
隅

田
荘
中
世
地
名
考

勝
　
田

至

は
じ
め
に

一　
境
原
の
地
名

二
　
隈
田

北
荘
の

地
名

論
文
要
旨

　
隈
田

の

共
同
研
究
に
参
加
す
る
に
あ
た
り
、
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
隈
田
の
中
世
史
料

に

現
れ

る
地
名
を
現
在
の
小
字
・
小
地
名
に
比
定
す
る
作
業
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
中

　
　
　
　
　
　
み
よ
う

世
前
期
の
史
料
は
名
の
名
で
土
地
が
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
残
存
率
は
低
い
が
、
中

世
後
期
の
地
名
は
か
な
り
よ
く
残
っ
て
い
る
。
と
く
に
史
料
の
多
い
境
原
に
つ
い
て
は
、

現
在
宅
地
造
成
で
景
観
が
一
変
し
て
い
る
が
、
開
発
以
且
9
0
の
地
図
を
用
い
て
地
名
の
聞
き

取

り
を
行
い
、
四
至
を
は
じ
め
主
要
な
地
名
は
ほ
ぼ
比
定
で
き
た
。
小
峯
寺
領
の
範
囲
や
、

近
世
に

堂
座
が
存
在
し
た
東
光
寺
（
薬
師
堂
）
が
中
世
に
は
小
峯
寺
近
く
の
東
谷
川
南
岸

に

あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
判
明
し
、
葛
原
家
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
近
世
の
境
原
絵
図
も
用

い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
峯
寺
周
辺
の
景
観
は
か
な
り
復
元
で
き
る
が
、
領
主
葛
原
氏
の

屋
敷
跡
の
正
確
な
所
在
地
は
確
定
し
が
た
い
。
紀
ノ
川
以
北
の
北
荘
に
つ
い
て
は
小
字
レ

ベ
ル
の

比
定

を
行
っ
た
が
、
高
野
山
文
書
中
に
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
南
荘
に
つ
い
て
は

今
回
は
考
証
の
対
象
外
と
し
た
。
付
図
「
境
原
主
要
部
」
お
よ
び
「
隅
田
荘
大
字
・
小
字

図
」
を
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。
後
者
は
南
荘
お
よ
び
現
在
五
條
市
域
の
木
ノ
原
．
畑
田

を
ふ
く
め
荘
域
の
ほ
ぼ
全
体
を
含
ん
で
い
る
。

隅田荘中世地名考
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は
じ
め
に

　
な
ぜ
こ
ん
な
作
業
に
首
を
つ
っ
こ
ん
だ
の
か
、
何
年
も
前
の
こ
と
と
て
定
か
で
な

い

が
、
隅
田
荘
の
中
世
史
料
に
見
え
る
多
く
の
地
名
の
う
ち
、
現
在
に
残
存
し
て
い

る
の
は
ど
れ
か
、
な
ど
と
い
う
考
証
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
隅

　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
ら
わ
ら

田

荘
に
伝
来
す
る
『
葛
原
家
文
書
』
（
現
橋
本
市
郷
土
資
料
館
蔵
）
を
は
じ
め
と
す

る
中
世
史
料
に
は
、
中
世
隅
田
党
の
有
力
者
だ
っ
た
葛
原
氏
の
本
拠
（
少
な
く
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
い
は
ら

そ
の
一
つ
）
が
あ
っ
た
境
原
を
中
心
と
し
、
荘
内
全
域
に
わ
た
る
多
く
の
地
名
が
現

れ

る
。
そ
れ
ら
の
所
在
地
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
歴
史
を
考
え
る
上
で

の

基
礎
作
業
と
し
て
は
そ
れ
な
り
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
作
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の
ツ
ー
ル
を
作
成
し
た
。

①
隅
田
荘
地
名
索
引

②
境
原
地
名
図

③
隅
田
荘
大
字
・
小
字
図

　
①
は
『
和
歌
山
県
史
中
世
史
料
一
』
に
収
め
ら
れ
た
隅
田
荘
関
係
の
中
世
史
料

（隅
田
八
幡
神
社
文
書
、
六
坊
家
共
有
文
書
、
隅
田
家
文
書
、
葛
原
家
文
書
、
芋
生

家
文
書
、
花
岡
家
文
書
、
護
国
寺
文
書
）
に
み
え
る
地
名
を
五
十
音
順
で
配
列
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
を
用
例
と
し
て
部
分
引
用
し
た
も
の
。
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
本
報

告
書
に
は
収
録
し
て
い
な
い
が
、
内
部
資
料
の
三
九
九
二
年
度
中
間
報
告
』
に
収

め
た
。
大
日
本
古
文
書
の
『
高
野
山
文
書
』
に
収
め
ら
れ
た
南
荘
関
係
の
史
料
は
使
っ

て

い

な
い
の
で
、
北
荘
中
心
の
地
名
索
引
で
あ
る
。

　
②
は
特
に
地
名
の
多
い
境
原
に
つ
い
て
、
開
発
前
の
地
形
を
描
い
た
地
図
の
上
に

小
字
名
と
聞
き
取
り
で
確
認
で
き
た
小
地
名
を
落
と
し
た
も
の
で
、
付
図
と
し
て
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
み
ね
じ

載
し
た
。
境
原
付
近
は
、
現
在
で
は
宅
地
開
発
が
進
み
、
小
峯
寺
周
辺
の
山
は
す
っ

か

り
削
ら
れ
て
小
峰
台
団
地
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
地
形
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
地

名
も
こ
の
付
近
は
「
小
峰
台
○
丁
目
」
と
い
う
新
住
居
表
示
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の

で
、
現
在
の
地
形
図
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
橋
本
市
役
所
作
成

の

二
五
〇
〇
分

の
一
地
形
図
は
当
然
な
が
ら
小
峰
台
開
発
以
後
の
地
図
に
修
正
さ
れ

て

お

り
、
そ
れ
以
前
の
地
図
は
（
原
版
が
保
管
さ
れ
て
い
て
然
る
べ
き
な
の
だ
が
）

見

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
一
万
分
の
一
地
形
図
は
、
橋
本
市
の
場
合
は
二

五
〇
〇
分

の
一
地
形
図
を
縮
写
し
て
作
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
現
在
頒
布
し
て
い
る

図
は
新
し
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
一
万
分
の
一
に
つ
い
て
は
、
幸
い
昭
和
六
〇
年

（
一
九
八
五
）
一
〇
月
修
正
の
二
五
〇
〇
分
の
一
地
形
図
を
縮
小
編
集
し
た
図
の
コ

ピ
ー
を
入
手
で
き
た
。
こ
れ
は
小
峰
台
開
発
前
の
も
の
だ
が
、
そ
の
ま
ま
の
使
用
は

縮
尺
が
小
さ
い
の
で
、
二
倍
（
五
〇
〇
〇
分
の
一
）
に
拡
大
し
た
地
図
を
描
き
起
こ

し
て
べ
ー
ス
マ
ッ
プ
と
し
た
。
等
高
線
間
隔
が
原
図
よ
り
ず
っ
と
大
き
く
（
原
図
二

m
に
対
し
て
一
〇
m
）
、
地
類
界
も
多
く
は
省
略
し
た
が
、
図
の
目
的
か
ら
い
え
ば
十

分
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
べ
ー
ス
マ
ッ
プ
の
上
に
、
ま
ず
大
字
・
小
字
の
境
界
線
を
入
れ
る
。
作
業
に

使
っ
た
の
は
二
五
〇
〇
分
の
一
地
形
図
だ
が
、
橋
本
市
役
所
税
務
課
の
地
番
図
に
基

づ
い
て

大
字
の
境
界
を
写
し
、
小
字
は
地
番
図
記
載
の
地
番
と
、
こ
れ
も
税
務
課
作

成
の
「
大
字
・
小
字
一
覧
」
（
小
字
○
○
は
地
番
×
×
～
×
×
と
い
う
よ
う
に
書
い
て

あ
る
表
）
と
を
照
合
し
な
が
ら
、
小
字
の
境
界
を
入
れ
て
い
っ
た
。
地
番
図
も
開
発

56



隅田荘中世地名考

後
の

も
の
で
、
小
峰
台
付
近
は
新
住
居
表
示
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
大
字
・
小
字
一
覧
」

は
開
発
前
の
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
小
峰
台
付
近
に
つ
い
て
は
、
昔
の
字
切
図
（
転

写

し
た
も
の
）
と
「
大
字
・
小
字
一
覧
」
に
よ
っ
て
境
界
を
記
入
し
た
。

　
地
番
図
は
測
量
し
た
地
図
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
い
る
が
、
地
形
が
記
入
さ
れ
て

い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
特
に
山
地
に
つ
い
て
は
、
境
界
を
地
形
図
に
落
と
す
の

に

不
確
実
性
を
伴
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
し
て
字
切
図
は
い
わ
ば
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た

地
図
な
の
で
、
字
の
境
界
が
尾
根
な
の
か
谷
な
の
か
さ
え
判
然
と
し
な
い
場
合
が
あ

る
。
地
番
図
に
も
、
こ
の
図
を
権
利
関
係
の
証
拠
と
し
て
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
と

い

う
断
り
書
が
あ
る
が
、
こ
の
付
図
に
つ
い
て
も
（
権
利
関
係
の
証
拠
に
な
ら
な
い

の

は
当
然
だ
が
）
、
山
地
部
分
の
境
界
は
精
度
が
落
ち
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
図
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
境
原
で
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
小
地
名
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

寺
院
・
祠
な
ど
の
信
仰
対
象
の
所
在
地
を
記
入
し
た
。
地
名
は
必
ず
し
も
史
料
に
現

れ

る
も
の
に
限
っ
て
い
な
い
。
反
面
、
こ
こ
に
記
載
し
た
の
は
聞
き
取
り
で
確
認
で

き
た
地
名
の
み
で
、
史
料
に
現
れ
る
地
名
で
聞
き
取
り
で
は
確
認
で
き
な
い
も
の
を

推
定
に
よ
っ
て
記
入
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

　
③
は
同
じ
よ
う
な
作
業
を
荘
域
全
部
に
つ
い
て
行
っ
た
も
の
で
、
平
成
四
年
二

九
九

二
）
調
製
の
一
万
分
の
一
地
形
図
を
ベ
ー
ス
と
し
、
作
業
に
使
用
し
た
二
五
〇

〇
分

の
一
地
形
図
か
ら
転
写
し
た
。
一
万
分
の
一
図
は
二
五
〇
〇
分
の
一
図
を
縮
写

し
て
作
っ
た
も
の
な
の
で
、
転
写
作
業
は
楽
だ
が
、
一
方
で
地
名
が
小
さ
す
ぎ
て
ほ

と
ん
ど
読
み
と
れ
な
い
。
そ
こ
で
寺
社
や
駅
の
名
前
、
池
や
川
の
名
な
ど
は
改
め
て

記
入

し
た
が
、
小
地
名
の
聞
き
取
り
調
査
ま
で
は
で
き
な
か
っ
た
。
他
の
参
加
者
諸

氏
の
フ

ィ
ー
ル
ド
が
南
荘
に
と
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
、
そ
の
参
考
に
な
れ

ば
と
思
い
南
荘
を
図
に
含
め
た
が
、
筆
者
の
論
考
で
中
世
地
名
の
考
証
を
し
た
の
は

北
荘
に
限
ら
れ
て
い
る
（
内
輪
話
だ
が
、
は
じ
め
は
、
み
ん
な
で
境
原
の
調
査
を
し

よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
）
。
ま
た
南
荘
に
つ
い
て
は
、
作
業
に
使
っ
た

二
五
〇
〇
分

の
一
地
形
図
の
図
幅
の
範
囲
で
切
っ
た
の
で
、
大
字
の
南
限
ま
で
入
っ

て

い

な
い
。
時
間
的
制
約
と
の
か
ね
あ
い
で
妥
協
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
こ
れ

で
十
分

と
判
断
し
た
。
真
の
南
限
ま
で
入
れ
た
ら
、
こ
の
図
は
数
十
㎝
も
長
く
な
っ

て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
山
地
部
分
は
地
番
図
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
、

字
切
図
で
は
不
確
実
性
が
大
き
い
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

　

こ
の
べ
ー
ス
マ
ッ
プ
は
九
二
年
調
製
の
た
め
、
小
峰
台
が
開
発
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
図
に
記
入
し
た
小
字
境
界
は
開
発
前
の
も
の
で
あ
る
。
地
形
は
②
を
参
照
さ
れ

た
い
。
ま
た
、
開
発
は
小
峰
台
か
ら
さ
ら
に
東
へ
進
も
う
と
し
て
お
り
、
霜
草
か
ら

垂
井
に

か

け
て
大
き
な
団
地
が
造
成
さ
れ
る
予
定
と
い
う
。
こ
の
図
で
は
こ
の
付
近

は
未
開
発
の
段
階
の
図
を
使
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
将
来
は
こ
れ
ら
荘
域
中
心
部
も

古
い
地
図
が
入
手
し
が
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
荘
域
全
域
に
小
字
図
の
作
成
範

囲
を
拡
大
し
た
の
は
、
境
原
だ
け
で
は
い
か
に
も
不
十
分
だ
か
ら
だ
が
、
現
地
で
開

発
の

話
を
聞
い
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

　
隅
田
荘
の
荘
域
は
ほ
と
ん
ど
が
和
歌
山
県
橋
本
市
に
所
属
す
る
が
、
東
に
隣
接
す

る
奈
良
県
五
條
市
の
木
ノ
原
・
畑
田
は
、
古
来
隅
田
荘
に
属
し
た
の
で
、
両
地
区
の

小
字
図
も
作
成
し
た
。
九
五
年
夏
（
共
同
研
究
の
期
間
は
と
う
に
過
ぎ
て
い
る
が

…
…
）
五
條
市
役
所
税
務
課
に
赴
い
て
調
査
し
た
が
、
同
市
で
は
地
番
図
を
作
成
し

て

い
な

い
の

で
、
土
地
台
帳
を
め
く
っ
て
地
番
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

作
業

を
始
め
る
と
、
橋
本
市
域
に
比
べ
て
小
字
が
非
常
に
多
い
（
一
つ
一
つ
の
小
字
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が
小

さ
い
）
の
に
一
驚
し
た
。
田
二
～
三
枚
で
一
つ
の
小
字
と
い
う
の
も
決
し
て
少

な
く
な
い
。
こ
れ
は
同
縮
尺
で
表
し
た
両
地
域
を
比
べ
れ
ば
一
目
瞭
然
だ
が
、
明
治

の

地
租
改
正
の

と
き
に
小
字
を
画
定
す
る
さ
い
の
基
準
が
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
古
い
時
代
の
地
名
と
現
在
の
小
字
と
の
関
係
に

つ

い
て

示
唆
が
得
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
荘
園
時
代
の
史
料
に
出
て
く
る
地
名
と
現
在

の

小
字
名
が
一
致
し
、
他
の
地
名
と
の
関
係
な
ど
で
も
そ
こ
で
ま
ち
が
い
な
い
よ
う

に

思
わ

れ

る
と
き
、
現
在
の
そ
の
小
字
付
近
に
史
料
上
の
地
名
を
比
定
す
る
の
は
一

般
的
に
は
正
し
い
が
、
現
在
の
小
字
の
境
界
は
、
ず
っ
と
昔
か
ら
そ
の
ま
ま
と
い
う

わ

け
で
は
な
く
、
明
治
に
か
な
り
再
編
成
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
橋
本
市
域
は
小
字
が
大
き
い
が
、
昔
使
わ
れ
て
い
た
地
名

が
地
籍
図
作
成
時
に
小
字
と
し
て
認
定
さ
れ
ず
、
他
の
小
字
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
し

ま
っ
た
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
地
名
も
、
忘
れ
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
、
聞
き
取
り
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
が
、
今
回
は
十
分
な
調
査
が

荘
域
全
域
に

つ

い
て

は
で
き
な
か
っ
た
。

一　
境
原
の
地
名

　
中
世
に
隅
田
荘
を
支
配
し
て
い
た
隅
田
党
の
な
か
で
も
有
力
だ
っ
た
葛
原
家
の
文

書

を
中
心
に
、
境
原
の
地
名
が
多
く
史
料
に
現
れ
る
。
な
か
に
は
葛
原
氏
の
屋
敷
を

示

し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
ら
が
現
地
に
比
定
で
き
れ
ば
、
中
世
の
景
観
を
復

元
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
世
前
期
の
史
料
も
、
『
和
歌
山
県
史
』
で

紹
介

さ
れ
た
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
の
検
注
取
帳
（
葛
原
家
文
書
六
号
）
・
建
長
三

年
の

検

田
取
帳
（
葛
原
家
文
書
八
号
）
を
は
じ
め
少
な
く
な
い
。
た
だ
両
取
帳
は
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
よ
う

簡
化

し
て
お
り
、
ま
た
中
世
前
期
で
は
名
の
名
で
土
地
を
表
記
す
る
こ
と
が
多
い
が
、

名
起
源
と
思
わ
れ
る
地
名
は
こ
の
地
域
で
は
ほ
と
ん
ど
残
存
し
て
い
な
い
の
で
、
中

世
前
期
の
史
料
で
比
定
で
き
る
地
名
は
多
く
な
い
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
中
世
後
期

の
史
料
に
も
と
つ
い
て
述
べ
る
。

　
境
原
の
四
至
　
ま
ず
、
境
原
と
い
う
地
域
の
範
囲
だ
が
、
応
永
二
〇
年
（
一
四
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
め

三
）
一
一
月
一
五
日
付
の
境
原
山
際
目
定
状
案
（
葛
原
家
文
書
六
二
号
。
以
下
中
世

文
書
に

つ
い
て

は
、
『
和
歌
山
県
史
　
中
世
史
料
一
』
の
史
料
番
号
を
示
す
）
に
次
の

よ
う
に
み
え
る
。
（
一
部
表
記
変
更
）

（史
料
1
）
境
原
山
際
目
定
状
案

　
　
「
さ
か
い
は
ら
山
の
さ
い
め
の
事

　
　
　
す
ミ
の
を
さ
か
い

　
　
東
か
き
る
か
つ
た
い
か
た
に
、
四
本
ま
つ
、
お
し
の
を
、
川
を
か
き
る
、
同
わ

　
　
　
た
の
田
、
東
，
き
し
、
ひ
の
谷
、
ほ
り
こ
し
き
し
を
か
き
る
也
、

　
　
西
．
う
わ
た
い
ら
田
に
し
き
し
、
か
す
か
う
し
た
わ
、
い
し
つ
か
ミ
つ
な
か
れ
、

　
　
　
上
．
ふ
と
を
、
ひ
わ
く
ひ
の
お
〉
か
き
る
也
、
北
，
か
つ
ら
き
ミ
ね
を
か
き
る
、

　
　
南
，
た
か
つ
か
ミ
ね
、
や
な
き
谷
東
の
こ
し
を
か
き
る
、

　
　
お

み

ね
山
、
南
，
み
ち
を
か
き
る
也
、

　
　
東
，
た
に
を
か
き
る
、
西
，
見
つ
き
か
た
に
見
と
を
し
を
か
き
る
也
」

　

こ
の
史
料
は
葛
原
明
観
の
譲
状
（
隅
田
家
文
書
九
七
・
九
八
号
）
な
ど
と
同
日
付

の

も
の
で
、
譲
状
の
付
属
文
書
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
地
名
の
大
部
分
は

現
在

も
残
っ
て
い
る
。
地
名
の
残
存
状
況
を
み
る
意
味
で
以
下
逐
一
比
定
し
て
み
よ
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く
　
じ
あ
し

う
。
「
す
ミ
の
を
」
は
「
炭
の
尾
」
で
、
葛
原
家
文
書
で
は
炭
の
尾
の
公
事
足
（
銭
）
・

渋
草

（霜
草
）
の
公
事
足
な
ど
と
し
て
史
料
に
み
え
、
境
原
の
東
に
隣
接
す
る
現
在

　
　
　
　
　
す
ぎ
お

の

集
落
名
「
杉
尾
」
を
さ
す
。
「
か
つ
た
い
か
た
に
」
の
「
か
っ
た
い
」
は
乞
食
を
意

味
す

る
が
、
地
名
と
さ
れ
た
由
来
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
杉
尾
で
の
聞
き
取
り
に

よ
っ
て
、
「
か
っ
た
い
が
た
み
」
（
話
者
の
記
憶
に
よ
る
語
形
）
と
い
う
地
名
が
境
原

と
杉
尾
の
境
の
尾
根
に
現
存
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
四
本
松
は
杉
尾
の
小
字
に
あ

る
。
「
お
し
の
を
」
は
不
明
だ
が
、
尾
根
の
名
と
考
え
、
次
の
「
川
」
と
区
切
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
か
ば

尾
根
だ

と
す
れ
ば
、
境
原
の
小
字
竹
の
平
と
杉
尾
の
小
字
古
蒲
と
の
境
の
尾
根
で
あ

ろ
う
か
。
現
在
の
大
字
界
は
こ
の
尾
根
を
通
り
、
そ
の
南
で
東
谷
川
が
境
界
に
な
っ

て

い

る
。
「
わ
た
の
田
」
は
小
字
に
は
な
い
が
、
境
原
の
和
田
家
の
付
近
で
あ
ろ
う
。

あ
と
で
扱
う
境
原
内
部
の
小
地
名
に
も
い
え
る
こ
と
だ
が
、
境
原
の
中
世
地
名
は
、

地
名
の
順
序
を
も
と
に
考
証
し
て
い
く
と
、
現
在
そ
の
あ
た
り
に
そ
の
地
名
を
姓
と

す

る
家
が
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
「
ひ
の
谷
」
は
檜
ノ
谷
で
、
現
在
の
霜
草
の
小

字
名
・
谷
の
名
。
「
堀
越
」
は
そ
の
南
の
堀
越
峠
を
さ
す
。

　
次

は
境
原
の
西
の
境
。
境
原
は
隅
田
北
荘
の
西
端
に
あ
る
の
で
、
こ
の
境
は
西
に

　
　
　
　
お
う
が

隣
接
す

る
相
賀
北
荘
と
の
境
界
を
示
す
。
「
う
わ
た
い
ら
」
は
境
原
の
小
字
上
平
だ

が
、
「
か
す
か
う
し
た
わ
」
は
難
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
葛
原
家
文
書
に
は
寛
文
八
年

（
一
六
六
八
）
三
月
の
「
隅
田
庄
・
相
賀
庄
際
目
事
」
と
題
す
る
覚
（
写
真
番
号
一

二
五
四

～
一
二
五
五
）
が
あ
り
、
そ
れ
に
コ
い
し
つ
か
6
か
す
か
う
じ
が
た
わ
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す
こ
う
じ
　
　
た
わ

見
通
す
」
と
あ
る
の
で
、
「
糟
麹
が
峠
」
と
読
む
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
所
在
地

は
わ
か
ら
な
い
が
、
小
字
西
山
通
付
近
か
。
次
は
「
石
塚
水
流
れ
」
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
も
所
在
不
明
。
「
太
尾
」
は
小
字
葛
城
山
に
太
尾
谷
が
あ
り
、
そ
の
西
の
尾
根
が

太
尾
で
あ
ろ
う
。
こ
の
尾
根
の
北
の
方
が
「
ひ
わ
く
ひ
の
お
」
と
な
る
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
も
寛
文
の
史
料
に
よ
れ
ば
「
び
わ
く
び
」
で
あ
っ
た
。
な
お
、
中
世
の
こ
の
文

書

は
西
方
の
境
界
を
南
か
ら
北
へ
書
い
て
い
る
が
、
寛
文
の
史
料
は
北
か
ら
南
へ
列

挙

し
て
い
る
。
南
の
方
は
、
寛
文
の
史
料
に
は
コ
か
す
か
う
じ
が
た
わ
6
上
平
笠

　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

松

見
通

す
、
／
一
か
さ
ま
つ
6
水
木
が
さ
ご
見
通
し
／
み
つ
木
が
さ
ご
δ
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ

村
・
河
瀬
村
之
石
塚
見
通
」
と
あ
り
、
上
平
に
笠
松
と
い
う
松
が
あ
っ
た
こ
と
、

そ
こ
か
ら
水
木
が
迫
（
水
木
谷
。
後
述
）
へ
見
通
し
た
線
を
境
と
し
、
水
木
が
迫
か

ら
は
妻
村
・
河
瀬
村
の
石
塚
へ
見
通
す
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
石

塚

は
「
か
す
か
う
じ
が
た
わ
」
の
北
の
方
と
、
水
木
谷
の
南
の
方
と
二
つ
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
石
塚
と
い
う
語
は
中
世
に
多
い
集
石
墓
を
さ
す
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ

は
境
界
と
し
て
建
立
さ
れ
た
ケ
ル
ン
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し

れ

な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
西
の
方
は
石
塚
や
笠
松
と
い
っ
た
目
印
に
な
る
地
点

と
地
点
と
を
結
ぶ
直
線
を
境
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
地
名
が
一
致
す
る
こ
と
か

ら
、
中
世
も
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
境
界
を
決
定
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
次

は
南
の
境
界
が
出
て
く
る
が
、
「
た
か
つ
か
ミ
ね
」
は
小
字
古
垣
内
の
現
在
「
高

ツ

コ

」

と
称
す
る
山
を
い
う
と
考
え
ら
れ
る
（
と
は
い
え
、
こ
の
山
も
削
平
さ
れ
て

団
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
）
。
別
に
小
字
黒
末
の
西
の
山
も
現
在
「
高
ツ
コ
」
と
呼
ば

れ
て

お

り
、
現
地
で
高
ツ
コ
の
名
で
呼
ぶ
山
に
両
説
あ
る
が
、
史
料
的
に
は
古
垣
内

の
方
が
適
合
す

る
。
「
や
な
き
谷
」
は
不
明
。
そ
の
次
の
「
お
み
ね
山
」
以
下
は
、
小

峯
寺
領
の
山
の
四
至
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
次
に
あ
げ
る
史
料
に

詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
小
峯
寺
領
の
四
至
　
同
じ
く
応
永
二
〇
年
＝
月
一
五
日
付
の
境
原
山
四
方
書
写
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（葛
原
家
文
書
六
四
号
）
は
、
前
半
部
分
は
境
原
山
の
四
方
書
で
六
二
号
と
ほ
ぼ
同

文
だ

が
、
後
半
は
小
峯
領
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

（史
料
2
）
境
原
山
四
方
書
写

　

　
「
　
　
小
峯
領
内
四
方

　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
）

　
　
一
束
，
花
折
道
手
水
水
か
谷
同
道
限
也
、

　
　
一
西
ハ
細
川
さ
か
い
水
木
谷
限
也
、

　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
切
）

　
　
一
北
，
は
け
ら
峯
水
な
か
れ
塔
尾
峯
堀
口
小
峯
寺
ノ
西
丸
山
九
分
目
見
通
シ
、
打

　
　
　
戸

ノ
し
り
田
峯
道
限
也
、

　
　
一
南
，
横
谷
田
岸
同
谷
道
限
也
、

　
　
　
　
　
薬
師
山
四
方

　
　
一
束
，
い
な
い
は
田
岸
、
西
．
小
峯
道
、

　
　
　
（
ハ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
一
北
口
か
う
へ
谷
、
　
　
南
，
手
水
水
谷
」

　
小
峯
寺
は
役
行
者
開
基
と
伝
え
る
高
野
山
真
言
宗
の
古
刹
で
、
中
世
は
葛
原
氏
の

庇
護
の

も
と
で
栄
え
た
。
応
永
二
〇
年
（
一
四
＝
二
）
一
一
月
一
五
日
付
の
葛
原
明

観
譲
状
（
隅
田
家
文
書
九
八
号
）
に
「
一
お
ミ
ね
の
い
ん
し
ゆ
（
院
主
）
、
た
う
て
ん

（堂

田
）
あ
り
」
「
一
や
く
し
た
う
（
薬
師
堂
）
の
い
ん
し
ゆ
、
た
う
て
ん
あ
り
」
と

み

え
、
院
主
職
を
葛
原
氏
が
相
伝
し
て
い
た
。
近
世
の
事
情
は
本
報
告
書
渡
辺
論
文

に

詳
し
い
。
現
在
は
小
峰
台
団
地
が
寺
の
ぐ
る
り
を
取
り
囲
ん
で
造
成
さ
れ
、
周
囲

の
景
観

は
あ
た
か
も
槍
海
変
じ
て
桑
田
と
な
る
変
貌
ぶ
り
で
あ
る
。

　
史
料
に
あ
る
小
峯
領
の
四
至
の
う
ち
、
東
の
「
花
折
道
」
は
小
峯
寺
か
ら
東
南
に

下

り
る
道
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
途
中
で
二
つ
に
わ
か
れ
る
が
、
分
岐
点
に
近
代
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
よ
う
ず

で
花
折
り
地
蔵
さ
ん
が
あ
っ
た
。
次
の
手
水
が
谷
は
、
花
折
り
地
蔵
さ
ん
の
南
の
尾

根
の

東
側
に
手
水
谷
が
あ
る
。
西
の
境
（
細
川
と
の
境
）
の
水
木
谷
も
現
存
し
、
団

地
開
発
ま
で
境
原
と
細
川
と
の
境
界
を
な
し
て
い
た
。

　
北
の
境
は
難
物
で
、
「
は
け
ら
峯
」
は
不
明
。
塔
尾
峯
は
「
塔
の
峰
」
で
、
寺
の
南

西
、
も
と
十
三
重
の
塔
が
あ
っ
た
山
を
さ
す
。
こ
の
塔
は
宅
地
開
発
の
た
め
現
在
小

写真1　小峯寺十三重の塔

峯
寺
近
く
に
移
転
し
て
い
る
。
あ
と
で
ふ
れ
る
近
世
の
絵
図
で
は
、
塔
の
峰
の
東
の

山
を
「
本
堂
丸
山
」
と
し
、
塔
の
峰
と
の
間
に
堀
切
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
堀
切
が
北
の
境
界
と
い
う
の
は
不
審
で
あ
る
。
絵
図
A
に
は
「
本
堂
丸
山
」
の

東
・
南
・
西
三
方
に
堀
切
を
記
し
て
お
り
、
堀
切
は
数
多
く
作
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ

か
ら
、
塔
の
峰
の
北
に
も
堀
切
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
打
戸
の
し
り
田
峯
道
」

は
、
近
世
の
絵
図
に
「
打
戸
ノ
谷
尾
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、
塔
の
峰
の
西
か
ら
北
へ

の
び

る
尾
根
を
さ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
寺
領
北
側
の
境
界
は
正
確
に
理

解
で
き
な
い
が
、
川
ま
で
で
は
な
く
、
山
の
ど
こ
か
で
寺
領
と
私
領
と
が
接
し
て
い

た

の
だ

ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
堀
切
と
か
打
戸
と
か
い
う
構
築
物
は
、
城
郭
の
よ
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う
で
興
味
深
い
。
葛
原
氏
の
要
害
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在

は
宅
地
開
発
で
山
が
消
滅
し
た
の
で
、
城
郭
調
査
も
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
南
の
境
は
横
谷
で
、
こ
れ
も
最
近
ま
で
境
原
と
霜
草
と
の
境
を
な
し
た
大
き
な
谷

で
あ
る
。
近
代
の
境
界
で
は
、
こ
の
谷
の
田
は
霜
草
に
属
し
、
山
は
境
原
に
属
し
た

が
、
中
世
史
料
の
記
述
と
も
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
薬
師
山
　
次
に
「
薬
師
山
四
方
」
と
あ
る
の
は
、
か
つ
て
小
字
山
田
垣
内
に
あ
っ

た
東
光
寺
の
山
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
譲
状
に
も
薬
師
堂
の
院
主
職
と
堂
田
が
記
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
て

い
た

が
、
埴
岡
真
弓
氏
は
年
未
詳
の
算
用
注
文
断
簡
（
葛
原
家
文
書
二
二
九
号
）

に

「薬
師
た
う
の
と
う
た
う
二
入
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
世
に
薬
師
堂
の
堂
頭
と
い

う
役
が
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
堂
座
が
中
世
か
ら
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
薬
師
堂
が
境
原
の
も
の
か
ど
う
か
断
定
で
き
な
い
と
は
い
え
、
そ
の
可
能

性
は
高
い
。
一
方
、
近
世
初
期
に
は
、
年
未
詳
の
「
口
上
覚
」
（
写
真
一
〇
八
六
～
一

〇
九
〇
）
に
コ
伊
都
郡
境
原
村
東
光
寺
本
尊
薬
師
如
来
俗
別
当
堂
座
四
人
御
座
候
、

然
者
前
≧
δ
、
薬
師
修
理
料
と
し
て
字
い
な
ひ
ば
新
田
畑
山
林
御
座
候
処
二
」
と
み

え
、
俗
別
当
四
人
で
堂
座
を
支
配
し
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
薬
師
修
理
料
の
田
の
徳

米

な
ど
を
め
ぐ
っ
て
村
方
と
対
立
が
生
じ
た
。
こ
の
堂
座
は
近
代
ま
で
残
ら
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
は
葛
原
氏
等
に
よ
る
特
権
支
配
が
強
力
だ
っ
た
た
め
、
村
座
に
転
化
し

え
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
埴
岡
氏
は
推
定
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
史
料
2
の
薬
師
山
四
方
だ
が
、
東
の
境
「
い
な
い
は
田
岸
」
は
、
『
和
歌
山

県
史
』
で
は
「
い
な
い
そ
田
岸
」
と
読
ん
で
い
た
の
を
歴
博
撮
影
の
写
真
（
写
真
番

号
八
～
九
）
に
よ
り
訂
正
し
た
。
ど
ち
ら
と
も
読
め
そ
う
な
字
だ
が
、
近
世
の
「
口

上
覚
」
で
は
「
字
い
な
ひ
ば
新
田
畑
山
林
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
境
原
の
小
字
稲
葉
を

さ
す
と
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
も
そ
う
改
め
る
の
が
適
当
と
思
う
。
ま
た
史
料
2
を

元
禄

＝
一
年
に
写
し
た
文
書
（
写
真
六
〇
）
は
こ
こ
を
「
い
な
い
ば
田
岸
」
と
濁
点

つ

き
で
記
し
て
い
る
。
西
の
境
「
小
峯
道
」
は
花
折
り
地
蔵
さ
ん
付
近
か
ら
小
峯
寺

へ
通
じ
る
道
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
も
県
史
で
は
「
小
」
が
脱
落
し
て
い

た

の

で
補
っ
た
。
北
の
境
「
か
う
へ
谷
」
は
、
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
「
コ
メ
谷
」
が

小
峯
寺
の
東
方
、
稲
葉
谷
の
奥
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
う
べ
谷
が
こ
め
谷

に
転
訊
し
た
と
推
定
。
南
の
境
の
手
水
谷
は
先
に
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
南
に
あ
る
稲

葉
谷
の

枝
谷
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
小
峯
寺
領
の
東
に
接
し
て
、
薬
師
山
が
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
お
、
中
世
史
料
で
は
、
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
の
隅
田

荘
検
見
帳
（
葛
原
家
文
書
一
四
九
号
）
に
「
ふ
る
か
と
茄
や
く
し
田
」
「
ふ
る
か
い
と

口
や

く
し
田
」
と
見
え
、
こ
れ
が
現
在
の
小
字
古
垣
内
に
あ
た
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

あ
た
り
に
薬
師
堂
の
田
が
あ
っ
た
。

　
薬
師
堂
が
の
ち
の
東
光
寺
に
つ
な
が
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
中
世
に
お
け

る
薬
師
堂
の
所
在
地
が
近
世
・
近
代
と
同
じ
か
ど
う
か
は
ま
た
別
問
題
で
あ
る
。
次

の
史
料
を
参
照
。

（史
料
3
）
葛
原
明
道
譲
状
（
葛
原
家
文
書
一
〇
七
号
、
永
享
＝
年
（
一
四
三
九
）

一
一
月
二
五
日
）

　
　
「
一
く
り
は
や
し
　
　
半
分

　
　
　
一
さ
い
め
ん
ハ
御
ミ
ね
よ
り
ほ
そ
か
わ
ゑ
お
る
〉
道
か
き
り
、
ひ
か
し
は
た

　
　
　
　
ん

く
て
ん
お
か
き
り
て
、
西
の
分
北
の
く
り
は
や
し
や
く
し
た
う
の
東
二

　
　
　
　
（
く
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
ゑ
カ
）

　
　
　
　

口
り
の
木
、
南
へ
な
ひ
き
た
る
お
さ
い
め
ん
、
西
ゑ
は
口
口
ん
二
ち
き

　
　
　
　
や
う
す
る
な
り
、
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一
弥
大
郎
か
く
り
は
や
し
、
さ
か
い
は
ら
方
の
や
し
き
、
西
す
み
よ
り
東
一
ゑ

　
　
　
　
　
ニ

　
　
　
　
ん

ち
き
や
う
　
す
る
な
り
」

（史
料
4
）
葛
原
明
観
譲
状
（
隅
田
家
文
書
九
七
号
、
応
永
二
二
年
（
一
四
一
五
）
二

月
二
九
日
）

　
　
「
一
く
り
は
や
し
、
お
ミ
ね
た
ん
く
て
ん
の
西
谷
を
か
き
る
、
南
ハ
お
ミ
ね
よ
り

　
　
　
　
　
（
る
る
カ
）

　
　
　
　
お

口

ロ

ミ
ち
を
口
口
口
口
口
口
口
う
へ
山
、
ひ
ら
山
、
こ
れ
ハ
く
り
は
や

　
　
　
　
し
の
分
、
同
い
し
口
口
く
り
は
や
し
半
分
ツ
・
」

　
史
料
3
は
譲
渡
す
る
栗
林
の
位
置
を
記
述
し
て
い
る
が
、
ま
ず
（
南
の
）
境
が
小

峯
か
ら
細
川
へ
下
り
る
道
（
丸
山
か
ら
塔
の
峰
を
通
る
尾
根
道
と
思
わ
れ
る
）
、
東
の

境
が
壇
供

田
、
西
の
方
は
「
北
の
栗
林
」
の
う
ち
、
薬
師
堂
の
東
に
あ
る
南
へ
な
び

い
た

栗
の

木

を
境
に
、
そ
こ
か
ら
西
へ
一
円
に
知
行
す
る
と
い
う
。
こ
の
記
述
か
ら

す
れ
ば
、
①
壇
供
田
と
薬
師
堂
は
と
も
に
東
谷
川
の
南
岸
で
、
し
か
も
小
峯
寺
よ
り

西
に

あ
る
。
②
薬
師
堂
は
壇
供
田
よ
り
西
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
栗

林

は
史
料
4
の
栗
林
と
同
じ
も
の
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
史
料
4
か
ら
こ
の
壇

供
田

は
小
峯
寺
の
壇
供
田
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
別
の
史
料
に
は
「
お
ミ
ね
の
た

ん

く
て
ん
ハ
ひ
ろ
は
た
け
の
ひ
ん
か
し
か
ま
ち
の
谷
な
り
」
（
葛
原
家
文
書
五
九
号
）

と
も
あ
る
。
「
ひ
ろ
は
た
け
」
は
現
在
知
る
人
が
い
な
い
が
、
小
峯
寺
の
西
の
谷
の
あ

た

り
に
壇
供
田
が
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
か
ら
、
中
世
の
薬
師
堂
は
東
光

寺
の

旧
位
置
と
は
違
い
、
東
谷
川
南
岸
に
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。
お
そ
ら
く
、
葛
原

氏
が
院
主
職
を
相
伝
し
て
い
た
中
世
と
、
俗
別
当
四
名
が
堂
座
を
支
配
し
て
い
た
近

世

と
の
間
に
も
断
絶
が
あ
り
、
中
世
か
ら
近
世
に
移
行
す
る
過
程
で
薬
師
堂
は
山
を

下
り
、
集
落
内
部
に
移
転
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
原
因
が
中
世
末
期
の
戦
乱
に
あ
っ

た

か

ど
う
か
は
史
料
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
領
主
の
支
配
下
の
寺
庵
か
ら

村
の
堂
へ
の
移
行
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
十
郎
入
道
屋
敷
　
薬
師
堂
の
位
置
が
東
谷
川
南
岸
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
も
う

一
つ
問
題
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
「
前
田
」
と
の
関
係
で
あ
る
。

（史
料
5
）
葛
原
明
観
譲
状
（
隅
田
家
文
書
九
八
号
、
応
永
二
〇
年
）

　
　
コ

所

ま
ゑ
た
煉
弘
碑
叙
礼
ま
て
　
一
反
山
ふ
き
」

（史
料
6
）
了
覚
譲
状
（
隅
田
家
文
書
一
〇
〇
号
、
正
平
九
年
）

　
　
「
す
た
の
き
た
の
さ
か
い
は
ら
内

　
　
　
や

し
き
一
所
十
郎
入
道
か
や
し
き
の
事

　
　
　
　
　
　
ひ

ん

か

し
や
ま
う
ち
殿
田
、
み
な
ミ
道
、

　
　
　
し
〉
　
に
し
さ
い
の
か
ミ
の
き
た
之
道
、

　
　
　
　
　
　
き
た
山
く
り
ハ
や
し
を
か
き
る
、

　
　

こ
の
う
ち
の
た
は
た
け
・
さ
ん
ち
・
口
口
や
く
わ
う
や
、
み
な
や
し
き
の
内
、

　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
　
　

ミ
そ
て
百
歩
田
あ
り
、
い
や
ろ
く
か
い
ゑ
や
し
き
、
田
も
か
き
う
ち
の
く

　
　
　
　
な
り
、

　
　
　
く
い
せ
た
小
お
ミ
ね
た
ミ
な
、
　
ま
へ
た

　
　
　
や

し
き
ま
へ
な
る
ち
や
は
た
け
」

　
史
料
5
で
は
、
前
田
の
東
端
が
薬
師
堂
の
前
ま
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

次
に

現
在
東
谷
川
南
岸
に
あ
る
境
原
の
小
字
山
吹
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
も
、
史
料

3
の
薬
師
堂
と
同
じ
、
南
岸
に
あ
っ
た
薬
師
堂
を
さ
す
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
史
料

6
は
十
郎
入
道
の
屋
敷
な
ど
を
「
法
師
」
に
譲
渡
す
る
文
書
で
、
「
く
い
せ
た
」
の
位

置

は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
く
い
せ
田
小
」
と
「
小
峯
田
の
全
部
」
と
「
前
田
」
と
が
含
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ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
次
の
茶
畑
が
前
に
あ
る
と
い
う
「
や
し
き
」

は
常
識
的
に
は
十
郎
入
道
屋
敷
を
さ
す
だ
ろ
う
が
、
こ
の
屋
敷
は
元
応
二
年
（
ニ
ニ

ニ
○
）
の
隅
田
信
教
譲
状
写
（
葛
原
家
文
書
二
七
号
）
以
来
、
葛
原
氏
の
多
く
の
譲

状
で
筆
頭
に
記
さ
れ
る
も
の
で
、
信
教
譲
状
写
に
は
十
郎
入
道
と
そ
の
子
息
は
「
下

人
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
葛
原
家
文
書
五
八
号
に
は
こ
の
屋
敷
に
つ
い
て
「
い

ま
ハ
と
の
か
い
と
（
殿
垣
内
）
〉
い
ふ
な
り
」
と
も
み
え
る
。
も
し
「
前
田
」
が
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
前
田

を
さ
す
な
ら
、
石
井
進
氏
の
い
う
よ
う
に
、
薬
師
堂
は
近
世
～
近
代
の
東
光

寺
あ
た
り
に
あ
る
方
が
景
観
的
に
は
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
薬
師
堂
の
位
置
は
上

記
の
考
証
で
動
か
な
い
と
私
は
考
え
る
の
で
、
こ
の
「
前
田
」
を
屋
敷
の
前
田
と
考

え
れ
ば
、
十
郎
入
道
屋
敷
を
南
岸
に
も
っ
て
く
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
十
郎
入
道
屋
敷

は
、
今
日
の
感
覚
で
い
う
家
の
敷
地
よ
り
は
広
い
範
囲
を
さ
し
、

そ
の
中
に
田
畠
・
山
地
・
荒
野
が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
位
置
に
つ
い
て

は
、
別
名
の
「
殿
垣
内
」
が
聞
き
取
り
で
判
明
し
な
か
っ
た
の
で
、
史
料
の
四
至
か

ら
判
断
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
う
ち
、
栗
林
は
何
ヶ
所
か
に
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な

い
の

で
、
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
し
、
山
内
殿
の
田
も
そ
れ
だ
け
で
所
在
地
を
決
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
山
内
は
大
字
名
に
あ
る
が
、
中
世
そ
こ
に
山
内
殿
が

い

た
と
し
て
も
、
山
内
と
境
原
は
杉
尾
・
霜
草
で
隔
て
ら
れ
、
直
接
接
し
て
い
な
い
。

た

と
え
山
内
殿
の
田
が
現
在
の
境
原
に
あ
っ
た
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
特
に
境
原
東
端

部
の

よ
う
に
考
え
る
必
然
性
は
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
大
学
中
世
史
研
究
会
『
高
野
山

　
　
　
　
　
（
4
）

領
荘
園
調
査
報
告
』
は
、
「
現
地
で
の
地
名
の
復
元
に
よ
る
と
、
「
際
の
神
」
は
現
在

杉
尾
村
と
境
原
村
の
接
点
に
あ
た
る
地
名
で
あ
り
、
山
栗
林
は
葛
城
山
脈
と
接
す
る

山
で
栗
林
と
云
う
地
名
も
あ
る
。
南
の
道
は
本
谷
川
（
東
谷
川
ー
勝
田
）
に
沿
っ
て

あ
る
道
、
山
内
殿
田
は
山
内
殿
の
所
有
し
て
い
る
田
と
考
え
る
と
、
現
在
の
境
原
と

杉
尾
村
の
村
境
の
一
地
域
で
あ
る
事
が
わ
か
る
」
と
し
て
い
る
が
、
サ
イ
ノ
カ
ミ
と

い

う
地
名
は
私
は
聞
き
取
り
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
日
大
が
調
査
し
た
一
九
六

〇
年
代
後
半
に
は
そ
の
地
名
も
し
く
は
祠
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
史
料
上

の

「
さ
い
の
か
ミ
」
に
つ
い
て
は
、
実
は
境
原
の
西
端
付
近
と
考
え
ら
れ
る
。

（史
料
7
）
葛
原
明
観
譲
状
（
隅
田
家
文
書
九
七
号
、
応
永
二
二
年
（
一
四
一
五
）
二

月
二
九
日
）
（
史
料
4
に
同
じ
）

　
　
「
ゆ
つ
り
あ
た
う
る
し
よ
ふ
ん
の
事

　
　
　
　
合

　
　
す
た

の

き
た
の
し
や
う
の
内
、
則
正
名
の
事
、
し
x
ほ
ん
ち
や
う
に
あ
り
、

　
　
同
か
口
口
口
ら
の
や
し
き
一
所
、

　
　
同
御
ミ
や
ふ
き
や
う
、
な
ら
ひ
に
田
畠
下
人
等
の
事

　
　
同
ち
と
う
一
分
、

　
　
同
名
田
の
し
る
す
事
、
二
反
か
と
田
、
大
大
田
、
小
ゆ
や
の
上
、

　
　
さ
か
い
は
ら
の
分
、
一
口
う
ゑ
た
い
ら
、
一
反
さ
い
の
か
ミ
の
ま
ゑ
い
し
ま
っ
、
一

　
　
反
西
の

か
い

と
い
し
ま
っ
、
一
所
け
ん
な
い
か
い
と
い
し
ま
っ
、
一
所
へ
い
五
郎
か
い

　
　
と
、
ホ
↓
㎡
彰
レ
、
一
所
お
ミ
ね
た
、
わ
か
ミ
や
と
の
ゑ
あ
ふ
ら
一
升
ま
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヵ
イ
ト

　
　
ァ
レ
、
一
所
ひ
ろ
は
た
け
ア
レ
、
一
反
八
幡
宮
御
下
地
、
ち
と
う
あ
り
」

　
こ
こ
で
、
「
さ
か
い
は
ら
の
分
」
以
下
の
地
名
は
現
実
の
地
名
の
並
ん
で
い
る
順
に

配
列

し
て
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
「
う
ゑ
た
い
ら
」
は
境
原
の
小
字
上
平
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
次
の
「
さ
い
の
か
ミ
」
も
そ
の
付
近
と
思
え
る
。
こ
れ
だ
け

で

は
根
拠
薄
弱
だ
が
、
そ
の
次
の
「
西
の
か
い
と
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
地
名
も
現
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存

し
な
い
よ
う
だ
が
、
他
の
史
料
か
ら
や
は
り
西
の
方
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
隅
田
家
文
書
九
八
号
に
「
お
ミ
ね
の
か
ね
つ
き
て
ん
、
小
畠
い
ら
の
た
に

く
ち
の
も
り
の
し
た
に
し
の
か
い
と
の
ぞ
い
」
と
あ
り
、
い
ら
の
た
に
（
イ
ラ
ン
谷

‖
湯
屋
谷
）
の
口
の
「
森
の
下
」
と
い
う
あ
た
り
に
「
西
の
垣
内
」
が
あ
っ
た
こ
と

が
知

ら
れ
る
。
「
森
」
に
つ
い
て
は
、
湯
屋
谷
川
の
西
岸
、
東
谷
川
と
の
合
流
点
付
近

（細
川
）
に
「
森
脇
」
姓
が
二
軒
あ
る
こ
と
も
傍
証
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
さ
い
の

か
み

（道
祖
神
）
は
上
平
と
西
の
垣
内
の
間
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
現
在
の
小
字
中

尾
崎
付
近
に

比
定
す
る
の
が
も
っ
と
も
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
道
祖
神
は
隅

田

荘
と
相
賀
荘
と
の
境
を
画
す
る
も
の
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
道
祖
神
が
中
尾
崎
付
近
と
す
る
と
、
十
郎
入
道
屋
敷
も
こ
の
あ
た
り
と
い
う
こ
と

に

な

る
。
元
応
二
年
の
隅
田
信
教
譲
状
写
（
葛
原
家
文
書
二
八
号
）
で
は
「
や
し
き

壱
所
同
う
ゑ
の
や
ま
、
随
け
螂
臥
輔
悔
」
と
記
し
て
お
り
、
十
郎
入
道
屋
敷
の
所
在
地
は

「
う
ゑ
の
や
ま
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
聞
き
取
り
で
は
、
小
字
山
田
垣
内
の
西
部
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
え
や
ま

境
原
集
会
所
の
背
後
の
山
を
「
上
山
」
と
い
う
と
の
こ
と
だ
が
、
位
置
は
適
合
す
る

か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
さ
き
に
十
郎
入
道
屋
敷
を
薬
師
堂
付
近
に
あ
っ
た
「
前

田
」
と
関
係
づ
け
た
の
も
再
考
が
必
要
で
あ
る
。
た
し
か
に
史
料
か
ら
は
屋
敷
も
境

原
西
端
付
近
で

は
あ
り
、
ま
た
史
料
7
で
は
「
西
の
か
い
と
」
の
あ
と
に
「
お
ミ
ね

た
」
と
か
「
ひ
ろ
は
た
け
」
な
ど
、
さ
き
に
南
岸
に
あ
っ
た
と
考
証
し
た
地
名
も
出

て

く
る
の
だ
が
、
一
つ
は
「
さ
い
の
か
ミ
」
と
の
位
置
関
係
、
も
う
一
つ
は
屋
敷
の

南
が
道
で
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
や
は
り
屋
敷
は
川
の
北
岸
に
あ
っ
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
前
田
」
は
十
郎
入
道
屋
敷
の
前
田

で

は
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
何
の
前
田
か
は
不
明
だ
が
、
あ
る
い
は
別
の
屋
敷
で

も
あ
ろ
う
か
。

　
十
郎
入
道
屋
敷

と
い
わ
れ
る
屋
敷
は
、
も
と
は
下
人
の
屋
敷
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い

る
が
、
中
世
後
期
に
は
葛
原
氏
が
相
伝
し
、
「
殿
垣
内
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と

か

ら
、
葛
原
氏
の
屋
敷
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
は
近
世
文
書
に
も
こ
れ
が

出
て
く
る
。
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
正
月
の
「
御
尋
二
付
口
上
」
（
写
真
一
一
七
九

～
一
一
八
二
）
で
、
境
原
村
の
孫
左
衛
門
と
い
う
人
物
が
コ
私
居
屋
舗
井
近
辺
を
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
と

垣
内
申
候
、
尤
干
今
至
、
先
般
6
之
屋
敷
罷
有
候
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
孫
左

衛
門

は
葛
原
姓
だ
が
、
葛
原
家
文
書
を
伝
来
し
た
葛
原
家
と
は
別
で
、
し
か
も
中
世

以
来
の

由
緒
を
主
張
し
て
い
た
。
文
書
を
伝
え
る
葛
原
家
の
そ
の
こ
ろ
の
当
主
は
孫

市

と
い
う
人
物
だ
が
、
孫
左
衛
門
は
孫
市
か
ら
文
書
を
借
り
て
、
自
分
の
家
の
文
書

と
偽
っ
て
公
儀
に
提
出
し
よ
う
と
し
、
孫
市
と
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の

文
書
で
、
孫
左
衛
門
は
自
分
の
祖
父
の
孫
左
衛
門
が
九
度
山
に
流
さ
れ
た
真
田
幸
村

と
親
し
か
っ
た
な
ど
と
も
い
っ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
木
ノ
原
村
・
畑
田
村

か

ら
の
山
手
米
を
ま
ず
自
分
が
受
け
取
っ
て
か
ら
代
官
所
に
納
め
る
、
毎
年
両
村
か

ら
米
一
斗
を
受
け
取
っ
て
い
る
、
代
替
わ
り
に
は
両
村
か
ら
祝
儀
を
も
ら
う
な
ど
と

主
張

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
木
ノ
原
・
畑
田
は
葛
原
家
文
書
に
多
く
の
検
見
帳
を

残

し
て
お
り
、
中
世
の
葛
原
氏
の
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
も
し
実
際
に

近
世
に

至

る
ま
で
こ
う
し
た
関
係
を
保
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
孫
左
衛
門
の
家
は
孫

市
の
家
と
中
世
後
期
に
分
岐
し
た
系
統
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
孫
左
衛
門
は
自
分

の

家
は
隅
田
・
葛
原
・
境
原
い
ず
れ
も
名
乗
る
と
し
て
い
る
が
、
境
原
を
名
乗
る
人

物
が
中
世
の
葛
原
家
文
書
に
現
れ
て
い
る
（
＝
○
～
二
一
二
号
）
。
文
安
五
年
二
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四
四

八
）
の
範
道
譲
状
案
（
葛
原
家
文
書
＝
一
号
）
で
は
範
道
か
ら
次
男
五
郎
三

郎
に

「
殿
か
い

と
三
反
」
が
譲
ら
れ
、
宝
徳
三
年
（
一
四
五
一
）
の
境
原
忠
秀
添
状

案

（同
一
二
五
号
）
で
は
「
と
の
か
い
と
三
反
、
お
な
し
く
や
し
き
い
つ
し
よ
」
が

忠
秀
の
親
か
ら
「
と
う
五
郎
」
と
い
う
人
物
に
譲
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

史
料
に
は
「
か
つ
ら
わ
ら
と
の
〉
く
り
は
や
し
」
も
み
え
、
こ
の
時
代
に
は
葛
原
氏

と
境
原
氏
が
境
原
に
共
存
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
孫
左
衛
門
は
こ
の
系
統
の
後
喬

か

も
し
れ
な
い
。
近
世
で
は
孫
左
衛
門
の
家
と
そ
の
近
辺
を
「
殿
垣
内
」
と
い
っ
た

と
い
う
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
文
書
か
ら
は
そ
の
位
置
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

葛
原

（境
原
）
家
相
伝
の
屋
敷
で
あ
っ
た
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
葛
原
氏
の
屋
敷
　
十
郎
入
道
屋
敷
以
外
に
も
、
葛
原
氏
の
屋
敷
は
あ
っ
た
と
思
わ

れ

る
。
た
と
え
ば
、
史
料
7
に
「
同
名
田
の
し
る
す
事
、
二
反
か
と
田
、
大
大
田
、
小
ゆ

や

の

上
」
と
あ
っ
た
が
、
門
田
も
大
田
も
領
主
屋
敷
近
く
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も

現
在
の
境
原
で
は
門
田
や
大
田
の
所
在
地
は
不
明
だ
が
、
「
同
名
田
」
と
は
則
正
名
田

を
い
う
。
則
正
名
は
こ
の
史
料
か
ら
は
境
原
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
「
隅
田
庄
内
堺

原
則
正
名
内
」
（
隅
田
八
幡
神
社
文
書
一
四
号
）
と
か
「
さ
か
い
は
ら
の
〉
り
ま
さ
名

内
」
（
隅
田
八
幡
神
社
文
書
一
七
号
）
と
み
え
、
境
原
に
所
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。
こ
の
屋
敷
は
十
郎
入
道
屋
敷
と
同
じ
も
の
を
さ
す
可
能
性
も
あ
る
が
、
中
世
後

期
に

小
峯
寺
付
近
の
山
が
城
郭
化
さ
れ
る
の
は
葛
原
氏
の
し
た
こ
と
と
考
え
る
の
が

自
然
だ
か
ら
、
そ
の
時
期
に
は
小
峯
寺
付
近
に
住
居
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な

お
、
小
峯
寺
の
北
西
に
、
現
在
暮
橋
家
の
畑
に
な
っ
て
い
る
尾
根
上
の
削
平
地
が
あ

り
、
屋
敷
に
よ
さ
そ
う
に
思
っ
た
が
、
特
に
伝
承
は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
現
在
、
地
元
で
葛
原
家
の
屋
敷
跡
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
湯
屋
谷
の
奥
の

横
手
垣
内
に
あ
る
。
こ
こ
に
横
手
八
幡
と
い
う
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
は
た
し

て

こ
れ
が
中
世
以
来
の
屋
敷
跡
か
ど
う
か
は
疑
問
が
あ
る
。
ま
ず
、
横
手
と
い
う
地

名
は
、
中
世
文
書
に
は
一
ヶ
所
し
か
現
れ
な
い
。

（史
料
8
）
葛
原
明
道
山
立
状
案
（
葛
原
家
文
書
一
〇
四
号
、
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）
）

　

　
「
　
た
ち
や
ま
の
事

　
　
一
ほ
そ
か
わ
．
、
よ
こ
て
よ
り
し
も
へ
か
ま
〉
て
、

　
　
一
し
ふ
く
さ
，
、
よ
こ
て
よ
り
し
も
へ
か
ま
〉
て
、

　
　
一
す
ミ
の
ほ
．
、
よ
こ
て
よ
り
か
ミ
へ
さ
か
山
に
か
ま
x
て
、
ふ
く
ほ
へ
，
な
ら

　
　
　
　
す
、

　
　
右
件
ほ
そ
か
わ
は
、
父
め
う
か
ん
の
と
き
よ
り
た
ち
申
候
、
す
ミ
の
ほ
、
し
ふ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
　
　
く
さ
．
明
道
か
と
き
た
〉
せ
申
候
、
い
つ
れ
も
や
ま
て
た
る
へ
き
物
な
り
」

　

こ
こ
に
「
か
ま
」
と
あ
る
の
は
炭
竈
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
細
川
・
渋
草
（
霜
草
）
・

炭
尾
（
杉
尾
）
の
立
山
が
い
ず
れ
も
「
よ
こ
て
」
と
の
位
置
関
係
で
示
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
村
が
山
手
を
払
っ
て
利
用
で
き
る
山
を
横
手
と
炭
竈
と
の
間
に
設
定

し
た
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
こ
の
「
よ
こ
て
」
は
現
在
の
横
手
垣
内
に
比
定
で
き
る

が
、
史
料
に
は
田
地
の
存
在
を
示
す
よ
う
な
記
述
は
な
く
、
横
手
は
こ
の
時
代
人
家

が

あ
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
山
奥
に
み
え
る
。
横
手
垣
内
は
イ
ラ
ン
谷

（湯
屋
谷
）
の
奥
だ
が
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
九
月
の
「
あ
つ
か
ひ
証
文
之
事
」

（写
真
一
四
〇
四
～
一
四
〇
六
）
に
よ
る
と
、
「
境
原
村
本
郷
と
い
ら
の
谷
之
無
役
人

と
」
が
出
入
り
に
及
ん
だ
と
あ
り
、
こ
の
時
代
に
村
が
「
本
郷
」
と
「
い
ら
の
谷
」

と
二
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。
本
郷
は
東
谷
川
流
域
の
集
落
中
心
部
を
さ
す
と
み
ら

れ

る
が
、
「
い
ら
の
谷
」
は
あ
と
で
開
発
さ
れ
て
人
が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
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う
。
中
世
史
料
に
は
東
谷
川
流
域
の
地
名
は
き
わ
め
て
多
い
が
、
い
ら
の
谷
は
谷
の

口

の

あ
た
り
の
地
名
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
葛
原
家
の

屋
敷
が
横
手
垣
内
に
所
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
う
古
く
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は

で

き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
前
記
の
日
大
の
報
告
は
、
境
原
の
西
端
部
に
葛
原
家

と
小
西
家
の
屋
敷
跡
を
並
べ
て
比
定
し
て
い
る
が
、
境
原
小
学
校
旧
地
近
く
に
屋
敷

跡
と
い
わ
れ
る
地
は
あ
る
も
の
の
、
誰
の
も
の
か
は
私
の
調
査
で
は
不
明
で
、
採
用

し
な
か
っ
た
。

　
中
世
の
葛
原
氏
の
屋
敷
が
境
原
の
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
、
正
確
に
つ
き
と
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
境
原
以
外
に
も
屋
敷
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
永
正
三
年
（
一
五

〇

六
）
の
野
口
恒
秀
田
地
寄
進
状
（
隅
田
八
幡
神
社
文
書
三
二
号
）
に
は
、
「
隅
田
庄

垂
井
村
之
内
、
神
主
之
西
ウ
ラ
ア
ヲ
リ
田
壱
段
顛
晒
鴫
顯
噛
冶
ト
田
ヲ
、
楠
猷
佃
、
」
と
み
え
、

永
正
期
に

垂
井
村
に
「
葛
原
殿
門
田
」
や
「
大
田
」
が
あ
っ
た
。
「
ア
ヲ
リ
田
」
は
南

北
朝
期
の
史
料
で
は
「
下
村
内
の
り
つ
ね
ミ
や
う
の
内
、
あ
さ
な
あ
お
り
田
」
（
葛
原

家
文
書
三
九
号
、
康
永
四
年
）
「
隅
田
北
庄
下
村
内
二
反
内
僻
∋
殿
ω
佃
」
（
葛
原
家
文
書

四

五
号
、
正
平
一
七
年
）
な
ど
、
下
村
の
則
常
名
に
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
位
置
は

今
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
永
正
の
史
料
で
は
「
神
主
の
裏
」
と
い
う
の

だ

か

ら
、
隅
田
八
幡
神
社
の
神
主
の
住
居
近
く
な
の
で
あ
ろ
う
。
神
社
の
近
く
で
あ

れ
ば
、
葛
原
家
も
隅
田
八
幡
宮
の
祭
祀
を
つ
と
め
る
隅
田
党
の
有
力
者
と
し
て
、
そ

の

あ
た
り
に
屋
敷
を
も
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

そ
れ
か
ら
気
に
な
る
の
は
、
中
世
史
料
で
は
な
い
が
、
現
在
の
五
條
市
木
ノ
原
の

小
字
に
「
門
田
」
「
大
田
」
が
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
葛
原
家
の
も
の
だ
っ
た
か
ど
う

か
は

も
ち
ろ
ん
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
か
の
時
代
の
領
主
の
屋
敷
の
存
在
を
示
し

て

い

よ
う
。
畑
田
の
小
字
に
も
「
カ
ド
田
」
が
あ
る
。
ま
た
近
世
の
葛
原
家
の
系
図

な

ど
か
ら
は
、
当
時
中
島
に
も
葛
原
家
の
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
中
世
葛
原
氏
の
本
拠
と
目
す
る
べ
き
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の

考
証
が
領
主
と
し
て
の
葛
原
家
の
存
在
形
態
を
研
究
す
る
一
助
と
な
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
。

　
そ
の
他
の
境
原
の
地
名
　
考
証
は
省
略
し
、
中
世
史
料
の
地
名
で
現
在
比
定
で
き

る
も
の
を
列
挙
す
る
と
、
「
く
れ
は
し
」
（
葛
原
家
文
書
五
八
・
六
〇
・
＝
二
七
・
一

　
　
　
　
　
　
　
　
く
ろ
ず
え

四

九
号
他
）
は
小
字
黒
末
の
暮
橋
家
の
付
近
（
た
だ
し
、
現
在
暮
橋
家
は
東
谷
川
西

岸
に
あ
る
が
、
地
名
の
配
列
か
ら
は
、
中
世
は
そ
の
付
近
の
東
岸
に
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
）
、
「
竹
の
下
」
（
葛
原
家
文
書
五
九
・
一
二
五
・
一
六
一
号
）
は
聞
き
取
り
に

よ
れ
ば
、
大
タ
チ
バ
ナ
の
土
井
家
の
前
の
川
端
あ
た
り
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
竹
の

下

と
い
う
地
名
は
畑
田
（
葛
原
家
文
書
六
六
・
二
二
七
・
一
四
九
号
）
や
「
し
ゆ
く
」

（現
在
の
大
字
真
土
。
葛
原
家
文
書
一
四
九
号
）
に
も
あ
る
が
、
境
原
に
あ
っ
た
こ

と
も
ま
ち
が
い
な
い
。

　
葛
原
家
文
書
一
六
一
号
（
明
応
七
年
の
隅
田
荘
検
見
帳
）
で
は
、
地
名
が
「
＊
う

わ

た
い
ら
」
「
く
い
せ
田
」
「
あ
ら
ほ
り
」
「
と
こ
ろ
の
し
の
ま
へ
」
「
ほ
う
そ
の
も
り
」

「
＊
た
け
の
下
し
も
」
「
＊
た
け
の
下
」
「
ゆ
や
の
も
と
」
「
あ
ら
ほ
り
」
「
＊
か
ま
の

口
」
「
＊
ふ
る
か
い
と
」
「
＊
く
れ
は
し
」
「
＊
ひ
の
た
に
口
」
「
＊
わ
た
」
「
＊
か
や
た

二
」

と
並
ん
で
い
る
。
＊
を
つ
け
た
の
は
現
在
比
定
で
き
る
地
名
だ
が
、
上
平
か
ら

釜
の
口

ま
で
は
（
こ
の
中
で
わ
か
る
も
の
は
）
東
谷
川
西
岸
を
西
か
ら
東
に
並
ん
で

い

る
。
釜
の
口
は
井
堰
の
名
で
、
灌
概
施
設
を
記
し
た
数
少
な
い
史
料
の
一
つ
で
あ

る
。
こ
の
井
堰
は
現
存
し
、
東
谷
川
の
東
岸
を
灌
慨
し
て
い
る
。
古
垣
内
、
暮
橋
、
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檜
の

谷

口
、
和
田
は
集
落
北
端
近
い
あ
た
り
で
、
東
岸
も
西
岸
も
あ
る
。
た
だ
し
、

暮
橋
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
世
は
川
の
対
岸
に
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
い
だ
に

る
。
「
か
や
た
二
」
が
現
在
の
小
字
栢
谷
を
さ
す
と
す
れ
ば
、
こ
こ
だ
け
や
や
離
れ
る

の
が
不
審
だ

が
、
他
は
ほ
ぼ
現
在
の
地
名
の
配
置
と
合
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
境
原
の
絵
図
　
中
世
史
料
か
ら
は
離
れ
る
が
、
葛
原
家
文
書
に
は
近
世
の
境
原
の

絵
図
が
三
点
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
し
て
お
く
。
こ
れ
ら
の
絵
図
は
、
渡
辺
論
文

に

ふ
れ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
に
葛
原
孫
市
と
小
峯
寺
と

の
間
に

山
の
畔
刈
り
を
め
ぐ
る
相
論
が
起
こ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
孫
市
が
自
ら
の
主

張

を
示
す
た
め
に
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
亥
（
宝
永
四
年
）
十
一
月
の
「
乍
恐

返
答
口

上
」
（
写
真
一
〇
九
五
～
一
〇
九
八
）
に
コ
塔
尾
山
と
申
者
、
丸
山
根
付
堀

切
西

ノ
尾
通
筋
之
義
ハ
、
絵
図
を
以
可
申
上
候
」
と
あ
り
、
塔
尾
山
（
塔
の
峰
）
は

丸

山
（
小
峯
寺
本
堂
背
後
の
山
）
の
付
け
根
の
堀
切
か
ら
西
の
尾
根
伝
い
に
あ
る
山

だ

と
い
う
こ
と
を
絵
図
で
示
す
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
こ
の
絵
図
で
あ
る
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
い
。
絵
図
に
は
小
峯
寺
、
本
堂
丸
山
、
石
塔
（
塔
の
峰
に
あ
っ
た
十

三
重
の
塔
）
、
そ
し
て
石
塔
と
丸
山
と
の
間
の
堀
切
が
描
か
れ
て
い
る
。
絵
図
は
三
点

あ
る
が
、
う
ち
二
点
は
記
述
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
表
現
が
部
分
的
に
異
な
る
。
他
の
一

点
は

川
の
流
域
の
み
描
き
、
山
の
相
論
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
。
家
の
描
き
方

が
中
世
の
荘
園
絵
図
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
荘
園
絵
図
で
は
必
ず
床
を

張
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
寺
院
（
こ
こ
で
は
小
峯
寺
）
も
、
他
の
家
と
同
様
の

描

き
方
で
あ
る
。
小
峯
寺
付
近
が
描
か
れ
た
二
点
を
仮
に
絵
図
A
・
B
と
名
づ
け
る
。

　

こ
の
絵
図
に
は
「
常
神
」
（
絵
図
A
）
と
か
「
床
ノ
神
」
（
B
）
と
記
さ
れ
た
と
こ

ろ
に
木
が
二
、
三
本
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
小
峯
寺
と
の
間
に
係
争
が
あ
っ
た
と

こ
ン

写真2　境原絵図A
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こ
ろ
で
、
文
書
に
は
「
と
こ
の
神
」
（
口
上
覚
、
写
真
一
〇
五
二
～
一
〇
五
五
）
と
あ

る
の
で
、
常
神
と
書
い
て
「
と
こ
の
神
」
と
読
ん
だ
ら
し
い
が
、
こ
れ
は
現
在
「
白

龍

さ
ん
」
と
し
て
小
字
中
尾
崎
に
祀
ら
れ
て
い
る
祠
の
旧
地
で
あ
ろ
う
。
旧
地
も
開

発
は

免

れ
、
樹
木
が
残
っ
て
い
る
。
境
原
村
の
利
右
衛
門
が
代
々
所
持
し
て
い
た
が
、

小
峯
寺
が
こ
れ
を
同
寺
所
有
の
荒
神
の
森
だ
と
主
張
し
て
、
そ
の
神
木
を
伐
採
し
よ

う
と
し
て
争
っ
た
。
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
の
「
寺
社
御
改
書
上
帳
」
（
写
真
一
〇

一
五
～
一
〇
二
一
）
に
「
常
神
　
弁
才
天
女
」
と
し
て
小
祠
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
、
利
右
衛
門
の
口
上
（
写
真
一
＝
三
～
一
一
一
六
）
に
「
常
神
弁
才
天
之
森
」

と
み
え
る
。
史
料
か
ら
は
祭
祀
の
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
弁
才
天
と
い
う

別
名
か
ら
水
神
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
白
龍
さ
ん
に
つ
な
が
る
の
も
自
然
で
あ
る
。

な
お
、
塔
の
峰
が
宅
地
開
発
さ
れ
た
と
き
、
白
龍
さ
ん
旧
地
の
少
し
上
手
で
祠
跡
が

発
掘

さ
れ
た
と
い
う
（
橋
本
市
教
委
に
よ
る
）
。
こ
れ
が
近
世
の
「
荒
神
」
に
あ
た
る

も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
絵
図

B
に
は
「
市
右
衛
門
家
」
の
み
家
の
絵
に
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

孫
市
の

下
作
人

で
、
葛
原
家
自
体
の
屋
敷
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
時
代
に
は
、

こ
の
相
論
で
の
係
争
地
と
は
離
れ
る
東
谷
川
北
岸
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
　
隅
田

北
荘
の
地
名

　
紀
ノ
川
を
境
と
し
て
隅
田
荘
は
北
荘
と
南
荘
に
わ
け
ら
れ
る
。
南
北
朝
期
に
北
荘

は
石
清
水
八
幡
宮
領
に
と
ど
ま
り
、
南
荘
は
高
野
山
領
と
な
っ
た
が
、
紀
ノ
川
よ
り

北
で

も
川
に
沿
っ
た
地
域
は
室
町
期
に
は
「
中
筋
」
と
呼
ば
れ
た
。
応
永
八
年
二

　　　　鯵
　　　醒

響　翼、堺

写真4　白龍さん旧地にある樹叢
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四

〇
一
）
の
隅
田
荘
段
銭
注
文
案
（
隅
田
家
文
書
五
五
号
）
で
は
「
な
か
す
ち
の
ふ

ん
」
「
河
南
分
」
「
北
庄
分
」
と
荘
園
が
三
分
さ
れ
て
い
る
が
、
中
世
後
期
に
は
隅
田

荘
の

紀

ノ
川
北
岸
で
は
荘
園
領
主
が
力
を
失
う
た
め
、
中
世
後
期
の
中
筋
と
い
う
呼

称
に

ど
の
程
度
荘
園
経
営
上
の
単
位
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
。
次
第
に
地
域
名
称
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
筋
の
範
囲
に
つ

い
て

は
、
明
徳
五
年
（
＝
二
九
四
）
の
隅
田
荘
中
筋
畠
帳
惣
目
録
案
（
隅
田
家
文
書

五
四
号
）
に
現
れ
る
地
名
に
「
カ
ウ
せ
」
（
河
瀬
）
「
イ
モ
ウ
」
（
芋
生
）
「
中
下
」
な

ど
現
在
の
大
字
名
が
み
ら
れ
、
芋
生
か
ら
河
瀬
に
至
る
川
沿
い
の
低
位
段
丘
を
「
中

筋
」
と
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
中
筋
を
含
む
北
荘
の
各
大
字
ご
と
に
、
中

世
史
料
に
み
え
る
地
名
を
あ
げ
て
み
た
い
。
た
だ
、
境
原
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う

に
、
現
在
小
字
と
し
て
残
っ
て
い
な
く
て
も
、
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
小
地

名
が
中
世
史
料
と
一
致
す
る
こ
と
は
決
し
て
稀
で
は
な
い
が
、
境
原
以
外
で
は
ほ
と

ん

ど
聞
き
取
り
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
現
在
の
小
字
レ
ベ
ル
の
地
名
と

中
世
史
料
と
の
対
比
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
今
の
小
字
に
は
な
く
て
も
、

現
地
で
聞
け
ば
中
世
史
料
の
地
名
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
可
能
性

は
大
い
に
あ
り
、
以
下
の
記
述
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
今
後
の
調
査
が
望
ま
れ
る

こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

　
杉
尾
　
上
述
の
よ
う
に
中
世
に
は
炭
尾
と
呼
ば
れ
た
。
宝
治
の
取
帳
に
も
「
炭
尾
」

と
し
て
三
丁
三
百
歩
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
山
内
　
隅
田
党
の
山
内
殿
と
い
う
人
物
が
い
た
が
、
居
住
地
な
ど
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
。
小
字
名
と
し
て
は
、
箕
台
と
い
う
小
字
が
現
在
も
あ
り
、
史
料
に
は
「
山
内

ミ
の
ふ
た
い
の
さ
ま
や
ま
ち
の
事
」
（
葛
原
家
文
書
九
九
号
）
「
山
内
ミ
の
た
い
　
二

灘藩
籔
w

爆
．

鮮

欄
』」影二三

写真5　杉尾の景観
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斗
左
衛
門
大
郎
」
（
葛
原
家
文
書
一
八
一
号
）
な
ど
と
見
え
る
。
こ
う
い
う
珍
し
い

地
名
は
、
比
定
も
確
実
性
が
高
い
。
同
様
に
珍
し
い
地
名
と
し
て
小
字
「
曽
和
ノ
前
」

が
あ
る
が
、
史
料
に
「
ミ
ノ
う
た
い
ソ
う
の
ま
へ
」
（
葛
原
家
文
書
一
八
五
号
）
と
あ

る
。
箕
台
と
曽
和
ノ
前
は
同
じ
山
内
の
小
字
だ
が
離
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
は
並
列

と
考
え
る
。
池
の
名
前
と
し
て
、
あ
や
め
池
が
小
字
菖
蒲
の
奥
に
あ
る
が
、

「
ヨ
鴎口
し
。
六
斗
　
け
ん
二
郎
や
ま
内
」
（
葛
原
家
文
書
一
四
九
号
）
と
あ
る
の
は
こ
の

池

と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
応
永
二
八
年
（
一
四
一
二
）
の
交
名
写
（
葛
原

家
文
書
九
六
号
）
に
は
、
山
内
の
「
中
堂
」
「
ふ
ろ
の
も
と
」
「
下
堂
」
が
み
え
、
村

堂
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
霜
草
　
中
世
に
は
渋
草
と
い
っ
た
。
宝
治
の
取
帳
に
も
「
一
丁
五
十
歩
　
渋
草
分
」

と
あ
り
、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
の
沙
弥
某
処
分
田
地
坪
付
案
（
隅
田
家
文
書
五

三
号
）
に
は
「
渋
草
ノ
番
匠
」
が
み
え
て
い
る
。
一
で
の
べ
た
よ
う
に
、
境
原
に
隣

接
す

る
檜
ノ
谷
、
横
谷
は
境
原
の
史
料
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
現
在
の
小
字

に

大
明
、
奥
大
明
が
あ
り
、
大
名
池
と
い
う
池
も
あ
る
が
、
鎌
倉
期
の
史
料
に
は
「
題

明
」
と
い
う
地
名
が
出
て
く
る
。
「
字
梅
本
一
町
井
題
明
」
（
隅
田
八
幡
神
社
文
書
二

号
、
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
）
「
岩
蔵
屋
敷
一
所
　
梅
本
田
壱
町
　
同
東
壱
段
　
題

明
田

五
段
　
都
維
那
坪
壱
町
　
則
国
口
田
参
段
」
（
葛
原
家
文
書
七
号
、
建
長
三
年
）

な
ど
と
見
え
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
「
梅
本
」
と
い
う
地
名
と
並
ん
で
お
り
、
後

者
で
は
岩
蔵
屋
敷
と
も
一
括
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
ら
は
四
郎
兵
衛
尉
と
い
う
人
へ
の

譲
渡
分
）
。
梅
ヶ
本
、
岩
倉
と
も
大
字
垂
井
に
あ
っ
て
隣
接
す
る
小
字
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
「
題
明
」
は
垂
井
に
比
定
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
珍
し
い
地
名
だ
か
ら
と
い
っ

て

飛
び

つ
い
て

は
い
け
な
い
と
い
う
反
例
が
で
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、

霜
草
の
大
明
は
史
料
に
出
て
こ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
の

中
殿
分
納
帳
（
葛
原
家
文
書
一
七
七
号
）
に
は
「
シ
フ
ク
サ
ト
ウ
ノ
マ
エ
」
「
シ
フ
ク

サ
」
「
同
ハ
シ
ノ
モ
ト
」
「
同
マ
カ
キ
」
「
同
ヒ
ヤ
ケ
タ
」
「
同
タ
ヰ
メ
ウ
」
「
同
タ
ヰ
ミ

ヤ

ウ
」
「
同
タ
イ
ミ
ヤ
ウ
」
と
地
名
が
並
ん
で
い
る
。
堂
の
前
は
霜
草
の
小
字
に
あ

り
、
橋
の
本
も
存
在
す
る
。
「
同
」
は
み
な
「
シ
フ
ク
サ
」
を
さ
し
て
い
る
の
で
、
こ

こ
に
現
れ
る
「
タ
ヰ
メ
ゥ
」
な
ど
は
霜
草
の
大
明
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
い
。
ダ
イ
ミ
ョ

ウ
と
い
う
地
名
が
二
ヶ
所
に
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
。
も
し

語
源
が
大
名
だ
と
す
れ
ば
、
鎌
倉
期
に
す
で
に
「
題
明
」
な
ど
と
い
う
字
を
あ
て
て

い

る
理
由
が
説
明
し
が
た
い
。

　
平
野
　
葛
原
氏
の
領
地
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
葛
原
家
文
書
に
検
見
帳
が
多
く

残
っ
て
い
る
。
宝
治
の
取
帳
に
も
「
平
野
入
道
」
と
い
う
人
物
が
現
れ
て
い
る
。
文

明

三
年

（
一
四

七
一
）
の
検
見
帳
（
葛
原
家
文
書
一
四
七
号
）
に
よ
る
と
「
あ
か
こ

め
」
（
赤
米
）
が
作
ら
れ
て
お
り
、
地
名
と
し
て
は
「
く
ほ
田
」
「
と
う
の
ま
へ
」
（
堂

の
前
か
）
「
ひ
か
し
あ
ら
ほ
り
」
「
お
ミ
ね
て
ん
」
「
し
は
そ
い
」
「
し
や
う
は
さ
ま
」

な
ど
が
見
え
る
。
平
野
に
も
小
峯
田
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
地
名
は

現
在
の

小
字

に
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
平
野
の
他
の
検
見
帳
で
は
、
「
し
や
う
ふ
た
に
」

「
に

し
た
に
」
「
ま
つ
の
た
に
」
「
い
ち
の
ミ
ね
」
「
あ
や
め
の
口
し
り
」
（
以
上
、

葛
原
家
文
書
一
四
九
号
）
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
小
字
菖
蒲
谷
、
上
西
谷
・
下
西

谷
、
松
ヶ
谷
、
市
ヶ
峰
、
あ
や
め
池
（
池
自
体
は
山
内
だ
が
、
池
の
尻
は
平
野
に
か

か

る
）
に
比
定
で
き
る
地
名
が
拾
え
る
。
「
き
つ
ね
石
」
や
「
い
も
た
」
と
い
う
地
名

も
史
料
に
は
頻
出
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
位
置
は
不
明
で
あ
る
。
「
あ
ま
ご
ぜ
田
」
（
葛

原
家
文
書
一
六
一
号
他
）
は
、
小
字
西
新
田
に
あ
る
「
あ
ま
池
」
と
関
係
が
あ
る
か
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も
し
れ
な
い
。

　
真
土
　
万
葉
集
の
真
土
山
の
故
地
で
あ
り
、
寛
元
年
間
の
奈
良
坂
と
清
水
坂
の
相

　
　
　
　
　
ま
　
つ
ち
じ
ゆ
く

論
に

み

え
る
真
土
宿
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
小
字
小
平
に
は
小
平
城
跡
が
あ

る
。
隅
田
の
史
料
で
は
建
長
の
検
田
取
帳
に
「
宿
」
が
見
え
、
葛
原
氏
も
こ
こ
に
田

畠
を
も
っ
て
い
た
。
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
の
隅
田
荘
検
見
帳
（
葛
原
家
文
書
一

六
一
号
）
に
は
「
し
ゆ
く
の
ふ
ん
」
と
し
て
「
小
せ
う
田
」
「
く
れ
は
し
」
「
い
の
し

り
」
「
た
け
の
下
」
「
ま
る
か
い
と
」
「
し
や
ふ
た
に
（
し
や
う
ふ
た
に
）
」
が
見
え
る

が
、
現
在
の
小
字
と
し
て
竹
の
下
、
丸
垣
内
が
あ
り
、
北
に
隣
接
す
る
平
野
に
菖
蒲

谷
が
あ
る
。

　
垂
井
　
隅
田
八
幡
宮
・
大
高
能
寺
の
所
在
地
。
ほ
か
に
阿
弥
陀
寺
が
あ
る
が
、
こ

れ

も
中
世
史
料
に
「
隅
田
た
る
い
の
御
堂
」
（
隅
田
八
幡
神
社
文
書
二
五
号
）
「
垂
井

御
堂
阿
弥
陀
寺
」
（
同
二
七
号
）
「
垂
井
阿
弥
陀
堂
」
（
六
坊
家
共
有
文
書
一
五
号
）
な

ど
と
み
え
る
。
ま
た
右
記
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
小
字
の
梅
ヶ
本
・
岩
倉
は
中
世
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
て
だ
に

料
に
現
れ
、
近
く
に
「
題
明
」
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
東
に
は
「
死
手
谷
」
と
い
う
小

字
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
仁
安
元
年
（
＝
六
六
）
の
文
書
（
隅
田
家
文
書
四
九
号
）

に

「字
し
て
谷
二
段
」
と
見
え
る
。

　
垂
井
の
南
部
に
は
条
里
地
割
が
残
っ
て
い
る
が
、
条
里
地
名
も
存
在
す
る
。
小
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
ぼ
が
つ
ぼ

と
し
て
は
東
か
ら
「
東
鳥
居
」
「
女
房
坪
」
「
露
無
」
と
並
ん
で
い
る
が
、
宝
治
の
取

帳
に

は
「
女
房
一
町
」
「
幡
戸
町
一
町
」
「
東
鳥
居
一
町
」
が
並
ん
で
い
る
。
幡
戸
町

は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
女
房
」
と
「
東
鳥
居
」
は
現
在
の
小
字
付
近
に
比
定
し
て
ま
ち

が
い

な
い
だ
ろ
う
。
「
隅
田
〉
井
女
房
之
坪
」
（
隅
田
八
幡
神
社
文
書
一
五
号
紙
背
）

「字
田

井
女
房
坪
」
（
葛
原
家
文
書
一
〇
五
号
）
「
字
隅
田
田
井
鳥
居
坪
」
（
隅
田
家
文

書
四
九

号
）
な
ど
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
か
ら
逆
に
、
中
世
で
は
垂
井
の
こ
と
を
田
井

と
書
い
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
鎌
倉
期
ま
で
は
田
井
と
い
う
表
記
の
み
見
え
、

応
永
頃
か
ら
垂
井
が
優
勢
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
の
東
鳥
居
・
女
房
坪
・

露
無
三
小
字
に
ま
た
が
っ
て
、
国
道
二
四
号
よ
り
南
の
一
帯
を
「
八
丁
」
と
呼
ぶ
（
現

地
で
の
聞
き
取
り
）
。

　
隅
田

八
幡
宮
の
東
南
八
町
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
「
車
越
」
と
い
う
地
名
が
近
世
に
あ
っ

た
こ
と
が
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
の
「
隅
田
八
幡
宮
由
来
略
記
」
（
隅
田
八
幡
神
社

文
書
三
六
号
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
応
神
天
皇
が
筑
前
で
生
ま
れ
、
帰
り
に
こ
こ
か

ら
大
和
に
越
え
た
が
、
そ
の
と
き
車
の
通
路
と
な
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。
こ
の
地

名
は
「
口
反
　
車
超
　
弐
常
作
」
（
隅
田
家
文
書
五
三
号
）
「
車
越
二
段
宮
丸
　
紀

二
」
（
葛
原
家
文
書
六
号
）
「
車
越
七
段
　
宮
丸
」
（
同
七
号
）
な
ど
、
鎌
倉
期
の
史
料

に

み

え
る
「
車
越
」
に
比
定
し
て
よ
い
と
思
う
。
ま
た
こ
の
由
来
略
記
に
は
、
八
幡

宮
の
半
町
ほ
ど
東
に
猿
田
彦
の
社
が
森
の
中
に
あ
る
が
、
里
人
は
こ
れ
を
「
里
神
」

と
い
い
、
瘡
に
か
か
っ
た
者
が
祈
る
の
で
瘡
神
と
も
い
う
と
記
す
。
こ
の
森
は
現
存

す
る
が
、
史
料
的
に
も
「
里
神
」
は
コ
た
ん
　
さ
と
か
ミ
の
た
」
（
隅
田
家
文
書
五

三
号
）
「
隅
田
北
庄
さ
と
か
ミ
の
森
」
（
隅
田
八
幡
神
社
文
書
二
一
号
）
「
す
た
の
さ
と

か

ミ
て
ん
」
（
葛
原
家
文
書
一
〇
一
号
）
な
ど
と
見
え
、
里
神
お
よ
び
そ
の
田
が
中
世

か

ら
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
里
神
と
い
う
神
は
木
ノ
原
で
も
祀
ら
れ
て

い
た
。

　
垂
井
の
小
字
岩
倉
の
奥
に
は
岩
倉
池
が
存
在
す
る
。
こ
の
付
近
最
大
の
た
め
池
で
、

天

正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
木
食
応
其
書
状
案
（
隅
田
家
文
書
一
七
号
）
に
「
当

地
池
之
堤
、
早
速
二
出
来
珍
重
候
」
と
あ
っ
て
、
木
食
上
人
が
築
造
し
た
池
と
し
て
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（
5
）

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
池
の
水
利
に
つ
い
て
は
以
前
竹
内
利
美
氏
が
調
査
し
て
い
る
。

池
の

築
造
に

つ
い
て

は
、
年
未
詳
の
隅
田
荘
田
畠
等
注
文
（
葛
原
家
文
書
二
二
七
号
）

に

コ

反
い
け
の
く
ち
い
わ
く
ら
」
と
あ
り
、
こ
の
「
い
わ
く
ら
」
が
垂
井
の
岩
倉

と
す
れ
ば
、
中
世
に
も
何
ら
か
の
池
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
木
食
上

人

は
堤
を
築
い
て
池
を
拡
張
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
地
形
的
に
は
、
古
く
か
ら
池

が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
中
島
　
鎌
倉
期
の
史
料
に
栗
坪
が
み
え
る
が
、
中
島
の
小
字
栗
坪
に
比
定
す
る
根

拠

は
乏
し
い
。
小
字
冷
水
は
、
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
の
中
殿
分
納
帳
（
葛
原
家

文
書
一
七
七
号
）
に
「
ヒ
ヤ
ミ
ツ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
ニ
ヤ
ウ
ホ
ウ
カ
ツ
ホ
」

「
ム

メ
カ
モ
ト
」
と
い
う
垂
井
の
小
字
の
次
に
並
ん
で
出
て
く
る
の
で
、
は
た
し
て

中
島
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
中
島
に
は
下
山
（
霜
山
）
城
跡
が
あ
り
、
隅
田
一
族

の

野
口

氏
の

居
城

と
い
わ
れ
る
。
ま
た
明
徳
五
年
（
＝
二
九
四
）
の
隅
田
荘
中
筋
畠

帳
惣
目
録
案
（
隅
田
家
文
書
五
四
号
）
に
は
「
カ
キ
ノ
キ
ノ
モ
ト
　
三
反
中
下
　
作
中

嶋
道
場
」
と
あ
り
、
他
に
も
中
嶋
道
場
が
史
料
に
現
れ
て
い
る
（
葛
原
家
文
書
五
三
・

九
六
号
）
。
中
世
に
は
お
そ
ら
く
時
宗
の
道
場
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
芋
生
　
芋
生
と
い
う
地
名
は
仁
安
元
年
（
＝
六
六
）
の
公
文
藤
原
忠
村
田
畠
等

処
分
状
案

（隅
田

家
文
書
四
九
号
）
に
「
芋
生
居
内
家
地
田
畠
在
家
立
物
等
」
と
あ

る
の
を
は
じ
め
、
史
料
に
た
く
さ
ん
出
て
く
る
。
こ
の
居
内
家
地
等
の
四
至
に
は
、

東
限
の

榎
堤
、
南
限
の
吉
野
河
、
西
限
の
簗
垣
、
北
限
の
延
井
尻
堀
な
ど
が
み
え
る

が
、
吉
野
川
以
外
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
現
在
の
芋
生
の
小
字
は
橋
本
市
の
他
の
集

落
に

比
べ
て

面
積
が
大

き
く
、
明
治
に
か
な
り
再
編
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ

る
が
、
そ
の
少
な
い
小
字
の
う
ち
「
大
両
田
」
と
「
横
枕
」
は
史
料
に
現
れ
て
い
る
。

天
文
四

年
の
隅
田
八
幡
宮
神
田
納
帳
（
葛
原
家
文
書
一
八
三
号
）
で
は
「
よ
こ
ま
く

ら
」
と
「
大
り
や
う
田
」
が
並
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
芋
生
の
二
字
と
み
て
よ

い
だ

ろ
う
。
そ
の
他
、
史
料
か
ら
は
「
す
た
の
中
す
ち
　
い
も
う
の
村
つ
り
い
か
い

と
」
（
芋
生
家
文
書
一
号
）
「
隅
田
南
中
筋
芋
宇
庄
近
重
名
内
字
三
橋
上
一
反
」
（
隅
田

八
幡
神
社
文
書
二
二
号
）
な
ど
の
地
名
も
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
三
橋
」
は

他
の
史
料
に
も
多
く
現
れ
て
お
り
、
天
文
三
年
の
隅
田
八
幡
宮
閾
所
納
帳
（
葛
原
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
カ
　

文
書
一
八
二
号
）
で
は
「
□
下
村
」
「
ミ
つ
は
し
」
「
の
い
り
」
「
大
り
や
ノ
田
」
と
い

　
　
（
6
）

う
配
列
、
天
文
七
年
の
闘
所
納
帳
（
同
一
八
六
号
）
で
は
「
大
り
や
う
田
」
「
の
い
り
」

「
よ
こ
ま
く
ら
」
「
ミ
つ
は
し
」
と
い
う
配
列
で
あ
る
。
配
列
が
必
ず
地
名
の
地
理
的

分
布
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
保
証
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら

の

例
の

「
ミ
つ
は
し
」
は
芋
生
村
の
三
橋
を
さ
す
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
し

か

し
そ
の
正
確
な
位
置
は
わ
か
ら
な
い
（
聞
き
取
り
は
行
っ
て
い
な
い
）
。

　

な
お
現
在
、
芋
生
に
は
東
光
寺
が
あ
る
が
、
明
徳
四
年
（
＝
二
九
三
）
の
「
隅
田

　
　
チ
　

庄
苧
生
村
東
光
寺
供
僧
職
」
の
補
任
状
（
隅
田
家
文
書
五
六
号
）
が
あ
り
、
長
円
房

と
い
う
人
物
が
隅
田
八
幡
宮
の
阿
閣
梨
実
秀
と
、
下
司
美
作
守
藤
原
（
上
田
）
貞
範

か

ら
供
僧
と
し
て
補
任
さ
れ
て
い
る
。

　
ち
ゆ
う
げ

　
中
下
　
中
下
と
い
う
集
落
名
は
鎌
倉
期
か
ら
多
く
の
史
料
に
現
れ
る
が
、
現
在
の

小
字
で

は
比
定
で
き
る
も
の
が
少
な
い
。
東
端
の
「
流
田
」
は
、
明
応
元
年
（
一
四

九

二
）
の
芋
生
氏
知
行
分
長
帳
（
芋
生
家
文
書
二
号
）
に
み
え
る
「
ナ
カ
レ
田
」
に

比
定
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
小
字
才
ノ
神
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
史
料
に
み
え
な
い

も
の
の
、
隅
田
北
荘
と
南
荘
と
の
境
に
祀
ら
れ
た
道
祖
神
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
境
原
の
西
端
に
も
サ
イ
ノ
カ
ミ
と
い
う
地
名
が
中
世
に
あ
っ
た
が
、
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荘
園
の
四
至
に
道
祖
神
を
ま
つ
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

　
上
兵
庫
　
北
部
の

丘
陵
に

平
野
城
跡
が
あ
る
。
西
部
に
は
「
塚
田
」
「
塚
崎
」
「
石

仏
」
な
ど
墓
地
か
ら
き
た
と
思
わ
れ
る
小
字
名
が
集
中
し
て
い
る
。
小
字
名
で
中
世

史
料

と
一
致
す
る
も
の
は
少
な
い
が
、
宝
徳
三
年
（
一
四
五
一
）
の
比
丘
尼
浄
意
等

連
署
寄
進
状

（護
国
寺
文
書
一
六
号
）
で
は
「
隅
田
庄
中
筋
し
お
つ
か
い
と
の
内
」

の

田
一
反
を
寄
進
し
て
い
る
が
、
そ
の
四
至
に
「
ミ
な
ミ
お
か
き
る
た
か
は
し
か
わ
」

と
あ
る
。
高
橋
川
が
南
の
境
界
に
な
る
の
は
、
流
路
が
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
と

す
れ
ば
、
現
在
の
上
兵
庫
付
近
し
か
な
い
か
ら
、
こ
の
「
し
お
つ
か
い
と
」
は
上
兵

庫
に

あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
ま
た
、
護
国
寺
の
四
至
に
み
え
る
「
湯
屋
谷
」
は
、

上
兵
庫
の
西
端
の
小
字
「
風
呂
谷
」
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
て
ら

　
下
兵
庫
　
真
言
律
宗
の
利
生
護
国
寺
（
大
寺
）
が
あ
り
、
隅
田
一
族
の
墓
が
あ
る

こ
と
で
知
ら
れ
る
。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
に
上
田
氏
の
祖
と
さ
れ
る
沙
弥
願
心

が
隅
田
北
庄
内
の
「
兵
庫
荒
野
」
を
寄
進
し
て
い
る
（
護
国
寺
文
書
一
五
号
）
。
同
寺

の
四
至

は
、
弘
安
九
年
の
藤
原
業
能
・
同
泰
能
連
署
注
進
状
案
（
護
国
寺
文
書
一
三

号
）
に
よ
れ
ば
、
東
は
湯
屋
谷
、
南
は
大
道
、
西
は
白
井
谷
、
北
は
御
山
際
で
あ
っ

た
。
右
記
の
よ
う
に
、
上
兵
庫
に
小
字
風
呂
谷
が
あ
り
、
湯
屋
谷
が
変
化
し
た
地
名

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
般
に
湯
屋
谷
と
か
風
呂
谷
と
い
う
地
名
は
多
い
が
、
本

当
に
風
呂
が
あ
っ
た
の
か
、
い
つ
の
時
代
の
も
の
か
は
た
い
て
い
の
場
合
わ
か
ら
な

い
。
中
国
地
方
で
は
信
仰
対
象
と
な
る
樹
叢
を
プ
ロ
と
い
う
（
荒
神
プ
ロ
な
ど
）
。
近

畿
で

は
中
国
地
方
的
な
フ
ロ
を
疑
う
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
村
落
に
お
け

る
風
呂
の
あ
り
か
た
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
は
、
律
宗
の
大

写真6　利生護国寺
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寺
で

あ
る
護
国
寺
が
風
呂
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
南

の

大
道
は

大
和
街
道
、
西
の
白
井
谷
は
河
瀬
と
の
境
に
あ
る
白
猪
谷
を
さ
す
か
ら
、

中
世
の
護
国
寺
領
は
現
在
の
下
兵
庫
の
ほ
ぼ
全
域
に
及
ぶ
広
大
な
も
の
だ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
現
在
の
下
兵
庫
の
北
半
を
占
め
る
巨
大
な
字
「
山
ノ
谷
」
は
、
こ
の
あ

た

り
の
開
発
が
最
近
ま
で
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
在
は
ゴ
ル
フ

場
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。

　
村
の
名
は
古
く
は
「
寺
地
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
護
国
寺
の
寺
地
に
由
来
す
る
が
、

こ
の
地
名
は
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
の
芋
生
氏
知
行
分
長
帳
（
芋
生
家
文
書
二
号
）

に
「
六
反
田
半
寺
地
代
上
米
一
斗
五
升
出
る
」
「
ク
チ
ナ
シ
本
一
反
寺
地
一

シ

キ
」
と
あ
る
。
六
反
田
は
下
兵
庫
の
小
字
と
し
て
現
存
す
る
の
で
、
こ
こ
に
比
定

し
て
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
河
瀬
　
河
瀬
の

地
名
は
、
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
の
公
文
藤
原
忠
村
田
畠
等
処

分
状
案

（隅
田

家
文
書
四
九
号
）
に
「
字
講
瀬
武
重
垣
内
五
段
畠
」
と
あ
る
の
を
は

じ
め
多
く
の
史
料
に
現
れ
て
い
る
が
、
小
字
に
つ
い
て
は
護
国
寺
の
四
至
に
み
え
る

白
井
谷
が
史
料
に
対
応
す
る
程
度
で
あ
る
。
前
記
の
芋
生
氏
知
行
分
長
帳
に
は
「
コ

ウ
せ
ム
ラ
」
と
し
て
「
キ
ノ
カ
イ
ト
」
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
茶
園
が
あ
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　
木

ノ
原
　
五
條
市
に
属
す
る
が
、
南
の
畑
田
と
と
も
に
、
古
く
か
ら
隅
田
荘
に
含

ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
も
葛
原
氏
の
所
領
が
あ
っ
た
。
永
享
＝
年
（
一
四
三
九
）
の

葛
原
明
道
譲
状
（
葛
原
家
文
書
一
〇
七
号
）
に
は
「
木
原
の
分
、
か
や
の
き
は
や
し
、

さ
と
か
ミ
の
ま
ゑ
、
北
へ
と
お
り
た
る
道
お
さ
か
い
て
」
云
々
と
あ
り
、
木
原
に
里

神
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
小
字
名
と
し
て
は
「
森
ノ
前
」
「
森
ノ
後
」
「
森
ノ
東
」

な
ど
が
あ
る
が
、
こ
の
「
森
」
を
里
神
と
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
は
未
調
査
の
た
め

不
明
で
あ
る
。

　
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
の
隅
田
荘
木
原
内
検
帳
（
葛
原
家
文
書
＝
二
八
号
）
に

は
「
き
の
は
ら
の
ふ
ん
」
と
し
て
「
イ
ケ
ノ
シ
リ
」
「
イ
モ
タ
ノ
タ
ニ
」
「
イ
モ
タ
」

「
キ
ツ
子
イ
シ
」
「
し
よ
ふ
た
二
」
「
ヒ
カ
シ
ア
ラ
ホ
リ
」
「
カ
シ
ロ
木
モ
リ
下
ヲ
ミ
子

田
」
「
ニ
シ
ア
ラ
ホ
リ
」
な
ど
の
地
名
が
み
え
る
（
写
真
に
よ
り
県
史
の
よ
み
を
一
部

訂
正
）
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
地
名
は
ほ
と
ん
ど
逐
一
、
平
野
の

検
見
帳

（葛
原
家
文
書
ニ
ニ
五
・
一
三
六
号
等
）
に
み
え
る
地
名
と
一
致
す
る
の
で

あ
る
。
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
の
木
原
検
見
帳
（
同
一
四
一
号
）
で
は
、
「
く
つ
れ

田
」
「
に
し
あ
ら
ほ
り
」
「
十
ら
う
三
郎
か
や
し
き
」
「
か
け
田
」
「
す
け
の
た
二
の
内

下
の

は
し
」
「
ひ
か
し
の
う
ほ
ノ
は
た
け
」
「
は
た
け
ミ
ち
そ
い
」
「
か
な
め
き
お
ミ
ね

て

ん
」
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
に
し
あ
ら
ほ
り
」
の
み
平
野
と
一
致
す
る
。
文
明

五
年
（
一
四
七
三
）
の
木
原
田
地
注
文
（
同
一
五
三
号
）
に
は
「
ふ
ち
ね
石
」
「
い
も

田
」
「
ク
ツ
レ
田
」
「
ス
チ
ノ
タ
こ
」
お
よ
び
「
ハ
タ
ケ
田
」
の
「
マ
ル
垣
内
」
が
あ

り
、
や
は
り
「
い
も
田
」
が
平
野
と
一
致
す
る
。
一
四
一
号
や
一
五
三
号
の
場
合
は
、

同
じ
地
名
が
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
が
、
二
二
八
号
の
一
致
は
偶
然
と
は
思
え
な
い
。

平
野
を
誤
っ
て
木
原
と
書
い
た
と
考
え
る
の
が
一
番
あ
り
そ
う
だ
が
、
な
お
後
考
を

ま
つ
。
現
在
の
木
ノ
原
は
き
わ
め
て
多
く
の
小
字
を
も
つ
が
、
史
料
と
は
ま
っ
た
く

一
致

し
な
い
の
も
不
思
議
で
あ
る
。
な
お
、
一
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
小
字
の
中
に
は

「門
田
」
「
大
田
」
「
御
田
」
な
ど
が
あ
り
、
注
意
を
ひ
か
れ
る
。

　
畑
田
　
こ
こ
も
葛
原
氏
の
所
領
が
あ
っ
た
。
寛
正
五
年
の
隅
田
荘
畠
田
検
見
帳
（
葛

原
家
文
書
＝
二
七
号
）
に
は
、
「
大
お
う
」
「
く
れ
は
し
」
「
か
き
の
も
と
」
「
い
の
し
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り
」
「
た
け
の
下
」
な
ど
の
地
名
が
み
え
る
が
、
こ
れ
ら
も
現
在
の
小
字
と
は
一
致
し

な

い
。
葛
原
家
文
書
三
七
・
三
八
号
か
ら
、
畠
田
に
国
正
名
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ

る
。
現
在
の
小
字
の
中
で
は
、
東
の
方
に
あ
る
「
浄
六
堂
谷
」
の
地
名
か
ら
、
か

つ
て

丈
六
仏
を
ま
つ
る
堂
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
仏
像

と
堂
を
造
営
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
何
も
わ
か
ら
な
い
。

（付
記
）
本
報
告
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
境
原
で
の
調
査
で
は
松
本
義
一
氏
・
福

嶋
利
大
氏
は
じ
め
境
原
の
方
々
、
地
図
作
製
で
は
橋
本
市
税
務
課
・
五
條
市
税
務
課

に

大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

註（
1
）
　
信
仰
対
象
に
つ
い
て
は
黒
川
紀
子
「
ム
ラ
人
の
危
機
意
識
と
民
間
宗
教
者
の
介
在
1
和
歌

　
　
山
県
橋
本
市
境
原
の
事
例
よ
り
ー
」
（
『
民
俗
と
歴
史
』
一
六
号
、
一
九
八
四
年
）
と
、
同
論
文

　
　
の
調
査
者

の
一
人
で
今
回
の
共
同
研
究
に
参
加
さ
れ
た
新
谷
尚
紀
氏
よ
り
多
く
の
教
示
を
え

　
　
た
。

（
2
）
　
埴
岡
真
弓
「
紀
伊
国
隅
田
庄
に
お
け
る
祭
祀
の
史
的
展
開
ー
宮
座
の
重
層
構
造
を
通
し
て

　
　
ー
」
（
『
寧
楽
史
苑
』
二
六
号
、
一
九
八
一
年
）

（
3
）
　
石
井
進
「
た
た
み
な
す
風
景
4
　
ー
中
世
荘
園
行
」
（
『
み
す
ず
』
三
八
九
号
、
一
九
九
三
年
）

（
4
）
　
日
本
大
学
中
世
史
研
究
会
「
高
野
山
領
荘
園
調
査
報
告
』
（
厳
南
堂
書
店
、
一
九
七
七
年
）

（
5
）
　
竹
内
利
美
「
灌
概
の
民
俗
」
（
『
竹
内
利
美
著
作
集
』
1
所
収
、
名
著
出
版
、
一
九
九
〇
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Medieval　Place　Names　in　the　Suda　Estate

KATSUDA　Itaru

　　In　this　joint　research　on　the　Suda　estate，　I　identified　place　names　that　appear　in　the

abundant　documents　of　the　Suda　preserved　f㌃om　medieval　times　with　present－day

places　within　sub－towns　or　sub－villages．　Only　a　small　number　of　place　names

mentioned　in　early－medieval　documents，　in　which　plots　of　land　were　often　identified

using　the　names　of　their　cultivators，　remain　unchanged．　A　much　higher　proportion

of　place　names　from　the　late－medieval　period　still　remain　today．

　　Especially　in　the　Sakaihara　area，　concerning　which　many　old　documents　have　been

preserved，　I　was　able　to　match　almost　all　the　major　place　names，　including　the

boundary　of　Sakaihara，　with　actual　locations　on　contemporary　maps．　The　landscape

of　Sakaihara　changed　completely　after　having　been　excavated　to　create　a　housing

development，　and　so　I　interviewed　local　people，　using　maps　prior　to　the　change．　The

extent　of　the　Omin句i　temple　estate　has　been　confirmed，　and　it　has　also　been　demon－

strated　that　T6k6ji　temple（Yakushid6）where　the　4δzαtemple　association　existed　in

the　early－modern　period，　was　located　near　Omin句i　temple，　on　the　south　bank　of　the

Higashitani　river．　The　old　landscape　of　the　area　around　Omin句i　temple　can　be

restored　to　a　large　extent，　partly　by　using　early－modern　maps，　but　it　is　difficult　to　tell

exactly　where　the　residence　of　the　head　of　the　Katsurawara　f乞mily　was　situated．

　　Place－name　identification　was　conducted　in　the　Kita－no－shσ（“Northern　estate”）

north　of　the　Kinokawa　river，　but　not　in　the　Minami－no－sh6（“Southern　estate”），

materials　concern　which　are　included　in　the‘‘K6yasan　documents”（preserved　at　the

Kong6buji　temple　at　Mt．　KOya）．　The　attached　maps，“The　Main　Parts　of　Sakaihara”

and‘‘0－aza（sub－town，　sub－village）and　Ko－aza（places　within　O－aza）in　the　Suda

Estate，”may　be　a　helpful　guide．　The　latter　covers　almost　the　entire　estate，　including

the　Minami－no－shO，　Kinohara，　and　Hatakeda（the　last　two　are　now　part　of　the　city　of

Gojδ，　western　Nara　Prefεcture）．
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