


一
、

古
代
の
土
地
利
用
形
態

古
代
に
お
い
て、

村
落
は
ム

ラ
（
村）

と
言
わ
れ、

も
と
も

と
は
血
統
を
同
じ
く
す
る
大
家

族
制
の
戸
か
ら
成
っ
て
い
ま
し

た
。

村
は、

あ
る
氏
族
が
定
住

し
て
族
長
の
指
揮
の
下
に
人
々

が
協
力
し
て
土
地
を
耕
作
し
た

こ
と
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す。

村
に
は
氏
神

が
祀
ら
れ、

全
村
民
が
氏
子
で

し
た
。拓

か
れ
た
農
地
は
氏
族
に
帰

属
し
（
総
有）
、
氏
人
が
共
同
し

て
耕
作
し
収
穫
物
は
各
戸
に
分

配
さ
れ
ま
し
た
。
村
で
は、
春
に

な
る
と、
田
を
祭
り
斉
串
を
立

て
上
地
を
分
割
し
て
そ
の
年
の

耕
作
者
を
決
め
ま
す
。
こ
れ
を

水
口
祭
と
言
い
ま
し
た
。
耕
地

は
毎
年
割
り
換
え
ら
れ
ま
す。

二、

大
化
の
改
新

そ
の
後、

人
口
の
増
加
に
よ

り
共
同
耕
作
方
式
が
行
き
詰
ま

り、

大
氏
族
間
の
勢
力
争
い
な

ど
の
政
治
的
要
因
も
絡
ま
っ
て

大
化
の
改
新
（
六
四
五
年）

に

至
り
ま
し
た
。
大
化
の
改
新
は、

氏
族
制
度
を
打
破
し
氏
族
に
よ

る
私
有
地
・

私
有
民
を
廃
し、

土
地
と
人
民
を
天
皇
の
直
接
の

統
治
の
も
と
に
置
く
改
革
で
し

た
（
公
地
公
民）
。

こ
の
改
革

に
よ
り、

土
地
に
対
す
る
使
用

収
益
権
は
氏
か
ら
各
戸
へ

移
さ

れ、

五
0
戸
を
里
と
し、

百
姓

の
中
か
ら
適
任
者
が
里
長
に
任

命
さ
れ
ま
し
た
。

人
は、

二

0
歳
に
な
る
と

口
分
田
と
い
う
田
地
を
与
え
ら

れ、

こ
れ
を
耕
作
し
て
租
を
納

め
た
余
り
で
生
活
し、

六
一

歳

に
な
る
と
公
へ

返
す
こ
と
に
な

り
ま
す。

こ
の
班
田
収
受
は
六

年
ご
と
に
改
め
ら
れ
た
戸
籍
に

基
づ
い
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

口
分
田
の
使
用
収
益
権
は、

個
人
に
で
は
な
く
戸
に
属
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り、

戸
主

が
戸
を
代
表
し
て
こ
れ
を
行
使

し
ま
し
た
。

こ
の
戸
主
の
権
利

が
家
督
相
続
の
主
な
も
の
で
し

こ
。t

森
林
牧
野
は、

こ
れ
を
分
割

せ
ず
依
然
と
し
て
総
有
地
の
ま

ま
徳
川
時
代
に
至
る
ま
で
残
っ

て
い
ま
し
た
。

ま
た、

宅
地
は、

大
化
の

改
新
に
よ
り
各
戸
の
私
有
と
さ

れ、

官
の
許
可
を
得
て
売
買
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
し
た
。

売

買
は、

和
銅
六
年
に

銭
が
鋳

造
さ
れ
る
ま
で
は
稲
又
は
絹

坂

わ
が
国
の
土
地
制
度
の
歴
史

几

和

夫

を
も
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ

の
宅
地
に
対
す
る
戸
主
の
使
用

収
益
処
分
の
権
能
が
わ
が
国
に

お
け
る
土
地
所
有
権
の
起
源
と

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す。

三、

班
田
制
の
崩
壊
と
荘
園
の

発
生

班
田
収
受
は、

人
口
が

増

加
す
る
に
つ
れ
六
年
ご
と
に
こ

れ
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と

な
り、

口
分
田
は
次
第
に
世
襲

的
家
産
に
近
づ
き、

勝
手
に
こ

れ
を
売
買
す
る
者
も
現
れ
富
ん

だ
者
に
口
分
田
が
集
中
し
て
い

き
ま
し
た
。

結
局、

班
田
制
は

約―
1
0
0
年
間
し
か
行
わ
れ
な

か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す。

班
田
制
の

崩
壊
の

も
う
一

つ
の
原
因
と
な
っ
た
の
が
墾
田

で
す。

墾
田
と
は
荒
野
山
地
を

開
墾
し
て
出
来
た
耕
地
の
こ
と

で、

大
宝
令
は、

新
た
に
溝
池

を
造
っ
て
開
墾
し
た
者
に
は
三

代
こ
れ
を
保
有
す
る
こ
と
を
許

し、

既
存
の
溝
池
を
利
用
し
て

開
墾
し
た
者
に
は
一

代
の
保
有

を
認
め
ま
し
た
（
三
世
一

身
の

法）
。

こ
の
制
度
の
も
と
で、

墾
田
は

大
い
に
増
え
ま
し
た
が、

官
に

没
収
さ
れ
る
期
限
が
近
づ
く
に

つ
れ
農
民
は
耕
作
を
怠
り、

田

地
が
元
の
荒
野
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で、

聖
武
天
皇
の
と
き
に

墾
田
を
永
代
私
有
と
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
こ
に

至
っ

て
、

人
々
は
競
っ
て
山
野

の
開
拓
に
努
め、

特
に
富
と
権

力
を
持
つ
郡
司
な
ど
の
豪
族
や

貴
族、

寺
院
が
墾
田
の
所
領
を

増
や
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の

よ
う
な
私
有
地
が
名
田
で
あ
り

所
有
者
が
名
主
と
呼
ば
れ
ま
し

こ
。t一

方、

地
方
長
官
の
国
司
の

地
位
は
―

つ
の

利
権
と
化
し、

人
民
に
重
税
を
課
し
て
私
利
を

図
る
の
が
普
通
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

こ
の
国
司
の
悪
政
に
対

抗
す
る
た
め、

名
主
た
ち
は、

中
央
の
権
力
を
持
っ
た
貴
族
や

寺
院
に
名
田
を
寄
進
し
名
義
上

の
領
主
に
な
っ
て
も
ら
い
名
義

料
を
納
め
名
田
を
保
全
し
ま
し

た
。

中
で
も
寺
院
は、

仏
教
の

隆
盛
に
伴
い
、

皇
室
や
私
人
か

ら
の
喜
捨
も
あ
っ
て
寺
田
を
増
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や
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
う
し
て
発
生
し
た
荘
園

は、

国
に

対
し
て
租
税
を
納

め
な
い
特
権
と
国
司
の
立
人
り

を
拒
む
特
権
を
獲
得
し
て
い
き

ま
す
（
不
輸
不
入
）
。

荘
園
の

不
入
の
特
権
は、

領
主
の
荘
園

内
に
住
む
庄
民
（
百
姓）

に
対

す
る
命
令
禁
止
と
裁
判
を
す
る

支
配
権
に
発
展
し
て
い
き
ま
し

こ
。
ナ

ま
た、

荘
園
内
の
治
安
を
維

持
し
外
部
か
ら
の
侵
略
に
備
え

る
た
め
に
、

荘
園
内
に
武
力
集

団
が
自
然
発
生
的
に
出
来
ま
し

た
。
一

族
郎
党
か
ら
な
る
武
士

団
が
有
力
な
貴
族
等
の
も
と
に

結
集
し
て
政
争
に
利
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
り、

次
第
に
武
士
が

勢
力
を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す。

四、

永
代
売
買
の
禁
止

大
化
の
改
新
に
よ
る
班
田
制

が
廃
れ、

中
世
に
は、

土
地
は

各
自
の
私
有
と
な
り、

荘
園
の

領
主
か
ら
小
さ
な
名
田
主
に
至

る
ま
で、

土
地
の
売
買
を
自
由

に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し、

徳
川
時
代
に
な
っ

て、

百
姓
が
恒
産
で
あ
る
田

畑
か
ら
離
れ
る
の
を
防
止
す

る
た
め
に
、

寛
永
二
0
年
に
地

所
の
永
代
売
買
が
禁
止
さ
れ
ま

し
た
。

但
し、

町
屋
敷
は、

町

役
の
五
人
組
が
審
査
し
て
売
買

証
書
に
加
判
を
す
る
こ
と
に
よ

り、

譲
渡
す
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。

町
屋
敷
が
譲
渡
さ
れ
る

と
、

こ
れ
を
町
内
お
よ
び
親
類

一

統
に
披
露
し
帳
簿
の
所
有
名

義
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
公

示
さ
れ
ま
し
た
。

五、

地
割
制
の
発
生

徳
川
時
代
に
な
っ
て、

各
地

に
地
割
す
な
わ
ち
田
地
割
替
が

慣
行
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

地
割
は、
一

村
の
田
地
を
全

村
民
の
総
有
と
し、
一

定
期
間

ご
と
に
農
地
を
各
村
民
の
間
に

分
配
し
直
す
制
度
で
す。

地
方

に
よ
り、

そ
の
期
間
は、

二
年

な
い
し
二
0
年
と
ま
ち
ま
ち
で

し
た
。

地
割
を
受
け
る
者
は、

高
持
と
言
わ
れ
る
地
租
を
負
担

す
る
百
姓
で
す。

地
割
の
実
施

六、

明
治
の
改
革

明
治
政
府
は、

そ
れ
ま
で
の

は、
一

村
農
民
の
自
治
に
委
ね

ら
れ、

藩
は、

特
段
の
不
都
合

が
起
こ
ら
な
い
か
ぎ
り、

こ
れ

を
放
任
し
て
い
ま
し
た。

地
割
の
慣
行
が
起
こ
っ
た
理

由
は
租
税
負
担
の
平
等
の
要
請

で
す。

徳
川
時
代
に
は
村
落
が

納
税
の
単
位
と
さ
れ、

村
落
は

そ
の
耕
地
の
石
高
に
応
じ
た
地

租
を
上
納
す
る
義
務
を
負
っ
て

い
ま
し
た
。

し
か
し、
耕
地
は、

歳
月
を
経
る
に
従
い
、

肥
沃

の
度
合
い
が
変
化
し、

上
田
が

下
田
に
な
り
そ
の
逆
も
起
こ
っ

て
貢
租
の
不
平
等
か
起
こ
り
ま

す。

過
重
な
貢
租
を
負
担
す
る

下
田
の
耕
作
者
は、

そ
の
田
を

捨
て
て
逃
亡
す
る
な
ど
し、

田

は
荒
れ
果
て
て
し
ま
い
ま
す。

そ
の
結
果、

貢
祖
の
未
納
が
生

じ
村
民
全
体
の
迷
惑
と
な
り
ま

す。
そ
こ
で、

村
内
の
耕
地
を

一

定
の
年
限
ご
と
に
割
替
え
て

村
民
の
耕
作
地
の
上
下
を
平
均

す
る
こ
と
に
よ
り
貢
租
の
負
担
を

均
等
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
す。

封
建
的
な
物
納
貢
租
の
制
度
を

改
め
、

地
価
を
課
税
標
準
と
す

る
金
納
定
率
の
地
租
制
度
を
採

用
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ

こ
で、

明
治
四
年
の
太
政
官
布

告
に
よ
り、

土
地
所
有
者
に
地

券
を
交
付
し
て
地
租
を
納
め
さ

せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が、

問

題
は
地
価
を
ど
の
よ
う
に
し
て

把
握
す
る
か
で
し
た
。

地
価
は、

土
地
の
反
別
等
級

に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す。

反
別

を
正
確
に
把
握
す
る
に
は
検
地

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
が、

検
地
は、

豊
臣、

徳
川
か
武
力

を
背
景
に
し
て
行
っ
て
も
農
民

を
服
従
さ
せ
る
の
が
容
易
で
な

か
っ
た
歴
史
が
あ
る
の
で、

維

新
後
日
の
浅
い
明
治
政
府
は、

検
地
の
代
わ
り
に
土
地
が
売
買

さ
れ
る
度
ご
と
に
そ
の
代
価
を

記
載
し
た
地
券
を
所
有
者
に
交

付
す
る
こ
と
に
よ
り
地
価
を
把

握
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

そ
の

た
め
に
明
治
五
年
に
永
代
売
買

の
禁
止
が
解
か
れ
た
の
で
す。

し
か
し、

売
買
が
行
わ
れ
る
土

地
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で、

間

も
な
く
地
券
を
す
べ
て
の
民
有

地
に
発
行
す
る
こ
と
に
し、

地

価
は
類
似
の
土
地
の
売
買
価
格

に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た。
ま
た、
地
券
は、
当
初、

農
地
や
山
林
な
ど
を
対
象
と
し

た
郡
村
地
券
だ
け
で
し
た
か
、

そ
の
後
宅
地
に
つ
い
て
も
市
街

地
券
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。

地

券
の
副
本
は
地
券
台
帳
に
綴
じ

ら
れ
各
府
県
で
保
管
さ
れ
ま
し
た。

地
券
は、

土
地
所
有
権
の
確
証

で
あ
る
と
と
も
に
、

地
券
の
書

換
え
か
土
地
譲
渡
行
為
の
方
式

と
さ
れ
効
力
要
件
と
さ
れ
ま
し

た
が、

明
治
―

0
年
に
地
券
の

書
換
え
が
な
く
て
も
当
事
者
間

で
は
有
効
と
さ
れ
書
換
え
か
対

抗
要
件
と
さ
れ
ま
し
た
。

地
券
制
度
は、

所
有
権
の
変

動
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
て
も、

担
保
権
の
設
定
に
関

し
て
は
公
示
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
根
本
的
な
問
題
点

が
あ
る
た
め
、

外
国
の
登
記
制

度
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
り、

明
治
一

九
年
の
旧
登
記
法
制
定

に
よ
っ
て
地
券
制
度
が
廃
止
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

以
上
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京
都
大
学
で
今
何
が
起
こ
っ
て

い
る
か

京
都
大
学
の
再
生
医
科
学
研

究
所
で
は、

一

部
に
教
授
の
任

期
制
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て、

同
研
究
所
の
A
教
授

は、

五
年
の
任
期
の
満
了
前
に、

再
任
の
申
請
を
し、

そ
の
審
議
の

た
め
に
設
け
ら
れ
た
外
部
評
価

委
員
会
は
全
員
一

致
で
再
任
す

べ
き
と
の
結
論
を
出
し
ま
し
た。

に
も
か
か
わ
ら
ず、

一

昨
年

―

二
月
に
再
生
研
の
協
議
員
会

（
教
授
会
に
相
当
す
る
組
織）
は、

こ
の
結
論
を
全
く
無
視
し
て
、

A
教
授
の
再
任
を
認
め
ま
せ
ん

で
し
た
。

A
教
授
は、
こ
の
背
景
に
は、

再
生
研
の
前
所
長
の
A
教
授
に

対
す
る
個
人
的
な
悪
感
情
に
基

づ
く
制
度
の
濫
用
が
あ
る、

ま

� 

た、

こ
の
よ
う
な
運
用
を
そ
の

ま
ま
認
め
れ
ば、

一

部
有
力
者

の
ご

機
嫌
と
り
が
重
視
さ
れ、

ひ
い
て
は、

学
問
の
自
由
が
侵

害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
主
張

し、

京
都
地
方
裁
判
所
に
失
職

処
分
の
取
消
し
等
を
求
め
提
訴

し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が、

本
年
三
月
三
一

日
に

京
都
地
裁
は、

A

教
授

の
任
用
手
続
に
つ
い
て、

任
期

制
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
っ
た

こ
と、

協
議
員
会
が
外
部
評
価

委
員
会
の
結
論
を
無
視
し
た
こ

と
に
つ
い
て
極
め
て
異
例
の
経

過
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も、

任

期
の
満
了
に
よ
っ

て
教
授
の
地

位
は
当
然
に
な
く
な
る
の
も
の

で、

京
都
大
学
は、

A
教
授
の

権
利
を
侵
害
し
て
い
な
い
と
し

て、

訴
え
を
門
前
払
い
す
る
な

ど
の
判
決
を
下
し
ま
し
た
。

し
か
し、

現
実
に、

A
教
授

の
再
任
申
請
に
つ
い
て、

理
由

な
く
外
部
評
価
委
員
会
の
結
論

を
ね
じ
曲
げ、

意
図
的
に
再
任

を
認
め
な
か
っ
た
大
学
側
の
行

為
を、

こ
の
よ
う
な
形
式
論
理

で
切
っ

て
捨
て
た
京
都
地
裁
の

判
決
は、

裁
判
に
よ
る
救
済
を

求
め
る
市
民
を
到
底
納
得
さ
せ

る
も
の
で
は
な
く、

私
は、

大

阪
高
裁
で
は、

き
っ

と
異
な
っ

た
結
論
が
出
さ
れ
る
と
確
信
し

て
い
ま
す。

現
に、

京
都
大
学

の
総
長
自
身
が、
判
決
直
後
に、

「
こ
の
判
決
が
判
例
と
な
る
の

は
よ
く
な
い
」

と
の
声
明
を
出

し、

こ
の
判
決
の
考
え
方
を
批

判
し
て
い
ま
す。

そ
も
そ
も、

勝
訴
し
た
被
告

か
ら
判
決
内
容
を
批
判
さ
れ
る

尾

藤

廣

行
政
事
件
訴
訟
の
民
主
化
の
た
め
に

喜

裁
判
所
が、

司
法
の
役
割
を
十

分
に
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る

で
し
ょ
う
か
。

管
轄
問
題
再
び

ま
た、

京
都
に
住
む
B
さ
ん

が、

自
分
の
病
状
が
医
薬
品
の

副
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

主
張
し
て、

医
薬
品
副
作
用
被

害
救
済
機
構
制
度
に
基
づ
く
年

金
等
の
支
給
を
求
め
て
い
る
事

件
で、

被
告
の
国
と
機
構
側
は、

管
轄
か
同
機
構
の
あ
る
東
京
地

裁
に
あ
る
と
主
張
し
て、

事
件

を
東
京
地
裁
へ

移
送
す
る
よ
う

申
立
て
を
し
て
い
ま
し
た。

行
政
事
件
で
は、

一

方
的
に

行
政
庁
の
あ
る
土
地
に
裁
判
の

管
轄
を
認
め
て
き
た
と
こ
ろ
か

ら
（
行
政
事
件
訴
訟
法
第
―

二

条）、

私
が
か
つ
て
代
理
人
と

な
っ
た
京
都
原
爆
小
西
訴
訟
で

も、

一

旦
は、

東
京
地
裁
に
事

件
が
移
送
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。

し
か
し、

こ
の
裁
判

は、

そ
の
後、

裁
判
所
が
被
告

の
厚
生
大
臣
に
京
都
で
の
応
訴

を
勧
告
し、

京
都
に
再
移
送
さ

れ
て、

京
都
で
の
審
理
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が、

今
回
の
医
薬
品

副
作
用
機
構
の
事
件
で、

京
都

地
裁
は、

ま
た
も
や、

事
件
を

東
京
地
裁
に
移
送
し
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。

こ
れ
で
は、

経
済

的
に
余
裕
の
あ
る
者
し
か、

中

央
行
政
庁
を
相
手
に
裁
判
を
起

こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に

な
っ

て
し
ま
い
ま
す。

行
政
事
件
訴
訟
法
の
改
正
で
も

本
年
六
月
二
日
に
行
政
事
件

訴
訟
法
が
改
正
さ
れ、

近
く
施

行
さ
れ
る
予
定
で
す。

そ
の
内

容
に
よ
れ
ば、

中
央
行
政
庁
を

相
手
と
し
た
裁
判
で
も、

高
等

裁
判
所
の
所
在
す
る
地
方
裁
判

所
（
京
都
で
は、

大
阪
地
裁
）

に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
な
ど、

一

定

の
改
善
が
さ
れ
ま
し
た
。

し
か

し、

先
の
二
つ
の
事
件
に
現
れ

た
裁
判
所
の
消
極
姿
勢
が
改
め

ら
れ
な
い
か
ぎ
り、

行
政
裁
判

の
民
主
化
は
未
だ
し
と
い
う
べ

き
で、

国
民
の
絶
え
ざ
る
監
視

が
ど
う
し
て
も
必
要
で
す
。
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フ
ォ
ー
ド
欠
陥
自
動
車
事
件

企
業
の
隠
ぺ
い
体
質

最
近、

三
菱
自
動
車
の
欠
陥

隠
し
事
件
な
ど、

企
業
の
悪
質

な
隠
ぺ
い
体
質
が
大
き
な
社
会

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す。

こ
れ
で
は
消
費
者
は
安
心
し

て
企
業
か
ら
商
品
を
購
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
事
件
の
再
発
を

防
ぐ
う
え
で
参
考
に
な
る
事
件

が
昔
ア
メ
リ
カ
で
起
き
ま
し
た

の
で
ご
紹
介
し
ま
す。

ピ
ン
ト
事
件

一

九
七
八
年、

フ
ォ
ー
ド
社

は、

販
売
し
た
「
ピ
ン
ト
」

車

が
追
突
さ
れ
た
時
に
ガ
ソ
リ
ン

タ
ン
ク
の
設
計
上
の
欠
陥
に
よ

り
炎
上
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
を
理
由
に
一

五
0
万
台
を
リ

コ
ー
ル
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り

ま
し
た
。

フ
ォ
ー
ド
社
を
リ
コ
ー
ル
に

追
い
込
む
の
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
の
が、

ピ
ン
ト
に
乗

車
中
に
問
題
の
欠
陥
に
よ
っ
て

傷
害
を
被
っ
た
男
性
が
フ
ォ
ー

ド
社
を
相
手
ど
っ

て
起
こ
し

た
損
害
賠
償
訴
訟
の
結
果
で
し

こ
。
t巨

額
の
懲
罰
賠
償
金

フ
ォ
ー
ド
社
は
一

九
七
一

年

型
「
ピ
ン
ト
」

と
い
う
名
前
の

自
動
車
を
製
造
販
売
し
た
の
で

す
が、

あ
る
日、

グ
リ
ム
シ
ョ

ウ
さ
ん
が、

ピ
ン
ト
を
運
転
し

て
い
た
時
に、
二
八
マ
イ
ル
（
時

速
四
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

で
進

行
し
て
き
た
後
続
車
に
追
突
さ

れ
た
の
で
す。

す
る
と、
「
ピ
ン
ト
」
が
突
然、

炎
上
し
て
グ
リ
ム
シ
ョ
ウ
さ
ん

が
火
傷
を
負
い
ま
し
た
。

そ
こ
で、

グ
リ
ム
シ
ョ
ウ
さ

ん
が
フ
ォ
ー
ド
社
を
不
法
行
為

と
し
て

訴
え
た
と
こ
ろ、

カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
オ
レ
ン
ジ
郡

の
陪
審
員
は
原
告
に
一

億
二
五

0
0
万
ド
ル
（
三
六
0
円
換

算
で
四
五
0
億
円
）

の
懲
罰

的
慰
謝
料
の

支
払
い
を
命
じ

た
の
で
す。

最
終
的
に
は
裁

判
官
に
よ
っ
て
三
五
0
万
ド
ル

（
―

二
億
六
0
0
0
万
円）

に

減
額
さ
れ
ま
し
た
が、

そ
れ
で

も
巨
額
な
賠
償
額
で
し
た
。

こ
の
裁
判
で
は、

フ
ォ
ー
ド

社
が、

ピ
ン
ト
が
追
突
さ
れ
る

と
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
設
計
に

欠
陥
が
あ
り、

炎
上
し
て
乗
車

し
て
い
る
人
が
死
亡
ま
た
は
傷

害
を
負
う
危
険
が
あ
る
こ
と
を

山

崎

浩

知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

社
内
で、

極
秘
に、

事
故
が
起

き
て
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

賠
償
金
の
総
額
と、

ガ
ソ
リ
ン

タ
ン
ク
の
修
理
を
す
る
費
用
と

を
比
較
し
て、

修
理
費
用
の
方

が
高
く
つ
く
と
判
断
し
て、

あ

え
て
欠
陥
を
隠
し
て
販
売
し
た

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。

陪
審
員
が
一

億
二
五
0
0
万

ド
ル
の
懲
罰
賠
償
金
を
命
じ
た

理
由
は、

フ
ォ
ー
ド
社
が
「
ピ

ン
ト
」

が
追
突
さ
れ
る
と
今
回

の
事
件
と
同
様
の
火
災
に
よ
っ

て
乗
員
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と

を
知
り
な
が
ら
販
売
し
た
と
も

の
で
あ
る
か
ら、

フ
ォ
ー
ド
社

が
「
ピ
ン
ト
」

を
販
売
し
て
か

ら
得
た
総
利
益
一

億
二
四
0
0

万
円
ド
ル
以
上
で
あ
る
べ
き
で

あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
に
あ
り

ま
し
た
。

懲
罰
賠
償
制
度

こ
の
よ
う
に、

企
業
の
や
り

得
を
絶
対
に
許
さ
ず、

不
当
に

得
た
利
益
は
全
て
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
す
る
の

は
有
効
で
し
ょ
う。

こ
れ
は
懲
罰
賠
償
制
度
と
い

い
ま
す
が、

残
念
な
が
ら
日
本

に
は
懲
罰
賠
償
制
度
が
あ
り
ま

せ
ん
。

採
用
す
べ
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

以
前、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の

コ

ー
ヒ
ー
に
よ
っ

て
火
傷
を

負
っ
た
女
性
が
マ
ク
ド
ナ
ル
ド

社
を
訴
え、

高
額
の
賠
償
金
が

認
め
ら
れ
た
こ
と
が
日
本
で
も

陪
審
制
度
の
批
判
的
な
意
味
で

話
題
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
社
は
自
社
の

コ
ー
ヒ
ー
が
他
社
よ
り
高
温
な

た
め
二
0
0
件
以
上
も
火
傷
の

事
故
の
報
告
を
受
け
な
が
ら、

放
置
し
て
い
た
こ
と
が
厳
し
く

断
罪
さ
れ
た
の
で
し
た
。

企
業
が
消
費
者
に
対
す
る
危

険
な
情
報
を
隠
蔽
す
る
と
い
う

こ
と
を
防
止
と
い
う
観
点
か
ら

日
本
で
も
懲
罰
賠
償
制
度
を
採

用
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う

、
A

0

力
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裁
判
官
の
実
像

一

冊
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

弁
護
士
に
な
っ
て
ま
も
な
く

一

月。

そ
ろ
そ
ろ
と
事
務
所
内

を
探
検
し
て
み
る
と、

相
談
室

の
机
上
の
端
に
紫
色
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
が
た
く
さ
ん
積
ん
で
あ

る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。

手
に

取
る
と
「
忙
し
す
ぎ
る
裁
判
官」

日
本
弁
護
士
連
合
会
司
法
改

革
推
進
セ
ン
タ
ー
一

九
九
六
年

―
一

月
発
行
と
あ
り
ま
す。

話

に
は
聞
い
て
い
た
の
で
す
が
、

実
物
を
見
る
の
は
初
め
て
で
し

た
。

末
端
の
裁
判
官
ま
で
は
こ

う
い
う
も
の
は
届
か
な
い
よ
う

で
す
ね。

こ
れ
は、

少
な
く
と

も
地
方
裁
判
所
の
単
独
事
件
を

担
当
し
た
経
験
の
あ
る
元
裁
判

官
会
員
五
六
名
か
ら
の
聴
き
取

り
を
埜
に
大
都
市
近
郊
支
部、

過
疎
地
の
支
部
長、

高
裁
陪
席

裁
判
官
の
勤
務
実
態
を
分
か
り

や
す
く
物
語
風
に
描
い
た
も
の

で、

巻
末
に
は、

元
裁
判
官
の

生
の
声
の
一

部
も
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す。
一

連
の
司
法
改
革
が

法
改
正
の
面
で
は
一

応
の
終
わ

り
に
向
か
う
中、

こ
こ
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
問
題
は
解

消
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

裁
判
を
す
る
裁
判
官
の
生
活

こ
こ
で
は、

裁
判
を
し
な
い

裁
判
官、

す
な
わ
ち、

裁
判

官
と
し
て
任
命
さ
れ
た
後、

そ

の
多
く
の
期
間
を
最
高
裁
判
所

事
務
総
局
や
法
務
省
で
過
ご
す

人
々
の
こ
と
は
除
外
し
ま
す
。

こ
の
人
々
の
や
っ
て
い
る
仕
事

は、

普
通
の
行
政
官
庁
の
仕
事

と
質
的
に
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。

忙
し
い
こ
と
は
否
定
し
ま
せ
ん

が、

裁
判
で
忙
し
い
と
い
う
こ

と
と
は
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は

鍬

田

則

仁

で
き
な
い
で
し
ょ
う。

司
法
改
革
が
進
む
中、

裁

判
の
進
行
が
全
体
と
し
て
速

く
な
っ
て
い
る
こ
と
は、

事
実

で
す
が、

こ
れ
は、

手
続
法
の

改
正、

当
事
者
及
び
裁
判
官
双

方
の
意
識
改
革
と
努
力
に
よ
る

も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う。

裁

判
官
の
数
は
増
え
て
は
い
ま

す
が、

そ
の
数
は
ご
く
僅
か
で

す。

裁
判
所
の
行
政
当
局
と
し

て
は、

公
務
員
の
数
が
削
減
さ

れ
る
趨
勢
の
中
で
増
員
を
勝
ち

取
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
が
あ

る
よ
う
に
思
え
ま
す
が、

も
と

も
と
大
幅
に
不
足
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
特
に
誇
れ

る
も
の
で
は
な
い
筈
で
す。

現
場
に
い
た
実
感
か
ら
す
る

と、

現
在
の
状
況
は、

八
年
前

よ
り
も
っ
と
忙
し
い
と
感
じ
ま

す。

東
京、

大
阪
の
二
大
地
裁

は、

そ
れ
ぞ
れ
東
西
の
中
心
と

し
て
人
の
給
源
に
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
若
干
余

裕
を
も
っ
た
配
置
に
な
っ
て
い

ま
す
が、

高
裁
そ
の
他
大
都
市

地
裁
本
庁
と
周
辺
支
部
は、

そ

も
そ
も
事
件
の
量
そ
の
も
の
で

限
界
状
態
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま

す
し、

地
方
の
地
家
裁
本
庁
・

支
部
は、

簡
易
裁
判
所
判
事
の

削
減
等
で
人
の
や
り
く
り
が
非

常
に
苦
し
く
な
っ
て
お
り、

て

ん
補
や
令
状
事
務
の
負
担
で
仕

事
の
能
率
や
体
力
面
で
の
苦
し

さ
が
増
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す。

裁
判
官
の
余
暇
と
睡
眠
の

時
間
は、
一

段
と
減
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

更

に、

精
神
的
に
も、

事
件
の
早

期
処
理
義
務、

人
事
管
理
の
強

化
や
人
事
評
価
の
圧
力
な
ど、

追
い
詰
め
ら
れ
る
状
況
は
ま
す

ま
す
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ま
す。

影
響
と
改
善
策
は

こ
の
よ
う
な
裁
判
官
を
取
り

巻
く
状
況
の
悪
化
が

当
事
者

や
裁
判
官
本
人
に

与
え
る
影

響
は、

既
に
先
ほ
ど
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
あ
て
は

ま
り
ま
す
が、

こ
と
に、

審
理・

判
決
の
拙
速
化
・

行
き
過
ぎ
た

簡
易
化
に
よ
る
国
民
の
裁
判
所

に
対
す
る
不
信
感
の
増
幅、

部

内
部
や
家
庭
で
の
対
人
関
係
の

悪
化
が
懸
念
さ
れ
ま
す。

ま
た、

裁
判
官
は、

多
種
多

様
な
事
件
を
経
験
し
て
い
る
か

ら、

そ
れ
な
り
の
常
識、

経
験

則
を
持
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い

る
（
思
お
う
と
し
て
い
る）

の

で
す
が、

そ
れ
は、

あ
く
ま
で

手
続
内
の
限
ら
れ
た
枠
内
で
得

ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず、

忙
し

さ
の
故
も
あ
っ
て
外
界
と
接
す

る
機
会
が
極
め
て
少
な
い
わ
け

で
す
か
ら、

日
常
的
に
多
種
多

様
な
人
々
に
い
ろ
い
ろ
な
場
面

で
接
し
て
い
る
弁
護
士
と
は、

や
は
り
格
段
の
違
い
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す。
最
高
裁
は、

こ
れ
を
基
本
的
に
個
人
の
能
力

の
資
質
の
問
題
と
考
え
る
よ
う

で
す
が、

心
身
に
適
度
の
ゆ
と

り
が
な
け
れ
ば、

仮
に
優
秀
な

人
材
で
あ
っ
た
と
し
て
も、

適

正
な
紛
争
の
解
決
を
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
し
ょ
う。

こ
れ

ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に

は、

や
は
り
弁
護
士
層
の
中
か

ら
多
種
多
様
な
人
材
を
送
り
込

み、

こ
れ
を
裁
判
所
に
定
着
さ

せ
て、

人
事
に
も
関
与
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

不
可
欠
と
考
え
ま
す。
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こ
の
法
律
は、

司

"

-

〗一

法

制

度

改

革

審
議

一
5�

一王

会
の
意
見
に
基
づ
い

て、

家
庭
裁
判
所
の
機
能
を
よ

り
充
実
し
て、

離
婚、

認
知
な

ど
の
人
事
訴
訟
を
も
っ

と
国
民

に
身
近
な
も
の
に
し
よ
う
と
の

目
的
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す。

従
来
の

人
事
訴
訟
手
続
法

は、
一

八
九
九
年
（
明
治
三
一

年）

に
制
定
さ
れ
て
、

殆
ど
大
き
な

改
正
が
さ
れ
ず、

時
代
に
あ
わ

な
い
部
分
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
で、

人
事
訴
訟

は、

こ
れ
に
伴
う
慰
謝
料
の
な

ど
の

損
害
賠
償
請
求
を
含
め
、

こ
れ
ま
で
地
方
裁
判
所
が
一

審

を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い

た
も
の
が、

家
庭
裁
判
所
が
担

当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、

離
婚
訴
訟
に
伴
う
親

家
庭
裁
判
所
が

変
わ
り
ま
し
た

権
者
の

指
定
な
ど
の
裁
判
に
つ

い
て、

心
理
学
な
ど
の
専
門
的

な
考
え
方
を
反
映
さ
せ
る
た
め

に、

家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
調

査
が
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

そ
し
て、

国
民
の
中

か
ら
選
ば
れ
た
参
与
員
に、

審

理
の
過
程
で
裁
判
所
が
意
見
を

聴
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

り、

審
理
の
中
に
国
民
の
良
識

が
反
映
で
き
る
仕
組
み
が
取
り

入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、

当
事
者
の
証
拠
調
べ

に
つ
い
て、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

保
護
の

観

点
か
ら、

裁
判
の

公
開
の

要

請
に

反
し
な
い

限

り
で、

一

部
公
開
の
停
止
が
で

き
る
要
件
と
手
続
が
定
め
ら
れ

ま
し
た
。

そ
し
て、

こ
れ
ま
で

裁
判
上
の

和
解
で
離
婚
や
離
縁

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な

か
っ

た
の
で
す
か、

こ
れ
が
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た。

こ
の
よ
う
に、

人
事
訴
訟
が

よ
り
身
近
に
活
用
で
き
る
基
盤

は
整
い
ま
し
た
。

今
後
こ
れ
を

ど
う
生
か
す
か
か、

訴
訟
当
事

者
だ
け
て
な
く、

市
民
に
問
わ

れ
て
い
ま
す。

•

あ
か
ん
。

そ
う
か、

も
う
一

回

�

だ
け
唄
っ

て
や
め
る
。
」

等
と

i

他
人
の
嫌
が
る
こ
と
は
し
て
は

i

い
け
な
い
、

と
他
人
が
嫌
だ
と
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