
は
じ
め
に

山
城
国
の
和
名
抄
地
名
の
考
察
は
三
回
め
の
工
藤
（2004b

）
で

お
わ
っ
た
の
で
、
記
載
順
で
大
和
国
に
移
る
。
山
城
で
は
つ
ご
う
十

三
の
郡
郷
名
を
と
り
あ
げ
た
が
、
大
和
で
は
考
察
す
べ
き
対
象
が
意

外
に
少
な
く
、
問
題
も
小
さ
い
。
そ
の
原
因
が
何
に
よ
る
か
、
定
か

で
は
な
い
。
日
本
歴
史
の
最
古
の
舞
台
と
し
て
文
献
に
多
く
登
場
し

た
の
で
、
文
字
に
残
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

以
下
の
考
察
に
お
い
て
、
和
名
抄
の
高
山
寺
本
（
略
称
《
高

本
》）・
大
東
急
本
（
同
《
急
本
》）
と
も
に
誤
写
し
た
こ
と
が
明
白

な
ば
あ
い
は
、
逐
一
取
り
あ
げ
る
こ
と
を
し
な
い
。
当
国
で
は
左
記

の
二
郷
を
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
矢
印
の
下
が
本
来
の
表
記
と
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

下
旬
《
高
本
》・
下
句
《
急
本
》（
廣
瀬
郡
の
郷
名
）
↓
下
勾

飯
富
（
十
市
郡
の
郷
名
）
↓
飫
富

考

察

二

大
和
国

１

添
上
郡

む
つ
の
み
あ
が
た

「
添
」
は
大
和
の
六
御
県
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
の
で
、
古
く
か
ら

用
例
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
そ
の
表
記
も
、
訓
字
表
記
の
「
添
」
の

ほ
か
に
、
音
仮
名
表
記
の
「
所
布
」「
曾
布
」「
層
富
」
が
み
え
、

「
そ
ふ
郡
」
が
二
つ
に
分
割
さ
れ
て
、
そ
の
一
つ
が
「
そ
ふ
の
か
み

和
名
抄
地
名
新
考
（
四
）

工

藤

力

男

1



の
こ
ほ
り
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
分
割
時
期
は
不

明
だ
が
、
大
宝
律
令
の
施
行
時
で
は
な
い
か
と
す
る
の
が
一
般
で
あ

る
。「
添
上
郡
」
は
日
本
書
紀
欽
明
元
年
に
み
え
て
大
宝
年
間
を
は

る
か
に
遡
る
が
、
こ
れ
は
日
本
書
紀
編
纂
者
の
潤
色
と
解
す
る
説
が

多
く
行
わ
れ
る
。

『
池
邊
考
證
』
以
後
に
発
見
さ
れ
た
資
料
が
あ
る
。「
長
屋
王
家
木

簡
」
の
副
題
を
も
つ
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
（1990

）
の
木
簡

概
報
（
以
下
、『
平
城
概
報
』
と
略
記
）
二
十
三
に
紹
介
さ
れ
た
、
平

城
京
跡
出
土
の
木
簡
で
あ
る
。
図
版
ペ
ー
ジ
か
ら
そ
の
写
真
を
転
載

し
、
釈
文
を
そ
え
る
。

冒
頭
で
「（
マ
マ
）」
と
傍
書
さ
れ
た
釈
文
は
、
渡
辺
晃
宏

（1990

）
に
も
同
じ
く
掲
載
さ
れ
て
お
り
、『
地
名
大
辞
典
』
も
そ
れ

を
受
け
つ
い
で
い
る
。
わ
た
し
に
は
こ
れ
が
理
解
し
が
た
か
っ
た
。

報
告
者
も
疑
念
を
感
じ
て
そ
れ
を
傍
書
に
こ
め
た
の
だ
ろ
う
。
ま
さ

か
、「
藻
」
の
現
在
の
日
本
漢
字
音
ソ
ウ
と
、「
添
」
の
現
在
の
訓
ソ

ウ
に
幻
惑
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
が
、
と
に
か
く
そ
れ
以
上
の
議

（
マ
マ
）
藻
上
郡
十
六
斤
山
辺
郡
卅
二
斤
式
下
郡
二
百斤

〔
表
〕

右
二
百

八
斤

〔
裏
〕
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論
が
な
さ
れ
た
と
い
う
話
も
き
か
な
い
。
無
論
、
奈
良
時
代
の

「
藻
」
の
日
本
漢
字
音
を
仮
名
に
移
す
と
「
サ
ウ
」
で
あ
り
、
し
か

も
音
節
末
の
ウ
は
鼻
音
を
伴
っ
て
発
音
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
方
、

「
添
」
の
奈
良
時
代
の
訓
は
ソ
フ
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
は
似
て
も

に
つ
か
ぬ
音
形
を
有
し
て
い
た
。

こ
の
木
簡
は
変
色
し
て
い
る
と
は
い
え
、
墨
痕
は
お
お
む
ね
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
概
報
の
図
版
で
も
お
お
よ
そ
判
読
で
き

る
の
だ
が
、
濃
度
を
い
ろ
い
ろ
に
か
え
て
複
写
を
繰
り
か
え
し
た
と

こ
ろ
、
墨
痕
を
浮
き
だ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
お
も
て
の
面
の
冒

頭
三
字
の
そ
れ
を
掲
げ
る
。

偏
は
三
水
を
続
け
て
か
い
た
よ
う
だ
。
草
冠
は
横
画
の
起
筆
位
置
が

低
く
、
少
し
斜
め
上
方
に
む
け
て
筆
を
進
め
た
よ
う
に
み
え
る
。
草

冠
の
下
は
「
久
」
と
み
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
そ
の
下
は
、「
小
」

の
第
三
画
の
右
に
さ
ら
に
一
点
を
加
え
た
形
、
す
な
わ
ち
「
忝
」
の

意
符
（
心
）
に
同
じ
と
推
読
で
き
る
。
す
る
と
、
旁
に
草
冠
は
あ
る

が
、
こ
の
木
簡
の
筆
者
は
「
添
」
を
か
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
草
冠
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
「
品
」
も
「
木
」
も
み
え
な
い

の
に
、
こ
れ
を
「
藻
」
と
よ
む
の
は
強
引
で
あ
る
。
や
は
り
「
添
上

郡
」
と
か
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
当
郡
の
名
の
奈
良

時
代
の
用
例
か
ら
「
藻
上
」
を
削
除
す
べ
き
こ
と
を
わ
た
し
は
主
張

す
る
。

『
木
簡
研
究
』
掲
載
の
写
真
を
、
わ
た
し
の
原
始
的
な
複
写
に
よ

る
だ
け
で
こ
こ
ま
で
よ
め
た
の
で
あ
る
。
現
物
に
つ
い
て
、
例
え
ば

デ
ジ
タ
ル
赤
外
線
撮
影
写
真
な
ど
の
新
し
い
技
術
を
駆
使
し
た
ら
、

も
っ
と
鮮
明
な
写
真
が
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
日
も
早
く
そ
の
よ
う

に
し
て
え
ら
れ
た
映
像
を
公
開
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

な
お
、『
地
名
大
辞
典
』
本
編
の
「
そ
う
の
あ
が
た

添
県
〈
奈

良
県
〉」
の
項
に
、「
語
源
に
つ
い
て
は
」
と
し
て
、「
鉄
錆
の
あ
る

池
」、
ま
た
は
ソ
ブ
は
ソ
バ
の
転
で
「
自
然
堤
防
」
と
す
る
説
な
ど

が
あ
る
、
と
い
う
『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』
を
ひ
い
て
い
る
。
こ
れ

は
、
確
か
な
「
ソ
フ
」
の
語
形
を
無
視
し
た
、
紹
介
す
る
に
及
ば
な

い
説
で
あ
る
。

２

添
下
郡
鳥
貝
郷

高
山
寺
本
・
大
東
急
本
と
も
「
鳥
貝
」
の
表
記
に
「
止
利
加
比
」
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の
訓
を
付
す
。
そ
こ
で
、「
鳥
見
」
の
誤
写
と
す
る
『
地
名
辭
書
』

『
地
名
大
系
』
な
ど
の
多
数
派
と
、「
鳥
貝
」
の
ま
ま
で
と
く
『
地
理

志
料
』『
池
邊
考
證
』
の
少
数
派
と
に
わ
か
れ
る
。
当
郷
に
つ
い
て

は
こ
の
点
だ
け
を
論
ず
る
。

『
池
邊
考
證
』
は
『
地
名
辭
書
』
の
誤
写
説
に
つ
い
て
、
訓
が

「
高
山
寺
本
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
疑
問
で
あ
る
」
と
し
た
。

『
地
理
志
料
』
は
、
筑
後
国
三
瀦
郡
の
鳥
養
郷
を
例
と
し
て
、
古
事

記
垂
仁
天
皇
段
、
本
牟
智
和
氣
御
子
が
と
ぶ
鳥
の
声
を
き
い
て
言
語

を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
説
話
に
よ
っ
て
「
鳥
取
部
、
鳥
甘
部
」
ほ
か

を
定
め
、
そ
れ
が
日
本
書
紀
に
「
鳥
養
部
」
と
み
え
る
こ
と
を
根
拠

と
す
る
。
現
行
の
記
紀
の
注
釈
書
は
今
に
残
る
地
名
か
ら
、
こ
れ
ら

の
部
が
大
和
・
摂
津
・
遠
江
・
淡
路
・
筑
前
・
筑
後
な
ど
の
国
に
設

置
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
こ
大
和
で
は
、
当
麻
町
大
字
竹
内
の
小
字

「
鳥
飼
」
を
指
す
の
だ
ろ
う
。『
地
名
大
系
』
に
よ
る
と
、
内
閣
文
庫

蔵
大
乗
院
文
書
の
「
三
箇
院
家
抄
」
に
「
葛
下
郡
廿
五
条
十
里
卅
五

坪

字
北
飼
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
だ
と
い
う
。

『
池
邊
考
證
』
に
は
、
和
名
抄
に
記
載
し
な
い
郷
名
「（
登
美

郷
）」
と
し
て
、
鳥
見
・
登
美
・
登
瀰
の
表
記
を
も
つ
十
三
の
用
例

を
あ
げ
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
間
接
的
な
証
拠
を
あ
げ
な
が
ら
も
、「
鳥

見
」
か
ら
の
誤
写
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
和
名
抄
の
二
つ
の
有

力
な
古
写
本
の
郷
名
表
記
と
訓
が
一
致
す
る
の
だ
か
ら
、
疑
う
余
地

な
し
と
す
る
の
も
無
理
は
な
い
。
間
接
証
拠
あ
る
い
は
状
況
証
拠
な

ら
、
逆
の
見
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
添
上
・

み
あ
が
た

添
下
両
郡
は
、
御
県
の
地
で
あ
っ
た
ゆ
え
か
、
大
和
国
の
中
心
と
し

て
開
け
た
ら
し
く
、
両
郡
の
郷
名
を
記
し
た
文
献
は
多
く
存
す
る
の

に
、
鳥
貝
郷
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
一
つ
も
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

反
対
に
、
和
名
抄
に
郷
名
の
な
い
登
美
郷
の
用
例
が
、『
池
邊
考
證
』

に
十
三
も
見
つ
か
る
。
こ
れ
は
い
か
に
も
不
自
然
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

右
は
間
接
証
拠
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
っ
た
が
、
直
接
証
拠
を
探

し
て
み
よ
う
。
灯
台
下
暗
し
。
ご
く
簡
明
な
証
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
鳥
貝
」
が
鳥
飼
部
に
由
来
す
る
郷
名
な
ら
ば
、
何
ゆ
え
に
「
飼
／

養
／
甘
」
な
ど
の
正
訓
字
表
記
を
せ
ず
、「
貝
」
の
借
訓
表
記
を
し

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
に
明
確
な
命
名
の
経
過
が

存
す
る
の
に
、
訓
を
か
り
て
表
記
す
べ
き
理
由
は
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
反
対
に
、
ト
ミ
の
名
で
よ
ば
れ
て
幾
と
お
り
か
に
か
か

れ
た
文
字
か
ら
、
古
事
記
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
好
字
「
登
美
」
が

選
ば
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
自
然
で
な
い
。

歴
史
と
言
語
、
二
つ
の
視
点
か
ら
み
て
、「
鳥
見
」
郷
の
誤
写
と

み
て
い
い
と
結
論
す
る
。
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３

葛
上
郡
上
鳥
郷
下
鳥
郷

高
山
寺
本
・
大
東
急
本
と
も
に
「
上
鳥
」「
下
鳥
」
と
あ
る
の
で
、

こ
の
標
目
で
掲
げ
た
。『
池
邊
考
證
』
の
「
古
代
郷
名
集
成
」
註
八

に
諸
資
料
と
諸
説
を
あ
げ
て
判
断
の
難
し
さ
を
語
っ
て
い
る
。

下
邊
（
平
安
遺
文
）

下
島
（
大
日
本
古
文
書
、
東
南
院
文
書
之
二
）

下
鳥
（
和
名
抄
《
高
本
》《
急
本
》）

下
鳥
（『
地
理
志
料
』）

か
も

下
鳬
（『
地
名
辭
書
』）

東
南
院
文
書
の
写
本
は
影
写
本
で
は
な
い
の
で
、
決
定
は
原
本
か
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
右
の
い
ず
れ
と

し
も
つ
か
も

も
読
め
る
文
字
な
の
だ
ろ
う
、
と
池
邊
氏
は
い
い
、
下
鳬
郷
と
す

る
今
谷
文
雄
「
賀
茂
朝
臣
と
下
鳬
郷
」（『
日
本
歴
史
』
百
二
十
五
号

1958

）
を
紹
介
し
た
。

今
谷
氏
の
論
は
明
快
で
あ
る
。
承
和
十
三
年
と
十
四
年
の
東
南
院

文
書
に
「
下
鳬
郷
戸
主
賀
茂
朝
臣
真
継
戸
口
同
姓
成
継
辞
状

云
々
」「
東
限
公
畠
并
大
和
国
葛
上
郡
下
鳬
郷
戸
主
賀
茂
朝
臣
真
継

戸
口
同
姓
成
継
家
地
云
々
」
と
あ
る
。
そ
れ
が
「
葛
城
の
賀
茂
の
旧

家
で
あ
る
賀
茂
氏
の
居
地
を
実
際
に
明
証
す
る
史
料
と
し
て
珍
重
す

べ
き
も
の
」
で
、「
京
都
朝
廷
の
官
人
と
な
っ
て
い
た
賀
茂
氏
一
族

が
、
本
貫
を
大
和
の
故
地
に
置
い
て
、
宇
治
附
近
に
家
地
を
持
っ
て

い
た
こ
と
に
も
興
味
が
あ
る
。」
と
の
べ
て
い
る
。
今
谷
氏
は
状
況

証
拠
か
ら
「
下
鳬
」
説
に
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
平
安
遺
文

を
す
べ
て
の
版
に
つ
い
て
み
る
こ
と
は
で
き
ず
そ
の
必
要
も
な
い
が
、

初
版
（1947

）
の
「
下
邊
」
が
新
訂
九
版
（1992

）
で
は
「
下
島
」

と
な
っ
て
い
る
。

新
た
に
長
屋
王
邸
跡
か
ら
出
土
し
た
荷
札
木
簡
が
あ
る
。

１

葛
木
上
郡
鴨
里
米
一
石
（『
平
城
概
報
』
二
十
一
（1989

））

２

葛
木
上
郡
賀
茂
里
米
一
石
（
同
右
）

３

葛
木
上
郡
鴨
里
米
一
石
（『
同
右
』
二
十
七
（1993

））

１
と
３
は
同
文
で
あ
る
。
奈
良
時
代
、
こ
の
郡
に
カ
モ
と
い
う
里
が

あ
り
、「
賀
茂
」
と
も
「
鴨
」
と
も
か
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で

あ
る
。
池
邊
氏
の
疑
念
は
こ
れ
で
解
消
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
の
里
が
後
に
二
つ
に
わ
か
れ
た
と
き
、
上
下
を
そ
れ
ぞ
れ
に
冠
称

す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
般
的
な
「
鴨
」
な
ら
ぬ
「
鳬
」
の
字
を
選
ん

だ
よ
う
だ
。
日
本
語
学
の
た
ち
ば
と
し
て
考
え
る
べ
き
は
、「
鳬
」

が
「
か
も
」
の
訓
を
負
う
て
用
い
る
こ
と
が
い
か
ほ
ど
流
通
し
て
い

た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

漢
字
と
和
語
の
あ
い
だ
に
お
け
る
植
物
名
の
同
定
が
難
し
い
こ
と

5



は
、
工
藤
（2004a

）
の
「
五

山
城
国
葛
野
郡
櫟
原
郷
」
の
条
に
師

説
を
ひ
い
て
の
べ
た
が
、
動
物
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

「
鳧
」
は
、
江
戸
時
代
以
降
「
け
り
」
の
訓
を
も
つ
が
、
中
世
以
前

は
「
か
も
」
が
普
通
だ
っ
た
よ
う
だ
。
古
辞
書
を
検
す
る
と
、
色
葉

字
類
抄
、
類
聚
名
義
抄
に
カ
モ
を
み
る
。
さ
ら
に
遡
っ
て
和
名
抄
に

は
「
鴨
、
野
名
曰
鳧
、
家
名
曰
鶩
、
鳧

、
加
毛
」
と
あ
る
。
萬
葉

集
で
は
五
つ
の
歌
に
助
詞
「
か
も
」
の
訓
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
一
首
を
末
句
だ
け
原
文
の
ま
ま
に
ひ
く
。

す
ぎ
か
て
ぬ

舟
泊
て
て
か
し
振
り
立
て
て
廬
り
せ
む
名
子
江
の
浜
辺
過
不
勝

か
も鳧

（
一
一
九
〇
）

類
聚
古
集
に
は
「
島
」
の
文
字
で
「
す
き
か
さ
ぬ
し
ま
」
の
訓
が
あ

る
。
古
葉
略
類
聚
抄
に
は
訓
だ
け
だ
が
「
ス
キ
カ
テ
ヌ
シ
マ
」
と
あ

っ
て
、「
島
」
の
本
文
に
よ
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
二
五
三
六
番

歌
で
は
大
矢
本
が
「
鳥
」
に
作
る
。
こ
の
よ
う
に
、
誤
写
は
ご
く
僅

か
の
写
本
に
限
ら
れ
る
。
訓
仮
名
と
し
て
の
用
例
数
で
は
「
鴨
」
に

比
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、「
鳧
」
の
字
に
「
か
も
」
の
訓
が
定
着
し
て

い
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証
拠
だ
と
い
え
る
。

右
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
し
て
、「
鳧
」
が
「
か
も
」
の
表
記

に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
一
般
的
な
「
鴨
」
を
排
し
て

こ
の
文
字
を
選
ん
だ
理
由
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。

４

宇
陀
郡
伊
福
郷

『
新
撰
姓
氏
録
』
大
和
国
神
別
の
伊
福
部
連
・
伊
福
部
宿
禰
の
居

住
地
と
さ
れ
る
。
こ
の
郷
名
を
い
か
に
よ
む
か
と
い
う
こ
と
は
、
歴

史
学
や
地
理
学
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
日
本
語

学
の
た
ち
ば
で
は
い
さ
さ
か
気
が
か
り
な
郷
名
で
あ
る
。

和
名
抄
に
み
え
る
六
つ
の
「
伊
福
郷
」
の
う
ち
の
二
つ
に
「
以
布

久
／
伊
布
久
」
の
訓
が
あ
る
の
で
、
現
行
の
諸
書
は
他
の
郷
も
お
お

む
ね
イ
フ
ク
と
よ
ん
で
い
る
。『
地
名
大
系
』「
広
島
県
の
地
名
」
だ

け
は
イ
オ
キ
ゴ
ウ
と
よ
ん
で
い
る
。
奈
良
時
代
は
、
例
え
ば
大
宝
二

年
の
御
野
国
山
方
郡
三
井
田
里
戸
籍
に
、
伊
福
部
大
庭
の
児
、
五
百

木
部
惠
良
賣
が
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
時
期
に
「
五
百
木
」
を
「
伊

福
」
と
も
か
く
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

和
名
抄
撰
述
の
時
期
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
な
る
と
、
問
題
は
一

挙
に
難
し
く
な
り
、
簡
単
に
は
結
論
が
下
せ
な
い
。
和
名
抄
で
訓
の

な
い
「
伊
福
」
に
も
イ
ホ
キ
の
可
能
性
が
あ
る
、
と
慎
重
な
た
ち
ば

を
表
明
す
る
に
と
ど
め
る
ほ
か
は
な
い
。

５

城
上
郡
辟
田
郷

当
郷
に
つ
い
て
『
池
邊
考
證
』
は
、
三
種
類
の
訓
字
表
記
「
引
田
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朝
臣
」「
辟
田
首
」「
曳
田
神
社
」
な
ど
、
し
め
て
九
つ
の
用
例
と
、

古
事
記
雄
略
天
皇
段
の
歌
謡
か
ら
仮
名
表
記
「
比
気
多
」
を
ひ
く
。

こ
れ
だ
け
資
料
が
揃
っ
て
い
る
の
で
、
近
年
ほ
と
ん
ど
論
ぜ
ら
れ
て

い
な
い
。

旧
説
に
は
ま
ず
、
雄
略
天
皇
段
の
引
田
部
赤
猪
子
に
関
す
る
本
居

ヒ
ケ
タ

宣
長
『
古
事
記
傳
』
の
「
神
名
帳
大
和
国
城
上
郡
に
曳
田
神
社
あ
り
。

此
地
に
因
れ
る
姓
な
る
べ
し
。」
が
あ
る
。
続
い
て
、
ヒ
ラ
タ
と
よ

ん
だ
『
大
和
志
』、
ヒ
ケ
タ
・
ヒ
キ
タ
と
漢
字
の
右
と
左
に
付
訓
し

な
が
ら
、「
辟
田
を
引
田
を
よ
む
こ
と
其
例
稀
有
な
り
。
辟
田
即
ヒ

ラ
タ
と
訓
む
か
」
と
し
た
『
地
名
辭
書
』、「
慶
安
本
旁
訓
比
良
多
、

説
文
、
闢
、
開
也
、
正
韵
、
闢
本
作
レ
辟
」
と
し
た
『
地
理
志
料
』

が
あ
る
。
こ
の
三
者
は
「
辟
」
の
動
詞
と
し
て
の
訓
「
ひ
ら
く
」
に

よ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
活
用
語
尾
を
き
り
す
て
る
点
は
う
べ
な
え
な

い
。近

年
の
記
紀
の
注
を
見
く
ら
べ
る
た
め
に
、
引
用
末
尾
に
符
号
を

括
弧
書
き
し
て
ひ
こ
う
。

ひ
ケ
た

引
田
は
地
名
。
和
名
抄
、
大
和
国
城
上
郡
に
辟
田
郷
。
神
名
帳
、

同
郡
の
曳
田
神
社
は
、
桜
井
市
白
河
に
あ
る
。
三
輪
氏
や
阿
部

氏
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
田
と
名
の
る
一
族
が
い
る
が
、
引
田
部
は

ど
ち
ら
の
部
民
か
不
明
。（
Ａ
）

Ａ
は
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』
の
引
田
部
赤
猪
子
の
頭
注
で
、

「
引
田
」「
辟
田
」
同
訓
と
判
断
し
た
こ
と
を
語
る
。
な
お
、
こ
の
訓

読
で
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
甲
乙
類
を
平
仮
名
と
片
仮
名
で
区
別
し
、

歌
謡
の
万
葉
仮
名
表
記
「
比
気
多
」
に
よ
っ
て
、
右
に
ひ
い
た
よ
う

に
「
ひ
ケ
た
」
と
振
仮
名
し
て
い
る
。
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
区
別

す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
の
で
、
以
下
に
は
仮
名
の
書
き
わ
け
を

し
な
い
。
続
け
て
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
の
推
古
天
皇

さ
き
た
の
お
び
と

廿
年
是
年
条
、
辟
田
首
の
頭
注
を
ひ
く
。

姓
氏
録
、
大
和
国
諸
蕃
に
「
出
レ
自
二
任
那
国
主
都
奴
加
阿
羅

志
等
一
也
」
と
あ
る
。（
Ｂ
）

み
わ
の
ひ
け
た
の
き
み
な
に
は

ま
た
、
同
書
天
武
天
皇
十
三
年
五
月
廿
八
日
条
の
三
輪
引
田
君
難
波

ま

ろ

麻
呂
の
頭
注
は
左
記
の
と
お
り
。

大
和
国
城
上
郡
辟
田
（
ひ
き
た

）
郷
（
今
、
奈
良
県
桜
井
市
初
瀬
付

近
）
に
居
住
し
、
曳
田
神
社
（
同
市
白
河
）
の
祭
祀
に
あ
た
っ

た
氏
族
で
あ
ろ
う
。（
Ｃ
）

こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
Ａ
「
引
田＝

辟
田＝

曳
田＝

ひ
け
た
」、
Ｃ

「
引
田＝

辟
田＝

曳
田＝

ひ
き
た
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ｂ
は

「
辟
田
」
と
「
引
田
・
曳
田
」
を
結
び
つ
け
て
い
な
い
。
Ｂ
と
Ｃ
は

同
一
書
な
の
に
解
釈
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と

だ
ろ
う
か
。
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『
池
邊
考
證
』
は
三
種
類
の
訓
字
表
記
を
並
べ
た
だ
け
で
、
よ
み

か
た
に
は
言
及
し
な
い
が
、「
辟
田
」
は
ヒ
キ
タ
か
ヒ
ケ
タ
と
よ
ん

だ
の
だ
ろ
う
し
、
ヒ
キ
／
ヒ
ケ
は
「
辟
」
の
漢
字
音
に
よ
っ
た
の
だ

ろ
う
。「
伊
福
」
の
「
福
」
が
フ
ク
と
も
ホ
キ
と
も
よ
ま
れ
た
よ
う

に
、
古
代
に
は
二
音
節
の
万
葉
仮
名
と
し
て
何
種
類
か
の
音
形
で
用

い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
、
そ
れ
は
あ
り
う
る
形
で
あ
る
。
だ

が
、
工
藤
（1979

）
に
基
づ
い
て
こ
れ
ま
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、

音
仮
名
「
辟
」
と
訓
字
「
田
」
に
よ
る
音
訓
交
用
表
記
は
、
和
名
抄

の
地
名
と
し
て
は
異
例
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
辟
田
」
郷
に
つ
い
て
音
訓
交
用
を
さ
け
た
よ
み
か
た
を
探
す
と
、

Ｂ
が
「
辟
田
首
」
を
「
さ
き
た
の
お
び
と
」
と
よ
ん
だ
よ
う
に
、
サ

キ
タ
郷
が
最
も
自
然
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
顧
み
ら
れ
る

の
が
、
旧
注
の
『
地
理
志
料
』
に
「
因
謂
、
萬
葉
集
十
九
、
有
二
越

中
国
辟
田
河
一
、
歌
詞
作
二
左
岐
多
一
、
辟
亦
与
擘
通
」
と
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
歌
詞
と
は
、
越
中
の
国
守
大
伴
家
持
の
一
連
の
歌

に
み
え
る
「
流
辟
田
乃
河
瀬
尓
」（
四
一
五
六
）
、「
辟
田
河
」（
四
二
五

七
）
、「
左
伎
多
河
」（
四
一
五
八
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
辟
」
が
奈
良

時
代
に
「
さ
く
」
の
訓
で
よ
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

「
き
り
ひ
ら
く
」
意
を
も
つ
漢
字
「
辟
」
が
「
田
」
と
結
び
つ
く
契

機
は
充
分
に
あ
る
。「
辟
」
の
古
訓
に
は
「
は
る
・
ひ
ら
く
・
た
と

ひ
」
な
ど
が
み
え
て
、「
さ
く
」
は
一
般
的
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い

よ
う
だ
が
、
越
中
の
国
守
の
歌
の
「
辟
田
」
は
当
国
で
行
わ
れ
て
い

た
用
字
だ
ろ
う
か
ら
、
当
郷
も
「
さ
き
た
」
を
排
除
し
て
「
ひ
け
た

／
ひ
き
た
」
と
よ
む
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
古
典

文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
の
Ｂ
の
解
釈
が
妥
当
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ち
な
み
に
、『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』「
さ
」
の
部
に
「
辟

田
在
嶋
」「
辟
秦
法
麻
呂
」「
辟
秦
諸
上
」
が
み
え
る
。

日
本
語
学
の
た
ち
ば
か
ら
い
え
る
こ
と
は
以
上
で
あ
る
。
つ
い
で

に
歴
史
学
の
領
分
に
一
歩
ふ
み
こ
ん
で
気
づ
い
た
こ
と
を
記
し
て
お

く
。
先
に
ひ
い
た
Ｂ
が
、
新
撰
姓
氏
録
に
よ
っ
て
辟
田
首
の
出
自
を

任
那
国
と
し
て
、
大
和
国
諸
蕃
に
お
か
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
Ａ

に
は
、
引
田
部
は
阿
部
・
三
輪
両
氏
の
い
ず
れ
の
部
民
か
不
明
だ
と

し
て
い
る
が
、
姓
氏
録
で
は
、
阿
部
氏
は
皇
別
、
三
輪
氏
は
神
別
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
引
田
部
氏
と
辟
田
氏
を
一
つ
に
考
え
る
こ
と
は
出

自
か
ら
し
て
も
無
理
な
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

か
く
て
、『
池
邊
考
證
』
に
あ
げ
た
本
郷
に
因
む
十
の
用
例
の
う

ち
、
有
効
な
の
は
推
古
紀
廿
年
と
姓
氏
録
大
和
国
諸
蕃
の
「
辟
田

首
」
の
二
例
だ
け
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
結
論
で
あ
る
。
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６

城
上
郡
忍
坂
郷

《
高
本
》《
急
本
》
と
も
に
「
忍
坂
」
に
作
り
、
訓
は
そ
れ
ぞ
れ

「
於
佐
賀
」「
於
佐
加
」、
元
和
本
は
「

坂
」
に
作
り
（

は
恩
の

異
体
字
）、
訓
は
「
於
佐
加
」、
つ
ま
り
訓
は
オ
サ
カ
で
一
致
し
て
い

る
。『
池
邊
考
證
』
に
あ
げ
た
用
例
廿
一
の
う
ち
、
訓
字
表
記
は
地

名
・
人
名
・
神
社
名
・
陵
墓
名
な
ど
「
忍
坂
」「
押
坂
」「
踐
坂
」
の

三
種
で
あ
る
。
記
紀
の
仮
名
書
き
「
意
佐
賀
」「
於
佐
箇
」
各
一
例

に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
問
題
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
の
で
、
現
在
こ

れ
が
議
論
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
歴
史
学
・
地
理

学
上
の
疑
念
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
あ
え
て
取
り
あ
げ
る
の

は
、
日
本
語
学
の
側
か
ら
あ
て
た
光
に
浮
か
び
あ
が
る
小
さ
な
疑
問

ゆ
え
で
あ
る
。

そ
の
疑
問
を
考
え
る
前
に
、
資
料
に
つ
い
て
処
理
し
て
お
く
べ
き

こ
と
が
あ
る
。『
池
邊
考
證
』
に
あ
げ
た
仮
名
書
き
例
は
三
つ
。
右

に
ひ
い
た
記
紀
の
二
つ
の
ほ
か
に
、
和
歌
山
県
隅
田
八
幡
宮
の
国
宝

人
物
画
像
鏡
の
、「
癸
未
年
八
月
」
で
始
ま
る
銘
文
に
み
え
る
「
意

柴
沙
加
宮
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
オ
シ
サ
カ
と
し
て
ひ
か
れ
て
き

た
。
写
真
に
よ
っ
て
も
字
形
は
明
瞭
で
、
そ
の
第
二
字
は
確
か
に

「
柴
」
と
よ
め
る
。
な
ら
ば
こ
れ
は
オ
サ
サ
カ
と
よ
む
べ
き
で
あ
る
。

従
来
は
そ
れ
を
不
問
の
ま
ま
に
議
論
し
て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

工
藤
（1976,
1997

）
に
か
い
た
の
で
詳
述
は
し
な
い
が
、
オ
シ
サ
カ

と
よ
む
な
ら
「
紫
」
の
誤
刻
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
記
紀
の
仮
名
書
き
は
オ
サ
カ
と
よ
む
こ
と
を
求
め
る
の
で
、

右
の
画
像
鏡
銘
文
の
オ
シ
サ
カ
か
ら
促
音
便
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
促
音
便
の
発
生
と
変
遷
に
つ
い
て
考
え
る
恰

好
の
材
料
に
な
り
、
日
本
語
音
韻
史
に
関
心
あ
る
人
々
が
注
目
し
て

き
た
。
促
音
便
は
九
世
紀
後
半
に
は
多
く
出
現
す
る
が
、
八
世
紀
初

頭
の
記
紀
の
例
は
際
だ
っ
て
早
い
例
に
な
る
。
促
音
の
表
記
は
音
便

の
う
ち
で
も
最
も
遅
れ
た
の
で
、
記
紀
の
仮
名
書
き
も
促
音
の
無
表

記
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
方
、
平
安
時
代
の
多
く
の
訓
字

表
記
「
忍
坂
」「
押
坂
」
は
オ
シ
サ
カ
と
も
よ
む
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
郷
名
に
つ
い
て
は
、
オ
シ
サ
カ
・
オ
ッ
サ
カ
・
オ
サ

カ
の
う
ち
の
一
つ
だ
け
が
行
わ
れ
た
の
か
、
二
者
併
立
だ
っ
た
の
か
、

三
者
鼎
立
だ
っ
た
の
か
。

こ
の
郷
名
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
代
語
に
お
い
て
も
、

無
声
子
音
と
狭
母
音
か
ら
な
る
シ
に
同
じ
サ
行
音
が
下
接
す
る
ば
あ

ソ
ノ
リ
テ
ィ
ー

い
、
そ
の
声
の
聞
こ
え
は
極
め
て
曖
昧
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
例

え
ば
現
代
語
の
「
お
師
匠
さ
ん
」
な
ど
も
、「
師
」
が
明
瞭
に
シ
と

発
音
さ
れ
て
オ
シ
シ
ョ
ウ
サ
ン
で
実
現
し
た
の
か
、
促
音
で
発
音
さ

れ
た
オ
ッ
シ
ョ
ウ
サ
ン
だ
っ
た
の
か
、
も
っ
と
ぞ
ん
ざ
い
な
オ
ッ
シ
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ョ
サ
ン
乃
至
オ
シ
ョ
サ
ン
だ
っ
た
の
か
を
判
別
す
る
こ
と
は
か
な
り

難
し
い
。
古
代
は
し
ら
ず
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
識
字
率
が
高
ま

り
、
次
第
に
文
字
に
即
し
て
よ
ま
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
郷
や
村
の
名
と
し
て
で
は
な
く
、
特
別
な
遺
跡
な
ど
に

冠
す
る
ば
あ
い
で
も
、
実
現
す
る
語
形
は
か
わ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。『
地
名
大
系
』
に
よ
る
と
、
当
郷
の
遺
称
地
に
あ
る
「
忍
坂
三

号
墳
」
は
オ
ッ
サ
カ
と
よ
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、
式
内
社
に
比
定
さ

れ
る
「
忍
坂
坐
生
根
神
社
」、
舒
明
天
皇
の
「
忍
坂
内
陵
」
で
は
オ

シ
サ
カ
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
後
の
二
者
は
恭
謹
の
気
を
も
っ
て
よ
ば

れ
た
の
だ
ろ
う
。

江
戸
時
代
に
流
通
し
た
和
名
抄
の
版
本
で
は
「
恩
坂
」
の
表
記
が

多
か
っ
た
。
本
居
宣
長
以
来
こ
れ
は
「
忍
坂
」
の
誤
り
と
し
て
退
け
、

ヲ
シ

『
大
和
志
』（1736

）
に
も
、
恩
坂
は
廃
せ
ら
れ
て
忍
坂
村
存
す
、
と

あ
る
。
現
在
も
「
忍
坂
」
の
表
記
で
オ
ッ
サ
カ
と
よ
ば
れ
る
事
実
か

ら
お
し
て
、
江
戸
時
代
の
か
な
り
下
る
こ
ろ
ま
で
人
々
が
現
実
に
よ

ん
で
い
た
「
オ
ッ
サ
カ
」
の
促
音
を
、「
恩
」
の
字
で
表
わ
そ
う
と

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

訓
字
表
記
の
中
に
、『
釋
日
本
紀
』
巻
第
十
三
の
継
体
天
皇
条
に

ひ
か
れ
た
「
上
宮
記
」
が
あ
る
。
そ
の
地
の
文
と
系
図
に
「
踐
坂
大

中
比
弥
王
」
と
あ
り
、
後
者
は
右
傍
書
「
忍
坂
大
中
姫
也
」
を
も
つ
。

記
に
は
「
忍
坂
大
中
比
売
」
と
あ
る
。
系
統
に
は
混
乱
が
み
ら
れ
る

が
、「
踐
坂
」
が
記
紀
の
「
忍
坂
」
に
相
当
す
る
こ
と
は
確
か
な
よ

ふ

う
で
あ
る
。「
坂
を
踐
み
ゆ
く
」
の
意
を
こ
め
た
表
記
だ
ろ
う
と
は

思
う
が
、「
踐
」
と
「
忍
」
を
結
び
つ
け
る
手
が
か
り
は
ま
だ
見
つ

か
ら
な
い
。

７

城
下
郡
室
原
郷

両
本
と
も
訓
は
な
く
、
大
東
急
本
に
「
也
本
也
」、
元
和
本
に

「
他
本
也
」
と
い
う
注
記
ら
し
い
文
字
が
あ
る
。『
池
邊
考
證
』
は
い

ず
れ
も
参
考
と
し
て
「
室
原
」
三
例
を
あ
げ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
や

は
り
参
考
と
し
て
「
村
屋
」「
社
屋
」「
杜
屋
」
の
文
字
を
も
つ
村
・

神
社
・
庄
の
用
例
九
つ
を
あ
げ
る
。
確
か
な
本
文
が
え
ら
れ
な
い
の

で
解
決
へ
の
道
は
遠
い
が
、
手
が
か
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

『
地
名
辭
書
』
に
は
み
る
べ
き
記
述
が
な
い
。『
地
理
志
料
』
は
本

文
を
改
訂
し
て
結
論
を
導
い
た
。
す
な
わ
ち
「
他
本
」
は
異
本
の
意

で
、
そ
れ
に
は
「
室
原
」
と
あ
る
旨
の
傍
書
が
の
ち
に
誤
っ
て
注
の

位
置
に
移
さ
れ
た
と
み
な
し
、「
室
屋
」
を
本
文
、「
無
呂
也
」
を
訓

と
し
た
。
用
例
の
解
釈
は
、
武
烈
紀
三
年
の
大
連
大
伴
室
屋
の
居
住

地
に
よ
る
名
だ
と
す
る
以
外
は
、「
村
室
邦
読
同
」
の
た
ち
ば
で
、

『
池
邊
考
證
』
も
あ
げ
る
「
村
屋
」
に
よ
っ
て
説
明
し
た
。
村
と
室
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の
訓
が
同
じ
だ
と
す
る
と
こ
ろ
に
『
地
理
志
料
』
の
論
証
の
限
界
が

あ
る
。

『
池
邊
考
證
』
は
、
こ
の
注
記
ら
し
い
文
字
の
解
釈
に
苦
慮
し
た

旨
を
当
郷
の
注
で
述
べ
、
注
記
の
意
味
を
、「
一
本
に
は
也
と
あ
る
」

で
は
な
い
か
、
と
解
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。

郷
名
が
「
村
也
」
で
は
落
ち
つ
か
な
い
。「
村
屋
」
な
ら
通
る
。

そ
こ
で
「
也
」
は
「
村
屋
」
の
訓
の
一
字
が
残
っ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
考
え
、
参
考
の
意
味
で
村
屋
に
関
係
あ
る
史
料
を
列

挙
し
た
。

二
字
と
も
に
誤
写
と
す
る
の
で
、
そ
れ
を
認
め
れ
ば
、
論
と
証
拠
の

整
合
性
は
高
く
な
る
の
は
当
然
だ
が
、
逆
に
「
室
原
」
の
文
字
を
変

え
な
か
っ
た
ら
、『
池
邊
考
證
』
に
い
ず
れ
も
「（
参
考
）」
と
し
て

あ
げ
た
次
の
用
例
か
ら
何
が
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

室
原
（
萬
葉
集
、
二
八
三
四
）

室
原
首
御
田
（
孝
徳
紀
、
白
雉
四
年
五
月
壬
戌
）

室
原
造
具
足
（
天
平
十
四
年
十
一
月
十
七
日
、
智
識
優
婆
塞
等

貢
進
文
）

池
邊
氏
は
こ
れ
ら
の
室
原
を
ど
う
よ
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
の
用

例
は
、「
大
和
の
室
原
乃
毛
桃
本
繁
く
言
ひ
て
し
も
の
を
成
ら
ず
は

止
ま
じ
」
で
あ
る
。
い
ま
第
二
句
を
原
文
の
ま
ま
に
掲
げ
た
（
傍
線

部
）
が
、
こ
れ
を
「
む
ろ
は
ら
の
け
も
も
」
と
よ
む
と
字
余
り
に
な

る
の
で
、「
室
原
」
は
古
来
「
む
ろ
ふ
」
と
よ
ま
れ
て
揺
れ
は
な
い
。

あ
ぢ
ふ

「
原
」
の
字
を
「
ふ
」
と
よ
む
こ
と
は
、
ほ
か
に
、
味
原
（
一
〇
六

み

そ
の

ふ

を

ふ

を

ふ

二
）
・
三
苑
原
（
二
七
八
四
）
・
苧
原
（
二
六
八
七
）
・
麻
原
（
三
〇
四
九
）
も

あ
っ
て
、
萬
葉
歌
に
は
必
ず
し
も
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に

当
郷
の
読
み
を
探
る
手
が
か
り
が
あ
り
そ
う
だ
。

味
原
は
和
名
抄
の
攝
津
国
東
生
郡
の
郷
名
に
も
み
え
、「
原
」
を

下
字
に
も
つ
地
名
は
和
名
抄
に
も
た
い
そ
う
多
い
。
そ
の
由
来
を
考

え
る
と
、
大
原
は
地
形
に
、
川
原
・
高
原
・
内
原
な
ど
は
所
在
箇
所

に
よ
る
だ
ろ
う
。
推
測
の
及
ば
ぬ
も
の
も
あ
る
が
、
断
然
多
い
の
が

植
生
に
よ
る
、
菅
原
・
篠
原
・
荏
原
・
萩
原
・
榛
原
・
栗
原
・
桑

原
・
竹
原
・
柏
原
・
蒲
原
な
ど
で
あ
る
。「
室
原
」
は
孤
例
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
植
生
に
よ
る
地
名
と
考
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。「
室
」

の
訓
「
む
ろ
」
を
た
ぐ
る
と
樹
木
名
に
行
き
つ
く
。
和
名
抄
に
「

、

一
名
河
柳
、
牟
呂
乃
岐
」
と
あ
る
ほ
か
、
当
時
の
辞
書
に
は
ほ
ぼ
同

じ
記
述
が
み
ら
れ
る
。
訓
は
同
じ
ム
ロ
な
が
ら
、
漢
土
の

と
日
本

の
そ
れ
と
は
異
な
る
樹
木
を
指
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
か
、

こ
の
樹
木
名
を
担
う
訓
字
「

」
が
広
く
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
の
ム
ロ
の
名
を
負
う
地
名
と
し
て
は
、
同
国
宇
陀
郡
の
「
室

生
」
が
平
安
時
代
初
期
か
ら
文
献
に
み
え
、『
日
本
紀
略
』
弘
仁
八
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年
六
月
条
に
室
生
山
竜
穴
に
祈
雨
す
る
記
事
、『
三
代
実
録
』
貞
観

九
年
八
月
条
に

生
竜
穴
神
を
正
五
位
下
に
叙
す
る
記
事
な
ど
が
あ

る
。結

局
、
誤
字
説
に
よ
ら
な
い
か
ぎ
り
、「
室
原
」
は
右
の
よ
う
に

考
え
て
「
む
ろ
ふ
」
と
よ
む
の
が
最
も
自
然
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

同
一
対
象
を
指
す
二
つ
の
語
、
フ
と
ハ
ラ
の
関
係
は
、
フ
が
古
語
か

と
思
わ
れ
る
程
度
の
こ
と
し
か
い
え
な
い
。
な
お
、「
室
原
」
の
用

例
の
う
ち
、
孝
徳
紀
の
日
付
を
『
池
邊
考
證
』
が
「
辛
亥
」
と
す
る

の
は
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
、『
地
名
大
系
』
が
高
山
寺
本
に
「
室
原

也
本
也
」
と
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
高
山
寺
本
に
こ
の
注
記
は
な
い
。

大
東
急
本
の
誤
り
だ
ろ
う
か
。

８

高
市
郡
遊
部
郷

当
郷
に
は
、
後
世
の
よ
び
か
た
に
絡
む
小
さ
な
問
題
が
あ
る
。

諸
本
に
訓
が
な
い
の
で
『
大
和
志
』
に
ユ
フ
と
よ
み
、
明
日
香
村

そ
ん
ぼ

小
山
か
ら
橿
原
市
四
分
町
に
か
け
て
の
飛
鳥
川
を
尊
坊
川
と
よ
ぶ
の

ソ

ブ

が
、
同
書
に
「
遊
部
川
」
と
あ
る
川
で
あ
る
、
と
『
地
名
大
系
』
は

い
う
。
そ
の
『
地
名
大
系
』
が
当
郷
を
ア
ソ
ブ
ベ
と
よ
む
の
に
対
し

て
、
養
老
「
喪
葬
令
」
の
遊
部
は
ア
ソ
ビ
ベ
と
よ
む
の
が
伝
統
で
あ

る
。
決
め
手
は
な
い
が
、
飛
騨
国
荒
城
郡
遊
部
郷
に
、
両
本
と
も

「
阿
曾
布
」
の
訓
を
も
つ
。
当
郷
が
後
世
ア
ソ
ボ
と
よ
ば
れ
た
の
は
、

古
い
呼
称
ア
ソ
ブ
の
な
ご
り
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
遊
女
・

遊
行
女
児
」
が
ウ
カ
レ
メ
あ
る
い
は
ア
ソ
ビ
と
よ
ば
れ
た
（
和
名

抄
）
の
で
、
ア
ソ
ブ
が
勝
る
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
ア
ソ
ブ

ベ
な
の
か
ア
ソ
ブ
な
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
に
好
都
合
な
の
が
壬
生
郷
で
あ
る
。
こ
の

郷
名
の
も
と
に
な
っ
た
壬
生
部
は
日
本
書
紀
に
み
え
、
皇
極
紀
元
年

み

ぶ

十
二
月
に
は
「
乳
部
」
を
「
美
父
」
と
訓
注
す
る
。
奈
良
時
代
、
氏

の
壬
生
は
、
壬
生
部
・
生
部
・
壬
部
・
生
壬
部
と
も
か
か
れ
、
こ
の

四
種
の
表
記
は
等
価
で
あ
っ
た
。
大
日
本
古
文
書
の
写
経
所
文
書
に

は
、
生
壬
部
・
壬
生
・
壬
部
と
も
か
か
れ
た
壬
生
部
又
麻
呂
の
名
が

あ
る
。
本
来
の
表
記
は
壬
生
部
だ
ろ
う
が
、
こ
の
完
形
の
表
記
は
む

し
ろ
少
な
い
。

ミ
ブ
ベ
と
い
う
呼
称
は
実
際
に
は
あ
ま
り
流
通
し
な
か
っ
た
と
わ

た
し
は
考
え
る
。
原
因
は
語
音
構
造
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、m

ibube

に
お
い
てbube

と
い
う
類
音
の
拍
が
続
く
。
し
か
も
、
子
音
は
持

続
性
の
な
い
破
裂
音
ｂ
で
あ
る
。
音
声
学
の
常
識
か
ら
す
る
と
、
相

対
的
に
狭
い
母
音
を
有
す
るbu

の
方
に
音
変
化
が
生
ず
る
と
こ
ろ

だ
が
、
ミ
ブ
と
い
う
二
拍
語
に
お
い
て
、
そ
の
半
分
に
相
当
す
るbu

が
変
化
す
る
こ
と
は
、
語
の
同
定
に
と
っ
て
極
め
て
不
都
合
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
ミ
ブ
の
語
形
は
維
持
し
て
、
こ
の
氏
な
い
し
郷
名
に
と
っ

て
は
付
随
的
な
要
素
で
あ
る
「
ベ
」
を
捨
て
た
の
で
あ
る
。「
ベ
」

は
せ
つ
か
ひ
べ

に
し
こ
り
べ

を
省
く
こ
と
は
、
六
拍
語
の
杖

部
、
五
拍
語
の
錦
織
部
、
四
拍
語

は
と
り
べ

い
ほ
き
べ

の
機
織
部
、
伊
福
部
に
も
み
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
遊
部
は
、bube

と
い
う
音
連
続
が

壬
生
部
の
ば
あ
い
と
等
し
い
う
え
に
、
三
拍
で
壬
生
よ
り
も
語
形
が

長
い
と
い
う
条
件
が
加
わ
る
。
よ
っ
て
、
ア
ソ
ブ
ベ
よ
り
も
ア
ソ
ブ

の
形
で
実
現
す
る
こ
と
が
一
般
的
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

９

高
市
郡
檜
前
郷

当
郷
の
「
檜
前
」
を
「
ひ
の
く
ま
」
と
よ
む
こ
と
に
つ
い
て
、
議

論
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
き
か
な
い
。
だ
が
、
わ
た
し
は
不
明
に

し
て
当
郷
の
表
記
の
根
拠
を
究
め
え
ず
に
い
る
。
今
こ
れ
を
あ
え
て

取
り
あ
げ
る
の
は
、
問
題
を
提
起
し
て
議
論
を
呼
び
お
こ
さ
ん
が
た

め
で
あ
る
。

「
前
」
を
下
字
に
も
つ
地
名
は
和
名
抄
に
三
十
ほ
ど
、
そ
の
大
半

が
サ
キ
で
「
崎
」
と
も
か
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ク
マ
と
よ
ま
れ
る

も
の
は
、
ほ
か
に
三
つ
を
見
る
に
す
ぎ
な
い
。

く
り
く
ま

１

山
城
国
久
世
郡
栗
前
郷

さ
さ
の
く
ま

２

但
馬
国
気
多
郡
楽

前
郷

３

紀
伊
国
名
草
郡
日
前
神
戸
《
急
本
》

１
は
高
山
寺
本
の
表
記
で
あ
っ
て
、
大
東
急
本
は
「
栗
隈
」
に
作
る
。

工
藤
（2004

）
で
取
り
あ
げ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
逸
し
て
し
ま

っ
た
。
２
は
鎌
倉
時
代
ま
で
用
例
を
み
な
い
郷
名
で
あ
る
が
、
両
本

の
訓
注
が
一
致
す
る
。
３
は
高
山
寺
本
に
み
え
ず
、
大
東
急
本
の
み

の
記
載
で
あ
る
の
は
、
高
山
寺
本
は
神
戸
を
の
せ
な
い
方
針
だ
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
訓
注
は
な
い
が
ヒ
ノ
ク
マ
と
よ
ま
れ
る
。
神
代

紀
・
古
語
拾
遺
・
延
喜
式
神
名
帳
な
ど
多
く
の
資
料
に
み
え
る
郷
で

あ
る
。

神
代
紀
上
巻
の
第
七
段
の
一
書
第
一
、
磐
戸
に
隠
れ
た
天
照
大
神

い
し
こ
り
ど
め

ひ
ほ
こ

を
招
き
だ
す
べ
く
、
思
兼
神
が
石
凝
姥
に
日
矛
を
作
ら
せ
た
。
そ
れ

ひ
の
く
ま
の
か
み

が
紀
伊
国
に
い
ま
す
日
前
神
だ
と
い
う
。
古
語
拾
遺
で
は
、
二
回

鋳
た
日
像
の
鏡
の
う
ち
、
初
度
の
鏡
が
紀
伊
国
の
日
前
神
な
の
だ
と

い
う
。
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
は
「
ク
マ
（
隈
）
と
ク

マ
（
前
）
と
の
同
音
の
連
想
に
よ
る
か
」
と
注
す
る
だ
け
で
、「
前
」

を
ク
マ
と
よ
む
根
拠
は
あ
げ
て
い
な
い
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
現
地
の
地
理
を
ふ
ま
え
て
、「
日
没
は
現
在
の

灯
台
の
あ
る
日
岬
ひ
の
み

さ
き

で
見
ら
れ
、
そ
こ
が
「
天
の
隈
くま

」
な
の
で
、

「
日
前
」
を
ヒ
ノ
ク
マ
と
訓
む
か
。」
と
注
す
る
。
西
宮
一
民
『
古
語

拾
遺
』（
岩
波
文
庫
）
に
は
、
前
を
ク
マ
と
訓
む
の
は
未
詳
、
と
あ
る
。
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『
校
本
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、「
日
前
」
は
多
く
の
写
本
が
ヒ
ノ

マ
ヘ
と
よ
み
、
ヒ
ノ
サ
キ
・
ヒ
サ
キ
が
各
一
本
、
ク
マ
ノ
サ
キ
と
よ

ん
だ
の
は
天
理
図
書
館
蔵
の
宥
日
本
だ
け
で
あ
る
。
国
史
大
系
『
日

本
書
紀
』
は
、
ヒ
ノ
ク
マ
の
訓
を
飯
田
武
郷
『
日
本
書
紀
通
釋
』
か

ら
と
っ
て
い
る
。
飯
田
武
郷
は
、
平
田
篤
胤
が
当
社
の
神
司
紀
俊
文

の
詠
「
名
草
山
と
る
や
榊
の
つ
き
も
せ
す
神
わ
さ
し
け
き
比
乃
久

米
の
宮
」（
風
雅
集
）
に
拠
っ
て
ヒ
ノ
ク
マ
と
よ
ん
だ
と
し
て
い
る

（
マ
マ
）

。

当
郷
に
関
し
て
『
池
邊
考
證
』
に
は
六
種
類
の
表
記
、
檜
隈
・
檜

前
・
檜

・
左
檜
隈
・
佐
日
之
隈
・
佐
檜
乃
熊
が
あ
が
っ
て
い
る
。

後
半
の
三
種
は
萬
葉
集
に
歌
語
と
し
て
接
頭
辞
「
さ
」
を
頂
い
て
み

え
、
熊
は
借
訓
表
記
だ
ろ
う
。
奈
良
時
代
に
は
「
檜
隈
」
と
か
か
れ

る
こ
と
最
も
多
く
、
そ
れ
に
つ
ぐ
「
檜
前
」
は
、
平
城
京
木
簡
の
用

例
が
最
も
早
い
と
思
わ
れ
る
。
ク
マ
の
訓
が
確
か
な
ら
、
紀
伊
国
の

「
日
前
」
の
表
記
は
そ
れ
に
先
ん
ず
る
こ
と
に
な
る
。
奈
良
時
代
の

く
ま

文
献
の
「
前
」
表
記
は
こ
の
二
箇
所
に
限
ら
れ
る
。
後
の
使
用
は
右

の
二
書
に
学
ん
だ
と
お
ぼ
し
く
、
日
前
神
が
と
け
れ
ば
決
着
が
つ
く

問
題
だ
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
も
う
一
つ
の
問
題
、
宣
化
・
欽
明
天

皇
段
の
「
檜

」
が
あ
る
。

こ
の
文
字

は
校
訂
本
文
で
あ
る
が
、
古
事
記
上
巻
の
国
譲
り
条

に
「
百
不
足
八
十

手
」
と
も
み
え
、
神
代
紀
の
対
応
箇
所
は
「
百

不
足
八
十
隈
」
で
、「
隈
」
に
ク
マ
デ
と
よ
む
べ
き
訓
注
が
あ
る
。

こ
れ
に
不
審
の
目
を
む
け
た
の
は
本
居
宣
長
で
、『
古
事
記
傳
』
巻

第
十
四
に
、
こ
れ
が
例
え
ば
爾
雅
に
い
う
「
林
外
謂
之

」
の
字
義

と
あ
わ
な
い
と
し
た
。
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』
も
諸
本
間
に
お

け
る
文
字
の
混
乱
ぶ
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
宣
長
は
ま
た
、
垂
仁
天

皇
段
の
「
出
雲
之
石

之
曾
宮
」
の
「

」
に
も
ふ
れ
て
こ
の
字
に

ク
マ
の
意
味
が
な
い
と
し
、

と
あ
わ
せ
て
、
回
に
土
偏
・
石
偏
を

加
え
た
国
字
の
蓋
然
性
を
指
摘
し
た
。
わ
た
し
の
結
論
だ
け
を
記
す

と
、
陸
地
の
ま
が
っ
て
奥
ま
っ
た
所
を
意
味
す
る
「
く
ま
」
に
、
広

義
の
国
字
を
用
い
た
と
す
る
宣
長
の
説
を
と
り
た
い
。
奈
良
時
代
、

す
で
に
俣
・
椙
・
鞆
な
ど
の
国
字
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
国
字
説

は
捨
て
が
た
い
の
で
あ
る
。

宣
長
は
、「

」
と
同
様
に
「
檜
前
」
の
「
前
」
に
も
疑
問
を
呈

し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
文
字
に
注
目
し
て
宣
長
の
説
を
取
り
あ
げ

た
の
は
岡
本
保
孝
「
倭
字
攷
」
で
あ
る
。
近
年
の
研
究
者
で
こ
れ
を

ま
と
も
に
論
じ
た
も
の
を
し
ら
な
い
。
わ
た
し
の
探
索
も
こ
こ
で
と

ま
る
。

１０

山
邊
郡
都
介
郷

当
郷
の
地
域
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
表
記
は
多
彩
で
、『
池
邊
考
證
』
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に
は
、
都
介
・
都
祁
・
都
家
・
竹
谿
・
竹
鶏
・
闘
鶏
の
六
種
類
を
あ

げ
て
用
例
も
多
い
。
允
恭
紀
二
年
の
例
は
「
闘

」
な
の
だ
が
、
鶏

は
通
用
字
と
し
て
扱
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
懐
風
藻
』
釋
道
慈
の
詩

題
の
「
竹

」
も
み
え
な
い
。
こ
れ
も
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
「
竹

谿
」
と
も
あ
る
の
で
、
谿

通
用
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
近
年
、
長

屋
王
の
邸
宅
跡
か
ら
当
地
の
名
を
記
し
た
多
く
の
木
簡
が
出
土
し
た
。

特
に
、
延
喜
式
主
水
司
の
「
都
介
氷
室
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

仁
徳
紀
六
十
二
年
条
に
み
え
る
氷
室
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
郷
名
を
、『
地
名
辭
書
』
は
萬
葉
集
の
「
黄
楊
」
に
よ
っ
て
、『
地

理
志
料
』
も
和
名
抄
・
本
草
和
名
・
萬
葉
集
の
「
黄
楊
」
に
よ
っ
て
、

と
も
に
ツ
ゲ
と
よ
ん
だ
。
現
行
の
地
名
関
係
書
も
、
一
様
に
古
代
の

用
例
を
現
在
の
呼
称
の
ツ
ゲ
で
よ
ん
で
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
真

実
に
迫
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
郷
名
の
下
字
に
あ
て
ら
れ
た
介
・
祁
・
家
・
谿
・
鶏
は
清
音

の
仮
名
で
あ
る
。
竹
谿
・
竹
鶏
の
上
字
「
竹
」
の
韻
尾
音
は
ｋ
で
、

下
字
の
頭
子
音
ｋ
と
重
な
る
、
い
わ
ゆ
る
連
合
仮
名
と
し
て
用
い
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
当
郷
は
奈
良
時
代
に
は
ツ
ケ
と
よ
ば
れ
た

は
ず
で
あ
る
。
大
野
透
（1962

）
は
、「
竹
谿
」
が
義
字
的
仮
名
表

記
で
あ
り
、
万
葉
仮
名
「
闘
」
も
義
字
的
仮
名
表
記
「
闘
鶏
」
に
限

ら
れ
る
と
の
べ
て
い
る
。
わ
た
し
の
考
え
も
同
じ
で
あ
る
。
奈
良
時

代
に
ツ
ケ
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
な
い
が
、
ツ
ゲ
に
変
化
し
た
原
因

は
何
か
、
そ
の
時
期
は
い
つ
か
、
と
い
う
問
題
は
残
る
。

旧
注
が
根
拠
に
し
た
樹
木
名
「
つ
げ
」
は
奈
良
時
代
に
仮
名
書
き

例
が
な
く
、
す
べ
て
熟
語
の
「
黄
楊
」
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
は

「
黄
楊
」
に
「
豆
介
乃
木
」（
新
撰
字
鏡
）・
「
都
介
」（
和
名
抄
）
の
訓

が
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
万
葉
仮
名
「
介
」
は
清
濁
を
明
示
し
な
い
。

後
世
の
語
形
か
ら
の
類
推
で
「
つ
げ
」
と
よ
む
の
で
あ
る
。

当
郷
の
よ
み
の
変
化
を
考
え
る
に
は
、
伊
賀
国
阿
拝
郡
柘
植
郷
の

変
化
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
地
は
、
天
武
紀
元
年
の
「
積
殖

山
口
」、
倭
姫
命
世
記
の
「
都
美
恵
宮
」
以
外
は
「
柘
殖
」
と
書
か

つ
み

れ
た
。
由
来
こ
そ
不
明
な
れ
、
柘
は
山
桑
の
古
名
な
の
で
、
語
構
造

「
柘
殖
ゑ
（tum

i-uw
e

）」
は
動
く
ま
い
。
そ
れ
が
約
音
に
よ
っ
てtu

m
uw

e

あ
る
い
はtum

iw
e

に
な
り
、
さ
ら
に
融
合
し
てtum

e

に

か
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
郷
名
の
古
い
表
記
は
「
柘
殖
」
だ
が
、
殖
と

植
の
通
用
で
「
柘
植
」
と
も
か
か
れ
た
。
山
桑
「
つ
み
」
の
用
例
は

以
後
の
文
献
に
ほ
と
ん
ど
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
日
本
語
史
の
う
え

で
は
死
語
に
近
い
。
し
か
も
『
日
本
方
言
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
語

頭
が
濁
音
に
か
わ
っ
て
、
別
種
の
植
物
バ
ラ
科
の
コ
ナ
シ
の
別
名

「
づ
み
」
と
し
て
山
形
県
酒
田
・
駿
河
・
広
島
県
に
、
あ
る
い
は
桑

の
実
の
意
味
で
長
野
県
南
佐
久
郡
に
、
あ
る
い
は
グ
ミ
の
意
で
山
梨
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県
・
長
野
県
東
筑
摩
郡
・
三
重
県
度
会
郡
に
行
わ
れ
た
。

ツ
ゲ（
黄
楊
）の
標
準
的
な
発
音
は
、
ゲ
に
鼻
音
を
伴
っ
て
、tu�e

と
よ
ば
れ
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
柘
植
（tum

e

）
も
第
二
拍
に
鼻

音
で
始
ま
る
ｅ
を
も
つ
。
そ
れ
が
語
源
俗
解
の
は
た
ら
く
契
機
に
な

り
、
樹
木
名
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
ツ
ゲ
に
か
わ
っ
た
。
地
名
「
柘

植
」
が
ツ
ゲ
に
転
じ
た
時
期
は
断
定
は
で
き
な
い
が
、
夫
木
和
歌
集

の
巻
第
二
十
、
雑
部
二
「
つ
げ
の
や
ま

伊
賀
」
の
項
に
、
詠
み
人

知
ら
ず
の
歌
「
か
ぎ
り
な
く
お
も
ふ
心
は
つ
げ
の
や
ま
山
口
を
こ
そ

た
の
む
べ
ら
な
れ
」
が
あ
る
。「
告
げ
―
柘
植
」
は
懸
詞
な
の
で
、

こ
の
歌
集
が
あ
ま
れ
た
鎌
倉
時
代
後
期
ま
で
に
「
つ
げ
」
に
転
じ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
は
霧
の
中
で
あ
る
。

言
葉
は
常
に
何
か
と
の
ゆ
か
り
を
求
め
て
い
る
。
地
名
は
特
に
そ

の
傾
向
が
強
く
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
風
土
記
な
ど
古
代
の
文
献

に
み
え
る
多
く
の
地
名
起
源
説
話
が
そ
れ
を
よ
く
語
っ
て
い
る
。
ゆ

か
り
を
求
め
る
、
そ
れ
が
語
源
俗
解
の
は
た
ら
く
契
機
で
あ
る
。
ツ

ケ
で
は
な
ん
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
。
ツ
ゲ
な
ら
こ
の
地
に
も
よ
く

み
る
樹
木
で
あ
る
。
平
安
時
代
は
万
葉
仮
名
に
清
濁
を
厳
密
に
書
き

わ
け
な
い
。
ツ
ケ
が
ツ
ゲ
に
変
化
す
る
条
件
は
整
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。さ

て
、
都
介
郷
に
関
わ
る
近
年
の
論
文
に
、
住
野
勉
一
（2000

）

が
あ
る
。
仁
徳
紀
六
十
二
年
の
「
是
歳
、
額
田
大
中
彦
皇
子
、
猟
于

闘
鶏
云
々
」
条
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
が
大
和
国
の
闘
鶏
な
ら
ぬ
、
摂

津
国
の
地
名
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
は
、
ツ
ケ
と
ツ

ゲ
を
区
別
し
な
い
な
ど
、
古
代
文
献
を
読
む
基
本
的
な
態
度
に
承
服

し
が
た
い
こ
と
が
多
い
。
そ
の
な
か
で
延
喜
式
臨
時
祭
条
「
凡
座
摩

巫
。
取
二
都
下
国
造
氏
童
女
七
歳
已
上
者
一
充
レ
之
云
々
」
の
「
都

下
国
造
」
に
も
言
及
し
て
い
る
。
新
野
直
吉
（1988

）
は
特
に
根
拠

を
示
す
わ
け
で
も
な
く
、
通
説
を
う
け
て
こ
れ
を
闘
鶏
国
造
の
意
と

と

が

み
た
が
、
住
野
氏
は
太
田
亮
な
ど
の
説
を
う
け
て
摂
津
国
莵
餓
説
を

と
る
。

だ
が
、「
都
下
」
が
誤
写
で
な
け
れ
ば
、
延
喜
式
編
纂
期
の
万
葉

仮
名
と
し
て
は
ツ
ゲ
と
よ
む
の
が
最
も
し
ぜ
ん
な
の
で
、
ト
ガ
説
は

成
り
た
ち
が
た
い
。
都
下
国
造
は
国
造
本
紀
に
み
え
な
い
孤
例
で
探

求
は
行
き
づ
ま
る
が
、
当
郷
は
延
喜
式
に
「
都
祁
」
四
例
、「
都
介
」

一
例
の
ほ
か
、
何
よ
り
も
「
竹
谿
」「
竹
鶏
」
が
各
一
例
あ
っ
て

「
ツ
ケ
」
の
訓
は
動
か
な
い
。
よ
っ
て
、「
都
介
」
を
ツ
ゲ
と
よ
み
、

「
都
下
」
と
も
か
い
た
、
と
す
る
解
釈
に
も
賛
成
で
き
な
い
。

つ

け

結
局
、「
都
下
」
は
、
当
郷
「
都
介
」
と
は
異
な
る
地
名
と
し
て

他
所
に
求
め
、
確
か
な
傍
証
が
え
ら
れ
る
ま
で
未
詳
と
す
べ
き
で
、

「
都
下
」
を
当
郷
の
用
例
と
し
な
か
っ
た
『
池
邊
考
證
』
を
、
わ
た
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し
は
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

﹇
文
献
﹈
本
文
中
に
略
称
に
よ
っ
て
か
い
た
も
の
を
前
に
排
す
る
。

高
山
寺
本

『
和
名
類
聚
抄
』、
臨
川
書
店
刊
『
集
諸
成
本
和
名
類
聚
抄
本

文
篇
』
に
よ
る
。

大
東
急
本

『
倭
名
類
聚
抄
』、
雄
松
堂
刊
『
原
装
影
印
倭
名
類
聚
抄
』
に

よ
る
。

『
地
名
辭
書
』

吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辭
書
』（1900

）、
冨
山
房
刊
増

補
版
（1969

）
に
よ
る
が
、
本
稿
引
用
箇
所
に
増
補
部

分
は
な
い
。

『
地
理
志
料
』

邨
岡
良
弼
『
日
本
地
理
志
料
』（1902

）、
臨
川
書
店
刊

（1966

）
の
複
製
本
に
よ
る
。

『
角
川
辞
典
』
『
角
川
地
名
大
辞
典
』（1999

）
角
川
書
店

『
地
名
大
系
』
『
日
本
歴
史
地
名
大
系

奈
良
県
の
地
名
』（1981

）
平
凡

社

『
地
名
大
辞
典
』
『
古
代
地
名
大
辞
典
』（1999

）
角
川
書
店

『
池
邊
考
證
』

池
邊
彌
『
和
名
類
聚
抄
郡
郷
里
驛
名
考
證
』（1981
）
吉

川
弘
文
館

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
（1989

）（1990

）（1993

）『
平
城
宮
発
掘
調

査
出
土
木
簡
概
報
二
十
一
』『
同
二
十
三
』『
同
二
十
七
』

大
野

透
（1962

）
『
萬
葉
假
名
の
研
究
』（
明
治
書
院
）

住
野
勉
一
（2000

）
「
摂
津
国
闘
鶏
氷
室
と
額
田
大
中
彦
皇
子
」（『
日
本

書
紀
研
究
』
第
二
十
三
冊
）

新
野
直
吉
（1989

）
「
闘
鶏
国
造
」（『
国
史
大
辞
典
』
第
九
巻
）

渡
辺
晃
宏
（1990

）
「
一
九
八
九
年
出
土
の
木
簡

奈
良
・
平
城
京
跡
」

（『
木
簡
研
究
』
十
二
号
）

工
藤
力
男
（1976

）
「
文
字
と
の
邂
逅
」（『
上
代
の
文
学
』

有
斐
閣
）

同
右

（1997

）
「
書
評
・
東
野
治
之
『
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
』」

（『
萬
葉
』
百
六
十
二
号
）

同
右

（2003

）
「
和
名
抄
地
名
新
考
」（『
成
城
文
藝
』
百
八
十
三
号
）

同
右

（2004

）
「
和
名
抄
地
名
新
考
（
三
）」（『
成
城
文
藝
』
百
八

十
七
号
）

（
大
和
国
、
完
）

＊

＊

＊

﹇
旧
稿
補
訂
﹈
括
弧
内
のp.

とl.

は
ペ
イ
ジ
と
行
を
意
味
す
る
。

「
和
名
抄
地
名
新
考
」（『
成
城
文
藝
』
百
八
十
三
号
）

訂
正

（p.3下
l.10

）「
し
る
よ
し
し
て
」
と
「
い
に
け
り
」
の
間
に

「
か
り
に
」
を
挿
入
す
る
。

（p.14
下

l.1

）「
村
邨
良
弼
」
を
「
邨
岡
良
弼
」
に
訂
正
す
る
。

補
足

「
三

山
城
国
葛
野
郡
葛
野
郷
」
の
条
に
左
記
を
加
え
る
。

『
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
』
は
、「
か
た
」
の
見
出
し
に

か
ず
ら

「
条
・
葛
」
と
漢
字
表
記
し
、
そ
の
語
義
を
「
蔓
の
類
。
つ
る
草
の

よ
う
に
細
長
く
延
び
た
も
の
。」
と
し
て
、
三
つ
の
用
例
を
挙
げ
て

が

た

い
る
。
そ
れ
は
東
歌
「
上
野
の
久
路
保
の
嶺
ろ
の
葛
葉
我
多
」（
三
四

ミ

カ
タ

ミ

カ
タ

一
二
）
、
播
磨
国
風
土
記
か
ら
宍
禾
郡
御
方
里
の
条
、
御
形
と
い
う
所

以
は
、
葦
原
志
許
乎
命
と
天
日
槍
命
が
黒
土
の
志
爾
嵩
に
到
り
、
そ

み
か
た

れ
ぞ
れ
黒
葛
三
条
を
足
に
着
け
て
投
げ
た
と
こ
ろ
、
葦
原
志
許
乎
命
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ひ
と
か
た

み
か
た

の
投
げ
た
一
条
が
こ
の
村
に
落
ち
た
の
で
三
条
と
い
う
の
だ
と
い
う

ヒ
サ
か
た

ハ
シ

地
名
起
源
説
話
、
続
日
本
後
紀
嘉
祥
二
年
条
の
「
瓠
葛
の
天
の
梯

タ
テ建
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
綜
麻
形
」（
万
一
九
）
の
カ
タ
も
緒
環
に

巻
か
れ
た
糸
と
み
て
、
こ
の
カ
タ
と
み
な
す
説
が
有
力
だ
と
し
て
い

る
。同

辞
典
の
記
述
を
当
郡
郷
名
の
解
釈
に
適
用
し
た
説
に
、
井
手
至

「
古
代
の
地
名
と
上
代
語
」（『
言
語
』
第
五
巻
七
号1986

）
が
あ
る
。

そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

上
代
語
で
「
葛
」
を
「
か
た
、
か
づ
」
と
い
う
ほ
か
、『
倭
名

抄
』
の
丹
波
国
多
紀
郡
の
郷
名
「
葛
野
加
止
乃
」（
高
山
寺
本
）
の

例
に
よ
っ
て
、「
か
ど
」
と
も
言
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か

か
づ
し
か

る
。
上
総
国
の
郡
名
「
葛
餝
」
に
つ
い
て
も
、『
倭
名
抄
』
に

か

ど

し

か

は
「
加
止
志
加
」（
刊
本
）
の
訓
が
見
ら
れ
る
。

和
名
抄
の
万
葉
仮
名
は
原
則
と
し
て
清
濁
音
を
書
き
分
け
な
い
の
だ

か
ら
、
加
止
志
加
が
カ
ド
シ
カ
と
読
む
こ
と
を
保
証
し
な
い
は
ず
だ

が
、
井
手
氏
の
解
釈
に
た
つ
と
、「
葛
」
は
カ
ド
の
音
形
を
負
う
二

合
仮
名
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
平
城
宮
跡
か
ら
出
土
し
た
二
点
の

木
簡
の
「
葛
濃
」
を
カ
ド
ノ
と
は
読
み
難
い
の
で
、
旧
稿
で
は
そ
の

処
理
に
窮
し
た
の
だ
が
、
井
手
氏
は
そ
れ
を
難
題
と
は
し
な
い
。
だ

が
、
ｔ
韻
尾
の
漢
字
が
、
ｄ
音
に
転
用
し
て
二
音
節
仮
名
と
し
て
用

い
ら
れ
た
例
を
、
わ
た
し
は
知
ら
な
い
。
な
お
、「
上
総
」
は
「
下

総
」
と
す
る
の
が
正
し
い
。

「
葛
」
が
、
カ
タ
・
カ
ヅ
・
カ
ド
の
訓
を
担
い
え
た
と
し
て
も
、

当
郡
郷
の
名
「
葛
野
」「
葛
濃
」
を
完
全
に
解
く
こ
と
は
不
可
能
で
、

や
は
り
「
葛
」
の
訓
と
音
の
近
さ
が
干
渉
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
旧
稿
の
結
論
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
大
野
透
『
萬
葉
假
名
の
研

カ
ツ
シ
カ

究
』（p.462

）
に
も
、「
葛
餝
」
に
ふ
れ
て
「
葛
の
使
用
に
は
字
訓

カ
ヅ

表
記
の
葛
の
影
響
が
強
か
つ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
」
と
あ
る
。

「
和
名
抄
地
名
新
考
（
三
）」（『
成
城
文
藝
』
百
八
十
七
号
）

訂
正

（p.2
下

l.2

）

「
東
城
坊
」
を
「
東
坊
城
」
に
訂
正
す
る
。

（p.16
下

l.20

）
「
い
さ
か
」
を
「
い
さ
ゝ
か
」
に
訂
正
す
る
。
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