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菅
井
住
民
の
暮
ら
し
と
水
と
の
関
わ
り

井　

上　
　
　

洋

　
　
　

伝
承
と
由
来　

　

菅
井
と
い
う
集
落
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
た
の
か
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
は
つ

ま
び
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
菅
井
の
歴
史
は
古
く
奈
良
朝
時
代
に
は
既
に
集
落
を

形
成
し
て
お
り
、
中
世
に
は
奈
良
興
福
寺
の
荘
園
と
し
て
、
そ
の
支
配
領
と
な
っ
て
い

た
が
、
近
世
は
菅
井
村
と
な
り
、
禁
裏
御
料
と
数
家
の
公
家
領
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
名
主
、
ま
た
は
庄
屋
が
代
理
管
理
し
て
い
た
。
こ
の
制
度
は
明
治
維
新
ま
で
続
い
て

い
た
が
、
明
治
に
な
っ
て
領
地
は
返
上
、
公
売
に
付
さ
れ
そ
れ
ぞ
れ
個
人
の
所
有
と
な

り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

地
名
の
由
来
は
、
地
内
の
産
土
神
で
あ
る
天
王
神
社
境
内
に
菅
井
と
称
す
る
清
泉
が

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
こ
の
清
泉
は
、
菅
原
道
真
が
賞
し
た
こ
と
か
ら
菅
井
と

呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

乗越堤から見た菅井集落
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ま
た
、
我
々
菅
井
住
民
の
先
人
達
が
居
住
し
て
い
た
の
は
現
在
の
西
ノ
辻
で
は
な
く
小
字
古
里
で
あ
る
と
い
う
。
通
称
み
な
ん
つ

じ
（
南
辻
＝
宮
ノ
辻
）
と
い
っ
て
、
一
段
高
く
な
っ
た
現
住
地
西
ノ
辻
と
ほ
ぼ
同
面
積
位
の
畑
地
が
あ
り
、
そ
の
乾
の
一
角
に
、
昔

か
ら
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
篠
竹
と
樹
の
茂
み
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
小
さ
な
祠
が
あ
っ
た
。
そ
の
祠
は
古
宮
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
現
在

で
は
稲
荷
神
社
と
し
て
小
さ
い
な
が
ら
周
囲
も
整
備
さ
れ
、
鳥
居
も
多
く
建
て
ら
れ
立
派
に
祀
ら
れ
て
地
元
の
信
仰
を
集
め
て
い

る
。

　

先
人
達
は
人
間
生
き
る
に
最
も
大
切
な
水
を
求
め
て
、
こ
こ
木
津
川
の
ほ
と
り
に
住
み
着
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
木

津
川
は
堤
防
も
な
く
自
然
の
ま
ま
に
流
れ
、
大
雨
の
降
る
度
に
そ
の
流
れ
を
変
え
、
木
津
川
右
岸
の
堤
防
よ
り
東
の
山
城
町
辺
り
で

右
へ
迂
回
し
、
お
そ
ら
く
山
裾
に
沿
っ
て
北
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
大
雨
毎
に
左
岸
が
削
ら
れ
て
徐
々
に
西

へ
川
幅
が
拡
が
る
と
同
時
に
、
上
流
か
ら
流
れ
く
る
土
砂
の
た
め
に
川
床
も
次
第
に
高
く
な
り
、
少
し
の
大
雨
に
も
氾
濫
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
都
度
、
家
屋
の
浸
水
と
同
時
に
土
地
が
削
り
取
ら
れ
、
川
は
だ
ん
だ
ん
西
へ
拡
が
り
な
が
ら
移
動
し
、
逆
に
、
東

の
右
岸
の
方
は
川
が
砂
丘
に
変
貌
し
て
ま
す
ま
す
大
き
く
湾
曲
す
る
結
果
と
な
り
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
堤
防
が
築
か
れ
た
が
、
却

っ
て
、
そ
の
堤
防
が
災
い
を
招
く
事
に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
即
ち
、
慶
長
年
間
（
一
六
〇
〇
年
頃
）
連
日
降
り
続
く
大
雨
に
木

津
川
が
氾
濫
、
曲
が
り
角
の
菅
井
堤
が
決
壊
、
集
落
は
大
洪
水
に
襲
わ
れ
て
甚
大
な
る
被
害
を
受
け
、
再
起
不
能
と
な
っ
た
結
果
、

西
側
の
高
地
に
移
り
住
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
西
ノ
辻
の
西
端
に
高
さ
七
、八
メ
ー
ト
ル
の
小
山
が
あ
り
（
稲
荷
山
古
墳
＝
角
川
書
店
京
都
府
地
名
大
辞
典
）、
こ
の
地
に

先
ず
氏
神
牛
頭
天
王
社
を
移
し
奉
り
、
各
自
宅
地
を
定
め
て
移
り
住
み
、
一
応
、
集
落
と
し
て
の
形
を
整
え
た
の
で
あ
る
。
地
形
的

に
見
て
西
ノ
辻
は
、
住
宅
地
と
し
て
は
水
害
に
は
全
く
心
配
の
な
い
高
地
で
、
た
と
え
木
津
川
が
氾
濫
し
周
辺
が
大
洪
水
と
な
っ
て



134

も
安
心
し
て
住
め
る
所
で
あ
る
。
か
く
し
て
住
民
は
水
害
の
恐
怖
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
が
肝
心
の
飲
料
水
や
農
業
用
水
な
ど
に
関
し

て
は
、
余
り
恵
ま
れ
た
環
境
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
清
水
と
い
わ
れ
る
井
戸
は
数
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
井
戸
が
赤
金
気
水
で
、
住

民
は
飲
み
水
と
洗
濯
、
風
呂
な
ど
、
日
常
の
生
活
用
水
で
は
か
な
り
苦
労
を
し
て
お
り
、
特
に
農
業
用
水
で
は
個
人
的
に
は
勿
論
、

菅
井
区
と
し
て
も
近
隣
村
と
の
水
争
い
論
な
ど
、
し
ば
し
ば
記
録
に
も
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
此
の
面
で
は
大
変
苦
労
を

重
ね
た
様
子
が
窺
え
る
。

　
　

明
治
か
ら
昭
和
へ

　

菅
井
住
民
は
前
記
の
通
り
、
西
ノ
辻
に
移
っ
て
安
住
の
地
を
得
た
も
の
の
水
と
の
闘
い
は
終
わ
る
こ
と
な
く
続
き
、
し
ば
し
ば
大

き
な
災
害
を
被
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
菅
井
の
宿
命
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
ご
く
最
近
ま
で
、
そ
の
余
り
に
も
大
き
か
っ
た
昔
の

水
害
の
傷
跡
が
歴
然
と
し
て
残
っ
て
い
た
が
、
今
は
立
派
な
住
宅
団
地
と
な
っ
て
い
る
。
小
字
北
ノ
堂
と
馬
渕
の
住
宅
地
が
そ
れ
で

あ
る
。

　

此
の
地
は
、
そ
の
昔
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
年
）
と
明
治
三
年
と
の
二
回
に
及
ぶ
堤
防
決
壊
が
あ
り
、
特
に
明
治
三
年
九
月

十
八
日
の
大
暴
風
雨
で
は
木
津
川
が
氾
濫
し
、
吐
師
堤
を
始
め
菅
井
乗
越
の
北
堤
が
決
壊
、
大
洪
水
と
な
り
田
畑
は
勿
論
、
祝
園
以

下
数
村
の
家
屋
数
百
戸
が
濁
流
に
浸
る
と
い
う
大
惨
状
に
な
っ
た
。
菅
井
の
被
害
た
る
や
正
に
目
を
覆
う
ば
か
り
で
田
畑
の
流
失
計

り
知
れ
ず
、
被
災
は
何
十
町
歩
に
も
及
び
大
半
が
池
沼
と
化
し
て
、
手
の
施
し
よ
う
の
な
い
惨
憺
た
る
状
態
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

特
に
惨
状
を
極
め
た
の
は
乗
越
の
北
堤
決
壊
の
直
撃
を
受
け
た
馬
渕
と
北
ノ
堂
で
、
そ
の
変
わ
り
果
て
た
光
景
は
見
る
に
し
の
び
な

い
姿
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。　
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馬
渕
の
大
半
は
池
と
化
し
、
三
つ
の
大
き
な
池
が
出
現
し
て
い
た
。（
後
年
西
渕
、
中
渕
、
東
渕
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
）
北
ノ
堂

は
、
そ
の
土
砂
が
堆
積
し
て
砂
礫
の
原
に
一
変
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
後
年
北
畑
と
い
っ
て
、
桑
園
や
さ
つ
ま
芋
類
、
野

菜
、
お
茶
畑
と
し
て
古
里
の
南
辻
と
と
も
に
菅
井
の
代
表
的
な
畑
地
に
な
っ
て
い
た
。

　

そ
の
他
、
古
里
地
区
に
数
カ
所
、
鳶
ケ
元
と
柳
原
地
区
に
三
カ
所
と
、
あ
ち
こ
ち
に
池
沼
が
出
来
て
洵
に
悲
惨
な
る
状
況
は
正
に

古
今
未
曾
有
の
大
災
害
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
菅
井
村
は
壊
滅
寸
前
に
曝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
村
民
は
一
致
団
結

よ
く
困
苦
に
耐
え
、
復
興
に
起
ち
上
が
り
努
力
の
甲
斐
あ
り
、
翌
四
年
二
月
か
ら
の
政

府
の
復
旧
工
事
と
相
ま
っ
て
急
速
に
回
復
に
向
か
い
、
人
心
も
漸
く
落
ち
着
き
、
次
第

に
明
る
さ
を
取
り
戻
し
た
。
そ
の
後
、
何
か
と
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
指

導
者
の
よ
ろ
し
き
を
得
て
立
派
に
復
興
を
果
た
し
、
明
治
十
年
に
は
天
王
神
社
境
内
に

菅
井
学
校
を
開
設
（
明
治
二
十
二
年
祝
園
村
に
合
併
廃
校
）、
青
少
年
の
教
育
に
当

た
っ
た
。
続
い
て
、
十
八
年
に
は
修
徳
社
が
設
立
さ
れ
青
壮
年
の
徳
育
と
と
も
に
農
産

業
の
奨
励
、
経
営
な
ど
、
村
の
経
倫
に
寄
与
、
充
実
し
た
菅
井
の
村
造
り
が
出
来
た
の

で
あ
る
が
、
国
の
町
村
制
実
施
に
伴
い
、
菅
井
村
は
明
治
二
十
二
年
に
祝
園
村
に
合

併
さ
れ
る
。
し
か
し
、
明
治
二
十
五
年
四
月
に
狛
田
、
稲
田
、
祝
園
、
山
田
荘
、
相
楽

村
の
五
カ
村
で
組
織
さ
れ
た
組
合
立
精
華
高
等
小
学
校
が
菅
井
小
字
西
山
に
開
校
さ
れ

（
大
正
七
年
学
制
改
革
に
よ
り
廃
校
）
地
元
と
し
て
何
と
な
く
活
気
が
出
る
。
つ
い
で
、

明
治
三
十
一
年
四
月
に
は
関
西
鉄
道
（
現
Ｊ
Ｒ
片
町
線
＝
城
河
鉄
道
）
が
開
通
と
な
っ

鉄道を隔てて見た天王神社の杜
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て
、
い
さ
さ
か
文
明
開
花
の
匂
い
と
明
る
さ
を
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
菅
井
と
し
て
は
、

天
王
神
社
へ
の
参
道
を
宮
前
で
横
切
ら
れ
、
し
か
も
、
村
を
遮
断
さ
れ
る
格
好
と
な

り
、
さ
ら
に
、
年
を
経
て
昭
和
三
年
十
一
月
三
日
に
は
奈
良
電
気
鉄
道
（
現
近
鉄
京

都
線
）
が
京
都
―
西
大
寺
間
に
開
通
し
て
初
め
て
川
西
地
区
を
電
車
が
走
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
た
軌
道
が
片
町
線
と
平
行
し
て
建
設
さ
れ
た
の
で
、
ま
す

ま
す
幅
広
く
神
社
と
村
と
が
遮
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
危
険
を
も
伴
い
全
く
い
い

感
じ
で
は
な
い
が
こ
れ
も
時
代
の
流
れ
で
あ
ろ
う
か
。

　

大
正
六
年
九
月
末
、
長
雨
が
続
き
遂
に
大
雨
と
な
り
、
木
津
川
が
増
水
氾
濫
、
夜

来
か
ら
消
防
団
、
そ
の
他
、
区
の
関
係
者
が
出
動
し
て
万
一
に
備
え
警
戒
に
当
た
っ

て
い
た
。
朝
に
な
り
、
堤
防
か
ら
手
が
洗
え
る
と
い
う
情
報
に
急
ぎ
乗
越
ま
で
走
っ

て
行
っ
た
。（
小
学
校
一
年
生
の
頃
）
見
る
と
案
の
定
、
堤
防
の
す
ぐ
下
ま
で
水
が

迫
っ
て
お
り
、
本
当
に
手
が
届
か
ん
ば
か
り
で
、（
当
時
の
堤
防
は
現
在
よ
り
は
大

分
低
か
っ
た
）
川
原
の
竹
藪
と
畑
の
柿
の
木
の
先
端
の
一
部
が
僅
か
に
濁
水
の
上
に
見
え
る
程
度
で
、
見
渡
す
限
り
（
当
時
は
川
向

か
い
の
上
狛
の
堤
防
に
続
い
て
木
津
の
泉
大
橋
ま
で
一
望
出
来
た
）
一
面
の
濁
流
が
滔
々
と
し
て
流
れ
る
様
は
、
実
に
凄
い
情
景
で

壮
観
と
い
う
か
、
じ
っ
と
眺
め
て
い
る
と
い
ろ
い
ろ
な
物
が
流
れ
て
い
る
。
汚
い
大
き
な
芥
に
混
じ
っ
て
巨
大
な
流
木
が
何
本
も
渦

巻
く
茶
褐
色
の
濁
流
と
共
に
悠
々
と
流
れ
て
行
っ
た
恐
ろ
し
い
ま
で
の
光
景
は
、
か
な
り
年
月
の
経
っ
た
今
で
も
は
っ
き
り
と
脳
裏

に
浮
か
ん
で
来
る
。

瀬戸川の洗い場
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な
お
こ
の
日
、
祝
園
村
の
下
流
の
舟
地
区
辺
の
堤
防
が
決
壊
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
り
、
午
後
に
な
る
と
、
濁
流
は
下
狛
、

祝
園
か
ら
逆
流
、
遂
に
菅
井
ま
で
押
し
寄
せ
、
乗
越
の
北
堤
ま
で
見
渡
す
限
り
一
面
の
湖
と
化
し
た
。
そ
の
時
、
北
の
方
か
ら
一
隻

の
小
舟
に
棹
さ
し
て
堤
防
近
く
ま
で
来
る
と
、
ま
た
、
北
の
方
へ
去
っ
て
行
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
今
思
う
と
、
或
い
は
水
害
の

状
況
視
察
調
査
に
廻
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

明
治
の
大
水
害
以
来
、
何
十
年
振
り
か
で
蒙
っ
た
大
き
な
被
害
は
、
か
な
り
広
範
囲
に
渡
っ
て
い
る
の
が
後
で
判
っ
た
。

　

祝
園
で
思
い
出
す
の
は
、
小
学
校
へ
通
っ
た
学
校
道
で
あ
る
。
野
道
（
里
道
）
を
広
く
し
た
位
の
道
で
、
夏
は
草
だ
ら
け
（
草
一

面
の
意
味
）
に
な
る
し
、
ち
ょ
っ
と
大
雨
が
降
る
と
直
ぐ
水
浸
か
り
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
難
儀
し
た
。
し
か
し
、
春
と
も
な
る

と
水
浸
か
り
の
原
因
と
な
る
横
を
流
れ
る
久
保
田
川
で
、
ど
ぶ
貝
（
烏
貝
）
釣
り
や
お
ば
こ
で
草
相
撲
を
し
た
り
、
豆
笛
を
作
っ
た

り
い
ろ
い
ろ
と
道
草
を
く
い
な
が
ら
帰
っ
た
懐
か
し
い
思
い
出
も
あ
る
。
今
振
り
返
っ
て
、
大
正
時
代
は
の
ん
び
り
と
よ
き
時
代
で

あ
っ
た
な
と
つ
く
づ
く
思
う
。
そ
の
道
も
今
は
、
農
免
道
路
と
し
て
立
派
な
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
路
に
な
り
、
昔
の
面
影
は
ど
こ
に
も

な
い
。

　

大
正
初
め
の
大
洪
水
か
ら
六
年
を
経
た
大
正
十
二
年
夏
は
、
対
照
的
に
大
旱
魃
と
な
り
菅
井
は
ま
た
し
て
も
水
と
の
闘
い
と
な
っ

た
。
こ
の
旱
魃
で
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
西
渕
池
か
ら
旱
え
上
が
っ
た
堀
池
川
に
ポ
ン
プ
で
水
を
揚
げ
、
川
上
へ
逆
流
さ

せ
て
、
そ
の
水
を
古
里
や
久
保
田
、
そ
の
他
へ
送
水
し
て
い
た
作
業
風
景
と
共
に
、
西
渕
の
妙
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
ポ
ン

プ
揚
水
が
始
ま
っ
た
最
初
の
一
日
、
二
日
で
あ
る
程
度
水
位
は
下
が
っ
た
が
、
そ
の
後
、
何
昼
夜
揚
水
が
続
い
て
も
最
初
下
が
っ
た

水
位
の
ま
ま
で
少
し
も
変
わ
り
の
な
い
不
思
議
な
現
象
で
あ
る
。
昔
か
ら
、
渕
の
底
は
木
津
川
と
イ
ケ
イ
ケ
（
通
々
）
に
な
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
や
は
り
そ
う
だ
っ
た
の
か
と
、
何
か
実
証
さ
れ
た
思
い
が
し
た
。
事
実
木
津
川
と
繋
が
っ
て
い
る
の
か
ど
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う
か
は
さ
て
お
き
、
湧
水
し
て
い
た
の
は
確
か
で
、
昔
よ
く
こ
の
池
で
泳
ぎ
、
体
験
し
て
い
る
こ
と
は
南
か
ら
北
の
端
ま
で
泳
い
で

行
く
と
、
中
央
か
ら
少
し
北
寄
り
の
一
番
深
い
所
と
い
わ
れ
て
い
た
付
近
で
一
定
の
範
囲
が
冷
た
か
っ
た
の
で
、
恐
ら
く
こ
の
辺
で

水
が
湧
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
年
九
月
一
日
、
関
東
大
震
災
が
起
き
る
な
ど
、
こ
の
二
、三
年
続
き
の
旱
魃
と
合
わ
せ
何
か
不
安
な
数
年
で
も
あ
っ
た
。

　

大
正
時
代
の
災
禍
を
経
て
、
昭
和
の
御
代
に
改
ま
っ
て
以
来
今
日
ま
で
、
一
般
的
に
は
台
風
、
ま
た
は
洪
水
、
例
え
ば
昭
和
九
年

の
室
戸
台
風
、
昭
和
二
十
五
年
の
ジ
ェ
ー
ン
台
風
、
或
い
は
昭
和
二
十
八
年
八
月
の
南
山
城
を
襲
っ
た
（
和
束
町
、
南
山
城
村
）
恐

ろ
し
い
記
録
的
な
集
中
豪
雨
に
よ
る
大
洪
水
な
ど
の
災
害
は
、
地
域
的
に
は
数
多
く
起
き
て
い
る
が
我
が
菅
井
地
区
で
は
そ
の
都
度

何
ら
か
の
関
わ
り
は
あ
っ
て
も
特
記
す
る
程
の
も
の
が
な
か
っ
た
の
は
幸
い
と
い
え
る
。

　

木
津
川
堤
防
の
改
修
工
事
も
昭
和
十
三
年
三
月
に
完
了
し
、
幅
も
拡
く
一
段
と
高
く
な
っ
た
。
現
在
の
立
派
な
堤
防
が
生
ま
れ
、

古
里
川
の
菅
井
悪
水
樋
も
竣
工
、
樋
門
も
新
し
く
取
り
つ
け
ら
れ
、
木
津
川
の
増
水
に
よ
る
逆
流
を
防
ぐ
扉
は
水
勢
に
従
い
自
動
的

に
閉
ま
る
仕
掛
け
で
見
事
な
出
来
栄
え
で
あ
る
。

　

流
石
に
立
派
な
堤
防
に
な
っ
て
か
ら
は
今
日
ま
で
、
増
水
に
よ
る
氾
濫
、
決
壊
は
な
く
、
特
に
戦
後
は
上
流
に
高
山
ダ
ム
が
建
設

さ
れ
土
砂
の
流
失
が
少
な
く
、
砂
利
の
採
取
で
川
床
も
低
く
な
っ
た
関
係
で
木
津
川
氾
濫
の
心
配
は
皆
無
と
な
る
。
さ
ら
に
古
里
川

も
浚
渫
、
改
修
さ
れ
て
益
々
排
水
が
良
く
な
り
、
従
来
、
大
雨
が
続
く
か
木
津
川
が
増
水
す
る
と
必
ず
と
い
っ
て
い
い
程
、
古
里
一

帯
は
冠
水
し
て
い
た
の
が
、
今
で
は
そ
の
心
配
が
全
く
無
く
な
っ
た
。
ま
た
、
菅
井
地
区
で
は
一
番
の
湿
地
帯
で
大
雨
が
降
る
と
忽

ち
冠
水
、
一
面
真
白
く
な
っ
た
久
保
田
地
内
も
近
年
、
祝
園
地
区
整
備
に
伴
い
、
久
保
田
川
下
流
が
改
修
さ
れ
た
の
で
こ
こ
も
大
変

排
水
が
良
く
な
り
、
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
変
、
今
で
は
昔
語
り
に
な
り
そ
う
な
状
態
と
な
り
つ
つ
あ
る
。　
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こ
の
よ
う
に
、
そ
の
昔
よ
り
木
津
川
と
は
い
ろ
ん
な
面
で
深
い
繋
が
り
が
あ
り
、
幾
多
の
苦
難
の
歴
史
を
繰
り
返
し
て
来
た
が
、

漸
く
治
水
の
面
で
も
完
成
の
域
に
近
づ
き
つ
つ
あ
り
水
と
の
闘
い
に
も
終
止
符
が
打
た
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
は
、
将
来
の
展
望

も
誠
に
明
る
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。

　
　

暮
ら
し
と
瀬
戸
川
（
現
堀
池
川
）

　

か
っ
て
菅
井
住
民
の
命
の
水
で
も
あ
り
母
と
も
い
え
る
川
を
村
の
人
々
は
せ
ど
川
と
呼
ん
で
い
た
が
、
敗
戦
後
、
い
つ
の
頃
か
ら

か
堀
池
川
と
書
い
た
貼
り
紙
が
掲
示
板
に
出
る
よ
う
に
な
り
当
初
は
馴
染
み
が
無
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
段
々
と
公
式
名
だ
と
い
う

の
で
最
近
で
は
ど
う
や
ら
定
着
し
て
来
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
瀬
戸
川
は
菅
井
簡
易
水
道
に
続
き
、精
華
町
営
上
水
道
が
出
来
る
ま
で
は
生
活
に
一
日
と
し
て
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。

即
ち
、
川
を
渡
っ
て
在
所
に
入
る
言
わ
ば
菅
井
村
の
玄
関
に
当
た
る
橋
か
ら
上
流
が
、
特
に
日
常
生
活
に
活
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
現
在
は
す
っ
か
り
変
貌
し
て
し
ま
っ
て
草
は
生
え
水
は
汚
れ
切
っ
て
、
川
と
い
う
よ
り
汚
水
の
排
水
路
と
い
っ
た
感
じ
で
昔

の
面
影
は
無
い
。

　

そ
こ
で
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
最
も
生
活
と
密
着
し
て
い
た
頃
の
風
景
を
偲
ん
で
み
る
こ
と
に
す
る
。
当
時
、
岡
崎
さ
ん

宅
の
裏
は
川
岸
ま
で
竹
藪
と
な
っ
て
お
り
、
橋
と
堰
の
間
は
大
木
が
茂
り
藤
蔓
や
い
ろ
ん
な
蔓
茎
が
枝
に
絡
み
つ
き
、
川
を
覆
い
、

時
に
、
道
の
方
ま
で
小
枝
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
程
の
茂
み
で
、
子
供
の
頃
、
ア
ケ
ビ
を
採
っ
て
食
べ
た
記
憶
も
あ
る
。
竹
藪
も
川

の
上
に
半
ば
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
生
え
て
い
て
、
大
雪
の
時
な
ど
は
川
を
跨
い
で
道
を
塞
ぐ
よ
う
に
垂
れ
下
が
っ
て
い
た
た
め
、
箒
で

よ
く
雪
払
い
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
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竹
藪
の
中
に
ポ
プ
ラ
の
大
木
が
一
本
あ
り
、
外
出
の
帰
り
な
ど
遠
く
か
ら
も
一
段
と
高
く
聳
え
立
っ
て
い
る
の
が
見
え
、
菅
井
の

良
き
目
標
に
も
な
っ
て
い
た
。
西
隣
り
の
堀
池
さ
ん
宅
裏
の
川
岸
に
は
桐
の
木
と
あ
じ
さ
い
、
ゆ
ず
り
葉
の
大
木
が
川
の
上
に
の
び

そ
の
間
に
柳
が
生
え
て
い
る
自
然
の
姿
で
、
左
岸
も
ま
た
、
土
手
の
幅
一
メ
ー
ト
ル
余
の
野
道
と
な
っ
て
お
り
、
川
幅
は
現
在
よ
り

は
多
少
狭
か
っ
た
が
、
水
量
も
多
く
、
水
は
綺
麗
で
深
く
、
し
か
も
、
土
手
の
あ
ち
こ
ち
に
柳
、
櫟
、
桑
の
木
が
生
え
て
い
た
上
、

土
止
め
の
古
い
杭
が
あ
っ
て
深
い
穴
や
水
溜
り
が
出
来
て
、
魚
の
格
好
の
住す
み
か処

と
な
り
、
子
供
の
よ
き
魚
釣
り
や
雑
魚
採
り
の
場
と

な
り
い
か
に
も
の
ん
び
り
と
穏
や
か
な
田
園
風
景
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
昭
和
三
年
開
通
の
奈
良
電
気
鉄
道
の
軌
道
建
設
の
際
、
鉄
橋
工
事
と
共
に
、
菅
井
区
の
要
望
に
よ
り
国
鉄
の
鉄
橋
下
か

ら
村
道
ま
で
の
左
岸
が
、
上
下
二
つ
の
堰
と
も
ど
も
現
在
の
よ
う
に
改
修
さ
れ
、
道
路
は
農
道
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
昭
和
九
年

に
産
業
道
路
と
し
て
、
現
在
の
府
道
八
幡
木
津
線
が
村
道
菅
井
植
田
線
と
の
交
差
点
か
ら
南
へ
、
国
道
一
六
三
号
の
間
に
新
設
さ
れ

た
の
で
、
以
後
は
お
の
ず
か
ら
小
学
生
の
通
学
路
と
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
現
在
は
歩
道
も
出
来
て
幼
稚
園
児
の

通
園
路
で
も
あ
る
。

　

さ
て
、
話
を
も
と
に
戻
す
と
住
民
、
と
く
に
農
民
は
、
昔
か
ら
川
の
水
を
農
業
用
水
と
し
て
十
二
分
に
利
用
す
る
こ
と
を
考
え
、

時
に
は
一
滴
た
り
と
も
逃
さ
な
い
の
心
構
え
で
対
処
し
て
い
た
。
そ
れ
程
、
百
姓
に
は
水
は
大
切
で
あ
り
命
水
で
も
あ
っ
た
。
瀬
戸

川
に
は
昔
か
ら
灌
漑
用
水
取
り
入
れ
の
た
め
に
、
五
カ
所
に
堰
を
設
け
て
、
川
の
水
を
田
の
用
水
に
活
用
し
て
お
り
雨
水
不
足
と
か

旱
魃
時
に
は
、
山
の
溜
池
か
ら
放
流
す
る
水
路
と
し
て
最
大
限
に
利
用
す
る
な
ど
、
瀬
戸
川
は
大
切
な
存
在
で
、
そ
の
点
で
は
今
も

昔
と
変
わ
り
は
な
い
。

　

住
民
の
誰
も
が
日
常
生
活
の
上
で
ど
の
よ
う
に
川
に
親
し
み
、
恩
恵
を
受
け
て
い
た
か
、
川
の
水
を
い
か
に
使
い
利
用
し
て
い
た
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の
か
、
一
年
を
通
じ
て
そ
の
関
わ
り
方
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

川
と
の
関
係
を
手
短
か
に
記
し
て
み
る
と
、
毎
日
使
う
鍋
釜
を
始
め
、
衣
服
の
洗
濯
、
す
す
ぎ
は
言
う
に
及
ば
ず
、
一
般
的
に
は

年
中
行
事
、
或
い
は
季
節
的
な
行
事
や
物
事
、
例
え
ば
、
お
正
月
や
お
宮
参
り
な
ど
に
搗
く
餅
の
餅
米
洗
い
は
大
量
に
洗
う
の
で
、

水
桶
と
バ
ケ
ツ
、
そ
れ
に
大
き
な
イ
カ
キ
を
用
意
し
て
川
へ
行
き
洗
う
こ
と
に
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
正
月
前
は
一
日
中
賑
わ
い
、

ま
た
、
大
寒
と
な
る
と
か
き
餅
搗
き
が
始
ま
る
の
で
、
こ
れ
ま
た
餅
米
や
小
米
洗
い
で
賑
わ
い
、
洗
い
場
は
終
日
人
の
絶
え
る
と
き

が
な
い
程
で
あ
っ
た
。
年
の
瀬
が
迫
る
と
正
月
の
御
馳
走
用
の
魚
の
料
理
か
ら
か
し
わ
の
荒
こ
な
し
ま
で
も
あ
り
、
ま
た
、
水
菜
と

か
ネ
ギ
、
大
根
、
牛
蒡
と
い
っ
た
野
菜
類
か
ら
芋
類
な
ど
、
種
々
様
々
な
洗
い
物
が
あ
っ
て
な
か
な
か
の
活
況
を
呈
し
た
。

　

季
節
が
変
わ
っ
て
農
業
関
係
で
は
、
春
と
も
な
る
と
苗
代
の
種
蒔
用
の
種
籾
の
塩
水
撰
（
塩
水
の
濃
度
は
玉
子
を
浮
か
し
て
三
分

の
一
位
が
水
面
上
に
出
る
の
が
適
度
の
目
安
と
し
た
）
を
す
る
の
に
、
各
自
が
四
斗
樽
を
持
っ
て
来
て
、
川
端
で
お
互
い
に
喋
り
な

が
ら
賑
や
か
に
種
籾
の
選
別
を
し
て
い
る
光
景
は
、
い
か
に
も
春
来
る
の
感
じ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
夏
の
暑
い
盛
り
、
胡
麻
を
収
穫

す
る
と
川
の
流
れ
の
中
で
イ
カ
キ
を
使
っ
て
胡
麻
ゆ
り
（
選
別
作
業
で
充
実
し
た
胡
麻
は
沈
み
未
生
は
軽
い
の
で
浮
い
て
流
れ
る
）

を
す
る
人
は
か
な
り
多
く
、
水
を
汲
み
に
来
る
人
も
あ
り
様
々
で
あ
る
が
、
胡
麻
は
な
か
な
か
手
間
の
掛
か
る
も
の
ら
し
く
話
を
聞

く
と
、
高
価
な
の
も
宜
な
る
哉
、
と
納
得
が
い
く
。
本
物
の
胡
麻
の
味
は
格
別
で
え
も
い
わ
れ
ぬ
香
気
と
独
特
の
美
味
し
さ
が

あ
る
。

　

こ
う
し
て
一
年
を
通
じ
て
、
一
日
と
し
て
人
の
絶
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
井
戸
端
な
ら
ぬ
川
端
の
舞
台
と
な
っ
た
の
が
、
写
真
に

見
え
る
堰
の
上
流
で
、
右
の
端
に
あ
る
長
方
形
の
大
き
な
石
が
洗
い
場
と
し
て
置
い
た
石
で
、
昔
の
ま
ま
の
姿
で
あ
る
が
、
今
も
な

お
使
わ
れ
て
い
る
。
堰
の
下
は
汚
物
専
門
の
洗
い
場
と
決
め
ら
れ
、
不
文
律
で
は
あ
っ
た
が
村
の
人
は
こ
の
決
ま
り
を
よ
く
守
り
、
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決
し
て
上
で
汚
物
を
洗
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
汚
物
と
い
っ
て
も
赤
ち
ゃ
ん
の
お
し
め
洗
い
が
主
で
、
さ
す
が
に
村
中
の
お
母
さ
ん

達
は
ほ
と
ん
ど
洗
い
に
来
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
赤
ち
ゃ
ん
時
代
か
ら
川
の
世
話
に
な
っ
た
関
係
か
ど
う
か
、
子
供
は
少
し
大
き
く
な
る
と
川
が
恋
し
く
な
る
の
か
、

春
か
ら
夏
に
な
る
と
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
と
走
っ
て
来
て
は
川
に
入
り
、
水
の
中
で
転
ん
で
泣
い
た
り
、
喚
い
た
り
、
お
母
さ
ん
が
後
か

ら
追
い
掛
け
て
来
て
大
声
で
叱
る
や
ら
叩
く
や
ら
で
、
子
供
は
ま
た
一
層
大
き
な
声
で
泣
き
、
喧
し
い
こ
と
こ
の
上
な
し
、
こ
ん
な

光
景
は
夏
に
は
珍
し
く
な
い
こ
と
で
、
五
、六
歳
頃
ま
で
は
、
川
遊
び
は
誰
で
も
し
た
こ
と
で
、
結
構
楽
し
か
っ
た
思
い
出
は
大
方

の
男
の
子
は
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

夏
で
思
い
出
す
の
は
衛
生
大
掃
除
の
日
の
賑
わ
い
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　

こ
こ
で
は
最
後
に
自
分
が
直
接
体
験
し
て
来
た
川
と
の
関
係
を
綴
っ
て
み
る
。

　

先
ず
盆
栽
の
水
や
り
。
こ
れ
は
祖
父
の
命
令
で
小
学
生
の
頃
か
ら
の
日
課
と
な
り
、
中
学
生
に
な
っ
て
夏
休
み
の
日
課
は
家
の
表

道
路
の
打
ち
水
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
道
が
乾
燥
し
て
砂
埃
り
が
立
ち
家
の
中
ま
で
入
る
か
ら
で
、
幸
い
家
の
側
が
川
な
の
で
直
接
バ

ケ
ツ
に
汲
ん
で
撒
く
の
で
あ
る
が
、
広
い
範
囲
に
撒
か
な
い
と
効
果
が
な
い
の
で
な
か
な
か
の
重
労
働
で
、
暑
い
夏
の
日
中
に
大
変

で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
我
が
家
で
川
の
水
の
恩
恵
を
最
大
限
に
蒙
っ
て
い
た
の
は
何
と
い
っ
て
も
風
呂
の
水
で
あ
っ
た
。
こ
の
風
呂
の
水
汲
み

も
自
分
の
担
当
が
多
か
っ
た
が
、
表
道
路
の
水
撒
き
に
比
べ
る
と
雲
泥
の
差
で
、
こ
の
上
も
な
く
楽
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
何
故
か
と

い
う
と
、
そ
れ
は
、
細
い
道
を
隔
て
て
風
呂
の
上
に
窓
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
川
か
ら
道
へ
、
道
か
ら
窓
へ
と
落
差
は
あ
っ
た
が
、
窓

越
し
に
入
れ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
川
の
水
で
あ
る
。
一
番
風
呂
に
入
る
と
時
に
メ
ダ
カ
が
浮
い
て
い
た
り
し
て
、
思
わ
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ず
苦
笑
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
今
、
こ
う
し
て
書
い
て
い
て
も
当
時
を
思
い
出
す
と
一
人
笑
い
が
こ
ぼ
れ
て
来
る
。
そ
れ
も
こ
れ

も
み
な
遠
い
昔
の
懐
か
し
い
思
い
出
で
あ
る
。
当
時
、
風
呂
の
水
は
川
の
水
を
利
用
す
る
家
が
か
な
り
多
く
、
遠
い
在
所
の
中
か
ら

で
も
水
桶
で
汲
み
に
来
て
日
向
水
を
す
る
家
が
多
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
冬
は
冷
た
く
駄
目
で
、
自
分
の
家
で
も
井
戸
水
を
使
っ
て

い
た
。

　

こ
の
他
に
も
ま
だ
ま
だ
い
ろ
ん
な
面
で
、
瀬
戸
川
と
は
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
が
、
水
道
の
普
及
以
来
徐
々
に
川
の
利
用
は
少
な

く
な
り
、
経
済
の
高
度
成
長
と
と
も
に
お
互
い
の
生
活
水
準
も
次
第
に
高
く
な
り
、
ま
す
ま
す
自
然
と
の
関
わ
り
が
薄
れ
て
い
く
傾

向
に
あ
る
の
は
ま
こ
と
に
嘆
か
わ
し
い
限
り
で
あ
る
。

　

我
々
が
愛
す
る
菅
井
の
川
、
瀬
戸
川
は
何
処
へ
行
っ
た
の
か
、
い
や
何
処
へ
行
く
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
…
…

　
　

生
活
と
水

　

大
正
年
代
か
ら
昭
和
初
期
も
十
四
、十
五
年
頃
ま
で
は
、
そ
の
土
地
の
風
習
や
行
事
は
、
昔
と
そ
う
変
わ
る
事
な
く
踏
襲
さ
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
う
し
た
時
代
を
背
景
に
自
分
の
青
少
年
時
代
を
主
体
に
、
当
時
を
振
り
返
り
書
い
て
み
る
こ
と
に
す

る
。

　

一
家
の
主
婦
は
、
朝
は
一
番
先
に
起
き
て
朝
の
食
事
の
支
度
を
す
る
。
庭
を
掃
き
、
拭
き
掃
除
を
す
る
。
家
族
が
起
き
、
朝
飯
が

済
む
と
後
片
付
け
と
家
の
掃
除
、
洗
濯
。
後
は
雑
用
そ
の
他
で
、
食
事
の
支
度
以
外
に
以
上
が
主
婦
の
一
日
と
な
る
。
次
に
食
関
係

で
あ
る
が
、
我
が
家
の
場
合
を
参
考
に
す
る
と
、
朝
と
昼
は
お
粥
で
（
御
飯
に
お
茶
ま
た
は
薄
粥
を
か
け
る
）
一
家
が
揃
っ
て
食
卓

に
向
か
い
温
か
い
御
飯
を
食
べ
る
の
は
夕
食
だ
け
で
、
副
食
物
は
野
菜
が
主
体
に
な
り
塩
乾
魚
と
か
乾
物
は
常
に
あ
る
程
度
用
意
さ
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れ
て
い
た
が
、
季
節
的
な
魚
の
他
に
、
時
に
生
魚
の
煮
付
け
も
あ
り
、
た
ま
に
牛
肉
の
す
き
焼
き
も
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
子

供
の
頃
は
牛
肉
は
一
番
の
楽
し
み
な
食
事
で
飯
も
一
杯
余
分
に
食
べ
る
位
で
あ
っ
た
。

　

流
し
元
（
ハ
シ
リ
と
い
っ
て
い
た
）
の
水
瓶
に
入
れ
る
炊
事
用
の
水
汲
み
は
一
家
の
主
婦
の
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
が
、
井
戸
は

家
の
外
が
多
い
の
で
運
ぶ
の
は
大
変
な
苦
労
で
あ
っ
た
。
特
に
共
同
井
戸
の
家
の
主
婦
は
な
お
さ
ら
苦
労
が
多
く
、
大
変
な
仕
事
で

あ
っ
た
と
思
う
。
飲
み
水
さ
え
こ
の
状
態
な
の
で
風
呂
の
水
は
一
層
厳
し
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

　

大
正
時
代
当
時
、
菅
井
に
は
七
十
戸
近
く
家
が
あ
っ
た
が
、
井
戸
と
風
呂
の
な
い
家
が
ま
ま
あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
で
あ
る
か
ら

水
の
不
便
さ
も
あ
り
、
各
戸
共
、
風
呂
を
焚
く
の
は
一
カ
月
に
数
え
る
程
度
で
、
お
互
い
に
貰
い
風
呂
で
日
々
を
過
ご
し
た
。
つ
ま

り
、
何
処
の
家
に
も
組
内
（
今
の
隣
組
）
以
外
に
、
親
戚
と
か
懇
意
な
家
が
あ
る
の
で
、
そ
の
家
と
お
互
い
に
焚
き
あ
う
と
か
、
今

日
は
焚
い
た
か
ら
内
へ
来
い
と
か
い
っ
た
具
合
で
、
以
外
と
毎
日
入
れ
る
か
と
思
え
ば
、
時
に
は
、
今
日
は
入
り
た
い
な
と
思
っ
て

も
焚
い
て
い
る
家
が
な
く
入
れ
無
い
日
も
来
る
の
で
、
ま
ん
が
悪
い
時
は
数
日
間
も
風
呂
な
し
の
場
合
も
あ
っ
た
が
、
今
日
の
よ
う

に
毎
日
風
呂
に
入
る
習
慣
も
無
か
っ
た
の
で
そ
れ
程
苦
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。

　

何
処
の
家
も
風
呂
を
焚
く
回
数
が
少
な
か
っ
た
の
に
は
大
き
な
理
由
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
農
家
の
永
い
経
験
か
ら
く

る
生
活
の
知
恵
と
経
済
的
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
農
家
は
自
給
自
足
が
原
則
で
あ
る
か
ら
こ
の
観
点
か
ら
考
え
る
と

実
に
合
理
的
に
な
っ
て
い
た
。
当
時
は
今
の
よ
う
な
化
学
肥
料
は
な
く
総
て
肥
料
は
下
肥
に
頼
っ
て
い
た
の
で
、
先
ず
、
風
呂
を
焚

い
て
下
肥
を
作
る
。
と
い
う
事
は
、
風
呂
の
水
を
流
す
と
便
所
に
入
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
便
所
の
容
積
に
問
題
が
あ

り
、
大
量
に
入
ら
な
い
の
で
風
呂
を
制
限
す
る
他
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
焚
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
外
に
、
小
便
は
勿
論
の
こ
と

台
所
の
流
し
か
ら
出
る
排
水
も
溜
り
場
を
設
け
て
あ
り
、
適
当
に
肥
料
と
し
て
使
用
す
る
工
夫
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
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事
情
が
第
一
の
理
由
で
あ
り
、
次
に
水
の
問
題
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
通
り
、
菅
井
は
井
戸
も
少
な
く
飲
料
水
に
は
恵
ま
れ
て
い

な
か
っ
た
の
が
第
二
の
理
由
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
菅
井
の
新
開
地
と
も
言
わ
れ
た
瀬
戸
川
地
区
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
学
校
が

あ
っ
た
頃
に
六
軒
の
家
は
あ
っ
た
が
、
井
戸
が
あ
っ
た
の
は
我
が
家
一
軒
で
、
他
は
学
校
の
井
戸
を
使
っ
て
い
た
。
風
呂
を
沸
か
す

の
は
大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
農
家
に
は
藁
を
始
め
籾
殻
な
ど
い
ろ
い
ろ
燃
料
に
な
る
も
の
は
あ
っ
て
も
、
冬
は
大
変
な
の
で
問
題

と
な
っ
て
く
る
。
以
上
の
よ
う
な
事
が
あ
っ
て
、
お
互
い
の
助
け
合
い
で
貰
い
風
呂
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
風
呂
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
菅
井
は
山
が
少
な
く
燃
料
に
す
る
松
や
櫟
、
雑
木
な
ど
は
自
給
自
足
が
出
来
ず
ほ
と
ん

ど
買
う
事
に
な
る
の
で
、農
家
で
は
共
同
で
山
を
購
入（
こ
の
場
合
は
立
木
と
下
草
の
み
）、農
閑
期
の
一
、二
月
に
山
行
き
が
始
ま
り
、

思
い
思
い
の
組
を
作
っ
て
伐
採
し
た
木
を
車
に
積
ん
で
帰
り
、
置
き
場
に
積
み
、
全
部
積
み
終
わ
る
と
一
斉
に
出
動
し
て
、
長
い
材

木
を
割
り
木
に
す
る
寸
法
に
切
り
、
一
同
で
配
分
、
各
自
家
に
持
ち
帰
る
方
法
を
毎
年
繰
り
返
し
、
一
年
分
の
燃
料
を
確
保
す
る
習

わ
し
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
自
分
で
山
へ
行
け
な
い
家
も
そ
れ
ぞ
れ
の
筋
か
ら
（
山
持
ち
の
農
家
）
一
年
分
の
割
り
木
と
、
枝
柴
、

コ
ク
マ
（
枯
松
葉
）
を
買
い
、
家
ま
で
着
け
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
た
。

　

次
に
、
娯
楽
と
風
習
の
方
を
思
い
浮
か
ぶ
ま
ま
に
記
し
て
み
よ
う
。

　

先
ず
、
正
月
で
あ
る
。
迎
春
に
は
い
ろ
い
ろ
な
準
備
が
必
要
で
、
家
の
内
外
の
清
掃
、
整
備
か
ら
、
神
佛
の
祭
器
の
手
入
れ
、
注

連
縄
な
い
、
華
（
び
し
ゃ
こ
、
榊
）
切
り
と
、
門
松
や
新
土
を
山
へ
取
り
に
行
き
、
三
十
一
日
に
は
門
松
立
て
と
墓
へ
新
土
を
持
っ

て
行
き
、
餅
、
み
か
ん
、
干
柿
、
華
を
お
供
え
し
て
帰
る
。
そ
れ
か
ら
風
呂
に
入
り
一
年
の
垢
を
落
と
し
新
し
い
着
物
に
着
替
え
て

気
分
を
新
に
し
て
、
注
連
縄
の
飾
り
付
け
と
神
佛
へ
お
供
え
を
し
た
上
、
家
の
周
り
の
庭
や
道
に
浄
め
の
新
土
を
撒
く
と
、
一
先
ず

完
了
で
あ
る
。
明
る
い
内
に
家
族
揃
っ
て
年
越
し
う
ど
ん
（
そ
ば
）
を
食
べ
、
早
め
に
夕
飯
を
済
ま
す
と
後
は
、
新
年
を
迎
え
る
だ
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け
と
な
る
。
時
間
が
早
い
の
で
一
家
団
欒
の
楽
し
い
一
時
を
過
ご
す
絶
好
の
機
会
と
な
り
、
一
年
を
振
り
返
っ
て
四
方
山
の
話
が
出

る
か
と
思
う
と
、
時
と
し
て
両
親
な
り
身
近
な
人
の
昔
話
や
い
ろ
い
ろ
の
思
い
出
話
な
ど
も
出
て
、
今
日
で
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
良
き
場
と
な
り
大
変
人
生
勉
強
に
な
っ
た
。

　

今
日
で
は
テ
レ
ビ
が
あ
る
の
で
前
記
の
よ
う
に
落
ち
着
い
て
一
年
を
振
り
返
る
暇
も
な
く
、
紅
白
歌
合
戦
な
ど
を
観
て
い
る
と
直

ぐ
時
間
が
た
ち
、
も
う
除
夜
の
鐘
か
と
言
う
ぐ
ら
い
早
く
感
じ
る
が
、
昔
は
十
二
時
ま
で
は
か
な
り
長
い
時
間
帯
で
あ
っ
た
。
そ
れ

で
い
ろ
ん
な
遊
び
を
し
て
時
間
を
過
ご
し
た
。
百
人
一
首
、
い
ろ
は
か
る
た
、
双
六
、
花
合
わ
せ
、
ト
ラ
ン
プ
な
ど
が
主
な
も
の
で

カ
ブ
、
オ
イ
チ
ョ
コ
と
い
っ
た
賭
博
的
な
も
の
か
ら
囲
碁
、
将
棋
を
静
か
に
楽
し
む
人
と
様
々
で
、
そ
の
外
、
他
所
の
在
へ
行
く
と

か
、
近
所
の
娘
さ
ん
の
家
へ
遊
び
に
行
く
若
い
衆
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
結
構
楽
し
く
時
を
過
ご
し
な
が
ら
除
夜
の
鐘
を
待
っ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
界
隈
で
は
、
除
夜
の
鐘
は
植
田
の
来
迎
寺
の
鐘
を
百
八
つ
鳴
ら
す
事
に
な
っ
て
い
る
が
、
最
初
の
鐘
の
音
が
響
く
と
男
達
は

も
う
競
争
で
一
斉
に
我
が
家
へ
急
い
で
帰
る
。
正
月
の
雑
煮
は
男
が
炊
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
餅
焼
き
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
雑

煮
は
白
味
噌
雑
煮
で
、
具
は
大
根
、
人
参
、
豆
腐
、
油
揚
、
小
芋
（
里
芋
）、
そ
れ
に
頭
芋
を
入
れ
て
作
り
大
晦
日
に
下
炊
き
し
て

あ
る
の
で
、
炊
く
と
い
っ
て
も
元
日
に
は
た
だ
熱
く
温
め
る
だ
け
で
、
一
家
の
主
が
豆
木
で
炊
く
習
慣
に
な
っ
て
い
る
。
餅
も
焼
け
、

雑
煮
の
準
備
が
出
来
る
と
、
先
ず
、
神
佛
に
供
え
、
若
水
を
汲
み
上
げ
て
供
え
、
お
燈
明
を
灯
し
て
家
族
揃
っ
て
禮
拝
、
新
年
の
あ

い
さ
つ
と
共
に
感
謝
と
希
望
を
祈
念
、
四
方
拝
を
し
て
か
ら
各
自
の
お
膳
の
席
に
つ
き
、
新
年
お
め
で
と
う
の
あ
い
さ
つ
を
し
て
お

雑
煮
を
祝
っ
た
。
正
月
の
雑
煮
を
祝
う
三
カ
日
だ
け
、
一
人
用
の
高
膳
に
立
派
な
お
碗
を
使
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
所
詮
、
祝
い
膳

で
最
初
の
お
碗
に
大
き
な
頭
芋
を
入
れ
た
の
は
、
鶏
頭
に
な
る
と
も
龍
尾
と
な
る
な
か
れ
、
の
諺
の
思
想
か
ら
来
た
親
心
と
言
う
か
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願
い
が
し
き
た
り
と
な
っ
て
今
に
続
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
餅
も
同
様
で
一
日
か
ら
十
五
日
の
小
正
月
ま
で
の
雑
煮
の

餅
を
食
い
上
り
す
る
と
出
世
が
出
来
る
と
聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
と
符
号
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

雑
煮
を
祝
い
終
わ
る
と
直
ぐ
家
族
揃
っ
て
氏
神
さ
ん
へ
御
参
り
す
る
の
が
建
前
で
あ
っ
た
。

　

初
詣
で
の
暗
夜
に
燈
明
の
明
り
で
ほ
の
か
に
浮
か
ぶ
朱
塗
り
の
本
社
殿
の
姿
は
、正
に
幽
玄
の
世
界
を
想
わ
せ
社
頭
に
額
ず
く
時
、

思
わ
ず
身
が
引
き
締
ま
り
敬
虔
な
祈
り
の
境
地
に
誘
わ
れ
る
。
氏
神
天
王
神
社
の
初
詣
は
最
高
で
あ
る
。
年
頭
に
当
た
り
村
中
の
安

泰
と
家
内
安
全
を
祈
念
し
て
清
々
し
い
気
持
で
家
に
帰
り
、
ユ
ッ
ク
リ
と
お
昼
頃
ま
で
寝
る
の
が
一
般
的
な
元
日
で
あ
っ
た
。

　

一
日
に
は
、
国
旗
を
立
て
元
旦
を
祝
っ
た
が
神
社
詣
以
外
は
あ
ま
り
外
出
せ
ず
、
家
で
静
か
に
し
て
い
る
の
が
建
前
で
二
日
か
ら

あ
い
さ
つ
廻
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
二
日
は
お
年
玉
の
日
で
も
あ
り
子
供
に
は
一
番
嬉
し
く
楽
し
い
日
で
あ
っ
た
。

　

子
供
の
遊
び
は
、
男
は
凧
上
げ
、
女
の
子
は
羽
つ
き
が
や
は
り
多
く
、
綺
麗
な
着
物
を
着
せ
て
も
ら
っ
て
ニ
コ
ニ
コ
と
遊
ぶ
姿
は

正
月
な
ら
で
は
の
長
閑
な
風
景
で
あ
っ
た
。

　

正
月
の
三
カ
日
を
人
々
は
雑
煮
を
祝
い
御
馳
走
を
食
べ
て
楽
し
く
遊
び
、
ユ
ッ
ク
リ
と
休
日
を
味
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
昔
の
童
唄

に
「
正
月
三
日
何
嬉
し
雪
よ
り
白
い
マ
マ
食
べ
て
割
木
の
よ
う
な
ト
ト
そ
え
て
云
々
」
こ
の
唄
は
何
時
の
時
代
か
は
不
明
で
あ
る
が

そ
の
昔
に
、
こ
の
よ
う
な
唄
が
う
た
わ
れ
て
い
た
と
聞
か
さ
れ
て
、
い
か
に
農
民
が
貧
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
か
と
思
え

ば
、
当
時
で
さ
え
自
分
等
の
有
難
さ
を
痛
感
し
た
も
の
で
あ
る
。
昨
今
は
グ
ル
メ
時
代
と
か
、
正
に
天
国
か
極
楽
浄
土
と
言
う
べ
き

で
あ
る
。

　

数
え
年
十
五
歳
に
な
っ
た
男
子
は
五
日
に
修
徳
社
、
青
年
団
、
火
防
組
の
三
つ
の
組
織
に
入
る
事
に
な
っ
て
い
た
（
半
強
制
的
）、

消
防
の
出
初
め
が
主
体
で
ポ
ン
プ
の
試
運
転
後
、
集
会
所
で
新
年
宴
会
を
開
く
年
中
行
事
で
、
人
員
構
成
は
十
五
歳
か
ら
三
十
五
歳
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で
序
列
は
生
年
月
日
順
と
な
り
、
最
年
長
者
が
長
と
な
っ
て
総
て
の
指
揮
を
取
る
仕
組
で
、
当
時
は
長
幼
の
区
別
は
厳
し
く
絶
対
的

な
封
建
時
代
な
の
で
新
入
生
は
大
人
の
顔
色
を
窺
い
チ
リ
チ
リ
し
て
い
た
。
十
五
歳
の
新
米
の
仕
事
は
ポ
ン
プ
の
ホ
ー
ス
洗
い
と
ス

キ
焼
用
の
野
菜
の
準
備
と
宴
会
時
の
給
仕
で
あ
る
。
野
菜
は
水
菜
と
ネ
ギ
で
年
長
者
の
畑
で
調
達
準
備
す
る
。
ホ
ー
ス
洗
い
や
野
菜

洗
い
は
十
五
歳
の
小
生
に
は
生
ま
れ
て
初
め
て
の
経
験
で
、
手
が
痺
れ
て
痛
い
感
じ
の
水
の
冷
た
さ
と
、
酒
か
ら
御
飯
の
給
仕
ま
で

し
て
、
皆
さ
ん
の
食
事
が
終
わ
っ
た
後
で
残
り
物
で
飯
を
食
べ
、
そ
し
て
、
箸
を
お
ろ
す
な
り
後
片
付
け
を
さ
せ
ら
れ
た
辛
か
っ
た

思
い
出
は
、
今
も
な
お
鮮
明
に
残
っ
て
い
る
。

　

二
月
の
節
分
に
は
鰯
の
頭
を
柊
の
小
枝
に
刺
し
、
家
の
入
口
に
差
す
。
夕
食
に
は
必
ず
鰯
を
食
べ
る
。（
こ
れ
は
今
日
も
行
っ
て

い
る
）「
鰯
の
頭
も
信
心
か
ら
」
な
ど
と
言
い
は
や
さ
れ
る
が
、
何
で
も
い
い
、
自
分
が
信
じ
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
が
一
番
き
く
。
つ

ま
り
、
信
念
を
持
て
の
諺
で
、
各
家
庭
で
夕
食
後
氏
神
天
王
神
社
に
参
拝
、
豆
を
お
供
え
し
て
代
り
に
神
前
に
供
え
ら
れ
た
豆
を
い

た
だ
い
て
帰
り
、
自
分
の
数
え
年
よ
り
一
つ
多
い
数
の
豆
を
食
べ
て
年
を
と
る
。
福
は
内
、
鬼
は
外
、
と
唱
え
な
が
ら
豆
を
撒
く
の

で
あ
る
が
、
子
供
の
頃
は
朝
起
き
て
拾
う
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
小
学
校
の
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
の
男
の
子

は
全
部
早
夕
飯
を
食
べ
て
お
宮
さ
ん
へ
行
き
、
本
社
前
を
始
め
各
末
社
の
賽
銭
箱
の
お
守
り
を
す
る
（
こ
れ
は
お
供
え
の
豆
を
も
ら

う
権
利
）
こ
と
に
な
っ
て
い
て
配
置
も
決
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
本
社
前
の
大
き
な
賽
銭
箱
は
六
年
生
が
占
め
、
南
側
の
末
社

熊
野
神
社
よ
り
北
側
の
天
満
宮
と
、
五
年
生
以
下
順
次
配
属
さ
れ
、
一
年
生
は
拾
い
子
と
い
っ
て
本
社
の
前
拝
殿
に
撒
か
れ
た
豆
を

拾
う
役
で
、
拾
っ
た
豆
は
自
分
が
も
ら
う
こ
と
に
な
り
、
結
構
、
子
供
な
り
に
楽
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
行
事
も
大
戦
末
期
に

中
止
と
な
り
、
戦
後
は
廃
止
さ
れ
た
。

　

三
月
九
日
に
は
、
天
王
神
社
の
祈
念
祭
が
あ
り
、
恒
例
の
祭
典
の
外
に
こ
の
日
は
御
田
祭
と
も
称
し
、
松
の
し
ん
を
供
え
神
楽
勤
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め
を
し
て
豊
穰
を
祈
願
し
、
苗
代
の
種
撒
き
を
し
た
際
、
こ
の
松
の
し
ん
の
一
部
を
頂
き
い
ろ
い
ろ
な
花
と
共
に
苗
代
に
飾
り
つ
け
、

豊
作
を
祈
念
し
た
と
も
聞
い
て
い
る
。

　

四
月
三
日
の
神
武
天
皇
祭
と
十
月
十
七
日
の
神
嘗
祭
は
国
の
祝
日
で
あ
っ
た
が
、
菅
井
で
は
い
ず
れ
も
春
の
祭
、
秋
の
祭
と
し
て

い
た
の
で
、
前
日
の
宵
宮
か
ら
翌
日
の
後
宮
ま
で
の
三
日
間
、
天
王
神
社
へ
の
参
道
と
境
内
の
五
カ
所
に
御
神
燈
を
立
て
各
戸
に
も

御
神
燈
と
書
い
た
大
き
な
提
灯
を
表
の
軒
に
吊
し
、
三
日
間
、
夜
は
火
を
灯
し
て
お
祭
り
気
分
を
出
し
た
が
、
当
日
神
社
で
祭
典
が

あ
る
の
み
で
神
輿
が
出
る
よ
う
な
行
事
は
な
く
、
所
詮
、
居
祭
り
で
あ
る
が
、
餅
を
搗
き
、
す
し
を
作
り
、
鶏
を
つ
ぶ
し
、
か
し
わ

で
一
杯
、
と
い
っ
た
具
合
で
、
結
構
御
馳
走
を
し
て
親
戚
を
招
待
し
た
も
の
で
、
来
な
い
親
戚
に
は
す
し
や
餅
を
届
け
に
行
く
な
ど

し
て
い
た
。
ま
た
、
山
が
え
り
、
と
い
っ
て
、
お
す
し
や
御
馳
走
を
持
っ
て
山
へ
行
っ
て
食
べ
た
り
、
子
供
も
大
人
も
そ
れ
な
り
に

お
祭
り
気
分
を
味
わ
っ
て
い
た
。
春
祭
と
秋
祭
の
違
い
は
、
春
は
小
豆
餅
、
秋
は
鯖
ず
し
と
言
う
位
の
こ
と
で
他
は
変
わ
る
こ
と
が

な
い
が
、
秋
祭
の
鯖
の
す
し
作
り
は
大
変
な
仕
事
で
あ
っ
た
と
思
う
。
昨
今
と
違
っ
て
当
時
は
大
量
に
作
っ
た
上
、
鯖
も
今
の
よ
う

な
生
の
上
等
で
な
く
一
塩
は
余
程
上
等
の
方
で
、
大
抵
辛
い
塩
鯖
で
作
っ
て
い
た
の
で
主
婦
は
酢
漬
と
骨
抜
き
に
手
間
が
か
か
り
、

ま
た
、
竹
の
皮
で
一
本
ず
つ
包
装
す
る
の
は
並
み
大
抵
で
な
く
、
出
来
た
す
し
を
纏
め
て
重
し
を
か
け
る
な
ど
、
相
当
苦
労
を
重
ね

て
作
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
か
な
り
長
い
間
食
べ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
日
数
が
た
っ
て
黴
が
生
え
た
り
御
飯
が
堅
く
な
っ
た
の
は

焼
い
て
食
べ
た
よ
う
に
も
聞
い
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
辺
で
話
題
を
遊
び
に
変
え
て
み
よ
う
。

　

先
ず
、
第
一
番
に
浮
か
ん
で
来
る
の
は
兵
隊
ご
っ
こ
で
あ
る
。
小
学
校
に
入
る
前
か
入
っ
た
頃
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ

た
直
後
だ
っ
た
影
響
か
、
何
年
間
か
続
い
て
流
行
し
て
い
た
の
で
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
連
隊
旗
も
勲
章
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
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た
い
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

次
は
輪
回
し
で
、
こ
れ
は
回
す
と
言
う
よ
り
転
が
す
と
言
う
方
が
正
し
い
。
実
際
に
使
っ
て
遊
ん
だ
者
で
な
い
と
判
ら
な
い
と
思

う
の
で
説
明
を
省
く
が
、
鉄
の
輪
を
細
い
鉄
の
棒
で
転
が
し
な
が
ら
走
り
廻
る
遊
び
で
、
走
る
運
動
に
は
最
適
の
遊
び
と
思
う
。
幸

い
菅
井
に
は
鍛
冶
屋
さ
ん
が
あ
っ
た
の
で
、
輪
と
棒
と
も
自
分
の
好
き
な
サ
イ
ズ
に
作
っ
て
も
ら
え
た
の
で
大
流
行
し
、
こ
れ
は
か

な
り
長
年
続
い
た
。

　

そ
れ
か
ら
パ
ン
返
し
（
メ
ン
コ
）
も
流
行
し
た
一
つ
で
屋
内
の
土
間
は
ピ
タ
リ
と
坐

り
が
良
い
の
で
最
適
の
場
所
で
、
友
達
の
家
で
毎
日
の
よ
う
に
遊
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。

　
　

そ
の
他
、
流
行
し
た
遊
び
は
、
竹
馬
、
竹
ト
ン
ボ
、
杉
鉄
砲
に
紙
鉄
砲
、
外
に
バ

イ
や
独
楽
回
し
な
ど
数
え
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
雨
の
日
な
ど
は
将
棋
や
か
る
た
、
ト

ラ
ン
プ
遊
び
を
よ
く
し
た
。
女
の
子
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い

が
、
縄
跳
び
や
手
鞠
つ
き
が
多
か
っ
た
し
、
お
い
ち
こ
や
綾
取
り
な
ど
よ
く
見
か
け
た

よ
う
に
思
う
。
そ
れ
に
春
か
ら
夏
と
な
る
と
魚
釣
り
や
雑
魚
取
り
が
始
ま
る
が
、
竹
で

作
っ
た
水
鉄
砲
も
流
行
し
た
一
つ
で
、
遠
く
へ
飛
ば
し
合
い
を
し
て
自
慢
し
あ
っ
た
り

も
し
た
。
思
い
出
は
多
い
が
、
夏
は
何
と
い
っ
て
も
水
泳
で
あ
る
。
小
さ
い
頃
か
ら
泳

い
で
い
た
の
で
自
分
は
よ
く
泳
げ
た
方
だ
っ
た
。
夏
休
み
な
ど
ど
ち
ら
が
黒
い
か
と
友

達
同
士
で
比
べ
あ
っ
た
思
い
出
も
あ
る
。
当
時
は
大
川
（
木
津
川
）
で
泳
ぐ
の
が
常
で
、

「しがらみ」の見える木津川
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水
は
綺
麓
だ
し
、
第
一
、
広
々
と
し
て
い
る
上
に
し
が
ら
み
が
あ
っ
て
変
化
に
富
み
、
そ
こ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
魚
が
泳
い
で
い
た

の
で
時
に
は
、
潜
っ
て
魚
取
り
を
し
た
が
ガ
ラ
ス
を
透
し
て
見
る
水
中
は
実
に
綺
麗
で
あ
っ
た
。
な
お
、
最
近
の
新
聞
紙
上
で
淀
川

の
枚
方
付
近
で
ア
ユ
モ
ド
キ
と
い
う
魚
が
み
つ
か
り
貴
重
な
淡
水
魚
で
保
護
云
々
の
記
事
を
読
ん
だ
が
自
分
達
の
頃
に
は
よ
く
取
れ

た
魚
で
あ
っ
た
の
を
思
い
出
し
た
。
他
に
も
、
浅
瀬
の
綺
麗
な
流
れ
の
砂
の
中
に
い
る
ス
モ
ダ
と
い
う
魚
が
取
れ
（
こ
の
魚
は
沢
山

い
た
の
で
専
用
の
道
具
で
取
る
人
も
い
た
）
焼
い
て
、
醤
油
を
つ
け
て
食
べ
る
と
実
に
美
味
し
い
魚
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
大
川
で

は
た
だ
泳
ぐ
だ
け
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
遊
び
が
出
来
た
の
で
退
屈
す
る
こ
と
な
く
面
白
く
夏
の
遊
び
に
は
最
高
の
所
で
あ

っ
た
。

　

菅
井
の
浜
に
は
、
渡
し
舟
が
あ
り
、
時
に
帆
か
け
舟
が
岸
に
繋
い
で
あ
っ
た
が
、
乗
っ
て
み
て
そ
の
大
き
い
の
に
は
び
っ
く
り
し

た
経
験
も
あ
る
。
小
学
校
も
高
学
年
に
な
る
と
西
渕
へ
も
よ
く
泳
ぎ
に
行
っ
た
が
、西
渕
を
往
復
す
る
と
一
人
前
と
い
わ
れ
た
の
で
、

時
た
ま
泳
い
で
み
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
大
川
の
こ
と
を
思
う
と
水
は
な
ま
温
か
い
し
不
透
明
な
の
で
、
あ
ま
り
気
持
よ
く
な
か
っ

た
。

　

最
後
に
、
忘
れ
ら
れ
な
い
子
供
の
頃
の
思
い
出
と
し
て
、
瀬
戸
川
の
雑
魚
取
り
に
つ
い
て
話
し
て
み
た
い
。
替
取
り
と
言
っ
て
、

川
の
水
を
す
っ
か
り
無
く
し
て
魚
を
取
る
方
法
で
あ
る
。
福
井
松
次
郎
と
言
う
私
の
両
親
と
懇
意
で
自
分
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
雑

魚
取
り
の
好
き
な
お
爺
さ
ん
が
、
年
間
幾
ら
で
川
を
請
け
て
い
た
た
め
、
農
業
用
水
の
必
要
な
時
季
以
外
は
自
分
の
好
き
な
時
に
い

つ
で
も
取
れ
る
の
で
あ
る
。
い
つ
も
「
ボ
ン
、
雑
魚
取
り
や
ぞ
」
と
、
言
っ
て
誘
っ
て
く
れ
た
。
二
人
だ
け
の
雑
魚
取
り
は
魚
も
沢

山
い
る
し
、
人
に
取
ら
れ
る
心
配
も
な
く
、
自
分
の
思
う
よ
う
に
取
れ
、
最
高
に
嬉
し
か
っ
た
幼
年
時
代
の
生
涯
忘
れ
ら
れ
な
い
懐

し
い
思
い
出
で
あ
る
。
こ
の
お
爺
さ
ん
の
思
い
出
は
こ
の
外
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
福
井
の
お
爺
さ
ん
よ
り
遙
か
に
高
齢
に
な
っ
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た
自
分
を
今
振
り
返
り
う
た
た
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
　

菅
井
簡
易
水
道

　

菅
井
区
は
、
飲
料
水
に
つ
い
て
は
恵
ま
れ
た
環
境
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
住
民
は
常
に
水
に
は
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
戦
後

十
年
を
経
過
し
て
漸
く
敗
戦
の
混
乱
よ
り
立
ち
直
り
、
経
済
的
に
も
安
定
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
昭
和
三
十
一
年
頃
、
こ
の
際
、
昔

の
夢
で
あ
っ
た
水
の
安
定
確
保
を
目
指
す
べ
き
と
痛
感
さ
れ
た
数
名
の
方
が
話
し
合
い
、
昭
和
三
十
二
年
正
月
に
有
志
と
し
て
相
集

ま
り
公
式
に
生
活
改
善
と
衛
生
思
想
の
普
及
を
目
標
に
し
て
、
水
道
を
作
る
事
を
決
意
、
目
的
達
成
に
努
力
す
る
事
を
盟
約
、
直
ち

に
活
動
に
移
っ
た
。
各
隣
組
長
を
通
じ
て
各
戸
に
主
旨
を
説
明
、
協
賛
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
何
回
と
な
く
集
会
を
開
き
紆

余
曲
折
は
あ
っ
た
が
ほ
と
ん
ど
全
尸
の
賛
成
を
得
て
、
昭
和
三
十
二
年
八
月
十
八
日
に
菅
井
簡
易
水
道
組
合
が
設
立
さ
れ
、
昭
和

三
十
三
年
四
月
に
水
源
試
掘
に
成
功
、
昭
和
三
十
三
年
八
月
に
京
都
府
よ
り
水
道
事
業
の
経
営
許
可
が
下
り
、
昭
和
三
十
四
年
一
月

よ
り
正
式
に
水
道
敷
設
工
事
に
掛
り
、
同
年
五
月
に
工
事
完
了
。
こ
こ
に
め
で
た
く
菅
井
簡
易
水
道
は
竣
工
し
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
各
家
庭
に
送
水
さ
れ
、
長
年
希
求
待
望
の
綺
麗
な
水
の
夢
が
実
現
、
区
民
は
歓
喜
雀
躍
、
漸
く
文
化
の
道
を
歩
む
こ

と
に
な
っ
た
。

　

昭
和
三
十
四
年
十
二
月
に
記
念
碑
を
建
立
し
て
水
道
建
設
の
功
労
者
を
顕
彰
す
る
と
と
も
に
、
区
民
の
喜
び
を
後
世
に
伝
え
る
こ

と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
町
営
水
道
の
完
成
に
よ
り
昭
和
三
十
六
年
十
月
一
日
に
町
水
道
と
連
結
さ
れ
、
菅
井
簡
易
水
道
は
町
営
水

道
の
一
部
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。　
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お
わ
り
に

　

こ
う
し
て
、
水
道
が
出
来
て
昔
か
ら
の
水
の
不
安
は
解
消
さ
れ
、
暮
ら
し
と
水
と
の
関
わ
り
は
、
さ
ら
に
密
着
一
体
化
し
て
日
々

の
暮
ら
し
を
楽
し
く
さ
せ
、
特
に
精
華
町
の
水
道
は
地
下
水
の
た
め
、
水
質
、
こ
と
に
良
く
、
天
下
一
品
の
美
味
い
水
道
水
と
自
負

し
て
お
り
、
今
度
は
か
え
っ
て
水
に
恵
ま
れ
た
環
境
に
一
変
し
た
思
い
で
、
私
は
感
謝
と
喜
び
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
次
第
。
折
か

ら
こ
の
度
、
町
史
に
協
力
す
る
と
い
う
機
会
を
得
た
の
で
、
変
遷
の
激
し
い
昨
今
の
世
相
に
鑑
み
、
身
を
も
っ
て
体
験
し
て
き
た
昔

の
（
大
正
・
昭
和
初
期
）
暮
ら
し
の
真
実
の
姿
を
後
世
に
伝
え
る
義
務
と
い
う
か
、
責
務
を
感
じ
た
の
で
、
あ
え
て
非
才
を
も
か
え

り
み
ず
、
拙
文
を
弄
し
た
次
第
。
も
し
幸
い
に
し
て
後
日
こ
れ
を
読
ま
れ
た
人
た
ち
に
、
昔
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
な
り
、
さ
ら
に
は
郷

土
愛
に
徹
し
た
先
人
た
ち
の
尊
い
姿
勢
が
、
万
一
、
現
代
人
に
も
伝
わ
る
一
端
と
も
な
れ
ば
、
こ
れ
は
も
う
筆
者
の
望
外
な
る
喜
び

で
あ
る
。


