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基
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り（

５
）

、
本
稿
も
同
じ
立
場
を
と
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
立
場
を
も
っ
て
し
て
も
、『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野

郡
条
の
ち
ぐ
は
ぐ
な
記
載
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
解
決
を
み
な
い
。
す
な
わ

ち
、
景
行
紀
と
類
似
す
る
記
載
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
問
題
を
残
す
地
理
的
な

位
置
関
係
を
い
か
に
整
合
的
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

現
在
の
解
釈
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野
郡
条
の
項
目
に
該
当
記
載
が
配

列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
景
行
紀
の
理
解
に
戻
る
と
い
う

方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
が
景
行
紀

を
基
に
し
て
構
成
さ
れ
た
と
い
う
通
説
を
と
り
な
が
ら
、
方
法
が
転
倒
し
て
い

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
景
行
紀
を
中
心
に
据
え
つ
つ
、『
豊
後
国
風
土
記
』
の
記

載
（
配
列
）
が
い
か
に
し
て
成
っ
た
か
、
と
い
う
点
を
主
眼
と
し
、『
豊
後
国

風
土
記
』
と
景
行
紀
の
対
応
部
分
に
つ
い
て
の
記
載
内
容
の
整
合
性
を
深
め

る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
両
書
の
比
較
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
こ
と

と
、
豊
後
地
域
の
社
会
的
な
状
況
を
結
び
つ
け
、
風
土
記
編
纂
に
関
わ
る
新
た

な
見
地
の
提
示
を
目
的
と
す
る
。

　

一　
『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野
郡
条
を
め
ぐ
っ
て

（
１
）『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野
郡
条
の
問
題
点

景
行
紀
に
よ
る
と
、
景
行
天
皇
が
、
十
二
年
十
月
に
豊
前
か
ら
豊
後
の
大
分

　

は
じ
め
に

『
日
本
書
紀
』景
行
天
皇
十
二
年
条（
以
下
、便
宜
に
応
じ
て
景
行
紀
と
略
す
）

に
よ
れ
ば
、景
行
天
皇
は
、熊
襲
征
伐
を
目
的
に
、九
州
各
地
を
巡
幸
す
る
。『
日

本
書
紀
』
の
記
載
の
な
か
で
、
こ
の
九
州
巡
幸
の
位
置
づ
け
は
け
っ
し
て
低
く

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
全
国
支
配
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
検
討
す
る
豊
後
国
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
部
を
担
う
重
要
な
役
割
を

負
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

発
端
は
、「
熊
襲
反
き
て
朝
貢
せ
ず
」
で
あ
っ
た（

１
）

。
そ
れ
に
伴
い
、
景
行
は

筑
紫
方
面
に
赴
く
こ
と
に
な
る（

２
）

。
そ
し
て
、
周
防
の
娑
麼
に
到
り
、
南
を
望
ん

だ
時
に
、
か
ま
ど
の
煙
が
た
く
さ
ん
上
が
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
巡
幸
の
経

路
が
決
定
す
る（

３
）

。
豊
前
か
ら
豊
後
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
で
あ
る
。

そ
の
時
の
記
載
が
、『
豊
後
国
風
土
記
』（
天
平
五
年
頃
成
立（

４
）

）
と
類
似
し
て

い
る
こ
と
は
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
景
行
紀
に
は
な
い
記
載

が
『
豊
後
国
風
土
記
』
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
含
め
て
、
依
拠
の
前
後
関
係
が

問
題
に
も
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
通
説
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
が
景
行
紀
を

景
行
巡
幸
伝
承
に
み
る

『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
の
試
み
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景
行
紀
と
は
別
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
語
辞
の
み
は
、
景
行
紀
を

参
考
と
し
て
整
え
ら
れ
た
と
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
野
郡
の
海
石
榴
市
・
血
田
条
の
配
列
に
つ
い
て
、
単
純
に

錯
簡
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
原
資
料
に
問
題
が
あ
り
、
撰
者
が
大
野
郡
の
こ
と

と
認
識
し
て
し
ま
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
原
資
料
の
問
題
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
い
さ
さ
か
躊
躇
い
が
あ

る
。
た
し
か
に
、
原
資
料
の
問
題
に
し
て
し
ま
え
ば
解
決
は
容
易
い
。
し
か
し

他
方
で
、
伝
承
内
容
の
一
致
す
る
『
豊
後
国
風
土
記
』
と
景
行
紀
の
細
か
な
表

現
の
違
い
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
編
述
方
針
に
基
づ
く
も
の
で
、
原
資
料
の
問
題

に
還
元
さ
せ
て
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る（

９
）

。
や
は
り
、
有
無

の
想
定
す
ら
検
討
が
求
め
ら
れ
る
原
資
料
に
、
問
題
を
す
べ
て
収
斂
さ
せ
て

し
ま
う
よ
り
も
、
で
き
る
だ
け
現
行
の
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
解
決
さ
せ
た
方
が
、

穏
当
な
方
法
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
景
行
紀
を
純
粋
に
理
解
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
考
え
、

景
行
紀
に
沿
っ
て
、『
豊
後
国
風
土
記
』
の
各
条
文
に
直
接
と
ら
わ
れ
過
ぎ
な

い
よ
う
に
比
較
検
討
を
行
う
。

　（
２
）『
豊
後
国
風
土
記
』
速
見
郡
条
に
対
応
す
る
景
行
紀

ま
ず
は
、『
日
本
書
紀
』
景
行
十
二
年
十
月
条）

10
（

を
四
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

景
行
紀
①
～
④
と
し
、
こ
こ
で
は
景
行
紀
①
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
『
豊
後
国

風
土
記
』
速
見
郡
条
を
比
較
検
討
し
、『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野
郡
条
の
具
体

郡
域
（
碩
田
国
）
に
入
り
、
速
見
郡
（
速
見
邑
）
に
到
着
し
た
さ
い
、
速
津
媛

と
い
う
一
人
の
族
長
が
出
迎
え
た
。
速
津
媛
が
報
告
す
る
に
は
、
鼠
石
窟
と
呼

ば
れ
る
大
き
な
石
窟
が
あ
り
、
そ
こ
に
二
人
の
土
蜘
蛛（

６
）

が
盤
踞
し
て
い
る
と
い

う
。
土
蜘
蛛
の
名
は
、
青
と
白
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
の
記
載
は
、『
豊
後
国

風
土
記
』
速
見
郡
条
に
も
あ
る
。

そ
の
後
、
直
入
郡
朽
網
郷
（
来
田
見
邑
）
を
拠
点
と
し
て
、
土
蜘
蛛
を
討
伐

す
る
様
子
が
描
か
れ
る
が
、
そ
こ
に
再
び
石
室
に
住
む
土
蜘
蛛
が
登
場
す
る
。

そ
し
て
、
海
石
榴
樹
を
武
器
に
し
て
戦
っ
た
記
載
が
続
く
。
と
こ
ろ
が
、
景
行

紀
に
は
そ
の
場
所
が
ど
こ
か
書
か
れ
て
い
な
い
。

一
方
の
『
豊
後
国
風
土
記
』
の
対
応
記
事
を
み
る
と
、
鼠
石
窟
の
土
蜘
蛛
討

伐
に
さ
い
し
、
海
石
榴
樹
を
武
器
に
し
て
戦
っ
た
記
載
が
大
野
郡
条
（
海
石
榴

市
・
血
田
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
景
行
紀
の
土
蜘
蛛
と

の
戦
い
が
大
野
郡
で
は
地
理
的
に
齟
齬
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
文
末
に
豊
後

国
略
図
を
掲
げ
た
）。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
古
く
は
『
箋
釈
豊
後
風
土
記（

７
）

』
が
錯
簡
説
を
と
な

え
て
い
る
。
海
石
榴
市
や
血
田
の
比
定
地
か
ら
考
え
る
と
、
本
来
は
、
直
入
郡

の
禰
疑
野
の
続
き
に
入
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
な
見
解
で
あ
る
。

一
方
で
、
秋
本
吉
郎
氏（

８
）

は
、
当
時
、
す
で
に
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
た
場
所

を
先
行
記
録
に
拠
り
な
が
ら
記
載
し
た
結
果
、
撰
者
が
大
野
郡
で
あ
る
と
判
断

し
た
と
み
て
い
る
。
秋
本
氏
の
言
う
先
行
記
録
と
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
も

景
行
紀
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
記
録
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
と
し
て
い
る
の
で
、
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磐い
は
や窟
と
曰い

ひ
、
土つ

ち

ぐ

も

蜘
蛛
二ふ

た
り人
住す

め
り
。
そ
の
名な

を
青あ

を

・
白し

ろ

と
曰い

ふ
。
又ま

た

、
直な

ほ
り入

の
郡

こ
ほ
り

祢ね

ぎ

の

疑
野
に
、
土つ

ち

ぐ

も

蜘
蛛
三み

た
り人
あ
り
、
そ
の
名な

を
打う

ち
さ
る猨
・
八や

た田
・
国く

に

ま

ろ

摩
侶
と
曰い

ふ
。
是こ

の
五い

つ
た
り人
、
並み

な
ひ
と人
と
為な

り
強ち

は
や暴
び
、
衆と

も
が
ら類
も
亦ま

た
さ
は多
に
あ
り
。
悉み

な皆
、
謡そ

し

り

て
云い

へ
ら
く
、『
皇お

ほ
み
こ
と命
に
従し

た
が

は
じ
』
と
い
へ
り
。
若も

し
強し

ひ
て
喚め

さ
ば
、
兵い

く
さ

を

興お
こ

し
て
距ふ

せ

き
ま
つ
ら
む
」
と
ま
を
し
き
。
茲こ

こ

に
、
天

す
め
ら
み
こ
と皇
兵

い
く
さ
び
とを
遣や

り
て
、
そ
の

要ぬ

み害
を
遮さ

へ
て
悉

こ
と
ご
とに
誅つ

み
な

ひ
滅ほ

ろ
ぼ

し
た
ま
ひ
き
。
斯こ

れ
に
因
り
て
名な

を
速は

や
つ
ひ
め

津
媛
の
国く

に

と
曰い

ふ
。
後の

ち

の
人ひ

と

改あ
ら
た
.め
て
速は

や
み見
の
郡こ

ほ
り

と
曰い

ふ
。

（
後
略
）

景
行
紀
①
の
冒
頭
で
、
景
行
天
皇
は
、
豊
前
か
ら
豊
後
に
到
っ
た
が
、
豊
後

に
は
大
分
郡
を
経
由
し
て
速
見
郡
へ
入
っ
た
と
記
す
。
速
見
邑
で
は
、
速
津
媛

が
出
迎
え
、
景
行
に
豊
後
の
実
状
を
報
告
す
る
場
面
と
な
る
。
こ
こ
で
論
点
と

し
た
い
の
は
、
速
津
媛
の
報
告
中
に
み
え
る
「
茲
の
山
に
大
き
な
る
石
窟
有
り
。

鼠
石
窟
と
曰
ふ
」
の
「
茲
の
山
」
が
い
ず
れ
の
山
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

速
津
媛
の
報
告
で
は
、
皇
命
に
従
わ
な
い
五
人
の
土
蜘
蛛
が
い
る
よ
う
だ
が
、

後
半
三
人
が
直
入
県
の
禰
疑
野
と
い
う
地
名
が
記
さ
れ
る
の
に
対
し
、
前
半
の

二
名
に
は
、
地
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
か
る
の
は
、
青
・
白
と
い
う
土
蜘

蛛
が
「
茲
の
山
」
の
石
窟
に
住
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
鼠
石
窟
と
呼
ば
れ
る
巨
大

な
石
窟
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

従
来
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野
郡
の
海
石
榴
市
・
血
田
条
（
後
掲
）
に
、「
鼠

の
石
窟
の
土
蜘
蛛
」
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、景
行
紀
①
の
鼠
石
窟
お
よ
び
青
・

的
な
問
題
点
を
抽
出
す
る
。

【
景
行
紀
①
】

冬
十
月
に
、碩お

ほ
き
た
の
く
に

田
国
に
到い

た

り
た
ま
ふ
。
其
の
地と

こ
ろ

、形か
た
ち
ひ
ろ広
く
大お

ほ

き
に
し
て
亦ま

た
う
る
は麗
し
。

因よ

り
て
碩お

ほ
き
た田
と
名な

づ

く
。
碩
田
、
此こ

こ

に
は
於お

ほ

き

た

保
岐
陀
と
云い

ふ
。
速は

や
み
の
む
ら

見
邑
に
到
り
た
ま

ふ
に
、
女を

み
な人
有あ

り
、
速は

や
つ
ひ
め

津
媛
と
曰い

ふ
。
一ひ

と
と
こ
ろ処
の
長を

さ

た
り
。
其そ

れ
天
皇
車い

で
ま駕
せ
り

と
聞
き
て
、
自み

づ
か

ら
奉

む
か
へ
た
て
ま
つ
迎
り
て
諮ま

を

し
て
言ま

を

さ
く
、「
茲こ

の
山や

ま

に
大お

ほ

き
な
る
石い

は
や窟
有あ

り
。
鼠ね

ず
み
の
い
は
や

石
窟
と
曰い

ふ
。
二
の
土つ

ち

ぐ

も

蜘
蛛
有
り
、其
の
石
窟
に
住す

む
。
一
を
青あ

を

と
曰
ひ
、

二
を
白し

ろ

と
曰
ふ
。
又ま

た

直な
ほ
り
の
あ
が
た

入
県
の
禰
疑
野
に
、
三
の
土
蜘
蛛
有
り
、
一
を
打う

ち
さ
る猨
と

曰
ひ
、
二
を
八や

た田
と
曰
ひ
、
三
を
国く

に

ま

ろ

摩
侶
と
曰
ふ
。
是こ

の
五
人
は
、
並な

ら
び

に
其
の

為ひ
と
と
な
り
ち
か
ら
こ
は

人
強
力
く
、
亦ま

た

衆し
ゆ
う
る
い類
多お

ほ

し
。
皆
曰い

は

く
、『
皇お

ほ
み
こ
と命
に
従し

た
が

は
じ
』
と
い
ふ
。
若も

し

強あ
な
が
ちに
喚め

さ
ば
、
兵い

く
さ

を
興お

こ

し
て
距ふ

せ

か
む
」
と
ま
を
す
。
天
皇
、
悪に

く

み
た
ま
ふ
も

進い
で
ま行
す
こ
と
得え

ず
。

【『
豊
後
国
風
土
記
』
速
見
郡
条）

11
（

】

速は
や
み見
の
郡こ

ほ
り

。
郷さ

と

は
五い

つ
と
こ
ろ所
、
里こ

ざ
と
は
一
十
三
。
駅う

ま
や

は
二ふ

た
と
こ
ろ所
、
烽と

ぶ
ひ

は
一ひ

と
と
こ
ろ所
な
り
。

昔む
か
し者
、
纏ま

き
む
く向
の
日ひ

し
ろ代
の
宮み

や

に
御

あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
宇
し
し
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
、
球く

ま

そ

磨
贈
於
を
誅つ

み
な

は
む
と
欲お

も
ほ

し

て
、
筑つ

く
し紫
に
幸い

で
ま

し
、
周す

は
う防
の
国く

に

佐さ

ば

つ

婆
津
よ
り
発ふ

な
だ
ち船
し
て
渡わ

た

り
ま
し
て
、
海あ

ま部
の

郡こ
ほ
り

宮み
や
う
ら浦
に
泊は

て
た
ま
ひ
き
。
時と

き

に
、
こ
の
村む

ら

に
女を

み
な人
あ
り
、
名
を
速は

や
つ
ひ
め

津
媛
と

曰い

ひ
、
そ
の
処と

こ
ろ

の
長を

さ

た
り
き
。
す
な
は
ち
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
の
行い

で
ま幸

す
を
聞き

き
て
、
親み

づ
か自

ら

迎む
か

へ
奉ま

つ

り
て
、
奏ま

を言
し
し
く
、「
こ
の
山や

ま

に
大お

ほ

き
な
る
磐い

は
や窟
あ
り
、
名な

を
鼠ね

ず
み

の
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蛛
の
い
る
鼠
石
窟
の
所
在
地
を
大
野
郡
と
み
る
こ
と
に
は
、
疑
義
を
抱
か
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
は
、
景
行
紀
①
と
対
応
す
る
『
豊
後
国
風
土
記
』
速
見
郡
条
の

書
き
方
が
、
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
し
て
い
る
。
速
見
郡
条
に

お
い
て
、「
こ
の
山
に
大
き
な
る
磐
窟
あ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
こ
の
山
」

は
速
見
郡
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
景
行
紀
①
が
示
し
て
い
る

土
蜘
蛛
青
・
白
の
い
る
鼠
石
窟
と
は
、
速
見
郡
内
で
あ
る
可
能
性
が
も
っ
と
も

考
え
ら
れ
、
か
り
に
速
見
郡
内
で
は
な
い
と
し
て
も
、
速
見
郡
か
ら
直
入
県
に

到
る
ま
で
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
景
行
紀
①
編
者

の
認
識
を
捉
え
て
お
く
。

　

二　

直
入
郡
で
の
土
蜘
蛛
征
伐

      

（
１
）『
豊
後
国
風
土
記
』
直
入
郡
条
と
景
行
紀

景
行
紀
②
～
④
は
、
土
蜘
蛛
征
伐
の
経
過
を
示
す
部
分
で
あ
る
が
、
②
③
は

禰
疑
野
の
土
蜘
蛛
と
の
戦
い
の
記
録
、
④
は
事
前
の
戦
勝
祈
願
の
よ
う
に
分
け

ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
関
連
史
料
を
掲
げ
る
。

【
景
行
紀
②
】

即す
な
はち
来く

た
み
の
む
ら

田
見
邑
に
留と

ど
ま

り
、
権か

り

に
宮み

や室
を
興た

て
て
居ま

し
ま
す
。
仍よ

り
て
群

ま
へ
つ
き
み
た
ち
臣
と

議は
か

り
て
曰の

た
ま

は
く
、「
今い

ま

し
多さ

は

に
兵い

く
さ
ど
も衆
を
動う

ご
か

し
て
、
土
蜘
蛛
を
討う

た
む
。
若も

し
其そ

れ
、

白
と
い
う
名
の
土
蜘
蛛
は
、
大
野
郡
内
の
事
柄
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
の
記
述
に
、
依
拠
し
す
ぎ
た

解
釈
に
す
ぎ
な
い
。

景
行
紀
①
の
文
の
構
造
を
み
る
と
、
五
人
の
土
蜘
蛛
の
記
載
に
対
し
、
青
・

白
の
二
人
と
、
直
入
県
の
禰
疑
野
に
い
る
打
猨
・
八
田
・
国
摩
侶
の
三
人
と
は
、

明
確
に
分
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
場
面
を
転
換
す
る
「
又
」
が
間
に

入
り
、
そ
の
差
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
対
応
す
る
『
豊
後
国
風
土
記
』
速
見

郡
条
に
も
「
又
」
が
入
る
。「
又
」
が
一
次
史
料
も
含
め
た
古
代
の
文
献
全
般

に
わ
た
っ
て
、
場
面
の
転
換
や
時
間
の
別
を
表
す
語
と
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
た
と
え
ば
、『
豊
後
国
風
土
記
』
と
同
じ
九
州

甲
類
に
属
す
る
『
肥
前
国
風
土
記
』
で
も
同
様
の
事
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。

そ
も
そ
も
景
行
が
速
見
邑
に
着
い
た
時
、
出
迎
え
た
速
津
媛
の
報
告
に
「
茲

の
山
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
速
見
邑
か
ら
近
接
し
た
距
離
に
あ
る
こ
と
は
誰
し

も
が
想
像
で
き
る
。
た
だ
こ
れ
ま
で
、
鼠
石
窟
の
記
載
の
あ
る
『
豊
後
国
風
土

記
』
大
野
郡
条
の
記
載
が
、
そ
れ
を
阻
害
し
て
い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野
郡
条
を
い
っ
た
ん
切
り
離
し
て
景
行
紀
①
を
考
え

れ
ば
、
文
脈
上
は
、
青
・
白
の
土
蜘
蛛
の
い
る
「
茲
の
山
」
が
、
地
理
的
に
速

見
邑
か
ら
直
入
県
に
入
る
前
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。景
行
紀
①
で「
又
」

を
使
用
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
又
」
以
下
の
直
入
県
の
記
載
が
、
速
見
邑
か

ら
遠
か
っ
た
た
め
、
指
示
語
で
は
な
く
、
具
体
的
な
地
名
を
記
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
景
行
紀
①
の
認
識
の
な
か
で
、
青
・
白
の
土
蜘
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【『
豊
後
国
風
土
記
』
直
入
郡
条
】

直な
ほ
り入
の
郡こ

ほ
り

。
郷さ

と

は
四よ

と
こ
ろ所
、
里こ

ざ
と
は
一
十
。
駅う

ま
や

は
一ひ

と
と
こ
ろ所
な
り
。

（
略
）

柏か
し
は
ば
ら原
の
郷さ

と

。
郡こ

ほ
り
の
南み

な
み
に
在あ

り
。
昔む

か
し者
、
こ
の
郷さ

と

に
柏か

し
は
ぎ樹
多さ

は

に
生お

ひ
た
り
き
。

因よ

り
て
柏か

し
は
ば
ら原
の
郷さ

と

と
曰
ふ
。

祢ね

ぎ

の

疑
野
。
柏か

し
は
ば
ら原
の
郷さ

と

の
南み

な
み
に
在あ

り
。
昔む

か
し者
、
纏ま

き
む
く向
の
日ひ

し
ろ代
の
宮み

や

に
御

あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
宇
し

し
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
、
行い

で
ま幸
し
し
時と

き

に
、
こ
の
野の

に
土つ

ち

ぐ

も

蜘
蛛
あ
り
、
名な

を
打う

ち
さ
る猨
・
八や

た田
・

国く

に

ま

ろ

摩
侶
と
曰い

ふ
等

と
も
が
ら

三み
た
り人
な
り
。
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
、
親み

づ
か

ら
欲お

も
ほ

こ
の
賊あ

た

を
伐う

た
む
と
欲お

も
ほ

し
て
、

こ
の
野の

に
在い

ま

し
、
勅

み
こ
と
の
りし
て
、
兵

い
く
さ
び
と
ど
も
衆
を
歴あ

ま
ね

く
労ね

ぎ
た
ま
ひ
き
。
因よ

り
て
祢ね

ぎ

の

疑
野

と
謂い

ふ
は
、
是こ

れ

な
り
。

蹶ふ
み

石い
し

野の

。
柏か

し
は
ば
ら原
の
郷さ

と

の
中う

ち

に
在あ

り
。
同お

な

じ
き
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
、
土つ

ち

ぐ

も

蜘
蛛
の
賊あ

た

を
伐う

た
む
と

欲お
も
ほ
し
て
、
柏か

し
は
を峽
の
大お

ほ
の野
に
幸い

で
ま

し
き
。
野の

の
中う

ち

に
石い

し

あ
り
、
長な

が

さ
六む

さ
か尺
、
広ひ

ろ

さ

三み
さ
か尺
、
厚あ

つ

さ
一ひ

と
さ
か
い
つ
き

尺
五
寸
な
り
。
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
、
祈う

け曰
ひ
た
ま
ひ
し
く
、「
朕あ

れ
、
こ
の

賊あ
た

を
滅ほ

ろ
ぼ

さ
む
と
し
て
茲こ

の
石い

し

を
蹶ふ

ま
む
に
、
譬た

と

へ
ば
柏か

し
は
ば葉
な
し
て
あ
れ
」
と
の

り
た
ま
ひ
て
、
す
な
は
ち
蹶ふ

み
た
ま
ふ
に
、
柏か

し
は
ば葉
の
ご
と
く
騰あ

が

り
き
。
因よ

り
て

蹶ふ
み

石い
し

野の

と
曰い

ふ
。

球く
た
み覃
の
郷さ

と

。
郡こ

ほ
り
の
北き

た

に
在あ

り
。
こ
の
村む

ら

に
泉い

づ
み

あ
り
。
同お

な

じ
き
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
、
行い

で
ま幸
し

し
時と

き

に
、
奉か

し
は
で膳
の
人ひ

と

、
御み

も
ひ飲
に
擬ぎ

せ
む
と
し
て
（
略
）

宮み

や

こ

の

処
野
。
朽く

た
み網
の
郷さ

と

に
在あ

る
野の

な
り
。
同お

な

じ
き
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
、
土つ

ち

ぐ

も

蜘
蛛
を
征う
伐
た
む
と

為し

た
ま
ひ
し
時と

き

に
、
行か

り
み
や宮
を
こ
の
野の

に
起た

て
た
ま
ひ
き
。
是こ

こ

を
以も

て
、
名な

を

我わ

が
兵い

く
さ

の
勢

い
き
ほ
ひに
畏お

そ

り
て
、
山や

ま
の野
に
隠か

く

れ
な
ば
、
必
ず
後の

ち

の
愁う

れ
へ

を
為な

さ
む
」
と
の

た
ま
ふ
。
則す

な
は

ち
海つ

ば

き

の

き

石
榴
樹
を
採と

り
て
椎つ

ち

に
作つ

く

り
、
兵

つ
は
も
のに
し
た
ま
ふ
。
因よ

り
て
猛た

け

き
卒い

く
さ

を
簡え

ら

び
、
兵

つ
は
も
のの
椎つ

ち

を
授さ

づ

け
て
、
山
を
穿う

が

ち
草く

さ

を
排は

ら

ひ
、
石い

は
や室
の
土つ

ち

ぐ

も

蜘
蛛
を

襲お
そ

ひ
て
、
稲い

な
ば葉
の
川か

は
か
み上
に
破や

ぶ

り
、
悉

こ
と
ご
と
くに
其そ

の
党た

う

を
殺こ

ろ

す
。
血ち

流な
が

れ
て
踝

つ
ぶ
な
ぎに
至い

た

る
。

故か
れ

、
時と

き
の
ひ
と人
、
其そ

の
海つ

ば

き

.

石
榴
の
椎つ

ち

を
作つ

く

り
し
処と

こ
ろ

を
海つ

ば

き

ち

石
榴
市
と
曰い

ふ
。
亦ま

た

血
の
流

れ
し
処
を
血ち

た田
と
曰
ふ
。

【
景
行
紀
③
】

復ま
た

打う
ち
さ
る猨
を
討う

た
む
と
し
て
、
径た

だ

に
禰ね

ぎ

や

ま

疑
山
を
度わ

た

る
。
時
に
賊あ

た虜
が
矢や

、
横

よ
こ
し
ま

に
山
よ
り
射い

る
。
官み

い
く
さ軍
の
前ま

へ

に
流な

が

ら
ふ
る
こ
と
雨あ

め

の
如ご

と

し
。
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
、
更さ

ら

に
城き

は
ら原

に
返か

へ

り
て
、
水

か
は
の
ほ
と
り
上
に
卜う

ら

へ
た
ま
ふ
。
便す

な
は

ち
兵い

く
さ

を
勒と

と
の

へ
、
先ま

づ
八や

た田
を
禰
疑
野
に

撃う

ち
て
破
る
。
爰こ

こ

に
打う

ち
さ
る猨
、
え
勝か

つ
ま
し
じ
と
謂お

も

ひ
て
、
服ま

つ
ろ

は
む
こ
と
を
請ね

が

ふ
。

然し
か

れ
ど
も
聴ゆ

る

し
た
ま
は
ず
。
皆み

な

自み
づ
から
澗た

に谷
に
投お

ち

り
て
死し

ぬ
。

【
景
行
紀
④
】

天
皇
、
初は

じ

め
に
、
賊あ

た

を
討う

た
む
と
し
て
、
柏か

し
は
を峡
の
大お

ほ
の野
に
次や

ど

り
た
ま
ふ
。
其

の
野
に
石い

し

有あ

り
。
長な

が

さ
六む

尺さ
か

、
広ひ

ろ

さ
三み

尺さ
か

、
厚あ

つ

さ
一ひ

と
さ
か
い
つ
き

尺
五
寸
な
り
。
天
皇
、
祈う

け

ひ
て
曰の

た
ま

は
く
、「
朕わ

れ

、
土
蜘
蛛
を
滅ほ

ろ
ぼ

す
こ
と
得え

む
と
な
ら
ば
、
将ま

さ

に
茲こ

の
石
を

蹶く

ゑ
む
に
、
柏か

し
は
の
は葉
の
如ご

と

く
挙あ

が

れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
因よ

り
て
蹶く

ゑ
た
ま
へ
ば
、
柏

の
如
く
に
し
て
大お

ほ
ぞ
ら虚

に
上あ

が

る
。
故か

れ

、
其
の
石
を
号な

づ

け
て
蹈く

ゑ
し石

と
曰い

ふ
。
是こ

の
時

に
禱い

の

り
ま
つ
る
神
は
、
則
ち
志し

が
の
か
み

我
神
・
直な

ほ
り
の入
物も

の
の
べ
の
か
み

部
神
・
直な

ほ
り
の入
中な

か
と
み
の
か
み

臣
神
、
三

み
は
し
ら
の
か
み
神
な
り
。
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成
五
年
度
か
ら
大
規
模
な
圃
場
整
備
が
実
施
さ
れ
、
多
く
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ

て
い
る
。『
風
土
記
』
編
纂
期
前
後
に
あ
た
る
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
遺
構
に
絞

れ
ば
、
市
第
Ⅴ
遺
跡
、
石
田
遺
跡
、
尾
首
遺
跡
、
市
第
Ⅰ
遺
跡
、
市
第
Ⅱ
遺
跡
、

上
城
遺
跡
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

な
か
で
も
、尾
首
遺
跡
か
ら
は
、「
大
」「
山
」
や
「
神
長
」
ま
た
は
「
郷
長
」

か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
墨
書
・
刻
書
土
器
な
ら
び
に
銅
腕）

13
（

、
市
第
Ⅰ
遺
跡
か
ら

は
「
大
」「
家
」
を
含
む
三
点
の
墨
書
土
器
な
ら
び
に
銅
腕）

14
（

、
上
城
遺
跡
か
ら

は
判
読
不
能
の
刻
書
土
器
一
点
な
ら
び
に
鉄
製
の
海
老
錠）

15
（

な
ど
、
文
字
資
料
や

遺
跡
の
性
格
に
関
わ
る
よ
う
な
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

都
野
東
部
地
区
に
お
い
て
総
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
比
較
的
狭
い
地
域
に
、

官
衙
系
や
、
一
般
集
落
と
は
異
な
る
性
格
不
明
の
遺
跡
が
集
中
し
て
い
る
地
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
景
行
天
皇
が
宮
室
（
行
宮
）
を
置
い
た
と
い
う
伝

承
も
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
現
況
を
想
像
し
て
み
れ
ば
、
あ
な
が
ち
無
理
な
こ

と
で
は
な
さ
そ
う
で
、
や
は
り
そ
れ
な
り
の
基
盤
が
あ
っ
た
地
に
、
か
つ
て
の

「
宮
室
」
の
存
在
が
伝
承
と
し
て
付
会
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
禰
疑
野
へ
の
土
蜘
蛛
征
伐
は
、
こ
の
宮
処
野
の
宮
室
（
行
宮
）
が
拠

点
と
な
る
。
景
行
紀
②
を
み
る
と
、
海
石
榴
の
樹
を
伐
採
し
て
武
器
を
作
り
、

山
を
穿
ち
草
を
排
ひ
、
石
室
の
土
蜘
蛛
を
襲
撃
し
た
結
果
、
稲
葉
の
川
上
で
討

ち
果
た
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
関
連
づ
け
て
、
海
石
榴
市
と
血

田
の
地
名
伝
承
を
と
く
。

問
題
は
、
こ
の
こ
と
に
対
応
す
る
『
豊
後
国
風
土
記
』
が
、
直
入
郡
条
で
は

宮み

や

こ

の

処
野
と
曰い

ふ
。

救く
た
み覃
の
峰み

ね

。
郡こ

ほ
り
の
北き

た

に
在あ

り
。
こ
の
峰み

ね

の
頂

い
た
だ
きに
、
火ひ

恒つ
ね

に
燎も

ゆ
。
基も

と

に
数あ

ま
た

の

川か
は

あ
り
、
名な

を
神か

み

の
河か

は

と
曰い

.

ふ
。
亦ま

た

、
二ふ

た

つ
の
湯ゆ

の
河か

は

あ
り
、
流な

が

れ
て
神か

み

の
河か

は

に
会あ

ふ
。

景
行
紀
②
は
、
土
蜘
蛛
征
伐
の
た
め
に
、
拠
点
の
宮
を
置
く
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
る
。
来
田
見
邑
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
で
言
う
と
こ
ろ
の
球
覃
郷
に
比
定

さ
れ
て
い
る
。『
倭
名
類
聚
鈔
』
で
は
、
直
入
郡
の
郷
は
、
三
宅
・
直
入
・
朽

網）
12
（

（
高
山
寺
本
）
で
あ
り
、『
豊
後
国
風
土
記
』
直
入
郡
条
で
は
、
全
四
郷
の

う
ち
柏
原
・
球
覃
の
み
記
さ
れ
、
両
書
を
併
せ
る
と
三
宅
・
直
入
・
朽
網
（
球

覃
）・
柏
原
の
四
郷
と
な
る
。

朽
網
郷
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
の
細
字
の
各
注
記
に
よ
る
と
、
直
入
郡
衙

の
北
方
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
景
行
は
、
速
見
郡
（
速
見
邑
）
か
ら
再
び
大
分

郡
を
経
由
し
て
、
直
入
郡
に
は
北
か
ら
入
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
が
常
道
で

あ
ろ
う
。
景
行
紀
は
、
進
路
順
に
記
載
し
て
い
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
来
田
見
邑
に
建
て
ら
れ
た
「
宮
室
」
で
あ
る
が
、
場
所
を
特
定

で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
豊
後
国
風
土
記
』
直
入
郡
・
宮
処
野
条
に
よ

れ
ば
、
朽
網
郷
の
中
に
あ
る
宮
処
野
に
行
宮
を
つ
く
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
遺
称
地
は
、
大
分
県
竹
田
市
久
住
町
大
字
仏
原
に
あ

る
宮み

や

こ

の

処
野
神
社
付
近
と
さ
れ
て
い
る
。

竹
田
市
久
住
町
の
都
野
東
部
地
区
と
呼
ば
れ
る
こ
の
あ
た
り
の
地
域
は
、
平
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在
不
明
）
→
柏
原
郷
→
禰
疑
野
と
な
る
。

つ
ぎ
に
、
景
行
紀
④
を
み
る
と
、
戦
闘
に
入
る
前
の
状
況
が
書
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
「
柏
峡
の
大
野
」
で
し
ば
ら
く
宿
を
と
り
、
石
を
蹶
る
と
い
う
占
い

も
含
め
て
、
志
我
神
・
直
入
物
部
神
・
直
入
中
臣
神
の
三
神
に
戦
勝
祈
願
を
し

て
い
る
。「
柏
峡
の
大
野
」
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
直
入
郡
条
の
蹶
石
野
の
項

目
に
出
て
く
る
「
柏
峽
の
大
野
」
に
対
応
す
る
。
占
い
に
使
っ
た
石
の
大
き
さ

も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
場
所
は
、
柏
原
郷
の
中
に
あ
る
と
い
う
。

先
述
の
位
置
関
係
と
併
せ
る
と
、
土
蜘
蛛
征
伐
の
拠
点
と
し
た
宮
室
は
、
郡

衙
の
北
方
に
あ
る
朽
網
郷
宮
処
野
で
、
そ
こ
か
ら
南
下
し
、
直
入
郡
衙
付
近
を

超
え
て
、
ま
ず
は
柏
原
郷
に
入
り
、
柏
峡
の
大
野
で
戦
勝
祈
願
を
し
た
。
そ
し

て
、そ
こ
か
ら
さ
ら
に
南
下
し
、稲
葉
川
の
上
流
（
血
田
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
）

で
、
ま
ず
石
室
の
土
蜘
蛛
を
倒
し
た
が
、
つ
ぎ
の
禰
疑
山
近
辺
で
は
敗
れ
て
城

原
に
一
時
後
退
し
た
。
体
制
を
立
て
直
し
た
後
、
柏
原
郷
の
南
方
の
禰
疑
野
に

向
か
い
、
八
田
を
倒
し
、
打
猨
を
征
伐
す
る
。

こ
の
よ
う
に
位
置
関
係
を
み
る
だ
け
で
も
、
す
べ
て
直
入
郡
内
の
出
来
事
で

あ
る
と
言
え
る
。
戦
勝
祈
願
し
た
神
も
、
直
入
の
神
で
あ
る
。
海
石
榴
の
椎
を

作
っ
た
と
い
う
場
所
も
、
戦
勝
祈
願
を
終
え
、
こ
れ
か
ら
戦
闘
に
向
か
う
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
離
れ
た
大
野
郡
ま
で
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
伝

承
の
な
か
で
あ
っ
て
も
考
え
に
く
い
。

し
た
が
っ
て
、
景
行
紀
①
～
④
は
、
と
り
わ
け
直
入
郡
南
部
に
勢
力
を
張
っ

て
い
た
首
長
た
ち
を
、
景
行
が
討
伐
し
、
王
権
の
傘
下
に
治
め
て
い
く
と
い
う

な
く
大
野
郡
条
に
「
海
石
榴
市
・
血
田
」
の
項
目
と
し
て
あ
が
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
矛
盾
点
は
、
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
は
そ
れ
以
外
の
景
行
紀
③
④
に

目
を
向
け
た
い
。

景
行
紀
②
に
お
い
て
、
稲
葉
川
の
上
流
で
一
人
の
土
蜘
蛛
を
倒
し
た
こ
と
が

書
か
れ
て
い
た
が
、
景
行
紀
③
で
は
、
残
る
二
人
の
土
蜘
蛛
（
打
猨
と
八
田
）

の
話
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
の
相
手
は
打
猨
で
、
舞
台
は
禰
疑
山
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
雨
の
よ
う
な
矢
に
さ
ら
さ
れ
て
退
却
し
、
い
っ
た
ん
城
原
に
引
き
返
し

た
と
い
う
。
禰
疑
山
の
場
所
は
わ
か
ら
な
い
が
、
城
原
は
現
在
で
も
地
名
と
し

て
残
っ
て
い
る
竹
田
市
城
原
が
比
定
地
で
あ
る
。

そ
し
て
、
体
制
を
整
え
、
今
度
は
八
田
を
攻
め
た
。
舞
台
は
禰
疑
野
で
あ
る
。

禰
疑
野
に
て
八
田
を
打
ち
破
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
知
っ
た
打
猨
は
降
参
し
た
。

禰
疑
野
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
直
入
郡
条
に
項
目
と
し
て
あ
が
り
、
土
蜘
蛛

三
人
と
の
戦
い
も
、
地
名
伝
承
に
引
き
つ
け
て
略
述
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、

禰
疑
野
は
直
入
郡
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
ん
退
い
た
城
原
も
直
入
郡
内

で
あ
ろ
う
。

禰
疑
野
の
直
入
郡
内
で
の
位
置
関
係
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
直
入
郡
条
の

各
項
目
の
注
記
に
よ
る
と
、
柏
原
郷
の
南
（
祢
疑
野
条
）
に
位
置
し
、
そ
の
柏

原
郷
は
郡
衙
の
南
方
に
あ
る
ら
し
い
（
柏
原
郷
条
）。
一
方
で
、
拠
点
と
し
て

い
た
来
田
見
邑
の
宮
室
は
、
朽
網
郷
内
の
野
で
あ
る
宮
処
野
に
置
か
れ
（
宮
処

野
条
）、
そ
の
朽
網
郷
は
郡
衙
の
北
方
に
あ
る
と
い
う
（
球
覃
郷
条
）。
つ
ま
り
、

北
か
ら
順
に
、来
田
見
村
の
宮
処
野
に
あ
る
宮
室
（
朽
網
郷
）
→
直
入
郡
衙
（
所
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御あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
宇
し
し
天す

め
ら
み
こ
と皇
、
球く

た
み覃
の
行か

り
み
や宮
に
在い

ま

し
き
。
す
な
は
ち
鼠ね

ず
み

の
石い

は
や窟
の

土つ

ち

ぐ

も

蜘
蛛
を
誅つ

み
な

は
む
と
欲お

も
ほ

し
て
、
群

ま
へ
つ
き
み
た
ち
臣
に
詔

み
こ
と
の
りし
て
、
海つ

ば

き

石
榴
の
樹き

を
伐き

り
採と

り

て
、
椎つ

ち

に
作つ

く

り
て
兵

つ
は
も
のと
為な

し
、
す
な
は
ち
猛た

け

き
卒い

く
さ

を
簡え

ら

み
て
、
兵

つ
は
も
のの
椎つ

ち

を
授さ

づ

け

て
、
山や

ま

を
穿う

が

ち
草く

さ

を
靡な

び

け
、
土つ

ち
ぐ
も
.

蜘
蛛
を
襲お

そ

ひ
て
、
悉

こ
と
ご
とに
誅つ

み
な

ひ
殺こ

ろ

さ
し
め
た
ま
ひ

き
。
流な

が

る
る
血ち

は
、
踝

つ
ぶ
な
きを
没い

れ
き
。
そ
の
椎つ

ち

を
作つ

く

り
し
処と

こ
ろ

を
、
海つ

ば

い

ち

石
榴
市
と
曰い

ひ
、
亦ま

た

血
を
流な

が

し
し
処と

こ
ろ

を
、
血ち

だ田
と
曰い

ふ
。

（
後
略
）

『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野
郡
条
の
う
ち
、
海
石
榴
市
・
血
田
の
項
目
は
、
景

行
紀
②
に
対
応
す
る
記
述
で
あ
る
が
、
一
点
だ
け
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
景
行
紀
②
が
「
石
室
の
土
蜘
蛛
」
と
し
た
の
を
「
鼠、
の、
石
窟
の
土
蜘
蛛
」

と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
見
些
細
な
違
い
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
根
本
的
な
誤
解
が
含
ま
れ

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
景
行
紀
②
で
最
初
に
襲
っ
た
土
蜘
蛛
は
、
鼠、
の、
石
窟
の

土
蜘
蛛
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
鼠
石
窟
に
住
む
土
蜘
蛛
は
、
景
行
紀
①
の
速
津
媛
の

報
告
中
に
出
て
き
た
五
人
の
土
蜘
蛛
の
う
ち
、
前
者
二
人
の
青
・
白
と
言
う
名

の
土
蜘
蛛
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
鼠
石
窟
の
場
所
も
、
速
見
郡
か
ら
西
南

方
向
に
位
置
す
る
直
入
郡
に
入
る
間
の
い
ず
れ
か
に
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、

鼠
石
窟
に
い
る
青
・
白
と
の
戦
闘
も
、
拠
点
と
な
る
宮
室
を
置
い
た
来
田
見
邑

に
行
く
ま
で
の
間
の
出
来
事
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

伝
承
で
あ
る
と
受
け
取
れ
る
。
こ
れ
が『
日
本
書
紀
』景
行
十
二
年
十
月
条（
景

行
紀
①
～
④
）
の
一
貫
し
た
捉
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
野
郡
の
出
て
く
る
余

地
は
ま
っ
た
く
な
い
。

（
２
）『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
の
誤
解

で
は
、
本
来
直
入
郡
で
あ
る
は
ず
の
海
石
榴
市
・
血
田
が
、
な
に
ゆ
え
『
豊

後
国
風
土
記
』
大
野
郡
条
に
収
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
箋
釈

豊
後
風
土
記
』
の
よ
う
に
単
純
な
錯
簡
と
捉
え
る
か
、
原
資
料
に
大
野
郡
内
の

こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
撰
者
が
混
乱
し
た

だ
け）

16
（

な
の
か
、
い
ろ
い
ろ
考
え
は
あ
る
と
思
う
が
、
本
稿
で
着
目
す
る
の
は
、

景
行
紀
を
読
ん
だ
『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
の
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。

や
や
も
す
る
と
我
々
の
論
理
で
史
料
を
解
釈
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、

一
歩
離
れ
て
、『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
が
景
行
紀
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た

か
と
い
う
視
点
で
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
問
題
の
大
野
郡
条
を

掲
げ
る
。

【『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野
郡
条
】

大お
ほ
の野
の
郡こ

ほ
り

。
郷さ

と

は
四よ

と
こ
ろ所
、
里こ

ざ
と
は
一
十
一
。
駅う

ま
や

は
二ふ

た
と
こ
ろ所
、
烽と

ぶ
ひ

は
一ひ

と
と
こ
ろ所
な
り
。

こ
の
郡こ

ほ
り

の
所く

に
の
う
ち部
は
、
悉こ

と
ご
と皆
に
原は

ら
の野
な
り
。
斯こ

れ
に
因よ

り
て
、
名な

づ
け
て
大お

ほ
の野
の

郡こ
ほ
りと
曰い

ふ
。

海つ

ば

い

ち

石
榴
市
・
血ち

だ田
。
並と

も

に
郡こ

ほ
り
の
南み

な
み
に
在あ

り
。
昔む

か
し者
、
纏ま

き
む
く向
の
日ひ

し
ろ
.代
の
宮み

や

に
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景
行
が
来
田
見
邑
に
到
っ
た
時
点
で
、
青
・
白
の
話
は
解
決
済
み
の
こ
と
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
記
述
が
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『
日
本
書

紀
』
編
者
は
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
す
た
め
、
景
行
紀
①
で
五
人
の
土
蜘
蛛

を
記
述
す
る
時
に
、「
又
」
で
二
つ
の
エ
リ
ア
に
分
け
、
つ
ぎ
の
直
入
郡
の
来

田
見
邑
で
の
場
面
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
は
、
海
石
榴
市
・
血
田
を
大
野
郡
条

に
配
列
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
誤
解
し
た
か
と
い
う
点

が
重
要
で
あ
ろ
う
。『
箋
釈
豊
後
風
土
記
』
の
よ
う
に
、
錯
簡
と
し
て
し
ま
え

ば
容
易
い
こ
と
で
あ
る
が
、
撰
者
の
誤
解
と
い
う
論
点
で
解
決
さ
せ
る
と
す
る

な
ら
ば
、「
稲
葉
の
川
上
」
に
つ
い
て
の
理
解
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

景
行
紀
②
で
は
、「
石
室
の
土
蜘
蛛
」
を
「
稲
葉
の
川
上
」
に
て
破
り
、「
血

流
れ
て
踝
に
至
る
」
状
況
か
ら
、
そ
の
地
を
血
田
と
呼
ん
だ
と
い
う
地
名
伝
承

で
締
め
る
。
血
田
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
明
確
な
比
定
地
は
な
い
。
当
時
も
、

お
そ
ら
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

17
（

。
わ
か
っ
て
い
る
の
は
、
稲

葉
川
の
川
上
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
稲
葉
川
の
認
識
が
誤
解
の
原
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
稲
葉

川
は
、
久
住
山
に
源
を
発
し
、
竹
田
市
を
東
に
横
断
す
る
が
、
竹
田
の
市
街
地

を
貫
流
し
た
後
に
大
野
川
本
流
に
合
流
す
る
、
い
わ
ゆ
る
大
野
川
水
系
の
河
川

で
あ
る
。
郡
域
も
、
竹
田
の
市
街
地
を
東
に
超
え
る
と
、
直
入
郡
か
ら
大
野
郡

へ
と
変
わ
る
。

古
代
に
お
い
て
、
河
川
の
名
称
が
ど
こ
か
ら
変
わ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

要
す
る
に
、『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野
郡
の
海
石
榴
市
・
血
田
条
の
記
述
は
、

景
行
紀
①
②
の
内
容
を
誤
解
し
た
ま
ま
、
条
文
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

景
行
紀
②
で
「
石
室
」
と
し
た
の
は
、
多
く
の
土
蜘
蛛
が
石
室
（
石
窟
）
を
拠

点
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

を
『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
は
、
景
行
紀
①
の
「
鼠
石
窟
」
の
こ
と
と
考
え
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
景
行
紀
②
の
「
石
室
の
土
蜘
蛛
」
と
は
、
い
っ
た
い
誰
な
の
か
。
お

そ
ら
く
、
五
人
の
土
蜘
蛛
の
う
ち
の
国
摩
侶
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
打

猨
・
八
田
に
つ
い
て
は
、
景
行
紀
③
に
名
前
と
と
も
に
、
戦
闘
の
記
述
が
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
景
行
紀
②
で
は
、
稲
葉
川
上
流
（
血
田
）
で
の
戦
闘
の
内
容
は

あ
る
が
、
土
蜘
蛛
の
名
は
見
え
な
い
。

景
行
紀
①
で
五
人
の
土
蜘
蛛
を
紹
介
し
、
後
半
三
人
の
う
ち
二
人
の
名
を
あ

げ
、
三
つ
の
戦
闘
内
容
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
動
的
に
名
の
あ
げ
ら
れ

て
い
な
い
国
摩
侶
が
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

景
行
紀
②
の
「
石
室
の
土
蜘
蛛
」
を
鼠
石
窟
に
住
む
青
・
白
の
土
蜘
蛛
と
誤

解
し
た
原
因
は
、
景
行
紀
②
に
「
石
室
」
と
い
う
記
述
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
と
、

景
行
紀
①
が
青
・
白
の
戦
闘
に
つ
い
て
の
記
述
を
省
略
し
た
点
に
あ
る
。
と
り

わ
け
後
者
の
省
略
を
見
抜
け
な
け
れ
ば
、「
石
室
の
土
蜘
蛛
」
の
候
補
と
し
て
、

国
摩
侶
の
み
な
ら
ず
、
青
・
白
も
加
わ
る
こ
と
に
な
り
、
鼠
石、
、窟
だ
け
に
青
・

白
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
誤
解
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

景
行
紀
①
か
ら
②
に
至
る
記
述
を
、
文
の
構
造
を
追
い
な
が
ら
見
て
い
く
と
、
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条
）、
海
部
郡
の
穂
門
に
立
ち
寄
り
（
海
部
郡
条
）、
海
部
郡
の
宮
浦
か
ら
速
見

郡
へ
向
か
っ
た
（
速
見
郡
条）

19
（

）
と
総
合
的
に
判
断
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
景
行
の
巡
幸
ル
ー
ト
が
両
書
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
と
い

う
事
実
が
あ
る
。
王
権
と
在
地
と
の
伝
承
の
差
と
し
て
片
付
け
ら
れ
が
ち
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
は
も
う
少
し
注
目
し
て
よ
い
と
思
う
。
後
発
の
『
豊
後
国
風

土
記
』
が
、
あ
え
て
異
な
る
伝
承
を
記
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の

点
を
重
視
し
た
い
。

さ
て
、
景
行
の
巡
幸
ル
ー
ト
で
の
両
書
の
大
き
な
違
い
は
、
陸
路
か
海
路

か
で
あ
る
。『
豊
後
国
風
土
記
』
は
海
路
を
記
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
一
方
で
、

律
令
制
下
の
西
海
道
は
、
大
宰
府
交
通
圏
に
あ
り
、
必
ず
大
宰
府
を
経
由
し
な

け
れ
ば
な
ら
か
な
っ
た
。『
豊
後
国
風
土
記
』
が
大
宰
府
寄
り
の
日
田
郡
か
ら

記
載
が
始
ま
っ
て
い
る
の
も
、
同
じ
論
理
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
す
る
と
、『
豊
後
国
風
土
記
』
の
伝
承
は
、
律
令
制
の
論
理
に
反
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

天
皇
の
巡
幸
伝
承
だ
か
ら
問
題
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
宰
府
を
経
由

し
な
い
海
上
交
通
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
海
路
の
存
在
を
明
確
に
示
し

た
と
こ
ろ
に
、
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
か
。

『
風
土
記
』
撰
進
の
命
が
出
さ
れ
た
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
五
月）

20
（

の
三
年
後

の
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
五
月
に
、
大
宰
府
か
ら
「
豊
後
・
伊
豫
の
二
国
の
界
、

従
来
戌
を
置
き
て
、
往
還
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
。
但
し
高
下
・
尊
卑
、
別
無
く

「
稲
葉
の
川
上
」（
景
行
紀
②
）
と
言
っ
た
時
に
、「
川
上
」
の
地
を
ど
こ
と
想

定
す
る
か
で
、
認
識
も
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
く
る
。
お
そ
ら
く
『
豊
後
国
風
土

記
』
撰
者
は
、「
稲
葉
の
川
上
」
を
大
野
郡
内
と
認
識
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か）

18
（

。
げ
ん
に
大
野
郡
か
ら
大
分
郡
を
縦
断
し
て
別
府
湾
に
そ
そ
ぐ

大
野
川
水
系
の
本
流
は
、
ほ
と
ん
ど
の
部
分
を
大
野
郡
が
し
め
て
お
り
、
川
上

（
上
流
）
の
地
点
を
誤
解
す
る
確
率
は
き
わ
め
て
高
い
。

こ
の
よ
う
に
、『
豊
後
国
風
土
記
』
の
撰
者
は
、
景
行
紀
解
釈
の
二
つ
の
誤

解
の
も
と
、
本
来
な
ら
ば
海
石
榴
市
・
血
田
を
直
入
郡
条
に
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
一
群
を
大
野
郡
条
に
配
列
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

三　
『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
の
も
た
ら
し
た
も
の

前
章
ま
で
に
、
先
行
す
る
景
行
紀
に
比
重
を
置
い
た
う
え
で
、『
豊
後
国
風

土
記
』
撰
者
に
よ
る
景
行
紀
の
捉
え
方
の
誤
り
を
、
両
史
料
を
比
較
し
な
が
ら

明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
誤
解
の
ま
ま
作
り
上
げ
ら
れ
た
『
豊
後
国

風
土
記
』
の
編
纂
過
程
か
ら
読
み
取
れ
る
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
豊
後
地
域
の

社
会
像
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

『
日
本
書
紀
』
景
行
十
二
年
条
に
よ
る
と
、
景
行
天
皇
は
、
周
防
娑
麼
か
ら

豊
前
国
長
峡
県
を
経
由
し
、
碩
田
国
（
大
分
郡
）
に
入
り
、
速
見
邑
（
速
見

郡
）
へ
移
動
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、『
豊
後
国
風
土
記
』
か
ら
は
、
周
防
国
娑

婆
津
か
ら
船
で
海
を
渡
り
（
速
見
郡
条
）、
国
東
半
島
に
立
ち
寄
り
（
国
埼
郡
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て
は
、
こ
の
時
に
制
限
が
緩
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
国
埼
津
の

利
用
を
促
進
し
て
い
る
。

こ
こ
に
み
え
る
国
埼
津
の
場
所
は
、
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
関
連
施
設
と

し
て
国
東
市
国
東
町
鶴
川
の
飯
塚
遺
跡
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
海
辺
に
近
い
そ

の
立
地
と
、
多
数
の
掘
立
柱
建
物
跡
に
加
え
、
遺
跡
内
の
泥
湿
地
の
北
側
汀
線

付
近
か
ら
は
、
木
簡
や
墨
書
土
器
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
文
字
資
料
や
転
用
硯
、

斎
串
・
馬
型
・
呪
符
・
杭
形
人
形
な
ど
多
種
の
木
製
品
、
紡
錘
車
、
製
塩
土
器
、

瓦
、
緑
釉
陶
器
な
ど
、
多
様
な
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。

な
か
で
も
五
十
二
点
の
木
簡
は
、
遺
跡
の
性
格
を
規
定
す
る
重
要
な
材
料
と

な
っ
た
。
国
埼
津
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
豊
後
・
日
向
か
ら
の
海
上
交
通
を

利
用
し
た
宇
佐
八
幡
宮
の
封
戸
物
を
、
国
埼
津
で
あ
げ
て
、
中
継
・
保
管
・
運

用
す
る
施
設
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

25
（

。

た
だ
、
飯
塚
遺
跡
と
、
大
宰
府
・
豊
後
国
司
・
宇
佐
宮
・
国
埼
郡
司
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
研
究
が
深
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
い
ま
だ
議
論
が
求
め
ら

れ
る
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
八
世
紀
前
半
よ
り
以
前
か
ら
、

国
埼
津
は
存
在
し
、
飯
塚
遺
跡
が
機
能
す
る
八
世
紀
後
半
に
は
、
政
府
に
よ
り

制
限
も
外
さ
れ
、
西
海
道
の
要
港
と
し
て
、
よ
り
活
発
な
動
き
を
呈
し
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
の
坂
門
津
に
つ
い
て
は
、
大
分
市
坂
ノ
市
や
佐
賀
関
な
ど
の
別
府
湾
岸

に
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
関
連
す
る
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
坂

門
津
が
、
国
津
や
郡
津
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
あ
れ
ば
、
坂
ノ
市
の
方
に
分
が

は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
五
位
以
上
使
を
差
し
て
、
往
還
す
る
こ
と
、
禁
む
る
限
に

在
ら
ざ
る
べ
し）

21
（

」
と
の
申
し
出
あ
り
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

「
豊
後
・
伊
豫
の
二
国
の
界
」
と
は
、
速
吸
瀬
戸
（
豊
予
海
峡）

22
（

）
の
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
の
間
の
海
上
交
通
は
、
基
本
的
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
条

文
で
は
、
但
し
書
き
で
、
五
位
以
上
の
官
人
の
指
示
が
あ
れ
ば
可
能
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
以
前
は
全
面
禁
止
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
衛
禁
律
25

私
度
関
条）

23
（

な
ど
に
よ
れ
ば
、
許
可
な
く
船
で
関
を
超
え
る
こ
と
に
も
罰
則
が
科

さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
海
上
交
通
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
状
況
の
な
か
、
各
国
『
風
土

記
』
の
編
纂
準
備
が
進
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、『
豊
後
国
風
土
記
』
で
は
、

海
上
交
通
が
便
利
で
あ
る
こ
と
を
、
堂
々
と
公
言
し
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
実
態
と
し
て
は
、
天
平
十
八
年
七
月
廿
一
日
付
の
太
政
官
符）

24
（

に

「
官
人
・
百
姓
・
商
旅
の
徒
、
豊
前
国
の
草
野
津
・
豊
後
国
の
国
埼
・
坂
門
等

の
津
よ
り
、
意
に
任
せ
て
往
還
し
、
擅
に
国
物
を
漕
ぐ
。
今
よ
り
以
後
、
厳
し

く
禁
断
を
加
へ
よ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
官
人
・
百
姓
・
商
旅
の
徒
が
、
陸
路
を

取
ら
ず
に
、
勝
手
に
海
上
輸
送
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
社
会
状
況
、
そ
し
て
何

よ
り
こ
の
時
期
の
豊
後
に
は
、
国
埼
津
と
坂
門
津
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
同
官
符
に
は
、「
但
し
豊
後
・
日
向
等
の
国
の
兵
衛
・
釆
女
の
資
物
、

人
物
を
漕
送
す
る
船
は
、
国
埼
の
津
を
取
り
て
往
来
有
ら
ば
、
禁
限
に
在
ら
ず
。

此
れ
を
除
く
以
外
は
、
咸
皆
禁
断
せ
よ
」
と
あ
り
、
庸
物
関
係
の
輸
送
に
つ
い
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風
土
記
に
お
い
て
、
海
路
の
利
便
を
堂
々
と
記
す
こ
と
は
、
大
宰
府
管
下
の

西
海
道
に
属
す
る
豊
後
国
が
、
禁
止
行
為
を
あ
お
る
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
が
、

折
し
も
先
述
し
た
天
平
十
八
年
七
月
廿
一
日
付
の
太
政
官
符
の
但
し
書
き
に
お

い
て
禁
令
が
緩
和
さ
れ
て
お
り
、
徐
々
に
認
め
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
社
会
的
な

流
れ
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
は
、瀬
戸
内
航
路
を
利
用
す
る
実
態
が
あ
る
な
か
で
、

規
制
の
成
り
行
き
を
見
守
り
つ
つ
、
天
平
年
間
に
景
行
天
皇
の
海
路
で
の
巡
幸

に
関
す
る
記
述
を
敢
行
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
風
土
記
を
編
む
に
あ
た
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
過
去
の

情
報
が
入
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
景
行
巡
幸
が
陸
路
主
体
で
記
述
さ
れ
る

の
に
対
し
、『
豊
後
国
風
土
記
』
が
海
路
巡
幸
を
記
す
の
は
、
当
時
の
実
態
か

ら
考
え
て
、
お
そ
ら
く
海
路
が
本
来
の
伝
承
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
む
し

ろ
、
律
令
制
の
論
理
が
適
用
さ
れ
た
『
日
本
書
紀
』
だ
か
ら
こ
そ
、
元
々
の
伝

承
が
改
変
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
が
で
き
る
。

前
章
で
、『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
の
景
行
紀
の
誤
解
を
指
摘
し
た
が
、
右

の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
誤
解
す
べ
く
し
て
し
た
と
の
結

論
に
至
る
。『
日
本
書
紀
』
の
景
行
巡
幸
の
話
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
で
改
変

さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
風
土
記
を

編
ん
だ
『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
は
、
本
来
の
伝
承
に
沿
っ
て
記
述
し
た
い
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
伝
承
が
改
編
さ
れ
た
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
主

軸
と
し
た
た
め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
部
分
的
に
改
変
し
直
す
と
い
う
作
業
を
行
わ

あ
り）

26
（

、
そ
の
周
辺
に
は
、
海
部
評
衙
あ
る
い
は
海
部
郡
衙
で
は
な
い
か
と
推
定

さ
れ
て
い
る
城
原
・
里
遺
跡）

27
（

が
あ
る
。
国
埼
津
が
宇
佐
宮
と
の
関
係
が
色
濃
い

と
す
る
と
、
坂
門
津
は
豊
後
国
府
と
の
ア
ク
セ
ス
が
重
視
さ
れ
た
津
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
豊
後
水
道
お
よ
び
伊
予
灘
付
近
の
海
上
交
通
の
実
態
か
ら
推
測

す
る
に
、
大
宝
律
令
が
施
行
さ
れ
て
間
も
な
い
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
五
月
の

段
階
で
、
大
宰
府
か
ら
豊
予
海
峡
を
無
許
可
で
渡
る
こ
と
を
禁
止
す
る
申
し
入

れ
が
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
八
世
紀
の
初
頭
か
ら
、
海
を
渡
る
者

が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
点
で
五

位
以
上
の
官
人
の
関
係
者
の
み
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
禁
を
犯
す
者

の
な
か
に
五
位
以
上
の
官
人
も
い
た
と
い
う
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
以
前
か
ら
交
通
ル
ー
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
瀬
戸
内
航
路

に
対
し
、
大
宝
律
令
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
税
物
の
み
な
ら
ず
、
交
通

体
系
も
無
理
や
り
大
宰
府
に
集
中
さ
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
人
が
そ

れ
に
従
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

西
海
道
の
大
宰
府
中
心
主
義
は
、
大
宝
律
令
の
論
理
で
は
あ
る
に
し
て
も
、

霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
五
月
の
禁
令
を
申
し
出
た
の
も
、
先
述
し
た
天
平
十
八

年
七
月
廿
一
日
付
太
政
官
符
を
引
い
て
政
府
に
新
た
な
禁
令
を
申
し
出
た
の
も
、

や
は
り
大
宰
府
で
あ
っ
た）

28
（

。
瀬
戸
内
航
路
で
税
物
を
運
ん
だ
り
、
勝
手
な
交
易

を
さ
れ
た
り
す
る
と
、
大
宰
府
自
身
が
財
政
面
で
都
合
が
悪
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
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の
形
（
海
路
巡
幸
）
で
著
す
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
、
徐
々
に
禁
令
が
緩
和
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
が
、
過
去
の
伝
承
が
か
ら
む
海
上
交
通
の
記

載
な
し
に
風
土
記
を
編
纂
す
る
こ
と
が
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
瀬
戸
内
航
路
の
利
用
こ
そ
が
、
律
令
制
以
前
か
ら
の
熟
し
た
交

通
体
系
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
は
、
編
纂
に
取
り
か
か
る
に
あ
た
り
、
先
行
す
る

『
日
本
書
紀
』
に
沿
っ
て
記
述
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
陸
路
構
成
に

改
変
さ
れ
た
も
の
を
、
さ
ら
に
海
路
構
成
に
戻
す
わ
け
で
あ
る
が
、
景
行
紀
の

軸
と
な
る
部
分
は
動
か
さ
な
い
と
い
う
、
複
雑
な
作
業
工
程
を
取
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
過
程
で
、
景
行
紀
を
誤
解
（
誤
読
）
し
て
し
ま
う
と
い

う
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

編
纂
物
は
、
官
吏
の
能
力
に
左
右
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
。
そ
し
て
、
じ
っ
さ

い
に
誤
読
も
起
き
た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
の
試
み

が
な
さ
れ
た
こ
と
よ
っ
て
、
律
令
制
以
前
の
社
会
や
、
奈
良
時
代
の
海
上
交
通

の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
一
方
で
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
い
ご
に
、
残
さ
れ
た
課
題
は
、
大
宰
府
と
の
関
係
で
あ
る
。
大
宰
府
は
、

規
定
外
の
海
上
交
通
を
禁
止
し
て
お
り
、
ま
た
、
九
州
風
土
記
は
、
大
宰
府
が

管
轄
し
た
と
の
見
方
も
あ
る
。
な
ら
ば
、
な
ぜ
『
豊
後
国
風
土
記
』
が
こ
れ
ら

の
点
を
ク
リ
ア
で
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
大
宰
府
に
風
土
記
勘
検
の
権
限
は
ど

こ
ま
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
は
な
か
っ
た
の
か
も
含
め
て
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。　

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
作
業
過
程
で
、『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野
郡
条
の
よ
う
な
、
配

列
の
誤
り
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
豊
後
国
風
土
記
』
に
お
け
る
景
行
巡
幸
に

関
す
る
ち
ぐ
は
ぐ
な
内
容
は
、『
日
本
書
紀
』
景
行
十
二
年
十
月
条
の
読
み
取

り
方
に
問
題
が
あ
っ
た
。
鼠
石
窟
の
土
蜘
蛛
の
場
所
と
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
闘
の
記

述
の
部
分
に
つ
い
て
、
文
の
構
造
か
ら
分
析
す
る
と
、「
又
」
以
下
で
二
つ
に

分
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
『
豊
後
国
風
土
記
』
撰
者
が
見

抜
け
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
稲
葉
の
川
上
の
場
所
の
誤
認
が
重
な
っ
た
こ
と
で
、

海
石
榴
市
・
血
田
の
戦
闘
に
関
す
る
記
述
を
、
本
来
の
配
列
（
直
入
郡
）
と
は

異
な
る
大
野
郡
条
に
並
べ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
た
こ
と
に
は
、
大
き

な
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
景
行
巡
幸
の
部
分
に
つ
い
て
、

豊
後
水
道
や
伊
予
灘
を
海
路
で
渡
っ
た
伝
承
を
、
豊
前
経
由
の
陸
路
構
成
に
改

変
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
後
発
の
『
豊
後
国
風
土
記
』
は
、
本
来
の
伝
承
を
直
接
用
い

ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
当
時
禁
止
さ
れ
て
い
た
豊
後
水
道
や
伊
予

灘
、
さ
ら
に
瀬
戸
内
航
路
の
使
用
実
態
を
考
慮
し
、
景
行
伝
承
に
関
す
る
本
来
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［
注
］

（
１
）『
日
本
書
紀
』
景
行
十
二
年
七
月
条
。

（
２
）『
日
本
書
紀
』
景
行
十
二
年
八
月
己
酉
条
。

（
３
）『
日
本
書
紀
』
景
行
十
二
年
九
月
戊
辰
条
。

（
４
）
研
究
史
は
、
西
別
府
元
日
「『
豊
後
国
風
土
記
』
研
究
史
序
論
」（『
大
分
県
地

方
史
研
究
』
第
一
五
五
号
、一
九
九
四
年
）、同
「『
豊
後
国
風
土
記
』
の
成
立
」（
小

田
富
士
雄
編
『
風
土
記
の
考
古
学
④ 

豊
後
国
風
土
記
の
巻
』
同
成
社
、
一
九
九
五

年
）
に
詳
し
い
。

（
５
）
研
究
史
は
、
荻
原
千
鶴
「
九
州
風
土
記
の
甲
類
・
乙
類
と
『
日
本
書
紀
』」（『
風

土
記
研
究
』
第
三
三
号
、
二
〇
〇
九
年
）
に
詳
し
い
。

（
６
）
土
蜘
蛛
に
つ
い
て
は
、
漁
撈
を
生
業
と
す
る
内
陸
漁
撈
民
説
（
水
野
祐
「『
肥

前
国
風
土
記
』」『
入
門
・
古
風
土
記
（
下
）』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
）
も

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
王
権
に
従
わ
な
い
在
地
の
首
長
と
い
う
程
度
の
意
味
に
と
っ

て
お
く
（
津
田
左
右
吉
「
土
蜘
蛛
に
つ
い
て
」『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
一
巻
、

日
本
古
典
の
研
究 

上
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
、
初
出
は
一
九
一
九
年
）。

（
７
）唐
橋
世
済『
箋
釈
豊
後
風
土
記
』一
八
〇
四
年（
与
謝
野
寛
ほ
か
編
纂
・
校
訂『
日

本
古
典
全
集 

古
風
土
記
集 

下
巻
』
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
六
年
）。

（
８
）
秋
本
吉
郎
「
九
州
行
幸
路
順
に
つ
い
て
の
風
土
記
記
事
の
矛
盾
」（『
風
土
記

の
研
究
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
三
年
）。

（
９
）伊
藤
剣「『
豊
後
国
風
土
記
』と『
肥
前
国
風
土
記
』」（『
日
本
上
代
の
神
話
伝
承
』

新
典
社
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
は
二
〇
〇
九
年
）。

（
10
）『
日
本
書
紀
』
は
、
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
・
訳
『
日
本
書
紀
①
〈
全
三
冊
〉』

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２
（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。
波
線
・
太
字

は
筆
者
に
よ
る
。

（
11
）『
豊
後
国
風
土
記
』
は
、
植
垣
節
也
校
注
・
訳
『
風
土
記
』
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
５
（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。
波
線
・
太
字
は
筆
者
に
よ
る
。

（
12
）
高
山
寺
本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
松
納
」
は
、「
朽
網
」
の
誤
写
で
あ
る
（
西

別
府
元
日
「
古
代
朽
網
郷
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
―
大
分
県
直
入
郡
久
住
町
石

田
遺
跡
の
周
辺
に
つ
い
て
―
」『
市
第
Ⅰ
遺
跡
・
石
田
遺
跡
』
久
住
町
教
育
委
員
会
、

一
九
九
六
年
）。

（
13
）
久
住
町
教
育
委
員
会
編
『
尾
首
遺
跡
・
市
第
Ⅴ
遺
跡
』
一
九
九
八
年
。

（
14
）
久
住
町
教
育
委
員
会
編
『
市
第
Ⅰ
遺
跡
・
石
田
遺
跡
』
一
九
九
六
年
。
も
う

一
点
の
墨
書
土
器
は
、
判
読
不
能
（
一
文
字
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
見
し
た
と

こ
ろ
、
右
半
部
が
「
同
」
で
、
左
半
部
が
「
王
」
に
い
く
つ
か
筆
画
が
加
わ
る
よ

う
な
文
字
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
実
測
図
で
は
捉
え
て
い
な
い
墨
も
左
上
部
に
確

認
し
た
。
総
合
的
に
考
え
る
と
「
銅
」
が
も
っ
と
も
近
い
よ
う
に
思
え
る
。
当
遺

跡
か
ら
は
、
銅
腕
も
出
土
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
釈
読
が
正
し
け
れ
ば
、
遺
跡
の

性
格
を
考
え
る
一
つ
の
材
料
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
墨
書
土
器
の
実
見

に
あ
た
り
、
竹
田
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
の
城
戸
誠
氏
お
よ
び
竹
田
市
立
歴
史

資
料
館
学
芸
員
の
工
藤
心
平
氏
に
ご
配
慮
い
た
だ
い
た
。

（
15
）
久
住
町
教
育
委
員
会
編
『
上
城
遺
跡
』
二
〇
〇
二
年
。

（
16
）
注
（
12
）
論
文
。

（
17
）
秋
本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』
日
本
古
典
文
学
大
系
２
（
岩
波
書
店
、一
九
五
八
年
）

三
六
五
頁
頭
注
一
二
・
一
三
。

（
18
）
秋
本
吉
郎
氏
は
、
撰
者
が
海
石
榴
市
・
血
田
を
大
野
郡
と
認
識
し
て
い
た
な

ら
ば
、
平
井
川
・
緖
方
川
・
奥
岳
川
な
ど
が
大
野
川
に
合
流
す
る
大
野
川
中
流
域

を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
み
て
い
る
（
前
掲
注
17
書
）。

（
19
）
同
条
に
「
海あ

ま部
の
郡

こ
ほ
り

宮み
や
う
ら浦
に
泊は

て
た
ま
ひ
き
。
時と

き

に
、
こ
の
村む

ら

に
女を

み
な人
あ
り
、

名
を
速は

や
つ
ひ
め

津
媛
と
曰い

ひ
」
と
あ
る
「
こ
の
村
」
を
、
海
部
郡
宮
浦
と
捉
え
る
こ
と
も

不
可
能
で
は
な
い
が
、「
時
に
」
で
場
面
が
転
換
し
て
い
る
こ
と
と
、
こ
れ
が
速

見
郡
条
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
対
応
す
る
景
行
紀
で
速
見
邑
で
の
話
に
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
速
見
村
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
指
示
語
に

つ
い
て
、
荻
原
千
鶴
氏
が
、
標
目
を
承
け
る
地
名
叙
述
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と

を
立
証
し
て
い
る
（「
豊
後
・
肥
前
国
風
土
記
の
地
名
叙
述
」『
国
語
と
国
文
学
』



―29―

第
八
一
巻
第
一
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
20
）『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
五
月
甲
子
条
。

（
21
）『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
五
月
辛
卯
条
。
訓
読
は
、
青
木
和
夫
ほ

か
校
注
『
続
日
本
紀 

二
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
13
（
岩
波
書
店
、一
九
九
〇
年
）

を
参
照
。

（
22
）松
原
弘
宣「
地
域
交
易
圏
と
水
上
交
通
―
周
防
灘
と
伊
予
灘
を
中
心
に
し
て
―
」

（『
古
代
国
家
と
瀬
戸
内
海
交
通
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
一
九
九

一
年
）
に
よ
る
と
、
戌
（
軍
団
兵
士
）
が
設
置
さ
れ
た
場
所
は
、
豊
後
国
側
の
海

部
郡
で
あ
る
と
い
う
。

（
23
）
海
上
交
通
に
つ
い
て
の
罰
則
が
含
ま
れ
て
い
る
（
井
上
光
貞
ほ
か
校
注
『
律
令
』

日
本
思
想
大
系
３
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）。

（
24
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
十
六
、
船
瀬
幷
浮
橋
布
施
屋
事
、
延
暦
十
五
年
十
一
月

廿
一
日
付
太
政
官
符
所
引
。

（
25
）
舘
野
和
己
「
木
簡
」（『
飯
塚
遺
跡
』
国
東
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
二
年
）、

飯
沼
賢
司
「
古
代
の
国
埼
津
と
宇
佐
宮
」（
同
書
所
収
）、
永
松
み
ゆ
き
・
渡
辺
晃

宏
「
大
分
・
飯
塚
遺
跡
（
第
二
二
・
二
四
号
）」（『
木
簡
研
究
』
第
三
十
号
、
二

〇
〇
八
年
）、
西
別
府
元
日
「
古
代
宇
佐
宮
と
地
域
社
会
―
大
分
県
飯
塚
遺
跡
の

歴
史
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
史
学
研
究
』
第
二
七
一
号
、
二
〇
一
一
年
）、

国
東
市
歴
史
体
験
学
習
館
編
『
国
東
の
文
化
財
探
訪
―
国
東
半
島
の
く
ら
し
と
祈

り
―
』（
国
東
市
・
国
東
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
二
年
）。

（
26
）
西
別
府
元
日
「
水
上
交
通
と
豊
後
」（
大
分
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
大
分
市
史
』

上
、
大
分
市
、
一
九
八
七
年
）。

（
27
）
大
分
市
教
育
委
員
会
編
『
城
原
・
里
遺
跡 

第
５
・
７
・
８
・
９
・
12
次
調
査

報
告
書
』
二
〇
一
〇
年
。

（
28
）
注
（
24
）。
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
時
に
は
、
大
宰
府
か
ら
の
申
し
入
れ
は

認
め
ら
れ
ず
、
政
府
は
さ
ら
に
禁
制
を
緩
和
す
る
措
置
を
と
っ
た
。
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豊後国略図
〔国土地理院 色別標高図（Zoomレベル10）を加工して作成〕 
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