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山
田
川
流
域
の
消
長

嶋　

﨑　

幸　

次

　
　

○
わ
が
川
、
わ
が
里

　

夏
、〝
オ
ー
カ
ワ
で
泳
ぐ
〟〝
魚
釣
り
を
す
る
〟
そ
れ
は
子
供
達
共
通
の
春
秋
で
あ
り
、
憩
い
の
場
で
あ
り
、
遊
び
の
対
象
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
営
み
が
昔
時
よ
り
繰
り
返
さ
れ
た
山
田
川
は
、
オ
ー
カ
ワ
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
来
た
。

　

こ
の
聖
き
流
れ
の
山
田
川
は
、
奈
良
県
は
高
山
町
を
源
に
、
か
つ
て
の
山
田
荘
村
の
西
よ
り
東
へ
流
れ
、
そ
の
間
、
権
谷
川
、
乾

谷
川
、
渋
谷
川
、
井
関
川
な
ど
を
併
呑
、
木
津
川
に
注
ぐ
全
長
約
六
千
メ
ー
ト
ル
（
府
内
）、
流
域
面
積
三
千
百
三
十
九
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
余
の
川
で
あ
る
。

　

川
の
水
は
、
井
堰
と
呼
ば
れ
る
構
造
物
で
堰
止
め
ら
れ
、
井
手
と
い
う
水
路
で
田
畑
へ
導
き
涵
養
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。
山
田
区
の
南
側
は
馬
場
井
手
、
北
側
は
大
井
手
が
年
中
常
時
流
れ
、
水
路
脇
の
家
は
各
々
洗
い
場
が
設
け
ら
れ
て
、
洗
顔
に
食

物
の
洗
浄
に
、
或
い
は
風
呂
の
水
と
し
て
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
用
心
水
と
し
て
も
重
要
な
役
割
が
あ
り
、
里

人
の
生
活
の
深
層
ま
で
及
ぶ
一
方
、
山
田
川
の
水
は
神
聖
な
も
の
と
し
て
近
年
ま
で
、
氏
神
に
供
物
す
る
年
二
度
（
一
月
八
日
、
十

月
十
七
日
）
の
神
饌
餅
の
洗
米
水
を
、
砂
場
に
竹
を
立
て
注
連
縄
を
張
っ
て
穴
を
掘
り
、
そ
こ
か
ら
湧
水
し
た
の
を
用
い
た
。
こ
の
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よ
う
に
川
の
水
は
昔
か
ら
清
浄
視
さ
れ
て
来
た
。
オ
ー
カ
ワ
の
水
と
里
人
の
生
活
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
繋
が
り
が
あ
り
、
母
な

る
川
、
聖
な
る
川
と
し
て
ず
っ
と
里
人
に
崇
め
ら
れ
て
き
た
。

　

流
域
の
村
々
に
は
数
々
の
利
益
を
与
え
る
反
面
、
時
に
荒
れ
抂
っ
て
多
大
の
損
害
を
も
運
ん
で
来
た
。

　

日
照
り
に
よ
る
川
水
の
涸
渇
は
農
作
物
に
被
害
を
与
え
、
村
人
を
し
て
天
を
仰
い
で
祈
り
、
大
雨
に
よ
る
氾
濫
は
田
畑
や
橋
、
農

作
の
大
事
な
施
設
の
水
路
や
堰
を
崩
壊
流
失
さ
せ
て
悲
嘆
に
く
れ
さ
せ
た
。

　

そ
れ
は
、
柘
榴
区
日
ノ
出
神
社
の
雨
乞
石
に
象
徴
さ
れ
る
故
事
や
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
中
旬
南
山
城
地
方
を
襲
っ
た
豪
雨
が
総

て
を
物
語
る
。
前
日
よ
り
の
土
砂
降
り
の
雨
は
、
川
に
架
か
る
殆
ど
の
橋
、
井
堰
、
田
畑
を
流
亡
さ
せ
、
大
き
な
損
失
が
生
じ
た
。

　

清
き
流
れ
の
川
、
と
山
田
荘
小
学
校
の
校
歌
は
高
ら
か
に
唄
う
。
百
魚
の
棲
息
し
た
大
川
は
四
季
折
々
の
村
の
佇
ま
い
を
、
ま
た

村
人
達
の
喜
怒
哀
楽
を
時
代
時
代
で
映
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
清
流
に
は
、
次
の
よ
う
な
魚
が
棲
ん
で
い
た
。
思
い
出
す
ま
ま
に
記
す
。

鯉
、
色
鯉
、
ま
鮒
、
ヘ
ラ
鮒
、
緋
鮒
、
鰻

う
な
ぎ、

鯰
な
ま
ず、

モ
ツ
、
ア
カ
モ
ツ
、
オ
ビ
カ
ワ
、
モ
ロ
コ
、
川
エ
ビ
、
ス
モ
ラ
、
ド
ン
ゴ
ロ
、
川

泥
鰌
、
泥
鰌
、
台
湾
泥
鰌
、
メ
ダ
カ
、
ア
カ
ハ
ラ
、
畑
泥
鰌
、
シ
ジ
ミ
、
川
田た

螺に
し

、
巻
貝
、
イ
シ
ク
イ
、
沢
蟹
、
毛
蟹
等
々
、
名
前

の
不
詳
の
も
の
な
ど
数
多
く
棲
息
し
た
。
こ
れ
ら
の
魚
を
狙
う
鼬

い
た
ちや

鶺せ
き
れ
い鴒

た
ち
、
そ
れ
に
狩
り
の
名
手
で
ル
リ
色
の
鮮
や
か
な
鳥
カ

ワ
セ
ミ
も
い
た
。
新
緑
の
垂
れ
る
柳
も
岸
に
生
え
て
い
た
。
青
年
会
が
毎
年
挿
し
木
し
て
育
て
、
災
害
を
未
然
に
防
い
だ
。
魚
釣
り

は
子
供
達
の
釣
り
に
停
ま
ら
ず
、
大
人
の
釣
り
人
が
近
郷
は
お
ろ
か
遠
く
奈
良
や
東
大
阪
市
の
瓢
箪
山
、
若
江
岩
田
あ
た
り
の
客
も

あ
り
賑
わ
っ
た
。
釣
師
達
に
は
人
竿
料
の
不
用
の
こ
の
大
川
は
好
漁
場
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
川
魚
の
種
類
の
豊
富
な
事
で
も
定
評

が
あ
っ
た
。
投
網
漁
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
漁
法
は
直
前
に
蛹
の
粉
末
と
炒
っ
た
米
糠
で
団
子
を
作
り
川
の
中
程
に
沈
め
て
、
目
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印
し
に
笹
を
立
て
て
お
き
、
小
一
時
間
程
し
て
網
を
投
げ
入
れ
て
捕
る
。

　

ド
ン
ゴ
ロ
釣
り
は
一
風
変
わ
っ
て
い
る
。
杭
で
作
ら
れ
た
木
の
堰
、
中
島
堰
は
こ
の
ド
ン
ゴ
ロ
が
杭
の
間
に
多
く
棲
み
つ
い
た
。

ミ
ミ
ズ
を
付
け
た
釣
糸
を
垂
ら
し
、そ
れ
を
上
下
さ
す
と
飛
び
着
い
て
来
る
。そ
の
手
応
え
は
、実
際
や
っ
た
も
の
し
か
わ
か
ら
な
い
。

付
近
の
状
況
に
合
致
し
た
保
護
色
の
こ
の
貪
欲
な
魚
は
、
身
は
白
く
魚
特
有
の
生
臭
さ
が
な
く
美
味
で
あ
っ
た
。
ス
モ
ラ
も
普
段
は

砂
を
か
ぶ
り
餌
を
獲
る
時
は
砂
上
に
出
る
魚
で
あ
っ
た
。
川
魚
全
般
に
、
葦
が
芽
を
吹
く
頃
が
産
卵
期
で
一
番
よ
く
釣
れ
た
。
マ
イ

カ
キ
と
い
う
半
月
形
の
網
で
魚
を
す
く
い
、
大
水
が
出
た
時
は
竹
竿
の
先
に
マ
イ
カ
キ
を
く
く
り
付
け
て
、
流
れ
に
抗
せ
ず
岸
伝
い

に
遡
上
す
る
魚
を
狙
っ
て
掬
っ
た
。
春
先
に
モ
ン
ド
リ
と
い
う
竹
で
編
ん
だ
筒
で
、
な
か
に
糠
団
子
を
入
れ
て
夕
方
カ
マ
と
呼
ぶ
水

溜
り
に
沈
め
て
お
き
、
翌
朝
引
き
上
げ
る
と
泥
鰌
が
グ
ジ
ャ
グ
ジ
ャ
す
る
程
入
っ
て
い
る
。
鰻
と
り
の
餌
や
う
ち
で
孵
化
し
た
ヒ
ロ

コ
の
餌
に
し
た
。
鰻
の
流
針
は
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
余
の
凧
糸
の
先
に
釣
針
を
つ
け
、
餌
の
泥
鰌
を
刺
す
。
そ
れ
を
夕
方
川
の
岸

に
小
杭
で
留
め
て
お
き
、
翌
朝
引
き
上
げ
る
と
、
鰻
や
鯰
が
釣か

か

っ
て
い
る
仕
掛
け
で
あ
る
。

　

大
川
に
対
す
る
細
川
が
あ
っ
た
。
笛
吹
と
張
道
の
境
を
西
か
ら
東
へ
流
れ
て
い
た
川
幅
僅
か
二
メ
ー
ト
ル
足
ら
ず
の
川
で
、
渋
谷

川
に
注
い
で
い
た
。
開
発
で
地
中
に
埋
ま
っ
た
が
、
ア
カ
モ
ツ
や
川
蝦
が
多
く
棲
ん
で
い
た
。

　

山
田
川
で
泳
ぐ
。
そ
れ
は
、
学
校
プ
ー
ル
の
な
い
時
代
、
子
供
達
の
楽
し
み
の
一
つ
だ
っ
た
。
田
に
引
水
の
た
め
堰
に
水
が
溜
め

ら
れ
格
好
の
水
泳
場
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
中
の
堰
の
滝
壺
は
深
み
も
あ
り
、
人
気
の
好
水
泳
場
と
し
て
賑
わ
っ
た
。
こ
の
川

遊
び
で
大
正
末
以
降
（
以
前
は
不
知
）
山
田
区
だ
け
で
三
件
の
水
泳
犠
牲
者
が
あ
る
。
水
も
涸
れ
汚
濁
の
川
と
な
っ
た
今
か
ら
見
れ

ば
嘘
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　

今
、
山
田
川
を
取
り
巻
く
周
辺
は
、
慌
た
だ
し
く
変
貌
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
泡
立
つ
水
は
川
に
住
む
生
物
の
棲
息
を
否
定
し
た
。



117

　

川
だ
け
で
は
な
い
。
村
も
変
わ
っ
た
。
野
兎
も

消
え
た
。
旱
害
を
受
け
易
い
山
田
畑
が
次
つ
ぎ
に

売
ら
れ
、
ク
ズ
ヤ
葺
の
家
が
一
つ
ま
た
一
つ
新
築

に
な
り
、
そ
れ
が
競
争
の
よ
う
に
な
っ
て
村
の
佇

ま
い
は
一
変
し
た
。
か
つ
て
駆
け
め
ぐ
っ
た
山
や

野
が
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
内
蔵
し
な
が
ら
、
ニ

ュ
ー
タ
ウ
ン
や
学
術
研
究
都
市
に
大
き
く
変
貌
し

よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　

　
　

○
里
の
四
季

　

子
供
の
遊
び
は
、
主
に
年
末
頃
か
ら
忙
し
く
な

る
。
そ
れ
は
川
で
の
遊
び
が
出
来
な
く
な
る
た
め

だ
ろ
う
か
？

　

凧
上
げ
、
め
ん
こ
、
ラ
ム
ネ
玉
、
独
楽
回
し
が

主
流
を
占
め
、
そ
の
他
キ
バ
ァ
と
呼
ば
れ
る
も
の

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
先
頭
の
子
の
股
下
に
首
を
入

山田川辻村橋下流（昭和 38 年 8 月）
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れ
て
何
人
か
連
な
り
鞍
馬
の
よ
う
な
格
好
に
な
り
、
後
の
方
か
ら
助
走
し
て
そ
の
上
に
乗
る
。
何
人
も
上
に
乗
る
も
の
だ
か
ら
重
み

に
耐
え
ら
れ
ず
、
へ
た
ば
る
と
そ
の
者
が
や
り
直
し
さ
せ
ら
れ
る
。
悪
童
が
常
に
乗
り
、
弱
童
が
た
え
ず
鞍
馬
に
さ
れ
る
の
が
常
で
、

子
供
の
世
界
は
上
位
下
達
で
反
抗
は
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
た
。

　
〝
火
の
用
心
〟
と
、
拍
子
木
を
叩
い
て
区
内
を
廻
る
の
も
少
年
の
頃
の
冬
か
ら
春
ま
で
の
行
事
で
あ
っ
た
。
首
締
め
と
い
う
鳥
獲

り
も
子
供
の
間
で
流
行
っ
た
。
竹
で
作
り
、
竹
の
反
撥
力
で
鳥
を
挟
み
取
る
も
の
で
、
冬
場
の
餌
の
無
く
な
る
頃
が
好
期
で
山
鳩
も

か
か
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

春
の
一
刻
、
山
菜
取
り
も
里
人
の
楽
し
み
。
蕨

わ
ら
びや

薇ぜ
ん
ま
い取

り
に
時
の
移
る
の
を
忘
れ
た
。
蕨
は
頭
の
赤
い
の
と
白
い
の
と
二
、三
種

あ
り
、
薇
も
太
茎
と
細
茎
な
ど
三
、四
種
見
ら
れ
た
。
そ
の
他
、
白
色
五
弁
の
花
の
千
振
り
、
現
の
証
拠
な
ど
の
薬
草
、
桔
梗
、
竜
胆
、

カ
ゴ
ソ
ウ
、
ミ
ソ
萩
、
女お

み
な
え
し

郎
花
、
オ
ト
コ
エ
シ
、
撫
子
、
吾わ

れ
も
こ
う

亦
紅
、
野
菊
な
ど
の
百
草
が
春
夏
秋
冬
を
彩
り
、
又
、
山
も
蚊
の
か
く

す
べ
に
使
っ
た
榁
、
そ
よ
ご
の
名
が
あ
る
フ
ク
ラ
ソ
ウ
、
や
ま
山
椒
、
夕
ロ
の
木
は
擂す

り

粉こ

ぎ木
に
、
手
斧
の
柄
に
な
る
イ
ン
ジ
ユ
、
春

の
山
を
飾
る
山
藤
、
山
桜
、
ア
カ
ハ
シ
等
々
の
百
木
が
近
辺
の
野
山
に
溢
れ
て
い
た
。

　

四
月
三
日
は
春
祭
。
こ
れ
か
ら
忙
し
く
な
る
農
事
の
前
夜
祭
で
も
あ
る
。
嫁
い
だ
娘
や
息
子
達
が
村
に
帰
っ
て
来
る
。
翌
日
は
ヤ

マ
ガ
リ
（
ヤ
マ
ガ
エ
リ
と
も
言
う
）
に
向
山
の
頂
上
へ
、
重
箱
に
巻
鮨
な
ど
を
入
れ
て
近
所
の
友
と
行
っ
た
。
そ
れ
は
萌
え
立
つ
陽

春
は
八
百
萬
の
作
物
の
育
成
の
季
節
で
、
翌
四
日
は
山
の
神
を
迎
え
る
大
事
な
日
で
あ
っ
た
。
山
の
神
（
民
間
信
仰
で
は
秋
の
収
穫

後
は
近
く
の
山
に
籠
も
り
、
春
に
な
る
と
下
っ
て
田
の
神
に
な
る
と
言
う
）
を
迎
え
に
純
真
無
垢
の
童
が
そ
の
使
者
と
し
て
行
き
、

山
の
神
と
共
に
頂
き
で
宴
を
開
く
の
が
、
そ
の
年
の
平
穏
豊
穰
に
連
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
幸
は
山
の
彼
方
よ
り
神
々
が
も
た
ら
す

も
の
と
信
じ
ら
れ
た
。
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非
榊
の
花
は
細
か
い
藤
色
、
甘
酸
っ
ぱ
い
匂
い
を
、
又
、
木
々
の
若
芽
も
官
能
的
な
芳
し
い
薫
り
を
四
散
さ
せ
て
、
農
神
を
迎
え

る
に
は
誠
に
絶
妙
の
舞
台
装
置
だ
。
山
頂
よ
り
の
眺
望
は
眼
下
に
木
津
の
町
、
遠
く
に
は
泉
川
の
上
流
笠
置
連
峰
が
望
ま
れ
、
南
に

三
笠
山
、
北
に
蛇
行
す
る
木
津
川
の
流
れ
が
輝
い
て
見
え
た
。

　

春
爛
漫
は
子
供
心
を
浮
き
立
た
せ
、
日
の
暮
れ
る
の
を
忘
れ
さ
せ
た
。

　

こ
れ
は
戦
争
中
に
知
ら
ぬ
ま
に
す
た
れ
、
今
又
、
向
山
は
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
造
成
で
崩
さ
れ
た
。
赤
砂
の
採
れ
た
山
も
無
く
な
れ

ば
、
正
月
を
演
出
す
る
材
料
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

初
夏
に
な
る
と
、
キ
リ
ス
採
り
を
し
た
。
葱
の
白
根
を
棒
先
に
つ
け
て
、
ス
ウ
ー
っ
と
近
ず
け
る
と
キ
リ
ス
は
葱
に
飛
び
つ
く
。

そ
っ
と
手
前
に
引
い
て
来
て
捕
え
た
。
ま
た
、
夕
方
は
菜
種
が
ら
を
束
ね
て
箒
を
作
り
そ
れ
で
蛍
を
か
ら
め
て
捕
り
、
蛍
は
葱
の
葉

筒
に
入
れ
た
。

　

昆
虫
採
り
は
続
く
。
櫟
や
楢
の
木
の
根
元
に
鍬
形
虫
、
兜
虫
、
カ
ナ
ブ
ン
、
雀
蜂
が
お
り
、
時
に
蝮
が
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
夕

方
蚊
蜻
蛉
が
乱
舞
し
竹
枝
で
の
箒
で
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
押
さ
え
て
捕
る
。
池
の
水
面
に
雌
雄
連
な
っ
た
ヤ
ン
マ
の
雌
を
捕
ま
え
て

糸
に
結
わ
え
て
飛
ば
す
と
、
雄
ヤ
ン
マ
が
つ
る
み
に
来
る
。
つ
る
ん
だ
処
を
手
元
に
引
き
寄
せ
網
で
押
さ
え
る
。
鬼
ヤ
ン
マ
と
い
っ

た
一
廻
り
大
き
な
蜻
蛉
、
細
い
糸
ト
ン
ボ
も
腰
に
白
の
筋
の
あ
る
も
の
も
、
赤
い
ト
ン
ボ
も
多
く
い
て
、
結
構
、
子
供
の
遊
び
の
対

象
で
あ
っ
た
。

　

茶
摘
み
が
終
わ
れ
ば
、
籠
や
ぶ
り
と
い
っ
て
必
ず
破
竹
の
筍
と
蕗
と
を
使
っ
た
五
目
飯
が
作
ら
れ
た
。
山
に
そ
の
頃
、
ヤ
マ
ナ
シ

と
い
う
地
這
い
の
植
物
が
淡
紅
の
花
を
咲
か
せ
、
菊
形
の
小
さ
な
果
実
が
実
る
。
サ
ク
リ
と
す
る
舌
ざ
わ
り
の
鉛
筆
の
頭
程
の
こ
の

実
は
美
味
で
あ
っ
た
。
粘
液
を
出
す
モ
チ
ツ
ツ
ジ
、
山
桜
、
藤
と
、
山
は
春
か
ら
夏
へ
と
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
て
行
く
。
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秋
祭
り
の
太
鼓
が
聞
こ
え
る
と
、
松
茸
の
季
節
と
な
り
、
山
に
縄
が
張
ら
れ
る
。
ど
ん
な
わ
け
か
知
ら
ぬ
が
茸
の
よ
く
生
え
る
場

所
を
ナ
ン
ド
と
呼
び
秘
密
に
し
た
。
占し

め

地じ

、
黄
占
地
、
ネ
ズ
ミ
足
、
ハ
ツ
茸
、
黒
ハ
チ
な
ど
の
茸
類
が
人
を
山
に
招
き
、
村
人
は
競

っ
て
山
の
幸
で
食
卓
を
賑
わ
せ
た
。
夏
櫨
の
黒
い
実
、
赤
い
角
張
っ
た
コ
シ
キ
の
実
に
、
童
達
は
は
し
ゃ
い
だ
。

　
　

○
息
女
と
行
者
は
ん

　

山
田
区
の
東
北
の
山
麓
の
小
高
い
所
に
普
賢
院
が
あ
る
。
そ
の
普
賢
院
の
不
動
明
王
や
仏
達
の
こ
と
は
精
華
町
史
編
纂
参
考
資
料

版
1
「
精
華
町
の
寺
社
と
美
術
」
の
記
述
と
重
な
る
の
で
点
綴
は
し
な
い
が
、
普
賢
院
が
蔵
す
る
位
牌
群
の
な
か
に
異
彩
を
放
つ
一

基
が
あ
る
。
そ
の
位
牌
は
台
座
を
喪
失
し
て
い
る
が
、
軸
は
黒
漆
塗
で
上
部
に
金
色
の
菊
花
紋
を
冠
し
、

　
　

表　
　

丼マ
マ　

露
王
院
高
慶
長
老
大
尼　
　

僔
儀

　
　

裏　
　
　
　

近
衛
應
山
御
息
女

　

と
、
記
し
て
あ
る
。
こ
の
御
息
女
の
消
息
を
関
係
者
に
尋
ね
て
み
た
が
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
も
の
が

こ
ん
な
処
で
な
ぜ
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
…
…
…

　

近
衛
應
山
は
誰
な
の
か
。
調
べ
て
み
る
と
、
な
ん
と
第
百
七
代
後
陽
成
天
皇
（
一
五
七
一
～
一
六
一
七
）
の
皇
子
で
あ
る
。
本
阿

弥
光
悦
、
松
花
堂
昭
乗
と
と
も
に
寛
永
の
三
筆
と
称
せ
ら
れ
た
近
衛
信の

ぶ
た
だ尹

の
養
嗣
子
に
な
っ
た
人
で
名
は
信
尋
、
号
は
應
山
と
言

い
、
近
衛
前さ

き
ひ
さ久

、
信
尹
、
信
尋
（
應
山
）
共
、
近
衛
家
中
興
の
人
物
で
、
又
近
世
初
頭
の
文
化
興
隆
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人

達
で
あ
る
。
そ
の
後
陽
成
天
皇
の
皇
子
信
尋
こ
と
應
山
の
御
息
女
の
位
牌
が
、
こ
の
普
賢
院
に
あ
る
の
だ
。
故
あ
っ
て
の
事
で
あ
ろ

う
が
、
息
女
に
つ
い
て
は
今
の
処
不
明
で
そ
れ
以
上
追
跡
で
き
な
い
。
し
か
し
、
菊
花
紋
を
戴
冠
す
る
位
牌
は
普
通
の
も
の
で
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は
な
い
。
戒
名
の
上
に
あ
る
記
号
の
よ
う
な
も
の
は
な
に
か
？　

又
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
辞
書
を
頼
り
に
調
べ
る
と
、

「
丼
」
は
「
𦬇
」
或
い
は
「  

艹
卅   

」
で
バ
ウ
・
ボ
ダ
イ
。
「
菩
薩
」
の
略
字
。
邦
訓
義
、
ボ
サ
ツ
、
「
菩
薩
」
の
略
字
。
「
菩
薩
」

の
草
冠
を
合
わ
せ
た
字
。
サ
サ
ボ
サ
ツ
と
も
い
う
。
「
𦬇
」
佛
梵
語
、
（Bodhisattva

）
菩
提
薩
埵
の
略
。
大
道
心
衆
生
、
道
衆

生
、
覺
有
情
大
士
、
高
士
な
ど
と
訳
す
。
大
勇
猛
心
を
も
っ
て
菩
提
（
サ
ト
リ
）
を
求
め
、
大
慈
悲
心
を
も
っ
て
衆
生
を
救
わ
ん
と

す
る
者
。
仏
に
つ
ぐ
位
置
に
あ
る
人
に
つ
け
る
。
い
に
し
え
、
朝
廷
か
ら
硯
徳
の
高
僧
に
賜
っ
た
號
。

　

そ
れ
で
は
「
菩
提
」
に
つ
い
て
み
る
と
、「
菩
提
」
梵
語Bodhi

の
音
訳
。
道
・
覺
・
智
と
訳
し
、
道
は
悟
り
に
至
る
因
と
な
す
意
。

覺
は
煩
悩
を
断
ち
切
っ
て
悟
り
を
得
る
意
。
智
は
煩
悩
と
知
識
の
障
り
を
断
ち
切
っ
て
得
た
正
し
い
智
慧
の
意
。
俗
に
、
追
善
冥
福

の
意
に
も
用
い
る
と
あ
る
。

　

最
後
に
戒
名
の
下
に
あ
る
「
僔
儀
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
尊
い
姿
の
意
で
、
仏
・
菩
薩
の
像
や
貴
人
の
肖
像
、
位
牌
な
ど
の
尊
敬

語
と
あ
る
。
名
前
や
没
年
月
は
不
明
だ
が
、
位
牌
の
語
り
か
け
て
く
る
も
の
は
甚
大
で
あ
る
…
…
…
。
推
察
す
る
に
、
こ
の
方
は
庵

主
と
し
て
、
こ
の
地
で
終
生
を
遂
げ
ら
れ
た
か
、
或
い
は
所
縁
の
あ
る
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
口
伝
等
は
事
情
あ
っ
て

か
世
俗
の
識
る
処
で
な
く
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
物
の
証
で
あ
る
位
牌
の
存
在
を
ど
う
視
る
べ
き
か
…
…
…
…
…

　

普
賢
院
の
以
前
の
建
物
は
、
高
床
で
周
囲
は
廻
り
廊
下
が
あ
り
、
寄
せ
棟
の
一
風
変
わ
っ
た
容
姿
で
あ
っ
た
が
、
先
年
、
風
雪
で

朽
ち
果
て
惜
し
く
も
倒
壊
し
た
。

　

東
隣
り
の
庫
裏
に
仏
像
な
ど
は
移
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
朽
ち
、
整
地
さ
れ
て
今
は
老
人
達
の
歓
声
挙
が
る
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
と
な

っ
た
。
区
民
の
中
に
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
の
も
ど
う
か
、
と
の
声
が
起
き
、
昭
和
五
十
三
年
頃
ブ
ロ
ッ
ク
造
り
の
館
が
出
来
て
収

蔵
さ
れ
た
。
毎
年
、
春
に
護
摩
が
焚
か
れ
、
信
奉
者
に
依
っ
て
香
の
煙
が
絶
え
る
事
な
く
、
又
、
数
年
前
よ
り
兵
庫
県
相
生
市
の
沖
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合
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
に
あ
る
家
島
か
ら
と
言
う
信
者
が
バ
ス
で
月
一
回
当
地
を
訪
れ
参
詣
さ
れ
て
い
る
。
所
縁
に
連
な
る
も
の
が

あ
る
か
ら
と
の
事
で
あ
る
。

　

普
賢
院
は
真
言
宗
京
都
御
室
の
仁
和
寺
の
末
寺
と
言
わ
れ
る
が
、
も
と
は
医
王
寺
の
塔
頭
の
一
宇
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

牛ご

ず頭
天だ

い
お
う皇

を
ま
つ
る
神
社
の
境
内
の
十
三
重
塔（
重
文
）、薬
師
さ
ん
、柘
榴
の
寺
に
あ
る
伊
王
寺
銘
の
名
鐘
、所
々
に
こ
ろ
が
る
石
、

そ
ば
に
あ
る
池
の
堤
防
の
土
の
中
や
池
に
多
数
の
埋
ま
っ
て
い
る
と
い
う
石
群
。
今
度
、
京
奈
バ
イ
パ
ス
が
こ
の
池
の
上
を
通
る
予

定
と
聞
く
。
又
、
上
中
、
下
中
、
樋
ノ
口
に
各
一
基
の
石
燈
籠
が
道
端
に
あ
り
、
農
業
倉
庫
の
西
側
に
も
大
き
な
石
燈
籠
が
一
基
あ

る
が
、
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
か
不
詳
で
あ
る
。

　

こ
の
普
賢
院
の
西
南
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
の
位
置
に
、
か
つ
て
〝
行
者
は
ん
〟
と
親
し
み
を
込
め
て
呼
ぶ
地
に
そ
の
名
の
行
者

像
が
あ
っ
た
。
修
験
行
者
像
は
松
籟
の
な
か
に
ひ
っ
そ
り
と
佇
ん
で
い
た
。

　

四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
台
座
の
上
の
岩
に
腰
掛
け
た
石
造
り
の
行
者
は
、
右
手
に
金
属
製
の
錫
杖
、
左
手
に
巻
物
を
持
っ
て
顎

髭
を
蓄
え
、
頭
衣
を
被
っ
た
顔
は
温
和
で
見
る
人
の
心
を
引
き
寄
せ
る
も
の
が
あ
る
。
だ
が
、
修
験
行
者
に
あ
り
が
ち
の
一
本
歯
の

高
下
駄
で
は
な
く
、
な
ぜ
か
二
本
歯
の
高
下
駄
を
履
か
れ
て
い
る
。

　

石
の
台
座
の
四
面
に
は
経
文
の
刻
字
が
あ
り
、
南
面
か
ら
「
佛
説
摩
訶
般
若
波
羅
密
多
心
経
…
…
…
」
で
始
ま
る
唱
文
が
彫
ら
れ

東
面
の
末
尾
に
「
般
若
心
経
」
と
あ
り
、「
旹　

寛
政
三
年
辛
亥
年
四
月
吉
祥
日
」
と
銘
が
あ
る
。「
旹
」
は
ジ
と
読
み
、「
時
」
の

古
字
で
あ
る
。
一
七
九
一
年
の
刻
佛
で
、
土
地
の
人
は
大
和
大
峰
の
山
の
行
場
に
行
け
な
い
者
が
、
こ
こ
に
詣
で
て
修
業
を
果
た
し

た
と
い
う
。　
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先
年
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
造
成
の
た
め
、
松
籟
の
地
を
出
ら
れ
、
精
華
町
と
奈
良
県
の
境
の
石
の
カ
ラ
ト
跡
近
く
に
移
さ
れ
、
又
、

そ
こ
も
追
わ
れ
、
昭
和
六
十
年
二
月
に
現
在
の
長
櫃
の
山
上
に
鎮
座
さ
れ
た
。
こ
こ
も
仮
の
地
で
安
住
の
地
定
ま
ら
ず
流
転
の
身
で

あ
る
。
今
尚
、
不
断
の
修
法
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
の
上
や
、
人
の
世
の
心
の
う
つ
ろ
い
の
さ
ま
を
苦
笑
さ
れ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
い
ず
れ
近
い
将
来
、
小
公
園
の
一
隅
に
置
か
れ
、
そ
こ
に
通
ず
る
道
を
〝
行
者
の
道
〟
と
名
づ
け
て
祠
堂
さ
れ
れ
ば
安

堵
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
外
、
ホ
テ
ン
ド
と
呼
ば
れ
る
地
に
清
水
の
湧
く
井
戸
が
あ
る
が
京
奈
バ
イ
パ
ス
が
出
来
る
と
ど
う
な

る
の
だ
ろ
う
…
…
…　

又
、
ビ
シ
ャ
モ
ン
と
言
う
処
に
は
昔
、
小
さ
な
祠
が
あ
っ
た
が
、
今
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

○
里
の
農
事
暦

　

春
、
桜
が
咲
き
フ
ジ
が
房
を
垂
れ
る
と
急
に
忙
し
く
な
る
。
花
の
開
花
は
気
温
の
上
昇
も
さ
る
事
な
が
ら
、
地
温
と
も
深
い
関
わ

り
が
あ
り
、
特
に
フ
ジ
の
開
花
は
農
事
の
シ
グ
ナ
ル
で
あ
る
。
フ
ジ
が
咲
け
ば
里
芋
や
甘
藷
、
果
菜
類
の
ナ
ス
や
ト
マ
ト
、
西
瓜
等

を
植
え
つ
け
ら
れ
る
。
晩
霜
の
心
配
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
い
経
験
に
基
ず
く
も
の
で
親
か
ら
子
へ
、
孫
へ
と
伝
授

さ
れ
て
来
た
事
で
あ
る
。
田
畑
の
耕
起
も
毎
年
少
し
ず
つ
ず
ら
す
よ
う
に
畝
作
り
し
、
溝
を
掘
っ
て
藁
を
敷
き
、
数
年
で
田
全
面
が

深
耕
さ
れ
る
よ
う
考
え
て
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。

　

天
地
返
し
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
土
を
深
く
反
転
さ
せ
て
風
雨
に
晒
し
、
土
が
理
科
学
的
に
変
質
す
る
工
夫
が
さ
れ
、
作
物
は

耕
す
回
数
に
比
例
す
る
よ
う
に
良
く
成
長
す
る
と
教
え
ら
れ
た
。
耕
す
事
は
除
草
に
な
り
、
除
草
は
ま
た
耕
す
事
で
あ
っ
た
。
田
の

四
隅
を
深
耕
す
れ
ば
、
お
伊
勢
詣
り
の
費
用
位
は
捻
出
で
き
る
と
言
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
時
代
の
波
に
風
化
し
死
語
化
し

た
。
田
植
は
夏
至
前
後
が
最
盛
期
で
、
種
ま
き
か
ら
四
十
九
日
目
は
〝
苗
ヤ
ク
〟
と
言
っ
て
忌
み
、
田
植
を
休
む
風
習
が
あ
っ
た
。
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田
植
が
終
わ
る
と
〝
農
休
み
〟
が
区
単
位
で
行
わ
れ
、
節
目
と
さ
れ
た
。
田
植
後
カ
ジ
タ
と
言
う
中
耕
は
苗
の
間
を
ヨ
コ
か
ら
始
ま

り
田
全
体
を
隈
無
く
耕
し
一
週
間
後
、
今
度
は
タ
テ
に
田
を
耕
す
が
、
水
中
で
の
作
業
で
あ
る
の
で
、
と
ば
し
る
で
腰
か
ら
下
は
ず

ぶ
濡
れ
に
な
る
事
が
往
々
で
あ
っ
た
。カ
ジ
タ
用
の
鍬
は
三
又
で
鋳
製
、土
が
よ
く
腐
る
と
い
う
の
で
使
用
さ
れ
た
。車
押
し
も
縦
横
、

田
じ
ゅ
う
這
い
廻
す
手
に
よ
る
草
取
り
は
、
ア
ゲ
草
ま
で
二
、三
度
、
雨
の
日
は
ゴ
ザ
蓑
で
八
月
中
頃
ま
で
一
家
を
あ
げ
て
の
作
業
。

〝
八
月
大
名
〟
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
水
の
駆
引
き
、
家
畜
の
世
話
と
間
断
な
く
労
働
は
続
く
。
又
、
養
蚕
は
春
蚕
秋
蚕
と
、
麦
秋
、

秋
収
と
重
な
り
繁
忙
を
極
め
る
。

　

九
月
の
二
化
メ
イ
虫
発
生
期
は
、
誘
蛾
燈
が
設
置
、
夕
方
交
代
で
石
油
の
補
給
と
点
火
、
夕
闇
を
ユ
ラ
ユ
ラ
と
照
ら
し
蛾
を
捕
殺

し
た
。

　

十
月
半
ば
早
稲
刈
り
、
中
稲
、
晩
稲
と
続
く
が
、
一
人
が
刈
り
出
せ
ば
負
け
じ
と
早
刈
り
す
る
者
が
現
れ
る
の
で
〝
鎌
留
め
〟
と

い
っ
て
地
区
で
一
週
間
位
稲
刈
り
を
中
止
さ
せ
た
。
そ
れ
は
農
民
心
理
と
し
て
、
他
人
よ
り
早
く
野
良
仕
事
を
終
え
る
事
は
優
越
感

に
な
っ
て
他
人
を
嗤
い
、
他
人
よ
り
遅
れ
る
事
は
屈
辱
的
劣
等
感
と
な
っ
て
他
人
か
ら
嗤
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
を
嗤
う
こ
と
は

甲
斐
性
者
で
あ
り
、
嗤
わ
れ
る
者
は
甲
斐
性
無
し
で
、
そ
れ
は
た
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
事
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
作
物
の
登
熟
の

遅
速
に
関
係
な
く
競
う
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
馬
鹿
げ
た
こ
と
だ
が
、
収
入
を
度
外
視
し
た
高
価
な
農
機
具
が
購
入
さ
れ
る
の

は
こ
こ
に
も
原
因
が
あ
る
。さ
て
、刈
ら
れ
た
稲
は
稲
架
と
い
う
長
竹
と
二
メ
ー
ト
ル
位
の
支
柱
を
使
っ
て
組
み
立
て
、稲
を
架
け
る
。

稲
刈
り
が
終
わ
る
と
〝
刈
り
抜
け
〟
と
い
っ
て
、
新
小
豆
で
飯
を
炊
き
稲
刈
り
に
使
用
し
た
鎌
な
ど
を
箕
に
入
れ
て
、
酒
と
赤
飯
を

供
え
、
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
又
、
神
や
佛
に
そ
の
無
事
を
報
告
し
た
。〝
十
夜
〟
の
刈
り
抜
け
と
い
う
語
も
あ
っ
た
。
稲
架
掛
け

は
一
週
間
か
ら
十
日
程
が
目
安
で
藁
、
籾
と
も
乾
く
の
と
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
逆
さ
に
架
け
る
事
と
日
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中
と
夜
の
気
温
差
で
籾
が
熟
成
さ
れ
ウ
マ
味
が
増
し
、
の
ち
脱
穀
し
た
籾
は
む
し
ろ
で
柔
ら
か
い
、
秋
日
で
の
天
日
干
し
は
、
更
に

味
を
、
質
を
向
上
さ
す
効
果
が
あ
っ
た
。
機
械
農
法
は
暑
い
時
期
の
登
熟
と
即
脱
穀
で
米
の
味
を
不
味
く
し
た
。

　

稲
こ
き
は
昔
、
湾
曲
し
た
千
歯
と
呼
ば
れ
る
器
具
（
麦
用
は
平
面
で
丸
棒
、
間
隙
は
稲
用
よ
り
広
い
）
か
ら
足
踏
稲
扱
機
、
戦
後

の
昭
和
二
十
三
年
頃
よ
り
動
力
脱
穀
機
、
更
に
昭
和
五
十
年
代
に
な
る
と
コ
ン
バ
イ
ン
と
な
る
。
麦
作
り
は
昭
和
四
十
年
頃
よ
り
廃

れ
た
。
足
踏
稲
扱
機
頃
ま
で
は
〝
こ
き
抜
け
〟
と
い
っ
て
、
脱
穀
に
使
用
し
た
農
具
を
〝
刈
り
抜
け
〟
同
様
供
し
神
佛
に
感
謝
を
し

た
。
脱
穀
し
た
籾
は
筵
で
柔
ら
か
い
秋
の
日
差
し
に
干
し
、
古
く
は
キ
ッ
コ
マ
ッ
コ
と
呼
ぶ
人
力
土
臼
で
挽
か
れ
た
。
今
で
も
ウ
ス

ヒ
キ
と
呼
ば
れ
る
の
は
こ
の
名
残
り
で
あ
る
。
現
代
は
籾
摺
機
に
取
っ
て
変
わ
っ
た
。

　

秋
が
深
ま
る
と
鶴
の
子
と
い
う
紡
錘
形
の
柿
が
鮮
や
か
な
色
に
な
る
。
母
は
よ
く
こ
の
柿
を
使
い
湯
抜
き
と
い
う
方
法
で
さ
わ
せ

た
。
そ
し
て
子
供
の
間
食
（
ナ
ン
ド
）
と
し
て
与
え
、
又
、
子
供
も
そ
れ
を
欲
し
た
。

　

製
法
は
沸
騰
の
湯
を
よ
く
掻
き
回
し
て
水
を
な
ご
ま
せ
、樽
に
入
れ
た
柿
の
上
に
環
に
し
た
藁
と
ワ
ラ
ビ
の
葉
茎
で
よ
く
押
さ
え
、

先
は
ど
の
湯
を
注
ぎ
蓋
を
す
る
。
そ
れ
を
風
呂
を
す
ま
せ
た
湯
の
中
に
樽
ご
と
入
れ
て
桶
の
湯
が
冷
め
な
い
よ
う
に
し
翌
朝
ま
で
置

く
と
、
ど
こ
か
酒
気
の
匂
い
と
甘
酸
っ
ぱ
い
香
り
の
渋
抜
き
柿
が
出
来
た
。
風
呂
湯
の
代
わ
り
に
籾
摺
ヌ
カ
の
な
か
に
入
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
こ
の
さ
わ
せ
柿
は
木
成
り
の
柿
よ
り
毒
に
な
ら
な
い
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。

　

渋
抜
き
（
タ
ン
ニ
ン
の
固
定
）
は
藁
や
蕨
の
葉
茎
の
ア
ク
と
温
湯
で
渋
が
手
軽
に
抜
け
る
が
、
日
持
ち
が
悪
く
翌
日
に
は
駄
目
に

な
っ
た
。
開
発
で
そ
の
柿
も
無
く
な
り
、
お
ふ
く
ろ
の
さ
わ
せ
柿
も
姿
を
消
し
た
。

　

又
、
鶴
の
子
柿
の
干
し
柿
も
農
家
の
晩
秋
の
風
物
詩
で
も
あ
っ
た
が
見
掛
け
な
く
な
っ
た
。

　

麦
ま
き
を
終
え
る
頃
は
十
二
月
、〝
秋
し
ま
い
〟
と
い
っ
て
、
新
穀
の
糯
で
餅
を
搗
き
、
新
小
豆
で
餡
を
漉
し
、
親
戚
や
結
仲
間
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に
配
り
神
佛
に
も
供
え
て
五
穀
豊
穰
を
感
謝
し
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ン
バ
イ
ン
の
出
現
は
こ
れ
ら
の
素
朴
な
風
習
も
、
そ
の
音
で
駆

逐
し
た
。

　

現
代
の
よ
う
に
種
播
き
か
ら
収
穫
ま
で
総
て
に
金
の
か
か
る
よ
う
に
な
る
と
、
天
地
に
対
す
る
考
え
方
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
ろ
う
か
…
…
…
牛
馬
で
の
耕
作
の
頃
は
収
穫
ま
で
肥
料
代
以
外
の
金
は
殆
ど
要
ら
な
か
っ
た
し
、
肥
代
は
年
末
節
季
で
決
済
さ
れ

た
。

　

さ
ま
ざ
ま
の
農
機
具
と
農
薬
は
、
農
民
を
し
て
重
労
働
よ
り
解
放
し
た
が
、
生
活
を
圧
迫
す
る
皮
肉
な
結
果
を
も
招
来
し
た
の
で

あ
る
。

　
　
　

○
辻
村
橋
と
ガ
タ
ガ
タ
橋

　

木
津
川
河
口
か
ら
奈
良
県
境
の
両
国
橋
ま
で
の
約
六
千
メ
ー
ト
ル
の
山
田
川
に
架
か
る
橋
は
、
現
在
二
十
一
橋
あ
る
。
又
、
田
畑

に
引
水
す
る
堰
は
、
以
前
は
す
べ
て
セ
メ
ン
ト
製
で
二
十
三
堰
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
半
分
の
十
一
堰
で
す
べ
て
が
フ
ァ
ブ
ル
ダ
ム

で
あ
る
。
橋
は
昭
和
十
年
頃
は
十
五
橋
ほ
ど
で
、
そ
の
大
半
が
木
橋
か
土
橋
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
か
ら
、
記
録
が
あ
る
永
久
橋
に
か

わ
っ
た
辻
村
橋
と
、
今
は
流
失
し
て
名
だ
け
が
残
る
雁
行
の
ガ
タ
ガ
タ
橋
の
二
橋
を
記
し
て
み
よ
う
。

＊
辻
村
橋
は
、
十
戸
程
の
戸
数
で
建
造
、
維
持
管
理
し
て
来
た
橋
で
、
山
田
川
駅
の
西
約
百
メ
ー
ト
ル
余
に
あ
る
。
辻
村
垣
内
が
所

蔵
す
る
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
年
）
正
月
吉
日
荘
厳
箱
と
墨
書
の
あ
る
木
箱
に
「
明
治
九
年
子
九
月
八
日
土
橋
掛
入
用
覚
書
」
と

「
昭
和
十
年
自
壱
月
辻
村
橋
工
事
人
夫
控
」
の
二
冊
の
綴
り
帳
が
残
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
依
る
と
、
土
橋
は
維
持
や
流
失
で
出
費
が
嵩
む
の
で
昭
和
十
年
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
に
架
け
替
え
る
こ
と
に
し
、
そ
の
測
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量
、
計
画
書
の
府
庁
へ
の
提
出
や
、
又
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
使
用
す
る
砂
利
等
、
現
場
で
採
取
し
た
と
あ
る
。
自
分
達
で
出
来
る
事

は
な
ん
で
も
こ
な
す
、
今
風
に
言
え
ば
手
作
り
の
橋
で
し
か
も
立
派
に
欄
干
ま
で
付
け
た
自
動
車
も
通
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
当
時
は

樽
入
り
の
セ
メ
ン
ト
や
型
板
の
材
料
費
、
大
工
賃
等
は
、
篤
志
家
と
垣
内
の
各
自
が
家
相
応
の
金
額
の
寄
付
を
持
ち
寄
る
こ
と
で
賄

い
、
又
、
人
夫
も
自
分
達
の
奉
仕
を
も
っ
て
充
て
、
同
年
十
月
中
旬
に
見
事
に
完
成
し
て
い
る
。
こ
の
〝
お
ら
が
橋
〟
が
山
田
川
に

架
橋
す
る
他
橋
と
相
違
す
る
の
は
、
村
や
府
が
管
理
し
て
い
た
橋
で
も
木
橋
の
多
か
っ
た
そ
の
頃
に
戸
数
僅
少
な
垣
内
が
独
自
に
立

派
に
橋
を
架
け
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

馴
れ
な
い
仕
事
、
川
と
い
う
出
水
の
特
異
性
、
農
繁
期
を
避
け
て
の
工
事
は
筆
舌
に
尽
く
せ
な
い
難
渋
を
極
め
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

一
致
団
結
し
て
辛
苦
を
克
服
し
た
の
は
価
値
あ
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
年
役
立
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
南
側
に
あ
る
山
田
横

断
地
下
道
で
あ
る
。
国
道
の
建
設
に
こ
の
僅
か
の
戸
数
の
人
達
が
、
将
来
の
危
惧
を
察
知
し
て
当
局
と
強
談
、
つ
い
に
地
下
道
を
実

現
さ
せ
た
の
も
、
こ
の
辻
村
橋
架
橋
の
時
の
自
信
が
下
地
に
あ
っ
た
事
は
否
定
出
来
な
い
。

　

昭
和
二
十
八
年
、
南
山
城
を
襲
っ
た
水
害
は
鉄
道
橋
を
除
く
橋
と
一
部
の
堰
を
除
き
流
失
。
辻
村
橋
も
す
ぐ
下
の
下
井
手
堰
の
崩

壊
で
足
元
を
す
く
わ
れ
三
分
の
二
が
落
下
し
た
。
す
ぐ
垣
内
の
手
に
依
っ
て
応
急
の
橋
が
作
ら
れ
、
の
ち
一
部
地
元
負
担
で
転
落
部

だ
け
再
築
、
昭
和
五
十
八
年
山
田
川
改
修
で
現
在
の
橋
に
な
っ
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
川
は
昔
時
の
よ
う
な
魚
の
棲
め
る
川
で
は
な

く
な
っ
た
。
橋
に
掲
か
る
川
銘
板
の
「
川
」
の
字
の
三
画
目
が
「
>
」
字
形
に
曲
が
っ
て
い
る
の
は
、
曲
線
の
反
撥
力
で
も
と
の
川

魚
の
棲
む
川
に
戻
れ
、
昔
時
の
姿
に
甦
れ
と
の
希
い
を
こ
め
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。

＊
橋
を
渡
れ
ば
ユ
ラ
ユ
ラ
揺
れ
る
橋
は
、
上
中
高
ノ
原
線
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
。
人
一
人
が
や
っ
と
通
れ
る
木
橋
で
、
丸
太
や
梁

桁
の
廃
材
を
二
、三
本
縦
に
並
べ
た
雁
行
橋
で
あ
っ
た
。
手
ス
リ
が
な
く
、
ひ
ょ
う
つ
け
ば
必
ず
川
に
転
落
す
る
危
険
な
も
の
で
、
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臆
病
な
子
供
に
は
到
底
渡
れ
る
代
物
で
は
な
か
っ
た
。
田
畑
に
行
く
近
道
に
な
る
た
め
馴
れ
た
大
人
は
鍬
を
か
つ
い
で
巧
み
に
渡
っ

て
行
く
。
勇
敢
な
悪
童
が
橋
の
中
程
で
天
の
橋
立
の
股
覗
き
ま
が
い
に
覗
け
ば
、
ま
た
そ
こ
に
違
っ
た
風
景
が
あ
っ
た
。
ガ
タ
ガ
タ

揺
れ
る
処
か
ら
の
命
名
で
、
今
も
近
く
の
人
が
ガ
タ
ガ
タ
橋
と
追
憶
を
こ
め
て
呼
ぶ
が
、
こ
の
橋
も
南
山
城
水
害
で
流
亡
し
た
の
ち

は
、
橋
畔
が
か
す
か
に
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
川
の
改
修
で
跡
形
も
無
く
な
っ
た
。

　

将
来
架
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
橋
は
、
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
こ
の
橋
名
を
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
面
白
味
の
あ
っ
た
橋
だ
っ

た
。

　
　

○
相そ

ば

ふ
場
振
り
山や

ま

　

今
、
相
楽
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
造
成
工
事
で
す
っ
か
り
原
形
を
留
め
な
く
な
っ
た
が
、
ソ
バ
フ
リ
山
と
伝
承
さ
れ
る
山
が
あ
っ
た
。

　

ご
く
平
凡
な
山
で
あ
る
が
、
西
に
も
東
に
も
見
通
し
の
出
来
る
処
に
位
置
し
て
い
た
。

　

現
代
は
通
信
技
術
の
発
達
で
世
界
の
果
て
の
出
来
事
で
も
、
寸
時
に
伝
達
が
出
来
、
人
工
衛
星
の
働
き
で
宇
宙
か
ら
或
い
は
遠
隔

の
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
所
か
ら
映
像
さ
え
も
が
届
け
ら
れ
、
ま
す
ま
す
こ
の
地
球
も
狭
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
又
、
交
通
機
関
の
発
達

で
世
界
中
を
短
時
間
で
訪
れ
る
事
が
出
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
飛
脚
か
早
馬
し
か
な
か
っ
た
時
代
に
情
報
を
連
絡
す
る
手

段
と
し
て
、
こ
ち
ら
の
山
か
ら
遠
く
の
峰
に
、
更
に
そ
の
向
こ
う
の
頂
き
へ
と
狼の

ろ

煙し

を
上
げ
て
伝
達
し
て
い
た
一
つ
の
中
継
点
が
、

こ
の
山
だ
っ
た
と
い
う
。
狼
煙
に
は
戦
略
的
な
も
の
、
兵
変
、
政
変
や
一
大
異
変
を
伝
え
る
も
の
が
あ
る
が
、
相
場
振
り
山
の
名
の

由
来
か
ら
そ
ん
な
生
臭
い
も
の
で
は
な
く
、
株
や
米
等
の
商
品
の
動
向
を
知
ら
せ
る
産
業
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
す
る
。
ソ
バ

フ
リ
と
は
多
分
、
相
場
の
動
静
を
振
り
知
ら
せ
る
意
か
ら
つ
い
た
名
で
、
種
々
の
相
場
を
伝
達
し
た
山
で
あ
る
。
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八
年
前
、
そ
の
地
を
初
め
て
訪
れ
た
時
は
ま
だ

山
容
は
元
の
ま
ま
だ
っ
た
が
、
造
成
は
進
ん
で
い

た
。
昭
和
五
十
五
年
四
月
初
め
に
写
真
を
撮
っ
た

の
が
今
手
元
に
あ
る
。
そ
の
時
の
印
象
は
、
相
場

振
り
山
は
こ
の
付
近
で
は
一
番
見
晴
ら
し
の
き
く

好
位
置
に
あ
っ
た
。

　

又
、
そ
の
近
く
に
ウ
シ
の
墓
と
呼
ば
れ
る
処
や

コ
レ
ラ
山
と
伝
え
ら
れ
る
山
も
あ
っ
た
。
田
畑
の

耕
起
に
利
用
し
た
牛
が
病
に
倒
れ
た
時
に
埋
め
た

処
で
あ
り
、
コ
レ
ラ
が
流
行
し
大
勢
の
人
が
罹
病

し
て
死
ん
だ
時
、
人
里
離
れ
た
処
へ
埋
葬
し
た
の

で
こ
の
よ
う
な
名
が
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
事

に
〝
滄
桑
の
変
〟
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
私
達
の

祖
先
が
よ
も
や
こ
の
地
が
学
研
都
市
の
一
翼
を
担

う
地
域
に
な
り
、
屋
が
連
な
る
と
は
…
…
…

ち
ょ
っ
と
大
袈
裟
だ
が
〝
光
緑
池
台
錦
繡
を
開

く
〟
と
は
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
と
思
う
。
か
つ

相場振山
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て
頭
を
挙
げ
て
山
月
を
望
み
、
頭
を
垂
れ
て
田
毎
の
月
を
眺
め
た
処
が
、
住
居
と
化
し
て
し
ま
う
の
に
、
そ
う
多
く
の
時
を
要
し

な
い
。

　

尚
、
こ
の
近
辺
の
地
名
に
、
長
櫃
、
菅
井
櫃
と
櫃
の
つ
く
名
が
残
っ
て
お
り
、
又
、
風
灰
、
笛
吹
、
耳
所
、
地
獄
谷
、
兜
谷
、

噤す
く
ご

谷だ
に

な
ど
と
、
風
変
わ
り
な
地
名
が
残
っ
て
い
る
。

　

亡
父
が
噤
谷
の
田
を
耕
し
て
い
た
時
、
多
数
の
素
焼
の
器
が
土
の
中
よ
り
出
土
し
た
と
話
し
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
口
を

噤つ
ぐ

む
と
は
、
隠
れ
住
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
の
出
名
だ
ろ
う
か
…
…
…

　
　
　

○
荘
厳
と
ム
ジ
ョ
ウ
講

　

山
田
区
に
は
、
荘
厳
と
呼
ば
れ
る
宴
が
あ
る
。
辻
村
垣
内
に
例
を
と
れ
ば
、
男
子
十
五
歳
に
な
っ
た
二
月
二
日
の
荘
厳
に
出
し
前

と
し
て
酒
肴
料
を
出
し
て
、
息
子
の
成
人
を
垣
内
の
人
達
に
認
め
て
貰
い
且
つ
祝
福
し
て
貰
う
風
習
で
あ
る
。

　

萬
延
二
年
（
一
八
六
一
）
倹
約
取
き
ま
り
帳
と
書
か
れ
た
綴
り
帳
に
は
延
々
現
代
ま
で
、
そ
の
出
し
前
の
記
録
が
そ
の
都
度
書
き

込
ま
れ
て
い
る
。
希
有
な
帳
面
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
嫁
取
り
、
婿
取
り
の
場
合
の
垣
内
へ
の
酒
肴
料
の
出
し
前
、
戦
中
戦
後
の
疎
開

者
の
仲
間
入
り
も
記
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
昭
和
○
年
○
月
○
日
、
何
某
が
清
酒
一
本
、
肴
料
何
円
、
或
い
は
白
米
何

升
と
い
っ
た
具
合
に
そ
の
祝
い
の
内
容
が
克
明
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
帳
面
を
見
れ
ば
、
何
某
が
何
年
に
嫁
取
り
を
し
た
と

言
う
事
が
判
り
、
生
き
た
垣
内
の
歴
史
書
で
も
あ
る
。
荘
厳
は
二
月
二
日
と
決
ま
っ
て
お
り
、
宿
は
順
番
制
で
あ
る
。
ま
た
家
に
不

幸
が
あ
っ
た
年
は
参
加
出
来
な
い
し
、
女
子
の
宴
の
出
席
や
接
待
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
荘
厳
の
日
も
、
勤
人
の
都
合
で
数
年

前
よ
り
二
月
に
入
っ
た
最
初
の
日
曜
日
に
変
わ
り
、
組
内
の
世
話
人
を
決
め
る
年
一
回
の
大
事
な
顔
合
わ
せ
の
宴
で
も
あ
る
。
以
前
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は
〝
日
待
ち
〟
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
が
廃
れ
、
そ
の
他
、
伊
勢
講
、
愛
宕
講
な
ど
の
「
講
」
も
あ
っ
た
が
時
代
の
推
移
と
共

に
消
滅
し
た
。

　

さ
き
の
大
戦
頃
ま
で
、
組
内
の
種
々
の
会
合
は
ム
ジ
ョ
ウ
講
と
呼
ば
れ
、
重
要
な
会
合
は
フ
サ
ン
ナ
シ
の
ム
ジ
ョ
ウ
講
と
言
っ

て
、
宿
当
番
が
そ
の
旨
を
触
れ
廻
れ
ば
、
万
障
繰
り
合
わ
せ
て
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
シ
ョ
ウ
ゴ

ン
、
ム
ジ
ョ
ウ
講
は
共
に
仏
語
に
関
係
す
る
か
に
思
え
る
が
、
忌
服
を
嫌
う
処
を
見
れ
ば
仏
事
で
は
な
い
。
ム
ジ
ョ
ウ
講
も
弔
い
の

手
伝
い
で
は
な
く
、
会
合
を
指
す
処
か
ら
関
係
な
い
。
荘
厳
、
ム
ジ
ョ
ウ
講
共
そ
の
由
来
、
語
源
は
不
詳
で
あ
る
。
フ
サ
ン
ナ
シ
は

不
参
無
イ
コ
ー
ル
欠
席
の
な
い
よ
う
に
と
の
旨
で
あ
る
。
今
の
回
覧
板
は
回
状
と
言
い
、
隣
組
長
を
ジ
ュ
ウ
チ
ョ
と
言
っ
て
「
区
長

の
九
よ
り
十
が
上
」
な
ど
と
い
う
戯
言
が
生
ま
れ
た
。

　


