
阿

波

国

名

方

郡

条

里

の

復

元

に

つ

い

て

1

幕

末

・
明
治
維

新
期

の
在
村

研
究
者

の
論

に
も

と
づ
く

ー

丸

山

幸

彦

は
じ
め
に
1
研
究
史
と
論
点
整
理

四
国
最
大
の
河
川
で
あ
る
吉
野
川
は
紀
伊
水
道
に
流
れ
込
む
河
口

に
広
大
な
低
湿
平
野
を
形
成
す
る
。
名
方

(名
西

・
名
東
)

・
麻

植

・
阿
波

・
板
野
諸
郡
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
の
地
域
は
阿
波

国
の
中
心

に
な

っ
て
お
り
、
古
代
に
お
い
て
は
南
岸
に
あ
た
る
名
方

郡
に
国
府
が
お
か
れ
て
い
た
。

こ
の
広
大
な
平
野
に
は
南
岸

・
北
岸
と
も
に
条
里
が
設
定
さ
れ
て

い
る
。
条
里
の
復
元
に
つ
い
て
は
、

一
九
五
〇
年
代
以
降
、
名
方
郡

に
所
在
し
た
東
大
寺
の
庄
園
で
あ
る
新
島
庄
関
係
文
書
に
あ
ら
わ
れ

る
条
里
を
手
が
か
り
と
し
た
、
し
た
が

っ
て
名
方
郡
条
里
を
中
心
と

　
エ

も

　
　

し

　
ヨ

　

し
た
、
福
井
好
行

・
高
重
進

・
服
部
昌
之
ら
地
理
研
究
者
に
よ
る
研

究
が
進
め
ら
れ
る
。
そ
の
集
大
成
が
服
部
の
研
究
で
あ
る
。
そ
の
説

の
名
方
郡
に
か
か
わ
る
部
分
に
つ
い
て
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
。

1

吉
野
川
下
流
域

の
阿
波

・
麻
植

・
板
野

・
名
東

・
名
西
五
郡
に

は
N
I

一
〇
W
の
傾
き
を
も

つ
、
統

一
的
な
条
里
地
割
が
施
行
さ

れ
て
い
る
。

2

古
代
の
麻
植

・
名
方
郡
界
は
、
直
線
境
界
に
な

っ
て
い
る

(麻

植
郡
)
牛
島
村
と

(名
西
郡
)
浦
庄
村
村
界
、
す
な
わ
ち
現
麻

植

・
名
西
両
郡
郡
界
そ
の
も
の
で
あ
り
、
名
方
郡
条
里
の
条
は
こ

の
郡
界
を
起
点
に
西
か
ら
東
に
向
か
う
。

3

名
方
郡
条
里
の
里
に
つ
い
て
は
、
高
重
説
を
引
き
継
ぎ
、
名
方

郡
と
板
野
郡
と
の
郡
界
を
名
方
郡
の

一
四
里
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

名
西

・
名
東
両
郡

(名
方
郡
)
と
板
野
郡
の
郡
界
は

一
四
里
の
界

線
に
相
当
す
る
直
線
郡
界
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
名
方
郡
条
里
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の
里

の
起
点
は
眉
山
山
中
に
お
か
れ
る
。

4

寛
平
八
年

(八
九
六
)
の
名
方
郡
分
割
に
よ
り
成
立
し
た
名

西

・
名
東
両
郡
の
郡
界
は
名
方
郡
条
里
の
九
条
と

一
〇
条

の
界
線

を
利
用
し
た
直
線
的
郡
界
に
な

っ
て
い
る
。

全
体
と
し
て
、
直
線
的
境
界
に
よ
る
郡
域
の
幾
何
学
的
形
態
と

い

う
点
で
は
、
大
和
国
と
共
通
し
て
い
る
と
し
、
吉
野
川
下
流
域
の
板

野

・
名
方

・
阿
波
三
郡
に
広
が
る
粟
凡
直
国
造
の
支
配
す
る

「粟
の

ク
ニ
」
を
解
体
せ
し
め
る
、
新
し
い
制
度
的
地
域
と
し
て
の
郡
と

い

う
性
格
を
強
く
持

っ
て
い
る
と
す
る
。

さ
ら

に
、
木
原
克
司

・
岡
田
啓
子
は

「古
代
吉
野
川
下
流
域
の
条

ヘ
ユ

　

里
と
交
通
路
」
に
お

い
て
、
現
在
の
石
井
町
と
徳
島
市
の
行
政
境
界

(旧
名
西
名
東
両
郡
の
行
政
境
界
)
付
近
で
の
条
里
の
復
元
の
な
か

で
、
国
分
尼
寺
の
東
側
を
南
北
に
直
線
的
に
走
る
幅
約

一
五
メ
ー
ト

ル
の
南
北
余
剰
帯
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
。
木
原

・
岡
田
は
服
部

の
復
元
に
依
拠
し
な
が
ら
、
こ
の
南
北
余
剰
帯
が
直
線
古
道
で
あ
り
、

条
里
施
行
時
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
、
そ
れ
が
旧
名
方
郡

条
里
の
基
準
線
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
服
部
が
上
記
論

文
で
推
定
し
て
い
た
よ
う
に
、
寛
平
八
年
の
名
東

・
名
西
二
郡

へ
の

分
割
の
際
に
直
線
郡
界
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と

の
二
点
を
指
摘
し

て
い
る

(以
上
、
第

一
図
参
照
)。

板 野 郡

名 方 郡

(名東郡)

勝 浦 郡

)郡西名(

郡

郡

波

植

阿

麻

第 一 図 郡 配 置 図
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以
L
の
地
理
研
究
者
ら
の
吉
野
川
下
流
域
条
里
の
復
元
お
よ
び
そ

れ
と
か
か
わ

っ
た
名
方
郡
の
名
西

・
名
東
両
郡

へ
の
分
割
の
あ
り
方

の
研
究

に
つ
い
て
の
検
討
す
べ
き
課
題
と

し
て
二
点
が
あ
げ
ら
れ

る
。



そ
の
第

一
は
、
名
方
郡
条
里
に
つ
い
て
復
元
さ
れ
た
条
里
の
条
と

里
の
数
え

方

(呼
称
)
に
つ
い
て
で
あ
る
。
福
家
清
司
は
N
l

一
〇

W
の
傾
き

を
も

つ
地
割
の
存
在
に
つ
い
て
は
服
部
説
を
継
承
し
な
が

ら
も
、
呼

称
と
い
う
点
で
は
、
服
部
と
は
異
な

っ
た
呼
称
を
提
示
し

　
ら

　

て
い
る
。
福
家
復
元
は
服
部
復
元
と
比
較
す
る
と
、
条
で

一
条
分
東

に
、
里
で
二
里
分
南
に
ず
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
条
里
呼
称
が
く

い
ち
が

っ
て
い
る
背
景
に
つ
い
て
、

二
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
名
方
郡
条
里
の
復
元
に
か
か
わ
る
研
究
史

を
見
直
し
て
み
る
。

一
九
五
〇
年
代
以
降
、
福
井

・
高
重

・
服
部

・

木
原
ら
の
地
理
学

の
面
か
ら
の
、
史
料
面
で
は
新
島
庄
絵
図

・
文
書

に
依
拠
し
た
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。

一
方
、
そ
れ
と
平
行
す
る

形
で
地
元

の
地
域
史
研
究
者
で
あ
る

一
宮
松
次
が
春
日
神
社
文
書
に

ふ
く
ま
れ

る
富
田
庄
立
券
文
に
も
と
つ
い
て
、
地
理
研
究
者
と
は
異

　
わ

　

な

っ
た
名
方
郡
条
里
の
復
元
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
福
家

が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
地
理
研
究
者

の
研
究
と

一
宮
の
研
究
と
は
か

み
あ
わ
な

い
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
福
家
自
身
も

一
宮
説
を

継
承

・
発
展
さ
せ
て
新
た
な
復
元
案
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
福

家
説
も
木
原
ら
地
理
研
究
者
の
新
し
い
研
究
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
な

い
。

こ
の
よ
う
に
両
者
接
点
を
も
ち
え
ず
食

い
違

い
が
続

い
て
い
る

が
、
そ
れ
を
打
破
す
る
た
め
に
二
つ
の
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
、

一
九
五
〇
年
代
以
降
、
同
じ
名
方
郡
内
の
異
な

っ
た
地
域

に
所
在
す
る
東
大
寺
領
新
島
庄
と
春
日
神
社
領
富
田
庄
に
つ
い
て
、

条
里
復
元
の
素
材
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
取
り
あ
げ
ら
れ
研
究
が
進
め
ら

れ
な
が
ら
、
両
者

つ
き
あ
わ
せ
た
論
議
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な

い

状
況
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
。
福
家
が
新
島
庄
と
富
田
庄
の
両
者

を
ふ
ま
え
た
論
を
す
で
に
展
開
し
て
い
る
が
、
残
さ
れ
た
問
題
も
あ

り
、
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
だ
両
者
を
つ
き
あ
わ

せ
る
形
で
の
研
究
史
の

整
理
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
論
議
が
必
要
で
あ
る
。

も
う

一
つ
は
、
時
代
は
遡
る
が
、
幕
末

・
明
治
維
新
期
に
お
け
る

研
究
に
つ
い
て
の
再
検
討
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
多
田
直
清

・
上
田

寧
恵
と
い
う
二
人
の
在
村
研
究
者
が
お
り
、
彼
ら
は
条
里
と
い
う
言

葉
は
使
用
し
て
い
な

い
も
の
の
、
麻
植
名
方
郡
界
を
直
線
郡
界
と
し

た
上
で
、
そ
の
郡
界
の
位
置
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
提
言
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
二
人
の
提
言
は
明
治
以
降
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
と
り
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
の

論
の
な
か
に
は
、
名
方
郡
条
里
の
条
呼
称
を
め
ぐ

っ
て
こ
〇
世
紀
後

半
の
研
究
者
が
ま

っ
た
く
気
づ

い
て
い
な
い
視
点
か
ら
の
分
析
が
あ

り
、
そ
れ
を
継
承
す
る
こ
と
で
名
方
郡
の
条
里
呼
称
の
問
題
に
も
新

し
い
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
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地
理
研
究
者
の
名
方
郡
条
里
研
究
に
つ
い
て
、
検
討
す
べ
き
課
題

の
第
、
]は
名
方
郡
分
割

の
あ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
服
部
ら
は
名

方
郡
条
里

の
九
条
と

一
〇
条
の
界
線

(国
分
尼
寺
東
側
を
南
北
に
走

る
南
北
余
剰
帯
)
を
分
割
時
点
の
名
西

・
名
東
両
郡
郡
界
線
と
み
な

し
て
い
る
。
し
か
し
名
方
郡
分
割
は
郷
を
単
位
に
し
て
な
さ
れ
て
い

た
こ
と

(名
西
郡
に
四
郷
、
名
東
郡
に
七
郷
)
を
み
る
な
ら
ば
、
郡

分
割
と
郷
再
編
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
視
角
は
無
視
し
え
な
い
。
そ

れ
を
ふ
ま
え
る
と
、
名
方
郡
分
割
が
そ
れ
ま
で
の
郷
配
置
の
あ
り
方

を
無
視
し
た
直
線
郡
界
で
の
分
割
で
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
、
九
世
紀
に
お
け
る
郷
の
あ
り
方
を
ど
う
み
る
か
を
ふ

く
め
て
慎
重
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
第

二
の
問
題
に

つ
い
て
の
研
究
史
に
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く

と
、
二
〇
世
紀
後
半
の
段
階
で
、
名
方
郡
分
割
を
め
ぐ

っ
て
服
部

・

木
原
以
外

に
分
析
を
行

っ
て
い
る
研
究
者
は
み
あ
た
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
こ

の
説
を
め
ぐ

っ
て
の
論
議
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、

こ
の
点
に

つ
い
て
も
、
幕
末

・
明
治
維
新
期
に
は
在
村
研
究
者
た
ち

に
よ
る
活

発
な
論
議
が
な
さ
れ
て
お
り
、
上
記
し
た
多
田

・
上
田
も

へ
　

も

へ
　

へ

発
言
し
て

い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
野
[
年
長
と
後
藤
尚
曲豆
が
こ
の

問
題
に
か
か
わ

っ
て
発
言
を
し
て
い
る
。

彼
ら

の
論
は
多
様

で
あ
る
が
、
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
名
方
郡
の
名

西

・
名
東
両
郡

へ
の
再
編
成
が
そ
の
時
点
で
存
在
し
た
郷

(古
代
郷
)

を
単
位
に
な
さ
れ
た
と
み
な
す
の
か
、
そ
う

で
は
な
く
そ
れ
ま
で
の

郷
の
広
が
り
を
無
視
し
、
郷
の
広
が
り
を
分
断
す
る
形
で
の
直
線
的

な
形
で
郡
界
設
定
が
な
さ
れ
た
と
み
な
す
の
か
と
い
う
、
一つ
の
説
の

対
立
に
整
理
で
き
る
。
郷
分
断
説
に
懐
疑
的
な
野
口

・
後
藤

・
上
田

と
、
郷
分
断
説
を
と
る
多
田
と
の
対
立
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
二
説

に
つ
い
て
は
、
十
分
に
つ
め
た
論
議
ま
で

に
は
発
展
し
て
お
ら
ず
、

ま
た
論
議
そ
の
も
の
も
明
治
以
降
引
き
継
が
れ
る
こ
と
な
く
埋
没
し

て
し
ま
う
。
そ
し
て
服
部

・
木
原
説
は

一
世
紀
半
以
上
前
に
出
さ
れ

た
二
説
の
う
ち

の
多
田
説
に
結
論
的
に
合
致
し
て
い
る
。
四
人
の
論

は

一
様
で
は
な
い
が
、
寛
平
年
間
の
名
方
郡
分
割
の
問
題
に
止
ま
ら

ず
、

一
〇

・
一
一
世
紀
以
降
に
な
さ
れ
て

い
る
郡
の
再
編
と
分
割

(以
西
郡

の
分
出
な
ど
)
を
も
視
野
に
入
れ
た
論
に
な

っ
て
い
る
こ

と
で
は
共
通
し
て
い
る
。
彼
ら
の
論
を
古
代
条
里
制
と
の
か
か
わ
り

と
の
み
で
は
な
く
、
古
代

・
中
世
全
般
に
わ
た
る
巨
視
的
な
阿
波
国

の
郡

・
郷
編
成

の
変
動
と

い
う
流
れ
の
な
か

に
位
置
づ
け
て
み
る
こ

と
が
必
要
に
な
る
。

な
お
本
稿
で
は
こ
の
二
つ
の
論
点
の
う
ち
、
第

一
の
点
に
焦
点
を

し
ぼ
っ
て
分
析
し
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た

い
。
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二
〇
世
紀
後
半
の
復
元
研
究
に
つ
い
て
の
検
討

ま
ず
二

〇
世
紀
後
半
の
名
方
郡
条
里
の
復
元
研
究
を
め
ぐ

っ
て
、

と
く
に
条

里
の
条
お
よ
び
里
の
呼
称
の
問
題
を
中
心
に
お
い
て
地
理

研
究
者
の
研
究
と
、
そ
れ
と
は
異
な

っ
た
立
場
か
ら
研
究
を
進
め
て

い
た
文
献
研
究
者
の
研
究
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
そ
こ
に
お
け
る

検
討
課
題

が
何
で
あ
る
の
か
を
み
て
い
く
。

最
初
に
里
の
呼
称
に
つ
い
て
、
高
重

・
服
部
ら
歴
史
地
理
研
究
者

は
、
名
方
郡
条
里
の
里
に
つ
い
て
は
、
徳
島
市
入
田
町
付
近
の
山
地

に
起
点
を

お
き
、
そ
こ
か
ら
北

へ
進
み
、
新
島
庄
関
係
文
書
に
あ
ら

わ
れ
る

(
一
六
条
)

一
四
里
を
板
野
郡
と
の
境
と
す
る
。
こ
の
考
え

方
は
木
原

・
岡
田
に
も
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
歴
史
地
理

研
究
者
の
共
通
認
識
に
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
、

=
呂
松
次
は
元
久

へ
　

ね

元
年

(
一
二
〇
四
)
九
月

「阿
波
富
田
庄
立
券
文
案
」
に
依
拠
し
つ
つ
、

名
方
郡
条

里
の
復
元
を
試
み
て
い
る
。
氏
は

「条
里
の
起
点
は
、
諸

国
の
例
の
如
く
郡
境
を
起
点
と
す
る
の
が
当
然
で
、
条
は
当
時
の
名

方
郡
と
麻
植
郡
と
の
郡
境
を
、
西
か
ら
東

へ
六
町
宛
に
区
切

っ
た
経

線
で

一
条

二
条
と
数
え
、
里
は
勝
浦
郡
と
名
方
郡
境
か
ら
六
町
宛
に

区
切

っ
た
経
線
を
南
か
ら
北

へ
一
里
二
里
と
数
え
た
と
考
え
ら
れ
る
」

と
い
う
立
場
か
ら
、
復
元
プ
ラ
ン
を
提
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

①

N
l

一
〇
W
の
傾
き
を
持

つ
統

一
条
里
と

い
う
点
は
服
部
説
を

継
承
す
る
。

②

名
方
郡
条
里
の
条

の
起
点
は
服
部
説
と
同
じ
く
、
現
在
の
麻
植

郡
と
名
西
郡
の
郡
界
に
お
く
。

③

名
方
郡
条
里
の
里
に
つ
い
て
は
、
そ
の
起
点
を
名
方
郡
と
勝
浦

郡

の
郡
界
に
お
き
、
南
か
ら
北

へ
里
を
数
え
る
。
そ
の
郡
界
を

「名
東
郡
勝
浦
郡
境

の
多

々
羅
川

・
勝
浦

川
口

・
上
八
万
の
道
原

が
　

　

の
山
麓
を
結
ぶ
線
」
と
明
示
す
る
。

両
復
元
に
つ
い
て
、
里
呼
称
に
焦
点
を
し
ぼ

っ
て
検
討
し
て
み
る
。

服
部
復
元
に
つ
い
て
は
、疑
問
点
と
し
て
次

の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
の
第

一
は
す
で
に
福
家
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
な
ぜ
板
野
郡

と
名
方
郡
の
郡
界
を
名
方
郡
側
か
ら
み
て

(
一
六
条
)

一
四
里
と
み

な
せ
る
の
か
、
そ
の
根
拠
が
し
め
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

一

六
条

一
四
里
は
新
島
庄
関
係
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
条
里
呼
称
の
な
か

で
、
最
北
端
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
か

つ
新
島
庄
が
名
方
郡
と

板
野
郡
と

の
境
近
く
に
所
在
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、

一
四
里

が
名
方
郡
条
里
の
最
北
端
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
は
な
い
。
第
二
に
里
の
起
点

(
一
里
)
を
入
田
付
近
の
山
地

に
お
く
と
い
う

の
も
曖
昧
で
あ
る
。
こ
れ

は
名
方
郡
の
里

の
終
点
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(名
方
郡
と
の
境
)
を

一
四
里
と
ま
ず
固
定
し
、
そ
れ
に
も
と
つ
い

て
逆
算
し
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
後
に
み
る
よ
う
に
、
服
部
ら
は

名
方
郡
条

里
の
条
の
起
点

(
一
里
)
を
麻
植

・
名
方
郡
界
に
お
く
こ

と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
れ
と
対
比
し
て
み
て
も
、
こ
の
逆
算
に
も

と
つ
く
里
の
起
点
設
定
は
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
第
三
に
、
第

二
と
も
深
く
か
か
わ
る
が
、
服
部
復
元
は
気
延
山

・
眉
山
北
麓

の
古

野
川
南
岸

地
帯
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
眉
山
東

・
南
麓
の
現
徳
島
市

中
心
部
か

ら
勝
浦
郡
境
に
至
る
平
野
地
帯
が
視
野
に
入

っ
て
い
な

い

こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
新
島
庄
所
在
地
が
吉
野
川
南
岸
地
帯
に
設
定

さ
れ
て

い
た
こ
と
と
か
か
わ
る
が
、
現
徳
島
市
街
中
心
地
域
を
中
心

に
広
が
る
富
田
庄
域
が
あ
わ
せ
て
名
方
郡
の
広
が
り
で
あ
る
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
宮
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
次

の
二
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
第

一
は
こ
の
研
究
が
地
理
研
究
者
の
研
究
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
地
理

研
究
者
の
研
究
が
、
新
島
庄
関
係
文
書
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
も

っ

ぱ
ら
眉
山
北
麓
の
吉
野
川
沿

い
に
広
が
る
平
野
地
帯
に
の
み
焦
点
を

あ
て
て

い
る
の
に
た

い
し
て
、
鎌
倉
期
の
富
田
庄
文
書
を
用
い
て
、

現
徳
島
市

の
中
心
市
街
地
が
所
在
す
る
眉
山
東
麓
の
平
野
地
帯
を
名

方
郡
条
里

の
広
が
り
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
第

二
は
、
名
方
郡
条
里
の
里
の
起
点

(
一
里
)
を
眉
山
東
麓

に
あ
た
る
名
方
郡
と
勝
浦
郡
と
の
郡
界
に
お
い
て
い
る
こ
と
で
あ

　
ね

る
。
関
連
し
て
、

一
九
六
〇
年
刊
行

の

『
名
東
郡
史
』
に
お
い
て
、

や
は
り
在
地
の
研
究
者
で
あ
る
小
川
国
太
郎
は
名
方
郡
条
里
の
里
の

起
点
を
勝
浦
郡
と
名
方
郡
の
境
に
お
く

べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

小
川
の
論
は

一
種
の
論
理
的
な
要
請
に
止
ま

っ
て
い
る
と
は
い
う
も

の
の
、
吉
野
川
流
域
お
よ
び
眉
山
東

・
南
麓
平
野
を
含
め
た
地
を
カ

バ
ー
す
る
勝
浦

・
名
方
郡
界
が
名
方
郡
条
里

の
里
起
点
に
な

っ
て
い

る
と
い
う
説
が
二
〇
世
紀
前
半
以
前
か
ら
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
し

め
す
も
の
で
あ
る
。

一
宮
は
富
田
庄
関
係
文
書
を
用
い
て
そ
れ
を
目
パ

体
的
な
形
で
提
示
し
た
と
い
え
る
。

こ
の
名
方

・
勝
浦
郡
界
に
名
方
郡
条
里
の
里
の
起
点
を
お
く
と

い

う
説
は
条
の
起
点
を
郡
界
に
お
き
な
が
ら
、
里
の
起
点
を
漠
然
と
眉

山
山
中
に
お
く
と
し
て
い
る
服
部
説
の
曖
昧

さ
を
克
服
し
た
も
の
に

な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
条
は
麻
植
郡
と
名
西
郡
と
の
郡
界
に
、

里
は
勝
浦
郡
と
名
東
郡
と
の
郡
界
に
お
か
れ
て
い
た
と
す
る

.
宮
説

は
合
理
的
で
あ
り
、
そ
の
点
で
里
呼
称
に
つ
い
て
の
地
理
研
究
者
た

ち
の
説
は
訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

旦
ハ体
的
に

一
宮
復
元
と
、
上
記
の
服
部
復
元
と
を
比
較
す
る
と
、

里
の
数
え
方
で
、
二
里
分
の
食

い
違

い
が
起

こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

新
島
庄
関
係
文
書
で
名
方
郡
条
里
の
う
ち
も

っ
と
も
北
に
位
置
す
る
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一
四
里
を
そ
の
ま
ま
名
方
郡
と
板
野
郡
と
の
郡
界
と
み
な
し
て
い
る

服
部
復
元
と
、
名
方
郡
条
里
の
里
の
起
点

(
一
里
)
を
勝
浦

・
名
方

郡
界
に
お
き
、
そ
こ
か
ら
北
方
に
数
え
て
い
く
と
す
る

一
宮
復
元
と

の
食

い
違

い
で
あ
る
。
そ
し
て

一
宮
復
元
に
よ
る
と
、
服
部
復
元
で

一
四
里
と
さ
れ
て
い
た
名
方

・
板
野
郡
界
は

一
六
里
に
な
る
こ
と
に

注
意
し
て
お
き
た
い
。

た
だ
、

一
宮
の
研
究
で
名
方
郡
条
里
の
復
元
が
完
成
し
た
か
と

い

う
と
、
そ
う

で
は
な
い
。
文
献
史
学
の
立
場
か
ら

一
宮
説
の
基
本
的

な
点
で
の
正
し
さ
を
認
め
、
そ
れ
を
継
承
し
な
が
ら
も
、

一
宮
説
の

も

つ
問
題
点
を
指
摘
し
た
の
が
福
家
清
司
で
あ
る
。
福
家
は
、

一
宮

と
同
じ
く
富
田
庄
立
券
文
を
基
礎

に
復
元
を
お
こ
な

っ
て
い
る
が
、

福
家
は
名
方
郡
条
里
の
条
と
里
の
起
点
を
そ
れ
ぞ
れ
麻
植

・
名
方
郡

界
、
勝
浦

・
名
方
郡
界
に
お
く
と

い
う

一
宮
復
元
の
正
し
さ
を
認
め

な
が
ら
、
た
だ
そ
れ
に
し
た
が

っ
て
復
元
を
お
こ
な

っ
た
場
合
、
眉

山
の
急
傾
斜
面
の
山
中
に
富
田
庄
の
水
田
が
分
布
す
る
と
い
う
現
実

に
は
あ
り
え
な
い
状
況
に
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
富
田

庄
立
券
文

に

「
寺
島
」
「猪
山
」
と

い
う
現
在
残

っ
て
い
る
地
名
が

二
〇
条
七

里
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
二
〇
条
七

里
を
、
現
在
の
徳
島
市
中
心
部
に
位
置
す
る
城
山

(猪
山
)
と
そ
の

南
側

一
帯

(寺
島
)
に
比
定
で
き
る
よ
う
に
、

一
宮
プ
ラ
ン
を
修
正

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
富
田
庄
坪
付
に
依
拠
す
る
新
た
な
復
元
プ

　
ぬ

　

ラ
ン
を
提
示
す
る
。

福
家
復
元
と

]
宮
復
元
と
を
比
較
す
る
と
、
勝
浦

・
名
方
郡
界
を

起
点
に
北
に
進
む
里
の
数
え
方
で
は
両
者

に
食

い
違

い
は
な
い
が
、

条
の
数
え
方
で

一
条
分

の
食

い
違

い
が
で
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
寺

島

・
城
山
が
ふ
く
ま
れ
る
徳
島
市
中
心
部
は

=
呂
復
元
に
よ
る
と
、

二

一
条
七
里
に
な

っ
て
し
ま
う
が
、
福
家
復
元
に
よ
り
坪
付
記
載
通

り
に
二
〇
条
七
里
に
な
る
。

こ
の
福
家
で
も

つ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

一
宮
お
よ
び
地
理
研

究
者
た
ち
が

一
致
し
て
認
め
て
い
る
、
名
方
郡
条
里
の
条
は
現
麻
植

郡
と
名
西
郡
の
郡
界
を
起
点
に
し
て
い
る
と

い
う
説
と
の
問
に
食
い

違
い
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
名
方
郡
条
里
の
条
の
起
点
を

麻
植

・
名
西
両
郡
郡
界
に
お
く
と

い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
論
者

一
致

し
て
い
る
し
、
名
方

・
勝
浦
郡
界
を
名
方
郡
条
里
の
里
の
起
点
に
お

く
と
い
う
説
と
の
対
比
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
正
し
い
説
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
名
方
郡
条
里
の
条
の
起
点
と
い
う
観
点
か
ら
い

う
と
、
通
説
に
な

っ
て
い
る
服
部

・
=
呂
説
よ
り
東
に

]
条
分
ず
れ

て
い
る
と
す
る
福
家
説
が
成
り
立

つ
た
め
に
は
、
名
方
郡
条
里
の
起

点
は
現
麻
植

・
名
方
郡
界
か
ら
東
に

一
条
分
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
設
定

さ
れ
て
い
た
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
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し
か
し
、
麻
植

・
名
西
の
現
郡
界
の
ラ
イ
ン
が
条
里
設
定
時
点
の

麻
植

・
名
方
両
郡
郡
界
で
あ

っ
た
と
す
る
の
が
二
〇
世
紀
後
半
に
復

元
に
か
か
わ

っ
た
す
べ
て
の
研
究
者
の
共
通
し
た
見
解
に
な

っ
て
い

る
。
条
里
研
究
以
外
を
ふ
く
め
、
麻
植

・
名
方
郡
界
の
位
置
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
疑

い
、
現
位
置
以
外
の
場
に
そ
れ
を
求
め
よ
う
と
し
た

　
お

　

研
究
は
二
〇
世
紀
全
体
に
広
げ
て
み
て
も
み
あ
た
ら
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
二
〇
世
紀
に
な

っ
て
か
ら
は
完
全
に
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
忘
れ

ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
が
、

一
八
六
〇
～
七
〇
年
代
と

い
う
幕
末

・

明
治
維
新
期
の
時
点
で
、
古
代
吉
野
川
下
流
域
の
郡

・
郷
配
置
に
つ

い
て
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
何
人
か
の
在
村
研
究
者

が
存
在
し

て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
の
多
田
直
清

・
上
田
寧
恵
の

二
人
は
、
古
代
の
麻
植
名
方
郡
界
は
現
在
の
麻
植
名
西
郡
界
と
は
異

な

っ
た
場

に
位
置
し
て
い
た
と

い
う
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
以
下
検
討
し
て
み
る
。

二

麻
植

・
名
西
郡
界
を
め
ぐ
る
幕
末

・
明
治
維
新
期

の
研
究

イ

多
田

の
論

　
め

　

ま
ず
多

田
直
清
の
研
究
に
つ
い
て
、
彼
の
主
著
は

『村
邑
見
聞
言

上
記
』
(写
本
)
で
あ
る
。
こ
の
書
は
名
西

・
麻
植
両
郡
に
属
す
る

藩
政
村

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
境
、

そ
の
村
が
吉
野
川
の
本

流

・
支
流
な
い
し
は
旧
河
道
に
か
か
わ
る
場
合
は
そ
の
状
況
、
お
よ

び
神
社

・
仏
閣
の
名
称
と
現
状
に
つ
い
て
現
地
調
査
を
行
い
そ
の
結

果
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
古
代
の
名
方

・
麻
植
両
郡

を
構
成
す
る
諸
郷

(和
名
抄
郷
)
と
近
世
藩
政
村
と
の
対
比
を
ど
う

み
る
か
、
そ
れ
ら
の
広
が
り
を
ど
う
把
握
す

る
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
も
こ
の
著

の
狙

い
の

一
つ
に
な

っ
て
い
る
。
執
筆
年
代
は
記
載

さ
れ
て
い
な
い
が
、
遅
く
と
も
明
治
五
年

(
一
八
七
二
)
ま
で
に
は

　
り

も

執
筆
が
完
了
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
『浦
庄
村
史
』

に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
執
筆
者

・
執
筆
年
代
と
も
に
不
明
の

『土
師
高

足
二
郷
之
地
変
易
之
考
』
と

『名
西
郡
上
浦
麻
植
郡
上
浦
郡
境
之
考
』

　
　

　

と

い
う
二
つ
の
論
述
に
も
注
意
し
た
い
。
い
ず
れ
も
内
容
的
に
上
記

『言
上
記
』
と
深
く
か
か
わ

っ
て
お
り
、
同
時
期
に
多
田
が
執
筆
し

た
も
の
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。

以
下
、
麻
植

・
名
方

(名
西
)
郡
界
に
か
か
わ
る
多
田
の
論
に
つ

い
て
、
三
つ
の
著
作
の
う
ち
、
『言
上
記
』

お
よ
び

『
郡
境
之
考
』

を
と
り
あ
げ
て
み
て
お
き
た
い
。

多
田
は
麻
植
郡
牛
島
村
に
鎮
座
す
る
杉
尾
神
社
に
つ
い
て

「
此
所

に
鎮
座
な
る
杉
尾
の
社
地
は
、
相
つ
ら
な
る
名
西
郡
の
地
関
と
申
来
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れ
は
、
當
社
則
、
麻
殖
郡
中
八
所
の
式
社
の
其

一
水
塞
比
責
ノ
神
社

に
て
、
右

社
号
を
引
て
、
地
名
と
せ
る
な
ら
ん
す
れ
ど
も
、
彼
は
又
、

名
西
郡
の
地
な
り
」
(『言
上
記
』
牛
島
村
廻
在
記

・
高
城
項
)
と
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
牛
島
村
に
境
を
接
す
る
名
西
郡
高
原
村
関
に

つ
い
て
、

こ
れ
は
麻
植
郡
所
在
の
杉
尾
神
社

(水
塞
神
社
)
に
由
来

す
る
地
名

で
あ
り
、
本
来
麻
植
郡
に
属
す
べ
き
地
で
あ
る
の
に
名
西

郡
に
属
し

て
い
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
「名
西
郡
下
浦
村
同
郡
諏
訪

村
は
、
南
山
の
絶
頂
よ
り
飯
尾
川
限
り
の
行
長
同
列
な
る
地
に
ニ
ケ

村
相
双
ひ
た
り
、
彼
村

(名
西
郡
上
浦
村
を
指
す
)
往
古
よ
り
名
西

郡
な
り
し
か
ば
、
下
浦

・
諏
訪

へ
の
連
続
尤
も
た
る
べ
き
に
、
か

へ

っ
て
当
村

(麻
植
郡
上
浦
村
を
指
す
)

へ
縁
近
に
能
連
続
し
て
少
し

も
齪
齢
す

る
所
な
き
は
、
正
し
く
古
代
は
当
村
な
り
け
ん
と
覚
ゆ
」

(『
郡
境
之
考
』
)
と
述
べ
、
名
西
郡
の
上
浦
村
は
名
西
郡
の
ド
浦

村

・
諏
訪
村
と
よ
り
は
、
麻
植
郡
の
上
浦
村
と
の
接
続
の
方
が
密
で

あ
り
、
そ
の
点
で
本
来
麻
植
郡
の
上
浦
村
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
存
在

で
あ
る
と
す
る
。

つ
ま
り
多
田
は
名
西
郡
上
浦
村
は
本
来
麻
植
郡
上
浦
村
に
ふ
く
ま

れ
て
い
た

の
で
あ
り
、
本
来
の
麻
植
名
西
郡
界
は
現
在
の
位
置
よ
り

は
名
西
郡

上
浦
村
の
方
に
入
り
込
ん
で
い
た
、
す
な
わ
ち
、
い
ま
よ

り
東
に
ず

れ
て
い
た
と
み
な
す
。
そ
の
上
で
、
そ
の
本
来
の
郡
界
が

ど
の
よ
う
に
走

っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
論
を
展
開
す
る
が
、

れ
を
下
記
の
三
つ
の
記
述
か
ら
み
て
お
き
た

い
。

そ

A

元
来
往
古
の
郡
境
は
名
西
上
浦
久
度

坂
な
る
二
本
松

の
峠
よ

り
、
同
郡
諏
訪
村
八
幡
宮
森
西
詰
見
つ
か
ひ
、
関
村
清
来
寺

の
前

筋

へ
見
通
し
、
彼
諏
訪
村
八
幡
社
地
の
西
側
よ
り
北

へ
飯
尾
川
の

石
橋
を
渡
り
吉
野
川
堤
ま
て
行
通
り
の
道
を
限
り
と
し
て
、
是
よ

り
西
は
麻
植
郡
に
て
…
。

(『言
上
記
』
「麻
植
郡
牛
島
村
回
在
記
」

項
)

B

當
郡
往
古
の
境
は
、
…
此
谷
間
の
道
筋
名
西
郡
上
浦
村
瑞
泉
寺

と
申
す
禅
寺
の
東
側
に
至
り
、
同
村
之
内
墾
り
と
申
所
を
経
て
、

諏
訪
と
此
村
と
の
境
、
大
道
筋
送
り
原
と
申
所

へ
出
る
馬
往
来
あ

り
、
是
間
に
よ
り
て
思
ふ
に
、
彼
二
本
松

の
峠
よ
り
諏
訪
村
八
幡

宮
の
森
見

つ
が
ひ
て
よ
り
、
関
村
清
福
寺
と
申
寺
の
前
筋

へ
見
通

し
に
て
、
麻
植
名
西
両
郡
の
境
を
分
ち
た
り
け
ん
。

(『郡
境
之

考
』
)

C
①

西
の
境
に
い
た
り
て
は
、
山
は
則
山
王
社
地
山
の
尾
流
れ
を

限
り
、
里
分
に
て
は
、
是
よ
り
少
し
く
東

へ
よ
り
て
、
諏
訪
村
迄

行
通
り
の
道
を
限
り
と
し
て
、
東
は
則
常
村
、
西
は
名
西
上
浦
な

り
。
尤
、
右

の
境
目
、
往
古
に
て
は
、
恐
ら
く
は
久
土
坂
二
本
松
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よ
り
諏
訪
村
送
り
原

へ
出
る
山
道
限
り
な
り
け
む
か
。
(『言
上
記
』

「
下
浦
村

・
村
境
」
項
)

C
②

當
社

(山
王
社
の
こ
と
を
指
す
)
古
老
の
傳
説
に
は
、
往
古

名
西
上
浦

・
當
村
の
地
を
敷
た
る
に
よ
り
て
、
両
村
の
生
土
神
な

り
し
が
、
山
は
尾
筋
の
水
流
を
も

っ
て
境
を
決
む
る
こ
と
と
な
り

て
は
、
全
く
當
村
の
地
の
み
の
社
と
な
る
よ
り
尊
仰
を
廃
す
と
も

い
へ
り
。
さ
れ
と
、
是
等
の
こ
と
は
聯
弐
百
年
前
後

の
こ
と
に
し

て
、
當
社
を
二
村
の
里
民
尊
信
せ
り
け
る
根
元
は
、
彼
村
久
度
坂

の
山
道
行
通
り
迄
の
地
は
、
當
村
な
り
し
よ
り

の
こ
と
に
は
あ
ら

ぬ
に
や
。
(同

「
ド
浦
村

・
山
王
大
権
現
」
項
)

以
下
、
第
二
図
を
参
照
し

つ
つ
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
。
A
お
よ

び
B
の
後
半
で
、
多
田
は
旧
諏
訪
村

・
関
村
の
地
帯
で
の
本
来
の
郡

　

　

界
は
平
野
全
体
を
見
渡
せ
る
二
本
松
峠
か
ら
諏
訪
八
幡
神
社
西
横
を

「見

つ
が
ひ
」
、
関
村
清
福

(来
)
寺
を

「見
通
す
」
直
線
で
あ

っ
た

と
み
な
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い

(諏
訪
八
幡
社
の
西
横
を

関
に
向

け
て
走
る
直
線
道
路
が
今
も
存
在
す
る
)
。

一
方
多

田
は
、

B
の
前
半
で
瑞
泉
寺

(二
本
松
峠
か
ら
の
山
道
が
上
浦
村
の
平
野
地

帯
に
出

て
く
る
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
)
の
東
を
通
り
、
諏
訪
村
送
り

原
で

「
大
道
筋
」

(讃
岐
街
道
を
指
す
)
に
達
す
る
道

(馬
往
来
)

牛島村

下浦村上浦村

「名西郡」

拍 吉社)

二本松峠

村界

r浦 村

「麻植郡」

本来の

郡界

現郡界

第二図 郡界周辺概念図
一26一

の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
。
B
の
文
脈
か
ら
み
て
、
こ
の
道
を
上
浦

村
地
域
に
お
け
る
本
来
の
郡
界
と
み
な
し
て
い
る
と
し
て
よ

い
。

一
方
C
は

『言
上
記
』
の
下
浦
村
項
の
記
載
で
あ
り
、
①
②
と
も

ド
浦

・
上
浦
両
村
村
界
に
つ
い
て
の
記
述

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
①
で

今
の
村
界
は
山
王
社

(現
石
井
町
下
浦
字
竜
王
に
鎮
座
す
る
日
吉
社

の
こ
と
)
の
や
や
東
を
出
発
点
に
直
線
的
に
諏
訪
村

の
方
に
向
け
て

 　　

走

っ
て

い
る

道

で
あ

る

と

し

た

上

で
、

こ

の
村

界

は

か

っ
て

は
送

り



原
へ
出
る
山
道
に
お
か
れ
て
い
た
と
し
、
②
で
そ
の
村
界
が
送
り
原

へ
出
る
道
か
ら
、
今
の
山
王
社
東
の
道
に
移
動
し
た
の
は
二
〇
〇
年

ほ
ど
前

(
一
七
世
紀
中

・
後
期
前
後
に
該
当
す
る
)
で
あ

っ
た
と
し

て
い
る
。

こ
の
C
は
上
浦

・
下
浦

の
村
界
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ

り
、
郡
界

に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
た
だ
し
、
こ
こ

で
本
来
の
上
浦

・
下
浦
の
村
界
と
さ
れ
て
い
る

「送
り
原
へ
出
る
山

道
」
(①
)
あ
る
い
は

「久
度
坂
の
山
道
行
通
り
」

(②
)
に
つ
い
て

は
、
B
で
多
田
が
本
来
の
郡
界
と
み
な
し
て
い
る
送
り
原

へ
出
る
道

(馬
往
来
)
と
同
じ
も

の
を
指
す

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り

多
田
は
送
り
原
へ
出
る
道
に
つ
い
て
、
本
来
の
郡
界
で
あ
る
と
と
も

に
、
二
〇
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
の
上
浦

・
ド
浦
村
界
で
も
あ

っ
た
と
み

な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
多
田
は
、
こ
の
C
部
分
で
二

〇
〇
年
ほ
ど
前
に
送
り
原
へ
出
る
道
か
ら
現
村
界

へ
の
東
に
向
か

っ

た
村
界
移
動
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
止
ま
り
、
こ
の
村
界
の
移
動
が
同
じ
送
り
原

へ
出
る
道
か
ら
現

郡
界

へ
の
西
に
向
か

っ
た
郡
界
移
動
と
ど
う
か
か
わ

っ
て
い
る
か
に

つ
い
て
は
、
郡
界
移
動
の
時
期
を
ふ
く
め
て
ふ
れ
て
い
な

い
。

全
体
と
し
て
多
田
は
A

・
B
で
は
、
二
本
松
峠
よ
り
諏
訪
村
八
幡

神
社
西
横

の
道
を
見
通
し
て
、
関
村
西
来
寺
に
達
し
て
い
る
ラ
イ
ン
、

あ
る
い
は
そ
れ
と

一
体
の
も
の
と
し
て
の
瑞
泉
寺
の
東
横
を
通

っ
て

平
野
部
に
で
て
諏
訪
村
で
讃
岐
街
道
に
達
す

る

「馬
往
来
」
(送
り

原

へ
出
る
山
道
)
の
ラ
イ
ン
を
、
現
地
点

へ
の
移
動
以
前
に
お
け
る

本
来
の
郡
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
C

で
は
こ
の
本
来
の
郡
界

(送
り
原
へ
出
る
道

)
か
ら
現
郡
界

へ
の
郡

界
移
動
の
時
期
に
か
か
わ

っ
て
で
あ
ろ
う
が
、
上
浦

・
下
浦
村
界
の

位
置
の
変
動
と
そ
の
時
期
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
C
に
つ
い

て
は
、
後
の
上
田
の
論
を
み
る
こ
と
の
な
か

で
あ
ら
た
め
て
と
り
げ

る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
、
A

・
B
で
記
述
さ
れ
て
い
る
本
来
の
郡
界

に
つ
い
て
、
旧
名
西
郡
上
浦
村
地
域
お
よ
び
諏
訪
村
地
域
を
南
北
に

へ
お

ノ

走
る
道
路
と
の
関
係
と

い
う
面
か
ら
第
三
図
を
参
照
し
な
が
ら
掘
り

下
げ
て
み
た
い
。

ま
ず
送
り
原

へ
出
る
道
は
地
図
上
で
上
浦
村
の
瑞
泉
寺
の
東
を
通

り
、
上
浦
村
北
部
で
②
の
ラ
イ
ン
に
乗
り
な
が
ら
諏
訪
村
で
讃
岐
街

道
に
合
流
し
て
い
る
道
が
あ
り
、
こ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
の
②

の
ラ

イ
ン
は
N
ー

]
O
W
の
傾
き
を
も

つ
統

一
条
里
上
に
乗
る
道
路
に
な

っ
て
い
る
現
麻
植

・
名
西
郡
界
と
平
行
し
て
走

っ
て
お
り
、
両
者
の

距
離
を
計
測
す
る
と
五
五
〇
メ
ー
ト
ル
程
度

(
一
坪
の

一
辺

一
〇
九

メ
ー
ト
ル
の
五
倍
)
に
な
る
。
つ
ま
り
②

の
ラ
イ
ン
も
現
郡
界
よ
り

五
坪
離
れ
た
と
こ
ろ
を
走
る
統

一
条
里
の
上

に
乗

っ
て
い
る
と
み
て
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よ
い
。

そ
し
て

二
本
松
峠
か
ら
、
諏
訪
村
八
幡
社
西
横
の
道
を
見
通
し
、

関
村
の
西
来
寺
に
達
す
る
ラ
イ
ン
は
、
②
の
ラ
イ
ン
の
西

一
〇
九
メ

ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
走
る
①
の
ラ
イ
ン
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
。
た
だ
し
、

こ
の
ラ
イ

ン
は
厳
密

に
は
諏
訪
村
八
幡
社
西
横
の
道
に
合
致
せ
ず
、

東
に
数
十

メ
ー
ト
ル
ず
れ
た
八
幡
社
境
内
を
走
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
山
頂
か
ら
の
見
通
し
と
い
う
点
か
ら
い
っ
て
、
多
田
は
八
幡

社
西
横
の
道
を
統

一
条
里
の
乗

っ
て
い
る
①
の
ラ
イ
ン
と
み
な
し
て

い
た
と
し

て
差
し
支
え
な

い
。

こ
の
よ
う
に
、
多
田
の
と
り
あ
げ
て
い
る
道
な
い
し
山
頂
か
ら
の

見
通
し
線
は
基
本
的
に
吉
野
川
下
流
域
の
統

一
条
里
の
条
里
界
線
に

合
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
多
田
が
条
里
と
い
う
用
語
は
用

い
て
い
な

い
が
、
道
な
ど
の
形
を
と

っ
て
南
北
に
走
る
直
線
と
、
そ
の
直
線
を

利
用
し
た
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
郡
界
な
い
し
村

(郷
)
界
の

存
在
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
。
た
だ
、
そ
こ
で
の
問
題
は

A
お
よ
び

B
の
後
半

の
記
述
で
は
二
本
松
峠
か
ら
の
見
通
し

(①
の

ラ
イ
ン
)
を
本
来
の
郡
界
と
み
な
し
て
い
る
が
、
B
の
前
半
お
よ
び

C
で
は
送
り
原
へ
出
る
山
道

(②
の
ラ
イ
ン
)
を
本
来
の
郡
界
と
み

な
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
①
と
②
ラ
イ
ン
の
関
連
に
つ
い
て

は
、
B
の
記
述
に
よ
る
限
り
で
は
同

一
の
直
線
上
に
乗
る
も
の
と
み

な

し

て

い
る

ら

し

い
。

し

か

し

、

現

実

に
は

一
坪

分

ず

れ

て

い
る

こ

と

は

明

白

で

あ

る

。

こ

の

問

題

と

の
か

か

わ

り

で

、

『
郡

境

之

考

』

の
次

の
記

述

を

み

た

い
。

D

…
尚
又
、
彼
村
と
下
浦
と
の
境
、
唯
今
之
所
と
な
り
た
る
を
考

ふ
る
に
、
吉
野
川
麻
植
塚
村
の
地
に
流
れ
、
當
村
八
本
松
大
道
の

北
側
を
経
て
、
諏
訪
村
壱
里
松
大
道
の
南
辺
り
に
落
ち
た
り
し
頃

の
荒
地
等
を
墾
し
か
や
。
彼
村
東
筋
二
本
松
峠
よ
り
送
り
原

へ
行

通
之
道
よ
り
東
唯
今
に
墾
と
申
来
、
下
浦
村
西
北
の
地
を
川
崎
と

申
来
、
元
来
川
成
地
な
る
よ
り

の
義
は
明
か
に
て
、
彼
村
之
地

追
々
に
東

へ
増
長
さ
る
、
村
境
変
易
な
り
、
付
て
は
郡
境
な
る
村

な
り
、
南
山
は
絶
頂
よ
り
唯
今
下
浦
村
之
山
王
社
地
山
の
尾
筋

へ

見
通
し
を
北

へ
見

つ
が
ひ
て
、
南
北
に
長
き
境
を
築
て
郡
村
之
境

と
は
し
た
り
け
む
、
之
を
其
後
唯
今
之
所
を
境
と
し
て
、
上
浦
之

地
二
郡
に
別
れ
た
る
よ
り
、
名
西
上
浦
村
同
下
浦
村
と
の
境
目
は
、

厳
重
な
る
堤
に
も
及
ば
ざ
る
に
至
り
、
彼
堤
等
も
よ
り
よ
り
に
両

村
よ
り
墾
崩
し
た
り
と
見

へ
て
、
右
村
境

の
道
筋
に
て
、
幅
三

・

四
間
程
な
る
畠
地
、
山
王
森
よ
り

一
丁
半
は
か
り
の
地
よ
り
北

へ

連
綿
し
て
、
東
は
下
浦
村
川
崎
と
申
地
、
西
は
浦
方
な
る
墾
り
と

申
地
と
を
貫
き
た
り
。
然
る
に
、
此
細
通
り
畠
地
の
側
村
境
之
道
、

一29一



南
は
彼
畠
地
よ
り
東
側
付
た
れ
ば
浦
方
の
地
な
る
へ
き
を
下
浦
村

之
地
と
な
り
、
中
程
は
村
境
之
道
西
側
に
付
た
れ
ば
正
し
く
下
浦

の
地
な

る
べ
き
を
、
聯
四
間
に
も
盈
た
さ
る
地
を
西
三
、
四
分
通

り
は
浦
方
村
之
地
に
て
、
東
五
、
六
分
通
は
下
浦
之
地
な
り
。
北

川
崎
墾

の
境
目
は
、
是
又
道
西
側
に
付
た
れ
ば
全
く
ド
浦
村
の
地

な
る
べ
き
を
、
凡
て
浦
方

の
地
と
な
り
た
り
。
是
に
川
除
の
地
に

て
も
あ
ら
ず
、
元
来
無
用
之
堤
た
る
よ
り
、
幾
年
久
遠
な
る
問
に

彼
よ
り
開
き
、
是
よ
り
も
墾
し
事
な
る
べ
し
。

『郡
境
之
考
』
は
全
体
と
し
て
三
つ
の
部
分
か
ら
成
る
。
第

一
の

部
分
は
本
来
の
郡
界
と
し
て
の
送
り
原
へ
出
る
道
、
お
よ
び
、
、本
松

峠
か
ら
の
見
通
し
線
に
つ
い
て
、
第
二
の
部
分
は
名
西
郡
上
浦
は
本

来
麻
植
郡
上
浦
と
同

一
の
村
で
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
述

べ
て
お
り
、
上
記
A
～
C
の
記
述
と
齪
酷
し
な
い
。
こ
こ
で
引
用
し

た
の
は
冒
頭
が

「尚
又
…
」
と
な

っ
て
い
る
よ
う
に
、
第

一
・
第
二

に
付
け
加
え
る
形
に
な

っ
て
い
る
第
三
の
部
分
で
あ
る
。
内
容
を
検

討
す
る
。

イ

上
浦
と
下
浦
と
の
村
界
は
、
吉
野
川
が
旧
麻
植
郡
上
浦
村
小
字

八
本
松

の
大
道

(讃
岐
街
道
)
の
北
側
を
経
て
、
諏
訪
村
小
字
壱

里
塚
の
大
道
の
南
に
流
れ
込
ん
で
い
た
頃
の
荒
れ
地
を
開
発
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
送
り
原

へ
出
る
道
の
東
は
上
浦
村
の
小
字
墾
り

で
あ
り
、
そ
れ
に
接
続
す
る
の
が
下
浦
村
西
北
の
小
字
川
崎
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
地
名
か
ら
み
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
村
境
の
地
は

川
成
の
地
で
あ
り
上
浦
村
の
地
は
東
に
増
加
し
て
い
る
。
村
境
は

変
わ
り
易
い
の
で
あ
る
。

ロ

上
浦
は
郡
境
の
村
で
あ
る
。
南
山

の
絶

頂
よ
り
山
王
社
地
の
あ

る
山
の
尾
筋

へ
の
見
通
し
を
北
方
に
見
通
し
て
、
南
北
に
長

い
堤

を
築
き
、
そ
れ
を
郡
村
の
境
と
し
て
い
た
。

ハ

後
に
、
現
在
の
所
を

(郡
の
)
境
と
し
て
、
L
浦
の
地
が
二
郡

に
分
か
れ
た
以
後
、
名
西
郡
の
ヒ
浦
村
と

同
下
浦
村
と
の
境
目
に

堤
も
必
要
な
く
な
り
、
堤
は
両
方
の
村
よ

り
堀
崩
さ
れ
て
い
っ

た
。

こ

す
な
わ
ち
、
村
境
の
道
筋
に
そ

っ
て
、
幅
三

・
四
間
ほ
ど
の
畠

地
が
、
山
王
森
よ
り

一
丁
半
ほ
ど
の
と
こ
ろ
か
ら
北

へ
連
続
し
て

い
る
。
こ
の
細

い
畠
地
の
側
に
あ
る
村
境

の
道
に
つ
い
て
、
南
の

部
分
で
は
こ
の
畠
地
の
東
側
に
付
い
て
い
る
の
で
上
浦

(浦
方
と

も
呼
ば
れ
る
)
の
地
で
あ
る
べ
き
で
あ
る

の
に
、
下
浦
の
地
と
な

っ
て
い
る
。
中
ほ
ど
の
部
分
は
村
境
の
道
は
畠
地
の
西
側
に
付

い

て
い
る
の
で
、
下
浦
の
地
に
な
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
西
の
三

・

四
分
通
り
は
上
浦
の
地
で
、
東
の
五

・
六
分
は
下
浦
の
地
で
あ
る
。
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北
の
部
分
す
な
わ
ち
小
字
川
崎

・
墾
り
の
境
目
は
道
は
西
側
に
付

い
て
い
る
の
で
、
下
浦
の
地
で
あ
る
べ
き
を
、
す
べ
て
上
浦
の
地

と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
川
除
の
地
で
は
な
く
、
無
用
の
堤
で
あ

っ
た

の
で
、
久
し
い
問
に
こ
ち
ら
か
ら
開
き
、
あ
ち
ら
か
ら
開
発

し
た
故
で
あ
ろ
う
。

イ
で
下
浦

・
上
浦
の
村
界
が
吉
野
川
の
流
域
変
動
の
な
か
で
西
か

ら
東
に
移
動
し
て
い
る
と
し
た
上
で
、
ロ
で
移
動
前
の
本
来
の
麻
植

郡
上
浦

と
名
西
郡
下
浦
と
の
境

(郡
村
之
境
)
を
提
示
し
て
い
る
が
、

問
題
は
そ
の
位
置
で
あ
る
。
A
～
C
か
ら
い
う
と
、
そ
れ
は
送
り
原

へ
出
る
道
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
こ
で
は

「南
山
は

絶
頂
よ
り
唯
今
下
浦
村
之
山
王
社
地
山
の
尾
筋

へ
見
通
し
を
北

へ
見

つ
が
ひ
」
と
な

っ
て
い
る
。

山
王
社

(現
在
の
日
吉
神
社
)
は
平
野
に
張
り
出
し
た
尾
根
の
突

端
に
位

置
す
る
。
南
山
絶
頂
と
い
う
の
は
、
こ
の
山
王
社
の
位
置
す

る
尾
根
を
た
ど

っ
た
山
頂
で
あ
ろ
う
。
こ
の
山
頂
か
ら
吉
野
川
流
域

平
野
地
帯
を
見
通
し
た
場
合
、
郡
村
界
と
な
り
う
る
ラ
イ
ン
な
い
し

そ
れ
に
対
応
す
る
道
と
し
て
は
、
③
と
④
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
④

の
ラ
イ

ン
は
移
動
後

の
上
浦
と
下
浦
の
境
と

一
致
す
る
。
そ
し
て
③

の
ラ
イ

ン
は
②
と
④
の
ラ
イ
ン
に
乗
る
二
つ
の
道
の
中
間

(そ
れ
ぞ

れ
か
ら

一
〇
九
メ
ー
ト
ル
ず

つ
)
地
点
で
、
上
浦
村
の
小
字

「張
り
」

の
集

落

か

ら

南

に
向

け

て

、
短

い
行

き

止

ま

り

の
直

線

道

路

が

走

っ

て

い
る

が

、
そ

れ

に
ほ

ぼ

一
致

す

る

。
③

・
④

い
ず

れ
を

と

っ
て
も

、

多

田

が

A

～
C

で
本

来

の
郡

界

と

み
な

し

て

い
た
①

な

い
し
②

の
ラ

イ

ン
よ

り

明

ら

か

に

東

に
ず

れ

る

。

③

・
④

の

ラ
イ

ン

の
う

ち

、

④

に

つ

い

て
は
多

田

は
移

動
後

の
村

境

と

認

識

し

て

い
る

し

、

か

り

に

こ

の
④

を

取

れ

ば

見

通

し

の
方

位

は

正

方

位

に

近

く

な

る

。

南

山

の
絶

頂

か

ら

N
i

一
〇

W

の
方

位

を

と

っ
て
見

通

す

と

す

れ

ば

、

③

を

と

る

以

外

な

い
。

つ
ま

り

、
多

田

は

こ

こ

で

本

来

の
郡

界

と

し

て
①

な

い
し
②

の
ラ

イ

ン
と

は

別

に
③

の
ラ

イ

ン

の
存

在

を

提

起

し

て

い
る

こ
と

に

な

る

。

そ

し

て

こ

の
③

の
ラ

イ

ン
は

現

郡

界

か

ら

、

ち

ょ
う

ど

一
条

(
六
坪

)

分

東

に
ず

れ

た

と

こ

ろ

を
条

里

界
線

に

沿

っ
て
走

っ
て

い
る

こ
と

に
注

目

し

て

お

き

た

い
。

さ

ら

に

ハ

・
二
で

本

来

の
郡

界

(③

ラ

イ

ン
)

に
沿

っ
て
幅

三

～

四

間

(
五

～

八

メ

ー

ト

ル
)

の
北

方

に
延

び

る
堤

が
築

か

れ

て

い
た

が

、
郡

界

移

動

後

、
無

用

な

も

の
に

な

り
徐

々

に
掘

り

崩

さ

れ

て

い

っ
た

こ
と

、

具
体

的

に

は

第

四

図

の
よ
う

に

、
堤

が
掘

り

崩

さ

れ

一

部

が
道

、

一
部

が
畑

に

な

っ
て

い

っ
た

こ
と

を

述

べ

て

い
る
。

こ
れ

は

木

原

ら

が

そ

の
存

在

を

指

摘

し

て

い
る
条

里

の
余

剰

帯

に
対

応

す

る
も

の
と

み

て

よ

い
の

で

は

な

い
か
。

つ
ま

り

、
多

田
は

こ

の

D

に
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上浦分

二浦分

下浦分

上浦分

郡界の堤)

 

i

↑
道

第四図 郡界堤

 

北
部
分

中
部
分

南
部
分

お
い
て
、
現
郡
界
よ
り

一
条
分
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
、
条
里
の
余
剰
帯

に
対
応
す
る
と
み
ら
れ
る
直
線
的
な
堤
を
伴

っ
た
本
来
の
郡
界
の
存

在
と
い
う

こ
と
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
断
片
的
な
記
述
を

つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
形
で
、
多
田
の
両
郡

郡
界
に

つ
い
て
の
所
論
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
そ
の
所
論
に
は
み
て

き
た
通
り

い
く

つ
も
の
矛
盾
が
あ
る
。
第

一
は
A
～
C
で
は
送
り
原

へ
出
る
山
道
を
本
来
の
郡
界
と
し
て
い
な
が
ら
、

一
方
で
二
本
松
峠

か
ら
の
見
通
し
を
郡
界
と
し
て
い
る
。
こ
の
①
②

の
ラ
イ
ン
が

一
坪

分
ず
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
な
い
し
、
ず
れ
に
気
づ

い

て
い
る
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
第
二
に
D
で
は
山
王
社
背
後
の

山
か
ら
見
通
し
た
③

の
ラ
イ
ン
を
郡
界
と
す

る
別
の
説
を
提
出
し
て

い
る
が
、
こ
れ
と
①

・
②
ラ
イ
ン
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
記
さ

れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
も
ち
な
が
ら
も
、
古
代
名
方

・
麻
植
両
郡
郡

界
を
直
線
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
直
線
を
N
l

一
〇
W

の
傾
き
を
も

つ
吉
野
川
下
流
域

の
統

一
条
里

の
条
界
線
と

一
致
す
る

も

の
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
古
代
の
両
郡
郡
界
が
現

在

の
両
郡
郡
界
よ
り
東
に
条
里
の
四
坪
な

い
し

一
条
分
だ
け
東
に
ず

れ
て
い
た
と
把
握
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
現
郡
界
よ
り
東
に

一
条
ず

れ
た
ラ
イ
ン
L
に
条
里
の
余
剰
帯
に
対
応
す

る
と
推
測
さ
れ
る
郡
界

堤
を
み
い
だ
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
諸
点

が
所
論
と
し
て
提
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
と
く
に
、
多
田
は

一
説
と

し
て
で
は
あ
る
が
、
本
来
の
郡
界
を
現
郡
界
よ
り

一
条
分
東
に
ず
れ

た
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
に
み
た
よ
う
に
、
二
〇
世

紀
後
半
に
な

っ
て
か
ら
の
福
家
復
元
に
従
え
ば
本
来
の
郡
界
は
現
郡

界
よ
り

一
条
東
に
ず
れ
る
と
い
う
こ
と
に
完
全
に

一
致
す
る
。
山
王

社

(日
吉
社
)
の
鎮
座
す
る
尾
根
筋
は
上
浦

・
下
浦
の
平
野
部
に
向

け
て
張
り
だ
し
て
お
り
、
平
野
部
か
ら
み
る
と
大
変
良

い
目
印
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
こ
か
ら
見
通

し
た
ラ
イ
ン
が
本
来
の

郡
界
と
な

っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
不
自
然

で
は
な
く
、
な
り
た
ち
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う

る

説

で
あ

る
と

考

え

る
。

ロ

上
田
寧
恵

(や
す
の
り
)

次
に
上

田
寧
恵
の
著

『名
方
郡
産
土
神
郷
名
考
』
に
つ
い
て
み
て

お
き
た
賊
『
上
田
の
こ
の
著
は
多
田
の
著
作
が
だ
さ
れ
た
直
後
の
明

治
七
年

(
一
八
七
四
)
に
書
か
れ
て
お
り
、
名
方
郡
に
お
け
る
和
名

抄
諸
郷
の
藩
政
村

へ
の
比
定
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
土

師
郷
の
項

で
の
両
郡
郡
境
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

土
師

姻

騨

㎎

加
鯨

贈

扁

燃

纏

石
井
村

高
川
原
村
、

城
之
内
村
、
下
浦
村
、
上
浦
村
、
諏
訪
村

辮

擁

謄

合
六
ケ

村

此
郷
高
志
郷
ヲ
別
チ
タ
ル
ナ
リ

誤
襖

遡
一磨

按

二
、
此
上
浦
村

ハ
上
古
麻
殖
郡
ナ
リ
、
延
喜
ノ
後
、
麻
殖
郡
牛

島
村
ヨ
リ
、
上
浦

・
須
和

・
石
井
村
ノ
古
川
筋

へ
、
吉
野
川
分
水
シ

テ
溢
レ
込
通
水
シ
、
其
時
麻
殖
郡

・
名
西
郡
ノ
境
界
モ
乱
体
ト
ナ
リ
、

其
後
愈
上
リ
、
境
界
ヲ
定
メ
シ
時
、
須
和
口
口
村
ノ
開
拓

二
随
ヒ
、

境
界
ヲ
定

メ
タ
ル
ヨ
リ
、

一
村
ヲ
分
チ
、
上
浦
村
ヲ
名
西
郡
土
師
郷

へ
加

ヘ
タ
ル
ナ
リ
。

す
な
わ
ち
、

一
〇
世
紀
初
頭
の
延
喜
年
間
に
始
ま
る
吉
野
川
の
流

路
変
動
の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
の
両
郡
郡
界
が
乱
れ
は
じ
め
、
の
ち

に
あ
ら
た
め
て
両
郡
郡
界
が
定
め
ら
れ
た
時

に
は
、
諏
訪
村
の
開
発

に
し
た
が

っ
て
そ
れ
が
な
さ
れ
た
た
め
に
、
変
動
が
起
こ
り
、
か

っ

て
の
麻
植
郡
上
浦
村
が
分
断
さ
れ
、
そ
の

一
部
が
名
西
郡
土
師
郷
に

名
西
郡
上
浦
村
と
し
て
ふ
く
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
上
田
は
、
寛
平
八
年
以
前

の
名
方
郡
の
段
階
で
は
、

麻
植

・
名
方
郡
界
は
現
郡
界
よ
り
東
に
位
置
し
て
お
り
、
現
位
置
に

移
動
し
た
の
は
名
西

・
名
東
両
郡
が
成
立
し

て
い
る

一
〇
世
紀
以
降

の
中
世
段
階
で
あ
る
と

い
う
、
郡
界
移
動
を
古
代
か
ら
中
世
に
か
け

て
の
時
間
的
な
経
過
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
と
い
う
歴
史
的
感
覚
に

富
ん
だ
論
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
田
の
場
合
も
延
喜
以
降
と

い
う
の
み
で
、
郡
界
の
移
動
が
い
つ

起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
時
期
は
明
示
し

て
い
な

い
。
た
だ
、
郡

界
が
移
動
す
る
と

い
う
こ
と
は
郡
そ
の
も
の
の
大
き
な
変
動
に
対
応

し
て
起
こ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

る
。
名
方

・
麻
植
両
郡

と
い
う
吉
野
川
下
流
域
南
岸
に
つ
い
て
、
歴
史
的
に
み
る
と
、
以
下

の
少
な
く
と
も
三
回
に
わ
た
る
郡
編
成
の
変
動
が
起
こ

っ
て
い
る
。

①

寛
平
八
年
の
名
方
郡
の
名
西

・
名
東
両
郡

へ
の
分
割

へ
お

　

②

中
世
に
お
け
る
名
西

・
名
東
両
郡
か
ら

の
以
西
郡
の
分
立

③

近
世
初
期
の
寛
文
四
年

(
エ
ハ
六
四
)
に
お
け
る
以
西
郡
の
名

一33一



　め

東
郡

へ
の
吸
収

こ
れ
を

ふ
ま
え
る
と
、
上
田
は
①
以
降
に
お
け
る
麻
植

・
名
西
郡

界
の
移
動
を
考
え
て
い
る
の
で
、
②
な
い
し
③

の
段
階
で
の
再
編
に

と
も
な
う
郡
界
変
動
を
考
え
て
い
た
と
み
な
し
て
よ

い
。

こ
の
上
田
の
論
と
の
か
か
わ
り
で
、
多
田
が
二
百
年
ほ
ど
前
の
時

点
で
の
上
浦

・
下
浦
村
界
の
移
動
と

い
う
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
み
て
お
く
と
、
時
期
的
に
は
こ
の
移
動
は
ほ
ぼ
③

に
合

致
す
る
。
③
は
当
時
の
徳
島
藩
が
お
こ
な

っ
た
、
阿
波
国

一
国
全
体

に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
の

一
三
郡
を

]
○
郡
に
再
編
成
す
る
と
い
う
大

規
模
郡
再

編
の

一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、

名
西

・
麻
植
の
郡
界
移
動
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ま
で
の
麻
植
郡
上
浦
の

分
断
が
、
多
田
の
い
う
L
浦

・
下
浦
の
村
界
の
移
動
と
併
せ
て
な
さ

れ
た
と
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
③

の
段
階
に
つ
い
て
、
再
編
直
前

の
村

の
配
置
状り

況
を
記
載
し
た
寛
文
四
年
三
月

一
五
日
阿
波
国
十
三
郡
郷
村
高
辻
帳

に
は
、
名
西
郡
上
浦
村
と
以
西
郡
上
浦
村
が
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
郡
界
の
移
動
す
な
わ
ち
、
上
浦
の
分
断
は
③

の
段
階
で

は
す
で
に
完
了
し
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
。
さ
ら
に
、
多
田
の

『言

上
記
』

に
ふ
く
ま
れ
て
い
る

「名
西
郡

村
邑
見
聞
言
上
記
之
内

所

々
小
名
井
字
之
記
」
に
名
西
郡
の
小
名

・
字
が
村
単
位
に
書
き
上

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に

「名
西
上
浦

慶
長
九
年
御
帳
」

の
項
が
あ
り
、
そ
こ
に
小
名
と
し
て

「張

り
」
コ

丁
地
」
な
ど
現

在
も
字
名
と
し
て
残

っ
て
い
る
地
名
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

つ

ま
り
慶
長
九
年

(
一
六
〇
四
)
と
い
う
近
世
初
頭
に
は
名
西
郡
上
浦

村
は
明
確
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
上
浦

の
分
断
す
な
わ
ち
本
来

の
郡
界
が
現
在
の
場
に
移
動
し
た
の
は
③

の
段
階
で
は
な
く
、
中
世

に
遡

っ
た
②

の
以
西
郡
の
成
立
の
時
点
で
な
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で

蕗

ー

あ
ろ
う
。

以
上
の
分
析
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
多
田
お
よ
び
上
田
は
麻
植

・

名
方
郡
界
は
現
麻
植

・
名
西
郡
界
よ
り
東
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
の

本
来
の
郡
界
が
現
在

の
所
に
移
動
し
た
の
は
古
代
で
は
な
く
、
中
世

に
な

っ
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
す
る
点
で
は
、

一
致
し
て
い
た
。
こ

の
両
者

の
説
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
研
究
史

で
は
通
説
に
な

っ
て
い
る
服
部

・
一
宮
説
の
よ
う
に
古
代
名
方
郡
条

里
の
条

の
起
点
を
現
麻
植

・
名
西
郡
界
に
お
く
と

い
う
の
は
誤
り
で

あ
り
、
そ
の
起
点
は
現
郡
界
よ
り
東
に
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
さ
ら
に
現
郡
界
よ
り
ち
ょ
う
ど

一

条
分
東
に
位
置
す
る
山
王
社

(日
吉
社
)
背
後
の
山
地
よ
り
吉
野
川

方
向
に
向
け
て
の
N
l

一
〇
W
の
傾
き
を
も

つ
直
線
的
な
見
通
し
を

本
来
の
郡
界
と
み
な
す
と

い
う
多
田
の
問
題
提
起
は
、
鎌
倉
期
の
富
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田
庄
坪
付
を
も
と
に
名
方
郡
条
里
の
条
を
通
説
よ
り
東
に

一
条
分
ず

ら
し
て
設
定
し
て
い
る
福
家
復
元
の
正
し
さ
を
裏
付
け
た
こ
と
に
も

な
る
。ま

と
め
と
展
望

名
方
郡

の
条
里
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
、
二
〇
世
紀
後
半

の

研
究

の
み
な
ら
ず
、

一
九
世
紀
中

・
後
期
の
幕
末

・
明
治
維
新
期
に

ま
で
遡

っ
て
検
討
し
て
き
た
。
以
下
今
後
の
検
討
課
題
を
ふ
く
め
た

ま
と
め
を
お
こ
な

っ
て
お
き
た
い
。

.

二
〇
世
紀
後
半
段
階
の
名
方
郡
条
里
研
究
に
つ
い
て
は
地
理
研

究
者
ら
に
よ
る
研
究
と
地
元
の
文
献
研
究
者
ら
に
よ
る
研
究
が
十

分
か
み
あ
わ
な
い
ま
ま
に
二
つ
の
流
れ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
服
部
ら
地
理
研
究
者
が
名
方
郡
条
里
を
吉
野
川
下
流
域

の
統

一
条
里
の

一
環
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
文

献
研
究
者
ら
も
そ
の
正
し
さ
を
認
め
て
い
る
。

二

名
方

郡
条
里
の
里
呼
称
に
つ
い
て
、
服
部
ら
は
南
か
ら
北
に
数

え
進
む
と
し
な
が
ら
も
、
北
端
の
板
野
郡
界
を

一
四
里
に
設
定
し
、

そ
こ
か
ら
逆
算
す
る
形
で
、
里
の
起
点
を
眉
山
の
山
中
に
お
い
て

い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
地
元
の
研
究
者
で
あ
る

一
宮
松
次
は

地
割
に
つ
い
て
は
服
部
説
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
眉
山
東
麓

の
徳
島
市
街
地
を
中
心
に
広
が
る
富
田
庄

の
鎌
倉
期
の
坪
付
け
を

素
材
に
里
の
起
点
を
勝
浦
郡
と
名
東
郡
の
郡
界
に
求
め
た
。

服
部
ら
も
名
方
郡
条
里
の
条
の
起
点
は
麻
植
郡
と
名
方
郡
の
郡

界
に
求
め
て
お
り
、
そ
れ
と
対
応
さ
せ
る
な
ら
ば
、
里
の
起
点
を

勝
浦

・
名
方
両
郡
郡
界
に
お
く

一
宮
説
が
正
し
い
も

の
と
考
え

る
。
そ
し
て
こ
の

=
呂
復
元
に
基
づ
く
と
、
名
方
郡
条
里
の
里
は

服
部
復
元
よ
り
南
に
二
里
分
ず
れ
、
名
方
郡
と
板
野
郡
と
の
境
界

は

]
六
里
に
な
る
。

三

一
方
、
福
家
清
司
は

=
呂
復
元
に
よ
り
富
田
庄
庄
域
を
復
元
し

た
場
合
、
二
〇
条
七
璽
は
記
載
さ
れ
て

い
る

「
猪
山
」
「
寺
島
」

な
ど
の
記
載
地
名
か
ら
み
て
、
現
徳
島
市
街
地
に
比
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の
に
、
眉
山
山
中
に
比
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う

事
実
を
指
摘
し
、
坪
付
地
名
と
現
状
と
を
合
致
さ
せ
る
た
め
に
は
、

里
に
つ
い
て
は

一
宮
復
元
通
り
で
問
題
な

い
が
、
条
に
つ
い
て
は

=
呂
復
元
よ
り
東

へ

]
条
分
ず
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す

る
。名

方
郡
条
里
の
条
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
現
麻
植

・
名
西
両
郡

郡
界
に
お
く
と

い
う
認
識
で
は
服
部

・
一
宮
と
も
に

一
致
し
て
い

る
。
し
か
し
、
富
田
庄
坪
付
と
現
状
を
合
致
さ
せ
て
い
る
福
家
復
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元
を
と

る
と
な
れ
ば
、
通
説
と
な

っ
て
い
る
服
部

・
一
宮
説
は
成

り
立
た
な
く
な
る
。
服
部

・
一
宮
説
と
福
家
説
の
問
に
み
ら
れ
る

」
条
分

の
ず
れ
に
つ
い
て
、
視
点
を
条
の
起
点
に
す
え
れ
ば
、
条

の
起
点
と
し
て
の
郡
界
を
現
郡
界
に
お
く
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ

よ
り
東

に

]
条
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
求
め
る
の
か
、
と

い
う
そ
の
ず

れ
に
あ

る
こ
と
に
な
る
。

四

こ
の
条
呼
称
の
ず
れ
と
の
か
か
わ
り
で
、
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
の
は
幕
末

・
明
治
維
新
期
の
多
田
と
上
田
の
研
究
で
あ
る
。

ま
ず
多
田
に
つ
い
て
、条
里
と
い
う
用
語
は
用
い
て
い
な
い
が
、

N
l

一
〇
W
の
傾
き
を
も
つ
条
里
地
割
の
存
在
と
く
に
道
の
形
を

と

っ
た
条
里
界
線
の
存
在
と
、
そ
の
直
線
に
沿

っ
た
郡
界

・
村

(郷
)
界

の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
。
多
田
は
麻
植
郡
上
浦
村
と

名
西
郡
上
浦
村
と
は
本
来
は

一
村
を
な
し
て
お
り
、
平
野
背
後
の

山
頂
か
ら
見
通
し
た
直
線
の
上
に
乗
る
本
来
の
麻
植

・
名
方

(名

西
)
両
郡
郡
界
は
現
郡
界
よ
り
東
に
ず
れ
た
と
こ
ろ
を
走

っ
て
い

た
、
と

こ
ろ
が
そ
の
郡
界
が
現
在
の
場
に
移
動
し
た
こ
と
で
上
浦

の
分
断

が
起
こ

っ
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
現
郡
界
よ
り
四
な
い

し
五
坪
分
東
に
ず
れ
て
走
る
ラ
イ
ン
に
本
来
の
郡
界
が
お
か
れ
て

い
た
と
す
る
説
と

一
条

(六
坪
)
分
ず
れ
て
い
た
ラ
イ
ン
に
お
か

れ
て
い
た
と
す
る
説
と
を
並
列
し
て
提
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

一
条
分
ず
れ
た
と
こ
ろ
の
ラ
イ
ン
に
は
条
里
の
余
剰
帯
に
対
応
す

る
と
考
え
ら
れ
る
直
線
的
に
走
る
郡
界
堤

の
存
在
を
指
摘
し
て
い

る
。

五

]
方
L
田
は
、
両
上
浦
は
本
来

一
体
で
あ
り
、
麻
植
郡
の
村
で

あ

っ
た
と
し
た
上
で
、
延
喜
年
間
以
降
進
む
吉
野
川
の
流
路
変
更

の
な
か
で
、
郡
界
周
辺
の
地
の
荒
廃
化
、
さ
ら
に
は
そ
の
再
開
発

が
進
行
す
る
こ
と
の
結
果
、
現
郡
界
の
と
こ
ろ
に
あ
ら
た
な
郡
界

が
設
定
し
な
お
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
上
浦
が
麻
植
郡
と
名
西
郡
と

に
わ
か
れ
た
と
す
る
。

六

多
田

・
上
田
両
者
は
本
来
の
麻
植
名
方
郡
界
が
現
在
の
麻
植
名

西
郡
界
よ
り
東
に
ず
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
、
ま
た
郡
界
の
移
動

は
中
世
以
降
に
お
い
て
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
は
共
通
し
た
認
識

を
も

っ
て
い
る
。
と
く
に
多
田
が

一
説
と
し
て
現
郡
界
よ
り
東
に

一
条
分
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
余
剰
帯
を
と
も

な
う
本
来
の
直
線
郡
界

が
存
在
し
た
と

い
う
説
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

二
〇
世
紀
の
後
半
に
な

っ
て
福
家
は
名
方
郡
条
里
の
条
呼
称
は
通

説
の
服
部

・
一
宮
説

(現
麻
植

・
名
西
両
郡
郡
界
起
点
説
)
よ
り

東
に

一
条
分
ず
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
富
田
庄
坪
付
を
も

と
に
指
摘
し
た
が
、

一
世
紀
半
を
遡
る
時
点
で
の
本
来
の
両
郡
郡

界
は

一
条
分
東
に
ず
れ
て
い
た
と
す
る
多

田
の
こ
の
説
を
と
る
こ

一36一



と
で
、
裏
付
け
を
え
た
こ
と
に
な
る
。

七

残
さ
れ
た
課
題
も
多

い
。
郡
界

の
東

へ
の
ず
れ
に
つ
い
て
の
複

数

の
多

田
説
に
つ
い
て
も
、

一
条
分
ず
れ
て
い
る
と
す
る
説
が
説

得
的

で
あ
る
が
、
郡
界
を
形
成
し
て
い
た
と
す
る
堤
の
痕
跡
が
確

認
で
き
る
か
と
い
う
問
題
な
ど
を
ふ
く
め
て
、
本
来
の
郡
界
と
さ

れ
る
周
辺
地
域
の
精
密
な
地
理
学
的
な
調
査
を
必
要
と
す
る
。

さ
ら

に
郡
界
の
移
動
時
期
に
つ
い
て
、
上
田
は
古
代
郷
と
近
世

藩
政
村
と
の
対
応
を

つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
そ
れ
を

古
代
か
ら
近
世
に
い
た
る
郡
の
再
編
成
を
考
慮
し
つ
つ
お
こ
な

っ

て
い
る
。
郡
界
移
動
に
よ
る
上
浦
の
分
断
説
も
そ
の

一
環
と
し
て

だ
さ
れ
て
い
る
が
、
上
浦
の
ケ
ー
ス
以
外
に
も
藩
政
村
と
し
て
の

名
西
郡
桜
間
村
と
名
東
郡
桜
間
村
、
ま
た
名
東
郡
矢
野
村
と
名
西

郡
西
矢

野
村
の
存
在
に
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
、
か

っ
て
の

一
村
の

分
断
を
暗
示
す
る
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
も
条
里

界
線
が
両
者
の
境
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
分
断
は
以
西
郡
成
立

の
段
階
で
起
こ

っ
た
可
能
性
が
高

い
と
考
え
る
が
、
上
田
が
と

つ

て
い
る
郡
界
の
歴
史
的
な
変
遷
の
把
握
と

い
う
方
法
に
学
び
な
が

ら
、
そ
の
分
断
の
背
景
と
時
期
に
つ
い
て
明
確
に
し
て
い
く
必
要

　タ

が

あ

る

。

1
註

 

(2

)

(3
)

54

 

(6
)

(7

)

(
8
)

「
阿
波

の
条

里
」

(『
徳
島
大
学
学
芸
紀
要

・
社
会
科

学
』
八
号

一
九

五
八
年

、
後

に
同
氏

『阿

波

の
歴
史

地
理

・
第

一
』

に
所
収

一
九

六
四
年
)
。

「
阿
波
国
新
島
庄

の
歴
史
地
理
」

(
『社
会
科

研
究
』

九
号

一
九
六

一

年

、
後

に
同
氏

『古

代

・
中
世

の
耕

地
と
村
落
』
所

収

一
九

七
五

年
)
。

「
阿
波
条

里
の
復

元
的
研
究
」

(
『人
文
地

理
』

一
八
-

五

一
九
六
六

年

、
後

に
同
氏

『律

令
国
家

の
歴
史
地

理
学
的
研
究
』

所
収

一
九

八
三
年

)
。

『
鳴
門
教
育
大

学
研
究
紀
要

=

二
巻

』

一
九
九

八
年
。

「
阿
波
国
名
方

郡
新
島
荘

図
大
豆
処

図
」

(金

田

・
石
上

・
鎌

田

・
栄

原
編

『
日
本
古

代
荘
園
図
』

一
九
九
六
年

)。

「
阿
波
国
東
大
寺

領
新
島
庄
枚
方
庄
大
豆
処

に

つ
い
て
i

中
世
史

研
究

ノ
ー
ト
か
ら
ー
」

(『
ふ
る
さ
と
阿
波
』

六

一
号

、

一
九
七

〇
年
)
。

昌
泰

元
年
七

月

一
七

日
太
政
官
符

「応

省
名
東
郡
主

帳

一
員
置
名

西

郡
事
」

(『
類
従

三
代
格
』
巻

一
七
)
参

照
。

野

口
年
長

(安

永
九

・
一
七
八
〇
～
安

政
五

⊥

八

五
八
)
。

国
学
者

、

徳

島

城
下

町
助
任

の
人

。
同

人

の
編
纂

し
た

『
粟

の
落

穂
』

(弘

化

三

・
一
八
四
六
刊

)
は
阿
波

の
地
誌

・
歴
史

に

つ
い
て
さ
ま
ざ
ま

な

事

項
を
取
り
上
げ

て

い
る
も
の
と
し

て
著
名
。

『新
編
阿
波
叢

書

・
上

巻

』
に
活
字
化
さ
れ

て

い
る
。
そ

の

一
の
巻
、

「以
西
郡
」

の
項
に
以

西
郡
と
名
東

郡

・
名

西
郡

の
か
か
わ
り

の
問
題
が
取

り
上
げ
ら

れ
て

い
る
。
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(9
)

　 　

121110
))

 

(
13

)

　

1514
)

後
藤
尚
豊

(
天
保

一
〇

・
一
八
三
九

～
大
正

三

・
一
九

一
四
)
。
名
東

郡
早
淵
村

の
庄

屋
。
多
田
直
清

ら
と
と
も

に
、

「風

土
記
編
輯
掛
」

に

出
仕
。

同
人

の
書

い
た

『
阿
波

国
名
東
郡

郷
名
略
考

』
が
無

窮
会
文

庫

(東
京

都
町

田
市
)

に
所
蔵

さ
れ

て

い
る

(活
字

化
さ

れ
て

い
な

い
)
。

こ
の
書

は
明
治
三
年

(
一
八
七
〇
)
前
後

に
作

成
さ
れ
、
編
輯

掛

に
提

出
し
た
も

の
と
推

定
さ

れ
る
が
、
名

東
郡

・
名
西
郡

に
お
け

る
古
代
郷

の
配
置
お
よ
び
郡
界

に

つ
い
て
論

じ
た
も

の
で
あ

る
。

春
日
神
社
文
書

鎌
倉
遺
文

一
四
八

一
。

上
掲

一
宮
論
文
。

こ

の
郡
史

は
原
稿

は
第

二
次

世
界
大
戦
前

に

田
所

眉
東

に
よ
り
書
か

れ

て
お
り
、
後

に
小
川

国
太
郎

ら
が
補
訂

し
、
最
終

的

に
飯

田
義
資

が
編
集
し
直
し

て
出
版
し
た
も

の
で
あ

る
。

小
川
国
太
郎

(
一
八
七
六
-

一
九

四
四
、
新
聞
記

者
、
地
方

史
研
究

者
)

は
名

方
郡
条

里

の
里

の
起
点

を
勝
浦

郡
と
名
方

郡

の
境

に
お
く

べ
き

で
あ
る
と

し

て
い
る
。

こ
の
小
川
説

が
出
さ

れ
た

の
は

い
つ
で

あ

る
か
、
定

か
で
は
な

い
。
し

か
し
そ

の
没
年
か

ら
み

て
、
第

二
次

大
戦
以
前

で
あ
る

こ
と
は
確
実

で
あ

る
。

上
掲
福
家
論
文
。

福
家
自
身

は
自
説

が
な
り

た

つ
た
め

に
は
名
方
郡

条
里

の
条

の
起
点

が
東

に

一
条
分

移
動
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て

ふ
れ
て

い
な

い
。
ま
た
筆

者
も

、
新
島
庄

三
地
区

の
位
置

比
定
を

み

て
い
く
上

で
福

家
復
元

の
も

つ
意

味
が
大
き

い
こ
と
を
指
摘

し
な

が

ら

(
「大

河
川
下
流
域

に
お
け
る
開
発
と
交
易

の
進

展
」

拙
著

『古

代
東
大
寺
庄
園

の
研
究
』
所
収

二
〇
〇
〇
年
)
、
そ
れ

に
と
ど
ま
り

、

(
16

)

(
17

)

服
部
復

元
と
福
家

復
元
と

の
食

い
違

い
と

い
う
問

題
は
条

の
基

点
と

し

て

の
郡

界

の
位

置

の
問
題

で
あ

る
こ
と

に
気
が

つ
い
て
お
ら
ず

、

し
た

が

っ
て
両
復

元

の
食

い
違

い
が
な

ぜ
起

こ

っ
た

の
か

に

つ
い
て

の
検
討
も

で
き

て
い
な

い
。

多

田
直
清

(寛

政

一
二

・
一
八

〇
〇
～
明
治
九

・
一
八
七

六
)
。
名
西

郡
下
浦

村

の
人
。

神
官
。
風

土
記
編
輯
掛

出
仕
。

国
学
者

で
あ

る
と

と
も

に
、
地
域

の
地
誌

・
歴
史

に

つ
い
て

の
研
究
者

で
あ
る
。
本

論

文

で
取

り
上
げ
た

彼

の
著
書

『
村
邑
見
聞

言
上
記
』

は
麻
植

・
名

西

地
域

の
地
誌
と

し
て
高
く
評
価

さ
れ

て

い
た
。
そ

の
写
本
は
現
在

徳

島
県
立
図
書
館

(呉

郷
文
庫
)
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

、
京
都

大
学

文
学
部

の
三
箇
所

に
所
蔵

さ
れ

て
い
る

(
な
お
、
本
論

文

で
は
史

料

編
纂
所
本
を
利

用
し
た
)
。
し
か
し
、
そ

の
活
字
化
は
ま
だ

な
さ
れ
て

お
ら
ず

、
そ

の
内

容
に

つ
い
て

の
体
系
的

な
利
用

・
評
価
は
、

ご
く

一
部
が

『浦
庄
村
史
』

(注
18
参
照
)

に
お

い
て
先
駆
的

に
な
さ
れ
て

い
る
の
み

で
あ
り

、
ほ

と
ん
ど
手

付

か
ず

の
状

況

に
あ
る
。

な
お

、

多

田
に

つ
い
て
は
注
24
も
参

照
の
こ
と
。

明

治

二
年

に
徳
島

藩

の
も

と

に
小
杉

椙
村

な
ど

が
中

心

に
な

っ
て

「
阿
波
国
風

土
記
編
輯

掛
」

が
設
置
さ
れ
、
阿
波

の
歴
史
と
地

誌

の
大

規
模
な

編
纂
が
企

て
ら
れ
た

が
、
同

五
年

の
廃
藩
と
と

も
に
廃
止

さ

れ
た
。

こ

の
編
輯

掛
に
は
多

田
を

ふ
く
む
多

く

の
国
学

者

・
儒
学
者

が
出
仕

し

て
い
た

。
多

田
の
調
査
活
動

は
幕

末

に
遡

る

の
で
あ

ろ
う

が
、
言

上
記
と

い
う

形

で
ま

と
め
ら
れ
た

の
は
、
編
輯

掛

に
提
出
す

る

こ
と

が
目
的

で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ

る
。
な
お
、
編

輯
掛

に

つ
い

て
は
、
羊
我
山
人

(飯

田
義
資

)
「
風
土
記
編
輯
掛
」

同
氏
著

『粟

の

一38一



(
18

)

(
19

)

21 20
)

2322

 

(
24
)

抜
穂

・
天

の
巻
』
所
収

一
九
七

五
年

(昭
和

五
〇
)
を
参

照
。

『浦

庄
村
史

』

(浦

庄
村
史

編
纂
委

員
会
編

一
九

六
五
年

・
昭
和

四

〇
)

の
二
五
六

頁
及
び

二

一
頁

に
引
用
さ

れ
て

い
る
。
執
筆

者
は

い

ず

れ

に
も

記
さ

れ
て

い
な

い
。
両
者

と
も
山

口
虎

一
氏
所
蔵

に
な

っ

て

い
る
。

原
本

の
行
方

に

つ
い
て
は
今

の
と

こ

ろ
、
筆
者

は
確
認

で

き

て

い
な

い
。

今
は
、
曲
突

(く
ど
う

)
越
と
よ
ば
れ

て

い
る
。
名
西
郡

石
井
町
か
ら

同
郡
神

山
町

へ
抜
け
る
山
道

に
あ
る
峠
を
指
す
。

現

石
井

町
浦
庄

字
諏
訪
西
久
保
(旧
名
西
郡

諏
訪
村

)
に
鎮

座
。

現
石
井
町
大
字

関
(旧
名

西
郡
関
村
)

に
所
在

。
『
高
原
村

史
』

(高
原

村
史

編
纂
委

員
会
編

一
九

五
六
年

(昭
和

三

一
)

に
よ

る
と
、
明

治

初
期

に
は

「
西

来
寺
」

と

よ
ば

れ

て

い
た
。

現
在

は

「
寂
静

庵
」

あ

る

い
は

「薬

師
庵
」

と
よ
ば
れ

て
い
る
。

こ
の
道

は
現
在

で
も

上
浦
と
下
浦

の
境
に
な

っ
て
い
る
。

①

は

二
本
松
峠

見
通
し

、
②

は
送

り
原

へ
出
る
山
道

、
③

は
山
王
社

背
後

の
山

か
ら

の
見

通
し

、
④

は
上
浦

・
下
浦

村
界

。
ま
た

ア
は
上

浦
村

字
張
り

、

ロ
は
下
浦
村
字

川
崎

、
を
そ

れ
ぞ
れ
指

す
。

ま
た
本

図
は

『
石
井
町
全

図
』
(石
井

町
発
行
、

一
万
分

一
)
を
も

と
に
し

て

い
る
。

上

田
寧

恵
(文

化

二

・
一
八

〇
五

～
明

治

一
八

・
一
八
八
五
)
。
名
西

郡
高

原
村

の
人
。
明

治
七
年

に
名
西

郡
中
嶋
村

に
あ

る
新
宮

・
本
宮

社

の
祠
官

を
勤

め

て

い
る
。

『
名
方

郡
産

土
神

郷
名

考
』

は

こ

の
新

宮

・
本

宮
社

に
か
か

わ

っ
て
書

か
れ

た
も

の
で
あ
り

、
小
杉

椙
村
編

『
続
徴
古
雑

抄

・
阿
波

一
一
中
』

に
所
収

さ
れ
て

い
る

(徳
島

県
立
文

(
25
)

書
館

の

マ
イ

ク

ロ
フ
ィ

ル
ム
版
を
利

用
し
た

)
が
、
従
来

こ
れ

に
着

目
し
た
者

は
皆
無

で
あ

っ
た

(
こ
れ
も
活

字
化
さ
れ

て
い
な

い
)
。
寧

恵
本
人

に

つ
い
て
も
、

『高
原
村
史
』

に
幕

末
に
天
文
学

・
和
算

に
長

じ
た

人
と

し
て
、
生

没
年
代
な

し
で
紹
介

さ
れ
て

い
る
の
み
で
、
古

い
人
名

録
な

ど

で
も
と

り
あ
げ

ら
れ
る

こ
と

は
な
く
、
筆
者

に
と

つ

て
そ

の
経
歴

は
謎

で
あ

っ
た
。
最
近

に
な

っ
て
、
寧
恵

の
直

系

の
曾

孫

で
あ

る
上
田
健

三
氏

(石
井
町
高
原
在
住

、
現
石
井
町
文
化
財
保
護

審
議
委

員
会
委

員
長

)
に
お
会

い
す

る

こ
と

が
で
き
、

ご
自

宅

に
保

存
さ

れ

て
い
た
上

田
家

の
系
図
を

拝
見
し

て
、
そ

の
生
没
年

お
よ
び

幕
末

か
ら
明
治

に
か

け
て

の
活
動

歴
を
知

る
こ
と
が

で
き

た
。
系
図

以
外

に
も
新
宮

・
本
宮

社
関
係

の
史

料
も
保
存

さ
れ

て
お
り
、
今
後

の
調
査

が
望
ま

れ

る
。

関
連
し

て
、
上
田
氏

の
お
力
添
え

で
、
多

田

直
清

の
曾

孫

で
あ

る
多

田
榮
氏
(石
井
町

下
浦
在

住
)
に
も
お
会

い
で

き
た

。
直
清

関
係

の
史

料
と
し

て
は
本
稿

で
取

り
上
げ

た
言
上
記
関

係

の
も

の
は
残

っ
て

い
な

い
が
、
和

歌

関
係
が

保
存

さ
れ

て

い
た
。

上

田
お
よ
び
多

田

の
伝

記
的
な
側

面

の
研
究

は
別
稿

で
お
こ
な
う
予

定

で
あ

る
が

、
ほ

ぼ
同
世
代

で
し
か
も
名
西

郡
と

い
う

同

一
地
域

で

活
動

し

て
い
る
二
人

の
学
問
的
な
交

流
関
係

の
有
無

、
上
田

の
天
文

学

・
和

算
研
究

と
地
域

史
研
究
と

の
か
か
わ

り
な
ど

、
究

明
す

べ
き

課
題

は
多

い
。
な
お

、
こ

の
両
人

に

つ
い
て
の
調
査

に
際
し

て
、

上

田
健

三
氏

に
様

々
に
ご
尽
力

い
た

だ

い
た
。

記
し

て
謝
意

を
表
し

た

い
。

以
西
郡

は
、
寛
平

年
間
以
降
鎌

倉
後
期

に
至
る
ま

で
の
間
に
、
そ

れ

ま

で
の
名
東

・
名
西

両
郡

の

一
部
を

割
き
と

っ
て
成
立

し

て
い
る
郡
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(
26

)

(
27

)

(
28

)

(
29

)

で
あ
る
。

寛
文

四
年

閏
五
月

=
二
日
阿
波
国
十
郡
改

覚
書

(国
立

史
料
館
蔵
蜂
須

賀

家
文
書
、
徳
島
県
立
文
書
館
所
蔵

マ
イ

ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
版

一
)
。

国
立
史
料
館

所
蔵
蜂

須
賀
家
文

書
、
徳
島

県
立
文

書
館
所
蔵

マ
イ

ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
版

一
五
。

な

お
、

こ
の
名
西

・
麻
植
郡

界

の
移
動

時
期

に

つ
い
て
は
、
本
稿

で

は
論
じ

ら
れ
な

か

っ
た
寛

平
八
年

の
名
方

郡

の
名

西

・
名
東

両
郡

へ

の
分
割

の
あ
り
方

を
ど

の
よ
う

に
見
る
か

と

い
う

問
題
と
も

深
く

か

か
わ
る
。
別
稿

で
さ
ら

に
掘
り
下
げ

て
み
た

い
。

本
稿

は
、
科

学
研
究
費

補
助
金

基
盤
研
究

C

「在

村
国
学
者

・
儒
学

者

の
阿

波
古
代

史
研
究

に

つ
い
て

の
史

学
史
的

研
究
」

(代
表
丸

山

、

二
〇
〇
二

⊥

二
年
)

の
中
間
報
告

で
あ

る
。
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