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黛

弘

道

は
　
し
　
が
　
き

　
大
化
前
代
の
部
の
う
ち
に
は
律
令
制
の
組
織
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
形

を
か
え
て
残
っ
た
も
の
と
、
律
令
制
に
継
受
さ
れ
ず
制
度
と
し
て
は
全
く

姿
を
没
し
た
も
の
と
が
あ
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
犬
養
部
は
後
者
に
属

す
る
が
、
諸
種
の
部
に
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
差
を
生
じ
た
か
は
律
令
制
の
性

格
を
考
え
る
揚
合
の
重
要
な
一
視
点
で
あ
ろ
う
。
律
令
制
の
成
立
過
程
を

研
究
す
る
筆
者
に
と
り
部
の
研
究
は
こ
の
意
味
で
関
心
を
そ
そ
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
犬
養
部
の
制
が
屯
倉
制
と
深
い
開
係
に
あ
る
ら

し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
ま
す
ま
す
そ
の
研
究
の
重
要
性

が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
両
者
に
関
係
あ
り
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら

が
一
応
と
も
に
大
化
改
新
を
以
て
そ
の
歴
史
を
閉
じ
た
こ
と
も
決
し
て
偶

然
で
は
な
か
ろ
う
。
犬
養
部
に
関
す
る
こ
の
小
論
が
屯
倉
制
の
研
究
に
も

新
し
い
視
角
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
望
外
の
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。

第
一
章
　
犬
養
部
の
創
設
と
そ
の
職
掌

日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
安
閑
天
皇
二
年
秋
入
月
乙
亥
朔
に
「
詔
置
二
国
国

犬
養
部
こ
と
あ
る
。
具
体
的
な
時
日
は
も
と
よ
り
信
ず
べ
き
限
り
で
は

な
い
が
、
犬
養
部
の
創
設
が
お
よ
そ
五
世
紀
末
、
六
世
紀
の
初
頭
で
あ
る

ら
し
い
こ
と
は
以
下
の
論
考
を
通
じ
て
ほ
ぼ
明
ら
か
に
で
き
る
し
、
し
た

が
っ
て
書
紀
に
犬
養
部
の
創
設
を
安
閑
朝
と
す
る
の
に
も
若
干
の
理
由
は

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
犬
養
部
創
設
の
目
的
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
職
掌
は
如
何
な
る
も
の

で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
次
の
問
題
と
な
ろ
う
。
以
下
、
節
を
分
け
て

こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

第
一
節
　
犬
養
部
に
関
す
る
諸
説
と
そ
の
検
討

　
犬
養
部
の
職
掌
に
つ
い
て
は
大
別
し
て
次
の
三
説
が
あ
る
。

　
第
一
は
犬
を
飼
養
し
て
狩
猟
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
し
た
と
い
う

説
で
あ
る
。
い
鎌
か
り
に
．
．
れ
を
狩
畿
と
呼
ぶ
．
Σ
に
す
る
。
平
田

鑛
の
「
古
撰
」
、
細
井
貞
雄
の
「
姓
窺
」
、
栗
毘
の
「
褻
獲
録

考
証
」
、

　
　
　
飯
田
武
誘
）
「
，
奎
．
紀
通
釈
」
、
太
田
誘
）
百
杢
代
に
お

け
る
社
会
懇
の
研
究
」
（
朧
よ
び
「
姓
氏
家
系
大
辞
典
」
、
富
山
房
の
「
国

史
辞
典
」
の
県
犬
養
連
の
項
に
み
え
る
竹
内
理
三
の
説
な
ど
が
こ
れ
に
属
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し
、
一
応
従
来
の
通
説
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
は
犬
を
飼
養
し
て
屯
倉
を
守
衛
す
る
こ
と
を
職
務
と
し
た
と
い
う

鰐
奪
縄
騒
講
謙
鰹
難
編

松
考
穆
の
説
な
ど
が
こ
れ
に
属
し
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
有
力
な
一
異
説
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
は
そ
の
他
の
諸
説
で
、
そ
の
一
は
松
岡
静
雄
の
「
日
本
古
語
大
辞

　
　
　
　
　
　
む
　

典
」
に
み
え
る
説
で
、
実
際
に
犬
を
飼
っ
た
か
、
ど
う
か
不
明
と
鯖
W
る
も

の
。
そ
の
二
は
河
出
書
房
の
「
日
本
歴
史
大
辞
典
」
の
犬
養
部
の
項
に
み

え
る
石
田
真
一
の
狩
猟
・
守
衛
い
ず
れ
を
も
行
っ
た
と
す
る
折
衷
説
で
あ

る
。　

管
見
の
限
り
で
は
以
上
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
狩
猟
説
は
最
も
有
力
と

は
い
う
も
の
の
、
常
識
を
以
て
説
を
な
し
た
感
が
あ
り
、
何
等
根
拠
が
示

さ
れ
な
い
の
で
、
直
ち
に
は
採
用
し
が
た
い
憾
み
が
あ
る
。
こ
れ
に
く
ら

べ
て
守
衛
説
に
は
、
た
と
え
ば
植
松
が
「
こ
の
部
は
普
通
、
犬
を
飼
養
し

て
狩
猟
に
従
事
す
る
の
を
職
務
と
し
た
と
説
か
れ
て
ゐ
る
。
併
し
国
灯
に

犬
養
部
の
置
か
れ
た
安
閑
天
皇
ご
年
五
月
（
犬
養
部
の
置
か
れ
た
の
は
八

月
）
に
諸
国
に
合
計
二
十
六
箇
所
の
屯
倉
が
設
置
さ
れ
て
を
り
、
同
年
九

月
に
桜
井
田
部
連
や
難
波
吉
士
と
共
に
県
犬
養
連
が
屯
倉
の
税
を
掌
る
こ

と
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
犬
養
部
は
屯
倉
と
密
接
な
関
係
が
あ
つ
た
や
う

に
考
へ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
屯
田
を
荒
す
野
獣
類
を
防
ぐ
た
め
に
番
犬
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

て
犬
を
多
数
飼
養
し
た
の
で
あ
ら
う
か
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
当
否

は
姑
く
措
く
も
、
素
朴
な
が
ら
若
干
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
も
の
が
あ

り
、
そ
の
点
で
狩
猟
説
に
優
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
説
の

一
は
「
実
際
に
犬
を
養
は
し
め
た
の
か
或
は
何
か
の
縁
に
よ
っ
て
犬
養
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

名
づ
け
ら
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
馬
飼
部
．
猪
飼
部
．

鵜
養
部
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
馬
・
猪
・
鵜
な
ど
を
飼
養
し
な
か
っ
た
と

は
考
え
難
い
の
と
同
様
に
、
犬
養
部
が
犬
を
飼
養
し
な
か
っ
た
と
は
考
え

難
く
、
従
っ
て
成
立
の
か
な
り
困
難
な
説
と
い
え
よ
う
。
第
三
説
の
二
は

狩
猟
・
守
衛
い
ず
れ
の
説
を
も
積
極
的
に
支
持
な
い
し
否
定
で
き
な
い
立

揚
か
ら
両
説
を
併
せ
て
説
を
な
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
、
積
極
的
な
根
拠

を
持
つ
も
の
と
は
老
え
難
い
。

　
以
上
、
諸
説
を
通
覧
す
る
に
、
何
れ
も
そ
の
根
拠
を
明
示
し
た
も
の
は

な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
ら
ば
、
各
説
に
つ
き
、
改
め
て
そ
の
根
拠
を

求
め
て
み
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。

　
ま
ず
狩
猟
説
で
あ
る
が
、
令
制
で
兵
部
省
の
被
管
に
、
王
鷹
司
が
筋
物
「

そ
の
長
官
で
あ
る
正
の
職
掌
は
「
調
二
習
鷹
犬
一
事
」
と
規
定
さ
れ
る
。
こ

の
揚
合
の
鷹
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
鷹
狩
の
た
め
に
調
習
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
ら
、
犬
も
狩
猟
の
た
め
に
飼
育
さ
れ
た
も
の
と
老
う
ぺ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
て
、
か
か
る
制
度
は
令
に
お
い
て
は
じ
め
て
定
め
ら
れ
た
の

で
は
な
く
、
大
化
前
代
か
ら
慣
行
乃
至
制
度
と
し
て
存
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
犬
を
狩
猟
に
用
い
る
こ
と
は
大
化
前
代
よ
り
あ
っ
た
も
の

と
老
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
犬
養
部
と
の
関
係
は
依
然
と
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し
て
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
狩
猟
説
は
や
は
り
根
拠
不
充
分
に
し
て
成
立

し
難
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
遥
か
後
世
の
史
料
で
は
あ
る
が
、

新
撰
姓
氏
録
右
京
神
別
下
に
「
阿
多
御
手
犬
養
、
火
關
降
命
六
世
孫
薩
摩

　
　
　
　
（
1
7
）

若
相
楽
之
後
也
」
と
あ
る
の
は
天
皇
狩
猟
の
際
に
犬
養
が
近
侍
し
た
こ
と

　
　
　
　
（
1
8
）

を
想
わ
せ
る
。
し
か
し
、
　
一
般
に
犬
養
部
と
狩
猟
と
の
関
係
を
証
す
る
こ

と
は
こ
れ
を
も
っ
て
し
て
も
無
理
で
あ
ろ
う
。

　
狩
猟
説
の
成
立
が
依
然
と
し
て
困
難
で
あ
れ
ば
、
従
っ
て
、
第
三
説
の

二
、
即
ち
狩
猟
・
守
衛
折
衷
説
も
成
立
し
難
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
ま
た
諸
説
い
ず
れ
も
触
れ
て
は
い
な
い
が
、
天
武
紀
四
年
四
月
庚
寅
条

に
「
莫
レ
食
二
牛
馬
犬
猿
鶏
之
完
一
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
食
犬
の
風
の
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
以
て
犬
養
部
創
設
の
動

機
と
み
る
こ
と
は
、
馬
肉
を
得
る
た
め
に
馬
飼
部
が
設
定
さ
れ
た
と
は
思

わ
れ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
以
下
の
論
述
と
あ
わ
せ
考
え
て
、
全
く
的
外
れ

の
見
解
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
第
二
の
守
衛
説
は
如
何
。
節
を
改
め
て
論
じ
よ
う
。

第
二
節
　
犬
養
部
と
ミ
ヤ
ケ
と
の
関
係

　
犬
養
部
と
ミ
ヤ
ケ
と
の
関
係
を
明
示
し
た
文
献
史
料
の
殆
ど
存
し
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
間
接
的
に
そ
の
関
係
を
示
唆
す
る
よ
う
な

材
料
を
求
め
て
み
る
と
、
皇
極
紀
四
年
六
月
戊
申
条
に
葛
木
稚
犬
養
連
網

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

田
と
い
う
人
名
、
新
抄
格
勅
符
抄
に
葛
木
犬
養
神
と
い
う
神
名
が
み
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ヤ
ケ
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ヤ
ケ

が
、
葛
木
は
安
康
記
に
「
五
処
之
屯
宅
」
、
「
五
村
屯
宅
」
、
雄
略
前
紀
に

「
葛
城
宅
七
区
」
な
ど
と
あ
る
地
、
ま
た
大
和
六
御
県
の
一
つ
葛
城
御
県

の
地
で
も
あ
る
と
い
う
事
実
や
海
犬
養
氏
や
、
安
曇
犬
養
氏
と
同
族
と
さ

れ
る
阿
曇
氏
の
祖
浜
子
が
罰
せ
ら
れ
た
際
、
そ
の
率
い
る
野
島
の
海
人
が

倭
蒋
代
屯
倉
に
役
使
さ
れ
た
と
い
う
履
中
紀
の
記
事
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
甚
だ
心
許
な
い
か
ら
、
他
に
何
等
か
証
明

の
手
段
を
見
出
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
い
ま
仮
り
に
犬
養
部
と
ミ
ヤ
ケ
と
に
関
係
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
イ
ヌ
カ

イ
と
ミ
ヤ
ケ
と
い
う
地
名
が
古
代
屯
倉
の
範
囲
内
（
最
大
で
も
律
令
時
代

の
郡
程
度
の
地
域
内
）
と
老
え
ら
れ
る
程
度
の
至
近
距
離
に
並
ん
で
現
存

す
る
例
が
求
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。

　
以
下
に
こ
の
予
想
を
確
か
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
そ
の
第
一
例
を
現
福
岡
市
内
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
市

三
宅
、
三
宅
本
町
、
三
宅
向
ノ
原
は
恐
ら
く
宣
化
紀
元
年
五
月
辛
丑
朔
条

に
み
え
る
那
津
官
家
の
名
残
り
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
和
名
抄
筑
前
国
那
珂

郡
三
宅
郷
の
地
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
同
市
に
は
犬
飼
新
堀
町
、
犬
飼
南

町
、
犬
飼
三
社
町
が
あ
り
、
犬
養
部
の
故
地
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
こ
は

和
名
抄
に
い
う
同
郡
海
部
郷
の
地
で
、
安
曇
・
海
部
両
氏
の
祖
神
を
祀
る

　
　
　
（
2
0
）

住
吉
神
社
の
鎭
座
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
は
安

曇
・
海
部
両
氏
、
ま
た
は
そ
の
中
と
く
に
海
部
氏
（
正
確
に
は
海
犬
養

氏
）
に
由
縁
の
地
で
あ
っ
た
と
老
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
両
地
点
は
今
の

那
珂
川
を
挾
ん
で
三
宅
が
左
岸
西
南
方
、
犬
飼
が
右
岸
東
北
方
（
博
多
駅

の
南
側
一
帯
）
に
あ
り
、
そ
の
間
の
距
離
は
地
図
上
で
約
四
粁
と
み
ら
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れ
る
。

　
第
二
例
は
京
都
府
亀
岡
市
に
み
ら
れ
る
。
市
内
に
三
宅
町
が
あ
り
、
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

名
式
丹
波
国
桑
田
郡
三
宅
神
社
は
吉
田
東
伍
「
大
日
本
地
名
辞
書
」
に
よ

れ
ば
同
市
内
の
稲
荷
明
禦
と
い
嬢
ま
た
同
市
に
は
曾
我
議
犬
飼
の

地
名
を
存
し
、
付
近
を
流
れ
る
保
律
川
の
一
支
流
を
犬
飼
川
、
そ
の
流
域

を
犬
甘
野
と
呼
ん
で
い
る
。
吉
田
は
ま
た
安
閑
紀
に
み
え
る
蘇
斯
岐
屯
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

は
こ
こ
か
と
い
っ
て
い
る
が
、
も
し
そ
う
な
ら
安
閑
紀
の
屯
倉
お
よ
び
犬

養
部
設
置
の
記
事
は
現
存
地
名
に
よ
っ
て
そ
の
関
係
を
証
明
で
き
る
こ
と

に
も
な
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
両
地
点
の
間
隔
は
地
図
上
で
こ
れ
ま

た
四
粁
内
外
と
み
ら
れ
る
。

　
第
三
例
は
岡
山
県
浅
口
郡
に
み
ら
れ
る
。
同
郡
に
古
く
犬
養
部
の
居
住

し
た
こ
と
は
続
紀
霊
亀
二
年
七
月
癸
亥
条
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

在
同
郡
鴨
方
町
に
犬
飼
の
地
名
の
現
存
す
る
こ
と
が
浅
口
郡
誌
な
ど
か
ら

知
ら
れ
、
こ
こ
が
犬
養
部
の
故
地
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
ま
た

隣
接
す
る
同
郡
金
光
町
の
、
鴨
方
町
と
の
境
界
に
近
く
大
三
宅
、
小
三
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
地
名
が
郡
誌
な
ど
に
み
え
る
。
両
地
点
は
行
政
区
画
こ
そ
異
な
れ
、
地

形
か
ら
み
て
同
一
平
地
の
東
西
に
位
置
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
両

地
の
関
係
は
先
に
み
た
如
く
密
接
で
あ
っ
た
と
老
え
ら
れ
る
。
そ
の
間
隔

は
こ
れ
ま
た
約
四
粁
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
地
方
に
は
現
在
も
三
宅
姓
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
四
細
鰍
下
第
九
例
ま
で
は
奈
良
県
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
「
大
和
地

名
大
辞
典
」
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
ず
同
県
高
市
郡
金
橋
村
曲
川

に
犬
貝
の
地
名
が
あ
る
。
こ
れ
と
近
い
と
こ
ろ
で
は
同
郡
真
菅
村
曾
我
に

宮
毛
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
。
但
し
金
橋
村
曲
川
と
い
え
ぱ
安
閑
天
皇
の

皇
居
勾
金
橋
宮
の
故
地
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
犬
貝
は
金
橋
宮
と
関
係
が
あ

る
と
み
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
。
よ
く
云
わ
れ
る
よ
う
に
犬
養
氏
の
中

に
は
宮
城
門
の
守
衛
に
当
っ
た
も
の
も
あ
り
、
ま
た
後
述
の
如
く
、
大

蔵
．
内
蔵
の
そ
れ
を
担
当
し
た
も
の
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
先
の

亀
岡
市
の
揚
合
は
曾
我
部
町
（
和
名
抄
、
宗
我
部
郷
）
犬
飼
、
こ
こ
で
は

真
菅
村
曾
我
字
宮
毛
（
推
古
紀
に
真
菅
は
ソ
ガ
の
枕
詞
と
し
て
使
わ
れ
、

　
　
　
む

元
来
は
マ
ソ
ガ
ー
ー
ソ
ガ
で
あ
ろ
う
。
蘇
我
氏
の
名
は
こ
の
地
に
因
る
）
と

あ
っ
て
、
地
名
ソ
ガ
を
媒
介
と
し
て
ミ
ヤ
ケ
と
イ
ヌ
カ
イ
の
間
に
関
係
が

あ
り
そ
う
に
も
思
え
る
の
は
興
昧
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
後
述
す
る
よ
う
に
犬
養
部
は
六
世
紀
以
降
新
設
の
屯
倉
の
管
理
方
式
と

し
て
導
入
さ
れ
た
新
制
と
思
わ
れ
、
一
方
、
蘇
我
氏
が
そ
の
頃
か
ら
吉
備

の
児
島
や
白
猪
の
屯
倉
に
新
し
い
支
配
方
式
を
実
施
し
た
と
想
定
さ
れ
る

か
ら
、
右
の
事
実
も
単
な
る
偶
然
と
片
付
け
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
か
り
に
、
蘇
我
氏
の
唱
導
に
よ
っ
て
犬
養
部
が
置
か
れ
た
と
す
れ
ば
、

蘇
我
氏
は
欽
明
朝
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
時
期
的
に
は
安
閑
朝
と

重
な
る
が
、
正
く
は
欽
明
朝
に
置
か
れ
た
と
表
現
す
ぺ
き
も
の
と
な
ろ

う
。
吉
備
津
神
社
に
お
け
る
犬
養
の
古
習
を
見
て
、
そ
れ
を
吉
備
の
屯
倉

に
導
入
し
た
と
も
想
像
で
き
る
（
後
述
参
照
）
。

　
第
五
例
は
同
県
宇
智
郡
の
揚
合
で
あ
る
。
同
郡
坂
合
部
村
に
犬
飼
の
地
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が
あ
り
、
ま
た
郡
内
に
は
都
合
四
ケ
所
ミ
ヤ
ケ
の
地
名
が
知
ら
れ
る
。
こ

，
の
揚
合
、
犬
飼
が
ど
の
ミ
ヤ
ケ
と
関
係
が
深
い
か
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
が
、
比
較
的
近
接
す
る
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
宇
智
町
今
井
三
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

（
約
四
粁
）
、
野
原
町
野
原
三
宅
（
約
二
・
五
粁
）
な
ど
で
あ
る
。

　
第
六
例
は
同
県
磯
城
郡
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
ま
ず
都
村
八
尾
に
犬
飼

の
地
名
が
現
存
す
る
が
、
こ
れ
は
和
名
抄
に
み
え
る
城
下
郡
三
宅
郷
、
大

　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

和
志
に
い
う
三
宅
原
な
ど
の
地
名
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

三
宅
の
地
は
潮
れ
ば
景
行
記
の
倭
屯
家
、
仁
徳
前
紀
の
倭
屯
倉
に
連
な
る

も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
降
っ
て
現
在
で
は
同
郡
三
宅
村
、
同
平
野
村
松
本

宮
毛
、
同
村
佐
味
ミ
ヤ
ケ
な
ど
細
分
さ
れ
て
残
存
す
る
。

　
第
七
例
は
、
同
県
山
辺
郡
の
例
で
あ
る
。
二
階
堂
村
九
条
に
北
イ
ヌ
ガ

イ
・
南
戊
カ
イ
が
あ
り
、
ま
た
同
村
富
堂
に
は
三
宅
の
地
名
を
存
す
る
。

互
に
至
近
距
離
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
な
お
こ
こ
に
注
目

す
べ
き
史
料
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
続
後
紀
承
和
十
三
年
三
月

庚
申
条
の
「
在
二
大
和
国
山
辺
郡
長
屋
郷
一
京
戸
左
京
三
条
一
坊
戸
主
犬
甘

千
麻
呂
云
々
」
の
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
彼
は
一
旦
平
安
左
京
に

移
貫
さ
れ
た
が
、
程
な
く
本
貫
で
あ
る
大
和
国
山
辺
郡
長
屋
郷
に
帰
居
し

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
長
屋
郷
の
地
は
吉
田
東
伍
も
い
う
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

う
に
現
在
の
二
階
堂
村
な
の
で
あ
っ
て
、
北
イ
ヌ
ガ
イ
・
南
戊
カ
イ
の
字

名
は
正
し
く
犬
甘
千
麻
呂
の
故
地
を
今
に
伝
え
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。

　
イ
ヌ
カ
イ
の
地
名
が
犬
養
氏
乃
至
犬
養
部
の
居
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ

の
揚
合
に
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。

　
第
入
例
は
奈
良
市
の
例
で
、
市
内
八
条
犬
飼
は
距
離
的
に
は
大
和
郡
山

市
野
垣
内
宮
ケ
（
ミ
ヤ
ゲ
）
に
最
も
近
い
。

　
第
九
例
は
同
県
高
市
郡
の
そ
れ
で
、
飛
鳥
村
小
山
犬
飼
は
第
四
例
に
あ

げ
た
同
郡
真
菅
村
曾
我
宮
毛
に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
諸
例
の
う
ち
に
は
必
ず
し
も
イ
ヌ
カ
イ
・
ミ
ヤ
ケ
併
在
と
考
え

難
い
も
の
も
あ
り
得
よ
う
し
、
ま
た
一
つ
の
ミ
ヤ
ケ
と
数
箇
所
の
イ
ヌ
カ

イ
と
が
関
係
を
も
つ
揚
合
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
と
も
か
く
イ
ヌ
カ
イ

と
ミ
ヤ
ケ
と
の
関
係
は
無
視
し
難
い
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
信
ず
る
。

　
次
に
上
記
諸
例
に
準
じ
て
考
え
得
る
例
を
示
そ
う
。
前
に
続
け
て
第
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

例
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
和
泉
志
日
根
郡
の
条
に
見
え
る
犬
飼
畑
な
る
地
名

と
茅
淳
県
（
ま
た
は
茅
淳
宮
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
茅
淳
県
は
凡
そ
和
泉

国
に
一
致
す
る
と
み
ら
れ
（
宮
は
日
根
郡
と
さ
れ
る
）
、
か
つ
こ
の
県
は

屯
倉
に
準
じ
て
皇
室
の
直
轄
領
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
領
域
内
に
犬

飼
畑
な
る
地
名
の
存
し
た
こ
と
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ば
か
り
で

は
な
い
。
和
泉
志
泉
南
郡
条
に
は
ま
た
河
内
川
県
犬
養
神
祠
の
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
茅
淳
県
に
お
け
る
犬
養
部
は
県
犬
養
氏
の
管

掌
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
県
犬
養
氏
の
県
の
意
味
も
自
ら

明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
姓
氏
録
に
よ
れ
ば
県
犬
養
宿
禰
は
左
京
に
貫

せ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
貫
は
こ
こ
和
泉
国
で
あ
り
、
湖
れ
ば
河
内
国
の
茅

淳
県
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。

　
第
十
一
例
も
そ
の
近
辺
で
あ
る
。
和
泉
志
泉
南
郡
の
条
に
「
箕
土
路
旧
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へ
3
4
）

名
犬
飼
」
と
あ
る
が
、
泉
南
郡
は
和
泉
郡
の
南
を
割
い
て
新
設
さ
れ
た
郡

で
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
も
ま
た
元
来
は
茅
淳
県
の
域
内
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
和
泉
志
に
よ
れ
ば
同
郡
内
に
三
田
の
地
名
も
あ
り
、
こ
れ
も
イ
ヌ

カ
イ
と
ア
ガ
タ
と
の
関
係
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
、
こ
の
犬
飼
の
地
に
は
橘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

諸
兄
の
子
孫
と
称
す
る
三
宅
氏
が
現
に
居
住
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
こ

れ
も
橘
氏
↓
県
犬
養
氏
↓
ミ
ヤ
ケ
・
ア
ガ
タ
と
連
想
し
て
行
く
と
、
元
来

イ
ヌ
カ
イ
と
ア
ガ
タ
と
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
伝
承

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
ミ
ヤ
ケ
と
イ
ヌ
カ
イ
な
る
地
名
が
近
接
し
て
存
す
る
例
（
第
一
～

第
九
）
、
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ
て
考
え
得
る
例
（
第
十
・
第
十
一
）
を
挙

げ
た
が
、
な
お
若
干
参
考
と
な
る
例
を
示
そ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
そ
の
一
は
備
中
国
大
税
負
死
亡
人
帳
で
あ
る
。
同
帳
の
賀
夜
郡
多
気
郷

田
次
里
の
条
に
は
犬
甘
部
首
土
方
な
る
人
名
が
、
ま
た
同
郡
庭
瀬
郷
の
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す
き

に
は
三
宅
里
の
地
名
が
記
載
さ
れ
る
。
田
次
里
は
地
名
辞
書
に
よ
れ
ば
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
づ
ち

在
の
岡
山
県
上
房
郡
賀
陽
町
田
土
・
上
田
土
に
当
る
と
い
い
（
多
気
郷
は

同
町
上
竹
荘
・
下
竹
荘
と
さ
れ
る
）
、
三
宅
里
は
現
在
に
伝
わ
ら
ぬ
が
庭

瀬
郷
は
後
の
賀
陽
郡
庭
瀬
村
、
現
在
の
都
窪
郡
吉
備
町
で
あ
る
か
ら
、
三

宅
里
は
そ
の
近
傍
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
し
た
が
っ
て
田
次
里
と
三
宅
里
は

約
三
十
粁
を
隔
て
る
こ
と
に
な
る
が
、
と
も
あ
れ
同
郡
内
に
犬
甘
を
称
す

る
者
と
三
宅
と
よ
ば
れ
る
土
地
が
併
び
存
在
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

か
つ
て
の
宰
相
犬
養
毅
が
庭
瀬
村
の
出
身
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
前
述
の

如
く
、
こ
の
あ
た
り
に
は
今
で
も
三
宅
姓
が
多
い
こ
と
は
ミ
ヤ
ケ
と
イ
ヌ

カ
イ
と
に
元
来
深
い
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

　
そ
の
二
は
、
大
化
以
後
の
国
衙
と
イ
ヌ
カ
イ
と
の
関
係
で
あ
る
。
国
衙

は
、
そ
の
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
も
と
の
ミ
ヤ
ケ
の
地
に
置
か
れ
た
も
の

が
多
い
か
ら
、
国
衙
所
在
地
の
近
傍
に
イ
ヌ
カ
イ
の
地
名
・
人
名
が
検
出

さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
た
一
箇
の
傍
証
と
な
ろ
う
。
か
か
る
例
は
二
つ

あ
る
。
そ
の
一
例
は
信
濃
国
で
あ
る
、
和
名
抄
同
国
筑
摩
郡
辛
犬
郷
の
地

は
三
代
実
録
仁
和
元
年
四
月
五
日
己
未
条
の
「
信
濃
国
筑
摩
郡
人
辛
犬
甘

秋
子
」
な
る
記
載
に
よ
れ
ば
辛
犬
甘
氏
の
居
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

が
、
こ
こ
は
ま
た
天
武
紀
に
見
え
る
東
間
温
湯
、
す
な
わ
ち
現
今
の
淺
間

温
泉
の
所
在
地
で
あ
り
、
こ
の
温
泉
が
嘗
て
犬
飼
湯
と
い
わ
れ
た
の
も
辛

犬
甘
氏
の
居
地
に
因
ん
だ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
犀
川
を
は
さ
ん
で
対

岸
の
安
曇
郡
に
も
犬
飼
の
地
名
が
現
存
し
、
安
曇
氏
の
祖
神
穂
高
見
命
を

祀
る
穂
高
神
社
の
社
家
が
犬
飼
氏
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は

安
曇
犬
養
氏
の
故
地
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
現
在
の
松
本
市
内
に
あ

っ
た
信
濃
国
衙
の
東
西
に
イ
ヌ
カ
イ
の
地
が
あ
っ
た
、
換
書
す
れ
ば
犬
養

氏
が
居
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
恐
ら
く
国
衙
の
前
身
で
あ
る
ミ
ヤ
ケ
と
の
関

係
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
和
名
抄
信
濃
国
安
曇
郡
高
家
郷
が
ミ
ヤ

ケ
に
準
ず
る
施
設
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
も
注
意
さ

れ
る
。
同
様
の
例
を
下
野
国
に
も
求
め
得
る
。
栃
木
県
上
都
賀
郡
に
犬
飼

村
が
あ
り
、
こ
こ
は
下
野
国
府
の
あ
っ
た
栃
木
市
古
国
府
か
ら
四
～
六
粁

の
地
で
あ
る
。
ま
た
郡
内
に
和
名
抄
に
よ
れ
ば
高
家
郷
が
あ
る
の
は
、
信
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濃
の
揚
合
と
同
様
で
注
目
さ
れ
る
。
以
上
両
国
の
国
衙
が
大
化
前
代
の
ミ

ヤ
ケ
所
在
地
に
お
か
れ
た
と
の
証
拠
は
な
い
が
、
国
衙
の
正
倉
に
せ
よ
ミ

ヤ
ケ
に
せ
よ
地
方
に
お
け
る
政
治
的
ク
ラ
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い

か
ら
、
国
衙
近
辺
に
イ
ヌ
カ
イ
が
求
め
ら
れ
れ
ば
、
こ
れ
を
前
述
の
十
一

例
に
加
味
し
て
イ
ヌ
カ
イ
の
本
来
の
任
務
を
探
求
す
る
補
助
手
段
と
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
る
う
。

　
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
　
、
次
の
如
く

で
あ
る
。

　
（
一
）
　
地
名
ミ
ヤ
ケ
と
地
名
イ
ヌ
カ
イ
と
が
近
接
し
て
現
存
す
る
例
が

　
　
か
な
り
あ
る
。

　
（
二
）
　
地
名
ミ
ヤ
ケ
は
大
化
前
代
の
屯
倉
所
在
地
、
ま
た
地
名
イ
ヌ
カ

　
　
イ
は
犬
養
氏
ま
た
は
犬
養
部
の
居
住
地
と
み
ら
れ
る
。

　
（
三
）
　
そ
れ
故
両
者
が
近
接
併
存
す
る
事
実
は
屯
倉
制
度
と
犬
養
部
創

　
　
設
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
四
）
　
勾
金
橋
宮
の
故
地
に
犬
貝
の
地
名
の
現
存
す
る
こ
と
は
、
書
紀

　
　
編
者
が
犬
養
部
創
設
の
時
期
を
安
閑
朝
に
置
い
た
こ
と
と
無
関
係
で

　
　
は
あ
る
ま
い
。

　
こ
れ
ら
の
要
約
よ
り
す
れ
ば
先
掲
守
衛
説
は
従
来
の
素
朴
な
根
拠
か
ら

脱
し
て
、
か
な
り
信
愚
性
の
高
い
根
拠
を
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
れ
よ
り
し
て
、
安
閑
紀
に
み
え
る
桜
井
田
部
連
・
県
犬
養
連
．

難
波
吉
士
等
そ
れ
ぞ
れ
別
の
屯
倉
の
税
を
掌
っ
た
と
す
る
よ
り
も
、
　
一
屯

倉
の
職
務
を
分
担
し
、
三
者
一
体
と
な
っ
て
一
屯
倉
の
運
営
管
理
に
当
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

た
と
み
る
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
犬
養
部
が
地
方
の
政
治
的
ク
ラ
で
あ
る
屯
倉
に
関

係
を
も
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
当
然
、
中
央
の
政
治
的
ク
ラ
で
あ
る
大
蔵

や
内
蔵
と
の
関
係
も
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
如
何
で
あ
ろ

う
か
。
以
下
に
節
を
改
め
て
こ
れ
を
検
討
し
よ
う
。

第
三
節
　
犬
養
氏
と
大
蔵
・
内
蔵
と
の
関
係

　
犬
養
氏
な
い
し
は
犬
養
部
と
中
央
の
政
治
的
ク
ラ
と
の
関
係
を
直
接
示

す
よ
う
な
史
料
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
国
史
に
は
勿
論
七
・
入
世
紀
の

文
献
に
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
九
世
紀
初
頭

に
成
っ
た
新
撰
姓
氏
録
に
は
こ
の
問
題
の
解
決
の
手
が
か
り
が
あ
る
。
そ

れ
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
姓
氏
録
左
京
神
別
中
に

　
　
県
犬
養
宿
禰
　
神
魂
命
入
世
孫
阿
居
太
都
命
之
後
也

　
　
大
椋
置
始
連
　
県
犬
甘
同
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

と
あ
り
、
同
書
山
城
神
別
に
は

　
　
今
木
連
　
神
魂
命
五
世
孫
阿
麻
乃
西
乎
乃
命
之
後
也

　
　
巨
椋
連
　
今
木
連
同
祖
。
止
与
波
知
命
之
後
也

と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
県
犬
養
氏
は
巨
椋
連
・
大
椋
置
始
連
と
同
祖

と
さ
れ
る
。
巨
椋
・
大
椋
が
い
ず
れ
も
オ
オ
ク
ラ
と
訓
み
、
大
蔵
の
こ
と

で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
か
か
る
同
族
系
譜
は
い
か
に
し
て
生

じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
諸
氏
が
大
蔵
に
勤
務
し
、
そ
の
職
掌
に
お
い
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て
日
常
相
関
渉
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
い
つ
と
は
な
し
に
同
族
と
い
う
伝

え
を
生
ず
る
に
至
っ
た
と
考
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
事
実
上
の
同
族
関
係
を

示
す
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
か
か
る
同
族
同
祖
の
伝
承
の
存
在
そ
の
も

の
に
嘗
て
県
犬
養
氏
が
大
蔵
に
関
係
を
持
っ
た
事
実
を
推
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛

　
大
椋
置
始
連
は
令
制
の
大
蔵
省
被
管
織
部
司
（
正
一
人
、
掌
下
織
二
錦
綾

紬
羅
一
及
雑
染
事
上
）
の
前
身
と
み
な
さ
れ
、
巨
椋
連
は
帰
化
系
の
大
蔵
直

な
ど
大
蔵
関
係
諸
氏
と
適
当
に
職
務
を
分
担
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か

ら
、
こ
れ
ら
と
同
族
と
伝
え
ら
れ
る
県
犬
養
氏
の
職
務
は
前
節
に
お
け
る

考
察
の
結
果
を
援
用
し
て
、
大
化
前
代
の
大
蔵
の
守
衛
に
あ
っ
た
と
想
定

す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
安
閑
天
皇
の
勾
金
橋
宮
の
あ
っ
た
奈

良
県
高
市
郡
金
橋
村
曲
川
の
地
に
犬
貝
の
地
名
が
現
存
す
る
こ
と
は
先
に

紹
介
ず
み
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
安
閑
朝
に
お
い
て
某
犬
養
氏
が
既
に
大

蔵
・
内
蔵
或
は
宮
城
門
の
守
衛
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
（
こ
の
揚
合
県
犬
養
氏
な
ら
宮
城
門
の
守
衛
と
考
え
難
い
こ
と
は
県

犬
養
門
が
奈
良
朝
末
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
み
て
明
ら

か
で
あ
り
、
海
犬
養
氏
な
ら
宮
城
門
の
、
若
犬
養
氏
な
ら
内
蔵
か
宮
城
門

の
守
衛
に
当
っ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
安
曇
犬
養
氏
と
考
え
る
こ
と
は
今
の

と
こ
ろ
で
は
困
難
で
あ
る
。
同
氏
の
名
は
門
号
に
も
残
ら
な
い
し
、
大

蔵
・
内
蔵
と
の
関
係
も
不
明
で
あ
る
か
ら
。
な
お
後
述
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
ま
た
姓
氏
録
和
泉
神
別
に
は

　
　
若
犬
養
宿
禰
　
火
明
命
十
五
世
孫
古
利
命
之
後
也

丹
比
連

石
作
連

津
守
連

網
津
守
連

椋
連

同同同同同
上上上上上

と
み
え
、
若
犬
養
氏
は
椋
連
と
同
祖
と
さ
れ
る
。
椋
が
内
蔵
を
意
味
す
る

こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
先
の
県
犬
養
氏
と
巨
椋
氏
と
の
揚
合
と
同

様
、
こ
こ
は
若
犬
養
氏
と
椋
氏
と
が
、
い
ず
れ
も
内
蔵
の
管
理
の
一
端
を

担
っ
た
事
実
か
ら
、
や
が
て
同
族
系
譜
が
作
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。
か
く
て
若
犬
養
氏
は
内
蔵
（
大
化
前
代
に
は
こ
の
用
字
法
は

な
か
っ
た
が
）
の
守
衛
に
任
じ
た
と
の
推
測
が
可
能
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
さ
て
、
姓
氏
録
一
本
、
河
内
神
別
条
に
「
若
犬
養
宿
禰
　
同
神
（
火
明

命
）
十
六
世
孫
尻
調
根
命
之
後
也
」
と
あ
る
に
つ
い
て
細
井
貞
雄
は
若
犬

養
氏
が
古
く
よ
り
あ
る
県
犬
養
氏
に
継
い
で
奉
仕
し
た
の
に
因
ん
で
「
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

リ
ツ
キ
」
の
名
を
負
っ
た
も
の
と
解
し
た
が
、
こ
れ
は
国
語
学
上
か
ら
は

成
立
し
難
い
説
で
あ
る
。
「
シ
リ
」
に
「
ツ
ク
」
の
意
に
解
す
れ
ば
「
ツ

ク
」
は
力
行
四
段
活
用
の
動
調
で
あ
る
か
ら
（
上
二
段
活
用
と
い
う
説
も

あ
る
が
）
、
そ
纏
用
形
「
。
キ
」
の
「
キ
」
は
当
然
キ
の
甲
類
の
立
・
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
例
、
万
葉
二
十
（
お
。
。
。
。
）
「
阿
加
都
枳
爾
迦
里
（
垢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

着
き
に
か
り
）
」
）
。
し
か
る
に
調
の
「
キ
」
は
「
美
都
奇
」
（
万
葉
二
十

偉
ω
8
）
）
な
ど
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
キ
の
乙
類
の

音
で
あ
る
。
従
っ
て
細
井
説
は
採
用
し
難
い
。
応
神
記
に
「
志
理
都
紀
斗
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売
」
と
い
う
人
名
が
み
え
、
こ
れ
が
旧
事
紀
天
孫
本
紀
の
「
尾
綱
真
若
刀

（
4
5
）

偉
命
」
と
同
一
人
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
か
ら
「
尾
綱
」
は
「
尻
調
」

の
誤
写
と
み
ら
れ
、
ま
た
同
書
に
み
え
る
彼
女
の
兄
「
尻
綱
根
」
も
「
尻

調
根
」
の
誤
写
と
み
て
よ
い
。
こ
の
人
物
は
姓
氏
録
で
若
犬
養
宿
禰
の
祖

と
す
る
も
の
と
同
一
人
と
み
ら
れ
（
天
孫
本
紀
が
火
明
命
の
十
三
世
孫
と

す
る
と
こ
ろ
は
違
う
）
、
し
た
が
っ
て
姓
氏
録
の
他
本
に
「
尻
綱
根
」
と

あ
る
の
も
一
応
は
誤
り
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
天
孫
本
紀
の
諸
本
に
は
ひ
と
つ
と
し
て
「
尻
調
」
と
書
い
た

も
の
は
な
い
。
旧
事
紀
は
偽
書
で
記
紀
を
適
宜
按
排
し
た
も
の
と
云
わ
れ

る
が
、
そ
れ
は
一
般
論
で
、
尾
張
氏
の
系
譜
を
記
し
た
天
孫
本
紀
は
記
紀

と
は
別
系
の
古
い
材
料
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
こ
に

「
尻
調
」
な
る
表
記
の
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
に
も
行

か
ぬ
。
の
み
な
ら
ず
、
人
名
表
記
に
お
い
て
は
記
に
も
誤
り
は
あ
る
の
で

あ
る
（
紀
や
帝
説
の
「
ス
カ
テ
」
皇
女
を
記
は
須
賀
志
呂
と
す
る
が
、
こ

れ
は
代
（
テ
）
を
「
シ
ロ
」
と
誤
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
か
ら
、
慎
重

に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
か
り
に
「
尻
調
」
を
あ
く
ま
で
正
し
い
と
す
る
な
ら
細
井
説
と
は
違
う

解
釈
が
望
ま
れ
る
。
或
は
「
後
ツ
城
」
（
城
は
乙
類
）
な
ど
の
意
で
、
安

閑
二
年
紀
の
備
後
国
後
城
屯
倉
（
後
世
、
備
中
国
後
月
郡
）
の
名
な
ど
に

因
む
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
尻
調
」
に
固
執
し
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
こ
れ
を
「
尻
綱
」
と
み
て
「
シ

リ
ツ
ナ
」
と
よ
み
、
或
る
揚
所
な
り
施
設
や
物
な
り
を
外
界
か
ら
隔
離

し
、
占
有
を
示
す
た
め
に
張
り
廻
ら
し
た
綱
の
こ
と
と
解
せ
ら
れ
る
。

「
尻
久
米
縄
」
（
古
事
記
　
天
岩
戸
段
）
の
語
が
こ
こ
で
想
い
併
さ
れ
る
。

　
前
説
を
と
れ
ば
、
若
犬
養
氏
の
祖
名
は
任
地
に
因
む
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
し
（
地
名
が
祖
名
に
因
む
と
い
う
逆
の
揚
合
も
考
え
ら
れ
る
）
、
後

説
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
職
掌
に
因
む
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の

い
ず
れ
を
と
る
に
せ
よ
若
犬
養
氏
が
屯
倉
な
り
、
ま
た
そ
れ
に
準
ず
る
施

設
な
り
に
関
係
す
る
氏
族
で
あ
る
と
考
え
う
る
か
ら
、
先
掲
守
衛
説
を
補

強
す
る
こ
と
に
こ
そ
な
れ
、
そ
の
成
立
を
妨
げ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
若
犬
養
氏
に
つ
い
て
、
い
ま
一
つ
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
「
若
（
稚
）
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
が
先
行
の
犬
養
氏
に
対
す
る

称
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
が
、
そ
の
先
行
犬
養
氏
と
は
何

氏
で
あ
ろ
う
か
。
安
曇
犬
養
・
海
犬
養
両
氏
は
分
立
以
前
の
元
の
氏
族
名

を
冠
し
て
い
る
が
、
「
若
」
は
元
の
氏
族
名
と
は
解
し
難
い
。
い
っ
ぽ
う
、

県
犬
養
の
県
は
県
造
な
ど
の
県
即
ち
氏
の
名
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な

く
、
先
述
の
如
く
茅
淳
県
に
因
む
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ま
た
分
立
以

前
の
氏
族
名
と
は
解
し
難
い
。
そ
の
上
、
県
犬
養
氏
は
大
蔵
に
、
若
犬
養

氏
は
内
蔵
に
関
係
し
た
氏
族
で
あ
る
こ
と
は
既
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
さ

す
れ
ば
、
若
犬
養
氏
は
県
犬
養
氏
に
対
し
て
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
解
す

る
の
が
隠
当
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
尊
て
別
稿
に
お
い
て
、
大
化
前
代
の
中
央
財
庫
は
古
語
拾

遺
に
い
う
よ
う
に
斎
蔵
・
内
蔵
・
大
蔵
の
順
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
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斎
蔵
の
存
在
は
認
め
ら
れ
ず
、
は
じ
め
に
単
一
の
庫
蔵
が
あ
っ
て
、
そ
れ

を
オ
オ
ク
ラ
と
か
ミ
ク
ラ
と
か
崇
め
て
呼
び
、
五
世
紀
末
雄
略
朝
に
至
っ

て
、
そ
れ
を
大
蔵
と
内
蔵
と
に
分
ち
、
皇
室
の
財
庫
を
独
立
さ
せ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

と
推
定
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
蔵
は
系
譜
的
に
五
世
紀
末
以

前
に
潮
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
内
蔵
は
五
世
紀
末
の
新
設
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
か
よ
う
な
歴
史
的
背
景
と
、
大
蔵
と
県
犬
養
、
内
蔵
と
若
犬
養

と
い
う
関
係
と
を
に
ら
み
合
わ
せ
る
と
、
大
蔵
の
守
衛
制
度
が
早
く
整
備

さ
れ
て
県
犬
養
氏
が
そ
の
任
に
当
り
、
内
蔵
の
そ
れ
が
や
や
お
く
れ
て
、

若
犬
養
氏
が
こ
れ
に
任
じ
た
と
い
う
次
第
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
恐

ら
く
県
犬
養
氏
は
五
世
紀
末
に
大
蔵
に
関
係
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
に
茅
淳
県
の
守
衛
に
当
っ
た
こ
と
か
ら
氏
族
と
し

て
出
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
雄
略
期
以
前
に
お
け
る
茅
淳
県
の
存
在
は

允
恭
紀
の
「
茅
淳
宮
」
か
ら
も
認
め
ら
れ
よ
う
か
ら
、
こ
う
考
え
て
も
大

過
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
若
犬
養
氏
は
五
世
紀
末
内
蔵
分
立
後
程
な
く
新
た

に
内
蔵
に
関
係
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
県
犬

養
・
若
犬
養
に
先
後
関
係
を
認
め
る
と
大
蔵
・
内
蔵
の
先
後
と
よ
く
合
致

す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
右
の
よ
う
に
犬
養
と
中
央
の
政
治
的
ク
ラ
に
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
山
背
国
愛
宕
郡
計
帳

に　
戸
主
秦
倉
人
奈
世
麻
呂
戸

　
　
ー
（
中
略
）
1

　
　
別
項

　
　
ー
ρ
中
略
）
1

　
　
犬
甘
志
奈
布
売
　
年
漆
拾
弐
才
　
脅
女
、
死
天
平
四
年
五
月
十
日

と
あ
る
の
も
一
証
と
し
て
迫
加
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
倉
人
が
大

化
前
代
の
ク
ラ
の
下
級
官
人
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
証

　
　
　
　
　
（
4
8
）

明
さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
倉
人
と
無
姓
の
犬
養
（
こ
こ
は
犬
甘
）
と
の

間
に
は
先
に
み
た
県
犬
養
氏
と
巨
椋
氏
、
若
犬
養
氏
と
椋
氏
の
関
係
に
類

す
る
結
び
付
き
を
生
じ
や
す
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
も

そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。

　
即
ち
ク
ラ
と
イ
ヌ
カ
イ
の
間
に
は
上
級
伴
造
・
下
級
官
人
そ
れ
ぞ
れ
に

同
族
伝
承
な
い
し
日
常
生
活
に
お
け
る
深
い
か
か
わ
り
合
い
を
生
じ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
て
犬
養
氏
の
う
ち
県
犬
養
氏
は
大
化
前
代
の
大
蔵
の
、
ま
た
若
犬

養
氏
は
内
蔵
の
守
衛
に
任
じ
た
こ
と
、
無
姓
の
犬
甘
が
、
そ
れ
ら
の
伴
造

に
属
し
倉
人
と
と
も
に
大
蔵
・
内
蔵
に
勤
務
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
が

推
測
さ
れ
る
。
犬
養
氏
の
任
と
し
て
は
安
閑
紀
に
屯
倉
の
税
を
掌
る
と
み

え
た
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
屯
倉
の
守
衛
、
さ
ら
に
は
中
央
の
大

蔵
・
内
蔵
の
守
衛
を
も
そ
の
任
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
安
曇
犬
養
・
海
犬
養
両
氏
に
つ
い
て
は
、
先
に
み
た
如
く
屯
倉
に
関
係

が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
大
蔵
・
内
蔵
の
守
衛
に
当
っ
た
と
推
測
す

べ
き
徴
証
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
両
氏
の
差
は
後
者
だ
け
が

宮
城
門
の
守
衛
に
当
っ
た
点
に
あ
る
が
、
こ
の
点
は
県
犬
養
氏
と
若
犬
養
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犬養氏および犬養部の研究

氏
と
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
後
節
を
侯
た
ず
し
て
既
に
明
ら
か
で
あ
る

し
、
大
化
前
代
に
お
い
て
は
安
曇
連
が
安
曇
部
の
み
な
ら
ず
海
部
を
も
総

轄
し
た
ら
し
く
、
海
部
の
地
方
的
伴
造
と
み
ら
れ
る
海
部
直
や
海
部
首
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
が
知
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
海
部
連
な
る
氏
族
は
存
在
し
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
か
ら
、
安
曇
部
の
一
部
を
割
い
て
犬
養
部
を
設
け
た
と
き
、

そ
の
伴
造
と
し
て
安
曇
犬
養
連
が
任
命
さ
れ
、
さ
ら
に
、
海
部
を
割
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

犬
養
部
を
創
設
し
た
と
き
、
安
曇
連
の
一
族
を
そ
の
伴
造
た
る
海
犬
養
連

と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
海
氏
の
伴
造
に
連
姓
が
な
く
、
ま
た
知
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

れ
る
限
り
で
は
海
部
直
は
安
曇
連
と
は
別
系
で
あ
り
、
海
犬
養
氏
の
本
氏

は
安
曇
連
で
あ
る
か
ら
、
安
曇
犬
養
氏
が
海
犬
養
氏
に
先
行
す
る
も
の
で

あ
る
と
み
て
支
障
は
な
か
ろ
う
。

　
果
し
て
し
か
ら
ば
、
県
犬
養
氏
に
お
く
れ
て
出
発
し
た
若
犬
養
氏
、
同

じ
く
安
曇
犬
養
氏
よ
り
お
く
れ
た
海
犬
養
氏
と
、
こ
の
両
氏
が
共
に
宮
城

門
の
守
衛
に
任
じ
、
そ
の
氏
の
名
を
門
号
に
残
し
た
の
に
対
し
て
、
か
れ

ら
に
そ
れ
ぞ
れ
先
行
す
る
二
氏
は
と
も
に
宮
城
門
に
は
関
係
を
持
た
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。

第
四
節
　
犬
養
氏
と
宮
城
門
と
の
関
係

　
犬
養
氏
の
職
掌
と
し
て
最
も
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
宮
城
門
の
守
衛
で

あ
ろ
う
。
宮
城
十
二
門
号
の
研
究
が
近
年
薯
る
し
く
進
歩
し
、
力
作
が
次

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

々
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
な
お
記
憶
に
新
た
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
前
節
の
考
察
を
も
と
に
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
犬
養
氏
に
因
む
門
号
と
し
て
は
海
犬
養
門
（
後
の
安
嘉
門
）
・
若
犬
養

門
（
後
の
皇
嘉
門
）
が
大
化
以
後
引
き
続
き
存
し
た
が
、
安
曇
犬
養
門
は

な
く
、
県
犬
養
門
は
奈
良
末
～
平
安
初
の
一
時
期
存
し
た
が
、
そ
の
前
後

に
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
県
犬
養
門
に
つ
い
て
佐
伯
有
清
は

県
犬
養
橘
宿
禰
三
千
代
を
母
に
も
つ
橘
諸
兄
が
奈
良
末
、
母
姓
を
顕
わ
そ

う
と
謀
り
、
伝
統
あ
る
十
二
門
号
の
中
へ
無
理
に
県
犬
養
門
を
割
り
込
ま

せ
た
が
、
橘
氏
の
勢
力
が
失
わ
れ
る
と
や
が
て
県
犬
養
門
は
排
除
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

旧
門
号
に
復
し
た
と
説
く
。
こ
れ
は
ま
ず
確
か
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か

ら
、
し
た
が
っ
て
大
化
前
代
に
お
い
て
安
曇
犬
養
氏
や
県
犬
養
氏
が
積
極

的
に
宮
城
門
守
衛
に
当
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。

　
姓
氏
録
に
よ
れ
ば
海
犬
養
氏
は
（
平
安
）
右
京
に
貫
せ
ら
れ
る
が
、
安

曇
犬
養
氏
は
摂
津
に
居
住
す
る
。
海
犬
養
氏
は
奈
良
朝
に
は
平
城
京
に
、

そ
れ
以
前
に
は
藤
原
京
に
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
か
ら
中
央
に
進
出
し
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
安
曇
犬
養
氏
は
畿
内
で
は
摂
津
に
止
ま
っ

て
中
央
に
進
出
し
な
か
っ
た
と
解
せ
ら
れ
、
そ
れ
故
、
そ
の
氏
名
を
門
号

に
留
め
る
機
縁
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
県
犬
養
氏
が
早
く
よ
り
中
央
に
進
出
し
た
こ
と
は
上
来

み
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
何
故
宮
城
門
に
関
係
を
も
た
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
犬
養
氏
と
の
対
比
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
考
え

て
み
よ
う
。
県
犬
養
氏
の
本
貫
が
河
内
（
後
の
和
泉
を
含
め
て
）
で
あ
ろ

う
こ
と
は
先
に
和
泉
志
を
引
い
て
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
続
後
紀
承
和

元
年
九
月
辛
酉
条
に
「
河
内
国
古
布
郡
人
従
六
位
下
県
犬
養
宿
禰
小
成
、
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改
二
本
居
一
貫
一
一
附
右
京
一
条
こ
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
そ
し
て

県
犬
養
の
県
が
本
来
茅
淳
県
に
因
む
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
も
既
に
述
べ
た

通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
県
犬
養
氏
は
安
閑
紀
に
既
に
み
え
、
若
犬
養
氏

よ
り
古
い
氏
と
考
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
分
布
状
態
を
み
て
も
犬
養

諸
氏
の
う
ち
最
も
広
く
各
地
に
拡
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
犬
養
の
分

布
に
つ
い
て
は
次
章
第
一
節
参
照
）
。

　
以
上
の
諸
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
県
犬
養
氏
は
犬
養
部
の
制
度
を
定

め
た
当
初
か
ら
云
わ
ば
こ
の
制
度
に
密
着
し
て
発
展
を
遂
げ
、
さ
ら
に
は

中
央
の
大
蔵
に
も
関
係
を
も
っ
た
氏
な
の
で
あ
る
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も

そ
の
本
来
の
職
掌
は
県
や
屯
倉
な
ど
地
方
の
政
治
的
ク
ラ
（
そ
れ
が
畿
内

に
あ
っ
て
も
大
蔵
・
内
蔵
以
外
は
地
方
の
ク
ラ
で
あ
る
）
の
守
衛
で
あ
っ

た
。　

い
っ
ぼ
う
若
犬
養
氏
は
県
犬
養
氏
よ
り
お
く
れ
て
出
発
し
た
た
め
、
地

方
の
政
治
的
ク
ラ
の
守
衛
に
関
し
て
は
立
ち
お
く
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
は

容
易
で
な
か
っ
た
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
若
犬
養
氏
は
積
極
的
に
他
の
分
野

に
進
出
し
よ
う
と
計
っ
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
全
く
異
質
の
仕
事
で
は
困

る
。
成
る
べ
く
は
守
衛
の
職
が
望
ま
し
い
。
そ
こ
で
眼
を
つ
け
た
の
が
宮

城
門
の
守
衛
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
屯
倉
の
防
衛
と
本
質
的
に
異
な
る
も
の

で
は
な
い
か
ら
転
身
は
容
易
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
（
海
犬
養
氏
に
つ
い
て

も
事
情
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
。

　
こ
の
よ
う
に
推
老
し
て
よ
け
れ
ば
、
県
犬
養
氏
が
そ
の
名
を
宮
城
門
号

に
残
さ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
若
犬
養
氏
が
そ
の
名
を
門
号
に
留
め
た
こ
と

も
、
極
め
て
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
解
釈
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
た
と
え

ば
海
犬
養
・
若
犬
養
は
そ
の
は
じ
め
か
ら
宮
城
門
の
守
衛
を
本
職
と
し
た

の
で
あ
る
と
。
だ
が
、
こ
れ
は
海
犬
養
氏
の
一
本
居
筑
前
国
那
珂
郡
海
部

郷
（
福
岡
市
犬
養
）
と
那
津
官
家
と
の
関
係
、
葛
木
稚
犬
養
連
網
田
と

葛
城
屯
宅
や
葛
城
御
県
と
の
関
係
な
ど
を
想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成

立
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
第
二
章
第
三
節
参
照
）
。

　
か
く
し
て
そ
の
出
発
に
お
い
て
立
ち
お
く
れ
た
海
犬
養
・
若
犬
養
両
氏

は
積
極
的
に
宮
城
門
守
衛
と
い
う
、
新
た
な
職
域
を
開
拓
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
揚
合
県
犬
養
氏
ら
に
抑
え
ら
れ
て
充
分
伸
び
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
面
と
、
犬
養
部
の
制
度
そ
の
も
の
が
あ
ま
り
発
展
し
な
か
っ
た
と
い

う
面
と
、
そ
の
爾
面
を
考
慮
し
て
お
く
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。
犬
養
部

の
制
度
が
充
分
発
逮
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
が
大
化
以
後
の
官
制
の

う
ち
に
そ
の
片
鱗
す
ら
窺
え
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
も
想
像
で
き
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
章
で
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

第
五
節
　
犬
養
氏
と
神
社
と
の
関
係

　
神
社
と
い
え
ば
社
頭
に
一
対
の
狛
犬
を
見
か
け
る
こ
と
が
多
い
が
、
狛

犬
は
神
域
を
守
る
番
犬
な
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
犬
養
と
神
社
と
の

関
係
如
何
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
狛
犬
の
起
源
に
つ
い
て
は
古
来

諸
説
が
あ
っ
て
分
明
を
欠
く
が
、
そ
れ
は
姑
く
措
い
て
、
ま
ず
私
見
を
述

べ
る
こ
と
に
す
る
。
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犬養氏および犬養部の研究

　
犬
養
木
堂
全
集
に
よ
れ
ば
岡
山
県
吉
備
津
神
社
の
南
門
を
随
身
門
と
も

い
う
が
、
そ
こ
に
は
犬
養
健
命
と
中
田
古
名
命
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
い

（
5
2
）

う
。
随
身
門
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
の
両
神
が
主
神
吉
備
津
彦
命
の
随
身
、

即
ち
護
衛
に
当
る
神
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
い
ま
中
田
古
名
命
に

つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
犬
養
健
命
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

に
考
察
し
て
来
た
と
こ
ろ
よ
り
し
て
当
然
犬
養
を
率
い
て
神
社
の
守
衛
に

任
じ
た
神
と
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
神
社
を
守
る
の
に
犬

を
用
い
た
事
実
が
あ
り
、
そ
の
統
領
が
神
格
化
さ
れ
て
随
身
門
に
祀
ら
れ

る
に
至
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
こ
う
し
て
神
社
の
主
体
は
古
く
は

社
殿
で
は
な
く
神
庫
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
揚
合
が
あ
り
、
神
庫
は
さ
ら

に
湖
れ
ば
古
体
共
同
体
の
共
有
倉
庫
に
起
源
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
犬

を
用
い
て
こ
れ
を
守
衛
す
る
こ
と
も
そ
の
こ
ろ
よ
り
あ
っ
た
こ
と
と
し
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。
か
く
て
犬
養
部
の
創
設
に
先
だ
っ
て
古
く
よ
り
犬
を

使
っ
て
ク
ラ
を
守
る
習
慣
の
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
犬
養
部
制
度

の
創
設
は
か
か
る
古
習
を
大
和
朝
廷
の
政
治
的
ク
ラ
の
守
衛
に
応
用
す
る

試
み
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
群
馬
県
富
岡
市
一
ノ
宮
の
貫
前
神
社
の
裏
手
を
流
れ
る
高
田
川
に
犬
飼

橋
が
あ
り
、
今
で
も
そ
こ
で
川
瀬
神
事
が
執
り
行
な
わ
れ
る
由
で
あ
る

が
、
こ
れ
も
ま
た
犬
飼
と
神
社
と
の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
。
と
く
に
犬

飼
の
名
が
地
名
と
し
て
は
残
ら
ず
、
橋
の
名
に
の
み
残
っ
て
い
る
の
は
、

橋
の
機
能
か
ら
考
え
て
も
か
つ
て
犬
飼
が
そ
こ
を
守
っ
た
と
い
う
事
実
の

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
二
例
に
よ
り
、
犬
養
と
神
社
に
は
犬
養
部
制
創
設
以
前
か
ら
関
係

の
あ
っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
右
の
よ
う
な
古
習
が
大
和

朝
廷
の
政
治
的
ク
ラ
に
応
さ
れ
る
に
至
っ
た
機
縁
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
既
に
一
言
し
た
如
く
地
名
イ
ヌ
カ
イ
と
ミ
ヤ
ケ
に
は
ソ
ガ
と
い
う
地

名
も
ま
た
関
係
が
あ
る
ら
し
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
蘇
我
氏
が
欽
明
朝
に
お

い
て
吉
備
地
方
に
積
極
的
な
屯
倉
経
営
を
行
な
っ
た
際
、
こ
の
地
方
の
大

社
で
あ
る
吉
備
津
神
社
に
古
く
か
ら
あ
る
番
犬
の
習
慣
に
注
目
し
、
そ
れ

を
屯
倉
守
衛
に
応
用
し
、
や
が
て
こ
れ
を
制
度
化
し
て
犬
養
部
を
設
定
し

た
と
想
像
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。
安
閑
紀
に
屯
倉
が
大
量
に
設
置
さ
れ

た
記
事
が
あ
る
の
は
、
各
種
の
材
料
を
ま
と
め
て
記
さ
れ
た
も
の
と
も
考

え
う
る
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
前
後
に
屯
倉
が
急
増
し
た
こ
と
は
事
実
と

思
わ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
新
し
い
屯
倉
に
新
し
い
管
理
方
式
が
導
入
さ

れ
た
こ
と
も
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
安
閑
紀
の
犬
養
部
創
設
の

記
事
も
か
か
る
新
管
理
方
式
の
一
部
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
な
お
（
安
閑
・
宣
化
朝
と
欽
明
朝
は
年
代
的
に
重
複
す
る

ら
し
い
か
ら
、
書
紀
に
安
閑
朝
の
こ
と
と
あ
っ
て
も
立
論
の
妨
げ
と
は
な

ら
な
い
し
、
ま
し
て
や
書
紀
に
記
す
犬
養
部
設
置
の
年
時
が
絶
対
的
な
も

の
で
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
先
に
県
犬
養
氏
は
五
世
紀
末
に
は
大

蔵
に
関
係
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
論
じ
た
こ
と
と
、
年
代
的
に
や
や
ず
れ

る
こ
と
に
な
り
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
中
央
の
ク
ラ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
守
衛
の
制
が
五
世
紀
末
以
降
次
第
に
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整
え
ら
れ
た
が
、
地
方
の
ク
ラ
に
つ
い
て
は
制
度
化
が
お
く
れ
た
。
や
が

て
六
世
紀
に
入
り
屯
倉
が
短
期
間
に
大
量
に
設
置
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
そ

の
守
衛
制
度
が
あ
ら
た
め
て
問
題
と
な
り
、
こ
こ
に
全
国
的
な
規
模
で
犬

養
部
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
。
一
般
に
某
部
を
定
め
た
と
い
う
揚

合
、
安
閑
紀
の
前
後
で
は
そ
れ
が
名
代
子
代
な
ら
「
為
レ
某
置
二
某
部
こ

「
置
二
某
部
二
、
職
業
部
な
ら
「
科
レ
某
置
稟
部
二
、
或
は
「
置
二
某
部
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

な
ど
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
犬
養
部
の
場
合
は
「
詔
置
二
国
国
犬

養
部
一
」
と
あ
り
、
こ
の
書
き
ざ
ま
は
他
に
例
が
な
い
。
こ
れ
は
設
置
の

場
所
が
国
国
つ
ま
り
地
方
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
、
地
方
に
重

点
を
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
右
の
推
測
を
支
持
す
る
材
料
と
さ
れ
よ

う
。　

さ
て
、
こ
こ
で
狛
犬
の
こ
と
に
つ
い
て
老
え
て
み
よ
う
。
犬
養
と
神
社
と

の
関
係
が
右
に
見
て
来
た
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
日
社
頭
に
置
か
れ

る
狛
犬
は
響
て
犬
が
神
祉
の
番
犬
と
し
て
使
わ
れ
た
名
残
と
考
え
る
の
が

最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
今
日
こ
れ
を
狛
犬
と
い
う
の
は
、
遠
く
エ
ジ

プ
ト
・
ペ
ル
シ
ア
・
イ
ン
ド
で
獅
子
形
の
置
物
を
置
く
風
習
が
、
中
国
・

半
島
（
コ
マ
）
を
経
て
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
が
わ
が
犬
養
部
の
制
の

廃
れ
た
後
に
、
犬
形
の
置
物
と
し
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
狛
犬
像
は
社
頭
ば
か
り
で
な
く
宮
中
に
も
置
か
れ
た
。
延
喜

左
衛
門
式
に
「
凡
大
儀
之
日
、
居
二
兜
像
於
会
昌
門
左
叩
事
畢
返
二
収
本

　
　
　
　
　
（
5
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

府
叩
右
府
居
レ
右
」
と
み
え
る
兜
像
が
そ
れ
で
あ
る
し
、
宇
津
保
物
語
吹
上

　
　
　
　
（
5
4
）
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

類
聚
雑
要
抄
四
、
建
暦
御
記
、
文
安
御
即
位
調
度
図
に
も
み
え
、
降
っ
て

　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

江
戸
時
代
の
即
位
図
に
も
紫
震
殿
の
南
正
面
に
当
る
承
明
門
の
内
に
伴
・

佐
伯
と
と
も
に
銅
犬
（
先
の
兜
像
に
相
当
す
る
）
が
左
右
に
向
い
合
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

置
か
れ
て
い
る
。
清
涼
殿
内
に
も
獅
子
形
の
鎭
子
が
お
か
れ
た
。
こ
れ
ら

は
純
粋
に
外
来
の
風
習
と
は
い
え
な
い
も
の
で
、
古
く
大
化
前
代
に
お
い

て
犬
が
神
社
や
屯
倉
や
大
蔵
・
内
蔵
・
宮
城
門
の
守
衛
の
た
め
に
駆
使
さ

れ
た
伝
統
と
外
来
風
俗
と
の
融
合
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、
犬
養
と
隼
人
と
の
関
係
も
問
題
と
な
ろ

う
。
衛
門
府
の
被
管
に
隼
人
司
が
あ
る
こ
と
、
衛
門
府
は
大
化
前
代
に
は

大
伴
氏
が
奉
仕
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
先
掲
左
衛
門
式
に
み
え
る

規
定
も
衛
門
府
と
隼
人
司
と
の
関
係
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
狗
映
を
も
っ

て
奉
仕
し
た
隼
人
の
か
わ
り
に
兜
像
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
江
戸
時

代
に
も
伴
・
佐
伯
と
銅
犬
が
即
位
式
に
は
登
揚
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
隼
人
は
何
時
頃
か
ら
狗
吠
を
以
て
朝
廷
に
仕
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
紀
に
は
早
く
か
ら
隼
人
の
帰
服
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
一
定
の
任
務
を
以
て
朝
廷
に
仕
え
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
そ
れ
程
古
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
犬
養
部
の
制
が
そ
の
後

発
達
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
令
制
に
こ
れ
が
残
影
を
全
く
と
ど

め
な
い
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
が
、
か
か
る
情
勢
が
大
化
直
前
に
は
か
な

り
は
っ
き
り
し
て
犬
養
部
の
制
は
す
た
れ
る
一
方
、
こ
れ
ま
で
の
犬
に
代

り
、
当
時
賎
蔑
視
さ
れ
て
い
た
隼
人
が
狗
吠
を
強
制
さ
れ
、
こ
れ
が
令
制

に
継
受
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
後
節
参
照
）
。

　
な
お
、
犬
養
部
の
制
が
衰
滅
に
帰
し
た
理
由
は
、
七
世
紀
以
降
、
積
極
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的
に
中
国
法
を
輸
入
し
、
律
令
制
度
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
段
階
に
な
る

と
、
犬
を
使
っ
て
官
衙
・
庫
蔵
・
宮
城
門
等
を
守
衛
す
る
制
度
そ
の
も
の

が
如
何
に
も
幼
稚
で
、
改
革
指
導
者
等
の
趣
味
に
合
わ
な
く
な
り
、
自
然

こ
れ
が
軽
視
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
、
新
た
な
軍
事
組
織
が
構
想
せ
ら
れ
る
に

至
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
〔
註
〕

　
（
1
）
　
平
田
篤
胤
全
集
八
「
古
史
伝
十
二
」
（
O
』
O
）
お
よ
び
「
同
十
九
」
（
P

　
　
ω
刈
。

　
（
2
）
　
原
本
・
写
本
を
見
る
暇
が
な
か
っ
た
の
で
「
古
事
類
苑
官
位
部
三
」
所
引

　
　
の
も
の
に
よ
っ
た
。

（（（　（（（（15　14　13　12　11　10　9

）））　））））
A A　 A8765
））））

　A43
）　）

同
書
上
（
o
。
袋
㎝
）

同
書
（
℃
』
①
①
し
。
）

同
書
（
P
H
謡
）

同
書
（
℃
°
溝
G
。
q
）

同
書
一
（
喝
．
ω
り
）

国
民
精
神
文
化
研
究
所
本
申

同
書
（
℃
．
一
潔
）

同
書
（
弓
．
　
　
）

同
書
二
　
（
P
膳
Q
。
O
）

同
書
正
編
（
℃
」
㊤
。
。
）

同
書
2
（
唱
。
潜
o
。
）

註
（
1
1
）
に
同
じ
。

註
（
1
2
）
に
同
じ
。

（
娼
゜
b
。
①
ω
）

（
1
6
）
　
職
員
令
義
解
（
ロ
゜
卜
㎝
）

（
1
7
）
　
佐
伯
有
清
「
新
撰
姓
氏
録
の
研
究

　
に
つ
い
て
は
本
書
に
よ
る
）

A27
）

（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（
26　25　24　23　22　21　20　19　18
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）

本
文
篇
」
（
℃
』
ω
㎝
）
（
以
下
姓
氏
録

栗
田
「
考
証
」
下
（
℃
°
Q
。
卜
。
㎝
）

「
新
訂
増
補
　
国
史
大
系
　
第
二
十
七
巻
」
（
づ
．
①
）

神
名
式
下
「
筑
前
国
那
珂
郡
　
住
吉
神
三
座
並
名
神
大
」
と
あ
る
。

「
国
史
大
系
第
二
十
六
巻
」
延
喜
式
（
ロ
』
刈
①
）

同
書
（
P
刈
G
。
o
。
）

和
名
抄
で
宗
我
部
郷
と
み
え
る
地
。

註
（
2
2
）
に
同
じ
。

同
書
折
込
地
質
図
お
よ
び
喝
゜
念
軸
～
念
ω

同
右
お
よ
び
喝
．
爵
O

本
学
文
学
部
哲
学
科
の
教
授
で
、
本
年
三
月
停
年
退
職
さ
れ
た
三
宅
剛
一

　
氏
は
こ
の
あ
た
り
の
御
出
身
で
あ
る
と
い
う
（
同
郡
鴨
方
町
益
坂
）
。

（
2
8
）
　
大
和
地
名
研
究
所
編
。
（
正
編
昭
2
7
、
続
編
昭
3
4
。
）

（
2
9
）
　
こ
の
場
合
、
姓
氏
録
右
京
神
別
下
で
坂
合
部
宿
禰
と
阿
多
御
手
犬
養
と
が

　
同
族
と
さ
れ
、
し
か
も
坂
合
部
、
阿
多
が
と
も
に
宇
智
郡
の
地
名
で
あ
る
こ
と

　
が
注
目
さ
れ
る
。
大
阿
太
町
西
阿
田
に
「
宮
ケ
」
の
地
名
が
あ
り
、
阿
多
御
手

　
犬
養
は
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

A35
）

（　　（　　（　　（
33　32　31　30
）　　）　　）　　）

大
日
本
地
誌
大
系
所
収
「
五
畿
内
志
」

大
日
本
地
名
辞
書
（
℃
．
b
。
Q
。
目
）

前
掲
五
畿
内
志
（
唱
．
卜
。
課
）

　
　
〃
　
　
　
（
唱
゜
謡
b
。
）

　
　
〃
　
　
　
（
唱
』
㎝
O
）

（
娼
」
刈
O
）
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（
3
5
）
　
若
尾
五
雄
「
犬
飼
と
い
う
地
名
」
（
地
名
学
研
究
一
）

（
3
6
）
　
寧
楽
遺
文
上
（
唱
゜
ω
H
O
）

（
3
7
）
　
天
武
紀
十
四
年
十
月
壬
午
条

（
3
8
）
　
桜
井
田
部
連
は
労
働
力
と
し
て
の
田
部
を
、
県
犬
養
連
は
屯
倉
の
守
衛

　
を
、
難
波
吉
士
は
出
納
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
掌
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
太
田
亮
は
彼

　
ら
を
中
央
に
あ
っ
て
地
方
に
お
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
が
、
具
体
的
な

　
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

A　　A4443
）　　）

（　　（　　（　　（
42　41　40　39
）　　）　　）　　）

前
掲
書
（
O
°
N
ド
o
◎
～
b
の
H
㊤
）

同
右
（
唱
．
　
b
o
ω
り
～
M
溝
O
）

同
右
（
切
．
卜
o
刈
①
～
b
o
刈
『
）

同
右
（
7
卜
。
①
①
）
参
照

栗
田
「
考
証
下
」
（
b
．
一
8
q
）
に
引
く
も
の
に
よ
る
。

日
本
古
典
文
学
大
系
「
万
藥
集
一
」
（
℃
°
6
。
日
～
ω
①
）
解
説
の
音
韻
・
文
法

　
の
項
を
参
看
し
た
。

（
4
5
）
　
鎌
田
純
一
「
先
代
旧
事
本
紀
の
研
究
校
本
の
部
」
（
や
H
認
）

（
4
6
）
　
拙
稿
「
大
和
国
家
の
財
政
」
（
東
京
大
学
出
版
会
　
日
本
経
済
史
大
系
1

　
古
代
所
収
）

　
　
な
お
、
大
蔵
の
成
立
を
安
閑
紀
の
屯
倉
大
量
設
置
の
記
事
と
の
関
係
さ
せ
て

　
六
世
紀
初
頭
と
す
る
説
が
あ
る
（
井
上
辰
雄
「
政
治
上
よ
り
見
た
る
屯
倉
制
の

　
発
展
」
（
古
代
史
講
座
8
b
°
一
雷
）
が
、
大
蔵
の
成
立
は
そ
れ
以
前
と
考
え
ら

　
れ
る
。

（
4
7
）
　
寧
楽
遺
文
上
（
O
．
罵
㊤
～
H
°
。
O
）

（
4
8
）
　
直
木
孝
次
郎
「
人
制
の
研
究
」
（
「
日
本
古
代
国
家
の
構
造
」
所
収
）

（
4
9
）
　
た
と
え
ば
丹
後
の
海
部
直
は
火
明
命
の
後
と
伝
え
る
（
海
部
氏
系
図
）
。

（
5
0
）
　
井
上
薫
「
宮
城
十
二
門
号
と
乙
巳
の
変
」
（
「
続
日
本
紀
研
究
一
ー
七
」
）
、

　
山
田
英
雄
「
宮
城
十
二
門
号
に
つ
い
て
」
（
「
続
日
本
紀
研
究
一
ー
｝
○
」
）
、
佐

　
伯
有
清
「
宮
城
十
二
門
号
と
古
代
天
皇
近
侍
氏
族
」
（
「
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
・

　
研
究
編
」
所
収
）
等
。

（
5
1
）
　
佐
伯
前
掲
論
文
。
参
考
の
た
め
、
門
号
の
変
遷
を
示
す
と
左
の
如
く
で
あ

　
る
（
同
書
（
℃
°
瞳
O
）
。

　　

@
（
藤
原
宮
平
城
宮
）
（
弘
仁
式
）
（
轟
式
）
（
響
式
）

麺
…
観
舳
部
ツ
鰐
艦
“
識
撮
衡
甜

（
5
1
）
　
同
書
上
（
℃
¶
念
o
。
）

（
5
2
）
　
国
史
大
系
本
（
O
°
㊤
①
9
。
）

（
5
3
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
本
（
b
°
卜
。
母
）
「
大
な
る
銀
の
狛
犬
」
を
お
産

　
の
と
き
の
魔
除
け
に
置
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
5
4
）
　
群
書
類
従
所
収
。
第
廿
六
輯
（
P
q
緯
）
「
師
子
。
胡
摩
犬
」
と
し
て
、

　
絵
を
掲
げ
る
。

（
5
5
）
　
「
禁
秘
抄
」
と
も
。
類
従
第
廿
六
輯
（
P
ω
謡
）
。
「
師
子
。
狛
犬
」
が
清

　
涼
殿
の
帳
前
の
南
北
に
あ
る
と
み
え
る
。

（
5
6
）
　
類
従
第
七
輯
（
や
目
嵩
）
「
狛
犬
形
（
以
レ
銅
鋳
レ
之
。
有
二
銅
座
一
。
如
二

　
盤
石
一
。
前
有
二
銅
柱
一
。
一
尺
余
）
」
と
あ
る
。

（
5
7
）
　
吉
川
弘
文
館
「
国
史
大
辞
典
」
付
図

（
5
8
）
註
（
5
5
）
参
照
。
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犬養氏および犬養部の研究

第
二
章
　
犬
養
部
の
構
造

第
一
節
　
犬
養
氏
と
犬
養
部
と
の
関
係

　
ひ
と
く
ち
に
犬
養
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
有
姓
の
も
の
（
伴
造
ク
ラ

ス
）
あ
り
、
無
姓
の
も
の
（
令
制
の
伴
部
に
相
当
す
る
下
級
伴
造
で
あ
ろ

う
）
あ
り
、
ま
た
部
姓
の
も
の
も
あ
っ
て
、
そ
の
種
類
は
か
な
り
多
い
か

ら
、
ま
ず
そ
れ
ら
を
分
類
列
挙
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
〔
有
姓
の
犬
養
〕
　
（
一
）
　
県
犬
養
運
（
犬
甘
と
も
、
後
宿
禰
姓
。
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
じ
）
安
閑
紀
・
姓
氏
録
そ
の
他
。
（
二
）
　
若
（
稚
）
犬
養
連
　
皇
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
・
姓
氏
録
そ
の
他
。
（
三
）
　
阿
（
安
）
曇
犬
養
連
（
宿
禰
姓
見
え
ず
）

姓
氏
録
。
（
四
）
　
海
犬
養
連
　
皇
極
紀
そ
の
他
。

　
〔
無
姓
の
犬
養
〕
　
（
一
）
　
犬
養
（
犬
甘
と
も
）
山
背
計
帳
・
姓
氏
録
そ

の
他
。
（
二
）
海
犬
養
　
続
紀
・
河
内
国
大
税
負
死
亡
人
帳
・
姓
氏
録
。

（
三
）
　
阿
多
御
手
犬
養
　
姓
氏
録
。
（
四
）
辛
犬
甘
三
代
実
録
。
（
（
五
）

犬
甘
部
首
）

　
〔
部
姓
の
犬
養
〕
　
犬
養
（
甘
）
部
　
御
野
国
戸
籍
・
続
紀

　
〔
有
姓
で
も
無
姓
の
も
の
と
同
ク
ラ
ス
の
犬
養
〕
　
犬
甘
部
首
　
備
中
国

大
税
負
死
亡
人
帳

（
備
考
）

　
＊
　
古
文
書
に
は
県
犬
養
（
甘
）
と
の
み
あ
つ
て
姓
の
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
こ

　
れ
は
姓
を
省
略
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

、
、
　
葛
木
の
地
名
を
冠
し
た
も
の
も
あ
る
。
な
お
犬
養
連
（
宿
禰
）
と
い
う
例
が

　
壬
申
紀
．
霊
異
記
に
各
一
例
あ
る
が
、
古
文
書
に
県
犬
養
宿
彌
古
麻
呂
が
犬
養

　
宿
禰
古
万
呂
と
記
さ
れ
た
例
も
あ
る
の
で
、
本
来
は
某
犬
養
連
（
宿
禰
）
と
あ

　
　
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

巽
菅
　
実
際
に
人
名
の
知
ら
れ
る
例
は
な
い
。

　
さ
て
右
に
掲
げ
た
犬
養
氏
の
表
を
み
る
に
、
最
後
の
犬
甘
部
首
は
有
姓

で
は
あ
る
が
、
ま
た
部
を
も
称
し
て
い
る
か
ら
、
ほ
ぼ
無
姓
の
も
の
と
同

ク
ラ
ス
と
考
う
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
犬
養
は
、
（
一
）
有
姓
、

（
二
）
無
姓
、
（
三
舘
部
姓
の
三
種
に
大
別
で
き
る
。
（
一
）
は
上
級
伴
造
、

（
二
）
は
下
級
伴
造
、
（
三
）
は
部
民
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
上
級
伴
造
が
四
氏
を
数
え
る
の
に
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
下
級
伴

造
は
犬
養
と
海
犬
養
の
二
種
類
し
か
な
く
、
犬
甘
部
首
を
別
に
数
え
て
も

三
種
類
で
、
上
級
伴
造
の
数
に
及
ば
な
い
（
阿
多
御
手
犬
養
と
辛
犬
甘
は

統
属
す
べ
き
上
級
伴
造
を
も
た
な
い
と
思
わ
れ
る
）
。
し
か
も
部
に
至
っ

て
は
現
存
史
料
に
よ
る
限
り
犬
養
（
甘
）
部
た
だ
一
種
し
か
存
在
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ら
し
い
。
、
し
た
が
っ
て
太
田
亮
や
植
松
考
穆
が
伴
造
四
氏
に
は
そ
れ
ぞ
れ

県
犬
養
部
．
稚
犬
養
部
・
安
曇
犬
養
部
・
海
犬
養
部
が
所
属
し
て
い
た
と

す
る
の
は
史
料
的
に
は
全
く
根
拠
が
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
勿
論
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
全
国
の
犬
養
部
が
す
べ
て
四
伴
造
氏
の
共
同

管
理
の
も
と
に
置
か
れ
た
な
ど
と
は
考
え
難
い
。
や
は
り
犬
養
部
は
地
域

毎
に
下
級
伴
造
に
率
い
ら
れ
て
、
特
定
の
上
級
伴
造
に
分
属
し
た
も
の
と

す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
問
の
紐
帯
は
他
の
伴
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造
部
民
の
結
び
付
き
に
比
べ
て
か
な
り
緩
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
新
抄
格
勅
符
抄
に
「
葛
木
犬
養
神
廿
戸
信
濃
」
と

あ
る
が
、
葛
木
稚
犬
養
氏
の
斎
き
祀
る
神
に
神
戸
を
充
て
る
に
、
安
曇
犬

養
氏
（
や
辛
犬
甘
氏
）
居
住
の
信
濃
国
に
於
て
す
る
こ
と
の
裏
に
は
該
地

方
に
お
け
る
安
曇
犬
養
氏
（
や
辛
犬
甘
氏
）
と
犬
養
部
と
の
結
び
付
き
が

如
何
に
し
て
も
断
ち
難
い
程
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
想
定

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
安
曇
地
方
の
犬
養
部
は
平
常
は
安
曇
犬
養
氏
に
管
掌

せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
が
安
曇
犬
養
部
と
よ
ば
れ
た
事
実
は
な

く
、
ま
た
彼
ら
の
一
部
を
割
い
て
稚
犬
養
氏
の
神
に
充
て
て
も
特
に
支
障

は
生
じ
な
い
程
度
の
ゆ
る
や
か
な
上
下
統
属
関
係
を
有
し
た
に
過
ぎ
な
い

と
み
ら
れ
る
。

　
か
く
し
て
、
犬
養
部
に
某
犬
養
部
な
る
も
の
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と

は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
伴
造
と
部
民
と
の
関
係
は

従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
何
な
る
類
型
に
も
あ
て
は
ま
ら
ぬ
極
め
て
特
殊

な
型
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
お
下
級
伴
造
に
つ

い
て
の
考
察
の
後
に
述
ぺ
る
こ
と
に
す
る
。

　
下
級
伴
造
の
う
ち
特
殊
な
も
の
と
み
ら
れ
る
阿
多
御
手
犬
養
と
辛
犬
甘

に
つ
い
て
ま
ず
一
言
し
て
お
く
。
姓
氏
録
考
証
に
は
細
井
貞
雄
の
説
を
引

き
阿
多
御
手
犬
養
は
天
皇
狩
猟
の
時
、
側
近
に
奉
仕
す
る
犬
養
の
隼
人
で

　
　
　
　
　
（
5
）

あ
ろ
う
と
い
う
。
し
か
し
狩
猟
説
に
あ
ま
り
根
拠
の
な
い
こ
と
は
既
に
見

た
如
く
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
や
は
り
天
皇
の
身
辺
に
近
侍
す
る
守
衛
兵

な
い
し
儀
伏
兵
と
老
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
阿
多
は
こ
の
場
合
大
和
国

宇
智
郡
の
地
名
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
御
手
犬
養
は
大
化
前
代
、
飛
鳥
に

都
の
あ
っ
た
こ
ろ
に
設
け
ら
れ
た
天
皇
親
衛
の
犬
養
で
あ
ろ
う
が
、
阿
多

は
ま
た
薩
摩
の
地
名
で
阿
多
隼
人
の
出
身
地
と
も
通
じ
る
か
ら
、
大
化
前

代
に
お
い
て
、
す
で
に
犬
養
と
隼
人
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
生
じ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
犬
養
部
の
制
が
廃
れ
る
に
及
ん
で
隼
人
が
代

っ
て
狗
吠
を
以
て
儀
伏
に
加
わ
り
、
御
手
犬
養
が
犬
を
使
っ
て
天
皇
に
近

侍
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
し
か
も
大
化
以
後
衛
府
や
舎
人
の
制
が
発
展

す
る
に
つ
れ
て
御
手
犬
養
の
影
は
い
よ
い
よ
薄
く
な
り
、
結
果
と
し
て
国

史
に
そ
の
姿
を
と
ど
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
節
に
お
い
て
犬
養
と

隼
人
と
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
そ
の
揚
合
の
犬
養
は
他
の
犬
養
で

は
な
く
、
阿
多
御
手
犬
養
と
み
る
べ
き
可
能
性
が
多
い
の
で
あ
る
、
し
か

も
、
阿
多
御
手
犬
養
の
上
級
伴
造
は
想
定
で
き
ず
、
そ
れ
自
身
天
皇
に
直

属
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
辛
犬
甘
は
平
安
朝
の
史
料
に
見
え
る
ば
か
り
で
、
そ
れ
以
前
の
様
子
が

わ
か
ら
な
い
が
、
辛
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
他
の
犬
養
氏
が
す
べ
て
神
別
で

あ
る
の
と
異
な
り
、
こ
れ
だ
け
は
帰
化
系
と
思
わ
れ
る
の
が
、
注
目
さ
れ

る
。
吉
田
東
伍
は
筑
摩
・
安
曇
両
地
方
に
高
麗
人
（
即
ち
辛
人
）
が
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

移
住
し
た
の
で
辛
犬
甘
と
称
し
た
か
と
い
う
が
、
論
拠
は
明
ら
か
で
な

い
。
た
だ
、
先
に
考
え
た
如
く
獅
子
像
の
置
物
の
風
を
伝
え
た
の
が
半
島

人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
狛
犬
の
風
習
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
が

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
辛
犬
甘
も
特
定
の
上
級
伴
造
に

属
し
た
と
は
老
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、
そ
の
創
設
の
動
機
な
ど
も
一
切
不
明
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犬養氏および犬養部の研究

で
あ
る
。

　
以
上
二
例
は
犬
養
部
の
制
度
全
体
の
う
ち
で
は
か
な
り
特
殊
な
も
の
で

あ
る
か
ら
、
一
応
こ
れ
ら
を
除
外
し
て
老
察
を
進
め
よ
う
。

　
さ
て
、
下
級
伴
造
で
残
る
は
史
料
的
に
僅
か
一
例
の
海
犬
養
（
河
内
国

大
税
負
死
亡
人
帳
）
を
除
け
ば
犬
養
（
甘
）
と
犬
甘
部
首
だ
け
で
あ
る
。

　
無
姓
の
犬
養
に
は
勲
位
を
も
ち
、
時
に
改
賜
姓
に
あ
ず
か
る
者
も
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
部
民
よ
り
や
や
身
分
が
高
い
よ
う
で
あ
る
し
、
犬
甘
部
首
も
同
じ
備
中

国
内
に
誤
っ
て
賎
民
に
編
入
さ
れ
た
犬
養
部
の
民
が
い
る
の
と
比
べ
、
ま

た
首
姓
を
称
す
る
こ
と
か
ら
も
、
と
も
に
大
化
前
代
の
下
級
伴
造
の
流
れ

を
汲
む
者
と
認
定
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
海
犬
養
の
場
合
と
異
な

り
、
姓
の
上
で
特
定
の
上
級
伴
造
氏
と
直
接
の
上
下
統
属
関
係
を
明
示
し

て
い
な
い
。
下
級
伴
造
に
つ
い
て
も
部
民
の
揚
合
と
同
様
上
級
伴
造
の
い

ず
れ
か
に
統
属
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
だ
姓
の
上
で
そ
れ
を
は
っ
き

り
示
す
に
至
ら
ず
し
て
犬
養
部
制
の
終
末
を
迎
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
ま
、
以
上
の
諸
点
を
考
慮
し
つ
つ
犬
養
部
の
制
度
の
構
造
を
示
せ
ぱ

　
　
　
　
　
　
き
　

次
の
如
く
で
あ
る
。

　
（
上
級
伴
造
）
　
　
（
下
級
伴
造
）
　
　
（
部
　
　
民
）

羅
咲
謹
ー
）
部

　　

@　

@　

@
輌
多
理
犬
膿
丁
犬
養
琴
）

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
上
級
伴
造
が
四
氏
も
あ
る
に
拘
ら
ず
下
級
伴
造
に

は
海
犬
養
を
除
い
て
、
上
級
伴
造
と
姓
の
上
で
直
接
の
上
下
関
係
を
示
す

も
の
が
な
く
、
部
に
至
っ
て
は
凡
て
犬
養
部
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
一
体

何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
常
識
的
に
は
犬
養
部
の
制
度
が
充
分
な
発
展
を
遂
げ
得
な
か
っ
た
と
い

う
事
情
が
考
え
ら
れ
る
が
、
な
お
、
犬
養
の
分
布
状
態
を
検
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
老
え
て
み
た
い
。

第
二
節
犬
養
の
分
布

　
ま
ず
、
犬
養
の
居
地
の
知
ら
れ
る
も
の
、
お
よ
び
地
名
イ
ヌ
カ
イ
の
今

日
に
知
ら
れ
る
も
の
を
渉
猟
し
て
犬
養
の
分
布
状
態
を
示
そ
う
。
前
者
に

つ
い
て
は
大
化
前
後
を
中
心
に
、
お
そ
く
も
平
安
中
期
ご
ろ
ま
で
の
史
料

に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
を
集
め
、
後
者
に
つ
い
て
は
後
代
の
地
誌
類
や
現
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

地
名
を
捜
し
た
が
、
な
お
見
落
し
た
も
の
も
多
い
か
と
惧
れ
る
。

　
畿
　
内

　
　
〔
平
安
京
〕

　
　
　
（
左
京
）

　
　
　
　
県
犬
養
宿
繭
（
録
左
京
神
別
中
）

　
　
　
（
左
京
三
条
一
坊
）

　
　
　
　
犬
甘
（
続
後
紀
承
和
十
三
年
三
月
庚
申
条
）

　
　
　
（
左
京
七
条
）

　
　
　
　
県
犬
養
宿
磯
（
延
喜
十
二
年
七
月
十
七
日
七
条
令
解
）

一19一



、

　
（
右
　
京
）

　
　
阿
多
御
手
犬
養
（
録
右
京
神
別
下
）

　
　
　

　
　
海
犬
養
（
同
右
）

　
（
右
京
一
条
）

　
　
県
犬
養
宿
禰
（
続
後
紀
承
和
元
年
三
月
辛
酉
条
）

〔
山
　
城
〕

（
愛
宕
郡
）

　
　
犬
養
（
年
時
未
詳
山
背
国
愛
宕
郡
計
帳
）

　
　
犬
甘
（
同
右
）

〔
大
　
和
〕

　
（
平
城
左
京
一
条
三
坊
）

　
　
県
犬
養
宿
禰
（
天
平
十
四
年
十
一
月
十
五
日
優
婆
塞
貢
進
解
）

　
（
平
城
左
京
六
条
二
坊
）

　
　
海
犬
養
（
甘
）
連
（
天
平
二
十
年
四
月
二
十
五
日
写
書
所
解
）

（
添
上
郡
2
）

　
　
キ

　
　
県
犬
養
（
延
善
十
一
年
四
月
十
一
日
東
大
寺
上
座
慶
費
愁
状
）

　
（
添
下
郡
佐
枝
村
）

　
　
　
　
　

　
　
犬
養
宿
繭
（
霊
異
記
下
第
十
五
）

（
葛
上
郡
）

　
　
葛
木
稚
犬
養
連
（
白
王
極
紀
四
年
山
ハ
月
戊
申
条
）

（
葛
下
郡
）

　
　
　

　
　
県
犬
養
（
天
暦
五
年
五
月
十
一
日
平
忠
信
家
地
売
券
）

　
（
山
辺
郡
長
屋
郷
）

　
　
犬
甘
（
続
後
紀
承
和
十
三
年
三
月
庚
申
条
）

　
　
一
犬
飼
一
（
奈
良
市
入
条
）

　
　
【
〃
一
（
宇
智
郡
坂
合
部
村
）

　
　
「
〃
一
（
磯
城
郡
都
村
八
尾
）

　
　
［
巴
（
高
市
郡
飛
鳥
村
小
山
）

　
　
　
因
週
（
同
郡
金
橋
村
曲
川
）

　
　
一
團
（
山
辺
郡
二
階
堂
村
九
条
）

　
　
爾
戊
カ
イ
「
（
同
右
）

〔
摂
　
津
〕

　
　
阿
曇
犬
養
連
（
録
摂
津
神
別
）

　
　
犬
養
（
同
右
）

〔
河
　
内
〕

　
　
若
犬
養
宿
禰
（
録
河
内
神
別
）

　
　
海
犬
養
（
年
時
未
詳
河
内
国
大
税
負
死
亡
人
帳
）

　
（
錦
部
郡
）

　
　
犬
養
（
続
紀
文
武
三
年
三
月
甲
子
条
）

（
古
市
郡
）

　
　
県
犬
養
宿
禰
（
続
後
紀
承
和
元
年
三
月
辛
酉
条
）

　
（
古
市
郡
尺
度
郷
鴨
里
）

　
　
県
犬
養
連
（
西
琳
寺
縁
起
）
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（
志
紀
郡
大
路
郷
）

　
　
　
県
犬
養
宿
禰
（
宝
亀
二
年
三
月
十
七
日
優
婆
塞
貢
進
解
）

　
〔
和
　
泉
〕

　
　
　
若
犬
養
宿
禰
（
録
和
泉
神
別
）

　
　
（
日
根
郡
）

　
　
　
河
内
川
県
犬
養
神
祠
（
和
泉
志
日
根
郡
条
）

　
　
　
因
圃
（
和
泉
志
日
根
郡
条
）

　
　
　
［
列
［
（
泉
南
郡
多
奈
川
村
）

東
海
道

　
〔
伊
　
勢
〕

　
　
（
多
気
郡
相
可
郷
）

　
　
　
犬
甘
（
天
暦
七
年
二
月
十
一
日
伊
勢
国
近
長
谷
寺
資
財
帳
）

　
〔
三
　
河
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
　
闘
n
曲
（
宝
飯
郡
）

　
〔
下
総
〕

　
　
　
犬
養
（
香
取
神
宮
長
保
二
年
旧
記
）

　
　
　
　
　

東
山
道

　
〔
美
　
濃
〕

　
　
（
味
蜂
間
郡
春
部
里
）

　
　
　
犬
甘
部
（
大
宝
二
年
十
一
月
御
野
国
戸
籍
）

　
〔
信
濃
〕

　
　
（
筑
摩
郡
）

　
　
　
辛
犬
甘
（
三
代
実
録
に
仁
和
元
年
四
月
五
日
己
未
条
）

　
　
　
一
国
因
「
（
和
名
抄
五
　
信
濃
国
筑
摩
郡
（
現
松
本
市
）
）

　
　
　
「
翻
［
（
安
曇
郡
）

　
　
　
【
因
飼
「
（
飯
山
市
瑞
穂
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
　
耐
囚
飼
「
（
長
野
市
）

　
〔
上
　
野
〕

　
　
（
新
田
郡
）

　
　
　
犬
養
（
続
後
紀
承
和
十
年
三
月
丁
酉
条
）

　
〔
下
　
野
〕

　
　
　
　
犬
飼
「
（
上
都
賀
郡
）

山
陰
道

　
〔
丹
　
波
〕

　
　
　
一
犬
甘
［
（
亀
岡
市
曾
我
部
町
）

山
陽
道

　
〔
備
　
中
〕

　
　
（
賀
夜
郡
多
気
郷
田
次
里
）

　
　
　
犬
甘
部
首
（
天
平
十
一
年
備
中
国
大
税
負
死
亡
人
帳
）

一21一



（
浅
口
郡
）

　
犬
養
部
（
続
紀
霊
亀
二
年
七
月
癸
亥
条
）

　［

�
ﾞ
（
浅
口
郡
鴨
方
町
）

南
海
道

　
〔
讃
　
岐
〕

　
　
（
大
内
郡
入
野
郷
）

　
　
　
犬
甘
。
（
寛
弘
元
年
讃
岐
国
戸
籍
）

　
西
海
道

　
　
〔
筑
　
前
〕

　
　
　
　
一
陳
飼
「
（
福
岡
市
）

　
　
〔
豊
　
後
〕

　
　
　
　
一
因
圃
（
大
野
郡
）

　
（
備
考
）

　
　
　
＊
　
姓
を
省
略
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。

　
＊
＊
　
某
犬
養
の
某
が
脱
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
、
．
、
　
陸
奥
国
伊
逮
郡
に
犬
飼
（
現
月
館
町
）
大
隅
国
姶
良
郡
に
も
犬
飼
の
地

　
名
が
存
す
る
が
、
い
ず
れ
も
大
化
以
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は

　
省
い
た
。

　
右
の
表
か
ら
云
え
る
こ
と
の
第
一
は
畿
内
を
除
い
て
特
に
犬
養
の
分
布

に
濃
淡
が
な
く
、
各
地
に
点
々
乏
散
在
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
犬
養
部
が

一
応
全
国
に
わ
た
っ
て
設
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
し
か
し
犬
養
部
の

制
が
特
に
薯
る
し
い
発
達
を
み
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
暁
示
す
る
の
で
あ

ろ
う
。

　
そ
の
二
は
畿
内
を
除
け
ば
、
畿
外
に
は
某
犬
養
な
る
氏
名
を
殆
ど
見
な

い
こ
と
で
隔
）
る
。
勿
論
、
信
濃
の
安
曇
郡
に
は
安
曇
犬
養
氏
が
居
た
と
推

定
さ
れ
る
し
、
筑
摩
郡
に
は
辛
犬
甘
氏
が
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
無
と

は
云
え
な
い
が
、
大
勢
と
し
て
は
犬
養
お
よ
び
犬
養
部
が
畿
外
に
お
い
て

主
流
を
占
め
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
某
犬
養
の
某
字
の
省
略
や
史
料
残
存

の
条
件
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、
国
史
や
戸
籍
に
蓑

わ
れ
た
犬
養
は
ま
さ
し
く
犬
養
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
犬
養
お
よ
び

犬
養
部
が
畿
外
に
お
い
て
は
著
る
し
く
多
く
、
某
犬
養
を
称
す
る
も
の
は

少
数
で
あ
っ
た
と
考
え
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

　
し
か
ら
ば
こ
れ
を
何
と
み
る
か
。
地
方
に
お
け
る
犬
養
お
よ
び
犬
養
部

を
中
央
の
上
級
伴
造
が
常
時
直
接
に
統
制
・
監
督
す
る
よ
う
な
体
制
が
な

か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
た
い
。
即
ち
地
方
屯
倉
守
衛
の
犬
養
お
よ

び
犬
養
部
は
平
常
そ
れ
ぞ
れ
の
屯
倉
管
理
責
任
者
の
統
制
支
配
下
に
あ
っ

た
と
み
る
べ
き
で
、
い
ち
い
ち
中
央
の
上
級
伴
造
の
指
揮
を
仰
い
だ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
揚
合
の
上
級
伴
造
と
下
級
伴
造
・
部
民
と
の
結
び

付
ぎ
は
、
た
と
え
ば
貢
納
型
の
忌
部
首
と
忌
部
、
服
属
型
の
佐
伯
連
と
佐

伯
部
な
ど
の
揚
合
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
弱
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。
中
央
の
上
級
伴
造
氏
は
弘
く
地
方
の
犬
養
部
ま
で
を
動
員
し
て
朝
廷

に
勤
仕
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中
央
は
中
央
で
、
地
方
は
地
方
で
、
そ
れ

一22一



犬養氏および犬養部の研究

そ
れ
に
犬
養
と
し
て
の
任
務
を
遂
行
す
る
の
が
建
前
で
あ
っ
た
た
め
に
某

犬
養
氏
と
某
犬
養
部
と
い
っ
た
固
定
し
た
統
属
関
係
が
生
じ
難
か
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
地
方
に
某
犬
養
氏
の
例
が
少
な
い
の
も
、
そ
れ

が
某
字
を
省
略
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
実
際
に
そ
う
い
う
も
の
が
殆

ど
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
即
ち
畿
内
で
は
、

　
そ
し
て
畿
外
で
は
一
般
に
は
、

献
甘
部
醸
了
犬
蘇

と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
そ
の
職
務
が
遂
行
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
節

に
示
し
た
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
な
り
に
誤
り
で
は
な
い
と
思
う
が
、
平
常
の

勤
務
体
制
か
ら
み
れ
ば
右
の
よ
う
に
一
応
畿
内
と
畿
外
と
で
区
別
し
て
老

え
る
方
が
、
よ
り
実
情
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
節
　
同
族
伝
承
か
ら
み
た
犬
養
氏
の
性
格

　
先
に
犬
養
氏
と
ク
ラ
関
係
の
氏
と
の
間
に
同
族
と
さ
れ
る
も
の
の
あ
る

こ
と
を
述
べ
た
が
、
犬
養
氏
の
性
格
を
明
か
す
た
め
に
は
、
こ
の
点
を
さ

ら
に
追
求
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
い
ま
姓
氏
録
に
よ
っ
て
犬
養
氏
と
同

族
と
さ
れ
る
諸
氏
を
調
査
す
る
と
、
県
犬
養
氏
で
は
約
五
十
氏
、
若
犬
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）

氏
で
は
約
三
十
五
氏
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
全
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
避

け
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
結
果
に
照
応
す
る
よ
う
な
氏
の
名
を
紹
介
し

て
み
る
。

　
ま
ず
、
ク
ラ
関
係
の
氏
と
し
て
は
県
犬
養
氏
の
同
族
に
巨
椋
連
・
大
椋

置
始
連
が
、
若
犬
養
氏
の
同
族
に
椋
連
が
あ
る
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、

犬
養
氏
の
守
衛
職
と
い
う
性
格
に
関
連
し
て
は
県
犬
養
氏
に
久
米
直
・
物

部
連
等
の
五
氏
、
若
犬
養
氏
に
檜
前
舎
人
連
・
靱
負
宿
禰
以
下
の
六
氏
が

そ
れ
ぞ
れ
同
族
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
武
門
の
家
柄
で
、

い
わ
ゆ
る
門
部
に
相
当
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
犬
養
氏
が
一
般

に
守
衛
を
本
職
と
す
る
と
い
う
性
格
か
ら
形
成
さ
れ
や
す
か
っ
た
同
族
伝

承
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
か
か
る
門
部
な
い
し
は
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
氏
か
ら
膳
部
が

連
想
さ
れ
る
。
門
部
と
膳
部
と
の
関
係
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
靱
大

伴
部
と
膳
大
伴
部
と
の
関
係
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
当

然
犬
養
氏
と
膳
部
関
係
諸
氏
と
の
同
族
関
係
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
事
実
、

姓
氏
録
に
よ
れ
ば
多
米
宿
禰
・
鳥
取
連
が
県
犬
養
氏
の
、
律
丹
比
宿
禰
．

大
炊
刑
部
造
が
若
犬
養
氏
の
同
族
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ミ
ヤ
ケ
関
係
諸
氏
と
の
同
族
伝
承
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
県
犬
養
氏
に
大
家
首
・
高
家
首
・
税
部
な
ど
の
同
族
が

認
め
ら
れ
る
が
、
若
犬
養
氏
に
つ
い
て
は
確
か
な
例
が
求
め
ら
れ
な
い
。
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し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
若
犬
養
氏
が
ミ
ヤ
ケ
に
全
く

関
係
し
な
か
っ
た
と
断
定
で
き
な
い
こ
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
ミ
ヤ
ケ
と
の
関
係
は
県
犬
養
氏
に
比
べ
て
薯
る
し
く
稀
薄
で
あ
っ
た

と
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
両
犬
養
氏
の
同
族
と
さ
れ
る
諸
氏
の
う
ち
右
に
見
た
観
点
か
ら

関
係
諸
氏
を
抽
出
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

県
犬
養
氏
の
同
族

クラ関係

の氏
門部関係の氏膳関係

の　氏

巨
　
椋
　
連

大
椋
置
始
連

久
　
米
　
直

物
　
部
　
連

川＊雄＊波

＊　多

瀬儀門
　　部
造連造

多
米
宿
禰

鳥
　
取
　
連

若
犬
養
氏
の
同
族

椋

連

檜
前
舎
人
連

靱
負
宿
禰

律
丹
比
宿
禰

大
炊
刑
部
造

屯倉関係の氏

大
　
家

　
　
　
　
　

高
　
家

　
　
　
　
　
　
　

税

首首部

（
備
考
）

．
　
従
来
「
ヲ
ギ
」
と
訓
ん
で
い
る
が
、
意
味
が
不
明
な
ば
か
り
で
な
く
、
音
訓

　
混
用
の
訓
み
方
そ
の
も
の
が
首
肯
し
が
た
い
。
音
続
し
て
「
ユ
ギ
（
靱
）
」
ま

　
た
は
「
ユ
ゲ
（
弓
削
）
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
野
晋
に
よ
れ
ば
「
ユ
ギ
」

　
は
古
く
「
ユ
キ
」
と
清
音
に
訓
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
此
処
は
「
ユ
ゲ
」
と
訓

　
む
の
が
よ
か
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
続
紀
に
　
「
由
義
宮
」
（
弓
削
宮
）
と
あ

　
る
の
が
想
い
あ
わ
さ
れ
る
。

．
．
　
雄
略
十
一
年
紀
の
「
川
瀬
舎
人
」
の
伴
造
な
の
で
あ
ろ
う
。
（
栗
田
「
考

　
証
下
」
（
燭
。
　
H
O
刈
刈
～
H
O
『
G
Q
）
に
も
そ
う
推
測
し
て
い
る
）

鱒
斎
菅
　
大
家
と
同
じ
く
朝
廷
の
施
設
を
さ
す
語
で
、
太
田
亮
に
よ
れ
ば
屯
倉
の
あ

　
っ
た
地
に
多
い
地
名
と
い
う
。
（
姓
氏
家
系
大
辞
典
二
（
唱
．
ω
。
。
ミ
）
）

　
　
和
名
抄
に
よ
れ
ば
下
野
国
都
賀
郡
、
信
濃
国
安
曇
郡
（
と
も
に
犬
養
の
い
た

　
と
こ
ろ
）
そ
の
他
に
高
家
郷
が
あ
る
。

糞
蕊
　
安
閑
紀
に
県
犬
養
連
等
を
し
て
屯
倉
の
税
を
掌
ら
せ
た
と
あ
る
の
を
想
起

　
さ
れ
た
い
。
栗
田
は
田
部
の
租
税
を
掌
る
官
名
と
氏
の
名
に
負
っ
た
と
す
る
。

　
（
考
証
下
（
唱
゜
°
。
°
。
H
）
）

　
以
上
の
如
き
同
族
伝
承
が
事
実
の
反
映
で
な
い
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。
恐
ら
く
各
氏
相
互
の
間
に
称
々
な
機
縁
を
生
じ
て
徐
々
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犬養氏および犬養部の研究

に
同
族
系
譜
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
。
そ
の
媒
介
と
な
っ
た

も
の
が
、
各
氏
が
伴
造
と
し
て
朝
廷
に
勤
仕
す
る
際
の
職
掌
で
あ
っ
た
こ

と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
犬
養
氏
に
右
に
み
た
如
き

同
族
伝
承
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
れ
ま
で
に
種
々

論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
を
さ
ら
に
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

む

す

び

　
以
上
、
と
も
か
く
犬
養
氏
お
よ
び
犬
養
部
が
大
化
前
代
に
お
い
て
何
を

職
分
と
し
た
か
、
い
か
な
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
種
々
の

角
度
か
ら
考
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
、
細
部
に
つ
い
て
は
な
お
老
え
直
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
多
く
、
そ
れ
は
今
後
の
宿
題
と
し
て
お
き
た
い

が
、
地
方
に
お
け
る
犬
養
部
の
設
置
が
新
し
い
屯
倉
管
理
方
式
の
一
端
と

し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
地
名
ミ
ヤ
ケ
・
イ

ヌ
カ
イ
の
両
地
点
を
包
含
す
る
も
の
が
該
地
方
の
屯
倉
の
広
さ
で
な
け
れ

ぼ
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
地
名
イ
ヌ
カ
イ
の
分
布
は
条
里
制
の
そ
れ
と

深
い
関
係
が
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
検
討

　
　
　
　
（
1
4
）

し
て
み
る
と
、
畿
内
で
は
大
和
平
野
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
和
泉
平
野
に

も
条
里
制
は
発
達
し
て
い
る
。
東
海
道
で
は
、
尾
張
に
多
く
、
三
河
の
宝

飯
郡
に
も
認
め
ら
れ
、
ま
た
常
陸
に
至
る
各
地
に
分
布
す
る
。

　
東
山
道
で
は
信
濃
の
松
本
平
・
善
光
寺
平
の
一
部
に
条
里
制
が
認
め
ら

れ
る
と
い
う
。
山
陰
で
は
丹
波
の
亀
岡
盆
地
に
み
ら
れ
、
山
陽
道
で
は
備

中
に
も
広
く
分
布
し
て
い
る
。
西
海
道
で
は
福
岡
平
野
に
も
み
ら
れ
る
。

史
料
で
犬
養
氏
の
分
布
を
こ
れ
に
加
え
て
み
る
と
、
山
城
・
河
内
・
摂
津

の
平
野
に
も
条
里
制
が
遺
存
し
、
伊
勢
で
は
櫛
田
川
流
域
（
多
気
郡
は
そ

の
右
岸
）
、
下
総
で
は
銚
子
付
近
（
香
取
は
そ
の
近
く
）
、
美
濃
で
は
安
八

（
味
蜂
間
）
郡
に
、
上
野
で
は
太
田
（
新
田
郡
）
付
近
に
認
め
ら
れ
、
讃

岐
で
は
条
里
の
発
達
が
特
に
著
る
し
い
と
い
う
。
未
だ
詳
細
な
地
図
に
当

り
、
ま
た
現
地
に
つ
い
て
調
査
し
て
い
な
い
の
で
、
断
定
的
な
こ
と
は
い

え
な
い
が
、
犬
養
と
い
う
氏
、
イ
ヌ
カ
イ
と
い
う
地
名
は
条
里
の
分
布
と

か
な
り
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

が
す
べ
て
大
化
前
代
の
状
態
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る
ま

い
が
、
そ
れ
か
と
い
っ
て
偶
然
と
も
い
え
ま
い
。
条
里
の
地
割
に
お
け
る

長
地
型
・
半
折
型
の
問
題
と
も
か
ら
め
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
今
後
考

察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

　
紙
数
も
超
過
し
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
筆
を
欄
く
が
、
県
犬
養
氏
の

消
長
な
ど
残
さ
れ
た
問
題
も
多
い
。
す
べ
て
後
日
を
期
し
た
い
。

　
〔
註
〕

　
（
1
）
　
続
後
紀
承
和
十
年
三
月
丁
酉
条
に
「
上
野
国
新
田
郡
人
勲
七
等
犬
養
子

　
羊
、
弟
真
虎
等
二
人
賜
二
姓
丈
部
臣
こ
と
あ
り
、
天
平
勝
宝
四
年
六
月
の
買

　
物
申
請
帳
に
「
左
大
舎
人
犬
美
（
養
力
）
小
足
」
と
み
え
る
な
ど
は
「
犬
養
」

　
が
部
民
よ
り
身
分
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
か
と
思
わ
れ
る
。

　
（
2
）
　
「
日
本
上
代
に
於
け
る
社
会
組
織
の
研
究
」
（
戸
一
謡
”
℃
°
b
。
島
～
卜
。
駐
）

（
3
）
富
山
房
「
国
史
辞
典
」
（
戸
心
。
。
o
）

（
4
）
　
国
史
大
系
本
（
℃
．
O
）
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（
5
）
　
「
新
撰
姓
氏
録
考
証
下
」
（
o
°
o
。
b
。
切
）

（
6
）
　
「
大
日
本
地
名
辞
雷
」
（
戸
b
。
ω
。
。
O
）

（
7
）
註
（
1
）
参
照

（
8
）
　
西
宮
記
（
故
実
叢
書
本
戸
Q
。
H
）
に
「
犬
飼
造
今
成
」
と
あ
る
が
、
時
代

　
が
降
る
の
で
表
示
し
な
か
っ
た
。
但
し
、
こ
れ
も
下
級
伴
造
の
系
譜
を
引
く
も

　
の
で
あ
ろ
う
か
。
因
幡
国
権
弩
師
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
正
倉
院
文
書
に
も
、
平
城
京
で
働
い
た
下
級
官
人
の
名
が
か
な
り
み
え
る

　
が
、
か
れ
ら
の
出
身
地
は
殆
ど
わ
か
ら
な
い
。

（
1
0
）
　
伴
信
友
「
神
名
帳
考
証
」
（
全
集
一
7
曽
切
）
に
「
総
国
風
土
記
」
を
引

　
い
て
「
赤
日
子
神
社
（
中
略
）
祭
海
神
綿
積
豊
玉
彦
神
也
安
曇
氏
祝
祭
之
（
下

　
略
）
」
と
み
え
、
太
田
亮
は
「
姓
氏
家
系
大
辞
典
」
（
唱
。
お
①
）
で
「
宝
飲
郡
に

　
犬
甘
邑
（
今
小
字
）
あ
り
、
赤
日
子
神
社
に
近
け
れ
ば
、
古
く
は
安
曇
犬
養
部

　
の
あ
り
し
地
か
と
考
へ
ら
る
」
と
い
う
。
安
曇
犬
養
部
は
実
在
し
な
か
っ
た
と

　
思
わ
れ
る
が
、
安
曇
犬
養
氏
あ
る
い
は
犬
養
部
の
居
地
で
あ
っ
た
ろ
う
。

（
1
1
）
　
長
野
市
に
県
町
・
南
県
町
（
県
庁
所
在
地
）
、
松
本
市
に
県
町
・
国
府
町

　
な
ど
の
地
名
が
残
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
2
）
　
三
河
に
も
い
た
か
も
し
れ
ぬ
。
註
（
1
0
）
参
照
。

（
1
3
）
　
安
曇
犬
養
・
海
犬
養
両
氏
に
つ
い
て
は
姓
氏
録
に
同
祖
と
伝
え
る
氏
は
安

　
曇
連
・
凡
海
連
く
ら
い
で
、
そ
こ
か
ら
は
県
犬
養
・
若
犬
養
両
氏
に
つ
い
て
い

　
え
る
よ
う
な
こ
と
は
、
何
一
つ
い
え
な
い
。

（
4
1
）
　
竹
内
理
三
「
条
里
制
の
起
源
再
論
」
（
「
律
令
制
と
貴
族
政
権
　
第
－
部
」

　
（
戸
話
～
刈
①
）
）
に
よ
り
、
服
部
・
西
岡
「
日
本
歴
史
地
図
」
所
収
「
条
里
制

　
分
布
図
」
を
参
照
し
た
。
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