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總
説      

橘
樹
郡
は
、
國
の
中
央
よ
り
南
の
方か

た

に
て
、
多
磨
郡
よ
り
は
東
南
に
續
け
り
、
郡

名
の
起
り
は
其そ

の

正
し
き
こ
と
を
聞き

こ

す
【
古
事
記
】
及
【
景け

い
こ
う
き

行
紀
】
等
に
載の

せ

た
る

倭や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建

命
東
征
の
時
、
相
模
國
よ
り
船
を
浮
べ
給た

ま

ひ
し
に
、
海わ

た
な
か中

に
し
て
船
の
進

ま
ざ
り
し
か
ば
、
后

き
さ
き

の
弟

お
と
た
ち
ば
な
ひ
め

橘
媛
海わ

た
な
か中

に
入い

り
た
ま給

ひ
し
に
よ
り
、
命

み
こ
と

の
船

忽
た
ち
ま
ち

進
む
こ

と
を
得
し
條

く
だ
り

を
證

あ
か
し

と
し
て
、
當と

う
ぐ
ん郡

に
か
の
弟

お
と
た
ち
ば
な
ひ
め

橘
媛
の
墓
あ
る
故ゆ

え

に
橘

た
ち
ば
なを

も
て
地
名

と
せ
し
な
ら
ん
と
云い

う

説
あ
り
、
今
按

あ
ん
ず
るに

郡
中
子し

ぼ
ぐ
ち
む
ら

母
口
村
立た

ち
ば
な花

の
神や

し
ろ社

は
、
弟

お
と
た
ち
ば
な
ひ
め

橘
媛

を
祭ま

つ

れ
る
な
り
と
云
と
き
は
、
橘

た
ち
ば
な
ひ
め

媛
の
墓
と
い
へ
る
も
の
、
も
し
是こ

れ

な
り
と
い
は

ん
か
、
今
彼か

の

社し
ゃ
で
ん傳

を
尋
ぬ
る
に
更
に
證

あ
か
し

と
す
べ
き
こ
と
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
是こ

れ
ら等

の
こ
と
は
今
よ
り
知
べ
か
ら
ず
、
其そ

の

正
し
く
橘た

ち
ば
な花

の
地
名
の
正せ

い
し史

に
あ
ら
は
れ

【
記
と
紀
】
古
事
記
は
記
・
日
本
書
紀
は
紀
『
編
者
』

【
景
行
天
皇
】（
け
い
こ
う
て
ん
の
う
）
第
一
二
代
の
天

皇
。
名
は
大
足
彦
忍
代
別
（
お
お
た
ら
し
ひ
こ
お
し
ろ

わ
け
）。
垂
仁（
す
い
に
ん
）天
皇
の
第
三
皇
子
。
熊
襲（
く

ま
そ
）
を
親
征
、
後
に
皇
子
日
本
武
尊
（
や
ま
と
た
け

る
の
み
こ
と
）
を
派
遣
し
て
、
東
国
の
蝦
夷
を
平
定
さ

せ
た
と
伝
え
る
。『
広
辞
苑
』

【
倭
武
命
】（
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と
）
景
行
天
皇

の
皇
子
で
、
本
名
は
小
碓
命
（
お
う
す
の
み
こ
と
）。

別
名
、
日
本
童
男
（
や
ま
と
お
ぐ
な
）。
天
皇
の
命
を

奉
じ
て
熊
襲
（
く
ま
そ
）
を
征
し
、
誅
伐
さ
れ
た
川

上
梟
帥
（
か
わ
か
み
の
た
け
る
）
は
死
に
臨
み
、
そ

の
武
勇
を
嘆
賞
し
、
日
本
武
の
号
を
献
じ
た
。
の
ち

東
国
の
蝦
夷
（
え
み
し
）
を
鎮
定
。
往
途
、
駿
河
で

草
薙
剣
（
く
さ
な
ぎ
の
つ
る
ぎ
）
に
よ
っ
て
野
火
の

難
を
払
い
、
走
水
（
は
し
り
み
ず
）
の
海
で
は
妃
弟

橘
媛
（
お
と
た
ち
ば
な
ひ
め
）
の
犠
牲
に
よ
っ
て
海

上
の
難
を
免
れ
た
。
帰
途
、
近
江
伊
吹
山
の
賊
徒
を

征
伐
の
際
、
病
を
得
、
伊
勢
の
能
褒
野
（
の
ぼ
の
）

で
没
し
た
と
い
う
。『
広
辞
苑
』

【
按
】（
あ
ん
、
あ
ん
ず
る
）
考
え
て
み
る
に
。
思
う
に
。

け
だ
し
。
多
く
、
自
分
の
考
え
を
い
う
時
、
発
語
の
よ
う

に
用
い
る
。『
広
辞
苑
』
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し
は
【
安あ

ん
か
ん
き

閑
紀
】
を
始

は
じ
め

と
す
べ
し
、
安あ

ん
か
ん閑

天
（
五
三
四
）皇

元
は
じ
め
の
と
し年

十
し
わ
す

二
月
壬

み
ず
の
え
う
ま
の
ひ

午
の
條
に
、

武む
さ
し
の
く
に
の
み
や
つ
こ

藏
國
造
笠

　
か
さ
は
ら
の
あ
た
い

原

直
使　

お
　
み主

が
、
國
家
の
爲
に
當
國
の
内
横よ

こ
ぬ渟

、
橘た

ち
ば
な花

、
多

た
　
ま

氷　（
末
）、

倉く
ら
す樔

の
四よ

と
こ
ろ所

に
屯み

や
け倉

を
置お

き

し
事
あ
り
、
此こ

の

橘
花
と
い
ふ
も
の
即

す
な
わ
ち

こ
の
郡
な
ら
ん
、

又
【
萬
葉
集
】
に
天

て
ん
ぴ
ょ
う平

勝し
ょ
う
ほ
う寶

七
な
な
と
せ（
七
五
五
）

歳

二き
さ
ら
ぎ
の
と
う
か

月
十
日
武む

さ
し
の
く
に
の
こ
と
り

藏
國
部
領

防
さ
き
も
り
づ
か
い
の
ま
つ
り
ご
と
び
と

人

使

椽

正お
ほ
き
む
つ
の
く
ら
ゐ
の
か
み
の
し
な

六

位

上

安あ

づ

み

の

す

く

ね

曇
宿
禰
三み

く
に國

が
進

た
て
ま
つ
れ
る
う
た

歌
二
十
首
の
内
に
、
橘

た
ち
ば
な
の
こ
ほ
り
か
み
つ
よ
ぼ
ろ

樹
郡
上
丁

物も
の
の
べ
の
ま
ね

部
眞
根
及
妻
椋く

ら
は
し
べ
の
お
と
め

椅
部
弟
女
が
詠え

い

ぜ
し
所
の
歌
を
載の

す
、
橘
樹
の
郡
名
爰こ

こ

に
初

て
見
ゆ
、
又
【
續し

ょ

く

に

ほ

ん

ぎ

日
本
紀
】
稱

し
ょ
う
と
く德

天
皇
神じ

ん
ご護

景け
い
う
ん雲

二（
七
六
八
）年

六み
な
づ
き月

癸
み
ず
の
と
み
の
ひ

巳
、
武
藏
國

橘た
ち
ば
な
の
こ
ほ
り
の
ひ
と

樹
郡
人
飛　

あ
す
か
べ
の
き
し
　

鳥
部
吉
志
五い

ほ

く

に

百
國
が
、
久く

ら
き
の
こ
ほ
り

良
郡
に
て
白は

く
ち雉

を
獲え

て
獻け

ん

ぜ
し
こ
と
を

記し
る

せ
り
、
以
上
の
文
に
よ
れ
ば
文
字
も
古

い
に
し
えは

橘
花
と
か
き
し
を
、【
元げ

ん
め
い
き

明
紀
】
和わ

ど
う銅

六
（
七
一
三
）年

五
月
の
條
に
載の

せ
し
、
郡

こ
う
り
・
さ
と

鄕
の
名
に
は
好よ

き
じ字

を
著

あ
ら
わ

す
べ
き
詔

み
こ
と
の
りあ

り
し
時
な
ど

よ
り
、
橘
樹
の
二
字
を
用
ゆ
る
な
ら
ん
、
さ
れ
ど
唱

と
な
え

は
古
き
に
よ
り
て
か
は
ら
ざ

【
安
閑
天
皇
】（
あ
ん
か
ん
て
ん
の
う
）
第
二
七
代
の

天
皇
。
名
は
広
国
押
武
金
日
（
ひ
ろ
く
に
お
し
た
け

か
な
ひ
）。
継
体
（
け
い
た
い
）
天
皇
の
第
一
皇
子
。

『
広
辞
苑
』

【
國
造
】（
く
に
の
み
や
っ
こ
）
国
の
御
奴
の
意
。 

古

代
の
世
襲
の
地
方
官
。
ほ
ぼ
一
郡
を
領
し
、
大
化
改
新

以
後
は
多
く
郡
司
と
な
っ
た
。
大
化
改
新
後
も
一
国
一

人
ず
つ
残
さ
れ
た
国
造
は
、
祭
祀
に
関
与
し
、
行
政
に

は
無
関
係
の
世
襲
の
職
と
さ
れ
た
。『
広
辞
苑
』

【
屯
倉
】（
み
や
け
）
大
和
朝
廷
の
直
轄
領
か
ら
収
穫

し
た
稲
米
を
蓄
積
す
る
倉
。
転
じ
て
、朝
廷
の
直
轄
領
。

官
家
・
屯
家
・
屯
宅
・
三
宅
な
ど
と
も
書
く
。『
広
辞
苑
』

【
部
領
】（
こ
と
り
）こ
と（
事
）と
り（
執
）の
変
化
。
人
、

物
な
ど
を
宰
領
し
輸
送
す
る
者
。
ま
た
、そ
の
責
任
者
。

部
領
使
（
こ
と
り
づ
か
い
）。『
広
辞
苑
』

【
椽
】（
じ
ょ
う
）
我
国
古
代
地
方
官
に
て
第
三
等
官
を

い
う
。『
広
辞
苑
』

【
上
丁
】（
じ
ょ
う
て
い
・
か
み
つ
よ
ぼ
ろ
）
防
人
の

集
団
を
統
率
す
る
者
。『
広
辞
苑
』

【
續
日
本
紀
】（
し
ょ
く
に
ほ
ん
ぎ
）
六
国
史
（
り
っ

こ
く
し
）
の
一
。
四
○
巻
。
日
本
書
紀
の
後
を
受
け
、

文
武
天
皇
（
六
九
七
）
か
ら
桓
武
天
皇
（
七
九
一
）

ま
で
の
編
年
体
の
史
書
。
藤
原
継
縄
・
菅
野
真
道
ら

が
桓
武
天
皇
の
勅
を
奉
じ
て
延
暦
一
六
年
（
七
九
七
）

撰
進
。『
広
辞
苑
』

【
吉
志
】（
き
し
）
大
和
朝
廷
で
、
外
交
記
録
な
ど
を

職
務
と
し
た
渡
来
人
に
対
す
る
敬
称
。『
広
辞
苑
』

【
元
明
天
皇
】（
げ
ん
め
い
て
ん
の
う
）
第
四
三
代
の

天
皇
。
名
は
阿
閉
（
あ
べ
）。
天
智
天
皇
の
第
四
皇

女
。
草
壁
皇
子
の
妃
。
文
武
・
元
正
天
皇
の
母
。
都

を
大
和
国
の
平
城
（
奈
良
）
に
遷
し
、
太
安
万
侶
（
お

お
の
や
す
ま
ろ
）
ら
に
古
事
記
を
撰
ば
せ
、
諸
国
に

風
土
記
を
奉
ら
せ
た
。（
在
位
・
七
〇
七
～
七
一
五
）

（
六
六
一
～
七
二
一
）『
広
辞
苑
』

【
詔
】（
み
こ
と
の
り
）御
言
宣(

み
こ
と
の
り)

の
意
。 

天
皇
の
こ
と
ば
。
お
お
せ
。
お
お
み
こ
と
。
詔
勅
。
勅
諚
。

勅
命
。
文
書
上
の
規
定
で
は
「
詔
」
の
字
は
臨
時
の

大
事
に
用
い
、「
勅
」
は
尋
常
の
小
事
に
用
い
る
な
ど

諸
説
が
あ
る
。『
広
辞
苑
』
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り
し
な
り
、【
類る

い
じ
ゅ
う
こ
く
し

聚
國
史
】
貞

じ
ょ
う
が
ん觀

十（
八
七
二
）

四
年
當
郡
節せ

っ
ぷ婦

の
こ
と
を
載の

せ
た
る
條
に
も
、

橘
樹
郡
と
し
る
せ
り
、【
和わ

み
ょ
う
し
ょ
う

名
鈔
】
郡
名
の
部
に
、
橘
樹
の
二
字
の
訓よ

み

を
太た

知ち

波ば

奈な

と
註

ち
ゅ
う

せ
り
、
後
世
或
は
立
花
と
し
る
せ
る
も
の
は
誤
な
り
、
其そ

の
ち地

の
界か

い
い
き域

は
中ち

ゅ
う
こ古

よ
り
甚

は
な
は
だ

變　
へ
ん
か
く

革
せ
り
、
古

い
に
し
えの

さ
ま
は
今
よ
り
し
る
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
試

た
め
し

に
【
和

名
鈔
】
に
載の

す

る
所
の
鄕ご

う
め
い名

を
も
て
今
の
地
理
を
察
す
る
に
、
そ
の
郡
中
甚

は
な
は
だせ

ば
か

り
し
と
見
ゆ
、
今
の
都
筑
郡
高
田
村
の
邊

あ
た
り

よ
り
多
磨
川
の
涯

ほ
と
り

に
至
り
、
夫そ

れ

よ
り
川

崎
宿
の
邊

あ
た
り

を
限

か
ぎ
り

と
し
て
、
南
の
方か

た

は
今
の
神
奈
川
の
邊

あ
た
り

に
て
久
良
岐
郡
に
接せ

っ

せ
り
、

さ
れ
ば
古い

に
し
え代

は
東
西
も
南
北
も
纔

わ
ず
か

に
三

（
約
一
二
㎞
）

里
に
す
ぎ
ざ
る
小
郡
に
て
、
南
西
の
か
た
相

模
國
と
境

さ
か
い

を
接せ

っ

せ
ざ
り
し
な
る
べ
し
、
さ
て
こ
そ
【
和わ

み
ょ
う
し
ょ
う

名
鈔
】
に
郡
を
つ
い
つ
る
こ

と
久く

ら
き良

を
初

は
じ
め

と
し
て
、
都
筑
、
多
磨
に
及
び
、
次
に
當
郡
を
載の

せ

し
も
其そ

の

次じ
じ
ょ叙

を
得

し
と
云い

う

べ
し
、
遥

は
る
か

の
後
永え

い
ろ
く祿

の
（
一
五
五
八
～
七
〇
）

頃
ま
で
も
久　

く
　
ら
　
き
　

良
岐
の
地
は
、
神
奈
川
の
あ
た
り
ま

で
及
び
し
な
ら
ん
、【
小 

お

だ

わ

ら

田
原
家け

に
ん人

所し
ょ
り
ょ
う領

役や
く
ち
ょ
う

帳
】
に
、
今
の
神
奈
川
宿
の
内
靑
木
町

及
び
寺
尾
村
な
ど
は
、
皆
久
良
岐
郡
の
地
と
し
て
記し

る

せ
り
、
御お

ん
う
ち
い
り

打
入
の
後
正し

ょ
う
ほ
う
の
ず

保
圖

の
な
り
し
頃
は
、
は
や
靑
木
町
寺
尾
等
の
地
も
當
郡
に
入い

れ
り
、
夫そ

れ

も
保
土
ヶ
谷

の
岩
間
町
の
地
は
や
は
り
昔
の
ま
ゝ
に
久
良
岐
郡
に
屬ぞ

く

せ
り
、
元

げ
ん
ろ
く（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）

祿

年

中
境

【
類
聚
国
史
】（
る
い
じ
ゅ
う
こ
く
し
）
勅
撰
の
史
書
。

二
○
○
巻
、
目
録
二
巻
、
帝
王
系
図
三
巻
。
菅
原
道

真
編
。
八
九
二
年(

寛
平
四)

成
る
。「
日
本
書
紀
」

以
下
「
文
徳
実
録
」
に
至
る
五
国
史
を
神
祇
・
帝
王
・

後
宮
・
人
・
歳
時
・
政
理
・
刑
法
・
職
官
な
ど
の
部

門
に
分
類
し
て
収
録
。「
三
代
実
録
」
の
記
事
は
後

人
の
加
筆
。
の
ち
散
逸
し
た
の
を
江
戸
時
代
に
集
め

て
六
一
巻
と
し
、
一
八
一
五
年(

文
化
一
二)

出
版
。

『
広
辞
苑
』

【
節
婦
】（
せ
っ
ぷ
）
み
さ
お
の
か
た
い
女
。
節
操
の

堅
固
な
婦
人
。『
広
辞
苑
』

【
和
名
鈔
】（
わ
み
ょ
う
し
ょ
う
）「
わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ

し
ょ
う
（
和
名
類
聚
抄
）」
の
略
称
。
平
安
中
期
の
漢

和
辞
書
。
十
巻
本
と
二
十
巻
本
と
が
あ
る
。
源
順
編
。

承
平
年
間
の
成
立
。
醍
醐
天
皇
皇
女
勤
子
内
親
王
の

令
旨
に
よ
っ
て
撰
進
。
天
地
・
人
倫
な
ど
部
門
別
に

漢
語
を
掲
出
、
出
典
・
音
注
・
証
義
を
示
し
、
和
名

を
万
葉
仮
名
で
記
す
。『
広
辞
苑
』

【
つ
い
つ
る
】（
＝
追
連
る
？
）
並
べ
つ
ら
ね
る
こ
と
。

『
編
者
』

【
次
敘
】（
じ
じ
ょ
）
順
序
づ
け
る
こ
と
。
順
序
。
次
第
。

『
広
辞
苑
』

【
小
田
原
家
人
所
領
役
帳
】 「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」

「
北
条
家
分
限
帳
」「
小
田
原
北
条
所
領
役
帳
」
と
も
。

戦
国
大
名
北
条
氏
康
が
作
成
さ
せ
た
帳
簿
。
氏
康
が

一
族
・
家
臣
に
軍
役
を
賦
課
す
る
た
め
に
、
基
準
と

な
る
所
領
と
そ
の
貫
高
を
表
記
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

永
禄
三
年
（
一
五
五
九
）
成
立
。『
広
辞
苑
』

【
御
打
入
】
徳
川
氏
江
戸
入
府
の
こ
と
。
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）（
忠
臣
蔵
は
討
ち
入
り
）『
編
者
』
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界
を
改
め
ら
れ
て
よ
り
、
ほ
ゞ
今
の
如
く
に
は
な
り
た
る
な
ら
ん
、
今
見
る
所
の

界か
い
い
き域

の
大た

い
よ
う様

は
、
北
の
方か

た

多
磨
川
を
界

さ
か
い

と
し
て
、
荏
原
多
磨
の
二
郡
に
隣と

な

れ
り
、

そ
の
里り

す
う數

は
西
北
の
隅す

み

金か
ね
ほ
ど
む
ら

程
村
よ
り
、
東
の
方か

た

稻い
な
り荷

新
田
の
出で

さ
き崎

ま
で
凡

お
よ
そ

七（
約
三
〇
㎞
）

八
里

も
あ
る
べ
し
、
東
南
は
す
べ
て
海
に
そ
ひ
、
南
の
は
て
は
久
良
岐
郡
、
及
相
州
鎌

倉
郡
に
接
せ
り
、
そ
の
里
數
六

（
約
二
四
㎞
）

里
餘
な
り
、
さ
れ
ど
鎌
倉
郡
に
ま
じ
は
れ
る
所
に

至
り
て
は
、
地
形
こ
と
に
せ
ば
ま
り
て
、
わ
づ
か
に
東
海
道
往お

う
か
ん還

の
邊

あ
た
り

に
す
ぎ
ず
、

其そ
の
と
こ
ろ

所
に
地
藏
の
石
像
一い

っ
く躯

あ
り
、
世
に
境
の
地
藏
と
呼
べ
り
、
こ
れ
武ぶ

そ
う相

の
界

さ
か
い

な

れ
ば
な
り
、
夫そ

れ

よ
り
郡
の
西
邊あ

た
り

は
す
べ
て
都
筑
郡
に
隣

と
な
れ

り
、
そ
の
界さ

か

ひ
屈

く
っ
き
ょ
く曲

し
て

か
け
入い

り

た
る
が
如ご

と

し
、
彼

か
の
さ
か
い界

よ
り
金か

ね
ほ
ど
む
ら

程
村
に
至
る
の
里り

す
う數

八　（
約
三
二
㎞
）

里
に
あ
ま
れ
り
、
是こ

れ

今
の
地
形
古

い
に
し
えと

か
は
り
た
る
所
の
大た

い
よ
う様

な
り
、
そ
の
餘よ

は
さ
せ
る
變へ

ん
せ
ん遷

も
見
え
ざ

れ
ば
、
別
に
今
の
圖ず

を
載の

す
、
た
ゞ
海
岸
の
地
は
少

す
こ
し

く
新
開
の
處

と
こ
ろ

も
あ
る
べ
け
れ
ど
、

其そ
の

村
に
よ
り
て
見
る
べ
し
、
郡
中
東
海
道
の
往お

う
か
ん還

か
ゝ
れ
り
、
荏
原
郡
六ろ

く
ご
う鄕

よ
り

入い
り

て
相
州
鎌
倉
郡
に
逹
す
、
そ
の
間
四

（
約
一
六
㎞
）

里
の
行
程
な
り
、
ま
た
同
國
中
原
街
道
と

て
一
條
の
往
還
あ
り
、
東
海
道
よ
り
西
に
あ
た
れ
り
、
土
地
は
す
べ
て
西
の
方か

た

に

山
々
連つ

ら

な
り
て
、
北
よ
り
東
南
へ
は
山
の
根
を
廻ま

わ

り
て
平
地
な
り
、
そ
の
邊

あ
た
り

は
自

お
の
ず
か

ら
ひ
く
け
れ
ば
水

た

田
も
多
し
、
土ど

し
ょ
う性

は
多
く
眞ま

つ
ち土

な
り
、
ま
た
山
に
そ
い
た
る
方

は
陸は

た
け田

山
林
多
け
れ
ど
も
、
山さ

ん
こ
く谷

の
間
纔わ

ず
か

に
平
ら
か
な
る
地
に
よ
り
て
、
水
を
た
ゝ

へ
水
田
を
耕
す
所
も
あ
り
、
風
俗
は
大た

い
て
い抵

近
郷
に
こ
と
な
る
こ
と
な
し
、
さ
れ
ど

都
筑
郡
に
よ
り
た
る
方
は
、
山
あ
ひ
の
寒
村
多
け
れ
ば
人
民
質し

つ
ぼ
く撲

の
風
あ
り
、

　
　

鄕　

名

和わ
み
ょ
う
し
ょ
う

名
鈔
所
載
四
並
驛う

ま
や家

高
田

多た
か
た

加
太　

今
こ
の
鄕
名
な
し
、
按

あ
ん
ず
るに

隣
郡
都
筑
郡
に
高
田
村
あ
り
、
郡
中
久ひ

さ
す
え末

駒
ヶ
橋
等
の
村
に
隣と

な

れ
る
地
な
り
、こ
れ
高
田
鄕
の
名
の
存
せ
る
な
ら
ん
、【
和

【
さ
せ
る
】
特
に
こ
れ
と
い
う
ほ
ど
の
。
こ
れ
と
い
っ

た
。
た
い
し
た
。
さ
し
た
る
。『
広
辞
苑
』

【
眞
土
】（
ま
つ
ち
）
水
稲
耕
作
に
適
し
て
い
る
良
質

の
土
。『
広
辞
苑
』
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名
鈔
】
郡
名
の
次
第
は
多
磨
郡
の
次
に
當
郡
を
載の

す
、
こ
の
次じ

ゅ
じ
ょ叙

に
よ
り
鄕

名
の
次
第
を
な
し
て
、
多
磨
郡
勢せ

　
た多

鄕
の
次
に
當
郡
高
田
鄕
を
つ
い
つ
る
時

は
、
今
の
地
理
を
以も

て

考
か
ん
が
うる

に
荏
原
郡
瀬
田
村
は
、
多
磨
川
へ
よ
り
た
る
所
に

し
て
、
し
か
も
多
磨
郡
の
界

さ
か
い

に
接
し
た
る
所
な
れ
ば
、
こ
れ
古

い
に
し
えの

勢
多
鄕
の

遺い
め
い名

な
る
べ
し
、
然し

か

ら
ば
郡
中
坂
戸
岩
川
の
あ
た
り
ま
で
も
、
高
田
鄕
の
中

に
て
、
そ
の
か
み
勢
多
鄕
と
は
多
磨
川
を
隔
て
ゝ
隣
り
し
な
ら
ん
、
ま
た

【
和
名
鈔
】
鄕
名
の
條
に
よ
れ
ば
、
多
磨
郡
を
始
と
し
て
次
に
都つ

づ

き

く

ら

き

筑
久
良
を
し

る
し
、
そ
の
次
に
當
郡
を
載の

す
、
こ
れ
は
多
磨
郡
は
國こ

く
ふ府

の
あ
る
所
な
れ
ば
、

改
め
て
始
に
し
る
せ
し
か
、
こ
の
次
第
を
以も

て

考
か
ん
が
うれ

ば
久
良
郡
良く

ら
は
し
ご
う

椅
鄕
の
次
に

高
田
鄕
あ
り
、
久
良
郡
の
地
は
そ
の
か
み
神
奈
川
の
邊

あ
た
り

ま
で
も
か
ゝ
り
し
な

れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
次
第
を
失
は
ざ
る
に
似
た
り
、

橘
樹

多た
ち
ば
な

知
波
奈　

こ
の
鄕
は
今
そ
の
地
を
し
ら
ず
、
子し

ぼ

ぐ

ち

む

ら

母
口
村
に
立た

ち
ば
な
し
ゃ

花
社
あ
る
を
以も

て

考か
ん
が
うる

に
、
恐
く
は
子
母
口
村
の
邊

あ
た
り

を
云
な
る
べ
し
、
地
理
も
ま
た
久
末
村
の

邊あ
た
り

な
れ
ば
古

い
に
し
えの

高
田
鄕
に
接
し
た
る
所
と
お
ぼ
し
き
も
の
な
り
、
さ
れ
ど
正
し

き
事
を
し
ら
ず
、

御
宅

美み
や
け

也
介　

こ
れ
も
今
村
名
に
も
殘
ら
ざ
れ
ば
、
い
づ
れ
の
地
と
云い

ふ

事
を
し

ら
ず
、
今
按

あ
ん
ず
るに

【
安あ

ん
か
ん
き

閑
紀
】
に
載の

せ

た
る
國

く
に
の
み
や
っ
こ

造

笠
か
さ
は
ら
の
あ
た
い
　

原

直
使 

 
お
　
み

主
が
置
け
る

立た
ち
ば
な
み
や
け

花
屯
倉
の
あ
り
し
地
な
る
べ
し
、
屯み

や
け倉

の
二
字
を
【
日に

　
ほ
　
ん
　
ぎ

本
紀
】
に
彌み

夜や

氣け

と
注

ち
ゅ
う

せ
り
、

縣
守

安あ
が
た
も
り

加
多
毛
利　

こ
れ
も
そ
の
所
在
を
し
ら
ず
、
又
考
ふ
べ
き
た
よ
り
な
し
、

驛う
ま
や家　

こ
れ
も
そ
の
所
を
し
ら
ず
、【
兵ひ

ょ
う
ぶ
し
き

部
式
】
諸
國
驛え

き

傳て
ん
ま馬

の
條
を
閲

け
み
す

る
に
、

【
驛
家
】（
う
ま
や
）
律
令
制
で
全
国
の
主
要
な
諸
道

に
設
置
さ
れ
た
公
用
の
旅
行
・
通
信
の
た
め
の
施
設
。

『
広
辞
苑
』

【
傳
馬
】（
て
ん
ま
）
逓
送
用
の
馬
。
律
令
制
で
は
、

駅
馬
と
は
別
に
、
各
郡
に
五
匹
ず
つ
飼
わ
せ
、
公
用

旅
行
の
官
人
に
使
わ
せ
た
。
戦
国
時
代
以
降
は
宿
駅

に
備
え
て
幕
府
・
領
主
の
公
用
に
供
し
、
江
戸
時
代

に
は
民
間
の
輸
送
に
も
従
っ
た
。『
広
辞
苑
』
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當
郡
小お

だ
か高

驛
馬
十
匹
、
傳て

ん
ま馬

五
匹
と
あ
り
、
按

あ
ん
ず
るに

こ
れ
【
和
名
鈔
】
に
載の

す

る

驛う
ま
や家

と
同
所
な
る
に
や
、
さ
れ
ど
今
小
高
と
云
地
名
な
し
、
も
し
く
は
小
田

村
小お

だ

な

か

田
中
村
な
ど
小
高
の
訛

な
ま
り

り
た
る
な
る
か
、
こ
の
地
大
抵
都
筑
郡
店

て
ん
や
・
ま
ち
や
？屋

驛
と
荏
原
郡
大
井
驛
と
の
中
ほ
ど
に
あ
り
、
以
上
【
和
名
鈔
】
載の

す

る
所
な
り
、

中
古
所
唱

小お
ざ
わ澤　

小
澤
鄕
の
名
は
【
東

あ
ず
ま
か
が
み

鑑
】
元

げ
ん
き
ゅ
う
　久

二
（
一
二
〇
五
）年

十
一
月
十
四
日
の
條
に
、

稻い
な
げ
に
ゅ
う
ど
う

毛
入
道
が
遺い

り
ょ
う領

武
藏
國
小
澤
鄕
と
見
え
た
り
、
今
當
郡
の
西
北
の
界

さ
か
い

に
あ

る
金か

ね
ほ
ど程

細ほ
そ
や
ま山

菅す
げ

の
三
村
、
及
多
磨
郡
坂さ

か
は
ま
む
ら

濱
村
に
跨

ま
た
が

り
て
、
古

い
に
し
えは

小
澤
鄕
或
は

小
澤
庄
、
又
は
領

り
ょ
う

と
も
唱と

な

へ
し
と
傳つ

た

ふ
、
猶な

お

各
村
の
條
照て

ら

し
見
る
べ
し
、

神
奈
川　

文ぶ
ん
え
い永

年
（
一
二
六
四
～
七
五
）

中
に
書
せ
し
鶴
岡
八
幡
宮
の
文も

ん
じ
ょ書

に
、
稻い

な
め目

神か
な
が
わ

奈
河
兩り

ょ
う
ご
う鄕

と
云い

へ
り
、
稻
目
は
今
上か

み
す
が
お
む
ら

菅
生
村
の
小こ

　
な名

に
殘
り
、
神
奈
川
鄕
の
唱

と
な
え

は
下
菅

田
村
一
村
の
み
土ど

じ
ん人

云い
い
つ
た傳

へ
り
、

小こ
づ
く
え机　

【
東

あ
ず
ま
か
が
み

鑑
】
暦

り
ゃ
く
に
ん仁

二
（
一
二
三
九
）

年
二
月
十
四
日
の
條
に
、
武
藏
國
小
机
鄕
鳥
山
等
の

荒あ
ら
の野

を
、
水

た

田
に
開
發発

す
べ
き
の
由
、
太た

ゆ
う
の
じ
ょ
う

夫
尉
泰
綱
に
仰

お
お
せ

ら
る
ゝ
と
あ
り
、

ふ
る
く
よ
り
小
机
鄕
の
唱と

な

へ
あ
る
こ
と
し
る
べ
し
、
今
こ
の
鄕
を
唱
ふ
る
は

僅わ
ず

か
に
小
机
の
一
村
の
み
な
れ
ど
、
昔
は
此
鄕
に
屬
す
る
村
百
八
ヶ
村
あ

り
し
由よ

し

土ど
じ
ん人

云い
い
つ
た傳

ふ
、
お
も
ふ
に
中
古
以
來
小
机
庄
を
も
て
と
な
え
し
故ゆ

え

、

こ
の
鄕
名
も
自お

の

づ
か
ら
な
き
が
如
く
な
り
し
や
猶な

ほ

庄
名
の
條
合
せ
見
べ
し
、

菅す
が
お生　

上
菅
生
村
高
石
村
の
二
村
の
み
、
昔
此
鄕
名
を
唱と

な

へ
し
と
云
、

子こ
や
す安　

生
麥
村
の
み
此
鄕
名
を
唱と

な

ふ
、

【
東
鑑
・
吾
妻
鏡
】（
あ
ず
ま
か
が
み
）
鎌
倉
後
期
成

立
の
史
書
。
五
二
巻
。
鎌
倉
幕
府
の
公
的
な
編
纂
と

い
わ
れ
る
。
幕
府
の
事
跡
を
変
体
漢
文
で
日
記
体
に

編
述
。
源
頼
政
の
挙
兵(

一
一
八
○
年)

か
ら
前
将
軍

宗
尊
親
王
の
帰
京
に
至
る
八
十
七
年
間
の
わ
が
国
最

初
の
武
家
記
録
。『
広
辞
苑
』
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庄　

名

中
古
所
唱

丸ま
る
こ子　

今
多
磨
川
の
邊

あ
た
り

に
上
丸
子
中
丸
子
の
二
村
あ
り
、
又
對た

い
が
ん岸

荏
原
郡
に
下

丸
子
村
あ
り
、
此

こ
の
あ
た
り邊

な
る
べ
し
、【
東

あ
ず
ま
か
が
み

鑑
】
治じ

し
ょ
う承

四
（
一
一
八
〇
）

年
十
一
月
十
日
の
條
に
、

頼
朝
武
藏
國
丸ま

る
こ
の
し
ょ
う

子
庄
を
葛
西
三
郎
淸
重
に
賜た

ま

ひ
し
こ
と
見
え
た
り
、
今
は

潮う
し
お
だ

田
村
の
み
昔
此こ

の
し
ょ
う

庄
に
屬ぞ

く

せ
し
と
云
、

師も
ろ
お
か岡　

此
師
岡
の
こ
と
は
、
久
良
岐
郡
鄕
名
の
條
に
辨べ

ん

せ
し
如
く
、
此

こ
の
あ
た
り
　
　

邊

古
い
に
し
え

は
師
岡
鄕
と
唱

と
な
え

て
、
久
良
岐
郡
に
屬ぞ

く

せ
し
地
な
る
べ
し
、
此
師
岡
の
内
に
庄

園
を
置
れ
し
は
い
つ
の
頃
よ
り
始
り
し
に
や
、
未い

ま

だ
古
書
に
は
所し

ょ
け
ん見

な
し
、

恐お
そ
ら

く
は
師
岡
鄕
と
い
ふ
べ
き
を
誤
り
て
庄
名
と
せ
し
な
る
べ
し
、
其

詳
つ
ま
び
ら
かな

る
事
は
久
良
岐
郡
の
卷ま

き

に
つ
い
て
見み

る

べ
し
、
今
郡
内
昔
師
岡
庄
に
屬ぞ

く

せ
し
と

云
も
の
三
村
あ
り
、
師
岡
鄕
に
屬
せ
し
と
云
も
の
二
村
あ
り
、

稻い
な
げ毛　

こ
の
庄
は
古ふ

る

き
唱

と
な
え

と
見
え
て
、
鎌
倉
右う

だ
い
し
ょ
う

大
將
頼
朝
の
頃
稻い

な
げ
さ
ぶ
ろ
う
し
げ
な
り

毛
三
郎
重
成

と
聞き

こ

え
て
、
在

ざ
い
み
ょ
う名

を
稱

し
ょ
う

せ
し
は
世
に
知
る
所
な
り
、
こ
の
三
郎
重
成
は
當当

　
国國

七
黨党

の
内
、
小お

や

ま

だ

べ

っ

と

う

山
田
別
當
有あ

り
し
げ重

が
子
に
し
て
、
其そ

の

弟
榛は

ん
が
や
し
ろ
う
し
げ
と
も

谷
四
郎
重
朝
と
同

く
、
父
の
讓

ゆ
ず
り

を
受
け
此

こ
の
あ
た
り邊

の
地
を
わ
か
ち
領し

ら

せ
し
と
み
ゆ
、
猶な

お

榛
谷
庄
の
條

と
て
ら
し
見
る
べ
し
、
今
稻
毛
領
の
内
と
號ご

う

す
る
村
々
は
、
多
く
こ
の
庄

に
屬
せ
し
地
な
る
べ
し
、
正

し
ょ
う
へ
い
　平

七
（
一
三
五
二
）

年
の
下

く
だ
し
ぶ
み文

に
稻
毛
庄
の
内
坂
山
鄕
と
あ

り
、
今
の
坂
戸
村
こ
れ
な
り
、
又
稻
毛
領
宮
内
村
春
日
社
に
か
け
た
る
應お

う
え
い永

十
（
一
四
〇
三
）

年
の
鰐わ

に
ぐ
ち口

に
、
稻
毛
本
庄
と
し
る
せ
り
、
又
至し

と
く徳

元
（
一
三
八
四
）

年
の
頃
の
文
書
に
は

稻い
な
げ
し
ん
じ
ょ
う

毛
新
庄
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
其そ

の
こ
ろ頃

は
本
庄
新
庄
の
別
も
あ
り
し
と
見

ゆ
れ
ど
、
是
等
の
こ
と
は
今
よ
り
い
か
に
と
も
分わ

か

ち
が
た
し
、
又
【
小
田
原

【
下
文
】（
く
だ
し
ぶ
み
）
上
位
者
か
ら
そ
の
管
轄
下

の
役
所
や
人
民
な
ど
に
下
し
た
公
文
書
。『
広
辞
苑
』
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家
人
役
帳
】
に
も
こ
の
庄
に
屬
す
る
地
名
す
べ
て
十
七
村
を
載の

す
、【
太
平
記
】

に
江
戸
遠と

お
と
う
み
の
か
み

江
守
堯
寛
同
下し

も
つ
け
の
か
み

野
守
能
登
が
領
地
稻
毛
十
二
鄕
を
闕け

っ
し
ょ所

せ
し
こ

と
見
ゆ
、
又
【
小
田
原
記
】
に
永え

い
ろ
く祿

十（
一
五
六
九
）

二
年
武
田
信
玄
當
國
へ
働

は
た
ら
き

の
と
き
、

稻
毛
十
六
鄕
を
追つ

い
ほ捕

す
と
あ
り
、
こ
の
鄕
と
云い

ふ

も
例
の
村
の
字
に
か
へ
し
鄕

な
る
べ
し
、
領
名
行
は
れ
て
よ
り
こ
の
か
た
庄
名
は
自お

の

づ
か
ら
廢は

い

せ
し
な
る

べ
し
、
今
郡
内
昔
此
庄
に
屬ぞ

く

せ
し
と
云
も
の
十
四
村
、
今
も
稻
毛
庄
を
唱

と
な
う

る

も
の
二
村
、
又
明あ

き
つ
む
ら

津
村
は
古

い
に
し
えは

稻
毛
新
庄
と
稱
せ
し
由よ

し

云い
い
つ
た傳

ふ
、

小
机　

此
庄
名
は
當
郡
は
も
と
よ
り
都
筑
郡
に
も
か
ゝ
り
、
あ
ま
た
の
村
々
に

て
る
唱

と
な
う

る
所
な
り
、
是こ

れ
ら等

は
昔
小
机
城
下
に
屬
せ
し
村
々
に
や
、
小
机
城
は

鎌
倉
公く

ぼ
う方

の
時
よ
り
あ
り
し
事
【
大お

お
ぞ
う
し

草
紙
】
等
の
書
に
見
ゆ
、
其
後
小
田
原

家
分
國
の
頃
笠
原
越
前
守
及
び
北
條
氏
の
一
族
左
衞
門
佐
氏
堯
な
ど
の
居

き
ょ
じ
ょ
う城

な
り
し
な
り
、【
小
田
原
家
人
役
帳
】
に
、
小
机
某な

に
が
し
の
ち

地
と
記し

る

せ
し
も
の
二
十

村
餘あ

ま
り

あ
り
、
是こ

れ
ら等

を
以も

て
當
時
此こ

の
し
ょ
う

庄
の
廣
き
事
を
知
べ
し
、
今
郡
内
昔
此
庄

に
屬
せ
し
と
云
も
の
十
一
村
、
小
机
鄕
と
云
も
の
一
村
、
小
机
保
と
云
も
の

一
村
、
又
今
も
小
机
庄
を
稱
す
る
も
の
四
村
あ
り
、

榛は
ん
が
や谷　

保
土
ヶ
谷
宿
の
邊

あ
た
り

五
六
村
の
地
此こ

の
し
ょ
う

庄
に
か
ゝ
れ
り
、
其
地
名
の
起
り
は

【
太
平
記
】（
た
い
へ
い
き
）
軍
記
物
語
。
四
○
巻
。

作
者
は
小
島
法
師
説
が
最
も
有
力
。
い
く
つ
か
の
段

階
を
経
て
応
安
～
永
和
の
頃
ま
で
に
成
る
。
北
条
高

時
失
政
・
建
武
中
興
を
始
め
、
南
北
朝
時
代
五
十
余

年
間
の
争
乱
の
様
を
華
麗
な
和
漢
混
淆
文
に
よ
っ
て

描
き
出
す
。『
広
辞
苑
』

【
闕
所
】（
け
っ
し
ょ
）
１(

領
主
の
欠
け
た
土
地
の
意) 

鎌
倉
・
室
町
時
代
、
領
主
の
罪
科
な
ど
に
よ
っ
て
幕

府
に
没
収
さ
れ
、
新
領
主
の
定
ま
ら
な
い
領
地
。
闕

所
地
。
ま
た
、所
領
そ
の
他
の
財
産
を
没
収
す
る
こ
と
。

２
江
戸
時
代
の
刑
罰
の
一
。
死
罪
・
遠
島
・
追
放
な

ど
の
付
加
刑
と
し
て
、
田
畑
・
家
屋
敷
・
家
財
の
す

べ
て
ま
た
は
い
ず
れ
か
を
罪
の
軽
重
な
ど
に
応
じ
て

官
に
没
収
す
る
こ
と
。
欠
所
。『
広
辞
苑
』

【
追
捕
】（
つ
い
ほ
）
没
収
す
る
こ
と
。
奪
い
取
る
こ
と
。

『
広
辞
苑
』

【
鎌
倉
公
方
】（
か
ま
く
ら
く
ぼ
う
）
鎌
倉
府
の
長
官

と
し
て
関
東
を
支
配
し
た
足
利
氏
の
称
。
尊
氏
の
子

基
氏
に
始
ま
り
、
執
事
上
杉
氏
を
関
東
管
領
に
任
じ

て
統
治
。
鎌
倉
御
所
。
関
東
公
方
。『
広
辞
苑
』

【
大
草
紙
】（
お
お
ぞ
う
し
）「
鎌
倉
大
草
子
」
の
略
称
。

室
町
時
代
の
鎌
倉
公
方
を
中
心
と
す
る
諸
氏
の
動
向

や
合
戦
を
記
し
た
軍
記
。
著
者
・
成
立
年
代
不
詳
。『
広

辞
苑
』

【
保
】（
ほ
）
平
安
時
代
以
後
の
国
衙
領
に
お
け
る
所

領
単
位
の
称
。
荘
・
郷
・
名
と
並
称
。『
広
辞
苑
』
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隣
郡
都
筑
の
内
、
二ふ

た
ま
た
が
わ
む
ら

股
川
村
の
小
名
に
榛は

ん

が

や

ヶ
谷
と
云

い
う
と
こ
ろ所

あ
り
、
夫そ

れ

よ
り
庄
名

と
な
り
し
な
る
べ
し
、
故
に
そ
の
詳

つ
ま
び
ら
かな

る
こ
と
は
巳す

で

に
都
筑
郡
の
卷ま

き

に
出
し

た
れ
ば
爰こ

こ

に
は
略
せ
り
、

御み
く
り
や厨　

保
土
ヶ
谷
宿
の
内
、
岩神

戸
町
の
誤
り

間
町
の
鎮
守
神
明
社
に
納

お
さ
む

る
天て

ん
ぶ
ん文

二（
一
五
五
五
）

十
四
年
し

る
せ
る
縁
起
に
、
榛

は
ん
が
や
み
く
り
や
の
し
ょ
う

谷
御
厨
庄
と
あ
り
、
又
元げ

ん
な和

五
（
一
六
一
九
）

年
彼か

の
や
し
ろ社

造
營
の
棟む

な
ふ
だ札

に
、

武
藏
國
榛
谷
御
厨
八
鄕
と
も
あ
り
、
是こ

れ

に
よ
れ
ば
御
厨
の
所
は
全す

べ

く
榛
谷
の

庄
内
な
り
し
と
見
ゆ
、
今
此
庄
名
を
唱

と
な
う

る
も
の
二
村
、
御
厨
鄕
と
呼
も
の
一

村
あ
り
、

 
 

領　

名

今
所
唱

　

稻い
　
な
　
げ

　

毛　

五
十
七
村

　

神
奈
川　

四
十
村

　

小　

机　

七
村

　

川　

崎　

二
十
六
村

 
 

村　

數

百
三
十
村　

右
件く

だ
ん

の
村
は
今
現
在
の
數
な
り
、
正

し
ょ
う
ほ
う（
一
六
四
四
～
四
八
）

保
年
間
の
改

あ
ら
た
め

に
百
十
三
村
、

元げ
ん
ろ
く
　祿

十
（
一
七
〇
二
）

五
年
改

あ
ら
た
めに

は
十
一
村
を
增ま

し

て
百
二
十
四
村
と
な
れ
り
、
其
後
新に

い
は
り墾

の

地
出
來
し
か
ば
今
の
村
數
に
及
べ
り
、
其
變へ

ん
か
く革

は
村
々
の
條く

だ
り下

に
詳

つ
ま
び
ら
かな

り
、

 
 

山　

川

向む
こ
う
が
お
か

ヶ
岡　

郡
の
西
に
か
ゝ
れ
り
、
委く

わ

し
き
は
な
を
多
磨
郡
に
辨べ

ん

ず
、
こ
ゝ
に
載の

す

る

【
御
厨
】（
み
く
り
や
）
古
代
・
中
世
、皇
室
の
供
御
（
く

ご
）
や
神
社
の
神
饌
の
料
を
献
納
し
た
、
皇
室
・
神

社
所
属
の
領
地
。
古
代
末
に
は
荘
園
の
一
種
と
な
る
。

神
領
。
み
く
り
。『
広
辞
苑
』

【
棟
札
】（
む
な
ふ
だ
）
棟
上
げ
の
時
、
工
事
の
由
緒
、

建
築
の
年
月
、
建
築
者
ま
た
は
工
匠
の
名
な
ど
を
記

し
て
棟
木
に
打
ち
付
け
る
札
。
頭
部
は
多
く
山
形
を

な
す
。
ま
た
、
直
接
棟
木
に
書
い
た
も
の
を
棟
木
銘

と
い
う
。『
広
辞
苑
』

【
新
墾
】（
に
い
は
り
・
あ
ら
き
・
し
ん
こ
ん
）
新
し

く
開
墾
す
る
こ
と
。
ま
た
、
新
し
く
開
い
た
田
畑
や

道
な
ど
を
さ
し
て
も
い
う
。『
広
辞
苑
』
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所
も
土ど

じ
ん人

の
説
に
よ
れ
ば
數す

う
そ
ん村

に
及
べ
り
、
其そ

の

村
々
は
西
の
方か

た

金か
ね
ほ
ど程

細ほ
そ
や
ま山

菅す
げ

高た
か
い
し石

菅す
が
お生

長な
が
お尾

作さ
く
の
べ延

久ひ
さ
も
と本

末す
え
な
が長

の
九
村
な
り
、
是こ

れ

も
た
ゞ
傳つ

た

ふ
る
所
に
し
て
、

今
も
岡
の
つ
ら
な
る
故ゆ

え

に
な
ぞ
え
來き

た

れ
ば
、
是
ら
の
村
な
る
べ
し
と
云
の
み
に

し
て
正
し
き
證

あ
か
し

あ
る
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
、
し
ば
ら
く
爰こ

こ

に
出
せ
り
、

多
磨
川　

郡
の
北
の
方
を
流
る
、
今
川
の
中
央
を
當
郡
と
荏
原
多
磨
二
郡
の
界

さ
か
い

と

定
む
、
其そ

の

水み
な
か
み源

は
郡
の
西
北
の
隅す

み

登
戸
村
よ
り
流
れ
來き

た

り
て
次
第
に
屈

く
っ
き
ょ
く曲

し
、

稻
荷
新
田
に
至
り
海
に
沃そ

そ

げ
り
、
此こ

の

川
も
昔
よ
り
洪
水
の
爲
に
兩
岸
�し

ゅ
つ
ぼ
う

崩
し

て
、
變へ

ん
せ
ん遷

あ
ま
た
ゝ
び
に
及
び
し
と
見
ゆ
れ
ば
、
古
き
世
の
さ
ま
は
詳

つ
ま
び
ら
かに

す
る

に
よ
し
な
し
、
正

し
ょ
う
ほ
う（
一
六
四
四
～
四
八
）

保
の
頃
よ
り
の
變へ

ん
か
く革

は
圖図

に
載の

す

る
こ
と
な
し
、
今
見
る
所

は
河
原
を
こ
め
て
い
は
ゞ
川
の
幅
三

（
約
三
三
〇
ｍ
）

町
許ば

か
り

に
も
及
ぶ
べ
し
、
常
に
水
の
流
る
ゝ

所
は
凡

お
よ
そ

三（
約
五
四
ｍ
）

十
間
あ
ま
り
な
り
、
さ
れ
ど
稻
荷
新
田
に
至
り
て
は
そ
の
水
路

尤
も
っ
と
も

廣
く
し
て
、
二

（
約
四
五
〇
ｍ
）

百
五
十
間
ほ
ど
な
り
、
す
べ
て
當
郡
の
境
を
流
る
ゝ
こ
と
長
さ

四
（
約
三
二
㎞
）

里
に
た
ら
ず
、
こ
の
間
に
平
間
丸ま

る
こ子

二ふ
た
ご子

登の
ぼ
り
と戸

矢や
の
く
ち

の
口
等
五
ヶ
所
の
渡わ

た
し
ば場

あ
り
、

鶴
見
川　

西
の
方か

た

太ふ
と
お
む
ら

尾
村
よ
り
來き

た

り
、
郡
の
中
央
を
な
が
れ
、
東
の
方
生な

ま
む
ぎ麥

村

潮う
し
お
だ田

村
の
間
に
て
海
に
注そ

そ

げ
り
、
川
幅
十（

約
二
二
ｍ
）

二
間
よ
り
下
流
に
至
り
て
は
四（

約
七
二
ｍ
）

十
間

に
餘あ

ま

れ
り
、
水み

な
か
み源

は
恩お

ん

だ

が

わ

田
川
谷た

に
も
と
が
わ

本
川
の
二

ふ
た
な
が
れ流

な
り
、
恩
田
川
は
多
磨
郡
木き

そ
む
ら

曾
村

天
神
の
池
よ
り
湧

ゆ
う
し
ゅ
つ出

し
、
都
筑
郡
恩
田
村
を
流

な
が
る

る
に
よ
り
て
恩
田
川
の
名
あ
り
、

夫そ
れ

よ
り
同
郡
の
内
佐さ

え

ど

む

ら

江
戸
村
猿
山
村
の
間
に
て
谷
本
川
に
合が

っ

す
、
か
の
谷
本
川

は
多
磨
郡
柚ゆ

　
ぎ木

領
十
七
ヶ
村
の
水

た

田
よ
り
餘よ

す
い水

あ
つ
ま
り
、
一
筋
の
流
と
な
り

都
筑
郡
谷
本
村
に
至
り
、
夫そ

れ

よ
り
谷
本
川
と
い
ひ
、
佐
江
戸
村
に
て
恩
田
川
に

合が
っ

す
、
是
よ
り
一
條
と
な
る
、
そ
の
下
流
を
す
べ
て
鶴
見
川
と
唱と

な

へ
り
、
こ
の

川
に
至
り
て
は
よ
ほ
ど
幅
も
廣
く
、
都
筑
郡
の
内
大お

お
く
ま
が
わ

熊
川
早は

や
ぶ
ち
が
わ

淵
川
ま
た
當
郡
に

て
は
鳥と

り
や
ま
が
わ

山
川
矢や

が
み
が
わ

上
川
こ
の
四し

せ
ん川

の
下
流
も
み
な
鶴
見
川
に
い
る
、
是
ら
の
川
々

【
�
崩
】（
し
ゅ
つ
ぼ
う
）
山
頂
な
ど
の
崩
れ
る
こ
と
。

『
広
辞
苑
』

【
渡
場
】（
わ
た
し
ば
）
船
で
人
な
ど
を
対
岸
に
渡
す
所
。

渡
船
場
。『
広
辞
苑
』
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は
何
れ
も
小
流
に
し
て
、
別
に
擧

あ
げ
る

べ
き
ほ
ど
の
川
に
は
あ
ら
ず
、
鶴
見
川
は
郡

内
を
流
る
ゝ
こ
と
凡

お
よ
そ

二
（
約
八
㎞
）里

餘あ
ま
り

と
云い

う

、

帷
子
川　

郡
の
南
の
方か

た

に
そ
ひ
、
西
よ
り
辰た

つ
み巳

へ
郡
内
を
貫
き
流
る
ゝ
な
り
、
川

幅
は
こ
と
に
せ
ば
し
、
下
流
の
廣
き
所
に
至
り
て
は
十

（
約
一
八
ｍ
）

間
餘あ

ま
り

あ
り
、
帷
子
町

芝し
ぼ
う生

に
至
て
海
に
沃そ

そ

げ
り
、
水み

な
か
み元

は
都
筑
郡
川
井
村
大お

お
ぬ
き貫

と
云
所
の
谷た

に
み
ず水

一
筋

の
小
流
と
な
り
、
同
郡
白
根
村
及
菅
田
村
今
宿
村
の
谷
水
竹た

け
の
し
た

の
下
に
て
合が

っ

し
て

一
條
と
な
る
あ
り
、
爰こ

こ

よ
り
下
流
を
帷
子
川
と
唱と

な

ふ
、
水み

な
か
み元

よ
り
海か

い
ひ
ん濱

ま
で
川

の
長
さ
三

（
約
一
二
㎞
）　
　

里
許ば

か
り

な
り
、
又
別
に
今
井
川
と
呼
も
の
一
筋
あ
り
、
是
は
小
流
に

て
あ
げ
て
し
る
す
べ
き
ほ
ど
の
も
の
に
あ
ら
ず
、
こ
の
水
元
は
都
筑
郡
今
井
村

谷
々
の
水
集
り
て
程
ヶ
谷
驛
の
内
を
屈

く
っ
き
ょ
く曲

し
て
な
が
れ
、
帷
子
町
に
て
帷
子
川

と
な
れ
り
、

神
奈
川
湊み

な
と

　

郡
中
海
岸
に
そ
ひ
た
る
村
々
凡

お
よ
そ
 

五
（
約
二
〇
㎞
）

里
の
間
な
り
、
其
次
第
は
南
の
方

よ
り
東
に
亘わ

た

り
て
、
芝し

ぼ
う生

神
奈
川
西
子
安
東
子
安
生
麥
潮う

し
お
だ田

下し
も
し
ん
で
ん

新
田
渡わ

た
り
だ田

大
島

大
師
河
原
池
上
新
田
稻
荷
新
田
の
村
々
に
連

つ
ら
な

れ
り
、
海
道
も
少

す
こ
し

く
か
ゝ
り
し
所

あ
り
、
神
奈
川
の
臺台

は
す
こ
ぶ
る
高
き
所
に
し
て
、
此

こ
の
と
こ
ろ所

よ
り
の
ぞ
め
ば
東
南

の
方
眼が

ん
か
い界

打う
ち
ひ
ら開

け
て
こ
と
に
勝
景
の
地
な
り
、
久
良
岐
郡
洲し

ゅ
う
か
ん
み
な
と

干
湊
よ
り
十じ

ゅ
う
に
て
ん

二
天

の
森
を
遠
く
見
や
り
、
又
向
ひ
に
横
濱
の
辨弁

天
の
社
な
ど
見
ゆ
、
す
べ
て
此
ほ

と
り
は
斷だ

ん
が
い
し
ょ
う
へ
き

岸
峭
壁
の
處

と
こ
ろ
　

多お
お
く

し
て
、
屏び

ょ
う
ぶ風

を
立
た
る
さ
ま
な
り
、
故
に
騷そ

う
か
く客

な
ど

錦き
ん
び
ょ
う
か
い

屏
海
と
號ご

う

し
て
一
二
を
か
ぞ
う
れ
ば
四し

へ
い
？屏

に
分わ

か

て
り
、
そ
の
上
に
は
古こ

し
ょ
う松

あ

ま
た
蟠ば

ん
き
ょ蚪

し
、
遠
く
を
の
ぞ
め
ば
其

趣
お
も
む
き

言
べ
か
ら
ず
、
商

し
ょ
う
は
く舶

漁
　
ぎ
ょ
し
ゅ
う

舟
朝
な
夕
な

行
か
ふ
さ
ま
な
ど
、
繪
に
か
き
た
ら
ん
や
う
な
り
、
此

こ
の
と
こ
ろ所

を
當
國
海
岸
の
地
第

一
の
絶
景
と
云
べ
し
、

【
峭
壁
】（
し
ょ
う
へ
き
）
き
り
た
っ
た
け
わ
し
い
が
け
。

『
広
辞
苑
』

【
騒
客
】（
そ
う
か
く
）詩
人
。
風
流
人
。
騒
人
。『
広
辞
苑
』

【
蟠
踞
】（
ば
ん
き
ょ
）
広
大
な
土
地
を
領
し
勢
力
を

振
う
こ
と
。『
広
辞
苑
』
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産　

物

鹽塩　

川
崎
領
の
内
海
岸
の
諸
村
に
て
鹽し

お
が
ま竈

を
設

も
う
け

て
製
す
、
上
品
に
て
播ば

ん
し
ゅ
う
あ
こ
う

州
赤
穗
の

産
に
お
と
ら
ず
、
他
へ
運う

ん
そ
う漕

す
る
に
及
ば
ず
、
纔

わ
ず
か

に
土
地
に
て
ひ
さ
ぐ
の
み
な
り
、

梨な
　
し子　

川
崎
領
よ
り
お
し
な
べ
て
作
出
す
、
そ
の
種
類

甚
は
な
は
だ

多
し
、
こ
れ
は
近
き

こ
ろ
よ
り
多
く
種う

え

る
と
云い

う

、

新
編
武
藏
風
土
記
稿
卷
之
五
十
八

終
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新
編
武
藏
風
土
記
稿
卷
之
六
十
八

  　
橘
樹
郡
之
十
一　

神
奈
川
領         

 
 

 

中　

略

◎
和
田
村　

和
田
村
は
郡
の
南
に
し
て
江
戸
日
本
橋
よ
り
の
行
程
八
里
、
鄕ご

う
め
い名

は

傳
へ
ず
榛は

ん
が
や
し
ょ
う

ヶ
谷
庄
に
屬
せ
り
、
東
西
北
の
三
方
は
帷
子
町
に
境さ

か

ひ
、
南
の
一
方
は

佛
向
下
星
川
の
二
村
に
隣
り
、
東
西
七

（
約
七
七
〇
ｍ
）

町
南
北
へ
三

（
約
三
三
〇
ｍ
）

町
に
あ
ま
れ
り
、
民み

ん
こ戸

十
六

軒
多
く
は
村
の
北
の
邊

あ
た
り

に
居き

ょ

を
結
べ
り
、
南
方
に
相そ

う
し
ゅ
う
ど
う

州
道
あ
り
佛
向
村
よ
り
入い

り

帷
子
町
へ
通つ

う

ぜ
り
、
此
道
村
内
を
通
ず
る
こ
と
四（

約
七
二
〇
ｍ
）

百
間
餘あ

ま
り

、
地
形
は 

平た
い
ら

か
に
し
て

水
た

田
多
く
陸は

た
け田

少
し
、
土ど

し
ょ
う性

は
眞ま

つ
ち土

な
れ
ど
、
南
方
帷
子
川
に
そ
ひ
し
あ
た
り
は

砂さ
　
ど土

も
交

ま
じ
わ

れ
り
、
此
川
の
水
溢あ

ふ

る
ゝ
時
は
水す

い
そ
ん損

の
患

う
れ
い

あ
り
、
此こ

の
か
た方

の
山
は
都
筑
郡

の
山
々
に
續
き
た
れ
ば
猪
鹿
出
て
田
畑
を
あ
ら
せ
り
、
元げ

ん
ろ
く祿

八
（
一
六
九
五
）

年
安
藤
對対

馬
守

檢け
ん
ち地

し
、
夫そ

れ

よ
り
後
明め

い
わ和

七
（
一
七
七
〇
）

年
新
田
の
處

と
こ
ろ

を
ば
伊
奈
半
左
衞
門
檢
地
せ
り
、
此
村

古い
に
し
えの

こ
と
は
詳

つ
ま
び
ら
かに

せ
ず
、
御ご

に
ゅ
う
こ
く

入
國
の
後
御ご

り
ょ
う
し
ょ

料
所
と
な
り
伊
奈
半
十
郎
家
に
て
世よ

　
よ々

預
り
奉

た
て
ま
つり

、
其
後
田
中
休
藏
等
の
支
配
所
と
な
り
し
に
、
夫そ

れ

も
替
り
て
今
は
大
貫

次
右
衞
門
が
支し

は
い
じ
ょ

配
所
と
な
れ
り
、

高
札
場　

村
の
北
に
あ
り
、

　
　

小
名　

小
關　
　

村
の
東
に
あ
り
、

　
　
　
　
　

原　
　
　

村
の
中
央
に
あ
り
、

　
　
　
　
　

竹
ノ
後　

村
の
西
な
り
、

　
　
　
　
　

宮
前　
　

是
も
西
に
あ
り
、

【
檢
地
】（
け
ん
ち
）
豊
臣
・
徳
川
政
権
下
、
農
民
の

田
畑
一
筆
ご
と
に
間
竿
（
け
ん
ざ
お
）・
縄
な
ど
を
用

い
て
測
量
し
、
段
別
・
品
位
・
石
高
・
名
請
百
姓
を

定
め
る
こ
と
。
さ
お
い
れ
。
な
わ
う
ち
。『
広
辞
苑
』

【
御
入
國
】（
ご
に
ゅ
う
こ
く
）
徳
川
氏
江
戸
入
府
の

こ
と
。
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）『
広
辞
苑
』

【
御
料
所
】（
ご
り
ょ
う
し
ょ
）
幕
府
や
大
名
の
直
轄
領
。

『
広
辞
苑
』
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帷
子
川　

村
の
南
境
を
流
る
、
西
の
方
帷
子
町
よ
り
入い

り
村
内
七
町
程
を
經
て
、
又
東
の

方
帷
子
町
の
内
へ
至
れ
り
、
川
幅

凡
お
よ
そ
　

七
（
一
二
～
一
三
ｍ
）

八
間
、

　

○
用
水
堀　

村
の
中
央
に
あ
り
、
村
内
を
經
る
こ
と
六

（
約
七
一
〇
ｍ
）

町
半
、

杉
山
社　

村
の
西
よ
り
に
あ
り
、
當
所
の
鎭
守
な
り
勸

か
ん
じ
ょ
う

請
の
年
歴
を
傳
へ
ず
、
本
社
一
間

四
方
拝
殿
は
三
間
四
方
東
に
向
ふ
、
神し

ん
た
い體

は
本
地
不
動
の
坐
像
を
安あ

ん

ぜ
り
長
五

（
約
一
五
㎝
）

寸
、
前

に
木
の
鳥
居
を
立
、
祭
禮礼

は
年
ご
と
に
六
月
九
月
の
ふ
た
度た

び

、
い
づ
れ
も
二
十
八
日
を

用も
ち

ゆ
、
帷
子
町
香
象
院
の
持
、

　

○
山
王
社　

村
の
北
眞
福
寺
の
東
な
り
、
村
内
稻
荷
第
六
天
の
二
社
を
今
假
に
移
し

祭
れ
り
、
稻
荷
社
の
除じ

ょ
ち地

は
一

（
三
八
四
坪
）

段
二
畝
二
十
四
歩
村
の
北
に
あ
り
、
第
六
天
の
除
地

十（
一
五
坪
）

五
歩
は
東
北
の
方
に
あ
り
、
此
二
社
を
相あ

い
ど
の殿

と
せ
し
年
代
を
傳
へ
ず
、
社
は
二
間
半

に
二
間
、
前
に
木
の
鳥
居
を
立
、
南
向
村
内
眞
福
寺
の
持
、

眞し
ん
ぷ
く
じ

福
寺　

村
の
北
に
あ
り
、
古
義
眞
言
宗
久
良
岐
郡
太
田
村
東
福
寺
の
末
大
照
山
と
號
す
、

開
山
詳
な
ら
ず
、
中
興
開
山
傳
慶
寛か

ん
え
い永

二（
一
六
四
四
）

十
一
年
十
月
六
日
に
示じ

じ
ゃ
く寂

す
、
客
殿
六
間
に

五
間
半
南
向
、
本
尊
不
動
立
像
一（

約
五
四
㎝
）

尺
八
寸
な
る
を
安あ

ん

ぜ
り
、

◎
坂
本
村　

坂
本
村
は
郡
の
南
に
あ
り
江
戸
日
本
橋
を
距

へ
だ
て

る
こ
と
八

（
約
三
二
㎞
）

里
、
爰こ

こ

も

榛は
ん
が
や
し
ょ
う

ヶ
谷
庄
に
屬ぞ

く

せ
り
、
東
の
方か

た

よ
り
北
へ
か
ゝ
り
て
帷
子
川
を
隔
て
都
筑
郡
上
星
川

村
に
隣
り
、
其
中
北
に
は
同都

筑
郡郡

川
島
村
か
ゝ
り
、
西
南
よ
り
東
の
端は

し

へ
は
又
佛
向
村

な
り
、
民
家
十
二
軒
東
西
二

（
約
二
二
〇
ｍ
）

町
南
北
は
四

（
約
四
四
〇
ｍ
）

町
に
あ
ま
れ
り
、
地
形
多
く
は
平
か
な

【
勧
請
】（
か
ん
じ
ょ
う
）
神
仏
の
分
霊
を
請
じ
迎
え

て
ま
つ
る
こ
と
。『
広
辞
苑
』

【
間
と
間
】
本
書
で
は
社
寺
建
築
物
の
大
き
さ
を
間
・

尺
・
丈
で
示
し
て
い
る
。
当
時
採
録
者
（
調
査
官
）

は
実
際
に
建
物
の
大
き
さ
を
計
測
し
、
概
略
の
寸
法

を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
、
古
来
一
般

に
社
寺
建
築
物
の
大
き
さ
を
表
す
方
法
に
「
間
」
が

使
わ
れ
て
き
た
。 

「
間
」
と
は
柱
の
間
の
数
を
表
す
。

例
え
ば
、「
三
間
に
二
間
」
と
云
え
ば
、
正
面
か
ら
見

て
柱
が
四
本
、
側
面
か
ら
見
て
三
本
の
建
物
の
こ
と
。

間
の
寸
法
は
様
々
で
、
狭
く
て
三
尺
、
広
け
れ
ば
二

間
以
上
の
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
で
「
間
」
の
表
記
に

は
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
編
者
』

【
相
殿
】（
あ
い
ど
の
）
同
じ
社
殿
に
二
柱
以
上
の
神

を
合
祀
す
る
こ
と
。
あ
い
で
ん
。『
広
辞
苑
』

【
示
寂
】（
じ
じ
ゃ
く
）
高
僧
な
ど
の
死
を
い
う
。
入
寂
。

『
広
辞
苑
』
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れ
ば
水

た

田
陸は

た
け田

等
分
に
て
、
用
水
は
村
内
谷
間
に
涌

ゆ
う
し
ゅ
つ出

せ
る
清
水
を
用も

ち

ゆ
、
西
の
方

に
は
小
山
あ
り
、
又
東
北
の
方
に
一
條
の
路
を
開
け
り
是こ

こ

を
八
王
子
道
と
云
、
此

こ
の
み
ち
　道

東ひ
が
し
ど
な
り隣

佛
向
村
よ
り
入い

り
川
島
村
に
通
ぜ
り
、
元げ

ん
ろ
く祿

八
（
一
六
九
五
）

年
安
藤
對対

馬
守
檢
地
し
、
夫そ

れ

よ
り
後
新
田
を
ば
明め

い
わ和

七
（
一
七
七
〇
）

年
伊
奈
半
左
衞
門
の
檢
地
せ
し
こ
と
あ
り
、
此
村
御
入
國

よ
り
後
は
御ご

り
ょ
う
し
ょ

料
所
な
り
伊
奈
半
十
郎
が
家
に
て
代
々
支
配
せ
り
、
中
頃
は
田
中
休
愚

右
衞
門
及
び
其
子
休
藏
等
續
て
支
配
せ
し
に
、
元げ

ん
ぶ
ん文

五
（
一
七
四
〇
）

年
又
伊
奈
半
左
衞
門
支
配
所

と
な
れ
り
、
そ
れ
も
か
は
り
て
今
は
大
貫
次
右
衞
門
支
配
所
と
な
れ
り
、

高
札
場　

小
名
前
耕
地
に
あ
り
、

　

小
名　

前
耕
作　

村
の
南
の
端は

し

な
り
、

　
　
　
　

小
谷　
　

村
の
中
央
に
あ
り
、

　
　
　
　

大
谷　
　

村
の
西
な
り
、

帷
子
川　

村
の
東
北
都
筑
郡
上
星
川
村
と
當
村
と
の
間
を
通
ぜ
り
、
川
島
村
よ
り
流
れ
來

り
佛
向
村
に
至
る
、
村
内
を
經
る
こ
と
一

（
約
一
一
〇
ｍ
）

町
に
あ
ま
れ
り
、
川
幅
は
凡

お
よ
そ

三
（
五
．五
ｍ
）

間
餘あ

ま
り、

　

○
用
水
堀　

東
北
の
間
に
あ
り
、
圦い

り

を
設
け
て
帷
子
川
の
流
れ
を
分
ち
、
東
の
方
佛

向
村
に
そ
ゝ
げ
り
、
此
水
佛
向
、
下
星
川
、
神
戸
三
村
の
用
水
と
な
れ
ど
も
、
水
利
の

便た
よ
り

宜よ
ろ

し
か
ら
ざ
れ
ば
、
此
村
の
用

も
ち
い

と
は
な
ら
ず
、
か
の
分ぶ

ん
す
い
ぐ
ち

水
口
の
樋と

い

破
壊
の
時
は
公

お
お
や
けよ

り
修
理
あ
り
、

藏ざ
お
う
ご
ん
げ
ん
し
ゃ

王
權
現
社　

村
の
北
に
あ
り
わ
づ
か
な
る
社
な
り
、
上う

わ
や屋

は
三
間
に
二
間
東
向
に
て
前

に
鳥
居
あ
り
、
勸

か
ん
じ
ょ
う

請
の
年
歴

詳
つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
、
下
星
川
村
法
性
寺
の
持
な
り
、

　

藥
師
堂　

村
の
北
に
あ
り
二
間
半
に
四
間
東
向
、
本
尊
藥や

く
し師

の
立
像
長
三

（
約
九
㎝
）

寸
、
境
内
に

元（
一
六
九
六
）

祿
九
丙ひ

の
え
ね子

十
月
方
譽
仰
譽
二
人
の
名
を
刻こ

く

せ
し
石
碑
あ
り
、
此
二
人
始
て
こ
の
堂
を

建
立
せ
し
と
云
、

◎
佛ぶ

っ
こ
う
む
ら

向
村　

佛
向
村
は
郡
の
南
に
し
て
保
土
ヶ
谷
宿
の
西
北
に
あ
た
れ
り
、
江
戸

日
本
橋
よ
り
八

（
約
三
二
㎞
）

里
の
行
程
な
り
、
榛は

ん
が
や
し
ょ
う

ヶ
谷
庄
御み

く
り
や
ご
う

厨
鄕
な
り
、
村
名
の
起
り
は
昔
村

【
圦
】（
い
り
）
水
の
出
入
り
を
調
節
で
き
る
よ
う
に

池
な
ど
の
堤
に
埋
め
た
樋（
と
い
）。
水
門
。『
広
辞
苑
』

【
藥
師
】（
や
く
し
）
薬
師
瑠
璃
光
如
来
（
や
く
し
る

り
こ
う
に
ょ
ら
い
）
の
略
。『
広
辞
苑
』
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内
正
福
寺
の
先
住
堯
室
、
初
て
北
條
家
へ
謁え

っ

せ
し
と
き
願
ひ
あ
ら
ば
申
す
べ
し
と

あ
り
け
る
に
、
出
家
の
身
は
他
の
志
願
な
し 

常
に
佛
に
向
ふ
こ
そ
桑そ

う
も
ん門

の
本
意
と

す
る
所
な
れ
ば
寺
の
山
號
及
び
其
村
里
に
も
佛
向
の
二
字
を
も
て
名
づ
け
賜た

ま

は
る

べ
し
と
の
願
ひ
に
よ
り
、
領

り
ょ
う
し
ょ
う

掌
あ
り
て
か
く
名
つ
け
ら
れ
し
と
ぞ
、
其
時
免
許
の

下く
だ
し
ぶ
み

文
に
例
の
虎
の
印い

ん
ば
ん判

を
押
せ
し
も
の
あ
り
し
か
ど
、
今
は
失う

せ
り
と
い
へ
り
、

さ
れ
ど
【
小
田
原
所
領
役
帳
】
に
小
机
の
内
佛
餉
二
十
三
貫
百
二
十
四
文
向
山
と

あ
り
、
此
頃
は
向
山
と
い
ひ
し
人
の
領し

ら

せ
し
所
に
て
、
文
字
も
古
く
は
佛
餉
と
か

き
た
る
と
見
ゆ
、
家
數
五
十
八
軒
、
艮

う
し
と
らは

帷
子
町
及
び
和
田
村
に
隣
り
て
帷
子
川

を
界

さ
か
い

と
す
、
巽

た
つ
み

は
下
星
川
村
に
さ
か
ひ
坤

ひ
つ
じ
さ
るは

神
戸
町
に
接
し
、
乾

い
ぬ
い

の
方
は
都
筑
郡

の
内
今
井
市
の
澤
川
島
の
三
村
に
隣
る
、
北
の
隅す

み

の
方
へ
わ
づ
か
に
坂
本
村
の
地

さ
し
入
り
た
り
、
村
の
か
た
ち
大た

い
て
い抵

菱ひ
し

の
如
く
に
し
て
東
の
角す

み

よ
り
西
の
角
ま
で

十（
約
一
．六
㎞
）

五
丁
、
南
の
角
よ
り
北
の
角
ま
で
九

（
約
一
㎞
）　町

餘
　
あ
ま
りな

り
、
惣す

べ

て
南
の
方か

た

は
小
山
連
り
て

土
地
高
く
、
北
の
方か

た

は
自

お
の
ず
から

低
し
川
の
岸
に
そ
ひ
て
水

た

田
あ
り
、
又
谷
の
間

あ
い
だ

に
も

す
こ
し
許

ば
か
り

の
水

た

田
あ
り
土ど

し
ょ
う性

は
黑
土
又
は
川
に
縁よ

り
た
る
所
は
砂
交ま

じ

は
れ
り
、
檢

地
は
元げ

ん
ろ
く祿

八
　（
一
六
九
五
）

年
安
藤
對対

馬
守

承
う
け
た
ま
わり

て
糺た

だ

せ
り
、
其
後
に
も
新
田
出し

ゅ
つ
ら
い

來
し
て
よ
り

明め
い
わ和

七
（
一
七
七
〇
）

年
伊
奈
半
左
衞
門
忠
敬
、
寛か

ん
せ
い政

元
（
一
七
八
九
）

年
伊
奈
攝摂

津
守
忠
郁
、
同
じ
く
九

（
一
七
九
七
）

年

久
世
丹
後
守
廣
民
等
其
支
配
せ
る
度
ご
と
に
檢
地
せ
り
、
村そ

ん
な
い内

に
海
道
二
條
あ
り
、

其
一
は
東
の
方
和
田
村
よ
り
入い

り

て
村
内
を
經
る
こ
と
五

（
約
五
五
〇
ｍ
）　
　

町
許ば

か
り

に
し
て
北
の
方
坂

本
村
へ
達
す
、
道
幅
一（

約
二
．七
ｍ
）

間
半
に
あ
ま
れ
り
是
を
八
王
子
往お

う
か
ん還

と
號ご

う

す
、
一
は
相
州

往
還
と
呼
ぶ
、
南
の
方
下
星
川
村
よ
り
入
て
十

（
約
一
．一
㎞
）

丁
許
に
し
て
都
筑
郡
今
井
村
に
い

る
、
道
の
幅
一

（
約
一
．八
ｍ
）

間
餘あ

ま
り

な
り
、
當
村
は
北
條
家
分
國
の
頃
、
南
の
方
今
の
元
佛
向
と

【
先
住
】（
せ
ん
じ
ゅ
う
）
寺
の
先
代
の
住
持
。
以
前

の
住
職
。『
広
辞
苑
』

【
謁
す
】（
え
っ
す
）
貴
人
・
目
上
の
人
に
面
会
す
る
。

『
広
辞
苑
』

【
桑
門
】（
そ
う
も
ん
）
出
家
し
て
仏

道
を
修
め
る
人
。
僧
侶
。『
広
辞
苑
』

【
虎
の
印
判
】
後
北
條
氏
の
領
国
支
配

を
象
徴
す
る
印
判
。
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い
ふ
所
に
百
姓
等
住じ

ゅ
う

し
て
其

そ
の
あ
た
り邊

を
耕
し
け
る
に
、
年
貢
の
高た

か
め
ん免

に
し
て
且か

つ

夫ぶ
や
く役

の

し
ば
し
ば
な
る
に
苦
し
み
し
か
ば
、
一
旦
離
散
し
て
荒あ

ら
の野

と
な
り
し
が
、
御ご

に
ゅ
う
こ
く

入
國

の
後
再
び
歸き

じ
ゅ
う住

し
て
漸

よ
う
や

く
水
陸
の
田
を
開
き
終

し
ま
い

に
村
落
を
な
せ
り
と
云
、
其
頃
よ

り
御ご

り
ょ
う
し
ょ

料
所
に
し
て
伊
奈
半
十
郎
忠
治
が
家
に
て
支
配
せ
し
が
、
享

き
ょ
う
ほ
う保

十（
一
七
三
一
）

六
年
に
田

中
休
藏
嘉
乗
が
支
配
所
と
な
り
、
元げ

ん
ぶ
ん文

五
　（
一
七
四
〇
）

年
再
び
伊
奈
半
左
衞
門
が
御
預
か
り

と
な
れ
り
、
夫そ

れ

よ
り
後
子
孫
左
近
將
監
忠
郁
が
時
に
至
て
職
を
奪
は
れ
、
久
世
丹

後
守
廣
民
代
り
し
が
、
再
び
大
貫
次
右
衞
門
光
豊
是
に
か
は
れ
り
、

高
札
場　

村
の
東
八
王
子
往
還
の
傍

か
た
わ
らに

あ
り
、

　

小
名

　
　

稻
荷
の
上 

村
の
中
央
に
あ
り
、

　
　

神
木
廻
り 

村
の
南
に
あ
り
、

　
　

兵
庫
谷 

村
の
南
に
あ
り
、
相
傳
ふ
金
子
兵
庫
と
い
へ
る
も
の
、

 

此
地
を
開
き
て
住
せ
し
故
今
に
此
名
あ
り
と
、

 

さ
れ
ど
其
子
孫
も
た
え
て
後
年
久
し
け
れ
ば
其
事
跡
は
傳
は
ら
ず
と
云
、

　
　

元
佛
向 

是 

も
南
の
方
な
り
、

北
條
家
分
國
の
頃
農
民
の 

居
村
な
り

　
　

神
木
前
畑 

こ
れ
も
南
の
方
な
り
、

　
　

西
谷 

同お
な
じ
あ
た
り

邊
な
り
、

　
　

猪
久
保
谷 

是
も
同
邊
な
り
、

　
　

上
原 

是
も
南
な
り
、

　
　

向
原 

是
も
同
じ
、

　
　

外
野
谷 

村
の
西
な
り
、

　
　

行
坐
谷 

是
も
西
の
方
な
り
、

　
　

矢
し
塚 

村
の
西
な
り
、

【
高
免
】（
た
か
め
ん
）
江
戸
時
代
、
年
貢
（
ね
ん
ぐ
）

賦
課
率
の
高
い
こ
と
。『
広
辞
苑
』

【
夫
役
】（
ぶ
や
く
「
ふ
や
く
」
と
も
）
人
身
に
課
税

す
る
こ
と
。
特
に
労
役
を
課
す
る
こ
と
。
律
令
制
で

は
調
・
庸
・
雑
徭
な
ど
人
身
課
税
を
総
称
し
、
ま
た

課
役
と
も
称
し
た
。
中
世
、
次
第
に
労
役
の
徴
発
の

意
味
と
な
り
、
戦
国
時
代
に
は
役
人
足
を
多
く
軍
夫

に
使
役
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
築
城
を
は
じ
め
公

共
的
土
木
工
事
に
振
り
向
け
た
。
後
に
は
、
労
役
を

米
・
銀
・
銭
で
代
納
し
た
が
、
助
郷
役
や
川
普
請
役

の
場
合
は
役
夫
を
徴
用
し
て
就
労
さ
せ
た
。
ぶ
え
き
。

『
広
辞
苑
』
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大
久
保 

是
も
西
の
方
な
り
、

　
　

北
上 

東
の
方
な
り
、

　
　

的
場 

是
も
東
の
方
な
り
、

　
　

前
耕
地 

是
も
東
の
方
な
り
、

　
　

内
田
耕
地 
同
邊
な
り
、

　
　

砂す
な
ご子

田
耕
地 
北
の
方
な
り
、

帷
子
川　

村
の
北
の
方
坂
本
村
よ
り
流
れ
來き

た

り
、
北
の
村
境
を
經
る
こ
と
凡

お
よ
そ

四
（
約
四
四
〇
ｍ
）

町
許
に

し
て
、
東
の
方
下
星
川
村
に
入い

る
、
川
幅
七

（
約
一
三
ｍ
）

間
許
よ
り
八

（
約
一
五
ｍ
）

間
に
至
る
、

　

○
用
水
堀　

水み
な
か
み源

は
坂
本
村
の
内
に
て
、
帷
子
川
を
引ひ

き

わ
か
ち
、
村
の
北
の
境
よ
り
入

り
流
る
ゝ
こ
と
四

（
約
四
四
〇
ｍ
）

町
餘あ

ま
りに

し
て
、
東
の
方
下
星
川
村
に
入
る
、

杉す
ぎ
や
ま
し
ゃ

山
社　

村
の
艮

う
し
と
らに

あ
り
、
本
地
は
不
動
立
像
に
し
て
長
一（

約
五
〇
㎝
）

尺
七
寸
あ
り
社

や
し
ろ

三
間
に
二
間

半
、
前
に
木
の
鳥
居
を
立
共
に
東
向
な
り
、
岩
間
町
圓
福
寺
持
、

　

○
稻
荷
社　

村
の
中
央
に
あ
り
、
社
六
尺
四
方
前
に
木
の
鳥
居
を
立
共
に
巽

た
つ
み

に
向

む
か
え

り
、

社
地
に
楠
の
大
木
あ
り
、
惣す

べ

て
杉
松
の
古
木
繁
茂
せ
り
是
も
圓
福
寺
持
、

　

○
山
王
社　

村
の
坤

ひ
つ
じ
さ
るの

方
に
よ
り
て
あ
り
、
社
一
間
四
方
の
鳥
居
を
立
、
當
社
の

本ほ
ん
じ
ぶ
つ

地
佛
は
藥や

く
し師

な
り
、
正
福
院
持
、

　

○
神
明
社　

村
の
北
に
よ
り
て
あ
り
、
社
は
九
尺
四
方
南
向
な
り
、
社
地
に
圍

か
こ
み

六（
約
二
ｍ
）

七
尺

の
楠
あ
り
、
古
き
社
な
る
こ
と
知
べ
し
、
帷
子
町
香
象
院
持
、

正し
ょ
う
ふ
く
い
ん

福
院　

村
の
北
に
よ
り
て
あ
り
、
曹
洞
宗
小
机
村
雲
松
未
佛
向
山
と
號
す
、
前
に
い
へ

る
如
く
北
條
家
よ
り
ゆ
る
さ
れ
し
山
號
な
り
と
云
、
開
山
榮
叟
梵
昌
永え

い
き
ょ
う享

元
　（
一
四
二
九
）

年
二
月

二
十
六
日
寂じ

ゃ
くす

、
初

は
じ
め

は
開
山
の
諱

い
み
な

を
用
ひ
て
榮
叟
寺
と
い
ひ
し
が
、
先
住
明
王
宗
鑑
中

興
の
時
、
今
の
院
號
に
あ
ら
た
め
し
と
ぞ
、
宗
鑑
は
寛か

ん
ぶ
ん文

元
（
一
六
六
一
）

年
四
月
二
十
二
日
寂じ

ゃ
くす

、

【
本
地
】（
ほ
ん
じ
）
仏
語
。
本
地
垂
迹
説
に
よ
る
も

の
で
、
世
の
人
を
救
う
た
め
に
神
と
な
っ
て
垂
迹
し

た
そ
の
本
の
仏
菩
薩
を
い
う
。
神
は
こ
の
世
に
仮
に

姿
を
表
し
た
垂
迹
身
で
、
仏
菩
薩
を
そ
の
真
実
身
で

あ
る
本
体
と
す
る
も
の
。
た
と
え
ば
、
天
照
大
神
の

本
地
は
大
日
如
来
だ
と
す
る
。『
広
辞
苑
』

【
圍
】（
か
こ
み
）
周
囲
『
広
辞
苑
』



-��-

本
尊
如
意
輪
觀
音
坐
像
に
し
て
長
一（

約
四
五
㎝
）

尺
五
寸
、
行
基
菩
薩
の
作
な
り
と
云
、
脇き

ょ
う
じ士

不
動

毘
沙
門
の
像
を
左
右
に
安あ

ん

ず
、
共
に
立
像
に
し
て
長
一
尺
客
殿
に
安
置
せ
り
、
又
藥
師

の
立
像
あ
り
是
は
惠
心
僧そ

う
ず都

の
作
な
り
、
長
一（

約
三
六
㎝
）

尺
二
寸
、
村
内
山
王
の
本
地
佛
な
り
、

客
殿
□
□
に
六
間
圓
通
閣
の
三
字
を
遍し

る

す
、
門
の
前
に
石せ

っ
か
い階

あ
り
皆
北
に
向
ふ
、
當
寺

よ
り
安
産
の
符ふ

を
出
せ
り
、

新
編
武
藏
風
土
記
稿
卷
之
六
十
八

終

【
脇
士
】（
き
ょ
う
じ
・
わ
き
じ
）
仏
の
左
右
に
侍
し

て
衆
生
教
化
を
助
け
る
も
の
。
仏
像
で
は
、
本
尊
の
両

脇
に
安
置
さ
れ
、
ま
た
は
描
か
れ
る
像
。
阿
弥
陀
如
来

に
観
音
・
勢
至
菩
薩
、
釈
迦
如
来
に
文
殊
・
普
賢
菩
薩
、

薬
師
如
来
に
日
光
・
月
光
菩
薩
な
ど
。『
広
辞
苑
』

【
石
階
】（
せ
っ
か
い
）
石
造
り
の
階
段
。
い
し
だ
ん
。

『
広
辞
苑
』


