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復
刻
版
の
刊
行
に
あ
た
っ
て

　

一
八
八
〇
年
に
明
治
用
水
が
通
水
さ
れ
る
と
、
水
の
乏
し
か
っ
た
碧
海
台
地
は
優
良
農
業
地
帯
へ
と
姿
を
変
え
、
安

城
を
中
心
に
『
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
』
と
謳
わ
れ
る
日
本
屈
指
の
農
業
先
進
地
と
し
て
全
国
に
そ
の
名
を
馳
せ
ま
し
た
。

　

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
『
明
治
用
水
讀
本
』
は
、
明
治
用
水
に
よ
っ
て
台
地
が
拓
か
れ
る
以
前

の
農
民
の
生
活
様
式
に
始
ま
り
、
用
水
開
削
と
先
人
達
の
活
躍
、
地
域
発
展
の
経
緯
や
課
題
に
至
る
ま
で
当
時
の
視
点

か
ら
大
変
興
味
深
く
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
用
水
が
築
い
た
地
域
の
歴
史
を
読
み
解
く
上
で
後
世
に
遺
し
た
い
一

冊
で
は
あ
り
ま
す
が
、
初
刊
以
降
七
十
有
余
年
が
経
過
し
て
お
り
、
残
部
も
な
い
の
が
現
状
で
し
た
。

　

そ
こ
で
こ
の
度
、
愛
知
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
ご
協
力
の
も
と
、
こ
こ
に
復
刻
版
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

本
書
で
先
人
の
偉
業
と
地
域
発
展
に
導
い
た
明
治
用
水
の
足
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、
今
だ
か
ら
こ
そ
見
え
て
く
る
時

代
の
背
景
を
知
り
、
こ
れ
か
ら
の
明
治
用
水
の
在
り
方
や
地
域
貢
献
に
つ
い
て
も
考
え
る
機
会
と
な
る
こ
と
を
願
い
、

復
刻
の
こ
と
ば
と
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
令
和
三
年
十
一
月

明
治
用
水
土
地
改
良
区
理
事
長　
　
　

杉　
　
　

浦　
　
　

正　
　
　

行　
　





昭和二十一年十月　天皇陛下明治用水ご視察・槪要をおききのところ

明治用水本流（加茂郡擧母町大字今）







序

治
水
は
人
類
の
安
住
と
文
化
と
を
培
養
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
た
め
有
史
以
來
の
諸
民
族
諸
国
家

は
幾
多
の
困
難
を
克
服
し
つ
ゝ
営
々
と
し
て
治
水
の
業
を
な
し
、
そ
の
成
否
を
彼
ら
の
興
亡
に
賭
け
て

來
た
の
で
あ
り
ま
す
。

明
治
用
水
が
西
三
河
一
帶
の
地
を
拓
い
て
そ
の
生
產
力
を
揚
げ
、
か
く
て
生
活
の
豊
厚
性
と
文
化
の
進

暢
性
と
を
識
ら
ぬ
間
に
搖
り
覺
ま
し
て
い
る
こ
と
は
実
に
大
い
な
る
驚
き
で
あ
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
治
水
を
成
し
た
人
々
に
深
い
敬
意
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
効
果

の
及
ぶ
と
こ
ろ
を
明
か
に
し
て
、
こ
の
利
を
感
謝
し
こ
の
功
に
賛
同
す
る
人
々
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
は

こ
れ
を
世
に
示
す
こ
と
を
光
輝
あ
る
義
務
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
二
十
五
年
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
知
県
敎
育
文
化
研
究
所
長

早　
　
　

川　
　
　

甚　
　
　

三　
　



序

こ
の
度
安
城
明
治
用
水
普
通
水
利
組
合
の
意
図
に
よ
り
、愛
知
県
敎
育
文
化
研
究
所
の
手
に
よ
つ
て
「
明

治
用
水
読
本
」
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
さ
き
に
昨
年
十
月
上
鄕
村
鄕
土
偉
人
伊
予
田
与
八
郞

顕
彰
会
長
野
田
鍬
一
郞
氏
か
ら
県
敎
育
委
員
会
宛
、
都
築
彌
厚
翁
事
蹟
顕
彰
に
関
す
る
出
願
が
あ
り
、

さ
ら
に
又
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
碧
海
郡
安
城
町
長
大
見
爲
次
氏
か
ら
明
治
用
水
開
さ
く
功
労
者

事
蹟
に
つ
い
て
、
県
下
小
中
学
校
児
童
生
徒
の
使
用
敎
科
書
中
に
敎
材
と
し
て
採
用
方
の
出
願
が
あ
つ

た
の
で
、
敎
育
文
化
研
究
所
は
県
敎
育
委
員
会
の
命
に
よ
り
こ
の
問
題
の
研
究
を
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。

当
時
私
は
研
究
所
に
在
職
し
て
い
た
の
で
所
員
の
人
逹
と
い
ろ
い
ろ
検
討
の
結
果
、
敎
科
書
に
敎
材
と

し
て
採
り
入
れ
る
こ
と
は
早
急
に
出
来
か
ね
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、「
明
治
用
水
読
本
」
を
編
纂
し
て
、

小
中
高
校
の
児
童
生
徒
の
社
会
科
參
考
資
料
に
供
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
安
城
町
の
明
治
用
水

普
通
水
利
組
合
を
事
業
の
主
体
と
し
て
読
本
編
纂
の
事
を
進
め
る
こ
と
に
な
つ
た
。
な
お
こ
の
水
利
組

合
は
、
か
ね
て
「
明
治
用
水
沿
革
史
」
編
纂
の
意
図
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
の
雄
大
な
事
業
は
幸
に
も

名
古
屋
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
が
非
常
な
熱
意
を
も
つ
て
快
く
事
に
当
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
目
下



着
々
進
行
中
で
あ
り
、
こ
の
「
明
治
用
水
読
本
」
編
纂
の
際
も
種
々
の
方
面
に
亘
つ
て
援
助
せ
ら
れ
る

所
が
少
く
な
か
つ
た
。

か
く
て
研
究
所
は
、
そ
の
後
早
川
現
所
長
の
も
と
、
よ
く
研
究
調
査
を
進
め
ら
れ
、
更
に
地
元
の
鄕
土

研
究
家
諸
氏
の
絕
大
な
る
協
力
を
得
て
、
こ
ゝ
に
本
冊
子
の
刊
行
を
見
る
に
至
つ
た
こ
と
は
欣
快
に
た

え
な
い
。な
る
程
こ
れ
は
小
冊
子
で
は
あ
る
が
、小
冊
子
必
ず
し
も
存
在
意
義
が
小
さ
い
と
は
限
る
ま
い
。

願
わ
く
ば
現
在
並
に
將
来
の
靑
少
年
が
鄕
土
偉
人
の
業
蹟
の
眞
実
を
知
り
、
あ
る
い
は
科
学
的
知
識
態

度
に
何
物
か
を
加
え
、
あ
る
い
は
精
神
的
に
鼓
舞
激
励
を
感
得
さ
れ
る
こ
と
に
若
干
で
も
貢
献
し
得
れ

ば
わ
れ
わ
れ
関
係
者
の
大
き
な
喜
び
で
あ
り
幸
で
あ
る
。

最
後
に
明
治
用
水
普
通
水
利
組
合
関
係
の
方
々
の
、
か
か
る
文
化
事
業
に
対
し
て
示
さ
れ
た
深
い
理
解

と
熱
意
に
対
し
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
五
年
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
知
県
敎
育
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
校
敎
育
部
指
導
課
長

平　
　
　

手　
　
　

信　
　
　

之　
　



　

日
本
農
村
近
代
化
の
途
は
、
さ
き
に
一
九
四
五
年
に
、
土
地
改
革
を
中
核
と
す
る
農
業
民
主
化
の
指

令
を
受
け
て
か
ら
こ
の
か
た
、
戦
後
の
惡
条
件
の
も
と
と
は
い
え
、
著
し
く
開
け
て
来
た
。
一
九
四
九

年
に
至
り
、
土
地
改
良
法
が
制
定
さ
れ
て
、
そ
の
質
的
充
実
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
明
治
用
水
普
通
水

利
組
合
は
、
こ
の
法
令
の
実
施
を
記
念
し
て
、
た
だ
ち
に
「
明
治
用
水
史
誌
」
編
纂
の
計
画
を
立
て
、

新
法
令
に
よ
つ
て
組
合
が
再
出
発
す
る
日
を
限
つ
て
、
そ
の
完
成
を
期
し
、
目
下
そ
の
事
業
を
進
め
て

い
る
。

　

私
は
、
愛
知
県
敎
育
文
化
研
究
所
の
前
所
長
平
手
信
之
氏
か
ら
、「
明
治
用
水
史
誌
」
の
企
画
に
あ
た

る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
が
、
か
ね
て
明
治
用
水
が
西
三
河
の
農
村
発
逹
に
貢
献
し
た
輝
か
し
い
実
績
を

聞
き
及
ん
で
お
り
、
ま
た
、
戰
後
千
葉
県
の
鄕
里
に
お
い
て
、
農
業
協
同
組
合
の
創
立
や
、
農
村
靑
年

運
動
や
、
地
力
査
定
か
ら
供
出
割
当
な
ど
の
こ
と
に
た
ず
さ
わ
り
、
農
村
問
題
に
は
深
い
関
心
を
も
つ

て
い
る
の
で
、
よ
ろ
こ
ん
で
こ
れ
を
お
引
受
け
し
た
。
そ
こ
で
、
名
古
屋
大
学
文
学
部
史
学
科
の
同
僚

諸
君
と
は
か
り
、
国
史
学
・
考
古
学
・
地
理
学
の
研
究
室
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
專
門
研
究
者
の
參
加
を
得
て
、

総
合
的
共
同
研
究
の
組
織
を
つ
く
り
、
組
合
員
を
は
じ
め
地
元
各
位
の
熱
心
な
る
協
力
の
も
と
に
、
今



春
以
来
、
資
料
の
蒐
集
や
実
地
調
査
に
着
手
し
て
い
る
。

　

さ
き
に
「
明
治
用
水
史
誌
」
の
計
画
に
つ
い
て
、
組
合
の
お
招
き
に
よ
り
、
は
じ
め
て
相
談
に
あ
ず

か
つ
て
か
ら
、ち
よ
う
ど
一
年
に
な
る
。
そ
の
時
、別
に
「
明
治
用
水
読
本
」
刊
行
の
事
が
議
に
の
ぼ
り
、

県
敎
育
文
化
研
究
所
が
、
そ
の
編
纂
に
あ
た
る
こ
と
に
な
つ
た
。
時
の
研
究
所
長
平
手
氏
は
、
久
し
く

明
治
用
水
の
中
心
地
安
城
に
お
い
て
育
英
の
任
に
あ
り
、
去
つ
て
の
ち
も
、
ま
す
ま
す
地
方
の
信
望
が

あ
つ
い
人
で
あ
る
。
鄕
土
偉
人
の
事
績
を
顕
彰
し
た
い
と
熱
望
す
る
地
元
の
声
に
こ
た
え
、
か
つ
広
く

県
下
靑
少
年
学
徒
の
鄕
土
研
究
資
料
に
備
え
る
た
め
、
進
ん
で
こ
の
計
画
を
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
用
水
は
、
そ
の
由
来
が
古
く
、
規
模
も
大
き
く
、
実
績
も
挙
が
つ
て
い
て
、
広
く
日
本
農
村
の

全
視
野
か
ら
見
れ
ば
、
過
去
に
お
い
て
も
、
ま
た
現
在
に
お
い
て
も
、
多
く
の
重
要
な
課
題
を
担
つ
て

い
る
。「
明
治
用
水
史
誌
」
に
は
、
学
術
的
專
門
の
立
場
か
ら
基
礎
的
諸
問
題
を
検
討
し
て
、
用
水
の
歷

史
的
位
置
を
究
明
す
る
と
と
も
に
、
現
実
の
問
題
把
握
お
よ
び
そ
の
解
決
に
寄
与
し
、
將
来
の
発
展
的

契
機
を
示
唆
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
調
査
な
ら
び
に
研

究
の
報
告
を
も
逐
次
刊
行
す
る
こ
と
に
な
つ
て
は
い
る
が
、
史
誌
そ
の
も
の
の
完
成
は
、
一
九
五
二
年

の
夏
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
い
ま
、
本
書
「
明
治
用
水
読
本
」
が
、
予
定
の
と



お
り
、
県
敎
育
文
化
研
究
所
の
御
尽
力
で
、
ま
ず
刊
行
の
は
こ
び
に
な
つ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
よ
ろ

こ
び
に
た
え
な
い
。

　

本
書
の
編
纂
も
、
今
年
の
春
に
着
手
さ
れ
、
そ
の
担
当
者
諸
君
が
、
私
ど
も
の
「
明
治
用
水
史
誌
」

の
共
同
調
査
に
參
加
し
、
た
が
い
に
資
料
の
交
換
や
問
題
の
検
討
を
行
つ
た
こ
と
な
ど
も
あ
る
が
、
わ

ず
か
半
年
に
し
て
原
稿
の
完
成
を
見
た
の
は
、
県
敎
育
文
化
研
究
所
員
各
位
の
精
進
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
現
に
地
元
の
中
等
学
校
で
子
弟
の
敎
育
に
あ
た
つ
て
い
る
諸
君
が
、
多
年
研
究
を
重
ね
て
来
た
業

績
を
た
ず
さ
え
て
、
終
始
協
力
を
お
し
ま
な
か
つ
た
こ
と
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
に
ち
が
い
な
い
。

私
は
、
過
去
二
十
余
年
に
わ
た
つ
て
、
各
種
の
編
纂
事
業
に
苦
心
し
た
経
験
を
も
つ
て
い
る
が
、
い
ま

本
書
の
組
版
が
で
き
上
つ
て
序
を
も
と
め
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
そ
の
內
容
を
通
覧
し
て
、
執
筆
者
諸
君

の
努
力
が
た
だ
な
ら
ぬ
こ
と
を
察
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
鄕
土
研
究
成
果
の
蓄
積
が
豊
か
な
こ
と
に
敬

服
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

　

た
だ
、
本
書
は
、
ひ
た
す
ら
完
成
の
時
期
を
急
い
だ
た
め
か
、
そ
の
內
容
が
、
靑
少
年
学
徒
向
と
し

て
は
、い
さ
さ
か
程
度
が
高
く
、ま
た
、執
筆
者
の
間
に
連
絡
を
か
い
て
い
る
き
ら
い
が
な
い
で
は
な
い
。

し
か
し
、本
書
が
、必
ず
し
も
靑
少
年
学
徒
に
と
ど
ま
ら
ず
、広
く
一
般
社
会
人
の
読
者
に
迎
え
ら
れ
て
、



た
だ
に
明
治
用
水
に
対
す
る
認
識
を
深
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
鄕
土
先
人
の
功
績
を
追
慕
し
顕
彰
す
る

こ
と
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
ば
、
一
面
そ
の
刊
行
の
意
図
に
か
な
う
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
、

私
は
、農
村
民
主
化
の
残
さ
れ
た
課
題
を
解
決
す
べ
き
責
任
を
負
つ
て
、来
る
べ
き
世
代
を
担
う
諸
君
が
、

何
も
の
か
を
本
書
か
ら
読
み
と
つ
て
、
明
日
の
建
設
の
た
め
に
活
用
す
る
よ
う
望
ん
で
や
ま
な
い
。
本

書
の
価
値
は
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
読
者
に
よ
つ
て
、
眞
に
発
揮
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

私
は
、
こ
こ
に
、
本
書
が
刊
行
さ
れ
る
よ
ろ
こ
び
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、
同
じ
く
明
治
用
水
普
通
水

利
組
合
に
よ
つ
て
計
画
さ
れ
た
「
明
治
用
水
史
誌
」
編
纂
の
事
業
を
紹
介
し
て
、
組
合
当
局
者
の
文
化

事
業
に
対
す
る
深
い
理
解
と
强
い
熱
意
、
な
ら
び
に
組
合
員
各
位
の
絕
大
な
る
協
力
に
心
か
ら
敬
意
と

感
謝
を
さ
さ
げ
る
と
と
も
に
、
広
く
本
書
を
世
に
推
薦
し
て
序
に
代
え
る
次
第
で
あ
る
。

　
　

一
九
五
〇
年
一
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
大
学
文
学
部
国
史
学
研
究
室

中　
　
　

村　
　
　

栄　
　
　

孝　
　



序

わ
が
明
治
用
水
は
日
本
三
大
用
水
の
一
と
し
て
全
国
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
。
申
し
上
げ
る
ま
で

も
な
く
本
用
水
は
刈
谷
、
碧
海
、
西
加
茂
、
幡
豆
の
一
市
三
郡
に
亘
る
ほ
ゞ
一
万
町
步
に
灌
漑
し
そ
こ

に
二
十
三
万
有
余
の
人
々
を
生
活
さ
し
て
い
る
。
實
に
こ
れ
ら
の
生
命
の
大
動
脈
は
明
治
用
水
を
ほ
か

に
し
て
は
な
い
。
今
回
土
地
改
良
法
が
施
行
さ
れ
た
記
念
事
業
と
し
て
新
ら
し
い
世
界
的
の
眼
か
ら
な

が
め
た
「
明
治
用
水
史
誌
」
の
編
纂
を
も
く
ろ
み
、
こ
れ
が
着
手
に
と
り
か
ゝ
つ
た
。
こ
の
際
更
に
社

会
人
と
し
近
代
日
本
人
の
一
員
と
し
て
明
治
用
水
を
一
層
よ
く
知
つ
て
い
た
ゞ
く
意
味
か
ら
「
明
治
用

水
読
本
」
を
編
纂
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
名
古
屋
大
学
文
学
部
敎
授
中
村
榮
孝
先
生
、

愛
知
県
敎
育
委
員
会
学
校
敎
育
部
指
導
課
長
平
手
信
之
先
生
、
愛
知
県
敎
育
文
化
研
究
所
長
早
川
甚
三

先
生
は
じ
め
編
纂
委
員
諸
氏
の
絕
大
な
御
協
力
に
よ
つ
て
こ
ゝ
に
完
成
を
見
た
こ
と
は
誠
に
よ
ろ
こ
び

に
た
え
な
い
と
こ
ろ
で
本
組
合
と
し
て
心
か
ら
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
幸
に
読
者
の

各
位
に
少
し
で
も
御
や
く
に
立
つ
な
ら
ば
本
書
の
光
榮
こ
れ
に
す
ぎ
る
も
の
は
な
い
。

　
昭
和
二
十
五
年　

文
化
の
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
知
県
碧
海
郡
安
城
町

明
治
用
水
普
通
水
利
組
合
　
　



目　
　
　

次

は

し

が

き
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

一
、
明
治
用
水
は
ど
の
よ
う
に
し
て
開
か
れ
た
か

1.　

こ
の
地
方
の
地
理
的
環
境
は
ど
の
よ
う
で
あ
つ
た
か
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

2.　

用
水
の
開
發
前
は
ど
ん
な
生
活
が
營
ま
れ
て
い
た
か
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

3.　

先
覺
者
の
計
画
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四

（一）
都
築
彌
厚
の
事
業
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七

（二）
そ
の
後
開
発
事
業
に
努
力
し
た
人
々
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六

（1）
新
し
い
世
の
中
明
治
維
新
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六

（2）
伊
予
田
与
八
郞
の
人
物
と
事
業
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
〇

（3）
岡
本
兵
松
の
人
物
と
事
業
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四

（4）
西
澤
眞
蔵
の
事
業
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
三



二
、
明
治
用
水
の
經
營
は
ど
の
よ
う
に
發
展
し
て
い
つ
た
か

1.　

用
水
の
管
理
と
運
營
は
ど
の
よ
う
で
あ
つ
た
か
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
〇

2.　

水
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
か
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
八

3.　

用
水
と
他
の
産
業
と
の
關
連
は
ど
の
よ
う
で
あ
つ
た
か
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
〇

三
、
明
治
用
水
は
ど
の
よ
う
な
恩
惠
を
與
え
て
い
る
か

1.　

ど
の
よ
う
に
開
拓
は
す
す
ん
で
い
つ
た
か
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
八

2.　

農
業
の
敎
育
と
研
究
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
〇

3.　

日
本
デ
ン
マ
ー
ク
と
い
わ
れ
る
新
ら
し
い
農
業
經
營
は
い
か
に
し
て
う
ま
れ
た
か
 
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
五

（一）
協
同
経
営
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
五

（二）
多
角
形
經
營
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
六

四
、
明
治
用
水
は
今
後
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
か

1.　

戰
時
中
か
ら
戰
後
、
配
水
地
域
の
農
業
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
う
け
た
か
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
六

2.　

配
水
地
域
は
今
後
ど
の
よ
う
に
す
す
む
べ
き
だ
ろ
う
か
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
〇



一

は
し
が
き

東
海
道
線
安あ
ん

城じ
よ
う

駅
よ
り
北
西
へ
約
一
粁
の
と
こ
ろ
に
農
林
学
校
・
農
事
試
験
場
等
が
あ
つ
て
農
業
の
研
究
に
あ
た
り
、

依
佐
美
の
空
に
高
く
そ
び
え
る
八
条
の
無
線
の
鉄
塔
を
バ
ツ
ク
に
し
て
、
田
園
が
は
て
し
な
く
つ
ゞ
い
て
い
る
。

春
は
、
れ
ん
げ
・
菜
の
花
・
麦
・
色
と
り
ど
り
の
花
毛も
う

壇せ
ん

を
し
き
つ
め
、
あ
ち
こ
ち
に
白
い
梨
の
花
畠
が
う
か
び
で
て
、

は
る
か
北
方
に
雪
を
い
た
だ
く
日
本
ア
ル
プ
ス
の
連
峯
を
眺
め
、
か
げ
ろ
う
の
中
で
ゆ
う
ゆ
う
と
牛
追
う
農
夫
の
頭
上

に
雲ひ
ば
り雀
が
の
ど
か
に
さ
え
ず
る
。

夏
は
西
瓜
・
ト
マ
ト
に
な
つ
め
瓜
・
桃
・
葡ぶ

萄ど
う

等
、
味
覺
を
そ
そ
る
果
物
が
豊
か
に
み
の
り
、
え
ん
え
ん
と
流
れ
る
石

だ
た
み
の
用
水
は
さ
な
が
ら
つ
ゞ
く
プ
ー
ル
に
な
つ
て
、
終
日
童わ
ら
べが
水
お
よ
ぎ
に
興
ず
る
。

秋
は
見
渡
す
限
り
黄こ

金が
ね

色
な
す
稻
穂
の
波
に
埋
も
れ
て
、
紺こ

ん

碧ぺ
き

の
空
に
幾
十
幾
百
の
白
鷺
の
乱
舞
と
、
村
祭
り
の
太
鼓

の
音
に
豊ほ

う

穣じ
よ
うの

喜
び
を
つ
た
え
る
。

太
平
洋
戦
爭
中
も
戦
後
も
国
を
あ
げ
て
食
う
こ
と
に
あ
え
い
で
い
た
と
き
、
こ
こ
明
治
用
水
の
惠
み
を
う
け
て
ひ
ら
け

た
約
一
万
余
町
步
は
、
耕
作
の
し
や
す
さ
と
收
穫
の
豊
富
な
こ
と
に
よ
つ
て
、
碧へ
つ

海か
い

・
刈か
り

谷や

・
加か

茂も

・
幡は

豆ず

の
各
郡
市

の
村
々
を
う
る
お
し
て
、
六
・
三
制
の
学
び
舎や

も
順
調
に
つ
く
ら
れ
、
お
ち
つ
い
て
敎
育
が
行
わ
れ
た
。
各
家
々
に
は



二

豚
・
牛
・
馬
・
兎う
さ
ぎ・
山や

羊ぎ

等
の
家
畜
の
飼
育
や
、
養
蚕
・
養
雞
が
盛
に
行
わ
れ
て
、
農
產
物
の
加
工
場
も
そ
こ
、
こ
こ

に
見
え
て
、
模
範
的
な
農
業
協
同
組
合
の
経
営
と
相
待
つ
て
、
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
の
聞
え
も
高
い
。

枝
も
た
わ
わ
に
な
つ
た
み
ず
み
ず
し
い
薄
綠
の
皮
が
は
ち
切
れ
そ
う
に
な
つ
た
二
十
世
紀
（
梨
）
を
山
と
積
み
上
げ
た

中
で
、
太
郞
と
花
子
は
ふ
と
「
こ
の
よ
う
な
田
畑
は
、
い
つ
誰
が
ど
う
し
て
つ
く
つ
た
の
だ
ろ
う
か
。」
と
い
う
こ
と

に
疑
問
を
も
つ
て
、
あ
れ
こ
れ
と
し
ら
べ
て
み
た
。

す
る
と
現
在
わ
が
国
內
で
田
畑
が
よ
く
ひ
ら
け
て
、
人
々
が
樂
し
い
生
活
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
地
域
社
会
の
公

益
の
た
め
に
先
人
の
血
と
努
力
と
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
の
り
こ
え
た
不
屈
の
精
神
に
よ
つ
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
、
幾
多
の

物
語
り
が
あ
り
、
日
本
の
農
業
の
盛
ん
に
な
る
に
は
用
水
が
大
き
な
働
き
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
知
つ
た
。
そ
し
て
太

郞
と
花
子
は
碧
海
郡
を
中
心
と
す
る
西
三
河
一
帶
の
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
豊
か
に
出
来
上
つ
た
の

で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
興
味
を
も
つ
て
明
治
用
水
に
つ
い
て
し
ら
べ
て
み
た
。



三

一
、
明
治
用
水
は
ど
の
よ
う
に
し
て
開
か
れ
た
か

1.
こ
の
地
方
の
地
理
的
環
境
は
ど
の
よ
う
で
あ
つ
た
か

明
治
用
水
の
灌か

ん

漑が
い

地ち

域い
き

ま
ず
明
治
用
水
の
水
が
か
ゝ
る
地
方
を
見
る
と
愛
知
県
西に

し

加か

茂も

郡ぐ
ん

の
南
の
一
部
と
、
碧へ

つ

海か
い

郡ぐ
ん

並
に
刈か

り

谷や

市
の
大
部
分
と

幡は

豆ず

郡ぐ
ん

の
北
の
一
部
の
諸
地
方
で
、
一
市
三
郡
に
ま
た
が
る
日
本
で
も
指
折
り
の
大
用
水
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
町
村
別

に
す
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

愛
知
県
西
加
茂
郡

挙こ

母ろ
も

町 

大

字 

八

猿さ

投な
げ

村 

〃 
三

愛
知
県
碧
海
郡

安あ
ん

城じ
よ
う

町 

大

字 

一
七

上か
み

鄕ご
う

村 

〃 

八

知ち

立り
ゆ
う

町 

〃 

八



四

依よ

佐さ

美み

村 

〃 

六

櫻さ
く
ら

井い

村 

〃 

七

明め
い

治じ

村 

〃 

九

高た
か

浜は
ま

町 

〃 

三

富ふ

士じ

松ま
つ

村 

大

字 

二

高た
か

岡お
か

村 
〃 

八

矢や

作は
ぎ

町 
〃 

七

愛
知
県
刈
谷
市 

〃 

六

愛
知
県
幡
豆
郡

西に
し

尾お

町 

〃 
一
二

平へ
い

坂さ
か

町 

〃 

九

寺て
ら

津ず

町 

〃 

三

以
上
、
一
市
三
郡
十
五
町
村
百
十
七
大
字
に
配
水
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。



五

地　

形

愛
知
県
を
山
地
（
三
河
高
原
、
八
名
山
地
、
尾
張
丘
陵
）
と
平
野
（
西
三
河
平
野
、
東
三
河
平
野
、
尾
張
平
野
）
と
半

島
（
渥
美
半
島
、
知
多
半
島
）
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
明
治
用
水
の
水
の
か
か
る
地
方
は
、
主
と
し
て
西
三

河
平
野
地
方
で
あ
る
。
こ
の
地
方
は
山
系
ま
た
は
山
地
と
し
て
見
る
も
の
は
な
く
、
た
だ
木き

曾そ

山
脈
が
西
南
に
の
び
西

加
茂
郡
に
丘

き
ゆ
う

陵り
よ
う（

小
高
い
丘お

か

位
の
程
度
の
も
の
）
が
碧
海
郡
の
北
部
（
上
鄕
村
・
高
岡
村
・
富
士
松
村
）
に
及
ん
で
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
地
形
の
上
か
ら
見
て
大
体
南
北
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

（一）
北
部
地
方

一
般
に
土
地
が
高
く
、
小
高
い
丘
が
起き

伏ふ
く

し
て
い
る
。
西
加
茂
郡
挙
母
町
、
猿
投
村
な
ど
五
十
米
―

千
米
位
の
高
さ
の

丘
陵
が
つ
ゞ
き
、
碧
海
郡
の
上
郷
村
・
高
岡
村
・
富
士
松
村
な
ど
の
北
部
地
方
は
、
四
十
米
―

五
十
米
位
の
丘
陵
が
つ
ゞ

い
て
い
る
。
俗
に
赭は

げ

山や
ま

と
い
つ
て
い
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。

（二）
南
部
地
方

こ
の
地
方
は
北
部
に
く
ら
べ
て
高
さ
も
低
く
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
を
し
て
平
野
と
な
り
、
田
畑
が
よ
く
開
け
て
い
る
。
知

立
町
・
刈
谷
市
・
依
佐
美
村
・
安
城
町
・
明
治
村
・
櫻
井
村
・
矢
作
町
・
高
浜
町
・
碧
南
市
の
諸
町
村
は
こ
れ
で
あ
る

大
体
五
米
―

二
十
米
の
高
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
矢
作
川
を
こ
え
て
幡
豆
郡
西
尾
町
の
十
米
の
低
い
台
地
と
平
坂
町
、
寺



六

津
町
の
低
地
に
至
つ
て
い
る
。

水　

系

河
川
と
し
て
一
ば
ん
大
き
く
目
立
つ
も
の
は
、
東
に
矢
作
川
が
あ
り
、
西
に
境
さ
か
い

川が
わ

が
あ
る
。

矢
作
川
は
源
を
長
野
県
下し

も

伊い

奈な

郡ぐ
ん

波な
み

合あ
い

村
附
近
か
ら
発
し
て
愛
知
県
の
北き

た

設し
だ

樂ら

・
東
加か

茂も

・
西
加
茂
・
額ぬ

か

田だ

・
碧へ

つ

海か
い

、

幡は

豆ず

の
境
を
流
れ
三
河
湾
に
入
つ
て
い
る
。
約
百
二
十
粁
ば
か
り
の
大
河
で
あ
る
。

明
治
用
水
の
原
動
力
は
じ
つ
に
こ
の
河
で
あ
り
、
三
十
万
の
生
命
の
糧か
て

と
な
る
大
切
な
役
割
を
つ
と
め
て
い
る
。
境
川

は
源
を
西
加
茂
郡
保ほ

見み

村
に
発
し
て
尾お

張わ
り

・
三
河
の
国
境
を
南
に
流
れ
て
刈
谷
市
の
衣
こ
ろ
も

ヵ
浦う
ら

の
海
に
注
い
で
い
る
。

そ
の
他
逢あ

い

妻づ
ま

川
・
猿さ

渡わ
た
り

川
・
市い

ち

原は
ら

川
・
蜆

し
じ
み

川
・
新
川
・
御み

た
ら
し

手
洗
川
・
堀
川
・
広ひ

ろ

田た

川
・
占う

ら

部べ

川
・
下さ

が

り
松ま

つ

川
・
前ま

え

川
・

恩お
ん

田だ

川
・
吹ふ

き

戶ど

川
・
白し

ら

砂す
な

川
等
が
流
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
方
、
河か

口こ
う

に
お
い
て
土
砂
な
ど
が
つ
も
つ
て
新
陸
地
を

つ
く
り
、
ま
た
現
在
も
つ
く
り
つ
ゝ
あ
る
の
で
、
昔
か
ら
田
畑
が
よ
く
開
け
、
俗
に
"
ふ
く
地ぢ

〟
と
い
つ
て
農
耕
に
適

し
た
土
地
で
あ
る
。
た
と
え
ば
幡
豆
郡
西
尾
町
の
西
部
の
低
い
土
地
や
平
坂
町
・
寺
津
町
の
地
は
矢
作
川
か
ら
も
れ
て

く
る
水
に
よ
つ
て
昔
か
ら
田
が
開
け
て
い
る
地
方
で
あ
る
。



七

2.
用
水
の
開
發
前
は
ど
ん
な
生
活
が
營
ま
れ
て
い
た
か

（1）
部
落
の
起
り

ま
ず
こ
の
よ
う
な
地
形
の
中
に
人
々
は
お
お
む
か
し
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
原
始
・

古
代
（
凡
そ
千
五
百
年
位
―

三
千
年
位
前
）
の
時
代
の
こ
の
地
方
の
あ
り
さ
ま
を
考
え
て
見
る
と
、
大
体
二
つ
の
地
方

に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
矢
作
川
流
域
と
他
の
一
つ
は
境
川
・
逢
妻
川
・
衣
ヵ
浦
沿
岸
に
沿
つ
て
い
る
地
方
で
あ

る
。
そ
れ
は
当
時
に
つ
く
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
貝
塚
と
古
墳
の
残
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

時
代
に
は
貝
塚
や
古
墳
の
つ
く
ら
れ
て
い
る
附
近
に
多
く
の
部
落
が
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
は
遺
蹟
の
発
掘
や
遺
物
の
発

見
な
ど
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
当
時
の
部
落
は
他
の
地
方
と
同
じ
く
多
く
は
河
川
の
流
域
や
海
岸
に
近
い
洪
積
層

の
境
の
台
地
に
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
水
に
惠
ま
れ
日
当
た
り
の
よ
い
そ
し
て
風
景
の
よ
い
高
台
の
地
を
選

ん
だ
も
の
で
あ
る
。

Ⅰ
矢
作
川
の
流
域

西
加
茂
郡 

・
挙

母

町

碧

海

郡 

・
上

鄕

村 

・
矢

作

町
（
西　

部
）

 

・
安

城

町
（
東　

部
） 

・
櫻

井

村
（
櫻
井
・
堀
內
・
姫
小
川
）



八

幡

豆

郡 

・
西

尾

町
（
上　

町
）

Ⅱ
衣
ヵ
浦
沿
岸 

・
刈

谷

市
（
元
刈
谷
）

 

・
依
佐
美
村
（
小
垣
江
） 

・
高

浜

町
（
吉　

浜
）

 

・
碧

南

市
（
大
浜
町
上
）

Ⅲ
逢あ
い

妻づ
ま

川
流
域 

・
高

岡

村
（
駒こ
ま

場ば

） 

・
富
士
松
村
（
一
ツ
木
、
築つ
い

地じ

、
井い

ヵ
谷や

）

 
・
刈

谷

市
（
小
山
・
高
津
波
中
手
山
・
熊
）

Ⅳ
猿さ
わ
た
り渡
川
流
域 

・
知

立

町
（
西
中
） 

・
依
佐
美
村
（
半は
じ
よ
う
ど

城
土
、
野
田
）

こ
れ
ら
地
方
に
あ
る
貝
塚
古
墳
に
よ
り
、
大
体
千
五
百
年
位
前
の
彌や

よ
い生

式し
き

文
化
、
又
そ
れ
以
上
の
年
代
の
繩

じ
ょ
う

文も
ん

式し
き

文
化

時
代
の
あ
り
さ
ま
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ぎ
に
中
世
（
奈
良
・
平
安
）
に
は
こ
の
地
方
に
ど
ん
な
部
落
が
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
ろ
は
鄕ご
う

と
か
莊し

よ
うと

か
い
う
も
の
が
で
き
た
。
古
代
よ
り
も
よ
ほ
ど
部
落
の
形
式
も
発
達
し
て
き
た
。

西
加
茂
郡

　

・
挙こ
ろ

母も

鄕
（
挙
母
町
）
高た
か

橋は
し

莊
（
越こ
し

戶ど

村
・
挙
母
町
）

碧
海
郡



九

　

・
智ち

立り
ゆ
う

鄕
（
知
立
町
・
富
士
松
村
・
高
岡
村
）

　

・
采う
ね

女め

鄕
（
知
立
町
の
一
部
・
高
岡
村
）

　

・
刑さ
か

部べ

鄕
（
依
佐
美
村
・
安
城
町
）

　

・
依よ

網さ
み

鄕
（
安
城
町
の
一
部
・
知
立
町
の
一
部
）

　

・
鷲わ

し

取と
り

鄕
（
矢
作
町
・
上
鄕
村
）

　

・
谷は

せ

部べ

鄕
（
矢
作
町
・
安
城
町
）

　

・
碧あ
お

海み

鄕
（
六
ツ
美
村
） 

・
大お
ゝ

市い
ち

鄕
（
不
詳
）

　

・
き

礼れ

鄕
（
幡
豆
郡
？
） 

・
呰あ
ざ
　
み見

鄕
（
六
ツ
美
村
）

　

・
河か
わ

內ち

鄕
（
六
ツ
美
村
） 
・
櫻

井

鄕
（
櫻
井
村
・
矢
作
町
）

　

・
小お

河が
わ

鄕
（
櫻
井
村
・
明
治
村
） 
・
大お

ゝ

岡お
か

鄕
（
安
城
町
・
矢
作
町
・
明
治
村
）

　

・
駅わ

し

家り

鄕
（
矢
作
町
・
上
鄕
村
）

　

・
あ
さ

野や

鄕
（
西
加
茂
郡
三
好
村
・
宮
口
村
）

　

・
大

浜

鄕
（
碧
南
市
） 

・
若

林

鄕
（
高
岡
村
）

　

・
中

ノ

鄕
（
六
ツ
美
村
） 

・
和

田

鄕
（
六
ツ
美
村
）



一
〇

　

・
中

島

鄕
（
六
ツ
美
村
）

　

・
重し

げ

原は
ら

莊
（
知
立
町
・
富
士
松
村
・
高
岡
村
）

　

・
宇う

彌ね

部べ

莊
（
知
立
町
・
高
岡
村
）

　

・
近お

お

江み

莊
（
六
ツ
美
村
） 

・
平ひ

ら

田た

莊
（
矢
作
町
）

　

・
上

野

莊
（
上
鄕
村
） 

・
志し

貴き

莊
（
安
城
町
・
矢
作
町
）

　

・
豊と
よ

原は
ら

莊
（
高
岡
村
）

幡

豆

郡

　

・
熊く
ま

来く

鄕
（
西
尾
町
） 

・
八や

田た

鄕
（
平
坂
町
・
寺
津
町
）

　

・
臥が

蝶ち
よ
う

莊
（
寺
津
町
）

十
七
世
紀
の
江
戶
時
代
に
な
つ
て
、
い
ま
の
部
落
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
江
戶
時
代
寛か

ん

永え
い

十
二
年
（
一
六
三
五
年
）

の
村
別
に
よ
る
と
碧
海
郡
は

　

・
碧

南

市 

三 

・
明

治

村 

八

　

・
依
佐
美
村 

四 

・
櫻

井

村 
一
一

　

・
矢

作

町 

二
九 

・
安

城

町 
一
四



一
一

　

・
高

浜

町 

三 

・
刈

谷

市 

五

　

・
知

立

町 

七 

・
高

岡

村 

六

　

・
富
士
松
村 

七 

・
上

鄕

村 

一
四

　

・
六
ツ
美
村 

二
〇

計
一・

三・

一・

同
じ
時
代
の
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
三
年
）
の
郡
別
村
名
は
一
二
五
に
な
つ
て
い
る
。

明
治
五
年
一
月
（
一
八
七
二
年
）
額ぬ
か

田た

県
二
大
区
（
碧
海
郡
）
村
名
は
一○

七○

六○

に
增
加
し
て
い
る
。
現
在
昭
和
二
十
五

年
（
一
九
五
〇
年
）
で
は

　

・
刈

谷

市 

六 
・
碧

南

市 

八

　

・
安

城

市 

一
七 
・
明

治

村 

九

　

・
櫻

井

村 

一
一 

・
六
ツ
美
村 

二
六

　

・
矢

作

町 

三
二 

・
上

鄕

村 

一
六

　

・
富
士
松
村 

六 

・
知

立

町 

八

　

・
高

岡

村 

一
〇 

・
依
佐
美
村 
六



一
二

　

・
高

浜

町 

三

合
計
一・

五・

八・

に
な
つ
て
い
る
。

（2）
耕
地
の
發
達
と
經
營
の
有
樣

こ
の
地
方
の
農
業
の
発
達
を
見
る
に
は
、
ま
づ
そ
の
本
で
あ
る
耕
地
の
こ
と
を
よ
く
知
つ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
耕
地

は
い
う
ま
で
も
な
く
田
畑
が
主
で
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
分
布
さ
れ
て
い
た
か
を
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
昔
か
ら
あ

つ
た
と
い
わ
れ
る
〝
古
田
〞
と
か
〝
本
田
〞
と
か
は
先
ず
河
川
の
流
れ
に
沿
つ
て
あ
つ
た
。
今
そ
の
大
体
を
述
べ
て
見

る
と
、
川
の
流
域
の
低
地
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
例
え
ば

Ⅰ
矢
作
川
の
流
域
の
低て
い

湿し
つ

地ち

　

・
上

鄕

村
（
渡と

刈が
り

・
配は

い

津づ

・
隣り

ん

松し
よ
う

寺じ

・
阿あ

彌み

陀だ

堂ど
う

・
川か

わ

端ば
た

・
宗む

ね

定さ
だ

、）

　

・
矢

作

町
（
森も

り

越ご
し

・
大お

ゝ

友ど
も

・
矢や

作は
ぎ

・
本ほ

ん

鄕ご
う

・
渡わ

た
り・

東
西
牧ま

き

內う
ち

・
桑く

わ

子ご

・
佐さ

々ゝ
木き

・
坂さ

か

戶ど

・
河か

わ

野の

）

　

・
櫻

井

村
（
櫻
井
・
川
島
・
姫
小
川
・
小
川
・
大お
ゝ

張ば
り

・
木き

戶ど

・
藤
井
・
岩
根
な
ど
）

Ⅱ
安
藤
川
流
域
（
六
ツ
美
村
）

Ⅲ
朝
鮮
川　

半は
ん

場ば

川
・
長お
さ

田だ

川
・
油
ヶ
淵
の
流
域

　

・
明

治

村
（
南
中
根
・
城
ヵ
入
・
和
泉
・
榎
え
の
き

前ま
え

の
低
地
）



一
三

　

・
安

城

町
（
赤
松
・
福
釜
の
低
地
）

Ⅳ
猿
渡
川　

吹
戶
川
の
流
域

　

・
安

城

町
（
里
の
南
低
地
・
今い
ま

の
北
の
低
地
）

　

・
知

立

町
（
来
迎
寺
・
八
田
・
牛
田
上
・
重
原
・
西
中
・
谷
田
）

　

・
依
佐
美
村
（
半は

城じ
よ
う

土ど

・
高た

か

須す

・
野
田
・
小
垣
江
）

　

・
刈

谷

市
（
元
刈
谷
）

Ⅴ
逢
妻
川
の
流
域

　

・
高

岡

村
（
吉
原
・
花
園
・
駒
場
）

　

・
知

立

町
（
八や
つ

橋は
し

・
牛
田
・
知
立
の
低
地
）

　

・
富
士
松
村
（
一
ツ
木
・
築つ

い

地じ

・
逢あ

い

見み

）

　

・
高

岡

村
（
新し

馬ま
ん

場ば

・
堤
・
前ま

え

林ば
や
し・

中な
か

田た

の
低
地
）

Ⅵ
北
部
中
央
部
の
地
方

こ
の
地
方
は
主
に
挙
母
町
高
岡
村
・
富
士
松
村
・
上
鄕
村
・
知
立
町
・
安
城
町
・
依
佐
美
村
・
明
治
村
の
台
地
な
ど
で
、

ほ
と
ん
ど
山
林
や
草く
さ

生ば
え

や
荊い
ば
らの
雜
地
で
狐
や
狸
の
住
み
場
所
で
あ
つ
た
。
そ
の
低
い
所
々
に
田
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
自



一
四

然
の
た
れ
水
を
利
用
し
た
り
、
ま
た
溜
池
の
水
を
つ
か
つ
て
い
た
。
な
お
畑
に
は
各
所
に
井
戶
を
掘
つ
て
そ
の
水
を
つ

か
つ
て
耕
作
を
す
る
と
い
う
有
樣
で
あ
つ
た
。

明
治
用
水
の
開
け
な
い
明
治
の
初
め
又
そ
れ
以
前
の
碧
海
郡
の
耕
地
千
二
百
町
步
の
田
地
に
対
し
て
四
百
八
十
八
町
步

の
溜
池
が
あ
つ
た
。
耕
地
の
面
積
に
対
し
て
実
に
四
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
溜
池
が
あ
つ
た
。
中
央
部
に
あ
る
安
城
町

の
一
大
字
の
安
城
の
四
百
町
步
の
耕
地
に
対
し
て
用
水
の
井
戶
の
數
が
、
三
千
七
百
も
あ
つ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も

農
民
の
困
難
の
よ
う
す
が
う
か
が
わ
れ
る
と
思
う
。

碧
海
郡
安
城
町
大
字
里
の
例

記
錄
に
よ
つ
て
当
時
の
農
地
の
よ
う
す
を
考
え
て
見
る
と

　
　
　
　
（
里
村
誌
、
明
治
十
四
年
九
月
）

旧
反
別

一
、
総

反

別 

二
二
五
町
七
反
二
畝
一
步

一
、
田 

六
八
町
九
反
四
畝
步

全
面
積
に
対
す
る
三
〇
・
五
％

一
、
畑 

五
六
町
三
反
二
畝
步



一
五

全
面
積
に
対
す
る
二
五
・
四
％

一
、
宅　

地 

六
町
七
反
二
畝
二
〇
步

一
、
山　

林 

六
二
町
三
反

全
面
積
に
対
す
る
二
七
・
九
％

一
、
池　

地 
三
〇
町
三
反
八
畝
一
七
步

田
の
面
積
に
対
す
る
四
四
・
〇
％

一
、
鄕ご
う

蔵ぐ
ら

屋や

敷し
き

（
お
上
へ
納
め
る
米
を
入
れ
る
蔵
）

二
畝

一
、
村　

社 

五
反
一
九
步

一
、
寺　

地 

二
反
九
畝
一
八
步

一
、
墓　

地 

一
二
步

一
、
火
葬
地 

一
反
九
畝
一
九
步

こ
の
樣
子
か
ら
見
て
山
林
や
池
地
が
、
い
か
に
多
か
つ
た

か
ゞ
わ
か
り
、
耕
地
面
積
（
田
畑
）
百
二
十
五
町
二
反
九

か

け

水
（
大
和
耕
作
絵
抄
）



一
六

畝
に
対
す
る
山
林
溜
池
面
積
九
十
二
町
六
反
八
畝
十
七
步
の
割
合
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
農
業
を
し
て
い
く
困
難
さ

が
う
か
ゞ
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（3）
農
民
の
生
活
の
有
樣

こ
う
し
た
い
ろ
い
ろ
の
惡
い
土
地
の
環
境
の
上
に
、
さ
ら
に
明
治
用
水
が
か
い
さ
く
さ
れ
る
前
の
農
民
の
生
活
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。

江
戶
時
代
に
な
り
、
武
士
を
中
心
と
し
た
封
建
制
支
配
の
世
の
中
と
な
り
、「
百
姓
は
生
き
ぬ
よ
う
に
死
な
ぬ
よ
う
に
」

と
か
「
百
姓
と
ご
ま
の
油
は
し
ぼ
れ
ば
し
ぼ
る
程
出
る
」
と
は
、
当
時
の
支
配
者
た
る
武
士
逹
の
目
に
う
つ
つ
た
百
姓

の
姿
で
あ
つ
た
。
実
際
武
士
逹
は
、
百
姓
を
国
の
宝
と
思
い
な
が
ら
も
、
百
姓
は
朝
か
ら
晩
ま
で
精
だ
し
て
働
き
そ
の

農
產
物
を
貢
租
と
し
て
武
士
に
さ
し
だ
し
、
武
士
に
都
合
の
よ
い
封
建
制
を
つ
づ
け
て
い
く
唯
一
の
財
政
的
地
盤
と
し

か
考
え
て
い
な
か
つ
た
。
幕
府
や
諸
藩
は
從
つ
て
每
年
同
じ
よ
う
に
変
ら
な
い
租
稅
を
必
要
と
し
た
。
だ
か
ら
貢
租
の

率
が
ち
や
ん
と
五
公
五
民
（
收
穫
物
た
る
米
を
領
主
が
半
分
、
百
姓
が
半
分
）
と
か
、
四
公
六
民
（
四
割
領
主
、
六
割

農
夫
）
と
か
、
一
応
は
定
ま
つ
て
い
た
が
、
武
士
が
都
合
が
惡
く
な
る
と
、
そ
の
租
率
は
い
つ
で
も
勝
手
に
変
更
し
て
、

よ
り
多
く
の
貢
租
を
百
姓
か
ら
と
り
、
は
な
は
だ
し
い
時
に
は
、
七
公
三
民
、
八
公
二
民
と
い
う
重
稅
さ
え
あ
つ
た
。

そ
の
外
に
も
小
物
稅
（
雑
稅
）
と
か
・
夫
米
・
口
米
・
雑
藁
代
な
ど
の
よ
う
な
附
加
稅
が
あ
つ
て
、
折
角
自
分
の
作
つ



一
七

た
米
の
ほ
と
ん
ど
大
部
分
を
貢
租
と
し
て
、
幕
府
や
諸
藩
に
上
納
し
、
武
士
の
封
建
的
支
配
や
特
権
的
な
生
活
を
維
持

す
る
た
め
に
牛
馬
の
よ
う
に
働
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

そ
の
上
身
分
的
に
は
も
ち
ろ
ん
武
士
の
下
に
属
し
、
し
か
も
武
士
の
生
活
の
基
で
あ
る
貢
租
の
納
入
源
と
し
か
考
え
ず

人
格
的
な
扱
い
は
な
く
、
都
合
が
惡
け
れ
ば
斬
捨
御
免
に
さ
れ
、
無
暗
に
米
を
食
う
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
、
で
き
る
だ
け
、

雑
穀
や
雑
草
を
利
用
さ
せ
ら
れ
、
名
字
も
帶
刀
も
許
さ
れ
ず
言
葉
ま
で
違
う
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
農
民
は
は
げ
し
い
労
働
を
し
て
い
た
。
ま
つ
た
く
働
か
な
け
れ
ば
食
べ
て
い
か
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
朝

早
く
か
ら
夜
お
そ
く
ま
で
一
生
懸
命
に
働
き
、
田
植
や
稻
刈
や
、
麦
ま
き
、
麦
ふ
み
、
そ
し
て
そ
の
收
穫
、
夜
は
ま
た

い
ろ
い
ろ
な
仕
事
が
ま
つ
て
い
る
。
每
日
每
日
く
た
く
た
に
な
つ
て
働
く
の
で
あ
る
。
牛
や
馬
を
飼
つ
て
耕
作
す
れ
ば

仕
事
の
能
率
も
上
り
肥
料
も
得
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
費
用
が
か
ゝ
り
ど
う
し
て
も
飼
う
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
の
力
で

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

農
具
な
ど
で
も
今
日
の
よ
う
に
機
械
で
は
な
く
鍬す
き

・
備び

つ

中ち
ゆ
う・

鎌
な
ど
を
使
い
、
手
と
足
の
力
で
米
に
し
そ
れ
を
口
に
す

る
ま
で
全
部
自
分
自
身
の
力
で
や
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
は
げ
し
い
労
働
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
一
年

中
ほ
ん
と
う
に
汗
水
な
が
し
て
働
い
た
收
穫
の
半
分
あ
る
い
は
六
割
を
租
稅
と
し
て
お
上
（
領
主
）
へ
納
め
、
残
り
の

半
分
、
又
は
四
割
で
、
自
分
一
家
の
生
活
を
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
小
作
に
至
つ
て
は
お
上
に
納
め
た
年
貢



一
八

の
残
り
の
又
半
分
以
上
も
地
主
の
方
へ
小
作
料
と
し
て
納
め
て
、
結
局
僅
か
の
残
り
で
も
つ
て
生
活
す
る
の
で
あ
る
か

ら
全
く
慘
め
な
も
の
で
あ
つ
た
。〝
六
公
四
民
〞
と
い
わ
れ
て
い
る
の
も
皆
こ
れ
で
あ
る
。
從
つ
て
農
民
小
作
百
姓
で

は
あ・

わ・

や
ひ・

え・

・
き・

び・

な
ど
の
雜
穀
を
作
つ
た
り
し
て
食
糧
不
足
を
補
つ
て
い
た
。
な
ほ
領
主
・
藩
主
な
ど
か
ら
稅
ば

か
り
で
な
く
い
ろ
い
ろ
束
縛
を
う
け
て
い
た
。
職
業
の
自
由
は
与
え
ら
れ
ず
、
移
住
の
自
由
も
与
え
ら
れ
ず
、
又
そ
の

外
結
婚
と
か
言
論
・
宗
敎
と
か
の
自
由
も
束
縛
さ
れ
て
し
ま
い
、
な
お
生
活
上
に
ま
で
も
立
ち
入
り
、
衣
食
住
な
ど
に

制
限
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
百
姓
は
紋
付
・
羽
織
・
袴
を
つ
け
て
は
な
ら
ぬ
と
か
、
衣
服
は
木
綿
で
絹
物
は
つ
け
て
は

な
ら
な
い
な
ど
と
全
く
自
由
の
な
い
生
活
の
し
き
た
り
の
世
の
中
に
お
し
こ
め
て
し
ま
つ
た
。
今
、
こ
の
碧
海
地
方
に

の
こ
つ
て
い
る
文も
ん

書じ
よ

を
二
、
三
の
べ
て
み
る
と

Ⅰ
御ご

敎き
よ
う

諭ゆ

書し
よ

（
萬
延
元
年
庚
申
十
一
月
。
一
八
六
〇
年
）

　

重
原
藩
主
板
倉
勝か

つ

顯あ
き

か
ら
領
內
の
庄
屋
に
下
し
た
も
の

一
、 

大だ
い

凶き
よ
う

作さ
く

に
そ
な
う
る
た
め
各
食
糧
充
実
を
は
か
り
大
小
分ぶ
ん

限げ
ん

に
精せ
い

々ぜ
い

出し
ゆ
つ

穀こ
く

（
米
を
出
す
）
致
す
よ
う
心
が
く
べ

き
こ
と
。

一
、
百
姓
共
は
協
力
一
致
し
て
余よ

力り
よ
くを
囲い

穀こ
く

に
積
立
、
出
穀
、
桝ま
す

目め

等
を
誤
り
な
く
上
納
を
怠
ら
ざ
る
こ
と
。

一
、
百
姓
共
は
仰
お
ゝ
せ

出い
で

等
よ
く
聞
き
身
の
分ぶ
ん

限げ
ん

に
応
じ
相
は
げ
み
出
し
ゆ
つ

穀こ
く

精せ
い

励れ
い

致
す
べ
き
こ
と
。



一
九

Ⅱ
聞
書　

中
川
杢も
く

兵べ

衛え

氏

碧
海
郡
安
城
町
大
字
安
城
字
東
明
治

安
政
二
年
六
月
十
日
生
。
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
六
日
歿

昭
和
十
一
年
四
月
聞
書

｝
｝

◎
移
住
し
た
当
時
の
よ
う
す

明
治
元
年
極ご

く

月げ
つ

十
二
日
（
十
二
月
）
私
は
四
才
の
こ
ろ
か
と
思
う
。
安
城
村
の
村
有
林
十
六
町
步
を
開
拓
す
る
と
い
う

の
で
、
一
戶
移
住
者
は
九
畝
步
を
渡
さ
れ
、
父
と
共
に
こ
の
安
城
字
東
明
治
に
出
て
き
た
。（
現
安
城
駅
の
北
の
一
帶
）

そ
の
こ
ろ
は
山
林
で
松
林
が
ほ
と
ん
ど
で
狐
や
狸
が
住
ん
で
い
た
。
そ
の
時
は
十
五
名
で
山
林
を
き
り
開
き
、
二
間
に

三
間
位
の
小
さ
な
堀
立
小
屋
を
建
て
て
そ
こ
で
小
松
林
や
草
生
を
き
り
、
そ
れ
を
一
貫
目
も
あ
る
鍬
で
掘
り
お
こ
し
先

ず
畑
に
す
る
わ
け
で
あ
る
が
や
つ
て
見
る
と
な
か
な
か
え
ら
く
、
明
治
の
元
年
に
は
私
の
家
と
外
に
二
戶
で
あ
と
の
十

三
戶
は
仕
事
が
え
ら
い
の
で
移
住
し
て
こ
な
い
。
よ
つ
て
村
役
人
か
ら
「
本
年
（
明
治
二
年
）
春
中
に
移
住
し
な
い
者

は
全
部
土
地
を
差
し
出
せ
。」
と
い
う
お
ふ
れ
で
や
つ
と
移
住
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。
皆
の
者
は
貧
乏
人
ば
か
り
で
あ

る
か
ら
、
一
ヵ
月
の
中
に
は
十
日
か
ら
十
五
日
位
身
売
り
を
し
て
農
家
奉
公
を
し
（
昼
だ
け
）、
夜
は
自
宅
へ
帰
り
宅

地
と
前
の
畑
を
開
き
、
大
抵
十
時
ご
ろ
ま
で
や
つ
た
。
暗
や
み
の
時
は
魚ぎ
よ

燈と
う

油ゆ

で
や
つ
た
も
の
で
、
月
夜
の
時
に
は
人

一
ば
い
に
働
い
た
。
寝
る
時
は
十
一
時
か
ら
十
一
時
半
ご
ろ
ま
で
に
な
つ
て
く
た
び
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
ろ
は
米
一

升
三
錢
二
厘
で
一
日
働
い
て
私
は
五
錢
五
厘
い
た
ゞ
い
て
喜
ん
だ
覚
え
が
あ
る
。
一
人
前
の
日
当
は
八
錢
で
あ
つ
た
。



二
〇

ほ
ん
と
う
に
か
ら
だ
が
え
ら
か
つ
た
。

Ⅲ
聞
書　

鈴
木
平へ
い

兵べ

衛え

氏

碧
海
郡
安
城
町
大
字
安
城
字
花
ノ
木

嘉
永
六
年
正
月
六
日
生
。
昭
和
十
七
年
十
一
月
十
八
日
歿

昭
和
十
一
年
四
月
聞
書

｝
｝

◎
当
時
の
農
家
の
生
活

今
で
こ
そ
み
な
米
の
飯
を
た
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
元
治
・
慶
応
（
一
八
六
四
年
―

一
八
六
四
年
）
の
こ
ろ
は
安
城
は

田
が
少
く
ほ
と
ん
ど
山
林
で
、
そ
の
間
に
畑
が
あ
り
麦
・
あ
わ
・
ひ
え
・
き
び
な
ど
を
作
り
、
私
の
家
で
米
二
合
と
麦

八
合
ま
ぜ
、
そ
の
中
へ
大
根
の
干
葉
を
き
ざ
み
こ
ん
で
食
べ
た
。
米
な
ど
さ
が
し
て
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
奉
公
人
な

ど
全
く
み
じ
め
な
も
の
で
大お
お

家や

の
主
人
だ
け
が
、
御
米
の
飯
で
奥
樣
は
米
と
麦
と
半
々
位
、
下
男
や
下
女
（
奉
公
人
）

に
な
る
と
、
主
人
奥
樣
・
家
族
と
順
々
に
食
べ
、
そ
の
残
り
を
い
た
ゞ
く
と
い
う
有
樣
で
あ
つ
た
。
貧
乏
百
姓
に
至
つ

て
は
こ
と
に
み
じ
め
な
も
の
で
、
子
供
を
身
売
り
（
奉
公
）
す
る
と
い
う
始
末
で
あ
る
。
ま
ず
米
の
取
り
入
れ
が
す
む

と
第
一
に
殿
樣
に
御
年
貢
を
納
め
、
次
に
大
家
（
地
主
）
に
預
り
の
年
貢
米
（
小
作
料
米
）
を
納
め
、
残
り
を
自
家
の

飯
米
と
す
る
の
で
肥
料
代
を
さ
し
ひ
く
と
、
そ
れ
は
憐
れ
な
も
の
で
普
通
の
者
は
一
反
に
つ
き
一
俵
も
入
い
れ
ば
上
々

で
勉
强
者
で
も
二
俵
半
し
か
殘
ら
ぬ
。
だ
か
ら
大
勢
の
家
族
の
者
は
、
食
物
に
つ
い
て
は
、
き
り
つ
め
た
生
活
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
私
は
田
の
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
約
二
粁
（
十
八
町
）
も
あ
る
か
ら
朝
は
五
時
に
起
き
一
日



二
一

分
の
辨
当
を
こ
し
ら
え
て
家
の
隅
に
あ
る
堆
肥
（
ご
み
だ
め
）
と
肥
土
を
ま
ぜ
た
も
の
を
大
八
車
に
の
せ
て
出
か
け
、

そ
れ
を
田
に
入
れ
て
肥
料
と
し
た
。
一
日
中
働
い
て
九
時
十
時
に
帰
宅
し
、
寢
る
時
は
十
一
時
す
ぎ
に
な
つ
た
。
田
植

の
時
、
水
の
な
い
場
合
は
野
井
戶
か
ら
ハ
ネ
ツ
ル
ベ
を
も
つ
て
水
を
田
に
い
れ
た
も
の
だ
。
一
日
中
か
え
て
も
半
反
步

位
し
か
か
ゝ
ら
な
い
。
水
く
み
が
な
か
な
か
骨
が
折
れ
、
こ
れ
が
家
の
人
々
の
仕
事
で
あ
る
。
明
治
十
四
年
に
明
治
用

水
の
水
が
は
じ
め
て
私
の
田
に
入
つ
た
時
は
、
ほ
ん
と
う
に
う
れ
し
か
つ
た
。
そ
の
時
一
反
五
献
の
山
林
を
田
に
し
て

と
れ
た
米
が
二
俵
で
あ
つ
た
が
、
実
に
尊
い
も
の
だ
つ
た
。

▽
知
ら
ぬ
ま
に
黄こ

金が
ね

の
水
の
流
れ
き
て

盆
、
極
樂
の
一
生
の
う
れ
し
さ
。

▽
か
ら
く
り
や　

汗
の
流
れ
る　

釣つ
る

瓶べ

竿ざ
お

。

い
か
に
当
時
の
農
民
の
生
活
の
く
る
し
さ
と
、
労
働
の
は
げ
し
か
つ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。

農
民
と
溜
池
の
問
題

農
民
が
作
物
を
耕
作
す
る
に
あ
た
つ
て
一
番
大
切
な
も
の
は
水
で
あ
る
。
灌
漑
に
用
い
る
水
そ
の
も
の
は
、
実
に
生
活

に
直
接
関
係
す
る
大
問
題
で
あ
る
。
こ
の
地
方
は
前
に
の
べ
た
よ
う
に
各
所
に
溜
池
を
設
け
、
そ
の
面
積
だ
け
で
も
四

百
八
十
八
町
步
と
い
う
耕
地
面
積
（
田
・
畑
）
の
四
〇
・
六
％
と
い
う
大
き
な
土
地
を
占
め
て
い
た
と
い
う
事
で
も
、



二
二

い
か
に
水
を
た
い
せ
つ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
度
日
照
り
で
も
続
け
ば
、
溜
池
の
水
は

枯
れ
つ
く
し
、
畑
作
・
稻
作
は
全
く
枯こ

死し

す
る
有
樣
と
な
る
の
で
、
農
民
に
と
つ
て
は
正
に
死
活
問
題
で
あ
る
。
だ
か

ら
各
地
に
水
爭
い
が
起
り
、
乱
闘
爭
闘
、
つ
い
に
は
訴
訟
ま
で
起
し
、
血
の
雨
を
降
ら
し
た
た
く
さ
ん
の
事
例
が
あ
る
。

こ
の
地
方
、
こ
と
に
中
央
部
に
あ
る
安
城
地
方
の
「
鷺さ
ぎ

蔵ぞ
う

事
件
」「
彌ね

宜ぎ

田だ

溜た
ま
り

井い

事
件
」「
作さ

く

野の

池い
け

事
件
」
と
三
つ
の

水
爭
い
の
事
件
は
有
名
な
も
の
で
、
と
く
に
「
彌
宜
田
溜
井
事
件
」
は
領
土
が
二
藩
（
刈
谷
藩
板
倉
甲
斐
守
・
安あ
ん

祥
じ
よ
う

藩
久
永
鎬こ
う

之の

亟じ
よ
う）
に
関
係
し
て
い
る
の
で
、
つ
い
に
江
戶
寺
社
奉
行
ま
で
い
つ
て
爭
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
天
保
四
年
九

月
（
一
八
三
三
年
）
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
事
件
は
、
こ
の
年
は
日
照
り
が
つ
ゞ
き
、
彌
宜
田
の
溜
池
（
安
祥
久
永
領
）

の
水
が
枯
れ
つ
く
し
、
そ
の
下
手
に
あ
る
箕み
の

輪わ

（
刈
谷
、
板
倉
領
）
の
田
に
水
が
か
ゝ
ら
な
い
た
め
、
た
び
た
び
の
箕

輪
農
民
の
交
涉
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
協
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
天
保
四
年
五
月
（
一
八
三
三
年
）
安あ

ん

祥じ
よ
う

久
永
領
の
農

民
三
百
人
が
棒
・
薪ま

き
・
鍬
・
鋤
な
ど
を
も
つ
て
こ
の
溜せ

き

井
の
堤
を
守
り
、
箕
輪
農
民
は
こ
の
堰
を
取
り
は
ら
お
う
と
こ
ゝ

に
大
乱
闘
を
演
じ
、
つ
い
に
藩
だ
け
で
は
お
さ
ま
ら
ず
江
戶
寺
社
奉
行
ま
で
訴
え
で
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
方
で
は
天

候
の
如
何
は
直
接
に
農
民
の
生
活
に
ひ
ゞ
き
、
そ
れ
だ
け
明
治
用
水
開
発
前
の
こ
の
地
方
の
人
々
は
水
に
苦
し
ん
だ
の

で
あ
る
。



二
三

明
治
用
水
開
さ
く
前
溜
池
所
在
図



二
四

3.
先
覺
者
の
計
画
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か

蕃
藩
体
制
下
の
産
業
政
策

德
川
の
世
、
天
下
泰
平
が
つ
ゞ
く
と
全
国
の
大
小
名
は
、
み
な
治
国
済
民
に
心
を
用
い
、
荒
野
を
開
拓
し
た
り
、
河
川

の
改
修
を
企
て
た
り
、
浅
瀨
の
干
拓
を
試
み
た
り
し
た
。
野
中
兼
山
の
土
佐
の
甫
木
山
か
い
さ
く
や
、
会
津
藩
保
科
正

之
の
藩
士
小
池
倉
右
衛
門
の
会
津
滝
沢
山
の
開
拓
の
如
き
は
有
名
な
例
で
あ
る
。
三
河
地
方
に
お
い
て
も
い
ろ
い
ろ
行

わ
れ
た
が
、
碧
海
郡
地
方
の
当
時
の
藩
と
し
て
は
刈
谷
（
土ど

井い

）・
岡
崎
（
本
多
）・
西
尾
（
松
平
）・
重し
げ

原は
ら

（
板
倉
）・

西に
し

端ば
た

（
本
多
）・
沼
津
（
水
野
）・
西に
し

大お
お

平ひ
ら

（
大
岡
）
の
七
藩
と
、
別
に
天て
ん

領り
よ
うと
い
う
の
が
あ
つ
た
。
天
領
と
い
う
の
は

德
川
幕
府
の
直
領
の
地
で
あ
つ
て
、
代だ

い

官か
ん

を
つ
か
わ
し
て
こ
れ
を
管
理
し
て
い
た
。
こ
の
外
神
社
や
寺
院
の
土
地
、
そ

の
他
諸
氏
の
采さ

い

地ち

と
い
う
も
の
が
あ
つ
た
。
そ
こ
で
各
藩
で
は
、
農
業
政
策
と
し
て
土
地
（
山
林
な
ど
）
を
開
発
し
た

り
、
浅
海
を
埋
立
て
て
新
田
を
つ
く
つ
た
り
、
堤
防
な
ど
き
ず
き
池
を
こ
し
ら
え
、
生
產
の
增
强
を
図
つ
た
り
し
た
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
土○

地○

が
財
政
経
済
の
一
ば
ん
の
本も
と

で
あ
つ
て
、
世
の
中
の
経
済
の
源
が
土
地
の
生
產
力
に
持

つ
も
の
が
多
い
の
で
、
土
地
を
少
し
で
も
開
く
こ
と
が
各
藩
の
富
を
增
す
原
動
力
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
土
地

経
済
の
は
た
ら
き
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
に
は
ま
ず
農
民
を
土
地
の
上
に
結
び
つ
け
さ
せ
土
地
の
配
分
を

考
え
、
ま
た
强
制
的
に
農
民
に
労
働
さ
せ
租
稅
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
手
を
か
え
品
を
か
え
た
い
ろ
い
ろ
の
策
が
、
か
ん



二
五

が
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
幕
藩
時
代
の
こ
の
地
方
の
新
田
開
發
の
狀
態
を
見
る
と
、
城
主
・
町
人
・
地
主
な
ど
に
よ
つ

て
前
に
の
べ
た
よ
う
な
意
味
で
盛
に
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
例
を
あ
げ
る
と
、

土
地
埋
立
・
新
田
開
發
・
堤
防
の
構
築

（
イ
）平へ
い

七し
ち

新し
ん

田で
ん

（
碧
南
市
旭
字
平
七
）

　
　

明め
い
れ
き

三
年
（
一
六
五
七
年
）
工
を
起
し
、
寛か

ん

文ぶ
ん

四
年
（
一
六
六
四
年
）
完
成
、
稻い

の
う生

平
七
郞
。

（
ロ
）伏ふ

し

見み

屋や

新し
ん

田で
ん

（
碧
南
市
鷲
塚
字
伏
見
屋
）

　
　

寛
文
初
年
（
一
六
六
一
年
）
海
面
を
埋
立
て
新
田
と
し
た
。
江
戶
の
人
、
伏
見
屋
又
兵
衛
が
企
て
正
し
よ
う

德と
く

・
享
き
よ
う

保ほ

の

大
洪
水
で
全
滅
し
た
た
め
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
年
）
棚
尾
村
（
現
碧
南
市
棚
尾
）
の
小
田
甚
兵
衛
が
修
築
し
復

興
し
た
。
元げ
ん

文ぶ
ん

元
年
（
一
七
三
六
年
）
大
洪
水
で
ま
た
破
壞
し
た
。
江
戶
の
人
、
加
田
屋
藤
五
郞
が
甚
兵
衛
の
後
を
う

け
幕
府
の
費
用
に
よ
つ
て
完
成
し
た
。

（
ハ
）伏
見
屋
外
田
（
碧
南
市
旭
）

　
　

延え
ん

享き
よ
う

三
年
（
一
七
四
六
年
）
伏
見
屋
新
田
の
開
拓
者
、
加か

田た

屋や

藤と
う

五ご

郞ろ
う

が
完
成
し
た
。

（
ニ
）前
浜
新
田
（
碧
南
市
旭
）

　
　

文ぶ
ん

政せ
い

十
年
（
一
八
二
八
年
）
大
浜
村
・
棚
尾
村
・
平
七
村
・
伏
見
屋
新
田
（
碧
南
市
・
大
浜
・
棚
尾
・
旭
）
の
村



二
六

民
が
協
力
し
て
矢
作
川
の
河
口
の
海
面
を
埋
立
て
新
田
を
つ
く
つ
た
。

（
ホ
）石い

し

井い

新
田
（
碧
海
郡
明
治
村
大
字
石
井
）

　
　

天
保
二
年
（
一
八
三
一
年
）
鷲わ

し

塚ず
か

村
の
人
、
石
井
治
右
衛
門
が
山
林
を
新
田
と
し
た
。

（
ヘ
）大
浜
新
田
茶
屋
（
碧
海
郡
矢
作
町
大
字
宇
頭
茶
屋
）

　
　

 

正
保
二
年
（
一
六
四
五
年
）
岡
崎
城
主
水
野
忠た
ゞ

吉よ
し

の
命
に
よ
つ
て
開
墾
し
新
田
と
し
た
。
始
め
二
戶
、
正
保
四
年 

に
二 

戶
を
增
し
寛
文
四
年
に
十
四
戶
に
な
つ
た
。は
じ
め
大
浜
新
田
茶
屋
と
い
つ
て
い
た
が
、同
十
二
年（
一
六
七
二

年
）
宇
頭
茶
屋
と
改
め
た
。

（
ト
）安
城
新
田
（
碧
海
郡
安
城
町
大
字
安
城
字
出
鄕
）

　
　

元
禄
二
年
正
月
九
日
（
一
六
八
九
年
）
本
村
安
城
村
（
久
永
領
）
か
ら
移
住
し
、山
林
を
開
墾
し
て
新
田
と
し
た
。

（
チ
）中な
か

市い
ち

新し
ん

田で
ん

（
刈
谷
市
元
刈
谷
）

　
　

宝ほ
う

暦れ
き

十
一
年
（
一
七
六
一
年
）
逢あ
い

妻づ
ま

川
と
境
さ
か
い

川
の
堤
防
を
き
ず
き
新
田
を
つ
く
つ
た
。

（
リ
）流り
う

作さ
く

新
田
（
刈
谷
市
元
刈
谷
）

　
　

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
年
）
境
川
の
河
口
に
新
田
を
つ
く
つ
た
。

こ
う
し
た
新
田
開
発
や
水
利
（
用
水
）
に
よ
る
土
地
改
良
と
開
墾
が
、
当
時
の
時
代
的
な
環
境
の
中
に
あ
つ
て
多
く
の



二
七

先
覚
者
に
よ
つ
て
い
く
た
の
困
難
と
障
害
を
は
い
し
て
一
生
を
と
し
て
血
み
ど
ろ
な
努
力
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
中

で
も
そ
の
開
拓
の
精
神
と
そ
の
遺
業
が
、
や
が
て
開
花
し
て
明
治
用
水
と
な
り
、
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
の
基
を
き
づ
き
上

げ
た
の
は
都つ

築づ
き

彌や

厚こ
う

で
あ
つ
た
。

（一）
都つ

築づ
き

彌や

厚こ
う

の
事
業

（1）
都
築
彌
厚
の
人
物
と
事
業

彌
厚
は
明
和
二
年
（
一
七
六
五
年
）
碧
海
郡
和
泉
村
（
碧
海
郡
明
治
村
大
字
和
泉
字
中
本
鄕
）
に
生
れ
、
天
保
四
年
九

月
十
日
（
一
八
三
三
年
）
同
地
で
六
十
九
才
で
病
歿
し
た
。
都
築
彌
厚
の
時
代
は
、
わ
が
国
は
う
ち
つ
づ
く
天
下
泰
平

で
風
俗
が
次
第
に
華
奢
に
流
れ
、
德
川
幕
府
の
衰
亡
の
き
ざ
し
が
見
え
、
こ
の
間
に
、
尊
王
攘
夷
の
思
想
が
頭
を
も
た

げ
て
い
た
。
外
に
は
わ
が
鎖
国
二
二
〇
年
の
間
に
世
界
は
大
い
に
変
り
、
ア
メ
リ
カ
・
ロ
シ
ヤ
・
イ
ギ
リ
ス
な
ど
日
本

に
近
づ
い
て
来
て
交
易
を
促
そ
う
と
し
た
。
海
防
論
・
開
港
論
・
尊
王
論
・
攘
夷
論
と
全
く
け
ん
け
ん
ご
う
ご
う
た
る

時
で
あ
つ
た
。
米
国
の
ペ
リ
ー
来
朝
を
期
と
し
て
、
つ
い
に
和
親
条
約
を
結
び
、
世
界
の
新
し
い
光
が
、
鎖
国
の
窓
か

ら
入
つ
て
き
た
。
彌
厚
は
こ
う
い
う
社
会
狀
勢
の
下
に
、
生
活
を
送
つ
て
い
た
。
都
築
家
は
代
々
地
方
の
豪
農
で
、
彌

厚
の
父
也
更
の
時
代
は
、
い
わ
ゆ
る
大
地
主
で
あ
つ
て
、
ま
た
酒
造
家
で
、
巨
万
の
富
を
得
て
い
た
。

也
更
は
明
和
六
年
三
月
（
一
七
六
九
年
）
東
端
村
（
碧
海
郡
明
治
村
大
字
東
端
）
大お
ゝ

坪つ
ぼ

山や
ま

の
開
墾
を
し
て
い
る
。
ま
た



二
八

幡
豆
郡
小こ

柳や
な
ぎ

新
田
中
根
新
田
（
幡
豆
郡
寺
津
町
）
を
開
き
は
じ
め
た
の
も
こ
の
こ
ろ
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
い
づ
れ

に
し
て
も
也
更
は
、
農
業
的
地
主
で
あ
り
、

ま
た
商
業
資
本
家
で
も
あ
つ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
彌
厚
は
そ
の
長
子
と
し
て
家
を

つ
ぎ
淸
酒
醸
造
の
業
に
從
事
し
た
。

当
時
五
千
五
百
石
も
つ
く
つ
た
と
い
う
こ
と

は
い
か
に
手
広
く
商
業
を
行
つ
て
い
た
か
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

都
築
家
が
そ
の
こ
ろ
の
大
阪
の
鴻
こ
う
の

池い
け

德と
く

兵べ

衛え

と
酒
の
取
引
を
し
た
目
錄
を
見
る
と
実
に
千

八
百
十
両
三
分
と
い
う
莫
大
な
も
の
で
あ
つ

て
そ
の
豪
勢
さ
が
想
像
せ
ら
れ
る
。
彌
厚
は

学
問
を
好
み
、
賴
山
陽
に
は
弟
、
曲
江
（
三

津
四
郞
）
を
通
じ
て
交
わ
り
、
そ
の
詩
文
は

都 築 彌 厚 画 像



二
九

最
も
よ
く
愛
誦
し
た
。
画
は
谷
口
東
渓
に
学
ん
で
一
見
識
を
そ
な
え
、
俳
句
を
橫
井
也
有
（
名
古
屋
）・
鶴
田
卓
池
（
岡

崎
）
に
学
び
、
号
を
和
樂
と
称
し
、
一
文
人
と
し
て
有
名
で
あ
つ
た
。
な
お
信
仰
心
が
厚
く
、
不
動
明
王
を
信
じ
平
生

守
本
尊
と
し
て
そ
の
像
を
つ
ね
に
身
よ
り
は
な
さ
な
か
つ
た
と
い
わ
れ
る
。
四
十
才
の
時
に
は
松
本
愚
山
を
通
じ
て
村

瀨
孝
亭
に
請
い
、
石
川
丈
山
の
遺
趾
を

顯
彰
し
た
（
彌
厚
翁
伝
資
料
）。
文
化
二

年
（
一
八
〇
五
年
）
の
四
十
一
才
に
は

代
官
と
い
う
栄
職
に
つ
き
武
士
の
待
遇

を
う
け
そ
の
声
望
は
ま
す
ま
す
高
く
名

声
は
地
方
の
す
み
ず
み
ま
で
も
ひ
ゞ
き

わ
た
つ
た
。

都 築 彌 厚 銅 像



三
〇

〝
こ
ゝ
は
ど
こ
だ
と
子
供
衆
に
き
け
ば

こ
ゝ
は　

和
泉
の
彌
四
郞
さ
ん
〞

（
註　

彌
四
郞
は
彌
厚
）

と
俚り

謡よ
う

に
ま
で
も
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
代
官
と
い
う
地
位
に
あ
り
、
し
か
も
大
地
主
で
、
進
步
的
文
化
人
で

あ
つ
た
彌
厚
が
、
こ
ゝ
に
安
城
ヵ
原
の
原
野
の
か
い
こ
ん
を
意
図
し
た
こ
と
は
後
世
に
意
義
を
与
え
る
こ
と
に
大
き
な

力
を
も
ち
、
明
治
用
水
か
い
さ
く
に
ま
こ
と
に
幸
福
な
こ
と
で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（2）
着
想
と
着
手

彌
厚
は
一
体
こ
の
用
水
を
開
く
の
に
ど
こ
に
着
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
開
さ
く
の
動
機
は
何
で
あ
つ
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
そ
れ
を
考
え
て
見
よ
う
。

ま
ず
間
接
的
に
は
父
也
更
東
端
村
の
大
坪
山
（
碧
海
郡
明
治
村
大
字
東
端
字
大
坪
山
）
の
開
墾
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

時
彌
厚
は
六
才
で
あ
つ
て
こ
の
事
業
を
目
撃
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中
根
新
田
や
小
柳
新
田
へ
も
時
々
父
に
伴
わ
れ

て
行
つ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
壯
年
時
代
に
は
当
時
の
名
士
の
説
を
き
い
た
よ
う
で
あ
る
。
伊い

能の
う

忠た
ゞ

敬た
か

（
享
和

三
年
、
三
河
尾
張
測
量
、
彌
厚
年
三
十
九
才
）・
佐
藤
信し

ん

淵え
ん

・
二
宮
尊
德
な
ど
と
関
係
が
あ
つ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
直
接
動
機
と
な
つ
た
こ
と
は
、
幡
豆
郡
西
之
町
（
幡
豆
郡
西
尾
町
大
字
上
町
）
の
百
姓
頭
を
つ
と
め
て
い
た
伊



三
一

藤
庄
左
衛
門
（
庄
左
）
か
ら
、
直
接
開
墾
の
体
験
談
を
き
ゝ
、
こ
こ
に
用
水
を
開
こ
う
と
決
心
し
た
。
庄
左
衛
門
が
矢

作
川
に
沿
つ
て
い
る
西
町
の
蒲が
ま

沿ぬ
ま

（
幡
豆
郡
平
坂
町
大
字
中
畑
）
の
地
三
百
町
步
の
開
墾
し
て
い
る
の
を
、
た
ま
た
ま

和
泉
か
ら
中
根
新
田
に
行
こ
う
と
し
て
、
彌
厚
は
そ
こ
を
通
り
か
ゝ
り
庄
左
衛
門
に
そ
の
狀
况
を
き
い
た
。
ち
よ
う
ど

文
化
五
年
の
こ
ろ
で
年
四
十
四
才
で
あ
つ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
開
さ
く
の
動
機
を
深
め
て
い
つ
た
で
あ
ろ
う
。
文

化
七
年
の
春
、
父
也
更
と
よ
く
相
談
の
上
、
決
意
を
固
め
伊
勢
神
宮
の
参
拜
と
な
つ
た
。
こ
の
年
に
家
督
を
官
四
郞
に

ゆ
づ
つ
て
い
よ
い
よ
一
意
專
心
こ
の
事
業
に
邁ま
い

進し
ん

し
よ
う
と
し
た
。
時
に
四
十
六
才
で
あ
つ
た
。

彌
厚
の
計
画
着
想
と
し
て
ま
ず
用
水
を
分
流
す
る
水
源
地
を
西
加
茂
郡
越
戶
村
と
し
矢
作
川
に
堰え
ん

堤て
い

を
築
き
水
を
せ
き

と
め
、
こ
れ
を
安
城
野
（
碧
海
郡
安
城
町
大
字
曲か
ね

尺の

手て

）
に
お
い
て
二
筋
に
分
け
、
そ
の
一
は
藤
井
村
（
碧
海
郡
櫻
井

村
大
字
藤
井
）
よ
り
矢
作
川
へ
落
し
、
そ
の
一
は
野
田
山
（
碧
海
郡
依
佐
美
村
大
字
野
田
）
か
ら
吉
浜
・
高
浜
・
両
村

（
碧
海
郡
高
浜
町
・
高
浜
・
吉
浜
）
の
間
を
通
し
、
衣
ヵ
浦
の
海
へ
落
し
、
さ
ら
に
大
小
無
數
に
分
流
さ
せ
て
全
部
の

用
水
に
あ
て
て
約
十
万
石
の
ば
く
大
な
耕
地
を
開
拓
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
つ
た
。

そ
こ
で
第
一
着
手
と
し
て
は
領
主
・
諸
侯
に
用
水
の
利
害
得
失
を
説
い
て
許
可
を
得
る
こ
と
、
農
民
の
了
解
を
得
る
こ

と
で
あ
つ
た
。
こ
の
二
つ
に
彌
厚
は
東
に
あ
る
い
は
西
に
寢
食
を
忘
れ
て
奔
走
し
た
。
同
時
に
用
水
開
さ
く
の
技
術
者

を
え
て
、
じ
つ
さ
い
に
着
手
に
と
り
か
ゝ
つ
た
。
め
に
あ
ま
る
お
お
く
の
障
害
と
い
ば
ら
の
道
が
前
途
に
あ
つ
た
。



三
二

当
時
こ
の
地
方
に
土
地
を
領
し
て
い
た
諸
侯
・
旗
本
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

彌
厚
は
諸
藩
に
遊
説
す
る
と
同
時
に
高た

か

棚た
な

村
の
人
（
碧
海
郡
依
佐
美
村
大
字
高
棚
）
石
川
喜
平
の
算
数
の
術
に
す
ぐ
れ

て
い
た
の
を
聞
き
、
実
地
測
量
を
依
賴
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
喜
平
は
四
囲
の
事
情
を
察
し
て
と
う
て
い
で
き
な
い
の

で
中
止
し
て
は
と
い
い
出
し
た
。
け
れ
ど
も
彌
厚
は
自
分
一
代
で
で
き
な
け
れ
ば
、
又
こ
れ
を
成
す
人
も
あ
ろ
う
と
頑

と
し
て
聞
き
入
れ
な
か
つ
た
の
で
喜
平
も
そ
の
決
心
の
固
い
の
に
つ
い
に
快
諾
し
た
。
な
お
同
じ
村
の
門
人
、
石
川
浅

右
衛
門
（
浅
吉
）
に
も
計
画
の
よ
う
す
を
話
し
協
力
方
を
依
賴
し
た
。
浅
吉
も
こ
れ
を
快
諾
し
彌
厚
を
中
心
に
測
量
に

と
り
か
ゝ
つ
た
。
農
民
は
こ
れ
を
聞
き
反
対
し
妨
害
し
始
め
た
。
よ
つ
て
夜
ひ
そ
か
に
火
繩
を
以
つ
て
目
じ
る
し
と
し
、

松
平
作
左
衛
門
（
根　

崎
）

三
千
石

本
多
中な

か
つ
か
さ
だ
ゆ
う

務
大
輔
（
岡　

崎
）

五
万
石

本

多

修し
ゅ

理り

（
西　

端
）

九
千
石

板
倉
甲か

斐い
の

守か
み

（
重　

原
）

二
万
八
千
石

水
野
出で

羽わ
の

守か
み

（
大　

浜
）

五
万
石

久ひ
さ

永な
が

內な
い

記き

（
安　

城
）

三
千
石

松
平
備
前
守
（
大
喜
多
）

二
万
六
千
石

諏す

訪わ

備び

前ぜ
ん
の
か
み守
（
櫻　

井
）

五
百
石

土
井
金
三
郞
（
刈　

谷
）

二
万
三
千
石

巨こ

勢せ

十
左
衛
門
（
〃　
　

）

六
千
石

本

多

求も
と

馬め

（
櫻　

井
）

九
千
石

筧か
け
い

平へ
い

太だ

夫ゆ
う

（
〃　
　

）

五
百
石

松
平
和い

ず

泉み
の

守か
み

（
西　

尾
）

七
万
石

松
平
三
次
郞
（
〃　
　

）

五
十
石



三
三

簡
単
な
機
械
を
用
い
て
い
ろ
い
ろ
の
苦
難
辛
酸
の
後
十
二
万
石
を
開
く
に
足
る
設
計
を
た
て
た
。

石い
し

川か
わ

喜き

平へ
い

名
を
直た
ゞ

賴よ
り

と
い
つ
て
高
棚
村
の
人
で
あ

つ
た
。
当
時
算
学
の
大
家
関せ

き

孝こ
う

和わ

の
流

れ
の
八
代
目
の
師
範
、
合ね

む

歡の

木き

村
の
淸

水
幸
三
郞
に
師
事
し
、
第
九
代
目
の
師

範
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

天
明
八
年
（
一
七
八
八
年
）
に
生
れ
、

文
久
二
年
八
月
二
十
日
（
一
八
六
六
年
）

七
十
五
才
で
歿
し
た
。

石
川
淺
右
衛
門

通
称
を
浅
吉
と
い
つ
て
同
じ
く
高
棚
村
の
人
で
あ
る
。
幼
年
の
こ
ろ
算
術
の
師
範
石
川
喜
平
の
門
人
と
な
り
、
深
く
そ

の
術
を
研
究
し
た
。
大
工
を
以
つ
て
本
業
と
し
つ
ね
に
職
人
十
数
名
を
使
つ
て
い
た
。

東
端
村
（
碧
海
郡
明
治
村
大
字
東
端
）
の
醸
造
家
深
津
与
三
郞
の
依
賴
で
前
浜
新
田
（
碧
南
市
）
の
測
量
設
計
を
し
た
。

彌厚の用いた見盤と磁石



三
四

こ
ゝ
は
た
び
た
び
矢
作
川
の
堤
防
や
新
田
の
防
波
堤
が
決
壞
し
て
困
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
明
治
二
十
四
年
三
月
二

十
日
（
一
八
九
一
年
）
八
十
四
才
を
以
つ
て
歿
し
た
。

（3）
失
敗
の
原
因

彌
厚
の
大
事
業
は
石
川
喜
平
、
石
川
浅
右
衛
門
な
ど
の
協
力
に
よ
り
、
着
々
と
は
こ
ば
れ
て
い
つ
た
が
、
鄕
里
の
人
々

に
は
と
う
て
い
実
現
し
そ
う
も
な
い
の
で
、
親
戚
の
も
の
に
は
「
山や
ま

師し

に
取
り
か
ゝ
り
候
」
な
ど
と
誤
解
さ
れ
、
ま
た

附
近
の
農
民
に
は

〝
彌
厚
狐
に
ば
か
さ
れ
て
五
箇
野
ヵ
原
に
水
は
コ
ン
コ
ン
〞

（
註
五
箇
野
ヵ
原
は
・
安
城
・
赤
松
・
櫻
井
・
和
泉
・
城
ヵ
入
で
、
今
の
碧
海
郡
安
城
町
・
櫻
井
村
・
明
治

村
の
一
部
）

な
ど
と
う
た
つ
て
、
反
対
の
態
度
を
見
せ
、
あ
ま
つ
さ
え
危
害
を
加
え
る
よ
う
に
な
つ
た
。

こ
の
よ
う
な
四
囲
の
事
情
で
あ
つ
た
が
、
彌
厚
は
初
め
の
考
え
を
少
し
も
ひ
る
が
え
さ
ず
、
い
よ
い
よ
奮
闘
し
た
。
幸

に
も
十
余
年
以
来
、
苦
心
を
重
ね
て
来
た
用
水
路
掘
割
も
許
可
さ
れ
、
又
和
泉
村
外
四
ヵ
村
の
五
箇
野
ヵ
原
の
半
分
約

六
十
町
步
も
開
拓
の
許
可
を
得
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
勇
ん
で
、
工
事
に
と
り
か
ゝ
ろ
う
と
す
る
と
、
再
び
各
地
で
猛

烈
な
反
対
に
あ
い
、
工
事
を
妨
害
し
危
害
を
加
え
る
よ
う
に
な
つ
た
。
そ
こ
で
六
十
八
才
の
老
年
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
自



三
五

ら
鎭
撫
勧
誘
に
力
を
つ
く
し
た
。
天
保
四
年
七
月
こ
ろ
（
一
八
三
三
年
）
今
ま
で
の
身
心
の
つ
か
れ
が
現
わ
れ
、
は
し

な
く
も
病
床
に
伏
す
身
と
な
つ
た
。
彌
厚
は
今
は
こ
れ
ま
で
と
、
三
男
官
四
郞
（
三
代
彌
四
郞
）
を
枕
辺
に
呼
び
、「
父

は
今
、
業
半
で
こ
の
世
を
去
る
運
命
と
な
つ
た
。
汝
は
病
弱
で
父
の
事
業
が
出
来
上
ら
な
く
と
も
、
必
ず
誓
つ
て
こ
の

業
の
た
め
に
力
を
つ
く
し
て
く
れ
」
と
涙
と
共
に
い
い
き
か
し
た
の
で
あ
る
。

病
は
重
り
、
同
年
九
月
十
日
つ
い
に
こ
の
世
を
去
つ
た
。
時
に
六
十
九
才
で
あ
つ
た
。
和
泉
村
本
龍
寺
の
墓
地
に
葬
つ

た
。
官
四
郞
は
父
彌
厚
の
遺
言
を
守
り
、
引
つ
づ
い
て
こ
の
事
業
に
当
つ
た
が
、
元
来
多
病
の
た
め
大
志
を
つ
づ
け
て

い
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
を
覚
つ
て
、
つ
い
に
中
泉
代
官
平
岡
熊
太
郞
に
水
路
開
さ
く
の
願
下
げ
を
し
て
し
ま
つ
た
。

以
上
い
ろ
い
ろ
述
べ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
彌
厚
の
こ
の
事
業
の
失
敗
は
次
の
数
点
に
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Ⅰ
藩
主
・
旗
本
等
の
領
地
が
尾
張
藩
の
よ
う
で
な
く
非
常
に
入
り
こ
ん
で
い
て
互
に
利
害
関
係
が
大
き
か
つ
た
こ
と
。

Ⅱ
農
民
が
無
理
解
で
あ
つ
た
こ
と
。

Ⅲ
封
建
的
の
色
彩
が
强
く
近
代
的
統
一
を
欠
い
て
い
た
こ
と
。
公
共
的
、
社
会
的
事
業
に
対
す
る
各
藩
、
各
旗
本
が
協

力
し
な
か
つ
た
こ
と
。

Ⅳ
個
人
的
事
業
で
あ
つ
た
こ
と
。
都
築
家
の
資
本
力
に
は
限
界
が
あ
つ
た
こ
と
。

資
產
の
大
半
を
消
費
尽
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
な
お
そ
の
上
に
借
財
が
二
万
五
千
二
百
二
十
両
も
あ
つ
た
。
整
理
し
て



三
六

の
こ
る
も
の
は
か
ら
だ
一
つ
で
あ
つ
て
、
親
戚
が
そ
の
負
債
を
ひ
き
う
け
た
と
い
う
有
樣
で
あ
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら

か
ゝ
る
大
開
さ
く
事
業
を
個
人
と
し
て
完
成
せ
ん
と
し
、
二
十
有
余
年
の
血
の
に
じ
む
努
力
を
捧
げ
た
と
こ
ろ
に
彌
厚

の
偉
大
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
か
れ
の
計
画
は
決
し
て
む
だ
で
は
な
か
つ
た
。
か
か
る
社
会
公
益
の
た
め

事
業
は
そ
の
ま
ゝ
に
埋
れ
る
も
の
で
な
い
。
か
ゝ
る
巨
額
の
財
を
す
つ
か
り
こ
の
こ
と
に
投
じ
、
二
十
有
余
年
さ
さ
げ

た
熱
情
・
努
力
・
不
屈
の
精
神
は
や
が
て
開
花
し
て
四
十
七
年
後
の
明
治
十
三
年
に
は
明
治
用
水
と
し
て
完
成
し
、
や

が
て
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
の
地
域
を
出
現
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

（二）
そ
の
後
開
発
事
業
に
努
力
し
た
人
々

（1）
新
し
い
世
の
中
明
治
維
新

彌
厚
が
死
ん
で
か
ら
五
十
余
年
の
間
に
は
世
の
中
は
一
変
し
て
し
ま
つ
た
。
慶
応
三
年
十
月
（
一
八
六
七
年
）
德
川
慶

喜
は
大
政
を
奉
還
し
、
十
二
月
王お
う

政せ
い

復ふ
つ

古こ

の
大
号
令
が
発
せ
ら
れ
た
。
翌
四
年
三
月
（
一
八
六
八
年
）
五
箇
条
の
誓せ

い

文も
ん

が
出
さ
れ
、
八
月
に
は
江
戶
（
東
京
）
に
於
て
卽そ
く

位い

の
大
礼
、
九
月
に
は
年
号
を
改
め
ら
れ
、
こ
ゝ
に
明
治
政
府
と
い

う
い
ま
ま
で
の
封
建
的
武
士
を
中
心
と
し
た
政
治
体
制
か
ら
い
わ
ゆ
る
近
代
的
新
政
府
が
た
て
ら
れ
た
。

封
建
的
領
土
關
係
の
消
し
よ
う

滅め
つ

明
治
二
年
正
月
（
一
八
六
九
年
）
最
も
有
力
な
薩さ
つ

摩ま

・
長な
が

門と

・
土と

佐さ

・
肥ひ

前ぜ
ん

の
四
藩
主
の
力
に
よ
つ
て
全
国
に
亘
つ
て



三
七

版は
ん

籍せ
き

奉ほ
う

還か
ん

が
行
わ
れ
、
全
国
の
土
地
人
民
は
政
府
の
手
で
收
め
ら
れ
た
。
し
か
し
藩
主
（
大
名
）
を
そ
の
ま
ゝ
潘
知
事

と
し
、
藩
の
し
く
み
を
そ
つ
く
り
残
し
た
た
め
、
藩
知
事
は
昔
と
同
じ
氣
持
ち
で
人
民
を
支
配
し
て
い
た
た
め
ま
だ
ま

だ
封
建
的
な
も
の
が
多
か
つ
た
。
例
え
ば
長
い
間
の
習
慣
で
あ
つ
た
身
分
制
度
を
廃
し
て
、
四
民
平
等
の
社
会
を
つ
く

り
、
華か

族ぞ
く

（
公
鄕
・
大
名
）・
士し

族ぞ
く

（
武
士
）・
平へ

い

民み
ん

（
農
・
工
・
商
）
の
三
種
に
整
理
さ
れ
た
が
ま
だ
そ
の
封
建
の
余

弊
と
い
う
も
の
が
殘
つ
て
い
た
た
め
、
さ
ら
に
明
治
四
年
（
一
八
七
一
年
）
廃は

い

藩は
ん

置ち

県け
ん

制
度
（
藩
を
や
め
て
県
を
置
く

き
ま
り
）
を
つ
く
り
こ
れ
を
断
行
し
、
全
国
三
府
七
十
二
県
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
鎌
倉
幕
府
以
来
数
百
年
に
亘
つ

て
続
い
た
封
建
支
配
の
形
は
全
く
な
く
な
り
、
中
央
集
権
的
な
、
ま
と
ま
つ
た
国
家
が
生
れ
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。
当
時

の
大
多
数
の
人
々
が
夢
に
も
考
え
な
か
つ
た
よ
う
な
大
改
革
が
断
行
さ
れ
た
の
は
、
維
新
を
導
い
た
人
々
の
間
に
、
日

本
を
欧
米
列
强
と
な
ら
ぶ
ほ
ど
の
立
派
な
国
と
す
る
に
は
封ほ
う

建け
ん

制せ
い

度ど

と
い
う
よ
う
な
古
い
制
度
を
す
て
て
近
代
国
家
を

つ
く
り
上
げ
、
国
の
中
で
互
に
分
立
す
る
よ
う
な
あ
り
さ
ま
を
改
め
て
、
国
全
体
が
一
つ
に
統
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
考
え
か
ら
起
つ
た
の
で
あ
る
。

行ぎ
よ
う

政せ
い

區く

劃か
く

の
制
度
の
う
つ
り
か
わ
り

こ
う
し
た
改
革
に
よ
つ
て
こ
の
地
方
の
行
政
区
劃
は
、
ど
の
よ
う
に
う
つ
り
か
わ
つ
て
い
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

◎
明
治
元
年
四
月
二
十
九
日
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三
河
裁
判
所
を
豊
橋
に
設
け
、
幕
府
の
直
ち
よ
つ

轄か
つ

旗
本
の
領
地
、
社
寺
の
領
地
を
支
配
し
た
。

◎
明
治
元
年
六
月
九
日

　

三
河
県
を
宝ほ

飯い

郡ぐ
ん

赤
坂
に
置
き
三
河
裁
判
所
の
事
務
を
ひ
き
つ
い
だ
。

◎
明
治
元
年
六
月
二
十
四
日

　

三
河
県
を
廃
し
伊い

奈な

県け
ん

に
合
併
し
た
。

◎
明
治
四
年
七
月
十
四
日

　

三
河
県
を
廃
し
て
額ぬ
か

田だ

県け
ん

を
置
い
た
。

◎
明
治
四
年
十
一
月
十
五
日

　

藩
を
廃
し
て
県
を
置
き
全
国
を
三
府
七
十
二
県
と
し
た
。

碧
海
郡
地
方
の
藩
と
県
と
の
関
係

刈
谷
藩

刈
谷
県

土
井
利
敬

大
参
事

藩
知
事

西
尾
藩

西
尾
県

松
平
乗
秩

大
参
事

藩
知
事

挙
母
藩

挙
母
県

內
藤
文
成

〃

岡
崎
藩

岡
崎
県

本
多
忠
直

〃

西
端
藩

西
端
県

本
多
忠
鵬

〃

重
原
藩

重
原
県

板
倉
勝
逹

〃

菊
間
藩

菊
間
県

水
野
忠
敬

〃
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◎
明
治
五
年
一
月

　

名
古
屋
県
（
尾
張
）
額
田
県
と
合
し
て
愛
知
県
と
し
た
。
こ
れ
を
大
区
制
に
し
九
大
区
に
分
け
た
。（
関
係
分
）

農
業
政
策

明
治
政
府
は
廃
藩
置
県
を
断
行
し
新
し
い
行
政
区
劃
は
で
き
た
が
、
財
政
難
に
は
惱
ま
さ
れ
通
し
で
あ
つ
た
。
安
定
し

た
歳
入
の
途
を
開
く
た
め
、
明
治
六
年
に
地
租
改
正
を
行
う
こ
と
に
な
つ
た
。
簡
単
に
い
う
と
新
政
府
も
幕
府
と
同
じ

よ
う
に
農
民
か
ら
の
貢
租
を
財
政
の
基
礎
に
し
よ
う
と
し
た
。し
か
し
そ
れ
は
い
ま
ま
で
の
よ
う
な
年
貢
と
は
違
つ
て
、

現
物
納
（
米
で
年
貢
を
お
さ
め
る
）
で
な
く
、
金
納
（
稅
と
し
て
金
で
出
す
）
と
さ
れ
、
年
々
の
收
穫
の
何
割
と
き
め

ら
れ
て
い
た
の
が
、
地
価
の
3
％
と
定
め
ら
れ
た
た
め
に
、
年
々
同
額
の
租
稅
を
出
す
よ
う
に
な
つ
た
。
貢
納
義
務
者

　

第
二
大
区

碧
海
郡

第
十
一
大
区

幡
豆
郡

　

第
三
大
区

幡
豆
郡

◎
明
治
九
年
八
月
二
十
一
日

　

第
四
大
区

加
茂
郡

い
ま
ま
で
の
大
小
区
を
廃
し
十
八
区
に
分
け
た

◎
明
治
五
年
十
一
月
二
十
七
日

第

九

区

碧
海
郡
全
部

　

第
八
大
区

加
茂
郡
（
設し
た

樂ら

郡ぐ
ん

の
內
十
三
ヵ
村
）

第
十
二
区

加
茂
郡
（
西
加
茂
郡
）
幡
豆
郡

　

第
九
大
区

碧
海
郡
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が
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
耕
作
者
で
な
く
、
土
地
所
有
者
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
、
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
政
府
は

こ
れ
に
よ
つ
て
年
に
一
定
の
額
の
金
納
地
租
を
か
く
保
す
る
こ
と
が
で
き
、
財
政
は
安
定
し
た
基
礎
の
上
に
た
つ
こ
と

に
な
つ
た
。

小
作
料
は
收
穫
の
六
割
を
越
え
、
地
租
と
し
て
は
そ
の
中
の
半
分
位
を
金
に
代
え
て
納
め
れ
ば
よ
く
、
利
益
を
う
け
た

の
は
、
地
主
で
あ
つ
て
、
働
く
農
民
は
幕
府
時
代
と
少
し
も
か
わ
ら
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

新
時
代
は
地
主
に
対
し
て
土
地
の
所
有
権
を
完
全
に
み
と
め
る
こ
と
に
な
り
、
官
有
地
と
民
有
地
と
の
二
大
別
を
生
じ

た
。
そ
し
て
政
府
・
地
主
の
原
野
の
開
こ
ん
・
河
川
の
改
修
・
浅
瀨
の
干
拓
を
試
み
て
增
產
を
全
国
的
に
は
か
る
よ
う

に
な
つ
た
。
か
う
し
た
氣
運
の
中
に
都
築
彌
厚
の
鄕
土
開
拓
の
精
神
は
伊
予
田
与
八
郞
、
岡
本
兵
松
に
う
け
つ
が
れ
る

こ
と
に
な
つ
た
。

（2）
伊
予
田
与
八
郞
の
人
物
と
事
業

名
は
宗
綱
、
通
称
は
与
八
郞
と
い
つ
た
。
文
政
五
年
四
月
八
日
（
一
八
二
二
年
）
碧
海
郡
阿
彌
陀
堂
村
（
碧
海
郡
上
鄕

村
大
字
阿
彌
陀
堂
）
の
淸
水
伝
右
衛
門
の
三
男
と
し
て
生
れ
た
。
少
さ
い
時
か
ら
親
戚
の
伊
予
田
喜
右
衛
門
に
養
わ
れ

嗣
子
（
あ
と
つ
ぎ
）
と
な
つ
た
。
伊
予
田
家
は
代
々
農
を
本
業
と
し
、
上
野
手
永
組
三
十
三
箇
村
の
大
庄
屋
を
つ
と
め

て
い
た
。
与
八
郞
は
長
じ
る
と
そ
の
職
を
つ
ぎ
、
岡
崎
藩
主
の
命
を
う
け
そ
の
領
地
一
万
石
の
采さ
い

地ち

を
管
理
す
る
こ
と
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に
な
つ
た
。そ
の
こ
ろ
采
地
の
碧
海
郡
粟あ
わ

寺で
ら

村
・

下
村
・
馬ば

場ゞ
村
な
ど
の
四
ヵ
村
は
矢
作
川
の
土

砂
が
つ
も
り
つ
も
つ
て
地
形
が
大
へ
ん
に
変
り

常
に
排
水
が
き
わ
め
て
わ
る
く
、こ
と
に
長
雨
・

大
雨
の
時
に
は
矢
作
川
の
水
が
增
水
し
て
、
湧

水
が
お
び
た
ゞ
し
く
出
て
、
稻
田
は
忽
ち
水
面

下
に
沒
し
て
農
家
の
苦
心
も
全
く
水
の
泡
に
帰

し
て
し
ま
う
こ
と
が
度
々
で
あ
つ
た
。
又
矢
作

川
の
堤
防
が
決
壞
す
る
時
な
ど
は
附
近
一
帶
は

泥
海
と
な
つ
て
收
穫
は
皆
無
と
な
つ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、粟
寺
村
に
伊
与
田
善
兵
衛
と
い
う
人
が
あ
つ
た
。

嘉
永
三
年
三
月
（
一
八
五
〇
年
）
惡
水
路
開
さ
く
工
事
の
計
画
を
立
て
て
領
主
岡
崎
藩
の
本
多
美
濃
守
に
願
を
出
し
た
。

慶
応
二
年
本
多
美
濃
守
に
ふ
た
ゝ
び
願
い
出
た
。
善
兵
衛
は
当
地
ば
か
り
で
な
く
碧
海
郡
安
城
村
外
七
十
二
ヵ
村
、
西

加
茂
郡
一
ヵ
村
、
幡
豆
郡
十
一
ヵ
村
、
合
計
八
十
四
ヵ
村
に
亘
る
大
き
な
計
画
で
あ
つ
て
、
碧
海
郡
高
浜
村
（
碧
海
郡

高
浜
町
）
の
海
面
ま
で
測
量
し
水
を
落
す
計
画
で
あ
つ
た
。
当
時
は
諸
藩
の
領
土
が
い
り
み
だ
れ
て
岡
崎
藩
の
み
の
力

伊 予 田 与 八 郞 像
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で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
つ
た
。
善
兵
衛
は
こ
の
惨
狀
を
見
る
に
し
の
び
ず
つ
い
に
四
ヵ
村
の
村
吏
と
共
に
庄

屋
の
伊
予
田
与
八
郞
に
依
賴
し
た
。

与
八
郞
は
大
い
に
賛
成
し
、
早
速
善
兵
衛
と
同
道
し
実
地
を
見
聞
し
た
結
果
、
水
路
の
予
定
を
拡
大
し
安
城
町
は
じ
め

桜
井
村
に
一
線
を
掘
れ
ば
、
約
十
万
石
の
生
產
を
得
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
そ
の
水
を
矢
作
川
下
流
に
放
出
す
る
計

画
を
立
て
、
水
量
の
不
足
は
矢
作
川
の
水
を
分
流
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
補
お
う
と
し
、
東
奔
西
走
し
苦
心
さ
ん
た
ん
そ

の
実
現
を
図
つ
た
。

そ
こ
で
密
か
に
他
領
に
入
り
夜
間
測
量
を
試
み
、
あ
る
い
は
雨
天
を
冒
し
て
実
地
を
踏
査
し
て
、
よ
う
や
く
粟
寺
村
外

六
ヵ
村
の
同
意
を
得
て
ま
た
岡
崎
藩
主
本
多
候
に
願
を
さ
し
出
し
た
の
で
あ
つ
た
。
藩
主
は
与
八
郞
を
呼
び
出
し
て
事

実
を
き
ゝ
決
心
の
ほ
ど
を
試
み
た
の
に
、
与
八
郞
は
身
命
を
な
げ
う
つ
て
も
実
行
す
る
固
い
決
心
を
示
し
た
の
で
牧
奉

行
は
じ
め
代
官
を
主
任
と
し
て
こ
の
事
業
に
協
力
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
板
倉
候
（
重
原
藩
）
の
奉
行
関
野
淸
一
郞
を
は

じ
め
開
さ
く
の
事
を
喜
ば
な
い
者
が
多
く
あ
つ
た
の
で
与
八
郞
は
幕
府
代
官
赤
坂
出
張
所
に
訴
え
、
安
政
元
年
（
一
八

五
四
年
）
赤
坂
出
張
所
元
締
阪
田
芳
助
の
実
地
検
査
を
受
け
許
可
を
得
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
事
の
な
る
の
に
は
つ
ね

に
困
難
と
障
害
が
起
る
。
多
く
の
反
対
に
あ
つ
て
つ
い
に
許
可
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
し
か
し
か
れ
の
一
度

も
え
あ
が
つ
た
鄕
土
社
会
の
た
め
の
土
地
改
良
の
熱
情
は
少
し
も
消
え
な
か
つ
た
。
一
度
や
二
度
の
失
敗
や
困
難
に
ま
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け
ず
公
益
で
与
八
の
た
め
に
地
域
社
会
公
益
の
た
め
に
や
り
と
げ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ら
先
覺
者
の
偉
大
さ
が
あ

る
。
そ
こ
で
与
八
郞
は
岡
崎
藩
よ
り
の
手
を
通
じ
て
、
尾
張
藩
に
依
賴
し
、
大
藩
の
力
を
借
り
て
本
工
事
を
成
功
さ
せ

よ
う
と
し
、
尾
張
藩
の
書
面
を
添
え
て
も
ら
い
、
中
泉
代
官
に
願
い
出
た
。
慶
応
二
年
十
月
（
一
八
六
六
年
）
幕
府
は

勘
定
役
大
島
東
一
郞
・
普
請
役
長
島
・
井
上
等
を
派
し
て
地
理
を
見
聞
せ
し
め
た
。
こ
の
時
、
板
倉
領
內
の
検
地
を
し

て
い
た
時
、
野
田
村
神か
ぐ

樂ら

山や
ま

（
碧
海
郡
依
佐
美
村
大
字
野
田
）
に
至
つ
た
折
、
領
內
の
農
民
は
数
千
の
む
し
ろ
旗
を
お

し
立
て
、
竹
槍
・
鎌
を
も
つ
て
幕
吏
の
検
地
を
妨
害
し
た
。
神
樂
山
事
件
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
よ
つ

て
幕
府
の
力
で
も
つ
て
、
本
多
（
岡
崎
）・
板
倉
（
重
原
）・
土
井
（
刈
谷
）
の
三
藩
護
衛
の
下
で
測
量
し
十
一
月
三
日

に
至
つ
て
よ
う
や
く
終
つ
た
。

慶
応
三
年
九
月
（
一
八
六
七
年
）
幕
府
は
さ
ら
に
中
泉
代
官
大

竹
庫
三
郞
を
つ
か
わ
し
て
実
地
検
分
を
な
さ
し
め
た
が
決
定
す

る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
つ
た
。
こ
う
し
て
与
八
郞
の
苦
心
さ
ん

た
ん
の
計
画
は
み
の
つ
て
い
つ
た
。
し
か
し
明
治
維
新
と
な
り

世
の
中
は
一
変
し
、
額
田
県
が
廃
せ
ら
れ
て
愛
知
県
と
な
り
、

ま
た
中
絕
し
て
し
ま
つ
た
。こ
の
時
碧
海
郡
新
川
町
鶴つ
る

ヵ
崎さ
き（
碧

神樂山事件当時の竹槍
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南
市
新
川
町
）
の
岡
本
兵
松
は
五
箇
野
ヵ
原
（
碧
海
郡
明
治
村
大
字
石
井
）
か
ら
起
つ
て
都
築
彌
厚
の
遺
図
を
大
成
し

よ
う
と
計
画
し
与
八
郞
の
計
画
と
合
流
し
、
さ
ら
に
新
政
府
下
の
愛
知
県
と
い
う
官
庁
が
こ
れ
に
加
わ
り
、
期
せ
ず
し

て
西
三
河
を
開
拓
せ
ん
と
す
る
一
大
計
画
に
ま
で
発
展
し
た
。
岡
本
兵
松
と
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

（3）
岡
本
兵
松
の
人
物
と
事
業

兵
松
は
文
政
四
年
八
月
五
日
（
一
八
二
一
年
）
碧
海
郡
新
川
町
鶴
ヵ
崎
（
碧
南
市
新
川
町
字
鶴
ヵ
崎
）
に
生
れ
た
。
幼

名
を
篠し
の

吉き
ち

と
い
い
、
同
村
の
岡
本
友
蔵
の
養
子
と
な
つ
た
。
嘉
永
二
年
九
月
十
五
日
（
一
八
四
九
年
）、
年
二
十
八
才

の
時
、
幡
豆
郡
錦き
ん

城じ
よ
う

町
（
幡
豆
郡
西
尾
町
字
錦
城
）
の
士
族
山
內
右
衛
門
の
妹
そ
み
を
妻
と
し
た
。

家
業
は
農
業
の
傍
ら
、
味
噌
醤
油
製
造
業
を
営
み
、
南
部
屋
と
と
な
え
廻
船
問
屋
を
も
業
と
し
、
そ
の
上
菊
間
藩
の
御

用
逹
を
つ
と
め
て
い
た
。
い
わ
ば
地
方
の
豪
農
で
あ
り
、
事
業
家
で
あ
つ
た
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）
兵
松
は
都

築
彌
厚
の
五
男
增
太
郞
所
有
の
、
五
箇
野
ヵ
原
の
山
林
約
十
五
町
步
を
買
い
と
り
こ
ゝ
に
移
住
し
た
。
そ
し
て
移
住
者

た
ち
に
、
農
具
・
種
子
を
分
ち
与
え
農
業
に
從
事
せ
し
め
た
。
井
戶
を
掘
り
、
蒸
氣
力
で
水
を
汲
む
設
備
を
し
た
け
れ

ど
も
、
用
水
の
不
足
の
た
め
に
定
住
す
る
者
が
な
か
つ
た
。
た
ま
た
ま
城
ヵ
入
村
（
碧
海
郡
明
治
村
大
字
城
ヵ
入
）
の

榊さ
か
き

原ば
ら

吉き
ち

彌や

が
文
化
年
中
、
都
築
彌
厚
の
測
量
し
た
明
治
用
水
設
計
図
を
渡
し
た
の
で
兵
松
は
喜
び
、
安
政
五
年
（
一

八
五
八
年
）
か
ら
数
回
に
わ
た
つ
て
幕
府
方
へ
願
を
出
し
た
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）
家
を
弟
篠し
の

助す
け

に
ゆ
ず
り
改



四
五

名
し
て
兵
松
と
い
い
、
用
水
開
さ
く
工
事
に
專

念
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。
こ
ゝ
に
彌
厚
の
遺
業

が
再
び
う
け
つ
が
れ
兵
松
は
こ
の
設
計
に
つ
き

彌
厚
の
目
論
ん
だ
の
と
は
、
多
少
変
更
し
た
。

そ
れ
は
矢
作
川
の
川
床
が
彌
厚
の
設
計
し
た
の

よ
り
も
一
米
も
上
昇
し
て
い
る
の
で
越
戶
村
よ

り
分
水
す
る
必
要
が
な
く
、
そ
の
上
西
加
茂
郡

に
は
開
拓
す
る
土
地
が
な
い
の
で
下
流
の
西
加

茂
郡
今
村
（
西
加
茂
郡
挙
母
町
大
字
今
村
）
か

ら
分
流
し
て
安
城
町
大
字
大
浜
茶
屋
か
ら
、
桜
井
村
に
導
き
、
矢
作
川
本
流
に
落
す
と
い
う
計
画
を
立
て
た
。
明
治
元

年
（
一
八
六
八
年
）
の
こ
ろ
か
ら
、
京
都
民
政
局
・
豊
橋
裁
判
所
・
三
河
県
・
伊
奈
県
足
助
支
庁
・
額
田
県
と
（
こ
の

こ
ろ
は
明
治
維
新
で
行
政
機
関
が
度
々
変
つ
た
）、
用
水
開
さ
く
工
事
の
請
願
を
し
た
が
、
許
さ
れ
な
か
つ
た
。
そ
の

間
の
苦
心
、
苦
労
は
ま
こ
と
に
さ
ん
た
ん
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
前
に
の
べ
た
よ
う
に
機
が
熟
し
、
矢
作
川
水

路
開
さ
く
調
節
工
事
を
企
て
て
い
た
伊
予
田
与
八
郞
と
兵
松
が
こ
こ
に
協
同
す
る
こ
と
に
な
り
設
計
を
立
て
、
明
治
五

岡 本 兵 松 像



四
六

年
十
二
月
十
日
（
一
八
七
二
年
）
許
可
を
願
い
出
た
。
両
人
が
協
同
し
て
や
る
よ
う
に
す
す
め
た
の
は
、
愛
知
県
令
で

あ
つ
て
、
こ
ゝ
に
官
の
援
助
を
う
け
る
ま
で
に
す
す
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
伊
予
田
・
岡
本
の

こ
れ
ま
で
の
血
の
に
じ
む
努
力
と
熱
情
と
苦
心
は
利
害
を
越
え
た
社
会
公
共
の
た
め
へ
の
高
い
理
想
に
う
ち
こ
む
尊
い

姿
と
い
え
よ
う
。

明
治
六
年
三
月
十
八
日
（
一
八
七
三
年
）
生
田
参
事
・
高
原
権ご
ん

中ち
ゆ
う

属ぞ
く

な
ど
実
地
に
調
査
し
、測
量
を
行
つ
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
工
事
費
が
あ
ま
り
た
く
さ
ん
か
か
る
の
で
、
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
安や
す

場ば

保や
す

和か
ず

が
愛
知
県
令
と
な
つ
た
。
安
場
は
深
く
こ
の
堀
割
の
事
業
の
地
域
社
会
に
有
益
で
あ
る
の
を
見
て
協
力
し
、
県

官
黒
川
治じ

愿け
ん

、
第
九
区
長
（
碧
海
郡
長
）
市
川
一
貫
な
ど
を
通
じ
て
民
に
ね
ん
ご
ろ
に
了
解
さ
し
た
。
二
三
の
村
の
反

対
は
あ
つ
た
が
、
黒
川
ら
の
力
添
え
で
こ
ゝ
に
始
め
て
農
民
は
大
い
に
さ
と
り
、
異
議
の
な
い
こ
と
を
示
し
協
力
す
る

よ
う
に
な
つ
た
。

明
治
九
年
九
月
に
な
つ
て
許
可
に
な
つ
た
。
兵
松
・
与
八
郞
を
は
じ
め
、
関
係
者
の
喜
び
は
言
語
に
絕
し
、
お
ど
り
あ

が
る
歡
喜
の
思
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
物
事
は
つ
ね
に
新
に
障
害
が
加
わ
る
。
そ
こ
を
つ
き
ぬ
け
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
し
か
し
工
事
費
は
実
に
七
万
五
千
七
百
四
十
円
余
の
巨
額
に
上
り
、
出
願
人
あ
る
い
は
民
力
に
よ
つ
て
出
金
す

る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
か
つ
た
。今
度
は
用
水
工
事
の
経
費
に
つ
き
い
ろ
い
ろ
難
関
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
つ
た
。



四
七

兵
松
は
す
で
に
今
ま
で
に
自
分
の
財
產
や
親
戚
の
財
產
ま
で
も
費
し
、
工
事
資
金
に
窮
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
こ
で
名
古

屋
・
大
垣
・
近
江
・
大
阪
な
ど
へ
出
か
け
て
金
の
く
め
ん
に
奔
走
し
た
。
伊
予
田
・
岡
本
の
至
誠
に
動
か
さ
れ
、
明
治

十
一
年
（
一
八
七
八
年
）
金
主
方
の
投
資
を
得
て
、
四
百
八
十
八
町
步
の
溜
池
敷
地
及
官
林
を
与
え
る
と
い
う
約
束
の

下
に
許
可
さ
れ
た
。
時
に
明
治
十
一
年
三
月
十
八
日
（
一
八
七
八
年
）
で
あ
つ
た
。

つ
い
に
右
の
五
名
の
投
資
者
を
得
て
、
い
よ
い
よ
こ
こ
に
実
現
の
は
こ
び
に
い
た
つ
た
。
県
官
荒
木
講
三
郞
、
浜
島
豊

主
任
と
な
り
、
黒
川
治
愿
が
こ
れ
を
統
轄
し
て
工
事
に
着
手
し
与
八
郞
ま
た
現
場
の
指
揮
督
励
に
当
り
明
治
十
三
年
四

月
（
一
八
八
〇
年
）
に
至
り
よ
う
や
く
西
加
茂
郡
今
村
（
西
加
茂
郡
擧
母
町
大
字
今
村
）
よ
り
碧
海
郡
安
城
町
大
字
今

上
倉
池
ま
で
水
路
が
開
通
し
た
。
そ
の
後
明
治
十
七
年
六
月
（
一
八
八
四
年
）
に
至
つ
て
明
治
用
水
開
さ
く
工
事
が
全

く
竣
工
し
た
。
与
八
郞
は
こ
の
た
め
に
多
く
の
費
用
を
つ
か
い
倒
產
し
、
家
族
離
散
の
不
幸
を
見
る
に
至
つ
た
。
明
治

二
十
八
年
二
月
二
十
七
日
（
一
八
九
五
年
）
七
十
四
才
を
以
て
つ
い
に
歿
し
た
。
岡
本
兵
松
自
身
も
完
成
の
年
八
月
、

永
年
の
疲
労
か
ら
動
脈
症
に
か
ゝ
つ
た
。
十
七
年
ご
ろ
全
く
落
ち
ぶ
れ
の
身
と
な
り
、
病
床
に
し
ん
ぎ
ん
す
る
よ
う
に

（
註
）
金

主

方

加
藤
太
兵
衛

海
西
郡
福
原
新
田
（
海
部
郡
立
田
村
）

田
中
勘
七
郞

額
田
郡
岡
崎
能
見
町
（
岡
崎
市
）

黒
宮
許も
と

三さ
ぶ

郞ろ
う

海
西
郡
山
路
村
（
海
部
郡
立
田
村
）

本
多
兵ひ

ょ
う

三さ
ぶ

郞ろ
う

碧
海
郡
新
堀
村
（
碧
海
郡
矢
作
町
）

中
根　

祐た
す
く

額
田
郡
六ろ

っ
く供

村
（
岡
崎
市
六
供
町
）



四
八

な
つ
た
。
雜
木
林
の
西
三
河
一
体
を
美
田
化
し
た
経
世
済
民
の
二
人
の
先
覚
者
に
報
わ
れ
た
も
の
は
こ
れ
で
あ
つ
た
。

い
か
に
か
れ
ら
が
全
身
全
靈
を
う
ち
こ
み
、
私
を
す
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
犠
牲
に
し
て
経
世
済
民
の
た
め
社
会
の
た
め

に
努
力
し
て
き
た
か
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
偉
業
が
う
ず
も
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
世
に
通
じ
な
い
こ
と

は
な
い
。
至
誠
天
に
通
ず
る
。
明
治
十
六
年
十
月
（
一
八
八
三
年
）
藍ら
ん

授じ
ゆ

褒ほ
う

賞し
よ
うを

賜
り
、
ま
た
明
治
二
十
三
年
（
一
八

九
〇
年
）
尾
三
の
地
に
（
尾
張
・
三
河
）
明
治
天
皇
大
演
習
統
監
の
た
め
御
出
で
の
さ
い
、
拜
謁
を
賜
つ
た
。
岡
本
兵

松
は
病
の
た
め
辞
退
し
た
。
一
地
方
人
が
陛
下
に
拜
謁
を
賜
つ
た
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
の
狀
態
か
ら
い
え
ば
、
破
の

格
こ
と
で
あ
り
、
い
か
に
か
れ
ら
の
事
業
が
偉
大
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日
夜
灌
漑
す
る
明

治
用
水
の
配
水
区
域
の
一
万
余
町
步
の
住
民
は
、
い
ま
に
愛
敬
の
念
を
も
つ
て
年
々
祭
を
行
つ
て
い
る
と
同
時
に
、
有

形
無
形
の
中
に
あ
た
え
た
社
会
敎
化
は
や
が
て
西
三
河
一
帶
に
い
ろ
い
ろ
の
美
風
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
近
代
的
技
術

を
と
り
い
れ
る
に
不
充
分
な
こ
の
ご
ろ
、
く
も
の
巢
の
如
く
用
水
路
延
長
七
十
余
里
の
も
と
を
な
す
明
治
用
水
の
こ
の

大
土
木
工
事
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
新
政
府
の
勧
農
政
策
と
し
て
、
愛
知
県
が
自
ら
工

事
に
あ
た
つ
た
こ
と
が
、
工
事
を
一
面
は
か
ど
ら
し
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
明
治
用
水
の
大
工

事
は
明
治
十
二
年
一
月
二
十
八
日
（
一
八
七
九
年
）
い
よ
い
よ
着
手
せ
ら
れ
た
。
愛
知
県
よ
り
は
黒
川
治
愿
が
総
監
督

で
、
土
木
係
の
榊
原
・
靑
山
・
浜
島
・
荒
木
な
ど
の
県
官
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
つ
て
手
が
下
さ
れ
た
。
ま
づ
加
茂
郡
今
村



四
九

（
西
加
茂
郡
挙
母
町
大
字
今
村
）
地
內
の
矢
作
川
分
水
口
か
ら
測
量
と
同
時
に
場ば

割わ
り

入に
う

札さ
つ

を
行
つ
た
。

今
村
分
水
口
を
水
源
と
し
そ
の
閘こ
う

口こ
う

に
（
開
い
た
り
閉
じ
た
り
す
る
水
門
）
幅
七
・
三
米
（
四
間
）
長
さ
二
七
・
二
米

（
十
五
間
）
の
杁い
り

樋ひ

を
伏
せ
こ
み
一
番
杁
と
し
、
扉
を
開
き
用
水
を

引
き
入
れ
、
あ
る
い
は
矢
作
川
洪
水
の
さ
い
に
は
こ
れ
を
閉
じ
て
、

水
害
を
防
ぐ
し
く
み
で
あ
つ
た
。
そ
の
か
た
わ
ら
矢
作
川
に
一
八
一

八
米
余
（
一
〇
〇
〇
問
）
に
亘
る
長
い
堰せ
き

（
水
の
流
れ
を
ふ
さ
ぐ
と

こ
ろ
）
を
鎭ち
ん

石せ
き

で
も
つ
て
き
ず
き
上
げ
、
一
つ
の
堤
防
で
本
流
の
水

を
せ
き
止
め
る
の
で
あ
る
。
水
量
が
增
せ
ば
堰せ
き

扉ひ

（
堰
の
と
び
ら
）

が
自
然
に
開
い
て
水
を
調
節
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
水
量
の
少

い
時
は
こ
の
扉
を
閉
じ
水
を
用
水
の
方
へ
入
る
よ
う
に
こ
し
ら
え

た
。
碧
海
郡
渡と

刈が
り

地
內
（
碧
海
郡
上
鄕
村
大
字
渡
刈
）
に
至
り
幅
七
・

三
米
（
四
間
）
長
さ
二
一
・
八
米
（
十
二
間
）
の
杁
樋
を
伏
せ
こ
み

こ
れ
之
を
二
番
杁
と
し
洪
水
の
さ
い
一
番
の
樋
が
破
損
し
て
も
こ
れ

を
防
ぐ
し
く
み
に
な
つ
て
い
る
。
な
お
暴
風
雨
急
水
な
ど
で
一
時
に

明治用水堰扉の遠景



五
〇

水
の
增
し
た
時
は
こ
の
一
番
、
二
番
の
樋
の
間
で
矢
作
川
へ
吐
き
出
す
の
で
あ
る
。

ま
た
渡
刈
村
上
の
切
鄕
の
入
口
に
至
つ
て
三
番
の
杁
樋
を
伏
せ
て
洪
水
を
防
ぐ
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
鴛お

し

鴨か
も

村

と
永え

覚か
く

新し
ん

鄕ご
う

の
境
（
碧
海
郡
上
鄕
村
）
に
約
六
三
六
・
三
米
（
三
百
五
十
間
）
の
低
い
谷
が
あ
つ
て
土
地
が
急
に
低
く
、

狭は
ざ

間ま

で
あ
つ
た
。
よ
つ
て
敷し

き

五
四
・
五
米
（
三
十
間
）
高
さ
六
・
一
米
（
二
十
尺
）
の
幅
一
八
・
二
米
（
十
間
）
の
堤

を
き
ず
き
上
げ
、
こ
れ
に
底
面
七
・
三
米
（
四
間
）
の
水
路
を
こ
し
ら
え
た
。
本
事
業
中
の
最
大
の
工
事
で
あ
つ
た
。

下
流
の
広ひ
ろ
く
て畔
（
碧
海
郡
上
郁
村
）
に
至
つ
て
知
立
用
水
と
い
う
一
水
路
を
開
い
た
。
後
に
こ
れ
を
西
井
水
路
（
西
井
筋
）

と
い
い
、
下
流
十
八
ヵ
村
に
亘
つ
て
い
る
。
本
流
は
広
畔
新
鄕
地
內
・
里
村
地
內
・
大
浜
茶
屋
村
地
內
（
碧
海
郡
上
鄕

村
安
城
町
大
字
里
大
浜
茶
屋
）
を
通
り
東
海
道
を
橫
ぎ
り
今
村
地
內
（
碧
海
郡
安
城
町
大
字
今
）
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

明
治
十
三
年
四
月
六
日
流
水
し
た
の
が
最
初
で
、四
月
十
八
日
盛
大
な
開
通
式
を
あ
げ
た
。
そ
の
後
安
城
と
今
の
境（
碧

海
郡
安
城
町
大
字
安
城
字
曲か
ね
の
て

尺
手
）
か
ら
東
西
二
流
に
分
か
れ
西
水
路
を
甲
の
新
用
水
路
（
後
に
中
井
筋
）
と
い
い
、

今
村
は
じ
め
十
ヵ
村
に
配
水
さ
れ
衣
ヵ
浦
湾
に
入
つ
て
い
る
。
又
東
水
路
を
乙
の
新
用
水
路
（
後
に
東
井
筋
）
と
い
い

安
城
村
は
じ
め
五
ヵ
村
に
灌
漑
し
矢
作
川
へ
落
し
、
な
お
こ
の
水
を
矢
作
川
を
樋ひ

管か
ん

に
し
て
川
面
を
貫
き
（
後
川
下
を

貫
く
）（
幡
豆
郡
十
一
ヵ
村
平
坂
町
寺
津
町
）
に
灌
漑
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
を
明
治
用
水
と
い
い
、
あ
る
い
は

明
治
川
と
名
づ
け
た
。
本
用
水
の
幹
流
十
三
里
、
支
流
十
八
里
余
、
橋
梁
の
数
六
百
二
十
余
ヵ
所
で
あ
つ
た
。
そ
し
て



五
一

田
畠
・
宅
地
・
山
林
原
野
す
べ
て
反
別
七
十
余
町
步
（
関
係
区
域
三
郡
十
六
ヵ
町
村
）
を
灌
漑
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。

総　

工　

費

明
治
用
水
路
工
事
費
記

碧
海
郡
明
治
村
大
字
榎
前

齋
藤
勘
吾
氏
所
蔵

　

明
治
十
五
年
十
二
月
二
十
一
日
（
一
八
八
二
年
）

一
、
明
治
用
水
路
工
費

　

金
五
万
六
千
三
百
四
十
七
円
五
十
四
錢
四
厘

一
、
外

　

金
八
万
七
千
百
五
十
四
円
二
十
三
錢
九
厘

合
計 

十
四
万
三
千
五
百
一
円
七
十
八
錢
三
厘

官
の
援
助
保
護
の
下
に
行
わ
れ
た
が
、
資
金
面
は
ほ
と
ん
ど
個
人
の
負
擔
の
形
で
、
岡
本
・
伊
予
田
の
奔
走
に
よ
る
田

中
勘
七
郞
外
四
名
の
出
資
で
、
し
か
も
県
は
出
資
者
に
代
物
賠
償
と
し
て
用
水
開
さ
く
の
結
果
不
用
に
な
つ
た
官
有
溜

池
四
百
八
十
八
町
步
を
与
え
た
の
で
、
郡
民
の
人
々
は
一
錢
の
負
擔
も
な
か
つ
た
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
の
開
墾
土
木
工

事
史
の
上
に
類
を
見
な
い
特
徴
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
だ
け
岡
本
・
伊
予
田
を
中
心
と
し
て
、
出
資
者
の
協
力
に
苦
心
と

努
力
が
は
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。



五
二

◎
工
事
灌
况
聞
書

　

近
藤
梅
吉
氏

碧
海
郡
高
岡
村
大
字
竹

安
政
四
年
生　

当
年
九
十
三
才
。
現
存

昭
和
二
十
五
年
六
月
十
六
日
聞
書

私
は
明
治
用
水
の
堀
割
の
時
は
二
十
才
か
二
十
一
才
の
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
工
事
は
本
流
渡
刈
地
內
（
碧
海
郡
上
鄕
村
大

字
渡
刈
）
の
堀
割
で
仕
事
に
出
か
け
た
。
竹
村
か
ら
渡
刈
の
現
場
ま
で
は
約
六
粁
（
一
里
半
）
ば
か
り
あ
る
。
ち
よ
う

ど
冬
の
最
中
で
多
分
明
治
十
二
年
と
思
う
。
午
前
四
時
ご
ろ
に
起
き
る
の
で
あ
る
か
ら
眞
暗
ら
で
あ
る
。
食
事
を
す
ま

せ
五
時
ご
ろ
か
ら
あ
る
い
て
現
場
ま
で
一
時
間
半
、七
時
ご
ろ
向
う
へ
つ
き
七
時
半
ご
ろ
か
ら
仕
事
に
と
り
か
ゝ
つ
た
。

こ
の
時
よ
う
や
く
朝
日
が
少
し
登
つ
た
こ
ろ
で
、
ま
だ
大
地
は
冷
え
き
つ
て
い
る
。
大
体
十
時
ご
ろ
ま
で
仕
事
を
や
り

ち〇

や〇

の〇

こ〇

（
十
時
ご
ろ
の
辨
当
）
を
と
り
少
し
休
み
、
そ
れ
か
ら
二
時
ご
ろ
に
又
飯
で
（
ひ
る
め
し
）
少
し
休
み
、
五

時
ご
ろ
の
ま
つ
く
ら
に
な
る
ま
で
働
い
た
。
も〇

つ〇

こ〇

と
い
う
も
の
で
土
を
は
こ
ん
だ
。
鍬
も
巾
の
ひ
ろ
い
頑
丈
に
で
き

て
い
る
一
貫
匁
も
あ
る
重
い
も
の
で
あ
つ
た
。
寒
中
で
あ
る
が
汗
び
つ
し
よ
り
だ
。
仕
事
を
終
つ
て
家
へ
帰
る
の
は
八

時
半
ご
ろ
に
な
つ
て
し
ま
う
。
辨
当
は
四
食
分
、
四
回
（
あ
さ
・
十
時
・
二
時
・
夕
）
も
食
べ
る
。
そ
れ
は
自
分
持
ち

で
一
日
働
い
て
普
通
十
八
錢
位
で
あ
る
が
、
私
は
二
十
五
錢
も
ら
つ
た
。
大
へ
ん
に
う
れ
し
く
て
今
も
忘
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
の
こ
ろ
は
白
米
一
升
四
錢
五
厘
か
ら
五
錢
五
厘
で
あ
つ
た
か
ら
、
米
五
升
分
も
ら
え
た
ら
大
し
た
も
の



五
三

で
あ
つ
た
。
な
か
な
か
仕
事
は
え
ら
か
つ
た
。
伊
予
田
さ
ん
と
か
、
岡
本
さ
ん
と
か
い
う
方
は
一
日
お
き
位
私
ら
の
仕

事
を
見
に
こ
ら
れ
た
も
の
だ
。
か
く
て
官
・
出
資
者
・
郡
の
人
々
に
よ
り
①
溜
池
の
四
百
八
拾
八
町
步
開
墾
田
②
山
林

原
野
三
千
三
百
六
拾
五
町
水
田
③
や
せ
畠
四
千
五
百
六
十
一
町
步
水
田
④
耕
地
千
二
百
町
步
井
敷
良
田
⑤
灌
水
田
三
千

二
百
八
十
八
町
步
良
田　

の
西
三
河
一
帶
を
美
田
化
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。

（4）
西に
し

澤ざ
わ

眞し
ん

蔵ぞ
う

の
事
業

Ⅰ
枝し

だ
れ下

用よ
う

水す
い

の
起
源

か
う
し
て
鄕
土
開
発
は
、
新
政
府
の
授
助
の
下
に
各
地
に
行
わ
れ
た
が
、
明
治
用
水
開
さ
く
は
碧
海
郡
を
中
心
と
し
た

地
方
の
農
村
開
発
の
も
と
を
つ
く
つ
た
が
、
さ
ら
に
一
面
西
加
茂
郡
・
碧
海
郡
二
郡
に
ま
た
が
る
西
三
河
山
間
部
の
荒

無
地
の
開
墾
が
企
て
ら
れ
た
。

明
治
十
年
ご
ろ
（
一
八
七
七
年
）
西
加
茂
郡
越
戶
村
の
人
藤
井
東
四
郞
・
塚
田
兼
吉
な
ら
び
に
同
郡
花
本
村
の
水
谷
淸

藏
・
大
岩
惣
十
・
大
岩
惣
六
・
大
岩
五
六
・
安
藤
与
重
の
七
名
の
者
が
協
力
し
、
地
方
開
発
の
た
め
、
矢
作
川
か
ら
水

を
分
流
し
て
堀
割
工
事
を
企
て
非
常
な
困
難
と
欠
乏
と
た
ゝ
か
い
な
が
ら
、
た
び
た
び
時
の
県
令
に
歎
願
し
、
あ
る
時

は
內
務
省
に
出
頭
し
て
事
情
を
の
べ
、
明
治
十
三
、
四
年
こ
ろ
に
至
り
よ
う
や
く
事
業
の
有
利
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
、
明
治
十
六
年
に
西
加
茂
郡
西に
し
し
だ
れ

枝
下
を
水
源
と
し
て
同
郡
越こ
し

戶ど

字
岩い
わ

波な
み

（
西
加
茂
郡
猿
投
村
）
に
至
る
水
路
約
二
七



五
四

二
七
米
（
千
五
百
間
）
が
竣
工
さ
れ
た
。
こ
れ
が
た
め
七
名
の
者
は
家
產
を
失
い
継
続
し
て
工
事
を
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
涙
を
の
ん
で
事
業
を
中
止
す
る
の
や
む
な

き
に
い
た
つ
た
。
こ
れ
が
枝
下
用
水
の
前
身
で

開
さ
く
の
は
じ
め
で
あ
つ
た
。

Ⅱ
西
澤
眞
蔵
の
人
物
と
事
業

西
澤
眞
蔵
は
滋
賀
県
愛あ
い

知ち

郡ぐ
ん

八や

木ぎ

庄し
よ
う

村
大
字

野の

の々

目
の
人
で
あ
る
。
弘
化
三
年
十
月
（
一
八

四
六
年
）
に
生
れ
た
。
家
は
綿
布
商
で
祖
先
か

ら
の
業
を
う
け
つ
ぎ
、
尾
張
や
三
河
の
綿
布
を

買
い
と
り
、
こ
れ
を
大
阪
の
本
店
に
送
り
、
な

お
九
州
長
崎
に
も
支
店
を
お
き
、
鹿
児
島
方
面
に
ま
で
販
路
の
道
を
ひ
ら
い
た
。
生
来
眞
蔵
は
正
直
で
腹
の
太
い
と
こ

ろ
が
あ
つ
た
。
ま
た
一
面
細
い
点
に
注
意
し
日
常
の
生
活
は
ず
い
ぶ
ん
き
り
つ
め
て
節
約
し
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
志
す
と
こ
ろ
に
向
つ
て
は
万
金
を
な
げ
う
つ
て
も
お
し
ま
な
い
風
が
あ
つ
た
。
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三

年
）
大
阪
銀
行
創
立
に
発ほ
つ

起き

人に
ん

と
な
り
、
翌
年
島
根
県
松ま
つ

江え

の
第
七
九
国
立
銀
行
の
危
機
を
す
く
い
、
後
大
阪
銀
行
と

西 澤 眞 蔵 像



五
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合
併
し
、
翌
十
八
年
大
阪
北
浜
に
雜
貨
商
部
を
設
け
て
專
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
輸
出
し
製
品

を
販
賣
し
て
い
た
。
次
い
で
同
十
九
年
製
絲
場
を
綱つ
な

島じ
ま

に
設
け
翌
二
十
年
洋
服
会
社
溫
見
社
を
大
阪
に
建
て
る
な
ど
、

つ
ぎ
つ
ぎ
に
こ
の
よ
う
な
新
事
業
を
企
て
た
。
こ
ゝ
に
年
と
共
に
私
財
が
增
し
経
済
界
に
重
き
を
な
す
よ
う
に
な
つ
た

こ
れ
よ
り
先
、
明
治
十
六
年
越
戶
字
岩
波
ま
で
開
さ
く
し
た
水
路
が
そ
の
ま
ゝ
中
止
し
て
あ
つ
た
の
を
、
明
治
十
七
年

五
月
に
県
は
継
続
事
業
と
し
て
越
戶
・
花
本
・
荒
井
の
三
大
字
（
西
加
茂
郡
猿
投
村
）
に
命
じ
て
県
費
四
百
円
の
補
助

を
以
て
同
年
十
二
月
に
な
つ
て
開
さ
く
し
た
。
け
れ
ど
も
事
業
が
大
き
く
そ
の
上
資
本
が
乏
し
く
ま
た
中
止
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
つ
た
。
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
年
）
愛
知
県
知
事
勝か
つ

間ま

田だ

稔み
の
るは
そ
の
事
業
の
中
止
さ
れ
て
い
る
の
を
残
念

に
思
い
資
本
家
を
物
色
中
、
折
よ
く
こ
ゝ
に
西
澤
眞
蔵
の
あ
る
の
を
知
り
勧
誘
し
、
直
接
こ
の
事
業
の
遂
行
を
希
望
し

た
の
で
あ
る
。
西
澤
は
す
で
に
綿
布
の
買
付
な
ど
で
当
地
方
の
狀
况
を
ほ
ぼ
知
つ
て
い
た
の
で
、
直
ち
に
実
地
を
視
察

し
た
と
こ
ろ
、
將
来
有
望
の
土
地
と
し
て
開
拓
に
一
役
買
お
う
と
こ
の
事
業
を
ひ
き
う
け
着
手
す
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。

Ⅲ
工
事
の
槪
要

西
澤
が
こ
の
事
業
を
行
う
に
あ
た
つ
て
ま
ず
勝
間
田
知
事
と
契
約
を
結
ん
だ
。

◎
工
事
竣
工
後
は
そ
の
代
償
と
し
て
用
水
沿
線
の
官
有
林
一
千
六
百
町
步
の
拂
下
げ
を
す
る
こ
と
。

◎
開
さ
く
後
不
用
に
な
る
從
来
の
溜
池
床
地
を
無
償
で
ゆ
ず
り
渡
す
こ
と
。



五
六

◎
水
利
権
は
永
久
に
西
澤
個
人
に
す
る
こ
と
。

右
の
条
件
の
約
束
が
成
立
し
西
澤
は
ま
ず
土
地
を
測
量
し
、
そ
の
高
低
を
測
り
、
区
域
を
按
分
し
て
工
事
を
四
区
に
分

け
継
続
事
業
と
し
て
水
路
の
開
さ
く
を
は
じ
め
た
。
岩
を
断
ち
、
溝
を
掘
り
石
を
つ
み
堤
を
き
ず
き
何
万
人
も
の
人
夫

を
使
い
前
後
七
ヵ
年
を
費
し
て
つ
ぎ
の
四
区
の
工
事
を
終
つ
た
。

◎
水
路
本
流
（
枝
下
用
水
本
線
）

　

 

西
加
茂
郡
猿
投
村
大
字
西
枝
下
か
ら
矢
作
川
の
水
を
分
流
し
て
大
字
越
戶
西
大
戶
か
ら
挙
母
町
大
字
西
山
室
に
至
る

二
一
・
一
三
一
粁
（
五
・
二
里
）
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
年
）
に
竣
工
。

◎
東

用

水

路

　

 

西
加
茂
郡
挙
母
町
大
字
下
市
場
か
ら
分
流
し
碧
海
郡
上
鄕
村
大
字
永え

覚か
く

新し
ん

鄕ご
う

に
至
る
九
・
三
〇
二
粁
（
二
・
四
里
）

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）
八
月
竣
工
。

◎
中

用

水

路

　

西
加
茂
郡
挙
母
町
大
字
下
市
場
か
ら
分
れ
、
碧
海
郡
安
城
町
大
字
里
に
至
る
一
〇
粁
（
二
・
五
里
）
明
治
二
十
五
年

（
一
八
九
二
年
）
八
月
竣
工
。

◎
西

用

水

路



五
七

　

西
加
茂
郡
挙
母
町
大
字
挙
母
字
釜
ヵ
淵
か
ら
碧
海
郡
高
岡
村
大
字
駒こ
ま

場ば

に
至
る
一
三
・
三
六
四
粁
（
三
・
三
里
）。

　

明
治
二
十
七
年
三
月
（
一
八
九
四
年
）
竣
工
。

　

以
上
の
四
水
路
で
総
延
長
五
三
・
七
九
四
粁
（
一
三
・
四
四
七
里
）
を
開
さ
く
し
た
。
初
め
の
予
定
金
額
は
六
万
五

千
七
百
円
で
あ
つ
た
が
実
際
の
工
費
は
十
万
余
円
を
要
し
、
そ
の
間
七
年
間
の
工
事
中
暴
風
洪
水
の
た
め
に
欠
潰
個
所

の
復
旧
費
な
ど
に
も
十
万
円
も
要
し
、
総
工
費
二
十
余
万
円
に
も
逹
し
予
定
設
計
よ
り
約
三
倍
余
も
か
ゝ
つ
た
。
こ
れ

が
た
め
西
澤
は
費
用
の
支
出
に
困
り
つ
い
に
鄕
里
の
財
產
は
勿
論
自
分
の
経
営
す
る
商
店
の
資
金
も
こ
と
ご
と
く
こ
の

費
用
に
投
じ
尽
し
て
、
な
お
不
足
し
て
い
る
の
で
親
戚
に
依
賴
し
て
資
金
を
調
逹
し
た
。
そ
の
間
の
苦
心
は
想
像
に
あ

ま
り
あ
る
も
の
が
あ
つ
た
。
し
か
し
竣
工
後
に
お
い
て
の
代
償
契
約
の
一
つ
で
あ
つ
た
官
有
山
林
は
そ
の
後
御
料
局
用

地
と
な
ろ
う
と
し
、
な
お
勝
間
田
知
事
の
転
任
に
よ
り
主
務
省
の
交
涉
が
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
、
西
澤
は
県
庁
に
出
て

先
約
を
主
張
し
、
よ
う
や
く
交
涉
の
結
果
僅
か
に
六
百
九
十
町
步
の
低
価
賣
下
げ
を
得
た
の
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
そ
の

他
不
用
溜
池
の
床
地
十
一
町
步
（
見
積
金
額
二
万
八
千
円
）
と
水
路
の
配
水
料
（
一
万
八
千
円
）
と
を
合
し
て
も
約
四

万
六
千
円
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
明
治
二
十
七
年
十
二
月
に
は
永
久
に
亘
る
水
利
権
も
わ
ず
か
三
万
円
の
代
償
で
堀ほ
り

內う
ち

信ま
こ
とに
ゆ
ず
り
渡
す
の
や
む
な
き
に
至
つ
た
。
眞
蔵
の
意
中
察
す
る
に
あ
ま
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。
翌
二
十
八
年
七
月
、

堀
內
信
は
さ
ら
に
こ
の
水
利
権
を
皆み
な

川か
わ

礼れ
い

に
ゆ
ず
つ
て
し
ま
つ
た
。
同
二
十
九
年
五
月
に
皆
川
は
起
業
者
眞
蔵
に
ゆ
ず



五
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り
も
ど
す
こ
と
ゝ
な
つ
た
。
西
澤
は
「
自
分
は
官
庁
の
言
を
信
じ
て
巨
額
の
資
產
を
失
つ
た
け
れ
ど
も
幸
に
も
一
望
の

荒
野
が
美
田
と
な
り
国
の
富
を
增
し
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
」
と
人
に
語
つ
た
。
つ
い
に
積
年
の
心
労
で
病
に
か
ゝ
り
、

明
治
三
十
年
三
月
一
日
（
一
八
九
七
年
）
五
十
一
才
で
歿
し
た
。
前
後
二
十
余
年
、
二
十
余
万
の
費
用
を
投
じ
て
一
千

六
百
十
余
町
步
の
面
積
を
開
拓
し
た
西
澤
の
功
績
は
全
く
偉
大
な
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
最
初
こ
の

事
業
を
計
画
し
工
事
に
着
手
し
た
本
枝
下
用
水
の
創
始
者
藤
井
東
四
郎
外
六
名
の
功
績
に
対
し
て
も
感
謝
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
か
く
し
て
世
の
た
め
社
会
の
た
め
に
つ
く
し
つ
つ
も
自
ら
は
財
を
失
い
、
前
後
二
十
有
余
年
の
努
力
も
そ

の
水
利
権
も
他
に
わ
た
さ
ざ
る
を
得
な
い
悲
境
の
中
に
、
荒
野
が
美
田
と
な
り
国
の
富
を
ま
し
、
地
方
に
や
く
だ
つ
た

こ
と
を
喜
ん
だ
彼
の
態
度
は
、
ま
こ
と
に
社
会
改
良
家
と
し
て
の
英
姿
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
西
澤
歿
後
、
長
子

眞
太
郎
が
家
を
継
い
だ
。
亡
父
眞
蔵
の
遺
し
た
借
財
は
巨
額
に
上
り
年
々
関
係
の
水
田
か
ら
入
い
る
水
利
権
の
利
益
を

も
つ
て
も
支
拂
う
こ
と
が
出
来
ず
、
又
利
息
も
年
々
か
さ
み
、
つ
い
に
明
治
三
十
一
年
三
月
、
眞
蔵
の
買
い
も
ど
し
た

用
水
権
を
ふ
た
た
び
河
村
隆た
か

実み

に
ゆ
ず
り
渡
す
の
悲
境
に
至
つ
た
。
同
三
十
五
年
一
月
（
一
九
〇
二
年
）
河
村
は
水
利

権
を
枝
下
普
通
水
利
組
合
に
ゆ
ず
り
渡
し
た
。
同
組
合
は
さ
ら
に
補
助
用
水
路
の
完
成
に
つ
と
め
た
。

◎
駒こ
ま

場ば

線

　

 

碧
海
郡
高
岡
村
大
字
竹
を
水
源
と
し
て
大
字
若
林
・
北
中
根
・
花は
な

園ぞ
の

な
ど
を
へ
て
駒
場
に
至
る
延
長
四
・
七
二
七
粁



五
九

（
一
・
二
里
）。
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
年
）
竣
工
。

◎
和か
ず

會え

線

　

 

碧
海
郡
高
岡
村
大
字
西
田
新
田
よ
り
大
字
上
野
を
へ
て
和
会
に
至
る
延
長
三
・
九
二
七
粁
（
約
一
里
）、
明
治
四
十

四
年
（
一
九
一
一
年
）
竣
工
。

◎
吉よ
し

原わ
ら

線

　

 

碧
海
郡
高
岡
村
大
字
竹
か
ら
大
字
若
林
地
內
を
へ
て
大
字
吉
原
に
至
る
延
長
二
・
一
八
一
粁
（
〇
・
五
五
里
）、
明

治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
年
）
竣
工
。

大
正
十
五
年
一
月
（
一
九
二
六
年
）
下
流
に
あ
る
明
治
用
水
普
通
水
利
組
合
と
合
併
し
、
こ
ゝ
に
大
規
模
な
灌
漑
用
水

と
し
て
全
国
屈
指
の
大
用
水
と
な
つ
た
。
西
澤
個
人
の
経
営
に
な
つ
た
こ
の
用
水
は
は
し
な
く
も
永
く
人
手
に
転
々
と

し
て
渡
つ
た
が
、
一
千
二
百
町
步
の
荒
地
開
墾
は
新
田
と
前
に
開
か
れ
た
田
地
四
百
六
十
町
步
、
合
計
一
千
六
百
六
十

町
步
の
耕
地
を
灌
漑
す
る
用
水
の
恩
惠
こ
れ
よ
り
の
增
收
米
は
実
に
三
千
三
百
二
十
石
、
年
々
歳
々
豊
穰
に
收
獲
を
收

め
、
永
遠
に
わ
た
る
国
土
增
產
に
役
立
ち
、
ま
た
地
方
民
の
受
け
る
恩
惠
は
測
り
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
実
に
西
加

茂
郡
、
碧
海
郡
両
郡
の
関
係
村
民
は
眞
蔵
の
功
業
を
德
と
し
、
各
地
に
碑
を
た
て
、
每
年
上
挙
母
万
德
寺
に
て
祭
典
を

行
い
、
報
恩
と
社
会
敎
化
に
役
立
つ
て
い
る
。


