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展
示
史
料
解
説

１
．
北
野
村
絵
図

明
和
九
年
（
一
七
七
二
）

西
脇
家
文
書
Ｃ

-

１

21

北
野
の
地
は
、
明
治
時
代
以
来
、
洋
館
の
建
ち
並
ぶ
モ
ダ
ン
な
町
と
し
て
発

展
し
て
き
た
が
、
そ
れ
以
前
の
す
が
た
を
一
言
で
い
え
ば
稲
作
を
中
心
生
業

と
す
る
典
型
的
な
農
村
だ
っ
た
。
北
野
村
の
集
落
は
主
に
山
裾
の
高
み
に
集

ま
っ
て
お
り
、
集
落
の
南
側
に
田
や
畑
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。
図
中
に
描
か

れ
て
い
る
家
の
数
は
、
実
際
の
家
数
と
同
じ
と
思
わ
れ
る
。
村
の
北
に
は

「
御

林

山
」
と
呼
ば
れ
る
山
を
背
負
い
、
東
側
に
は
旧
生
田
川
の
河
床
が

お
は
や
し
や
ま

ほ
ぼ
南
北
に
流
れ
て
い
る
が
、
こ
の
川
筋
は
北
野
村
の
属
す
る
摂
津
国

八
部
郡
と
隣
の
兎
原
郡
と
の
境
界
を
な
し
て
い
た
。
生
田
川
は
、
明
治
初

や
た
べ
ぐ
ん

う
ば
ら
ぐ
ん

年
に
付
け
替
え
ら
れ
、
現
在
の
新
幹
線
新
神
戸
駅
付
近
か
ら
ほ
ぼ
真
南
に
下

る
か
た
ち
に
大
き
く
変
化
し
、
旧
河
床
は
、
い
ま
は
フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド
の
敷

地
と
な
り
、
地
下
に
は
地
下
鉄
も
通
っ
て
神
戸
で
も
有
数
の
交
通
路
と
な
っ

て
い
る
。
図
中
、
黄
色
に
塗
ら
れ
た
北
野
村
の
土
地
を
横
切
る
よ
う
に
白
い

地
帯
が
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
、
北
野
村
の
相

給

領

主
・
旗
本
片
桐

あ
い
き
ゆ
う
り
よ
う
し
ゆ

氏
が
支
配
し
て
い
た
土
地
で
、
北
方
の
山
に
ま
で
続
い
て
い
る
。

２
．
北
野
村
絵
図

江
戸
時
代
中
期

北
野
村
文
書
14

本
図
も
江
戸
時
代
の
北
野
村
を
描
い
た
絵
図
だ
が
、
作
成
年
代
の
記
載
は
な

い
。
図
中
、
「
片
桐
新
之
丞
殿
知
行
所
」
と
い
う
記
載
が
み
ら
れ
る
が
、
旗

本
片
桐
家
で
新
之
丞
を
名
の
っ
た
人
物
は
、
慶
安
～
宝
永
こ
ろ
の
当
主
だ
っ

た
之
晴
、
宝
暦
・
天
明
年
間
こ
ろ
の
当
主
佑
賢
、
文
化
～
天
保
こ
ろ
の
当
主

定
祥
と
い
う
よ
う
に
少
な
く
と
も
三
名
は
お
り
、
特
定
は
難
し
い
。
も
う
一

つ
の
手
が
か
り
で
あ
る
村
役
人
の
名
前
か
ら
も
、
北
野
村
に
関
し
て
は
時
期

の
特
定
が
難
し
く
、
結
局
年
代
は
不
詳
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

３
．
山
本
通
壱
丁
目
弐
丁
目
絵
図
（
北
野
町
地
籍
図
）

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）

西
脇
家
文
書
Ｃ
３

「
土
地
台
帖
製
造
之
図
」
と
題
さ
れ
た
図
。
北
野
村
は
、
北
野
町
と
改
称
さ

れ
た
あ
と
、
さ
ら
に
山
本
通
一
丁
目
お
よ
び
二
丁
目
と
な
る
（
現
在
は
北
部

が
北
野
町
と
な
っ
て
い
る
）
。
土
地
台
帳
に
記
載
さ
れ
る
一
筆
一
筆
の
土
地

と
実
際
の
所
在
地
と
を
対
照
す
る
た
め
に
、
恐
ら
く
測
量
に
基
づ
い
て
製
作

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
北
野
村
の
領
域
を
リ
ア
ル
に
描
い
た
地
図
と

し
て
は
も
っ
と
も
初
期
の
も
の
の
一
つ
だ
ろ
う
。一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、

北
野
の
地
は
、
北
西
部
に
集
中
し
て
い
た
宅
地
を
除
く
と
、
ほ
ぼ
全
体
に
わ

た
っ
て
東
西
方
向
に
長
辺
を
も
つ
短
冊
型
の
区
画
が
並
ん
で
お
り
、
い
ず
れ

も
田
や
畑
と
の
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
緩
傾
斜
地
に
棚
田
が
ひ

か
ん
け
い
し
や
ち

た
な
だ

ろ
が
る
風
景
を
想
像
す
る
こ
と
が
容
易
に
で
き
よ
う
。
「
居

留

地
」
と
あ

き
よ
り
ゆ
う
ち

る
土
地
区
分
が
見
ら
れ
（
二
百
八
十
五
・
二
百
八
十
六
）
る
よ
う
に
、
少
し

ず
つ
外
国
人
に
よ
る
宅
地
化
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
明
治
九

年
こ
ろ
は
ま
だ
ま
だ
江
戸
時
代
以
来
の
農
村
景
観
が
残
さ
れ
て
い
た
だ
ろ

う
。
ち
な
み
に
、
現
在
風
見
鶏
の
館
が
建
て
ら
れ
て
い
る
土
地
に
は
、
も

か
ざ
み
ど
り

と
溜
池
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

４
．
北
野
村
新
開
検
地
帳

し
ん
か
い
け
ん
ち
ち
よ
う

慶
長
一
七
年
（
一
六
一
二
）
一
一
月

北
野
村
文
書
16

ま
だ
徳

川

家

康
や
豊

臣

秀

頼
が
生
存
し
て
い
た
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

と
く
が
わ
い
え
や
す

と
よ
と
み
ひ
で
よ
り

表
紙
に
「
御
蔵
入
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
北
野
村
が
江
戸
幕
府
領
だ
っ
た
こ

お
く
ら
い
り

ろ
の
検
地
帳
で
あ
る
。
検
地
帳
に
は
ふ
つ
う
、
土
地
一
筆
一
筆
に
つ
い
て
実

地
で
測
量
が
な
さ
れ
、
そ
の
デ
ー
タ
と
し
て
坪
名
、
地
種
、
等
級
、
地
積
、

つ
ぼ
な

石
高
、
名
請
人
が
書
き
上
げ
ら
る
が
、
本
帳
に
は
坪
名
記
載
は
な
い
。
表

な
う
け
に
ん

題
に
「
新
開
之
帳
」
と
あ
る
が
、
恐
ら
く
当
時
存
在
し
た
豊
臣
秀
吉
時
代
の

文

禄
検
地
帳
（
現
存
せ
ず
）
を
古
検
と
み
な
し
、
そ
れ
以
降
に
開
発
さ
れ

ぶ
ん
ろ
く

こ
け
ん

た
土
地
だ
け
を
ま
と
め
た
帳
面
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
帳

記
載
の
惣

石

高
は
二
三
石
四
斗
三
升
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
数
値
は
の
ち

そ
う
こ
く
だ
か

の
片
桐
領
分
の
新
田
分
を
除
く
基
本
石
高
に
等
し
い
。
つ
ま
り
本
帳
の
存
在

か
ら
、
の
ち
の
片
桐
領
二
三
石
四
斗
三
升
と
い
う
枠
組
み
が
、
太
閤
検
地
以

降
の
新
開
発
地
分
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
、
明

治
時
代
に
こ
の
片
桐
領
分
が
「
新

料
」
と
呼
ば
れ
る
の
も
こ
の
た
め
だ

し
ん
り
よ
う

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
末
尾
に
み
え
る
「
栃
尾
兵
左
」
と
い
う
代
官

の
名
が
み
え
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

５
．
北
野
村
水

帳

み
ず
ち
よ
う

慶
長
一
七
年
（
一
六
一
二
）
三
月(

近
世
中
期
カ)

北
野
村
文
書
12

年
記
上
で
は
現
存
す
る
北
野
村
の

古
の
史
料
と
な
る
。
水
帳
と
は
、
御
図

み

ず

帳

と
も
書
き
、
い
わ
ゆ
る
検
地
帳
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
請
人
の
中
に
享

ち
よ
う

保
年
間
の
別
の
文
書
に
あ
ら
わ
れ
る
名
前
（
「
見
益
」）
が
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
、
慶
長
当
時
の
も
の
と
み
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
表
紙
に
「
午
三
月
吉
日
」
と
あ
る
点
も
、

慶
長
一
七
年
は
子
の
年
で
あ
り
、
齟
齬
し
て
い
る
。
た
だ
本
帳
の
記
載
石
高

そ

ご

は
二
三
石
四
斗
三
升
で
あ
り
、
４
の
新
開
検
地
帳
と
同
様
、
後
に
旗
本
片
桐

領
分
と
な
る
石
高
と
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
本
帳
は
享
保
年
間
前
後
に
実

施
さ
れ
た
片
桐
領
分
の
検
地
デ
ー
タ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で

ル
ー
ツ
と
も
い
え
る
慶
長
一
七
年
と
い
う
年
号
が
表
紙
に
記
載
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

６
．
北
野
村
水
帳慶

長
一
七
年
（
一
六
一
二
）
三
月(

近
世
中
期
～
後
期
カ)

北
野
村
文
書
10

表
記
上
は
５
の
水
帳
と
同
じ
く
慶
長
一
七
年
三
月
付
だ
が
、
や
は
り
「
午
」

と
あ
り
、
内
容
も
慶
長
当
時
の
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
名
請
人
の
箇
所
に

貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
付
箋
に
記
載
さ
れ
て
い
る
名
前
が
、
お
よ
そ
一
九
世

紀
半
ば
か
ら
幕
末
く
ら
い
の
他
の
史
料
に
み
え
る
名
前
が
多
い
こ
と
か
ら
、

本
帳
記
載
デ
ー
タ
は
５
の
水
帳
よ
り
も
さ
ら
に
遅
い
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一

九
世
紀
前
半
あ
た
り
に
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
５
と
の
比
較

で
注
目
し
た
い
の
は
坪
名
記
載
で
、
た
と
え
ば
５
で
「
お
岩
池
」
と
あ
る
箇

所
が
本
帳
で
は
「
大
岩
池
」
に
変
化
し
て
い
る
な
ど
、
地
名
の
変
化
と
い
う

こ
と
を
み
る
う
え
で
興
味
深
い
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
。
以
上
三
点
の
検
地
帳

は
、
い
ず
れ
も
二
三
石
四
斗
三
升
の
片
桐
領
分
の
も
の
で
あ
り
、
北
野
村
全

体
の
デ
ー
タ
は
得
ら
れ
な
い
が
、
作
成
時
期
が
異
な
っ
て
お
り
土
地
の
変
遷

が
追
え
る
と
い
う
点
で
は
、
ま
こ
と
に
貴
重
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

７
．
北
野
村
検
地
帳

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
二
月

西
脇
家
文
書
Ａ
24

北
野
村
の
領
主
の
一
人
が
尼
崎
藩
青
山
家
だ
っ
た
こ
ろ
の
検
地
帳
。
文
禄
や

慶
長
の
検
地
帳
が
現
存
し
て
お
ら
ず
、
幕
府
領
と
な
っ
て
以
降
の
検
地
帳
も

存
在
し
な
い
の
で
、
事
実
上
尼
崎
～
幕
府
領
分
の
基
礎
的
土
地
台
帳
の
位
置

に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
事
実
、
石
高
の
総
計
は
一
九
四
石
九
斗
四
升
と

な
っ
て
お
り
、
幕
領
と
な
っ
て
以
降
の
村
高
（
新
田
を
除
く
）
と
し
て
免

定

め
ん
じ
よ
う

な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
数
値
と
一
致
し
て
い
る
。
記
載
内
容
は
、
地
種
、

等
級
、
寸
法
、
地
積
と
名
請
人
で
、
一
筆
毎
の
石
高
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
各
土
地
の
肩
に
は
、
坪
名
で
は
な
く
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
明

治
時
代
に
な
っ
て
付
け
ら
れ
た
地
番
の
地
積
と
合
致
し
て
い
な
い
の
で
、
北

野
村
の
尼
崎
～
幕
府
領
分
で
は
江
戸
時
代
段
階
か
ら
固
有
名
詞
の
坪
名
で
は

な
く
地
番
が
付
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
（
片
桐
領
分
で
は
坪
名
記
載

が
み
ら
れ
る
）
。

８
．
在
々
御
法
度
之
覚
書

ざ
い
ざ
い
ご
は
つ
と
の
お
ぼ
え
が
き

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
一
二
月

北
野
村
文
書
15

北
野
村
は
い
わ
ゆ
る
相

給

村

落
で
領
主
が
二
者
い
た
。
一
方
は
二
〇
数

あ
い
き
ゆ
う
そ
ん
ら
く

石
の
片
桐
氏
（
大
和
小
泉
藩
片
桐
氏
→
旗
本
片
桐
氏
）
だ
が
、
村
高
の
大
部

分
（
二
〇
〇
石
余
）
を
占
め
る
も
う
一
方
の
領
主
は
、
元
和
三
年
（
一
六
一

七
）
よ
り
宝
永
八
年
（
一
七
一
一
）
ま
で
が
尼
崎
藩
（
青
山
氏
）
、
そ
れ
以

降
は
幕
府
領
で
あ
っ
た
。
本
史
料
は
、
尼
崎
藩
領
時
代
の
貞
享
二
年
に
藩
よ

り
下
さ
れ
た
法
令
集
で
あ
る
。
内
容
は
、
在
方
の
村
々
が
守
る
べ
き
禁
制
が

中
心
で
、
全
部
で
四
六
ヶ
条
か
ら
な
る
。
『
尼
崎
市
史
』
第
五
巻
史
料
編
に

本
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
数
少
な
い
青
山
氏
時
代
の
尼
崎
藩
の

史
料
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

９
．
御
仕
置
五
人
組
帳
（
前
書
）

お

し

お

き

ご

に
ん

ぐ

み

ち
よ

う

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
二
月



- 2 -

西
脇
家
文
書
Ｃ
15

五
人
組
と
は
、
村
や
町
で
近
隣
の
五
戸
（
四
戸
・
六
戸
の
場
合
も
あ
り
）
を

一
組
と
し
て
、
相
互
監
視
や
連
帯
責
任
を
義
務
づ
け
る
単
位
と
し
て
編
成
さ

せ
る
江
戸
時
代
の
制
度
で
あ
る
。
制
度
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
毎
年
更
新
さ
れ

る
五
人
組
帳
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
前
文
と
し
て
五
人
組
と
し
て
遵
守
す
べ
き

法
令
が
記
さ
れ
（
前
書
）
、
そ
の
内
容
を
守
る
こ
と
を
五
人
組
全
員
が
請
け

合
っ
た
部
分
か
ら
な
っ
て
い
た
。
本
史
料
は
、
前
書
の
部
分
だ
け
が
独
立
し

た
も
の
だ
が
、
一
種
の
雛

形
と
し
て
村
に
保
管
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ひ
な
が
た

る
。
な
お
西
脇
家
文
書
に
は
も
う
一
点
同
様
の
も
の
が
あ
る
（
年
代
不
詳
）
。

．
高
札
写

こ
う
さ
つ
う
つ
し

10

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
五
月

西
脇
家
文
書
Ｃ
１

高
札
は
、
制

札
と
も
い
い
、
江
戸
幕
府
や
領
主
が
定
め
た
重
要
法
令
を
木

せ
い
さ
つ

製
の
板
に
書
き
記
し
、
村
の
中
心
部
な
ど
の
高
札
場
に
掲
示
す
る
こ
と
で
、

基
本
法
令
を
村
人
に
周
知
さ
せ
、
そ
の
遵
守
精
神
を
高
め
る
効
果
を
ね
ら
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
北
野
村
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
高
札
の
内
容

を
、
将
棋
の
こ
ま
を
横
に
長
く
延
ば
し
た
よ
う
な
五
角
形
の
木
札
の
か
た
ち

と
と
も
に
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
い
わ
ゆ
る
「
忠

孝

札
」

ち
ゆ
う
こ
う
さ
つ

や
「
親
子
兄
弟
札
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
領
主
へ
の
忠
義
、
親
へ
の

孝
行
を
中
心
に
夫
婦
兄
弟
が
つ
ね
に
仲
睦
ま
じ
く
あ
る
べ
き
こ
と
や
、倹
約
、

治
安
、
喧
嘩
の
禁
止
、
人
身
売
買
の
禁
止
な
ど
、
雑
多
だ
が
支
配
の
根
底
に

関
わ
る
よ
う
な
重
要
な
法
令
で
あ
る
。
領
主
は
、
村
人
に
と
っ
て
常
日
頃
か

ら
姿
が
み
え
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
が
、
高
札
が
村
の
中
心
に
常
時
掲
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
感
を
村
人
に
も
示
す
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

．
切
支
丹
御
改
寺
請
状
帳
（
宗

門

改

帳
）

き
り
し
た
ん
お
あ
ら
た
め
て
ら
う
け
じ
よ
う
ち
よ
う

し
ゆ
う
も
ん
あ
ら
た
め
ち
よ
う

11

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
三
月

西
脇
家
文
書
Ｃ
22

北
野
村
に
残
る
宗
門
改
帳
は
、
元
治
元
年
の
片
桐
領
分
の
も
の
の
み
で
あ
る
。

本
帳
に
は
、
当
主
以
下
家
族
の
名
前
が
年
齢
と
共
に
書
き
上
げ
ら
れ
、
当
主

の
箇
所
に
印
判
が
捺
印
さ
れ
る
。
そ
し
て

後
に
、
本
帳
記
載
の
全
員
が
キ

リ
ス
ト
教
徒
や
そ
の
関
係
者
で
は
な
い
こ
と
を
、
檀
那
寺
（
浄
土
宗
浄
福

だ
ん
な
で
ら

寺
）
が
請
け
合
う
文
言
を
記
し
て
、
片
桐
家
の
役
人
へ
宛
て
ら
れ
て
い
る
。

宗
門
改
帳
は
、
毎
年
更
新
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
デ
ー
タ
の
特
質
か
ら
事
実

上
、
村
の
戸
籍
の
よ
う
な
役
割
が
備
わ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

．
切
支
丹
御
改
五
人
組
誓
詞
帳

き
り
し
た
ん
お
あ
ら
た
め
ご
に
ん
ぐ
み
せ
い
し
ち
よ
う

12

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
三
月

西
脇
家
文
書
Ｃ
23

五
人
組
と
は
、
組

頭
を
勤
め
る
家
を
含
め
五
戸
（
四
戸
、
六
戸
の
場
合

く
み
が
し
ら

も
）
一
組
で
、
相
互
監
視
や
連
帯
責
任
な
ど
行
わ
せ
る
た
め
に
領
主
が
編
成

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
五
人
組
を
書
き
上
げ
た
の
が
、
五
人
組
帳
だ
が
、

通
常
五
人
組
帳
と
い
え
ば
、
９
の
よ
う
な
前
書
と
呼
ば
れ
る
法
令
の
遵
守
を

五
人
組
と
し
て
請
け
負
う
形
が
取
ら
れ
る
が
、
こ
の
北
野
村
片
桐
領
分
に
残

っ
た
も
の
は
、
構
成
員
全
員
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
な
い
こ
と
を
五
人
組
と
し
て

誓
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

．
生
田
川
筋
新
堤
争
論
絵
図

い
く
た
が
わ
す
じ
し
ん
づ
つ
み
そ
う
ろ
ん
え
ず

13

正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
六
月

西
脇
家
文
書
Ｃ
13

北
野
村
と
隣
村
生
田
村
と
の
間
で
数
年
来
争
わ
れ
て
き
た
、
生
田
川
の

「
新

堤
」
を
め
ぐ
っ
て
作
成
さ
れ
た
絵
図
。
本
図
は
、
そ
の
裏
書
き
か

し
ん
づ
つ
み

ら
、
争
論
の
裁
定
者
で
あ
る
幕
府
代
官
所
役
人
の
現
地
見
分
に
同
行
案
内
す

る
に
あ
た
り
正
徳
六
年
六
月
時
点
で
の
係
争
地
の
現
況
を
、
双
方
の
立
ち
会

い
の
も
と
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
図
中
中
央
に
白
く
描
か

れ
た
（
旧
）
生
田
川
筋
の
東
西
両
岸
に
は
黒
線
が
ひ
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が

従
来
か
ら
存
在
す
る
堤
だ
が
、
図
の
中
央
付
近
両
岸
と
も
緑
の
線
に
変
わ
っ

て
お
り
、
こ
の
部
分
が
今
回
の
争
論
の
係
争
地
で
あ
る
。
ま
た
、
水
流
を
抑

制
す
る
た
め
の
装
置
「
枠

蛇

籠
」
が
堤
に
そ
っ
て
両
岸
に
何
ヶ
所
か
描
か

わ
く
じ
や
か
ご

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
係
争
対
象
で
あ
っ
た
。
本
絵
図
の
特
徴
は
、
な
ん
と

い
っ
て
も
生
田
川
が
白
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
当
時
の

生
田
川
の
河
床
が
、
砂
や
石
で
ほ
ぼ
全
面
覆
わ
れ
、
水
流
が
あ
っ
て
も
途
中

地
下
に
浸
透
し
て
し
ま
い
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
の

が
誠
に
興
味
深
い
。

．
生
田
川
新
堤
争
論
裁
許
書
写

さ
い
き
よ
し
よ
う
つ
し

14

享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
九
月

西
脇
家
文
書
Ａ
７

北
野
村
と
生
田
村
と
の
間
で
争
わ
れ
た
生
田
川
の
新
堤
を
め
ぐ
る
争
論
に
つ

い
て
、
幕
府
の
代
官
所
が
下
し
た
裁
許
（
判
決
）
を
記
し
た
も
の
。
両
村
は

同
じ
幕
府
領
な
が
ら
管
轄
代
官
が
異
な
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
代
官
所
か
ら

役
人
が
現
地
に
下
っ
て
見
分
し
た
う
え
、
裁
断
を
下
し
た
。
双
方
と
も
に
、

相
手
方
の
村
の
川
岸
に
築
か
れ
て
い
る
堤
を
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
堤
を

無
断
で
構
築
し
た
と
主
張
し
て
い
た
が
、
北
野
村
側
の
も
の
は
数
年
前
の
水

害
で
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
堤
を
や
や
岸
寄
り
に
再
構
築
し
た
も
の
で
、
こ
れ

が
な
く
て
は
北
野
村
側
に
水
害
被
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
基
本

的
に
今
回
の
堤
は
そ
の
ま
ま
と
す
る
（
一
尺
＝
約
三
〇
㎝
ほ
ど
前
の
堤
よ
り

盛
り
上
げ
た
部
分
は
削
り
取
る
）
。
一
方
、
生
田
村
側
に
作
ら
れ
た
と
い
う

新
堤
は
、
水
行
に
影
響
が
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
こ
の
堤
が
な
い
と
生
田

村
の
集
落
が
水
害
被
害
に
遭
う
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
こ
の
ま
ま
と

す
る
。
今
後
、
双
方
共
に
川
筋
に
新
た
に
手
を
い
れ
る
こ
と
は
禁
止
す
る
、

と
の
裁
断
を
下
し
た
。
川
の
堤
防
構
築
に
あ
た
っ
て
は
、
片
方
の
堤
防
が
堅

固
に
な
れ
ば
他
方
の
岸
に
影
響
を
こ
う
む
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
で
、

両
岸
の
村
々
は
お
互
い
極
め
て
鋭
敏
に
事
に
対
処
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、

本
帳
は
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
作
成
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
。

．
北
野
村
山
林
図

15

安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
一
一
月

西
脇
家
文
書
Ｃ
４

か
つ
て
村
の
生
業
・
生
活
に
と
っ
て
山
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
が
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
山
で
柴
や
草
を
刈
り
取
り
、
堆
肥
や
燃
料
、
農
耕
牛
を
養

た
い
ひ

う

秣

、
屋
根
を
葺
く
茅
な
ど
に
使
用
す
る
。
ま
た
近
隣
の
町
場
へ
も
こ

ま
ぐ
さ

ふ

か
や

う
し
た
山
か
ら
の
収
穫
物
を
売
り
に
出
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
建
築

や
様
々
な
普
請
工
事
に
使
用
す
る
木
材
の
調
達
も
山
か
ら
行
っ
た
。
北
野
村

の
北
側
に
も
、
六
甲
山
の
山
塊
が
迫
っ
て
お
り
、
村
民
と
山
と
の
関
係
は
と

て
も
重
要
だ
っ
た
。
但
し
、
北
野
村
の
ば
あ
い
、
山
の
麓
に
近
い
あ
た
り
は

ほ
ぼ
「
御

林

山
」
で
覆
わ
れ
て
い
た
。
御
林
山
と
い
う
の
は
、
領
主
（
多

お
は
や
し
や
ま

く
の
場
合
江
戸
幕
府
）
直

轄
の
山
で
、
保
安
林
や
公
的
な
目
的
で
利
用

ち
よ
つ
か
つ

す
る
木
材
確
保
の
た
め
、
全
国
に
わ
た
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
た
。
御
林
山
に

指
定
さ
れ
て
い
る
エ
リ
ア
内
で
は
、
立
木
を
切
る
こ
と
は
お
ろ
か
み
だ
り
に

立
ち
入
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
一
定
の
利
用
料
を
支
払
う
こ
と
で

下
草
を
刈
る
こ
と
だ
け
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
北
野
村
に
は
、
幕
府
直
轄
の

御
林
山
と
と
も
に
も
う
一
方
の
領
主
片
桐
家
の
管
轄
す
る
御
林
山
も
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
御
林
山
の
奥
に
は
「
御
小
物
成
山
」
が
見
え
る
。
こ
こ
は
い
わ

ゆ
る
村
持
ち
の
山
で
北
野
村
が
単
独
で
利
用
で
き
る
エ
リ
ア
で
あ
る
が
、
一

定
の
用
益
が
生
じ
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
領
主
に
対
し
て
山
年
貢
を
納
め
る

必
要
が
あ
っ
た
。
村
の
北
東
方
や
北
西
方
に
は
「
立
会
草
山
」
が
見
え
る
が
、

こ
れ
は
、
福
原
庄
六
ヶ
村
（
北
野
・
神
戸
・
中
宮
・
花
熊
・
二
ツ
茶
屋
・
宇

ふ
た
つ
じ
や
や

治
野
）
が
共
同
利
用
す
る
エ
リ
ア
で
あ
る
。
山
裾
近
く
に
鎮
座
す
る
二
つ
の

神
社
の
背
後
に
は
「
宮
山
」
が
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
鎮
守
の
杜
と
し
て
村

人
か
ら
厚
く
保
護
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
絵
図
は
、
そ
の
細
密
さ
か

ら
考
え
て
山
の
区
分
表
示
が
主
な
主
題
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

．
北
野
村
片
桐
領
御
林
山
絵
図

16

宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
九
月

西
脇
家
文
書
Ｃ
８

北
野
村
の
領
主
の
う
ち
旗
本
片
桐
氏
の
管
轄
す
る
御
林
山
を
中
心
に
描
い
た

絵
図
。
領
主
役
人
が
北
野
村
を
見
分
の
た
め
や
っ
て
き
た
際
に
提
出
し
た
こ

と
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
場
所
は
、
天
神
社
と
そ
れ
に
附
属
す
る
宮
山
の
東

西
隣
に
位
置
し
て
い
た
。
比
較
的
狭
い
エ
リ
ア
な
が
ら
も
、
片
桐
領
分
に
と

っ
て
は
貴
重
な
林
山
だ
っ
た
。

．
北
野
町
持
山
割
図

も
ち
や
ま
わ
り
ず

17

明
治
初
期

西
脇
家
文
書
Ｃ
11

御
林
山
の
奥
に
北
野
村
の
持
山
エ
リ
ア
が
あ
っ
た
。
こ
こ
は
小
物
成
山
と
総

称
さ
れ
て
い
た
が
、
本
図
に
よ
れ
ば
東
（
右
）
か
ら
「
桜
ヶ
谷
」「
東
ヶ
瀧
」

「
吉
根
山
」「
山
の
谷
」「
砂
連
根
山
」「
西
ヶ
瀧
」「
西
山
」
に
大
き
く
区
分

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
山
内
は
、
帯
状
に
小
区
分
さ
れ
壱
番

か
ら
五
十
九
番
ま
で
の
番
号
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
所
持
者
の
名
が
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記
さ
れ
て
い
る
（
一
部
を
除
く
）
。
三
十
四
番
が
「
町
持
」
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
北
野
村
が
北
野
町
と
改
称
さ
れ
た
明
治
初
年
頃
の
図
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
な
お
、
ほ
ぼ
同
じ
主
題
で
所
持
者
の
名
だ
け
が
欠
け
た
絵
図

が
も
う
一
点
残
さ
れ
て
い
る
。

．
北
野
村
御
林
跡
新
田
検
地
帳

お
は
や
し
あ
と
し
ん
で
ん

18

享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）
八
月

西
脇
家
文
書
Ａ
１

御
林
山
に
指
定
さ
れ
た
土
地
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
農
耕
地
と
し
て
開
発
さ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
本
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
新
田
は
、
堂
徳
山
と
呼

ば
れ
る
御
林
山
を
開
発
し
て
畑
地
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
堂
徳
山
御
林
そ
の

も
の
は
後
年
に
も
残
っ
て
い
る
の
で
、
山
裾
の
緩
傾
斜
地
の
部
分
で
未
開
発

だ
っ
た
土
地
を
開
発
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
石
高
的
に
は
わ
ず
か
五
石
余
り
に

止
ま
っ
て
い
る
が
、
面
積
は
一
町
八
反
余
り
七
四
筆
に
わ
た
る
北
野
村
と
し

て
は
か
な
り
大
規
模
な
新
田
開
発
だ
っ
た
。
な
お
、
こ
こ
で
も
坪
名
で
は
な

く
地
番
が
一
筆
毎
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。

．
御
林
木
数
下
改
帳

お
は
や
し
き
か
ず
し
た
あ
ら
た
め
ち
よ
う

19

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
四
月

西
脇
家
文
書
Ａ
３

御
林
山
の
管
理
は
厳
重
で
、
時
に
は
山
内
の
立
木
す
べ
て
の
数
を
改
め
る
こ

と
さ
え
あ
っ
た
。
北
野
村
の
幕
府
領
御
林
山
に
つ
い
て
は
寛
政
五
年
の
下
改

帳
が
残
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
六
ヶ
所
あ
る
幕
府
御
林
山
に
は
松
が

三
五
三
六
本
生
え
、
長
さ
二
～
三
尺
の
苗
木
が
四
七
七
九
本
生
え
て
い
る
と

報
告
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
木
の
サ
イ
ズ
毎
の
内
訳
な
ど
も
報
告
さ
れ
て
い

る
が
、
北
野
村
の
御
林
山
の
立
木
の
特
徴
は
、
地
形
が
嶮
岨
で
、
か
つ
花
崗
岩

け
ん
そ

か
こ
う
が
ん

の
風
化
の
た
め
か
砂
利
が
ち
で
あ
る
た
め
木
の
生
長
が
悪
く
、
曲
が
っ
た
木

じ
や
り

や
節
だ
っ
た
木
が
多
い
の
で
「
御
用
木
」
と
し
て
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な

ご
よ
う
ぼ
く

い
と
説
明
し
て
い
る
。
な
お
旗
本
片
桐
領
の
御
林
山
で
も
立
木

改

め
が
実

あ
ら
た

施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
改
帳
が
西
脇
家
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。

．
御
林
山
山
番
一
札

20

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
二
月
八
日

西
脇
家
文
書
Ｂ
94

領
主
（
幕
府
）
の
管
轄
す
る
御
林
山
を
盗

伐
か
ら
防
ぐ
た
め
、
村
で
は
番

と
う
ば
つ

小
屋
を
設
け
、
五
人
の
山
番
人
を
そ
の
任
に
当
た
ら
せ
た
。
本
史
料
か
ら
番

人
は
一
年
交
替
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
史
料
で
は
、
前
任
者
ら
に
過
失

が
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
新
任
者
た
ち
も
真
摯
に
山
番

し
ん

し

を
勤
め
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。

．
郡
境
山
境
草
山
出
入
裁
許
絵
図

ぐ
ん
ざ
か
い
や
ま
ざ
か
い
く
さ
や
ま
で
い
り
さ
い
き
よ
え
ず

21

享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
一
〇
月
一
九
日

西
脇
家
文
書
Ｃ
14

享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
い
ら
い
摂
津
国
兎
原
郡
葺

屋

庄
（
東
側
）
と

ふ
き
や
の
し
よ
う

同
国
八
部
郡
福

原

庄
（
西
側
）
と
の
間
で
争
わ
れ
て
き
た
郡
の
境
界
と

ふ
く
は
ら
の
し
よ
う

草
山
の
境
界
争
い
に
つ
い
て
、
当
時
の
大

坂

城

代
と
大
坂
東
西
両
町
奉

お
お
さ
か
じ
よ
う
だ
い

行
が
裁
定
を
下
し
た
。
郡
境
に
つ
い
て
は
、
葺
屋
側
が
生
田
川
の
西
側
の
堤

根
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
福
原
側
は
生
田
川
の
中
央
部
が
境
目
で
あ
り
証

拠
書
類
も
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
点
の
裁
定
は
、
ほ
ぼ
福
原
庄
側
の

主
張
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
争
論
で
は
、
中
一
里
山
と
よ
ば
れ
る

六
甲
山
中
の
草
山
の
境
界
を
め
ぐ
っ
て
も
両
庄
の
間
で
争
わ
れ
て
い
る
。
中

一
里
山
と
は
、
六
甲
山
地
の
北
側
に
位
置
す
る
丹

生

山

田

庄

に
所
属

た
ん
じ
よ
う
や
ま
だ
の
し
よ
う

し
て
い
る
山
地
で
、
こ
こ
で
は
六
甲
山
南
麓
の
村
々
が
「
庄
」
単
位
で
一
定

領
域
の
独
占
的
な
利
用
を
行
い
、
そ
の
利
用
料
と
し
て
山
田
庄
に
各
「
庄
」

か
ら
「
山
手
米
」
が
支
払
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
山
中
の
こ
と
で
も
あ

や
ま
て
ま
い

り
、
確
定
し
て
い
た
は
ず
各
庄
の
利
用
境
界
も
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
不

分
明
と
な
っ
て
ゆ
き
、
隣
の
庄
同
士
で
、
そ
の
利
用
境
界
を
め
ぐ
る
争
い
が

お
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
争
論
で
は
、
双
方
の
主
張
の
根
拠

が
曖
昧
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
結
局
生
田
川

上
流
部
の
一
定
領
域
を
両

庄
の
入
会
（
共
同
利
用
）
と
裁
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ち
お
う
の
解
決

が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
本
図
は
、
表
に
係
争
地
域
を
精
彩
な
絵
図
に
あ

ら
わ
し
、
裁
定
の
内
容
を
図
示
す
る
と
と
も
に
、
裏
に
そ
の
裁
定
の
内
容
が

文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
測
量
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
が
、

川
筋
や
尾
根
筋
の
形
な
ど
は
驚
く
ほ
ど
実
際
の
地
形
に
似
せ
て
描
か
れ
て
お

り
、
裁
定
者
で
あ
る
幕
府
役
人
が
き
わ
め
て
厳
密
な
実
地
見
分
を
お
こ
な
っ

て
、
裁
定
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
図
中
、
生
田
川
（
現
在
の

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド
）
の
河
床
が
白
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
河
床
の
ほ

ぼ
全
面
を
石
が
覆
い
、
水
流
が
ほ
と
ん
ど
地
表
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
様
子

を
物
語
っ
て
い
る
。

．
郡
境
山
境
草
山
出
入
に
つ
き
返
答
書

22

享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
一
〇
月
一
二
日

西
脇
家
文
書
Ｂ
95

享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
に
裁
許
が
く
だ
っ
た
郡
境
山
論
草
山
争
論
は
、

生
田
村
を
は
じ
め
と
す
る
葺
屋
庄
三
ヶ
村
（
生
田
・
熊
内
・
中
）
が
原
告
と

な
っ
て
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
が
、
本
状
は
そ
の
反
対
弁
論
と
し
て
福
原
庄
六

ヶ
村
（
北
野
・
花
熊
・
宇
治
野
・
神
戸
・
二
茶
屋
・
中
宮
）
が
提
出
し
た
返

答
書
の
写
し
で
あ
る
。葺
屋
側
の
争
点
に
対
し
て
一
点
一
点
反
論
し
て
い
る
。

同
時
に
証
拠
書
類
も
提
出
さ
れ
た
模
様
で
、
自
ら
の
権
益
に
も
か
か
わ
る
こ

と
か
ら
徹
底
し
た
抗
弁
を
行
っ
て
い
る
。

．
北
野
村
年
貢
免
定

ね
ん
ぐ
め
ん
じ
よ
う

23

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
一
〇
月

西
脇
家
文
書
Ｂ
119

年
貢
免
定
と
は
、
年
貢
割

付

状
と
も
い
い
、
領
主
が
そ
の
年
の
年
貢
高

わ
り
つ
け
じ
よ
う

の
支
払
い
を
村
に
通
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
貢
の
内
容
は
、
田
畑
な
ど
土

地
に
賦
課
さ
れ
る
本
途
物

成
と
雑
税
で
あ
る
小
物
成
と
に
大
別
さ
れ
、
基

ほ
ん

と

も
の
な
り

こ
も
の
な
り

本
的
に
米
と
銀
（
上
方
に
お
け
る
基
本
通
貨
）
と
で
納
め
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
年
に
よ
っ
て
災
害
な
ど
に
よ
る
控
除
分
が
算
定
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
期
限
は
た
い
て
い
の
ば
あ
い
極
月
（
一
二
月
）
で
、
村
は
こ
の
免
定

に
交
付
を
う
け
て
、
村
内
で
の
割
り
付
け
を
行
う
と
と
も
に
、
期
限
ま
で
に

何
度
か
に
分
け
て
年
貢
を
納
め
る
。
本
史
料
は
、
幕
府
が
発
給
し
た
免
定
だ

が
、
か
な
り
余
裕
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
た
め
実
に
長
大
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
青
木
楠
五
郎
は
幕
府
の
代
官
。

．
北
野
村
年
貢
皆
済
目
録

か
い
さ
い
も
く
ろ
く

24

嘉
永
四
年
（
一
八
五
〇
）
三
月

西
脇
家
文
書
Ｂ
66

多
く
の
場
合
三
月
に
発
給
さ
れ
る
年
貢
皆
済
目
録
は
、
そ
の
前
年
の
年
貢
が

免
定
に
よ
っ
て
通
達
さ
れ
て
い
た
上
納
額
す
べ
て
が
完
済
さ
れ
た
こ
と
を
領

主
が
確
認
し
た
こ
と
を
村
に
通
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
皆
済
目
録
に
は
、
免

定
に
記
載
の
な
い
付
加
税
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
る
な
ど
若
干
の
差
額
が
生
じ

て
い
る
が
、
方
法
や
納
入
先
な
ど
の
上
納
実
績
な
ど
の
記
載
に
重
点
が
お
か

れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
「
定
納
物
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
小
物
成
に

つ
い
て
、
北
野
村
は
こ
の
こ
ろ
も
っ
と
も
記
載
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
水
車

や
酒

樽
、
素

麺
な
ど
農
業
以
外
の
職
業
に
従
事
す
る
村
民
が
い
た
こ
と
を

さ
か
だ
る

そ
う
め
ん

示
し
て
い
る
。

．
北
野
村
年
貢
免
定

25

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
一
一
月

西
脇
家
文
書
Ｂ
133

北
野
村
の
一
方
の
領
主
、
旗
本
片
桐
家
は
、
わ
ず
か
二
七
石
余
り
だ
け
と
は

い
え
れ
っ
き
と
し
た
一
人
の
領
主
だ
っ
た
。
同
家
に
よ
る
北
野
村
支
配
は
寛

永
年
間
よ
り
幕
末
ま
で
二
四
〇
年
の
長
き
に
わ
た
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
片
桐
家
も
北
野
村
に
対
し
毎
年
年
貢
免
定
を
発
行
し
、
村
も
そ
れ
に
応

え
て
き
た
。
旗
本
片
桐
氏
本
人
は
江
戸
に
常
住
し
て
い
た
が
、
領
地
の
す
べ

て
は
上
方
（
大
和
国
、
河
内
国
、
摂
津
国
）
に
あ
っ
た
た
め
、
領
地
支
配
の

た
め
の
陣
屋
（
役
所
）
を
大
和
国
添

下
郡
豊

浦
村
（
現
大
和
郡
山
市
）
に

そ
え
じ
も

と
よ
う
ら

置
い
て
い
た
。
免
定
は
こ
の
豊
浦
役
所
よ
り
通
達
さ
れ
て
い
た
で
の
あ
る
。

．
北
野
村
年
貢
免
定

26

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
一
〇
月

北
野
村
文
書
４

年
貢
收
取
の
方
式
は
、
政
権
が
江
戸
幕
府
か
ら
明
治
新
政
府
に
移
っ
て
も
基

本
的
に
は
踏

襲
さ
れ
た
。
幕
府
領
は
、
そ
の
ま
ま
新
政
府
に
接
収
さ
れ

と
う
し
ゆ
う

た
た
め
、
西
摂
地
方
の
幕
府
領
を
引
き
継
い
だ
兵
庫
県
か
ら
免
定
が
発
給
さ

れ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
幕
府
領
時
代
と
し
く
み
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、

全
体
的
に
簡
略
な
も
の
に
な
り
、
さ
ら
に
小
物
成
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い

る
な
ど
の
変
化
も
う
か
が
え
る
。
ち
な
み
に
、
差
し
出
し
人
の
「
伊
五
位
」

と
は
、
兵
庫
県
の
初
代
知
事
と
な
っ
た
伊
藤
博
文
の
こ
と
で
あ
る
。

．
免
定
御
下
げ
に
つ
き
願
書

27
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文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
八
月
一
一
日

西
脇
家
文
書
Ｂ
193

北
野
村
の
大
部
分
は
江
戸
幕
府
の
直
轄
領
で
あ
る
が
、
実
際
に
支
配
を
担
当

し
て
い
る
の
は
、
勘
定
奉
行
所
配
下
の
代
官
だ
っ
た
。
西
摂
地
域
に
位
置
す

る
当
村
は
、
大
坂
に
お
か
れ
て
い
た
代
官
所
（
谷
町
代
官
所
か
鈴
木
町
代
官

所
）
の
支
配
を
受
け
て
い
る
時
期
が
多
か
っ
た
が
、
時
に
他
所
に
あ
る
代
官

所
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
本
史
料
は
、
京
都
に
置
か
れ
て
い
た

代
官
所
（
代
官
小
堀
主
税
）
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
北
野
村
を
含

む
八
部
郡
の
九
ヶ
村
が
、
ほ
ん
ら
い
各
村
ご
と
に
受
け
取
る
べ
き
年
貢
免
定

を
、
遠
方
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
九
ヶ
村
の
「
組
合
惣
代
」
（
代
表
者
の
こ

と
）
が
ま
と
め
て
受
け
取
る
こ
と
を
代
官
に
願
っ
た
も
の
。

．
田
畑
砂
入
帳

す
な
い
り

28

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
六
月

西
脇
家
文
書
Ａ
33

生
田
川
は
ふ
だ
ん
水
流
も
少
な
く
、
河
原
は
上
流
か
ら
流
さ
れ
て
き
た
砂
や

玉
石
で
覆
わ
れ
て
い
た
が
、い
ざ
大
雨
が
降
る
と
た
ち
ま
ち
洪
水
が
発
生
し
、

ひ
ど
い
と
き
に
は
河
床
か
ら
水
が
あ
ふ
れ
て
、
流
域
に
大
き
な
被
害
を
も
た

ら
し
た
。
北
野
村
も
例
外
で
は
な
く
、
川
に
近
い
場
所
に
あ
る
田
畑
は
し
ば

し
ば
水
害
に
遭
っ
た
。
本
史
料
が
作
成
さ
れ
た
寛
保
二
年
の
二
年
前
の
元
文

五
年
（
一
七
四
〇
）
に
起
こ
っ
た
水
害
で
北
野
村
の
田
畑
が
大
き
な
被
害
に

あ
っ
た
が
、
そ
の
復
旧
工
事
を
進
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
寛
保
二
年
に
ま
た
ま

た
洪
水
が
発
生
し
て
、
せ
っ
か
く
復
旧
し
つ
つ
あ
っ
た
田
畑
が
再
び
被
害
に

遭
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
被
害
は
、
「
砂
入
」
と
い
う
田
畑
に
土
砂
が

流
入
し
た
状
態
、
「
水
押
」
と
い
う
田
畑
が
水
に
押
し
流
さ
れ
た
状
態
に
分

け
て
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

．
北
野
村
年
貢
免
定

29

享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
一
一
月

西
脇
家
文
書
Ｂ
104

毎
年
決
ま
っ
た
時
期
に
発
給
さ
れ
る
年
貢
免
定
は
、
一
見
記
事
内
容
の
変
化

が
な
く
単
調
な
も
の
に
思
え
る
が
、
よ
く
み
る
と
実
際
に
は
年
ご
と
の
変
化

が
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
免
定
は
、
北
野
村
に
残
る
も
っ
と
も
古

い
年
貢
免
定
の
一
つ
だ
が
、
実
は
歴
史
的
に
重
要
な
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
「
当
子
虫
附
水
損
」
と
い
う
記
載
が
そ
れ
で
、
こ
れ
は

と
う
ね
む
し
つ
き
す
い
そ
ん

江
戸
時
代
の
三
大
飢
饉
の
ひ
と
つ
享
保
の
大
飢
饉
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
稲

き
き
ん

を
食
べ
る
虫
（
ウ
ン
カ
説
が
有
力
）
の
大
発
生
が
こ
こ
北
野
村
で
も
見
ら
れ

た
こ
と
を
し
め
し
て
お
り
、
当
地
で
は
さ
ら
に
大
水
害
も
発
生
し
、
農
地
が

多
大
な
被
害
を
被
っ
た
こ
と
も
判
明
す
る
。

．
百
姓
貯
夫
食
御
下
穀
囲
高
帳

30

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）

西
脇
家
文
書
Ａ
23

松
平
定
信
に
よ
る
寛
政
改
革
で
打
ち
出
さ
れ
た
重
要
な
経
済
政
策
の
一
つ
に

囲

米
の
徹
底
化
が
あ
る
。
こ
れ
は
異
常
気
象
が
原
因
で
発
生
し
た
長
期

か
こ
い
ま
い

的
な
冷
害
に
よ
り
お
こ
っ
た
天
明
の
大
飢
饉
（
天
明
二
～
八
年
）
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
東
北
地
方
を
中
心
と
す
る
農
村
で
餓
死
者
を
多
く
出
し
、
全
国

的
に
一
揆
や
打
ち
こ
わ
し
が
激
発
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
状
況
へ
の
対

策
と
し
て
取
ら
れ
た
施
策
だ
っ
た
。
村
の
公
的
な
土
蔵
で
あ
る
郷

蔵
な
ど

ご
う
ぐ
ら

に
米
を
備
蓄
す
る
こ
と
は
そ
れ
ま
で
に
も
あ
っ
た
が
、
備
荒
貯
蓄
（
飢
饉

び
こ
う
ち
よ
ち
く

に
備
え
て
米
や
貨
幣
を
蓄
え
て
お
く
こ
と
）
を
全
国
的
に
徹
底
化
を
図
っ
た

の
が
寛
政
改
革
に
お
い
て
だ
っ
た
。
北
野
村
で
も
天
明
八
年
か
ら
麦
や
米

（
籾
）、
あ
ら
め
（
海
藻
）、
茶
を
毎
年
一
定
量
貯
蓄
し
て
い
た
。
本
史
料
に

よ
れ
ば
、
村
で
は
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
ま
で
に
七
石
八
斗
四
升
の
米
を

備
蓄
し
て
い
た
。
こ
の
米
は
村
が
貯
蓄
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
備
蓄
米
所

有
者
は
領
主
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
貯
穀
高
と
は

別
に
「
別
囲
」
と
し
て
二
六
石
余
も
の
籾
を
村
で
は
備
蓄
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
米
は
毎
年
新
米
に
詰
め
替
え
ら
れ
、
凶
作
だ
っ
た
年
に
は
「
廿
分
一

御
下
穀
」
と
し
て
そ
の
年
の
貯
蓄
分
か
ら
二
〇
分
の
一
以
下
（
だ
い
た
い
四

〇
分
の
一
程
度
）
が
飯
米
用
に
下
付
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
ひ
ど
い
凶
作
の

歳
に
は
、
貯
穀
全
て
の
貸
し
下
げ
を
申
請
し
、
五
ヶ
年
賦
で
返
済
（
郷
蔵
に

詰
め
戻
す
）
す
る
な
ど
の
運
用
が
は
か
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

．
天
神
什
物
帳

て
ん
じ
ん
じ
ゆ
う
も
つ
ち
よ
う

31

天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
二
月

西
脇
家
文
書
Ａ
12

本
史
料
は
、
天
保
年
間
の
北
野
天
満
神
社
の
所
有
物
を
書
き
上
げ
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
生
活
用
品
以
外
に
目
立
つ
の
は
仏
教
関
係
の
も
の
と
思
わ

れ
る
物
品
で
あ
る
。
か
つ
て
神
祇
信
仰
は
、
仏
教
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お

り
、
そ
れ
を
神
仏
習
合
と
い
っ
た
。
神
社
の
守
を
社

僧
と
呼
ば
れ
る
僧

侶

も
り

し
や
そ
う

そ
う
り
よ

が
行
っ
た
り
、
寺
院
の
境
内
に
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
こ
と
は
ご
く
普
通
の

こ
と
だ
っ
た
。
詳
細
は
知
ら
れ
な
い
も
の
の
、
北
野
村
の
氏

神
で
あ
る
北

う
じ
が
み

野
天
満
神
社
に
は
社
僧
が
い
た
も
の
の
よ
う
で
、
本
史
料
の
表
紙
に
み
え
る

「
伯
玄
」
な
る
僧
名
を
持
っ
た
人
物
が
そ
れ
で
あ
る
。
明
治
時
代
以
降
、
神

仏
分
離
政
策
の
も
と
、
廃

仏

毀

釈
運
動
が
起
こ
り
神
社
か
ら
仏
教
色
が
排

は
い
ぶ
つ
き
し
や
く

除
さ
れ
た
た
め
、
今
日
の
神
社
に
仏
教
的
要
素
を
ほ
と
ん
ど
み
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

．
外
国
人
へ
の
土
地
貸
与
契
約
書

32

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
二
月
一
二
日

西
脇
家
文
書
Ｃ

-

２

20

北
野
村
百
姓
吉
左
衛
門
が
イ
ギ
リ
ス
人
「
ヂ
ヨ
ン
・
ギ
ル
リ
ン
ハ
ム
」
と
交

わ
し
た
地
所
貸
し
渡
し
契
約
書
。
一
五
五
坪
の
土
地
一
箇
所
を
一
坪
あ
た
り

金
三
朱
、
一
年
間
の
約
束
で
契
約
し
て
い
る
。
こ
の
土
地
は
そ
の
後
、
明
治

一
二
年
（
一
八
七
九
）
に
西
脇
家
が
買
い
受
け
た
た
め
同
家
文
書
中
に
残
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
借
地
権
も
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）

に
、
ギ
ル
リ
ン
ハ
ム
か
ら
ア
メ
リ
カ
人
の
ヘ
ン
リ
ー
・H

・
リ
ー
ス
な
る
人

物
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
る
（
翌
々
年
ヘ
ン
リ
ー
死
亡

に
よ
り
妻
に
譲
渡
）
。
文
書
は
、
英
文
と
日
本
文
と
が
一
枚
の
紙
の
両
面
に

記
さ
れ
て
お
り
、
封

蝋
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
北
野
村
の
土
地
が
外
国
人

ふ
う
ろ
う

に
貸
与
さ
れ
た
例
と
し
て
も
か
な
り
早
い
も
の
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

．
外
国
人
へ
の
土
地
貸
与
契
約
書

33

明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
四
月
一
日

北
野
村
文
書
９-

１

西
脇
家
と
イ
ギ
リ
ス
人
「
ペ
シ
ー
・
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ニ
コ
ー
ル
」
と
の
間

で
交
わ
さ
れ
た
契
約
書
。
一
六
五
坪
の
土
地
を
、
借
地
料
一
坪
一
ヶ
月
四
銭

五
厘
、
二
五
年
期
限
で
契
約
し
て
い
る
。
こ
の
地
所
の
借
地
権
は
、
一
八
九

六
年
に
ド
イ
ツ
人
内

海

水

先

案

内

人
「
マ
ー
チ
ン
・
ク
リ
ス
チ
ア
ン
・

な
い
か
い
み
ず
さ
き
あ
ん
な
い
に
ん

セ
ヲ
ダ
ー
・
ヴ
ォ
ラ
ー
ト
」
に
譲
渡
さ
れ
、
さ
ら
に
一
八
九
八
年
に
は
ド
イ

ツ
領
事
館
員
「
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ス
タ
イ
ン
シ
ュ
」
へ
譲
渡
さ
れ
て
い
る
。

．
外
国
人
へ
の
土
地
貸
与
契
約
書

34

明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
六
月
一
五
日

北
野
村
文
書
９-

２

西
脇
家
と
ア
メ
リ
カ
人
「
シ
ン
ネ
テ
ー
・
デ
ー
・
ベ
リ
ニ
ー
」
と
の
間
で
交

わ
さ
れ
た
契
約
書
。
三
〇
九
坪
余
り
（
一
部
他
家
の
土
地
を
含
む
）
、
借
地

料
年
一
六
七
円
一
一
銭
、
二
五
年
期
限
で
契
約
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
〇
〇

年
に
は
ベ
リ
ニ
ー
の
妻
に
借
地
権
譲
渡
さ
れ
て
い
る
。

．
北
野
町
古
料
年
貢
免
状

35

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
五
月

北
野
村
文
書
３

明
治
維
新
後
も
、
貢
租
は
年
貢
免
状
に
よ
っ
て
村
に
通
知
さ
れ
、
村
請
の
か

た
ち
で
、
政
府
に
納
め
ら
れ
て
い
た
（
～
明
治
八
年
）
。
た
だ
、
北
野
村
の

場
合
、
明
治
五
年
の
免
状
か
ら
「
北
野
町
」
と
名
義
が
変
わ
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
周
辺
村
々
が
合
併
し
て
神
戸
町
と
な
り
、
北
野
村
は
そ
の
一
部
の
「
北

野
町
」
と
な
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
変
更
は
、
単
な
る
名
称
だ
け
の

変
更
で
は
な
く
、
貢
租
の
内
容
に
つ
い
て
も
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
「
町
」
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
村
域
の
土
地
の
全
て
が
市
街
地

と
な
っ
た
と
み
な
さ
れ
、
村
請
と
し
て
の
貢
租
は
、
か
つ
て
の
小
物
成
に
相

当
す
る
分
以
外
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
五
年
に
は
四
五
円
余
り
だ

っ
た
貢
租
合
計
は
、本
状
で
は
わ
ず
か
八
円
余
り
と
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。

こ
れ
は
新
政
府
が
進
め
て
き
た
政
策
で
あ
る
地
租
改
正
と
大
き
く
関
わ
っ
て

い
る
が
、
租
税
を
土
地
所
有
者
個
人
で
納
め
る
形
が
、
村

請

制
が
完
全
に

む
ら
う
け
せ
い

廃
止
さ
れ
る
前
に
、
北
野
村
＝
北
野
町
で
は
実
質
的
に
取
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

（
文
責
：
木
村
修
二
）


