
〃
四

至

"

と

〃
膀

示

"

考

藤

井

直

正

一

は

し

が

き

北
摂
山
地

の

一
か
く
、
大
阪
府
箕
面
市
粟
生
の
山
境

に
所
在
す
る
応
頂
山
勝
尾
寺
は
、
西
国
三
十

三
カ
所
観
音
第

二
十

三
番

の
札
所
と
し
て
知
ら
れ
る
真
言
宗

の
古
刹

で
あ
る
。
本
寺
の
創
立
は
、
奈
良
時
代

の
神
亀
四
年

(
七
二
七
)
、
時

の
摂
津
国
司
で
あ

っ
た
藤
原
致
房
の
双
生
児
、
並
口
仲

.
善
算
の
入
山
に
は
じ
ま
り
、
宝
亀
六
年
(
七

七
五
)
、
桓
武
天
皇

の
第
八
皇
子
、
開
成
皇
子

の
開
基
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
勝
尾
寺
の
周
囲
に
は
、
か

つ
て
本
寺

の
寺
領
の
境
界
を
示
す
膀
示
で
あ

っ
た

「
八
天
之
石
蔵
」
と
い
う
石
造
遺
構
が
存
在
し

て
い
る
。

昭
和

三
十
七
年
か
ら
八
年

に
か
け
て
・

『
箕
面
市
史
』

の
編
さ
ん
に
伴
う
事
業
と
し

て
こ
れ

の
調
査
が
行
な
わ
れ
、

「
勝
尾
寺
文
書
」
に
見
え
る
八
カ
所

の
膀
示
が
現
在
も
遺
存
し
て
い
る
こ
と
が

判
明
し
た
。
個
々
の
膀
示
は
、

三
段
築
成
の
石
組
遺
構
で
あ
り
、

そ
の
中
央

に
、
そ
れ
ぞ
れ
陶
製

の
容
器
に
お
さ
め
ら
れ
た
青
銅
製

の
四
天
王
像
と
四
大
明
王
像
が
埋
め

ら
れ

て
い
る
こ
と
等

の
事
実
が
確
認
さ
れ
た
。
当
時
、
私
は
、
箕
面
市
史
編
集
委
員
会
委
員
長
鳥
越
憲
三
郎
先
生
、

及
び

同
編
集
委
員

藤
澤

一
夫
先
生
の

ご
指
導
の
下

に
・
調
査
主
任
と
し
て
こ
の
調
査
に
従
事
し
た
。
調
査

の
概
要
は
、
市
史
編
集
委
員
会
に
お
い
て

『
箕
面
市
勝
尾
寺
膀
示
八
天
石
蔵
調
査
概
要
』
と
し

て
ま
と
め
、
ま
た

㈲

川
勝
政
太
郎
先
生
の
お
奨
め
に
よ

っ
て
、

『
史
迩
と
美
術
」
誌
上
に
記
し
、
さ
ら
に
昭
和

三
十
九
年

五
月
、
東
京
大
学
に
於

て
開
か
れ
た
日
本
考
古
学
協
会
第

三
〇
個
総

会
に
お
い
て
概
要
を
報
告
し
㌔

考
古
学
界
し
て
は
、
は
じ
め
て
遭
遇
し
、
ま
た
、
は
じ
め
て
取
り
上
げ
た
研
究
対
象
と
し
て
、
大
き
な
反
響
を
よ
ぶ
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
調
査
そ
の
も
の
の
く
わ
し
い
成
果
は
、

『
箕
面
市
史
」
第

一
巻
本
編
に

「
勝
尾
寺

の
膀
示
」
と
し
て
執
筆
し
た
。
ま
た

「
八
天
之
石
蔵
」
八
カ
所
は
、
稀
有

の
遺

構
と
し
て
、
昭
和
三
十
九
年

三
月
、
文
化
財
保
護
法
に
よ

っ
て
史
跡

に
指
定
さ
れ
た
。

さ
て
・
膀
示

(ぼ
う
じ
)
と
は
、
土
地
の
境
界
を
明
示
す
る

"
し
る
し
〃
で
あ
り
、
寺
社
領
や
荘
園
な
ど
の
四
至
及
び
そ
の
境
界
を
示
す
た
め
の
標
識
と
し
て
存
在
し

"
四
至
"
と

"膀
示
"
考

一7i一



"
四
至
"
と

"榜
示
"
考

た

こ
と

は
、

古
代

・
中

世

の
文

書

に
、
慣

用
語

と

い

っ
て

も

い
い
位
頻
繁

に

記
さ

れ

て
い
る
。
し
か

し

、

そ

の
膀

示
が
実

際

に
ど
ん
な
施

設

で
あ

る
の
か

と

い
う

こ
と
に

つ
い

て
は
、
従
来

さ

ほ
ど
注
意

さ
れ

る

こ
と
も

な
く
、

少

く
と
も

考
古
学

の
分
野

に
お

い

て
は
、

ま

っ
た
く
顧

ら
れ

る
こ
と

の
な
か

っ
た
対
象

で
あ

っ
た
。

こ
う
し

た
、

私
自
身

の
体
験

か
ら
、

以
後
、
膀

示
と

い

う
も

の
に
強

い
関

心
を

抱
く

よ
う

に
な

っ
た

。

し
か
し

、
膀

示
と

い
う
文
字

の
見

え
る
文
書

は
彪
大

な
量

に
上

り

、

そ
れ

を
研

究

の
対

象
と
し

て
も
到
底

手

に
負

え

る
も

の
で
は
な
く

、
ま
た

私
自
身

の
生
活

環
境
が

、

そ
う
し

た
悠

長
な

こ
と

に
係

わ

っ
て
お
ら
れ

な

い
状

況

に
な

っ

て
、
今

日
ま

で
何

年
か

の
歳
月

を
経
過
し

て
し

ま

っ
た
。

そ

の
後

、
荘

園
史

の
研
究

分
野

で
は
、
膀

示

に

つ
い

て

の
注

意
が
払

わ
れ

て
い
る

こ
と
、

と

く
に
、

現
地

の
野

外
調

査

に

基
ず

い

て
、

当
時

の

荘

園

の

景
観

を
復

原

し
、

さ

ら
に
荘

園

の
現
状
を
把

握
し

よ
う
と

い
う
歴
史

地

理
学

の
立
場

か
ら
も
膀

示
が

と
り
上
げ

ら
れ

て
い
る
こ
と
を

知

っ
た
。

後
節

に
お

い
て
述

べ
る

つ
も

り

で
あ

る

か
せ
だ

い
か
る
が

が
、

そ
の

一
例
と
し
て
、
紀
伊
国
桂
田
荘
や
播
磨
国

鵤

荘
が
あ
る
。
と
く
に
鵤
荘
の
膀
示
は
、
現
在
四
ヵ
所
に
現
存
し
、

つ
と
に

『
播
磨
国
鵤
荘
史
料
』

の
解
説
に
と

り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
、
最
近
で
は
、
立
命
館
大
学

の
谷
岡
武
雄
教
授
が

『
聖
徳
太
子
の
榜
示
石
』

(学
生
社

「
日
本
の
歴
史
地
理
」
7
、
昭
和
五

一
年

一
一
月
)
と
い
う

書
物
を
著
わ
さ
れ
た
が
、
歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
で
の
膀
示

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
、
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

一
方
、
わ
が
国
に
は
数
多
く

の
荘
園
絵
図
が

の
こ
さ
れ
て
い
る
。
先
に
記
し
た
紀
伊
国
柞

田
荘
及
び
播
磨
国
鵤
荘

に
も

そ
れ
ぞ
れ
絵
図
が
遺
存
し
、
そ
の
研
究

の
基
礎

と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
先
年
、
京
都
国
立
博
物
館
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
荘
園
絵
図
を
ふ
く
む
わ
が
国
の
古
絵
図
展
が
開
催
さ
れ
た
が
、

こ
の
時

に
展
観
さ
れ
た
個
々
の
絵
図
を
図
版
で
紹
介
す
る
と
共
に
研
究
論
文
を

の
せ
た
図
録
が
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
展
観
に
従
事
さ
れ
た
難
波
田
徹
氏
に
よ

っ
て
、

『
古

絵
図
』

(『
日
本
の
美
術
』

72
、
昭
和
四
七
年
五
月
)
が
刊
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
に
遺
存
す
る
す
べ
て
の
荘
園
絵
図
を
集
大
成
し
た
、
『
日
本
荘
園
絵
図
集
成
』

上

・
下

二
冊
の
刊
行
は
、
荘
園
研
究
は
も
と
よ
り
、
絵
図
に
記
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
事
象

に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
考
察
を
加
え
る
上
で
の
す
ぐ
れ
た
基
礎
資
料

と
し
て
今
後

に
稗
益
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

勝
尾
寺
膀
示

の
発
掘
調
査
に
従
事
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
私
の
膀
示

へ
の
関
心
は
、
次
い
で
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き
た
播
磨
国
鵤
荘
膀
示
の
現
地
調

査
を
経
て
今
日
に
至

っ
た
。
ま
ず
、
絵
図
を
基
礎
に
、
膀
示
が
描
か
れ
て
い
る
荘
園
ま
た
は
寺
社
に
つ
い
て
現
地
調
査
を
行
な
い
、
絵
図
に
見
ら
れ
る
状
況
を
現
地
に
お

い
て
確
か
め
る
と
共
に
、
膀
示
の
存
在
を
確
認
し
、
さ
ら
に
そ
の
膀
示
が
ど
ん
な
施
設
ま
た
は
設
備
の
も
の
な
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
を

一
つ
の
課
題
と
す
る
こ
と
を
思

い
立

っ
た
。
ま
だ
着
手
し
て
日
浅
く
、
十
分
な
成
果
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
将
来
的
に
は
、
寺
社

・
荘
園
に
関
す
る
古
文
書
の
中
か
ら
膀
示
に
関
係

の
あ
る
も

72
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嘉暦4年(1329)の 「鵤荘実検絵図」には

12ヵ所の膀示の所在が表わされているが、

現存するものは4ヵ 所である。その うち平

方所在の膀示石が原位置をとどめているが

他は移動している。

1.太 子町平 方の膀示石

2.〃 東 保の膀示石

3.〃 福 田の膀示石

4.〃 矢田部の膀示石
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正応5年 、荒河保 との和与によ

って建てられた膀示石で、上図の

範囲外にある。次頁の2・3は 中

条町加賀新、4は 同柴橋に所在 し、

いずれも自然石で、信仰の対象 と

なっているが、膀示石 と考えられ

ている。なお図中の字飯角からは

木製の膀示が出土 している。
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の
す

べ
て
を
抽
出

し
、
同
様

な
方
法

で
現
地

調
査
を
進

め

て
行

く

こ
と

を
念
願
し

て
い
る
。

本
稿

は
、

は
じ

め

「,膀

示
考
」
と

し

て
膀

示
研
究

の

覚
書
的

な
も

の
と
し

て
書

き

は
じ

め
た
が
、

膀
示

と
密

接

な

つ
な
が
り

の
あ
る

「
四
至
」

の

こ
と

を
考

え

て
い

る

間

に
四
至

に

つ
い

て
も
紙

数
を
費
し

て
し
ま

っ
た
た

め

、

「
"
四

至
"

と

"
膀
示
"
考
」
と

い
う
標

題

に
改

め
た
。

要
は
、

私

自
身
調
査

し
た
箕
面

市
勝
尾

寺

の
膀

示
を

改
め

て
紹

介
す

る
と
共

に
、

実
際

に
見
聞
し

た
播

磨

国

鵤
荘

と
越
後
国

奥
山
荘

の
膀
示

に

つ
い
て
私

な
り

の
見

聞
を
合

わ
せ
、

"
四
至
"

と

〃
膀
示
"

に
関

し

て
、

二
三

の
問
題

を
提

起
し
よ
う

と

い
う
の
が

本
稿

の
ね

ら
い

で

あ
る
。

註

ω

箕
面
市
史
編
集
委
員
会
編

『
箕
面
市
史
』
第

一
巻
、
本
編

(昭
和
三
九
年

一
二
月
)

②

藤
井
直
正

「
北
摂
勝
尾
寺
八
天
之
石
蔵
i
中
世
寺
院
の
膀
示
遺
構
」

(
『
史
述
と
美
術
』
第
三
四
七
号
、
昭
和
三
九
年
八
月
)

鋤

藤
井
直
正

「
大
阪
府
箕
面
市
勝
尾
寺
膀
示
八
天
石
蔵
の
調
査
」

(
『日
本
考
古
学
協
会
第
三
〇
回
総
会
研
究
発
表
要
旨
』
昭
和
三
九
年
五
月
)

ω

日
本
考
古
学
協
会
編

『
日
本
考
古
学
年
報
17
、
昭
和
三
十
九
年
度
』

(昭
和
四
四
年
三
月
刊
)
の

「学
界

の
趨
勢
」
に
、

三
宅
敏
之
氏
が
、

「な
お
寺
院
趾
に
関
連
し
て
、

昨
年
調
査
さ

れ
た
勝
尾
寺

(大
阪
府
)
に
お
け
る
膀
示
遺
構
の
報
告
が
藤
井
直
正
氏
の
手
で
発
表
さ
れ
た
が

(史
迩
と
美
術

脚
)
、
こ
れ
は
文
書
記
録
に
は
し
ば
し
ば
見
え
な
が
ら
、

そ
の
実
際
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
膀
示
、
す
な
わ
ち
寺
域
の
四
至

・
境
界
を
示
す
標
識
の

一
例
を
明
ら
か
に
し
た
貴
重
な
報
告
で
あ

っ
た
。
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

⑤

京
都
国
立
博
物
館

『古
絵
図
特
別
展
覧
会
図
録
』

(昭
和
四
四
年
二
月
)
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二

四
至

と
そ
の
占
定

わ
が

国

の
歴
史

に
お
い

て
、

あ
る

区
域
ま
た

は
地
域

を
区
画
し

、
あ

る

い
は
何

か

の
目
的

を
も

っ
て
境

域
を

定
め

る
と
い
う

こ
と
が
実
際

に
行

な
わ
れ
た

の
は
、

い

つ

ご

ろ
か

ら

で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た

観
点
か

ら

"
境
域

の
設
定
"
と

い
う

こ
と
を

め
ぐ
る
問

題
に

つ
い
て

の
研
究

が
、
歴
史
学

の
分
野

に
お

い
て
も
、

考
古
学

の
分
野

に

お

い
て
も

、
と

り
あ
げ
ら
れ

た

こ
と

が
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

本

題
か

ら

は
少

し

は
な
れ

る
か
も

知
れ

な

い
が
、

こ

の
こ
と

に

つ
い

て
概

観
し

て
見

よ
う
。

考
古
学

的
資
料

で
見
る
限

り
、
縄

文
時
代

に
お

い
て

は
、
区

域
ま
た

は
地
域

の
設
定
を

意
識
的

に

行
な

っ
た
と

い
う
状
態
を

示
す
遺

跡
乃

至
遺
構

は
現
在
ま

で
の
と

こ

ろ
発
見
さ
れ

て
い

な
い
。

山
野

ま
た

は
海
浜
を

フ
ィ
ー

ル
ド
と

し
て
狩
猟

・
漁
携

を
生
業
と

し

て
い

た
縄

文
時
代

の
人
び

と

に
と

っ
て
、

一
つ
の
区
域

・
地
域
を

限
る
必

"
四
至
"
と

"膀
示
"
考



"
四
至
"
と

"
膀
示
"
考

要
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

次

の
弥
生
時
代

に
な
る
と
、
ま

っ
た
く
ち
が
う
世
界
が
展
開
す
る
。
た
と
え
ば
、
静
岡
市
の
登
呂
遺
跡
や
滋
賀
県
大
中
ノ
湖
南
遺
跡
で
検
出
さ
れ

て
い
る
水
田
の
遺
構

は
、
そ
れ
自
身
整
然
た
る
区
画
を
も

っ
て
い
る
が
、
住
居
跡
等
の
見

つ
か

っ
て
い
る
居
住
の
場
所
と
は
ち
が

っ
た
場
所

に
存
在
し
て
い
る
。
全
国
に
は
何
百

・
何
千
カ
所

と
い
う
弥
生
時
代
の
遺
跡
が
存
在
し
て
い
る
が
、
ど
の
遺
跡

に
も
共
通
し
て
い
る
遺
構
は
と
い
え
ば
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
の

"
溝
"
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ

の
溝

こ
そ
、
排
水
の
施
設
で
あ
る
と
同
時
に
、

一
つ
の
区
域
を
画
す
る
た
あ

に
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

弥
生
時
代

の
遺
構
と
し
て
、
さ
ら
に
顕
著
な
も
の
は
墓
域

で
あ
る
。
居
住

の
地
と
同
じ
と
こ
ろ
に
営
ま
れ
た
墓
域
も
な
い
で
は
な
い
が
、
大
て
い
の
場
合
、

一
つ
の
集

落
の
中
に
何
カ
所
か
の
墓
域
が

つ
く
ら
れ
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
全
国
の
弥
生
時
代
遺
跡

で
検
出
さ
れ
て
い
る
方
形
周
溝
墓
は
、
ま
わ
り
に
周
濠
を

持

っ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
名
付
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
周
溝

こ
そ
、
死
者
の
葬
ら
れ
た

"
聖
な
る
区
域
"
を
定
め
た
も

の
に
他
な
ら
な
い
。

弥
生
時
代
は
、
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
農
耕
を
基
調
と
し
た
社
会
で
あ

っ
た
。
人
び
と
は
低
湿
地
に
定
住
し
て
水
田
耕
作
を
営
む
こ
と
に
な

っ
た

が
、
水
田
の
区
画
は
も
と
よ
り
、
居
住
区
域

・
生
産
区
域

・
墓
域
等
の
設
定
が
必
然
的

に
生
ず
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
社
会
の
あ
り
方
は
身
分

・
階
級

の

差
が
区
域
の
設
定
に
も
係
わ
り
を
も

っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
畏
友
水
野
正
好
氏
は
こ
う
し
た
溝

に
見
ら
れ
る
弥
生
時
代

の
社
会
を

"
隔
絶
"
と
い
う
語

で
表
現
し
て
い
る

が
、
区
域

・
地
域
の
占
定
と
い
う
事
象
は
、

こ
の

"
隔
絶
"

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
治
的
社
会

の
成
立
と

つ
な
が
り

の
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

弥
生
時
代

の
溝

に
よ
る
区
画
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
政
治
的

・
祭
祀
的
社
会

に
よ
る
区
域
の
占
定
は
、

"
聖
な
る
区
域
"

の
設
定
に
発
展
す
る
。

そ
う
し
た
す
が
た
を

単
的
に
表
現
し

て
い
る
の
が
古
墳
で
あ
る
。
四
世
紀
か
ら
七
世
紀
ま
で
に
築
か
れ
た
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
古
墳
は
、
そ
れ
自
身
権
力
者
の
奥
津
城
で
あ
り
、
現
世

の
支
配
権

力
を
来
世
に
ま

で
具
現
し
た
も

の
に
他
な
ら
な
い
が
、
明
確
な
区
域
の
設
定
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

水
野
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
隆
然
た
る
墳
丘
に
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
周
濠
は
、
弥
生
時
代
の
方
形
周
溝
墓
の
周
溝

の
発
展
し
た
す
が
た
と
も
見
ら
れ

る
が
、
そ

れ
自
身
、

"
聖
な
る
区
域
"
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
奈
良
県
桜
井
市
に
所
在
す
る
茶
臼
山
古
墳
は
、
四
世
紀
の
古
墳
時
代
初
頭
に
築
か
れ
た
前
方
後
円
墳
で
あ
る
が
、
後

円
部
の
墳
頂
に
は
、
長
大
な
竪
穴
式
石
室
の
周
囲
に
、
底
部
を
穿
孔
し
た
土
師
器
が
長
方
形
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
土
器
が
、
円
筒
埴
輪
の
起
源
と
な
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
す
で
に
常
識
と
な

っ
て
い
る
が
、
墳

丘
上
に
円
筒
埴
輪
を
並
べ
、
さ
ら
に
器
財
埴
輪
を
配
置
し
て
い
る
例
は
、
全
国
に
数
多
く
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ

う
し
た
例
は
、
水
野
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
隔
絶
の
表
現
で
あ

っ
た

の
で
あ
り
、
ま
た
極
め
て
つ
よ
い
聖
性

の
表
示
で
も
あ
る
」
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
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あ
る
。

遺
跡

の
発
掘
調
査
例
や
考
古
学
的
資
料
に
見
る
ま

で
も
な
く
、

"
聖
な
る
区
域
"
の
設
定
は
、
伊
勢
神
宮

の
内
宮

・
外
宮

に
見
ら
れ
る
厳
重
な
三
重
の
垣
に
も
具
現
さ

れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
、
あ
く
ま

で
も
聖
域
の
占
定
で
あ

っ
て
、
四
至
す
な
わ
ち
東
西
南
北

の
方
位

へ
の
指
向
、
な
い
し
は
観
念
を
こ
の
段
階

で
は
み
と
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

と
す
る
と
、

よ
り
明
確

な

"
四
至
"

の
思
想
は
、

中
国
の
古
代
思
想
が

政
治
的
世
界
に

定
着
す
る

律
令
国
家

の
確
立
以
後

の
こ
と

で
あ

っ
た
と
見
ら
れ

る
。と

こ
ろ
で
、

こ
こ
で
注
意
し
た
い
も
の
が

一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
信
濃
国
諏
訪
大
社
の
御
柱
で
あ
る
。
諏
訪
大
社
は
、
諏
訪
湖
を

へ
だ
て
て
、
長
野
県
諏
訪
郡
上
諏
訪
町

に
春
宮
と
秋
宮
、
同
諏
訪
市
に
上
社
と
下
社
、
計
四
社
か
ら
成

っ
て
い
る
。

こ
の
四
社
共
、
本
来
本
殿
は
な
く
、
高
さ
十
数
耕
と
い
う
モ
ミ
の
木

の
大
木
四
本
が
方
形

の

の

よ
り
し
ろ

区
域
を

画
し

て
立
て

ら
れ
、

こ
れ
が
御

神
体

と
し

て
信

仰

の
対
象

と
さ
れ

て
来

た
。

こ
の
御
柱

は
、

そ
れ
自
身

、
神

の
降
臨

す
る
葱

代

で
あ
る
が
、

四
本

の
柱

で
区
画

さ

れ
た
場
所

が

"
聖
な

る
区
域
"

で
あ

り
、

こ

こ
に
神

が

斉
く

と
考

え
ら
れ

た

の
で
あ

る
。

こ
の
御
柱

を
立

て
る
意
義

に

つ
い

て
は
諸

説
が

あ
り
、
未

だ

十
分

に
解

明
さ

れ

て

い
な

い
が

、
四
本

の
柱

に

よ

っ
て
区
域
を

設
定
す

る

こ
と

に
意
味
が

あ

る

の
で
あ
り
、

そ

の
思
想

の
根

底

に
、

四
至

と

の

つ
な
が

り
を
求

め

る
こ
と

が

で
き

る
。

"
四
至
"

と

い
う

こ
と

ば

こ
そ
使

わ
れ

て

い
な

い
が

、
広

大
な

地
域
を

占
定
し

た

一
つ
の
史

料
が

あ
る
。

そ
れ
は
、

『
日
本
書
紀
」

大
化

二
年
春

正
月

の
、

い
わ
ゆ

る

大
化
改
新

の
詔

の
中

に
、

凡
畿
内

、
東

自

二名

墾
横

河

一以

來
。
南

自
二
紀

伊

兄
山

一以
來
。

西
自

二
赤

石
櫛
淵

一以

來
。

北
自

二
近
江
挾

々
波
合

坂
山

一
以

來
。
爲

二
畿
内

國

一。

と

あ
る

こ
と

で
あ

る
。
畿

内

の
範

囲

を
定
め

た
も

の
と

し

て
古
来
著
名

な
記
事

で
あ
る
が

、

こ
れ
が
地

域
を
定

め
た
も

の
で
な
く
、

当
時

の
道

を
基
準

と
し

て
大

よ

そ

の

ω

範

囲
を
示
し

た
も

の

に
す

ぎ

な
い
と

い
う
所
説

も
あ

る

。

ま
た
、
同

じ
大
化

二
年

秋

八
月

の
条

に

は
、

宜
下
観

二
國

々
彊

堺

一、

或
書
、

或

圖
、
持
來

奉
吉
示

と

い
う
記
事

が
あ

る
。

こ
こ

で
は
じ

め
て

■
國

々
の
彊

界
L

と

い
う

こ
と
ば

が

明
示
さ
れ

て
い
る
。

こ

の
記
事

は
、
和

銅
六
年

(
七

二
〇
)

の
、

い
わ
ゆ

る
風

土
記

の
選

進

に

つ
な
が

る
も

の
と
解

さ
れ

て

い
る
が
、
事

実
、

天

平

五
年

(
七

三
三
)

に
勘

録
さ
れ

た

『
出
雲

國
風
土

記
」

に
は
、

そ

の
冒

頭

に
、

"
四
至
"
と

"膀
示
"
考
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"四
至
"
と

"膀
示
"
考

國

々
大
艦

、
首
震

尾
坤
、

東
南

〔
山
、

西
〕

北
属

海
、

と

あ
り

、

明
ら
か

に
方

位

に
基
づ
く

観
念
を
伴

っ
て

い

る
。

『
常

陸
國
風

土
記
」

で
は
、

よ
り
明
確

に

な
り
、

新
治
郡

編
翻
蟹
卿
糟

懸
輻
毛
野
河

と

い
う
よ

う
に
、
東

西
南

北

の
境
界

を
明
示

し

て
い
る

。

た
だ
し
、

い
ず
れ

の
風
土

記

に
も

"
四

至
"

と

い
う
語

は
使

わ
れ

て
い
な

い
。

と

こ
ろ

で
、

"
四

至
"

と

い
う
語

は
、
奈

良
時
代

に

は
す

で
に
使

用
さ
れ

て
い
る
が
、

そ

の
初

現

の
史

料
は
未
だ

た
し

か
め

て
い
な

い
。

"
四
至
"

の
使
用

さ
れ

て
い

る
史
料

の

一
例

と
し

て
、

『
住

吉

大
社

神
代

記
」

を
見

よ
う
。

天

平
五
年

(
七

三
三
)

の

年
紀

を
も

っ
て
い
る
が

問
題
が

な
い
わ
け

で
は
な

い
。

し
か

し
、

こ

の
中

に

は
、
記

紀

に
は

見
え

な
い
住
吉

大
社

の
伝
承
が

記

さ
れ

て
い
て
貴

重
と
さ
れ

て

い
る
。

そ

の
中

に

「
伸

奈
備

山
本

記
」
と

い
う
も

の
が
あ
り

、

東
限
謄
駒
川
。
龍
田
公
田
。
南
限
賀
志
支
利
坂
。
山
門
川
。
白
木
坂
。

四

至

江
比
須
墓
。
西
限
母
木
里
。
鳥
坂
至
。
北
限
饒
速
日
山
。

と

記
さ

れ

て
い
る
。

ま

た
、

こ

の
項

の
末
尾

に
、

「
母

木

里
與
二
高

安
里

一堺
在

二
置

講
石

一
」
と
あ

る
記

事

は
、
境

界
を
標

示
す
る
た

め

の
、

後

の
膀

示

に

つ
な
が

る
施
設

の
例
と

し

て
重
要

で
あ
り
注

意
し

て
お
き

た

い
。

こ
う

し

て
見

る
と
、

区
域

・
地
域
を

限

る
と

い
う

こ
と
か

ら
は
じ

ま

っ
た

"
聖
域

の
占
定
"

は
、

社

会

の
推
移

と
共

に
ど

の
よ
う

に
発
展

を
し

て
行

く

の
か
。

ま
た
、

"
四
至

"
と

い
う
語
句

の
使
用

の
背
景

が
ど

の
よ

う
に

つ
な
が

っ
て
行

く

の
か

。
多
く

の
未
解

決

の
問

題
が

横
た

わ

っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ

れ

る
。

と

こ
ろ

で
、

律
令

国
家

の
発

展
と
共

に
、
わ

が
国

に

も
、

階

・
唐

の
制
度

に
倣

っ
た
都
城

が
建

設
さ

れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。

そ
れ
ま

で
飛
鳥

の
地

に
所
在

し

て
い
た
代

々
の
帝

都
が
、

一
つ
の
地

を
ト

し

て
定
着

す

る
よ
う

に

な

っ
た

の
は
、

持
統

天
皇

の
四
年

(
六
九

〇
)

に
造
営
が
開

始
さ

れ
た
藤
原
京

が
最
初

で
あ

り
、

さ
ら

に
元
明
天

皇

の
和

銅
元
年

(七
〇

八
)

に
は
、
平

城
京

の
造
営

が

開
始

さ
れ
た
。

こ
の
藤

原
京

・
平
城

京

の
造
営

に
当

た

っ
て
は
、

当
時

、
す

で

に
大
和

盆
地

に
都

市
計
画

が
樹
立

㈹

さ
れ

て
お
り
、

そ
れ
を
基
準

に
両

京
が

造
営
さ

れ

て
い

る

こ
と
が
主
張

さ
れ

て

い
る
。

平
城

京

の
造

営
に
当

た

っ
て
、

そ
の
詔

に
は
、

方
今

平
城

之
地

、

四
禽
叶
レ
圖
、

三
山
作

レ
鎭
、
亀

篁
並
從

、

と

あ
る
が
、

こ
こ
で
注
意

す

べ
き

こ
と

は
、

「
四
禽
叶

圖
」
と

い
う
語

句

で
あ

る
。

四
禽

と

は
、
玄

武

・
白
虎

・
朱
雀

・
青
龍

を

い
い
、
そ
れ

ぞ
れ
東

西
南

北

の
方
角

に
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当

て
て
そ

の
守
護

神
と
し

て

い
る
が
、

こ
う
し
た
瑞

祥

思
想

は
、

"
四

至
"

の
占
定
と

も
大
き

な
か

か
わ
り

の
あ

っ
た

こ
と
を
物

語

っ
て
い
る

の

で
あ

る
。

藤
原
京

に
は
じ

ま
り
、
平

城
京

と

つ
づ

く
宮
都

の
建

設

は
、
以

後
難

波
京

・
長
岡
京

へ
の
遷
都

を

経

て
平

安
京

に
至

る
が
、

こ
う
し

た
都
城

に
は
、
東

西

・
南

北
に
条

坊

制
と
よ

ぶ
方
格

の
地
割
が

施
行

さ
れ
た
。

従

っ
て
、

官
衙

を
は

じ
め
、

責
族

の
邸
宅
、

寺
院
等

は

す

べ
て

こ
の
条
坊

制

の
区
画

を
基
準

と
し

て
占

地
す

る

こ
と

に
な

っ

た
。
ま

た
畿

内
を

は
じ

め
と
す

る
地
方

の
諸

国

に
は
、

班

田
収
授

の
実
施

の
た

め

に
条

里
制
が
施
行

さ
れ
、

あ
る

一
定

の
基
準
を

定
め
、

ふ

つ
う
郡

を
単
位

と
し

て
方

格

の
地
割

が
行

な
わ
れ
た

。
条

里
制

の
起
源

や
施
行

の
実

際

に

つ
い
て
は
、

諸
国

に
よ

っ
て

一
様

で
な

く
、
種

々
の
問

題
を

は
ら

ん

で
い
る
が
、
何

れ

に
し

て
も

、
国
庁

や

郡
衙
、

駅
家

等

の
公
的

施
設

を
は
じ

め
、
地
方

へ
の
仏

教

の
ひ
ろ
ま

り
と

共

に
建

立
さ
れ

た
氏
族
寺

院

(氏
寺

)

や
、
天
平

十

三
年

(七

四

一
)

の
詔

に
よ

っ
て
諸

国

に

建
立
さ

れ

た
国
分
寺

・
国
分
尼
寺

も
、

特
殊

な
例

を
除

い
て
こ

の
条

里
制

を
基
準

と
し

て
寺

域

・
寺

地

が
占

定

さ
れ

た
と
考

え
ら
れ

る
。

と

こ
ろ

で
、
奈

良
時
代
末

以
後

、
山
岳

仏
教

の
ひ

ろ

ま
り
と

共

に
、

各
地

に
山
岳

寺
院
が
創

立
さ

れ

た
が
、

こ
れ

ら
山

岳
寺

院

に
お
け

る
寺
地

な

ら
び

に
四
至
は
ど

の

紛

よ
う

に
定
め

ら
れ
た

の

で
あ

ろ
う
か
。

そ

の
お

そ
ら

く

最
古

の
例
が

東
大

寺

で
あ

ろ
う
。

正
倉
院

に
は
、

天
平
勝

宝

八
歳

(七

五
六
)

の
年
紀

を
も

つ
有

名

な

㎜
東

大
寺

四
至
山
堺
図

」
が

の
こ
さ
れ

て

い
る
。

寺
院

境
内

絵
図
と
し

て
も
最
古

の
遺
例

で
あ

る

が

、
旧
境

内

を
知

る

こ
と

の

で
き

る
重
要

な
史
料

で
あ

る
。

こ
れ
を
見

る
と
、

五 四 三 ニ ー・
堺 堺 堺 堺 堺

道
堺

飯
守
道

佐
保
寺
道

佐
保
川

佐
保
川
源

十 九 八 七 六
堺 堺:堺 堺 堺

香
山
東
南
道

能
登
川

氷
室
谷

興
福
寺
道

寺
薗

と

な

っ
て

い
て
、
西
を

限
る
平
城

京

の
京
極

大
路

の
直

線
を

除

い
て
、

一
の
堺

か
ら
十

の
堺

ま

で
、

そ
れ
ぞ

れ
、
河

川

の
水

源
、
合

流
点
、
道

路

の
交
叉
点
、

分
岐
点

な

ど

、
自
然

地
形

に
合

わ

し
て
境
界

を
設

定
し

て
い
る

こ

と
が
わ

か
る
。

た
だ

し
、

こ

の
図

で
は
、
境

界
を
示
す

標
識

す
な
わ
ち

膀

示
は
表
現
さ

れ

て
い
な

い
。

次
に
、

山
岳
寺
院

の
代
表

と
も

い
う

こ
と

の
で
き

る

高

野
山

の
場
合

を
見

よ

う
。
高

野
山

金
剛
峯
寺

は
弘
法

大
師

の
草

創

に
か
か

る

こ
と
は
周

知

の

こ
と

で
あ
る
が
、

そ

の
伝

承

は
、
弘
仁

七
年

(
八

一
六
)

七
月

の

n
太

政

官
符

」

に
よ

っ
て
明

ら
か

に
す

る

こ
と
が

で
き

る
。

す

な
わ
ち
、

"
四
至
"
と

"
膀
示
"
考

77
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"
四
至
"
と

"膀
示
"
考

高
野
山
太
政
官
符

太
政
官
符
紀
伊
國
司
案
文

在
内
印
拾
漆
所

空
地
壼
庭
在
伊
都
郡
以
南
四
至
東
西
南
北
高
山

東
限
丹
生
川
上
峯

南
限
當
川
南
長
峯

西
限
鷹
神
山
谷

北
限
紀
伊
川

と
あ
り
、
四
至
に
つ
い
て
は
、
こ
の
太
政
官
符
と
、
承
和
元
年

(
八
三
四
)
の
弘
法
大
師
筆
と
伝
え
る
山
上
四
至
点
定
の
文
書
を
合
わ
せ
た

『
金
剛
峯
寺
根
本
縁
起
」
に
、

吾
上
登
月
丹
生
津
姫
命
及
御
子
所
付
属
山
地
四
至

東
限
大
日
本
國

南
限
海

西
限
慮
神
山
谷

北
限
日
本
河

事
情
注
遺
告
文

響
田
天
皇
定
堺
四
至

東
限
丹
生
川
上

南
限
當
河
南
横
峰

西
限
神
勾
星
川

北
限
吉
野
川

具
注
丹
生
氏
天
平
十

二
年
籍
文
井
祠
相
傳
祭
文

官
符
所
載
四
方
高
山

東
　・同山
摩
尼
峰

騰

臓

議

翻

堀

掘

齢

南
高
山
當
河
南
長
峰

謂
阿
手
河
南
横
峰
是
也

西
高
山
鷹
紳
山

謂
神
野
山
神
勾
谷
及
生
石
峰
是
也

北
高
山
宇
由
峰

欝

麟

士、野
川
璽

是
也
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と
記
さ
れ
て
い
て
、
広
大
な
地
域
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

記
載
と
合
わ
せ
て
現
地
の
考
定
を
試
み
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

こ
の
高
野
山
の
四
至
に
つ
い
て
は
、

コ
商
野
山
四
至
結
界
絵
図
」
が

の
こ
さ
れ
て
い
て
、
文
書

の

註

ω

水
野
正
好
氏

「祭
式

・
呪
術

・
神
話
の
世
界
」

(
『
日
本
生
活
文
化
史
1
、
日
本
的
生
活
の
母
胎
』
所
収
、
昭
和
五
〇
年
九
月
)

⑧

中
村
春
寿

・
上
田
宏
範
氏

『桜
井
茶
臼
山
古
墳
』

(『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
』第
十
九
冊
、
昭
和
三
六
年
)

㈹

藤
森
栄

一
氏

『
諏
訪
大
社
』

(中
央
公
論
社
美
術
文
化

シ
リ
ー
ズ
、
昭
和
四
五
年
九
月
)

ω

こ
の
記
事
の
解
釈
は
必
ず
し
も

一
様
で
な
く
、
地
域
の
設
定
と
い
う
よ
り
も
当
時
の
交
通
路
に
従

っ
て
、
そ
の
限
界
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
所
説
も
あ
る
。

長
山
泰
孝
氏

「畿
内
制
の
成

立
」

(
『古
代
の
日
本
5
、
近
畿
』
所
収
、
昭
和
四
五
年

一
月
)
。

㈲

織
田
武
雄
氏

『
地
図
の
歴
史
r
口
本
編
1
」

(講
談
社
現
代
新
書
、
昭
和
四
九
年

=

月
)

㈲

田
中

卓
博
士

『
住
吉
大
社
史
』

(住
吉
大
社
奉
賛
会
、
昭
和
三
八
年
ヒ
月
)

ω

高
安
国
は
、
の
ち
の
河
内
国
高
安
郡
の
地
域
を
指
し
、
母
木
里
は
そ
れ
に
北
接
す
る
河
内
郡
の
地
域
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
母
木
と
い
う
地
名
は
、
枚
岡
神
社

の
社
家
で
あ

っ
た

水
走
氏
の
史
料
の
中
に

「母
木
寺
」
と
い
う
の
が
見
え
、
ま
た

『
日
本
書
紀
」
神
武
天
皇
即
位
前
紀
に
地
名
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
。

㈹

岸

俊
男
氏

「
飛
鳥
か
ら
平
城

へ
」

(
『古
代

の
日
本

5
、
近
畿
」
所
収
、
昭
和
四
五
年

一
月
)

働

こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
研
究
と
し
て
、
森

組

・
牛

川
喜
幸
両
氏
の

「寺
地
と
結
界
の
種
々
相
」

(
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
六
六
』
所
収
、
昭
和
四

一
年

一
二
月
)
が

あ
り
本
稿
も
こ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
な
お
、
こ
の
論
文
に
は
、
箕
面
市
勝
尾
寺
膀
示
の
調
査
成
果
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

79
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三

荘

園

・
寺
社

領

の
膀
示
と
絵
図

試

み

に
、

日
本
史

の
辞

典

で

"膀

示

"
と

い
う
語

を

ひ
く

と
、

土
地

の
境
界

の
し

る
し
、
荘

園

の
境

の
標

識
と

し

て
た

て
た
木

の
く

い

や
、

石
柱

な
ど
。

と

至
極
簡

単

に
記
さ
れ

て

い
る
に
過

ぎ
な

い
。

そ
れ

で
は

"
膀

示
"

と

い
う
施

設
が

い

つ
ご

ろ
か

ら

つ
く

ら
れ

る
よ
う

に
な
り
、

"
膀

示
"

と

い
う

語
が

い

つ
ご

ろ
か
ら

使

わ
れ

る
よ

う
に
な

っ
た
か
。

と

い
う

こ
と

に

な
る
と

私
自
身

も

ま
だ

明
確

な
解

答
を
用

意
し

て

い
な

い
。

し
か

し
、

い
ず

れ

に
し

て
も
、

荘

園
あ

る

い
は
寺

社
領

の
四

至

が
決
定

さ

れ
、

そ

の
範

囲
を

明
確

に
す
る

必
要
が

生

じ

て
来

た
時

点

で

"
膀

示
"

の
設

定
が

不
可
欠

の
も

の
と

な
り
、
中
世

以
後

、
荘

園

・
寺

社
領
を

め
ぐ

る
争

い
が

〃四
至
"
と

〃膀
示
"
考



"
四
至
"
と

"膀
示
"
考

頻

繁
と

な
ら
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
社
会
情

勢

の
中

で
、

"
膀
示
"

が

重
要
な
機
能

を
果

た
す

よ
う

に
な

っ
た

こ
と
は
確

か

で
あ

る
。

以
下
、

荘
園

・
寺
社

領

の
膀

示
と
、

現
存
す

る
荘
園

・
寺

社

領

の
絵
図

の
う
ち
、

膀

示
が
描
か

れ

て

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
と

く

に

「
膀
示
絵
図

」

と

よ
ば

れ

て
い
る

も

の
に

つ
い

て
概
観
し

て
見

た

い
。

大
化

の
改
新

に
よ

っ
て
、
す

べ
て
の
土
地

・
人
民

は

国
家

の
も

の
、
す

な
わ

ち
公
地

公
民
が
原

則
と

な

っ
た
が

、
私
有

を

認
め

ら
れ

た
土
地
が

な

い
わ

け
で
は
な
か

っ

た
。

官

人

の
職

種

・
位

階

に
応

じ

て
与

え
ら
れ

る
職

田

・
位

田
が

あ

り
、

ま
た

功
労

の
あ

っ
た
者

に
賜

わ
る
功

田

・
賜

田
等
が

そ
れ

で
あ

る
。

一
方

、
班

田
収

授

の
実
施

の
た

め
に
は
、

人

口
に
応
じ

る
田
地

(
口
分

田
)

が
必

要

で
あ

っ
た
が
、

年

々
増
加

す

る
状
態

に
応
じ

切
れ
ず
、

必
然

的

に
口
分

田

の
不

足
が

生
じ

て
来
た
。

こ
う
し
た

中

で
、
養

老

二
年

(
七

二
三
)

に

=
二
世

一
身

の
法
」

、

続

い

て
天

平
十

五
年

(七
四

三
)

に
は

「
墾

田
永
久

私
財
法

」
が

公
布

さ
れ
た
。

こ
う
し

て
、
従
来

認
め
ら
れ

て

い
た
私
有
地

に
加

え

て
、
開

墾

に
よ
る
私
有

地
が
増

大
し
、
貴

族

・
寺

社
等
、

い
わ

ゆ
る
権
門
勢

家

に
よ
る

大
土
地
所
有

形
態

が
生
じ
、
荘

園
制

社
会

が
発

展
す
る

こ

と

に
な

っ
た
。

こ
う
し
た

土
地

の
所

有

や
、

土
地

の
開

墾

に
当
た

っ
て
は
、
当

然

田
図

が
作
成

さ
れ

た
も

の
と
考

え

ら
れ

て
い
る
。

先

に
も
引

用
し
た
、

大
化

二
年

(六

四
六
)

の
班

さ
か

い

田
収
授

の
実
施
に
当
た

っ
て
、

一
宜
し
く
国
々
の
堰
堺
を
観
、
或
は
書
し
或
は
図
し
、
持
ち
来

っ
て
示
し
た
て
ま

つ
れ
」
と
詔
さ
れ
て
い
る
が
、
正
倉
院
そ
の
他
に
伝
え

ら
れ
て
い
る

一
墾
田
図
」
や

一
開
田
図
」
は
、
こ
う
し
た
背
景

の
中

で
作
成
さ
れ
た
地
図
で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。

一
方
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉

・
室
町
時
代
に
か
け
て
の
荘
園
制
社
会
に
お
い
て
は
、
荘
園
を
中

心
と
す
る
土
地
私
有

の
体
制
を
整
え
る
た
あ
、
そ

の
機
能
に
応
じ
た

絵
図
が
必
要
と
な

っ
た
。

こ
う
し
て
各
荘
園
ご
と
に
、
所
有
す
る
領
域
を
確
定
し
、
荘
園
の
境
界
を
明
示
す
る
た
め
の
荘
園
絵
図
が
作
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
荘
園

の
現
地

に
お
い
て
は
、
境
界
を
明
示
す
る
た
め
の
標
識
が
設
置
さ
れ
た
が
、

こ
れ
が
本
稿

の
主
題
と
し
て
い
る

"
膀
示
"

で
あ
り
、

こ
の
標
識
と
し
て
の
膀
示
を
図
上
に
記
入
し

た
も

の
が
膀
示
絵
図
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
述

べ
た
通
り
、
荘
園
絵
図
は
、
各
荘
園
の
成
立

・
推
移

・
衰
退
等

の
歴
史
を
具
体
的
に
記
録
し
た
文
書
と
土
ハ
に
、
現
地
に
お
け
る
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
上

に
お
い
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

㈲

こ
の
荘

園
絵

図

に

つ
い

て
、

難
波

田
徹

氏
は

次

の
よ

う

に
区
分

さ
れ

て
い
る
。
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1隊

名

称

作

成

理

由

立
券
荘
号
絵
図

荘
園
が
立
券
荘
号
さ
れ
る
と
き
に
、
四
至
を
明
確
に
す
る
た
め

2

　

荘
園
寄
進
絵
図

一
荘
園
が
権
門
勢
家
な
ど
に
寄
進
さ
れ
る
と
き

34

嘉

界
相
論
絵
図

㎜
荘
園
の
境
界
に
相
論
が
生
じ
た
と
き

下
地
中
分
絵
図

一
荘
園

に
お
い
て
、
和
与

.
下
地
中
分
な
ど
が
成
立
し
た
と
き

一
方
、
荘
園
と
共
に
、
古
代

・
中
世
の
社
会
に
お
い
て
大
き
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
も
の
に
寺
社
が
あ
り
、
そ
の
寺
社
も
広
大
な
る
領
域
を
占
有
し

て
い
た
。
そ
の
例

と
し
て
、

前
節
に
触
れ
た
大
和
国
東
大
寺
と
紀
伊
国
高
野
山
金
剛
峯
寺
の
例
を
示
し
た
が
、

寺
社

の
場
合

に
は
、

そ
の
境
域
を
定
め
る
に
当
た

っ
て
、

結
界

(
け
ち
か

い
)
と
い
う
宗
教
的
儀
式
が
行
な
わ
れ
た
。
結
界
と
は
、

「
寺
院

に
お
い
て
は
、
伽
藍

・
僧
坊
及
び
園
林
な
ど
を
含
む
寺
地
全
体
を
清
浄
な
区
域
と
見

て
、
俗
界
と
の
問

に
裁
然
と
培
境
を
定
め
、

こ
れ
を
自
ら
も
確
認
し
、
隣
接
す
る
俗
界
の
人
々
に
も
認
証
さ
せ
る
こ
と
」
を

い
う
が
、
東
大
寺

・
高
野
山
の
場
合
も

そ
の
境
域
は
、
こ
う
し

た
結
界
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

比
叡
山
延
暦
寺
は
、
高
野
山
と
並
ん
で
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
山
岳
寺
院

の
曲
ハ型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

『
叡
岳
要
記
」
上
の

「
山
門
結
界
仏
閣
建
立
」
の
と

こ
ろ
に
、

延
暦
寺

在
二
日
本
國
近
江
國
志
賀
郡
比
叡
山
一

大
界
地
参
拾
陸
町
、
周
山
四
方
谷
六
里

傳
癸

師
結
界

納
難

東

限

二
比
叡
肚
井
天
鎚

[、
南

限
二
登
美

渓

【、

西
限

二

大

比
叡

峯
小

比
叡

南

峯

【、

北
限

二
三
津
濱

横

川
谷

【

"
四
至
"
と

"
膀
示
"
考
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"
四
至
"
と

"
膀
示
"
考

と

あ
り
、
ま

た
弘
仁

九
年

(八

一
八
)

の

「
太
政

官
牒
」

に
は
、

「
定

二寺

家

四
至
内

外
堺

一事
」

と
し

て
、

東
限
・
江
墜

、
南
限
・富
谷
舞

西
限
・下
水
承

、
北
限
・羅

院
北
渓
謡

川

と
、
そ
の
四
至
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
平
安
時
代
末
に
造
立
さ
れ
、
九
体
の
阿
弥
陀
如
来
像
に
よ

っ
て
著
名
な
山
城
国
浄
瑠
璃
寺
の
場
合

で
は
、

『
浄
瑠
璃
寺

流
記
事
』
に
、

義

久
安
九
月
之
些

伊
豆
僧
正
御
轟

随

、
盤

鑛

(中
略
)
而
僧
正
程

御
座
之
磯

重
明
・結
界
等
御
沙
塗

、

被
レ
掘
レ
池
、
被
レ
立
レ
石
、
種
々
有
二
御
興
行

一

と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
結
界
の
儀
式
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

「
被
レ
立
レ
石
」
と
あ
る
の
は
膀
示
の
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

鎌
倉
時
代

に
な
る
と
、

こ
の
結
界
の
儀
式
が
、
と
く
に
南
都
西
大
寺
を
中
心
と
す
る
律
宗

の
僧
侶
ー
叡
尊
及
び
忍
性
ー

に
よ

っ
て
活
ば

つ
に
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
森
菰

・
牛
川
喜
幸
両
氏
の

「
寺
地
と
結
界
の
種

々
相
」

に
く
わ
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
が

呵
称

名
寺
結
界
絵
図
」
で
あ
る
。
称
名
寺
は
横
浜
市
金
沢
町
に
あ
る
真
言
律
宗
の
寺
院
で
、
北
条
実
時
が
母

の
菩
提
を
弔
う
た
め
、
文
応
元
年

(
一
二
六
〇
)
ご
ろ
、
武
蔵
国

六
浦
庄
に
建
立
し
た
寺
院

で
あ
る
。
は
じ
め
は
念
仏
宗
で
あ

っ
た
が
、
文
永
四
年

(
一
二
六
七
)

に
律
宗

に
改
め
た
。
こ
の
時
に
律
宗

の
方
式
に
よ
る
結
界
修
法
が
行
な

わ
れ
、
か

の
著
名
な
結
界
絵
図
が
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

箕
面
市
勝
尾
寺

の
場
合
も
同
様

で
あ
り
、
後
節

に
お
い
て
膀
示
の
遺
構
と
共
に
く
わ
し
く
紹
介
す
る
。

こ
う
し
て
、
結
界
と
い
う
作
法
に
よ

っ
て
定
あ
ら
れ
た
寺
域
i
四
至
は
、
そ
の
ま
ま
各
寺
院
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
空
間
で
あ
り
、
そ
れ
が
寺
院

の
経
済
的
基
盤

と
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
は
荘
園
の
場
合
も
ま

っ
た
く
同
様

で
あ
る
。
従

っ
て
寺
社
の
境
域
に
あ

っ
て
も
、
他
か
ら

の
押
妨
を
防
ぐ
た
め
の
境
界
の
明
示
は
、

荘
園
と
同
じ
く
重
要
で
あ
り
、
膀
示
は
必
要
不
可
欠

の
施
設
乃
至
設
備

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
寺
社
の
所
有
す
る
荘
園
に

つ
い
て
は
、
他
の
荘
園
と
ま

っ
た
く
同
じ
条
件

で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
図
で
製
作
さ
れ
た
荘
園
絵
図
の
う
ち
、
膀
示
の
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
の
も

の
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る

(第

一
表
)
。
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第

一
表

荘
園
絵
図

一
覧
表

名

称

.-.一一!膀

示

所 憲

か

在 華

窒
地 も2

.__}

 

紀
伊
国
神
野
真
国
荘
絵
図

紀
伊
国
柞
田
荘
絵
図

(そ
の

一
)

〃

(そ
の
二
)

備
中
国
足
守
荘
絵
図

越
後
国
奥
山
荘
波
月
条
近
傍
絵
図

,

1

}
和
歌
山
県
海
草
郡
美
里
町

同

野
上
町

和
歌
山
県
伊
都
郡
笠
田
町

一
岡
山
県
岡
山
市
足
守
町

一

新
潟
県
北
蒲
原
郡
中
条
町

同

黒
川
村

-

[

年
康
治
二
年

(
一

代

=

一三
)

(
一

一
六

九

)

㎜
所

蔵

者

一
神

護

寺

一
神

護

寺

一
宝
来

山
神

社

越
後
国
奥
山
荘
与
荒
河
保
和
与
絵
図

新
潟
県
北
蒲
原
郡
中
条
町

同

黒
川
村

同

岩
船
郡
関
川
村

同

荒
川
町

O「 一一

嘉i

l暦1
1四
:

正
応
五
年

1

}建1嘉
1治 応
　 　

二、 兀

年 年

神

護

寺

謹

国
鵤
荘
実
榔
絵
図

瓦

庫
県
揖
保
郡
李

町

-

ま
た
、
寺
社
膀
示
絵
図
と
し
て
は
次

の
五
カ
所
が
あ
る

(
第
二
表
)

第
二
表

寺
社
領
膀
示
絵
図

一
覧
表

名

称

所

在

地

年

神
護
寺
々
領
膀
示
絵
図

京
都
市
西
京
区
梅
ケ
畑
高
雄

寛
喜
二
年

㎜

年 、

^1
-1

五口

2

h

じ

2

七

t

中

条

町

新
潟
県
長
岡
市

反
町
十
郎

氏

法

隆

寺

代

所

蔵

者

(
=

=
二
〇
)

[

神

護

寺

"
四

至

"

と

"
膀

示

"

考
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"
四

至

"

と

"
膀

示

"

考

高
山
寺
々
領
膀
示
絵
図

京
都
市
西
京
区

出
雲
神
社
々
領
膀
示
絵
図

京
都
府
亀
岡
市

虚
空
蔵
寺
々
領
膀
示
絵
図

奈
良
県
添
上
郡

寛
喜
二
年

(
一
二
三
〇
)

天
福
二
年

(
一
二
三
四
)

神

護

寺

出

雲
大
神
宮

鎌

倉

グ

中

期

}

　

金
勝
寺
々
領
膀
示
絵
図

滋

賀
県
栗
太
郡
栗
蕃

一

な
お
、

こ
れ
ら

の
絵

図
と

は
年

代

の
さ
か

の
ぼ
る
も

の

と
し

て
、

「
額
安
寺

伽
藍
並
条

里
図
」

が
あ

る
。

現
在

の
奈
良

県
大
和

郡
山
市

に
所
在

し
た
古

代

寺
院

で
、
本

図

に
は
そ

の
伽
藍

と
寺
地
が

示
さ
れ

て
お
り

、

お

そ
ら
く
膀
示

と
見
ら
れ

る
自
然
石

が
描

か
れ

て
い
る
。

註

ω

織
田
武
雄
氏

『
地
図
の
歴
史
i
日
本
編
i
』

(講
談
社
現
代
新
書
、
昭
和
四
九
年

=

月
)

㈲

難
波
田
徹
氏

「荘
園
絵
図
と
社
寺
領
膀
示
絵
図
」

(京
都
国
立
博
物
館

『古
絵
図
特
別
展
覧
会
図
録
』
所
収
、
昭
和
四
四
年

二
月
)

四

膀

示

の

遺

構

金1東

大

寺

勝

寺

1

摂
津
国
勝
尾
寺

の
膀
示

勝
尾
寺
は
、
大
阪
府
箕
面
市
粟
生
の
山
境
に
所
在
す
る
真
言
宗
の
古
刹
で
あ
る
。
か

つ
て
本
寺

の
境
界
を
示
す
た
め
に
築
か
れ
た
膀
示
の
遺
構
は
、
お
そ
ら
く
全
国
の

各
地
に
所
在
し
た
筈

の
寺
社
領
お
よ
び
荘
園
膀
示
の
中
で
、
も

っ
と
も
整

っ
た
、
膀
示
中

の
白
眉
と
い
う
べ
き
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

勝
尾
寺
に
は
、
彪
大
な
量
に
上
る
古
文
書

・
記
録
類
が
伝
え
ら
れ
、

『
勝
尾
寺
文
書
』
と
し
て
著
聞
し
て
い
る
が
、
鎌
倉
時
代
、
寛
喜

二
年

(
一
二
三
〇
)
の

「
勝
尾

寺
四
至
注
文
」
を
見
る
と
、

注
進

勝
尾
寺
堺
事

一 一84一



四
至東

限
泉
原

禦

御
領

塞

山

懸

路
禦

南
限
萱
野
山

近
衛
殿
御
領

西
限
寮
御
牧
領

川
定

北
限
高
山
堺

四
角
四
天
石
蔵
事

(
寅

)

丑
刀

泉
原
高
山
両
堺

辰

巳

泉
原
粟
生
両
堺

河
定

未
申

萱
野
御
牧
両
堺

河
定

戌
亥

高
山
真
川
原
両
堺

右
注
進
如
件

寛
喜
二
年
簸
後
正
月
廿
吉

と
あ
り
、
寛
喜
二
年
当
時
に
お
け
る
勝
尾
寺
領
の
四
至
と
、
そ
の
こ
ろ

「
四
角
四
天
石
蔵
」

と
い
う
も

の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

勝
尾
寺

の
寺
領
は
、
東
を
泉
原
と
粟
生
山
を
限

っ
て
御
室
御
領
と
綾
小
路
御
領
に
、
南
は
萱
野
山
を
限

っ
て
近
衛
殿
御
領

に
、
西
は
右
馬
寮
曲豆
島
牧

に
、
北
は
高
山
領
を

限
る
広
大
な
地
域
を
占
め
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

「
四
角
四
天
石
蔵
」
と
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
寺
領

の
四
至
、
す
な
わ
ち
丑
寅

(東
北
)

・
辰
巳

(東
南
)

・
未
申

(西
南
)

・
戌
亥

(西
北
)
の
方
位
を
示
す
四
カ
所
に
築
か
れ
て
い
た
何
ら
か

の
構
造
物
を
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
書
は
、
寛
喜

二
年
か
ら
二
年
前
の
安
貞

二
年

(
一
二
二
九
)
、

豊
島
牧

の
下
司
で
あ

っ
た
左
衛
門
尉
経
真
と
い
う
者
が
、

勝
尾
寺
周
辺
の
山
野
を

侵
犯
し
た
の
に
対
し
て
、
寺
か
ら
右
馬
寮

に
訴
え
、

こ
の
日
、
す
な
わ
ち
寛
喜

二
年
後

正
月
廿
七
日
に
、
時

の
頭
か
ら
実
検
使
と
し
て
牧
預
所
で
あ
る
右
衛
門
尉
景
基
が

派
遣
さ
れ
、
寺
の
主
張
に
相
違
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
経
真

に
対
し
て
濫
妨
を
止
め
る
旨

の
下
文
が
発
せ
ら
れ
た
。

こ
の
文
書
は
そ
の
時

の
訴
状
に
付
せ
ら
れ
た
も
の

"四
至
"
と

"膀
示
"
考

一85一
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"
四
至
"
と

"膀
示
"
考

で
あ
り
、
寛
喜

二
年
二
月

の
右
馬
寮
下
文
も
現
存
し
て
い
る
。
内
容
は
次

の
通
り

で
あ
る
。

右
馬
寮
下

囁
津
國
豊
島
牧
司

可
早
停
止
牧
住
人
左
衛
門
尉
経
真
濫
妨
任
先
例
致
沙
汰
勝
尾
寺
訴
申
堺
相
論
事

右
如
寺
家
訴
状
煮

本
願
結
界
之
黄

分
山
地
於
内
外

埋
八
天
於
四
魚

永
為
寺
領
之
膀
一璽

以
号
囚
天
之
石
蔵
云
執

依
之
下
遣
右
衛
門
尉
景
隅
苓

実
検
之
処

如
委
解
無
相
違
、
此
上
経
真
巧
非
圃
犯
結
界
之
条
、
甚
以
不
便
也
、
自
今
以
後
者
、

停
止
経
真
之
濫
妨
、

任
先
例
可
為
寺
領
之
状
、

所
仰
如
件
、

司
等
宜
知
勿
違

失
、
以
下
、

寛
喜
弐
年

二
月

日

こ
の
文
書
に
も
、

「
本
願
結
界
之
昔
、
分
山
地
於
内
外
、
埋
八
天
於
四
角
、
永
為
寺
之
膀
示
、
以
号
八
天
之
石
蔵
」

の
語
句
が
あ

っ
て
、
石
蔵

の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は

「
八
天
之
石
蔵
」
と
呼
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
、
寛
喜

二
年
四
月

二
十
日
の
年
紀

の
あ
る

「
太
政
官
牒
」

に
は
、

太
政
官
牒
摂
津
国
勝
尾
寺

応
停
止
寺
領
四
至
内
殺
生
伐
木
等
新
儀
狼
籍
事

右
得
彼
寺
衆
徒
去
年
十

二
月
十

一
日
解
状
偶
、
謹
検
旧
規
当
寺
者
善
仲
善
算
草
創
之
後
、
開
成
皇
子
桓
武
天
皇
第
八
皇
子
結
界
之
時
、
為
防
護
魔
界
之
障
難
、
分
山

地
於
内
外
、
埋
四
天
於
四
方
、
爾
降
号
八
天
之
石
蔵
、
八
処
埋
八
天
形
像
、
其
上
畳
石
為
壇
、
以
号
八
天
石
蔵
、
用
為

一
寺
之
膀
示
、
我
寺
錐
辺
土
也

(以
下
略
)

こ
の
記
事
に
よ

っ
て
、

「
八
天
之
石
蔵
」
が
い
つ
ど
う
い
う
事
情
で
つ
く
ら
れ
、
ど
う

い
う
も

の
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

記
事
に
よ
る
限
り
で
は
、
寛
喜

二
年
正
月
の
四
至
注
文
に

「
四
角
四
天
石
蔵
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
石
蔵
が
、
開
成
皇
子
の
結
界
に
際
し
て
設
け
ら
れ
、
そ
の
後
に
八
天
之

石
蔵
が

つ
く
ら
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
寛
元
元
年

(
一
二
五
四
)
五
月
十
四
日
に
、
老
沙
弥
心
空
が
記
し
た

『
勝
尾
寺
流
記
」
に
も
、
石
蔵
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
。

右
老
伝
云
、
黄
昏
例
時
天
人
聖

等
降
臨
之
、
故
山
客
林
僧
不
蓼
踏
此
峰
云
々
以
結
界
之
八
町
四
維
安
置
四
天
王
形
像
其
外
四
面
領
山
弐
百
町
也
、
限
東
阿
世
原
中

河
東
南
脇
侍
峰
南
膀
示
谷
西
南
石
塔
西
限
水
人
志
利
谷
西
北
神
割
石
北
篭
峰
東
北
延
喜
峰
者
如
前
同
安
置
天
王
像
。
同
年
冬
十
月
三
日
口
口
口
開
限
供
養
毎
年
不
閾

:・



弁
備
供
具
後
昆
敢
不
口
口
口
口
結
界
之
内
禁
遇
殺
生
常
不
断
法
音
護
持
内
外
伽
藍

こ
れ
に
よ
る
と
、
は
じ
め
開
成
皇
子
の
結
界
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
八
町
四
維
に
四
天
王
の
形
像
が
安
置
さ
れ
、
そ
の
外
の
四
面

二
百
町
四
方
の
そ
れ
ぞ
れ
と
、
合
わ

せ
て
八
カ
所
に
前
の
如
く
天
王
像
を
安
置
し
た
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
の
解
釈
に
は
問
題
が
の
こ
さ
れ
て
い
な

い
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

『
箕
面
市
史
」
に
く
わ
し
く
記
し
た

の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
い
ず
れ

　

　

　

　

　

に
し
て
も
、
以
上
の
文
書
史
料
に
よ

っ
て
、
勝
尾
寺

の
ま
わ
り
の
八
カ
所
に
八
天
之
形
像
が
埋
め
ら
れ
、
そ
の
上
に
石
を
畳
ん
で
壇
を
築
い
た

「
八
天
之
石
蔵
」
と
い
う

も

の
が
存
在
し
た
こ
と
。
そ
れ
が
勝
尾
寺
領

の
境
界
を
示
す
膀
示

で
あ

っ
た

こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
勝
尾
寺

の
ま
わ
り
に
は
、

こ
の
石
蔵
の
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
、

す
で
に
記
し
た
よ
う
に

『
箕
面
市
史
」

の
編
さ
ん
に
よ
る

調
査
で

明
ら
か
に
な

っ
た

が
、
こ
の
石
蔵
が
寺

に
の
こ
さ
れ
て
い
る
元
禄

二
年

(
一
六
八
九
)

の
絵
図
に
描
か
れ
、
所
在
地
と
名
称
が
記
さ
れ

て
い
て
、
探
索

に
当
た

っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
。
絵
図
に
記
さ
れ

て
い
る
石
蔵

の
名
称
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
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丑
寅
方

卯

方

辰
巳
方

午

方

午
未
方

未
申
方

酉
戌
方

亥
子
方

こ
れ
ら

八
カ
所

の
膀
示

遺
構

は
、

で
あ

る

(第
3

・
5
図
)。

の
方
向

に
向

け

て
お
さ
め

ら
れ

て

い
た

(第
4

.
6
図
)。

"四
至
"
と

"膀
示
"
考

多

聞

天

王
石
蔵

降

三

世

明

王
石
蔵

持

国

天

王
石
蔵

軍

茶

利

明

王
石
蔵

増

長

天

王
石
蔵

大

威

徳

明

王
石
蔵

広

目

天

王
石
蔵

金
剛
夜
叉
明
王
石
蔵

大
小
の
石
材
を
積
ん
で
構
築
し
た
三
段
方
形
の
壇
で
、

お
お
む
ね
下
段
の
各
辺
約
四
層
、
上
段

二
層
、
高
さ
約

一
層
を
は
か
る
も

の

各
石
蔵
に
は
、
中
央
に
陶
製
容
器
が
埋
め
ら
れ
、
そ
の
中

に
は
、
青
銅
製
高
さ
約
三
十
弛
ン
大
の
四
天
王
像
及
び
四
大
明
王
像
が
、
そ
れ
ぞ
れ
寺

容
器
は
隅
丸
方
形

の
筒
形
を
な
し
、
同
形
の
蓋
を
か
ぶ
せ
た
も

の
で
、
お
そ
ら
く
厨
子
が
か
た
ど

っ
て
特
別
に

87_._.
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"
四
至

"

と

"
膀

示

"
考

つ
く

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。

2

播
磨
國
鵤
荘
の
膀
示

兵
庫
県
揖
保
郡
太
子
町
に
は
、

そ
の
名

の
通
り
、

聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
古
寺
、
斑
鳩
寺

(は
ん
き
ゅ
う
じ
)
が
所
在
し

て
い
る
。

こ
の
寺
の
創
建
年
時
に

つ
い
て
は
、

種
々
問
題
が
あ
る
が
、
か

つ
て
こ
の
太
子
町
と
竜
野
市

の

一
部
に
わ
た

っ
て
、
広
大
な
面
積
を
占
め
る
大
和
法
隆
寺
領
の
鵤

(
い
か
る
が
)
荘
が
あ
り
、
本
来

こ
の
荘
園
を

司

っ
て
い
た
政
所
が
、

の
ち
太
子
信
仰

の
興
隆
と
共
に
、
寺
院
に
発
展
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

鵤
荘

の
成
立
は
古
く
、

『
日
本
書
紀
」
推
古
天
皇
十
四
年

(六
〇
六
)
の
条
に
、

是
歳
、
皇
太
子
亦
講
二
法
華
経
於
岡
本
宮

一。
天
皇
大
喜
之
、
播
磨
國
水
田
百
町
施
二
干
皇
子
[。
因
以
納
二
干
斑
鳩
寺
一。

と
あ
る
の
が
、

こ
の
荘
園
に
つ
い
て
の
も

っ
と
も
古

い
記
録
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
え
る

"
斑
鳩
寺
"
は
大
和
国
の
法
隆
寺

の
こ
と

で
、

こ
の
時
播
磨
国
の
水
田
百
町
が
斑

鳩
寺

(法
隆
寺
)
に
施
入
さ
れ
た
。
次
い
で
天
平
十
九
年

(
七
四
七
)
勘
録
の

『
法
隆
寺
縁
起
井
流
起
資
財
帳
』

に
は
、

播
磨
國
揖
保
郡
武
拾
玖
町
壼
段
捌
拾
拭
歩
右
播
磨
國
、
小
治

(田
)
大
宮
御
宇

天
皇
戊
午
年
四
月
十
五
日
、

請
上
宮
聖
徳
法
王
乎
、

今
講
法
華
勝
墜
等
経
而
、
布

肇

地
辛

万
代

御
納
賜
者
之
痔

竣

軒
藷

代

成
町
二
百
+
九
聖

段
八
+
二
歩

と

あ
る
ほ
か

、
薗

・
山

林

・
池

・
荘

園
等

の
あ

っ
た

こ
と

が

記
さ

れ
て

い
る
。

こ
の
鵤
荘

の
成

立
、
推

移
お
よ
び
経

営

の
実
際

に

つ
い
て
は
、
幸

い

に
も
多
く

の
史

料
が

②

の
こ
さ
れ

て
お
り
、
先
学

の
す
ぐ
れ

た
業

績
が

あ
る
。

と

こ
ろ
で
、

こ
の
鵤

荘

の
状

況
を
く
わ
し
く

知
る

こ
と

の
で
き

る
第

一
の
史
料
と

し

て
、

大
和

法
隆

寺

に
伝

え
ら
れ

て
い
る
、

嘉
暦

四
年

(
一
三

二
九
)

の

『
鵤

荘
実

検

絵
図
』
が

あ

り
、

こ
の
中

に
膀

示

の
所
在
が
示

さ
れ

て

い
る
。

絵
図
を

見
る
と
、

お
そ
ら
く
他

荘
と

の
境

界
と
思
わ

れ
る
と

こ
ろ
、

十

二
ヵ
所

に
黒
点
が
打

た
れ
、

「
御

傍
示
石
」

と

記
入
さ
れ

て
い
る

(第
7
図
)。

こ
の
傍

示

石

は
、
南
北
朝

時
代

の
正
平

三
年

(
=
二
四
八
)

に
峰

相
山
鶏

足
寺

の
僧
何

某
に

よ

っ
て
著
わ
さ
れ
た

『
峰

相

記
』

に
、

　

　

　

　

　

　

　

ヘ

へ

　

　

　

同
天
皇
ノ
御
宇
、
上
宮
太
子
勝
万
経
ヲ
講

シ
給

ヘ
ル
御
布
施

二
、
當
國
水
田
三
百
六
十

一
町
施
興

ス
鵤
庄
是
也
太
子
御
下
り
有
テ
、
四
方
ノ
堺

二
傍
示
ノ
石
ヲ
埋
ミ

ヘ

へ

給

フ
。

又
寺

ヲ
造

リ
斑

鳩
寺

ト
名

ク
。

(傍
点
筆
者
)

..



と
あ

る
も

の
で
、

地
元

で
は

'
太

子

の
投
げ

石
」

と
か

「
は
じ
き
石
」

と
伝
承

さ
れ

て
来

た
。

こ

の
傍

示

石

に

つ
い

て
は
、

す

で

に

記

し
た

よ
う

に
、

谷

岡
武
雄

氏

の

『
聖
徳
太

子

の
傍

示
石
」

に
お

い
て
、
歴
史

地
理
学

的

見
地

か
ら
、

く
わ

し
く
論

証
さ
れ

て
い
る
と

こ
ろ
で
あ

る
が
、

現
在

四
カ
所

に
絵
図

に
見
ら

れ
る
傍

示

(膀
示
)

ひ
ら
か
た

石
と
考

え
ら
れ

る
も

の
が

遺
存
し

て

い
る
が
、

そ
の
う

ち
、

平
方

に
所
在

す
る

も

の
を
除

い
て
原
位

置

で
は

な

い
。

そ

の
詳

細

は
次

の
通
り

で
あ
る
。

(第
8
図
)

な
お
、

現
在

の

こ

っ
て

い
る

四
カ
所

の
膀
示

石
は
、

兵
庫

県

の
史

跡

に
指
定

さ
れ

て
い

る
。

番
号

所

在

地

大

き

さ

一

兵
庫
県
揖
保
郡
太
子
町
東
保

晶

;

。。
陛

儒

想
　〃
鎚

2

一

〃

平

方

7

一
〇

三
赦
ン
、

〃
三
〇
苑
ン

3

〃

福

田

一

〃

一
〇

〇

弛
ン
、

〃
七

三

弛
ン

4

一

〃

矢

田

部

　

一

こ
の
膀
示
に
つ
い
て
は
、
延
元
元
年

(
=
二
三
六
)

の

『
法
隆
寺
領
注
文
案
』

(法
隆
寺
文
書
)
に
、

當
庄
西
堺
一隙
=
㎜
二
幽

押
領
事
、
既
雑
掌
棒
申
状
云

々
、
子
細
載
状
候
歎

と

あ

り

、

法
隆
寺
敷
地
四
至
膀
示
井
末
寺
庄
薗
等
顛
倒
注
文

敷
地

四
至

東
限
四
辻

南
限

四
至

西
限
碑
轟

繰

北
限
大
嶽
叢

西
が
わ
に
隣
接
す
る
弘
山
荘
の
押
領
に
対
す
る
境
界
明
示

の
必
要
か
ら
設
置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ω

故
魚
澄
惣
五
郎
博
士

『斑
鳩
寺
と
峰
相
記
』

(昭
和

一
八
年
四
月
)

ω

阿
部

猛

・
太
田
順
三
両
氏
編

『播
磨
國
鵤
荘
資
料
』

(昭
和
四
五
年

三
月
)
、

た
、

一
般
向
の
読
物
と
し
て
栗
岡
清
高
氏
の

『法
隆
寺
領
鵤
荘
」

(昭
和
五

一
年

一

"
四

至

"

と

"
膀

示

"

考

谷
岡
武
雄
氏

『聖
徳
太
子
の
榜
示
石
』

二
月
)
が
あ
る
。

(昭
和
五

一
年

一
一
月
)
関
係
文
献
が

列
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
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"
四

至

"

と

"
膀

示

"

考
3

越
後
國
奥
山
荘

の
膀
示

南
北
に
長
く
、
広
大
な
面
積

に
ひ
ろ
が
る
越
後
国
の
北
端

に
近
い
、
下
越
の
北
蒲
原
郡
に
中
条

(な
か
じ
ょ
う
)
と
い
う
町
が
あ
る
。

(第
9
図
)

こ
の
北
蒲
原
郡
中
条
町
と
黒
川
村

の
全
域
と
、
同
加
治
川
村

・
紫
雲
寺
町
、
さ
ら
に
岩
船
郡
荒
川
町

・
関
川
村
の

一
部
に
か
け
て
、
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
所
在

し
た

の
が

「
奥
山
荘
」

で
あ
る
。
奥
山
荘

の
成
立
、
推
移
に
つ
い
て
も
数
多
く
の
先
学
の
す
ぐ
れ
た
業
績
が
あ
り
、
ま
た
関
係
史
料
は

『
越
後
国
奥
山
荘
史
料
』
と
し
て

公
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
要
は
、
鎌
倉
時
代
に
は
近
衛
家

の
所
領
で
あ

っ
た
が
、
十

三
世
紀

の
は
じ
め
に
三
浦
和
田
氏
が
地
頭
職
と
な

っ
て
次
第
に
支
配
を
強
め
、

以
後
中
世
の
全
時
期
に
亘

っ
て
和
田
氏
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
宗
家
で
あ
る
中
条
氏
を
は
じ
め
と
す
る

一
族
が
庄
内

の
開
発
と
経
営

に
当
た
り
、
北

越
の
名
門
と
し

て
君
臨
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
奥
山
荘
に
は

二
枚
の
絵
図
が

の
こ
さ
れ

て
い
る
。
そ
の

一
つ
は
、
建
治

三
年

(
一
二
七
七
)
ご
ろ
の
作
成
と
考
え
ら
れ
て
い
る

「
越
後
国
奥
山
荘
波

月
条
絵
図
」
で
あ
り
、

い
ま

一
つ
は
、
正
応
五
年

(
一
二
九

二
)
の

「
越
後
国
荒
河
保
与
奥
山
荘
絵
図
」

で
あ
る
。
と
く
に
後
者
は
、
荒
河
保

一
分
地
頭
河
村
余
五
秀
通

と
奥
山
荘

一
分
地
頭
和
田
茂
長
の
間
で
堺
相
論
が
生
じ
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
許
に
よ

っ
て
和
与
が
行
な
わ
れ
た
が
、
絵
図
は
こ
の
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時

の
和
与
状
が
存
在
し
て
お
り

(
『
三
浦
和
田
氏
文
書
』

一
-
八
)
の
中
に
膀
示
の
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

和
与越

後
国
荒
河
保
与
奥
山
庄
堺
事

右
件
境
者
、
於

二
番
御
引
付
、
両
方
番
訴
陳
、
錐
申
子
細
、
所
詮
云
国
衙
、
云
地
頭
方
、
以
和
与
之
儀
、
始
所
立
之
堺
者
、
自
鳥
屋
帖
至
吉
田
入
之
両
方
尾
山
中
円

(
廼

)

山
之
頂
、
自
件
円
山
頂
至
荒
沢
、
随
件
荒
沢
之
流
、
至
彼
沢
流

曹
下
北
曲
目
、
自
件
曲
目
至
村
上
山
北
麓
与
蓮
妙
之
非
入
所
南
垣
根
之
中
間
、
自
件
中
間
之
膀
示
、

至
荒
河
新
保
源
新
大
夫
豪

南
堀
・
、
自
彼
堀
・
舌

崩

自
件
白
崩
浜
堺
煮

至
積
石
倉
膀
示
鰭

醐
餓

町
哩

北
件
境
之
次
策

引
末
於
絵
図
畢
、
但
向
後
若

荒
河
之
流
、
越
当
時
新
立
之
膀
示
、
錐
流
入
庄
内
、
於
河
者
可
為
保
領
進
退
、
至
河
以
北
境
以
南
海
陸
者
、
可
為
庄
領
進
北
也
、
次
於
荒
沢
流
者
、
両
方
可
為
用
水

云

々
、
伽
相
互
守
和
与
之
旨
、
永
代
不
可
有
違
乱
之
状
如
件
、

正
応
五
年
七
月
十
八
日

(以
下
略
)
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こ
の
文
書

に
見
ら
れ
る
通
り
、
和
与
に
際
し
て
そ
の
境
界
に
膀
示
の
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
正
応
五
年

の
絵
図
に
は
、
和
与
堺

の
真
中
に
丸
太
を
組
ん
だ

よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
和
与
状

に
見
え
る

一
新
立
之
膀
示
」
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
奥
山
荘
の
膀
示
は
、
井
上
鋭
夫
氏
に
よ

っ
て
、
絵
図
と

の
対
砦

よ
り
数
カ
所
に
お
い
て
現
地
で
の
所
在
が
確
あ
ら
れ
て
い
酬
・
そ
の

;

は
・
関

川
村

大
字

土

沢
の
県
道

際

に
立

っ
て
い
る
巨

石
が

あ
る

(第
10
図
)
。

高
さ

一
・
二
耕

、
幅

八
八
弛
ン
、
厚

さ

三
八
弛
ン
、
花
商

岩

の
自
然

石

で
、

こ
の
巨

石
は
土
沢
字

坂
井

の

水

田
中

に
埋

も
れ

て
い
た
と

い
う

こ
と
で

あ
る
。

こ
の
地

点

は
土

沢
字
坂
井

で
、

そ

の
南

隣
が
大

字
山

本

字
坂

井

で
あ

る
か

ら
、

こ

の
付
近

が
奥

山
荘

・
荒
河
保

の

■
坂

井
」

(堺
)
で
あ

っ
た

こ
と
が
明

ら
か

で
あ
り

、
先

に
記

し

た
絵

図

の
和

与
堺

、
す

な
わ
ち

そ

こ
に
記
さ

れ

て
い
る
丸
太

の
地
点

に
当

た
る
。
従

っ
て

こ

の
膀
示
石

は
、

は

じ

あ
材
木

を
も

っ
て
標
示

し

て

い
た
も

の
を
、

後

に
恒

久

的

な
施
設

と
し

て
立

て
ら
れ
た

も

の
と

推
定

さ
れ

て

い
る
。

奥
山

荘

の
地
域

に
は
、

さ
ら

に
数

ヵ
所

、
同

じ

よ
う

な
膀

示

石
と

見
ら
れ

る
も

の
が
遺
存
し

て
い
る

(第
11
図
)。

ま
た
中

条

町
飯
角

か
ら

は
、

木

製
膀

示

の
断
片

と

見

ら
れ

る
角

材

が
出

土
し

て
お
り
、

現
在
、

新
発

田
市

に

所
在

す

る
北
方
文

化
博
物

館

(清
水
園
内
)
に

展

示
さ
れ

て
い
る
。

な

お
、

奥

山
荘
膀
示

の
現

地
見
学

に
当

た

っ
て

は
、

中
条

町
中
央

公
民

館
長
中

倉
誠

一
氏

の
懇

切
な

ご
配
慮

を
得

た

こ
と
を
付

記
し
、

謝
意

を
表

す
る
。

ω

井
上
鋭
夫
氏

「越
後
国
奥
山
荘
の
膀
示
に

つ
い
て
」

(
『
日
本
歴
史
』
第

一
六
三
号
、
昭
和
三
七
年

一
月
)

五

ま

と

め

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
古
代

.
中
世
に
お
い
て
、
荘
園
ま
た
は
寺
領
の
境
域
を
画
す
た
あ
の
設
備

で
あ

っ
た

"
膀
示
"
に
つ
い
て
の
私
な
り
の
覚
書
で
あ

り
、
そ
れ
に
関
連
し
て

"
四
至
"

の
こ
と

に
言
及
し

て
見
た
。

"
四
至

〃

に
し
て
も

"
膀
示
〃
に
し
て
も
、
そ
れ
が
古
代

・
中
世
に
お
け
る
土
地
所
有
の
実
態
を
示
す
重
要
な
遺
構
で
あ
り
、
都
城
跡

・
宮
跡

・
寺
社

・
荘
園
な
ど
、

"
面

〃
を
伴
う
す
べ
て
の
遺
跡
に
つ
い
て
、
そ
の
考
古
学
的
調
査

・
研
究
を
行
な
う
上
に
お
い
て
取
上
げ
る
必
要

の
あ
る
対
象
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
お
き
た
い
・

荘
園
絵
図
お
よ
び
寺
社
領
膀
示
絵
図
に
見
え
る
個
々
の
荘
園

.
寺
社
の
現
状
な
ら
び
に
膀
示

の
所
在

に
つ
い
て
も
調
査
を
進
め
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
紙
数
の
関
係

で

省
略
し
た
。
な
お
、

こ
の
調
査

.
研
究
は
、
本
学
史
学
科
四
回
生

の
吉
川
啓
子
さ
ん
が
私
の
指
導

の
下

に
現
在
進
め
て
お
り
、
そ
の
成
果
を
ま

っ
て
何
か

の
機
会
に
発
表

す
る
予
定

で
あ
る
。
膀
示

の
現
地
調
査
に
当
た

っ
て
は
、
吉
川
啓
子
、
同
じ
く
史
学
科
四
回
生

の
愚
賀
弘
子

・
谷
口
寿
美
の
諸
君

の
協
力
を
得
た

こ
と
を
付
記
す
る
。

〃四
至
"
と

〃膀
示
"
考
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