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小熊山サテライトより望むほ場整備地域(斜鯨肉)　　　　　提供　大町市土地改良区

変
貌
す
る
故
郷
の
美
田

平
地
区
の
借
馬
を
中
心
に
悠
遠
に
広
が
る
水
田
一

三
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
　
(
稲
尾
岬
を
含
む
)
を
区
画
整
理

し
て
､
水
田
耕
作
の
省
力
化
を
は
か
り
'
機
械
の
効

率
的
運
行
と
木
の
合
理
的
を
利
用
を
す
る
た
め
の
　
｢

大
規
模
は
甥
整
備
専
業
一
が
､
こ
と
し
の
秋
か
ら
着

工
さ
れ
る
こ
と
と
在
っ
た
｡
こ
の
事
業
は
､
向
う
六

年
間
に
わ
た
っ
て
行
あ
れ
る
も
の
で
､
水
田
の
標
準

面
積
は
､
三
〇
ア
ー
ル
に
統
一
さ
れ
､
田
園
の
風
情

は
一
変
す
る
歴
史
的
な
大
事
業
で
あ
る
｡

奈
良
時
代
に
行
わ
れ
た
条
理
訓
の
よ
う
に
､
道
路

-
水
蕗
は
も
ち
ろ
ん
地
番
､
地
名
､
地
籍
は
こ
と

ご
と
-
変
更
し
､
唯
畔
や
樹
木
､
詞
を
ど
有
史
い
ら

い
詩
情
を
育
-
み
､
食
糧
と
物
資
を
調
達
し
た
華
夏

の
土
地
'
母
な
る
大
地
は
一
変
す
る
｡

土
地
の
歴
史
を
た
ず
ね
る
と
き
､
地
名
や
地
字
は

そ
の
ま
ま
土
地
の
歴
史
を
浮
き
彫
り
に
し
､
田
は
､

そ
の
広
さ
'
水
口
､
水
尻
の
あ
り
よ
う
が
､
歴
史
の

有
力
な
手
が
か
り
た
と
い
お
れ
る
.

倍
馬
地
域
は
､
こ
の
地
方
を
拓
い
た
仁
科
氏
が
開

田
し
た
最
古
の
場
所
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

博
物
館
や
平
小
に
あ
る
遺
物
や
考
古
資
料
か
ら
み

る
限
り
､
紀
元
前
の
縄
文
時
代
か
ら
､
平
安
･
鎌
倉

時
代
に
至
る
数
千
年
の
古
代
史
･
人
間
史
を
秘
蔵
す

る
地
域
が
借
馬
地
区
で
あ
ろ
う
か
｡

三
〇
ア
ー
ル
に
区
画
さ
れ
た
､
ほ
場
の
要
所
要
所

に
は
'
有
効
幅
員
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の

農
道
が
碁
盤
の
目
の
よ
う
に
走
り
､
古
く
か
ら
の
目

安
と
な
っ
て
い
た
小
高
い
畦
や
曲
り
-
ね
っ
た
用
水

路
は
な
-
在
り
地
名
も
廃
絶
す
る
運
命
に
あ
る
｡

こ
の
た
め
､
こ
の
事
業
に
よ
っ
て
廃
絶
す
る
原
型

と
実
態
を
可
能
を
限
り
記
録
･
保
存
す
る
と
と
も
に

出
土
す
る
で
あ
ろ
う
遺
物
や
遺
構
は
､
考
古
･
歴
史

の
両
部
門
か
ら
調
査
･
研
究
を
す
す
め
る
必
要
に
追

ま
ら
れ
て
い
る
｡
父
祖
伝
来
の
水
田
､
土
を
耕
や
し

で
き
た
人
に
と
っ
て
は
へ
　
こ
れ
ま
で
の
姿
を
懐
し
み

変
り
ゆ
-
こ
と
へ
の
ね
び
し
さ
は
隠
し
切
れ
ぬ
も
の

が
あ
る
だ
ろ
う
｡
さ
り
と
て
'
省
力
化
･
機
械
化
に

ょ
っ
て
地
力
の
頂
点
に
稲
穂
を
実
ら
せ
る
こ
と
は
怠

っ
て
は
な
ら
な
い
｡
産
業
の
発
展
と
郷
土
の
歴
史
の

両
面
か
ら
深
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
事
業
で
あ
る
｡

(
前
社
会
教
育
係
長
　
大
日
方
健
)



部3槌剃中書桔'.'可(昭和35年7 I)26Il )　G)1977. 8.25

大町市の善一王子神社

舵請請子
-山

ほ
場
整
備
と
文
化
財

仁
科
三
湖
を
源
に
し
た
農
具
川
や
`
北
ア
ル
プ
ス

を
水
源
に
も
つ
鹿
島
川
･
高
瀬
川
扇
状
地
上
に
開
墾

さ
れ
た
幾
筋
か
の
用
水
堰
に
よ
り
潅
漑
さ
れ
る
広
大

を
大
町
市
樹
辺
の
水
田
地
帯
に
は
､
古
代
･
中
世
以

来
現
代
ま
で
重
味
あ
る
文
化
を
表
徴
す
る
古
社
寺
･

域
館
跡
･
宿
場
等
が
美
称
に
預
れ
れ
た
山
麓
や
湖
畔

に
鼓
を
豊
か
な
水
田
中
に
往
古
か
ら
の
繁
栄
を
物
語

っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
貴
重
を
文
化
財
を
産
ん
だ
経

済
的
基
盤
は
古
代
･
中
世
に
お
い
て
は
大
地
と
水
で

あ
っ
た
｡
つ
ま
り
良
好
を
耕
土
を
も
つ
水
田
と
､
こ

れ
を
潅
漑
す
る
た
め
に
開
墾
さ
れ
た
用
水
堰
の
導
入

に
よ
り
生
産
さ
れ
た
米
に
よ
る
経
済
力
で
あ
っ
た
｡

お
そ
ら
く
潅
漑
用
水
堰
閥
繋
以
前
の
大
町
市
周
辺
は

原
野
で
松
･
槍
･
-
ぬ
ぎ
･
ほ
ん
の
木
等
が
密
生
し

小

　

穴

　

喜

一

た
密
林
を
な
し
､
た
め
に
一
握
り
の
米
も
生
産
で
き

な
か
っ
た
は
づ
で
あ
る
｡
そ
れ
が
古
代
･
中
世
･
近

世
･
現
代
と
祖
先
の
カ
に
よ
っ
て
順
次
開
拓
さ
れ
て

豊
か
を
水
田
と
集
落
の
発
生
を
可
能
に
し
た
｡
こ
の

子
年
以
上
に
あ
た
り
営
々
と
積
み
重
ね
ら
れ
た
文
化

財
を
包
蔵
し
た
大
地
が
､
今
や
国
素
的
大
事
業
で
あ

る
ほ
甥
整
備
事
業
に
よ
り
全
面
ブ
ル
ト
ー
サ
ー
で
平

即
化
さ
れ
､
一
枚
毎
に
歴
史
を
秘
め
た
個
性
あ
る
水

田
形
が
'
幅
三
〇
メ
ー
ト
ル
長
さ
.
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
枚
三
〇
ア
ー
ル
の
面
積
を
も
つ
矩
形
水
田
に
単
一

化
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
現
在
水
田
中
に
走
る
用
水
堰

･
道
端
･
土
崩
･
上
惟
･
微
地
形
･
地
名
･
地
番
･

地
物
･
埋
蔵
文
化
財
･
〓
碑
伝
承
等
は
永
久
に
消
滅

か
移
動
の
運
命
に
あ
る
｡
つ
ま
り
郷
士
の
歴
史
を
ほ

ど
く
鍵
が
地
上
か
ら
永
久
に
抹
殺
さ
れ
る
の
で

あ
る
｡古

代
開
発
の
姿
か
消
滅
す
る

古
代
人
は
湧
水
･
沢
木
を
飲
用
水
･
潅
漑
用

水
に
し
､
水
源
に
は
間
の
神
･
弁
天
様
を
祀
り
､

そ
の
前
面
の
｢
ふ
け
田
｣
と
呼
称
さ
れ
る
湿
田

一
グ
ラ
イ
層
)
を
水
田
と
し
た
｡
附
近
の
微
段

丘
や
自
然
提
防
の
微
意
地
上
に
住
み
､
そ
こ
に

は
弥
生
･
土
師
･
須
恵
等
の
土
器
や
窯
跡
が
発

見
さ
れ
る
､
水
田
中
に
は
し
ゃ
ぐ
じ
　
(
原
始
集

落
神
)
､
吉
富
等
の
｢
小
名
一
が
あ
り
､
古
墳

も
み
と
め
ら
れ
'
わ
れ
わ
れ
祖
先
の
故
地
が
し

の
ば
れ
､
古
代
開
発
の
縫
綿
が
推
定
さ
れ
る
｡

こ
の
古
代
開
発
の
範
囲
を
決
定
し
て
い
る
虫
垂

を
湿
田
地
帯
が
一
切
姿
を
消
し
て
行
く
｡

耕
地
の
微
地
形
か
消
滅
す
る

祖
先
た
ち
は
士
地
の
徽
高
低
を
巧
み
に
活
用

し
て
無
理
の
な
い
聞
出
を
行
っ
て
い
る
｡
か
ま

ぽ
こ
型
の
微
高
陵
線
上
に
幹
線
水
路
を
一
直
線
に
開

馨
し
､
そ
れ
を
中
心
に
し
て
両
側
や
前
方
へ
枝
堀
を

鳥
址
状
に
分
派
し
た
｡
幹
線
水
路
に
沿
っ
て
住
居
を

構
え
､
か
つ
て
の
河
川
敷
､
池
沼
の
あ
っ
た
凹
地
帯

の
湿
田
と
か
､
耕
土
　
(
表
土
)
　
の
深
い
原
野
を
選
ん

で
水
田
を
造
成
し
た
｡
土
地
が
南
に
傾
い
て
い
る
と

か
北
に
傾
い
て
い
る
と
か
は
水
田
経
営
に
大
き
な
条

件
と
在
っ
て
い
た
｡
用
水
堰
は
こ
の
傾
斜
に
沿
っ
て

す
べ
て
間
髪
さ
れ
て
い
る
巧
み
さ
に
欝
く
の
で
あ
る
｡

現
在
の
集
落
立
地
さ
え
こ
れ
と
同
型
で
'
生
産
性
豊

か
な
貴
重
を
土
地
は
水
田
化
さ
れ
､
集
落
は
比
較
的

高
燥
地
に
固
定
化
し
て
い
る
｡
こ
の
微
地
形
利
用
の

開
発
過
程
が
消
え
て
い
-
｡

土
壌
の
性
質
と

そ
の
深
浅
か
分
ら
な
く
な
る

租
先
は
大
地
の
見
分
け
に
驚
-
べ
き
眼
力
を
も
っ

て
い
た
｡
大
地
は
唯
一
の
資
源
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
｡
古
代
･
中
世
に
お
い
で
は
耕
土
三
〇
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
原
野
の
み
選
ば
れ
､
そ
れ
以
下
の
耕

土
帯
は
近
世
に
入
っ
て
開
発
し
て
い
る
こ
と
は
耕
土

分
布
調
査
の
結
果
実
証
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
肥
沃
度
へ

特
に
水
田
の
湛
水
日
数
(
平
均
七
日
内
外
)
　
の
長
い

好
条
件
の
土
地
を
選
ん
だ
か
ら
で
あ
る
｡
苦
労
し
て

導
水
し
た
乏
し
い
水
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
で
あ

っ
た
｡
江
戸
時
代
に
は
上
田
･
中
田
･
下
田
･
下
々

出
等
の
等
級
を
つ
け
て
税
の
基
準
と
し
た
｡
そ
の
よ

う
を
水
間
が
ど
こ
に
'
ど
ん
な
贋
が
り
を
も
っ
て
い

た
か
検
地
帳
･
古
文
毒
筆
に
記
録
は
残
っ
て
も
実
地

検
証
は
今
後
不
可
能
と
在
る
｡

用
水
堰
開
磐
に
よ
る

開
発
の
経
緯
か
消
滅
す
る

古
来
永
田
は
あ
る
一
定
の
広
ま
り
を
要
し
且
叉
堰

の
導
入
が
必
要
で
あ
っ
た
｡
し
か
も
こ
の
堰
は
水
の

流
れ
で
あ
る
か
ら
､
遭
人
目
と
藩
屏
を
終
始
一
陣
さ

せ
る
必
要
上
､
そ
の
地
方
の
地
形
全
体
を
一
単
位
に

考
え
ね
は
な
ら
を
か
っ
た
｡
従
っ
て
畑
作
地
と
異
な

り
､
必
ず
や
個
人
の
力
で
な
-
多
数
の
人
々
が
強
大

を
社
会
構
造
の
も
と
に
､
統
制
あ
る
共
同
体
の
カ
で

構
築
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
｡
従
っ
て
堰
に
し
て

も
水
門
に
し
て
も
､
そ
の
改
廃
は
容
易
で
左
-
､
個

人
の
自
由
に
在
ら
ず
'
現
在
に
お
い
て
さ
え
上
地
台

帳
に
あ
る
朱
引
(
道
路
)
･
青
線
(
水
路
)
　
は
巌
と

し
て
動
か
し
た
り
売
買
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
従

っ
て
水
路
網
は
人
体
に
お
け
る
血
管
脈
の
如
-
重
要

な
も
の
で
あ
り
､
公
共
全
体
性
が
強
-
保
守
伝
統
悟

が
重
ん
じ
ら
れ
､
た
め
に
多
-
の
も
の
は
水
川
開
発

当
初
の
も
の
で
あ
る
｡

一
枚
毎
の
水
田
に
入
る
毛
細
管
的
用
水
堰
(
樹
堰

)
は
氾
濫
原
の
も
の
以
外
は
有
史
以
来
不
動
の
も
の

で
あ
り
古
代
･
中
世
の
姿
を
そ
の
ま
､
と
ど
め
て
い

る
｡
従
っ
て
こ
の
毛
細
管
的
用
木
堰
の
腰
間
範
囲
が
､

幹
線
水
路
に
よ
る
開
拓
の
経
国
で
あ
る
こ
と
を
実
証

し
て
い
る
｡
幹
線
水
路
の
取
水
口
の
位
請
が
河
川
の

遷
急
点
か
埋
横
谷
に
あ
る
の
か
､
安
定
し
た
岩
盤
利

用
の
不
動
点
か
､
又
は
生
れ
-
に
よ
る
揚
水
方
法
か
､

分
水
口
の
施
設
､
分
水
率
･
特
に
卓
越
時
に
お
け
る

分
水
論
争
･
更
に
堰
筋
が
自
然
流
を
そ
の
ま
ま
利
用

し
た
蛇
行
流
露
か
､
計
画
的
な
直
線
的
流
路
か
'
そ

こ
に
堰
土
手
が
有
る
か
無
い
か
､
堪
底
の
水
田
面
に

対
す
る
深
度
等
が
新
旧
判
別
の
手
か
か
り
と
在
る
｡

一
般
に
堰
の
呼
称
が
何
々
源
､
何
々
溝
･
何
々
井

･
何
々
川
の
場
合
は
中
世
以
前
､
何
々
堰
の
場
合
は

そ
れ
以
降
と
判
別
さ
れ
､
縦
堰
と
こ
れ
を
瞬
断
す
る

桟
堰
と
の
交
錯
形
態
で
｢
上
施
し
で
櫨
断
か
'
｢
底

樋
｣
で
梯
断
か
'
梯
堰
が
縦
堰
へ
流
入
す
る
ス
ト
ノ

ブ
形
態
等
か
ら
両
者
の
開
墾
順
位
が
判
明
し
､
こ
の

交
錯
形
態
か
ら
網
田
の
如
き
用
水
路
網
の
成
立
順
位

が
解
明
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
水
利
権
､
堰
濃
い
'
水
利

慣
行
､
古
文
書
等
を
縫
合
す
れ
は
､
ほ
ぼ
水
田
開
発

が
ど
の
堰
か
ら
開
始
さ
れ
､
ど
の
よ
う
を
順
序
で
現

在
に
至
っ
た
が
の
経
過
が
判
明
す
る
｡
文
壇
幅
･
深

さ
･
更
に
そ
の
水
丑
　
(
一
反
夢
の
水
田
に
三
セ
ン
チ

満
水
の
場
合
約
三
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
の
水
必
要
)
測

定
に
よ
り
潅
漑
面
積
を
求
め
､
木
田
の
湖
水
日
数
を

併
せ
て
検
討
す
れ
ば
､
そ
の
堰
の
閏
発
経
国
が
想
定

さ
れ
る
｡
こ
の
方
法
は
特
に
古
代
開
発
の
範
囲
考
定

に
役
立
つ
｡
近
世
に
開
発
さ
れ
た
用
水
堰
は
十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
長
大
を
も
の
も
あ
り
､
等
肩
線
･

段
丘
･
中
腰
の
徴
地
形
を
巧
み
に
活
用
し
て
延
々
と

伸
び
'
堰
廃
が
周
囲
の
永
田
面
よ
り
高
い
場
合
が
あ
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こ山

り
大
規
模
な
堰
土
手
を
持
っ
て
い
る
｡
耕
土
の
浅
い

取
残
さ
れ
た
土
地
を
開
発
し
､
文
語
も
整
い
水
利
権

も
明
瞭
で
あ
る
｡

以
上
の
如
-
用
水
堰
の
造
腺
と
管
理
運
営
は
古
代

よ
り
現
代
ま
で
､
そ
の
土
地
に
住
ん
で
き
た
祖
先
が

残
し
て
く
れ
た
最
も
重
要
な
文
化
財
で
､
村
落
共
同

体
ぼ
堰
を
中
心
に
し
て
成
立
し
て
い
た
｡
用
水
堰
こ

そ
郷
土
の
歴
史
を
物
語
る
最
も
基
盤
的
な
文
化
財
で

あ
る
｡
古
墳
･
住
居
址
･
社
寺
･
城
跡
･
宿
駅
そ
の

他
も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
へ
こ
の
用
水
堰
に
よ
っ
て
生

産
蓄
積
さ
れ
た
結
晶
と
し
て
の
文
化
財
で
あ
る
｡
こ

の
重
要
な
開
発
の
鍵
を
秘
め
た
古
代
か
ら
の
堰
筋
網

が
'
ほ
場
整
備
に
よ
り
一
切
壊
滅
し
て
､
味
気
を
失

っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
直
線
水
路
に
変
貌
す
る
｡

地
番
と
地
番
境
が
消
滅
す
る

市
町
村
役
場
の
重
要
書
類
で
あ
る
｢
土
地
台
帳
｣

に
は
一
枚
毎
の
田
･
畑
に
地
番
が
記
さ
れ
､
そ
れ
と

表
裏
一
体
と
在
っ
て
い
る
｢
地
籍
図
｣
　
(
｣
窃
図
)

に
は
地
番
と
地
番
境
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
地
番
を
打

っ
て
あ
る
順
序
に
よ
り
土
地
所
有
の
問
題
や
そ
の
土

地
の
歴
史
と
か
伝
統
が
う
か
が
え
る
｡
地
番
境
か
ら

一
枚
毎
の
水
田
型
が
わ
か
り
･
長
地
型
形
式
･
半
折

型
形
式
･
全
-
崩
れ
た
形
式
･
自
然
開
田
の
形
式
等

が
判
別
さ
れ
'
更
に
一
枚
毎
の
水
田
の
｢
水
口
｣
.

1
水
尻
｣
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
過
で
造
成
さ
れ
た
水

田
で
あ
る
か
が
想
定
さ
れ
る
｡
城
館
跡
･
社
寺
跡
･

遺
跡
等
は
地
番
規
の
在
り
方
の
上
に
史
跡
を
と
ど
め

て
お
り
､
そ
の
在
れ
･
方
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
そ

の
姿
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

水
田
地
域
に
あ
る
大
小
の
道
か
消
滅
す
る

｢
地
籍
図
｣
上
に
は
俗
に
｢
馬
入
れ
｣
と
呼
ん
で

い
る
朱
引
の
公
道
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
路
線
に

は
誰
の
馬
で
も
入
る
権
利
が
あ
り
､
最
低
幅
六
尺
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
｡
｢
馬
入
れ
｣
道
路
に
よ
っ
て
少

く
と
も
江
戸
時
代
に
潮
り
､
戎
庄
中
世
以
前
ま
で
湖

り
得
る
古
い
時
代
の
通
の
在
り
方
を
あ
る
程
度
ま
で

探
ぐ
る
手
か
か
り
を
う
ろ
こ
と
が
で
き
る
｡
路
傍
に

大
門
が
あ
っ
た
と
か
､
鳥
居
が
あ
っ
て
お
祭
り
の
参

道
で
あ
っ
た
と
か
､
牧
場
へ
通
じ
た
道
で
あ
っ
た
と

か
､
そ
こ
が
村
の
木
戸
口
で
あ
っ
た
と
か
､
こ
の
道

は
あ
の
峠
を
越
え
て
古
道
へ
通
じ
て
い
た
と
か
､
興

味
深
い
示
薩
を
物
語
っ
て
い
る
道
路
が
完
全
に
姿
を

消
し
､
第
何
号
路
線
の
呼
称
を
も
つ
コ
ン
ク
リ
ー
ト

舗
装
の
直
線
道
路
に
変
る
｡

口
碑
伝
承
が
貝
体
的
な

そ
の
地
点
か
ら
消
え
去
る

例
え
ば
山
中
の
沼
地
が
欠
潰
し
て
そ
こ
に
あ
っ
た

水
田
も
墓
も
押
し
流
さ
れ
､
寺
も
他
へ
移
動
し
た
と

か
､
あ
そ
こ
に
ド
ブ
が
あ
っ
て
湧
水
が
い
つ
も
豊
か

に
お
き
､
そ
の
上
方
に
八
幡
様
が
も
と
あ
っ
た
､
村

の
発
生
は
あ
の
宮
前
地
籍
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
か
､

水
田
中
の
小
丘
に
柳
の
古
木
が
あ
り
そ
こ
に
詞
が
あ

っ
て
お
王
様
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
か
､
川
の
氾
濫
で

あ
す
こ
の
土
手
ま
で
い
つ
も
水
が
つ
い
て
き
た
が
､

こ
の
晴
上
は
安
全
な
場
所
で
あ
っ
た
と
か
等
々
そ
の

地
域
を
含
め
て
そ
の
集
落
な
り
地
方
全
体
に
つ
い
て

語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
口
碑
伝
承
が
具
体
的
な
そ
の

地
点
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
う
｡

埋
蔵
文
化
財
が
失
わ
れ
る

ほ
場
整
備
の
た
め
何
台
か
の
ブ
ル
ト
ー
ザ
-
が
同

時
に
速
い
カ
で
水
田
を
広
-
潔
-
掘
り
返
す
た
め
､

地
下
に
包
蔵
さ
れ
て
い
た
石
器
､
土
器
､
住
居
地
は

ひ
と
た
ま
り
も
な
く
ひ
っ
-
り
返
さ
れ
る
｡
多
-
は

全
然
気
づ
か
す
に
仕
事
が
進
め
ら
れ
貴
重
な
埋
蔵
文

化
財
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
失
わ
れ
て
い
-
｡
そ
こ
に
伸
か

出
土
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
予
知
で
き
る
場
合
の
事

前
調
査
と
か
､
突
然
出
土
が
発
見
さ
れ
た
場
合
当
然

当
局
に
連
絡
し
て
記
録
に
止
め
る
こ
と
が
緊
急
事
で

あ
る
｡
わ
か
っ
て
い
て
も
れ
か
ら
な
い
よ
う
に
そ
の

ま
ま
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
こ
と
は
地
方
史
解
明

に
と
っ
て
一
大
損
失
で
あ
る
｡

地
名
が
消
え
て
い
く

水
田
や
畑
に
は
寺
や
し
き
･
-
ね
ぞ
い
･
芝
宮
･

く
ぼ
田
･
水
分
･
押
出
し
･
道
ぞ
い
等
々
の
地
名
が

あ
る
･
祖
先
が
地
名
を
つ
け
る
に
は
そ
れ
だ
け
の
事

由
が
あ
り
愛
着
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
｡
た
と
え
関

係
の
文
献
史
料
が
な
-
で
も
地
名
を
手
が
か
り
と
し

で
､
そ
の
土
地
の
開
発
過
程
や
､
そ
こ
に
起
っ
た
も

ろ
も
ろ
の
事
象
の
あ
と
を
深
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

そ
の
地
名
が
ほ
場
整
備
に
よ
っ
て
変
貌
し
て
所
在
が

不
明
と
在
り
､
更
に
そ
の
地
名
そ
の
も
の
が
不
用
化

す
る
た
め
､
た
ち
ど
こ
ろ
に
消
滅
し
て
し
ま
い
忘
れ

去
ら
れ
る
運
命
に
終
着
し
て
い
る
｡
ほ
場
整
備
事
業

は
国
家
的
要
請
の
大
事
業
で
あ
る
か
ら
､
こ
れ
に
協

力
し
て
そ
の
成
果
の
あ
が
る
こ
と
を
期
待
す
べ
き
は

当
然
で
あ
る
｡
し
か
し
永
久
に
消
え
て
い
く
も
の
を

見
逃
す
の
で
な
-
､
何
と
か
し
て
記
録
に
残
す
工
夫

と
熱
意
が
必
要
で
あ
る
｡

消
滅
し
て
い
く
い
-
つ
か
の
文
化
財
に
つ
い
て
具

体
例
を
挙
げ
て
み
た
の
で
あ
る
が
'
先
ず
第
一
に
｢

地
籍
図
｣
と
｢
土
地
台
帳
｣
を
永
年
保
存
に
し
､
第

二
に
事
業
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
実
測
図
･
航
空
写

真
･
詣
記
録
を
永
年
保
存
に
す
べ
き
で
あ
る
｡
第
三

に
そ
の
地
域
の
例
え
ば
堰
筋
･
分
水
点
･
道
路
･
水

田
型
･
並
木
･
石
造
文
化
財
等
は
ス
ラ
イ
ド
･
フ
イ

ル
ム
･
ス
ケ
ッ
チ
等
に
残
し
た
い
｡
尚
水
利
に
ま
つ

わ
る
昔
か
ら
の
村
の
組
織
運
営
と
そ
の
伝
承
･
慣
行

･
文
書
等
を
も
含
め
て
村
落
共
同
体
の
実
態
を
詳
録

に
残
し
た
い
｡
上
旧
市
塩
田
平
の
生
f
l
足
鳥
神
社
前

面
の
水
田
･
両
班
田
新
町
地
区
の
木
田
･
染
屋
台
岩

門
地
区
の
水
間
等
に
は
古
代
･
中
世
の
歴
史
を
秘
め

た
広
大
な
水
田
地
帯
が
腰
間
し
て
い
た
が
､
す
で
に

は
甥
整
備
が
完
全
に
施
行
さ
れ
て
い
た
｡
三
地
区
と

も
車
前
調
査
は
全
-
行
わ
れ
て
お
ら
ず
､
残
さ
れ
た

構
密
を
実
測
図
､
航
空
写
真
等
も
ほ
と
ん
ど
散
逸
し

て
お
り
､
た
め
に
わ
ず
か
に
伝
っ
た
古
地
図
･
古
記

銀
を
た
よ
り
に
苦
闘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
ほ
場
盤

偶
の
た
め
消
滅
鼓
は
移
動
の
運
命
に
あ
る
数
々
の
文

化
財
は
､
す
べ
て
記
録
や
7
-
ル
ム
に
と
ど
め
る
事

前
調
査
と
､
そ
れ
に
伴
っ
て
作
熟
さ
れ
る
関
係
預
料

の
永
久
保
存
は
お
れ
わ
れ
祖
先
の
た
め
に
も
､
且
又

そ
の
地
域
の
貴
重
を
歴
史
を
残
す
た
め
に
も
如
何
に

重
婆
で
あ
り
緊
急
事
で
あ
る
が
を
癖
盛
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
｡
　
　
　
(
信
濃
吏
享
会
評
議
員
)
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ほ
場
整
備
事
業
予
定
地
の
総
合
調
査

-
長
野
県
大
町
市
の
事
例
か
ら
-
原
　
田
　
拡

最
近
各
地
で
施
行
さ
れ
て
い
る
は
場
整
備
事
業
は
､

大
規
模
の
面
積
を
対
象
と
し
て
い
る
草
か
ら
､
広
い

範
囲
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
'
何
と
い
っ
て
も
現

在
の
地
物
一
切
を
破
壊
す
る
車
が
'
最
大
の
問
題
点

で
あ
る
事
は
述
べ
る
ま
で
も
会
い
事
で
`
こ
れ
に
対

し
て
ど
の
様
に
対
応
す
る
か
が
今
後
の
課
題
で
あ
ろ

ぅ
か
と
思
う
｡
こ
こ
で
長
野
県
大
町
市
の
事
例
を
一

ケ
ー
ス
と
し
て
'
そ
の
大
略
を
記
し
て
問
題
点
を
探

っ
て
見
た
い
と
思
う
｡

ほ
場
整
備
事
業
の
計
画

同
市
の
土
地
改
良
区
が
計
画
を
進
め
て
い
る
は
場

整
備
の
地
域
は
'
市
の
東
北
部
に
当
る
平
地
区
の
稲

尾
･
木
崎
･
借
馬
と
､
同
大
町
地
区
の
三
日
町
･
山

田
町
に
わ
た
る
所
で
､
国
鉄
の
大
糸
線
に
沿
い
'
木

崎
湖
の
東
岸
に
一
部
分
あ
る
他
は
'
木
崎
湖
よ
り
出

て
商
流
す
る
農
具
用
の
水
系
を
利
用
し
て
お
り
､
比

較
的
古
い
水
田
地
帯
で
あ
る
｡
計
画
面
積
は
二
三
一

ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
っ
て
昭
和
五
十
二
年
よ
り
六
ヶ
年

の
年
次
で
事
業
を
完
了
す
る
と
い
う
も
の
で
､
正
式

を
認
可
の
下
り
る
の
も
間
近
い
と
の
模
様
で
あ
る
｡

繕
全
調
査
の
問
題
点

は
場
整
備
事
業
は
主
と
し
て
各
地
の
古
い
水
田
地

帯
を
対
象
と
す
る
事
が
多
い
為
'
そ
れ
ぞ
れ
重
要
を

地
名
や
追
跡
を
予
定
地
内
に
抱
え
て
い
る
場
合
が
あ

り
､
ま
た
自
然
的
要
素
と
人
為
的
要
素
の
が
ら
み
合

っ
た
小
社
会
を
根
本
か
ら
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
､

と
い
っ
た
歴
史
の
一
区
切
と
も
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
､

専
業
開
始
を
前
に
予
定
地
域
内
の
総
合
調
査
が
ど
う

し
て
も
必
要
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
に
事
業
は
数
年
問

の
期
間
に
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
か
ら
､
そ

れ
に
見
合
う
様
に
調
査
方
針
を
定
め
れ
ば
よ
い
わ
け

で
'
季
節
的
に
も
冬
期
と
夏
期
の
二
大
別
に
し
た
方

法
を
ど
は
特
に
積
雪
地
帯
な
ど
で
は
一
つ
の
方
法
で

あ
ろ
う
と
思
あ
れ
る
｡
調
査
項
目
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地

方
の
特
色
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
'
大
町
市
の
場
合
は
､

昨
年
の
碁
に
調
査
団
の
結
成
を
行
う
と
同
時
に
こ
の

問
題
に
つ
い
て
討
議
を
し
た
結
果
､
自
然
･
地
理
･
考

古
･
歴
史
･
民
俗
の
五
項
目
に
つ
い
て
調
査
を
す
る
事

に
決
定
し
'
撞
組
織
で
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
対
象
を
選

定
す
る
と
共
に
､
そ
の
内
容
を
全
員
に
知
ら
せ
て
そ

れ
に
対
す
る
意
見
も
取
入
れ
て
い
-
と
い
う
体
制
を

と
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
て
い
よ
い
よ
本
調
査
に
入
る

の
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
本
調
査
を
ス
ム
ー
ス
に
行
う

為
に
は
予
備
調
査
が
更
に
必
要
と
在
っ
て
来
た
事
を
､

私
の
経
験
か
ら
述
べ
て
見
た
い
と
思
う
｡

予
備
調
査
の
重
要
性

ど
こ
の
地
方
で
も
そ
う
で
あ
る
が
､
開
発
事
業
が

あ
る
程
度
進
行
し
て
か
ら
､
そ
の
地
域
の
貴
重
を
遺

跡
な
ど
が
問
題
と
な
り
､
大
き
-
報
道
さ
れ
る
事
が

あ
る
け
れ
ど
も
､
そ
の
時
点
で
は
関
係
者
が
対
策
に

苦
慮
し
､
後
手
に
回
る
事
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
の

で
､
ほ
場
整
備
事
業
な
ど
の
大
形
開
発
が
計
画
さ
れ

る
地
域
で
は
､
予
備
調
査
を
早
急
に
実
施
し
て
､
そ

の
地
域
の
特
色
を
掴
ん
で
い
れ
ば
､
事
業
開
始
を
前

に
手
を
打
つ
事
が
出
来
て
､
文
化
遺
産
の
保
存
と
保

護
は
大
き
を
成
果
を
挙
げ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
｡予

備
的
調
査
の
現
状

正
式
を
予
備
調
査
で
は
な
い
の
で
､
こ
の
場
合
に

予
備
的
調
査
と
い
う
事
に
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る

が
､
私
は
今
回
の
大
町
市
内
に
計
旧
さ
れ
た
ほ
場
整

備
の
地
域
の
中
で
'
主
と
し
て
平
地
域
に
入
る
所
の

古
墳
や
追
跡
を
は
じ
め
､
社
寺
や
古
い
交
通
艶
や
そ

れ
ら
に
伴
を
う
地
名
や
出
土
品
な
ど
を
､
昭
和
四
十

室
御
領
の
仁
科
度
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
､

面
白
い
事
に
こ
の
仁
科

圧
と
南
の
仁
科
御
厨
(

伊
勢
の
皇
大
神
宮
領
)

は
､
信
濃
一
宮
と
い
あ

れ
た
諏
訪
神
社
や
､
安

曇
の
穂
高
神
社
の
造
営

に
奉
仕
し
て
い
を
い
歴

史
が
あ
り
､
こ
の
問
題

は
極
め
て
重
要
で
あ
っ

て
､
何
故
で
あ
る
が
は

現
在
答
え
ら
れ
な
い
が
､

恐
ら
く
こ
の
地
方
に
何

ら
か
の
強
い
権
限
が
与

え
ら
れ
て
お
り
､
造
営

や
祭
事
を
除
外
さ
れ
て

い
た
も
の
と
思
う
も
の

で
あ
る
｡
又
､
地
名
か

ら
見
れ
ば
借
馬
に
`
-

ね
元
･
サ
ン
ガ
イ
ト
ウ

･

在

か

い

の

く

ね

･

お

三
年
頃
か
ら
調
査
し
て
来
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
､

そ
の
結
果
は
私
な
り
に
多
-
の
問
題
点
を
知
る
事
と

な
り
､
そ
の
後
昨
年
の
馨
に
同
市
で
結
成
さ
れ
た
総

合
調
査
団
の
考
古
班
員
と
し
て
､
調
査
を
命
せ
ら
れ

る
事
と
な
っ
た
が
､
調
査
団
全
員
に
多
少
を
り
と
も

今
迄
の
資
料
を
報
告
し
て
､
調
査
に
役
立
て
て
い
る

状
況
で
あ
る
｡
今
迄
の
成
果
に
つ
い
て
大
略
述
べ
て

み
る
事
と
し
た
い
｡

先
ず
こ
の
地
方
の
歴
史
的
璃
規
に
つ
い
て
は
､
八

世
紀
頃
ま
で
は
特
笹
す
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
地
域
は
信
濃
固
安
=
忠
郵
相
上
郷
の
一
部
と
し
て
'

主
と
し
て
今
田
事
業
の
予
定
地
と
な
っ
た
'
農
具
用

の
溝
辺
に
古
代
集
落
が
展
開
し
て
い
た
も
の
と
想
像

し
て
い
る
が
､
氏
族
に
∴
係
観
の
存
在
を
思
わ
せ
る

も
の
が
あ
り
､
一
方
で
上
境
を
築
い
た
古
い
人
達
と
'

も
う
.
つ
は
積
石
塚
を
築
い
た
ヒ
世
紀
頃
の
新
来
の

人
道
に
よ
っ
て
､
こ
の
地
域
の
開
発
は
進
め
ら
れ
た

も
の
の
様
で
あ
る
っ
丈
献
上
か
ら
は
こ
の
地
方
は
皇

た
ち
-
ね
が
あ
っ
て
'
南
北
三
四
〇
L
･
<
東
西
六
五
〇

品
を
測
る
大
き
さ
で
あ
る
｡
古
代
の
尺
度
を
当
て
る

と
､
三
町
に
六
町
の
広
さ
に
匹
敵
し
､
そ
の
東
二
〇

〇
品
の
水
路
底
で
私
は
九
世
紀
初
頭
の
須
恵
器
片
を

沢
山
採
集
し
た
が
'
次
々
と
驚
く
事
ば
か
り
で
あ
る
｡

(
大
町
市
文
化
財
調
査
員
)
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