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播
磨
国
揖
保
郡
の
福
井
荘
は
揖
保
川
左
岸

の
沖
積
平
野
に
展
開
す
る
荘
園
で
、
南
は
播
磨
灘

に
臨
み
、
ほ
ぼ
中
央
を
大
津
茂
川
が
南
北
に
貫
い
て
流
れ
て
い
る
。
北
は

大
田
荘

.
弘
山
荘

に
接
し
、
西
北
は
石
見
郷
に
接
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
地
域
は
早
く
か
ら
開
け
た
と
こ
ろ

で
、

『
播
磨
国
風
土
記
』
に
も
大
田
里

・
広
山
里

・
石
見
里

な
ど

の
名
が
見
え
、

開
墾
に
つ
い
て
の
い
く

つ
か
の
説
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し

福
井
荘

の
地
は

こ
の
こ
ろ
に
は
ま
だ
聚
落
と
し
て
の
発
達
が
な
か

っ
た
よ
う

で
、
里
の
名
は
み
え
な
い
。

そ
の
後
、
十
世
紀
ご

ろ
に
編
纂
さ
れ
た

『倭
名
類
聚
抄
」
に
は
、
大
田
郷

・
広
山
郷

・
石
見
郷
の
ほ
か
に
福
井
荘

の
地
に
新
田
郷

の
名
が
み

え
る
。
新
田
郷
は
新
し
く
開
墾
さ
れ
た
村
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。

い
っ
ご
ろ
福
井
荘
が
成
立
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
西
岡
虎
之
助
氏
に
よ
る
と
、
福
井
荘
は
も
と
興
福
寺
領
と
し
て
成
立
し
、
興
福
寺
が
藤
原

氏
の
氏
寺

で
あ
る

と
い
う
関
係
か
ら
平
安
末
期
に
は
藤
原
氏
の
氏
長
者
で
左
大
臣
で
あ

っ
た
藤
原
頼
長
の
管
領
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
と
い
飯
。
頼
長
の
所
領
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
仁
平

二

年
±

月
頼
長
が
春
日
詣
の
際
、
装
束

・
屯
食
を

賦
課
し
た
荘

・
牧
の
な
か
に

「
福
井
荘
」

の
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
動
・
と
こ
ろ
が
保
元
の
乱

で
頼

長
が
失
脚
す
る
と
、
没
官
さ
れ
て
、
そ
の
の
ち
平
家
領
と
な

っ
た
ら
し
い
。
治
承
四
年
十

二
月
、
平
重
衝
が
南
都
焼
討
ち
に
際
し
、
播
磨
国
の
住
人
、
福
井
荘

の
下
司
次

郎
大
夫
友
方
な
る
も
の
に
命

じ
て
在
家
を
焼
か
せ
た
こ
と
が

『
平
家
物
語
』
に
み
え
る
、
福
井
荘
の
下
司
友
方
は
福
井
荘
が
平
家
領
で
あ

っ
た
た
め
に
、
兵
士
と
し
て
駆

り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
平
氏
が
没
落
す
る
と
、

福
井
荘
は
大
田
荘
と
と
も

に
後
白
河
院
領
に
編
入
せ
ら
れ
る
が
、

ほ
ど
な
く

後
白
河
法
皇
か
ら
大
塔
領
と
し
て

高
野
山
に
寄
進
さ
れ

た
。
寄
進
の
い
き
さ
つ
は
空
海
自
筆

の
金
泥
両
界
曼
陀
羅
が
高
野
山

の
住
僧
鍵
阿

の
奏
請
に
よ

っ
て
、
寿
永
初
年
に
蓮
華
王
院
か
ら
高
野
山
の
大
塔
に
引
き
渡
さ
れ
た
の

神
護
寺
領
播
磨
国
福
井
荘
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神
護
寺
領
播
磨
国
福
井
荘

に
関
連
し
て
、
大
塔
以
下
の
仏
事
の
用
途
に
福
井
荘
の
所
当
地
利
を
あ
て
た
い
と
の
申
請
が
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
両
界
曼
陀
羅
は
も
と
も
と
淳
和
天
皇
の
御
願
と

し
て
神
護
寺
に
安
置
さ
れ
、
同
寺
の
根
本
曼
陀
羅
と
な

っ
て
い
た
が
、
神
護
寺
が
衰
頽
し
、
法
燈
が

一
時
絶
え
た
た
め
、
仁
和
寺

に
移
さ
れ
、
さ
ら
に
蓮
華
王
院
に
移
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

高
野
山
の
大
塔
領
と
な

っ
た
福
井
荘
が
そ
の
後
神
護
寺
領
と
な
る
に
至

っ
た
の
は
、
神
護
寺
の
復
興
に
意
欲
を
も
や
し
た
文
覚

の
画
策

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
仁
安
三

年
文
覚
は
神
護
寺
に
詣
で
て
そ
の
荒
廃
を
歎
き
、
復
興
を
心
に
誓

っ
た
。
そ
し
て
承
安
三
年
四
月
、
復
興
の
費
用
に

「
千
石
荘
」
す
な
わ
ち
米
千
石
の
収
入
の
あ
る
荘
園

の
寄
進
を
後
白
河
法
皇
に
請
う
た
が
、
聴
き
い
れ
ら
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
法
皇
の
面
前

で
種
々
の
悪
言
を
は
き
、
伊
豆
国
に
流
さ
れ
る
破
目
に
な

っ
た
。
そ
の
後
、

治
承

二
年
に
許
さ
れ
て
都
に
帰
り
、
神
護
寺
復
興
の
た
め
重
ね
て
荘
園
の
寄
進
を
法
皇
に
申
出
る
と
と
も
に
、
か
の
曼
陀
羅
を
神
護
寺
に
安
置
し
た
い
と
訴
え
た
。
法
皇

も

つ
い
に
文
覚

の
熱
意
に
動
か
さ
れ
て
寿
永

二
年
十
月

に
紀
伊
国
宗
田
荘
を
寄
進
さ
れ
、
元
暦
元
年

八
月
に
は
曼
陀
羅
を
神
護
寺
に
移
す
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌

⑥

二
年
正
月
さ
ら
に
文
覚
の
要
望
に
よ

っ
て
福
井
荘
は
曼
陀
羅
に
付
属
す
る
荘
園
と
し
て
神
護
寺

の
領
有
と
す
る
こ
と
が
認
あ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
福
井
荘
は
神
護
寺
の
復

興
を
契
機
に
高
野
山
大
塔
領
か
ら
神
護
寺
領
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
神
護
寺
領
と
し
て
、
寿
永

二
年
に
宰
相
中
将
藤
原
泰
通
か
ら
紀
伊
国
神
野
真
国
荘
が
、

翌
二
年
に
は
源
頼
朝
か
ら
丹
波
国
吉
富
荘
が
、
ま
た
安
倍
資
良
か
ら

備
前
国
足
守
荘

・
若
狭
国
西
津
荘
が
寄

せ
ら
れ
、
神
護
寺
の
経
済
的
な
基
盤
は
確
立
す
る
に
至

っ
た
。

文
覚
は
こ
れ
ら
の
荘
園
の
管
理
に
あ

た
る
預
所
の
地
位
を
重
視
し
、
元
暦
二
年
正
月
の
起
請
置
文
の
な
か
で
、
預
所
に
は
か
な
ら
ず
常
住
寺
僧
の
中
か
ら
器
量
を
簡
定

ω

し
て
補
任
す
る
よ
う
定
め
、
俗
入
の
採
用
を
堅
く
禁
じ
た
。
俗
人
は
財
物
を
犯
用
し
、
寺

の
経
済
を
乱
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
福
井
荘
が
あ
と
で
述

べ
る
よ
う
に
東
保
と

西
保
の
二
地
区
に
分
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
に
預
所
を
置

い
て
管
理
し
て
い
た
。
貞
応
三
年

の
福
井
荘
西
保
田
数
注
進
状
案
に
は
、
預
所
の
職
務
に
対
す
る
報
酬
と
し

⑧

て
預
所
佃
三
町
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
東
保
に
も
預
所
佃
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

福
井
荘
が
い
つ
ご

ろ
か
ら
東
保
と
西
保
に
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
貞
応
の
こ
ろ
既
に
東
保
、
西
保

の
区
分
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
さ

㈲

き
の
貞
応
三
年
の
福
井
荘
西
保
田
数
注
進
状
案
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

こ
の
注
進
状
案
に
よ
る
と
、
西
保

の
総
田
数
は
二
〇
六
町
五
段
余
で
あ
る
。

一
つ
の
荘
園
が
東
西
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の
二
区
画
に
分
割
さ
れ
る
際
、
ほ
ぼ
等
分
さ
れ
る
の
が
例
で
あ
る
か
ら
、
福
井
荘
は
四
〇
〇
町
余
り
に
及
ぶ
相
当
大
き
な
荘
園
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
福
井
荘
の
荘

㈹

域
に
つ
い
て
は
、
弘
安
十
年
の
福
井
荘
坪
付
注
進
状
を
も
と
に
し
て
東
郷
松
郎
氏
が
詳
細
な
研
究
を
発
表
し
て
い
ら
れ
る
。

こ
の
注
進
状
は
前
部
を
欠
い
て
お
り
、
福
井

荘
全
域
に

つ
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
揖
保
郡
に
実
施
さ
れ
た
条
坊
制

に
も
と
つ
い
て
、
田
畠

の
所
在
が
し
る
さ
れ
て
い
る
の
で
、
条
坊
を
た
よ
り
に
福
井
荘

の

荘
域
を
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

揖
保
郡
の
条
坊
は
、
揖
保
郡
の
小
宅
荘

の
絵
図
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
条
は
西
か
ら
東

へ
と
数
え
進
み
、
坊
は
南
か
ら
北

へ
と
数
え
進
む
の
で
あ
る
。
坊
は
通
常

里
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
坊
の
よ
び
方
は
播
磨
で
は
揖
保
郡
以
外
に
、
明
石
郡
、
印
南
郡
、
飾
磨
郡
な
ど

で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
条
坊
内

の
坪
の
数
え

方
は
図
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
坪
の
並

べ
方
は
通
常
条
の
進
む
方
向

に

一
の
坪
か
ら
始
ま

っ
て
六
の
坪

へ
横
に
進
み
、
そ
し
て
坊

の
進
む
方
向
に

一
段
上

っ
て
横
に
順

次
数
え
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
揖
保
郡
の
場
合
に
は
そ
う
し
た
通
則
に
従

っ
て
い
な
い
。

一

一

36

25

さ
て
弘
安
十
年

の
福
井
荘
坪
付
注
進
状

に
示
さ
れ
た
条
坊
を
あ
げ
る
と
次

の
通
り
で
あ
る
。
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そ
し
て
条
坊
の
坪
に
記
さ
れ
た
名
田
の
面
積
は
、

四
分
の

一
に
満
た
な

い
。
し
か
し

こ
こ
に
示
さ
れ
た
条
坊
の
区
画

の
面
積
は
六
八
〇
町
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、

え
て
大
過
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
条
坊
を
現
在

の
地
図
の
上
に
あ
て
は
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
福
井
荘
の
荘
域
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
際

一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
櫃
井
荘

働

の
北
に
隣
接
す
る
弘
山
荘
の
永
徳

二
年

八
月
の
絵
図
が
残

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も

っ
と
も

こ
の
絵
図
は

原
図
で
は
な
く
、

天
明
八
年

に

書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
弘
山
荘
の
荘
域
が
条
坊

に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
弘
山
荘
は
法
隆
寺
領
の
鵤
荘
の
北

・
西

・
南
の
三
方
を
取
り
ま
く
よ
う
な
形
で
存
在
し
、
南
は

神
護
寺
領
播
磨
国
福
井
荘

概
算
で
九
〇
町
歩
た
ら
ず

で
あ
る
か
ら
、
福
井
荘
全
体

の
面
積
か
ら
い
え
ば

福
井
荘
は
ほ
ぼ
こ
の
範
囲
内

に
お
さ
ま

っ
て
い
た
も
の
と
考
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神
護
寺
領
播
磨
国
福
井
荘

十

八
条
八
坊

.
十
九
条
八
坊
ま
で
の
び
、
荘
堺
に

「
南
福
井
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
福
井
荘
の
北
の
は
し
は
、
十
八
条

・
十
九
条
に
お
い
て
は
七
坊
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
福
井
荘
坪
付
注
進
状

に
お
い
て
名
田
が
そ
れ
よ
り
以
北
に
及
ん
で
い
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
二
十
条

・
二
十

一
条

で
は
名
田
は
八
坊

の

一
の
坪

か
ら
六
の
坪
に
至
る
段
ま
で
の
び
い
る
が
、
こ
れ
が
北
に
接
す
る
大
田
荘
と
の
境
界
で
あ
ろ
う
。

南
の
は
し
は
十
八
条

.
二
十
条
が
三
坊
、

二
十

一
条

・
二
十

二
条
が
四
坊
と
な

っ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
が
当
時
条
坊
の
区
画
を
実
施
で
き
た
南

の
限
界

で
、
そ
の

す
ぐ
南
は
海
岸
線
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
故

二
十
条
三
坊
の
三
十
三

・
三
十
四
の
坪
、

二
十

一
条
四
坊

の
五

・
九

・
十
九

・
二
十
五
の
坪
、

二
十

二
条
四
坊
の
六

.
七

.
八

.
十
六

.
二
十

二
の
各
坪
の
田
地
は

「
已
塩
損
」
と
注
記
さ
れ
、

三
坊

・
四
坊
は
塩
害
を
受
け
や
す
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
十
九
条
だ
け
が
五
坊
以
南
に

及
ん
で
い
な

い
の
は
、
四
坊

・
三
坊
の
地
に
石
清
水
八
幡
宮
の
別
宮

で
あ
る
魚
吹
宮
が
あ

っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
魚
吹
宮
は
ま
た
津

の
宮
と
も
よ
ば
れ
、
現
在
宮
内
字

小
松
原
に
あ
る
が
、

こ
れ
が
福
井
荘
の
惣
社
と
し
て
荘
民

の
信
仰
の
中
核
を
な
し
て
い
た
。
文
安
年
間
の
福
井
荘
東
保
所
務
注
進
状
の
断
簡
に
は

「
福
井
惣
社

ウ
ツ
キ
ノ

個

宮
」
と
あ
り
、
東
保
上
村

の
名
田
四
町
六
段

の
年
貢
米
の
な
か
か
ら
魚
吹
宮
の
上
分
米
と
し
て

一
斗
八
升
が
さ
か
れ
て
い
る
。

個

揖
保
郡
の
条
里
を
復
原
さ
れ
た
谷
岡
武
雄
氏
の
研
究
を
参
考

に
し
な
が
ら
、
福
井
荘
の
条
坊

の
範
囲
に
含
ま
れ
る
聚
落
を
あ
げ
る
と
、
糸
井
北

・
糸
井
南

∴
尚
田

・
和

久

・
坂
出

・
坂
上

・
朝
日
谷

・
山
戸

・
宮
田

・
田
井

・
天
満
な
ど
で
あ
る
。
な
お
坪
付
注
進
状

で
は
条
坊

の
区
画
の
施
さ
れ
て
い
な
い
地
域
に
津
分
と
新
田
分
が
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
多
く
が
塩
損
と
注
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
塩
害
と
戦
い
な
が
ら
開
墾
が
進
め
ら
れ
て
い
た
地
域
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
津
分
は
い
ま
の
津
市
場

の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
東
保
と
西
保
と
の
境
界
は
、
東
郷
松
郎
氏
の
推
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
荘
を
南
北
に
貫
い
て
流
れ
る
大
津
茂
川
ま
た
は
そ
れ
を
利
用
し
た
溝
筋
で
、
境
界
線
は
ほ

ぼ
二
十
条
の
帯
の
な
か
に
あ

っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

福
井
荘
の
荘
域
は

そ
の
後
、

室
町
時
代
の
末
ご
ろ
に
は

著
し
く

拡
張
せ
ら
れ
、

「
悉
皆
八
百
町
之
在
所
」
と
も

「
福
井
荘
廿
八
箇
村
朋
鍼
肝
之
在
所
」
と
も
書
か
れ
て

い
る
。
八
〇
〇
町
と
い
え
ば
鎌
倉
時
代

の
ほ
ぼ
倍
の
面
積
で
あ
る
。
福
井
荘

二
十
八
力
村
と

い
う
の
は
、
吉
川
家
文
書
の

「
福
井
荘
村
名
注
文
」
に
よ
る
と
次
の
村
々
で

あ
る
。熊

見
村

西
敷
居
村

天
満
村

平
松
村

君
が
浜
村

尾
禰
嶋
村

宮
内
村

大
居
村

宮
田
村

山
和
村

山
し
な
村

大
田
脇
村

谷
村

壱
藤
村

糸
居
脇
村

高
田
村

河
原
村

和
具
村
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小
宅
外
面
村

坂
上
村

津
濃
市
場
村

見
ど
う
村

あ
ほ
し
村

三
石
村

横
浜
村

興
浜
村

蓮
花
寺
村

坂
上
村
東

こ
れ
ら

の
う
ち

そ
の
所
在

の
わ
か
ら
な
い
村
も
あ
る
が
、

そ
の
地
域
は
ほ
ぼ
現
在
の
姫
路
市

の
勝
原
区

・
大
津
区

・
網
干
区
に
ま
た
が

っ
て
い
た
と
い
え
る
。
な
お
、

こ
れ
ら
の
村
名
を
み
る
と
、

三
坊

・
四
坊
以
南

の
地
に
開
墾
が
進
め
ら
れ
た
情
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。
揖
保
川
に
よ

っ
て
運
ば
れ
た
土
砂
の
堆
積

に
よ

っ
て
次
第
に
陸
地

が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
君
が
浜
村

・
横
浜
村

・
興
浜
村
な
ど
の
村
名
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
尾
禰
嶋
村
は
大
江
島
村
の
こ
と
で
、
福
井
荘
が
神
護
寺
領
と
な

っ
て
間
も
な

い
こ
ろ
、
そ
の
南
に
あ
る
大
江
島
は
福
井
荘
内
で
あ
る
か
、
興
福
寺
領
で
あ
る
か
に
つ
い
て
紛
争
が
お
き
、
興
福
寺
領
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
い
き
さ

つ
が
あ
る
。

そ

の
大
江
島
も
室
町
末
期
に
は
福
井
荘
内

に
取
り
こ
ま
れ
て
い
て
、
荘
域

の
拡
大

に
は
新
田
開
発
以
外

に
他
領
の
侵
略
と
い
う

こ
と
も
行
わ
れ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。

荘
園
の
開
墾
や
耕
作

に
当

っ
て
灌
概
用
水
の
確
保
が
い
か
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
か
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
福
井
荘
の
東
部
は
も

っ
ぱ
ら
北
隣
の
大
田
荘
原
村
に
あ
る

原
池
か
ら
の
水
に
た
よ

っ
て
い
た
。
原
池
は
現
在
福
井
大
池
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
福
井
荘
は
鎌
倉
時
代
の
始
め
ご
ろ
ま
で
約

四
〇
〇
年
間

に
わ
た

っ
て
、
こ
の
池

の
水

を
引

い
て
荘
内

一
七
〇
余
町
の
田
地
を
耕
作
し
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
大
田
荘

の
橘
判
官
が
こ
の
池
を
埋
め
て
田
地
を
造
成
し
よ
う
と
し
た
。
福
井
荘

に
と

っ
て
は
死
活
に

か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
知

っ
た
文
覚
は
激
怒
し
た
。
僅
か
四
、
五
町
の
田
地
を
作
る
た
め
に
四
百
年

の
慣
行
を
無
視
し
て
池
を
埋
あ
、
福
井
荘

の
田
地

一
七
〇

(
二
)

余
町
を
干
損
さ
せ
ん
と
す
る
の
は
、

「
こ
れ

ハ
橘
判
官
殿
、
御
道
理
口

て
候
か
」
と
き
め
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て

「
一
日
路
を
も
人
の
御
領

の
中
を
も
ほ
り
か
け
て
、
水

を
と
る
事

ハ
、

つ
ね
の
な
ら
ひ
に
候
」
と
、

一
日
行
程
ほ
ど

へ
だ

っ
た
他
領
か
ら
水
を
引
く
こ
と
は
決
し
て
特
殊
な
事
例
で
は
な
く
、
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
と
強

調
し
た
。

こ
の
結
末
が
ど
う

つ
い
た
か
は
史
料
が
な
い
の
で
明
ら
か
で
な
い
が
、
江
戸
時
代
に
な

っ
て
か
ら
も

こ
の
池
の
水
が
天
満
村

・
長
松
村

・
山
戸
村

・
熊
見
村

・

西
土
井
村

・
丁
村

・
宮
田
村
の
七
ケ
村
に
供
給

さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
し
て
、
池
の
埋
め
た
て
は
文
覚
の
強
い
抗
議
に
あ

っ
て
中
止
さ
れ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

荘

の
中
央

に
は
大
津
茂
川
が
流
れ
て
い
た
が
、

こ
の
川
は
川
巾
が
狭
く
、
水
量
も
豊
か
で
な
か

っ
た
の
で
、
原
池
の
用
水
と
あ
い
補

い
な
が
ら
川
筋

の
村
々
に
灌
概
し

て
い
た
。

福
井
荘
の
西
部
は
林
田
川
が
揖
保
川
に
合
流
す
る
地
点
近
く
の
井
堰
か
ら
引
い
た
用
水
に
よ

っ
て
い
た
。
文
禄
四
年
に
作
製
さ
れ
た
揖
保
川
の
用
水
地
図
に
よ
る
と
、

神
護
寺
領
播
磨
国
福
井
荘
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林
田
川
か
ら
引
か
れ
た
水
は
石
見
郷
を
潤
し
、
さ
ら
に
福
井
荘
に
入

っ
て
糸
井

・
高
田

・
坂
上

・
坂
上
出
屋
敷

・
和
久
皮
多

・
津
市
場

の
村
々
を
灌
概
し
て
い
る
。
用
水

の
権
利
は
長
い
慣
行
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
鎌
倉
時
代
に
も

こ
の
用
水
が
利
用
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
灌
概
用
水
路

の
維
持
補
修
の
費
用
に
あ
て
る
た
め
、
荘
内
に
は
井
料
田
と
よ
ば
れ
る
田
が
設
け
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
福
井
荘
で
も
貞
応

三
年
の
西
保

田
数
注
進
状
案
に
は
井
料
田
と
し
て

一
町

一
段
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
注
進
状
案
に
は
樋
守

一
段
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
樋
の
番
人
の
費
用
に
あ

て
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
灌
概
用
水
に
関
連
の
あ
る
田
で
あ
る
。

西
保
で
は
こ
の
井
料
田
の
管
理
権
を
地
頭
が
主
張
し
、
預
所
と
の
間
で
紛
争
が
お
き
た
。
六
波
羅
で
は
天
福
元
年
判
決
に
当

っ
て
東
保
の
井
料
田
の
慣
行
を
基
準
に
す

る

こ
と
に
し
、
東
保
の
預
所
と
地
頭
に
慣
行
の
報
告
を
求
め
た
。
預
所
は

「
件

田
者
、

勧
農
之
時
、

百
姓
井
行
事
人
等
之
食
料
也
、

為
公
文
代
之
沙
汰
、

所
徴
納
也
」

姻

井
料
田
が
用
水
路
修
築
の
と
き
に
・
そ
れ
に
従
事
し
た
農
籔

行
事
会

ど
の
食
料
に
あ
て
る
田
で
あ
戦

そ
の
徴
納
は
公
文
代
の
任
務
で
あ
る
と
述

べ
た
・
そ
れ

⑳

に
対
し
地
頭
は
こ
の
ご
ろ
で
は
地
頭
が
井
料
田
の
徴
納
を
行

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
固
執
し
な

い
。
い
ず
れ
が
徴
納
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
答
え
て
い
る
。

つ
ま
り
東

保
の
地
頭
は
井
料
田
が
本
来
預
所

の
管
理
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
西
保
で
も
東
保
の
例
に
な
ら

っ
て
預
所
の
主
張
が
通

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

四

次
に
福
井
荘
の
地
頭
に
つ
い
て
述

べ
て
お
こ
う
。
福
井
荘
が
平
家
没
官
領
で
あ
り
、
下
司
友
方
が
平
家

の
家
人
で
あ

っ
た
こ
と
は
さ
き
に
も
述

べ
た
が
、

こ
う
し
た
平

家
没
官
領
に
は
文
治
以
後
鎌
倉
幕
府
に
よ

っ
て
御
家
人
が
地
頭
と
し
て
配
置
さ
れ
た
。
福
井
荘

に
地
頭
と
し
て
最
初

に
登
場
す
る
の
は
梶
原
景
時
で
あ
る
。
応
長
二
年
の

福
井
荘
東
保
宿
院
村
地
頭
代
澄
心
の
重
陳
状
に

当
保
者
、
追
梶
原
平

三
景
時
之
跡
、
任
吉
河
左
衛
門
経
光
法
師
之
例
、
致
本
司
之
所
務
之
間
、

一
事
以
上
無
新
儀
沙
汰

と
あ

っ
て
、
東
保
の
地
頭
が
梶
原
景
時
か
ら
ひ
き

つ
が
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

景
時
は
文
治
以
後
播
磨
国
の
守
護
と
し
て
在
任
し
、
同
時
に
国
内
の
い
く

つ
か
の
荘
園
の
地
頭
を
兼
ね
て
い
た
。
福
井
荘
も
そ
の

一
つ
で
、
恐
ら
く
東
保
だ
け
で
な
く

西
保
も
含
め
て
福
井
荘
全
域
の
地
頭
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
景
時
は
正
治
元
年

の
暮
、
結
城
朝
光
を
識
訴
し
た
こ
と
か
ら
三
浦
氏
を
は
じ
め
と
す
る
有
力
御
家
人
た
ち
の
排
撃
を
受
け
て
失
脚
し
た
。
そ
の
た
め
福
井
荘
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の
地
頭
に
は
正
治
二
年
正
月
、
景
時
に
代

っ
て
新
し
く
駿
河
国
の
御
家
人
吉
川
経
兼
が
任
命

せ
ら
れ
た
。

こ
れ
は
吉
川
経
兼
の
父
友
兼

の
梶
原
景
時
追
伐
に
立
て
た
功
績

に
よ
る
も
の
で
、
友
兼
は
こ
の
と
き
の
負
傷
が
も
と
で
間
も
な
く
没
し
た
。

そ
こ
で
子
の
経
兼
が
福
井
荘
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
次
に
示
す
の
は
そ

の
と
き
の
将
軍
頼
家
の
ド
文
案

で
あ
る
。

在
御
判

下

播
磨
国
福
井
荘
住
人

補
任
地
頭
職
事

藤
原
経
兼

右
人
、
可
為
彼
職
、
但
於
庄
務
及
年
貢
課
役
者
、
不
成
濫
妨
、
可
致
沙
汰
之
状
如
件
、
以
下

㈱

正
治
二
年
正
月
廿
五
日

こ
の
下
文
案
に
あ
る
藤
原
経
兼
は
吉

川
経
兼
の
こ
と
で
、

「
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
吉
川
氏
は
藤
原
氏
の
家
系
で
あ
る
。
経
兼

に
与
え
ら
れ
た
地
頭
職
が
福
井
荘
全
域

を
対
象
と
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
東
保
だ
け
で
あ

っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
梶
原
景
時

の
あ
と
を
受
け

つ
い
だ
と
す
れ
ば
、
福
井
荘
全
域
と
考
え
る
方
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら

三
十
年
ほ
ど
た

っ
た
天
福
元
年
九
月
十
七
日
の
六
波
羅
下
知
状
に
よ
る
と
、
東
保

の
地
頭
は
吉
川
経
光
、
西
保

の
地
頭
は
藤
原
氏
で
あ

っ
て
、
東

保
と
西
保
と
に
別
々
の
地
頭
が
存
在
し
て
い
る
。
東
保
の
地
頭
経
光
は
経
兼
の
子
で
あ
る
。
西
保

の
地
頭
を
藤
原
氏
と
し
る
し
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
が
女
性
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も

の
で
、
吉
川
氏
の
子
女
で
あ

る
こ
と
に
は
間
違

い
な
い
が
、
東
保

の
地
頭
経
光
と
の
関
係
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
鎌
倉
幕
府
が
西
保
地
頭
と
預
所
と
の

紛
争
の
裁
定
に
あ
た
り
、
東
保
地
頭
兼
光
の
例
を
基
準

に
し
て
い
る
こ
と
は
、
両
者
が
吉
川
家
の
惣
領
家
と
庶
子
家
と
の
関
係
に
あ
る

こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

な
お
地
頭
と
し
て
福
井
荘
に
下

っ
た
吉
川
氏
の
重
要
な
任
務
の

一
つ
が
海
上
警
固
で
あ

っ
た
こ
と
は
注
意
を
ひ
く
。
福
井
荘
に
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
た
港
、
魚
吹
津
が

あ
り
、
福
泊
と
室
津

の
中
間

に
位
置
し

て
瀬
戸
内
海
交
通
の
要
地
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
あ
守
護
の
梶
原
景
時
は
こ
こ
を
手
に
入
れ
て
水
軍
基
地
を
設
け
て
い
た
。
吉
川
氏

⑳

が
景
時
の
後
任
に
選
ば
れ
た
大
き
な
理
由
は
、
吉
川
氏
が
駿
河

の
入
江
の
出
身

で
水
軍
の
経
験
を
も

っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
と

い
う
。
し
た
が

っ
て
吉
川
氏
は
単
に
地

頭

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
水
軍
の
指
揮
者
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
に
福
井
荘

に
下

っ
た
吉
川
氏
が
、
播
磨
に
お
け
る

浄
土
宗
信
仰
の

発
展
と

深

い
か
か
わ
り

の
あ

っ
た
こ
と
に
触
れ
て
お
こ
う
。
中
世
の
播
磨
の
地
誌

『峯
相

神
護
寺
領
播
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国
福
井
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記
』
に
は
次
の
よ
う
な
話
を
伝
え
て
い
る
。

文
治
年
中
の
こ
ろ
、
室
の
泊
の
長
者
の
家

に

一
人
の
み
す
ぼ
ら
し
い
老
法
師
が
あ
ら
わ
れ
、
柴
取
り
や
木
こ
り
、
も
ち
か

つ
ぎ
な
ど
し
て
召
し
使
わ
れ
て
い
た
。

そ
の

こ
ろ
長
者
は
今
古
集
を
書
写
し
て
い
た
が
、
漢
字
が
書
け
な
い
の
で
、
そ
の
と
こ
ろ
を
あ
け
て
お
い
て
、
さ
て
誰

に
頼
ん
だ
も
の
か
と
困

っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
長
者

が
外
出
し
て
不
在

の
間
に
、
す
ぐ
れ
た
筆
跡
で
空
白
の
部
分
は
も
と
よ
り
作
者
の
名
ま

で
書
き
い
れ
て
あ

っ
た
。
下
女
に
尋
ね
る
と
、
あ
の
法
師
が
な
に
か
書

い
て
い

た
よ
う
だ
と
い
う
。
不
審
に
思

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
吉
河

一
族
が
福
井
荘
を
拝
領
し
て
下
向
し
、
室
の
泊
に
も
や

っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
法
師
を
見
付
け

る
と
大
い
に
敬
意
を
払
い
、
合
掌
し
て
礼
拝
し
た
。

い
ぶ
か
る
長
者
に
吉
河
氏
は
、

こ
れ
こ
そ
法
然
上
入
の
高
弟

で
、
近
ご
ろ
都
か
ら
姿
を
消
し
た
信
寂
上
人
で
あ
る

と
説
明
し
た
。

こ
う
し
て
吉
河
氏
は
し
き
り
に
辞
退
す
る
信
寂
を
福
井
荘
に
招
き
、
朝
日
山
の
東
麓

に
堂
舎
を
建
立
し
て
住
ま
わ
せ
、
お
お
い
に
崇

っ
た
。

こ
の
上
人

の
門
流
が
播
磨
義
と
よ
ば
れ
る
浄
土
宗
の

一
派
で
あ
る
。

地
方
豪
族
の
浄
土
宗
信
仰
を
物
語
る
興
味
あ
る
伝
承
で
あ
る
が
、
吉
川
氏
が
福
井
荘

の
地
頭
に
任
命
さ
れ
た
の
は
文
治
年
間
か
ら
十
年
余
り
た

っ
た
正
治

二
年
の
こ
と

で
あ
り
、

『峯
相
記
』
の
記
述
は
年
代
的
に
も
ほ
と
ん
ど
矛
盾
が
な
い
。
播
磨

で
は
こ
の
後
、
文
永
年
間
に
土
豪
た
ち
に
よ

っ
て
、

「
五
ヶ
ノ
奇
麗
ノ
念
仏
堂
」
が
建
立

さ
れ
、
浄
土
宗
信
仰
の
隆
盛
を
み
た
こ
と
が

『
峯
相
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
種
を
ま

い
た
の
は
信
寂
を
招
い
た
吉
川
氏
で
あ
り
、
朝
日
山
東
麓

の

一
角
は
播
磨

浄
土
宗
の
発
祥

の
地
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

五

(梶

原

景
)

(勲

賞
)

さ
て
東
保
で
は
吉
川
経
光
の
あ
と
、
そ
の
嫡
子
経
家
が
保
内

の
上
村
地
頭
職
を

つ
い
だ
が
、
経
家
は
そ
の
所
領
を

「
か
ち
わ
ら
か
け
時
か
あ
と
を
、
く
ゑ
ん
し
や
う
に

㈱

あ
て
給

ハ
る
と
こ
ろ
の
本
り
や
う
な
り
」
と
述

べ
、
吉
川
家
の
本
流
で
あ
る
こ
と
を
自
負

し
て
い
る
。
こ
の
本
領
は
三
十

一
町
三
段

の
名
田
畠
で
、
東
保

の
地
頭
領
の
中

⑳

核
を
な
す
も

の
で
あ

っ
た
。
な
お
上
村
の
う
ち
の

一
部
の
屋
敷

・
給
田
は
経
光

の
庶
子
経
高
に
譲
ら
れ
た
。
そ
の
ほ
か
東
保
の
宿
院
村

.
木
屋
村

.
水
度
呂
村
に
も
そ
れ

ぞ
れ
吉
川
氏
の

一
族
が
村
地
頭
と
し
て
配
置
さ
れ
、
上
村
地
頭

の
経
家
が
惣
領
地
頭
と
し
て
こ
れ
ら
村
地
頭
を
統
轄
す
る
形
で
東
保

の
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
。
す

こ
し

時
代
は
降
る
が
赤
松
円
心
が
貞
和
元
年
福
井
荘
の
閾
所
を
注
進
し
た
請
文
に
よ
る
と
、
宿
院
村

の
得
分
三
十
石
の
地
は
矢
部
孫

三
郎

の
所
領
、
木
屋
村
の
得
分
三
十
余
石

の
地
は
入
江
孫
五
郎
入
道
の
所
領
で
あ

っ
た
。
矢
部

・
入
江
は
い
ず
れ
も
吉
川
氏
の

一
族
で
あ
る
。
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吉
川
経
家
が
東
保
の
惣
領
地
頭
で
あ

っ
た
応
長

の
こ
ろ
、
宿
院
村
の
地
頭
と
東
保
の
預
所
と
の
間
で
訴
訟
が
続

い
て
い
た
。
応
長

二
年
の
宿
院
村
地
頭
代
澄
心
の
重
陳

29

状

に
よ

っ
て
そ
の
紛
争
を
追

っ
て
み
よ
う
。

地
頭
側
の
言
分
に
よ
る
と
、
福
井
荘
で
は
も
と
も
と
預
所
は

一
人
で
あ

っ
た
が
、
延
慶
二
年

に
前
例
を
破

っ
て
播
磨
房

.
湯
浅
宗
武

の
二
人
が
預
所
に
任
命
さ
れ
た
。

し
か
も
湯
浅
宗
武
は
武
家
被
官

の
身

で
あ

っ
て
、

そ
の
就
任
は
厳
制

に
背
く
も
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
播
磨
房
は

在
荘
の
預
所
と
し
て

新
儀
に
数
町
の
田
畠
を
耕
作
し

て
、
百
姓
を
足
手
牛
馬
以
下

に
召
し
使
い
、

一
方
、
湯
浅
宗
武
は
在
京

の
預
所
と
し
て
、
紀
州
か
ら
多
数
の
悪
行
人
を
引
き

つ
れ
て
荘
家
に
乱
入
し
、
農
耕
最
中
の
農
馬

数
十
疋
を
奪
取
し
て
京
都
を
往
復
す
る
乗
馬
や
夫
駄
に
使
用
す
る
な
ど
、

そ
の
悪
行
は
数
え
あ
げ
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
宗
武
の
代
官
頼
祐
は

二
十
六
力

条

に
わ
た

っ
て
地
頭
の
新
儀
非
法
を
訴
え
た
。

そ
こ
で

一
々
そ
れ
に

つ
い
て
弁
明
し
た
と
こ
ろ
、
こ
ん
ど
は

三
力
条

に
し
ぼ

っ
て
訴
え
を
お
こ
し
た
。

し
か
し

い
わ
れ
の

な

い
鉦
訴
な
の
で
却
下
す
る
と
と
も
に
、
預
所
宗
武
を

「
傍
輩
上
司
之
罪
科
」

に
処
し
、
解
任
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
傍
輩
上
司
之
罪
科
」
と
い
う
の
は
、
鎌
倉
幕
府
の

「
御
成
敗
式
目
」

に

関
東
御
家
人
申
京
都
、
望
補
傍
官
所
領
上
司
事

と
あ
る
条
項
を
指
す
も
の
で
、
幕
府

は
御
家
入
が
京
都
す
な
わ
ち
荘
園
の
太
・所

・
領
家

に
頼
み
こ
ん
で
、
傍
輩

の
御
家
人
が
地
頭
と
な

っ
て
い
る
荘
園
の
上
司
、
す
な
わ

ち
預
所
な
ど
に
就
任
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

一
つ
の
荘
園
に
御
家
入
が
上
下

の
関
係

で
入
り

こ
む
こ
と
は
、
紛
争
を
お
こ
す
も
と
に
な
る
と
い
う
の
が
禁
止
の
理

由

で
あ

っ
て
、

こ
れ
は
頼
朝
以
来

の
お
き
て
で
あ
る
か
ら
、
今
後
み
だ
り
に
望
む
も
の
が
あ
れ
ば
、
所
領

一
所
を
没
収
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。

預
所
の
播
磨
房
も
永
仁

の
こ
ろ
、
木
屋
村
の
地
頭
光
家
か
ら

「
為
武
家
被
官
之
身
、
背
御
制
」
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
が
、
播
磨
房
は
代

々
当
寺
の
寺
僧

で
、
さ
し
た
る

御
家
人
で
な
い
と
い
う
弁
明
が
認
め
ら
れ
て
、
地
頭
の
訴
え
は
却
下
さ
れ
た
。
し
か
し
湯
浅
宗
武
は
紀
伊
湯
浅
荘
を
本
拠
と
し
、
在
田
郡

一
帯
に
勢
力
を
は
る
湯
浅
氏
の

一
族
で
、
れ

っ
き
と
し
た
御
家
人
で
あ
り
、

「
為
本
在
京
人
之

一
分
、
当
奉
公
之
仁
」

で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
当
然
幕
府

の
お
き
て
に
触
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
う

え
神
護
寺
と
し
て
は
文
覚
の
置
文
に
も
背
く
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
神
護
寺
が
湯
浅
宗
武
を
預
所
に
任
命
し
た
の
は
、
地
頭
吉
川
氏
が
し
だ
い
に
そ
の
領
主
権
を

強
め
、
も
は
や
神
護
寺
の
手

に
お
え
な
く
な

っ
て
き
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
東
保
雑
掌
が
地
頭
の
非
法
と
し
て
訴
え
た
三
力
条
の
な
か
に
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
雑
掌

の
言
分
か
ら
、
の
永
仁
年
中
に
木
屋
村

・
宿
院
村

・
水
度
呂
村

の
地
頭
が
所
務
に

つ
い
て
雑
掌
と
相
論
を
お
こ
し

て
い
る
こ
と
、
口
地
頭
が
正
枝
名
を
押
領

し
て
年
貢
課
役
を
抑
留
し
、
下
地
を
雑
掌
や
ド
司
に
渡

さ
な
い
こ
と
、
日
地
頭
加
徴
米
は
内
検

の
う
え
得
田
に
だ
け
か
け
る

べ
き
で
あ
る
の
を
、
損
田
か
ら
も
加
徴
米
を

神
護
寺
領
播
磨
国
福
井
荘
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取
り
た
て
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。

地
頭
代
の
澄
心
は
、
右

の
う
ち
、
口
、
口
に
つ
い
て
は
全
く
そ
の
事
実
が
な
い
と
否
定
し
、
e
に
つ
い
て
は
宿
院
村

・
水
度
呂
村
の
相
論
は
ま
だ
裁
判
中
で
あ
る
が
・

木
屋
村

の
相
論
は
地
頭
側

の
理
を
認
あ
る
判
決
が
あ

っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
澄
心
の
主
張
の
な
か
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
・
雑
掌

(
預
所
の
代
官
)
が
現
地

の
所
務
に
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
幕
府
の
貞
永
元
年

の
下
知
状
お
よ
び
寛
喜
元
年

の
関
東
御
使
の
分
文
を
あ
げ
て
い
る
・
こ

の
論
理
か
ら
雑
掌
は
荘
官

.
名
主
の
給
田
に
つ
い
て
口
出
し
す

べ
き
で
は
な
い
し
、
地
頭
加
徴
米
の
徴
収
に

つ
い
て
も

口
出
し
す

べ
き
で
な
い
と

い
い
、
も
し
地
頭
加
徴

米
に

つ
い
て
先
例
に
反
し
た
取
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

百
姓
が

直
接
訴
訟
す

べ
き
で
あ
る
と
い

っ
て
い
る
。

地
頭
は

雑
掌
の
下
地
管
理
権
を
排
除

し
、
そ
れ
を
地
頭
の
手
に
完
全
に
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
頭
の
攻
勢
に
対
し
て
、

こ
れ
を
防
ぎ
止
め
る
に
は
強
力
な
武
力
的
背
景
を
も

つ
入
物
を
預
所
に
起
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
。
当
時
播
磨
国
の
守
護

は
六
波
羅
の
北
方
で
あ

っ
た
の
で
、
神
護
寺
は
そ
の
有
力
伺
候
人
で
あ
る
宗
武

に
眼
を

つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
領
主
制
の
発
展
を
め
ざ
す
吉
川
氏
に
と

っ
て
宗
武

の
預
所

就
任
は
大
き
な
障
害
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
吉
川
氏
は

「
傍
輩
上
司
之
罪
」
で
、

こ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
西
保
に
眼
を
移
そ
毫

西
保
に
は
貞
応
三
年

の
田
数
注
進
状
が
残

っ
て
い
る
の
⑳

保
内

の
攣

が
あ
る
程
摩

つ
か
が
え
る
・
そ
れ
に
よ
る
と
西
保
の
総
田
数
は

二
〇
六
町
五
段
余

で
、
保
内

に
は
今
西
宮

・
辰
社

・
池
上
寺

・
大
宅
寺

・
蓮
花
寺
な
ど
の
社
寺
が
あ

っ
て
、
そ
の
神

田

・
寺

田
が
設
定
さ
れ
、
神
護
寺
側
の
管
理
入
で
あ

る
預
所

.
下
司
に
は
預
所
佃

三
町
、
下
司
給
三
町
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
地
頭
の
給
田
、
給
名

に
つ
い
て
は
と
く
に
記
載
が
な
い
が
、
損
田
の
な
か
に

「
地
頭
方
二
丁
七
反
」

と
あ
る
の
で
、
地
頭
領
の
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
灌
概
用
水
に
関
連
し
て
井
料
田

↓
町

一
段
、
樋
守

一
段
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
さ
き
に
も
触
れ
た
。

こ
の
田
数
注
進
状
で
注
意
を
ひ
く
の
は
、
損
田
が
現
作
田
の
四
割
以
上
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
で
、
農
民

の
現
作
田
に
つ
い
て
は

一
町
に
つ
き
三
段

二
〇
代
の
割
合
で

損

田
を
認
め
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
年
は
か
な
り
の
凶
作

で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
な
お
損
田
の
な
か
に
、

「
番
頭
方
九
反
」
、
「
名
頭
方

一
丁
四
反
」
が

見

え
、
西
保
で
は
有
力
農
民
が
番
頭

・
名
頭
と
し
て
村
支
配
の
未
端
組
織
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
西
保
で
貞
永
の
こ
ろ
、
地
頭
藤
原
氏
の
非
法
を
め
ぐ

っ
て
地
頭
と
預
所
法
橋
有
全
と

の
間
で
相
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。

そ
の
内
容
を
貞
永
元
年
九
月
の
鎌
倉
幕
府

む

ふ

に

ヨ

の
下
知
状
、
翌
天
福
元
年
九
月
の
六
波
羅
下
知
状
か
ら
う
か
が

っ
て
み
よ
う
。

相
論

の
第

一
点
は
、
下
司
職

.
公
文
職
に
関
す
る
こ
と
で
、
地
頭
は
す
で
に
七
年
間
に
わ
た

っ
て
下
司
職

・
公
文
職
を
兼
帯
し
、
下
司

・
公
文

の
給
田

・
屋
敷
を
押
領
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し
て
い
る
。
そ
の
た
め
荘
官
ら
は
領
家

の
所
務
に
従
わ
な
い
。

そ
こ
で
領
家
と
し
て
は
荘
官
ら

の
本
給
田

・
屋
敷
に
つ
い
て
は
、

一
応
既
成
事
実
を
認
め
、
荘
官
ら
に
は

新
し
く
給
田

・
屋
敷
を
支
給

し
て
彼
ら
を
召
仕
う

こ
と
に
し
た
。
し
た
が

っ
て
荘
官
の
所
職
と
い
い
新
給

田

・
屋
敷
と
い
い
、
領
家

の
進
退

に
属
す

べ
き
も
の
で
あ
る
、

と

い
う
の
が
預
所

の
言
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
地
頭
の
方
で
は
領
家
が
荘
官
に
新
給
田
を
与
え
る
と
き
、

「
可
相
計
之
旨
、
数
篇
問
答
之
後
」
荘
官

が
拝
領
し
た
の
で

あ
る
か
ら
、
預
所

・
地
頭
の
双
方
が
召
仕
う

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

「
可
相
計
之
旨
云
云
」

と
い
う
の
は
意
味
が
と
り
に
く

い
が
、

新
し
く
給
田
を
設
定
す
る
に
つ

い
て
領
家
側

の

一
方
的
な
意
志
だ
け
で
は
実
施
で
き
な
く
て
、
地
頭
と
な
ん
ら
か
の
交
渉
を
持

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て

幕
府
は
東
保

の
例
に
よ
ら
し
め
る
こ
と

に
し
た
が
、
東
保
の
地
頭
経
光
法
師

の
.。一一口
分
と
預
所
覚
厳
の
一.日
分
と
が
く

い
違

っ
て
い
る
た
め
、
六
波
羅
で
は
再
び
関
東
に
注
進

し
て
、

そ
の
成
敗
を
待

つ
こ
と
に
し
た
。

相
論

の
第

二
点
は
地
頭
名

の
所
当
未
進
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
東
保
の
須
所
覚
厳
に
よ
る
と
、
地
頭
名
と
い
う
の
は
も
と
も
と
預
所
名
で
あ

っ
た
永
安
名
を
地
頭
が

押
領
し
て
地
頭
名
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
地
頭
名

に
つ
い
て
は
所
当
を
領
家
に
弁
済
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
東
保
の
地
頭
も
そ
れ
に
は
異

論
が
な
か

っ
た
の
で
、
六
波
羅
で
は
先
例
に
ま
か
せ
て
所
当
年
貢
を
弁
済
す
る
よ
う
命
じ
た
。

こ
れ
だ
け
な
ら
問
題
は
簡
単
で
あ
る
が
、
地
頭
は
平
民
名

に
属
す
る
新

田

を
抑
留
し
て
地
頭
名

の
内
に
取
り
入
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
、

こ
の
こ
と
は
は
し
な
く
も
預
所
が
地
頭
名

の
未
進
分
を
新
田
の
恒
光

・
武
末

・
有
久
ら

に
か
け
よ
う
と
し

た
こ
と
か
ら
発
覚
し
た
。
地
頭
名

の
未
進
を
恒
光

・
武
末

・
有
久
ら

の
新
田
に
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
ら

の
新
田
が
地
頭
名
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で

こ
れ
ら

の
新
田
と
永
安
名
と

の
関
係
が
た
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
幕
府
は
こ
れ
ら
の
新
田
が
永
安
名
の
内
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
も
し
こ
れ
ら
の
新
田
が
平
民

名

に
属
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
を
地
頭
が
抑
留
し
て
地
頭
名
に
編
入
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
本
名

に
糾
返
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
弘
安
十
年

の
福
井
荘
坪
付
注
進
状

に
ょ
る
と
地
頭
名

の
永
安
名
は

一
二
町

一
段

一
〇
代
で
、
こ
れ
は
東
保

・
西
保
含
め
て
の
面
積

で
あ
る
か
ら
、
西
保

の
地
頭
名
は
そ
の
約
半
分
の
六
町
前
後
で
あ
ろ
う
。

相
論
の
第
三
点
は
、
地
頭
名

に
課
せ
ら
れ
た
伊
勢
神
宮

の
役
夫
エ
米

の
未
進
で
、
幕
府
は
東
保
で
は
す
で
に
納
め
て
い
る
の
で
、
東
保
の
例
に
な
ら

っ
て
早
く
沙
汰
す

る
よ
う
命
じ
た
。

相
論
の
第

四
点
は
地
頭
例
損
田

・
地
頭
代
損
田

に
関
す
る
こ
と
で
、
東
保
の
預
所
の
言
分
に
よ
る
と
、
地
頭
例
損
田
は
地
頭
が
勘
料
と
し
て
馬

一
疋
と
菓
子
を
送

っ
て

免
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
頭
代
損
田
は
検
注
使
の
意
見
に
よ

っ
て
き
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と

い
う
。
そ
こ
で
地
頭
が
そ
れ
ら
の
損
田
を
勝
手
に
広
げ
る

こ
と
の
な

い
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
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相
論
の
第
五
は
公
文
算
失

.
公
文
例
損

.
下
司
損
田
に
関
す
る

こ
と
で
、
預
所
の
言
分
で
は
こ
れ
ら
の
田
は
領
家

・
預
所
の
進
退
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
検

注
使
の
決
定
に
従
う
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

相
論
の
第
六
点
は
虫
損
に
関
す
る
こ
と
で
、
東
保
の
地
頭
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
と
答

え
た
の
で
、
預
所
の
言
分
に
従

っ
て
内
検
使
が
検
注
を
と
げ

て
き
め
る

べ
き
で
あ
る
と
指
示
し
て
い
る
。

相
論
の
第
七
点
は
今
西
宮
の
御
供
田
お
よ
び
修
理
田
に
関
す
る
こ
と
で
、

こ
れ
に

つ
い
て
は
地
頭
が
関
与
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。

相
論
の
第
八
点
は
井
料
田
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
に

つ
い
て
は
さ
き
に
触
れ
た
の
で
省
略
す
る
。

こ
れ
ら
の
相
論
を
通
じ
て
、
西
保
の
地
頭
吉
川
氏
が
預
所
名
や
下
司

・
公
文

の
給
田

・
屋
敷
を
押
領
し
、
平
民
名

の
新
田
を
も
地
頭
名
に
取
り
い
れ
る
な
ど
、
地
頭
領

の
拡
大
を
積
極
的
に
は
か
り
、

さ
ら
に
従
来
預
所
の
権
限
に
属
し
て
い
た

井
料
田
の
管
理
や
損
田
の
決
定
に
ま
で

地
頭
の
権
限
を

伸

そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
し
か
し
西
保
に
お
け
る
吉
川
氏
の
領
主
的
発
展
は
必
ず
し
も
順
調
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
、
西
保
左
方

の
八
十
石
の
得
分
の
あ
る
地
は
、
そ
の
後
北
条
氏
得
宗
被
官

㈱

の
大
仏
維
貞
の
所
領
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
北
条
氏
得
宗
が
播
磨
国
の
守
護
で
あ

っ
た
弘
安
ご
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

ノ 、
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南
北
朝

の
争
乱
は
地
方
の
土
豪
に
と

っ
て
所
領
を
拡
大
す
る
絶
好
の
機
会

で
も
あ

っ
た
。
文
保
元
年
吉
川
経
家
か
ら
福
井
荘
東
保
上
村
地
頭
職
を
譲
り
受
け
た
吉
川
経

景
は
弟
経
清
と
と
も
に
伯
書
船
上
山

の
陣
営
に
馳
せ
参
じ
、
そ
の
功
に
よ

っ
て
経
景
は
元
弘
四
年
正
月
後
醍
醐
天
皇
か
ら
上
村
地
頭
職
安
堵
の
給
旨
を
与
え
ら
れ
蜘
・
ま

た
弟
の
経
清
は
北
条
氏
の
滅
び
た
あ
と
闘
所
と
な

っ
て
い
た
西
保
左
方
八
十
石
の
地
を
、
建
武
元
年
十

二
月
勲
功
の
賞
と
し
て
後
醍
醐
天
皇
の
論
旨
を
も

っ
て
与
え
ら
れ

た
。

か
く
て
吉
川
氏
は

い
っ
た
ん
失

っ
た
西
保
左
方
を
回
復
し
た
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
建
武

二
年
足
利
尊
氏
が
後
醍
醐
天
皇
に
叛
旗
を
翻
す
と
、
兄
の
経
景
は
尊
氏
方
に

つ
い
た
が
、
弟
の
経
清
は
後
醍
醐
天
皇
の
南
朝
方
に
属
し
て
、
西
摂
山
地

の
南
党
の
拠
点
丹
生
寺
城
に
立
て
こ
も
り
、
兄
弟
が
両
派
に
分
れ
た
。
経
清
は
暦
応
三
年
六
月
、
赤
松
円
心
の
攻
撃
を
受
け
て
戦
死
し
、
経
清
と
と
も
に
丹
生
寺
城

に
あ

っ
た
東
保
宿
院
村
の
地
頭
矢
部
孫
三
郎
も

丹
生
寺
落
城

の
と
き
に
逐
電
し
た
。
こ
の
た
め
西
保
左
方
お
よ
び
東
保
宿
院
村
は
閾
所
と
せ
ら
れ
舳
・
ま
た
東
保
木
屋
村
の

地
頭
入
江
孫
五
郎
入
道
は
箱
根
竹
下
合
戦

の
さ
い
に
逐
電
」

木
屋
村
も
閾
所
に
な

つ
緬
・

こ
う
し
て
福
井
荘

の
う
ち
東
保
の
宿
院
村

゜
木
屋
村

西
保
の
左
方
が
・
南



北
朝
の
混
乱
の
な
か
で
吉
川
氏

一
族
の
手
を
離
れ
た
。
そ
の
う
え
経
景
の
東
保
上
村
地
頭
職
も
梶
原
平
四
郎

に
押
領
さ
れ
る
悲
運
に
見
舞
わ
れ
た
。
経
景
は
必
死
に
訴
え

た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
暦
応
二
年

三
月
、
足
利
尊
氏
は
播
磨
の
守
護
赤
松
円
心
に
東
保
上
村
地
頭
職
を
経
景

に
引
き
渡
す
よ
う
命
じ
、
円
心
に
よ

っ
て
翌
四
月
経

劒

景

に
引
き
渡
さ
れ
た
。

経
景
に
は
子
が
な
か

っ
た
の
で
、
甥
の
経
朝
が
家
を

つ
ぎ
、
暦
応
四
年
十

二
月
、
東
保
上
村
地
頭
職
を
譲
り
受
け
た
が
、
経
朝
は
福
井
荘
の
吉
川
氏
の
旧
所
領

の
回
復

に
乗
り
出
し
た
。
経
朝
は
福
井
荘
内
の
闘
所
地
三
ヵ
所
が

一
族
庶
子
ら
の
所
領
で
あ

っ
た
と
い
う
由
緒
を
申
立
て
て
、
康
永

二
年
か
ら
貞
和
四
年
ま
で
六
年
間
粘
り
強
く

返

還
を
申
請
し
た
。
よ
う
や
く
成
功
す
る
か
に
見
え
た
が
神
護
寺
か
ら
こ
れ
ら
の
閾
所
地
を
御
影
田
に
寄
進
し
て
ほ
し

い
と
い
う
申
請
が
幕
府
に
出
さ
れ
、
結
局
岡
所
地

は
神
護
寺

に
引
き
渡
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
し
て
経
朝
に
は
恩
賞
と
し
て
別

の
所
領
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
経
朝
は

縦
先
立
錐
被
行
他
人
、
無
由
緒
相
違
之
時
者
、
給
当
給
人
替
、
被
返
付
本
主
者
通
例
也

と
幕
府
の
処
置
に
抗
議
し
、
内
奏
方

に
つ
い
て
、
閾
所
地
を
経
朝
と
寺
家
と
で

折
半
す
る
案
を

申
請
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
案
も
い

っ
た
ん
は

認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、

な
か
な
か
実
行
に
移
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
つ
い
に
貞
和
四
年

八
月
、
閾
所
地
の
半
分
に

相
当
す
る

西
保
左
方
を

恩
賞
と
し
て

宛
行
わ
れ
る
よ
う
将
軍
に
訴
え
た
、

そ
の
結
果
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
福
井
荘
の
惣
領
地
頭
と
し
て

一
族
庶
子
を
村
地
頭
に
配
置
し
、
在
地
領
主
と
し
て
の
発
展
を
め
ざ
し
た
経
朝

の
努
力
も
な
か
な

か
実
ら
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
応
仁
の
乱

の
お
き
る
こ
ろ
ま
で
の
百
年
ほ
ど
の
間
は
、
史
料
が
な

い
の
で
福
井
荘

に
お
け
る
吉
川
氏
の
動
き
は

つ
か
め
な

い
。
応
仁
の
乱
が
始
ま
り
、
赤
松
氏

が
細
川
勝
元
の
支
持
を
得
て
播
磨
を
回
復
す
る
と
、
吉
川
経
基
は
東
軍
に
属
す
る
赤
松
政
則
に
従

っ
て
上
京
し
、

一
条
高
倉
や
武
者
小
路

・
今
出
川
北
小
路
で
西
軍
と
戦

い
、
細
川
勝
元
か
ら
感
状
を
与
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
軍
功
に
よ

っ
て
経
基
は
応
仁

二
年
三
月
室
町
幕
府
か
ら
福
井
荘
を
返
付
さ
れ
た
。
左
に
掲
げ
る
文
書
は
そ
の
こ
と

を
伝
え
る
幕
府
奉
行
連
署
奉
書
で
あ
る
。

播
磨
国
福
居
荘
事
、
被
返
付
藷
、
早
退
競
望
之
族
、
可
被
全
所
務
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
価
執
達
如
件

応
仁

二
年

三
月
五
日

散

位

(花
押
)

丹
後
守

(花
押
)

吉
川
次
郎
三
郎
殿

神
護
寺
領
播
磨
国
福
井
荘

一89



神
護
寺
領
播
磨
国
福
井
荘

こ
の
と
き
経
基
に
返
付
さ
れ
た
福
井
荘
が
福
井
荘
全
域
を
さ
す
の
か
、
そ
れ
と
も
福
井
荘
の

一
部
を
さ
す

の
か
は
右
の
文
書
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
。
と
こ
ろ
が
文
明

十

八
年
十

二
月
晦
日
付
で
浦
上
則
宗
が
吉
川
経
基
に
あ
て
た
書
状
に
は
、

「
当
国
福
井
荘
内
御
本
領
事
、
同
名
左
衛
門
尉
殿
依
御
忠
節
、
任
御
支
証
之
旨
、
渡
被
申
候
」

と
あ

っ
て
、
経
基
に
与
え
ら
れ
た
の
は
福
井
荘
の
う
ち
の
吉
川
氏
の
本
領
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
本
領
の
こ
と
は
、
ま
た
吉
川
氏
の
屋
敷
分
と
も
よ
ば
れ
る
も

㈱

の
で
、

「
悉
皆
八
百
町
之
在
所
」

の
う
ち
、

「
屋
敷
千
に
て
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、

一
千
貫
文
の
得
分
の
あ
る
所
領
で
あ

っ
た
。
吉
川
氏
の
本
領
と
い
え
ば
東
保
上
村
地

頭
職
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
吉
川
氏
は
そ
の
本
領
す
ら
あ
る
時
期
に
手
離
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
経
朝
以
後
百
年
ほ
ど

の
間
に
は
、
播
磨

で
は
嘉
吉
の
乱

で
守
護

の
赤

松
氏
が
滅
び
、
山
名
氏
が
代

っ
て
守
護
と
し
て
入
部
す
る
よ
う
な
大
き
な
政
変
が
あ
り
、
吉
川
氏
の
う
え
に
も
何
か
異
変
が
あ

っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

働

本
領
を
回
復
し
た
吉
川
氏
は
、
こ
れ
を
足
が
か
り
に
福
井
全
荘
の
回
復
を
め
ざ
し
、
文
明
十
八
年
十

二
月

に
ま
ず

「
福
井
惣
荘
代
官
職
」
を
守
護
赤
松
政
則
か
ら
与
え

ら
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
吉
川
氏
の
福
井
荘
掌
握
の
進
ん
で
い
た
こ
と
は
、
文
明
十
九
年
四
月
福
井
荘
の
名
主
百
姓
が
吉
川
経
為

に
提
出
し
た
請
状
か
ら
う
か
が
う

こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
請
状

に
は
英
賀

・
光
明
山

・
松
原
の
陣

に
参
加
し
な
か

っ
た
高
田
三
郎
左
衛
門
尉
ら
十

二
人
の
名
主
百
姓
が
名
前
を

つ
ら
ね
、

右
名
主
百
姓
事
者
、
当
御
陣
堪
忍
仕
候
上
者
、
脇
散
在
之
者
、
錐
有
緩
怠
私
曲
、
蒙
仰
候
て
、

堅
可
申
付
候
、

然
者
錐
為
何
時
、

御
陣
替
之
御
時
者
、

庄
内
百
姓
悉

㈲

召
具
候
て
御
供
申
、
弥
可
抽
忠
節
候
、
循
為
後
証
請
状
如
件

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
十

二
人
の
名
主
百
姓
が
脇
散
在
の
百
姓
を
取
り
し
ま
り
、
陣
替
の
と
き
に
は
荘
内

の
す

べ
て
の
百
姓
を
率
い
て
従
軍
し
、
忠
節
を
尽
す
と

い
う
の
で
あ
る
。
宛
名

の
吉
川
経
為
は
赤
松
氏
に
従

っ
て
山
名
氏
と
の
戦
に
し
ば
し
ば
戦
功
を
立
て
、

こ
と
に
文
明
十
九
年
三
月
の
書
写
坂
本
の
戦
い
で
は
先
陣
を
勤
め

て
刀
傷
を
受
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
功
績
が
認
あ
ら
れ
て
、

つ
い
に
延
徳

二
年

二
月

「
当
家
本
訴
福
井
庄
廿
八
箇
村
珊
簸
創
之
在
所
」
を
守
護
赤
松
政
則
か
ら
引
き
渡
さ
れ

㈹た
。
吉

川
氏
の
宿
願
が
や

っ
と
果
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

「
当
家
本
訴
」
と
あ
る
こ
と
は
、
吉
川
氏
が
福
井
荘
回
復
に
つ
い
て
室
町
幕
府
や
守
護
赤
松
氏
に
運
動
を
続
け

て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
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