
は

じ

め

に

環

濠

集

落

成

立

奈
良
盆
地
や
河
内
平
野
の
村
々
の
中
に
は
、
堀
を
村
の
周
囲
に
め
ぐ

ら
し
た
集
落
が
み
ら
れ
、
古
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
よ
う
な
集
落
は
環
濠
集
落
と
呼
ば
れ
、
殊
に
歴
史
地
理
学
に

お
い
て
は
―
つ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
い
う
べ
き
研
究
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。

小
論
は
主
と
し
て
発
掘
調
査
の
成
果
を
も
と
に
、
こ
の
環
濠
集
落
の
成

立
に
関
し
て
若
千
の
私
見
を
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
そ
れ
に

先
だ
ち
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

環
濠
集
落
に
初
め
て
研
究
の
目
を
向
け
た
の
は
地
理
学
者
小
川
琢
治

①
 

氏
で
あ
っ
た
。
小
川
氏
は
環
濠
集
落
を
含
む
条
里
制
の
影
響
を
受
け
た

村
落
を
垣
内
式
村
落
と
名
付
け
、
そ
れ
が
中
国
の
制
度
に
範
を
取
り
条

里
制
施
行
時
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
か
れ
た
。
こ
の
よ

R
 

う
な
小
川
氏
の
古
代
成
立
説
に
対
し
、
牧
野
信
之
助
氏
は
環
濠
集
落
が

防
衛
の
た
め
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
述
ぺ
、
そ
の
成
立
時
期
が
中
世
で
あ

る
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。
牧
野
氏
の
中
世
成
立
・
防
禦
施
設
説
を
戦
後

に
な
っ
て
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
確
か
な
も
の
と
し
た
の
が
秋
山
日
出
雄

R
 

氏
で
あ
っ
た
。
秋
山
氏
は
堀
や
土
塁
、
入
り
口
の
施
設
な
ど
環
濠
集
落

の
構
成
要
素
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
後
、
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
等
の

史
料
を
駆
使
さ
れ
、
幾
多
の
実
例
を
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
中
世
後
期
の

戦
乱
の
中
で
、
農
民
に
よ
っ
て
防
衛
の
た
め
に
造
ら
れ
た
こ
と
を
証
明

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
秋
山
論
文
に
よ
り
環
濠
集
落
の
成
立
・
防
禦

施
設
説
は
ほ
ぽ
決
定
的
な
地
位
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
特
定
村

④
 

落
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
た
の
が
渡
辺
澄
夫
氏
で
あ
っ
た
。
渡
辺
論
文
は
、

小
論
の
内
容
と
密
接
に
関
連
す
る
の
で
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

渡
辺
氏
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
興
福
寺
大
乗
院
領
若
槻
庄
で
あ

⑤
 

る
。
こ
の
庄
園
に
は
徳
治
二
年
(
-
―
―

1
0七
）
の
「
若
槻
庄
土
帳
」
が
残

る
が
、
こ
れ
に
見
ら
れ
る
庄
域
は
近
世
の
村
域
に
引
き
継
が
れ
、
そ
れ

に

関

す

る

考

察

市

JI I 

秀

之
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は
そ
の
ま
ま
現
在
の
大
和
郡
山
市
若
槻
町
の
町
域
に
重
な
る
。
「
若
槻

庄
土
帳
」
に
は
徳
治
時
点
の
坪
付
の
他
、
旧
名
と
し
て
そ
れ
以
前
の
名

の
記
載
が
あ
り
、
渡
辺
氏
は
そ
れ
を
も
と
に
平
安
末
ー
鎌
倉
初
期
の
村

落
景
観
を
復
原
さ
れ
て
い
る
（
図
1
)
。
こ
れ
に
よ
る
と
当
時
の
若
槻
庄

は
完
全
な
散
村
形
態
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
徳
治
時
点
に
な
る
と
、

か
つ
て
は
ま
っ
た
＜
均
等
で
あ
っ
た
一

0
の
名
は
、
二

0
の
名
に
解
体

し
、
ま
た
そ
の
規
模
も
不
均
等
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

均
等
名
の
解
体
に
と
も
な
っ
て
、
か
つ
て
の
屋
敷
地
も
分
解
す
る
の
で

あ
る
が
、
屋
敷
の
占
位
と
反
別
総
計
は
旧
の
通
り
で
あ
り
、
依
然
と
し

て
散
村
状
態
に
変
化
は
な
い
。
そ
の
後
、
応
永
一
四
年
(
-
三
九
七
）
の

⑥
 

「
反
銭
算
用
状
」
に
も
屋
敷
一
丁
五
反
と
あ
り
、
徳
治
の
村
落
形
態
に⑦

 

変
化
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
の
「
土
帳
」

に
至
っ
て
村
落
形
態
に
は
大
き
な
変
貌
が
見
ら
れ
る
（
図
2
)
。
こ
の
時

期
に
は
三
条
一
里
の
三
四
坪
に
屋
敷
七
反
が
集
中
し
、
そ
の
周
囲
を
堀
、

溝
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
若
槻
は
図
3
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
今
日
で
も
典
型
的
な
環
濠
集
落
で
あ
る
が
、
そ
の
原
型
は
室
町
期

に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
渡
辺
氏
は
若
槻
庄
に
み
ら
れ
る
集
村
化
、

環
濠
集
落
化
の
原
因
と
し
て
、
中
世
後
期
の
郷
村
制
を
挙
げ
ら
れ
、
名

主
層
を
中
心
に
作
人
等
の
協
力
を
得
て
環
濠
集
落
が
形
成
さ
れ
た
こ
と

を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
環
濠
の
機
能
と
し
て
は
当
然
防
禦
が
考
え
ら
れ

よ
う
。
以
上
が
渡
辺
論
文
の
要
旨
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
牧

野
、
秋
山
両
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
中
世
成
立
・
防
禦
施
設
説
は
ほ

ぼ
全
面
的
に
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
渡
辺
論
文
以
後
歴
史

学
の
立
場
か
ら
環
濠
集
落
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
な
か
っ
た
が
、
近
年

R
 

水
野
章
二
氏
の
研
究
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
中
世
村
落
全
般
に
わ
た
っ
て

⑨
 

⑪
 

非
常
に
実
証
的
に
考
察
、
復
原
を
試
み
た
研
究
に
金
田
章
裕
氏
の
も
の

⑩
 

が
あ
る
。
地
理
学
の
業
績
と
し
て
は
、
藤
岡
謙
二
郎
氏
、
村
松
繁
樹
氏
、

⑫
 

谷
岡
武
雄
氏
の
研
究
が
あ
り
、
水
利
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
堀
内
義
隆

⑮
 

氏
の
詳
細
な
研
究
が
出
さ
れ
て
い
る
。
地
理
学
か
ら
の
研
究
は
主
と
し

て
環
濠
の
水
防
、
淵
漑
の
機
能
に
注
目
す
る
点
、
特
色
を
持
つ
。
ま
た

⑭
 

若
槻
在
住
の
郷
土
史
家
、
喜
多
芳
之
氏
の
研
究
も
特
筆
す
べ
き
も
の
が

あ
る
。以

上
環
濠
集
落
に
関
す
る
研
究
史
を
述
べ
た
。
特
に
そ
の
成
立
の
プ

ロ
セ
ス
に
関
し
て
は
、
秋
山
、
渡
辺
両
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
概
略
を
理

解
し
う
る
が
、
年
代
の
異
な
る
土
帳
類
の
比
較
に
よ
る
研
究
だ
け
に
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
環
濠
集
落
が
成
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
不
明

の
部
分
が
大
き
い
。
環
濠
集
落
は
西
日
本
に
多
い
集
村
型
の
村
落
の
中

で
も
、
堀
と
い
う
形
で
明
確
な
境
界
表
示
を
持
つ
特
異
な
存
在
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
特
異
さ
ゆ
え
、
村
落
の
範
囲
が
明
確
で
あ
り
、
村
落
（
集

落
）
の
成
立
を
考
え
る
時
に
は
有
効
な
指
標
と
な
る
の
で
あ
る
。
特
に

渡
辺
氏
の
研
究
さ
れ
た
若
槻
な
ど
は
、
今
日
で
も
村
落
史
研
究
の
モ
デ

ル
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
だ
け
に
、
集
落
化
、
環
濠
集

落
化
の
さ
ら
に
具
体
的
な
過
程
の
解
明
は
不
可
欠
と
い
え
よ
う
。
最
近

こ
と
に
近
畿
地
方
の
平
野
部
で
は
開
発
が
進
み
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
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中
世
の
庄
園
遺
跡
の
発
掘
も
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
比
較
的
低
調

で
あ
っ
た
中
世
考
古
学
も
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
急
速
な
進
歩
を

見
せ
て
い
る
。
特
に
畿
内
で
は
瓦
器
編
年
の
確
立
に
よ
っ
て
遺
跡
に
年

代
が
与
え
ら
れ
、
考
古
学
の
成
果
と
文
献
史
学
の
成
果
を
合
わ
せ
て
論

じ
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
こ
の
よ
う
に
増
加
す
る
、
中
世

考
古
学
の
成
果
を
用
い
て
、
環
濠
集
落
成
立
の
問
題
を
考
え
て
い
く
こ

と
と
す
る
。

第
一
の
段
階
（
環
濠
屋
敷
）

私
は
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
環
濠
集
落
は
三
次
の
段
階
を
経
て
成
立

し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
以
下
順
に
述
べ
て
い
き
た
い
。

⑮
 

〔
若
槻
庄
関
連
遣
跡
〕
橿
原
考
古
学
研
究
所
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
若

槻
庄
関
連
遺
跡
第
三
次
発
掘
に
よ
っ
て
、
幅
三
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
一
・

五
メ
ー
ト
ル
、
一
辺
約
五

0
メ
ー
ト
ル
の
環
濠
に
囲
ま
れ
た
中
世
の
屋

敷
地
が
出
土
し
て
い
る
（
図
4
)
。
こ
の
選
跡
は
奈
良
県
大
和
郡
山
子
美

濃
庄
町
域
に
所
在
し
、
前
述
の
若
槻
庄
庄
域
と
は
ほ
と
ん
ど
接
し
て
い

る
。
屋
敷
地
は
東
部
が
調
査
区
域
外
の
た
め
に
全
貌
を
窺
う
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
完
掘
さ
れ
た
堀
の
一
辺
が
五

0
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
恐
ら
く
一
辺
五

0
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
環
濠
で
囲
ま
れ
て

い
た
と
調
査
担
当
者
は
考
え
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
環
濠
内
に
は
二
間

x

四
間
の
主
屋

(SB02)
が
建
ち
、
そ
の
周
り
を
二
間
X
三
間
以
上
の
SB

01
や
二
間
四
方
の
SB03
、
ま
た
正
方
形
で
焼
け
た
床
面
を
持
つ

sX01
等

の
付
属
建
物
が
並
ん
で
い
る
。
主
屋

(SB02)

の
前
に
は
長
さ
二

0
メ

ー
ト
ル
、
深
さ
五

0
セ
ン
チ
の
池
と
思
わ
れ
る
遺
構
が
あ
り
、
ま
た
堀

の
内
外
か
ら
は
多
く
の
井
戸
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
屋
敷
地
は
一

一
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
ほ
ぼ
連
続
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も

の
と
さ
れ
て
お
り
、
徳
治
土
帳
や
文
正
土
帳
と
時
代
的
に
重
な
り
合
う

と
い
う
点
で
大
変
興
味
深
い
発
掘
例
で
あ
る
。
住
民
に
つ
い
て
担
当
者

は
出
土
品
等
か
ら
野
鍛
治
を
推
定
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
屋
敷

地
の
広
さ
な
ど
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
屋
敷
地
の
面
稽
が
、

も
し
五

0
メ
ー
ト
ル
四
方
だ
と
す
る
と
、
二
、
五

0
0平
方
メ
ー
ト
ル

と
な
り
、
均
等
名
に
お
け
る
屋
敷
地
面
稼
の
標
準
と
さ
れ
る
一
反
を
大

幅
に
上
回
る
こ
と
な
ど
問
題
点
は
多
い
。
以
上
が
若
槻
庄
関
連
遺
跡
第

三
次
発
掘
の
概
要
で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
よ
う
に
堀
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
屋
敷
地
を
「
環
濠
屋
敷
」
と
名
付
け
、
そ
れ
を
環
濠
集
落
成
立
へ
の

第
一
の
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。
若
槻
の
遺
跡
は
今
日
の
水
田
下

よ
り
発
掘
さ
れ
、
ま
た
独
立
し
た
屋
敷
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
、

遺
跡
の
年
代
を
加
味
し
て
考
え
た
時
、
「
環
濠
屋
敷
」
は
徳
治
以
前
の

村
落
の
状
態
、
つ
ま
り
渡
辺
氏
が
平
安
末

l
鎌
倉
期
の
村
落
形
態
と
し

て
述
べ
ら
れ
た
散
村
段
階
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
環
濠
屋
敷
」

の
事
例
は
最
近
増
加
し
て
い
る
が
、
類
例
と
し
て
以
下
の
二
例
を
挙
げ

る
こ
と
と
す
る
。

⑯
 

〔
法
貴
寺
遺
跡
〕
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
の
法
貴
寺
遺
跡
か
ら
も

堀
に
囲
ま
れ
た
屋
敷
地
が
出
土
し
て
い
る
（
図
5
)
。
こ
の
屋
敷
地
は
西
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辺
五
五
メ
ー
ト
ル
、
南
辺
、
北
辺
各
四

0
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
北
面
は

一
重
、
西
面
は
三
重
な
い
し
四
重
、
南
面
は
二
重
の
堀
で
区
画
さ
れ
て

い
る
。
主
屋
と
考
え
ら
れ
る
建
物

A
は
三
間

x
六
間
程
度
の
規
模
で
あ

り
、
そ
の
他
に
も
ニ
ー
三
軒
の
付
属
建
物
が
建
つ
よ
う
で
あ
る
。
屋
敷

地
の
北
方
か
ら
は
水
田
趾
、
ま
た
南
方
か
ら
は
法
貴
寺
と
思
わ
れ
る
寺

院
趾
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
三
者
は
屋
敷
地
西
方
の
溝
に
よ
っ
て
接
続

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
屋
敷
地
の
年
代
は
一
三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
末

で
あ
り
、
ま
た
住
人
に
つ
い
て
発
掘
担
当
者
は
中
世
の
国
人
法
貴
寺
一

党
を
支
え
た
名
主
の
一
人
で
あ
る
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
法
貴
寺
周

辺
は
水
害
の
多
い
こ
と
で
有
名
で
あ
り
、
法
貴
寺
集
落
は
昭
和
五
七
年

夏
の
集
中
豪
雨
の
際
に
も
大
き
な
被
害
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
発
掘
も

水
害
防
止
の
た
め
の
河
川
改
修
に
伴
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
法
貴
寺
遺

跡
に
見
ら
れ
る
二
重
三
重
の
環
濠
は
こ
の
よ
う
な
環
境
に
由
来
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

⑰
 

〔
銀
音
寺
遺
跡
〕
大
阪
府
松
原
市
観
音
寺
遺
跡
か
ら
も
「
環
濠
屋
敷
」

が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
観
音
寺
遺
跡
で
は
多
く
の
中
世
住
居
趾
が
発
掘

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
第
2
調
査
区
の

B
地
区
か
ら
は
、
前
後
二

時
期
に
わ
た
る
住
居
趾
が
発
掘
さ
れ
た
（
図
6
)
。

I
期
は
堀
掘
削
以
前

の
建
物
群
で
、
二
間

x
四
間
の
庇
付
建
物
（
建
物
1
)
、
二
間

x
三
間
以

上
の
倉
状
の
建
物
（
建
物
2
)
、
ま
た
二
間

x
三
間
の
庇
付
の
建
物
が
建

つ。

W
1
期
は

I
期
の
建
物
が
す
べ
て
な
く
な
り
、
新
た
な
建
物
が
出
現

し
、
そ
の
周
囲
を
堀
が
め
ぐ
る
よ
う
に
な
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
「
環

濠
屋
敷
」
に
も
三
棟
の
建
物
が
た
つ
。
こ
の
う
ち
二
間

x
七
間
の
建
物

4
を
発
掘
担
当
者
は
屋
敷
内
の
使
用
人
の
住
居
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
両
時
期
の
建
物
群
は
い
ず
れ
も
平
安
末

l
鎌
倉
に
お
さ
ま
り
、
両

期
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
時
代
差
は
無
い
。

以
上
の
二
例
に
お
い
て
も
、
屋
敷
地
は
ほ
ぼ
散
村
形
態
を
示
し
、
ま

た
屋
敷
の
継
続
年
代
も
多
少
の
差
は
あ
る
が
、
平
安
末

l
鎌
倉
期
の
枠

の
中
に
納
ま
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
、
若
槻
庄
の
徳
治
以
前
の
村
落

の
屋
敷
地
は
散
在
的
で
あ
り
、
し
か
も
敷
地
の
周
囲
を
堀
が
め
ぐ
っ
て

い
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
環
濠
屋
敷
」

の
住
人
と
し
て
は
、
有
力
名
主
層
を
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

第
二
の
段
階
（
環
濠
屋
敷
群
）

「
環
濠
屋
敷
」
は
時
代
が
た
っ
と
、
分
解
や
隣
接
地
へ
の
屋
敷
地
の

拡
大
に
よ
っ
て
、
堀
が
連
結
し
た
よ
う
な
形
態
へ
と
発
展
す
る
。
こ
の

よ
う
に
「
環
濠
屋
敷
」
が
い
く
つ
も
連
な
っ
た
よ
う
な
屋
敷
地
群
を

「
環
濠
屋
敷
群
」
と
名
付
け
、
こ
れ
を
環
濠
集
落
成
立
に
至
る
第
二
の

段
階
に
位
置
付
け
た
い
。
「
環
濠
屋
敷
群
」
も
い
く
つ
か
の
発
掘
例
が

あ
る
の
で
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

⑱
 

〔
宮
田
遺
跡
〕
大
阪
府
高
槻
市
の
宮
田
遣
跡
は
中
世
の
屋
敷
地
と
し

て
は
殊
に
有
名
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い

る
（
図
7
)
。
遺
跡
は

A
、

B
、
C
の
三
区
に
分
け
ら
れ
る
。

A
区
に
は

計
九
棟
の
建
物
群
、
二
つ
の
井
戸
、
お
よ
び
土
拡
墓
が
あ
る
。
中
心
的
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な
建
物
は
重
複
し
て
柱
穴
が
検
出
さ
れ
た

A
1
6
.
A
_
7
で
あ
り
、

他
は
そ
れ
に
付
属
し
た
建
物
で
あ
る
。

A
区、

B
区
の
北
側
に
は
自
然

河
川
が
流
れ
、
ま
た
両
者
は
溝
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
。

B
区
は

垣
根
に
よ
っ
て
南
北
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
ニ
ー
三
軒
の

建
物
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
ま
た
お
の
お
の
井
戸
を
持
つ
こ
と
か
ら
独

立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

C
区
は

A
、
B
両
区
よ
り

も
や
や
高
い
位
置
を
占
め
柵
に
よ
っ
て
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
。
一
番
北

に
は
倉
と
思
わ
れ
る
建
物
が
あ
り
、
南
に
は
ニ
グ
ル
ー
プ
の
建
物
群
が

⑲
 

あ
る
。
橋
本
久
和
氏
は

B
区
の
住
人
を

A
区
に
従
属
す
る
人
間
と
さ
れ

⑳
 

て
お
り
、
奥
野
義
雄
氏
は
こ
れ
に
対
し
、

B
区
の
住
民
の
、

C
区
の
居＠

 

住
者
に
対
す
る
主
従
関
係
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
原
口
正
三
氏

は、

A
区
画
か
ら
は
多
量
の
輸
入
陶
磁
器
が
出
土
す
る
こ
と
に
よ
り
A

区
住
人
の
社
会
的
経
済
的
優
位
を
認
め
ら
れ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
三
地

区
の
住
人
た
ち
の
間
に
、
経
済
的
な
差
が
存
在
し
た
の
は
確
実
で
あ
る

が
、
溝
や
柵
で
明
確
に
区
画
さ
れ
た
屋
敷
地
に
別
々
に
住
ん
で
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
絶
対
的
な
主
従
関
係
が
存
在
し
て
い
た
と
は

考
え
に
く
い
。
こ
の
三
区
画
の
面
積
の
総
計
が
約
一
反
と
な
る
こ
と
か

ら
、
宮
田
遺
跡
の
屋
敷
地
は
、
旧
名
が
分
解
し
て
成
立
し
た
新
名
の
屋

敷
地
の
集
合
体
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
宮
田
遺
跡
の
概
要
を
述
べ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
「
環
濠
屋
敷

群
」
は
一
体
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
和
気
遺
跡
、
西

庄
遺
跡
を
例
に
考
え
て
い
き
た
い
。

＠
 

〔
和
気
遺
跡
〕
和
気
遺
跡
は
大
阪
府
和
泉
市
に
含
ま
れ
、
す
で
に
和

気
遺
跡
調
査
会
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
三
冊
の
報
告
書
が
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
和
気

n」
に
お
い
て
発
掘
担
当
者
が
示
さ

れ
た
時
代
区
分
に
基
づ
い
て
遺
跡
の
変
遷
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
和
気

遺
跡
の
中
世
遺
構
は

A
区
と

B
区
に
分
れ
、

A
区
は

I
.
J
I
期、

B
区

は
I
l
I
l
>
期
に
時
代
区
分
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は

B
区
だ
け
を
取
り
上
げ

る
（
図
8
)
。
IlI
期
は
同
方
向
の
建
物
が
多
く
建
ち
並
ぶ
時
期
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
は
環
濠
な
い
し
は
柵
が
無
く
、
区
画
は
明
確
で
な
い
。
担

当
者
は
こ
れ
ら
の
建
物
群
を
三
群
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
主
従

関
係
を
考
え
て
お
ら
れ
る
。

IlI
期
の
年
代
は
―
二
世
紀
後
半
で
あ
る
。

w期
は
さ
ら
に

2
期
に
区
分
さ
れ
る
。

N
|
1
期
は
建
物
群
の
周
囲
に

堀
が
掘
ら
れ
、
堀
の
外
に
も
柵
や
溝
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
建
物
群
が

存
在
す
る
時
期
で
あ
る
。
担
当
者
は
建
物
7
が
主
屋
で
、

8
.
1
1
等
が

副
屋
、

1
0
.
3
5
.
3
6
.
4
7
.
4
8
は
納
屋
等
の
付
属
建
物
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
次
の

Zー

2
期
に
は

Wー

1
期
の
建
物
は
存
在
す
る
が
、
さ

ら
に
堀
1
が
掘
ら
れ
、
堀
1
と
以
前
か
ら
存
在
し
た
堀
3
に
囲
ま
れ
る

よ
う
に
し
て
建
物
1
が
建
て
ら
れ
る
。
こ
の
建
物
1
は
大
変
大
き
な
建

物
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
担
当
者
は

Wー

1
期
の
屋
敷
地
の
住
人
と
、
建

物
1
の
住
人
と
は
同
族
関
係
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

両
時
期
は
一
三
世
紀
前
ー
中
葉
の
枠
の
中
に
納
ま
る
。
＞
期
に
な
る
と

堀
は
埋
め
ら
れ
、
そ
こ
に
一

0
棟
余
り
の
家
が
建
つ
。
時
期
は
一
三
世

紀
中
葉
以
降
で
あ
る
。
以
上
が
和
気
遺
跡
の
変
遷
で
あ
っ
た
が
、

N

|
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1
期
に
先
述
し
た
「
環
濠
屋
敷
」
が
成
立
し
、
そ
れ
か
ら
そ
う
時
代
が

下
ら
な
い
う
ち
に
、
建
物
1
が
独
立
し
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て
堀
1
が
掘

ら
れ
た
こ
と
が
分
る
。
こ
の

W
|
2
期
が
い
わ
ゆ
る
「
環
濠
屋
敷
群
」

の
段
階
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。

⑬
 

〔
西
庄
地
区
遺
跡
〕
西
庄
地
区
遺
跡
は
和
歌
山
市
西
庄
地
区
に
所
在

し
、
す
で
に
数
次
の
発
掘
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
一
次
発
掘
の
第
1

地
区
か
ら
「
環
濠
屋
敷
群
」
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
す
で
に
発
掘

担
当
者
の
辻
林
浩
氏
に
よ
っ
て
報
告
書
の
他
に
、
「
西
庄
II
遺
跡
発
掘

＠
 

調
査
の
成
果
」
と
い
う
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
こ

の
辻
林
論
文
を
も
と
に
西
庄
地
区
遺
跡
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す

る
。
こ
の
遺
跡
の
中
世
遺
構
は
二
期
に
時
代
区
分
さ
れ
る
（
図
9
)
。

I

期
は
東
西
方
向
の
二
本
、
南
北
方
向
の
一
本
、
計
三
本
の
溝
に
よ
る
区

画
が
な
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
東
西
方
向
の
溝
の
う
ち
北
方
の
溝
に
は

二
か
所
に
張
出
し
が
あ
り
、
そ
の
場
所
に
橋
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
溝
よ
り
北
方
は
柵
に
よ
っ
て
、
東
西
二
地
区
に
更
に
区
分
さ
れ
る
。

北
西
区
に
は
東
西
約
一
五
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
一

0
メ
ー
ト
ル
の
石
稼

み
基
壇
が
あ
り
、
基
壇
上
に
は
掘
立
柱
建
物
が
存
在
し
た
。
ま
た
北
西

区
に
は
こ
の
建
物
の
他
、
一
間
X
二
間
の
付
属
建
物
、
井
戸
が
存
在
す

る
。
次
に
北
東
区
に
は
三

l
四
棟
の
比
較
的
小
規
模
な
建
物
と
井
戸
が

存
在
す
る
。
ま
た
溝
よ
り
南
方
に
は
北
方
の
よ
う
な
南
北
方
向
の
柵
は

な
い
が
、
辻
林
氏
は
南
方
屋
敷
地
の
広
大
さ
に
比
し
て
、
建
物
が
貧
弱

な
こ
と
を
根
拠
に
、
南
方
屋
敷
地
、
南
方
屋
敷
地
も
北
方
と
同
じ
く
東

西
に
二
分
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
屋
敷
地
は
そ
れ
ぞ
れ
一
間
X

一
間
の

建
物
二
棟
ず
つ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

II
期
に
な
る
と

I
期
の
屋
敷
地
の
東
側
に
、
二
本
の
東
西
溝
を
連
結
す
る
よ
う
に
南
北

方
向
の
溝
が
は
し
り
、
ま
た
南
側
の
東
西
溝
は
さ
ら
に
西
方
に
伸
び
て

北
方
に
曲
が
る
。
つ
ま
り

I
期
の
屋
敷
地
の
西
側
に
新
た
な
屋
敷
地
が

形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

I
期
の
建
物
は
北
西
区
の
大
規
模
建
物
以
外

は
す
べ
て
改
築
さ
れ
、
ま
た
南
西
区
か
ら
は
建
物
が
な
く
な
る
。
時
期

は
I
期
の
成
立
が
一
三
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
、

II
期
へ
の
移
行
が
一
四

世
紀
前
半
、
ま
た
こ
の
屋
敷
地
群
の
終
焉
は
一
五
世
紀
中
頃
か
ら
後
半

と
思
わ
れ
る
。
西
庄
遺
跡
に
お
い
て
は
、
独
立
し
た
「
環
濠
屋
敷
」
の

段
階
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
「
環
濠
屋
敷
群
」
の
拡
大
の

過
程
を
は
っ
き
り
と
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
、
宮
田
遺
跡
、
和
気
遺
跡
、
西
庄
遺
跡
の
三
遺
跡
を
紹
介
し
た

が
、
い
ず
れ
も
堀
を
連
結
さ
せ
た
「
環
濠
屋
敷
群
」
の
段
階
に
属
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
和
気
、
西
庄
両
遺
跡
の
変
遷
を
見
た
と
き
、
「
環

濠
屋
敷
群
」
が
、
前
に
述
べ
た
「
環
濠
屋
敷
」
か
ら
発
展
し
た
形
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
和
気
や
西
庄

の
よ
う
に
拡
大
の
形
を
取
る
に
せ
よ
、
官
田
の
よ
う
に
分
割
の
形
を
取

る
に
せ
よ
、
単
独
に
存
在
し
た
「
環
濠
屋
敷
」
内
か
ら
独
立
す
る
も
の

が
現
れ
、
そ
れ
が
元
の
屋
敷
地
の
堀
の
一
部
を
利
用
し
て
、
新
た
な
環

濠
を
掘
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
画
に
屋
敷
地
を
構
え
る
よ
う

に
な
っ
た
段
階
が
こ
の
「
環
濠
屋
敷
群
」
の
段
階
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
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る
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
を
若
槻
庄
の
変
遷
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
時
、

そ
れ
が
徳
治
前
後
の
、
旧
名
が
分
解
し
て
新
名
が
出
現
し
、
ま
た
そ
れ

に
伴
っ
て
屋
敷
地
も
分
解
し
た
時
期
の
状
況
と
非
常
に
似
て
い
る
事
に

気
付
く
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
旧
名
の
解
体
は
、
景
観
的
に
見
れ
ば
「
環

濠
屋
敷
」
か
ら
「
環
濠
屋
敷
群
」
へ
と
い
う
方
向
で
進
行
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
元
の
屋
敷
地
の
、
す
ぐ
横
に
新
し
い
屋
敷
地
を
構
え
る

の
で
あ
る
か
ら
、
村
全
体
と
す
れ
ば
、
依
然
散
村
状
態
が
続
い
て
い
た

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

第
三
の
段
階
（
環
濠
集
落
）

こ
れ
ま
で
近
畿
地
方
の
事
例
を
中
心
に
論
を
進
め
て
き
た
が
、
今
日

近
畿
地
方
で
は
一
部
の
山
岳
部
を
除
い
て
、
村
落
形
態
と
し
て
は
コ
ン

。
ハ
ク
ト
な
集
村
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
よ
う
な
集
村
が
ど
の
よ
う
に

し
て
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
小
論
で
取
り
上
げ
た
環
濠
集
落
の

問
題
も
含
め
て
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
現
在
の
時
点

で
は
、
中
世
前
期
以
前
に
は
散
村
が
支
配
的
で
あ
り
、
南
北
朝
期
以
後
、

集
村
化
現
象
が
生
じ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
た
錮
が
あ
る
。
金
田

ー
1
-

＠

章
裕
氏
は
、
奈
良
、
平
安
期
の
屋
敷
地
に
関
す
る
史
料
を
ほ
ぼ
網
羅
的

に
、
実
地
比
定
と
い
う
形
で
検
討
さ
れ
、
古
代
に
お
い
て
は
疎
塊
村
が

一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
個
別
村
落
を
対
象

と
し
た
研
究
で
は
、
既
に
述
べ
た
渡
辺
澄
夫
氏
の
研
究
の
他
に
、
水
野

⑮

@
 

章
二
氏
の
横
田
庄
、
田
村
憲
美
氏
の
平
野
殿
荘
の
研
究
な
ど
が
あ
り
、

い
づ
れ
も
中
世
後
期
に
お
け
る
集
村
化
現
象
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
小
論
に
お
い
て
は
発
掘
調
査
の
結
果
を
も
と
に
、
散
村
状
態
に
お

け
る
屋
敷
地
の
変
遥
を
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
残
念
な

が
ら
そ
れ
に
続
く
集
村
化
現
象
を
直
接
実
証
し
う
る
よ
う
な
考
古
学
的

資
料
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
集
村
化
現
象
に
つ
い
て
は

ま
だ
ま
だ
不
明
の
部
分
が
多
く
、
考
古
学
が
こ
の
問
題
に
寄
与
し
う
る

範
囲
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
づ
れ
も
今
後
の
課
題
と
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
以
下
は
筆
者
の
推
測
も
交
え
て
論
を
進
め
ざ

る
を
え
な
い
。

前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
「
環
濠
屋
敷
群
」
は
そ
の
後
、
集
合
し
集
村

を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
集
村
化
は
先
学
の
研
究
で
も
明
ら
か

な
通
り
、
惣
村
制
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
若
槻
で
は
か

つ
て
の
庄
屋
屋
敷
を
中
心
と
し
て
集
落
が
形
成
さ
れ
る
が
、
同
じ
奈

⑱
 

良
盆
地
の
例
で
い
え
ば
、
出
雲
庄
（
桜
井
市
江
包
付
近
）
で
は
「
小
寺
」
、

禽

大
堂
と
い
っ
た
宗
教
施
設
、
乙
木
庄
で
は
「
堂
坪
」
と
い
う
、
堂
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
坪
が
集
村
化
の
核
と
な
っ
て
い
る
。
当
初
は
数
軒

の
屋
敷
地
の
集
合
体
で
あ
っ
た
も
の
が
、
数
十
軒
か
ら
な
る
集
落
へ
と

変
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
集
村
化
の
中
心
と
な
る
い
く
つ
か
の

屋
敷
以
外
は
当
然
移
住
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
前
章
で
述
べ
た

「
環
濠
屋
敷
群
」
も
当
然
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
こ
の
時
、
移
住
し
た

住
人
は
、
前
代
か
ら
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
屋
敷
地
の
周
囲

に
環
濠
を
施
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
環
濠
屋
敷
群
」
が
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更
に
増
殖
す
る
よ
う
に
し
て
集
村
化
現
象
が
進
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
渡
辺
論
文
で
は
集
村
化
現
象
が
完
了
し
て
初
め
て
集
落
の
疇

周
囲
に
堀
が
掘
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
も
こ

れ
は
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
集
村
化
以
前
の
散
村
期
の
屋
敷
地
が
、

「
環
濠
屋
敷
」
な
い
し
は
「
環
濠
屋
敷
群
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
た
以
上
、
む
し
ろ
そ
れ
が
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
て
つ
い
に
は
「
環

濠
集
落
」
へ
と
発
展
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
集
村
化
の
過
程
の
中
に
あ
る
集
村
は
、
村
の
中
に
も
何

本
も
堀
が
掘
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
で
も
一
部
の
環

濠
集
落
で
は
、
集
落
内
に
堀
が
入
り
込
ん
で
い
る
例
が
あ
る
（
図
10)
。

若
槻
で
も
神
社
の
東
側
と
、
集
落
の
西
端
部
で
そ
の
名
残
り
が
見
ら
れ

る
（
図
3
参
照
）
。
し
か
し
大
部
分
の
村
で
は
、
集
村
の
拡
大
に
よ
っ
て

集
村
内
に
取
り
残
さ
れ
た
堀
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
道
に
な
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
よ
く
環
濠
集
落
の
中
の
道
は

T
字
状
に
な
っ
た
り
し
て
い

て
見
通
し
が
悪
い
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
以
上
の
事
に
由
来
す
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
集
落
内
部
の
堀
は
埋
め
ら
れ
、
村
の
外

周
の
堀
だ
け
が
残
り
、
結
果
と
し
て
「
環
濠
集
落
」
が
誕
生
し
た
と
考

え
た
い
（
図
11)
。

こ
の
「
環
濠
集
落
」
が
い
う
ま
で
も
な
く
第
三
の
段
階
と
な
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
日
の
集
落
に
当
た
る
わ
け
で
あ
り
、
先
程
も
述

べ
た
よ
う
に
こ
の
段
階
の
遺
跡
発
掘
が
少
な
い
の
も
無
理
は
な
い
の
で

あ
る
。
た
だ
若
干
の
事
例
が
あ
る
の
で
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

〔
唐
古
・
鍵
遺
跡
〕
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
の
唐
古
・
鍵
遺
跡
は
、

す
で
に
二
十
数
回
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
は
弥

生
時
代
の
大
集
落
と
し
て
全
国
的
に
有
名
な
の
で
あ
る
が
、
最
近
の
調

査
で
は
「
中
世
大
溝
」
の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
藤
田
三

郎
氏
は
こ
れ
ま
で
の
調
査
の
結
果
か
ら
こ
の
大
溝
の
全
貌
を
復
元
さ
れ

⑳
 

て
い
る
（
図
12)
。
藤
田
氏
は
こ
の
大
溝
を
、
唐
古
氏
と
い
う
土
豪
の
館

の
外
堀
で
あ
る
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、
私
は
こ
れ
を
鍵
集
落

の
環
濠
と
し
て
と
ら
え
た
い
。
今
日
の
環
濠
集
落
が
、
中
世
に
お
い
て

「
館
」
や
「
城
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
の
な

い
位
で
あ
る
か
ら
そ
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
藤
田
氏
の
推
定
と
は
別
に

相
反
す
る
事
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
大
溝
は
南
北
三
五

0
メ
ー
ト
ル
、

東
西
二
六

0
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
巨
大
な
も
の
で
あ
り
、
「
環
濠
屋
敷
」
、

「
環
濠
屋
敷
群
」
の
堀
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
藤
田
氏
は
、

「
館
内
部
に
お
い
て
は
外
溝
と
同
規
模
の
大
溝
が
存
在
し
て
い
る
。
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
集
村
化
の
段
階
で
集
村
内
に
取
り
残

さ
れ
た
堀
で
あ
ろ
う
。
唐
古
・
鍵
遺
跡
で
は
今
後
も
発
掘
が
続
け
ら
れ

る
た
め
、
中
世
大
溝
に
関
し
て
新
た
な
知
見
の
得
ら
れ
る
日
も
近
い
こ

⑲
 

と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
じ
く
田
原
本
町
の
黒
田
大
塚
周
辺
の
発
掘
で
も
、

黒
田
集
落
の
環
濠
と
思
わ
れ
る
大
溝
が
出
土
し
て
い
る
。

⑬
 

〔
久
我
東
遺
跡
〕
京
都
市
伏
見
区
所
在
の
久
我
東
遺
跡
で
は
三
次
に

わ
た
る
発
掘
調
査
の
結
果
、
や
は
り
「
環
濠
集
落
」
が
出
土
し
て
い
る
。

正
式
な
報
告
書
が
未
完
の
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
東
西
八
〇
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以
上
、
考
古
学
の
資
料
を
中
心
に
環
濠
集
落
の
成
立
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
。
小
論
で
は
環
濠
集
落
が
出
現
す
る
ま
で
に
、
三
つ
の
段
階
を

考
え
た
の
で
あ
る
。
遺
跡
の
年
代
を
中
心
に
そ
れ
に
年
代
を
与
え
る
と

す
る
な
ら
ば
、
「
環
濠
屋
敷
」
が
―
二

l
一
三
世
紀
、
「
環
濠
屋
敷
群
」

が
一
三
し
一
四
世
紀
、
「
環
濠
集
落
」
が
一
四

l
一
五
世
紀
ぐ
ら
い
に

成
立
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
小
論
で
は
集
村
化
現

象
以
前
に
、
環
濠
を
持
つ
屋
敷
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
と

今
日
の
環
濠
集
落
と
の
間
に
一
種
の
系
譜
関
係
を
考
え
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
研
究
で
は
、
室
町
ー
戦
国
期
の
動
乱
の
時
代
に
農
民
の
結
合
が

強
ま
り
防
禦
の
た
め
に
環
濠
が
掘
ら
れ
た
と
い
う
防
禦
施
設
説
が
強
か

っ
た
が
、
一
―
・
ニ
世
紀
か
ら
「
環
濠
屋
敷
」
が
成
立
し
て
い
た
と
い

う
事
実
に
目
を
向
け
る
時
、
環
濠
の
機
能
を
防
禦
に
限
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
む
し
ろ
環
濠
成
立
時
か
ら
水
防
の
機
能
が
強
く
、
戦
国
期

に
は
防
禦
機
能
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
と
考
え
た
い
。
ま
た
近
畿

地
方
の
神
社
に
は
環
濠
を
持
つ
も
の
が
多
い
が
、
環
濠
の
持
つ
宗
教
的

な
機
能
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
私
見
は
い
ま
だ
未
熟
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
方
法
的
に
も
強

ま

と

め

メ
ー
ト
ル
以
上
、
南
北
一
三

0
メ
ー
ト
ル
以
上
の
環
濠
の
中
か
ら
五
棟

程
度
の
建
物
群
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
集
落
は
室
町
初
期
に
築
か
れ

て
い
る
。

引
な
点
が
多
々
有
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
皆
様
方
の
御
指
導
を
待

ち
た
い
。
ま
た
小
論
の
作
成
に
あ
た
っ
て
西
口
陽
一
氏
、
宮
崎
泰
史
氏
、

今
尾
文
昭
氏
、
中
井
一
夫
氏
そ
の
他
多
く
の
方
々
の
御
教
示
を
得
た
。

文
末
で
は
あ
る
が
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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①
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③
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落
史
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収
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史
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。

⑥
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。

⑦
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廿
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⑧
水
野
章
二
「
日
本
中
世
村
落
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史
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落
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史
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収
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落
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⑱
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⑳
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落
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収
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和
歌
山
県
教
育
委
員
会
・
佃
和
歌
山
県
文
化
財
研
究
会
『
西
庄
地
区
遣
跡
発

掘
調
査
概
報
I
』
、
昭
和
五
三
年
。

⑳
辻
林
浩
「
西
庄
Il
遺
跡
発
掘
調
査
の
成
果
」
（
『
和
歌
山
県
史
研
究
』
―
一
、

昭
和
五
九
年
）
。

R
⑨
に
同
じ
．

⑱
⑧
に
同
じ
。

＠
田
村
憲
美
「
畿
内
中
世
村
落
の
、
領
域
“
と
百
姓
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
五
四

七
、
昭
和
六
0
年）。

⑱
内
閣
文
庫
所
蔵
『
出
雲
庄
土
帳
』
。

⑲
片
平
博
文
「
大
和
国
乙
木
荘
に
お
け
る
荘
園
村
落
の
発
達
過
程
」
（
『
地
理
学

評
論
』
五
三
ー
一
、
昭
和
五
五
年
）
。

⑳
藤
田
三
郎
「
奈
良
盆
地
に
お
け
る
中
世
館
跡
と
近
世
集
落
に
つ
い
て
」
（
『
住

居
と
移
住
』
、
昭
和
六
0
年）。

⑳
桑
原
公
徳
「
中
世
城
館
の
分
布
と
形
態
お
よ
び
規
模
」
（
『
信
濃
』
三
一
'
-

二
、
昭
和
五
四
年
）
。

⑲
田
原
本
町
教
育
委
員
会
「
黒
田
大
塚
古
墳
」
（
同
『
田
原
本
町
埋
蔵
文
化
財

調
査
概
要
2
』
昭
和
五
九
年
）
．

⑱

『

第

4
回
近
畿
地
方
埋
蔵
文
化
財
担
当
者
研
究
会
資
料
』
、
昭
和
六
一
年
。

（
関
西
大
学
大
学
院
生
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図4 若槻遺跡平面図（註⑮より引用）
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図5 法貴寺遺跡平面図（註⑯より引用）
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（註⑰より引用）
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図9 ゜西庄遺跡平面図（⑬より引用）
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図11 環濠集落成立のモデル
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図12 鍵・盾遺跡中世大濠（註⑳より引用）
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