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甘
露
庄

　

甘
呂
は
犬
上
川
の
下
流
に
位
置
し
、西

は
野
田
沼
に
接
し
て
い
ま
す
。甘
呂
は
古

く
は
甘
露
と
も
書
き
ま
し
た
。京
都
の
三

千
院
に
伝
わ
る
古
文
書
に
は
、正せ

い

中ち
ゅ
う２
年

（
１
３
２
５
）
の
西さ

い

南な
ん

院い
ん

新し
ん

御み

堂ど
う

領
の
１

つ
と
し
て
「
近
江
国
甘
露
庄
」
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。西
南
院
は
高
野
山
の
別
格
本

山
西
南
院
の
こ
と
。
当
時
、甘
呂
は
西
南

院
の
新
御
堂
の
荘
園
で
し
た
。そ
の
後
、

甘
呂
の
地
は
梶か

じ

井い

門も
ん

跡ぜ
き

領
の
荘
園
と
し

て
維
持
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

河
瀬
氏

　

こ
の
甘
呂
に
、
い
つ
ご
ろ
城
が
築
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
明
確
な
こ
と

は
不
明
で
す
が
、『
江ご

う

州し
ゅ
う

佐さ

ざ々

木き

南な
ん

北ぼ
く

諸し
ょ

士し

帳ち
ょ
う』（

佐
々
木
一
族
が
近
江
を
支
配
し
た

中
世
に
、
近
江
に
存
在
し
た
城
名
と
城
主
名

を
列
挙
し
た
も
の
）
に
よ
る
と
、「
甘
呂　

住
佐
々
木
随
兵　

河
瀬
大
和
守
秀
宗
」と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。甘
呂
に
は
佐
々
木
一

族
の
家
臣
で
あ
っ
た
河か

わ

瀬せ

大や
ま

和と
の

守か
み

秀ひ
で

宗む
ね

が
住
ん
で
お
り
、こ
の
河
瀬
氏
の
も
と
で

甘
呂
に
城
が
築
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。河

瀬
氏
は
、も
と
も
と
荘
園
の
現
地
管
理
を

委ゆ
だ

ね
ら
れ
た
荘

し
ょ
う

官か
ん

で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
ま
す
が
、し
だ
い
に
甘
呂
の
地
を
本
拠

と
し
て
城
を
築
く
よ
う
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、『
江
州
佐
々
木
南
北
諸
士
帳
』

を
見
る
と
、河
瀬
氏
の
名
は
甘
呂
の
ほ
か

北
河
瀬
や
多
賀
の
地
に
も
認
め
る
こ
と

が
で
き
、
一
族
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

甘
呂
城

　

で
は
、甘
呂
の
ど
の
辺
り
に
城
が
存
在

し
た
の
で
し
ょ
う
。そ
の
手
が
か
り
と
し

て
ま
ず
地
図
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。地
図

を
概
観
し
て
最
初
に
気
づ
く
の
が
、整
然

と
碁
盤
の
目
に
区
画
さ

れ
た
土
地
で
す
。
こ
の

区
画
は
、
古
代
の
土
地

区
画
制
度
で
あ
る
条

じ
ょ
う

里り

制せ
い

地
割
で
、１
町
（
約
１

０
９
ｍ
）四
方
を
基
本
単

位
と
し
て
お
り
、
こ
れ

を
「
坪
」
と
称
し
ま
し

た
。
坪
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
小
字
名
が
与
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
小
字
名

に
は
そ
の
土
地
の
歴
史

を
秘
め
た
も
の
が
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
小
字
名
に

留
意
し
な
が
ら
甘
呂
の

集
落
に
注
目
す
る
と
、

集
落
の
南
端
に
「
城
畑
」「
城
田
」「
城

南
」「
城
ノ
西
」
と
い
っ
た
小
字
名
が
集

中
し
て
い
ま
す（
地
図
中
の
実
線
の
丸
で
囲

ん
で
い
る
と
こ
ろ
）。「
城
畑
」「
城
田
」
の

辺
り
を
中
心
に
、か
つ
て
河
瀬
氏
ゆ
か
り

の
平
地
城
館
が
広
が
っ
て
い
た
と
推
測

さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
現
在
の
集
落
の
中
心
付
近

は
坪
の
地
割
を
さ
ら
に
南
北
に
二
分

す
る
よ
う
に
走
る
直
線
的
な
道
路
や
水

路
が
設
け
ら
れ
、
間
口
を
等
し
く
す
る

計
画
的
な
屋
敷
割
と
な
っ
て
い
ま
す
。

規
模
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん▲甘呂地図

が
、こ
の
辺
り
に
町
屋
が
形
成
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
集
落
の
周
囲
に
は
現
存
す

る
甘
呂
神
社
の
ほ
か
、「
雪
待
寺
」「
善
福

寺
」「
大
地
庵
」「
光
勝
寺
」「
一
町
寺
」

「
朱
雀
院
」
な
ど
社
寺
に
ち
な
ん
だ
小
字

名
が
存
在
し
て
い
ま
す
（
地
図
中
の
破
線

の
丸
で
囲
ん
で
い
る
と
こ
ろ
）。

　

ま
た
、甘
呂
神
社
の
南
方
に
存
在
し
た

細
長
い
藪や

ぶ

は
、城
を
取
り
囲
ん
で
い
た
土ど

塁る
い

の
一
部
で
あ
り
、甘
呂
神
社
の
北
方
に

現
在
も
流
れ
を
刻
む
水
路
は
、堀
の
役
割

を
担
っ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、甘
呂
集
落
の

南
端
付
近
に
城
館
を
構
え
、そ
の
北
に
町

屋
を
形
成
し
、周
囲
に
は
社
寺
を
点
在
さ

せ
土
塁
や
堀
で
囲
っ
た
城
の
姿
を
想
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

甘
呂
の
地
は
、す
ぐ
東
南
側
を
直
進
す

る
下し

も

街か
い

道ど
う

（
古
代
の
巡
礼
街
道
）
が
走
っ

て
お
り
、戦
国
時
代
に
は
下
街
道
に
面
し

て
佐
和
山
城
や
安
土
城
・
八
幡
山
城
な
ど

の
城
が
築
か
れ
、幾
多
の
武
将
が
往
来
し

ま
し
た
。甘
呂
城
も
規
模
は
小
さ
い
で
す

が
、下
街
道
沿
い
の
重
要
な
位
置
に
築
か

れ
た
城
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

な
お
、小
字
「
城
南
」
の
地
に
は
天て

ん

九く

郎ろ
う

井
戸
と
呼
ば
れ
る
井
戸
が
残
っ
て
い

ま
す
。甘
呂
に
住
ん
だ
刀
工
の
天
九
郎
俊と

し

長な
が

ゆ
か
り
の
井
戸
と
伝
え
て
い
ま
す
。
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