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大
阪
府
南
河
内
郡
太
子
町
山
田
の
例
を
中
心
に

濱

田

時

実

は
じ
め
に

東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
、
東
日
本
で
は
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
だ
ろ
う
。
震
災
後
の
報
道
等
で
、
被
災

者
の
声
が
今
日
も
聞
こ
え
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
民
俗
学
と
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
声
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
声
と
は
、
津

波
に
よ
っ
て
一
部
の
集
落
が
完
全
に
崩
壊
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
つ
の
集
落
が
消
滅
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で

の
他
家
と
の
つ
な
が
り
や
、
地
域
に
ま
つ
わ
る
風
習
も
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
震
災
後
の
民
俗
学
の
動

向
は
、
文
化
財
の
修
復
な
ど
「
有
形
」
に
視
点
が
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
文
化
財
の
修
復
は
早
急
に
果
た
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
年
中
行
事
や
神
社
祭
祀
と
言
っ
た
地
域
に
ま
つ
わ
る
風
習
や
住
民
の
生
活
、
つ
ま
り

「
無
形
」
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
人
々
の
属
性
、
例
え
ば
町
会
に
属
す
る
人
、

そ
の
地
域
に
住
を
営
む
人
な
ど
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
し
、
村
落
研
究
に
お
い
て
も
あ
ら
た
め
て
見
直
す
必
要
が

あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
の
成
果
に
お
い
て
は
、
人
々
の
属
性
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
村
落
研
究
で
は
構
造
論
に
視
点
が
集
中

し
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
村
落
研
究
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
家
相
互
の
関
係
か
ら
村
落
の
類
型
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化
を
図
っ
た
有
賀
喜
左
衛
門
は
、
家
々
の
連
合
の
仕
方
に
は
「
同
族
団
」
と
「
組
」
と
い
う
二
つ
の
連
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た１

）
。

こ
の
影
響
を
受
け
て
論
を
立
て
た
の
が
福
武
直
で
あ
る
。
福
武
は
有
賀
の
「
同
族
結
合
」「
組
結
合
」
と
い
う
二
つ
の
類
型
論
を
継
承

し
、
一
方
で
山
田
盛
太
郎
の
発
展
段
階
論
を
も
受
け
入
れ
、
新
た
な
村
落
構
造
論
と
し
て
、「
同
族
結
合
」「
講
組
結
合
」
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
に
分
け
た
が
、
後
に
「
類
型
論
も
す
で
に
理
論
と
し
て
の
役
割
を
終
っ
て
い
る
」
と
自
ら
論
じ
た
二
類
型
を
撤
回
し
た２

）
。

一
方
、
こ
れ
ら
の
村
落
研
究
に
対
し
て
上
野
和
男
は
こ
れ
ま
で
の
村
落
研
究
に
対
し
て
の
課
題
と
し
て
、
個
々
の
立
場
で
の
研
究
を

超
越
し
た
地
域
性
の
学
際
的
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
一
つ
の
学
問
領
域
の
み
で
村
落
を
取
り
扱
う
こ
と
は
危
険
で
発
展
性
に
欠
け
る
と

い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
村
落
に
お
け
る
住
民
組
織
を
一
つ
の
研
究
テ
ー
マ
と
す
る
と
き
、「
講
」
や
「
組
」
は
、
同
族
集
団
や
親
族
関

係
と
同
じ
よ
う
に
考
察
の
中
心
が
置
か
れ
た
集
団
で
あ
る
こ
と
も
念
頭
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
鈴
木
栄
太
郎
は
農
村
社
会
学

の
立
場
か
ら
、
日
本
の
農
村
は
地
域
的
に
三
重
の
同
心
円
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
第
一
社

会
地
区
を
「
組
や
字
」、
第
二
社
会
地
区
を
「
村
落
・
村
・
大
字
・
部
落
」、
第
三
社
会
地
区
を
「
行
政
村
」
と
し
、
第
二
社
会
地
区
に

つ
い
て
、
三
つ
の
社
会
地
区
の
中
で
も
特
に
結
束
力
の
強
い
集
団
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
も
自
主
性
・
自
律
性
が

認
め
ら
れ
る
社
会
地
区
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
て
い
る３

）
。

鈴
木
以
外
に
村
落
に
お
け
る
住
民
組
織
を
よ
り
深
く
考
察
し
て
い
る
の
は
竹
内
利
美
で
あ
ろ
う
。
竹
内
は
「
組
」
を
村
落
の
近
隣
組

織
の
一
つ
と
し
、
村
落
社
会
の
内
部
に
分
立
す
る
小
地
域
集
団
を
「
村
組
」
と
し
た
。
と
り
わ
け
、
結
成
基
準
を
「
地
域
」
原
則
の
形

を
「
村
組
」
と
し
、「
家
並
」
原
則
の
形
を
「
近
隣
組
」「
ト
ナ
リ
関
係
」
と
称
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
近
隣
組
」
は
「
家
並
」
原
則

に
の
っ
と
り
な
が
ら
も
「
基
準
」
戸
数
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
集
団
で
政
治
体
制
に
つ
な
が
る
隣
保
制
度
に
根
拠
を
も
つ
も
の
で

あ
る
と
し
、
一
方
の
「
ト
ナ
リ
関
係
」
は
「
家
並
」
原
則
に
即
し
な
が
ら
も
、
家
ご
と
に
異
な
る
交
渉
権
を
連
鎖
的
に
も
つ
形
で
あ
る

と
し
て
い
る４

）
。
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さ
ら
に
竹
内
は
、「
村
組
」
は
、
一
般
に
小
規
模
の
村
落
集
団
に
は
、
そ
の
内
部
を
分
画
し
た
「
村
組
」
の
組
織
が
な
い
も
の
の
近

隣
の
集
落
と
の
集
結
で
、
よ
り
高
い
次
元
の
段
階
で
村
落
を
形
成
し
、
そ
れ
が
「
村
組
」
ま
た
は
「
近
隣
組
」
の
形
を
呈
す
る
こ
と
が

多
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
村
組
」
は
普
遍
的
な
呼
称
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
普
通
名
詞
と
し
て
の

呼
称
と
し
て
「
小
地
名
」
の
ま
ま
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
村
組
」
の
主
た
る
形
態
上
と
し
て
、

「
同
一
地
域
に
定
位
さ
れ
る
家
々
の
一
律
平
等
的
結
合
で
あ
る
こ
と
」「
基
本
村
落
内
を
分
画
し
た
地
域
単
位
に
ほ
ぼ
平
準
化
し
た
形

で
組
織
さ
れ
、「
家
数
」
や
「
家
並
」
を
本
来
的
な
編
成
基
準
と
は
し
な
い
こ
と
」「
通
例
、
同
一
村
落
内
の
家
々
は
、
も
れ
な
く
い
ず

れ
の
「
村
組
」
に
分
属
す
る
形
を
示
し
て
い
る
こ
と
」
の
三
形
態
を
示
し
て
い
る５

）
。
ま
た
、
村
組
の
機
能
と
し
て
、「
個
々
の
家
の
生

活
に
即
し
た
も
の
」「
家
を
超
え
た
集
団
全
般
に
か
か
わ
る
も
の
」
と
い
う
個
人
を
対
象
に
し
た
も
の
と
集
団
を
対
象
に
し
た
も
の
と

に
区
分
し
て
い
る６

）
。
そ
し
て
「
近
隣
組
」
は
現
在
の
自
治
会
を
思
い
浮
か
べ
る
と
よ
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
五
軒
・
六
軒
な
ど

と
い
っ
た
家
数
を
基
準
に
し
た
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
特
徴
が
あ
る
。
原
則
と
し
て
こ
の
「
近
隣
組
」
は
地
域
的
に
か
た
ま
っ
て

い
る
が
、
同
じ
地
域
内
に
分
家
し
た
場
合
に
本
家
が
属
し
て
い
た
近
隣
組
に
属
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
村
落
内
の
別
の
地
域
に
家
を

新
築
し
て
も
元
の
近
隣
組
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
研
究
に
お
い
て
神
社
祭
祀
か
ら
村
落
を
見
た
研
究
は
、
政
岡
伸
洋
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
政
岡
は
、
近
江

湖
東
に
お
け
る
神
社
祭
祀
「
建
部
祭
」
を
具
体
例
と
し
て
い
る
。
建
部
祭
は
水
利
慣
行
を
基
礎
と
し
、
水
路
に
水
を
入
れ
る
前
に
行
な

わ
れ
る
こ
と
か
ら
建
部
郷
内
の
水
利
を
円
滑
に
す
す
め
る
た
め
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
位
置
付
け
、
水
が
建
部
郷
内
で
の
生
命
線
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
各
ム
ラ
で
の
親
和
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
よ
り
安
定
し
た
水
を
得
る
た
め
に
対
抗
関
係
が
生
じ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
そ
の
結
果
、
建
部
祭
は
各
ム
ラ
の
関
係
性
と
の
関
連
で
言
え
ば
「
親
和
と
対
抗
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
ま
た
、
建
部
祭
に
お
け
る
祭
祀
組
織
は
世
代
に
よ
る
組
織
化
が
基
本
原
理
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
ワ
カ
イ
シ
ュ
や
チ

ュ
ウ
ロ
ウ
と
い
っ
た
年
齢
集
団
組
織
を
成
立
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
の
機
能
に
あ
わ
せ
て
祭
祀
組
織
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
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し
て
い
る７

）
。

こ
こ
ま
で
、
村
落
に
お
け
る
先
行
研
究
を
一
部
述
べ
て
き
た
。
民
俗
学
に
お
け
る
村
落
研
究
は
、
村
落
構
造
論
に
重
点
が
置
か
れ
、

村
落
に
お
け
る
組
織
の
社
会
機
能
や
要
素
と
い
っ
た
研
究
は
、
他
の
研
究
領
域
に
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
村
落
構
造
論
の
中
で
ム
ラ
が
ど
の
タ
イ
プ
に
あ
て
は
ま
る
の
か
言
及
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

ム
ラ
内
の
住
民
組
織
が
そ
の
村
落
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
各
々
の

村
落
に
お
け
る
就
業
構
造
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
重
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
も
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
ム

ラ
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
近
年
に
み
ら
れ
る
就
業
構
造
の
変
化
や
社
会

的
背
景
が
明
ら
か
に
変
容
し
て
い
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
村
落
研
究
と
同
レ
ベ
ル
目
線
で
把
握
す
る
こ
と
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
現
在
の
村
落
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
就
業
構
造
の
変
化
お
よ
び
社
会
的
背
景
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
。
ま
た
、
村
落
の
基
礎
単
位
で
あ
る
「
家
」
と
い
う
も
の
に
注
目
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
住
民
組
織
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る

の
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
る
研
究
は
少
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
同
時
に
、
そ
の
住
民
組
織
が
社
会
的
背
景
の
変
化
と
と
も
に
ど
の

よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
民
俗
事
象
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
言
及
し
切
れ
て
い

な
い
部
分
が
あ
る
。
ま
た
、
住
民
組
織
の
研
究
を
見
て
も
、
そ
の
住
民
組
織
を
村
落
に
と
っ
て
の
位
置
付
け
る
程
度
に
留
ま
っ
て
お
り
、

さ
ら
な
る
考
察
が
施
さ
れ
て
い
な
い
点
は
民
俗
学
に
お
け
る
課
題
と
言
え
よ
う
。

本
論
で
は
、
科
長
し
な
が

神
社
氏
子
圏
で
あ
る
大
阪
府
南
河
内
郡
太
子
町
（
以
下
、
太
子
町
）
山
田
・
葉
室
・
畑
の
中
か
ら
山
田
の
事
例
を

中
心
に
述
べ
た
い
。
ま
た
、
ム
ラ
の
住
民
組
織
で
あ
る
町
会
や
「
組
」（
隣
組
）
の
視
点
か
ら
の
考
察
を
基
本
と
し
、
村
落
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
組
織
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
民
俗
学
に
お
い
て
現
代
的
な
視
点
で
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
組
織
の

機
能
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い８

）
。

一
六
八



第
一
章

フ
ィ
ー
ル
ド
の
概
要

第
一
節

科
長
神
社
氏
子
圏
の
概
要

太
子
町
は
大
阪
府
の
南
東
部
、
奈
良
県
と
の
県
境
に
位
置
す
る
、
五

一
六
五
世
帯
一
四
二
七
八
名
の
町
で
あ
る
（
図
１
）。
町
内
に
は
、
地

区
と
し
て
太
子
、
山
田
、
春
日
、
葉
室
、
畑
、
聖
和
台
の
六
地
区
が
存

在
す
る９

）
。
中
で
も
本
論
で
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
科
長
神
社
の
氏

子
圏
は
、
山
田
、
葉
室
、
畑
の
三
地
区
と
な
っ
て
い
る
。『
太
子
町
誌
』

に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
四
月
一
日
に
町
村
制
が
施

行
さ
れ
、
石
川
郡
磯
長
村
・
同
郡
山
田
村
が
発
足
し
た
。
磯
長
村
は
、

太
子
村
・
葉
室
村
・
春
日
村
が
合
併
し
た
も
の
で
、
一
方
の
山
田
村
は

山
田
村
と
畑
村
が
合
併
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九

六
）
に
な
る
と
南
河
内
郡
が
成
立
し
、
そ
の
後
、
昭
和
三
十
一
年
（
一

九
五
六
）
九
月
三
十
日
に
磯
長
村
と
山
田
村
が
合
併
し
た
際
に
、
南
河

内
郡
太
子
町
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
太
子
町
成
立
に
伴
い
、
太

子
・
春
日
・
山
田
・
葉
室
・
畑
が
太
子
町
に
付
随
す
る
こ
と
に
な
る
。

太
子
町
成
立
当
時
よ
り
、
山
田
を
は
じ
め
太
子
町
全
体
で
農
業
が
非
常

に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
豊
富
な
天
然
資
源
に
恵
ま
れ
た
た
め
、
副

業
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
林
業
や
、
金
剛
砂
と
呼
ば
れ
る

一
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鉱
物
の
採
掘
を
行
な
う
鉱
業
も
あ
っ
た
。
金
剛
砂
は
昭
和
期
に
か
け
て
多
量
に
採
掘
さ
れ
て
お
り
、『
河
内
名
所
図
会
』
に
お
い
て
も

名
産
金
剛
鑚
と
い
う
名
で
記
録
さ
れ
て
い
る
（
史
料
一
・
傍
線
筆
者
）。

第
二
節

住
民
組
織

ａ
）
町
会
と
町
内
会
、「
組
」

太
子
町
で
は
い
ず
れ
の
地
区
に
お
い
て
も
、
町
会
と
「
組
」
が
あ
る
。
特
に
町
会
は
、
山
田
に
お
い
て
は
大
道
・
後
屋
・
永
田
・

東

條

ひがんじょう・
西
・
佃
・
下
ノ
町
・
い
わ
き
台
・
若
葉
・
葵
・
中
山
台
・
さ
く
ら
の
計
十
二
町
会
が
あ
り
、
葉
室
で
は
葉
室
の
一
町
会
が
あ

る10
）

。町
会
は
、
行
政
が
主
と
な
っ
て
運
営
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
し

か
し
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
行
政
と
の
関
わ
り
も
必
要
不
可
欠
な
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
旧
町
会
は
少
な
く
と
も
近
世
に
は

独
立
し
た
村
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

古
老
の
話
に
よ
れ
ば
、「
元
々
「
組
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
戦
時
中
に
な
っ
て
で
き
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

戦
前
に
は
「
組
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
現
在
の
「
組
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
町
会
の
戸
数
に
応
じ
て
「
組
」
数
が
決
定
さ
れ
て

い
る
。
分
け
ら
れ
方
は
各
町
会
共
通
で
、
家
の
分
布
、
す
な
わ
ち
地
域
内
の
空
間
的
な
分
け
方
で
決
定
さ
れ
る
の
だ
。
た
だ
し
旧
町
会

に
お
け
る
こ
の
「
組
」
は
神
社
祭
祀
だ
け
で
な
く
、
町
会
お
よ
び
町
会
の
行
事
等
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
一

部
の
町
会
で
は
、
新
興
住
宅
に
よ
る
外
部
の
人
間
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
。

旧
町
会
に
お
け
る
こ
の
「
組
」
は
神
社
祭
祀
だ
け
で
な
く
、
町
会
お
よ
び
町
会
の
行
事
等
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
東
條
な
ど
の
一
部
の
町
会
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
東
條
に
お
い
て
は
建
売
住
宅
に
よ
る
外
部
の
人
間
の
関
与

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
東
條
で
は
旧
家
が
三
十
軒
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
新
家
は
六
十
軒
程
度
と
約
二
倍
に
の
ぼ
っ
て
い
る

一
七
〇



た
め
、「
組
」
集
団
に
お
い
て
も
旧
家
の
「
組
」
と
新
家
の
「
組
」
と
の
、
戸
数
の
差
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
旧

町
会
に
あ
た
る
町
会
に
は
、
複
数
の
家
が
担
当
す
る
年
行
司
と
呼
ば
れ
る
役
職
が
あ
る
。
そ
の
中
に
年
行
司
頭
が
あ
り
、
さ
ら
に
年
行

司
頭
と
は
別
に
宮
惣
代
と
呼
ば
れ
る
役
職
も
あ
る
。
年
行
司
は
、
い
わ
ゆ
る
町
会
単
位
で
行
な
わ
れ
る
年
中
行
事
の
担
当
者
で
、
年
行

司
頭
は
そ
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
に
位
置
す
る
。
と
り
わ
け
、
宮
惣
代
は
祭
祀
担
当
で
あ
り
、
夏
の
例
祭
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と

と
な
る
。
年
行
司
は
原
則
と
し
て
各
町
会
に
分
け
ら
れ
た
「
組
」
単
位
で
決
定
さ
れ
、
一
つ
の
「
組
」
を
担
当
と
し
て
選
ば
れ
る
が
、

東
條
の
み
年
行
司
は
特
殊
な
分
け
方
が
な
さ
れ
て
い
て
五
つ
の
年
行
司
に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。
分
け
方
に
つ
い
て
は
七
十
代
の
古

老
の
話
に
よ
れ
ば
「
私
が
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
こ
の
分
け
方
は
成
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
話
も
あ
る
た
め
、
少
な
く
と
も
戦
前
か
ら

「
組
」
と
似
た
性
質
の
組
織
は
特
殊
な
分
け
方
が
な
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
大
道
で
は
現
在
で
こ
そ
「
組
」
単
位
で
年
行

司
の
担
当
が
回
っ
て
き
て
い
る
が
、
二
十
〜
三
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
特
定
の
家
が
年
行
司
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

と
り
わ
け
、
そ
の
担
当
の
家
は
他
の
家
と
比
べ
て
経
済
的
に
裕
福
で
家
格
が
上
回
っ
て
い
た
と
い
う
。

ｂ
）
青
年
団
と
青
年
会
、
セ
イ
ネ
ン
ゴ
シ
ン
カ
イ
（
青
年
五
心
会
）

だ
ん
じ
り
を
所
有
す
る
町
会
で
は
、
青
年
団
・
青
年
会
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
青
年
団
・
青
年
会
は
い
ず
れ
の
町
会
に
お
い
て
も
、

公
式
の
組
織
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
町
会
単
位
で
の
行
事
等
に
も
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
十

五
・
六
歳
〜
二
十
五
・
六
歳
ま
で
の
各
町
会
に
住
ん
で
い
る
男
女
で
、
そ
れ
以
上
の
年
齢
に
達
し
た
男
性
は
保
存
会
や
愛
好
会
に
入
る

こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
強
制
で
は
な
く
、
祭
り
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
を
望
む
人
々
が
加
入
す
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
緩
や
か
な
年
齢
階
梯
制
が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
祭
り
に
お
け
る
青
年
団
・
青
年
会
の
活
動
と
し
て
は
専
ら
、
男
性
は
祭
り

の
だ
ん
じ
り
曳
行
が
主
と
し
て
の
役
割
で
、
女
性
は
だ
ん
じ
り
に
施
さ
れ
て
い
る
装
飾
品
の
修
繕
や
、
毎
年
変
更
さ
れ
る
青
年
団
長
の

氏
名
の
刺
繡
を
行
な
っ
た
り
す
る
。
な
お
、
青
年
団
の
団
長
・
副
団
長
と
青
年
会
の
会
長
・
副
会
長
が
集
結
し
て
成
立
し
た
セ
イ
ネ
ン

ゴ
シ
ン
カ
イ
と
呼
ば
れ
る
組
織
も
あ
る
。
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ｃ
）
保
存
会
と
愛
好
会
、
ハ
ッ
シ
ャ
レ
ン
ゴ
ウ
（
八
社
連
合
）

だ
ん
じ
り
を
所
有
す
る
町
会
で
は
、
青
年
団
や
青
年
会
と
は
ま
た
別
の
組
織
と
し
て
、
保
存
会
や
愛
好
会
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、

青
年
団
・
青
年
会
と
対
照
的
で
、
町
会
か
ら
の
公
式
な
組
織
と
し
て
の
認
可
は
受
け
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
式
・
非
公
式
の
原

則
か
ら
乗
っ
取
る
な
ら
ば
、
町
会
か
ら
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
な
け
れ
ば
、
保
存
会
・
愛
好
会
に
入
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
町
会
入
り

し
て
い
る
こ
と
は
含
ま
れ
て
い
な
い11

）
。
な
お
、
保
存
会
・
愛
好
会
の
代
表
者
が
集
結
し
成
立
し
た
ハ
ッ
シ
ャ
レ
ン
ゴ
ウ
と
呼
ば
れ
る
組

織
も
あ
る
。
た
だ
し
、
保
存
会
・
愛
好
会
に
加
入
し
て
い
る
人
々
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
青
年
団
・
青
年
会
を
経
験
し
て
い
る
。
逆

に
、
青
年
団
・
青
年
会
を
経
験
し
て
い
る
男
性
メ
ン
バ
ー
全
て
が
保
存
会
・
愛
好
会
に
必
ず
加
入
す
る
と
も
限
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
い
ず
れ
の
町
会
に
お
い
て
も
一
部
に
お
い
て
緩
や
か
な
年
齢
階
梯
制
が
認
め
ら
れ
る12

）
。

そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
に
お
い
て
、
寄
合
が
行
な
わ
れ
る
が
、
全
体
の
寄
合
は
町
会
の
区
長
の
招
集
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
祭
り
ま
で
に

三
回
程
度
行
な
わ
れ
る
。

第
二
章

科
長
神
社
夏
祭
り

第
一
節

科
長
神
社
の
概
要

先
述
の
通
り
、
科
長
神
社
の
氏
子
圏
は
山
田
・
畑
・
葉
室
で
あ
る
。『
式
内
調
査
報
告
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
四

月
一
日
郷
社
に
列
せ
ら
れ
、
同
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
十
月
十
九
日
に
磯
長
村
大
字
春
日
字
村
内
に
あ
っ
た
村
社
素
戔
嗚
尊
神
社
を
、

同
年
十
月
二
十
四
日
に
磯
長
村
大
字
太
子
字
上
城
の
村
社
科
長
岡
神
社
を
合
祀
し
た
と
さ
れ
て
い
る13

）
。
ま
た
、『
河
内
名
所
図
会
』
に

も
科
長
神
社
に
つ
い
て
は
記
述
が
見
ら
れ
、
山
田
の
東
條
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
、
元
は
二
条
権
現
と
称
し
て
二
上
山
の
山
峰
に
あ
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
史
料
二
・
傍
線
筆
者
）。
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第
二
節

科
長
神
社
夏
祭
り
の
概
要

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
現
在
の
科
長
神
社
祭
祀
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
科
長
神
社
の
大
祭
は
毎
年
七
月
第
四
週
の
土
・

日
曜
日
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
土
曜
日
を
ヨ
ミ
ヤ
（
宵
宮
）、
日
曜
日
を
ホ
ン
ミ
ヤ
（
本
宮
）
と
呼
ん
で
い
る
。
祭
祀
の
起
源
こ
そ
不

明
で
あ
る
が
、
祭
日
の
変
化
も
見
ら
れ
、
昭
和
初
期
ま
で
は
三
日
間
祭
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
昭
和
初
期
〜
昭
和
末
期
ま
で

は
七
月
二
十
七
日
を
祭
日
と
し
て
い
た
が
、
例
祭
に
携
わ
る
人
々
の
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
よ
っ
て
、
二
十
二
年
前
に
現
在
の
形
に

変
更
さ
れ
て
お
り
、
祭
日
を
日
付
で
は
な
く
曜
日
で
決
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
付
を
固
定
し
て
し
ま
う
と
平
日
に
あ
た
る
こ
と

も
有
り
得
る
た
め
、
第
三
次
産
業
が
主
と
な
っ
て
い
る
今
日
で
は
、
比
較
的
休
日
に
な
る
こ
と
が
多
い
土
・
日
曜
日
に
変
更
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ａ
）
決
め
事
神
事
と
試
験
曳
き

決
め
事
神
事
は
、
そ
の
年
の
夏
祭
り
で
行
な
わ
れ
る
だ
ん
じ
り
の
宮
入
り
の
順
番
を
決
め
る
も
の
で
、
七
月
の
第
一
日
曜
日
の
午
後

に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
元
来
は
（
特
に
、
七
月
二
十
七
日
を
祭
日
と
し
た
時
は
）、
祭
日
で
あ
っ
た
七
月
二
十
七
日
よ
り
前
の
最
も
近

い
日
曜
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
宮
入
り
一
番
を
引
い
た
町
会
の
サ
ン
バ
ソ
ウ
の
練
習
期
間
を
考
慮
し
て
、
現
在
の
日
程
で
行
な
わ

れ
て
い
る
。
参
加
す
る
人
は
だ
ん
じ
り
を
所
有
す
る
町
会
の
青
年
団
・
青
年
会
か
ら
の
代
表
者
二
名
で
、
科
長
神
社
に
集
合
し
宮
入
り

順
を
決
定
す
る
。
こ
の
青
年
団
・
青
年
会
の
中
に
は
青
年
五
心
会
の
会
長
と
副
会
長
も
含
ま
れ
て
い
る
。

一
方
、
だ
ん
じ
り
の
試
験
曳
き
は
、
い
わ
ば
だ
ん
じ
り
曳
き
の
リ
ハ
ー
サ
ル
で
あ
り
、
翌
週
が
ヨ
ミ
ヤ
・
ホ
ン
ミ
ヤ
に
あ
た
る
七
月

第
三
日
曜
日
に
各
町
会
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
る
。
毎
年
試
験
曳
き
を
行
な
え
る
時
間
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
各
町
会

内
を
回
る
程
度
で
あ
る
。
試
験
曳
き
が
終
わ
っ
た
後
に
、
い
ず
れ
の
町
会
に
お
い
て
も
、
ヨ
ミ
ヤ
・
ホ
ン
ミ
ヤ
で
披
露
す
る
ヤ
リ
マ
ワ

シ
（
ひ
き
ま
わ
し
）
の
練
習
が
行
な
わ
れ
る
。

ｂ
）
ヨ
ミ
ヤ
（
宵
宮
）
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ヨ
ミ
ヤ
で
の
最
も
大
き
な
目
玉
は
、
各
町
会
か
ら
出
さ
れ
る
だ
ん
じ
り
が
太
子
町
役
場
の
駐
車
場
に
集
結
す
る
こ
と
で
あ
る
。
集
合

す
る
ま
で
は
、
各
町
会
で
決
め
ら
れ
た
ル
ー
ト
を
曳
行
す
る
。
だ
ん
じ
り
は
本
体
に
付
属
し
て
い
る
舵
棒
と
、
曳
き
綱
に
よ
っ
て
移

動
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
が
、
舵
棒
や
だ
ん
じ
り
本
体
に
触
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
男
性
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
性
が
触

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
曳
き
綱
の
み
で
あ
る
。
役
場
駐
車
場
へ
の
入
場
後
は
、
全
て
の
だ
ん
じ
り
が
独
自
の
ヤ
リ
マ
ワ
シ
を
行
な
う
。

こ
れ
は
言
わ
ば
、
観
て
い
る
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
と
も
言
え
よ
う
。
た
だ
、
注
目
す
べ
き
は
ヤ
リ
マ
ワ
シ
な
ど
を
行
な
う
者
が
持
つ
う
ち

わ
な
ど
に
「
御
花
御
礼
」
の
文
字
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
御
花
」
と
は
い
わ
ゆ
る
寄
付
金
の
こ
と
で
あ
り
、
だ
ん
じ
り
と
祭
祀
保

存
の
た
め
に
各
町
会
の
人
々
を
中
心
と
し
て
寄
付
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
御
花
」
が
祭
祀
や
だ
ん
じ
り
を
維
持
す
る
た

め
に
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
言
え
る
。
全
て
の
町
会
の
ヤ
リ
マ
ワ
シ
が
終
了
し
た
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
会
へ
戻
る
が
、
戻
る
前
に

観
客
全
体
へ
一
礼
し
万
歳
三
唱
を
行
な
う
。

ｃ
）
ホ
ン
ミ
ヤ
（
本
宮
）

ホ
ン
ミ
ヤ
で
は
午
前
の
部
、
午
後
の
部
と
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
午
前
の
部
で
は
、
ま
ず
各
だ
ん
じ
り
が
神
社
近
く
の
場
所
に

全
て
集
合
し
た
後
、
科
長
神
社
へ
向
け
て
出
発
し
、
宮
一
番
を
引
い
た
だ
ん
じ
り
か
ら
宮
入
り
を
行
な
う
。
全
て
の
だ
ん
じ
り
が
境
内

に
入
る
と
、
ハ
ッ
シ
ャ
レ
ン
ゴ
ウ
の
合
図
に
よ
っ
て
、
同
時
に
五
台
が
神
社
本
殿
へ
向
か
っ
て
一
礼
す
る
。
ヤ
リ
マ
ワ
シ
が
終
わ
っ
た

だ
ん
じ
り
は
、
境
内
に
し
ば
ら
く
置
か
れ
、
こ
の
間
の
み
化
粧
幕
と
呼
ば
れ
る
水
引
が
公
開
さ
れ
る
。

ヤ
リ
マ
ワ
シ
が
終
了
す
る
と
、
だ
ん
じ
り
は
神
輿
舁
き
の
た
め
に
一
時
的
に
境
内
の
隅
に
寄
せ
ら
れ
、
神
事
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の

神
事
は
、
科
長
神
社
の
本
殿
に
て
行
な
わ
れ
る
が
、
区
長
・
各
町
会
の
町
会
長
・
宮
惣
代
が
参
加
す
る
。
そ
れ
ら
の
神
事
が
終
了
す
る

と
、
本
殿
横
に
あ
る
蔵
か
ら
神
輿
が
神
輿
担
当
の
町
会
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
出
さ
れ
、
宮
司
が
神
輿
へ
神
を
移
す
作
業
に
入
る
。
そ
の

後
、
神
輿
は
御
旅
所
ま
で
運
ば
れ
る
。
御
旅
所
へ
運
ん
で
い
る
間
は
、
か
け
声
や
後
に
出
て
く
る
伊
勢
音
頭
は
な
く
、
厳
か
な
空
気
に

包
ま
れ
て
お
り
、
御
旅
所
に
て
神
事
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
間
、
神
社
で
は
サ
ン
バ
ソ
ウ
の
準
備
の
た
め
に
だ
ん
じ
り
の
移
動
や
舞
台
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設
営
が
行
な
わ
れ
る
。

神
輿
が
御
旅
所
へ
到
着
す
る
と
、
宮
一
番
の
だ
ん
じ
り
の
町
会
に
属
す
る
青
年
団
・
青
年
会
が
、
サ
ン
バ
ソ
ウ
（
三
番
叟
）
と
呼
ば

れ
る
踊
り
を
奉
納
す
る
。
サ
ン
バ
ソ
ウ
が
終
わ
る
と
、
続
い
て
ニ
ワ
カ
と
呼
ば
れ
る
芸
能
を
演
じ
る
。
ニ
ワ
カ
は
、
各
町
会
の
青
年

団
・
青
年
会
が
独
自
の
シ
ナ
リ
オ
を
作
成
し
、
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
の
漫
才
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
演

じ
方
は
な
い
と
い
う
。
た
だ
し
、
締
め
方
だ
け
は
共
通
し
て
い
て
、「
分
か
っ
た
分
か
っ
た
分
か
っ
た
わ
い
」
と
い
う
言
葉
で
終
わ
る
。

ニ
ワ
カ
が
終
わ
る
と
続
い
て
、
ハ
ッ
シ
ャ
ダ
イ
コ
（
八
社
太
鼓
）
が
奉
納
さ
れ
る
が
、
こ
の
奉
納
に
は
町
会
を
問
わ
な
い
で
、
小
学
二

年
生
か
ら
中
学
生
ま
で
の
子
ど
も
が
男
女
問
わ
ず
奉
納
を
行
な
う
。
彼
ら
は
所
属
す
る
町
会
の
法
被
を
着
用
し
演
じ
て
い
る
。
曲
目
は
、

「
祇
園
太
鼓
」
と
「
八
社
太
鼓
」
の
二
曲
で
あ
る
。

午
後
の
部
に
な
る
と
、
神
輿
担
当
の
町
会
は
太
鼓
と
拍
子
木
を
叩
き
な
が
ら
伊
勢
音
頭
を
歌
い
、
御
旅
所
へ
行
列
す
る
。
そ
の
頃
神

社
で
は
、
神
輿
舁
き
の
た
め
の
空
間
を
作
る
た
め
に
だ
ん
じ
り
を
境
内
の
隅
へ
動
か
す
作
業
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
空
間
が
作
ら
れ

た
一
報
を
聞
い
て
、
神
輿
担
当
の
町
会
員
は
御
旅
所
と
神
社
を
、
神
輿
を
舁
か
な
い
で
ま
ず
は
二
往
復
す
る
。
そ
の
時
に
も
先
の
行
列

で
行
な
っ
た
よ
う
に
、
太
鼓
と
拍
子
木
を
叩
き
な
が
ら
伊
勢
音
頭
を
歌
う
。
往
復
は
鳥
居
を
く
ぐ
り
境
内
を
一
周
し
て
行
な
わ
れ
る
。

三
回
目
に
は
、
神
輿
を
御
旅
所
か
ら
神
社
へ
移
動
さ
せ
る
が
、
神
社
へ
戻
る
前
に
神
事
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
御
神
酒
が
配
ら
れ

神
社
到
着
後
、
一
旦
神
輿
は
台
座
に
乗
せ
ら
れ
、
し
ば
し
の
休
憩
の
後
に
神
輿
舁
き
が
行
な
わ
れ
る
。
境
内
で
の
神
輿
舁
き
も
三
回
行

な
わ
れ
る
が
、
一
回
目
は
神
輿
担
当
町
会
員
の
み
で
成
さ
れ
、
一
回
ご
と
に
台
座
に
乗
せ
ら
れ
る
。
二
回
目
以
降
は
、
他
の
町
会
員
と

の
交
代
も
行
な
わ
れ
、
神
輿
を
舁
き
な
が
ら
手
を
挙
げ
る
こ
と
で
交
代
の
サ
イ
ン
と
み
な
さ
れ
る
。
神
輿
舁
き
が
終
わ
る
と
、
神
輿
か

ら
神
が
宮
司
に
よ
っ
て
下
ろ
さ
れ
蔵
へ
戻
さ
れ
る
。

宮
出
は
、
神
輿
舁
き
が
終
わ
り
蔵
へ
戻
さ
れ
た
後
か
ら
始
め
ら
れ
る
が
、
宮
入
り
の
順
と
同
じ
よ
う
に
だ
ん
じ
り
は
各
町
会
へ
戻
っ

て
行
く
。
そ
し
て
、
各
町
会
の
決
め
た
場
所
で
休
憩
が
取
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
企
画
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
行
な
う
。
大
道
で
は
、
そ
の
休
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憩
を
利
用
し
て
福
餅
ま
き
が
行
な
わ
れ
た
り
す
る
。
そ
の
後
、
再
び
ヨ
ミ
ヤ
で
集
ま
っ
た
交
差
点
に
集
合
す
る
。
そ
し
て
、
府
道
美
原

太
子
線
の
一
部
を
利
用
し
ヤ
リ
マ
ワ
シ
が
行
な
わ
れ
る
。
ヤ
リ
マ
ワ
シ
は
一
台
ず
つ
行
わ
れ
る
が
、
順
番
は
す
べ
て
希
望
制
で
、
す
べ

て
の
だ
ん
じ
り
の
ヤ
リ
マ
ワ
シ
が
終
わ
る
と
、
本
部
席
前
に
五
台
の
だ
ん
じ
り
が
並
ん
で
、
青
年
団
・
青
年
会
か
ら
の
挨
拶
が
行
な
わ

れ
三
本
〆
で
祭
り
の
終
わ
り
を
告
げ
る
。
そ
の
後
、
だ
ん
じ
り
は
各
町
会
に
戻
り
、
蔵
へ
戻
さ
れ
た
後
に
町
会
ご
と
の
直
会
が
行
な
わ

れ
、
そ
の
年
の
夏
祭
り
は
終
わ
り
を
告
げ
る
。

第
三
節

神
輿

最
後
に
神
輿
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
神
輿
の
管
理
は
だ
ん
じ
り
の
保
存
会
と
は
別
に
あ
り
、
氏
子
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
氏
子
圏
で
あ
る
、
葉
室
・
畑
・
山
田
（
大
道
・
東
條
・
後
屋
・
西
・
佃
・
下
ノ
町
）
の
中
か
ら
、
神
輿
の
担
当
が
選

ば
れ
る
。
こ
の
担
当
は
ホ
ン
ミ
ヤ
で
出
さ
れ
る
神
輿
舁
き
も
行
な
う
。
な
お
、
基
本
的
に
各
字
・
各
町
会
か
ら
一
つ
ず
つ
担
当
が
選
ば

れ
る
が
、
例
外
と
し
て
「
葉
室
＋
畑
」、「
西
＋
佃
＋
下
ノ
町
」、「
東
條
＋
後
屋
」
の
三
ブ
ロ
ッ
ク
だ
け
は
他
の
字
・
他
の
町
会
で
あ
り

な
が
ら
合
同
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
輿
の
担
当
ブ
ロ
ッ
ク
は
「
葉
室
＋
畑
」「
大
道
」「
東
條
＋
後

屋
」「
永
田
」「
西
＋
佃
＋
下
ノ
町
」
の
五
ブ
ロ
ッ
ク
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
五
年
に
一
度
神
輿
の
担
当
が
回
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
祭

り
中
の
神
輿
の
動
き
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
が
、
神
輿
担
当
が
ブ
ロ
ッ
ク
別
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
複
数
の
町

会
や
村
で
構
成
さ
れ
て
い
る
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
元
々
は
氏
子
数
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
本
来
は
一
つ
の
町
会
で
行
な
う
所
を
、

複
数
の
町
会
で
行
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
大
道
・
永
田
は
以
前
よ
り
氏
子
数
が
あ
る
程
度
揃
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
他
の
町
会

と
合
同
で
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
。

御
旅
所
は
神
社
よ
り
西
方
向
へ
約
二
〇
〇
ｍ
程
度
進
ん
だ
所
に
あ
る
が
、
神
輿
は
御
旅
所
へ
ホ
ン
ミ
ヤ
の
午
前
中
に
出
さ
れ
る
。
神

輿
担
当
の
人
々
は
、
午
後
の
神
事
が
行
な
わ
れ
る
と
き
に
、
鉦
と
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
御
旅
所
へ
向
か
う
。
こ
こ
で
も
地
域
差
が
出
て

一
七
六



お
り
、
特
に
「
西
＋
佃
＋
下
ノ
町
」
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
西
が
だ
ん
じ
り
を
所
有
し
て
い
る
が
、
佃
・
下
ノ
町
が
所
有
し
て
い
な

い
た
め
、
神
輿
担
当
に
な
っ
て
も
神
輿
へ
の
意
識
差
が
明
確
に
出
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
神
輿
は
夜
に
出
て
い
た
と
言
う
。

境
内
で
の
神
輿
舁
き
は
、
境
内
を
三
周
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
一
周
す
る
ご
と
に
神
輿
を
台
の
上
に
乗
せ
て
、
神
輿
舁
き
希
望

者
（
他
町
会
を
含
む
）
と
一
名
ず
つ
交
代
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
三
回
繰
り
返
し
て
神
輿
舁
き
は
終
了
と
な
る
。
以
前
は
、

神
輿
も
神
社
〜
御
旅
所
間
だ
け
で
な
く
、
各
町
会
へ
も
出
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

第
三
章

ム
ラ
内
や
行
政
と
の
関
わ
り

第
一
節

町
会
や
「
組
」
へ
の
所
属
の
特
徴

町
会
や
「
組
」
が
ム
ラ
内
や
行
政
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、

家
々
が
町
会
や
「
組
」
へ
所
属
す
る
際
に
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

大
き
く
二
つ
の
場
合
分
け
を
行
な
っ
た
上
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。

【
山
田
の
Ａ
町
会
に
所
属
し
て
い
る
本
家
か
ら
分
家
し
た
場
合
】

ま
ず
こ
こ
で
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
代
々
山
田
に
一
族
が
家
を
有
し
て
お
り
、
同
じ
山
田
に
分
家
し
た
場
合
に
ど
の
町
会
に
所
属

す
る
の
か
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
傾
向
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

①
Ｂ
町
会
と
Ｃ
町
会
の
境
界
線
よ
り
内
側
に
家
を
有
し
た
場
合
、
②
Ａ
町
会
と
Ｂ
町
会
と
の
境
界
線
上
に
家
を
有
し
た
場
合
、
③
Ａ
町

会
、
Ｂ
町
会
と
い
っ
た
特
定
の
町
会
エ
リ
ア
中
心
部
に
家
を
有
し
た
場
合
、
④
Ｂ
町
会
と
Ｃ
町
会
と
の
境
界
線
上
に
家
を
有
し
た
場
合

の
四
パ
タ
ー
ン
に
分
け
て
考
察
す
る
。

ま
ず
①
の
場
合
は
、
Ａ
町
会
に
町
会
入
り
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
る
。
続
い
て
②
の
場
合
だ
が
、
Ａ
町
会
が
本
家
で
あ
る
た
め
Ａ
町

会
に
町
会
入
り
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
分
家
し
た
と
し
て
も
、
本
家
の
影
響
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
③
で
は
特
定
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の
町
会
エ
リ
ア
中
心
部
に
家
を
有
し
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
町
会
入
り
は
そ
の
エ
リ
ア
の
町
会
で
行
な
う
。
例
え
ば
、

Ａ
町
会
の
エ
リ
ア
中
心
部
で
あ
れ
ば
Ａ
町
会
に
、
Ｂ
町
会
の
エ
リ
ア
中
心
部
で
あ
れ
ば
Ｂ
町
会
に
町
会
入
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
④
の
場
合
は
、
本
家
が
所
属
し
て
い
る
町
会
か
ら
完
全
に
離
れ
て
い
る
た
め
、
Ｂ
町
会
ま
た
は
Ｃ
町
会
の
ど
ち
ら
に
で
も
町
会

入
り
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

【
山
田
以
外
か
ら
移
住
し
た
場
合
】

で
は
、
山
田
以
外
か
ら
移
住
し
た
場
合
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
⑤
Ａ
町
会
と
Ｂ
町
会
と
の
境

界
線
上
に
家
を
有
し
た
場
合
、
⑥
Ａ
町
会
、
Ｂ
町
会
と
い
っ
た
特
定
の
町
会
エ
リ
ア
中
心
部
に
家
を
有
し
た
場
合
の
二
パ
タ
ー
ン
に
分

け
る
こ
と
と
す
る
。

⑤
の
場
合
で
は
、
ど
ち
ら
の
町
会
に
所
属
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
移
住
し
た
家
の
自
主
的
な
判
断
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
。
一
方
、
⑥
で
は
③
の
場
合
と
同
じ
く
、
家
が
ど
の
町
会
の
エ
リ
ア
に
あ
る
か
で
決
定
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
エ
リ
ア
か
ら
離
れ
た
と

こ
ろ
に
町
会
入
り
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
①
〜
⑥
よ
り
、
分
家
し
た
場
合
と
山
田
以
外
の
地
か
ら
や
っ
て
き
た
場
合
と
、
大
き
く
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
さ
ら
に

細
分
化
し
た
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
こ
と
と
し
て
、【
分
家
し
た
場
合
】
は
町
会
入
り
に
際
し
て
、
本
家
の
影
響
お
よ
び
地
縁
結
合
が
共

に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
本
家
が
属
す
る
町
会
か
ら
完
全
に
離
れ
た
場
合
（
パ
タ
ー
ン
④
）
は
、【
山
田
以
外

か
ら
や
っ
て
き
た
場
合
】
の
パ
タ
ー
ン
⑤
と
同
じ
く
、
ど
ち
ら
の
町
会
に
所
属
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
③
・
④
・
⑥
よ
り
、
そ
の
町
会
の
エ
リ
ア
に
な
る
影
響
力
が
極
め
て
強
い
こ
と
か
ら
地
縁
結
合
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
旧
町
会
出
身
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
町
会
入
り
に
は
大
き
く
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
が
言
え
る
。

こ
こ
ま
で
町
会
入
り
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
「
組
」
入
り
に
つ
い
て
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
の
大
前
提
と
し
て
は
、

そ
の
「
組
」
が
属
す
る
町
会
に
町
会
入
り
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。「
町
会
入
り＝

組
入
り
」
が
原
則
と
い
う
考
え
方
が
持
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た
れ
て
い
る
た
め
、
町
会
内
の
ど
の
エ
リ
ア
に
家
を
有
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、「
組
」
の
所
属
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど

の
場
合
が
、
町
会
入
り
し
た
際
に
町
会
長
か
ら
「
○
組
に
入
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
が
、
一
部
町
会
で
は
町
会
入
り
す
れ
ば

「
組
」
入
り
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
組
」
の
組
長
に
申
し
出
る
こ
と
で
「
組
」
入
り
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
が
、

ど
の
「
組
」
に
所
属
す
る
か
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
ど
の
「
組
」
の
エ
リ
ア
に
家
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
例
え
ば

図
２
に
示
し
て
い
る
の
は
、
Ａ
町
会
の
「
組
」
の
分
布
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、「
組
」
と
し
て
の
グ
ル

ー
プ
が
明
確
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
組
」
が
隣
接
す
る
エ
リ
ア
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、「
組
」
入
り
も
町
会
入
り
と
同
じ

く
あ
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
で
、
例
を
提
示
し
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

【
α
組
に
あ
る
本
家
か
ら
分
家
し
た
場
合
】

こ
こ
で
は
、
⑦
α
組
と
β
組
と
い
っ
た
複
数
の
「
組
」
が
隣
接
し
て
い
る
地
域
に
家
を
有
し
た
場
合
、
⑧
α
組
と
β
組
と
い
っ
た
複

数
の
「
組
」
が
隣
接
し
て
い
な
い
地
域
に
家
を
有
し
た
場
合
、
⑨
β
組
や
γ
組
と
の
境
界
線
上
に
家
を
有
し
た
場
合
の
三
パ
タ
ー
ン
に

分
け
て
考
え
て
み
た
い
。

「
組
」
入
り
は
、
そ
の
家
が
ど
の
「
組
」
の
エ
リ
ア
に
属
す
る
か
が
基
本
で
あ
る
が
、
複
数
の
「
組
」
が
隣
接
し
て
い
る
地
域
に
家

を
有
し
た
場
合
は
、
町
会
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
「
組
」
を
自
ら
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、「
組
」
メ
ン
バ
ー
が
著
し
く
少
な
い

「
組
」
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
数
の
均
衡
を
保
つ
た
め
に
、
メ
ン
バ
ー
の
少
な
い
「
組
」
に
「
組
」
入
り
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
⑦
の
場
合
は
α
組
ま
た
は
β
組
の
ど
ち
ら
に
で
も
「
組
」
入
り
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

⑧
の
場
合
は
、
言
い
換
え
れ
ば
あ
る
「
組
」
の
エ
リ
ア
の
境
界
線
か
ら
外
れ
た
場
所
に
家
を
有
し
た
場
合
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
他
の
「
組
」
と
入
り
交
ざ
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
エ
リ
ア
の
「
組
」
に
「
組
」
入
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

α
組
の
エ
リ
ア
で
あ
れ
ば
α
組
に
、
β
組
の
エ
リ
ア
で
あ
れ
ば
β
組
に
「
組
」
入
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
家
が
属
し
て
い
る

「
組
」
に
「
組
」
入
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
づ
い
て
⑨
の
場
合
は
、
β
組
も
し
く
は
γ
組
に
「
組
」
入
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
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が
っ
て
、
①
か
ら
本
分
家
関
係
を
除
い
た
形
で
あ
る
と
言
え
る
。

【
太
子
町
外
や
他
町
会
、
他
の
「
組
」
か
ら
移
り
住
ん
だ
場
合
】

そ
れ
で
は
こ
の
地
域
外
か
ら
移
り
住
ん
だ
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
こ
こ
で
は

α
組
と
β
組
が
隣
接
し
て
い
る
地
域
に

家
を
有
し
た
場
合
、

α
組
と
β
組
が
隣
接
し
て
い
な
い
地
域
に
家
を
有
し
た
場
合
の
二
パ
タ
ー
ン
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

太
子
町
外
や
他
町
会
、
他
の
「
組
」
か
ら
移
り
住
ん
だ
場
合
に
は
、
家
々
の
関
係
を
無
視
し
て
「
組
」
入
り
す
る
こ
と
が
実
態
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、

で
は
本
分
家
関
係
が
存
在
し
な
い
た
め
、
α
組
ま
た
は
β
組
に
「
組
」
入
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
一

方
の
「
組
」
メ
ン
バ
ー
が
明
ら
か
に
少
数
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
「
組
」
に
入
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
、

の
場
合
で
は

「
隣
接
し
て
い
な
い＝

そ
れ
ぞ
れ
の
「
組
」
の
境
界
線
か
ら
外
れ
た
場
所
に
家
を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の
エ
リ
ア
の

「
組
」
に
「
組
」
入
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

⑦
〜

よ
り
、
本
分
家
関
係
が
少
な
か
ら
ず
「
組
」
入
り
す
る
こ
と
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
組
」
の
地

理
的
条
件
か
ら
「
組
」
入
り
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

第
二
節

ム
ラ
内
や
行
政
と
の
関
わ
り

そ
れ
で
は
、
前
節
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
ム
ラ
内
で
の
町
会
や
「
組
」
と
し
て
の
関
わ
り
に
つ
い
て
み
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。
ム
ラ
内
で
の
関
わ
り
と
し
て
、
神
社
祭
祀
や
葬
送
儀
礼
な
ど
の
ハ
レ
以
外
で
町
会
や
「
組
」
が
関
わ
る
も
の
、
つ
ま

り
日
常
生
活
に
お
い
て
大
き
く
関
わ
る
代
表
的
な
も
の
と
し
て
た
め
池
清
掃
が
あ
る
。
山
田
で
は
、
元
来
農
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
も
由
来
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
現
在
の
よ
う
に
水
利
が
整
備
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
村
の
た
め
池
か
ら
田
畑
に
水

を
引
く
必
要
性
が
現
在
以
上
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
も
池
清
掃
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
四
月
第

三
週
の
日
曜
日
に
町
会
内
の
「
組
」
単
位
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
た
め
池
は
ム
ラ
の
財
産
で
あ
る
」
と
地
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域
住
民
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
が
、
山
田
で
は
計
一
〇
の
た
め
池
を
所
有
し
て
い
る
た
め
、「
組
」
単
位
で
行
な

う
方
が
効
率
性
が
増
す
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
組
」
が
成
立
す
る
ま
で
は
町
会
と
し
て
行
な
っ
て
い
た
。
万
が
一
、
た
め
池
清
掃

に
参
加
し
な
い
場
合
は
、
出
不
足
料
と
し
て
一
定
の
金
額
を
町
会
に
対
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
家
が
参

加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
た
め
池
清
掃
以
外
の
日
常
生
活
で
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
現
代
的
な
日
常
生
活
で
の
関
わ
り
と
し

て
は
公
立
の
小
・
中
学
校
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
学
校
で
は
家
同
士
の
関
係
が
専
ら
強
く
な
る
も
の
の
、
町
会
内
で
決
め
ら
れ

て
い
る
組
織
が
あ
る
。

家
の
新
旧
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
一
部
の
町
会
で
新
家
が
増
加
し
て
き
て
い
る
も
の
の
、
旧
家
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
新
家
と
旧

家
と
の
か
か
わ
り
も
年
齢
層
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
特
に
若
年
層
に
は
極
め
て
現
代
的
な
光
景
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

同
一
の
町
会
や
「
組
」
内
だ
け
で
な
く
地
区
を
越
え
た
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
公
立
小
・
中
学
校
の
場
合
校
区
が
決
め
ら
れ
て
い

る
が
、
太
子
町
の
場
合
は
公
立
小
学
校
が
磯
長
小
学
校
（
太
子
）
と
山
田
小
学
校
（
山
田
）、
中
学
校
が
太
子
中
学
校
（
太
子
）
で
あ

る
た
め
、
太
子
町
内
の
複
数
の
地
区
に
お
い
て
交
流
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
同
士
の
交
流
が
始
ま
る
に
つ
れ
て
、
保

護
者
と
な
る
大
人
同
士
の
交
流
へ
と
発
展
し
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
子
ど
も
会
な
ど
の
組
織
を
含
め
た
極
め
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
交
流
へ
と
発
展

す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
太
子
町
内
の
本
家
か
ら
分
家
し
た
家
で
あ
っ
て
も
、
太
子
町
外
か
ら
移
住
し
た
家
で
あ
っ
て
も
、
家
の
新

旧
問
わ
ず
に
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
を
持
つ
こ
と
が
可
能
だ
と
言
え
る
。
一
方
で
、
子
ど
も
会
な
ど
の
組
織
は
町
会
ご
と
に
設
け
ら
れ
て
お

り
、
町
会
内
で
も
家
々
の
関
係
は
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
現
代
的
な
組
織
で
あ
る
こ
と
か

ら
「
組
」
ご
と
に
分
け
る
よ
り
も
、
町
会
単
位
で
分
け
る
方
が
効
率
性
が
増
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
代
的
な
組
織
の
場
合
で
は
町
会

は
形
式
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

一
方
、
行
政
が
何
ら
か
の
形
で
関
わ
る
と
な
る
と
、
ム
ラ
独
自
の
取
り
決
め
と
レ
ベ
ル
が
異
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
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行
政
が
主
導
す
る
場
合
は
参
加
す
る
人
々
の
属
性
を
見
て
み
れ
ば
、
太
子
町
と
い
う
一
つ
の
「
町
」
と
い
う
行
政
上
の
単
位
を
対
象
と

し
た
も
の
と
な
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
民
俗
学
で
言
う
ム
ラ
と
は
対
象
が
異
な
る
。
し
か
し
、
行
政
上
の
単
位
で
あ
っ
て
も
、
行
事

等
に
関
わ
る
人
々
は
ム
ラ
の
人
々
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
先
述
の
通
り
、
太
子
町
に
は
太
子
、
春
日
、
山
田
、
葉
室
、
畑
、

聖
和
台
の
六
地
区
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
聖
和
台
の
み
平
成
に
入
っ
て
、
新
興
住
宅
地
と
し
て
開
発
さ
れ
た
地
区
で
あ
る
。
参
加
す
る

人
々
の
対
象
が
異
な
る
と
は
い
え
、「
町
」
の
中
に
太
子
や
山
田
、
葉
室
と
い
っ
た
ム
ラ
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
、
こ
れ
ら
の

人
々
は
必
然
的
に
行
政
が
行
う
こ
と
に
関
わ
り
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
例
と
し
て
、
太
子
聖
燈
会
と
竹
内
街
道

灯
路
祭
り
が
あ
る
。

ａ
）
太
子
聖
燈
会

太
子
聖
燈
会
は
二
〇
〇
七
年
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
行
事
で
、
太
子
に
位
置
す
る
叡
福
寺
・
太
子
和
み
の
広
場
・
西

方
院
で
行
な
わ
れ
る
。
約
一
〇
〇
〇
〇
基
の
灯
ろ
う
に
火
が
灯
さ
れ
る
が
、
こ
の
行
事
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
間
も
な
い
（
図

３
）。
こ
の
行
事
が
始
ま
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
住
民
か
ら
の
希
望
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
役
場
を
事
務
局
と
し
（
行

政
が
担
当
し
）、
太
子
町
内
の
全
て
の
区
長
が
主
と
な
り
実
施
さ
れ
て
い
る
。
参
加
は
太
子
町
内
外
問
わ
ず
可
能
で
あ
る
が
、
と
り
わ

け
太
子
町
内
か
ら
の
参
加
が
ほ
と
ん
ど
と
な
っ
て
い
る
。
行
政
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
区
長
へ
と
広
報
が
行
な
わ
れ
、
区
長
か
ら
各
町
会
長
、

町
会
メ
ン
バ
ー
へ
と
伝
達
が
行
な
わ
れ
る
。
な
お
、
二
〇
一
一
年
は
葉
室
お
よ
び
畑
は
町
会
と
し
て
は
参
加
す
る
意
思
を
示
さ
ず
、
参

加
の
意
思
が
あ
る
家
に
お
い
て
は
シ
ー
ル
の
み
の
参
加
と
な
っ
た
。

こ
の
行
事
は
原
則
と
し
て
、
四
月
第
一
土
曜
日
・
日
曜
日
に
行
な
わ
れ
る
が
、
二
〇
一
一
年
は
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
、
八

月
二
十
七
日

土
）・
二
十
八
日

日
）と
行
な
わ
れ
た14

）
。
最
寄
り
駅
は
近
鉄
南
大
阪
線
上
ノ
太
子
駅
ま
た
は
近
鉄
長
野
線
喜
志
駅
で
あ
る
。

午
前
中
に
灯
ろ
う
を
並
べ
、
十
九
時
に
完
全
点
灯
で
き
る
よ
う
に
準
備
が
始
ま
る
。
灯
ろ
う
は
一
個
一
〇
〇
〇
円
で
、
予
め
町
会
を
通

じ
て
購
入
し
、
住
所
・
氏
名
・
祈
願
内
容
を
記
し
た
シ
ー
ル
を
灯
ろ
う
に
貼
り
付
け
て
飾
る
こ
と
に
な
る
が
、
町
会
入
り
し
て
い
な
い
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家
に
つ
い
て
は
、
当
日
の
受
付
に
よ
り
飾
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
参
加
す
る
か
否
か
は
町
会
の
判
断
で
は
な
く
、
家
々

の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
太
子
町
外
の
人
々
も
参
加
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
近
年
は
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
イ
ベ
ン
ト
で
は
Ｌ
Ｅ

Ｄ
電
球
な
ど
の
電
気
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
太
子
聖
燈
会
は
ロ
ウ

ソ
ク
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
並
べ
ら
れ
た
灯
ろ
う
に
太
子
町

の
住
民
が
分
担
で
点
灯
す
る
こ
と
に
な
る
。
点
灯
に
際
し
て
は
、
特
定

の
家
の
代
表
者
が
招
集
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
手
伝
い
が
可
能
な
住

民
が
手
分
け
し
て
点
灯
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
灯
ろ
う
は
会
場

敷
地
内
に
地
区
ご
と
に
固
め
ら
れ
、「
和
」
と
い
う
文
字
や
鳳
凰
を
か

た
ど
っ
た
並
べ
方
と
な
っ
て
い
る
。

ｂ
）
竹
内
街
道
灯
路
祭
り

竹
内
街
道
灯
路
祭
り
は
二
〇
〇
八
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
山
田
に
位

置
す
る
太
子
町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館
・
道
の
駅
近
辺
か
ら
旧
竹
内

街
道
に
沿
っ
て
灯
ろ
う
を
点
灯
す
る
、
い
わ
ば
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
行
事
で
、

そ
の
他
各
種
の
行
事
も
行
な
わ
れ
る
（
表
１
）。
こ
の
行
事
の
主
導
は

太
子
町
（
行
政
）
で
あ
る
。
中
で
も
、
灯
ろ
う
を
並
べ
て
い
る
エ
リ
ア

に
山
田
の
大
道
が
位
置
す
る
た
め
、
大
道
の
だ
ん
じ
り
愛
好
会
お
よ
び

青
年
会
が
露
店
を
出
す
と
と
も
に
、
だ
ん
じ
り
の
展
示
も
行
な
っ
て
い

一
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表１ 2011秋 第３回竹内街道灯路祭り内容

催し物名称 時 間 会 場 内容・コメント

灯ろう点灯 17時点灯～21時 街道沿道

・太子町春日西交差点から道の駅
「近つ飛鳥の里・太子」までの約
２㎞の区間で一千個余りの灯ろう
を並べ街道を照らす。また地蔵堂
や寺院などもライトアップする。

・点灯式は16時45分から役場内自然
休養村センターで行なう。

記念コンサート
(ギター演奏)

17時～17時30分 自然休養村センター ・秋の夜に奏でるアコースティック
な音色をお楽しみに。19時30分～20時 松井邸

講演(竹内街道) 18時～18時30分 正泉寺(山田)

・外交、信仰、経済の要所として栄
えた街道には、伊勢灯籠や地蔵堂
など歴史的な資源が点在している。
観光ボランティア“太子街人の
会”が分かりやすく説明。

軒下ギャラリー 15時～21時 街道沿道
・街道沿道の古民家軒下を利用した
作品の展示や即売など。お子さま
も参加できる催しがいっぱい。

茅葺コンサート
(二胡演奏)

18時30分～19時30分
大道旧山本家住宅
(山田)

・中国に伝わる自然な音色をお楽し
みに。

※入場料100円(18歳以上)
・当日先着順100名

16時～16時30分

坐禅体験 妙見寺(春日)

・秋の一日、静かなお寺の中で、“無”
の世界を体験してみませんか。子
どもの参加も大歓迎。

・各組20名(15時から会場で整理券
配布)

17時45分～18時15分

雅楽演奏
16時30分～17時

光福寺(春日)
・演奏の合間に雅楽や楽器の分かり
やすい説明あり。19時～19時30分

たいし聖徳市 15時～21時 JA大阪南太子支店
周辺、道の駅

・毎月第３日曜日「太子・和みの広
場」で開催の『太子聖徳市』も参
加。

紙芝居 18時15分～19時 松井邸
・何が出るかお楽しみ。 ３話
・お寺の出前紙芝居屋亭による手作
りの紙芝居。

特産品等の販売 ８時～21時 道の駅

・季節特産品の販売。
・羽曳野市商工会、羽曳野市観光協
会、近鉄電車も参加。
羽曳野の特産品や鉄道グッズを多
数販売。(15時～)

地車展示 15時～21時 大道地車小屋(山田)
・大道町会による南河内最古の地車
の展示。記念撮影もできる。

竹内街道歴史資
料館での催し

竹内街道歴史資料館

・竹内街道歴史資料館夜間会館(21
時まで。入館無料)

・喫茶、休憩コーナー(資料館駐車
場。喫茶有料)

※斜体字は報告者加筆。 (太子町役場作成の竹内街道灯路祭りチラシより作成)
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る
。
ま
た
、
近
隣
に
あ
る
大
学
の
学
生
に
よ
る
模
擬
展
示
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
最
寄
り
駅
は
近
鉄
南
大
阪
線
上
ノ
太
子
駅
で
あ
る
。

灯
路
ま
つ
り
の
目
的
は
、
や
は
り
地
域
活
性
化
の
た
め
で
あ
り
、
竹
内
街
道
が
太
子
町
の
歴
史
資
源
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
い
る
。

竹
内
街
道
は
日
本
最
古
の
国
道
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
現
在
も
大
阪
〜
奈
良
を
結
ぶ
国
道
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
記
録
は
『
日
本
書

紀
』
に
も
「
自
難
波
至
京
置
大
道
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る15

）
。
な
お
、
現
在
の
竹
内
街
道
は
道
路
整
備
に
よ
り

新
街
道
と
し
て
敷
設
さ
れ
て
い
る
。

灯
ろ
う
を
配
置
す
る
場
所
は
太
子
町
春
日
〜
道
の
駅
近
辺
で
あ
る
（
図
３
）。
図
３
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
主
た
る
内
容
の

灯
ろ
う
点
灯
会
場
が
、
旧
地
区
内
の
一
部
の
町
会
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
旧
地
区
内
の
一
部
の
町
会
に
お
い
て

も
、
こ
の
行
事
に
直
接
関
係
す
る
か
否
か
が
明
確
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
関
わ
る
町
会
に
つ
い
て
は
「
町
」

の
中
に
存
在
す
る
た
め
に
、
全
く
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
町
会
と
「
組
」
が
ム
ラ
内
及
び
行
政
で
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
つ
の
か
述
べ
て
き
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
行
政
が
主
導
す
る
行
事
等
に
お
い
て
町
会
と
「
組
」
の
機
能
と
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

ム
ラ
内
で
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
例
と
し
て
、
古
来
よ
り
関
わ
り
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
池
清
掃
と
、
極
め

て
現
代
的
な
関
わ
り
で
あ
る
学
校
を
き
っ
か
け
と
し
た
交
流
を
例
と
し
て
挙
げ
た
。
こ
れ
ら
は
生
活
に
密
接
に
関
わ
る
た
め
に
ム
ラ
の

メ
ン
バ
ー
、
町
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
「
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
現
代
で
は
失
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
来
は
「
や
ら

な
け
れ
ば
」
生
活
の
相
互
扶
助
を
喪
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
一
度
メ
ン
バ
ー
と
し
て
関
わ
る
以
上
は
、
同
町
会
や
同

「
組
」
の
他
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
の
扶
助
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
古
老
の
話
で
は
、
自
然
災
害
が
発
生
し
た
際
で
も
、
同
じ
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町
会
や
「
組
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
近
所
の
安
否
確
認
を
す
る
こ
と
は
ご
く
当
然
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
方
で
、
行
政
が
主
導
す
る

行
事
で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。
あ
く
ま
で
も
町
会
は
、
行
政
と
家
々
と
の
仲
介
の
立
場
で
あ

り
、
情
報
を
伝
え
る
た
め
の
連
絡
係
な
の
だ
。

本
論
で
は
、
ム
ラ
が
主
導
と
な
っ
て
行
な
う
神
社
祭
祀
、
そ
し
て
行
政
が
主
導
と
な
っ
て
行
な
う
太
子
聖
燈
会
と
竹
内
街
道
灯
路
祭

り
、
ム
ラ
に
お
け
る
日
常
生
活
に
お
け
る
例
を
挙
げ
、
町
会
と
「
組
」
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
ム
ラ
の
風
習
と

し
て
受
け
継
が
れ
な
が
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
ム
ラ
主
導
の
も
の
と
、
地
域
活
性
化
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
、
い
わ
ば
行
政
主

導
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
関
わ
る
人
々
の
属
性
を
見
て
い
け
ば
家
単
位
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
原
則
と
し
て
は

家
々
が
集
合
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
町
会
や
「
組
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、「
組
」
は
戦
時
中
に
成
立
し
た
も
の
で

あ
り
、
た
め
池
清
掃
の
例
か
ら
見
て
み
れ
ば
「
組
」
成
立
前
ま
で
は
、
町
会
が
同
じ
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、

町
会
の
本
来
の
機
能
を
残
し
た
ま
ま
分
化
し
た
組
織
が
「
組
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

ム
ラ
が
主
導
す
る
行
事
等
に
お
い
て
も
、
町
会
が
主
た
る
役
割
を
果
た
す
傾
向
が
強
く
見
受
け
ら
れ
る
一
方
で
、
日
常
生
活
と
密
接

に
関
わ
る
、
た
め
池
清
掃
の
よ
う
に
町
会
で
行
な
っ
て
い
た
も
の
が
「
組
」
に
分
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
町
会
や
「
組
」
内
の
関
係
性

を
見
て
み
る
と
、
現
代
に
お
け
る
町
会
間
と
の
関
係
・
町
会
内
の
家
々
の
関
係
・「
組
」
間
の
関
係
・「
組
」
メ
ン
バ
ー
の
家
々
の
関
係

が
い
ず
れ
も
フ
ラ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。

一
方
で
、
行
政
が
主
導
す
る
行
事
等
と
も
な
れ
ば
、
こ
の
関
係
が
成
立
し
た
背
景
が
全
く
異
な
る
。
つ
ま
り
町
会
は
、
行
政
か
ら
の

情
報
や
、
行
政
が
主
導
す
る
行
事
等
な
ど
の
参
加
を
家
々
に
伝
え
る
た
め
の
、
連
絡
係
の
役
割
を
有
し
た
組
織
で
あ
る
こ
と
が
言
え
よ

う
。
そ
し
て
、
行
事
等
の
主
導
と
な
っ
て
い
る
媒
体
が
行
政
な
の
か
ム
ラ
な
の
か
に
よ
っ
て
、
町
会
や
「
組
」
の
参
加
が
強
制
的
・
任

意
的
に
な
り
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

未
曾
有
の
災
害
が
発
生
し
て
い
る
今
日
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
生
活
を
す
る
」「
風
習
を
保
存
す
る
」
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
、
民
俗
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学
と
し
て
あ
ら
た
め
て
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
論
で
は
、
そ
の
中
で
も
住
民
組
織
と
し
て
町
会
や
「
組
」
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、

こ
れ
ら
は
機
能
と
し
て
変
化
し
つ
つ
も
現
代
社
会
に
見
合
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
今
後
、
住
民
組
織
に
つ

い
て
異
な
っ
た
視
点
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
こ
と
で
、
村
落
研
究
も
さ
ら
に
発
展
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
論
で
は
、

町
会
や
「
組
」
と
い
っ
た
住
民
組
織
に
つ
い
て
、
十
分
に
追
究
し
切
れ
て
お
ら
ず
、
反
省
点
や
課
題
も
山
積
で
あ
る
た
め
、
今
後
の
研

究
で
解
明
し
た
い
と
思
う
。

〔
史
料
一
〕

二
上
山
よ
り
流
れ
出
る
渓
川
の
中
に
あ
る
な
り
山
田
の
村
民

此
渓
中
に
入
て
下
流
に
向
っ
て
蚫
の
貝
を
も
つ
て
す
く
ひ

大
和
箕
を
も
つ
て
真
砂
を
沙
汰
流
し
金
剛
鑚
を
撰
ん
で
小
桶
に
溜
て
持
か
へ
り

干
乾
し
京
師
に
出
す
其
色
赤
黒
く
み
な
角
あ
り
て
大
サ
不
同
也
玉
匠
こ
れ
を
求
て

水
晶
瑪
瑙
琥
珀
の
た
ぐ
ひ
の
玉
石
を
鑚
に
み
な
こ
れ
を
用
ゆ

〔
史
料
二
〕

山
田
村
東
条
に
あ
り

延
喜
式
ニ
出
額
八
社
明
神
元
禄
十
四
年

五
月
葉
室
正
二
位
前
権
大
納
言
藤
原
頼
孝
卿
染
筆
し
給
ふ

例
祭
六
月
八
日
九
月
九
日
山
田
畑
葉
室
等
の
生
土
神
な
り

原
は
二
上

権
現
と
称
し
て
山
峯
に
あ
り
古
跡
に
今
蛭
子
祠
を
鎮
座
す

八
精
水
神
社
の
境
内
に
あ
り
い
に
し
へ
当
麻
鍛
冶
鍛
の
湯
に
用
ゆ

又
八
勢
水
と
も
い
ふ
今
御
手
洗
に
と
る

一
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什
宝
雛
形
兜
神
主
の
家
に
あ
り
諺
云
む
か
し
神
功
皇
后
三
韓
退
治
の

御
時
武
器
を
調
ん
と
て
は
じ
め
て
こ
れ
を
製
て
そ
れ
よ
り

兵
器
を
多
く
つ
く
ら
せ
給
ふ
と
そ
其
形
古
雅
に
し
て

大
サ
僅
弐
寸
斗
な
り
奇
品
と
い
ふ
べ
し

註１
）

有
賀
喜
左
衛
門
「
都
市
社
会
学
の
課
題
」（『
有
賀
喜
左
衛
門
著

作
集
』
Ⅷ
巻
）
一
七
六
〜
一
七
七
頁

２
）

福
武
直
『
日
本
村
落
の
社
会
構
造
』（『
福
武
直
著
作
集
』
５
に

再
録

四
十
頁
）

３
）

鈴
木
栄
太
郎
『
日
本
農
村
社
会
学
原
理
』
四
六
頁

４
）

竹
内
利
美
『
村
落
社
会
と
協
同
慣
行
』
七
〇
頁
お
よ
び
八
七
頁

５
）

前
掲
書

４
）五
十
五
頁

６
）

前
掲
書

４
）一
九
三
頁

７
）

政
岡
伸
洋
「
近
江
湖
東
に
お
け
る
神
社
祭
祀
の
地
域
的
展
開-

滋
賀
県
神
崎
郡
建
部
祭
の
場
合
」（『
鷹
陵
史
学
』
第
十
八
号
）

８
）

な
お
、
本
論
で
の
新
町
会
と
は
昭
和
期
か
ら
新
た
に
開
発
さ
れ

た
町
会
を
指
し
、
新
町
会
を
除
い
た
町
会
を
旧
町
会
と
す
る
。

９
）

聖
和
台
は
平
成
に
入
っ
て
か
ら
成
立
し
た
地
区
で
あ
り
、
そ
の

他
の
地
区
は
少
な
く
と
も
近
世
に
は
既
に
村
と
し
て
存
在
し
て
い

た
。

10
）

こ
れ
ら
の
町
会
は
行
政
上
の
区
分
で
あ
る
。
中
山
台
は
、
日
常

生
活
の
付
き
合
い
や
町
会
入
り
を
す
る
の
は
春
日
で
あ
る
。
本
論

で
は
、
旧
家
が
集
中
し
て
い
る
大
道
・
後
屋
・
永
田
・
東
條
・

西
・
佃
・
下
ノ
町
を
旧
町
会
、
土
地
開
発
に
よ
っ
て
成
立
し
た
い

わ
ば
新
家
が
集
中
し
て
い
る
い
わ
き
台
・
若
葉
・
葵
・
中
山
台
・

さ
く
ら
を
新
町
会
と
す
る
。

11
）

町
会
の
公
式
の
組
織
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
町
会
に
も

組
織
と
し
て
の
責
任
が
出
て
く
る
た
め
、
青
年
団
・
青
年
会
に
つ

い
て
は
町
会
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
い
う
責
任
が
出
る
。
一
方
、
保

存
会
や
愛
好
会
に
つ
い
て
は
、
非
公
式
の
組
織
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

町
会
の
責
任
は
基
本
的
に
負
う
こ
と
は
な
い
。

12
）

た
だ
し
、
永
田
の
み
保
存
会
・
愛
好
会
と
は
別
に
相
談
役
が
設

け
ら
れ
て
お
り
、
六
十
歳
以
上
の
男
性
が
そ
の
役
に
就
い
て
い
る
。

13
）

式
内
社
研
究
会
編
『
式
内
社
調
査
報
告
』
第
四
巻
京
・
畿
内
四

十
〜
十
一
頁

14
）

八
月
二
十
七
日

土
）は
荒
天
の
た
め
中
止
と
な
っ
た
。
そ
の
た

め
、
こ
の
年
の
実
施
日
は
八
月
二
十
八
日

日
）の
み
で
あ
る
。

15
）

黒
板
勝
美
他
編
『
国
史
大
系

日
本
書
紀
』
後
編

一
五
六
頁

一
八
九

南
河
内
に
お
け
る
神
社
祭
祀
と
住
民
組
織
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