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紀
伊
・
一
房
総
両
半
島
に
お
け
る
地
名
分
布
の

類
似
性
と
吉
代
日
本
人
の
擬
き
的
連
想
空
間

Iι 

安

彦

田

動
機
と
目
的

従
前
か
ら
古
代
東
北
の
歴
史
地
理
を
踏
査
し
な
が
ら
、
留
意
し
て
い
た
乙
と
は
、
古
代
の
東
北
開
発
を
誘
発
し
た
始
源
的
動
機
が
何
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
畿
内
政
府
が
多
く
の
犠
牲
と
莫
大
な
財
力
を
費
し
な
が
ら
も
間
断
な
く
東
北
に
対
し
て
積
極
的
に
開
発
を
推
進
し

た
。
そ
の
基
底
要
因
を
把
握
し
た
い
。

も
は
や
そ
れ
は
説
く
ま
で
も
な
い
が
、
古
代
国
家
の
財
政
的
基
盤
と
な
っ
た
水
田
農
耕
を
東
北
に
拡
大
す
る
乙
と
で
あ
る
。
し
か
し
東

北
は
冷
涼
気
候
で
あ
り
、
水
稲
耕
作
に
東
北
全
般
が
適
地
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
水
稲
開
発
を
東
北
政
策
の
至
上

命
題
と
し
た
の
で
、
「
負
」
の
条
件
を
宿
命
的
に
荷
担
し
た
こ
と
に
な
る
。

水
稲
の
東
北
推
進
は
、

古
代
国
家
領
域
の
拡
張
に
関
連
す
る

乙
と
で
あ
り
、
ま
た
国
家
体
制
の
統
一
と
い
う
基
本
的
組
織
に
も
連
繋
す
る
も
の
で
あ
る
。
古
代
の
国
家
と
い
う
組
織
と
体
面
を
整
え
る

た
め
に
も
、
さ
ら
に
は
、
生
産
と
生
活
の
基
盤
で
あ
る
土
地
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
も
、
北
方
に
展
開
す
る
未
知
の
東
北

は
エ
ク
メ
ネ
l
の
拡
大
に
は
大
さ
な
魅
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
代
国
家
の
確
立
と
い
う
面
目
の
た
め
と
は
い
え
、
積
極
的
に
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推
進
し
た
東
北
開
発
は
、
決
し
て
成
功
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
畿
内
側
が
苦
境
に
落
ち
入
っ
た
乙
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
恰
も
東
北
に
魅
せ
ら
れ
た
か
の
如
く
に
、
東
北
へ
、
み
ち
の
く
へ
と
畿
内
の
国
家
的
権
勢
を
伸
展
さ
せ
た
の
は
、

畿
内
政
府
の
国
家
的
面
白
と
い
う
こ
と
も
無
視
し
え
な
い
が
、
未
知
の
土
地
へ
の
探
究
と
い
う
潜
在
的
要
因
と
未
知
の
世
界
を
把
握
す
る

こ
と
に
よ
る
理
想
郷
の
実
現
と
い
う
願
望
を
も
ま
た
無
視
し
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
潜
在
的
要
因
も
ま
た
基
底
要
因
を
も
探
り
た
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
古
代
国
家
成
立
の
当
時
は
、
過
去
の
記
録
だ
け
で
な
く
、

そ

の
時
点
に
お
け
る
情
報
に
も
乏
し
く
、
自
己
の
経
験
が
知
識
の
全
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
空
間
的
知
識
の
範
囲
は
き
わ
め
て

限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
未
知
の
土
地
空
間
は
不
可
解
で
あ
る
と
同
時
に
、
不
安
で
も
あ
り
、
恐
怖
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
様
々
な
自
然

現
象
に
よ
る
不
可
思
議
や
災
禍
的
恐
怖
に
よ
る
不
安
が
、
よ
り
一
層
に
未
知
の
土
地
を
強
烈
に
意
識
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
不
安
や

恐
怖
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
未
知
の
土
地
を
探
知
し
て
熟
知
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
食
糧
生
産
の
基
礎
的
条
件
と
な
り
、

ま
た
食
糧
獲
得
の
再
生
産
の
た
め
に
不
可
欠
と
な
り
、
さ
ら
に
は
生
産
発
展
の
た
め
や
居
住
地
安
定
の
た
め
に
も
必
須
の
も
の
と
な
る
。
そ

れ
と
共
に
一
方
で
は
、
そ
の
不
安
心
や
恐
怖
心
を
少
し
で
も
除
去
す
る
た
め
に
、
不
可
解
な
現
象
や
災
禍
を
神
や
精
霊
の
敵
対
者
で
あ
る
悪

魔
の
所
為
で
あ
る
と
か
、

あ
る
い
は
神
や
精
霊
の
径
で
あ
る
と
考
え
、
神
や
悪
魔
に
祈
願
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
(
1
ζ

さ
て
、
古
代
人
は
そ
の
よ
う
な
未
知
の
東
北
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
す
で
に

次
の
よ
う
な
方
法
で
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
さ
た
。
ま
ず
研
究
分
析
の
材
料
と
し
て
は
、
先
・
原
史
遺
跡
、
古
代
城
柵
、
条
里
的
地
割
、

お
よ
び
古
代
神
社
寺
院
等
の
宗
教
的
諸
遺
跡
そ
の
他
の
地
表
面
に
残
存
す
る
古
代
諸
遺
跡
を
主
に
取
り
挙
げ
、
畿
内
文
化
や
古
代
国
家
中

央
政
府
の
権
勢
が
近
畿
か
ら
み
れ
ば
未
知
の
土
地
で
あ
る
東
北
日
本
の
蝦
夷
地
に
惨
透
す
る
過
程
と
、

一
方
逆
に
蝦
夷
地
が
古
代
国
家
体

制
内
に
編
入
さ
れ
て
蝦
夷
地
と
い
う
事
実
を
解
消
す
る
過
程
を
究
明
し
、
国
家
体
制
と
蝦
夷
と
の
接
触
地
帯
で
あ
る
漸
移
地
帯
の
地
域
空
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間
構
造
の
変
容
を
把
握
し
よ
う
と
努
め
て
さ
た
〈
2
)
O

も
ち
ろ
ん
今
も
そ
の
究
明
を
遅
々
と
し
て
で
は
あ
る
が
続
行
し
て
い
る

D

本
稿
も
そ
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
課
題
究
明
の
た
め
の
東
北
踏
査
の
際
、
予
め
懸
念
し
て
い
た
乙
と
で
あ
る
が
、
鹿
島
・
香
取
の
神
の

商
社
が
、
東
北
浜
通
り
の
河
川
下
流
・
河
口
付
近
か
ら
北
上
川
河
口
付
近
に
か
け
て
比
較
的
多
く
鎮
座
す
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す

で
に
別
稿
〈
ろ
に
お
い
て
論
説
し
て
、
房
総
・
常
陸
か
ら
海
路
沿
岸
伝
い
に
よ
る
東
北
開
発
の
北
進
を
推
論
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ

て
、
古
代
東
北
日
本
の
開
発
を
太
平
洋
沿
岸
と
い
う
巨
視
的
視
野
か
ら
追
及
し
よ
う
と
し
た
の
が
本
稿
で
あ
る
が
、
今
回
の
研
究
も
そ
の

端
緒
の
域
を
脱
し
え
な
い
。

そ
乙
で
今
因
み
に
、
国
土
地
理
院
が
編
集
し
た
日
本
全
土
の
平
均
気
温
図
(
一
九
七
三
年
)
を
み
る
と
、
五
畿
内
平
野
部
か
ら
紀
伊
半

島
太
平
洋
沿
岸
・
東
海
地
方
・
関
東
平
野
・
一
房
総
・
浜
通
り
地
帯
・
仙
台
平
野
に
か
け
て
気
温
に
大
差
が
な
い
の
で
、
畿
内
人
は
同
じ
風

土
を
求
め
て
進
展
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
古
代
東
北
の
開
発
を
考
察
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
日
本
海
沿
岸
経
由
の
経
路
も
考

え
ら
れ
る
が
、
ま
ず
は
畿
内
か
ら
太
平
洋
沿
岸
を
含
め
て
黒
潮
に
よ
る
影
響
を
通
覧
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
太
平
洋
沿
岸
を
経
由
し
て
畿
内
文
化
が
移
動
進
行
す
る
過
程
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
移

動
の
形
跡
か
ら
移
動
に
よ
る
遠
古
の
日
本
人
の
空
間
認
識
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
が
、
筆
者
に
と
っ
て
そ
れ

は
余
り
に
も
重
荷
で
あ
る
乙
と
は
承
知
し
て
い
る
。
別
稿
〈
2
)
で
も
論
述
し
た
よ
う
に
、
常
陸
・
下
総
か
ら
、

あ
る
い
は
関
東
北
部
か
ら

東
北
に
入
植
し
た
過
程
を
概
観
し
た
の
で
、

乙
こ
で
は
畿
内
か
ら
房
総
・
常
陸
あ
た
り
ま
で
を
考
察
す
る
が
、
特
に
紀
伊
と
房
総
の
両
半

島
に
若
干
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、

そ
れ
を
観
察
材
料
に
し
て
分
析
を
着
手
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
そ
の
目
的
に
近
接
し
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え
た
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
へ
の
傾
向
に
若
干
な
り
と
も
問
題
提
起
の
端
緒
に
も
な
れ
ば
と
願
う
次
第
で
あ
る
。
ま
た
本
課
題
の
分
析

証
明
は
困
難
で
あ
り
、
論
旨
の
展
開
に
明
断
な
客
観
性
を
欠
き
、
多
分
に
推
論
を
重
ね
た
部
分
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
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方
法
概
念
の
欠
除

本
研
究
の
対
象
が
遠
古
の
地
域
現
象
で
あ
り
、
し
か
も
、

日
本
列
島
の
本
州
の
半
分
ぐ
ら
い
を
占
め
る
広
範
囲
(
紀
伊
l
房
総
)
に
わ

た
っ
て
い
る
の
で
、
当
時
の
地
域
現
象
を
事
実
と
し
て
把
握
す
る
に
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
明
確
な
記
録
や
文
書
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
し
、
ま
た
限
ら
れ
た
古
文
献
や
若
干
の
考
古
学
的
証
拠
に
つ
い
て
も
信
癌
性
と
意
義
付
け
に
つ
い
て
は
充
分
な
る
検
討
が
必
要
で

あ
る
。
そ
れ
を
補
填
す
る
た
め
に
、
地
表
面
に
残
存
す
る
古
代
的
遺
制
や
痕
跡
、

そ
れ
に
加
え
て
現
存
す
る
民
間
的
伝
承
の
残
像
を
合
わ

せ
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
観
察
す
る
と
、
本
州
と
い
う
同
一
島
内
で
あ
り
、
当
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
甚
し
く
外
来

文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
乙
と
は
な
い
の
で
、
紀
伊
と
房
総
の
聞
に
類
似
す
る
現
象
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
系
統
的
に
関
連

を
実
証
し
、
畿
内
文
化
の
伝
播
経
路
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
と
直
ち
に
多
く
の
難
点
に
遭
遇
し
、
時
に
は
証
明
不
能
と
な
り
、
あ
る
い
は

推
論
も
困
難
と
な
る
。
そ
乙
で
房
総
の
古
代
景
観
を
分
析
し
て
近
畿
と
の
関
係
を
追
及
す
る
こ
と
を
試
み
る
が
、
当
時
の
史
料
が
乏
し
い

の
で
、
推
論
の
域
を
脱
し
え
な
い
場
合
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
補
足
す
る
意
味
で
神
話
伝
承
な
ど
も
分
析
し
て
間
接
的
な
立
証
に

役
立
て
た
い
が
、

そ
れ
で
も
不
充
分
の
場
合
が
多
々
あ
る
。
そ
乙
で
居
住
地
域
の
様
相
や
文
化
景
観
の
配
置
を
通
し
て
、
古
代
人
が
当
時

の
自
然
的
基
盤
を
環
境
と
し
て
如
何
に
知
覚
し
、
心
像
を
画
い
て
い
た
か
を
推
論
し
た
い
。
乙
の
知
覚
的
推
論
を
も
っ
て
前
述
の
分
析
を

補
う
よ
う
に
試
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
知
覚
的
推
論
に
よ
っ
て
、
古
代
人
の
宇
宙
観
と
い
う
か
、
地
域
観
の
よ
う
な
も
の
ま
で
想

定
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。
乙
れ
が
延
い
て
は
現
代
人
の
地
理
観
を
理
解
す
る
の
に
、
若
干
な
り
と
も
.
貢
献
す
る
こ
と

に
も
な
ろ
う
と
細
や
か
な
期
待
を
筆
者
は
持
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
乙
に
本
研
究
の
現
代
的
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
密
か
に
思
う
の

で
あ
る
。



紀伊房総両半島における地名分布の類似性と古代日本人の擬き的連想空間

そ
と
で
古
代
人
の
空
間
的
知
覚
を
推
論
す
る
た
め
の
思
考
的
構
築
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
乙
と
に
し
た
ひ
こ
の
こ
と
は
す
で
に
別

稿ハ
4
〉
に
お
い
て
論
述
し
た
が
、

そ
の
要
点
の
み
を
こ
こ
に
再
掲
す
る
。
知
覚
は
経
験
と
学
習
に
よ
り
、
ま
た
共
同
体
の
歴
史
的
発
展
に

よ
り
変
化
す
る
の
で
、
歴
史
的
知
覚
の
把
握
に
は
歴
史
的
発
展
や
変
化
の
過
程
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
生
ず
る
。
な
お
空
間
は
人
聞
の

経
験
の
拡
大
で
あ
り
、
空
間
的
知
覚
は
人
聞
が
外
界
に
対
応
す
る
適
応
行
為
の
一
部
で
も
あ
る
。
環
境
を
知
覚
す
る
方
法
は
、
環
境
全
体

に
適
応
す
る
過
程
の
関
数
で
も
あ
る

(

5

)

。
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
人
間
と
環
境
の
存
在
形
態
の
関
係
を
み
る
と
、
カ
ル
チ
ュ
ア
(
文
化
)

と
バ
イ
オ

l
ム

(
人
間
・
動
物
・
植
物
・
三
者
の
生
活
有
機
体
の
総
複
合
組
織
)
と
ハ
ビ
テ
ィ
ト
(
土
壌
・
気
候
な
ど
を
包
含
し
た
居
住

地
)
が
相
互
に
関
連
す
る
鼎
立
脚
台
的
な
生
態
系
で
あ
る

(

6

)

。
そ
の
生
態
系
を
基
盤
に
し
て
類
型
化
さ
れ
た
環
境
は
、
類
型
化
さ
れ
た

地
域
で
あ
り
、
ま
た
類
型
化
さ
れ
た
景
観
で
も
あ
る
〈
7

〉
。
そ
の
地
域
の
な
か
で
の
人
間
集
団
の
生
活
存
在
形
態
を
み
る
と
、
場
所
(
土

地
の
自
然
的
性
格
)
と
労
働
(
労
働
経
済
的
活
動
と
そ
の
維
持
形
態
)
と
民
族
(
種
族
と
遺
伝
的
性
格
)
と
が
相
互
に
関
連
し
て
三
脚
台

と
な
っ
て
鼎
峠
し
て
い
る
官
〉
。
こ
の
よ
う
に
生
態
的
に
考
察
す
る
と
、
地
域
内
に
お
け
る
生
活
形
態
を
分
析
す
る
に
は
、
種
族
や
そ
の

遺
伝
的
性
格
、
ま
た
歴
史
的
慣
性
か
ら
の
接
近
も
不
可
欠
と
な
る
。
多
く
の
地
域
現
象
の
事
実
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
環

境
が
同
じ
で
あ
る
場
合
、
種
族
の
遺
伝
的
性
格
や
歴
史
的
慣
性
習
性
は
持
続
さ
れ
よ
う
と
す
る
。

マ
イ
ツ
ェ
ン
が
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民

族
の
村
落
や
耕
作
景
観
と
農
業
制
度
を
調
査
研
究
し
て
、
村
落
は
そ
の
成
立
当
初
の
景
観
様
相
を
永
く
遺
存
す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
仮

説
を
樹
立
し
た
〈
9

〉0

時
間
を
経
過
し
て
も
同
じ
民
族
、
同
じ
環
境
の
な
か
で
は
景
観
は
持
続
す
る
場
合
が
多
い
。
な
お
現
在
の
地
域
現

象
を
み
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
岩
手
山
麓
に
各
地
か
ら
入
植
し
た
際
、
そ
の
居
住
地
や
集
落
名
に
自
己
の
出
身
地
の
地
名
を
命
名
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し
た
り
、
出
身
集
落
の
構
成
を
基
礎
に
し
て
村
落
を
形
成
し
た
乙
と
も
地
域
生
態
研
究
の
好
事
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
慮
す
る
と
、
土
地
を
説
明
す
る
の
に
、
ラ
イ
ト
が
主
張
し
た
よ
う
に
〈
ぎ
、
ま
ず
過
去
か
ら
現
在
に
か
け
て
の
あ
ら
ゆ
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る
地
理
的
知
識
を
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
土
地
住
民
の
地
域
的
空
間
知
覚
を
多
く
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
い
う
ま
で
も
な

く
地
域
的
様
相
に
は
、

そ
の
基
底
に
地
域
住
民
の
空
間
的
知
覚
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。

つ
ま
り
人
間
の
知
覚
が
物
理
的
存
在
と
な
っ

て
、
地
域
空
間
の
形
成
要
素
と
な
り
、

そ
の
知
覚
は
具
象
化
さ
れ
て
景
観
と
な
る
(
日
。
そ
の
地
域
形
成
に
対
す
る
地
域
住
民
の
経
路
と

い
う
も
の
は
、
地
域
住
民
が
自
然
を
環
境
と
し
て
知
覚
す
る
そ
の
過
程
構
造
が
地
域
形
成
へ
の
行
動
の
過
程
と
な
る
。

こ
れ
を
さ
ら
に
始

源
的
に
考
え
れ
ば
、
行
為
の
経
路
と
し
て
の
地
理
的
空
間
形
成
に
お
け
る
行
動
的
要
因
と
な
る
心
像
は
、
前
意
識
的
な
心
像
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
る
の
で
あ
る

2
〉O

要
す
る
に
、
地
域
に
お
け
る
人
聞
の
自
然
的
基
礎
に
対
す
る
心
像
が
地
域
形
成
の
主
要
因
と
な
る
。

地
域
形
成
の
行
動
的
要
因
と
し
て
、
東
洋
人
の
思
惟
方
法
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
の
方
法
は
感
覚
の
信
頼
で
あ
り
、
特
に
視
覚
表
象
に
訴

え
て
直
観
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
象
形
文
字
は
抽
象
概
念
を
表
示
し
て
お
り
、
ま
た
哲
学
的
思
想
に
お
い
て
も
、
易
学
に
お
け

る
諸
事
象
の
説
明
が
著
し
く
図
示
的
説
明
を
好
む
傾
向
に
あ
る
立
)
0

こ
の
こ
と
は
中
国
文
化
の
影
響
を
受
け
た
わ
が
国
の
都
城
的
集
落

の
象
徴
に
認
め
ら
れ
る
♀
〉
。
印
度
や
中
国
の
宗
教
的
・
哲
学
的
思
想
が
わ
が
国
に
導
入
さ
れ
て
も
、

一
般
に
複
雑
な
表
象
を
構
成
す
る

思
惟
内
容
は
、
民
衆
に
受
容
さ
れ
な
い
の
で
、
導
入
さ
れ
る
と
大
き
く
変
化
さ
せ
て
単
純
な
象
徴
的
表
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
民
衆
に
愛

好
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
S
Y
乙
の
乙
と
か
ら
考
え
て
、
地
表
面
の
地
域
的
諸
施
設
の
配
置
構
成
は
、
単
純
で
斉
整
的
な
象
徴
を
呈
す

る
が
、

そ
の
単
純
性
は
単
に
複
雑
性
の
抹
消
と
し
て
で
は
な
く
、
複
雑
性
を
昇
華
し
て
単
純
化
し
、
斉
整
的
な
内
容
へ
と
止
揚
し
た
の
で

は
な
い
か
と
推
察
す
る
食
)
。
こ
の
よ
う
な
思
惟
内
容
が
古
代
の
地
域
形
成
に
大
き
く
影
響
し
、
視
覚
に
よ
る
美
観
の
自
然
景
観
の
根
底

に
は
、
神
の
摂
理
や
自
然
の
条
理
に
よ
る
形
而
上
的
な
秩
序
が
存
在
す
る
も
の
と
信
じ
た
の
で
、
古
代
人
は
地
域
的
諸
施
設
や
地
割
ま

で
、
そ
の
秩
序
に
調
和
さ
せ
整
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
思
惟
が
働
く
の
で
あ
る
。
畢
寛
す
る
に
、
そ
の
結
果
、
地
表
上
の
施
設
配
置
景
観
が

象
徴
と
な
り
、

そ
の
象
徴
を
媒
介
と
し
て
、

古
代
人
は
自
然
や
神
に
接
近
し
う
る
も
の
と
信
じ
た
の
で
あ
る
白
〉

O

す
な
わ
ち
地
表
面
上
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の
諸
施
設
の
配
置
や
諸
景
観
を
象
徴
化
し
て
神
の
意
に
沿
う
よ
う
に
考
慮
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
な
地
域
空
間
の
配
置
構

成
は
図
示
的
な
解
釈
に
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
表
徴
は
神
の
意
や
自
然
の
摂
理
的
秩
序
に
合
致
し
た
姿
で
あ
る
と
信
じ
、

乙
れ
を
媒

体
と
し
て
人
間
と
神
、
人
間
と
自
然
と
が
一
体
的
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
と
信
じ
た
。
所
詮
は
、

そ
れ
は
現
実
を
理
想
化
す
る
過
程
で

あ
る
と
考
え
、
地
域
空
間
構
成
と
地
域
的
諸
施
設
の
配
置
に
努
力
し
、
現
実
社
会
を
安
寧
息
災
に
導
く
宗
教
的
信
仰
で
も
あ
っ
た

2)O

本
稿
で
対
象
と
す
る
の
は
遠
古
の
地
域
内
γ

一
聞
で
あ
る
た
め
、
実
在
的
知
識
や
抽
象
的
知
識
が
充
分
で
な
い
の
で
、

そ
れ
を
補
填
す
る
意

味
で
、
知
覚
的
知
識
と
理
解
的
知
識
を
も
っ
て
(
阜
、
古
代
日
本
人
の
宇
宙
像
や
地
域
空
間
像
を
推
論
し
、
当
時
の
土
地
の
様
相
を
考
察

し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
そ
の
方
法
概
念
に
は
ま
だ
欠
除
し
て
い
る
部
分
が
多
い
。

類
似
地
名
の
分
布

紀
伊
・
伊
豆
・
房
総
の
コ
一
半
島
の
そ
れ
ぞ
れ
に
類
似
す
る
地
名
が
分
布
す
る
と
い
う
乙
と
は
す
で
に
周
知
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

そ
の
若
干
に
つ
い
て
は
先
学
の
指
摘
が
あ
る
が
、

そ
の
い
ず
れ
も
が
小
縮
尺
上
の
地
図
に
現
わ
れ
て
い
る
類
似
地
名
の
指
摘
で
あ
る
。
そ

乙
で
筆
者
は
そ
れ
ら
を
も
含
め
て
、
大
縮
尺
の
地
図
を
通
覧
し
て
摘
出
し
て
み
た
。
そ
れ
を
次
の
表
に
掲
げ
る
乙
と
に
し
よ
う
。

類
似
地
名
表
に
掲
げ
た
の
は
、
広
域
的
に
そ
れ
ら
の
地
図
を
通
覧
し
て
管
見
に
入
っ
た
も
の
の
み
で
あ
る
が
、
局
地
的
に
字
名
ま
で
も

徴
視
す
る
な
ら
ば
、
な
お
多
く
の
類
似
す
る
地
名
が
存
在
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
乙
で
実
は
字
名
も
調
査
す
る
乙
と
を
実
施
日
し
た
が

〈
臼
)
、
字
名
の
場
合
は
局
地
的
な
歴
史
的
由
来
や
地
形
、

そ
の
他
に
依
拠
し
て
命
名
さ
れ
た
も
の
が
多
い
の
で
、

乙
乙
で
は
取
り
扱
わ
な

い
乙
と
に
し
た
。
官
頭
に
も
説
述
し
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
紀
伊
・
房
総
の
関
連
内
容
を
探
求
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
、
自
然
村
落
名
や
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行
政
村
名
お
よ
び
地
域
名
な
ど
を
探
る
方
が
そ
の
意
図
に
適
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
類
似
地
名
は
同
字
同
訓
(
音
)
、
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同
訓
(
音
)
異
{
子
で
類
似
す
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
位
置
的
に
み
て
も
半
島
の
陸
地
形
状
や
地
形
的
立
地
状
況
も
類
似
す
る
の
で
、

両
者
の
関
係
を
求
め
た
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
な
か
に
は
同
音
異
義
と
い
う
か
、
全
く
関
係
な
く
近
年
に
な
っ
て
偶
然
に
類
似
地
名
が
命

名
さ
れ
た
場
合
も
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
半
島
と
い
う
も
の
は
、
概
観
し
て
大
き
く
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
三
方
が
海
に
面
し

て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
紀
伊
半
島
と
房
総
半
島
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
投
影
図
形
の
半
島
の
形
状
が
、
規
模
は
著
し
く
異
な
る
が
、
若
干

相
似
す
る
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
、
四
国
東
部
・
淡
路
島
を
も
包
含
し
て
概
観
す
れ
ば
、
大
阪
湾
と
東
京
湾
と
が
や
や
類
似
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
三
浦
半
島
が
淡
路
島
の
位
置
に
相
当
す
る
乙
と
に
な
り
、
両
半
島
の
陸
地
形
状
は
ま
す
ま
す
類
似
す

る
乙
と
に
な
り
、
半
島
形
状
上
に
お
け
る
類
似
地
名
の
位
置
も
大
体
類
似
す
る
乙
と
に
な
る
の
が
面
白
い
。
な
お
伊
一
豆
半
島
も
合
わ
せ
て

概
観
す
る
と
、
紀
伊
半
島
の
先
端
部
に
あ
る
地
名
は
、
伊
豆
・
房
総
両
半
島
に
も
そ
の
先
端
部
に
類
似
地
名
が
位
し
、
ま
た
紀
伊
の
東
海

岸
部
に
あ
る
地
名
の
類
似
地
名
が
房
総
の
東
海
岸
に
分
布
す
る
。
そ
れ
を
具
体
的
に
い
え
ば
、
(
江
奈
)
・
野
島
・
目
良
日
(
布
良
)

浜
・
勝
浦
・
田
原
・
神
前
・
浮
島
(
伊
勢
・
常
陸
)
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。

白

さ
て
、
房
総
半
島
の
陸
地
形
状
を
詳
細
に
み
る
と
、
古
代
人
は
房
総
半
島
の
野
島
崎
を
紀
伊
半
島
の
串
本
、
房
一
総
半
島
の
洲
崎
を
紀
伊

の
日
ノ
御
埼
、
房
↑
総
の
犬
吠
埼
を
志
摩
半
島
に
相
当
さ
せ
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
房
総
洲
崎
と
紀
伊
日
ノ
御
埼
の
民
俗
伝
承
や
民

俗
行
事
内
容
が
相
通
ず
る
諸
点
が
あ
る
。
犬
吠
埼
を
先
端
と
す
る
下
総
東
部
の
遠
古
の
環
境
に
つ
い
て
み
る
と
、
『
常
陸
風
土
記
』
や
先

原
史
諸
遺
跡
か
ら
推
察
す
る
な
ら
ば
、
遠
古
の
北
浦
・
霞
ヶ
浦
の
水
域
は
現
在
よ
り
も
広
く
、
潟
湖
の
湾
入
は
甚
し
か
っ
た
と
想
定
さ
れ

る

auo
『
常
陸
風
土
記
』
の
信
太
郡
の
条
に
、
「
乗
浜
の
里
の
東
に
浮
島
の
村
あ
り
。
長
さ
二
千
歩
、
広
さ
四
百
歩
な
り
。
四
方
絶
海
に

し
て
、
山
と
野
と
交
錯
り
、
戸
は
一
丁
五
畑
、

回
は
七
八
町
余
な
り
(
幻
〉

0
」

と
い
う
記
事
が
あ
る
よ
う
に
、
浮
島
は
名
称
の
通
り
島
を
形

成
す
る
。
し
か
し
現
在
の
浮
島
は
、
茨
城
県
稲
敷
郡
桜
川
村
の
一
部
で
完
全
に
陸
化
し
て
お
り
、
常
陸
台
地
の
東
辺
に
標
高
二
米
余
の
沖
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紀

伊

・

伊

豆

・

房

総

類

似

地

名

表

兵

庫

県

津

名

郡

津

名

町

一

一

茨

城

県

行

方

郡

塩

島

赤

(

あ

か

し

)

堂

一

一

町

明

石

ヘ

淡

路

対

岸

/

一

一

/

兵

庫

県

明

石

市

¥

一

一

兵
庫
県
三
原
郡
南
淡
町
一
静
岡
県
下
回
市
須
崎
一
千
葉
県
館
山
市
洲
崎

洲

崎

一

一

兵
庫
県
洲
本
市
加
茂
一
博
岡
県
賀
茂
郡
加
茂
一
千
葉
県
安
房
郡
丸
山

和
歌
山
県
海
草
郡
下
津
一

F
茂
実
l

l

一
町
加
茂

町
(
旧
加
茂
村
)
一
一
畑
茂
一
江
茂
郡
南
伊
豆
町
十
鴨
川
市
加
茂
川

市
沼
市
市
川
空
軍
団
四
閣
池
円
「
1

1

1

1

1

和
歌
山
県
有
田
郡
湯
浅
一
静
岡
県
下
回
市
一
千
葉
県
山
武
字
九
十

町

栖

原

一

(

旧

加

茂

郡

稲

梓

一

九

里

町

須

原

一

村

〉

須

原

一

兵

庫

県

測

本

市

由

良

一

一

和

歌

山

県

旦

両

郡

由

良

一

一

町

一

一

和
歌
山
県
日
高
郡
由
良
一
静
岡
県
加
茂
郡
松
崎
一

町
衣
奈
(
え
な
〉
一
町
江
奈
(
え
な
〉
一

和
歌
山
県
旦
烏
郡
由
良
一
静
岡
県
熱
海
市
網
代
一
千
葉
県
夷
隅
郡
御
宿

町
網
代
(
あ
じ
ろ
)
一
(
あ
じ
ろ
)
一
町
網
代
(
あ
じ
ろ
)

和

賦

山

県

有

田

郡

古

江

一

十

千

葉

県

鴨

川

市

江

見

伊
〈
含
淡
路
)

旦

房
総
(
含
常
陸
)

紀

{戸
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紀

伊

和
歌
山
県
日
高
町
美
浜

町
和
田

和
歌
山
県
御
坊
市
野
島

和
歌
山
県
田
辺
市
目
良

(
め
ら
)

和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
中

辺
路
町
(
旧
東
栖
川

村
)
石
船
(
い
わ
ぷ

ね
)

和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
土

富
田
町
市
ノ
瀬
(
い

ち
の
せ
〉

一
重
県
度
会
郡
度
会
町

市
之
瀬

和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
日

置
川
町
(
旧
川
添
村

大
瀬
〉

和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
大

塔
村
(
旧
宮
里
村
〉

和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
白

浜
町

θT 

丘

匝
1
1
J

日
崎
川
]

イ
t
E劃

静
岡
県
加
茂
郡
南
伊

豆
町
妻
良
(
め
ら
)

静
大豆岡
瀬町県

(力日
旧士
南議
崎

静
岡
県
下
田
市
白
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手口 平日 和 平日
(重 座歌 野歌 智歌 田本歌
河県烏

国町嗣村皇主田ul 
川P均困川l平lEiL l 勝際主ul 

子町山

名JiI羽

白和探村〉書牟郡串雲市加茂
イ戸郡

JiI )古 芭熊 那

古争
豆岡

伊
町県
田加
子茂
郡

豆西
伊

川千葉 安千葉 〆IEI日千弓未事
千葉 町千葉

房
(河県鴨 郡房県鴨 九館l早 県勝 子田県安

田川 8重市J・ 浦市
房

村原〉(市旧
郡

総
九 鋸
重 南

重 島東重三 I 神前三重 前(和歌山
紀郡県 県

方鳥郡二 ?」度会県 乙う県和亀亀
山山 重
町市 郡

議=-1、ーノ 車H きーさふ/ー、
{芳|日 日 ) 見 )

鈴 町 岬町

静
豆岡

浮町島県賀茂

郡

伊西

津千葉 上葉千 村茨城町葉千 ( 千葉 房

郡県 郡県
浮島県行方 浮島安県房

乙つ者四
総

亀君 旭旭

合常陸| 山津 町市 ざ取

、村=ノ市
、ーノ

郡桜
郡

き町郡神〆戸、 !日 鋸
君 海 JiI 南 目リ

積
平
地
に
よ
っ
て
幅
広
く
陸
繋
化
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
の
地
形
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
標
高
二
米
余
か
ら
三
米
ま
で
は
海
域

が
入
り
込
ん
で
い
た
と
推
測
し
う
る
。
し
か
し
乙
の
数
値
は
控
え
目
で
あ
っ
て
、
遺
跡
な
ど
か
ら
推
考
す
れ
ば
よ
り
海
域
が
拡
大
し
て
い

こ

う

ざ

き

こ

う

ざ

き

た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
伊
勢
の
神
崎
岬
盆
〉
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
下
総
北
部
に
神
前
が
位
す
。
両
者
は
同
字

同
訓
で
あ
り
、
前
者
の
北
東
海
上
に
浮
島

(

m

)

が
浮
ぶ
よ
う
に
、
後
者
の
北
北
東
に
霞
ヶ
浦
の
浮
島
が
存
在
す
る
宕
〉
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

想
像
を
拡
大
す
る
と
、
伊
勢
神
宮
鎮
座
地
に
相
当
す
る
位
置
に
、
香
取
神
宮
を
勧
請
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
偶
然
の
一
致

か
も
知
れ
な
い
が
、
人
聞
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
宇
宙
像
地
域
像
の
心
像
を
有
す
る
か
ら
、
居
住
地
を
変
更
し
て
も
過
去
の
居
住
環
境
と

同
一
の
環
境
を
持
続
し
よ
う
と
す
る
習
性
が
あ
る
。
乙
れ
が
乙
乙
に
い
う
擬
き
的
連
想
空
間
の
心
像
で
あ
る
。

さ
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
地
名
の
類
似
性
の
追
究
に
は
、
地
名
発
生
の
由
来
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
述
の
同
字
同
訓
の
房
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総
に
お
け
る
地
名
は
過
去
古
く
か
ら
存
在
し
た
。
特
に
、
白
浜
・
田
原
・
勝
浦
な
ど
は
す
で
に
『
倭
名
類
家
抄
』
(
除
勝
浦
)
に
現
わ
れ
て

ま
つ
し
た

い
る
(
お
)
の
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
筆
者
の
指
摘
し
た
類
似
地
名
の
神
前
に
つ
い
て
み
る
と
、
伊
勢
の
神
前
は
東
二
見
の
大
字
松
下
に
あ
る

あ
れ

『
倭
姫
命
世
紀
』
に
は
荒
崎
と
呼
び
、
式
内
社
神
前
神
社
が
鎮
座
す
る
(
勾
)
O

な
お
、
伊
勢
の
浮
島
は
、
伊
気
浦
の
海
上
に
あ
り
、

岬
で
、

「
河
内
拐
恒
家
集
、
延
喜
十
七
年
伊
勢
斎
宮
御
扉
風
」
の
題
詠
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
(
ぎ
、
合
口
来
か
ら
そ
れ
ら
の
地
名
が
あ

お
さ
め
ど
の

か
つ
て
大
戸
庄
と
と
も
に
、
二

O
年
毎
に
香
取
神
宮
を
改
築
す
る
時
に
、
賂
殿
を

っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

一
方
、
下
総
の
神
前
は
、

造
る
定
役
で
あ
り
、

ま
た
両
庄
は
大
祢
宜
家
の
領
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
長
寛
二
年
(
一
二
ハ
四
)
の
「
関
白
左
大
臣
家
政
所
下
文
」

に
み
え
る
と
い
う
(
お
な
そ
の
北
北
東
の
対
岸
に
浮
ぷ
浮
島
は
『
常
陸
風
土
記
』
の
信
太
郡
の
条
に
、
集
落
を
営
み
農
耕
す
る
農
村
生
活

の
記
事
が
あ
る
の
で
(
号
、
古
代
に
は
す
で
に
周
知
の
島
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
地
名
は
古
代
に
は
す
で
に
存
在

し
て
お
り
、
ま
た
半
島
の
陸
地
形
状
に
お
け
る
位
置
的
関
係
ま
で
も
類
似
す
る
と
い
う
こ
と
は
偶
然
の
一
致
と
し
て
無
視
し
て
よ
か
ろ
う

か
。
再
度
い
う
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
類
似
地
名
が
二

O
余
例
も
数
え
ら
れ
る
と
い
う
乙
と
は
、
偶
然
と
い
う
よ
り
は
擬
き
的
連
想
空

聞
の
構
成
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
そ
の
よ
う
な
発
想
を
惹
起
す
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
を
辿

る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
古
語
拾
遺
』
か
ら
み
た
紀
伊
と
房
総

そ
れ
ら
両
半
島
の
始
源
的
関
係
を
探
る
に
は
、
『
古
語
拾
遺
』
以
外
に
な
い
。
そ
乙
で
『
群
書
類
従
』
所
収
(
お
)
の
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
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同
二
年
(
八

O
七
)
二
月
十
三
日
に
、
従
五
位
下
斎
部
宿
祢
広
成
が
撰
上
し
た
乙
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
一
部
要
約
す
る
と
、

天
富
命
が
阿
波
の
斎
部
氏
を
率
い
て
東
方
の
土
地
に
移
住
、
麻
の
よ
く
生
育
す
る
土
地
を
総
国
と
呼
び
、
阿
波
忌
部
の
居
住
す
る
地
を
安
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房
と
呼
称
し
、
天
太
玉
命
を
祭
神
と
す
る
神
社
を
安
房
神
社
と
い
う
。
乙
の
安
房
神
社
は
式
内
社
で
あ
り
、
元
社
地
は
現
社
殿
の
西
方
に

あ
る
と
い
わ
れ
、
古
代
祭
杷
遺
跡
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
同
祭
神
を
記
る
神
社
が
紀
州
海
草
郡
鳴
神
村
(
現
和
歌
山
市
鳴
神
)
に
鎮
座
す

る
こ
と
を
、
『
特
選
神
名
牒
』
か
ら
見
出
し
た
(
ぎ
。
そ
れ
を
鳴
神
社
と
い
う
。
乙
の
両
者
の
関
係
も
無
視
し
え
な
い
。
両
神
社
と
も
に
、

西
方
に
海
を
望
む
と
い
う
環
境
も
類
似
す
る
。

安
房
神
社
が
鎮
座
す
る
房
総
半
島
先
端
部
西
海
岸
に
、
天
富
命
が
西
方
の
海
か
ら
上
陸
し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
そ
乙
は
館
山
市
大

字
太
神
宮
(
旧
安
房
郡
太
神
宮
村
)
の
小
字
香
取
で
あ
る
。
こ
の
小
字
は
西
か
ら
東
へ
約
五
、
五
町
、
安
房
神
宮
に
向
っ
て
伸
び
る
幅
員

る

い

は

ま

め

ら

乙
れ
を
境
に
北
は
大
字
相
浜
、
南
側
は
大
字
布
良
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
乙
の
小
字
香
取
が
、
そ
れ
ら
両
字

約
一
町
の
狭
長
な
字
区
で
、

区
の
帯
状
の
境
界
地
帯
を
な
す
。
地
元
の
口
碑
伝
説
に
よ
る
と
、

乙
の
小
字
の
帯
状
の
地
区
は
、
天
富
命
が
西
の
海
上
か
ら
乙
乙
に
上
陸

し
、
太
神
宮
の
土
地
に
到
達
し
た
経
路
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
道
路
状
の
狭
長
な
地
割
形
態
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

で
、
地
元
民
は
今
も
「
神
の
通
る
道
」
と
し
て
信
仰
し
、

乙
の
地
帯
の
地
割
の
変
更
を
忌
み
嫌
う
(
幻
)
O

ま
た
「
か
ん
ど
り
」
は
舵
取
り

の
転
説
ト
た
も
の
で
、

乙
れ
も
航
海
と
の
関
係
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
伝
説
内
容
が
近
代
に
な
っ
て
も
な
お
強
力
な
拘
束
力
が
あ
っ

た
。
明
治
中
期
の
町
村
合
併
の
際
、
相
浜
と
布
良
が
合
併
し
て
富
崎
村
を
設
置
し
た
。
そ
の
時
、
小
字
香
取
が
新
設
の
富
崎
村
を
二
分
す

る
の
で
、
行
政
管
理
上
、
香
取
を
編
入
合
併
し
よ
う
と
、
太
神
宮
村
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
。
し
か
し
、
太
神
宮
村
は
天
富
命
の
通
行
し

た
「
神
の
道
」
で
あ
る
か
ら
、
他
の
町
村
に
所
属
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
い
と
し
て
、

そ
の
申
請
を
却
下
し
て
い
る
(
号
。
そ
し
て
太

神
宮
村
は
神
戸
村
を
新
設
し
た
。
か
か
る
伝
承
と
地
割
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
別
の
機
会
に
現
地
調
査
を
実
施
し
、
別
稿
に
試

論
を
展
開
し
て
お
い
た
(
告
。
ま
た
か
か
る
宗
教
的
伝
説
が
背
景
に
な
る
場
合
、

そ
れ
に
関
連
す
る
地
割
景
観
は
長
く
持
続
す
る
。
乙
れ

に
類
す
る
事
例
は
多
い
ハ

me。
乙
の
呑
取
の
「
神
の
道
」
伝
承
は
『
古
語
拾
遺
』
の
記
事
内
容
と
適
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
西
南
日
本
か
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ら
房
総
へ
の
移
住
は
海
路
を
利
用
し
て
安
房
西
海
岸
に
上
陸
し
た
の
も
一
経
路
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
て
顕
著
な
誤
謬
は
な
か
ろ
う
。

そ
の
他
に
も
海
上
経
路
の
伝
承
が
あ
る
。
鹿
島
神
宮
の
社
伝
に
よ
る
と
、
武
要
槌
命
が
鹿
島
に
入
来
し
た
経

あ
か
し

路
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
行
方
郡
を
通
り
、
現
在
の
潮
来
町
大
生
原
を
経
て
、
流
海
に
出
て
大
海
(
鹿
島
灘
)
か
ら
明
石
の
浜

海
路
は
危
険
を
伴
う
が
、

に
上
陸
し
て
い
る
。
そ
の
浜
は
鹿
島
神
社
の
北
東
方
の
鹿
島
灘
沿
岸
の
海
浜
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
沼
尾
を
経
由
し
て
鹿
島
に
到
着
し
た
と

し
ん
も
ん

い
わ
れ
て
い
る
。
乙
の
伝
説
も
今
な
お
信
仰
さ
れ
、
明
石
の
浜
に
は
神
門
と
い
う
大
鳥
居
が
太
平
洋
に
面
し
て
建
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る

au。
前
述
し
た
香
取
伝
承
は
黒
潮
を
利
用
し
て
、
西
南
日
本
か
ら
安
房
西
岸
に
上
陸
し
た
経
路
を
物
語
る
。

一
方
、
明
石
の
浜
の
伝
説
は
、

行
方
郡
ま
で
の
入
来
路
は
不
詳
で
あ
る
が
、
海
路
を
利
用
し
て
上
陸
し
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
東
か
ら
上
陸
し
た
こ
と
に
意
味

が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
僅
少
の
事
例
で
、
し
か
も
口
碑
伝
承
の
み
で
西
南
日
本
か
ら
海
上
を
経
由
し
て
房
総
に
渡
来
し
た
と
は
い

え
な
い
の
で
あ
る
が
、
局
地
的
な
宗
教
的
伝
承
が
信
仰
と
な
っ
て
今
も
な
お
残
続
し
、
地
表
面
に
ま
で
そ
の
痕
跡
を
留
め
る
程
に
、
房
総

お
よ
び
常
陸
は
西
南
日
本
、
特
に
畿
内
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

考
古
学
的
証
拠
か
ら
み
た
近
畿
と
房
総

考
古
学
的
証
拠
を
探
る
ま
で
も
な
く
、
房
一
総
は
西
南
日
本
の
文
化
的
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
断
片
的
に
推
測
し
う
る
。
そ
れ
が
近

世
に
な
る
と
、

そ
の
影
響
が
よ
り
明
瞭
と
な
り
、

そ
の
証
拠
も
明
確
と
な
る
。
近
畿
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
遠
く
は
南
西
諸
島
の
特
徴
的
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民
家
で
あ
る
分
棟
型
民
家
が
、

房
総
半
島
の
南
端
部
安
房
海
岸
に
今
も
若
干
分
布
す
る
こ
と
か
ら
(
邑
推
察
し
て
、

黒
潮
に
よ
る
南
西
諸

島
系
の
影
響
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
代
の
場
合
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
近
世
に
な
る
と
、
周
知
の
乙
と
で
あ
る
が
房
総
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の
漁
法
は
、
紀
伊
か
ら
伝
播
し
て
き
た
乙
と
は
明
白
で
あ
る
ひ
そ
れ
に
加
え
て
、
近
世
の
紀
伊
沿
岸
漁
民
の
移
住
に
つ
い
て
は
、
古
文
書

や
墓
石
が
あ
り
、
具
体
的
な
証
拠
が
存
在
す
る

a〉O

近
畿
と
房
総
の
関
係
を
論
ず
る
場
合
、
注
意
す
べ
き
は
紀
伊
熊
野
の
信
仰
で
あ
る
。
熊
野
は
古
代
か
ら
出
雲
と
の
関
係
が
深
く
、
深
山

幽
冥
神
秘
な
環
境
と
常
世
信
仰
と
が
結
合
し
、
常
世
国
へ
の
通
路
と
考
え
ら
れ
、
平
安
初
頭
か
ら
修
験
や
山
岳
仏
教
の
道
場
と
し
て
栄

ぇ
、
神
仏
信
仰
の
霊
地
と
な
っ
た
。
古
代
日
本
人
の
東
方
常
世
想
定
思
想
と
熊
野
信
仰
と
の
関
連
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
房
-
総
に
は
多

く
の
熊
野
神
社
が
分
布
す
る
。
こ
の
分
布
に
は
重
要
な
意
義
が
存
在
す
る
。
紀
伊
熊
野
神
社
を
中
心
に
し
て
、
各
地
に
三

O
七
二
社
の
ま
同

社
が
分
布
す
る
が
、

そ
の
う
ち
房
総
に
は
二
六
八
社
が
鎮
座
し
て
い
る

a〉
。
し
か
も
外
房
に
そ
の
う
ち
の
一
二
七
社
が
分
布
し
、

そ
の

他
は
そ
れ
以
外
企
房
総
各
地
に
分
布
す
る
。
な
お
、
紀
伊
と
一
房
総
で
は
民
俗
信
仰
も
類
似
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
か
ら
も
推

論
し
て
、
紀
伊
か
ら
は
海
上
を
経
由
し
て
房
総
に
及
ん
だ
と
考
え
て
大
差
は
な
い
。

さ
て
、
対
象
と
す
る
房
総
の
古
代
に
お
け
る
地
域
的
諸
相
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
ま
ず
畿
内
と
の
関
係
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
全
国
的
政
治
組
織
の
な
か
で
、
大
和
朝
廷
の
支
配
者
は
、
支
配
権
力
の
象
徴
と
し
て
古
墳
を
築
造
し
、

そ
れ
を
誇
示
し
た
。
し
た
が

っ
て
大
規
模
古
墳
(
前
方
後
円
墳
)

の
発
生
は
全
国
的
視
野
か
ら
み
て
畿
内
が
中
心
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
地
方
に
そ
の
古
墳
が
存
在
す
る

と
い
う
乙
と
は
畿
内
の
影
響
を
無
視
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

房
総
の
前
方
後
円
墳
を
中
心
と
す
る
古
墳
分
布
を
概
観
す
る
と
(
号
、
次
の
よ
う
な
諸
地
域
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
内
房
で
は
、
小
糸

川
下
流
に
富
津
飯
野
古
墳
群
が
あ
り
、

そ
の
中
心
的
な
も
の
は
内
裏
塚
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
東
国
で
は
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
前
半

だ
い
り
づ
か

に
か
け
て
古
墳
の
最
盛
期
で
あ
り
、
大
規
模
古
墳
が
築
造
さ
れ
た
。
乙
の
内
裏
塚
古
墳
の
南
方
で
、
浦
賀
水
道
に
面
し
た
富
津
市
小
久
保

の
岩
瀬
川
と
小
久
保
川
の
河
口
部
に
介
在
す
る
海
成
段
正
先
端
部
に
弁
天
山
古
墳
が
立
地
す
る
。
こ
れ
も
前
方
後
円
墳
で
、
竪
穴
式
石
室
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の
天
井
石
に
縄
掛
突
起
が
あ
り
、
奈
良
の
日
葉
酢
媛
陵
や
大
安
寺
野
神
古
墳
と
類
似
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
小
糸
川
右
岸
の
正
陵
を
越

お
び
つ

え
る
と
小
櫨
川
流
域
が
展
開
す
る
。
乙
の
流
域
一
帯
は
馬
来
田
国
造
が
支
配
し
た
と
推
考
さ
れ
て
い
る
。
乙
乙
に
は
手
古
塚
・
大
塚
山
・

金
鈴
塚
な
ど
の
前
方
後
円
墳
が
分
布
す
る
。
小
糸
川
と
小
橋
川
中
間
、
小
糸
川
寄
り
の
海
成
段
丘
先
端
部
に
立
地
す
る
木
更
津
市
小
浜
手

古
塚
古
墳
は
乙
の
地
帯
最
古
の
も
の
で
、
主
体
部
は
粘
土
栴
で
あ
り
、
邦
製
の
三
角
縁
神
獣
鏡
を
出
土
し
て
い
る
。
乙
の
海
岸
は
三
浦
半

は
し
り
み
ず

島
走
水
と
は
指
呼
の
間
に
あ
り
、
古
い
東
海
道
は
相
模
か
ら
上
総
に
上
陸
し
た
地
点
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
の
点
に
お
い
て
も
重

要
な
位
置
に
あ
る
。
な
お
内
房
北
部
の
養
老
川
右
岸
の
市
原
台
地
に
も
古
境
群
が
あ
り
、
左
岸
に
は
山
王
山
・
二
子
墳
な
ど
の
前
方
後
円

か
み
つ
う
な
か
み

墳
が
立
地
す
る
。
し
か
も
後
者
は
、
養
老
川
南
岸
一
帯
を
支
配
と
い
わ
れ
る
上
海
上
国
造
の
墳
墓
に
あ
た
る
と
伝
え
ら
れ
る
。
南
岸
の
姉

ケ
崎
群
集
墳
は
そ
の
国
道
一
族
の
墓
地
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
今
に
残
る
。
二
子
山
古
墳
・
天
神
山
古
墳
・
釈
迦
山
古
墳
・
山
王
山
古

墳
な
ど
が
分
布
す
る
姉
ヶ
崎
海
岸

E
陵
先
端
部
の
古
墳
群
の
中
央
部
に
式
内
社
姉
ヶ
崎
神
社
が
鎮
座
し
、
北
東
二
加
余
に
同
じ
く
式
内
社

の
島
穴
神
社
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
。

東
上
総
で
は
一
宮
川
上
流
の
端
沢
川
流
域
の
長
生
郡
長
南
町
芝
原
に
乙
の
地
方
最
古
の
古
墳
と
い
わ
れ
る
前
方
後
円
墳
の
能
満
寺
古
墳

が
あ
る
。
乙
の
古
墳
の
主
体
部
は
舟
型
木
炭
榔
で
、
三
角
縁
神
獣
鏡
を
出
土
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
か
ら
推
論
し
て
五
世
紀
初
頭
の
も
の
で

あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
乙
の
地
帯
か
ら
北
東
方
の
栗
山
川
上
流
域
、
芝
山
町
東
南
部
の
芝
山
を
中
心
に
し
て
、
横
芝
町
北
西

部
、
松
尾
町
北
部
一
帯
の
台
地
上
に
古
墳
群
が
分
布
す
る
。
乙
乙
で
主
体
を
な
す
の
は
六
世
紀
の
築
造
と
い
わ
れ
る
姫
塚
前
方
後
円
墳
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で
、
乙
の
北
側
の
墳
丘
に
は
多
数
の
人
物
や
動
物
の
埴
輪
で
囲
躍
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
流
域
一
帯
の
古
墳
群
は
九
五

O
基
を
数
え
る
と
い

む

さ

わ
れ
、
武
社
国
造
の
支
配
範
囲
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

お

み

が

わ

じ

よ

う

や

ま

あ

ぜ

下
総
に
つ
い
て
み
る
と
、
香
取
郡
小
見
川
町
の
城
山
古
墳
群
が
あ
る
。
乙
の
一
帯
は
下
総
合
地
の
北
部
突
端
部
で
、
旧
入
海
の
安
是
湖
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(
現
利
根
川
下
流
)
〈
ぎ
に
臨
む
。
そ
の
う
ち
で
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
第
一
号
古
墳
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
方
後
円
墳
で
、
三
角
縁
神
獣

鏡
(
複
像
式
三
神
五
獣
鏡
)
を
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
驚
異
的
な
こ
と
で
、
山
城
国
相
楽
郡
山
城
町
椿
井
大
塚
山
古
墳
か
ら
発
見

さ
れ
た
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
類
の
同
沼
鏡
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
椿
井
大
塚
か
ら
は
そ
の
鏡
が
三
八
面
も
出
土
し
て
お
り

ax、
各

地
に
同
沼
鏡
が
若
干
み
ら
れ
る
。
乙
れ
は
畢
寛
、
中
央
で
あ
る
畿
内
と
地
方
豪
族
と
の
従
属
関
係
を
物
語
る
重
要
な
証
拠
で
あ
り
、
ま
た

分
有
関
係
を
も
一
示
す
も
の
で
あ
る
。
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
六
世
紀
の
東
上
総
に
お
け
る
畿
内
文
化
の
影
響
を
証
左
す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
当
時
の
地
方
豪
族
の
富
強
と
権
威
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

な
お
下
総
の
中
程
で
は
、
印
旗
沼
の
周
辺
、
特
に
北
東
部
の
岩
屋
古
墳
並
び
に
竜
角
寺
古
墳
群
と
東
部
に
公
津
古
墳
群
が
分
布
す
る
。

あ

ぴ

下
総
西
部
の
東
葛
飾
郡
で
は
我
孫
子
古
墳
群
と
下
総
国
府
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
市
川
国
府
台
に
も
古
墳
群
が
み
ら
れ
る
。
我
孫
子
中
峠

古
墳
群
の
南
、
手
賀
沼
を
介
在
し
て
対
岸
、
す
な
わ
ち
手
賀
沼
中
央
部
南
岸
、
下
総
台
地
北
部
末
端
部
の
沼
南
町
手
賀
字
北
作
に
も
古
墳
群

が
分
布
す
る
。
乙
の
北
作
一
号
墳
は
能
満
寺
古
墳
に
亜
ぐ
初
期
の
古
墳
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
乙
こ
か
ら
も
三
角
縁
神
獣
鏡
が
見
出
さ
れ
た
。

房
総
の
前
方
後
円
墳
を
み
る
と
、
主
軸
長
が
内
裏
塚
で
は
一
四
四

m
、
天
神
山
古
墳
一
二
五

m
弁
天
山
古
墳
で
は
八
六

m
、
能
満
寺
古

墳
七
三
、

五

m
手
古
塚
は
約
六

O
m
、
山
王
山
古
墳
・
二
子
塚
は
八

O
I九
三

m
も
あ
り
、
姫
塚
は
約
六

O
m
、
城
山
第
一
号
墳
は
六
八

m
で
あ
り
、
地
方
と
し
て
は
大
規
模
な
形
態
で
あ
る
。
ま
た
出
土
遺
物
な
ど
か
ら
も
推
察
し
て
、
地
方
豪
族
の
権
勢
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ
り
、
畿
内
と
の
従
属
関
係
を
も
物
語
る
。
古
墳
分
布
地
域
に
中
小
豪
族
が
居
住
し
、

そ
れ
ら
を
統
合
す
る
大
豪
族
が
存
在
し
た
。
そ
れ

が
大
和
政
権
下
に
編
入
さ
れ
て
国
造
と
な
っ
た
。
房
総
に
は
一
一
の
国
造
が
支
配
し
た
。

さ
て
、
さ
ら
に
横
穴
か
ら
も
畿
内
と
房
総
の
関
係
を
考
察
し
て
み
た
い
。
横
穴
は
房
総
全
域
に
散
在
す
る
が
、
特
に
上
総
に
多
い
。
就

中
、
茂
原
・
君
津
周
辺
に
そ
の
分
布
は
濃
密
で
あ
る
。
な
お
、
安
房
の
中
央
部
の
丘
陵
地
帯
に
も
若
干
集
中
す
る
翁
な
ま
ず
注
意
す
ベ
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き
は
、
浦
賀
水
道
を
介
在
し
て
三
浦
半
島
先
端
部
の
走
水
と
相
対
す
る
富
津
海
岸
段
丘
の
横
穴
群
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
富
津
岬
の
根
元
南

海
岸
に
臨
む
富
津
縦
丘
陵
突
端
部
南
側
に
二
群
一

O
基
よ
り
な
る
横
穴
群
が
存
在
す
る
。
就
中
、
そ
の
一
号
横
穴
の
羨
道
左
(
西
)
に
明

瞭
な
刻
字
「
許
世
」
(
縦
三
五
・
横
二
四
倒
)
が
み
ら
れ
、

乙
の
右
隣
り
玄
室
側
に
「
大
同
元
年
」
の
銘
が
あ
る
(
計
三

ま
た
一

O
号
横
穴

の
羨
道
右
(
東
〉
に
「
木
」
と
刻
、
一
ま
れ
て
い
る
〔
許
可
前
者
の
「
許
世
」
は
「
乙
せ
」
、
「
木
」
は
「
き
」
で
あ
り
、
前
者
は
居
勢
、
許
勢
、

巨
勢
に
通
じ
、
後
者
は
「
紀
」
と
も
書
く
。
両
氏
と
も
に
強
力
な
氏
族
で
あ
り
、
房
総
三
国
に
そ
の
両
氏
姓
の
記
録
は
少
な
く
な
い
。
六

国
史
な
ど
に
房
総
三
国
の
「
守
」
・
「
介
」
の
氏
姓
名
に
「
巨
勢
」
と
「
紀
」
が
一

O
数
例
み
ら
れ
る
〈
ぎ
。

そ
の
刻
銘
が
横
穴
造
成
時
期

に
刻
字
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
否
か
は
検
討
を
要
す
る
が
、
そ
の
古
銘
は
横
穴
の
所
有
者
で
あ
る
と
も
推
量
さ
れ
る
。
な
お
「
乙
せ
」

は
奈
良
県
南
葛
城
郡
巨
勢
山
、
あ
る
い
は
御
所
市
(
旧
南
葛
城
郡
葛
村
〉
古
瀬
で
あ
ろ
う
し
(
号
、
古
瀬
に
は
巨
勢
寺
が
あ
っ
た
。
な
お
、

こ

せ

や

ま

ぐ

ち

そ
こ
の
字
高
社
に
は
式
内
社
巨
勢
山
口
神
社
が
鎮
座
す
る

(ω
〉
。
乙
の
神
社
名
と
類
似
す
る
神
社
と
し
て
は
、
大
和
国
高
市
郡
(
橿
原
市

せ

ゃ

ま

に

ま

す

い

わ

〈

ら

ひ

と

の

こ

せ

つ

ひ

ζ

の
み
と
と
の

内
)
鳥
屋
に
巨
勢
山
坐
石
椋
孫
神
社
丘
〉
と
、
同
郡
坂
合
村
(
明
日
香
村
)
大
字
越
に
鎮
座
す
る
許
世
都
比
古
命
神
社
が
あ
る
(
ぎ
。
『
倭

名
類
来
抄
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

「
巨
勢
郷
」
(
伺
〉
は
、

巨
勢
山
口
神
社
の
北
方
、
高
市
郡
高
取
町
の
越
智
岡
か
ら
橿
原
市
南
西
の
北
越

智
(
新
沢
)
に
か
け
て
の
付
近
一
帯
で
あ
っ
た
と
推
考
さ
れ
て
い
る

a
z
こ
れ
ら
の
土
地
は
巨
勢
氏
と
関
係
が
深
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
巨
勢
氏
は
斎
部
氏
の
一
族
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
大
和
国
巨
勢
と
上
総
と
の
関
係
も
無
視
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
上
総
の
富

こ

せ

津
字
絹
の
南
約
三
回
に
「
古
船
山
」
と
い
う
地
名
が
残
る
乙
と
も
偶
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

絹
横
穴
群
か
ら
南
へ
約
七
回
の
付
近
に
大
満
横
穴
群
が
あ
る
。
乙
こ
も
や
は
り
浦
賀
水
道
を
介
在
し
て
三
浦
半
島
と
指
呼
の
間
に
あ

り
、
湊
川
下
流
右
岸
、
富
津
市
上
総
湊
岩
坂
の
海
岸
段
丘
南
斜
面
に
立
地
す
る
。
そ
の
調
査
さ
れ
た
数
は
五
八
基
で
、
四
支
群
に
分
散
す

161 

る
。
そ
の
第
一
群
一
号
横
穴
の
羨
道
左
壁
に
帆
掛
、
同
右
壁
に
船
と
網
、
同
群
二
号
横
穴
玄
室
天
井
に
船
、
同
奥
壁
に
や
は
り
掛
の
線
刻
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画
が
画
か
れ
て
い
る
八
号
。
そ
れ
ら
の
線
刻
画
は
横
穴
造
成
時
に
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
に
は
臨
時
賠
す
る
が
、

一
応
は
大
満
横
穴

群
造
成
者
は
船
と
深
い
関
連
が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
大
き
な
誤
謬
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
推
論
す
れ
ば
、
船
で
渡
来
し
て
き
た
を
意
味
し
、

ま
た
前
述
の
論
説
と
合
致
す
る
乙
と
に
な
る
。

再
度
い
う
が
房
総
は
航
海
と
関
係
が
深
い
。
「
香
取
」
は
舵
取
り
が
音
便
で
「
か
ん
ど
り
」
と
な
り
、
さ
ら
に
「
か
と
り
」
と
転
説
し
た

と
い
わ
れ
る
。
ま
た
「
か
ん
ど
り
」
と
い
う
の
は
舵
、
ま
た
は
船
の
古
語
竪
聞
に
因
ん
だ
と
も
い
う
。
『
日
本
書
紀
』
の
神
代
巻
二
に
、

か

じ

と

り

い

は

ひ

「
此
の
神
は
今
東
国
の
概
取
の
地
に
存
り
」
谷
〉
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
と
は
斎
主
の
神
の
乙
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
神
を
斎
祭

す
る
者
で
、
下
総
香
取
郡
の
伊
波
比
主
命
で
あ
る

auo
概
取
と
は
『
倭
名
類
来
抄
』
〈
必
〉
に
あ
る
下
総
国
香
取
郡
香
取
郷
に
比
定
さ
れ

る
。
と
も
あ
れ
、
房
総
は
航
海
に
関
係
が
深
い
。
地
名
も
右
に
説
述
し
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
航
海
に
は
「
昼
」
が
重
要
な
目
標
の
一
つ
と
な

る
の
で
、
房
一
総
に
は
星
に
因
む
地
名
が
比
較
的
多
く
指
摘
し
う
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
西
南
日
本
の
四

国
・
紀
伊
あ
た
り
か
ら
東
航
す
る
と
な
る
と
、
黒
潮
に
乗
り
、
北
極
星
や
北
斗
七
星
を
航
路
進
行
方
向
の
目
標
物
と
定
め
た
乙
と
で
あ
ろ

す
ベ

ぅ
。
し
か
し
、
星
に
因
む
地
名
が
、
航
海
の
た
め
の
星
信
仰
に
由
来
す
る
と
は
今
直
ち
に
論
定
し
え
な
い
。
ま
た
そ
れ
を
証
明
す
る
術
も

目
下
の
と
乙
ろ
不
能
で
あ
る
。
そ
乙
で
参
考
ま
で
に
そ
の
地
名
を
掲
げ
る
と
、
市
原
市
上
総
牛
久
の
北
東
に
「
高
星
山
」
が
あ
り
、
香
取

神
宮
の
境
内
に
「
星
塚
」
が
あ
る
。
ま
た
、
乙
の
神
宮
自
体
が
亀
甲
山
に
鎮
座
す
る
。
亀
甲
と
は
玄
武
で
あ
り
、
北
の
意
で
あ
る
(
時
〉
(
口
)
。

な
お
、
鴨
川
市
曽
日
川
上
流
流
域
の
山
中
に
「
星
畑
」
と
い
う
地
名
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
必
)
が
詳
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
山
武
郡
大

網
白
里
町
の
旧
大
網
に
「
星
谷
」
と
「
星
野
ノ
内
」
が
あ
り
(
ぎ
、
前
者
は
旧
名
を
「
星
谷
野
」
と
い
う
。
千
葉
市
東
部
に
も
「
屋
久
喜
」

と
い
う
字
名
(
現
町
名
)
が
あ
る
8
3
乙
の
他
、
筆
者
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
安
房
郡
富
山
町
の
平
郡
に
「
東
星
田
」
、
小
糸
川
の
南
岸

に
「
星
谷
」
、
夷
隅
郡
大
多
喜
町
の
旧
老
川
に
「
星
村
田
」
と
い
う
地
名
が
あ
る
と
き
く
。
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さ
て
、
航
海
者
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
航
路
の
進
行
方
向
を
決
定
す
る
た
め
の
目
標
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
海
原
に
お
い
て
は
、

明
瞭
に
北
を
指
す
北
極
星
で
あ
り
、

そ
れ
に
関
連
す
る
北
斗
七
星
で
あ
る
。
香
取
神
宮
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
亀
甲
山
に
鎮
座
し
、
星
塚

を
杷
る
。
い
ず
れ
も
「
北
」
と
関
係
が
あ
る
。
乙
の
香
取
の
す
ぐ
北
は
、
遠
古
で
は
現
在
の
よ
う
に
沖
積
化
が
進
行
し
て
い
な
か
っ
た
か

ら
、
入
海
が
広
く
、
安
是
海
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
の
安
是
海
を
介
在
し
て
対
岸
に
、
鹿
島
神
宮
が
鎮
座
す
る
。
香
取
・
鹿
島
の
二
大
神

が
水
郷
の
南
と
北
に
相
対
し
て
鎮
座
す
る
の
は
、

い
か
な
る
歴
史
的
背
景
を
控
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
立
地
形
態
か
ら
み
れ
ば
、
安
是
海

を
介
在
し
て
対
向
集
落
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
別
稿
(
2
〉
に
論
説
し
て
お
い
た
が
、
香
取
・
鹿
島
の
喬
神
が
東
北
の

磐
城
・
行
方
・
一
旦
理
・
信
夫
・
牡
鹿
・
黒
川
・
粟
原
な
ど
の
諸
郡
に
分
布
す
る
乙
と
は
、
香
取
・
鹿
島
を
東
北
開
発
へ
の
前
線
基
地
と
し
て

東
北
の
太
平
洋
海
岸
沿
岸
や
河
口
、
主
要
河
川
沿
岸
に
進
展
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
下
総
で
は
常
陸
を
経
て
、
「
北
方
」

へ
の
信
仰
が
織
に
な
る
基
盤
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
徴
す
る
か
の
よ
う
に
鹿
島
神
宮
の
社
殿
は
、
北
を
向
く
。
し
か
し
神
座

は
東
向
き
で
あ
る

auo
一
方
香
取
神
宮
の
奥
宮
も
北
を
向
く
。
『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
紀
四
十
年
十
月
の
条
に
、
「
日
本
武
尊
、
則
ち
上

総
よ
り
転
り
て
、
陸
奥
固
に
入
り
た
ま
ふ
。
(
中
略
)
海
路
よ
り
葦
浦
に
廻
る
。
横
に
玉
浦
を
渡
り
て
、
蝦
夷
の
境
に
至
る

o
k
g
と
あ
る
。

葦
捕
は
鴨
川
市
江
見
の
吉
浦
に
比
定
す
る
説
が
あ
り
(
号
、
玉
浦
は
『
倭
名
類
取
県
抄
』
に
下
総
国
匝
瑳
郡
珠
浦
郷
が
あ
る
(
日
〉
の
で
、
九
十
九

里
浜
沿
岸
に
想
定
す
る
(
号
乙
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
今
日
ま
だ
そ
れ
ら
の
論
定
は
容
易
で
は
な
い
が
、
海
路
で
陸
奥
に
向
っ
た
と
考

そ
ぼ
た
か

え
ら
れ
る
。
香
取
も
鹿
島
も
入
海
安
是
海
の
内
側
に
立
地
し
、
海
上
交
通
の
基
地
と
は
絶
好
の
位
置
に
あ
る
。
な
お
、
香
取
と
側
高
の
沿

岸
に
陸
奥
の
産
馬
を
奪
取
し
て
き
た
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
り
、

そ
れ
を
追
跡
し
て
き
た
陸
奥
の
神
が
渡
る
乙
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い

う
伝
承
が
残
る
〈
一
回
)
の
も
香
取
鹿
島
が
東
北
へ
の
墓
地
で
あ
っ
た
と
推
考
し
た
く
な
る
。
さ
ら
に
、
香
取
西
方
の
神
崎
町
の
神
崎
神
社
の
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祭
神
が
天
烏
船
命
で
あ
り
(
日
)
、

や
は
り
航
海
に
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
な
く
、
香
取
・
鹿
島
両
神
宮
に
船
に
関
連
す
る
神
事
が
あ
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る
の
は
、

い
ず
れ
も
香
取
・
鹿
島
が
水
上
交
通
と
深
い
関
係
が
あ
る
(
訂
)
乙
と
を
物
語
る
。
伊
勢
が
東
方
常
世

mJり
の
浪
寄
せ
る
土
地
で

あ
っ
た
と
い
う
乙
と
か
〉
り
し
て
、

や
は
り
そ
の
擬
き
的
な
環
境
の
こ
乙
を
神
社
勧
請
の
位
置
に
選
定
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

乙
の
北
方
思
想
が
北
辰
信
仰
と
結
び
つ
く
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
古
代
人
は
北
天
に
動
か
な
い
星
、
し
か
し
実
際
は
真
北
極
よ
り
一
度

離
れ
て
い
る
の
で
、
天
の
北
極
を
中
心
に
し
て
小
回
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
星
を
『
史
記
』
天
官
書
に
も
天
極
星
と
い
い
、
北

辰
と
も
呼
ぶ
。
最
高
の
天
神
が
北
極
星
で
あ
り
、
天
帝
の
太
一
で
あ
っ
て
、
中
国
の
哲
理
で
は
天
の
中
宮
H

北
極
星
を
神
霊
化
し
、
太
一

と
呼
称
し
た
。
密
教
の
影
響
に
よ
り
北
辰
は
妙
見
菩
薩
と
な
り
、

乙
の
信
仰
が
織
と
な
る
に
及
び
、
神
へ
の
接
近
の
媒
介
し
て
地
上
景
観

を
象
徴
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
乙
の
事
例
研
究
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿

(
M
U
(

口
〉
(
凶
〉
に
論
説
し
た
。

未
知
の
世
界
へ
の
探
求

西
南
日
本
か
ら
東
北
日
本
に
向
わ
せ
た
要
因
は
何
で
あ
っ
た
か
。
冒
頭
に
若
干
説
明
し
た
が
、

そ
れ
は
別
に
論
じ
た
よ
う
に
、
東
北
の

広
大
な
る
面
積
と
東
北
地
方
南
半
部
に
展
開
す
る
肥
沃
な
平
地
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
見
聞
し
て
か
ら
の
乙
と
で
あ
り
、
当
初
に
東
北

へ
趣
か
せ
る
動
機
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
東
へ
向
わ
せ
た
魅
力
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
単
な
る
人
閣
の
未
知
の
世
界

へ
の
探
求
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ょ

く

に

ま

も

に

め

ぐ

日
本
の
遠
古
の
場
合
、
『
日
本
書
紀
』
の
神
武
紀
に
よ
る
と
、
「
東
に
美
き
地
有
り
、
青
山
四
周
れ
り
」
(
回
〉
と
あ
り
、
ま
た
垂
仁
紀
こ

を

し

の

た

ま

よ

こ

よ

し

き

な

み

よ

か

汐

十
五
年
三
月
の
条
に
は
、
「
天
照
大
神
、
倭
姫
命
に
語
へ
て
臼
は
く
、
『
是
の
神
風
の
伊
勢
国
は
、
常
世
の
浪
の
重
浪
帰
す
る
固
な
り
。
傍

く

に

う

ま

国
の
可
怜
し
固
な
り
。
是
の
固
に
居
ら
む
と
欲
ふ
』
と
の
た
ま
ふ
」
白
)
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
景
行
紀
の
二
十
七
年
春
二
月
の

く

に

こ

ひ

ろ

う

日
高
見
国
有
り
。
(
中
略
)
亦
土
地
沃
壌
え
て
蹟
し
、
撃
ち

条
に
は
、
「
武
内
宿
祢
、
東
国
よ
り
還
て
奏
し
て
言
さ
く
、
『
東
の
夷
の
中
に
、
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と
て
取
り
つ
ベ
し
』
と
申
す

a)と
あ
る
む

こ
の
よ
う
に
遠
古
の
昔
に
、
東
方
に
環
境
良
好
に
し
て
美
観
で
豊
能
の
土
地
が
あ
り
、
長
生
不
老
の
世
界
が
あ
る
と
想
定
し
理
想
郷
を

求
め
て
い
る
。
伊
勢
は
そ
の
常
世
の
国
か
ら
浪
が
寄
せ
て
く
る
土
地
で
あ
り
、
居
住
好
適
の
土
地
柄
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
東
へ
向
え

ば
、
さ
ら
に
良
好
の
、

い
わ
ば
絶
好
の
土
地
が
あ
る
と
、
東
に
魅
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
乙
の
こ
と
は
『
伊
勢
国
風
土
記
』
逸
文
に
よ

っ
て
察
せ
ら
れ
る
。
伊
勢
国
は
「
光
輝
き
て
日
の
如
き
」
〈
臼
〉
土
地
で
あ
り
、
波
に
乗
っ
て
、
あ
る
い
は
陸
を
伝
っ
て
東
に
向
い
た
く
な

あ

め

の

ひ

わ

け

の

み

こ

と

の

あ

ま

つ

る
旨
の
記
事
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
逸
文
に
よ
る
と
「
(
神
武
)
天
皇
は
天
日
別
命
に
勅
り
た
ま
ひ
し
く
『
天
津
の
方
に
国
あ
り
、
其
の
国

し
る
し

を
平
げ
よ
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
即
ち
標
の
飼
を
賜
ひ
き
」
ハ
臼
)
と
あ
る
。
当
時
、
天
津
の
方
と
は
大
和
の
宇
陀
か
ら
は
、
空
の
彼
方
と
い

え
ば
東
方
迄
か
な
る
伊
勢
国
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。
天
津
の
方
と
い
え
ば
、
わ
が
国
の
古
代
で
は
、
東
西
を
日
の
縦
と
考
え
て
い
る

a〉
の
で
、

東
の
方
を
指
し
た
と
も
想
像
し
う
る
。

要
す
る
に
、
東
方
に
魅
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
天
富
命
は
東
に
沃
土
を
求
め
て
、
安
房
に
入
植
し
て
い
る
。
崇

た

け

ね

な

か

は

わ

け

と

よ

き

の

み

こ

と

神
朝
に
な
る
と
、
十
年
の
九
月
に
武
惇
川
別
を
東
海
に
遣
し
(
号
、
四
十
八
年
四
月
に
は
豊
城
命
を
し
て
東
国
を
治
め
さ
せ
た

a〉O
さ
り

に
景
行
朝
に
な
る
と
、

二
十
五
年
か
ら
二
十
七
年
に
か
け
て
、
武
内
宿
祢
を
北
陸
お
よ
び
東
国
に
遣
し
民
情
を
視
察
さ
せ
(
号
、
四
十
年
十

月
、
日
本
武
尊
は
東
夷
遠
征
に
向
い
、
伊
勢
、
東
海
、
相
模
馳
水
か
ら
上
総
へ
、

そ
乙
か
ら
陸
奥
に
入
っ
た
(
的
〉
と
い
う
。
そ
の
の
ち
天

皇
は
五
十
三
年
に
東
海
か
ら
上
総
に
至
り
、
海
路
で
淡
水
門
を
渡
り
巡
幸
し
た
と
い
う
記
事
(
釘
)
が
あ
る
。
乙
乙
に
そ
れ
ら
の
行
動
が
歴

史
的
事
実
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
な
く
、
神
話
の
な
か
に
存
在
し
続
け
た
と
い
う
乙
と
は
、
遠
古
に
お
け
る
日
本
民
族
の
地
理
観
あ
る
い
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は
世
界
像
と
い
う
も
の
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

か
か
る
古
代
日
本
民
族
東
漸
の
様
相
を
式
内
社
の
分
布
と
い
う
証
拠
か
ら
吟
味
検
討
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
本
課
題
に
沿
う
た
め
、
畿
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畿内から常陸までの太平洋沿岸およびその周辺諸国における郷数と式内社の座数

国 名 郷 数 座 数 国 名 郷数 座数

山 78 江 96 62 

大 和 89 286 駿 河 59 22 

河 内 80 113 イ芦 豆 21 92 

平日 泉 24 62 甲 斐 31 20 

t冥 津 78 75 中目 模 67 13 

イ弄 賀 18 25 武 蔵 119 44 

イ弄 勢 94 253 安 房 32 6 

亡，ut 摩 14 総 76 5 

尾 5長 69 総 91 11 

河 69 26 常 陸 153 28 

内
か
ら
常
総
に
か
け
て
の
範
囲
に
限
る
乙
と
に
す
る
。
古
代
神
社
を
取
り
挙
げ
た
根
拠

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿

a)で
論
説
し
た
が
、
『
令
集
解
』

に
も
規
定
さ
れ
て
い
る

通
り
、
村
毎
に
神
社
を
勧
請
し
、
社
首
を
選
出
し
て
農
業
神
・
回
神
を
祭
記
す
る
。
そ

し
て
神
社
を
中
心
に
し
て
村
民
の
和
合
を
図
り
、
村
落
共
同
体
の
紐
帯
を
強
固
に
し
た

の
で
あ
る
。
乙
れ
は
現
在
で
も
農
村
地
帯
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
過
去
も
現
在
も

日
本
の
農
耕
社
会
で
は
、
生
活
行
事
や
農
耕
儀
礼
の
中
心
的
存
在
が
神
社
で
あ
る
。
し

か
も
式
内
社
を
指
標
と
し
た
の
は
、
古
代
村
落
の
分
布
と
神
社
を
巨
視
的
に
把
握
す
る

と
す
れ
ば
、
乙
れ
以
外
に
な
い
。
そ
れ
に
式
内
社
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
延
喜
神
名
式

に
記
載
さ
れ
た
神
社
で
あ
る
か
ら
、
祈
年
祭
に
国
家
か
町
駅
南
を
受
け
る
と
い
う
国
家

的
待
遇
の
神
社
G
)
で
あ
り
、
国
家
的
組
織
の
行
事
に
編
入
さ
れ
て
い
る
乙
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
一
方
、
式
内
社
の
鎮
座
す
る
と
こ
ろ
は
、
当
時
す
で
に
国
家
の
行
政
組
織

の
な
か
に
も
編
入
さ
れ
て
い
る
乙
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

さ
て
式
内
社
の
分
布
を
み
る
と
、
畿
内
・
伊
勢
・
尾
張
に
そ
の
分
布
数
が
多
い
の

は
首
肯
し
う
る
が
、
伊
豆
と
い
う
「
中
国
」
に
九
二
座
と
い
う
数
は
高
い
。
上
表
に
表

示
し
た
よ
う
に
、
郷
数
と
式
内
社
座
数
の
関
係
(
m
u

を
み
て
も
伊
豆
の
場
合
は
二
対
九

の
割
合
で
あ
る
が
、
西
隣
り
の
駿
河
は
「
上
国
」
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
六
対
二
、
遠
江

で
は
五
対
三
、
東
隣
り
の
相
模
で
は
七
対
一
、
武
蔵
で
は
三
対
一
の
状
態
で
あ
る
。
郷



数
を
式
内
社
数
と
対
比
し
た
の
も
、
や
は
り
そ
の
郷
数
の
比
率
が
、
国
家
の
地
方
行
政
組
織
の
な
か
に
編
入
さ
れ
て
い
る
集
落
存
在
の
多

紀伊房総両半島における地名分布の類似性と古代日本人の擬き的連想空間

寡
の
蓋
然
性
を
一
示
す
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
る
に
、
郷
数
と
座
数
と
が
比
例
し
な
い
の
は
何
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
今
直
ち
に
検
討
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
伊
豆
国
だ
け
が
、
郷
数
に
対
し
て
式
内
社
座
数
が
驚
異
的
に
多
い
。
因
み
に
、
平
地
面

積
を
み
て
も
、
伊
豆
の
場
合
は
少
な
い
。
郷
当
り
の
平
均
平
地
面
積
(
巴
も
き
わ
め
て
低
い
数
値
で
あ
る
υ

こ
の
よ
う
に
考
察
す
れ
ば
、

伊
豆
の
場
合
、
集
落
に
対
し
て
式
内
社
数
が
多
い
と
い
う
乙
と
に
な
り
、
不
可
解
で
あ
る
。

田
万
二
四
座
、
那
賀

そ
乙
で
伊
豆
の
式
内
社
に
つ
い
て
、
今
少
し
詳
細
に
分
析
し
て
み
よ
う
。
圏
内
三
郡
の
う
ち
、
賀
茂
が
四
六
座
、

が
二
二
座
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
賀
茂
の
う
ち
伊
一
豆
諸
島
に
つ
い
て
み
る
と
、
三
宅
島
が
最
高
の
一
二
度
で
、
諸
島
で
は
二
三
座
を
占
め

る
。
も
ち
ろ
ん
、
式
内
社
の
鎮
座
位
置
が
現
在
不
詳
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
幾
社
か
あ
り
、
ま
た
推
定
の
も
の
も
あ
る
の
で
正
確
な
数
値

で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

日
本
全
国
的
視
野
か
ら
み
て
も
、
伊
豆
諸
島
の
そ
の
分
布
比
率
は
高
い
。
因
み
に
、
全
国
の
主
要
各
島
腕

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
国
を

の
式
内
社
座
数
を
み
る
と
、
対
島
が
二
九
、
士
宮
岐
二
四
、
隠
岐
二
ハ
、
淡
路
二
二
、
佐
渡
が
九
座
で
あ
り
、

形
成
し
て
い
る
の
で
、
伊
豆
諸
島
は
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
伊
豆
半
島
の
先
端
部
や
西
海
岸
に
式
内
社
の
分
布
が
密
で
あ

遠江~下総における

単位郷当りの平均平

地面積
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国名

遠 江 858 

駿 河 1， 503 

伊 豆 874 

中日 模 1， 082 

武 蔵 2，226 

安 房 508 

上 総 1， 274 

下 総 1， 897 

伊豆諸島における

式内社の分布

島 名 |座数
大 島 3 

手リ 島

新 島

式根島

神津島 2 

三宅島 12 

御倉島

八丈島 2 
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る
。
乙
れ
を
み
る
と
、
紀
伊
半
島
か
ら
海
路
を
利
用
し
て
の
渡
航
で
は
な
か
ろ
う
か
と
想
像
し
た
く
な
る
。
現
在
、
伊
豆
諸
島
や
伊
豆
半

島
の
海
岸
部
に
「
寄
宮
」
信
仰
が
あ
る
と
い
う
の
も
、

そ
の
想
像
を
助
け
て
く
れ
る
。
そ
の
信
仰
は
、
水
平
線
の
彼
方
か
ら
昇
る
日
輸
を

神
格
化
し
、
ま
た
潮
に
乗
っ
て
漂
流
し
て
き
た
も
の
を
奉
持
し
神
格
化
し
て
神
体
と
す
る
と
い
う
民
俗
信
仰
で
あ
る

au。
こ
れ
は
海
か

ら
の
渡
来
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

紀
伊
半
島
・
四
国
か
ら
黒
潮
を
利
用
す
れ
ば
、
必
ず
伊
豆
半
島
や
伊
豆
諸
島
に
到
着
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
過
去
の
黒
潮
の
経
路
は
不

詳
で
あ
り
、
現
在
の
経
路
が
過
去
と
同
一
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
し
か
し
最
近
の
人
工
衛
星
に
よ
る
海
流
調
査
に
よ
る
と
、
九
月
か
ら

十
一
月
に
か
け
て
は
本
州
の
沖
合
を
や
や
直
線
的
に
東
流
す
る
が
、

一
月
頃
に
な
る
と
、
足
摺
岬
か
ら
紀
伊
半
島
の
沖
合
を
鳥
島
寄
り
に

大
き
く
蛇
行
し
、

そ
れ
か
ら
北
上
し
て
東
に
向
き
を
変
え
て
伊
豆
諸
島
の
聞
を
東
流
す
る
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
季
節
に
よ
っ

て
は
、
紀
伊
半
島
沖
合
か
ら
鳥
島
寄
り
に
流
れ
、

そ
れ
か
ら
伊
豆
諸
島
を
包
む
よ
う
に
大
き
く
蛇
行
し
、
房
総
半
島
先
端
の
沖
合
で
大
き

く
東
へ
曲
廻
し
、
房
総
沖
を
流
れ
る
場
合
も
あ
る
ハ

g
。
し
た
が
っ
て
紀
伊
や
四
国
か
ら
黒
潮
を
利
用
し
て
、
伊
豆
や
一
房
一
総
に
到
着
す
る

の
は
、
幸
運
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
か
か
る
情
報
も
不
明
で
、
未
知
の
東
方
に
向
う
に
は
、

や
は
り
古
代
人

は
信
仰
的
な
東
方
志
向
の
憧
担
保
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

古
代
人
の
宇
宙
像
と
生
活
空
間
基
準
軸
の
変
化

日
本
列
島
は
南
西
か
ら
北
東
に
か
け
て
、
狭
長
な
弧
状
を
な
す
。
本
州
は
西
南
日
本
か
ら
関
東
に
か
け
て
は
東
西
に
長
い
。
古
代
日
本

人
が
東
方
の
常
世
の
国
を
求
め
て
東
に
向
う
際
、
九
州
か
ら
大
和
ま
で
は
山
陽
の
陸
伝
い
で
も
、
海
路
で
も
容
易
で
あ
る
。
海
路
は
瀬
戸

内
と
い
う
内
海
の
多
島
海
を
渡
航
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
大
和
か
ら
東
の
常
世
の
地
へ
は
、
伊
勢
に
至
り
、
伊
勢
か
ら
海
上
の
東
方
へ
向
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う
と
す
れ
ば
容
易
な
る
こ
と
で
は
な
い
ひ
信
仰
的
憧
慣
に
も
近
い
理
想
郷
常
世
の
国
を
求
め
る
な
ら
ば
、
危
険
を
恐
れ
ず
、
海
路
を
利
用

し
東
に
向
え
ば
、
伊
豆
諸
島
に
到
着
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
古
代
人
は
そ
れ
を
必
ず
し
も
確
認
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
乙
の

諸
島
は
や
や
南
北
に
散
在
す
る
。
し
か
も
海
上
指
呼
の
間
に
あ
る
の
で
、
北
に
向
っ
て
伊
豆
半
島
や
房
総
半
島
に
上
陸
す
る
乙
と
に
な

る
。
伊
豆
大
島
か
ら
伊
豆
・
房
総
両
半
島
に
も
ま
た
指
呼
の
閣
で
あ
る
(
き
。
伊
豆
半
島
や
房
総
半
島
か
ら
東
へ
向
う
と
す
れ
ば
、
本
州

の
陸
地
形
状
か
ら
す
れ
ば
、
自
ず
と
北
に
向
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
東
方
の
常
世
の
国
を
目
指
し
て
進
ん
で
い
る
筈
の
も
の
が
、
実

は
北
に
向
っ
て
進
行
し
て
い
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
西
南
日
本
で
は
古
代
日
本
人
の
空
間
の
軸
が
東
西
で
あ
っ
た
の
が
、
房
総
か
ら
は
空
間
の
軸
が
南
北
に
変
化
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
東
西
軸
か
ら
南
北
軸
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
若
干
の
不
可
解
な
事
実
が
明
瞭
に
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
。
ま

ず
、
鹿
島
神
宮
の
社
殿
が
北
向
き
で
あ
る
が
、
神
座
は
東
を
向
く
(
切
)
。
乙
れ
に
つ
い
て
は
、
対
夷
対
策
の
祈
願
の
関
係
上
、
あ
る
い
は

民
間
伝
承
の
信
仰
上
、
ま
た
出
雲
大
社
の
社
殿
構
造
と
の
共
通
点
な
ど
か
ら
解
釈
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
が
、
筆
者
は
乙
乙
に
い
う
空
間

基
準
軸
の
変
化
と
い
う
観
点
か
ら
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
現
代
か
ら
み
れ
ば
些
細
な
乙
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
古
代
と
し
て
は
重
要
な
現
象
で
あ
る
乙
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
国

府
や
城
柵
に
つ
い
て
み
て
も
、
常
陸
国
府
で
は
、
南
北
中
央
軸
の
真
北
に
「
星
の
宮
」
が
鎮
座
す
る
(
尚
三
か
か
る
事
例
は
、

乙
の
他
に

下
野
国
府
の
内
山
説
擬
定
地
、
安
房
国
府
、
多
賀
城
、
徳
丹
城
に
も
み
ら
れ
る
(
時

)
O

東
北
に
入
り
も
う
一
つ
検
討
を
要
す
る
乙
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
多
賀
城
外
郭
線
南
辺
に
現
存
す
る
多
賀
城
碑
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
偽
作
説
も
現
わ
れ
て
い
る
。
な
お
ま
だ
発
見
状
態
も
不
詳
で
あ
る
。
そ
の
他
多
く
の
疑
問
点
が
残
る

169 

が
、
碑
文
銘
の
「
頂
上
」
に
西
と
い
う
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る

(50
乙
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
不
可
解
と
い
わ
芯
る
を
え
な
い
。
「
西
」
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を
最
上
に
配
置
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
を
基
準
に
し
て
い
る
こ
と
な
の
か
。
筆
者
は
、
西
か
ら
東
へ
と
い
う
開
発
東
漸
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
く
な
る
。

胆
沢
城
の
場
合
、
胆
沢
城
の
鎮
護
安
穏
息
災
を
祈
願
す
る
た
め
に
、
胆
沢
城
の
南
北
中
央
軸
の
南
北
延
長
上
の
約
一

O
M
の
南
北
両
地

点
に
宗
教
的
施
設
を
配
置
し
て
い
る

(

4

)

。
乙
の
南
北
軸
も
偶
然
と
し
て
無
視
し
て
よ
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
奥
州
藤
原
氏
統
治
下
の
平
泉
の
場
合
に
つ
い
て
み
て
も
、
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
東
方
を
正
方
と
し
て
都
市
建
設
を
実
施

し
て
い
る
。
事
実
、
平
泉
の
核
心
を
な
す
金
色
堂
は
東
向
き
で
あ
る
。
加
え
て
、
平
泉
藤
原
氏
の
奥
州
地
域
計
画
に
し
て
も
、
仏
教
理
念

に
基
づ
い
て
、
南
は
白
河
か
ら
北
は
外
ケ
浜
ま
で
南
北
に
貫
通
し
て
一
町
毎
に
笠
率
都
婆
を
建
立
し
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
記
述
に
は

方
向
を
錯
誤
し
て
い
る
。
白
河
を
西
界
と
し
、
外
ケ
浜
を
東
辺
と
い
う
〈
苅
〉

O

乙
れ
は
単
な
る
方
向
錯
誤
で
あ
ろ
う
か
。
錯
誤
と
い
う
よ

り
は
、
空
間
基
準
軸
の
方
位
に
対
す
る
信
仰
に
も
似
た
認
識
か
ら
、
相
対
的
な
方
位
感
覚
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
空
間
基
準
軸
が
東
西
か
ら
南
北
へ
と
移
動
し
た
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
、
前
述
も
し
た
が
、
伝
承
に
よ
る
と
、
天
富
命
が
最

初
に
上
陸
し
た
安
房
固
に
つ
い
て
神
社
の
位
置
と
配
置
か
ら
分
析
し
て
み
る
。
神
社
と
い
え
ど
も
位
置
が
変
化
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の

で
、
元
社
地
、
あ
る
い
は
旧
跡
を
探
る
乙
と
に
し
た
。
天
富
命
が
天
太
玉
命
を
杷
る
た
め
に
創
建
し
た
館
山
市
字
太
神
宮
の
安
房
坐
神
宮

の
旧
跡
(
感
満
寺
畑
)
〈
巴
と
天
太
玉
命
の
后
神
の
天
比
理
万
咋
命
を
悶
る
館
山
市
字
洲
宮
の
い
わ
ゆ
る
后
神
天
比
理
万
咋
命
神
社
の
創

設
地
(
推
定
地
)
と
も
い
う
べ
き
「
明
神
山
一
〈
祁
)
と
は
海
岸
沖
積
平
野
を
介
在
し
て
相
対
し
、
し
か
も
三
回
余
隔
っ
て
正
南
北
に
位
す
る

の
で
あ
る
。
そ
の
両
社
は
式
内
社
で
あ
る
。

一
方
太
平
洋
沿
岸
を
み
る
と
、
千
倉
町
牧
田
に
鎮
座
す
る
下
立
松
原
神
社
は
美
奴
射
持
命
が

そ
の
祖
天
日
鷲
命
を
祭
神
と
し
た
と
い
わ
れ
る
。
乙
の
元
社
地
(
河
〉
と
式
内
社
の
高
家
神
社
の
元
社
地
(
同
町
宮
前
)
(
幼
〉
と
が
、

乙
れ
ま
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た
相
対
し
南
北
に
鎮
座
す
る
。
そ
の
間
隔
は
約
一
切
で
あ
る
。
さ
ら
に
莫
越
山
神
社
と
呼
ば
れ
る
神
社
が
、
安
房
の
丸
山
町
沓
見
神
梅
と

同
町
宮
下
の
石
神
畑
の
二
カ
所
に
同
神
社
名
の
神
社
が
鎮
座
す
る
。
同
名
の
神
社
は
神
名
式
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
祭
神
は
論
定
し
え
な

前
者
が
手
置
帆
負
命
と
彦
狭
知
命
で
あ
り
、

い
が
、
『
特
選
神
名
牒
』
に
よ
れ
ば
、

沓
見
鎮
座
の
神
社
が
式
内
社
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い

る
む
な
な
お
こ
の
他
鈴
鹿
連
胤
の
『
神
社
彊
録
』
、
栗
田
寛
の
『
神
祇
志
料
』
、
邸
岡
良
弼
の
『
安
房
国
神
社
志
料
』
な
ど
そ
の
他
の
諸

書
に
も
沓
見
鎮
座
の
莫
越
山
神
社
を
式
内
社
と
し
て
考
え
て
い
る
@
)
。
と
こ
ろ
が
斎
藤
夏
之
助
の
『
安
房
志
』
に
は
、
宮
下
鎮
座
の
莫

越
山
神
社
の
祭
神
が
手
置
帆
負
命
と
天
彦
狭
知
命
で
あ
り
、
当
社
が
式
内
社
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
の
が
目
立
つ
〈
竺
。
ま
た
沓
見
の
莫

越
山
神
社
所
蔵
の
延
宝
八
年
(
一
六
八

O
)
四
月
吉
日
日
付
の
神
主
斎
東
右
京
進
藤
清
重
の
『
莫
越
山
神
社
伝
記
』
の
序
に
よ
る
と
、
祭

神
は
豊
玉
姫
命
・
彦
火
火
出
見
尊
・
彦
波
激
武
鶴
鵡
草
葺
不
合
尊
で
、

側
宮
に
忌
部
神
手
置
帆
負
命
を
地
主
神
と
し
て
間
っ
て
い
る
(
邸
〉

O

一
方
、
宮
下
の
莫
越
山
神
社
の
祭
神
に
つ
い
て
は
、
当
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
高
雲
寺
の
度
重
な
る
火
災
に
よ
り
文
書
類
は
焼
失
し
、

そ

の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
手
置
帆
負
命
・
彦
狭
知
命
を
主
神
と
し
て
、
相
殿
に
小
民
命
・
御
道
命
・
大
稲
輿
別
命
の
三
柱
を
合
記
し
て

い
る
と
い
う
(
悦
な
こ
の
よ
う
に
祭
神
の
論
究
は
い
ず
れ
の
神
社
も
そ
う
で
あ
る
が
、

な
か
な
か
容
易
な
乙
と
で
は
な
い
し
、

ま
た
時
代

に
よ
り
祭
神
が
変
化
す
る
場
合
も
あ
る
。

『
古
語
拾
遺
』
に
よ
る
と
、

手
置
帆
負
・
彦
狭
知
両
神
に
天
の
御
量
を
も
っ
て
材
を
伐
り
瑞
殿

を
造
営
さ
せ
、
ま
た
斎
斧
・
斎
担
を
用
い
て
正
殿
を
構
築
さ
せ
て
い
る
(
釘
)
の
で
、
そ
の
両
神
を
祭
神
と
す
る
の
が
、
式
内
社
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
宮
下
鎮
座
の
背
後
に
は
御
神
体
山
の
渡
度
山
(
莫
越
山
)
が
あ
り
、
ま
さ
し
く
神
奈
備
山
の
山
容
を
呈
す
る
。
そ
の
頂
上

に
渡
度
神
社
が
鎮
座
し
、
近
く
か
ら
平
安
末
と
推
定
さ
れ
る
青
銅
製
の
鈴
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
同
莫
越
山
神
社
の
北
辺
に
東
畑
、
西
辺
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に
石
神
畑
、
南
辺
に
六
角
堂
な
ど
の
祭
杷
遺
跡
が
あ
る
(
鉛
〉
乙
と
な
ど
か
ら
、
宮
下
鎮
座
の
莫
越
山
神
社
が
式
内
社
と
し
て
扱
う
説
に
賛

成
し
た
い
と
い
う
考
え
も
多
い
。
そ
れ
は
何
れ
に
せ
よ
、
両
神
社
が
約
五
加
も
離
れ
て
い
て
、
し
か
も
正
南
北
に
並
び
位
置
す
る
。
な
お
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珍
し
い
乙
と
に
宮
下
の
莫
越
山
神
社
の
行
事
と
し
て
、
大
晦
日
に
村
の
老
婆
が
集
ま
り
、
薪
火
を
囲
み
、
「
わ
が
背
子
を
、
莫
越
の
山
の

呼
子
鳥
、
君
呼
び
返
せ
夜
の
ふ
け
ぬ
と
に
」
(
巴
(
寓
葉
集
、
巻
第
十
、

一
八
二
二
)
と
い
う
歌
を
吟
唱
し
な
が
ら
夜
を
徹
し
て
正
月
を
迎

え
た
と
い
う
。
乙
れ
が
不
思
議
で
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
安
房
国
の
式
内
社
が
南
北
に
相
並
ぶ
と
い
う
こ
と
は
偶
然
の

一
致
と
し
て
無
視
し
て
放
置
す
る
に
は
躍
陪
す
る
。

要
す
る
に
、
西
南
日
本
に
お
け
る
古
代
人
の
空
間
意
識
の
基
本
軸
と
も
い
う
べ
き
東
西
の
基
本
線
が
、
伊
豆
諸
島
か
ら
伊
豆
半
島
や
房

総
半
島
に
到
来
し
て
か
ら
、
空
間
像
の
基
本
線
と
い
う
か
、
基
本
軸
が
南
北
に
変
化
し
た
と
解
釈
し
て
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
か
。

今
後
の
課
題
と
し
て
1
|
空
間
像
の
想
定

右
に
説
述
し
た
よ
う
に
、
事
実
、
神
社
の
配
置
と
い
い
、
国
府
や
城
柵
と
宗
教
的
施
設
と
の
立
地
的
様
相
と
い
い
、
南
北
線
上
に
斉
整

的
に
存
在
す
る
。
乙
れ
は
古
代
日
本
人
が
西
南
日
本
か
ら
東
北
日
本
へ
と
エ
ク
メ
ネ
ー
を
拡
大
進
展
さ
せ
て
行
く
う
ち
に
、
西
南
日
本
で

の
空
間
認
識
の
基
本
軸
が
東
西
で
あ
っ
た
が
、
東
北
日
本
に
移
行
す
る
に
従
い
、
次
第
に
変
化
し
て
南
北
軸
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
次
第
に
変
化
し
た
と
は
い
え
、
徐
々
に
回
転
し
て
変
化
し
た
の
で
は
な
く
、
伊
豆
・
房
総
辺
り
に
な
る
と
何
時
の
間
に
か
そ
の
意
識

の
基
本
軸
が
南
北
軸
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
列
島
の
う
ち
の
本
州
に
沿
っ
て
移
動
す
る
う
ち
に
、
東
に
向
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い

た
の
が
北
に
向
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
北
に
向
う
と
意
識
す
る
空
間
の
基
本
軸
が
、
立
体
的
空
間
像
を
も
錯
覚
す
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
詳
細
は
別
稿
白
)
で
論
説
し
た
が
、
北
に
向
う
と
い
う
乙
と
は
北
辰
を
目
標
と
す
る
乙
と
に
な
り
、
北
辰
は
天
の

中
心
と
し
て
、
天
御
中
主
神
・
高
皇
産
霊
神
・
神
皇
産
霊
神
の
神
を
相
当
さ
せ
、
密
教
導
入
に
よ
っ
て
妙
見
菩
薩
と
し
て
信
仰
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
古
代
の
常
陸
は
天
に
最
も
近
い
国
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
常
陸
に
高
天
原
が
三
カ
所
も
あ
り

(
m
m
)

、
さ
ら
に
筑
波
山
が
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天
の
二
上
山
と
し
て
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
@
)
い
た
こ
と
も
無
視
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
南
北
軸
を
三
次
元
の
軸
と
錯
覚
し
て
た
め
で

は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
わ
れ
る
。
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
行
方
郡
の
条
に
、
「
天
人
の
畑
な
ら
ば
、
来
て
我
が
上
を
覆
へ
」
と
記
載
(ω
〉さ

れ
て
い
る
の
を
み
れ
ば
、
常
陸
を
「
天
」
と
関
連
付
け
て
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
北
に
向
う
乙
と
は
「
天
」
に
通
ず
る
も
の

と
信
じ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

要
す
る
に
古
代
日
本
人
の
空
間
認
識
の
基
本
軸
が
、
東
西
軸
、
南
北
軸
、
垂
直
軸
が
移
動
回
転
す
る
う
ち
に
一
体
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
て
、
現
実
の
自
己
の
人
間
界
を
中
心
に
し
て
球
体
的
な
空
間
像
を
画
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、

X
軸
が
東
へ
伸
び
る
う

ち
Y
軸
に
な
っ
て
し
ま
い
、

Y
軸
が
北
に
向
う
と

Z
軸
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
に
、
全
く
混
乱
し
て
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
あ

こ
れ
が
意
識
の
な
か
で
、

X
軸
が
Y
軸、

Y
軸
が
Z
軸
に
混
同
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
古
代
日
本
人
の
宇
宙
像
は
中
央

る
。
し
か
し
、

が
人
間
界
で
、
東
が
神
界
、
西
方
が
他
界
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
白
〉
が
、

エ
ク
メ
ネ
l
が
拡
大
進
展
し
て
行
く
と
そ
の
よ
う
な
単

方
向
的
な
も
の
で
な
く
、
も
う
一
方
の
方
向
の
軸
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
は
そ
れ
が
三
次
元
的
な
軸
ま
で
を
想
定
す
る
よ
う
に

な
る
。

つ
ま
り
、
三
次
元
的
な
軸
の
天
極
は
天
津
園
、
高
天
原
で
あ
り
、
他
方
は
地
の
極
か
ら
根
の
国
・
黄
泉
国
で
あ
る
。
そ
れ
ら
三
輪

は
い
ず
れ
も
両
極
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
両
極
の
あ
る
コ
一
軸
が
X
軸
か
ら

Y
軸、

Y
軸
か
ら

Z
軸
へ
と
回
転
す
る
よ
う
な
数
学
的
に

は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
宇
宙
像
を
形
成
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
移
動
と
い
う
連
続
の
な
か
に
、
空
間
も
ま
た
連
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
、

以
前
の
居
住
空
間
を
現
在
の
居
住
空
閣
の
な
か
に

編
成
し
よ
う
と
し
て
、
擬
き
的
な
連
想
空
間
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
。
東
へ
の
テ
ラ
・
イ
ン
コ
グ
ニ
タ
ー
に
魅
せ
ら
れ
て
理
想
郷
を
求
め
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て
移
動
を
繰
り
返
え
し
、
擬
き
的
連
想
が
止
揚
へ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
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F
』
口
問
8
2
0同
同

o
g
E
H
H
F
E
J司
H
-
m
r
p
O
H
H
O
H
L
C
E
g
E
q
]
U
H
o
g
-〕

3
・企
1
2
・

(
日
)
中
村
元
(
一
九
六
二
〉
東
洋
人
の
思
惟
方
法
二
中
村
元
選
集
第
二
巻
二
O
|
二
二
頁

(
U
〉

ア

l
サ
1

・
F
・
ラ
イ
ト
著
・
奥
崎
裕
司
訳
(
一
九
六
六
)
象
徴
性
と
機
能
歴
史
教
育
一
四
巻
一
二
口
t

V

-

1

-

一
一
一
頁

当
江
間

Z
v
〉

・

句

会

u
g〉
υω
可
E
z
-
-
ω
B
S弘
司

5
2
5
p
u
H
N
O図
。
口
氏
。
ロ

Dロ
(
U
Eロ間
g
g
L
O
H
V
R
の

H
E件
。

E
o
p
、H，
Z
M
2
5と
え

〉
印

EHHω
苫
岳

gw
〈

O戸
凶
凶

H〈

Z
0・品
u

唱司・白白吋}也、白吋山田・

山
田
安
彦
(
一
九
七
八
〉
都
城
的
集
落
の
機
能
と
象
徴
歴
史
地
理
学
紀
要
二
O
輯
一
一
五

l
一
四
九
頁

山
田
安
彦
(
一
九
七
八
)
古
代
の
都
市
的
集
落
に
お
け
る
地
域
空
間
構
成
の
理
念
住
宅
金
融
月
報
三
一
八
・
三
一
九
・
三
二
O
号
四
三

|
四
八
頁
三
八
|
四
五
頁
三
八
|
四
五
頁

(
日
)
中
村
元
(
一
九
六
六
)
東
洋
人
の
思
惟
方
法
三
中
村
元
選
集
第
三
巻
三
三
三

l
=
一
四
四
頁

(
日
)
前
掲

(
U
〉
山
田
安
彦
一
都
域
的
集
落
の
機
能
の
象
徴

(
げ
)
山
田
安
彦
(
一
九
八
O
〉
位
置
選
定
の
始
源
的
要
因
l

|
知
覚
的
歴
史
地
理
学
へ
の
準
備
と
し
て
西
村
嘉
助
先
生
退
官
記
念
事
業
実
行
委
員

会
編
(
一
九
八
O
〉
西
村
嘉
助
先
生
退
官
記
念
地
理
学
論
文
集
古
今
書
院
六
六
六
1

六
七
一
一
貝

(
お
)
山
田
安
彦
(
一
九
八
一
)
山
岳
と
冬
至
太
陽
出
没
方
位
と
古
代
地
域
計
画
の
理
念
歴
史
地
理
学
紀
要
二
三
輯
二
三
|
五
五
頁

山
田
安
彦
(
一
九
七
九
)
平
泉
士
口
図
か
ら
み
た
地
域
空
間
構
成
の
理
念
歴
史
地
理
学
紀
要
二
一
輯
五
|
五
四
頁

同》ロ

R
O
U
E
-
の

(
H
S
C
h

閉
山

g-w
回
目
白
間

5
E
S
L
〉
ず
鬼
門
担
口
件
当

OH】仏印

O同
H
Y
O
M
v
g
p
〔
回
。
阻
止
"
の

J
(
u
r
o同
-
a
w
H
N
ア
出
品
。
2
・吋・

釦ロ円四

ω円。ハ広州円同
1
F
U
-
河
・
(
ぬ
仏
・
〉

(H由吋
C
U
H
ν
H
C
m
H
o
g
s
。

00ぬ
HBM)}同
}
J
Hロ件。
H口
白
巴

O口
白
】
河
内
w
三
ゆ
当
国

O同
の
己
一
円
同

Oロ片

m
g
o同吋ロ
7
・
開
門
同
司
印
刷
守
門
戸

〉

Boz-
宅・〕
H
J
8
・

(MM
〉
各
県
庁
文
書
課
や
各
県
立
図
書
館
郷
土
史
料
室
等
に
保
管
さ
れ
て
い
る
「
小
字
一
覧
帳
」
に
よ
り
調
査
を
実
施
し
た
。

(
却
)
井
上
辰
雄
・
増
田
精
一
-
-
江
坂
輝
弥
(
一
九
五
六
)
常
陸
風
土
記
に
見
え
る
主
要
地
名
と
関
係
遺
跡
西
岡
虎
之
助
・
服
部
之
総
監
修
(
一
九

175 
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五
六
)
日
本
歴
史
地
図
全
国
教
育
図
書
株
式
会
社
所
収

(
幻
)
秋
本
吉
郎
(
一
九
五
八
)
風
土
記
岩
波
書
居
常
陸
国
風
土
記
信
太
郡
乗
浜
里
四
五
頁

(
包
)
吉
田
東
伍
(
一
九
六
九
〉
増
補
大
日
本
地
名
辞
典
第
二
巻
上
方
冨
山
房
八
三

O
頁
伊
勢
国
度
会
郡
神
崎
(
乙
う
ざ
き
〉

頁
志
摩
国
志
摩
郡
浮
島

(
お
)
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
(
一
九
七
七
)
諸
本
集
成
倭
名
類
衆
抄
本
文
編
六
二
四
・
六
二
五
・
八

O
七
・
八

O
八
頁

安
房
国
平
群
郡
白
浜
、
安
房
郡
白
浜
、
長
狭
郡
田
原
、
同
外
篇
日
本
地
理
志
料
|
|
和
名
類
取
県
抄
国
郡
郷
里
部
築
注
二
四
九
頁
上
総
国

勝
浦
の
条
、
神
武
帝
時
、
杷
ニ
天
富
命
「
令
ニ
天
日
鷲
命
奇
勝
占
忌
部
須
志
民
祭
u
之
、
子
孫
相
続
掌
ニ
初
事
「
以
至
ニ
今
日
「
阿
波
有
-
一
勝
浦
郡
「
是

其
本
居
、
後
従
ニ
天
富
命
一
東
行
、
遂
邑
ν
於
ν
此
、
以
ニ
勝
占
「
名
v
地
者
耶
。

(
但
)
吉
田
東
伍
(
一
九
七

O
)
増
補
大
臼
本
地
名
辞
典
第
六
巻
坂
東
富
山
一
民
六
七
四
頁
下
総
国
香
取
郡
神
崎
(
乙
う
ざ
き
)

(
お
)
塙
保
己
一
一
編
(
一
九
七
八
)
群
書
類
従
第
二
十
五
輯
維
部
一
ー
ー
一
三
頁
古
語
拾
遺

安
田
尚
道
・
秋
本
吉
徳
(
一
九
七
六
)
古
語
拾
遺
高
橋
氏
文
新
撰
日
本
古
典
文
康

4

現
代
思
潮
社

(
お
)
内
務
省
(
一
九
二
五
)
特
選
神
名
牒
思
文
閣
七
五
五
|
七
五
六
頁

高
市
志
友
(
一
九
七

O
)
紀
伊
国
名
所
図
会
付
歴
史
図
書
社
六
一
五
|
六
一
七
頁

仁
井
田
好
古
(
一
九
七

O
)
紀
伊
続
風
土
記
付
歴
史
図
書
社
二
五
七
|
二
六
一
頁

(
幻
)
山
田
安
彦
(
一
九
八

O
)
道
の
伝
承
〈
地
籍
図
を
読
む
)
地
理
二
五
巻
四
号
九
九
頁

安
房
の
式
内
社
に
関
し
て
は
、
千
葉
大
学
名
誉
教
授
神
尾
明
正
先
生
に
貴
重
な
御
教
示
を
賜
わ
っ
た
。
乙
と
に
誌
上
を
か
り
で
謝
意
を
表
す
。

(
部
〉
森
谷
ひ
ろ
み
(
一
九
七
五
〉
安
房
国
式
内
社
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
l
第
六
報
安
房
郡
安
房
坐
神
社
に
つ
い
て
千
葉
大
学
教
養
部

研
究
報
告

A
1
8

四
七
頁

(
却
)
山
田
安
彦
(
一
九
八

O
)
伝
承
地
の
地
籍
図
地
理
二
五
巻
四
号
五
八
|
六
三
頁

山
田
安
彦
(
一
九
七
八
)
古
代
直
線
道
路
の
要
因
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
日
一
五
日
三
四
二
|
二
四
三
頁

(

ω

)

東
実
(
一
九
六
八
〉
鹿
島
神
宮
学
生
社
六
四
|
六
六
頁

伊
能
忠
敬
の
日
本
沿
海
分
間
図
(
文
化
元
年
H
一
八

O
四
日
二
五
八
×
二
二
四
四
中
川
忠
英
所
蔵
|
国
立
図
書
館
I
G
C
展
示
会
で
関
覧
)
に

は
、
常
陸
明
石
海
岸
に
は
当
時
集
落
は
な
か
っ
た
が
、
「
明
石
」
の
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
地
図
上
に
お
い
て
も
必
要
な
地
名
で
あ
っ
た

}¥、

}¥ 



紀伊房総両半島における地名分布の類似性と古代日本人の擬き的連想空間

の
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
野
村
孝
文
(
一
九
六
一
)
南
西
諸
島
の
民
家
相
撲
書
一
房
一
乙
の
他
、
千
葉
県
(
一
九
六
四
)
千
葉
県
文
化
財
調
査
報
告
書
や
千
葉
県
教
育
委

員
会
(
一
九
七
四
)
千
葉
県
の
民
家
I
安
房
の
民
家
な
ど
が
あ
る
。

(
閉
山
〉
多
く
の
文
書
や
具
体
的
証
拠
が
あ
る
が
、
代
表
的
な
文
献
と
し
て
は
千
葉
県
編
(
一
八
八
三
)
一
房
一
総
水
産
図
誌
が
あ
り
、
周
知
の
文
書
と
し
て

は
銚
子
の
外
川
港
外
川
由
来
記
、
勝
浦
市
鵜
原
真
光
寺
文
書
、
天
津
小
湊
町
の
天
津
善
覚
寺
文
書
な
ど
を
指
摘
し
う
る
。
そ
れ
ら
の
寺
院
や
木
更

津
市
矢
那
川
沿
い
に
あ
る
証
誠
寺
に
は
関
西
系
家
屋
号
の
墓
石
が
あ
る
。

世
に
名
高
い
記
念
物
と
し
て
関
西
系
漁
民
の
信
仰
を
表
徴
す
る
仏
足
石
が
勝
浦
湾
八
幡
岬
川
津
漁
港
を
見
下
す
津
慶
寺
に
あ
り
、
そ
の
足
栂
を

有
す
る
阿
弥
陀
仏
が
長
生
郡
長
南
町
千
四
称
念
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。

金
井
嘉
佐
太
郎
(
一
九
七
一
)
仏
足
跡
の
研
究
ー
そ
の
生
成
・
東
漸
と
顕
現
仏
教
書
林
中
山
書
房

(
出
)
乾
克
巳
(
一
九
七

O
)
房
一
総
の
熊
野
神
社
房
一
総
文
化
一
一
号
三
四
四
三
頁

(
但
)
一
房
一
総
の
古
墳
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
し
た
の
で
掲
げ
て
お
く
。

文
化
財
保
護
委
員
会
(
一
九
六
七
〉
全
国
遺
跡
地
図

千
葉
県
小
笠
原
長
和
・
川
村
優
(
一
九
七
九
)
千
葉
県
の
歴
史
山
川
出
版
社
一
九
|
二
七
頁

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
編
(
一
九
七
四
)
全
国
遺
跡
地
図
ロ
千
葉
県
国
土
地
理
協
会

小
林
三
郎
(
一
九
七

O
)
古
墳
文
化
の
波
及
大
塚
初
重
(
一
九
七

O
)
東
国
古
墳
の
成
立
杉
原
荘
介
・
竹
内
理
三
(
一
九
七

O
)
古
代
の

日
本
第
七
巻
関
東
角
川
書
居
所
収
五
六
六
八
・
六
九
・
九
三
頁

甘
粕
健
・
久
保
哲
三
(
一
九
七
八
)
関
東
古
墳
文
化
の
地
域
的
特
色
近
藤
義
郎
・
藤
沢
長
治
(
一
九
七
八
)
日
本
の
考
古
学

時
代
的
河
出
書
房
新
社
団
二
八

l
四
九
八
頁

川
戸
彰
(
一
九
七
三
)
房
総
半
島
に
お
け
る
古
墳
文
化
の
展
開
|
|
特
に
六
世
紀
前
後
の
古
墳
を
め
ぐ
っ
て
|
|

九
七
三
)
房
一
総
地
方
史
の
研
究
雄
山
閣
四
五
|
六
二
頁

前
川
明
久
(
一
九
七
七
)
東
国
の
国
造
志
回
諒
一
一
編
(
一
九
七
七
)
古
代
の
地
方
史

頁
茂
木
雅
晴
(
一
九
七
四
)
前
方
後
円
墳

IV 

古
墳

地
方
史
研
究
協
議
会
(
一

坂
東
編

朝
倉
室
田
市
出
所
収

六
七
1

八
八

第
五
巻

177 

雄
山
閤



古
墳
文
化
の
地
域
的
特
色

前
掲
註
(
担
)
日
本
の
考
古
学

古
墳
時

N 
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(出
)
A

森
浩
一
・
石
部
正
志
(
一
九
七
八
〉
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺

代

ω
二
九
六
頁

梅
原
末
治
(
一
九
六
五
)
椿
井
大
塚
山
古
墳

(
出
)
前
掲
註
(
加
〉
上
古
の
鹿
島
想
定
図
参
照

(
お
)
岩
坂
大
満
横
穴
群
調
査
団
(
一
九
七
三
〉
千
葉
県
富
津
市
岩
坂
大
満
横
穴
群
調
査
報
告

第
三
七
図
千
葉
県
に
お
け
る
横
穴
分
布
図
参
照

(
幻
)
平
野
元
三
郎
・
滝
口
宏
(
一
九
六
七
〉
大
同
元
年
在
銘
横
穴
古
代
四
九
・
五

O
合
併
号

(
部
)
前
掲
註
(
幻
)
一

O
三
|
一

O
四
頁

(
却
〉
前
掲
註
(
沼
)
三
四
八
頁
南
葛
城
郡
葛
村

(
必
)
前
掲
註
(
部
〉
特
選
神
名
牒
六

O
頁

(
什
制
)
前
掲
註
(
川
町
)
八
八
頁
前
掲
註
(
詑
)
三
五
四
頁

(
必
)
前
掲
註
(
必
)
九
三
頁
前
掲
註
(
詑
)
三
五
三
頁

(
川
町
)
前
掲
註
(
お
)
六
一
四
・
七
九
八
頁
大
和
国
高
市
郡
巨
勢

(
必
)
前
掲
註
(
泣
)
三
四
九
頁

(
必
)
前
掲
註
(
鉛
)
二
六
|
三
七
頁

(
必
)
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
(
一
九
六
七
)
日
本
書
紀
上
岩
波
書
庖
一
四
九
|
一
五

O
頁

(
円
削
)
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
一
編
(
一
九
七
一
〉
続
日
本
後
紀
五
一
頁
承
和
三
年
五
月
丁
未
(
九
)
日
奉
v
授
ニ
下
総
国
香
取
郡
従
三
位

伊
波
比
主
命
正
二
位
吋
常
陸
国
鹿
島
郡
従
二
位
勲
一
等
建
御
賀
一
旦
智
命
正
二
位
。
(
・
印
は
筆
者
が
附
じ
た
。
)

(
川
崎
)
前
掲
註
(
お
)
六
二
六
・
八

O
九
頁

(
的
制
)
千
葉
県
立
中
央
図
書
館
編
(
一
九
七

O
)
千
葉
県
地
名
変
遷
総
覧

(
印
)
前
掲
註
(

ω

)

二
七

(
日
)
前
掲
註
(
川
崎
)
三

O
五
頁

(
位
)
前
掲
註
(
剖
)
五
八
二
頁

富
津
市
文
化
財
調
査
報
告
書
付

六
七
l
六
九
頁

一
O
O
l
一
O
一
頁

同
図
書
館
発
行

一
四
・
七
四
・
九
一
頁

安
房
園
長
狭
郡
日
置
郷
吉
浦

ヨ
シ
・
ア
シ
に
相
通
ず
る
の
で
比
定
し
た
と
い
う
。



(
部
)
前
畑
町
註
(
岱
)
六
二
六
・
八
。
九
頁

(
臼
〉
前
掲
註
(
担
)
六
五

O
頁
下
総
国
海
上
郡
飯
岡
の
海
浜
を
玉
浦
と
い
う
説
が
あ
る
が
『
倭
名
類
家
抄
』
(
臼
)
の
下
総
国
匝
瑳
郡
珠
浦
郷
を
乙

こ
に
擬
定
す
る
の
は
錯
誤
で
あ
る
と
い
う
。
海
上
郡
飯
岡
村
の
玉
前
(
た
ま
さ
ま
)
神
社
と
長
柄
(
な
が
ら
)
郡
(
明
治
二
九
年
H
一
八
九
六
日

堆
生
日
は
ぷ
H
郡
と
合
併
し
て
長
生
郡
と
改
名
)
一
宮
の
玉
前
神
社
が
北
と
南
に
鎮
座
し
て
九
十
九
里
浜
を
守
護
し
た
と
い
う
。
玉
浦
と
は
こ
の

浜
浦
に
外
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
日
〉
前
掲
註
(
剖
)
千
葉
県
の
歴
史
二

O
頁

(
回
)
前
掲
註
(
臼
)
二
二
頁
前
掲
註
(
但
)
六
七
五
頁

(

U

)

前
掲
註
(
鈎
)
一
ム
ハ
二
一

l
一
六
九
頁

(
国
)
前
掲
註
(
川
崎
)
一
八
九
頁

(
印
)
前
掲
註
(
必
)
二
七

O
頁

(
印
)
前
掲
註
(
必
)
二
九
七
頁

(
門
別
)
前
掲
註
(
幻
)
四
三
三
頁

(
回
〉
前
掲
註
(
必
)
=
二
八
頁
東
西
を
日
縦
と
し
、
南
北
を
日
横
と
す
。
山
の
陽
(
み
な
み
〉
を
影
面
(
か
げ
と
も
)
と
日
ふ
。
山
の
陰
(
き
た
)

を
背
面
(
そ
と
も
)
と
日
ふ
。

小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広
校
注
・
編
(
一
九
七
一
)
万
葉
集
付

て
)
と
日
の
緯
(
よ
乙
)
と
い
う
語
句
が
あ
る
。

(
臼
〉
前
掲
註
(
必
)
二
四
三
頁

(
刷
出
)
掲
前
註
(
必
〉
二
五

O
頁

(
伍
)
前
掲
註
(
必
)
二
九
六

l
二
九
七
頁

(
前
)
前
掲
註
(
日
明
)
三

O
三
i
三
O
六
頁

(
釘
)
前
掲
註
(
必
)
三
一
四
頁

(
回
)
山
田
安
彦
(
一
九
六
四
〉
古
代
日
本
の
社
会
倫
理
と
地
域
体
系
の
成
立

(
的
)
虎
尾
俊
哉
(
一
九
六
四
)
延
喜
式
吉
川
弘
文
館
一

O
八
頁
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小
学
館

岩
手
史
学
研
究

九

頁

藤
原
宮
御
井
歌
の
な
か
に
、
白
の
経
(
た

四
四
号
一

i
一
一
一
一
一
頁
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(
河
)
前
掲
註
(
叩
山
)
特
選
神
名
牒
と
前
掲
註
(
幻
)
を
参
照
し
て
筆
者
が
作
成
し
た
。

(
刀
)
単
位
郷
当
り
の
平
均
平
地
面
積
に
つ
い
て
は
、
板
橋
源
が
恒
藤
規
隆
算
出
に
よ
る
概
測
一
五
度
以
下
の
平
地
面
積
と
「
倭
名
類
家
抄
』
の
郷
数

と
を
利
用
し
て
算
出
し
た
数
表
を
参
照
し
た
。

板
橋
源
(
一
九
五
三
〉
陸
奥
・
出
羽
古
代
郷
考
岩
手
史
学
研
究
一
四
号
一
一
一
九
頁
、
筆
者
も
東
国
と
東
北
の
古
代
の
人
口
を
推
計

す
る
(
藤
岡
謙
二
郎
編
H
一
九
七
五
日
H
本
歴
史
地
理
総
説
古
代
編
所
収
)
た
め
に
概
測
傾
斜
一
五
度
以
下
の
平
地
面
積
を
検
討
し
た
乙
と
が
あ

る
。
恒
藤
規
隆
(
一
九

O
六
)
の
日
本
地
産
統
計
は
筆
者
の
文
部
省
科
学
研
究
費
で
購
入
し
、
岩
手
大
学
図
書
館
に
寄
付
し
て
お
い
た
。

(
刊
ω

)

渡
辺
安
麿
(
一
九
八

O
)
伊
豆
国
島
々
の
式
内
社
(
上
)
式
内
社
の
し
お
り
一
五
号
七
頁

(

η

)

倉
品
昭
二
(
一
九
八
一
)
人
工
衛
星
で
海
流
を
調
べ
る
地
図
ニ
ュ
ー
ス
一

O
四
号
一
一

l
一

四

図

付

参

照

な
お
、
図
付
の
黒
潮
の
変
動
図
に
つ
い
て
は
、
よ
り
鮮
明
な
る
原
図
を
日
本
地
図
セ
ン
タ
ー
の
山
口
恵
一
郎
氏
、
海
上
保
安
庁
水
路
部
海
図
課

の
今
井
健
三
氏
の
御
尽
力
に
よ
り
複
写
し
て
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
両
氏
と
水
路
部
海
象
課
の
倉
品
昭
二
氏
に
お
世
話
に
な
り
、
関
係
資
料
ま

で
恵
与
さ
れ
詳
細
に
閲
覧
す
る
乙
と
が
出
来
た
。
乙
乙
に
そ
の
関
係
資
料
の
一
部
を
掲
げ
、
謝
意
を
表
す
る
。

石
井
春
雄
(
一
九
八
一
)
ア
ル
ゴ
ス
ブ
イ
に
よ
る
黒
潮
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
月
刊
海
洋
科
学
二
ニ
巻
五
号
三
三
八
|
三
四
五
頁

(
日
)
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
の
宇
宙
写
真
を
参
照
す
る
と
理
解
の
一
助
と
な
る
。
口
"

Z

O
〈

∞
0

・。
z
g
!日
"
開
H
8
l
尽
w

Z

〉
日
ロ
〉
戸
〉
Z

ロ

ω〉
戸

開
I
N
N
-
N
O
l
o
o
ω
印
印

l
印

・

〈

U
u
Z
ω
A
H
l
ω
。
ゅ
何
回
ω
U
l
h
H
h
y

開
l
N
N
H
N
C
1
0
0
ω
由

H
』
印
・

(
花
)
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
編
(
一
九
七
四
〉
研
究
紀
要
I

多
賀
城
碑
特
集
、
同
所
編
(
一
九
七
五
)
研
究
紀
要
E

集
参
照
(
研
究
紀
要
I

図
版
二
を
参
照
)

(
叩
山
〉
前
掲
註
(
同
日
)
山
田
安
彦
(
一
九
七
九
〉
平
泉
古
図
か
ら
み
た
地
域
空
間
構
成
の
理
念

(
打
)
前
掲
註
(
詔
)
七
頁

(
花
)
森
谷
ひ
ろ
み
(
一
九
'
壬
己
安
房
国
式
内
社
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
|
第
五
報

養
部
研
究
報
告

A
l
g

八
九
・
一

O
O
i
一
O
一
頁

(
乃
〉
森
谷
ひ
ろ
み
(
一
九
七
一
〉
安
房
国
式
内
社
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
第
三
報

部
研
究
報
告

A
1
4

六
二
・
六
七
頁

(
剖
)
森
谷
ひ
ろ
み
〈
一
九
七
四
〉
安
房
国
式
内
社
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
l
第
四
報

続

多
賀
城
碑
特

后
神
天
比
理
刀
祥
命
神
社
に
つ
い
て
|
千
葉
大
学
教

朝
夷
郡
下
立
松
原
神
社
に
つ
い
て
1

千
葉
大
学
教
養

朝
夷
郡
高
家
神
社
に
つ
い
て
|

国
史
学

八
八
号
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六
一
頁

(
別
)
前
掲
註
(
必
)
三
六

O
頁

(
担
)
森
谷
ひ
ろ
み
(
一
九
七
一
)
安
一
房
一
国
式
内
社
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
!
第
二
報

号

四

四

頁

(
部
)
前
掲
註
〈
位
)
四
五
頁

(
制
〉
前
掲
註
(
回
〉
四
七
頁

(
出
)
前
掲
註
〈
羽
)
『
群
書
類
従
』
所
収
『
古
語
拾
遺
』
ご
一
一
良
上
段
、
六
頁
下
段
、

(
前
)
前
掲
註
(
位
〉
五
一
ー
l
五
七
頁

(
釘
)
小
島
憲
之
・
木
下
豆
俊
・
佐
竹
昭
広
校
注
訳
(
一
九
七
三
)
万
葉
集
同
小
学
館
四
七
頁

莫
越
山
神
社
の
御
神
体
山
で
あ
る
莫
越
山
を
み
る
と
万
葉
集
所
収
の
「
わ
が
背
子
を
」
の
歌
に
因
む
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
々
に
い
ろ
い
ろ
な

想
い
を
お
乙
さ
せ
る
。
永
年
に
わ
た
り
、
安
一
民
の
式
内
社
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
を
進
め
て
お
ら
れ
る
千
葉
大
学
名
誉
教
授
神
尾
明
正
先

生
の
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
「
乙
の
丘
を
越
え
て
い
ず
く
に
行
か
ん
と
す
莫
越
山
な
り
神
お
ろ
が
ま
ん
」

一
九
七
七
年
に
安
房
国
を
調
査
し
た
際
、
神
尾
明
正
先
生
に
同
行
し
て
い
た
だ
き
貴
重
な
御
意
見
と
御
指
導
を
賜
わ
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表

す。

(
部
)
前
掲
註
(
却
)
九
三
!
九
九
頁
、
一

O
一
|
一

O
六
頁

(
的
)
前
掲
註
(
叩
〉
七
二
1
七
四
頁

(
卯
)
前
掲
註
(
幻
)
五
九
|
六
一
頁
こ
こ
に
い
う
「
天
人
」
(
あ
ま
び
と
)
と
は
天
皇
統
治
下
の
人
を
指
し
て
い
う
ら
し
い
が
、
常
陸
は
「
天
」
を

接
頭
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
や
は
り
常
陸
は
天
に
最
も
近
い
土
地
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
〔
前
掲
註
(
初
)
九
七
頁
〕
。

筑
波
山
は
常
陸
主
要
部
の
唯
一
の
山
で
あ
る
か
ら
、
伊
能
忠
敬
の
日
本
沿
海
分
間
図
(
前
掲
註
叩
)
に
お
い
て
位
置
設
定
の
目
標
物
に
し
て
い

る
。
恐
ら
く
古
代
に
お
い
て
も
目
標
と
し
て
は
適
当
な
対
象
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
川
出
)
吉
野
裕
子
(
一
九
七
九
)
陰
陽
五
行
思
想
か
ら
み
た
日
本
の
祭
|
伊
勢
神
宮
祭
把
・
大
嘗
祭
を
中
心
と
し
て
|

朝
夷
郡
莫
越
山
神
社
に
つ
い
て
1

国
史
学

L
R
 

F
ノ

τノ

弘
文
堂

二
O
l
二
六
頁
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本
論
稿
は
昭
和
五
六
年
度
歴
史
地
理
学
会
大
会
(
四
月
二
六
日

奈
良
大
学
〉
に
お
い
て
研
究
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。




