
て
い
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く
の
で
あ
る
。
「
番
」
が
責
任
制
の
組
織
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
衆
」
は
衆
議
制
の

組
織
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
村
落
組
織
に
お
け
る
地
域
差
は
村
落
内
部
に
お
い
て
の
み
制
度
化

さ
れ
存
続
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
長
い
歴
史
の
過
程
は
、
内
部
の
秩
序

を
そ
の
外
貌
に
示
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が

村
落
景
観
で
あ
る
。
集
落
の
形
態
や
集
落
を
形
成
す
る
事
物
の
配
置
、
あ
る
い
は
集

落
の

周
辺
の
耕
地
や
山
野
の
様
相
が
全
体
と
し
て
村
落
景
観
を
形
成
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
自
然
に
で
き
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
住
み
つ
き
周
囲
を
開
発

し
た
先
祖
の
意
思
や
判
断
が
示
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
継
承
し
た
人
々
の
考
え
が
表
現

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
村
落
集
落
に
は
東
西
で
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る

の

で
あ
る
。

　
東
海
道
新
幹
線
の
車
窓
か
ら
見
て
も
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
、
東
の
集
落
景
観
は
緑

の

な
か
に
家
々
が
点
在
す
る
。
子
細
に
眺
め
る
と
、
一
つ
の
屋
敷
は
必
ず
の
よ
う
に

周
囲
を
樹
木
で
囲
ま
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
塀
や
垣
根
で
囲
っ
て
い
る
。
場
合
に

よ
っ
て
は
屋
敷
内
部
に
あ
る
母
屋
は
じ
め
各
種
の
建
物
を
外
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
新
幹
線
の
車
窓
か
ら
で
は
屋
敷
内
の
建
物
の
屋
根
の
み
が
確
認
で
き
る
と
い

う
こ
と
が
多
い
。
屋
敷
を
他
の
屋
敷
と
明
確
に
区
別
す
る
か
の
よ
う
に
屋
敷
林
や
垣

根
・
塀
で
囲
い
、
そ
の
内
部
は
外
か
ら
は
見
え
な
く
し
て
い
る
。
そ
れ
が
関
東
地
方

か

ら
中
部
地
方
に
か
け
て
ご
く
普
通
に
見
ら
れ
る
屋
敷
で
あ
り
、
そ
れ
が
集
合
し
た

集
落
の

様
相
で
あ
る
。
集
落
は
建
物
よ
り
も
緑
の
樹
木
の
方
が
目
立
つ
。
さ
ら
に
詳

細
に

眺

め
る
と
、
屋
敷
と
屋
敷
の
あ
い
だ
に
は
し
ば
し
ば
畑
や
田
ん
ぼ
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
屋
敷
が
連
続
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
屋
敷
の
周
囲
に
は
屋
敷
林
が
あ
る

上

に
、
屋
敷
と
屋
敷
の
あ
い
だ
に
畑
や
田
ん
ぼ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
の
距

離

は
大
き
く
な
る
。
個
別
屋
敷
の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
景
観
で
あ
る
。

　
西
の

集
落
景
観
は
家
の
凝
集
し
た
塊
で
あ
る
。
新
幹
線
の
車
窓
か
ら
の
眺
め
は
、

黒
い

塊

と
し
て
目
に
映
る
。
そ
れ
は
家
々
の
周
囲
に
樹
木
が
な
く
、
家
屋
が
あ
ら
わ

な
形
で
外
に
向
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
屋
根
瓦
の
黒
さ
が
強
調
さ
れ
て
目

に

入
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
る
。
少
な
く
と
も
他
所
の
者
に
は
密
集
し
て
い
る
家
々
の

間
に
境
界
を
見
つ
け
、
区
別
を
つ
け
る
こ
と
は
困
難
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
家
々

は
軒
を
接
し
、
壁
を
連
ね
て
並
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
集
落
に
近
づ
き
、
集
落
の

な
か
を
歩
い
て
い
る
と
、
し
ば
し
ば
市
街
地
を
歩
い
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
と

き
さ
え
あ
る
。
道
路
に
面
し
て
家
屋
が
建
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
し
、
ま
た
道
路
か

ら
下
が
っ
て
家
が
あ
っ
て
も
、
家
と
道
路
の
間
に
特
別
遮
る
施
設
を
設
け
て
い
な
い
。

塀
、
垣
根
、
生
け
垣
、
屋
敷
林
等
が
な
い
。
道
路
か
ら
直
接
家
の
な
か
を
覗
き
込
む

こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
集
落
景
観
の
あ
り
方
は
個
別
の
家
屋
敷
を
強

調

し
な
い
。
集
落
と
し
て
の
一
体
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
村

落
景
観
の
東
西
の
相
違
は
、
人
々
の
集
合
す
る
空
間
の
あ
り
方
の
相
違
も
作
り
出
し

て

き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

口
　
西
の

集
合
空
間

　
村
落
空
間
の
重
要
な
一
つ
の
構
成
要
素
と
し
て
の
広
場
に
注
目
し
た
の
が
市
川
秀

　
　
　
（
1
1
）

之
で
あ
っ
た
。
市
川
は
奈
良
盆
地
の
村
落
に
つ
い
て
広
域
的
な
調
査
を
行
い
、
村
落

の

約
四
割
が
「
広
場
」
を
設
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
個
別
具
体
的

な
広
場
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
広
場
」
は
会
所
に
隣
接
し
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て

存
在

し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
し
ば
し
ば
共
同
の
倉
庫
が
あ
る
。
ま
た
掲
示

板
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
広
場
」
に
接
し
た
施
設
に
お
い
て
共
同
体
機
能
が
見
ら

れ

る
し
、
ま
た
「
広
場
」
自
体
も
各
種
行
事
に
際
し
て
の
集
合
す
る
空
間
と
な
っ
て

い

る
と
い
う
。
ま
た
生
活
、
生
産
、
宗
教
的
な
機
能
も
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
指
摘

し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
原
田
敏
明
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
奈
良
県
の
山
辺
郡
、
磯
城
郡
の
諸

村
落
で
も
、
氏
神
、
仏
堂
、
会
所
が
互
い
に
隣
接
し
て
設
け
ら
れ
て
お
り
、
一
つ
の

空
間
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
会
所
や
仏
堂
の
前
は
空
き
地
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

い

る
の
が
普
通
で
あ
る
こ
と
を
多
く
の
模
式
図
を
掲
げ
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
よ
う
な
会
所
、
仏
堂
な
ど
が
所
在
す
る
前
の
空
間
で
は
ム
ラ
の
各
種
の
行
事
が

行
わ

れ

る
。
こ
の
よ
う
な
姿
は
近
江
で
も
ご
く
普
通
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
滋
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

県

甲
賀
郡
水
口
町
宇
川
で
は
、
ム
ラ
の
鎮
守
の
天
満
宮
と
天
台
宗
永
昌
寺
は
境
が
な

く
、
一
つ
の
境
内
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
永
昌
寺
の
前
は
広
い
空
き
地
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

て

お

り
、
そ
こ
で
夏
に
は
盆
踊
り
が
行
わ
れ
る
。
八
日
市
市
妙
法
寺
で
は
、
集
落
の

一
角
に
薬
師
堂
が
あ
る
。
こ
の
堂
は
会
議
所
で
も
あ
り
、
ム
ラ
の
集
会
、
行
事
は
基

本
的
に
す
べ
て
こ
こ
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
薬
師
堂
の
前
に
は
空
き
地
が
あ
る
が
、
そ

れ

と
道
路
の
区
別
は
つ
か
な
い
。
道
路
が
そ
こ
だ
け
広
く
な
っ
て
い
て
、
い
わ
ば
広

場
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
反
対
側
に
は
太
鼓
櫓
、
常
夜
灯

が
並
ん

で
い

る
。
太
鼓
櫓
は
太
鼓
を
吊
る
し
た
大
き
な
櫓
で
あ
り
、
緊
急
時
に
は
こ

れ
が
打

ち
な
ら
さ
れ
て
、
各
家
に
報
知
さ
れ
、
ま
た
近
隣
の
ム
ラ
に
も
連
絡
さ
れ
る
。

こ
の
堂
の
前
は
ム
ラ
の
行
事
や
共
同
作
業
に
際
し
て
常
に
村
人
が
集
合
す
る
場
所
と

な
っ
て
い
る
。

　
家
々

が
軒
を
接
し
、
壁
を
連
ね
て
並
ん
で
い
る
集
落
形
態
が
近
畿
地
方
で
は
基
本

で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
集
落
で
は
、
人
々
が
集
合
で
き
る
空
き
地
は
家
々
の
周
囲
に

は
な
い
。
あ
る
と
す
れ
ば
集
落
の
外
に
出
て
、
周
辺
の
水
田
の
地
帯
に
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
所
は
勧
請
吊
り
そ
の
他
の
道
切
り
が
行
わ
れ
る
地
点
よ

り
外
側
で
あ
り
、
ム
ラ
と
し
て
の
領
域
の
外
に
な
る
と
言
え
よ
う
。
ム
ラ
の
領
域
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ノ
ラ
の
領
域
の
境
界
に
大
き
な
意
味
が
あ
り
、
ム
ラ
の
内
外
は
そ
こ
で
区
切
ら
れ
る
。

ム

ラ
の
集
会
、
行
事
は
そ
の
境
界
の
内
側
、
す
な
わ
ち
道
切
り
の
内
側
で
行
わ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
近
畿
地
方
を
中
心
に
し
た
西
の
村
落
は
、
景
観
と
し
て
は
密
集

し
た
家
々
が
形
成
す
る
集
村
で
あ
る
。
家
々
は
建
て
込
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

集
落
形
成
の

過
程

で
、
人
々
が
集
合
し
て
、
協
議
し
た
り
、
作
業
を
し
た
り
す
る
空

間
を
特
別
に
設
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
会
所
で
あ
り
、
会
所
の
前
に
あ
る
空

き
地
で
あ
っ
た
。
堂
の
前
、
堂
の
庭
な
ど
の
表
現
で
生
活
の
な
か
に
位
置
を
占
め
て

き
た
。

　
人

々
が
集
ま
る
た
め
の
施
設
を
計
画
的
に
設
け
た
の
は
西
の
村
落
で
あ
る
。
そ
れ

は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
一
つ
は
、
集
落
形
態
が
密
集
し
た
集
村
で
あ

る
た
め
に
、
特
別
意
図
し
て
集
合
す
る
た
め
の
空
間
を
設
け
な
い
こ
と
に
は
、
人
々

が
多
数
集
ま
る
こ
と
が
で
き
る
空
き
地
が
集
落
内
、
す
な
わ
ち
ム
ラ
の
領
域
内
に
な

か
っ

た

と
い
う
理
由
で
あ
る
。
室
内
の
集
合
施
設
と
し
て
の
会
所
と
、
野
天
の
集
合

施
設

と
し
て
の
そ
れ
に
隣
接
す
る
空
き
地
が
セ
ッ
ト
と
し
て
設
け
ら
れ
る
必
要
が

あ
っ
た
。
二
つ
目
の
理
由
は
、
西
の
村
落
社
会
が
「
衆
」
原
理
に
基
づ
い
て
動
く
社

会
で

あ
り
、
そ
の
基
本
は
複
数
の
人
々
が
衆
議
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
村
落
社
会
の
特
質
が
よ
り
強
く
人
々
の
集
合
施
設
を
要
求
し
た
と
言
え
る
。
会
所
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と
い
う
施
設
は
建
造
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
存
在
は
単
な
る
空
き
地
に
見
え
る
空
間

よ
り
は
記
録
さ
れ
る
条
件
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
村
絵
図
や
各
種
の
文
書
に
会

所
の

存
在

は
記
録
さ
れ
て
い
る
。
近
畿
地
方
に
お
い
て
は
近
世
か
ら
す
で
に
ム
ラ
に

は
会
所
、
会
議
所
、
惣
堂
な
ど
と
い
う
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
会
所
が
あ
り
、
そ
の
前
が
空
き
地
に
な
っ
て
い
る
所
が

ツ
ジ
で
あ
る
。
道
路
が
村
外
か
ら
入
っ
て
き
て
、
集
合
す
る
地
点
が
会
所
、
惣
堂
、

あ
る
い
は
掲
示
板
が
あ
る
所
と
な
る
。
単
に
道
路
が
集
ま
っ
て
少
し
広
く
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
会
所
、
惣
堂
の
前
を
広
い
空
地
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日

東
の
空
き
地

　
関
東
地
方
は
じ
め
東
日
本
で
は
集
会
施
設
と
し
て
の
公
民
館
、
公
会
堂
、
集
会
所

は
比
較
的
近
年
に
建
造
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
大
部
分
は
第
二
次
大
戦
後
の
建
築
で

あ
る
。
戦
前
に
立
て
ら
れ
た
古
い
建
物
と
し
て
は
倶
楽
部
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
正
式
に
は
青
年
倶
楽
部
で
、
そ
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
、
大
正
期
に
青
年
団

の

集
会
施
設

と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
集
会
施
設
の
な
い
ム
ラ
で

は
集
会
は
原
則
と
し
て
役
職
者
の
家
を
会
場
に
行
わ
れ
て
き
た
。
区
長
や
組
長
の
家

が

そ
れ
ぞ
れ
の
規
模
の
集
会
の
会
場
と
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
「
番
」
制
度
が
示
す
よ

う
に
、
当
番
の
家
が
会
場
と
も
な
っ
た
。
集
会
用
の
建
物
が
作
ら
れ
出
し
て
新
し
い

の

が
東
の
ム
ラ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
皆
無
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
小
規
模
な
会
合
の

場
所

と
し
て
は
寮
と
か
庵
と
呼
ば
れ
る
仏
堂
が
利
用
さ
れ
て
き
た
。
関
東
地
方
に
特

に

目
立
つ
寮
は
寺
と
し
て
の
規
模
を
持
た
ず
、
し
ば
し
ば
墓
地
に
付
属
す
る
形
で
存

在
し
、
寮
坊
主
な
ど
と
呼
ば
れ
る
留
守
居
の
僧
が
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
施
設
と
し
て
の
集
会
の
場
所
を
持
た
な
い
た
め
、
そ
の
施
設
の
前
面

に

空

き
地
を
設
け
て
屋
外
の
集
合
空
間
と
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
近

畿
地
方
の

よ
う
な
、
集
落
の
内
部
に
人
々
の
集
合
す
る
た
め
の
施
設
を
配
置
す
る
こ

と
が
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
道
路
が
集
ま
っ
て
く
る
地
点
と
し
て
の

ツ
ジ
は
あ
る
し
、
そ
こ
が
特
定
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
関
東
地
方
で
も
同
じ

で

あ
る
が
、
多
く
の
民
俗
例
が
示
す
ツ
ジ
は
呪
術
的
意
味
が
大
き
い
。
そ
こ
で
ツ
ジ

ヨ

リ
ア
イ
が
開
か
れ
る
例
は
も
ち
ろ
ん
各
所
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ム
ラ
の
行
事
の

場

と
し
て
は
狭
い
空
間
で
あ
っ
た
。
小
正
月
の
ド
ン
ト
ヤ
キ
等
の
行
事
に
際
し
て
設

定
さ
れ
る
の
は
冬
の
作
付
さ
れ
て
い
な
い
田
ん
ぼ
で
あ
っ
た
り
、
畑
で
あ
っ
た
り
す

る
こ
と
が
多
い
の
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
、
集
ま
っ
て
く

る
と
い
う
ツ
ジ
の
性
格
は
強
調
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
カ
ド
と
呼
ば
れ
て
目
的
の
場
所
へ

散
っ
て
い
く
こ
と
が
意
識
さ
れ
た
。

⑲

広
場
の
東
西

　
日
本
の
村
落
社
会
を
一
つ
と
理
解
し
て
、
日
本
の
村
落
で
は
広
場
は
発
達
し
な

か
っ

た

と
か
、
あ
る
い
は
逆
に
存
在
し
た
と
言
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
す
で
に

明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
村
落
社
会
は
、
そ
の
村
落
景
観
に
お
い
て
、

ま
た
内
部
の
社
会
秩
序
に
お
い
て
東
西
に
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
東
の

個
別
屋
敷
を
強
調
す
る
景
観
と
西
の
集
落
と
し
て
の
一
体
性
を
強
調
す
る
景
観
の
相

違
、
そ
れ
に
対
応
し
て
の
東
の
「
番
」
秩
序
と
西
の
「
衆
」
秩
序
で
あ
る
。
こ
の
相

違

は
、
物
理
的
に
も
、
ま
た
社
会
的
に
も
人
々
の
集
合
施
設
を
設
け
る
必
要
が
少
な

か
っ

た
東
と
、
集
合
施
設
を
計
画
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
西
の
相
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違
を
作
り
出
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
東
の

村
落
運
営
は
、
「
番
」
が
、
当
番
と
い
う
言
葉
に
も
っ
と
も
よ
く
表
出
し
て
い

る
よ
う
に
、
順
番
に
担
当
し
て
、
そ
の
担
当
者
が
責
任
を
も
っ
て
物
事
を
処
理
し
て

い

く
方
式
を
基
本
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
会
合
を
開
い
て
協
議
す
る
と
い
う

観
念

は
乏
し
か
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
人
々
が
集
合
す
る
空
間
を
強
く
要
求

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
公
民
館
等
の
ム
ラ
の
集
会
施
設
の
多
く
が
第
二
次
大
戦
後

の

も
の
で
あ
る
こ
と
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
屋
外
に
お
け
る
集
合
空
間
も
同
様
に

必
ず
し
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
社
会
的
に
そ
の
よ
う
な
空
間
を
利
用
す
る

機
会
が
少
な

か
っ

た
だ
け
で
な
く
、
ま
た
人
々
が
集
合
で
き
る
場
所
が
屋
敷
と
屋
敷

の
間
の
田
畑
と
し
て
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の

こ
と
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
近
畿
地
方
を
中
心
と
し
た
西
の
村
落
で
は
、

人
々

の
集
合
空
間
と
し
て
恒
常
的
に
一
定
の
空
地
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対

応

し
て
集
会
施
設
も
建
て
ら
れ
て
い
る
の
が
基
本
的
な
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、

関
東
地
方
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
東
の
村
落
に
お
い
て
は
施
設
と
し
て
の
集
合
空
間

は
な
く
、
個
別
の
家
が
そ
の
機
能
を
果
た
し
、
必
要
に
応
じ
て
臨
機
的
に
他
の
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

利
用
の
場
所
が
集
合
空
間
に
転
化
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
と
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
の
村
落
で
の
恒
常
的
施
設
と
し
て
の
広
場
は
、
屋
内
の
集
会
施

設

と
共
に
、
集
落
景
観
的
に
は
家
々
が
密
集
す
る
集
落
形
態
を
と
る
「
衆
」
村
落
に

お

い
て

形
成
さ
れ
た
。

丁註

た
と
え
ば
羽
仁
五
郎
は
「
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
自
治
体
ポ
リ
ス
の
中
心
は
、
ア
テ
ネ
な
ど
に
つ

　
　
い
て
ふ
つ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ア
ゴ
ラ
と

　
　
よ
ば
れ
た
市
民
の
集
会
す
る
広
場
、
そ
こ
に
市
場
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
議
会
が
そ
こ
に

　
　
あ
っ
た
ア
ゴ
ラ
こ
そ
古
代
ギ
リ
シ
ア
都
市
自
治
体
の
中
心
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
最
近

　
　
の
日
本
の
都
市
に
は
自
治
体
の
市
民
の
集
会
す
る
広
場
ア
ゴ
ラ
が
な
く
、
市
民
の
団
結
の
力

　
　
が
弱
か
っ
た
の
で
、
国
家
警
察
が
自
治
体
警
察
を
破
壊
す
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
た
の
で

　
　
し
ょ
う
」
（
『
都
市
の
論
理
』
一
九
六
八
年
、
一
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
）
　
伊
藤
て
い
じ
他
「
広
場
論
」
（
『
建
築
文
化
』
二
九
八
号
、
一
九
七
一
年
）
七
七
頁
。

（
3
）
　
網
野
善
彦
「
庭
」
（
『
平
凡
社
大
百
科
事
典
』
一
九
八
五
年
）
。

（
4
）
　
田
中
勝
雄
『
静
岡
県
芸
能
史
』
一
九
六
一
年
、
五
七
四
頁
。

（
5
）
　
笹
本
正
治
『
辻
の
世
界
1
歴
史
民
俗
学
的
考
察
』
一
九
九
一
年
。

（
6
）
　
福
田
ア
ジ
オ
「
道
と
境
」
（
『
日
本
村
落
史
講
座
』
第
三
巻
、
一
九
九
一
年
）
。

（
7
）
　
前
田
正
治
『
日
本
近
世
村
法
の
研
究
』
一
九
五
〇
年
、
二
八
〇
頁
。

（
8
）
　
小
野
武
夫
『
日
本
村
落
史
概
説
』
一
九
三
六
年
、
六
〇
～
六
二
頁
。

（
9
）
　
伊
勢
崎
市
『
波
志
江
町
の
民
俗
』
一
九
八
四
年
、
六
一
頁
。

（
1
0
）
　
福
田
ア
ジ
オ
「
近
畿
地
方
村
落
の
民
俗
的
特
質
」
（
同
編
『
近
畿
地
方
村
落
の
民
俗
的
特
質

　
　
に
関
す
る
調
査
研
究
』
一
九
八
九
年
）
、
『
可
能
性
と
し
て
の
ム
ラ
社
会
』
一
九
九
〇
年
。

（
1
1
）
　
市
川
秀
之
「
奈
良
盆
地
に
お
け
る
広
場
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
一
七
三
号
、
一
九
八

　
　
八
年
）
。

（
1
2
）
　
原
田
敏
明
「
会
所
と
村
の
宗
教
」
（
『
宗
教
と
社
会
』
所
収
、
一
九
七
二
年
）
。

（
1
3
）
　
筆
者
調
査
。
な
お
、
福
田
ア
ジ
オ
編
『
甲
賀
貴
生
川
の
社
会
と
民
俗
』
一
九
八
七
年
、
参

　

照
。

（
1
4
）
　
筆
者
調
査
。

（
1
5
）
　
福
田
ア
ジ
オ
「
ム
ラ
の
領
域
」
（
『
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造
』
一
九
八
二
年
）
、
『
時
間
の
民

　

俗
学
・
空
間
の
民
俗
学
』
一
九
八
九
年
。

（
1
6
）
　
日
本
の
広
場
の
問
題
を
考
え
る
際
に
必
ず
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
寺
社
境
内
の
機
能

　

も
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
境
内
が
一
義
的
に
ど
こ
で
も
広

　

場

と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
な
く
、
会
所
、
惣
堂
等
と
併
せ
て
神
社
が
隣
接
し
て
配

　

置

さ
れ
、
ま
た
寺
院
が
あ
る
よ
う
な
近
畿
地
方
の
村
落
と
、
神
社
や
寺
院
が
そ
の
よ
う
な
他
の

　

集
合
施
設

を
伴
わ
な
か
っ
た
関
東
地
方
の
村
落
と
の
相
違
は
、
同
じ
く
境
内
地
で
あ
っ
て
も

　

村
落
社
会
に
お
け
る
意
味
は
異
な
っ
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
な
お
、
神
社
の
境
内
地
が
現
在

　

見

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
広
大
な
も
の
に
な
っ
た
の
は
明
治
後
期
以
降
の
こ
と
が
多
い
の

23
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で
、
現
在
の
境
内
の
広
さ
か
ら
古
く
か
ら
人
々
の
集
合
す
る
空
間
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
こ

q

と
は
危
険
で
あ
る
。

（新
潟
大
学
　
人
文
学
部
）
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Hかobαand　Rural　Public　Space　in　Japan

FUKUTA　Azio

　　Is　the乃かobα（public　square　or　space）a丘ature　only　of　the　urban　environment？

Studies　of乃ぴobαgenerally　fbcus　on　cities　and　point　to　the　particular　need　the　urban

population　has　fbr　them　In　considering　such　public　spaces，　however，　we　cannot

overlook　the　rural　village，　the　pr㏄ursor　and　historical　prerequisite　of　the　city．　The

city　did　not　evolve　totally　separately　f士om　the　village．　Through　an　examination　ofthe

乃か06αin　Japan’s　early　modern　village　communities，　this　study　seeks　to　clarify　the

premises　R）r　urban　public　space　in　Japan．

　　The　term藺obαhas　been　around　since　early　modern　times，　but　did　not　come　into

common　usage　until　much　later．」Wwαand’ぷ可’∫were　comparable　vernacular　words

widely　used，　the　latter　more　so　in　the　sense　of　a　gathering　place．　It　should　also　be

noted　that’ぷ頭was　more　commonly　used　in　western　than　in　eastern　Japan．　This　may

be　related　to　the　great　di脆rence　between　east　and　west　in　the　rural　landscape　and

internal　order，　closely　linked　to　which　was　the　space　where　people　gathered．　In　eastern

Japan，　where　private　houses　were　rather　dominant　in　the　village，　communal　gathering

often　took　place　in　someone’s　house．　In　the　villages　of　western　Japan，　however，　a

building　was　usually　erected　expressly　fbr　public　meetings，　and　even　spaces　fbr

outdoor　gatherings　were　created．

　　Dif飴rences　in　the　physical　layout　of　the　village　communities　in　the　resp㏄tive

regions　were　also　a　determining　fhctor　in　the　fbrmation　of　the乃ぴobα：whereas　in

eastern　villages　the　houses　were　separated　by　fields　which　were　used　as　temporary

gathering　places，　houses　in　western　villages　were　built　close　together，　making　it

necessary　to　build　special　public　spaces　within　the　village．
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