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①
郡
の
北
三
十
里
に
白し

ろ
と
り鳥

の
里
あ
り
。［
里
号
由
来
］

②
古
老
の
い
へ
ら
く
、
伊い

く

め

久
米
の
天す

め
ら
み
こ

皇
の
み
世
、［
時
代
］

③
白
鳥
あ
り
て
、
天あ

め

よ
り
飛
び
來
た
り
、［
白
鳥
の
飛
来
］

④
僮を

と

め女
と
化

な

爲
り
て
、［
僮
女
へ
の
変
化
］

⑤
夕ゆ

ふ
べに

上
り
朝

あ
し
た

に
下
る
。［
活
動
時
間
］

⑥
石
を
摘ひ

ろ

ひ
て
池
を
造
り
、
其
が
堤
を
築つ

か
む
と
し
て
、［
造
池
築
堤
］

⑦

徒
い
た
づ
らに

日つ

き

ひ月
を
積
み
て
、
築つ

き
て
は　

壞く

え
て
、
え
作

な

成
さ
ざ
り
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

［
失
敗
］

⑧
僮
女
等
、

　
　
　

白し
ろ
と
り鳥

の　

羽は

が
堤
を　

つ
つ
む
と
も　

　
　
　

粗あ

ら

ふ斑
・
眞ま

し

ろ白
き　

羽は

こ壞
え
。

　
　
　

か
く
口く

ち
ぐ
ち口

に
唱う

た

ひ
て
、［
歌
謡
］

⑨
天
に
升
り
て
、［
昇
天
］

⑩
復ま

た

降く
だ

り
來
ざ
り
き
。［
復
不
来
］

⑪
此こ

れ

に
由
り
て
、
其
の
所
を
白
鳥
の
郷
と
號
く
。［
里
号
由
来
］

⑫
（
以し

も下
は
略は

ぶ

く
）
（
注
１)

［
省
略
］

序
　

「
常
陸
国
風
土
記
」
鹿
島
郡
白
鳥
里
条
は
同
地
名
の
起
源
伝
承
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
名
の
通
り
、
白
鳥
が
こ
の
村
に
飛
来
し
て
き
た
こ
と
を
語

る
。
当
該
条
は
諸
注
釈
に
お
い
て
、「
白
鳥
説
話
」
、
あ
る
い
は
「
白
鳥
処
女
」

と
い
う
説
話
の
型
を
持
つ
伝
承
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
（
注
２
）
。
そ
し

て
、
同
型
の
話
と
比
較
し
て
婚
姻
の
要
素
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
（
注
３
）
。
し
か
し
、
当
該
条
の
持
つ
特
徴
・
特

殊
性
は
、
こ
の
婚
姻
要
素
の
欠
落
だ
け
で
は
な
い
。
当
該
条
を
構
成
す
る

要
素
を
①
～
⑫
に
区
切
っ
た
が
、
［
⑤
活
動
時
間
］
［
⑥
造
池
築
堤
］
［
⑦

失
敗
］
の
要
素
は
、
他
の
「
白
鳥
説
話
」
に
は
見
ら
れ
な
い
要
素
と
な
っ

て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
当
該
条
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
表
現
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
表
現
を
分
析
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
条
の
持
つ
意
義
を
考
察
し
て
い
く
。

　
　
　

一　

白
鳥
の
表
現
性

先
に
簡
単
に
触
れ
た
が
、
改
め
て
他
の
「
白
鳥
説
話
」
と
の
比
較
を
し
、

「
常
陸
国
風
土
記
」
白
鳥
里
伝
承
考

　

宇 

賀 

神 　
　

裕

【
論
文
】
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当
該
条
の
特
殊
性
を
確
認
し
て
み
た
い
。
「
白
鳥
説
話
」
「
白
鳥
処
女
」

と
さ
れ
る
伝
承
は
以
下
の
表
に
挙
げ
た
も
の
が
あ
る
。

　
　

【
表
】
「
白
鳥
説
話
」
「
白
鳥
処
女
」
型
の
伝
承
（
下
段
は
逸
文
）

　

こ
れ
ら
の
伝
承
を
見
ま
わ
す
と
、
三
つ
の
要
素
に
お
い
て
共
通
項
を
有

す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
は
、
「
白
鳥
」
が
飛
来
す
る
こ
と
で
あ
る
。
白
は
上
代
文
献
に
お
い

て
神
や
霊
魂
と
い
っ
た
存
在
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
色
で
あ
る
。
当
該

条
の
白
鳥
が
天
上
世
界
か
ら
飛
来
し
た
こ
と
も
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の

白
鳥
も
「
神
霊
を
持
つ
」
〔
講
談
社
学
術
文
庫
『
風
土
記
』
〕
、「
神
性
を
も
」

つ
〔
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』
〕
存
在
と
し
て
表
現
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
は
、
こ
の
白
鳥
は
た
だ
飛
来
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
地
に
何
か

を
も
た
ら
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

Ａ
餅
と
化
爲
り
、
片
時
が
間
に
、
更
、
芋
草
數
千
許
株
と
化
り
き　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
豊
後
国
号
条
）

Ｂ
伊
禰
奈
利
生
ひ
き
。
（
伊
奈
利
条
）

Ｃ
土
地
沃
膄
え
た
り
。
（
田
野
条
）

白鳥説話

白鳥処女
　

出
雲
国
島
根
郡
法
吉
郷

Ａ
豊
後
国
総
記

Ｃ
豊
後
国
速
見
郡
田
野

　

山
城
国
鳥
部
里

Ｂ
山
城
国
伊
奈
利
社　

　

豊
後
国
餅
の
的

Ｄ
丹
後
国
奈
具
社

Ｅ
駿
河
国
三
保
松
原　

Ｆ
近
江
国
伊
香
小
江

　

Ａ
・
Ｂ
で
は
白
鳥
が
「
餅
」
や
「
芋
草
」
、
「
伊
禰
」
と
い
っ
た
穀
物
を

も
た
ら
す
。
ま
た
Ｃ
は
飛
来
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
が
、
白
鳥
が
飛
び

去
る
前
の
土
地
の
様
子
を
「
膄
え
た
り
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

土
地
の
豊
穣
に
つ
な
が
る
存
在
と
し
て
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
白
鳥

説
話
」
で
は
白
鳥
が
飛
来
す
る
土
地
に
豊
か
さ
や
富
を
も
た
ら
す
と
い
う

内
容
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

Ｄ
即
ち
相
副
へ
て
宅
に
往
き
、
即
ち
相
住
む
こ
と
十
餘
歳
な
り
き
。

　

爰
に
、
天
女
、
善
く
酒
を
釀
み
爲
り
き
…
其
の
家
豐
か
に
、
土
地

　

富
め
り
き
（
奈
具
社
条
）

Ｅ
是
に
遂
に
漁
人
と
夫
婦
と
爲
り
ぬ
（
三
保
松
原
条
）

Ｆ
天
女
の
弟
女
と
共
に
室
家
と
爲
り
て
此
處
に
居
み
、
遂
に
男
女　

　

を
生
み
き
（
伊
香
小
江
条
）

さ
ら
に
、
Ｄ
～
Ｆ
の
三
例
は
白
鳥
が
オ
ト
メ
（
天
女
）
に
変
化
す
る
、
い

わ
ゆ
る
「
白
鳥
処
女
」
型
の
伝
承
で
あ
る
。
Ｄ
で
は
天
女
が
酒
を
作
る
こ

と
に
よ
っ
て
家
や
土
地
が
富
み
豊
か
に
な
る
。
「
白
鳥
説
話
」
と
同
様
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｅ
・
Ｆ
で
は
天
女
が
男
と
結
婚
し
子
供
を
産
む
。

異
類
婚
姻
譚
の
話
型
と
接
続
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
異
類
婚
姻
譚
は
、

異
類
と
の
間
に
生
ま
れ
る
子
供
が
特
殊
な
力
を
持
つ
祖
霊
信
仰
と
関
わ
る

こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ぞ
れ
生
ま
れ
た
子
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
が
、
こ

れ
ら
も
広
い
意
味
で
の
富
と
し
て
捉
え
る
事
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

三
は
、
白
鳥
が
最
終
的
に
飛
来
し
た
土
地
を
離
れ
て
し
ま
う
契
機
や
原

因
で
あ
る
。
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Ｇ
餅
を
作
ち
て
的
と
爲
し
き
（
田
野
条
）

Ｈ
餅
ヲ
ク
ヽ
リ
テ
、
的
ニ
シ
テ
イ
ケ
ル
ホ
ト
ニ
（
餅
の
的
条
）

Ｉ
餅
を
用
ち
て
的
と
爲
し
し
か
ば
（
伊
奈
利
社
条
）

Ｊ
的
の
餅
（
鳥
部
里
条
）

Ｋ
汝
は
吾
が
兒
に
あ
ら
ず
。
暫
く
借
に
住
め
る
の
み
。
早
く
出
で

去
き
ね
。
（
奈
具
社
条
）

Ｌ
一
旦
、
女
羽
衣
を
取
り
、
雲
に
乗
り
て
去
り
ぬ
（
三
保
松
原
条
）

Ｍ
後
に
母
、
即
ち
…
羽
衣
を
捜
し
取
り
、
着
て
天
に
昇
り
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
伊
香
小
江
条
）

Ｇ
～
Ｊ
は
「
餅
の
的
」
と
も
言
わ
れ
る
伝
承
で
、
富
み
栄
え
た
人
間
が
餅

を
的
に
し
て
弓
を
射
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
餅
に
宿
っ
て
い
た
霊
魂
（
穀

霊
）
が
白
鳥
と
な
っ
て
飛
び
去
る
内
容
と
な
る
。
Ｋ
も
同
様
に
、
白
鳥
に

よ
っ
て
富
み
栄
え
た
「
老
夫
婦
が
そ
の
要
因
」
と
な
っ
た
オ
ト
メ
（
白
鳥
）

を
家
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
う
。
Ｌ
・
Ｍ
は
オ
ト
メ
を
地
上
に
引
き
留
め

る
役
割
を
担
う
羽
衣
を
見
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
去
ら
れ
て

し
ま
う
。
い
ず
れ
の
例
も
、
飛
来
し
た
白
鳥
が
退
去
す
る
原
因
は
人
間
側

の
失
態
や
失
敗
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
「
白
鳥
説
話
」
「
白
鳥
処
女
」
を
ま
と
め
る
と
、
こ

の
話
型
は
次
の
三
つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

⑴
外
部
か
ら
神
聖
な
存
在
で
あ
る
白
鳥
が
来
訪
す
る
。

　

⑵
白
鳥
が
土
地
に
富
を
も
た
ら
す
。

　

⑶
人
間
側
の
失
態
や
失
敗
を
原
因
と
し
て
白
鳥
が
飛
び
去
る
。

　

で
は
、
こ
の
三
要
素
を
踏
ま
え
、
再
度
当
該
条
を
検
討
し
て
み
る
。
試

み
に
当
該
条
を
先
程
の
三
要
素
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
れ
ば
、

　

⑴
…
「
白
鳥
あ
り
て
、
天
よ
り
飛
び
來
た
り
、
僮
女
と
化
爲
り
て
、
夕

　
　
　
　

に
上
り
朝
に
下
る
」

　

⑵
…
「
石
を
摘
ひ
て
池
を
造
り
、
其
が
堤
を
築
か
む
と
し
て
」

　

⑶
…
「
徒
に
日
月
を
積
み
て
、
築
き
て
は
壞
え
て
、
え
作
成
さ
ざ
り
き
」

　
　
　

 

「
天
に
升
り
て
、
復
下
り
來
ざ
り
き
」

　
　
　

 

と
な
る
。
天
か
ら
飛
来
し
た
神
聖
な
白
鳥
は
僮
女
の
姿
と
な
り

　
　
　

 

造
池
築
堤
を
行
う
。

Ｎ
詔
し
て
曰
は
く
、
「
農
は
天
下
の
大
き
な
る
本
な
り
。
民
の
恃

み
て
生
く
る
所
な
り
。
今
、
河
内
の
狹
山
の
埴
田
水
少
し
。
是

を
以
て
、
其
の
國
の
百
姓
、
農
の
事
に
怠
る
。
其
れ
多
に
池

溝
を
開
り
て
、
民
の
業
を
寛
め
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
（
崇
神
紀

六
十
二
年
秋
七
月
）

Ｏ
諸
國
に
令
し
て
、
多
に
池
溝
を
開
ら
し
む
。
數
八
百
。
農
を
以

て
事
と
す
。
是
に
因
り
て
、
百
姓
富
み
寛
ひ
て
、
天
下
太
平
な

り
。
（
垂
仁
紀
三
十
五
年
是
歳
）

造
池
築
堤
作
業
は
、
Ｎ
・
Ｏ
に
よ
れ
ば
「
農
」
、
つ
ま
り
農
耕
の
た
め
に

行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
条
の
白
鳥
も
農
耕
的
な
富
を
も
た

ら
す
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
当
該
条
も
他
の
「
白
鳥
説

話
」
や
「
白
鳥
処
女
」
の
持
つ
構
成
要
素
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
一
応
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
を
細
か
く
見
る
と
、
他
の
伝
承

に
な
い
特
殊
な
表
現
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

当
該
条
に
お
い
て
、
飛
来
す
る
白
鳥
は
「
夕
に
上
り
朝
に
下
る
」
と
細

か
な
行
動
時
間
が
示
さ
れ
、
ま
た
そ
の
期
間
も
一
度
で
は
な
く
「
日
月
を
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積
み
て
」
と
複
数
回
、
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る
。
次
に
、
造
池
築
堤
が
農

耕
的
な
富
と
関
わ
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
だ
が
、
「
え
作
成
さ
ざ
り
き
」

と
あ
る
よ
う
に
、
造
池
築
堤
は
失
敗
し
、
未
完
成
な
状
態
の
ま
ま
白
鳥
は

飛
び
去
る
。
つ
ま
り
、
結
果
と
し
て
当
該
条
の
白
鳥
は
富
を
も
た
ら
さ
な

い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
失
敗
も
人
間
で
は
な
く
白
鳥
の
失
敗
と
し

て
描
い
て
い
る
点
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
表
現
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
当
該
条
が
語
り
た
か
っ
た
も
の
と
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二　

白
鳥
の
表
現
す
る
も
の

　

当
該
条
の
「
白
鳥
」
は
い
か
な
る
存
在
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
白
鳥
の
行
動
時
間
に
関
す
る
特
殊
な
表
現
「
夕
に
上
り
朝
に

下
る
」
か
ら
改
め
て
考
察
し
て
い
く
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、
〔
講
談
社

学
術
文
庫
『
風
土
記
』
〕
の
「
夜
は
〈
カ
ミ
〉
の
時
間
」
（
注
４
）
と
い
う

指
摘
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ｐ
爰
に
倭
迹
迹
姫
命
仰
ぎ
見
て
、
悔
い
て
急
居
。
【
急
居
、
此
を

ば
菟
岐
于
と
云
ふ
。
】
則
箸
に
陰
を
撞
き
て
薨
り
ま
し
ぬ
。
乃

ち
大
市
に
葬
り
ま
つ
る
。
故
、
時
人
、
其
の
墓
を
號
け
て
、
箸

墓
と
謂
ふ
。
是
の
墓
は
、
日
は
人
作
り
、
夜
は
神
作
る
。
故
、

大
坂
山
の
石
を
運
び
て
造
る
。
則
ち
山
よ
り
墓
に
至
る
ま
で
に
、

民
相
踵
ぎ
て
、
手
遞
傳
に
し
て
運
ぶ
。
（
崇
神
紀
十
年
九
月
）

Ｑ
夜
毎
に
來
て
、
婦
と
共
に
寢
ね
、
曉
に
至
れ
ば
早
く
歸
り
ぬ
。

 
 

（
肥
前
国
松
浦
郡
褶
振
の
峯
）

Ｒ
夜
來
り
て
晝
去
り
ぬ
。
…
夕
に
懷
妊
め
り
…
明
く
れ
ば
言
と
は

ぬ
が
若
く
、
闇
る
れ
ば
母
と
語
る
。
…
一
夜
の
間
に
、
已
に
杯

の
中
に
滿
ち
ぬ
。
（
常
陸
国
那
賀
郡
茨
城
の
里
）

Ｓ
一
夜
の
間
に
、
苗
生
ひ
き
。
（
播
磨
国
讃
容
郡
）

Ｐ
で
は
、
箸
墓
を
作
る
際
に
「
日
は
人
作
り
、
夜
は
神
作
る
」
と
し
、〈
ヒ
ト
〉

の
時
間
と
〈
カ
ミ
〉
の
時
間
と
を
明
確
に
区
別
す
る
。
以
下
Ｑ
～
Ｓ
も
同

様
に
、
神
が
活
動
す
る
時
間
、
あ
る
い
は
神
の
力
が
発
揮
さ
れ
る
時
間
を

夜
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
見
れ
ば
、
確
か
に
古
代
人
は
夜
を
〈
カ

ミ
〉
の
時
間
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
該
条

に
お
い
て
白
鳥
は
「
朝
に
下
」
っ
て
造
池
築
堤
を
す
る
と
あ
り
、
活
動
時

間
は
「
朝
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
条
の
白
鳥
は
「
天
」

か
ら
や
っ
て
来
た
神
聖
な
存
在
で
あ
り
、
〈
カ
ミ
〉
に
近
い
存
在
と
し
て

描
か
れ
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
異
な
る
別
の
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

　

で
は
、
そ
の
別
の
姿
と
は
何
な
の
か
。
そ
こ
で
、
今
一
度
「
白
鳥
」
そ

の
も
の
を
見
て
み
た
い
。
『
上
代
語
辞
典
』
（
注
５
）
や
〔
講
談
社
学
術
文

庫
〕
注
に
あ
る
よ
う
に
、
白
鳥
は
あ
る
特
定
の
種
で
は
な
く
、
白
色
を
し

た
鳥
の
総
称
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
万
葉
動
物
考
』
（
注
６
）

に
お
い
て
、
白
鳥
と
同
一
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
タ
ヅ
に
つ
い
て

見
て
い
く
。

　

『
万
葉
集
』
中
に
「
鶴
（
タ
ヅ
）
」
を
詠
ん
だ
歌
は
四
十
七
首
あ
る
。
そ

の
内
容
は
タ
ヅ
が
「
鳴
き
渡
る
」
様
子
と
、
「
求
食
す
る
」
様
子
と
、
二

つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｔ
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
明
け
ぬ
ら
し
多
麻
の
浦
に
求
食
す
る
鶴
鳴
き

渡
る
な
り
（
⑮
３
５
９
８
）
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Ｕ
昨
夜
こ
そ
は
兒
ろ
と
さ
寢
し
か
雲
の
上
ゆ
鳴
き
行
く
鶴
の
ま
遠

く
思
ほ
ゆ
（
⑭
３
５
２
２
）

Ｖ
草
香
江
の
入
江
に
求
食
る
葦
鶴
の
あ
な
た
づ
た
づ
し
友
無
し
に

し
て
（
④
５
７
５
）

Ｗ
奈
呉
の
海
に
潮
の
は
や
干
ば
求
食
し
に
出
で
む
と
鶴
は
今
そ
鳴

く
な
る
（
⑱
４
０
３
４
）

Ｘ
求
食
り
す
と
磯
に
住
む
鶴
明
け
ゆ
け
ば
濱
風
寒
み
己
妻
呼
ぶ
も

（
⑦
１
１
９
８
）

鶴
の
鳴
く
行
動
は
、
主
に
妻
を
呼
ぶ
姿
と
し
て
詠
ま
れ
る
が
、
そ
の
多
く

は
鳴
く
時
間
と
併
せ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
Ｔ
で
は
、
鶴
の
鳴
く
声
は
「
夜

が
明
け
ぬ
ら
し
」
と
い
う
時
間
推
定
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
古
代
人
は

鶴
の
鳴
く
声
・
動
作
と
そ
の
時
間
と
に
一
定
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
観

察
し
て
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
Ｕ
で
は
夜
に
鶴
が
鳴
く
様
子

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
鳴
き
行
く
」
「
ま
遠
く
」
と
い
う
語
が
示
す
通
り
、

鶴
は
人
里
近
い
場
所
か
ら
遠
い
巣
に
帰
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
鶴
は
、

朝
に
人
里
近
い
場
所
に
や
っ
て
来
て
、
夜
に
巣
に
帰
る
と
い
う
生
活
サ
イ

ク
ル
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
鶴
の
行
動
時
間
は
、
当

該
条
の
「
夕
に
上
り
朝
に
下
る
」
と
同
じ
時
間
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
当
該
条
の
白
鳥
は
、
実
景
と
し
て
の
白
鳥
〈
シ
ロ
ト
リ
〉
＝
鶴
が

基
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
当
該

条
で
白
鳥
が
行
う
「
石
を
摘
ひ
て
池
を
造
」
る
表
現
も
、
Ｖ
～
Ｘ
の
よ
う

な
鶴
が
餌
を
啄
む
「
求
食
す
る
」
様
子
と
重
な
る
（
注
７
）
。
実
際
に
香
島

郡
に
白
鳥
が
飛
来
し
て
い
た
事
は
、
『
新
編
常
陸
国
誌
』
に
お
い
て
も
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
８
）
。

　

当
該
条
の
白
鳥
は
神
聖
性
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
景
的

な
白
鳥
〈
シ
ロ
ト
リ
〉
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か

し
、
こ
の
白
鳥
も
た
だ
の
実
景
と
し
て
の
鳥
だ
け
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
当
該
条
の
白
鳥
は
造
池
築
堤
を
行
う
擬
人
化
さ
れ
た
表
現
で

描
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
白
鳥
の
背
後
に
は
も
う
一
つ
、
実
景

と
し
て
の
人
間
の
姿
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
当

時
の
造
池
築
堤
作
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る

Ｙ
凡
そ
大
水
近
う
し
て
、
堤
防
有
ら
む
処
は
、
国
郡
司
、
時
を
以

て
検
行
せ
よ
。
若
し
修
理
す
べ
く
は
、
秋
収
り
訖
ら
む
毎
に
、

功
の
多
少
を
量
り
て
、
近
き
よ
り
遠
き
に
及
ぼ
せ
。
人
夫
を
差

し
て
修
理
せ
よ
。
若
し
暴
水
汎
溢
し
て
、
堤
防
を
毀
し
壊
り
て
、

交
に
人
の
患
為
せ
ら
ば
、
先
づ
即
ち
修
営
せ
よ
。

 
 

（
営
繕
令
１
６
）

Ｚ
凡
そ
丁
匠
役
せ
ば
、
皆
昼
は
作
り
て
夜
は
止
め
よ
。
其
れ
六
月

七
月
は
、
午
よ
り
未
に
至
る
ま
で
に
、
放
し
て
休
息
す
る
こ
と

を
聴
せ
。
要
に
役
す
べ
く
は
、
此
の
例
に
在
ら
ず
。

 
 

（
賦
役
令
３
３
）

　

営
膳
令
に
よ
れ
ば
、
造
池
築
堤
に
関
し
て
国
郡
司
の
責
任
の
も
と
堤
防

の
造
営
・
修
繕
作
業
に
そ
の
土
地
の
人
夫
を
用
い
る
こ
と
（
Ｙ
）
が
規
定

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
賦
役
令
に
「
昼
は
作
り
て
夜
は
止
め
よ
」
と
い
う

作
業
従
事
時
間
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
Ｚ
）
。
つ
ま
り
、
当
該
条
に
お
け

る
白
鳥
の
行
動
時
間
「
夕
に
上
り
朝
に
下
る
」
は
、
律
令
規
定
と
も
合
致

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
当
該
条
の
白
鳥
は
、
当
時
実
際
に
行
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わ
れ
て
い
た
造
池
築
堤
事
業
の
人
夫
、
す
な
わ
ち
〈
人
間
〉
の
姿
と
も
重

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

こ
こ
で
一
度
、
今
ま
で
の
内
容
を
ま
と
め
た
い
。
当
該
条
は
従
来
「
白

鳥
説
話
」
「
白
鳥
処
女
」
型
の
伝
承
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
。
白
鳥
は
、

天
上
世
界
か
ら
や
っ
て
来
た
神
聖
性
（
白
色
）
を
有
す
る
存
在
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
白
鳥
の
行
う
造
池
築
堤
と
い
う
行

動
、
ま
た
そ
の
行
動
時
間
に
関
す
る
特
殊
な
表
現
「
夕
上
り
朝
に
下
る
」

は
、
実
景
と
し
て
の
白
鳥
〈
シ
ロ
ト
リ
）
の
姿
、
ま
た
律
令
に
記
さ
れ
る

造
池
築
堤
作
業
の
規
定
と
同
一
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
該
条
に
お
け
る

特
殊
な
表
現
は
、
神
聖
性
を
有
す
る
存
在
の
〈
白
鳥
〉
、
実
景
と
し
て
存

在
す
る
〈
シ
ロ
ト
リ
〉
、
造
池
築
堤
作
業
に
従
事
す
る
〈
人
間
〉
と
い
う
、

三
つ
の
姿
が
複
層
的
に
重
な
り
合
っ
て
で
き
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

三　

造
池
築
堤
の
失
敗

　

以
上
、
白
鳥
の
表
現
性
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
当
該

条
を
語
る
際
に
こ
の
よ
う
な
複
層
的
な
表
現
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
こ
の
表
現
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
造
池
築
堤
事
業
、

ま
た
そ
の
失
敗
と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
に
造
池
築
堤
、

ま
た
そ
の
失
敗
を
語
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

当
該
条
と
同
様
、
造
池
築
堤
事
業
の
困
難
や
失
敗
を
記
す
例
は
、
次
の
も

の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ａ
又
將
に
北
の
河
の
澇
を
防
か
む
と
し
て
、
茨
田
堤
を
築
く
。
是

の
時
に
、
兩
處
の
築
か
ば
乃
ち
壞
れ
て
塞
ぎ
難
き
有
り
。
時
に

天
皇
、
夢
み
た
ま
は
く
、
神
有
し
ま
し
て
誨
へ
て
曰
し
た
ま
は

く
、
「
武
藏
人
強
頚
・
河
内
人
茨
田
連
衫
子
【
衫
子
、
此
を
ば

莒
呂
母
能
古
と
云
ふ
。
】
二
人
を
、
以
て
河
伯
に
祭
ら
ば
、
必

ず
塞
ぐ
こ
と
獲
て
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
則
ち
二
人
を
覓
ぎ
て
得

つ
。
因
り
て
、
河
神
に
祷
る
。
…
是
を
以
て
、
衫
子
、
死
な
ず

と
雖
も
、
其
の
堤
亦
成
り
ぬ
。
（
仁
徳
紀
十
一
年
冬
十
月
）

ｂ
其
の
後
、
難
波
の
長
柄
の
豐
前
の
大
宮
に
臨
軒
し
め
し
し
天
皇

の
み
世
に
至
り
、
壬
生
連
麿
、
初
め
て
其
の
谷
を
占
め
て
、
池

堤
を
築
か
し
め
き
。
時
に
、
夜
刀
の
神
、
池
の
邊
の
椎
株
に
昇

り
集
ま
り
、
時
を
經
れ
ど
も
去
ら
ず
。
是
に
、
麿
、
聲
を
擧
げ

て
大
言
び
け
ら
く
、
「
此
の
池
を
修
め
し
む
る
は
、
要
は
民
を

活
か
す
に
あ
り
。
何
の
神
、
誰
の
祇
ぞ
、
風
化
に
從
は
ざ
る
」

と
い
ひ
て
、
即
ち
、
役
の
民
に
令
せ
て
い
ひ
け
ら
く
、
「
目
に

見
る
雜
の
物
、
魚
虫
の
類
は
、
憚
り
懼
る
る
と
こ
ろ
な
く
、
隨

盡
に
打
殺
せ
」
と
言
ひ
了
は
る
應
時
、
神
し
き
蛇
避
け
隱
り
き
。

（
常
陸
国
行
方
郡
椎
井
の
池
）

ｃ
安
八
郡
有
二　

陂
渠
一

。
隄
防
决
壞
。
不
レ

得
レ

蓄
レ

水
。
高
房

欲
レ

脩
二

隄
防
一

。
土
人
傳
曰
。
陂
渠
有
レ

神
。
不
レ

欲
レ

遏
レ

水
。

逆
レ

之
者
死
。
故
前
代
國
司
癈
而
不
レ

脩
。
高
房
曰
。
苟
利
二

於

民
一

。
死
而
不
レ

恨
。
遂
駈
レ

民
築
レ

隄
。
漑
灌
流
通
。

（
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
二
月
壬
戌
〈
二
十
五
日
〉
）

ａ
・
ｂ
は
、
造
池
築
堤
作
業
の
困
難
さ
や
失
敗
の
原
因
を
神
の
妨
害
と
し

て
描
く
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
で
は
こ
の
神
と
は
何
を
表
現
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ｃ
も
同
様
に
堤
防
が
決
壊
し
作
れ
な
い
こ
と
を
神
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の
仕
業
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
伝
承
で
重
要
な
点
は
神
の
妨
害
を
土
人
、

つ
ま
り
土
地
の
人
間
が
語
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
前
代
の
国
司
が
修
理
で
き

な
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
造
池
築
堤
事
業
を
は
じ
め
、
国
家
事
業
は

土
地
の
人
夫
が
労
働
力
と
し
て
駆
り
出
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
土
地
の
負
担

は
大
き
く
、
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
が
実
際
に
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

亀
田
隆
之
氏
（
注
９
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
造
池
築
堤
事
業
は
朝
廷
の

勧
農
政
策
で
あ
る
以
上
、
失
敗
の
で
き
な
い
事
業
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
た
め
造
池
築
堤
事
業
へ
の
抵
抗
を
神
に
よ
る
妨
害
と
し
て
語
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
造
池
築
堤
に
関
わ
る
神
の
妨
害
、

ま
た
そ
れ
に
よ
る
失
敗
を
語
る
背
景
に
は
、
抵
抗
す
る
在
地
の
人
間
の
姿

が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
見
る
と
、
ａ
・
ｂ
、
ま
た

当
該
条
の
背
景
に
も
、
造
池
築
堤
に
抵
抗
す
る
土
地
の
人
間
の
姿
が
あ
る

も
の
と
考
え
ら
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
該
条
と
ａ
・
ｂ
と
で
は
、
最
終
的
な

造
池
築
堤
の
成
否
、
ま
た
神
の
描
か
れ
方
に
相
違
が
存
在
す
る
。
こ
の
違

い
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

造
池
築
堤

困
難

原
因

成
否

ａ
茨
田
堤

人
間

○

河
神

○

ｂ
椎
井
池

人
間

○

夜
刀
の
神

○

白
鳥
里

白
鳥

○

×

×

　

【
表
】
造
池
築
堤
記
事
の
比
較

　

先
述
の
通
り
、
造
池
築
堤
事
業
は
国
家
の
勧
農
政
策
で
あ
り
、
失
敗
の

許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
妨
害
を
克
服
し
成
功
し
た
こ
と

を
語
る
の
は
、
天
皇
の
治
世
・
王
権
を
語
る
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

ｂ
で
壬
生
連
麿
が
夜
刀
の
神
を
退
け
る
際
に
「
風
化
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
る
の
も
、
こ
の
事
業
が
ま
さ
し
く
天
皇
の
権
威
を
背
景
に
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ｃ
の
「
故
前
代
國
司
癈
而

不
レ

脩
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
全
て
の
国
司
が
そ
れ
を
全
う
す
る
こ
と

が
で
き
た
わ
け
で
な
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
在
地
の
抵
抗

を
抑
え
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
成
功
を
語

る
こ
と
は
、
そ
の
地
の
国
司
が
い
か
に
良
吏
・
能
吏
で
あ
っ
た
か
を
語
る

意
義
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
造
池
築
堤
の
成
功
は
朝

廷
側
の
論
理
を
背
景
と
し
た
伝
承
と
し
て
機
能
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
造
池
築
堤
が
未
完
成
の
ま
ま
に
終
わ
る
当
該
条
は
、

朝
廷
側
で
は
な
く
、
在
地
側
の
論
理
を
背
景
と
し
た
伝
承
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
の
意
義
の
違
い
は
、
神

の
描
か
れ
方
の
違
い
と
も
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
朝
廷
側

の
伝
承
と
し
て
語
る
際
に
は
抵
抗
す
る
在
地
勢
力
を
押
さ
え
つ
け
る
こ
と

に
主
眼
が
置
か
れ
る
た
め
、
神
が
妨
害
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
当
該
条
の
よ
う
に
在
地
側
の
伝
承
と
し
て
語
る
際
に
は
、
抵
抗

す
る
在
地
勢
力
を
そ
の
ま
ま
妨
害
す
る
神
と
し
て
描
い
て
は
、
朝
廷
へ
の

抵
抗
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
当
該
条
に
お
い
て
、

造
池
築
堤
失
敗
の
原
因
を
そ
も
そ
も
神
で
は
な
い
、
人
間
と
神
と
の
狭
間

に
位
置
す
る
あ
い
ま
い
な
存
在
と
し
て
の
「
白
鳥
」
と
し
て
描
い
て
い
る

と
い
う
点
、
ま
た
そ
の
白
鳥
が
妨
害
し
た
た
め
と
し
て
描
か
な
い
と
い
う

点
は
、
在
地
側
の
伝
承
と
し
て
語
る
上
で
の
知
恵
な
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
当
該
条
の
白
鳥
が
造
池
築
堤
を
し
よ
う
と
す
る
存
在
と
し
て
描
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
で
の
造
池
築
堤
の
不
可
能
性
を
よ
り
強
調
す
る
働
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き
を
持
た
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
に

お
け
る
造
池
築
堤
事
業
は
、
神
聖
性
を
持
つ
白
鳥
で
さ
え
も
で
き
な
か
っ

た
の
だ
か
ら
、
人
間
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
内
容
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
当
該
条
の
白
鳥
が
こ
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
表
現
さ
れ

て
い
た
と
す
れ
ば
、
白
鳥
の
歌
う
歌
謡
も
今
ま
で
と
は
異
な
る
読
み
方

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
当
該
条
の
歌
謡
は
、
そ
の
後
半
部
に
誤
脱
が
多
く

存
在
す
る
も
の
と
見
ら
れ
、
諸
注
釈
に
お
い
て
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ

て
き
た
（
注
10
）
。
し
か
し
、
歌
謡
前
半
部
だ
け
を
見
て
も
、
大
意
は
池
の

堤
が
未
完
成
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
わ
か
る
。
内
容
自
体
は
伝
承
内

容
の
繰
り
返
し
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
歌
謡
を
白
鳥
が
詠
む
こ
と
に
こ
そ

大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
白
鳥
が
こ
の
歌
を
詠

む
と
い
う
こ
と
は
、
神
聖
性
を
持
つ
存
在
自
身
が
造
池
築
堤
の
不
可
能
性

を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
当
該
条
の
語
る
内

容
は
造
池
築
堤
事
業
に
対
す
る
在
地
の
抵
抗
勢
力
が
、
そ
の
起
源
・
根
拠

を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
条
の
背
景
に
こ
の
よ
う
な

在
地
の
抵
抗
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
が
あ
る
も
の
の
（
注
11
）
、
具
体

的
な
表
現
分
析
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
分
析
は
、

本
稿
で
は
表
現
に
沿
っ
て
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

四　

香
島
郡
の
自
主
性
・
独
立
性

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
造
池
築
堤

を
語
る
こ
と
は
、
王
権
を
主
張
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
た
め
、
当
該
条

の
よ
う
に
失
敗
や
未
完
成
を
語
る
伝
承
は
他
で
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、

当
該
条
で
失
敗
を
語
る
こ
と
は
当
該
地
に
特
別
な
事
情
が
あ
る
か
ら
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
当
該
地
が
も
つ
特
殊
な
事
情
と
は
何
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

志
田
諄
一
氏
は
「
常
陸
国
風
土
記
」
の
省
略
記
事
に
注
目
し
、
香
島
郡

の
記
事
が
香
島
の
大
神
に
関
す
る
説
話
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
注
12
）
。
確
か
に
香
島
郡
記
事
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
香
島
の
大
神
に
関
係

す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
（
注
13
）
。
そ
う
す
る
と
、
当
該
条
も
香
島
の
大

神
と
の
関
係
の
中
で
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

香
島
郡
は
「
神
の
郡
」
い
わ
ゆ
る
「
神
郡
」
と
い
う
、
ご
く
限
ら
れ
た

特
殊
な
郡
と
し
て
建
郡
さ
れ
た
郡
で
あ
る
（
注
14
）
。
神
郡
と
し
て
の
香
島

郡
と
は
と
の
よ
う
な
地
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ｄ
常
陸
国
鹿
嶋
の
神
奴
に
二
百
十
八
人
を
便
ち
神
戸
と
す
。

　

（
『
続
日
本
記
』
淳
仁
天
皇
天
平
宝
字
二
年
九
月
壬
申
）

ｅ
鹿
嶋
の
神
賤
、
男
八
十
人
、
女
七
十
五
人
を
放
し
て
良
に
従
は

し
む
。
（
称
徳
天
皇
神
護
景
雲
元
年
夏
四
月
庚
子
）

ｆ
常
陸
国
鹿
嶋
の
神
賤
一
百
五
人
、
神
護
景
雲
元
年
よ
り
制
を
立

て
、
一
処
に
安
置
き
て
、
良
と
婚
姻
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
。

　

（
『
続
日
本
記
』
光
仁
天
皇
宝
亀
四
年
六
月
丙
午
）

ｇ
常
陸
国
言
さ
く
、
「
脱
漏
せ
る
神
賤
七
百
七
十
四
人
、
神
戸
に

編
ら
む
こ
と
を
請
ふ
」
と
ま
う
す
。
こ
れ
を
許
す
。

　

（
『
続
日
本
記
』
光
仁
天
皇
神
亀
十
一
年
十
二
月
壬
子
）

ｈ
勅
を
下
し
て
、
東
海
・
東
山
・
坂
東
の
諸
国
の
歩
騎

五
万
二
千
八
百
人
餘
人
を
調
へ
発
て
、
来
年
三
月
を
限
り
て
、

陸
奥
国
多
賀
城
に
会
は
し
む
。
そ
の
兵
を
点
す
こ
と
は
、
先
づ

前
般
軍
に
入
り
戦
を
経
て
勲
に
叙
せ
る
者
と
、
常
陸
国
の
神
賤
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と
に
尽
く
す
。
（
『
続
日
本
紀
』
桓
武
天
皇
延
暦
七
年
三
月
辛
亥
）

ｉ
凡
同
司
主
典
以
上
。
不
レ

得
二

用
三
等
以
上
親
一

。
【
謂
。
其

非
二

三
等
親
一

者
。
縱
得
二

相
隱
一

。
猶
須
二

任
用
一

也
。
釋
云
。

養
老
七
年
十
一
月
十
六
日
太
政
官
處
分
。
伊
勢
国
渡
相
郡
。
竹

郡
。
安
房
國
安
房
郡
。
出
雲
國
意
宇
郡
。
筑
前
國
宗
形
郡
。
常

陸
國
鹿
嶋
郡
。
下
總
国
香
取
郡
。
紀
伊
國
名
草
郡
。
合
八
神
郡
。

聽
レ

連
二-

任
三
等
以
上
親
一

也
。
】

（
『
令
集
解
』
巻
十
六　

選
叙
令
７
）

ｊ
凡
そ
郡
司
は
、
一
群
の
同
姓
を
併
せ
用
う
る
こ
と
を
得
ず
。
も

し
他
姓
の
中
に
用
う
べ
き
人
な
け
れ
ば
、
同
姓
と
雖
も
同
門
を

除
く
の
外
、
任
ず
る
こ
と
を
聴
せ
。
神
郡
、
陸
奥
の
縁
辺
の
郡
、

大
隅
の
馭
謨
・
熊
毛
の
郡
は
、
制
す
る
限
り
に
あ
ら
ず
。
〈
謂

う
こ
こ
ろ
は
、
伊
勢
国
飯
野
・
度
会
・
多
気
、
安
房
国
安
房
、

下
総
国
香
取
、
常
陸
国
鹿
嶋
、
出
雲
国
意
宇
、
紀
伊
国
名
草
、

筑
前
国
宗
形
等
の
郡
を
神
郡
と
な
す
〉
。

（
『
延
喜
式
』
巻
十
八　

式
部
省
上
１
１
２
）

ｋ
下
総
国
香
取
郡
、
常
陸
国
鹿
嶋
郡
、
紀
伊
国
名
草
郡
等
の
少
領

已
上
、
三
等
已
上
の
親
を
連
任
す
る
こ
と
を
聴
す
。

（
『
続
日
本
紀
』
元
正
天
皇
養
老
七
年
十
一
月
丁
丑
）

延
喜
式
に
記
載
さ
れ
る
鹿
島
郡
内
の
二
座
は
み
な
大
社
と
し
て
扱
わ
れ
、

特
に
鹿
島
神
宮
は
「
明
神
大
」
と
い
う
格
別
の
神
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

香
島
郡
は
鹿
島
神
宮
を
背
景
と
し
た
大
き
な
組
織
力
を
有
し
（
ｄ
～
ｇ
）
、

そ
の
組
織
力
は
東
国
の
蝦
夷
征
伐
の
軍
事
力
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
（
ｈ
）
。
こ
の
蝦
夷
征
伐
は
、
大
和
朝
廷
の
東
国
計
略
で
推
し

進
め
ら
れ
て
お
り
、
鹿
島
神
宮
を
有
す
る
香
島
郡
は
信
仰
上
・
軍
事
上
と

も
に
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
香
島
郡
を
含
む
神
郡
は
、

他
の
郡
に
は
な
い
、
例
外
的
な
人
事
任
用
に
関
す
る
特
権
が
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
（
ｉ
～
ｋ
）
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
大
和
朝
廷
の

統
制
下
に
お
い
て
神
郡
が
い
か
に
重
要
視
さ
れ
た
か
が
理
解
で
き
る
。
こ

の
よ
う
な
朝
廷
か
ら
の
格
別
の
対
応
は
、
香
島
郡
に
自
主
的
・
独
立
的
な

意
識
を
持
た
せ
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ｌ
こ
の
所
以
に
、
傳
驛
使
等
、
初
め
て
國
に
臨
ら
む
に
は
、
先
づ

口
と
手
と
を
洗
ひ
、
東
に
面
き
て
香
島
の
大
神
を
拜
み
て
、
然

し
て
後
に
入
る
こ
と
を
得
る
な
り
。
（
常
陸
国
信
太
郡
碓
井
）

ｍ
其
の
若
松
の
浦
は
、
即
ち
、
常
陸
と
下
總
と
二
つ
の
國
の
堺
な

る
安
是
の
湖
の
あ
る
と
こ
ろ
な
り
。
沙
鐵
は
劒
を
造
る
に
、
大

だ
利
し
。
然
れ
ど
も
、
香
島
の
神
山
た
れ
ば
、
輙
く
入
り
て
、

松
を
伐
り
鐵
を
穿
る
こ
と
を
得
ず
。
（
常
陸
国
香
島
郡
高
松
の

浜
）

風
土
記
編
纂
当
時
、
香
島
郡
は
身
を
清
め
香
島
の
大
神
（
鹿
島
神
宮
）
を

拝
ま
な
い
と
常
陸
国
に
入
れ
な
い
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
ｌ
）
。
こ
の
記

事
か
ら
は
香
島
郡
の
持
つ
自
主
性
・
独
立
性
が
、
外
部
的
な
存
在
に
対
す

る
排
他
性
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
の
地
で
の
松
や
鉄
が
「
神
山
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
採
取
で
き
な
い

こ
と
を
記
し
て
い
る
（
ｍ
）
。
こ
の
松
や
鉄
は
製
鉄
に
関
わ
る
材
料
で
あ

り
、
香
島
郡
内
で
は
実
際
に
製
鉄
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
注
15
）
。
製
鉄
が
行
わ
れ
て
い
た
以
上
、
こ
れ
ら
の
材
料
は
当
然
採
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集
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
で
採
集
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
語
る
の
は
、
外
部
向
け
の
主
張
と
し
て
の
意
図
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
製
鉄
に
関
わ
る
利
益
を
内
部
の
人
間
が

抱
え
込
み
、
外
部
の
存
在
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
働
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
内
部
と
は
「
神
山
」
す
な
わ
ち
鹿
島
神

宮
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
話
を
戻
し
た
い
。
当
該
条
は
造
池
築
堤
に
従
事
す
る
在
地
勢
力

の
抵
抗
を
語
っ
た
も
の
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
国
家
事
業
と
い
う

外
部
的
な
影
響
に
対
す
る
排
他
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

当
該
条
の
持
つ
意
義
も
、
鹿
島
神
宮
を
背
景
に
持
つ
香
島
郡
の
自
主
性
・

独
自
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、

な
ぜ
当
該
地
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
排
他
性
を
語
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で

ろ
う
か
。
香
島
郡
が
用
水
に
恵
ま
れ
て
い
た
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
室
殿

寅
夫
氏
な
ど
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
注
16
）
、
特
に

白
鳥
の
里
周
辺
は
香
島
郡
の
中
で
も
一
大
農
耕
地
帯
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
白
鳥
の
里
は
旧
大
洋
村
中
居
付
近
一
帯
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
北

浦
に
面
す
る
一
帯
は
、
太
平
洋
沿
岸
部
と
比
べ
古
代
遺
跡
・
古
墳
が
集
中

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
地
は
古
代
か
ら
人
間
が
入
り
込
み
、
開
拓
が

推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
穀
倉
地
帯
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
世
末
頃
に

な
る
と
こ
の
地
に
白
鳥
荘
と
い
う
荘
園
が
作
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な

基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
当
該
条
が
造
池
築
堤
と
い
う

農
耕
に
関
わ
る
伝
承
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
農
耕
と
い
う
在
地
資
源
を
抱

え
込
む
た
め
の
排
他
性
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
当
該
条
の
持
つ
意
義
も
鹿
島
神
宮
を
背
景

に
持
つ
香
島
郡
の
自
主
性
・
独
自
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
条
も
他
の
香
島
郡
記
事
と
同
様
、
香
島
の
大
神

に
関
わ
る
伝
承
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

結
　

本
稿
で
は
、
従
来
「
白
鳥
説
話
」
「
白
鳥
処
女
」
の
一
つ
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
た
白
鳥
里
条
の
白
鳥
に
三
つ
の
異
な
る
姿
が
重
な
っ
て
い

た
こ
と
、
ま
た
伝
承
全
体
の
意
義
と
し
て
造
池
築
堤
事
業
に
対
す
る
抵
抗
、

そ
の
背
景
に
香
島
郡
の
自
主
性
・
独
立
性
の
主
張
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
察

し
た
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
再
度
当
該
条
に
戻
し
て
考
察
し
て
み
る
と
、
当

該
条
の
表
現
が
い
か
に
し
て
作
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
生
成
過
程
が
見
え
て

く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

鹿
島
神
宮
を
中
心
と
す
る
香
島
郡
は
鹿
島
神
宮
を
背
景
と
し
た
非
常
に

大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
香
島
郡
が
初
め
か
ら
神
郡
と
い

う
特
別
な
郡
と
し
て
建
郡
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う

な
力
は
郡
全
体
の
自
主
性
・
独
立
性
を
持
つ
契
機
と
な
り
、
そ
の
自
主
性
・

独
立
性
は
、
時
と
し
て
朝
廷
権
力
に
対
す
る
抵
抗
・
排
他
性
と
し
て
現
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
該
条
の
白
鳥
に
重
ね
ら
れ
た
〈
人
間
〉
の
姿
も
、

造
池
築
堤
と
い
う
国
家
の
勧
農
政
策
に
対
し
て
抵
抗
し
、
在
地
資
源
を
抱

え
込
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
朝
廷
の
統
制
下
に

置
か
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
抵
抗
す
る
姿
を
直
接
表
現
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
抵
抗
す
る
在
地
の
〈
人
間
〉

の
姿
は
、
こ
の
地
に
飛
来
し
、
同
じ
行
動
様
式
・
時
間
を
持
つ
〈
シ
ロ
ト

リ
〉
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
地
で
の
造
池
築
堤
の
不
可
能
性

を
強
調
す
る
た
め
に
、
「
天
」
か
ら
飛
来
す
る
神
聖
な
〈
白
鳥
〉
の
姿
と

重
ね
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
聖
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
神
で
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は
な
い
白
鳥
と
い
う
曖
昧
な
存
在
を
用
い
る
こ
と
、
ま
た
造
池
築
堤
の
失

敗
を
こ
の
白
鳥
を
妨
害
と
し
て
で
は
な
く
白
鳥
自
身
の
失
敗
と
し
て
描
く

こ
と
は
、
在
地
の
主
張
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
か
、
表
現
性
の
知
恵

を
見
る
上
で
、
非
常
に
意
義
の
あ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注１　

本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
（
秋
本
吉
郎　

一
九
六
七

年
一
月
一
〇
日
第
九
刷
発
行　

岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。

２　

「
童
女
が
白
鳥
と
な
つ
た
と
い
ふ
地
方
傳
説
」
（
『
風
土
記
集
』
）
、
「
白

鳥
の
處
女
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
）
、「
白
鳥
処
女
」
（
角

川
文
庫
『
風
土
記
』
）
、「
白
鳥
説
話
と
い
は
れ
、
廣
く
分
布
し
て
ゐ
た
。

當
風
土
記
外
に
も
、
出
雲
國
風
土
記
嶋
根
郡
、
豐
後
國
風
土
記
の
始

め
及
び
速
見
郡
、
近
江
國
・
丹
後
國
の
逸
文
、
其
他
河
海
抄
や
塵
袋

な
ど
に
も
見
え
る
。
」
（
朝
日
古
典
全
書
『
風
土
記
』
）
、
「
白
鳥
説
話
。

白
い
動
物
は
神
性
を
も
ち
奇
瑞
を
生
ず
る
。
白
鳥
処
女
説
話
は
、
人

間
と
結
婚
し
て
悲
劇
に
終
る
。
」
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土

記
』
）「
白
鳥
が
地
上
に
降
り
て
乙
女
〈
天
女
〉
の
姿
と
な
る
の
は
〈
白

鳥
説
話
〉
と
呼
ば
れ
る
一
類
の
説
話
に
共
通
す
る
要
素
で
あ
る
。
」（
講

談
社
学
術
文
庫
『
風
土
記
』
）

３　

〔
角
川
〕
補
注
「
白
鳥
処
女
」
項

白
鳥
が
乙
女
に
化
し
人
間
と
婚
姻
す
る
と
い
う
昔
話
は
世
界
的
に

分
布
し
、
そ
れ
を
〈
白
鳥
処
女
〉
と
称
す
る
。
…
中
略
…
こ
の
昔

話
は
、
伝
説
・
分
権
と
も
豊
富
で
三
つ
の
型
に
分
類
さ
れ
る
。
一

つ
は
近
江
型
で
、
こ
れ
は
七
夕
信
仰
に
結
合
し
た
も
の
と
、
英
雄

あ
る
い
は
一
族
の
出
自
を
語
る
も
の
と
に
分
か
れ
る
。
…
中
略
…

第
二
は
三
保
型
で
あ
る
。
…
中
略
…
第
三
は
丹
後
型
で
丹
後
国
逸

文
比
治
里
の
説
話
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
婚
姻
の
段
が
、

脱
落
し
て
い
る
。

谷
口
雅
博
「
コ
ラ
ム　

白
鳥
処
女
説
話
（
羽
衣
説
話
）
」
（
『
風
土
記
を

読
む
』
中
村
啓
信
・
谷
口
雅
博
・
飯
泉
健
司
・
大
島
敏
史　

２
０
０
６

年
六
月
一
〇
日
初
版
発
行　

お
う
ふ
う
）

本
条
（
発
表
者
注:

白
鳥
里
条
）
の
話
で
は
婚
姻
の
モ
チ
ー
フ
を

欠
き
、
全
体
に
断
片
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
…
こ
れ
ら
（
稿

者
注:

伊
香
小
江
条
・
美
保
松
原
条
）
は
白
鳥
処
女
説
話
の
話
形

を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
成
立
の
年
代
は
か
な
り
く

だ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
…
奈
具
社
の
話
に
も
天
女
の
降
臨
が
語

ら
れ
る
が
、
衣
を
隠
す
の
は
老
夫
婦
で
あ
り
、
婚
姻
の
要
素
を
欠

く
。
途
中
か
ら
は
致
富
譚
、
流
離
譚
、
鎮
座
起
源
譚
の
要
素
を
持
ち
、

白
鳥
処
女
説
話
の
型
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
風
土

記
の
時
代
に
は
、
典
型
的
な
白
鳥
処
女
説
話
は
文
献
と
し
て
は
伝

え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

４　

日
没
と
と
も
に
天
上
に
帰
り
上
り
、
夜
明
け
と
と
も
に
地
上
に
降
り

て
来
る
。
夜
は
〈
カ
ミ
〉
の
世
界
に
あ
り
、
昼
は
〈
ヒ
ト
〉
の
世
界

に
あ
る
意
か
。

５　

羽
毛
の
白
色
の
鳥
の
汎
称
。
（
『
上
代
語
辞
典
』
丸
山
林
平　

一
九
六
七
年
七
月
十
日　

明
治
書
院
）

６　

『
萬
葉
動
物
考　

續
編
』
［
タ
ヅ
考
］
（
東
光
治　

昭
和
十
九
年
十
二

月
二
十
五
日　

同
朋
舎
）
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鵠
は
ク
グ
ヒ
、
卽
ち
白
鳥
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
鴻
鵠
と
續
け
ら

れ
る
が
、
鴻
は
大
鳥
又
は
オ
ホ
カ
リ
の
意
で
、
ヒ
シ
ク
な
ど
の
雁

類
を
指
す
場
合
と
、
こ
の
ハ
ク
テ
ウ
の
意
に
用
ひ
る
こ
と
も
あ
る
。

類
聚
名
義
抄
に
は
「
鵠
、
胡
穀
反
、
コ
フ
、
ツ
ル
、
ク
グ
ヒ
」
と

し
て
、
鵠
を
鶴
と
白
鳥
の
總
名
と
し
て
ゐ
る
。

７　

『
説
文
解
字
注
』
（
一
九
八
八
年
二
月
第
二
版　

上
海
古
籍
出
版
社
）

［
摘
］
項

　
　
　

拓
果
樹
実
也
【
拓
者
、
拾
也
。
拾
者
、
掇
也
。
掇
者
、
取
也
。
】

　
　

「
摘
」
字
を
用
い
る
の
は
、
下
に
あ
る
も
の
を
摘
み
上
げ
る
動
作
を

表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
白
鳥
が
水
中
の
餌
を
啄
む
姿
を
重

ね
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

８　

『
新
編
常
陸
国
誌
』
（
宮
崎
報
恩
会　

一
九
九
六
年
十
一
月
一
日　

常

陸
書
房
）
巻
十
三　

土
産
［
鶴
］

　

【
白
鷴
】
【
雁
】
【
鶴
】
（
※
「
鶴
有
數
種
、
…
白
曰
白
鶴
」
）
【
鵠

〔
白
鳥
〕
】
【
白
鳥
〔
之
呂
土
利
〕
】

ま
た
、
当
該
上
の
直
前
に
載
せ
ら
れ
る
童
女
松
原
条
に
も
鶴
が
描

か
れ
る
。

９　

亀
田
隆
之
『
古
代
治
水
史
の
研
究
』
（
二
〇
〇
〇
年
五
月
十
日　

吉

川
弘
文
館
）

　

日
本
で
は
治
水
は
ま
た
勧
農
政
策
の
一
端
を
担
う
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

10　

「
此
歌
誤
脱
ア
リ
テ
讀
ミ
ガ
タ
キ
ヲ
強
テ
考
フ
ル
ニ
…
」
〔
標
註
古
風

土
記
〕
「
池
の
堤
が
未
完
成
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
」
〔
講
談
社
学
術
文
庫
〕
な
ど
。 

11　

『
大
洋
村
史
』
（
大
洋
村
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
七
九
年
十
一
月
一

日　

大
洋
村
）

こ
の
説
話
は
、
稲
作
農
業
の
伝
承
を
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
…

稲
作
農
業
に
必
要
で
あ
っ
て
も
、
な
に
か
の
事
情
で
、
用
水
池
の

建
設
に
地
域
住
民
の
反
対
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

12　

志
田
諄
一
『
『
常
陸
国
風
土
記
』
と
説
話
の
研
究
』
（
一
九
九
八
年
九

月
五
日
発
行　

雄
山
閣
出
版
）

「
以
下
略
之
」
と
次
の
「
以
下
略
之
」
の
間
に
記
さ
れ
た
説
話
は
、

省
略
者
が
と
く
に
必
要
と
考
え
て
残
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

省
略
と
省
略
と
の
間
に
残
さ
れ
た
説
話
に
こ
そ
省
略
の
理
由
を
解

く
鍵
の
一
部
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
…
省
略
者
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
は
、
神
社
に
関
す
る
説
話
と
、
倭
武
天
皇
に
関
す
る
説
話
を
主

と
し
て
残
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
…
香
島
の
郡

の
記
事
が
、
白
鳥
の
里
ま
で
略
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く

香
島
の
大
神
に
関
す
る
説
話
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

13　

香
島
郡
内
記
事
は
以
下
の
通
り
。
（
※
大
系
本
の
区
切
り
に
よ
る
。

傍
線
は
香
島
の
大
神
関
連
記
事
）

①
郡
名
、
位
置
情
報　

②
香
島
郡
名
起
源
、
神
郡
建
置　

③
香
島

の
天
の
大
神
の
天
降　

④
香
島
の
宮
へ
の
幣
奉
納　

⑤
神
戸　

⑥
香
島
の
宮
の
造
営
・
修
造　

⑦
津
の
宮
へ
の
舟
奉
納　

⑧
酒
祭

⑨
神
社
周
辺
の
様
子　

⑩
郡
家
、
沼
尾
の
池　

⑪
高
松
の
濱　

⑫
濱
の
里
、
寒
田　

⑬
童
子
女
の
松
原　

⑭
白
鳥
の
里　

⑮
角
折

の
濱

14　

「
常
陸
国
風
土
記
」
鹿
島
郡

古
老
の
い
へ
ら
く
、
難
波
の
長
柄
の
豐
前
の
大
朝
に
馭
宇
し
め
し

し
天
皇
の
み
世
、
己
酉
の
年
、
大
乙
上
中
臣
（　

）
子
、
大
乙
下
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中
臣
部
兎
子
等
、
惣
領
高
向
の
大
夫
に
請
ひ
て
、
下
總
の
國
、
海

上
の
國
造
の
部
内
、
輕
野
よ
り
南
の
一
里
と
、
那
賀
の
國
造
の
部

内
、
寒
田
よ
り
北
の
五
里
と
を
割
き
て
、
別
き
て
神
の
郡
を
置
き

き
。
其
處
に
有
ま
せ
る
天
の
大
神
の
社
・
坂
戸
の
社
・
沼
尾
の
社
、

三
處
を
合
せ
て
、
惣
べ
て
香
島
の
天
の
大
神
と
稱
ふ
。
因
り
て
郡

に
名
づ
く
。
風
俗
の
説
に
、
霰
零
る
香
島
の
國
と
い
ふ
。
（
常
陸

国
香
島
郡
）

他
、
神
郡
と
さ
れ
る
の
は
飯
野
郡
・
度
会
郡
・
多
気
郡
（
伊
勢
国
）
、

安
房
郡
（
安
房
国
）
、
香
取
郡
（
下
総
国
）
、
意
宇
郡
（
出
雲
国
）
、

名
草
郡
（
紀
伊
国
）
、
宗
形
郡
（
筑
紫
国
） 

15　

小
沢
重
雄
「
常
陸
に
お
け
る
製
鉄
」
（
茂
木
雅
博
『
風
土
記
の
考
古

学
①
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
巻
』　

一
九
九
四
年
五
月
十
五
日　

同

成
社
）

今
の
香
島
郡
に
限
定
さ
れ
る
が
、
当
時
の
製
鉄
の
様
子
を
あ
る
程

度
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

16　

室
殿
虎
夫
『
常
陸
風
土
記
の
研
究
』
（
一
九
三
七
年
十
二
月
一
日　

立
命
館
出
版
部
）

寒
田
と
い
ふ
大
き
な
沼
の
水
が
二
里
許
の
間
に
あ
る
輕
野
の
水
田

一
帶
を
流
漑
し
て
、
耕
作
に
便
益
を
與
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
是

れ
は
此
の
地
方
に
水
田
が
相
當
あ
つ
た
事
と
、
當
時
の
農
民
が
既

に
沼
湖
の
水
の
利
用
法
を
よ
く
心
得
て
居
た
事
を
證
す
る
も
の
で

あ
ら
う
。

『
大
洋
村
史
』
（
編
さ
ん
委
員
会
編
集 

一
九
七
九
年　

大
洋
村
）

本
村
は
水
に
恵
ま
れ
、
特
に
青
山
、
沼
田
、
真
掛
、
弁
天
を
水
源

と
す
る
大
排
水
路
、
ま
た
、
上
谷
、
新
田
、
福
泉
寺
池
、
柵
良
谷

津
、
飯
島
谷
津
、
中
根
谷
津
を
水
源
と
し
た
小
排
水
路
が
北
浦
に

注
い
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
水
路
は
い
ず
れ
も
か
つ
て
の
谷
津
で
、

こ
の
谷
津
を
利
用
し
て
水
田
が
開
墾
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。

本
村
が
中
世
末
ご
ろ
に
至
る
ま
で
、
白
鳥
鄕
あ
る
い
は
白
鳥
荘
と

し
て
多
く
の
地
方
豪
族
の
勢
力
の
拠
点
と
な
り
、
か
つ
隣
村
を
も

支
配
し
て
い
た
こ
と
は
、
古
代
か
ら
多
く
の
権
力
者
に
よ
っ
て
、

軍
事
的
・
経
済
的
に
後
世
の
豪
族
た
ち
が
活
動
で
き
得
る
温
床
が
、

す
で
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 


