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同志社田辺校地と

その周辺地域の自然と歴史
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、

鈴
木
前
に
、
「
同
志
社
校
地
を
掘
る
」
と
い
う
こ
と
で
今
出
川
校

地
を
中
心
に
版
会
を
も
た
し
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、
今
回

は
田
辺
校
地
を
中
心
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
程
私
ど
も
校
地
学
術
調
査
委
員
会
が
大
学
の
整
備
計
画
委
員

会
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
、
校
地
の
な
か
の
遺
跡
の
分
布
並
び
に
一

つ
の
地
点
の
発
掘
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
得
九
わ
け
で

す
。
た
ま
た
ま
田
辺
で
は
、
大
学
の
教
育
研
究
条
件
を
改
善
し
て
い



く
、
さ
ら
に
充
実
し
て
い
く
と
い
う
形
で
整
備
計
画

が
進
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
計
画
を
進

め
る
に
先
立
コ
L
、
埋
蔵
文
化
財
の
分
布
並
ひ
に
事

前
の
発
掘
調
査
を
要
請
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
調

査
し
九
わ
け
で
す
。

こ
の
調
査
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
紹
介
し
て
そ
の
あ

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
専
門
の
立
場
か
ら
先
生
方
に
ご

所
見
を
ご
披
露
し
て
い
た
だ
き
、
あ
わ
せ
て
幾
つ
か

の
問
題
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
ふ
う

に
思
う
ん
で
す
。
地
質
、
文
献
史
学
、
考
古
学
、
そ

れ
か
ら
小
野
先
生
は
田
辺
に
非
常
に
お
詳
し
い
方
で

あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
発
言
を
も
と
に
、
ご

自
由
に
発
言
い
た
だ
け
れ
ぱ
あ
り
が
た
い
と
い
う
ふ

う
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
田
辺
校
地
χ
は
天
神
山
遺
跡
、
下
司
古

墳
群
、
大
御
堂
裏
山
古
墳
な
ど
が
す
で
に
知
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
分
布
鯛
査
で
は
、
天
神
山
遣
跡

の
周
辺
か
ら
校
地
全
体
を
歩
く
と
い
う
形
で
か
な
り

細
か
く
歩
か
し
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
現
在
の

と
こ
ろ
、
十
四
力
所
の
地
点
で
遺
物
の
散
布
を
認
め

て
い
ま
す
。
奈
良
時
代
以
後
、
各
時
代
の
も
の
が
あ

る
わ
け
で
す
が
、
と
く
に
中
世
に
関
し
て
お
も
し
ろ

い
遺
物
が
、
若
干
の
土
塁
と
か
濠
な
ど
を
も
っ
て
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
発
掘
調
査
で
は
、
十
六
世
紀
の

半
は
に
中
心
を
も
つ
資
料
が
出
土
し
て
お
り
ま
し

て
、
た
と
え
ば
中
国
渡
来
の
青
磁
だ
と
か
備
前
と
か

{
縛
と
か
焼
物
の
た
ぐ
い
が
多
い
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
中
世
史
上
貴
重
な
資
料
が
出
土
し
て
い
る
わ
け

で
す
。

従
来
の
考
古
学
の
成
果
を
み
ま
す
と
、
南
山
城
全

体
を
考
え
て
い
く
上
で
も
、
重
要
な
遺
跡
が
同
志
社

の
校
地
の
な
か
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
し

て
、
周
辺
の
地
域
を
含
め
て
先
生
方
の
従
来
の
研
究

の
成
果
を
ご
披
露
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
校
地
学
術
調
査
委
員
会
の
発
掘
調
査
に

並
行
す
る
形
で
、
地
質
班
の
横
山
先
生
、
中
川
先
生

に
地
質
図
の
作
成
を
お
願
い
し
て
、
も
う
す
で
に
完

成
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
地
域
の
地
質
並
び
に

南
山
城
の
地
形
を
含
め
ま
し
て
自
然
的
な
環
境
と
申

し
ま
し
ょ
う
か
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
ま
ず
材
料
を
出

し
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

丹
波
山
地
、
他
方
は
南
の
紀
伊
山
地
と
に
は
さ
ま
れ

て
、
そ
間
が
丘
陵
や
低
地
の
分
布
す
る
地
削
に
な

つ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
瀬
戸
内
か
ら
伊
勢
湾
に
か
け

て
大
き
な
低
地
帯
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、

低
地
帯
を
区
切
る
よ
う
な
形
で
六
甲
、
生
駒
、
比
良
、

鈴
鹿
と
い
っ
た
南
北
性
の
山
地
が
あ
り
ま
し
て
、
そ

れ
ら
の
閻
が
盆
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

盆
地
の
形
成
史
と
そ
の
中
に
あ
る
地
層
と
は
深
い
関

連
が
あ
り
ま
し
て
、
田
辺
周
辺
は
京
都
盆
地
の
構
造

発
達
史
を
知
る
た
め
の
大
切
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
盆
地
を
囲
む
山
地
を
造
っ
て
い
る
の

は
約
七
千
万
年
か
ら
二
億
年
前
と
い
っ
た
非
常
に
古

い
岩
石
な
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
中
の
丘
陵
を
造
っ

て
い
る
地
層
は
新
第
三
紀
の
終
わ
り
約
四
、
五
百
万

年
前
か
ら
新
し
く
は
洪
積
層
と
い
わ
れ
る
二
、
三
十

万
年
前
の
地
履
で
す
。
そ
う
い
っ
た
地
層
に
は
分
布

し
て
い
る
場
所
に
ょ
っ
て
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま

し
て
、
び
わ
湖
周
辺
で
は
古
琵
琶
湖
厨
群
、
大
阪
平

野
、
京
都
盆
地
、
奈
良
盆
地
な
ど
の
周
縁
に
連
続
し

て
い
る
地
層
を
大
阪
層
群
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
田
辺

の
丘
陵
は
大
阪
層
群
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。

次
に
、
そ
う
い
う
地
層
か
ら
今
ま
で
に
わ
か
っ
て

い
る
こ
と
を
ざ
っ
と
申
し
上
げ
ま
す
。
古
琵
琶
湖
屑

群
は
非
海
成
と
い
い
ま
し
て
、
湖
と
か
平
野
、
河
川

南
山
城
の
自
然

中
川
田
辺
地
域
と
い
い
ま
す
と
、
京
都
盆
地
と

い
う
よ
り
も
、
そ
れ
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
木
津
川
の

谷
底
平
地
と
そ
の
縁
辺
の
丘
陵
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
広
く
近
畿
中
部
の
特
徴
を
申
し
ま
す
と
、
ひ

と
つ
は
京
都
盆
地
や
大
阪
平
野
の
北
方
に
続
き
ま
す
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に
九
い
積
し
た
地
層
で
で
き
て
い
ま
す
。
そ
の
年
代

は
湖
東
兵
陵
の
南
部
が
一
番
古
く
て
、
約
五
百
万
年

前
で
、
湖
西
の
丘
陵
が
も
っ
と
も
新
し
く
て
二
、
三

十
万
年
前
で
す
。
大
阪
層
群
は
も
っ
と
も
古
い
年
代

が
二
百
五
十
万
年
前
と
で
て
お
り
、
一
番
新
し
い
も

の
で
二
、
三
十
万
年
で
す
。
そ
の
う
ち
の
約
百
万
年

よ
り
も
古
い
地
層
は
古
琵
琶
湖
層
群
と
同
じ
く
非
海

成
で
す
。
そ
し
て
、
百
万
年
ぐ
ら
い
か
ら
後
の
地
層

は
海
の
地
層
と
湖
や
川
の
地
層
が
交
互
に
繰
り
返
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
じ
場
所
で
下
か
ら
上
ま
で

全
て
の
時
代
の
地
層
が
見
ら
れ
る
の
で
な
く
て
、
年

代
に
ょ
っ
て
分
布
す
る
場
所
が
違
い
ま
す
。
そ
れ
を

く
わ
し
く
調
べ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
湖
や
海
が
ど
の

よ
う
に
移
り
変
わ
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
大
阪
層
群
で
は
非
海
成
の
、
つ
ま
り
よ
り

古
い
地
層
の
分
布
し
ま
す
の
が
京
都
府
南
部
の
田

辺
・
宇
治
丘
陵
や
奈
良
盆
地
周
辺
、
そ
れ
に
大
阪
で

は
主
に
泉
北
以
南
で
す
。
そ
し
て
、
海
成
と
非
海
成

と
が
互
層
す
る
よ
り
新
し
い
時
代
の
地
眉
は
主
に
淀

川
を
と
り
ま
く
沖
積
平
野
の
地
下
と
丘
陵
に
分
布
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
よ
り
古
い
非
海
成
層
よ
り
も

北
に
分
布
し
て
い
ま
す
。

大
阪
厨
群
で
湖
や
川
の
時
代
か
ら
ど
よ
う
に
し

て
海
が
入
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
今
大
き
な
問

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
田
辺
丘
陵
に
は
厚
い
礫
層
が

分
布
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
大
阪
層
群
に
海
が
入

つ
て
く
る
直
前
の
地
層
で
、
宇
治
丘
陵
に
も
同
じ
よ

う
な
礫
層
が
あ
り
、
さ
ら
に
東
か
ら
北
へ
と
ぎ
れ
な

が
ら
も
湖
南
の
瀬
田
丘
陵
の
礫
層
へ
続
く
よ
う
で

す
。
こ
の
礫
層
は
ま
さ
に
古
琵
琶
湖
層
群
と
大
阪
層

群
を
つ
な
ぐ
も
の
で
す
。
こ
の
礫
層
の
堆
積
構
造
を

鯛
べ
ま
し
て
、
湖
南
地
域
か
ら
京
都
盆
地
南
部
へ
の

流
れ
が
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
奈
良
盆
地
と
京
都
盆

地
南
部
(
田
辺
付
近
)
と
の
大
阪
層
群
の
関
係
を
み

ま
す
と
、
奈
良
盆
地
の
方
が
よ
り
古
い
よ
う
で
す
。

ま
九
、
先
に
い
い
ま
し
九
よ
う
に
京
都
盆
地
南
部
と

京
都
盆
地
北
部
と
で
は
後
者
が
よ
り
新
し
い
わ
け

で
、
南
か
ら
北
へ
向
っ
て
地
層
の
九
ま
る
場
所
と
い

う
か
、
水
系
が
移
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

の
中
で
田
辺
地
域
は
奈
良
盆
地
と
京
都
盆
地
の
接
点

に
あ
る
わ
け
で
、
移
り
変
わ
り
の
様
子
が
明
ら
か
に

さ
れ
ま
す
と
、
地
殻
変
動
ぱ
か
り
で
な
く
、
大
阪
層

群
に
最
初
の
海
が
入
っ
て
き
た
様
子
な
ど
も
明
ら
か

に
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
さ
ら
に
氷
河
性

海
水
準
変
動
が
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
か
と
い

う
世
界
的
な
問
題
に
ま
で
発
展
し
て
い
く
可
能
性
が

才
)
ま
す
0

鈴
木
な
る
ほ
ど
。
そ
う
す
る
と
地
質
、
地
履

地
形
を
含
め
て
、
南
山
城
と
い
う
の
は
地
史
の
上
で

も
非
常
に
お
も
し
ろ
い
地
域
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
ね
。と

こ
ろ
で
、
同
志
社
校
地
の
な
か
に
、
火
山
灰
の

堆
積
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
横
山
先
生
は
あ
れ
を
二
百

万
年
ぐ
ら
い
前
と
一
舌
わ
れ
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
け

ど
も
、
そ
こ
ら
あ
た
り
、
お
話
い
た
だ
け
ま
す
か
。

横
山
火
山
灰
は
三
枚
ほ
ど
あ
る
ん
で
す
。
同
志

社
校
地
入
口
に
約
二
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
も
の
が
見

え
て
い
ま
す
。
あ
れ
を
「
同
志
社
火
山
灰
」
と
い
う

名
前
に
し
よ
,
つ
と
思
っ
て
:
:
:
(
笑
)
0

火
山
灰
と
い
う
の
は
、
火
山
の
爆
発
で
飛
ん
で
き

た
も
の
が
湖
に
落
ち
て
た
ま
る
わ
け
で
す
。
い
ろ
ん

な
鉱
物
が
爆
発
時
に
で
き
ま
す
の
で
、
鉱
物
の
形
成

時
代
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
年
代

測
定
は
い
ま
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
う

ち
結
果
が
出
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
普
通

の
地
層
で
す
と
い
わ
ゆ
る
砕
屑
物
、
つ
ま
り
前
の
岩

石
が
壊
れ
て
で
き
た
粒
子
で
で
き
て
い
ま
す
の
で
そ

の
年
代
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
南
山
城
で
、
一
番
よ
く
い
わ
れ
る
の

昔
、
大
き
な
湖
が
あ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
小
さ
く

が
、

お
ぐ
ら

な
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
残
り
が
巨
椋
池
だ
と
い
う
お

話
で
す
が
、
非
常
に
一
般
の
人
に
は
う
け
が
よ
く
て
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芝ケ原遺跡

久世廃寺

森山遺跡

金右衞門垣内遺跡

大住車塚

ー・休寺

草内

飯岡古墳群

天神山遺跡

同志社火山灰堆積地点

都谷中・近世館址

下司古墳群

普賢寺大御堂

普賢寺谷

南山義塾

三山木廃寺

旧山本駅

玉水

蟹満寺

湧出宮

椿井大塚山

高麗寺

2

5

6

7

7

3
 
4

信
じ
ら
れ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
た
ぶ
ん
、
う
そ
だ
と

思
い
ま
す
。
理
由
は
畿
つ
か
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

巨
椋
池
の
下
を
掘
り
ま
す
と
大
体
三
十
メ
ー
タ
ー
ぐ

ら
い
で
現
在
の
比
較
的
新
し
い
地
層
が
な
く
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
数
万
と
か
数
十
万
と
か
い
う
年
代
の

が
な
く
な
り
ま
し
て
、
そ
の
下
一
気
に
約
百
万
を
超

え
る
よ
う
な
地
層
が
出
て
き
ま
す
。
少
な
く
と
も
百

万
年
以
前
か
ら
二
十
万
年
か
十
五
万
年
ま
で
は
、
京

都
の
南
山
城
に
は
大
き
な
湖
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
最
近
わ
か
っ
て
き
九
。
そ
う
い
う
意
味
で
巨
椋

池
は
非
常
に
新
し
い
構
造
運
動
で
で
き
九
湖
で
す
。

昔
か
ら
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
そ
ろ
そ
ろ
訂
正
す
る

時
期
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
田
辺
校
地
で
見
ら
れ
る

地
層
は
、
巨
椋
地
の
新
し
い
地
層
の
下
へ
出
て
く
る

古
い
地
屑
と
同
じ
で
す
。

鈴
木
巨
椋
池
、
旧
巨
椋
湖
は
若
い
湖
な
ん
で
す

若
い
と
い
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
人
類
の
こ
と
を
考

0

ねえ
る
と
だ
い
ぷ
年
代
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。

も
っ
と
も
、
最
近
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
二
百
万
年

以
前
の
人
類
の
こ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
:
:
:
 
0

と
こ
ろ
で
南
山
城
で
、
そ
う
い
う
よ
う
な
自
然
環

境
の
な
か
で
人
類
が
ど
ぅ
い
う
よ
う
な
形
で
住
み
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
な
発
展
を
し
て
き
た
か
と
い
う
よ
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う
な
こ
と
を
、
遺
跡
の
上
か
ら
、
森
先
生
に
お
話
い

た
だ
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
石
器
時
代
を
含
め
ま

し
て
、
と
く
に
弥
生
時
代
、
そ
れ
か
ら
占
墳
時
代
、

飛
鳥
や
奈
良
を
含
め
て
代
表
的
遺
跡
を
紹
介
し
て
い

た
だ
い
て
、
そ
の
遺
跡
の
問
題
点
も
合
せ
て
お
話
い

た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
0

周
辺
の
遺
跡
と
天
神
山
、
跡

森
南
山
城
は
一
一
言
で
い
う
と
、
考
古
学
的
な
遺

跡
が
比
較
的
少
な
い
。
縄
文
時
代
以
前
と
思
わ
れ
る

先
縄
文
、
あ
る
い
は
先
士
器
時
代
と
か
い
ろ
い
ろ
の

園
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
時
代
の
遺
物
も

あ
ま
り
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
次
の
縄
文
時
代

の
遺
物
も
非
常
に
少
な
い
。
大
き
な
集
落
の
あ
と
と

い
え
る
よ
う
な
も
の
は
、
城
陽
市
に
一
個
所
あ
る
ぐ

ら
い
で
す
。
だ
か
ら
人
類
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ほ
ど

住
み
や
す
い
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね

(
笑
)
。
そ
し
て
こ
の
地
域
に
お
米
を
栽
培
す
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
、
つ
ま
り
弥
生
時
代
に
な
っ
た
あ
と

で
も
、
や
は
り
近
畿
地
方
全
体
で
見
る
と
そ
れ
ほ
ど

遺
跡
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
し
、
そ
れ
ほ
ど
大
き

な
遺
跡
も
な
い
の
で
す
。

そ
う
い
う
な
か
で
、
ち
ょ
う
ど
同
志
社
校
地
の
対

岸
、
木
津
川
側
に
な
り
ま
す
が
、
涌
出
宮
と
い
う
、

古
い
神
事
を
伝
え
た
お
宮
さ
ん
が
あ
り
ま
し
て
、
そ

の
周
辺
に
弥
生
時
代
の
ひ
と
つ
の
鴛
の
あ
と
が
あ

る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
専
門
的
な
言
葉
で
い
い
ま

す
と
低
地
性
集
落
、
つ
ま
り
低
い
と
こ
ろ
に
、
た
ぷ

ん
農
耕
地
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
高
さ
の
と

こ
ろ
に
村
を
構
え
て
い
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
弥

生
時
代
の
後
期
に
な
っ
て
、
突
然
出
て
く
る
の
が
、

同
志
社
校
地
の
な
か
に
あ
る
田
辺
天
神
山
遣
跡
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
す
0

田
辺
天
神
山
遺
跡
は
、
も
ち
ろ
ん
弥
生
時
代
の
集

落
の
あ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
一
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
丘
陵
の
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
弥
生
時
代
に
か
ぎ
ら
ず
、
平
安
時
代
で
あ
ろ
う

と
、
室
町
時
代
で
あ
ろ
う
と
、
江
戸
時
代
で
あ
ろ
う

と
、
日
本
の
農
村
は
大
体
低
い
と
こ
ろ
に
営
む
わ
け

で
す
ね
。
水
田
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
、
そ
し
て

高
さ
も
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
と
こ
ろ
へ
住
む
の
で
す

.
)
、

ど
ぅ
い
う
わ
け
か
、
田
辺
天
神
山
は
丘
陵
の
上

力に
あ
る
の
で
す
。
丘
陵
の
上
に
あ
り
ま
す
と
、
ま
ず

常
識
的
に
農
耕
地
へ
遠
く
な
る
。
つ
ま
り
生
産
の
場

所
へ
は
不
便
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
も
う
一

つ
は
、
水
の
入
手
が
た
い
へ
ん
不
便
な
の
で
す
。
ま

だ
弥
生
時
代
で
は
、
ほ
と
ん
ど
井
戸
と
い
う
も
の
を

掘
る
技
術
は
あ
り
ま
せ
ん
。
低
い
と
こ
ろ
で
は
わ
ず

か
に
井
戸
が
で
き
つ
つ
ぁ
る
時
代
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
丘
陵
の
上
で
は
井
戸
は
掘
れ
な
い
。
水
の
入
手

も
困
難
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
日
常
生
活
的
な
便
利

さ
を
な
げ
う
っ
て
、
あ
あ
い
う
高
い
と
こ
ろ
に
住
む

わ
け
で
し
て
、
こ
う
い
う
も
の
を
現
在
、
考
古
学
で

は
高
地
性
集
落
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
太
平
洋

戦
争
が
終
わ
っ
た
あ
と
で
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
て
き

た
研
究
テ
ー
マ
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
大
体
高
地
性
集
落
と
い
う
の
が
大
分
県

あ
た
り
か
ら
瀬
戸
内
海
の
両
沿
岸
、
大
阪
湾
、
和
歌

山
の
海
岸
地
帯
、
そ
し
て
東
の
は
し
が
田
辺
校
地
で

と
ま
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
西
暦
紀
元
二
世
紀

か
ら
三
世
紀
に
か
け
て
、
一
時
的
に
集
落
を
高
い
と

こ
ろ
に
も
営
む
。
低
い
と
こ
ろ
に
も
も
ち
ろ
ん
あ
る

の
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
高
い
と
こ
ろ
に
も
予

備
の
集
一
洛
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
逃
げ
城

と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
備
え
た
時

代
が
西
麿
一
、
三
世
紀
で
あ
っ
て
、
し
か
も
西
日
本

の
中
心
部
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
分
布
圏
の
東

の
は
し
が
田
辺
天
神
山
で
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
意
味

の
あ
る
集
落
遺
跡
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
偶

然
、
田
辺
校
地
の
な
か
に
あ
る
。

そ
れ
で
、
田
辺
天
神
山
遺
跡
を
同
志
社
が
敷
地
に

買
収
す
る
前
に
、
道
路
で
切
ら
れ
九
り
し
て
荒
れ
て
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お
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い

と
い
う
の
で
、
亡
く
な
ら
れ
九
秦
理
事
長
の
ご
奔
走

で
、
ほ
と
ん
ど
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
一
種
の
迪
跡

公
園
と
し
て
ー
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
公
園
ら
し
く
は
し

て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
原
形
は
で
き
て
お
る
と
思

う
の
で
す
が
1
保
存
し
て
あ
る
。
竪
穴
住
居
址
が

十
数
軒
あ
り
ま
し
て
、
現
在
、
い
つ
見
に
行
っ
て
も

竪
穴
住
居
が
十
軒
以
上
見
ら
れ
る
と
い
う
の
は
近
畿

地
方
で
は
田
辺
天
神
山
だ
け
な
の
で
す
ね
。
ほ
か
は

有
名
な
、
跡
で
も
、
行
っ
て
み
た
ら
つ
ぷ
れ
て
団
地

に
な
っ
て
い
る
と
か
が
ほ
と
ん
ど
で
す
か
ら
、
や
は

り
生
き
た
教
材
に
な
る
。

そ
し
て
、
単
に
そ
れ
は
昔
の
生
活
と
か
集
落
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
で
の
、

国
の
形
成
の
前
段
階
と
し
て
、
非
常
に
大
き
な
緊
張

状
態
が
続
い
た
。
あ
る
意
味
で
は
、
後
の
戦
国
時
代

に
匹
敵
す
る
よ
う
な
時
代
が
西
暦
二
、
三
世
紀
に
あ

つ
た
わ
け
だ
と
思
う
の
で
す
。
中
国
の
歴
史
齊
で
は

そ
れ
を
「
倭
国
の
大
乱
」
と
い
う
よ
う
な
書
き
方
を

し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
に
何
ら
か

の
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
重
要
な
遺
跡

で
す
。

と
こ
ろ
で
、
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
弥
生
時

代
に
は
す
で
に
巨
椋
湖
が
あ
っ
た
か
ど
ぅ
か
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
ど
ぅ
で
し
ょ
う
か
0

横
山
確
実
に
あ
っ
九
と
思
い
ま
す
。

森
明
治
二
十
三
年
に
測
量
し
た
地
図
で
は
巨
椋

池
と
書
か
ず
に
巨
椋
湖
と
苫
い
て
い
る
。
そ
し
て
昭

和
の
こ
ろ
よ
り
も
面
積
が
広
い
の
で
す
が
、
そ
の
巨

椋
湖
と
い
う
も
の
を
真
ん
中
に
置
い
て
考
え
ま
す

と
、
山
城
国
が
南
と
北
に
す
っ
ぽ
り
分
か
れ
る
わ
け

で
す
ね
。
真
ん
中
に
湖
を
も
っ
て
お
る
。
そ
う
し
て

北
の
文
化
圏
と
、
南
の
文
化
圏
に
分
か
れ
る
。
こ
れ

は
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
。
い
ま
の
よ
う
な
見
方
を

す
る
と
、
田
辺
校
地
は
弥
生
時
代
、
古
墳
時
代
、
そ

う
い
う
時
代
χ
は
、
湖
の
南
岸
か
ら
少
し
離
れ
た
と

こ
ろ
と
い
う
環
境
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
か
ら
つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
古
墳
時
代
に

な
り
ま
す
と
南
山
城
に
は
、
数
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん

重
要
な
古
墳
が
幾
つ
か
築
か
れ
る
。
そ
の
一
つ

が
、

が
、
こ
れ
も
木
津
川
の
東
側
に
な
り
ま
す
が
、
椿
井

大
塚
山
古
墳
で
、
こ
れ
は
日
本
で
一
番
た
く
さ
ん
の

銅
の
鏡
を
出
し
九
前
方
後
円
墳
と
し
て
名
高
い
の
で

す
。

こ
の
銅
の
鏡
に
つ
い
て
も
、
あ
る
学
者
は
中
国
の

魏
の
鏡
で
は
な
い
か
と
い
う
人
も
お
り
ま
す
が
、
私

は
魏
の
鏡
説
は
と
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
日
本
の
古
墳
時
代
全
体
の
な
か
で
も
問
題

に
な
る
遺
跡
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
田
辺
校
地

の
ご
く
近
く
に
銅
鏡
を
数
枚
出
し
た
興
戸
古
墳
が
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
古
墳
時
代
の
前
期
、
四
世
紀
ご

ろ
に
な
る
と
、
か
な
り
の
政
治
的
な
勢
力
が
育
っ
て

い
九
わ
け
で
す
ね
。
た
だ
し
現
在
の
と
こ
ろ
、
ま
だ

そ
れ
に
見
合
う
よ
う
な
村
の
跡
は
見
つ
か
っ
て
い
な

そ
れ
か
ら
、
古
墳
時
代
の
後
期
、
六
世
紀
ご
ろ
は

全
国
的
に
非
常
に
古
墳
が
ふ
ぇ
る
時
期
な
の
で
す
け

れ
ど
も
、
ど
ぅ
も
南
山
城
は
、
そ
の
こ
ろ
は
あ
ま
り

は
や
し

古
墳
の
数
は
多
く
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
隼
人
の
問

こ
う
く
町

題
と
か
、
高
句
麗
系
集
団
の
問
題
と
も
関
係
し
て
い

ま
す
が
、
古
墳
は
多
く
な
い
。
近
畿
地
方
で
も
お
そ

ら
く
、
古
墳
の
ふ
ぇ
な
か
っ
た
土
地
と
し
て
特
徴
づ

け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
な
か
で
も
、
奈
良
県
の
壁
画
を
も

つ
た
高
松
塚
古
墳
と
非
常
に
近
い
年
代
の
古
墳
が
同

志
社
の
敷
地
の
な
か
に
あ
り
ま
す
。
下
司
の
古
墳
群

で
す
ね
。
こ
の
下
司
古
墳
群
と
い
う
の
は
私
も
十
年

ほ
ど
前
は
単
な
る
横
穴
式
石
室
の
古
墳
と
考
え
、
そ

れ
ほ
ど
重
要
性
を
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か

し
、
高
松
塚
に
壁
画
が
出
て
か
ら
、
そ
の
時
代
の
も

の
ー
そ
の
時
代
と
い
い
ま
す
の
は
日
本
の
古
墳
が

急
激
に
減
る
時
期
で
、
天
皇
、
皇
族
お
よ
び
よ
ほ
ど
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田
辺
校
地
内
下
司
2
号
墳
(
七
世
紀
の
石
室
)

は
も
う
で
き
て
お
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
普
賢
寺
と

い
う
お
寺
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
普
賢
寺
を

つ
く
っ
た
人
と
、
下
司
古
墳
群
に
埋
め
ら
れ
て
い
る

人
と
は
非
常
に
近
い
。
た
と
え
ぱ
あ
る
人
と
そ
の
祖

父
ぐ
ら
い
の
関
係
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
の
ぐ
ら
い
年
代

が
近
づ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

白
 
1
天
平
の
仏
像

鈴
木
い
ま
お
話
い
九
だ
い
た
普
賢
寺
で
す
け
れ

ど
、
あ
の
周
辺
を
歩
く
と
、
白
鳳
か
ら
天
平
ぐ
ら
い

の
瓦
が
落
ち
て
い
ま
す
ね
。

笠
井
私
は
そ
の
瓦
、
ま
だ
見
て
な
い
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
一
応
白
鳳
時
代
の
瓦
だ
と
い
う
こ
と
に
な

つ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
れ
で
こ
れ
は
筒
城
大
寺
と
い

う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
普
賢
寺
が
は

つ
き
り
文
書
の
上
に
出
て
く
る
の
は
、
興
福
寺
関
係

の
文
書
で
、
天
平
十
六
年
(
七
四
四
)
に
良
弁
が
再

興
し
九
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
筒
城
大
寺
は
そ
の
前
身

で
し
ょ
う
。
そ
の
後
、
普
賢
寺
は
、
奈
良
時
代
の
末

に
な
っ
て
、
宝
飽
九
年
(
七
七
八
)
に
五
重
塔
が
で

き
て
い
ま
す
。
現
在
、
普
賢
寺
は
観
音
寺
と
も
呼
ば

れ
ま
す
よ
う
に
、
十
一
面
観
音
像
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
十
一
面
観
音
像
は
、
有
名
な
奈
良
の
聖
林
寺
の

十
一
面
観
音
像
を
ち
ょ
つ
と
や
せ
型
に
し
た
よ
う
な

・
4
 
"
i
扇

'
・
!
ド
驫
"
一

、

盲
ず
紅

位
の
高
い
貴
族
し
か
古
墳
を
残
せ
な
い
時
代
で
古
墳

時
代
終
末
期
と
よ
び
ま
す
ー
の
研
究
が
進
み
、
南

山
城
で
の
唯
一
に
近
い
終
末
期
古
墳
が
実
は
同
志
社

の
敷
地
の
な
か
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
九
。
そ

し
て
下
司
の
古
墳
群
の
す
ぐ
近
く
に
、
七
世
紀
代
に

H
一

も
の
で
、
造
法
も
一
木
造
の
乾
漆
で
す
か
ら
聖
林
寺

と
同
じ
な
ん
で
す
が
、
大
体
そ
う
す
る
と
、
こ
の
仏

像
の
つ
く
ら
れ
た
の
は
や
は
り
宝
他
年
間
と
い
う
ふ

う
に
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

鈴
木
同
志
社
校
地
の
近
く
に
あ
る
い
ま
の
観
音

寺
は
、
普
賢
寺
の
大
御
堂
で
す
ね
。

白
鳳
か
ら
天
平
の
話
が
出
た
わ
け
で
す
が
、
あ
の

周
辺
で
白
鳳
の
仏
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
木
津

川
を
は
さ
ん
だ
東
側
の
蟹
満
寺
、
あ
そ
こ
の
釈
迦
如

来
で
す
か
、
あ
れ
は
ど
ぅ
い
う
仏
な
ん
で
す
か
。

笠
井
こ
れ
は
一
番
む
ず
か
し
い
も
の
で
し
て

蟹
満
寺
と
い
う
の
は
『
今
昔
物
語
』
の
話
が
有

ね
。

名
で
、
長
者
が
、
ヘ
ビ
に
の
ま
れ
よ
う
と
す
る
カ
ニ

を
助
け
九
と
こ
ろ
が
、
今
度
は
長
者
の
美
し
い
娘
が

ヘ
ビ
に
見
込
ま
れ
て
、
ヘ
ビ
の
お
嫁
さ
ん
に
な
ら
な

き
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
の
へ
ビ
が
若
者
に
化
身
し
て
娘

を
も
ら
い
に
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
晩
に

た
く
さ
ん
な
力
二
が
出
て
き
て
へ
ビ
を
か
み
殺
し

九
、
と
い
う
ふ
う
な
伝
説
を
も
っ
て
い
る
、
た
い
へ

ん
ロ
マ
ン
的
な
寺
な
ん
で
す
。

こ
の
蟹
満
寺
は
、
平
安
時
代
の
末
に
は
広
隆
寺
の

末
寺
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
広
隆
寺
側
の
記
録
に

は
、
そ
の
長
者
は
秦
河
勝
の
弟
だ
と
し
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
秦
氏
系
の
寺
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す

、

、＼
、賢
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が
ね
。
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
信
ぜ
ら
れ
る
か
ど
ぅ
か
、

わ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
伝
説
で
は
、
そ
う
や

つ
て
娘
が
助
か
っ
九
と
い
う
の
は
観
音
信
仰
で
す
か

ら
、
い
ま
の
釈
迦
像
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
の

〕し

で
、
む
し
ろ
あ
の
釈
迦
像
は
、
ほ
か
の
寺
か
ら
移
し

て
き
九
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

で
、
あ
の
仏
像
は
、
山
田
寺
の
仏
頭
と
、
薬
師
寺

の
金
堂
の
薬
師
三
尊
像
を
結
ぷ
線
上
に
あ
る
も
の
で

し
て
ね
。
ち
ょ
つ
と
後
補
の
部
分
が
あ
る
の
で
時
代

判
定
が
む
ず
か
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
籾
唐
の
様

式
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
階
の
様
式
を
残
し
九
も

の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
私
な
ど
は
見
て
い
る

ん
で
す
が
、
学
者
の
問
で
も
説
が
一
定
し
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
南
山
城
に
あ
れ
だ
け
の
大
き
な
金
銅
像
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
も
う
た
い
へ
ん
な
こ

と
な
ん
で
す
ね
。

森
先
ほ
ど
古
墳
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
大
体
四

世
紀
の
古
墳
が
五
つ
ぁ
る
地
域
な
ら
ば
、
六
世
紀
の

古
墳
が
百
も
二
百
も
出
て
く
る
の
が
全
国
的
な
傾
向

な
の
で
す
が
、
南
山
城
は
非
常
に
六
世
紀
の
古
墳
が

少
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
大
き
な
政
治
勢
力
が
存
し

な
い
の
か
な
と
も
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
と
こ
ろ

が
今
度
は
七
世
紀
代
、
と
く
に
七
世
紀
の
後
半
ぐ
ら

い
の
こ
ろ
の
寺
院
跡
が
非
常
に
多
い
の
で
す
ね
。
直

前
の
時
期
の

古
墳
は
少
な

い
の
に
、
そ

の
直
後
の
古

代
寺
院
が
猛

烈
に
出
て
く

る
0
 
九
力
ら

古
代
史
の
研

究
の
な
か
で

謎
の
多
い
と

こ
ろ
な
の
で

す
。
こ
れ
で

渡
来
系
氏
族
と
隼
人

0
/

も
し
寺
院
跡
が
な
け
れ
ぱ
、
古
代
史
の
人
は
、
南
山

城
に
は
と
り
九
て
て
大
き
な
古
代
豪
族
は
お
ら
な
か

つ
た
と
い
う
結
論
を
出
す
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
寺
院

跡
は
多
い
で
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と
急
に
勢
力
の
あ

る
豪
族
が
出
て
き
九
と
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
集
団

は
非
常
に
進
歩
的
で
あ
っ
て
、
い
ち
早
く
古
墳
を
あ

ま
り
つ
く
ら
な
く
な
っ
た
と
か
、
い
ろ
ん
な
解
釈
が

生
ま
れ
そ
う
な
ん
で
す
よ
。

笠
井
大
体
、
南
山
城
は
渡
来
系
氏
族
の
多
い
と

こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
森
さ
ん
に
お
聞
き
し
た

い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
,
田
辺
'
と
い
う
地
名
で
す

こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
田
辺
史
に
関
係
あ
る
ん
で
す

が
、

か
。
も
し
田
辺
史
に
関
係
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
へ

ん
が
ち
ょ
つ
と
い
ろ
い
ろ
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
な
り

は
し
な
い
か
と
い
う
気
は
す
る
ん
で
す
が
、
ま
あ
田

辺
史
は
ふ
つ
う
河
内
で
す
か
ら
ね
。

U
.

冒
冒
冒

《

森
田
辺
氏
と
の
つ
な
が
り
を
説
明
す
る
文
献
資

料
は
な
い
よ
う
で
す
ね
。
常
識
的
に
い
わ
れ
て
い
る

こ
皇

こ
と
は
、
南
山
城
の
場
合
は
高
麗
氏
、
高
句
麗
系
の

集
団
の
た
い
へ
ん
な
中
心
で
、
高
麗
寺
跡
も
あ
る
し

高
句
麗
の
客
院
も
お
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
田
辺
校

地
よ
り
更
に
南
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
椿
井
大
塚
山

宝
・
観
音
寺
十
一
而
慨
音
像
(
八
世
紀
)

N 、、〕

^^■■..^
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古
墳
の
所
在
地
で
も
、
合
併
以
前
は
高
麗
村
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
城
陽
市
に
久
世
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
が
、
高
松
塚
の
壁
画
を
描
い
た
グ
ル
ー
プ
に
関

き
'
み
の
b
ら
じ

与
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
黄
書
連
と
い
う
豪

族
の
根
拠
地
が
久
世
な
の
で
す
ね
。
久
世
付
近
に
は

久
世
寺
跡
と
か
平
川
廃
寺
と
か
、
い
く
つ
も
の
寺
院

跡
が
あ
り
ま
す
。
終
末
期
の
古
墳
も
一
つ
ぁ
っ
て
、

お
も
し
ろ
い
地
域
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
田
辺
校
地
の
ご
く
近
く
に
限
っ
九
ら
、

渡
来
系
集
団
と
い
う
視
点
で
は
直
接
に
は
説
明
で
き

な
い
。
九
だ
、
田
辺
校
地
よ
り
少
し
雄
れ
た
と
こ
ろ

村
葦
な
が
や
ま

に
息
艮
山
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
ね
。
息
長
氏
、

に

わ

こ
れ
は
琵
琶
湖
の
長
浜
あ
九
り
の
和
邇
系
の
豪
族
で

す
が
、
そ
れ
に
関
係
の
あ
り
そ
う
な
地
名
が
あ
る
。

仲
村
普
賢
寺
の
山
号
が
息
長
山
で
す
ね
。

森
息
長
氏
を
も
し
和
邇
系
と
見
た
場
貪
古
い

渡
来
集
団
と
見
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
と

見
る
の
か
、
古
代
史
で
は
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
同
志
社
校
地
の
と
こ
ろ
の
多
々

羅
と
い
う
地
名
の
関
係
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
多
々

羅
と
い
う
の
は
普
通
は
製
鉄
関
係
の
地
名
な
の
で
す

け
ど
、
現
在
の
と
一
L
ろ
、
ま
だ
製
鉄
関
係
の
遺
物
は

見
つ
か
っ
て
お
ら
な
い
の
で
す
。
製
鉄
の
遺
物
が
見

つ
か
れ
ぱ
よ
い
の
で
す
が
、
多
々
羅
氏
は
や
は
り
渡

〆

田
辺
大
住
の
隼
人
舞
(
田
辺
町
無
形
文
化
財
第
一
号
)

1
田
辺
町
教
育
委
員
会
提
供
1

来
系
集
団
で
す
ね
。

笠
井
多
々
羅
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
当
然
息

長
と
関
係
す
る
わ
け
で
す
ね
。

鈴
木
い
ま
森
先
生
が
一
言
わ
れ
た
多
々
羅
で
す

ね
。
同
志
社
校
地
の
主
要
な
部
分
が
多
々
羅
に
入
る

わ
け
で
す
け
ど
、
か
な
り
歩
か
し
て
い
た
だ
い
て
も

製
鉄
遺
跡
に
関
す
る
遺
物
は
ま
ず
な
い
。
九
だ
生
産

遺
跡
と
い
う
点
で
広
げ
て
考
え
る
と
、
須
恵
器
の
窯

で
す
ね
。
破
壊
さ
れ
て
、
す
で
に
整
地
さ
れ
て
し
ま

つ
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ

る
0

で
、
あ
の
時
期
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
先
ほ
ど
の

お
話
の
な
か
の
渡
来
系
氏
族
と
は
別
に
、
も
う
一
つ

隼
人
を
考
え
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
が
、
こ
の
あ
た
り
は
ど
ぅ
で
し
ょ
う
か
。

森
隼
人
は
南
九
州
、
と
く
に
宮
崎
県
と
鹿
児
島

県
を
中
心
に
し
た
大
き
な
集
団
な
の
で
す
が
、
こ
の

隼
人
の
一
部
が
、
六
、
七
世
紀
に
は
盛
ん
に
近
畿
地

方
に
移
住
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
一
時
住
ん
で
、
ま

九
向
こ
う
へ
帰
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
け
ど
も
、

こ
ち
ら
へ
住
み
つ
い
た
も
の
も
い
る
。
そ
の
一
つ
が

奈
良
県
の
南
部
、
五
条
の
近
く
で
、
そ
れ
に
匹
敵
す

る
の
が
田
辺
校
地
か
ら
男
山
八
幌
に
か
け
て
の
、
男

山
丘
陵
の
東
斜
面
ぞ
い
に
ず
っ
と
住
ん
で
い
九
ら
し

い
の
で
す
。

ど
ぅ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
か
と
い
い
ま

す
と
、
こ
れ
は
文
献
に
も
出
て
く
る
の
で
す
が
、
南

九
州
で
は
普
通
の
古
墳
で
は
な
く
て
、
地
下
に
穴
を

掘
っ
て
墓
に
す
る
。
つ
ま
り
横
穴
や
地
下
式
横
穴
で

す
ね
。
し
か
も
そ
れ
は
上
か
ら
掘
っ
て
い
く
の
で
、

地
下
式
横
穴
と
い
わ
れ
る
。
盛
土
を
し
な
い
で
か
た

い
土
地
の
と
こ
ろ
を
掘
っ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い

う
特
徴
的
な
お
墓
を
隼
人
は
残
し
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
の
は
男
山
丘
陵
の
東
側
に
は

ず
う
っ
と
横
穴
ま
た
は
地
下
式
横
穴
の
可
能
性
の
あ

る
も
の
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
男
山
八
幅
の
あ

た
り
か
ら
、
田
辺
校
地
の
す
ぐ
近
所
の
飯
岡
ま
で
残

つ
て
い
る
の
で
す
。
男
山
丘
陵
は
本
来
は
あ
ま
り
横
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穴
を
掘
る
の
に
適
さ
な
い
壊
れ
や
す
い
土
質
な
の
で

す
ね
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
掘
り
込
ん

で
い
る
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
南
山
城
の
隼
人
の
場
合

は
、
す
で
に
九
州
で
で
き
あ
が
っ
た
ひ
と
つ
の
風
習

を
持
ち
込
ん
で
き
た
と
し
か
思
え
な
い
。
考
古
学
的

に
見
ま
す
と
、
隼
人
が
こ
の
地
方
に
や
っ
て
き
た
の

は
六
世
紀
の
後
半
か
七
世
紀
ぐ
ら
い
と
私
は
推
定
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

鈴
木
七
世
紀
の
後
半
と
い
う
と
、
寺
が
で
き
始

め
る
頃
で
す
ね
。
同
志
社
の
校
地
の
周
辺
を
見
る
と

普
賢
寺
の
跡
の
ほ
か
に
南
側
の
三
山
木
廃
寺
が
ご
ざ

い
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
北
側
に
は
興
戸
廃
寺
、
そ
れ

ぞ
れ
天
平
の
瓦
が
出
て
い
ま
す
。
三
山
木
に
つ
い
て

は
平
安
時
代
の
瓦
も
出
て
い
る
わ
け
で
す
。

あ
の
時
期
を
含
め
て
、
山
城
、
大
和
、
河
内
、
そ

う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
か
な
り
の
人
や
も
の
が
動

い
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
八
世
紀
に
入
る

と
す
ぐ
に
、
『
続
日
本
紀
』
で
し
九
か
、
都
亭
駅
の
設

置
の
記
事
が
あ
り
ま
す
ね
。
古
代
の
交
通
で
登
場
す

る
山
本
駅
、
あ
れ
は
同
志
社
校
地
か
ら
飯
岡
へ
行
く

途
中
の
山
本
の
集
落
あ
九
り
で
し
ょ
う
か
。

仲
村
そ
う
で
す
ね
。
ま
あ
、
こ
れ
は
あ
と
で
中

世
の
交
通
路
と
関
係
さ
せ
て
・
・

鈴
木
な
る
ほ
ど
。
交
通
の
問
題
も
非
常
に
お
も

し
ろ
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
後
ほ
ど
お
話
し

て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
九
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
笠
井
先
生
、
例
の
当
尾
か
ら
笠
置
を
含

め
て
南
山
城
を
考
え
る
と
、
あ
そ
こ
に
も
有
名
な
寺

が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
ね
。
浄
瑠
璃
寺
と
か
岩
船
寺
で

す
か
。笠

井
浄
瑠
璃
寺
、
岩
船
寺
は
少
し
あ
と
の
時
代

に
な
り
ま
す
ね
。
け
れ
ど
も
全
般
的
に
言
い
ま
す

と
、
南
山
城
と
い
う
の
は
い
ま
歩
い
て
も
大
和
棟
の

民
家
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
京
都
的
と
い
う
よ
り

は
非
常
に
奈
良
的
な
面
影
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、
ち
ょ

う
ど
田
辺
を
は
さ
ん
で
、
薪
の
一
休
寺
で
よ
う
や
く

京
都
の
文
化
圏
が
あ
そ
こ
へ
先
を
飛
び
出
さ
せ

た
。
あ
と
は
大
和
的
な
文
化
圏
だ
と
い
う
ふ
う
な
感

じ
を
私
は
も
ち
ま
す
。

先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
つ
た
よ
う
に
、
非
常
に
寺
跡
も

多
い
し
、
瓦
も
白
鳳
、
天
平
的
な
も
の
が
出
る
。
先

ほ
ど
話
に
出
ま
し
た
白
鳳
、
天
平
の
仏
像
も
見
逃
せ

な
い
り
っ
ぱ
な
作
品
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
残

念
な
が
ら
七
、
八
世
紀
の
状
況
を
知
る
手
が
か
り
が

文
献
的
に
非
常
に
乏
し
く
て
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ

ん
。

そ
れ
で
普
賢
寺
は
八
世
紀
の
ご
く
終
わ
り
、
延
暦

に
な
り
ま
し
て
か
ら
炎
上
し
ま
す
が
、
鎌
倉
時
代
に

摂
関
家
の
厚
い
帰
依
を
う
け
て
再
興
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
を
再
興
し
九
藤
原
基
通
は
普
賢
寺
殿
と
い
わ
れ
る

ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
寺
も
盛
り
返
し
ま
す
。

銅
生
産
と
製
鉄

仲
村
森
先
生
、
さ
っ
き
の
多
々
羅
の
語
関
係

し
ま
す
け
れ
ど
も
、
『
三
代
実
録
』
に
、
九
世
紀
の
中

ご
ろ
に
相
楽
郡
岡
田
郷
に
銅
が
発
掘
さ
れ
て
、
そ
し

て
そ
の
た
め
に
役
人
を
置
い
て
い
る
記
録
が
あ
る
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
南
山
城
の
銅
生
産
は
、
ど
ぅ
で
し

よ
、
つ
か
0

森
和
同
開
珎
な
ん
か
の
銅
銭
を
鴛
し
た
鋳
銭

司
跡
が
加
茂
町
に
あ
る
。

仲
村
地
名
と
し
て
も
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

森
加
茂
町
に
、
岡
田
郷
が
推
定
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。

そ
れ
か
ら
製
鉄
と
銅
生
産
で
は
、
か
な
り
技
術
が

違
う
ん
で
す
ね
。
鉄
鉱
石
の
場
合
な
ら
ぱ
ど
こ
か
で

似
て
き
ま
す
が
、
砂
鉄
の
場
合
は
ま
る
で
違
う
技
術

に
な
っ
て
く
る
0

そ
れ
で
ど
ぅ
な
ん
で
し
ょ
う
ね
、
田
辺
校
地
の
周

辺
は
製
鉄
の
原
料
が
出
る
可
能
性
は
あ
る
の
で
し
ょ

、
つ
か
0

横
山
製
鉄
の
原
料
と
い
う
の
は
何
で
す
か
。
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森
砂
鉄
が
入
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
。

横
山
水
酸
化
鉄
で
も
い
い
ん
で
す
か
。

森
あ
ん
ま
り
微
妙
な
も
の
で
は
古
代
は
利
用
し

き
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
や
っ
ぱ
り
川
の
な
か
で
ふ
る

う
と
、
ザ
ッ
と
ザ
ル
の
中
に
残
る
よ
う
な
も
の
で
な

鈴
木
普
賢
寺
川
の
川
底
に
そ
う
い
う
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

小
野
運
び
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
。
あ

そ
こ
は
水
取
か
ら
越
え
て
行
け
ぱ
大
阪
に
近
い
・
・
:
・
・

山
が
低
い
で
す
か
ら
。

森
た
と
え
ぱ
大
隅
半
島
と
薩
靡
半
島
の
場
合
は

薩
摩
半
島
側
の
砂
鉄
の
原
料
を
大
隅
半
島
へ
運
ん
で

製
鉄
を
や
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
治
十
年
ご
ろ
の
例

で
す
が
、
あ
ま
り
や
ら
な
い
よ
う
で
す
ね
。

中
川
山
の
地
質
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
う
多
量
に

出
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
。

森
出
な
い
で
す
か
。

小
野
防
賀
川
の
性
質
と
、
普
賢
寺
川
の
性
質
が

違
う
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
普
賢
寺
川
の
ほ
う
が
大

き
い
で
す
ね
。
防
賀
川
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
短

酒
屋
神
社
の
わ
き
か
ら
し
か
、
い
ま
は
防
賀
川

)
、

しと
言
わ
な
い
ほ
ど
の
、
し
か
し
水
源
は
も
っ
と
奥
ま

で
入
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
入
っ
て
行
き
ま

す
と
、
ニ
キ
ロ
ぐ
ら
い
入
る
と
も
う
河
内
に
つ
な
が

る
。
だ
か
ら
同
志
社
校
地
の
あ
た
り
は
、
東
西
交
通

の
ル
ー
ト
に
あ
る
0

仲
村
普
賢
寺
の
谷
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
谷
で

す
ね
。
一
父
通
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、
河
内
の
枚
方
、

四
条
畷
と
す
ぐ
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
と
、
ま
た
、

中
世
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
ひ
と
つ
の
谷
が
ど
ぅ
も

要
塞
化
す
る
よ
う
で
す
ね
。
と
く
に
戦
国
時
代
は
。

谷
の
口
と
奥
を
閉
め
る
と
非
常
に
防
御
し
や
す
い
。

事
実
、
戦
国
末
期
に
は
、
こ
の
普
賢
寺
の
谷
を
中
心

に
し
て
戦
倒
が
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
や
は
り
河
内
と
南
山
城
を
つ
な
ぐ
拠
点
に

あ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

森
い
ま
の
問
題
で
す
が
、
河
内
の
場
合
は
生
駒

山
地
の
一
番
南
、
信
貴
山
の
あ
た
り
で
す
ね
。
大
阪

か
"
ん
ど
ぱ
た

に
雁
多
尾
畑
と
い
う
村
が
あ
り
ま
す
ね
。
雁
多
尾
畑

あ
た
り
は
鉄
生
産
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

仮
説
が
出
て
お
る
の
で
す
。
ぽ
く
自
身
は
、
歩
い
た

経
験
で
は
ま
だ
ち
ょ
つ
と
認
め
ら
れ
な
い
ん
で
す
け

れ
ど
。
そ
う
す
る
と
、
生
駒
山
地
の
一
番
南
側
に
、

古
代
の
製
鉄
遺
跡
が
も
し
将
来
確
認
さ
れ
て
く
る

と
、
小
野
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
水
系
の

問
題
な
ん
か
も
考
え
る
と
、
同
志
社
近
辺
の
多
々
羅

と
い
う
地
名
は
、
将
来
の
ひ
と
つ
の
研
究
テ
ー
マ
に

な
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
名
の
集
団
が
い
た
だ
け
な

な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
こ
で
製
鉄
ま
で
や
っ
て
お
っ

九
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
重
要
な
こ
と
に
な
り
ま

す
。

横
山
そ
の
な
か
で
砂
鉄
を
濃
縮
す
る
と
こ
ろ
が

あ
り
え
れ
ば
:
:
:
0
 
ど
の
く
ら
い
の
規
模
で
製
鉄
が

や
れ
る
か
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
ね
。

森
古
代
の
場
合
は
、
資
本
主
義
的
に
も
う
か
る

か
ど
ぅ
か
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
ま
す
か
ら
ね
。

ち
ょ
つ
と
の
原
料
で
も
や
っ
て
い
ま
す
。

横
山
須
恵
器
の
粘
士
で
も
ち
ょ
つ
と
し
た
も
の

が
あ
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
ら
ね
。
大
に
あ
る
か
ら

そ
こ
で
産
業
が
栄
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
自
分
が
要

る
力
ら

小
野
間
に
合
っ
程
度
で
い
い
わ
け
で
す
ね
。

横
山
え
え
。
一
つ
の
窯
を
つ
く
る
だ
け
の
粘
士

が
あ
れ
ば
、
ち
ゃ
ん
と
そ
れ
で
窯
は
成
り
立
っ
て
し

ま
つ
0

い
と

古
代
・
中
世
の
問
題
点

森
そ
れ
で
は
古
代
の
残
っ
た
こ
と
を
、
ざ
っ
と

こ
の
あ
た
り
で
一
言
っ
て
お
こ
う
と
思
う
の
で
す
0
 
-

つ
は
ね
、
先
ほ
ど
南
山
城
が
、
た
と
え
ぱ
民
家
な
ん
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か
で
大
和
棟
が
あ
る
と
い
う
話
な
ん
で
す
が
、
弥
生

式
土
器
の
時
代
は
不
器
に
、
南
山
城
の
士
器
と
奈

良
県
の
士
器
が
そ
れ
ほ
ど
似
て
な
い
の
で
す
。
む
し

ろ
南
山
城
の
弥
生
式
士
器
は
滋
賀
県
と
か
、
そ
れ
か

ら
三
重
県
か
ら
東
海
の
ほ
う
に
つ
な
が
る
傾
向
が
あ

る
。
そ
う
い
う
お
も
し
ろ
さ
が
一
つ
ぁ
る
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
先
ほ
ど
の
隼
人
の
こ
と

な
の
で
す
が
、
正
倉
院
文
書
の
な
か
に
隼
人
の
計
帳

と
い
う
の
が
残
っ
て
い
る
。
九
だ
こ
の
計
帳
は
頭
の

部
分
が
切
れ
て
い
る
の
で
、
ど
こ
の
国
の
も
の
か
が

長
い
こ
と
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
志
社
の

大
学
院
に
ず
っ
と
講
義
に
来
て
お
ら
れ
ま
し
九
西
田

直
二
郎
先
生
の
研
究
で
、
ど
ぅ
も
こ
れ
が
同
志
社
校

地
の
ご
く
近
所
の
南
山
城
の
隼
人
の
も
の
に
ち
が
い

な
い
と
い
う
の
で
、
現
在
で
は
こ
の
隼
人
の
計
帳
は

南
山
城
の
隼
人
の
税
金
台
帳
で
あ
る
こ
と
が
確
実
に

な
っ
て
き
た
0

で
す
か
ら
南
山
城
の
場
合
、
隼
人
研
究
と
い
う
の

は
文
献
と
遺
跡
と
の
両
方
か
ら
わ
か
る
地
域
な
の
で

す
。
そ
れ
か
ら
ひ
と
つ
興
味
を
も
っ
て
い
る
の
は
、

隼
人
は
た
い
へ
ん
竹
細
工
が
急
で
あ
る
。
で
す
か

ら
『
延
喜
式
』
を
見
て
も
、
隼
人
が
朝
廷
に
貢
納
す

る
も
の
は
各
種
の
竹
細
工
な
の
で
す
ね
。
そ
う
な
っ

て
く
る
と
、
南
山
城
一
帯
の
竹
林
は
い
つ
ど
ろ
か
ら

あ
る
の
か
。
人
類
以
後
、
も
う
ず
う
っ
と
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
隼
人
の
移
住
に
伴
っ
て
動
い
て
く
る

の
か
。
前
か
ら
一
つ
興
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
将
来
の
研
究
課
題
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。

仲
村
日
本
の
芸
能
史
の
ひ
と
つ
の
流
れ
と
し
て

隼
人
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
。

た
と
え
ば
、
こ
こ
が
隼
人
司
の
領
地
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
、
十
五
世
紀
の
中
ご
ろ
の
中
原
康
富
と

い
う
公
家
の
日
記
に
出
て
く
る
ん
で
す
。
こ
こ
ー

大
住
で
す
ね
ー
と
そ
の
ほ
か
五
力
所
、
計
六
力
所

を
支
配
し
て
き
た
が
、
守
護
や
被
官
人
の
侵
略
に
ょ

つ
て
有
名
無
実
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
訴
え
が
出
さ

れ
九
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
場
合
に
、
隼
人
が
行
う
べ

き
職
掌
に
風
俗
歌
鐸
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
同
じ
日
記
忙
、
隼
人
が
名
主
で
あ
る
一

町
二
反
の
名
田
を
隼
人
が
死
ん
で
、
あ
と
を
継
ぐ
者

が
な
く
売
ら
れ
て
し
ま
っ
九
。
そ
の
た
め
錘
楽
を
つ

と
め
る
者
が
い
な
い
と
苫
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
朝

廷
で
の
鐸
楽
は
大
住
の
住
人
た
ち
が
担
っ
て
お
っ
た

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

だ
い
ぶ
時
代
が
飛
び
ま
し
て
、
杉
井
先
生
の
範
囲

に
な
っ
て
き
ま
す
が
、
朋
治
十
三
年
に
愛
民
義
塾
が

南
山
義
塾
以
前
に
大
住
に
で
き
ま
す
。
そ
の
設
立
者

の
樺
井
保
親
と
い
う
、
こ
れ
は
府
会
議
員
で
、
こ
の

地
域
の
民
権
運
動
の
中
心
に
な
っ
た
人
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
人
の
伝
記
を
見
ま
す
と
、
伎
楽
を
家
伝
と

し
、
代
々
隼
人
司
の
役
人
の
長
で
あ
っ
九
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
古
代
か

ら
明
治
ま
で
連
綿
と
隼
人
の
餐
楽
と
い
う
も
の
が
伝

承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
芸
能
史
の
面
か
ら

南
山
城
を
考
え
る
場
合
、
興
味
深
い
と
思
い
ま
す
。

ぽ
ち
ぽ
ち
古
代
が
終
わ
り
ま
す
が
、
古
代
の
問
題
で

大
事
な
こ
と
に
、
木
津
川
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

鈴
木
泉
川
で
す
ね
。

仲
村
木
津
川
が
奈
良
の
都
の
造
営
や
平
安
京
の

造
営
の
材
木
を
運
ぷ
搬
送
路
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

非
常
に
大
事
で
す
。
役
所
の
建
物
だ
け
じ
ゃ
な
し

に
、
薬
師
寺
、
大
安
寺
、
東
大
寺
、
興
福
寺
な
ど
の

巨
大
寺
院
が
で
き
ま
す
ね
。
そ
の
材
木
は
、
ほ
と
ん

ど
伊
賀
の
杣
山
か
ら
伐
り
出
し
て
木
津
へ
つ
け
る
わ

け
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
木
津
川
の
機
能
は
都
の
巨
大
建

築
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
こ
に
木
尾
木
守
と
い
う
特
殊
な
役
人

が
置
か
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
や
が
て
中
世
に
は
問
丸

と
い
う
よ
う
な
、
材
木
以
外
の
も
の
を
扱
う
商
業
上

の
拠
点
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
木
津
川
、
つ
ま
り
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泉
川
の
も
っ
て
い
る
役
目
は
非
常
に
大
き
い
と
思
い

ま
す
ね
。

小
野
そ
の
木
津
川
は
、
い
ま
は
飯
岡
の
東
を
流

れ
て
い
る
け
ど
、
昔
は
飯
岡
の
西
を
流
れ
て
い
九
。

だ
か
ら
田
辺
の
地
名
に
河
原
と
か
、
沓
脱
と
か
い
う

の
が
、
川
か
ら
か
な
り
雌
れ
残
っ
て
い
ま
す
。
ト
ノ

荘
と
い
う
名
も
あ
る
よ
う
に
、
橋
が
か
け
に
く
い
川

だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
、
渡
し
で
す

ね
。
合
戦
が
あ
っ
て
逃
げ
て
行
く
と
き
に
も
、
そ
の

渡
し
を
通
過
し
て
・
・
:
:

仲
村
橋
は
つ
く
る
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
流

さ
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

横
山
水
量
の
変
化
が
非
常
に
大
き
い
川
で
す

つ
ま
り
水
の
少
な
い
と
き
と
多
い
と
き
の
格
差

ね
0

が
大
き
い
川
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
野
結
果
と
し
て
、
川
砂
は
非
常
に
洗
わ
れ
て

き
れ
い
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
木
津
川
の
川
砂
は
、
大

阪
の
ビ
ル
に
全
部
入
っ
た
わ
け
で
す
(
笑
)
。
そ
の
分

だ
け
川
底
が
下
が
っ
た
。
昔
は
興
戸
の
あ
た
り
か
ら

木
津
川
を
遡
行
し
て
行
く
帆
か
け
船
が
見
え
た
と
い

う
ん
で
す
。
川
底
が
高
か
っ
た
か
ら
、
堤
防
も
低
か

つ
た
せ
い
も
あ
っ
て
帆
か
け
船
は
見
え
た
。
そ
れ
が

何
を
運
ん
で
い
九
か
、
よ
く
知
り
ま
せ
ん
。
い
ま
九

十
歳
ぐ
ら
い
の
人
だ
と
、
そ
の
帆
か
け
船
の
思
い
出

が
あ
る
ら
し
い
。
砂
は
と
に
か
く
大
阪
へ
行
っ
て
し

ま
っ
九
。
木
津
川
の
砂
が
な
く
な
っ
九
ん
で
次
は
城

陽
の
山
砂
利
が
ね
ら
わ
れ
て
、
城
陽
の
山
砂
利
が
な

く
な
っ
九
の
で
、
今
度
は
同
志
社
校
地
と
隣
接
の
防

賀
川
の
奥
の
山
砂
利
も
ね
ら
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
。

同
じ
質
で
し
ょ
う
。

仲
村
小
野
先
生
の
渡
し
の
話
で
す
け
れ
ど
も
、

文
朋
時
代
の
記
録
に
ょ
り
ま
す
と
、
木
津
の
渡
し
は

四
間
半
の
船
で
す
。
戦
国
時
代
の
終
わ
り
で
す
け
れ

ど
も
、
木
津
川
の
渡
し
が
洪
水
で
沈
ん
で
、
一
艘
で

三
十
四
、
五
人
全
員
死
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
に
乗
っ

て
い
る
の
は
伊
勢
衆
、
狛
田
あ
た
り
の
近
辺
衆
と
、

猿
楽
の
芸
人
で
す
。
中
世
の
木
津
で
は
、
船
が
渡
し

と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

横
山
橋
は
で
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
近

世
に
入
る
ま
で
は
。

森
木
津
川
の
場
合
は
、
木
津
か
ら
奈
良
の
ほ
う

い
゛
み
Φ
籾
郭

に
か
か
っ
て
い
る
行
基
が
つ
く
っ
九
と
い
う
泉
大

は
し橋

、
こ
れ
は
有
名
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
橋
の
た
も

と
に
泉
橋
寺
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
奈
良
時
代
に

は
も
う
あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
0

そ
れ
か
ら
ず
,
つ
っ
と
下
流
へ
下
っ
て
く
る
と
・
・
・
・
:

小
野
玉
水
大
橋
、
こ
れ
は
ち
ょ
つ
と
古
い
ん
じ

や
な
い
で
し
ょ
、
つ
か
。

*
林
ど
ぅ
で
し
ょ
う
ね
え
。
ぼ
く
の
知
っ
て
い
る

の
は
泉
大
橋
と
川
筋
は
遅
う
け
れ
ど
も
宇
治
橋
、
こ

れ
は
七
世
紀
末
に
は
あ
っ
た
ら
し
い
で
す
け
れ
ど

も
、
全
体
と
し
て
非
常
に
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
や

は
り
舟
を
使
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

横
山
岩
盤
が
迫
っ
て
、
急
流
で
、
渡
し
が
で
き

な
く
て
、
岩
の
強
い
と
こ
ろ
し
か
か
け
な
い
ん
で
す

ね
。

森
そ
う
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
ね
。

笠
井
現
代
と
違
い
ま
し
て
ね
、
昔
は
九
く
さ
ん

な
物
質
を
運
ぷ
と
き
は
、
む
し
ろ
船
の
ほ
う
が
便
利

な
ん
で
す
。

小
野
橋
の
上
は
荷
を
積
ん
だ
馬
を
通
さ
な
い
と

い
う
。
三
条
の
大
橋
で
も
荷
を
積
ん
だ
も
の
は
川
の

な
か
を
渡
れ
と
か
。
そ
う
す
る
と
橋
は
荷
の
九
め
に

は
要
ら
な
い
。

鈴
木
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

確
か
に
南
山
城
の
場
合
は
、
木
津
川
が
大
き
な
意

味
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ

ど
仲
村
先
生
が
言
わ
れ
ま
し
九
文
明
年
間
の
船
で
、

ひ
と
つ
中
世
の
ほ
う
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
文

明
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
や
は
り
山
城
国

一
揆
が
登
場
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す

が
、
そ
こ
ら
あ
た
り
、
ひ
と
つ
仲
村
先
生
お
話
い
た
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だ
け
ま
す
か
。

山
城
国
一
揆
と
関
所

仲
村
有
名
な
の
は
、
文
明
十
七
年
か
ら
十
八
年

の
『
大
乗
院
寺
社
雜
事
記
』
に
出
て
く
る
、
山
城
国
中

の
土
民
等
が
群
集
し
た
と
い
う
一
揆
で
す
ね
。
山
城

国
人
が
集
会
し
九
。
こ
れ
は
畠
山
政
長
、
義
就
の
両

軍
の
撤
退
を
要
求
し
て
、
そ
れ
か
ら
寺
社
領
は
も
と

の
ご
と
く
武
士
か
ら
寺
社
に
戻
す
よ
う
に
要
求
し
た

と
い
う
有
名
な
一
揆
で
す
。
「
山
城
国
一
揆
」
と
い
わ

れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
山
城
国
全
体
の
連
中
が

集
ま
っ
た
の
で
は
な
し
に
、
こ
の
場
合
の
国
一
揆
と

い
う
の
は
字
治
郡
、
久
世
郡
綴
喜
郡
、
相
楽
郡
、

こ
の
四
力
郡
の
連
中
が
集
ま
っ
て
き
て
撤
退
を
要
求

し
た
。
こ
の
一
揆
は
高
等
学
校
の
教
科
'
に
も
出
て

く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
要
求
の
一
つ
に
、
関
所

の
廃
止
が
あ
る
ん
で
す
。

木
津
川
を
は
さ
ん
で
東
側
と
西
側
に
霊
が
あ
り

ま
す
。
東
の
街
道
は
泉
大
橋
と
宇
治
橋
を
通
っ
て
京

都
に
入
る
。
こ
の
ほ
う
が
古
い
と
思
う
ん
で
す
が
、

片
方
、
西
の
道
は
淀
へ
出
て
、
淀
や
山
崎
か
ら
渡
っ

て
京
へ
上
る
。
二
つ
の
街
道
に
多
く
の
関
所
が
で
き

る
わ
け
で
す
ね

関
所
を
つ
く
っ
九
武
士
に
と
っ
て
ど
ぅ
い
う
効
果

が
あ
る
か
と
い
う
と
、
十
五
世
紀
の
終
わ
り
の
話
な

ん
で
す
が
、
宇
治
橋
を
渡
る
と
き
に
五
文
、
宇
治
関

で
六
文
、
狛
関
で
六
文
、
木
津
の
渡
し
で
五
文
1

こ
の
と
き
は
木
津
橋
は
な
い
わ
け
で
す
ね
ー
そ
れ

か
ら
多
賀
関
で
三
文
、
計
二
十
五
文
に
な
り
ま
す
。

二
十
五
文
と
い
う
と
、
十
五
世
紀
の
物
価
で
換
算
し

ま
す
と
、
大
体
米
に
し
九
ら
二
升
五
合
で
す
。
宇
治

か
ら
奈
良
へ
入
る
の
に
、
木
津
を
渡
る
ま
で
に
二
升

五
合
相
当
の
金
を
払
っ
た
と
い
う
勘
定
に
な
る
わ
け

で
す
ね
。

そ
う
し
ま
す
と
、
算
術
的
で
す
が
、
十
人
寄
っ
た

ら
二
斗
五
升
、
百
人
で
二
石
五
斗
、
四
百
人
で
十
石

に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
し
か
も
、
馬
や
牛
の
荷
に
は

相
応
の
通
過
料
を
取
る
わ
け
で
す
か
ら
、
一
日
四
百

人
と
し
て
十
石
、
十
日
で
百
石
、
百
日
で
千
石
で
す

ね
。
だ
か
ら
こ
れ
は
膨
大
な
武
家
の
収
入
に
な
る
わ

け
で
す
ね
。
こ
う
い
う
も
の
が
、
こ
こ
ら
あ
た
り
に

住
ん
で
お
ろ
農
民
九
ち
に
と
っ
て
い
か
に
陣
害
に
な

つ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
で
わ
か
り
ま
す
。
だ

か
ら
そ
う
い
う
関
を
廃
止
し
ろ
と
い
う
要
求
は
当
然

で
す
。

と
こ
ろ
で
畠
山
政
長
と
義
説
に
撤
退
を
要
求
し
九

国
人
は
、
一
体
ど
ぅ
い
う
連
中
で
し
ょ
う
か
。
大
字

程
度
の
村
落
に
お
る
百
姓
の
指
導
者
と
い
い
ま
す

か
、
中
世
史
の
用
語
で
は
村
落
領
主
と
か
地
侍
と
い

わ
れ
る
連
中
が
、
農
民
の
要
求
を
受
け
て
、
反
対
集

会
に
出
て
行
く
の
で
す
。
そ
う
い
う
連
中
の
大
き
な

の
は
館
を
つ
く
り
ま
す
。
館
の
大
き
な
の
は
城
に
な

り
ま
し
て
、
大
体
十
五
世
紀
段
階
で
南
山
城
に
三
十

ほ
ど
の
大
小
の
城
が
あ
り
ま
す
が
、
興
福
寺
の
領
地

で
あ
っ
た
草
内
1
こ
れ
、
ク
サ
チ
と
読
む
ん
で
す

ク
サ
ジ
と
一
言
う
人
も
い
ま
す
。

仲
村
昔
の
記
録
で
は
草
路
と
書
い
て
お
り
ま
す

か
ら
、
昔
は
お
そ
ら
く
ク
サ
チ
と
か
、
ク
サ
ジ
と
か

呼
ん
で
お
っ
九
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
、

そ
こ
に
草
内
殿
と
い
う
地
侍
が
お
り
ま
し
て
、
興
福

寺
に
納
め
る
べ
き
年
貢
を
自
分
が
集
め
て
払
わ
な

興
福
寺
の
下
っ
端
の
役
人
が
取
り
に
行
く
と
、

)
0

し濠
の
橋
を
上
げ
て
し
ま
っ
て
出
て
こ
な
い
と
い
う
ん

で
す
ね
。
つ
ま
り
草
内
殿
は
穩
1
濠
で
囲
ま
れ

た
館
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
連
中
は
草

内
殿
田
辺
殿
、
草
内
西
殿
と
か
「
殿
」
が
つ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
連
中
が
お
そ
ら
く
農
民
の
要

求
を
代
表
し
て
、
集
会
に
参
加
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
の
木
津
か
ら
宇
治
ま
で
の

中
心
は
、
小
ノ
な
く
と
も
木
津
川
の
西
岸
で
は
、
田
辺

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
ぅ
し
て
わ
か
る
か
と
い

,」、
野

か
0
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い
ま
す
と
、
田
辺
に
市
が
立
っ
て
お
っ
て
、
市
で
物

を
売
っ
た
り
買
っ
た
り
す
る
升
が
決
め
ら
れ
て
お
る

わ
け
で
す
ね
。
田
辺
の
升
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ

れ
は
奈
良
の
十
合
升
に
比
較
す
る
と
四
勺
だ
け
多
い

と
い
う
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。
中
世
の
升
と
い
う
の

は
雑
多
で
あ
り
ま
し
て
、
地
域
と
か
支
配
者
の
側
で

違
う
。
で
す
か
ら
う
ま
く
換
算
し
な
い
と
商
売
が
で

き
な
い
。
そ
の
場
合
、
田
辺
の
市
の
升
が
出
て
く
る

こ
と
は
、
小
ノ
な
く
と
も
こ
の
当
時
、
西
岸
で
は
田
辺

が
人
の
集
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

鈴
木
田
辺
の
升
は
大
き
い
。
田
辺
で
物
を
買
え

と
い
う
こ
と
で
す
か
。

森
年
貢
の
場
合
に
は
、
よ
け
い
取
ら
れ
る
(
笑
)
。

仲
村
売
買
升
と
、
収
納
升
と
が
あ
り
、
収
納
す

る
と
き
は
大
き
な
升
で
取
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
そ

と
う

の
こ
ろ
の
領
主
の
常
套
で
す
。

批
判
を
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
た

ま
た
ま
田
辺
の
同
志
社
校
地
の
南
側
の
部
分
が
す
っ

ぽ
り
古
絵
図
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま

す
。

こ
の
な
か
に
、
普
賢
寺
殿
、
下
司
殿
堀
殿
な
ん

て
い
う
の
が
並
ん
で
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

れ
が
同
志
社
の
校
地
の
な
か
の
ど
の
地
点
に
相
当
す

る
か
と
い
う
の
は
全
く
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、

た
ま
九
ま
私
ど
も
発
掘
稠
査
を
さ
せ
て
い
九
光
い
た

地
点
で
申
し
ま
す
と
、
十
五
世
紀
の
後
半
か
ら
十
六

世
紀
、
一
部
確
か
に
十
七
世
紀
初
頭
ま
で
下
が
る
遺

物
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
や
は
り
、

将
来
ひ
と
つ
課
題
に
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
い
け
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
古
絵

図
そ
れ
自
体
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
0

仲
村
こ
の
現
物
を
見
せ
て
い
た
だ
か
ん
と
わ
か

ら
ん
の
で
す
け
れ
ど
も
、
字
か
ら
す
る
と
明
治
で
す

し
、
そ
れ
か
ら
「
皇
居
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
出

て
き
ま
し
て
、
こ
う
い
う
言
藥
は
中
世
で
は
あ
ま
り

し
か
し
、
全
く
の
架
空

0

使
わ
な
い
で
す
か
ら

の
も
の
だ
と
は
思
え
な
い
。
や
は
り
描
い
て
あ
る
内

容
に
は
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
土
豪
屋
敷
の
描
き
方

と
い
う
の
は
、
あ
な
が
ち
架
空
の
こ
と
を
描
い
て
い

な
い
0
 
で
す
か
ら
こ
れ
の
も
と
の
図
と
い
う
の
が
あ

戦
国
時
代
の
田
辺

鈴
木
と
こ
ろ
で
、
い
ま
お
話
い
た
だ
い
て
い
る

文
明
年
問
の
こ
と
で
す
け
ど
も
、
た
ま
た
ま
田
辺
の

普
賢
寺
の
大
御
堂
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
古
絵

図
が
あ
り
ま
す
ね
。
正
長
元
年
の
と
文
明
二
十
年
だ

つ
た
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
資
料

つ
て
、
そ
れ
に
筆
者
の
い
ろ
ん
な
考
え
が
加
わ
っ
て

こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
九
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま

す
ね
。
明
治
に
写
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
、
字

体
か
ら
園
っ
て
。
紙
を
見
九
ら
、
も
っ
と
よ
く
わ
か

り
ま
す
け
れ
ど
。

横
山
建
物
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
現
地
を
歩
い

て
い
ま
す
と
、
丘
の
中
腹
に
平
地
が
あ
り
、
そ
こ
に

生
え
て
い
る
木
は
、
山
地
に
生
え
て
る
木
と
違
い
ま

す
ね
。
人
工
平
地
と
思
え
る
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
同
志
社
の
校
地
の
西
側
で

0

そ
の
五
重
塔
が
建
っ
て
い
る
一
番
大
き
な
谷
に

は
、
九
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。
わ
れ
わ
れ
は
山
を
削

つ
て
地
層
を
見
る
ん
で
す
が
、
そ
こ
を
削
る
と
地
層

で
な
い
わ
け
で
す
。
盛
士
み
た
い
な
:
:

仲
村
多
聞
院
英
俊
と
い
う
興
福
寺
の
坊
主
な
ん

で
す
が
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
春
日
の
一
ノ
宮
の
鳥
居

を
つ
く
る
九
め
に
、
普
賢
寺
に
直
径
が
四
尺
五
寸
の

材
木
が
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
ま
あ
自
分
の
領
地

で
す
か
ら
よ
く
知
っ
と
る
ん
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
普
賢
寺
谷
の
こ
と
に
つ
い
て
、

大
事
な
と
こ
ろ
だ
と
申
し
ま
し
九
が
、
天
正
五
年
の

九
月
十
六
日
の
信
長
の
朱
印
状
の
写
し
が
『
田
辺
町

史
』
に
載
っ
て
お
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
読
み

が
悪
い
ん
で
す
。
幸
い
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
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の
磊
ま
し
て
も
ら
う
と
、
そ
の
時
代
の
も
の
と
ほ

ぼ
信
用
し
て
い
い
。
天
正
五
年
と
い
い
ま
す
と
、
信

長
の
四
十
四
歳
の
と
き
で
す
ね
。
そ
の
こ
ろ
の
信
長

の
施
策
を
検
討
し
ま
す
と
、
普
賢
寺
惣
侍
中
に
あ
て

た
命
令
書
は
信
じ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
問
題
は
、
普
賢
寺
惣
侍
中
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
普
賢
寺
の
寺
侍
で
は
な
し
に
、

普
賢
寺
谷
に
お
る
と
こ
ろ
の
侍
中
だ
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
、
普
賢
寺
谷
を
中
心
に
戦
闘
が
繰
り
広
げ
ら

れ
た
と
申
し
ま
し
た
が
、
永
禄
十
年
、
松
永
弾
正
久

秀
が
こ
の
普
賢
寺
谷
を
焼
い
て
お
る
ん
で
す
ね
。
そ

れ
か
ら
元
地
二
年
、
細
川
藤
孝
1
こ
れ
は
山
城
の

勝
竜
寺
に
お
っ
た
領
主
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
が
普
賢

寺
城
を
攻
め
て
お
る
。
そ
れ
か
ら
元
偽
二
年
、
伺
じ

年
の
秋
に
、
同
じ
く
松
永
久
秀
が
宇
治
の
根
島
を
攻

め
て
、
そ
の
明
く
る
日
に
普
賢
寺
城
に
入
城
し
て
お

る
と
い
う
よ
う
な
記
録
が
あ
り
ま
し
て
、
伺
か
南
山

城
を
制
す
る
と
き
に
は
こ
こ
を
押
さ
え
ん
と
い
か
ん

と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
重
要
な
拠
点
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
普
賢
寺
城

が
描
か
れ
て
い
る
こ
の
図
面
は
全
く
架
空
の
も
の
だ

と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

小
野
多
々
羅
、
水
取
、
打
田
を
越
え
る
あ
の
道

昔
か
ら
頻
繁
に
使
っ
た
道
と
い
う
こ
と
に
な
り

は
、

ま
す
ね
。

仲
村
そ
・
つ
思
い
ま
す
。

笠
井
永
禄
十
年
の
松
永
が
普
賢
寺
に
火
を
か
け

た
と
き
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
東
大
寺
の
大
仏
を

焼
き
討
ち
し
た
、
そ
の
あ
と
や
る
わ
け
で
す
か
ら
。

仲
村
そ
う
で
す
。
そ
の
あ
と
で
す
。

笠
井
こ
れ
は
や
は
り
普
賢
寺
そ
の
も
の
が
興
福

寺
領
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
檀
徒
と
の
結
び
つ
き

を
も
っ
て
い
る
の
で
や
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

仲
村
そ
の
と
き
の
相
手
は
三
好
三
人
衆
で
す

三
好
長
慶
の
家
臣
な
ん
で
す
。

ね
。

鈴
木
中
世
の
封
建
社
会
が
崩
壊
す
る
と

い
う

か
、
そ
う
い
う
時
期
で
も
や
は
り
あ
の
地
域
、
非
常

に
お
も
し
ろ
い
わ
け
で
す
ね
。

小
野
興
戸
の
丘
の
上
か
ら
見
ま
す
と
ね
、
若
草

山
の
山
焼
き
も
、
そ
れ
か
ら
東
山
の
大
文
字
も
妙
法

も
見
え
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
の
ろ
し
を
上
げ
れ
ぱ

あ
そ
こ
は
一
挙
に
:
・
・
:
そ
、
つ
い
、
つ
場
所
で
は
あ
る
ん

で
す
。森

さ
っ
き
仲
村
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
、
谷
が
ひ
と

つ
の
武
士
集
団
の
勢
力
で
あ
る
と
い
う
話
が
出
た
の

で
す
が
、
先
ほ
ど
の
弥
生
の
高
地
性
集
落
で
す
ね
。

あ
れ
も
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
田
辺
の
天
神
山
遺

跡
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
南
側
に
川
が
あ
っ
て
、
そ
し

て
も
う
一
つ
三
山
木
廃
寺
の
あ
る
丘
陵
が
あ
り
ま
す

あ
の
先
端
で
も
弥
生
式
土
器
が
少
し
出
る
の
で

Q
、

オす
。
そ
し
て
さ
ら
に
飯
岡
で
も
出
る
。
そ
う
す
る

と
、
田
辺
天
神
山
だ
け
を
見
る
と
一
つ
の
丘
陵
に
あ

る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
大
き
く
見
る
と
二
つ
の
丘

陵
に
あ
っ
て
、
そ
こ
の
谷
口
を
閉
め
て
し
ま
う
と
、

ず
う
っ
と
谷
全
体
が
ひ
と
つ
の
勢
力
範
囲
に
な
る
。

ち
ょ
う
ど
、
朝
倉
氏
の
一
乗
谷
み
た
い
な
谷
地
形
を

占
有
す
る
構
造
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
も
ち

ろ
ん
そ
の
間
の
時
代
に
つ
い
て
も
証
明
が
必
要
で
す

が
、
弥
生
時
代
か
ら
の
伝
統
が
戦
国
の
こ
ろ
ま
で
残

つ
て
い
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
南
山
城
の
国
一
揆
の
よ

う
な
性
格
の
も
の
、
一
言
で
い
え
ば
、
上
杉
と
か
武

田
と
か
の
強
い
領
主
が
お
ら
な
か
っ
た
と
い
う
政
治

構
造
で
す
ね
、
そ
う
い
う
よ
う
な
政
治
の
あ
り
方
と

い
い
ま
し
ょ
う
か
、
社
会
の
あ
り
方
が
、
や
は
り
古

代
以
来
の
隼
人
と
か
高
句
麗
と
か
い
ろ
ん
な
集
団
が

住
ん
で
い
た
地
帯
、
ー
こ
れ
は
日
本
民
族
の
あ
る

意
味
で
は
典
型
的
な
地
帯
で
す
が
ー
そ
う
い
う
よ

う
な
伝
統
も
、
ど
こ
か
で
影
響
し
て
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
大
体
南
九
州
な
ん
て
の
は
、
古
代
で
は
、
統
一

国
家
に
組
み
込
ま
れ
る
の
に
非
常
に
抵
抗
す
る
と
こ

ろ
で
す
ね
。
奈
良
時
代
ご
ろ
に
な
っ
て
も
、
隼
人
が
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律
令
制
度
に
反
抗
す
る
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
伝

統
の
有
無
も
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
と
お
も
し
ろ
い
の

で
す
。
古
代
か
ら
近
代
ま
で
一
貫
し
た
伝
統
の
研
究

を
同
志
社
校
地
と
そ
の
周
辺
で
試
み
る
と
お
も
し
ろ

(
森
氏
、
授
業
で
退
席
。
)

い
で
す
ね
。

西
陣
商
人
の
ふ
る
さ
と

鈴
木
な
る
ほ
ど
。
と
こ
ろ
で
古
代
、
中
世
に
つ

い
て
政
治
的
に
も
、
社
会
的
に
も
い
ろ
ん
な
話
題
を

提
供
し
て
い
九
だ
い
九
ん
で
す
が
、
近
世
に
入
っ

て
、
ひ
と
つ
今
度
は
角
度
を
変
え
ま
し
て
、
経
済
的

な
問
題
を
扱
っ
て
い
九
だ
き
た
い
な
と
い
う
気
が
す

る
ん
で
す
。
ど
ぅ
な
ん
で
し
ょ
う
か
、
俗
に
.
西
陣

商
人
の
ふ
る
さ
と
南
山
城
'
な
ん
て
と
こ
ろ
で
:
:
:

仲
村
南
山
城
と
い
わ
ず
、
近
江
や
丹
波
か
ら
出

て
き
た
人
が
西
陣
の
商
人
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が

多
い
わ
け
で
す
ね
。
職
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
籾

め
に
か
け
て
、
有
名
な
茶
屋
四
郎
次
郎
と
い
う
、
こ

れ
は
京
都
の
三
長
者
の
一
人
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

従
来
、
生
粋
の
京
都
の
町
衆
だ
と
い
う
ふ
う
に
い
わ

れ
て
お
っ
た
ん
で
す
が
、
最
近
の
研
究
で
は
違
う
ん

で
、
南
山
城
の
出
身
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
地
侍

ク
ラ
ス
の
も
の
が
伺
か
の
拍
子
に
京
都
へ
出
て
商
売

す
る
と
き
に
、
南
山
城
の
も
っ
て
い
る
い
ろ
ん
な
機

能
を
体
現
す
る
と
い
っ
た
ら
大
げ
さ
で
す
け
れ
ど

も
、
南
山
城
に
生
活
し
て
お
っ
た
と
き
の
時
勢
に
敏

感
に
対
応
す
る
性
格
を
活
用
し
ま
す
。
九
と
え
ぱ
茶

屋
四
郎
次
郎
と
い
う
の
は
徳
川
家
康
の
ス
パ
イ
係
を

や
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
権
力
に
取
り
入
っ
て
出
世
し

て
い
く
と
い
う
ひ
と
つ
の
コ
ー
ス
で
す
ね
。

こ
れ
は
西
岡
出
身
の
松
永
弾
正
久
秀
と
か
、
大
山

崎
の
油
商
人
で
あ
っ
九
斎
藤
道
三
と
か
に
共
通
す
る

タ
イ
プ
だ
と
思
う
ん
で
す
。
南
山
城
は
そ
う
い
う
連

中
が
輩
出
す
る
よ
う
な
条
件
を
備
え
、
ま
た
そ
う
い

う
政
治
的
な
条
件
を
も
っ
て
お
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と

い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
江
戸
時
代
に
入
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
現

在
大
宮
通
元
願
寺
下
が
っ
九
と
こ
ろ
に
木
村
卯
兵

衛
(
笹
屋
卯
兵
衛
)
と
い
う
京
都
で
は
大
き
な
帯
地

問
屋
で
、
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
続
い
て
お
る

1
現
代
で
は
八
代
目
で
す
か
1
商
人
が
い
る
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
籾
代
は
興
戸
の
出
身
で
出
垣
内
村

の
木
村
兵
四
郎
家
へ
養
子
に
行
っ
て
、
そ
こ
に
子
供

が
生
ま
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
京
都
へ
奉
公
に
出
て

そ
し
て
笹
屋
の
別
家
に
な
っ
た
の
で
す
。

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
は
、
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か

ら
あ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
た
え
ず
南
山
城
の
出
身
地

と
は
交
流
が
あ
る
の
で
す
ね
。
西
陣
に
は
山
城
出
身

の
商
人
、
丹
波
出
身
の
商
人
、
近
江
出
身
の
商
人
が

い
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

木
村
卯
兵
衛
家
の
よ
う
な
形
を
と
り
、
奉
公
人
も
、

主
家
の
出
身
地
の
人
が
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う

い
う
意
味
で
、
西
陣
の
何
分
の
一
か
は
南
山
城
出
身

者
で
占
め
ら
れ
て
お
る
と
思
い
ま
す
。

鈴
木
木
村
卯
兵
衛
の
出
身
が
興
戸
。
そ
う
す
る

と
同
志
社
校
地
に
す
ぐ
隣
接
す
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。

あ
の
界
隈
の
人
た
ち
が
西
陣
商
人
の
一
角
を
支
え
て

い
た
と
い
う
、
楽
し
い
お
話
を
あ
り
が
と
ぅ
ご
ざ
い

ま
し
た
。

近
世
に
つ
い
て
は
ま
だ
い
ろ
い
ろ
お
話
を
ち
ょ
う

だ
い
し
九
い
よ
う
に
思
う
ん
で
す
け
ど
も
、
や
は
り

同
志
社
を
中
心
に
考
え
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

近
代
の
南
山
城
で
の
新
島
先
生
を
は
じ
め
と
さ
れ
た

活
動
と
い
う
も
の
も
重
要
か
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う

い
う
と
こ
ろ
に
話
を
移
さ
し
て
い
た
だ
き
九
い
と
思

い
ま
す
。
あ
の
時
期
に
関
し
ま
し
て
は
、
や
は
り
+
闇

山
義
塾
の
問
題
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
が
、
農
村
伝
道

に
つ
い
て
と
く
に
関
心
が
お
あ
り
の
方
が
多
い
わ
け

で
し
て
、
杉
井
先
生
か
ら
農
村
伝
道
を
忠
に
お
話

い
九
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

同
志
社
と
田
辺
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杉
井
近
・
現
代
の
問
題
は
、
同
志
社
と
田
辺
と

一
体
ど
ん
な
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

がに
焦
点
を
し
ぽ
っ
て
考
え
て
み
た
ら
ど
ぅ
か
と
思
い

ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
二
つ
の
特
徴
が
出
て
く
る
と

思
い
ま
す
。

一
つ
は
、
新
島
襄
が
同
志
社
大
学
の
設
立
の
趣
意

を
公
表
し
て
、
義
掲
金
を
募
集
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
0
 
そ
の
と
き
に
、
田
辺
の
人
々
は
ど
ぅ
い
う
動
き

方
を
し
た
か
と
い
う
の
を
一
つ
資
料
で
見
て
み
ま

す
。

そ
れ
は
明
治
十
七
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
と
き
の
、
設
立
の
理
事
に
な
る
人
に
、
綴
喜
郡
と

相
楽
郡
の
代
表
と
し
て
伊
東
熊
夫
と
い
う
人
が
出
て

ま
い
り
ま
す
。
こ
の
人
は
、
実
は
あ
と
で
少
し
言
及

を
い
九
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
分
の
子
供
も
同
志
社

に
入
れ
る
男
で
あ
り
ま
し
て
、
衆
議
院
に
も
立
候
補

を
し
て
当
選
を
す
る
有
力
者
で
あ
り
ま
す
が
、
彼
は

新
島
襄
、
山
本
欝
が
京
都
の
町
な
ら
び
に
郡
部
の

代
表
者
を
招
い
て
運
動
の
理
事
に
な
っ
て
も
ら
っ
た

と
き
の
、
相
楽
・
綴
喜
郡
の
代
表
者
で
、
こ
の
伊
東

熊
夫
と
い
う
方
は
田
辺
の
出
身
で
す
ね

仲
村
普
賢
寺
谷
の
出
身
で
す
。

鈴
木
同
志
社
校
地
の
南
側
に
、
九
し
か
お
孫
さ

ん
が
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

杉
井
ご
承
知
の
よ
う
に
新
島
襄
は
明
治
二
十
一

年
の
十
一
月
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
大
学
設
立
の
た
め
の

義
掲
金
述
動
を
全
国
的
に
や
る
わ
け
で
す
。
そ
の
と

き
に
田
辺
の
人
々
は
ど
ぅ
い
う
姿
勢
を
尓
し
九
か
と

い
い
ま
す
と
、
い
ま
同
志
社
の
社
史
史
料
編
集
所
に

残
さ
れ
て
い
る
「
義
損
者
名
癖
」
と
い
う
の
が
あ
り

ま
し
て
、
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
明
治
二
十
二
年
の
四

月
調
べ
で
す
け
れ
ど
も
、
西
川
義
延
五
十
円
、
北
川

伝
左
衛
門
十
五
円
、
西
川
長
彦
十
五
円
、
喜
多
川
孝

経
二
十
円
、
田
宮
勇
五
十
円
、
先
ほ
ど
の
伊
東
熊
夫

が
百
円
、
吉
川
磯
右
衛
門
十
円
。
い
ま
申
し
ま
し
九

の
は
全
部
申
込
金
額
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
総
額
は

二
六
十
円
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
た
ち
は
み
ん
な
綴

喜
郡
の
大
地
主
、
有
力
者
で
す
。

そ
の
こ
ろ
、
同
志
社
の
ほ
う
で
は
ど
の
ぐ
ら
い
の

醸
金
が
実
際
集
ま
っ
て
い
て
、
田
辺
町
か
ら
の
募
金

高
と
い
う
の
は
一
体
ど
ぅ
い
う
割
合
を
占
め
て
い
る

か
と
い
い
ま
す
と
、
二
十
二
年
の
四
月
調
べ
で
、
こ

れ
も
社
史
の
資
料
に
「
同
志
社
大
学
設
立
χ
関
す
る

経
費
決
算
報
告
霄
綴
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
に
ょ
り
ま
す
と
、
上
京
の
住
人
の
申
込
金
額
は

ニ
、
二
六
三
円
五
十
銭
実
際
の
払
い
込
み
は
三
八

五
円
六
十
六
銭
五
厘
、
下
京
の
人
は
一
、
四
七
四
円

十
二
銭
六
厘
、
実
際
の
払
込
金
額
は
一
五
五
円
六

厘
。
そ
れ
か
ら
「
丹
波
三
郡
」
と
い
う
く
く
り
方
を

し
て
い
て
、
ハ
ハ
九
円
三
十
二
銭
と
い
う
の
が
申
込

金
額
で
、
そ
の
う
ち
実
際
の
払
込
金
額
は
二
0
七
円

四
厘
と
い
う
額
で
す
。

さ
て
、
問
題
の
綴
喜
田
辺
な
ん
で
す
が
、
「
山

城
三
郡
」
と
い
う
く
く
り
方
を
し
て
お
り
ま
し
て
、

こ
れ
は
綴
喜
、
相
楽
、
宇
治
、
さ
ら
に
久
世
郡
の
う

ち
、
ど
れ
を
さ
す
か
、
明
確
に
し
え
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
三
六
十
円
の
申
し
込
み
な
ん
で
す
。
そ
し
て
実

際
の
払
込
金
額
は
六
十
円
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
、
京
都
府
下
で
は
、
京
都
府
庁
と
警

察
か
ら
一
千
三
十
六
円
二
十
七
銭
の
義
掲
金
申
し
込

み
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
実
際
に
払
い
込
ま
れ
て

い
る
の
は
四
百
円
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
明
治
二
十
一
年
の
十
一
月
か
ら
始
め
て
新

島
襄
の
死
ぬ
前
ま
で
、
同
志
社
大
学
の
設
立
の
た
め

の
義
掲
金
募
集
と
い
う
の
を
全
国
的
に
行
っ
九
わ
け

で
し
て
、
醸
金
の
一
番
多
く
集
ま
っ
九
の
は
、
京
都

府
の
周
辺
で
あ
り
、
取
り
扱
い
は
同
志
社
の
な
か
に

あ
っ
た
事
務
所
が
や
っ
た
わ
け
で
す
。
全
国
的
に
一

番
大
き
く
取
り
扱
っ
た
の
は
、
『
国
民
之
友
』
を
発
行

し
て
い
た
民
友
社
で
、
額
と
し
て
は
京
都
の
本
部
で

集
め
て
い
九
五
分
の
一
ぐ
ら
い
の
額
に
な
る
わ
け
で

す
。
す
べ
て
の
申
込
金
額
は
五
万
余
に
な
ろ
わ
け
で
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す
が
、
そ
の
な
か
の
、
い
わ
ゆ
る
「
山
城
三
郡
」
と

い
う
の
は
三
六
十
円
の
申
し
込
み
で
あ
る
。
先
ほ
ど

申
し
述
べ
た
西
川
義
延
か
ら
始
ま
る
七
人
の
人
た
ち

が
そ
の
う
ち
の
二
六
十
円
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
七

十
%
を
占
め
て
お
っ
て
、
山
城
三
郡
の
な
か
で
は
一

番
関
心
を
示
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
い
え

る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
五
十
円

あ
る
い
は
十
五
円
、
百
円
を
納
め
た
人
た
ち
の
お
宅

が
ま
だ
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
私
は

家
蔵
の
文
書
を
調
べ
さ
せ
て
い
九
だ
く
と
い
う
と
こ

ろ
ま
で
、
ま
だ
到
っ
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ

れ
ら
の
人
々
の
抱
い
て
い
た
意
識
と
連
動
す
る
同
志

社
の
構
想
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
き

な
課
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
の
田
辺
と
同
志
社
の
関
係

と
い
う
の
を
述
べ
る
こ
と
に
い
九
し
ま
す
。
そ
れ
は

新
島
学
園
長
の
岩
井
文
男
先
生
か
ら
伺
っ
九
話
で
あ

り
ま
す
。

同
志
社
が
こ
の
田
辺
の
校
地
を
買
収
を
す
る
と
い

う
段
階
で
、
た
ま
た
ま
岩
井
さ
ん
は
秦
理
事
長
と
お

会
い
に
な
っ
九
。
そ
の
と
き
、
岩
井
さ
ん
が
、
田
辺

の
校
地
の
付
近
で
私
は
こ
う
い
う
こ
と
を
し
ま
し
九

と
い
う
こ
と
を
秦
理
事
長
に
話
を
し
九
。
秦
理
事
長

は
非
常
に
喜
ば
れ
て
、
同
志
社
が
こ
こ
を
占
め
る
意

義
が
、
あ
る
い
は
由
来
が
あ
な
た
に
ょ
っ
て
一
つ
証

明
さ
れ
九
と
一
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
惜
し
む
ら
く
は

秦
理
事
長
は
亡
く
な
ら
れ
て
、
ど
ぅ
い
う
お
喜
び
で

あ
っ
た
か
と
い
う
実
際
は
聞
く
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
じ
ゃ
、
岩
井
さ
ん
は
何
を
田
辺
で
な
さ
っ
九
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
岩
井
文
男
さ
ん
は
群
馬
県

の
出
身
で
、
同
志
社
に
入
学
し
、
中
島
重
博
士
の
影

響
を
非
常
に
受
け
る
わ
け
で
す
。

労
働
ミ
ッ
シ
,
ン
と
村
伝
道

中
島
重
と
い
う
人
は
六
高
、
東
大
を
出
て
、
そ
し

て
海
老
名
弾
正
の
本
郷
教
会
に
通
っ
て
、
海
老
名
弾

正
の
推
薦
で
同
志
社
法
学
部
の
教
授
に
な
る
方
で
、

法
哲
学
の
当
時
日
本
で
も
有
数
の
学
者
で
あ
り
、
同

志
社
の
法
学
部
を
背
負
っ
て
立
つ
よ
う
な
方
な
ん
で

す
が
、
こ
の
方
は
大
正
六
年
か
ら
昭
和
四
年
七
月
ま

で
、
同
志
社
に
十
二
年
間
教
授
で
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
中
島
重
の
と
こ
ろ
に
、
大
正
十
四
年
に
賀
川

豊
彦
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ

る
り
バ
イ
バ
ル
が
起
き
る
わ
け
で
す
。
信
仰
復
興
の

エ
キ
サ
イ
ト
す
る
な
か
で
、
同
志
社
の
学
生
の
な
か

に
「
雲
の
柱
会
」
と
い
う
組
織
が
で
き
ま
す
。
こ
の

「
雲
の
柱
会
L
が
実
は
教
職
員
、
学
生
を
中
心
と
し
て

で
き
上
が
っ
て
、
翌
々
年
、
昭
和
二
年
に
同
志
社
労

働
ミ
ッ
シ
,
ン
を
つ
く
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
中
島

の
当
時
考
え
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
ひ
と
つ
の

具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、
ど
ぅ
い
う
こ
と
を

す
る
の
か
と
い
う
と
、
都
市
と
農
村
、
そ
れ
か
ら
い

わ
ゆ
る
社
会
的
な
貧
困
の
場
所
に
キ
リ
ス
ト
教
の
福

音
を
伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
計
画
で
、
や
が
て
労
働

ミ
ッ
シ
,
ン
は
い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
学
生
青
年
運

動
、
S
C
M
の
運
動
に
展
開
を
す
る
わ
け
で
す
。

こ
の
労
働
ミ
ッ
シ
"
ン
の
な
か
に
中
島
重
の
影
響

を
受
け
て
入
っ
て
い
九
人
々
の
中
で
、
三
羽
鳥
を
挙

げ
ま
す
と
、
一
人
は
、
ご
く
最
近
お
亡
く
な
り
に
な

つ
九
、
大
阪
の
水
上
隣
保
館
で
孤
児
救
済
を
し
て
お

ら
れ
た
中
村
遥
さ
ん
、
も
う
一
人
は
金
田
弘
義
と
い

う
方
で
、
都
市
伝
道
を
さ
れ
九
方
で
す
。
農
村
伝
道

を
担
当
さ
れ
た
の
が
岩
井
文
男
さ
ん
で
あ
り
ま
し

て
、
ど
こ
に
お
い
で
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
結
婚

を
し
て
す
ぐ
、
奥
さ
ん
と
お
二
人
で
草
内
に
お
い
で

に
な
っ
九
ん
で
す
。

九
ん
ぼ
の
な
か
の
一
軒
家
を
お
借
り
に
な
っ
て
、

ほ
ん
と
に
献
身
的
な
農
村
伝
道
を
す
る
ん
で
す
。
夜

間
に
農
民
を
集
め
て
集
会
を
も
ち
、
説
教
を
し
、
福

音
を
伝
え
る
わ
け
で
す
。
そ
の
運
動
は
、
や
が
て
先

ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
も
う
一
つ
の
流
れ
と
し
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て
、
日
本
労
働
ミ
ッ
シ
,
ン
に
展
開
い
九
し
ま
す
。

そ
の
日
本
労
働
ミ
ッ
シ
,
ン
は
、
賀
川
豊
彦
あ
る
い

は
杉
山
元
治
郎
の
い
わ
ゆ
る
全
農
の
豊
民
組
合
運
動

と
連
動
い
九
し
ま
す
。
岩
井
さ
ん
は
、
だ
か
ら
非
常
な

あ
る
意
味
で
は
危
険
も
冒
し
な
が
ら
、
こ
の
田
辺
の

地
域
を
克
明
に
巡
回
し
て
農
村
伝
道
を
行
っ
九
わ
け

で
す
。
従
っ
て
、
こ
の
田
辺
の
地
域
と
い
う
の
は
、

同
志
社
の
若
い
人
々
が
ほ
ん
と
ぅ
に
精
魂
を
傾
け
て

伝
道
し
て
回
っ
た
場
所
な
ん
で
す
。

そ
れ
に
関
連
し
て
劇
的
だ
と
思
っ
た
の
は
、
中
島

重
と
い
う
方
は
、
同
志
社
紛
争
が
起
き
ま
し
て
昭
和

四
年
の
七
月
に
解
雇
さ
れ
る
ん
で
す
。
そ
の
解
雇
さ

れ
九
と
き
に
、
中
島
重
博
士
は
岩
井
さ
ん
の
と
こ
ろ

に
訪
ね
て
行
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
木
津

川
の
士
手
の
上
で
「
き
ょ
う
、
バ
ッ
サ
リ
や
ら
れ
た

よ
」
つ
て
お
っ
し
ゃ
つ
九
そ
う
で
す
0
 
慰
め
る
言
葉

も
な
く
、
岩
井
さ
ん
は
田
辺
の
駅
ま
で
送
っ
て
京
都

に
お
児
し
し
九
。
同
志
社
の
な
か
で
あ
の
時
期
に
起

き
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
海
老
名
総
長
直
後
の
総

長
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
岩
倉
土
地

問
題
で
理
事
の
な
か
に
紛
糾
が
あ
り
、
学
生
が
そ
れ

を
突
き
上
げ
て
法
学
部
が
分
裂
を
し
て
、
い
わ
ゆ
る

法
学
部
の
解
任
教
授
に
反
対
を
す
る
と
い
う
形
で
、

中
鳥
重
博
士
は
い
わ
ぱ
節
を
屈
し
な
か
っ
た
も
の
で

す
か
ら
理
事
か
ら
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
岩
井
さ
ん
の
話
に
ょ
り
ま
す
と
中
島
重
の
影

響
を
受
け
て
自
分
が
田
辺
の
、
ほ
ん
と
に
水
田
の
な

か
に
足
を
突
っ
込
ん
だ
よ
う
な
格
好
で
伝
道
を
し
た

と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
中
島
博

士
が
同
志
社
を
解
雇
さ
れ
て
か
ら
関
西
学
院
に
お
い

で
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
バ
ッ
サ
リ
や
ら
れ

九
よ
っ
て
い
う
と
き
に
、
岩
井
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
こ

ら
れ
て
そ
の
話
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
私

は
同
志
社
が
田
辺
と
一
体
ど
ぅ
い
う
か
か
わ
り
を
も

つ
て
い
る
か
と
い
う
と
き
に
、
そ
れ
は
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
一
九
二
九

年
、
三
十
年
の
段
階
で
す
け
れ
ど
も
、
忍
び
寄
る
フ

プ
シ
ズ
ム
の
足
音
が
す
る
な
か
で
、
田
辺
の
地
域
に

同
志
社
の
学
生
の
、
い
わ
ぱ
汗
や
涙
が
そ
こ
に
注
が

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
同
志
社
と
し
て

は
ち
ゃ
ん
と
銘
記
し
て
お
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
い

う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

じ
ゃ
、
先
に
述
べ
た
、
い
わ
ゆ
る
同
志
社
が
大
学

を
設
立
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
応
じ
た
田
辺
の
空
気

と
い
う
も
の
は
ど
ぅ
し
て
あ
っ
九
の
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
実
は
、
先
ほ
ど
仲
村
さ
ん
の

お
話
し
に
な
っ
た
愛
民
義
塾
と
か
、
あ
る
い
は
南
山

義
塾
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
建
て
て
い
っ
九
人
も
、

新
島
襄
研
究
参
考
図
書同

志
社
校
友
会

国
イ
 
K
0
仁
=
如
ゆ
門
ご
伽
イ
m

新
島
嬰
の
生
涯

(
J
 
・
 
D
 
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
著
・
北
垣
票
治
訳
)

同
志
社
校
友
会

新
島
先
生
書
簡
集
1
続
(
森
中
章
光
編
)

同
志
社
校
友
会

新
島
裏
書
簡
集
(
同
志
社
編
)
 
1
岩
波
文
庫

岩
波
書
店

新
島
襄
先
生
(
徳
富
蘇
峰
著
)
同
志
社
出
版
部

新
島
襄
1
人
と
思
想
(
魚
木
中
竺
著
)

同
志
社
出
版
部

新
島
襄
(
岡
本
清
一
著
)
同
志
社
出
版
部

新
島
先
生
と
徳
富
燕
峰
(
森
中
章
光
著
)

同
志
社

同
志
社
九
十
年
小
史

(
同
志
社
社
史
史
料
編
集
所
編
)

同
志
社

雑
誌
「
新
島
研
究
」
同
志
社
新
島
研
究
会

新
島
襄
(
和
田
洋
一
著
)

日
本
基
督
教
団
出
版
局

※
比
較
的
参
照
し
や
す
い
も
の
を
掲
載
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実
は
先
ほ
ど
述
べ
た
同
志
社
の
義
損
金
の
募
集
に
応

ず
る
人
々
な
ん
で
す
ね
。
彼
ら
は
府
会
議
員
に
な

り
、
あ
る
い
は
衆
議
院
議
員
に
な
っ
て
、
し
か
も
、

お
お
む
ね
自
由
党
に
属
し
て
、
自
由
民
権
運
動
を
展

開
す
る
わ
け
で
す
。

こ
う
と
す
る
と
き
に
、
や
は
り
私

立
学
校
を
南
山
城
の
な
か
に
つ
く

ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

風

南
山
城
に
つ
く
っ
て
い
っ
九
の

は
、
愛
民
義
塾
と
い
う
よ
う
な
き

わ
め
て
平
民
的
な
名
前
の
も
の
で

あ
る
。
ま
た
南
山
義
塾
と
い
う
よ

う
な
名
前
を
つ
け
て
、
南
山
城
の

い
わ
ゆ
る
。
ハ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー

ル
だ
と
い
う
、
こ
う
い
う
人
九
ち

の
運
動
と
、
新
島
襄
の
い
わ
ゆ
る

「
良
心
を
手
腕
に
運
用
す
る
し
と
い
う
、
『
大
学
設

立
旨
意
』
と
が
共
鳴
し
合
っ
て
、
記
録
の
な
か
で
は

ご
く
少
数
の
有
力
者
だ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
南
山
城

地
域
か
ら
同
志
社
大
学
の
設
立
に
対
す
る
義
損
金
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
い
わ
ば
新
島
の
掲

げ
九
教
育
立
国
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
吸
収
さ
れ
て

つ
て
い
い
と
考
え
九
、
南
山
城
の
田
辺
を
中
心
と

いし
た
そ
、
つ
い
、
つ
人
た
ち
と
い
、
つ
も
の
・
・
:
:

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
心
で

あ
る
伊
東
熊
夫
と
い
う
の
は
、
自
分
の
長
男
を
明
治

十
九
年
に
実
際
に
同
志
社
に
入
れ
る
わ
け
で
す
。

1
郷
民
の
教
育
機
関
を
つ
く
り
、
民
権
運
動
に
参

画
し
、
ま
た
新
島
の
教
育
構
想
に
賛
同
す
る
人
々
と

、

、

新
島
ゆ
か
り
の
地
・
南
山
義
塾

同
志
社
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
は
、
と
く
に
明

治
に
お
い
て
は
田
辺
周
辺
の
1
先
ほ
ど
か
ら
話
の

出
て
い
た
人
で
い
い
ま
す
と
普
賢
寺
出
身
の
伊
東
熊

夫
、
田
宮
勇
大
住
の
樺
井
保
親
、
吉
田
喜
内
、
田
辺

の
西
川
義
延
喜
多
川
孝
経
、
西
村
篤
と
い
う
よ
う

な
人
物
は
、
実
は
京
都
に
同
志
社
が
建
て
ら
れ
て
い

の
つ
な
が
り
ー
と
い
う
も
の
は
、
い
ま
は
た
し
て

同
志
社
は
ど
れ
だ
け
の
責
任
感
を
も
ち
な
が
ら
田
辺

を
考
え
、
田
辺
校
地
へ
の
展
開
と
い
う
も
の
を
、
実

際
は
ど
ん
な
ふ
う
な
歴
史
的
由
来
の
な
か
で
考
え
る

か
と
い
う
こ
と
に
私
は
関
心
を
も
ち
ま
す
。

鈴
木
あ
り
が
と
ぅ
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
ま
お
話

い
九
だ
い
九
中
の
南
山
義
塾
の
跡
地
で
す
け
ど
も
、

こ
れ
は
す
で
に
同
志
社
の
用
地
に
な
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。杉

井
碑
が
建
っ
て
お
り
ま
す
ね
。

鈴
木
そ
う
で
す
ね
。
碑
が
建
っ
て
い
て
、
現
在

竹
や
ぷ
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
あ
の
南
山
義
塾
の
用

地
を
購
入
す
る
に
あ
た
っ
て
、
亡
く
な
ら
れ
た
秦
理

事
長
、
非
常
に
、
こ
熱
心
で
あ
ら
れ
六
と
い
う
こ
と
を

伝
え
聞
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
や
は
り
南
山
城
の
地

域
の
人
た
ち
、
と
く
に
田
辺
の
同
志
社
の
用
地
に
近

接
し
た
地
域
の
人
九
ち
は
、
同
志
社
が
設
立
さ
れ
た

当
籾
か
ら
か
な
り
支
え
に
な
っ
て
い
九
だ
い
九
ん
だ

と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
九
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。

仲
村
こ
の
コ
。
ヒ
】
は
人
文
研
の
高
久
嶺
之
介
さ

ん
の
も
の
を
拝
借
し
て
き
九
ん
で
す
が
、
高
久
さ
ん

は
京
都
府
下
の
民
党
結
社
の
研
究
を
や
っ
て
お
ら

れ
、
特
に
山
城
の
自
由
民
権
運
動
が
一
段
落
つ
い
九

ー
{
Ξ
 
1
 
.
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あ
と
の
結
社
の
人
脈
を
詳
し
く
調
べ
上
げ
て
い
ま
す

が

こ
の
コ
。
ヒ
ー
を
紹
介
申
し
ま
す
と
、
明
治
十
五

、

年
五
月
三
日
付
の
「
立
憲
政
党
新
聞
」
に
、
南
山
義

数
の
開
校
式
の
模
様
を
詳
し
く
報
じ
て
お
る
ん
で
す

ね
。
そ
れ
に
は
新
島
襄
や
意
政
党
の
総
理
で
あ
っ

た
中
島
信
行
が
出
席
し
て
い
ま
す
。
新
島
は
、
教
育

の
法
及
び
そ
の
将
来
の
目
的
等
を
演
説
し
て
お
る
ん

で
す
ね
。

こ
れ
も
高
久
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で

す
が
、
同
志
社
大
学
の
設
立
に
は
、
新
島
は
政
界
、

財
界
か
ら
寄
付
金
を
仰
い
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

ひ
と
つ
は
肯
由
民
権
運
動
の
指
導
的
な
立
場
に
あ
っ

九
人
た
ち
の
援
助
を
多
分
に
受
け
て
お
る
。
つ
ま

り
、
逆
に
胃
い
ま
す
と
同
志
社
大
学
の
設
立
に
は
、

自
由
民
権
運
動
の
運
動
原
理
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
は
、
同
志
社
大

学
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
き
に
確
認
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
問
題
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
高
久
さ

ん
の
意
見
だ
け
じ
ゃ
な
し
に
、
私
自
身
も
こ
の
こ
と

は
以
前
か
ら
考
え
て
お
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
と
く

に
南
山
城
に
限
ら
ず
、
京
都
府
下
の
民
党
結
社
に
加

わ
っ
て
お
る
人
た
ち
の
援
助
を
非
常
に
受
け
て
お
る

点
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
の
普
賢
寺
谷
の
話
で
す
け
れ

ど
も
、
普
賢
寺
谷
が
伊
東
熊
夫
、
田
宮
勇
を
出
し
て

お
る
こ
と
も
、
普
賢
寺
谷
の
歴
史
に
と
っ
て
非
常
に

注
目
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
こ
の
際
、
同

志
社
の
歴
史
を
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
う
い
う
人
た

ち
が
持
っ
て
い
る
文
書
を
公
開
し
て
い
た
だ
い
て
、

同
志
社
の
設
立
の
意
味
づ
け
を
正
確
に
、
綿
密
に
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
主
張
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

鈴
木
同
志
社
と
自
由
民
権
運
動
、
あ
り
が
と
ぅ

ご
ざ
い
ま
し
た
。
同
志
社
の
校
地
を
中
心
に
し
ま
し

て
周
辺
地
域
の
自
然
と
歴
史
を
柱
に
い
ろ
い
ろ
お
話

を
ち
ょ
う
だ
い
し
た
わ
け
で
す
。
田
辺
の
地
元
で
い

ろ
い
ろ
な
遺
跡
を
歩
か
し
て
い
た
だ
き
、
ま
た
土
地

の
古
老
と
話
す
機
会
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
教
え
ら
れ

る
わ
け
で
す
。
大
学
が
教
育
研
究
条
件
を
改
善
し

て
、
さ
ら
に
充
実
さ
せ
て
い
く
上
で
は
、
い
ず
れ
に

し
ま
し
て
も
地
域
社
会
を
十
分
理
解
し
、
あ
わ
せ
て

現
在
の
地
域
の
方
々
と
強
く
協
力
し
て
、
お
力
を
お

借
り
す
る
と
い
う
こ
と
も
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

い

ま
お
話
い
た
だ
い
た
な
か
で
も
、
た
と
え
ぱ
田
辺
町

に
郷
土
史
会
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い

う
方
々
の
集
積
さ
れ
た
資
料
な
ど
も
活
用
さ
れ
る
機

会
を
も
ち
九
い
と
い
う
ふ
う
に
も
思
い
ま
す
。
同
志

社
校
地
で
出
土
し
た
資
料
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現

在
資
料
館
収
蔵
庫
に
収
蔵
し
て
整
理
を
し
て
い
る
途

中
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
つ
で
も
地
域
の
人
た
ち
に

見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
配
慮
を
し
て
ご
ざ
い
ま

す
。

な
お
、
同
志
社
の
校
地
の
な
か
に
あ
る
文
化
財
に

つ
き
ま
し
て
は
下
司
の
古
墳
群
を
保
存
す
る
こ
と
に

決
定
し
ま
し
た
し
、
そ
の
地
域
も
確
定
し
た
わ
け
で

す
。
天
神
山
遺
跡
1
全
国
的
に
知
ら
れ
た
高
地
性

集
落
の
遺
跡
も
、
遺
跡
公
園
と
し
て
整
備
す
る
計
画

も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
地
域
を
、
同
志
社
が
将
来

大
き
く
発
展
し
て
い
く
上
で
十
分
自
然
的
な
環
境
、

あ
わ
せ
て
歴
史
的
な
環
境
を
尊
重
し
な
が
ら
活
用
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
強
く
考
え
る
わ
け

で
す
。

ま
だ
ま
だ
自
然
と
歴
史
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
で

す
か
ら
言
い
尽
く
せ
な
か
っ
た
先
生
方
も
あ
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
森
先
生
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た

問
題
を
含
め
ま
し
て
、
多
く
の
専
門
の
方
々
の
お
力

を
い
た
だ
き
九
い
と
思
い
ま
す
。
校
地
学
術
調
査
委

員
会
は
、
中
心
を
同
志
社
校
地
に
置
き
な
が
ら
、
関

連
す
る
地
域
に
広
く
目
を
通
し
て
資
料
を
集
積
し
て

い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

(
一
九
七
七
・
九
・
三
十
)
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