
う
な
連
座
制
な
ど
を
改
め
て
い
ま
す
。

徳
川
直
轄
地
の
特
殊
性

こ
れ
は
私
の
推
測
な
の
で
す
が
、
近

世
人
の
改
名
に
つ
い
て
の
話
で
す
。
新

撰
組
の
近
藤
勇
は
、
甲
陽
鎮
撫
隊
を
率

い
て
甲
府
城
の
占
拠
に
向
か
う
に
あ
た

っ
て
、
大
久
保
剛
、
土
方
歳
三
は
内
藤

隼
人
と
改
名
し
ま
す
。
一
方
、
東
山
道

軍
参
謀
と
し
て
土
佐
軍
と
因
幡
軍
を
率

い
る
乾
退
助
は
「
入
甲
」
に
あ
た
り
、

板
垣
退
助
と
改
名
し
ま
す
。

大
久
保
は
、
お
そ
ら
く
八
王
子
千
人

同
心
を
代
官
と
し
て
最
初
に
指
図
し
て
、

西
方
か
ら
の
江
戸
攻
撃
を
防
御
す
る
基

盤
を
つ
く
っ
た
大
久
保
長
安

な
が
や
す

（
８
ペ
ー
ジ

参
照
）
、
内
藤
は
江
戸
城
か
ら
府
内
麹
町
、

四
谷
門
を
経
て
多
摩
に
抜
け
る
道
筋
に

屋
敷
を
与
え
ら
れ
た
譜
代
大
名
内
藤
氏

（
高
遠
藩
）
の
名
字
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

対
す
る
乾
が
選
ん
だ
板
垣
姓
は
、
武
田

信
玄
の
重
臣
、
板
垣
信
形
か
ら
き
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

多
摩
地
域
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
将

軍
・
旗
本
領
と
い
う
直
轄
地
だ
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
東
照
神
君
（
家
康
）
、
東

照
大
権
現
へ
の
想
い
、
恩
頼
感
情
が
余よ

所そ

と
比
べ
て
根
強
い
。
そ
の
こ
と
は
、

千
人
同
心
や
新
撰
組
、
農
兵
、
さ
ら
に

は
武
州
一
揆
に
加
わ
っ
た
百
姓
に
も
見

ら
れ
ま
す
。
板
垣
姓
を
名
乗
る
こ
と
で
、

甲
州
に
点
在
す
る
武
田
家
遺
臣
や
領
民

が
徳
川
か
ら
離
れ
、
新
政
府
に
帰
順
す
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丘
隅
を
用
い
た

吉
宗
—
大
岡
ラ
イ
ン

富
士
山
が
１
７
０
７
年
（
宝
永
４
）
に

大
爆
発
し
て
、
噴
火
に
よ
る
降
灰
が
酒

匂
川
に
溜
ま
っ
た
こ
と
で
土
手
が
切
れ
、

足
柄
平
野
は
洪
水
の
常
襲
地
帯
と
な
り

ま
し
た
。
徳
川
吉
宗
は
、
そ
の
治
水
事

業
を
大
岡
越
前
守
忠
相
に
命
じ
、
大
岡

は
田
中
丘
隅
を
復
旧
工
事
の
責
任
者
に

任
じ
ま
し
た
。

田
中
丘
隅
（
４
ペ
ー
ジ
参
照
）
は
、
そ
の

仕
事
を
見
事
に
や
り
遂
げ
、
災
害
の
再

発
を
防
ぐ
仕
組
み
と
し
て
大
口
土
手
と

岩
流
瀬
土
手
に
中
国
・
夏
王
朝
初
代
の

禹
を
祀
り
ま
し
た
。
大
口
土
手
に
つ
く

ら
れ
た
碑
の
原
文
は
田
中
丘
隅
が
書
き
、

吉
宗
の
命
で
荻お

生
徂
徠

ぎ
�
う
そ
ら
い

が
添
削
し
、
大

岡
が
幕
府
代
表
と
し
て
検
分
に
訪
れ
た

と
い
い
ま
す
。

大
岡
越
前
守
忠
相
は
、
１
７
１
７
年

（
享
保
２
）
か
ら
19
年
間
江
戸
町
奉
行
を

務
め
ま
し
た
が
、
兼
職
の
形
で
１
７
２

２
年
（
享
保
７
）
関
東
地
方
御
用
掛

じ
か
た
ご
よ
う
が
か
り

に
任

じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
従
来
の
農
政
担
当

機
関
で
あ
る
勘
定
所
と
競
合
す
る
形
で
、

武
蔵
を
中
心
に
各
地
で
新
田
開
発
な
ど

の
農
政
を
担
当
し
ま
し
た
。

享
保
期
に
は
、
か
な
り
い
ろ
い
ろ
な

政
策
が
打
ち
出
さ
れ
、
歴
史
の
中
の
曲

が
り
角
と
し
て
大
き
な
も
の
で
し
た
。

律
（
刑
法
）
の
見
直
し
も
、
そ
の
一
つ
で

す
。
古
代
の
日
本
は
遣
唐
使
を
派
遣
し

て
、
中
国
の
律
令
政
治
の
仕
組
み
を
取

り
入
れ
ま
し
た
。
室
町
幕
府
の
時
代
は
、

中
国
と
の
間
に
冊
封
・
朝
貢
の
関
係
が

で
き
て
い
た
の
で
す
が
、
貿
易
（
勘
合
貿

易
）
利
益
を
得
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り

ま
し
た
し
、
そ
の
う
ち
に
中
断
状
態
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
遣

唐
使
の
廃
止
以
降
、
王
朝
が
交
代
す
る

た
び
に
改
編
さ
れ
た
中
国
の
律
を
学
ん

で
こ
な
か
っ
た
。
４
０
０
年
続
い
た
明

代
の
律
も
、
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
　

日
本
に
そ
う
い
う
こ
と
を
学
ぶ
儒
者

が
育
っ
て
き
た
、
と
い
う
背
景
も
あ
り

ま
す
。
紀
伊
藩
主
徳
川
光
貞
や
加
賀
藩

主
前
田
綱
紀
と
そ
の
周
辺
の
学
者
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
の
が
嚆
矢

こ
う
し

で
す
。
荻

生
徂
徠
な
ど
は
中
国
に
行
っ
た
こ
と
も

な
い
の
に
、
発
音
も
非
常
に
巧
み
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
刑
法
と
い
う
の
は
現
場

の
実
状
が
理
解
で
き
て
い
な
い
と
本
当

の
意
味
で
の
理
解
が
難
し
い
の
で
す
が
、

徂
徠
は
『
明
律
国
字
解
』
を
著
し
て
、

今
の
私
た
ち
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
に

書
き
下
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

光
貞
の
子
で
あ
る
徳
川
吉
宗
が
８
代

将
軍
に
な
っ
て
か
ら
幕
府
内
部
で
も
、

改
め
て
明
律
な
ど
の
研
究
を
も
参
考
に

し
な
が
ら
、
大
き
く
い
え
ば
「
寛
刑
化

か
ん
け
い
か

」

が
進
み
ま
し
た
。
今
の
表
現
を
使
え
ば
、

司
法
改
革
で
す
ね
。
戦
国
時
代
の
名
残

で
あ
る
「
や
ら
れ
た
ら
や
り
返
す
」
と

い
っ
た
よ
う
な
残
虐
刑
を
ゆ
る
め
、
特

に
遠
隔
の
血
縁
者
で
も
同
罪
に
す
る
よ

深谷 克己
ふかや  かつみ
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る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
す
。
乾
家
は
、

幸
い
に
し
て
板
垣
信
形
の
末
裔
で
も
あ

っ
た
の
で
、
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
な
改

名
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

八
王
子
千
人
同
心

武
蔵
国
多
摩
郡
八
王
子
（
現
・
八
王
子
市
）
に
配

置
さ
れ
た
郷
士
身
分
の
警
備
組
織
。
徳
川
家
康
の
江

戸
入
府
に
伴
い
、
１
６
０
０
年
（
慶
長
５
）
に
発
足

し
、
甲
州
口
（
武
蔵
・
甲
斐
国
境
）
の
警
備
と
治
安

維
持
が
任
務
と
さ
れ
た
。
初
代
の
統
括
者
は
、
代
官

頭
大
久
保
長
安
。
甲
斐
の
武
田
家
の
滅
亡
後
に
武
田

遺
臣
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
。
甲
斐
が
天
領
に
編
入

さ
れ
、
太
平
が
続
い
て
国
境
警
備
の
役
割
が
薄
れ
る

と
、
日
光
東
照
宮
を
警
備
す
る
日
光
勤
番
が
主
な
仕

事
と
な
っ
た
。

新
撰
組
が
ど
こ
で
崩
壊
し
た
か
を
判

断
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ

で
す
が
、
甲
陽
鎮
撫
隊
を
つ
く
っ
て
最

後
ま
で
応
戦
し
て
い
る
し
、
そ
の
資
金

を
全
部
で
は
な
い
と
し
て
も
、「
大
政

奉
還
」
し
た
後
の
江
戸
城
の
指
揮
者
ク

ラ
ス
が
資
金
を
渡
し
て
い
ま
す
か
ら
、

京
都
で
敗
退
し
た
と
き
が
終
わ
り
と
は

い
え
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
ろ
に
は
幕
府
の

老
中
会
議
は
崩
壊
し
て
い
る
ん
で
す
が
、

京
都
で
は
近
藤
に
大
名
格
を
与
え
て
い

ま
す
。

江
戸
城
か
ら
一
番
直
近
の
防
備
線
は

麹
町
、
次
が
多
摩
、
そ
の
先
端
が
八
王

子
で
、
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
の
が
、
甲

府
城
。
陽
と
い
う
の
は
州
と
同
じ
意
味

で
、
甲
州
の
こ
と
。
甲
府
城
を
い
ち
早

く
奪
取
し
て
、
幕
府
の
回
復
を
図
ろ
う

と
し
て
、
近
藤
は
大
久
保
、
土
方
は
内

藤
と
名
乗
っ
た
。
そ
こ
に
私
は
、
彼
ら

が
江
戸
を
守
る
、
と
い
う
意
気
込
み
を

見
る
の
で
す
。

徳
川
が
江
戸
に
入
府
す
る
き
っ
か
け

に
な
っ
た
の
は
、
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原

攻
め
で
し
た
。
関
東
の
覇
者
で
あ
る
後

北
条
氏
の
小
田
原
城
に
は
支
城
が
58
も

あ
っ
て
、
江
戸
城
も
八
王
子
城
も
そ
れ

ら
の
一
つ
で
す
。
小
田
原
攻
め
で
は
八

王
子
城
で
玉
砕
型
の
激
戦
が
行
な
わ
れ

て
い
ま
す
。
江
戸
城
攻
撃
を
担
当
し
た

の
は
、
徳
川
勢
。
で
す
か
ら
家
康
は
、

江
戸
は
西
か
ら
攻
撃
を
受
け
や
す
い
こ

と
を
痛
感
し
て
い
た
の
で
す
。
　
　

当
時
、
社
会
の
動
揺
が
大
き
く
な
っ

て
悪
ね
だ
り
や
強
盗
な
ど
が
増
え
ま
し

た
が
、
安
全
を
保
障
す
る
領
主
の
力
は

衰
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
各
地
の

豪
農
の
間
で
は
、
自
衛
の
必
要
を
考
え

て
剣
術
稽
古
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

八
王
子
宿
と
高
井
戸
宿
の
中
間
に
置
か

れ
た
日
野
宿
の
名
主
問
屋
の
佐
藤
彦
五

郎
も
、
自
邸
の
一
角
に
出
稽
古
用
の
道

場
を
設
け
て
い
ま
す
。
天
然
理
心
流
の

剣
士
、
沖
田
総
司
ら
が
出
張
し
て
き
て
、

村
の
若
者
た
ち
に
剣
術
を
教
え
て
い
ま

す
。
農
兵
は
、
洋
式
の
出
で
立
ち
で
銃

砲
の
調
練
を
行
な
い
、
千
人
同
心
と
は

ほ
と
ん
ど
関
係
を
持
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。

１
８
６
６
年
（
慶
応
２
）
の
武
州
一
揆

（
通
称
、
名
栗
の
ぶ
っ
こ
わ
し
）
鎮
圧
や
八
王

子
で
の
薩
摩
浪
士
捕
縛
に
も
尽
力
し
て

い
ま
す
。
日
野
宿
で
は
、
多
摩
を
支
配

し
て
い
た
伊
豆
代
官
の
江
川
太
郎
左
衛

門
の
指
示
で
、
郷
土
防
衛
意
識
を
持
っ

た
在
村
武
装
集
団
も
つ
く
ら
れ
、
江
川
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農
兵
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

土
方
歳
三
の
姉
と
結
婚
し
、
新
撰
組

の
支
援
者
で
も
あ
っ
た
彦
五
郎
た
ち
は
、

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
に
敗
れ
て
江
戸
に
戻

っ
て
き
た
近
藤
た
ち
を
迎
え
、
兵
糧
隊

と
し
て
農
兵
隊
（
春
日
隊
）
を
組
織
し
、

甲
陽
鎮
撫
隊
に
も
加
わ
っ
て
い
ま
す
。

近
世
の
身
分
制

江
戸
時
代
の
身
分
制
の
特
徴
は
、

「
身
分
別
に
支
配
す
る
」、
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す
。
町
奉
行
所
の
役
人
た

ち
は
、
旗
本
に
も
寺
社
に
も
手
が
出
せ

な
い
。
身
分
の
高
低
と
い
う
よ
り
も
、

属
す
る
身
分
集
団
が
違
う
と
監
督
・
監

察
す
る
者
も
違
う
。
こ
れ
を
「
筋
違
い
」

と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
身
分
別
支
配
と

い
う
の
が
近
世
的
な
特
徴
で
す
。

御
三
家
の
紀
州
藩
主
か
ら
将
軍
に
な

っ
て
江
戸
に
乗
り
込
ん
で
き
た
吉
宗
は
、

御
三
家
出
身
の
将
軍
と
い
っ
て
も
宗
家

筋
で
は
な
い
。
自
分
一
人
が
乗
り
込
ん

で
も
、
権
力
は
形
成
で
き
な
い
。
そ
こ

で
紀
州
藩
か
ら
二
、
三
百
人
、
家
来
を

引
き
連
れ
て
き
た
。
三
河
以
来
の
旗
本

で
は
な
く
、
新
参
の
旗
本
や
御
家
人
で

す
。
そ
れ
ま
で
の
諜
報
組
織
で
あ
る
伊

賀
者
も
甲
賀
者
も
信
用
し
な
い
。
御
庭

番
と
い
う
組
織
を
設
け
て
紀
州
出
身
の

者
を
使
う
。
江
戸
城
政
治
で
も
同
じ
で

す
。
や
が
て
江
戸
城
政
治
は
、
紀
州
系

の
人
材
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
代
表
的
な
人
物
が
田
沼
意
次

お
き
つ
ぐ

て
、
解
決
で
き
な
い
問
題
が
増
え
て
き

た
か
ら
で
す
。
明
律
の
研
究
も
中
国
の

真
似
を
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
紛

争
解
決
を
図
る
た
め
に
、
東
ア
ジ
ア
の

蓄
積
、
特
に
中
国
の
刑
法
に
つ
い
て
、

も
う
一
度
研
究
し
直
そ
う
と
し
た
こ
と

に
あ
り
ま
す
。
　

裁
判
の
た
め
に
宿
屋
（
公
事
宿
）
に
逗

留
し
て
、
訴
状
を
出
し
判
決
を
待
つ
遠

方
の
百
姓
な
ど
も
多
く
い
ま
し
た
。
訴

訟
代
表
者
を
送
り
出
し
た
村
か
ら
す
る

と
、
非
常
に
費
用
が
か
さ
む
。
そ
う
い

う
状
況
が
、
吉
宗
の
膝
元
の
江
戸
で
生

ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
、
吉
宗
は
対
応

し
た
わ
け
で
す
。
田
中
丘
隅
も
、
川
崎

宿
名
主
の
と
き
に
、
江
戸
に
訴
訟
で
赴

く
人
の
苦
労
話
を
聞
い
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

『
民
間
省
要
』
を
著
す
背
景

田
中
丘
隅
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
、

長
大
な
意
見
書
で
あ
る
『
民
間
省
要
』

の
解
説
と
し
て
、
法
政
大
学
名
誉
教
授

の
村
上
直
さ
ん
た
ち
が
平
川
家
本
か
ら

ま
と
め
て
い
る
も
の
が
一
番
新
し
く
、

正
確
な
も
の
で
す
。
例
え
ば
「
キ
ュ
ウ

グ
」
と
い
う
名
前
に
つ
い
て
も
、
本
人

が
書
い
た
よ
う
に
休
に
愚
と
し
た
ほ
う

が
い
い
と
提
言
し
て
い
ま
す
。

新
政
府
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
の
間
、

国
会
開
設
運
動
、
自
由
民
権
運
動
と
い

わ
れ
る
活
動
が
広
ま
っ
た
時
期
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
こ
ろ
、
建
白
の
時
代
と
呼

で
す
。
父
親
が
吉
宗
に
従
っ
て
和
歌
山

か
ら
江
戸
に
来
る
。
そ
の
子
の
意
次
が

吉
宗
以
降
三
代
の
将
軍
の
「
恩
寵
」
で

５
万
石
ク
ラ
ス
の
大
名
に
な
り
、
政
策

を
牽
引
し
ま
し
た
。

吉
宗
が
確
立
し
た
、
い
わ
ば
「
紀
州

王
朝
」
の
顕
著
な
例
が
、
御
三
卿

ご
さ
ん
き
ょ
う

（
吉

宗
が
分
立
し
た
徳
川
氏
の
一
族
。
田
安
徳
川
家
と

一
橋
徳
川
家
と
清
水
徳
川
家
）
で
す
。
吉
宗

の
孫
の
家
治
の
子
で
「
世
子
」
に
決
ま

っ
て
い
た
家
基
が
若
く
し
て
急
死
し
た

こ
と
か
ら
、
さ
っ
そ
く
御
三
卿
の
一
橋

家
か
ら
家
斉
が
出
て
11
代
将
軍
に
な
り

ま
し
た
。

吉
宗
が
目
安
箱
を
江
戸
城
の
評
定
所

近
く
の
門
に
出
し
て
、
投
書
を
大
い
に

奨
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
分
の
訴
え

を
捨
文
の
形
に
す
る
こ
と
が
流
行
り
ま

し
た
。
日
本
橋
に
は
目
安
提
出
推
奨
の

高
札
が
出
さ
れ
、
三
つ
内
容
を
奨
め
て

い
ま
す
。
一
は
政
治
向
き
（
お
仕
置
き
筋
）

の
改
革
案
、
二
は
悪
政
の
事
実
（
私
曲
・

非
分
）
事
例
、
三
は
裁
判
の
遅
滞
（
永
々

捨
て
置
き
）
の
言
い
分
で
す
。「
裁
判
が

遅
れ
て
い
る
」
と
い
う
苦
情
が
増
え
た

背
景
に
は
、
民
間
の
経
済
活
動
が
活
発

に
な
っ
た
た
め
に
、
訴
訟
が
増
え
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
犯
罪
と
い
う
よ
り
、

利
害
の
も
つ
れ
か
ら
訴
訟
に
及
ぶ
者
が

増
え
る
一
方
で
、
領
分
を
越
え
る
紛
争

で
は
江
戸
の
評
定
所
で
裁
判
を
行
な
い

ま
し
た
。

吉
宗
が
刑
法
を
改
革
し
よ
う
と
考
え

た
の
は
、
法
と
実
際
と
に
齟
齬

そ
ご

が
で
き



ば
れ
て
多
く
の
人
が
意
見
を
提
出
し
ま

し
た
。
江
戸
時
代
は
、
以
前
は
言
論
な

ど
ほ
ど
遠
い
イ
メ
ー
ジ
と
と
ら
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
近
年
は
見
直
さ
れ
て

い
ま
す
。
田
中
丘
隅
の
よ
う
に
下
か
ら

意
見
を
出
し
た
事
例
は
た
く
さ
ん
あ
り
、

献
言
（
建
言
）
の
時
代
と
い
え
ま
す
。
建

白
も
似
た
言
葉
で
す
が
、
多
少
主
張
の

度
合
い
が
強
い
と
解
さ
れ
る
た
め
、
明

治
以
降
は
、
特
定
の
主
君
の
み
で
な
く

公
に
訴
え
出
る
場
合
に
建
白
と
い
う
言

葉
が
用
い
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

主
君
か
ら
「
異
見
」（
自
説
を
主
張
す
る

の
で
、
意
見
よ
り
異
見
と
表
記
す
る
こ
と
が
多
い
）

を
言
え
、
と
言
わ
れ
て
家
臣
が
主
君
に

建
言
す
る
こ
と
は
諫
言

か
ん
げ
ん

と
い
わ
れ
ま
す
。

主
君
が
家
臣
か
ら
誓
詞
を
徴
す
る
と
き

に
は
、
考
え
た
異
見
を
必
ず
言
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
内
容
を
入
れ

る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
行

政
実
務
を
根
気
良
く
や
る
こ
と
と
合
わ

せ
て
、
戦
国
の
槍
働
き
の
忠
義
（
武
功
）

で
な
く
、
近
世
的
な
忠
義
で
あ
る
と
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
17
世
紀

の
名
君
と
い
わ
れ
た
池
田
光
政
も
、
既

に
そ
う
し
た
誓
約
を
徴
し
て
い
ま
す
。

池
田
光
政
（
１
６
０
９
〜
１
６
８
２
年
）

西
国
将
軍
と
呼
ば
れ
た
池
田
輝
政
の
孫
。
水
戸

藩
主
の
徳
川
光
圀
、
会
津
藩
主
の
保
科
正
之
と
並

び
、
江
戸
時
代
初
期
の
三
名
君
と
称
さ
れ
て
い
る
。

７
歳
の
と
き
に
42
万
石
の
姫
路
藩
主
で
あ
る

父
・
利
隆
が
死
去
。
幼
少
を
理
由
に
因
幡
鳥
取
藩

32
万
５
０
０
０
石
に
減
転
封
と
な
る
。
叔
父
・
池

田
忠
雄
の
死
去
に
伴
い
、
岡
山
藩
31
万
５
０
０
０

石
へ
移
封
。
幕
府
が
推
奨
し
た
朱
子
学
で
は
な
く
、

陽
明
学
を
信
奉
し
、
陽
明
学
者
の
熊
沢
蕃
山
を
招

聘
し
、〈
諫
め
箱
〉
を
採
用
し
た
。
し
か
し
、
次
第

に
朱
子
学
に
近
づ
き
、
蕃
山
と
齟
齬
が
生
ま
れ
た
。

１
６
４
１
年
（
寛
永
18
）
全
国
初
の
藩
校
と
し

て
花
畠
教
場
及
び
、
１
６
７
０
年
（
寛
文
10
）
庶

民
の
学
校
と
し
て
は
日
本
最
古
の
閑
谷
学
校
を
開

い
た
。
岡
山
郡
代
官
と
し
て
津
田
永
忠
を
登
用
し
、

干
拓
に
よ
る
新
田
開
発
や
百
間
川
（
旭
川
放
水
路
）

の
開
鑿
な
ど
の
治
水
事
業
、
産
業
の
振
興
を
奨
励

し
て
、
教
育
の
充
実
と
質
素
倹
約
を
旨
と
す
る

〈
備
前
風
〉
と
い
わ
れ
る
政
治
姿
勢
を
確
立
し
た
。

田
中
丘
隅
は
、
唐
の
史
官
で
あ
る
呉

兢
が
編
成
し
た
と
さ
れ
る
太
宗
皇
帝

（
李
世
民
）
の
言
行
録
『
貞
観
政
要

じ
ょ
う
が
ん
せ
い
よ
う』（

全
10

巻
40
篇
）
を
意
識
し
て
著
し
た
、
と
自
ら

述
べ
て
い
ま
す
。
政
要
と
は
政
治
の
要

諦
と
い
う
こ
と
。
丘
隅
は
太
宗
を
尊
敬

し
な
が
ら
も
、「
私
は
下
か
ら
物
申
す

野
の
人
間
だ
か
ら
」
と
、
政
要
で
な
く

省
要
と
す
る
と
い
い
、
ま
さ
に
「
民
間
」

か
ら
の
異
見
を
言
上
し
よ
う
と
し
た
の

で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、『
貞
観
政
要
』
を

引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、「
貞
観
の
治
」
や
太
宗
に
つ
い
て

の
知
識
が
丘
隅
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
。
中
国
で
も
日
本
で
も
、

『
貞
観
政
要
』
は
政
道
の
書
の
代
表
的

な
も
の
な
ん
で
す
ね
。
大
坂
の
陣
で
豊

臣
が
滅
び
た
と
き
に
、
天
皇
や
公
家
を

縛
る
「
禁
中
并
公
家
中
諸
法
度
」
が
出

さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
第
一
条
で
「
天

子
は
学
問
が
第
一
で
あ
る
」
と
指
示
し

て
い
ま
す
。
そ
の
「
学
問
」
と
し
て
、

第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
『
貞
観
政
要
』

で
す
。
日
本
の
近
世
天
皇
は
政
治
の
場

（
民
百
姓
統
治
）
に
は
い
な
い
け
れ
ど
、
民
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百
姓
に
治
者
が
ど
う
臨
む
か
を
学
ぶ
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

家
康
や
吉
宗
が
儒
学
者
に
講
じ
さ
せ

て
『
貞
観
政
要
』
を
学
ん
だ
と
『
徳
川

實
紀
』
に
も
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
唐

の
２
代
目
皇
帝
で
あ
る
太
宗
は
、
玄
武

門
の
変
を
起
こ
し
て
兄
の
李
建
成
と
弟

の
李
元
吉
を
殺
害
し
て
皇
位
に
就
き
ま

す
が
、
あ
る
と
き
吉
宗
の
ま
わ
り
の
医

師
や
儒
者
た
ち
が
秀
吉
と
李
世
民
を
比

べ
、
ど
ち
ら
も
戦
好
き
で
似
た
り
寄
っ

た
り
だ
、
と
い
う
話
を
し
て
い
る
。
別

室
で
彼
ら
の
話
を
聞
い
て
い
た
吉
宗
は
、

「
秀
吉
は
家
を
滅
ぼ
し
た
け
れ
ど
、
李

世
民
は
以
降
の
繁
栄
（
盛
唐
）
の
礎
を
築

い
た
の
だ
か
ら
ま
っ
た
く
違
う
」
と
諭

し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
聖
王
の
禹う

の
話
と
通
じ
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
古
代
中
国
に

は
堯

ぎ
ょ
う

、
舜

し
�
ん

、
禹
と
い
う
伝
説
の
三
皇
帝

が
い
ま
す
。
禹
の
父
親
の
鯀こ

ん

は
堯
の
臣

下
で
天
下
に
洪
水
が
起
こ
っ
た
と
き
に

治
水
工
事
を
任
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
９

年
経
っ
て
も
何
の
成
果
も
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
ず
、
摂
政
の
舜
が
羽
山
（
東
方
辺

境
の
山
）
に
押
し
込
め
て
死
に
い
た
ら
し

め
る
と
同
時
に
、
子
の
禹
を
起
用
し
て

事
業
を
継
が
せ
た
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
親
へ
の
孝
と
王
へ
の
忠
を
ど
う
考
え

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
時
の
儒

者
た
ち
、
ま
た
治
者
は
、
こ
う
い
う
話

を
引
き
合
い
に
出
し
て
は
、
異
同
を
弁

別
す
る
思
想
を
磨
い
て
い
っ
た
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

人
生
三
分
論
で
生
き
る

お
よ
そ
近
世
の
宿
場
は
、
経
済
的
に

疲
弊
し
て
い
く
の
が
普
通
で
し
た
。
そ

も
そ
も
宿
場
と
い
う
の
は
、
社
会
の
最

上
層
か
ら
最
下
層
ま
で
の
人
間
が
立
ち

寄
る
所
で
す
。
下
は
胡
麻
の
蠅
（
護
摩
の

灰
と
も
。
旅
人
の
姿
を
し
て
、
旅
客
の
持
ち
も
の

を
盗
む
泥
棒
）
や
雲
助
（
宿
場
や
街
道
で
荷
物

運
搬
や
川
渡
し
、
駕
篭
か
き
に
携
わ
っ
た
人
足
）

か
ら
、
大
名
・
公
家
ま
で
が
通
り
、
あ

ら
ゆ
る
身
分
の
人
間
が
行
き
交
い
ま
し

た
。こ

う
い
う
大
変
な
と
こ
ろ
に
、
田
中

丘
隅
は
見
込
ま
れ
て
夫
婦
養
子
と
し
て

入
り
ま
す
。
養
子
に
取
っ
た
東
海
道
川

崎
宿
の
本
陣
名
主
田
中
家
に
し
て
み
れ

ば
、
才
覚
の
あ
り
そ
う
な
人
物
を
選
ば

な
け
れ
ば
、
宿
場
の
破
綻
に
つ
な
が
る

わ
け
で
す
。

宿
場
は
本
陣
や
問
屋
を
兼
ね
る
こ
と

も
あ
り
、
宿
と
し
て
の
仕
事
以
外
に
も
、

宿
駅
の
常
備
人
足
・
馬
、
道
路
・
用
水

施
設
の
管
理
、
荷
物
・
手
紙
の
ス
ム
ー

ズ
な
受
け
渡
し
、
さ
ら
に
は
名
産
や
名

所
に
も
目
を
配
る
と
い
う
よ
う
な
仕
事

が
種
々
雑
多
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い

う
中
で
、
忙
し
い
だ
け
で
な
く
、
宿
経

営
が
全
体
と
し
て
出
超
赤
字
に
陥
っ
て

い
く
と
い
う
の
が
、
東
海
道
な
ど
の
幹

線
道
路
の
宿
場
の
傾
向
だ
っ
た
の
で
、

公
儀
か
ら
の
財
政
援
助
も
あ
り
ま
し
た
。

丘
隅
は
宿
名
主
と
し
て
、
伝
馬
制
度

の
負
担
や
多
摩
川
の
治
水
、
地
震
な
ど

で
経
済
的
に
疲
弊
し
て
い
た
川
崎
宿
の

立
て
直
し
を
図
り
ま
す
。
多
摩
川
の
河

口
は
今
で
も
六
郷
川
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、

そ
こ
の
渡
船
権
を
川
崎
宿
の
請
負
に
す

る
許
可
を
受
け
、
渡
船
賃
の
収
入
を
得

ら
れ
る
よ
う
に
し
た
り
、
幕
府
か
ら
宿

救
済
金
３
５
０
０
両
の
支
給
を
受
け
、

川
崎
宿
を
再
興
し
た
の
で
す
。

し
か
し
、
丘
隅
は
死
ぬ
ま
で
宿
場
運

営
と
い
う
よ
う
に
は
考
え
ま
せ
ん
で
し

た
。
だ
い
た
い
近
世
人
は
、
一
人
前
に

な
る
ま
で
の
25
年
間
、
当
主
と
し
て
家

業
・
家
職
に
打
ち
込
む
40
歳
ま
で
の
15

年
間
、
そ
れ
か
ら
隠
居
し
て
か
ら
の
50

歳
代
ま
で
の
十
余
年
間
、
と
い
う
よ
う

に
考
え
る
の
が
普
通
で
し
た
。
人
生
三

分
論
で
す
ね
。
近
世
に
は
、
こ
の
隠
居

の
第
３
期
に
ま
っ
た
く
新
し
い
こ
と
に

挑
戦
し
、
社
会
還
元
を
考
え
る
人
た
ち

が
い
ま
し
た
。
人
よ
り
も
長
く
生
き
た

ん
だ
か
ら
命
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
わ

け
で
、
百
姓
一
揆
の
と
き
に
、
処
刑
の

恐
れ
の
あ
る
リ
ー
ダ
ー
を
引
き
受
け
た

り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
。

田
中
丘
隅
は
、
な
る
べ
く
早
く
隠
居

し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
何
も
風
雅
の
余

生
を
求
め
た
の
で
は
な
く
、
自
分
の
蓄

え
た
見
聞
、
考
え
を
、
学
問
的
に
確
か

な
も
の
に
し
、
農
政
や
民
間
の
問
題
解

決
に
生
か
そ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
の

こ
と
は
、
そ
の
後
の
歩
み
で
わ
か
り
ま

す
。
丘
隅
は
１
７
１
１
年
（
正
徳
元
）
、

50
歳
の
と
き
に
隠
居
。
江
戸
に
遊
学
し
、



儒
学
者
で
古
文
辞
学

こ
ぶ
ん
じ
が
く
　

（
蘐
園
学
派

け
ん
え
ん
が
く
は

）
を

確
立
し
た
荻
生
徂
徠
の
門
に
入
り
、
経

世
済
民
、
つ
ま
り
政
道
論
を
学
び
ま
し

た
。
荻
生
徂
徠
は
、
吉
宗
の
諮
問
に
答

え
た
り
、
提
言
す
る
こ
と
の
で
き
る
立

場
に
い
た
有
力
な
儒
者
で
し
た
。
古
文

辞
と
は
、
明
朝
で
提
唱
さ
れ
た
復
古
的

な
文
学
運
動
の
こ
と
で
、
儒
学
で
い
え

ば
、
宋
代
の
学
問
で
あ
る
朱
子
学
よ
り

も
、
も
っ
と
古
い
時
代
の
儒
教
の
一
語

一
語
か
ら
理
解
し
直
そ
う
と
す
る
立
場

で
す
。

こ
の
時
代
、
幕
府
は
直
轄
地
で
い
ろ

い
ろ
な
人
に
代
官
の
仕
事
を
や
ら
せ
ま

し
た
。
徳
川
氏
の
知
行
分
は
７
０
０
万

石
。
そ
の
内
の
幕
領
、
つ
ま
り
将
軍
の

直
轄
地
は
、
石
高
で
い
う
と
４
０
０
万

石
ぐ
ら
い
あ
り
ま
し
た
。
仮
に
５
万
石

ず
つ
に
小
分
け
す
る
と
、
同
時
期
に
80

人
の
幕
領
代
官
が
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
多
摩
の
佐
藤
彦
五
郎
を
支
援
し
た

江
川
太
郎
左
衛
門
も
、
伊
豆
国
田
方
郡

韮
山
（
現
在
の
静
岡
県
）
を
本
拠
と
し
た
世

襲
代
官
で
、
相
模
、
伊
豆
、
駿
河
、
甲

斐
、
武
蔵
の
天
領
の
代
官
と
し
て
、
民

政
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
百
姓
身
分
だ

っ
た
田
中
丘
隅
も
、
死
の
５
カ
月
前
に

武
蔵
国
内
３
万
石
を
管
轄
す
る
支
配
勘

定
格
に
任
ぜ
ら
れ
、
直
臣
に
な
っ
た
の

で
百
姓
身
分
か
ら
士
分
に
な
る
。
そ
う

し
て
、
蓑
笠
之
助
正
高
を
養
子
に
し
て
、

跡
を
継
が
せ
て
い
ま
す
。

治
水
意
識
の
変
遷

戦
国
時
代
に
は
、
水
の
扱
い
が
一
段

田中丘隅を認めた時代19

と
磨
か
れ
ま
し
た
。
土
手
を
つ
く
り
、

石
垣
を
築
く
よ
う
な
大
土
木
工
事
を
短

時
日
で
や
っ
て
の
け
る
よ
う
に
な
り
、

信
玄
堤
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
土
木
技

術
が
、
一
種
の
軍
事
技
術
と
し
て
発
達

し
た
の
で
す
。

箱
根
用
水
は
、
こ
の
軍
用
技
術
が
民

生
に
応
用
さ
れ
た
好
例
で
す
。

箱
根
（
深
良
と
も
）
用
水

１
６
７
０
年
（
寛
文
10
）
に
完
成
し
た
用
水
路
。

海
抜
７
２
３
ｍ
、
貯
水
量
１
億
７
０
０
０
万
ｔ
の

芦
ノ
湖
の
水
を
駿
河
国
（
現
在
の
静
岡
県
）
駿
東

郡
（
す
ん
と
う
ぐ
ん
）
に
流
し
た
用
水
路
。
湖
尻

水
門
で
湖
水
の
水
位
を
堰
上
げ
、
深
良
水
門
か
ら

取
水
。
総
延
長
約
１
２
８
０
ｍ
、
高
低
差
約
10
ｍ

の
隧
道
（
ト
ン
ネ
ル
）
で
、
芦
ノ
湖
の
水
を
山
向

こ
う
の
裾
野
市
深
良
地
域
、
黄
瀬
川
へ
と
導
い
た
。

深
良
村
（
現
裾
野
市
）
の
名
主
で
あ
る
大
庭
源

之
丞
は
灌
漑
用
に
芦
ノ
湖
か
ら
箱
根
山
の
外
輪
山

（
湖
尻
峠
下
）
を
貫
通
す
る
隧
道
を
掘
る
こ
と
を
考

え
、
江
戸
商
人
で
あ
る
友
野
与
右
衛
門
に
資
金
協

力
を
要
請
し
た
。
戦
後
、
民
主
主
義
実
践
の
モ
デ

ル
と
し
て
、
小
説
や
映
画
「
箱
根
風
雲
録
」
で
全

国
に
紹
介
さ
れ
た
。

箱
根
用
水
が
つ
く
ら
れ
た
寛
文
年
間

（
１
６
６
１
〜
１
６
７
３
年
）
の
特
徴
は
、
江

戸
の
町
人
資
本
に
あ
り
ま
す
。
溜
ま
っ

た
富
の
投
資
先
と
、
年
貢
の
増
収
を
願

っ
て
新
田
開
発
に
取
り
組
ん
だ
幕
府
や

藩
の
思
惑
と
が
一
致
。
も
ち
ろ
ん
、
成

功
し
た
暁
に
は
既
得
権
益
（
年
貢
米
処
分

権
や
用
水
利
用
料
徴
収
な
ど
）
が
認
め
ら
れ

ま
し
た
が
、
儲
け
だ
け
で
な
く
、
社
会

的
な
正
義
や
公
共
心
も
あ
っ
た
で
し
ょ

う
。農

業
を
す
る
に
は
、
水
を
い
か
に
導

く
か
と
い
う
技
術
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

日
本
で
は
棚
田
に
人
気
が
あ
っ
て
日
本

の
原
風
景
な
ど
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ

れ
は
近
世
の
主
た
る
光
景
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
近
世
は
、
大
き
な
河
川
の
護
岸
、

川
筋
の
付
け
替
え
と
い
っ
た
治
水
工
事

を
行
な
い
、
溜
池
や
大
河
の
下
流
、
つ

ま
り
沖
積
平
野
に
用
水
路
を
つ
く
っ
て

水
を
導
き
、
川
の
下
流
の
沖
積
地
を
水

田
化
す
る
と
い
う
政
策
に
転
換
し
た
時

代
で
す
。
新
田
開
発
は
、
17
世
紀
に
入

っ
て
か
ら
の
爆
発
的
な
人
口
増
加
の
原

因
と
も
な
り
、
社
会
の
再
生
産
を
支
え

る
基
盤
と
も
な
り
ま
し
た
。
　

し
か
し
、
こ
の
大
開
発
は
、
マ
イ
ナ

ス
面
も
引
き
起
こ
し
ま
す
。
過
剰
開
発

の
弊
害
が
起
き
て
河
川
に
大
き
な
影
響

を
与
え
、
全
国
的
に
洪
水
が
頻
発
し
ま

し
た
。
１
６
６
６
年
（
寛
文
６
）
に
は

「
諸
国
山
川
掟
」
の
幕
令
が
出
さ
れ
、

幕
府
も
新
田
開
発
推
進
か
ら
既
存
の
田

畑
、
つ
ま
り
本
田

ほ
ん
で
ん

を
丁
寧
に
耕
作
す
る

方
向
に
、
農
政
の
転
換
を
図
っ
て
い
ま

す
。
ま
あ
、
こ
れ
は
淀
川
水
系
に
限
定

し
た
話
で
す
が
、
そ
れ
で
も
公
儀
（
国
）

の
姿
勢
が
そ
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ

た
こ
と
は
事
実
で
す
。
過
剰
に
開
発
が

進
む
と
、
秣
場

ま
ぐ
さ
ば

や
入
会
山
の
不
足
か
ら

紛
争
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
各
藩
で
も

開
発
制
限
令
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
し

た
。熊

沢
蕃
山
も
、
新
田
開
発
を
批
判
し

て
、
新
田
で
な
く
本
田
を
大
事
に
す
べ

き
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
し
、
丘
隅
も

『
民
間
省
要
』
で
多
摩
川
の
水
を
取
り

過
ぎ
て
水
が
涸
れ
て
し
ま
っ
た
と
批
判

し
て
い
ま
す
。
17
世
紀
の
半
ば
以
降
、

開
発
と
の
関
係
で
起
こ
る
社
会
問
題
に
、

人
々
が
気
づ
い
て
く
る
の
で
す
。

失
敗
も
あ
る
の
で
す
が
、
と
も
あ
れ

水
と
の
向
き
合
い
方
を
、
中
国
の
故
事

か
ら
も
学
び
、
実
験
的
に
も
経
験
し
、

用
水
に
つ
い
て
の
見
解
を
深
め
て
い
っ

た
の
が
近
世
で
す
。
私
は
、
禹
が
水
を

治
め
た
聖
人
で
あ
る
と
い
う
知
識
は
、

当
時
の
民
間
レ
ベ
ル
に
ま
で
入
っ
て
い

た
と
思
い
ま
す
。

寺
子
屋
や
家
塾
で
教
わ
っ
た
教
え
子

が
、
師
匠
が
死
ん
だ
際
に
そ
の
遺
徳
を

偲
ん
で
建
て
た
、
筆
子
塚
が
近
年
続
々

と
発
見
さ
れ
、
こ
の
時
代
の
庶
民
が
い

か
に
勉
強
熱
心
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
っ

て
い
ま
す
。
勉
強
熱
心
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
男
な
ら
日
常
の
貨
幣
使
い
や
証

文
・
帳
面
の
必
要
、
女
な
ら
奉
公
に
出

る
際
に
嗜

た
し
な

み
の
た
め
に
読
み
書
き
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
貧
し
い
か
ら

奉
公
に
出
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
奉

公
に
出
る
に
は
そ
れ
ぐ
ら
い
の
備
え
が

必
要
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。

日
本
に
中
国
の
治
水
の
神
で
あ
る
禹

に
か
か
わ
る
碑
が
た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
近
世
に
な
っ
て
、

こ
う
い
う
教
養
や
富
が
庶
民
に
も
備
わ

っ
て
き
た
こ
と
と
、
決
し
て
無
縁
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
１
年
11
月
15
日

〈酒匂堰〉は、今も大井町役場内の図書館横に安置さ
れている。三角屋根の形に組んだのは、中に入ってメ
ンテナンスする際に作業がやりやすいから、また上か
らの圧力に耐えやすいからではないか、と推測。田中
丘隅の酒匂川修復に遡ること約100年、大久保忠隣に
よって成し遂げられた新田開発の遺構だ。




