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犬
上
の
古
代
史
を
辿た

ど

っ
て
み
る

と
、
犬
上
川
の
度た

び

重
な
る
洪
水
や
氾は

ん

濫ら
ん

の
堆た

い

積せ
き

物ぶ
つ

で
形
成
さ
れ
た
沖ち

ゅ
う

積せ
き

扇
状
地
近
辺
に
、
縄
文
時
代
や
古
墳

時
代
の
集
落
跡
が
分
布
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

多
賀
庄
、
川
原

か

わ

ら

の
庄
、
安
食

あ

じ

き

の
庄

の
周
辺
に
存
在
し
、
縄
文
時
代
の
貝

塚
と
さ
れ
る
金か

な

屋や

遺
跡
・
佐さ

目め

遺
跡

で
は
、
縄
文
土
器
が
採
集
さ
れ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
墳
時

代
の
集
落
と
し
て
は
、
下し

も

之の

郷ご
う

遺
跡

で
５
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

と
考
え
ら
れ
る
竪た

て

穴あ
な

式
住
居
跡
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、法
養
寺
遺
跡
で
は
、

７
世
紀
初
頭
の
竪
穴
式
住
居
跡
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。

犬
上
の
中
心
と
な
る
犬
上
川
左
岸

扇
状
地
の
開
発
は
、
古
墳
時
代
中
期

に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。そ
の
後
、

同
扇
状
地
上
に
は
、
長な

が

畑は
た

遺
跡
、
尼

子
南
遺
跡
、
四
十
九
院

し

じ

ゅ

く

い

ん

遺
跡
、

雨
降
野

あ

め

ふ

り

の

遺
跡
な
ど
、
７
世
紀
か
ら
８

合
併
に
向
け
た
協
議
を
す
す
め
て
い
る
彦
根
市
・
豊
郷
町
・
甲
良
町
・
多
賀
町
の
１
市
３

町
は
、
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

「
１
市
３
町
の
あ
ゆ
み
、
つ
な
が
り
」
を
テ
ー
マ
に
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
歴
史

を
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
の
歴
史
の
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
人
に
語
っ
て
い
た
だ
く
シ
リ
ー
ズ
の

４
回
目
で
す
。
歴
史
の
な
か
か
ら
、
合
併
を
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
を
、
考
え
て
み
て
く
だ
さ

い
。

世
紀
を
中
心
と
す
る
集
落
が
多
数
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
集
落

で
は
、
８
世
紀
前
半
に
は
竪
穴
住
居

と
掘
立
柱

ほ
っ
た
て
ば
し
ら

建
物
が
共
存
し
て
い
ま
し

た
が
、
８
世
紀
後
半
に
は
堀
立
柱
建

物
の
み
か
ら
な
る
集
落
に
変
化
し
、

水
稲
農
耕
に
生
活
基
盤
を
お
く
農
業

集
落
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
安
食
の
庄
の
阿あ

自じ

岐き

神
社

は
、古
代
の
面
影
を
残
す
神
域
で
す
。

こ
の
社
は
、
漢あ

や

氏し

の
祖
と
い
わ
れ
る

渡
来
人
阿あ

直じ

岐き

（
阿
知
使
主

あ

ち

の

お

み

）
に
因ち

な

む
も
の
と
言
わ
れ
ま
す
。
湖
東
地
方

一
帯
で
は
、
朴
市
秦
造
田
来
津

え

ち

は

た

の

み

や

つ

こ

た

く

つ

将
軍

一
族
の
渡
来
人
た
ち
に
よ
る
農
耕
の

開
発
が
う
か
が
え
ま
す
。
ま
た
、
雨

降
野
は
、「
木こ

間ま

攫ざ
ら
え

」
に
よ
れ
ば
、

か
つ
て
「
九く

条じ
ょ
う

埜の

」
と
い
う
広
い

原
野
が
あ
り
、
そ
の
楢な

ら

林
を
拓ひ

ら

い
て

農
耕
の
地
と
さ
れ
、
楢な

ら

邑む
ら

と
呼
ば
れ

た
よ
う
で
す
。

ま
た
、「
淡
海
古
説

お

う

み

こ

せ

つ

」（
乾け

ん

）
に
は
、

た
っ
た
７
行
の
古
文
書
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
に
、「
推す

い

古こ

天
皇

の
御ぎ

ょ

宇う

（
第
33
代
、
大
和

朝
廷
時
代
、
西
暦
５
９
０

年
代
）
に
、
七
日
地
よ
り

煙
立
て
四
つ
の
石
出
で
け

ん
」
と
あ
り
、
大
き
な
異

変
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と

想
像
さ
れ
ま
す
。
地
域
の

人
々
が
来
る
日
も
来
る
日

も
林
を
拓
い
た
農
耕
の
地

で
あ
る
楢
邑
が
、
あ
る
日

突
然
土
石
に
埋
も
れ
た
の

は
、
恐
ら
く
は
鈴
鹿
の
火

山
爆
発
に
起
因
す
る
土
石

流
か
火
山
弾
に
よ
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し

た
災
害
に
直
面
し
て
、
先

人
た
ち
は
、
大
自
然
の
脅

威
に
も
く
じ
け
る
こ
と
な

く
土
砂
を
取
り
除
き
、
農
耕
を
進
め

た
の
で
す
。
た
だ
し
、
地
形
が
大
き

く
変
動
し
た
た
め
に
、
水
利
の
便
は

以
前
に
比
べ
大
き
く
変
わ
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
、「
淡
海
古
説
」（
乾
）

に
は
、「
地
か
わ
き
出
て
田
畑
迄
大お

お

旱か
ん

魃ば
つ

の
所
と
な
れ
り
、
百
姓
難な

ん

儀ぎ

に

及
し
く
ば
、
百
済
寺
の
源げ

ん

住じ
ゅ
う

僧そ
う

都づ

を
し
や
う
し
奉
、
常
に
雨あ

ま

乞ご
い

の
為
、

僧
都
、
雨
降
野
と
改
め
給た

ま
い

し
や
」
と

あ
り
、
こ
の
と
き
よ
り
楢
邑
は
雨
降

野
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
今
も
湖
東
三
山
の
百
済
寺
に
は

雨
乞
岩
が
祀ま

つ

ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在

は
水
利
豊
か
な
湖
東
の
稲
作
地
帯

も
、昔
は
旱
魃
に
苦
し
ん
だ
農
民
が
、

雨
を
求
め
て
こ
の
岩
に
祈
り
を
捧

げ
、雨
乞
い
明
神

み
ょ
う
じ
ん

と
崇あ

が

め
た
の
で
す
。

雨
乞
い
行
事
は
、
雨
降
野
の
み
で
は

な
く
犬
上
各
地
で
昭
和
時
代
に
も
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

我
々
の
先
人
た
ち
が
、
大
自
然
の

試
練
に
も
真
正
面
か
ら
立
ち
向
か

い
、
人
々
が
力
を
合
わ
せ
、
助
け
合

い
な
が
ら
た
だ
ひ
た
す
ら
に
精
魂
を

傾
け
、
農
耕
に
村
づ
く
り
に
尽
く
し

て
今
日
の
あ
る
こ
と
を
、
歴
史
は
如に

ょ

実じ
つ

に
物
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

（
豊
郷
町
・
豊ゆ

た
か

会
館
館
長
　北

川
乙お

と

彦ひ
こ

）

去
る
３
月
29
日
、

﹁
新
市
将
来
構
想
策
定

住
民
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂

を
甲
良
町
公
民
館
で
開

催
し
、
１
市
３
町
の
住

民
の
皆
さ
ん
や
関
係
者

な
ど
約
２
２
０
人
が
参

加
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
、
彦
根
市
・
豊
郷

町
・
甲
良
町
・
多
賀
町

合
併
協
議
会
が
主
催

し
、
社
団
法
人
彦
根
青

年
会
議
所
の
協
力
を
得

て
開
催
し
た
も
の
で
、

﹁
新
市
将
来
構
想
案
﹂

の
概
要
報
告
、
新
市
将

来
構
想
策
定
委
員
の
皆

さ
ん
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど

を
行
い
ま
し
た
。

個
性
が
響
く
ま
ち
づ
く
り
を

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
１
市
３
町

の
住
民
40
人
で
構
成
す
る
「
新
市
将

来
構
想
策
定
委
員
会
」
で
ま
と
め
ら

れ
た
構
想
案
の
概
要
と
、
次
の
よ
う

な
特
徴
が
、
小
川
良よ

し

紘ひ
ろ

委
員
長
か
ら

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

《
構
想
案
の
特
徴
》

・
行
政
側
か
ら
の
制
約
を
受
け
る
こ

と
な
く
、
住
民
主
体
で
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

・
構
想
案
策
定
に
あ
た
っ
て
、
１
市

３
町
の
住
民
２
万
人
を
対
象
と
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
住
民
の

意
向
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
意
見
な
ど
を
構
想
案
策

定
の
重
要
な
資
料
と
し
て
い
る
。

・
住
民
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
意
識
を

高
め
、
参
画
を
促
す
さ
ま
ざ
ま
な

仕
組
み
を
提
案
し
て
い
る
。

・
合
併
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
培
わ

れ
て
き
た
歴
史
や
文
化
が
失
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ち

の
個
性
を
互
い
に
認
め
合
い
な
が

ら
、
そ
の
個
性
が
響
き
合
う
ま
ち

づ
く
り
を
提
案
し
て
い
る
。

な
お
、
構
想
案
の
概
要
は
、
﹁
合
併

協
議
会
だ
よ
り
第
５
号
﹂︵﹁
広
報
ひ

こ
ね
﹂
５
月
１
日
号
と
同
時
配
布
︶

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

題
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き
ま

す
。
住
民
の
皆
様
に
お
示
し
し
て

議
論
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
か

ら
、
適
切
な
行
財
政
運
営
が
図
れ

る
よ
う
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
一

番
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。地

域
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
が
進

む
な
か
、
求
心
力
が
働
き
に

く
く
な
る
の
で
は
？

Ａ

新
市
の
将
来
像
を
「
個
性
が
響

き
合
い
、
活
力
を
生
み
出
す
　
住

み
続
け
た
い
ま
ち
」
と
し
て
お
り

ま
す
が
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
本
当

に
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
、
そ

れ
を
ほ
か
の
と
こ
ろ
に
広
め
た

り
、
よ
い
と
こ
ろ
を
大
い
に
参
考

に
し
て
、
お
互
い
に
協
力
し
合
っ

た
り
、
競
い
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
が
も
っ
と
個
性
化
を
進
め
て

い
け
ば
、
よ
り
レ
ベ
ル
の
高
い
も

の
が
で
き
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ

っ
て
各
分
野
の
求
心
力
は
逆
に
強

く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

参
加
者
の
感
想
の
一
部
を

紹
介

◇
も
っ
と
若
者
の
参
加
が
大
切
と
思

う
。
若
者
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り

を
考
え
る
機
会
や
場
を
提
供
し
て

い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

◇
住
民
が
持
っ
て
い
る
不
安
要
素

を
、
あ
と
２
年
の
間
に
地
域
か
ら

吸
い
取
っ
て
い
た
だ
き
、
住
民
に

返
し
て
ほ
し
い
。

◇
ま
だ
ま
だ
合
併
に
対
し
て
間
違
っ

た
議
論
や
意
見
も
聞
く
。
も
う
少

し
広
く
合
併
問
題
が
ま
ち
の
中
に

浸
透
し
て
い
く
よ
う
に
取
り
組
ん

で
い
た
だ
き
た
い
。

◇
地
域
も
考
え
も
違
う
な
か
で
、
構

想
を
ま
と
め
あ
げ
て
い
く
の
は
難

し
か
っ
た
と
思
う
が
、
合
併
に
向

か
っ
て
、
構
想
を
実
現
し
て
い
き

た
い
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

◇
新
し
い
ま
ち
が
も
う
す
ぐ
そ
こ
に

来
て
い
る
と
感
じ
た
が
、
今
日
一

日
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法

で
具
体
的
に
聞
き
た
い
。

◇
発
言
の
機
会
、
生
の
声
を
聞
く
機

会
と
し
て
は
実
に
良
か
っ
た
。

合
併
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

市
町
合
併
推
進
室
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新
市
将
来
構
想
策
定
委
員
の
皆
さ
ん
に
よ
る

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

参
加
者
と
策
定
委
員
が

意
見
交
換

会
場
の
皆
さ
ん
か
ら
は
、
た
く
さ

ん
の
意
見
や
質
問
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
、
質
問
の
一
部
と
そ

れ
に
対
す
る
策
定
委
員
の
皆
さ
ん
か

ら
の
回
答
を
紹
介
し
ま
す
。

新
市
将
来
構
想
案
は
、

理
想
が
高
す
ぎ
る
の
で
は
？

Ａ

理
想
が
高
い
と
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
新
市
将
来
構
想

と
い
う
の
は
、
行
政
サ
イ
ド
で
は

な
く
、
住
民
と
し
て
夢
を
語
り
合

う
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
ま
し

た
。
合
併
は
百
年
に
一
度
の
ま
ち

づ
く
り
の
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
り
、

夢
を
含
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で

語
る
こ
と
が
、
将
来
の
理
想
を
実

現
す
る
第
一
歩
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

現
時
点
で
は
、
行
財
政
運
営

の
効
率
化
が
、
ま
っ
た
く
議

論
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
？

Ａ

行
財
政
基
盤
を
確
立
し
て
、
住

民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上
を
図

る
こ
と
が
合
併
の
一
番
の
ね
ら
い

で
あ
り
、
重
要
な
問
題
で
す
。
今

後
、
新
市
建
設
計
画
の
策
定
に
あ

た
っ
て
さ
ら
に
議
論
を
深
め
て
い

く
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
財
政
問

﹃
淡
海
古
説
﹄︵
写
本
・
彦
根
市
立
図
書
館
蔵
︶


