
田
辺
の
自
然
と
自
然
史

1
百
万
年
前
は
海
だ
っ
た
の
か
ー

同
志
社
田
辺
校
地
は
丘
陵
地
で
、
そ
の
頂
部
に

は
ア
カ
マ
ツ
が
九
く
さ
ん
生
え
て
い
る
。
そ
の
土

地
に
は
え
る
植
物
は
、
人
の
手
が
加
わ
っ
て
い
な

け
れ
ぱ
地
下
の
土
壌
や
地
質
に
よ
っ
て
決
ま
る
は

ず
で
あ
る
。
は
九
し
て
本
当
だ
ろ
う
か
。
ま
た

「
昔
京
都
盆
地
は
古
山
城
湖
と
呼
ば
れ
る
大
き
な

湖
で
あ
っ
た
」
と
い
う
自
然
史
の
イ
メ
ー
ジ
が
二

十
年
ほ
ど
前
に
提
唱
さ
れ
九
。
本
当
に
古
山
城
湖

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

同
志
社
大
学
田
辺
校
地
は
、
京
都
市
の
南
方

「
山
城
」
の
中
心
部
に
あ
る
。
地
質
学
的
に
は
京

都
盆
地
と
大
阪
平
野
尖
阪
構
造
盆
当
の
境
と

な
っ
て
い
る
生
駒
山
系
の
東
麓
に
発
達
す
る
丘
陵

地
で
あ
る
。
日
本
列
島
の
地
形
は
基
本
的
に
は
平

横
山
卓
雄

地
・
丘
陵
地
・
山
地
に
区
分
で
き
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
形
を
つ
く
っ
て
い
る
地
層
や
岩
石
の
年
代

か
ら
考
え
る
と
、
段
丘
を
含
め
て
平
地
は
現
在
か

ら
は
二
十
万
年
前
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「
第
四
紀
」

後
半
の
、
丘
陵
地
は
約
二
十
万
年
t
五
百
万
年
前

の
い
わ
ゆ
る
「
鮮
新
更
新
世
」
の
、
そ
し
て
山
地

千
万
年
よ
り
古
い
時
代
の
地
層
や
岩
石
で
で

はき
て
い
る
。

「
田
辺
校
地
」
は
、
第
四
紀
層
の
う
ち
で
も
約

百
七
十
1
百
三
十
万
年
前
に
で
き
た
「
淡
水
成
層
」

で
で
き
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
七
六
t
一
九
七
八

年
に
行
わ
れ
た
「
同
志
社
大
学
校
地
学
術
調
査
委

員
会
」
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
そ

の
内
容
は
同
志
社
大
学
校
地
学
術
調
査
委
員
会
発

行
の
調
査
資
料
M
十
三
『
同
志
社
田
辺
校
地
及
び

そ
の
周
辺
の
地
質
1
南
山
城
の
自
然
史
1
』
に
詳

し
い
。
こ
の
調
査
の
よ
う
に
地
層
を
中
心
と
し
て

地
域
の
地
質
を
調
査
す
る
と
種
々
の
興
味
深
い
こ

と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
丘
陵
地
で
あ
れ
ば
、
い
つ

ご
ろ
ど
の
よ
う
な
状
態
で
九
ま
っ
九
地
層
か
、
地

居
を
つ
く
っ
て
い
る
砂
や
礫
は
ど
こ
か
ら
流
れ
て

き
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
地
層
を
つ
く
っ
て
い
る
砂

や
礫
な
ど
は
資
源
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
価
値
を

も
っ
て
い
る
か
、
こ
の
丘
陵
地
で
は
ど
ん
な
災
害

が
お
こ
る
可
能
性
が
あ
る
か
、
地
下
水
は
豊
富
か
、

温
泉
は
で
て
く
る
か
、
ど
ん
な
植
物
を
植
え
た
ら

よ
く
育
つ
か
な
ど
で
あ
る
。
更
に
こ
う
し
九
一
つ

一
つ
の
事
実
を
古
い
順
に
並
べ
る
と
、
そ
の
地
域

の
「
自
然
史
」
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

こ
で
は
自
然
史
を
中
心
に
、
こ
れ
ら
の
話
題
の
中

か
ら
い
く
つ
か
を
ひ
ろ
っ
て
紹
介
し
て
み
ょ
う
。

一
、
田
辺
校
地
の
植
物
相

ア
カ
マ
ツ
の
生
え
て
い
る
丘
陵
の
頂
は
、
田
辺

礫
層
と
呼
ぱ
れ
る
礫
層
で
で
き
て
い
る
。
そ
の
う

え
高
度
も
高
い
の
で
士
地
の
水
分
に
対
す
る
保
持

力
が
す
く
な
く
、
カ
ラ
カ
ラ
に
乾
燥
し
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
ア
カ
マ
ツ
林
が
広
が
る
の
は
そ
の
せ
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い
で
あ
る
。
ア
カ
マ
ツ
林
に
は
ソ
ヨ
ゴ
・
ネ
シ
ギ

ヤ
マ
ウ
ル
シ
・
モ
チ
ツ
ツ
ジ
な
ど
も
生
え
て
い

る
0
 
下
草
と
し
て
は
コ
シ
ダ
ぱ
か
り
で
あ
る
。

丘
陵
を
削
っ
て
で
き
て
い
る
浅
い
谷
の
斜
面
の

下
の
ほ
う
や
、
丘
陵
の
北
斜
面
は
ほ
と
ん
ど
コ
ナ

ラ
林
で
あ
り
、
コ
ナ
ラ
以
外
に
は
ヤ
マ
ザ
ク
ラ

ク
リ
・
ア
ベ
マ
キ
な
ど
と
ア
カ
マ
ツ
林
に
は
え
て

い
る
ソ
ヨ
ゴ
・
ネ
シ
ギ
・
モ
チ
ツ
ツ
ジ
な
ど
も
若

干
ま
じ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
地
質
学
的
に
は
砂
眉

の
上
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
斜
面
の
下
、
谷

の
底
部
に
は
ハ
ン
ノ
キ
林
が
発
達
し
て
い
る
。

＼ノ

ン
ノ
キ
は
湿
地
を
好
む
の
で
こ
う
い
う
分
布
を
し

て
い
る
の
だ
が
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
傾
い
九
粘

士
屑
の
表
面
で
お
こ
っ
九
地
す
べ
り
地
で
は
、
尾

根
で
も
ハ
ン
ノ
キ
林
に
ょ
く
似
九
植
生
と
な
る
こ

と
が
あ
る
。
九
だ
地
す
ぺ
り
植
生
は
ハ
ン
ノ
キ
林

に
イ
ヌ
ツ
ゲ
・
ウ
メ
モ
ド
キ
な
ど
が
多
く
は
え
て

い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
う
い
う
柚
生
の
と

こ
ろ
は
地
す
べ
り
が
起
き
や
す
い
と
推
定
さ
れ
る

の
で
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
ほ
か
に
特
異
な
分
布

を
す
る
の
が
竹
で
あ
り
、
ハ
チ
ク
・
モ
ウ
ソ
ウ
チ

＼ノ

ク
な
ど
は
粘
土
屈
の
露
出
し
た
と
こ
ろ
に
だ
け
生

え
て
い
る
。
こ
の
丘
陵
で
は
後
で
の
ぺ
る
よ
う
に

砂
礫
眉
の
中
に
粘
土
屑
が
三
屑
は
さ
ま
っ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
の
粘
土
層
が
や
や
傾
い
て
い
る
の

で
、
そ
の
表
面
を
そ
っ
て
地
下
水
が
流
れ
て
い

る
。
こ
の
地
下
水
を
求
め
て
タ
ケ
が
集
ま
っ
て
く

る
。
そ
の
た
め
、
タ
ケ
の
分
布
は
丘
に
ま
い
た

「
ハ
チ
マ
キ
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
の
べ
た
こ
と
は
、
や
は
り
同
志
社
大
学

校
地
学
術
調
査
委
員
会
に
ょ
る
調
査
で
わ
か
っ
九

こ
と
で
あ
り
、
一
九
八
一
t
一
九
八
三
年
に
お
こ

な
わ
れ
、
一
九
八
四
年
に
『
同
志
社
田
辺
校
地
の

植
生
と
植
物
相
1
特
に
植
生
と
土
壌
お
よ
び
地
質

と
の
関
連
に
つ
い
て
1
』
(
同
志
社
大
学
校
地
学

術
調
査
委
員
会
調
査
資
料
険
士
◇
と
し
て
発
表

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
査
結
果
で
も
っ
と
も
興
味

深
い
の
は
、
丘
陵
を
つ
く
っ
て
い
る
地
層
や
地
下

水
の
状
態
と
そ
の
上
に
は
え
て
い
る
植
物
と
が
見

事
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
植
物
相
を
み
れ
ば
地
下
の
地
層

の
状
態
を
推
定
す
る
手
掛
り
に
な
る
ば
か
り
で
な

く
、
田
辺
校
地
に
ど
ん
な
植
物
を
う
え
れ
ぱ
よ
い

か
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
今
回
田
辺
校

地
の
開
発
に
あ
た
っ
て
、
造
園
業
者
に
ょ
っ
て
植

林
の
実
験
が
行
わ
れ
て
い
て
、
高
い
費
用
を
支
払

つ
て
い
る
が
、
こ
の
学
衡
査
は
そ
の
十
分
の
一

以
下
の
賓
用
し
か
か
か
ら
な
か
っ
九
。
<
「
後
考
え

ニ
、
中
世
の
跡
と
自
然
条
件

田
辺
校
地
を
つ
く
る
丘
陵
の
南
斜
面
は
中
世
の

城
や
館
の
遺
跡
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
一
図

の
よ
う
に
階
段
状
に
平
地
を
つ
く
り
建
物
を
た
て

て
い
る
。
こ
う
し
九
人
工
の
平
地
の
隅
に
井
戸
が

掘
ら
れ
て
い
る
。
地
下
は
殆
ど
砂
礫
居
な
の
で
ょ

ほ
ど
深
く
井
戸
を
掘
ら
な
い
と
水
が
で
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
井
戸
は
極
め
て
浅
い
。
面

白
い
こ
と
に
や
は
り
粘
土
層
の
上
を
流
れ
る
地
下

水
に
向
か
っ
て
井
戸
が
掘
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
丘

陵
の
南
斜
面
の
地
下
に
は
後
に
の
べ
る
よ
う
に
田

辺
第
三
粘
土
眉
と
呼
ぱ
れ
る
数
メ
ー
ト
ル
の
厚
さ

の
粘
土
周
が
あ
り
、
斜
面
と
ほ
ぽ
同
じ
傾
斜
で
南

へ
低
く
な
っ
て
い
く
。
こ
の
上
を
地
下
水
が
流
れ

て
い
る
の
で
、
地
表
面
か
ら
一
ー
ニ
メ
ー
ト
ル
程

度
井
戸
を
掘
る
と
水
が
湧
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
水
が
得
や
す
く
、
南
斜
面
で
日
あ
た
り
が
よ

く
、
高
度
が
高
く
見
晴
ら
し
が
よ
い
と
い
う
絶
好

の
条
件
を
そ
な
え
て
い
九
た
め
に
、
中
世
に
城
や

館
が
多
く
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
地
下
の
粘

士
屑
が
も
し
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
地
に
城
も
館
も

建
て
ら
れ
な
か
っ
九
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
た

ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
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三
、
「
古
山
城
湖
」
と
田
辺
丘
陵
に
つ
い
て

す
で
に
の
ぺ
た
よ
う
に
「
京
都
盆
地
は
昔
大
き

な
湖
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
埋
め
立
て
ら

れ
て
小
さ
く
な
り
、
そ
の
残
り
が
巨
椋
池
で
あ

る
し
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
語
り
つ
が
れ
て
い
た
0

だ
が
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
本
質
的
に
は
間
違
い
と

い
っ
て
ょ
い
。
何
故
な
ら
現
在
の
巨
椋
池
を
掘
っ

て
み
る
と
十
数
メ
ー
ト
ル
の
厚
さ
の
新
し
い
地
層

が
あ
り
、
そ
の
下
に
少
な
く
と
も
百
五
十
万
年
前

の
地
層
が
で
て
く
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
巨
椋
池

の
あ
る
地
域
は
、
約
百
五
十
万
年
前
か
ら
約
十
万

年
前
ま
で
は
陸
地
で
あ
っ
て
、
湖
で
も
海
で
も
な

か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
「
古
山
城
湖
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
は
も
う
死
ん
で
い
る
0
 
こ
れ
が
信
じ

ら
れ
て
い
た
頃
に
は
、
田
辺
校
地
は
古
山
城
湖
の

堆
積
物
で
で
き
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
こ

れ
も
ま
た
旧
い
説
で
あ
る
。
現
在
の
田
辺
丘
陵
に

は
、
約
百
メ
ー
ト
ル
の
厚
さ
の
地
層
が
み
ら
れ
、

丘
陵
の
頂
部
を
つ
く
っ
て
い
る
田
辺
礫
層
を
は
じ

め
と
し
て
基
本
的
に
は
砂
礫
層
で
で
き
て
い
る
。

こ
の
間
に
顕
著
な
粘
土
層
が
三
枚
み
つ
か
る
の

で
、
こ
れ
を
下
の
も
の
か
ら
田
辺
第
一
、
田
辺
第

ニ
、
田
辺
第
三
粘
土
層
と
呼
ん
で
い
る
。
第
一
粘

土
層
の
直
下
に
は
二
t
三
〆
ー
ト
ル
の
厚
さ
の
普

条
件
の
よ
い
土
地
を
見
つ
け
る
昔
の
人
々
の
知
恵

と
探
査
能
力
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
地
下
水
は
今
も
新
宮
社
に
湧
き
水
と
し
て

で
て
き
て
い
る
。

.

賢
寺
火
山
灰
届
が
、
第
三
粘
士
層
の
間
に
は
五
十

セ
ン
チ
ほ
ど
の
厚
さ
の
同
占
社
火
山
灰
層
が
は
さ

ま
れ
て
い
る
。

古
山
城
湖
が
な
か
っ
た
と
い
う
証
拠
の
一
つ
に

田
辺
礫
居
の
存
在
と
砂
礫
居
か
ら
復
元
さ
れ
る
古

水
流
方
向
と
が
あ
る
。
田
辺
礫
眉
は
礫
の
種
讐

ど
か
ら
考
え
て
、
城
.
刀
市
に
分
布
す
る
「
諺
礫

層
」
と
同
じ
届
で
あ
る
。
城
陽
礫
層
は
砂
利
取
り

の
時
の
粘
土
洗
浄
に
ょ
る
河
川
の
水
汚
染
や
ダ
ン

プ
の
通
行
な
ど
で
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、

礫
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
骨
材
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
る
。
上
流
の
堆
積
物
で
あ
る
城
陽
礫
層
は
二
百

1
三
百
メ
ー
ト
ル
の
厚
さ
が
あ
る
の
だ
が
下
流
の

田
辺
礫
層
は
五
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
。
少
な

く
と
も
こ
れ
ら
の
礫
眉
が
堆
積
し
た
時
は
城
陽
か

ら
田
辺
に
向
か
っ
て
礫
が
東
西
ま
た
は
南
西
に
流

れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
現
在
の
木
津
川
の
よ
う
な

北
西
に
む
か
っ
て
流
れ
る
川
は
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
ま
し
て
そ
の
間
に
湖
が
あ
れ
ぱ
、
礫
が
田

辺
ま
で
達
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

「
古
水
流
方
向
」
と
い
う
の
は
、
地
層
を
つ
く

つ
て
い
る
礫
や
砂
を
流
し
て
き
た
水
の
流
れ
の
方

向
で
あ
る
。
城
陽
・
田
辺
丘
陵
で
こ
れ
を
測
定
し

て
み
る
と
、
西
1
南
西
を
向
い
て
い
る
こ
と
が
多

現河床
●◆

^

^1

ーーーーー

^

、 1■

田辺の歴史

^

1■

76



田辺の歴史

ー゛、、

ー〆、
^

..、

ノ'、

ノー＼

ノー＼

ノ＼
0

150~80万年前

第2図

ーー.、

e

ノノ＼

10km

80~85万年前

150万~80万年前の京都・奈良盆地の古地理図

枚方

ノー、、

ノ、田辺校地

員.,1
ノー＼"

5 10k

●■.....
...

0

一
一
一
▼
,

▲



く
、
礫
や
砂
が
城
陽
か
ら
田
辺
へ
と
、
東
か
ら
西

へ
と
流
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の

こ
と
も
ま
た
、
古
山
城
湖
の
存
在
を
否
定
し
て
い

る

現
在
の
第
四
紀
学
の
知
識
を
も
と
に
当
時
の
古

地
理
図
を
描
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
古
地

理
図
」
と
い
う
の
は
、
九
と
え
ぱ
百
三
十
万
年
前

か
ら
百
万
年
前
ま
で
の
よ
・
つ
延
、
あ
る
一
定
の
時

問
幅
を
き
め
て
、
そ
の
闇
に
湖
や
海
に
な
っ
た
と

こ
ろ
を
表
現
し
た
も
の
で
、
時
間
幅
が
三
十
万
年

間
と
い
う
よ
う
な
大
幅
な
も
の
は
、
そ
の
間
に
水

面
が
移
動
す
る
の
で
、
描
か
れ
る
湖
が
実
際
に
存

在
し
て
い
た
も
の
よ
り
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
。

第
二
図
に
四
つ
の
古
地
理
図
を
描
い
た
が
、
 
A
は

二
十
万
年
閲
 
B
は
十
万
年
間
、
 
C
は
約
五
万
年

間
の
時
間
幅
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
A
の
最
初
か
ら

C
の
最
後
ま
で
の
七
十
万
年
間
を
時
間
幅
と
し
て

描
く
と
D
の
よ
う
に
し
ま
り
の
な
い
図
に
な
っ
て

し
ま
う
。
古
地
理
図
に
表
現
さ
れ
る
海
や
湖
は
、

そ
の
よ
う
な
水
面
が
昔
あ
っ
九
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
い
わ
ぱ
水
面
の
軌
跡
で
あ
る
。
こ
の
点
は

専
門
家
以
外
の
人
々
が
誤
解
し
や
す
ぃ
の
で
注
意

が
必
要
で
あ
る
。

「
古
山
城
湖
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
こ
の
時
問

幅
を
五
百
万
t
三
百
万
と
い
う
、
と
て
つ
も
な
く

大
き
い
も
の
と
す
れ
ぱ
間
違
い
と
は
い
ぇ
な
い
か

も
し
れ
な
い
。

四
、
「
古
京
都
湾
」
と
「
古
奈
良
湾
」

田
辺
丘
陵
の
地
層
は
、
既
に
の
べ
た
よ
う
に
百

七
十
万
t
百
三
十
万
年
前
の
も
の
で
あ
る
。
第
二

図
A
に
一
尓
し
九
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
京

都
盆
地
は
な
く
、
現
在
の
北
山
や
岩
倉
の
よ
う
な

状
態
で
あ
り
、
田
辺
か
ら
奈
良
に
か
け
て
は
所
々

に
池
や
湖
の
よ
う
な
「
遊
水
池
」
の
あ
る
平
地
で

あ
っ
九
0
 
城
陽
や
木
津
に
は
古
い
宇
治
川
や
木
津

川
が
扇
状
地
を
つ
く
っ
て
い
た
。

そ
の
後
百
三
十
万
年
前
に
な
る
と
、
奈
良
と

枚
方
.
八
幡
地
域
に
海
が
は
い
っ
て
く
る
。
こ
の

海
は
大
阪
平
野
の
大
部
分
を
覆
い
、
現
在
の
洞
が

疇
と
大
和
川
に
沿
っ
て
京
都
・
奈
良
霊
地
に
は
い

つ
て
い
た
0
 
そ
れ
ぞ
れ
を
「
古
京
都
湾
」
「
古
奈

良
湾
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ょ
う
。
田
辺
地
域
は
海

と
な
る
こ
と
は
な
く
古
京
都
湾
と
古
奈
良
湾
を
た

ち
き
る
低
い
丘
に
な
っ
て
い
九
。
古
奈
良
湾
は
約

八
十
万
年
前
に
な
る
と
干
上
が
っ
て
し
ま
い
、
同

時
に
現
在
の
京
都
市
外
の
中
心
が
海
と
な
っ
た
。

こ
の
海
に
住
ん
だ
カ
キ
の
化
石
が
蹴
上
の
浄
水
場

の
近
く
や
、
山
科
の
東
山
ト
ン
ネ
ル
出
口
、
向
日

市
の
山
麓
な
ど
で
見
っ
か
っ
て
ぃ
る
。
そ
し
て
、

三
十
t
四
十
万
年
前
に
は
海
が
退
き
、
京
都
.
奈

良
盆
地
は
低
い
丘
陵
地
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
再

び
巨
椋
池
が
こ
こ
に
現
わ
れ
た
の
は
約
一
万
年
前

で
あ
る
。

自
然
と
自
然
史
の
話
題
は
豊
富
で
、
私
に
と
っ

て
は
興
味
の
対
象
で
あ
り
、
か
つ
生
活
の
糧
で
も

あ
る
0
 
す
べ
て
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
書
け

ぱ
か
ぎ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に

興
味
を
も
っ
て
い
た
だ
け
る
方
々
は
、
ま
九
話
し

か
け
て
く
だ
さ
る
よ
う
、
お
願
い
し
て
筆
を
置
く

こ
と
忙
し
た
い
0

(
大
学
工
学
部
教
授
)
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古
代
・
中
世
を
中
心

こ

一
、
歴
史
に
み
る
地
域
性

柿
が
た
わ
わ
に
実
っ
た
一
九
七
八
年
の
晩
秋
、

田
辺
で
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ー
南
山
城
の
く
に
1
」

が
開
か
れ
た
。

そ
の
中
で
、
京
都
大
学
の
上
田
正
昭
教
授
は
、

「
古
代
の
南
山
城
に
お
け
る
歴
史
に
は
、
水
陸
の

道
が
重
な
っ
て
、
こ
の
地
域
の
文
化
を
よ
り
き
わ

だ
っ
九
も
の
に
し
て
い
る
。
和
鼎
川
・
泉
川
と

も
よ
ぱ
れ
九
木
津
川
は
、

桂
川
と
合
流
し

て
淀
川
と
な
り
、
大
阪
湾
に
つ
な
が
る
。
そ
し

て
、
北
陸
路
、
近
江
路
か
ら
南
山
城
・
大
和
へ
の

陸
路
、
南
山
城
か
ら
京
都
・
丹
波
へ
の
道
な
ど
、

近
江
の
大
津
、
平
城
、
平
安
、
難
波
津
道
の
古
代

1鈴
木
重
治

史
の
中
に
南
山
城
が
浮
か
び
あ
が
る
。
」
と
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
地
城
を
水
・
陸
の
要
路

と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
に
な
る
0

考
古
学
の
立
場
か
ら
発
言
し
た
森
浩
一
教
授

は
、
「
こ
の
地
域
の
前
期
や
中
期
の
古
墳
を
生
み

だ
し
た
力
も
、
米
の
生
産
力
だ
け
で
な
く
、
一
父

通
・
一
父
易
に
ょ
る
富
の
集
積
も
見
逃
せ
な
い
。
」

と
し
た
上
で
、
古
墳
時
代
の
終
末
期
、
つ
ま
り
七

世
紀
末
を
前
後
と
す
る
初
期
寺
院
の
造
営
数
は
多

く
、
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
集
団
や
南
九
州
か
ら
の
隼

人
系
集
団
が
、
こ
の
地
域
の
各
地
に
勢
力
を
の
ぱ

し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
九
。

中
世
に
つ
い
て
は
、
仲
村
研
教
授
が
と
り
わ
け

て
注
目
し
九
の
は
、
,
山
城
の
国
一
揆
'
と
そ
の

主
体
に
な
る
よ
う
な
地
侍
の
動
向
で
あ
る
。
一
揆

に
参
加
し
六
人
々
が
、
関
所
の
廃
止
、
つ
ま
り
関

銭
の
撤
廃
を
要
求
の
一
つ
に
し
て
い
る
こ
と
は
、

自
由
な
通
交
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
木
津
川

の
舟
運
を
含
め
て
、
歴
史
上
の
交
通
体
系
の
中
で

の
地
域
性
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
歴

史
の
中
で
、
地
理
的
環
境
が
も
た
ら
し
た
政
治

経
済
・
社
会
・
文
化
へ
の
影
響
の
大
き
さ
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
専
門
の
立
場
か
ら
指
摘
さ
れ
九
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
南
山
城
の
中
の
田
辺
を

み
る
と
、
歴
史
を
動
か
し
九
主
体
と
地
理
的
条
件

と
の
か
か
わ
り
が
、
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
地
を
歴
史
の
錘
台
と
し
て
歩
ん
だ
生
き
証
人
と

も
一
言
う
べ
き
、
遺
跡
・
遺
物
な
ど
の
考
古
資
料

や
、
記
録
・
絵
図
な
ど
を
含
め
た
文
献
史
料
、
さ

ら
に
伝
承
な
ど
を
手
が
か
り
と
し
た
過
去
の
歴
史

事
象
と
の
対
話
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
心
が
呼
び

さ
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
、
作
家
の
金
達
寿
氏

は
、
「
古
事
記
」
に
ふ
れ
て
、
仁
徳
帝
が
八
田
若

郎
女
と
ね
ん
ど
ろ
に
な
り
、
大
后
の
石
之
日
売
が

嫉
妬
し
た
上
で
宮
に
帰
ら
ず
、
「
暫
し
筒
木
の
韓

人
、
名
は
奴
理
能
美
の
家
に
入
り
ま
し
き
」
の
一

....

'.ヨ

川
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節
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
し
て
、
筒
木
が
綴
喜
で
あ

り
、
古
代
朝
鮮
の
百
済
か
ら
渡
来
し
た
民
族
が
、

そ
の
筒
木
に
古
代
朝
諾
の
ツ
ッ
キ
(
岡
の
城
U

山
城
)
を
構
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
と
し
た
。
ち

な
み
に
、
古
事
記
に
は
、
「
奴
理
能
美
が
養
へ
る

虫
、
一
度
は
甸
ふ
虫
に
な
り
、
一
度
は
鼓
に
な
り
、

一
度
は
飛
ぷ
小
鳥
に
な
り
て
三
色
に
燮
る
奇
し
き

虫
あ
り
。
」
と
も
み
ぇ
て
い
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、

同
志
社
田
辺
校
地
に
近
い
多
々
羅
に
、
「
日
本
最

初
之
外
国
蚕
飼
育
旧
跡
」
と
い
う
石
碑
が
建
て
ら

れ
九
と
い
う
。
ま
九
多
々
羅
氏
族
の
祖
神
を
祀
っ

九
と
さ
れ
る
新
宮
社
は
、
同
志
社
田
辺
校
地
内
に

あ
る
下
司
古
墳
群
に
隣
接
し
て
い
て
、
い
ま
な
お

関
係
者
に
ょ
っ
て
手
篤
く
祀
ら
れ
て
い
る
。
新
宮

社
は
、
古
代
に
あ
っ
て
は
「
今
來
の
宮
」
、
つ
ま

り
新
し
く
大
陸
か
ら
渡
っ
て
来
九
人
達
の
神
を
祀

る
社
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
地
域
性
の
一
端

が
う
か
が
え
る
。

田
辺
町
内
の
遺
跡
は
数
も
多
い
。
こ
れ
ら
を
通
し

て
、
遺
跡
・
遺
物
を
概
観
し
て
置
こ
う
。

田
辺
町
内
の
旧
石
器
時
代
や
縄
文
時
代
の
遺
跡

及
び
そ
の
候
補
地
は
、
天
壬
、
三
山
木
、
飯
岡
な

ど
の
地
区
で
わ
ず
か
に
知
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ

二
L
、
発
掘
調
査
の
お
こ
な
わ
れ
た
例
は
な
い
。

遺
物
を
一
例
だ
け
あ
げ
る
と
、
三
山
木
の
山
崎
神

社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
縄
文
時
代
の
男
根
を
あ
ら

わ
し
た
石
棒
は
、
京
都
府
下
で
も
稀
れ
な
資
料
だ

け
に
、
地
域
史
を
考
え
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
と

い
え
よ
う
。

弥
生
時
代
の
遺
跡
で
は
、
学
界
に
も
っ
と
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
同
志
社
田
辺
校
地
内
の

『
田
辺
天
神
山
遺
跡
』
で
あ
る
。
中
期
か
ら
後
期

に
か
け
て
の
、
典
型
的
な
高
地
性
集
落
で
あ
り
、

土
器
、
石
器
の
ほ
か
に
鉄
器
や
銅
器
も
出
士
し
て

い
る
。
ま
た
竪
穴
住
居
址
群
の
構
成
が
、
現
地
で

み
ら
れ
る
点
で
も
、
す
ぐ
れ
た
教
材
と
も
な
っ
て

い
て
、
し
ぱ
し
ば
多
く
の
見
学
者
が
訪
れ
て

い

る
。
ま
九
、
国
鉄
、
大
住
駅
の
南
側
の
丘
陵
地
に

あ
る
狼
谷
遺
跡
か
ら
は
、
弥
生
時
代
の
代
表
的
な

石
器
で
あ
る
石
包
丁
が
多
数
発
見
さ
れ
て
い
て
、

規
模
の
大
き
い
集
落
が
予
想
さ
れ
る
。
壺
棺
も
出

土
し
九
こ
と
が
あ
り
、
発
掘
調
査
が
期
待
さ
れ
る
。

ニ
、
田
辺
の
遺
跡
と
遺
物

田
辺
町
内
に
は
、
『
田
辺
の
文
化
財
を
学
ぷ
会
』

が
あ
っ
て
、
地
域
の
歴
史
と
文
化
遺
産
に
関
心
を

も
つ
古
老
や
、
新
し
く
田
辺
の
住
民
に
な
っ
た
人

達
が
、
遺
跡
を
訪
ね
て
現
地
で
観
察
を
し
な
が

ら
、
共
に
考
え
る
場
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
数
年

の
問
に
、
こ
の
会
の
人
達
と
一
緒
に
見
て
廻
っ
九

田辺の歴史
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な
お
、
田
辺
城

址
の
北
側
の
一
部

で
発
見
さ
れ
姦

剣
を
副
非
し
た
台

状
墓
と
合
口
甕
柏

か
ら
成
る
弥
生
時

代
の
墓
地
遺
跡

は
、
畿
内
一
円
の

弥
生
時
代
の
希

を
考
え
る
上
で
、

き
わ
め
て
貴
重
な

遺
跡
で
あ
っ
た
だ

け
に
、
町
当
局
に

よ
っ
て
破
壊
さ
れ

た
の
は
遺
憾
で
あ

い
る
。
数
年
前
の
調
査
で
、
一
休
寺
の
近
く
の
薪

.
堀
切
七
号
墳
か
ら
発
見
さ
れ
た
、
顔
面
に
直
弧

文
の
入
墨
の
あ
る
人
物
埴
輪
は
、
こ
の
地
域
の
代

表
的
な
埴
輪
で
あ
っ
て
、
興
戸
古
墳
か
ら
出
土
し

た
家
形
埴
輪
や
、
飯
岡
車
塚
か
ら
出
土
し
九
円
筒

埴
輪
な
ど
と
共
に
、
南
山
城
の
古
墳
文
化
の
一
端

を
器
す
る
上
で
、
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
て

い
る
。
ま
た
、
中
央
公
民
館
の
裏
庭
に
保
管
さ
れ

て
い
る
薪
横
穴
出
土
の
家
形
石
柏
も
見
逃
せ
な
い

資
料
で
あ
る
。

奈
良
、
平
安
時
代
の
遺
跡
で
は
、
普
賢
寺
址
の

ほ
か
に
、
三
山
木
廃
寺
、
興
戸
廃
寺
な
ど
の
寺
院

古
墳
時
代
の
遺

跡
で
は
、
飯
岡
古

墳
群
、
大
住
古
墳

群
、
興
戸
古
墳
群
、

下
司
古
墳
群
、
薪

古
墳
群
、
松
井
横

穴
群
な
ど
が
、
古

く
か
ら
知
ら
れ
て
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址
も
あ
る
が
、
と
)
わ
け
て
覇
し
て
ょ
い
の

は
、
マ
ム
シ
谷
窯
址
と
松
井
窯
址
で
あ
ろ
う
。
前

者
は
同
志
社
校
田
辺
地
内
か
ら
、
後
者
は
、
大
阪

府
と
の
境
に
近
い
山
中
の
、
大
住
駅
と
長
尾
駅
の

中
閻
あ
た
り
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
須

恵
器
を
焼
成
し
た
生
産
遺
跡
で
あ
る
。
出
土
資
料

か
ら
み
る
と
、
マ
ム
シ
谷
窯
か
ら
は
八
輪
の
前

半
、
つ
ま
り
奈
良
時
代
に
普
賢
寺
な
ど
の
近
辺
へ

製
品
を
供
給
し
、
松
井
窯
か
ら
は
、
長
岡
京
造
営

時
に
、
坏
、
皿
、
壷
甕
硯
な
ど
を
長
岡
京
へ

供
給
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
墳
時
代
の
後
半
に

開
始
さ
れ
た
田
辺
で
の
綴
器
生
産
の
発
展
状
況

や
、
生
産
と
消
費
の
関
係
を
、
出
土
資
料
に
即
し

て
考
え
る
上
で
も
、
き
わ
だ
っ
て
良
好
な
遺
跡
と

い
ぇ
よ
う
。

な
お
、
こ
の
時
代
の
仏
教
美
術
に
つ
い
て
は
、

普
賢
寺
大
御
堂
の
十
一
面
観
音
像
が
、
天
平
の
仏

と
し
て
国
宝
、
三
山
木
駅
の
東
側
の
寿
宝
寺
の
千

手
観
音
像
が
藤
原
期
の
作
と
し
て
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。

中
世
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
今
昔
物
語
」
に
登

場
す
る
神
奈
比
寺
の
聖
人
に
ま
つ
わ
る
説
話
の
甘

奈
備
寺
や
、
一
休
寺
酬
恩
庵
な
ど
の
寺
院
も
あ
る

が
、
今
年
で
丁
度
五
0
0
周
年
を
迎
え
九
。
山
城

国
一
揆
.
前
後
の
器
も
忘

れ
ら
れ
な
い
遺
跡
で
あ
る
。

中
世
の
山
城
は
、
江
戸
時
代

の
城
と
違
っ
て
、
天
守
閣
や

高
く
積
ま
れ
た
石
垣
な
ど
が

無
い
た
め
、
見
ば
え
の
す
る

遺
構
で
は
な
い
が
、
戦
略
上

の
立
地
条
件
や
、
個
性
的
な

士
塁
や
堀
な
ど
に
見
る
べ
き

も
の
が
多
い
。

天
王
の
畑
城
は
、
南
北
朝

期
の
山
城
の
典
型
で
あ
っ

て
、
こ
の
地
に
立
つ
と
、
南

山
城
の
み
で
な
く
、
大
和
や

河
内
、
摂
津
な
ど
も
見
渡
す

こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
戦

略
拠
点
で
あ
る
。
こ
の
城
址

か
ら
普
賢
寺
谷
を
降
り
て
く

る
と
、
輪
さ
れ
て
い
る
と

は
い
ぇ
、
正
長
元
年
戊
申
歳

(
一
四
二
八
)
の
紀
年
を
も

つ
「
興
福
寺
別
院
山
城
風
綴

喜
郡
観
心
山
普
賢
教
法
寺
四

至
内
之
図
L
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の
領
域
図
に
描
か
れ
て
い
る
多
く
の
城
館
の
配
列

道
の
両
側
に
う
か
が
え
る
。
こ
の
う
ち
の
一

゛
、
、

力つ
が
、
同
志
社
田
辺
校
地
内
遺
跡
群
の
L
O
C
3

と
呼
ぱ
れ
た
普
賢
寺
殿
の
館
で
あ
り
、
土
塁
を
含

め
て
旧
状
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い
る
。
絵
図
に
ょ

る
と
、
管
寺
殿
の
ほ
か
大
西
殿
、
城
殿
な
ど

「
殿
」
と
呼
ぱ
れ
る
館
に
は
堀
や
士
塁
が
描
か
れ

(
火
学
校
地
学
術
調
査
委
員
会
調
査
主
任
)

て
い
て
、
ま
さ
に
地
侍
の
館
で
あ
る
。
普
賢
寺
川

の
下
流
域
に
あ
る
草
内
城
も
、
草
内
殿
の
館
で
あ

つ
て
、
重
要
文
化
財
の
十
三
重
の
石
塔
が
あ
る
法

泉
寺
の
南
側
に
、
堀
に
囲
ま
れ
た
館
跡
と
し
て
残

つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
山
城
国
一
揆
と
そ
れ
以
後

の
地
侍
に
か
か
わ
る
遺
跡
の
う
ち
の
主
要
な
も
の

で
あ
る
。

三
、
古
代
・
中
世
の
指
定
文
化
財

田
辺
町
内
に
あ
る
国
指
定
文
化
財
の
う
ち
、
さ

き
に
あ
げ
た
以
外
で
、
中
世
以
前
の
も
の
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

重
要
文
化
財
佐
牙
神
社
本
殿
(
鎌
倉
時
代
)
、

酬
恩
庵
本
堂
璽
町
時
代
)
、
一
休
和
尚
画
像
(
室

町
時
代
)
、
一
休
和
尚
座
像
(
室
町
時
代
)
、
白
山

神
社
本
殿
(
室
町
時
代
)

な
お
、
考
古
学
上
の
遺
跡
で
、
史
跡
に
指
定
さ

れ
て
い
る
の
は
、
大
住
車
塚
の
み
で
あ
り
、
飯
岡

古
墻
群
を
は
じ
め
と
し
て
、
考
古
学
史
上
重
要
な

遺
跡
に
つ
い
て
は
、
史
跡
公
園
と
し
て
保
存
し
た

上
で
、
整
備
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
0
 
田
辺

町
の
住
民
憲
章
の
一
項
目
に
は
、
「
私
た
ち
は
、

郷
士
の
歴
史
を
知
り
文
化
遺
産
を
守
り
ま
し
ょ

う
。
し
と
あ
る
。
田
辺
町
指
定
文
化
財
は
『
隼
人

鉦
』
と
『
ず
い
き
み
こ
し
』
の
二
件
の
み
で
あ
り
、

古
代
.
中
世
の
指
定
物
件
は
な
い
。
す
で
に
触
れ

た
よ
う
に
田
辺
町
内
に
も
多
く
の
文
化
財
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
文
化
遺
産
を
後
世
に
残
す
た
め
に

も
、
田
辺
町
の
行
政
努
力
を
大
い
に
期
待
し
た
い

も
の
で
あ
る
。

田辺の歴史

『玉要文化財』寿宝寺の千手観音像(平安時代後期)
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1

近
世
か
ら
近
代
へ

明
治
と
改
元
さ
れ
て
初
め
て
の
正
月
を
迎
え

九
、
未
だ
屠
蘇
気
分
の
醒
め
や
ら
ぬ
頃
、
四
人
の

侍
が
木
津
川
を
渡
り
、
大
住
か
ら
普
賢
寺
村
へ
と

急
い
で
い
た
。
こ
れ
よ
り
少
し
前
の
一
八
六
八

(
明
治
二
)
年
一
月
五
日
に
、
寺
町
丸
太
町
を
少
し

下
が
っ
九
と
こ
ろ
で
一
人
の
愚
家
が
刺
客
の
凶小

刀
に
九
お
れ
た
。
横
井
小
楠
の
最
期
で
あ
る
。

楠
と
い
ぇ
ば
、
尊
皇
撥
夷
の
運
動
が
世
の
中
を
席

捲
し
て
い
た
時
に
、
地
上
か
ら
戦
争
を
な
く
す
た

め
に
ア
メ
リ
カ
と
国
一
父
を
結
ぶ
と
い
う
、
国
際
平

和
の
実
現
の
た
め
の
開
国
を
主
張
し
た
人
物
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
刺
客
が
懐
中
し
て
ぃ

九
斬
好
状
に
「
今
般
夷
賊
に
同
心
し
、
天
主
教
を

海
内
に
蔓
延
せ
し
め
ん
と
す
。
邪
教
蔓
い
九
し
候

1
沖
田
行
司

せ
っ
は
、
皇
国
は
外
夷
の
有
と
相
成
り
候
こ
と
顕

然
な
り
」
と
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
に
つ
ぃ

て
は
否
定
的
で
あ
っ
九
が
、
小
楠
が
キ
リ
ス
ト
教

に
深
い
関
心
を
示
し
、
高
く
評
価
し
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
小
楠
が
熊
本
に
蒔
い
た
種
子
は
や
が

て
熊
本
バ
ン
ド
を
生
み
出
し
、
そ
し
て
こ
の
熊
本

ン
ド
の
人
々
が
後
に
同
志
社
の
発
展
を
担
う
一

バ大
勢
力
と
な
っ
九
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

さ
て
、
小
楠
の
暗
殺
に
加
わ
っ
九
四
人
の
侍

は
、
普
賢
寺
の
田
宮
家
に
数
日
の
閲
逗
留
し
九

後
、
追
手
を
察
知
し
て
高
野
山
方
面
に
逃
亡
し
た

ほ
ど
な
く
捕
縛
さ
れ
九
。
こ
の
事
件
に
連
座

が
、し

て
田
宮
家
の
当
主
貞
清
は
閉
門
の
上
、
お
預
け

の
処
認
L
受
け
て
い
る
。
こ
の
田
宮
家
を
は
じ

め
、
田
辺
の
有
力
者
の
幾
人
か
が
同
志
社
の
義
損

金
名
簿
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
か
く
し
て
、
小
楠

を
媒
介
と
し
て
田
辺
と
同
志
社
と
の
問
に
奇
し
き

因
縁
が
結
は
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
刺
客
が

田
辺
へ
逃
げ
込
ん
だ
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
田
宮

家
当
主
の
実
弟
武
臣
が
熊
本
藩
の
支
藩
の
丸
岡
藩

の
藩
士
で
あ
る
仲
嶋
家
の
養
子
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
人
物
が
刺
客
と
同
志
の
関
係
に
あ
っ
九
と
い

わ
れ
て
い
る
。
ま
九
、
刺
客
の
中
に
は
十
津
川
郷

士
の
者
が
い
た
こ
と
か
ら
、
後
に
述
べ
る
南
山
郷

士
の
田
宮
家
と
の
間
に
相
い
通
じ
る
も
の
が
あ
っ

九
の
か
も
知
れ
な
い
。

南
山
郷
士
の
話
に
は
い
る
前
に
、
近
世
の
田
辺

の
領
地
支
配
の
特
質
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
徳
川

幕
藩
体
制
が
親
藩
・
譜
代
・
外
様
か
ら
な
る
諸
大

名
を
巧
み
に
全
国
に
配
置
し
、
相
互
に
牽
制
さ
せ

な
が
ら
対
抗
勢
力
の
存
在
を
排
除
す
る
も
の
で
あ

つ
九
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政

策
は
全
国
に
貫
徹
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
京
都
近

郊
に
お
い
て
は
朝
廷
対
策
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
よ

り
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
九
。
田
辺
の
総
石
高

は
約
三
、
二
四
0
石
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
淀

藩
、
会
津
藩
、
禁
裏
御
料
、
幕
府
領
そ
れ
に
社
寺

領
等
の
十
六
の
所
領
に
分
割
さ
れ
て
ぃ
九
。
こ
の

..'..
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内
で
、
淀
藩
の
所
領
が
最
大
で
、
約
五
、
四
三
三

石
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
し
て
も
最
大
一

、

七
一
六
石
か
ら
最
少
十
三
石
に
い
た
る
ま
で
、
田

辺
の
十
一
力
所
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
多
く
の
所
領
が
入
り
混
っ
九
結
果
、
そ
こ
か

ら
生
じ
る
弊
害
も
す
く
な
く
は
な
か
っ
た
。
た
と

え
ぱ
豊
田
武
兵
衛
に
ま
つ
わ
る
悲
話
も
そ
の
一
っ

で
あ
る
。

田
辺
の
東
南
に
飯
岡
と
い
う
小
高
い
丘
陵
地
か

ら
な
る
集
落
が
あ
る
。
木
津
川
沿
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
早
越
と
洪
水
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

一
七
六
三
(
宝
暦
士
己
年
、
用
・
排
水
の
工
事
に

着
手
す
る
人
物
が
あ
ら
わ
れ
九
。
豊
田
武
兵
衛
で

あ
る
。
十
年
の
歳
月
を
か
け
て
大
岩
石
を
掘
り
進

み
、
難
工
事
の
末
、
二
四
0
メ
ー
ト
ル
の
「
万
年

樋
」
を
完
成
さ
せ
、
余
す
と
こ
ろ
あ
と
少
し
と
い

う
と
こ
ろ
で
豊
田
家
の
私
財
は
底
を
つ
い
た
。
追

い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
闘
所
追
放
と
い
う
処

分
を
受
け
、
一
家
離
散
と
い
う
不
幸
に
み
ま
わ
れ

た
。
誘
言
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
工
事
は
淀
蕎
の
領
地
と
靜
の
儒
官
で
あ
る
林

大
学
頭
の
領
地
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
り
、
し
か

も
両
所
領
は
年
来
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
、
武
兵
衛
の
事
業
は
正
当
な
評
価
を
受
け
る

こ
と
な
く
、
政
治
的
に
処
理
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
用
・
排
水
は
村
民
の
手
で
完

成
さ
れ
、
ま
た
閥
所
追
放
の
罪
も
赦
さ
れ
た
が
、

八
峨
男
山
の
伝
法
院
に
身
を
隠
し
た
武
兵
衛
は
、

抽
村
を
願
う
村
人
の
裟
度
か
の
訪
問
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
頑
と
し
て
応
ぜ
ず
、
一
七
九
四
(
寛
政
六
)

年
に
七
十
九
歳
の
生
涯
を
閉
じ
九
。
三
山
木
駅
か

ら
西
に
む
か
い
、
玉
水
橋
の
手
前
を
木
津
川
の
流

れ
に
沿
っ
て
堤
防
を
少
し
下
る
と
「
用
水
発
起
豊

田
翁
之
碑
」
が
た
っ
て
い
る
。
一
△
三
ズ
天
保

一
己
年
に
武
兵
衛
を
追
慕
し
て
建
立
さ
れ
た
と
い

う
。
以
上
の
よ
う
な
田
辺
の
所
領
の
構
造
か
ら
、

田
辺
全
体
を
左
右
す
る
主
要
勢
力
と
い
う
も
の
が

成
長
す
る
条
件
は
極
め
て
乏
し
い
状
態
に
あ
っ

た
0
 
し
か
し
こ
う
し
た
中
で
、
田
辺
の
オ
ピ
ニ
オ

ン
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
を
果
た
し
た
の
が
南
山
郷
士

で
あ
る
。

小
楠
を
暗
殺
し
た
刺
客
が
逗
留
し
た
田
宮
家
が

南
山
郷
士
と
呼
ぱ
れ
る
出
自
を
持
っ
て
い
る
こ
と

は
先
に
触
れ
た
が
、
普
賢
寺
に
は
こ
の
他
に
も
南

山
郷
士
の
出
自
を
持
つ
家
が
い
く
つ
か
あ
る
。
南

山
郷
士
と
は
後
醍
醐
天
皇
に
仕
え
、
笠
置
行
宮
の

召
に
応
じ
て
参
集
し
、
功
を
な
し
た
南
山
城
地
方

の
郷
士
で
あ
る
。
近
世
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け

て
、
郷
上
と
呼
ぱ
れ
る
階
屑
か
ら
多
く
の
才
能
豊

か
な
人
物
が
輩
出
し
た
こ
と
は
歴
史
の
証
明
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
田
辺
に
お
い
て
も
こ
の
南
山

郷
士
か
ら
多
才
な
人
物
が
出
て
い
る
。
蘭
学
者
藤

林
普
山
も
そ
う
し
た
一
人
で
あ
る
。
普
山
は
一
七

八
一
(
天
明
元
)
年
に
普
賢
寺
で
生
ま
れ
た
。
幼

少
期
に
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
た
か
不
明
で
あ

る
。
明
治
四
十
一
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
山
城
綴
喜

鴛
』
に
は
、
普
賢
寺
村
の
寺
子
屋
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
寺
子
屋
は
商
品
経
済
の
発
展
と
と
も
に

登
場
し
て
き
た
庶
民
の
教
育
施
設
で
あ
り
、
主
と

し
て
読
・
書
・
算
を
中
心
と
し
た
庶
民
の
生
活
に

必
要
な
知
識
を
教
授
す
る
場
で
あ
っ
た
。
普
山
が

生
ま
れ
た
天
明
期
頃
に
な
る
と
ほ
ぽ
全
国
的
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
普
賢
寺
の
寺
子
屋
の
通
学

年
齢
は
八
歳
か
ら
十
二
歳
で
、
教
科
目
は
習
字
と

読
書
に
分
か
れ
て
い
て
、
習
字
の
手
本
と
し
て
、

い
ろ
は
、
片
仮
名
イ
ロ
ハ
、
請
取
、
送
り
状
、
名

＼
、

ノ

頭
、
国
尽
、
商
売
往
来
、
百
姓
往
来
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
特
に
、
『
商
売
往
来
』
と
『
百
姓
往
来
』

が
併
せ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
農
業
知
識

と
商
業
知
識
の
両
方
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
環
境

に
田
辺
が
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し

て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
読
書
の
教
科
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害
と
し
て
は
、
実
語
教
、
童
子
教
、
今
川
状
、
腰

越
状
、
義
経
状
、
経
盛
状
、
弁
慶
状
、
庭
訓
往
来

成
敗
式
目
、
四
書
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
ぃ
る
。
こ

れ
ら
の
教
科
書
類
か
ら
み
る
限
り
、
普
賢
寺
村
の

寺
十
屋
は
か
な
り
充
実
し
喬
度
な
内
容
を
も
つ

も
の
で
あ
っ
九
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
恐
ら
く

普
山
も
こ
う
し
九
と
こ
ろ
で
基
礎
的
な
教
育
を
受

け
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
七
九
六
(
寛
政
八
)
年
、
十

六
歳
の
時
に
京
都
に
出
て
医
学
を
学
ん
で
ぃ
る
。

そ
こ
で
普
山
は
、
当
時
非
常
に
入
手
が
困
難
で
あ

つ
九
日
本
最
初
の
蘭
和
辞
典
で
あ
る
稲
村
三
伯
の

『
波
留
麻
和
解
』
を
手
に
入
れ
て
い
る
。
三
年
問

京
都
に
滞
在
し
九
後
、
普
賢
寺
へ
も
ど
り
、
そ
の

後
十
年
あ
ま
り
普
山
は
独
学
で
蘭
学
研
究
に
打
ち

込
ん
で
い
る
。
一
八
0
九
(
文
化
一
◇
年
、
普
山

は
京
都
に
出
て
医
業
を
開
く
の
で
あ
る
が
、
丁
度

そ
の
頃
、
江
戸
を
逐
わ
れ
九
稲
村
三
伯
が
海
上
随

鴎
と
変
名
し
て
京
都
に
滞
在
し
て
ぃ
九
。
一
八
一

一
(
文
化
八
)
年
に
三
伯
が
没
す
る
ま
で
の
二
年

間
、
普
山
は
そ
の
門
に
入
り
、
蘭
学
研
究
に
従
事

し
九
0
 
普
山
は
師
の
三
伯
の
『
波
留
麻
和
解
』
を

修
正
・
補
足
し
た
『
訳
鍵
』
や
『
和
蘭
語
法
解
』

な
ど
の
蘭
学
研
究
に
不
可
欠
な
書
物
や
、
『
西
医

今
日
方
』
、
『
西
医
方
選
』
な
ど
の
医
学
書
を
残
し

て
、
一
八
三
六
(
天
保
七
)
年
に
五
十
六
歳
で
世

を
去
っ
九
。
幕
末
期
の
蘭
学
研
究
が
富
国
強
兵
の

た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
官
制
の
学
問
と
し
て
の
性
格

を
強
め
て
行
く
中
で
、
師
の
三
伯
が
普
山
を
「
山

中
に
潜
居
し
て
、
静
か
に
喝
蘭
の
医
籍
を
読
み
、

且
つ
攻
め
、
且
つ
治
す
る
」
と
評
し
た
よ
う
に
、

草
深
い
普
賢
寺
の
里
で
の
普
山
の
蘭
学
研
究
は
、

学
問
発
展
史
の
上
に
お
い
て
も
大
き
な
意
義
を
持

つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
歴
史
の
蓄
積
の
上
に
、
田
辺
の
近
代

が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
維
新
直
後
、
未
だ
戦
塵
の

止
ま
ざ
る
頃
、
三
山
木
の
南
山
駒
ガ
谷
に
南
山
士

文
武
練
習
所
が
開
設
さ
れ
九
。
新
し
い
時
代
の
到

来
を
予
感
し
た
政
治
的
瓢
の
覚
醒
で
あ
る
。
中

等
・
一
局
等
教
育
が
少
数
の
エ
リ
ー
ト
を
除
い
て
一

般
民
衆
に
は
ほ
と
ん
ど
閉
ざ
さ
れ
九
状
況
に
あ
っ

て
、
こ
う
し
九
磊
の
覚
醒
は
私
塾
と
い
う
形
態

の
学
校
創
設
運
動
を
促
し
た
。
一
八
七
七
(
明
治

十
)
年
に
は
霊
箸
家
塾
が
棚
倉
孫
神
社
内
に
設
け

ら
れ
た
。
盡
箸
と
い
う
の
は
、
朋
友
の
集
合
を
意

味
す
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
勉
学
意
欲
に
燃
え
た
青

年
達
の
姿
が
想
い
描
け
よ
う
。
霊
箸
家
塾
は
、
一

(
明
治
十
巴
年
に
南
山
義
塾
と
名
称
を

か
え
、
地
元
の
篤
志
家
に
ょ
る
出
資
な
ど
の
基
金

を
得
て
、
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の
へ
と
発
展
し

た
。
翌
明
治
十
五
年
に
は
黒
社
田
辺
校
地
の
近

く
の
普
賢
寺
川
に
沿
っ
て
、
寄
宿
舎
を
備
え
六
新

校
舎
が
完
成
し
九
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
も
少
し
前

の
明
治
十
三
年
に
は
大
住
村
に
も
愛
民
義
塾
と
い

う
私
塾
が
地
元
の
篤
志
家
の
手
で
設
立
さ
れ
て
い

る
。
新
島
襄
は
南
山
竃
の
創
設
に
際
し
て
「
祝

言
」
を
寄
せ
る
な
ど
、
こ
う
し
た
私
塾
の
発
展
に

大
き
な
期
待
を
寄
せ
た
。
新
島
は
学
問
の
中
央
集

中
化
を
批
判
し
、
「
義
塾
ヲ
起
シ
、
往
々
之
ヲ
米
国

ノ
コ
ル
レ
ジ
ノ
如
キ
者
ト
ナ
シ
、
広
ク
学
ヒ
タ
ル

人
ヲ
養
成
L
 
す
る
と
い
う
「
地
方
教
嘉
」
を
主

張
し
て
い
た
が
、
南
山
義
塾
や
愛
民
義
塾
こ
そ
、

ル

新
島
を
し
て
「
自
由
民
権
ノ
養
成
所
ハ
此
ノ
コ

レ
ジ
ニ
ア
リ
、
此
義
塾
ノ
挙
ナ
ク
ン
バ
如
何
シ
テ

国
の
勢
カ
ヲ
養
ヒ
得
べ
キ
ゾ
」
と
一
言
わ
し
め
る
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
由
民

権
運
動
へ
の
弾
圧
と
そ
の
衰
退
、
お
よ
び
官
公
立

学
校
を
中
心
と
し
た
学
校
教
育
の
再
編
の
過
程

で
、
こ
う
し
た
私
塾
は
姿
を
消
し
て
行
く
の
で
あ

つ
た
。
田
辺
移
転
に
際
し
、
こ
う
し
九
田
辺
の
歴

史
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
同
志
社

に
与
え
ら
れ
て
い
る
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
い
え

(
大
学
文
学
部
助
教
授
)
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