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く
に
の
晶
や
つ
こ
は
ん
ぎ
 
 

せ
ん
だ
い
く
 
じ
 
ほ
ん
ぎ
 
 

た
。
『
先
代
旧
事
本
紀
』
巻
十
の
「
国
造
本
紀
」
に
よ
る
と
、
 
 

ぉ
き
ヒ
ヤ
た
士
の
・
T
u
と
 
 
ゎ
き
の
く
に
の
み
や
つ
こ
 
 

し
 
が
た
か
あ
な
は
？
≠
か
ど
 
 
 
あ
め
の
申
 
つ
 
ひ
こ
の
ム
ご
】
と
 
 

志
賀
高
穴
穂
朝
に
、
天
湯
津
彦
命
の
五
世
孫
、
飽
速
王
命
を
阿
岐
国
 
造
に
定
め
賜
ふ
。
 
 

せ
い
む
 
と
あ
カ
、
成
務
天
皇
の
治
世
に
飽
速
王
命
を
阿
岐
国
造
に
任
命
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
つ
い
 
 

て
は
、
偽
書
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
り
、
そ
の
史
料
的
価
値
に
問
題
が
あ
る
の
で
、
記
載
内
容
全
般
に
わ
た
っ
て
信
頼
で
き
な
い
け
 
 

れ
ど
も
、
「
国
造
本
紀
」
の
部
分
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
以
外
の
依
る
べ
き
原
資
料
に
も
と
づ
い
て
編
集
さ
れ
た
と
考
え
 
 

し
り
ぞ
 
ら
れ
る
の
で
、
単
純
に
偽
り
で
あ
る
と
し
て
斥
け
る
の
は
独
断
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
初
め
て
阿
岐
国
造
が
任
命
さ
れ
た
時
 
 

期
を
、
成
務
天
皇
の
治
世
と
す
る
点
ほ
史
実
と
は
考
え
難
い
し
、
ま
た
飽
速
王
命
に
つ
い
て
も
実
在
の
人
物
と
は
な
し
難
く
、
「
飽
」
 
 

よ
り
し
ろ
 
 

ほ
阿
岐
国
の
ア
キ
の
地
名
で
、
原
義
は
穀
物
の
み
の
り
豊
か
な
土
地
と
い
う
煮
で
あ
り
、
「
速
玉
」
は
映
え
る
玉
で
宝
玉
を
依
代
と
 
 

す
る
神
霊
の
煮
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
阿
岐
国
造
が
幾
世
代
に
も
わ
た
り
、
祖
先
神
と
し
て
信
仰
し
て
き
た
神
名
で
あ
ろ
う
。
結
 
 

局
、
「
国
造
本
紀
」
に
よ
っ
て
、
阿
岐
国
お
よ
び
国
造
の
存
在
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
成
立
時
期
や
国
造
と
し
て
勢
 
 

第
一
節
 
古
 
代
 
 

阿
岐
国
 
 

第
一
節
 
古
 
 

あ
き
の
く
に
 
 
 

一
阿
岐
国
か
ら
安
芸
国
へ
 
 
 

つ
く
し
き
び
い
ず
も
 
 

三
世
紀
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
、
大
和
朝
廷
は
筑
紫
・
吉
備
・
出
雲
な
ど
地
方
に
分
立
し
て
い
た
ク
ニ
（
国
）
を
、
漸
次
 
 

支
配
下
に
い
れ
て
全
国
統
一
を
推
進
し
て
い
っ
た
が
、
熊
野
盆
地
を
包
含
す
る
阿
岐
国
も
支
配
下
に
組
込
ま
れ
て
い
っ
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威
を
ふ
る
っ
た
家
族
名
亘
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
 
 

み
じ
ょ
う
こ
ふ
ん
 
 
 

ぜ
ん
ば
う
こ
う
え
ん
ふ
ん
 
 
 

広
島
県
内
最
大
の
前
方
後
円
墳
は
、
周
知
の
よ
う
に
西
条
盆
地
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
三
ツ
城
古
墳
で
あ
る
。
こ
の
古
墳
は
全
 
 

く
－
こ
の
み
や
つ
こ
 
 

長
お
よ
そ
八
四
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
築
造
年
代
は
五
世
紀
後
半
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
国
 
造
層
の
地
方
豪
族
が
遅
く
と
も
此
 
 

あ
き
の
く
に
の
云
二
†
つ
こ
 
 

頃
に
西
条
盆
地
に
出
現
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
前
方
後
円
墳
は
多
分
阿
岐
国
 
造
層
の
豪
族
を
被
葬
老
と
す
る
墳
 
 

墓
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
熊
野
盆
地
は
こ
の
西
条
盆
地
に
隣
接
し
て
お
り
、
五
世
紀
ご
ろ
に
は
す
で
に
此
処
の
国
造
層
 
 

の
豪
族
の
支
配
下
に
は
い
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
熊
野
盆
地
に
は
前
方
後
円
墳
あ
る
い
は
後
期
 
 

古
墳
が
い
ま
だ
一
例
も
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
う
な
る
と
こ
の
盆
地
に
は
五
二
ハ
世
紀
ご
ろ
家
族
や
有
力
な
農
民
層
が
出
現
す
る
 
 

余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

ず
い
と
う
け
ん
 
 
 
 
 
 
七
世
紀
に
ほ
い
る
と
、
隋
・
唐
の
国
家
体
側
を
モ
デ
ル
と
す
る
国
づ
く
り
が
意
欲
的
に
推
進
さ
れ
る
。
そ
の
気
運
は
造
 
 
 

安
芸
国
 
ず
い
し
 
け
ん
と
う
し
 
 

隋
使
・
遣
唐
使
に
伴
な
わ
れ
て
派
過
さ
れ
て
い
た
学
問
僧
・
留
学
生
ら
の
相
次
ぐ
帰
朝
に
よ
っ
て
刺
激
を
う
け
、
七
世
 
 

紀
中
ご
ろ
に
急
激
に
日
邦
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
孝
徳
天
皇
の
治
世
に
お
け
る
改
新
政
府
の
樹
立
と
諸
改
革
を
契
機
に
、
七
世
紀
後
 
 

き
よ
み
は
ら
り
よ
う
 
 

て
ん
む
 
 

お
ら
み
り
よ
う
 
 

て
ん
じ
 
 

半
の
約
半
世
紀
を
通
じ
て
、
天
智
天
皇
に
よ
る
近
江
令
の
編
纂
・
施
行
、
天
武
天
皇
・
持
統
天
皇
に
よ
る
浄
御
原
今
の
編
纂
・
施
 
 

も
ん
む
 
 

行
と
続
い
て
、
新
し
い
律
令
体
制
の
国
づ
く
り
が
曲
折
を
経
な
が
ら
も
進
め
ら
れ
、
や
が
て
八
世
紀
初
頭
の
文
武
天
皇
の
治
世
に
お
 
 

た
い
は
う
り
つ
り
よ
う
 
 

い
て
、
大
宝
律
令
の
編
纂
・
施
行
を
も
っ
て
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
律
令
国
家
体
制
の
確
立
で
あ
る
。
そ
 
 

れ
は
天
皇
を
中
核
と
す
る
中
央
集
権
の
官
僚
支
配
機
構
の
確
立
を
意
味
し
、
そ
の
機
構
を
通
じ
て
一
元
的
に
人
民
を
統
制
支
配
し
、
 
 

．
ミ
L
■
ヽ
．
．
ヽ
二
ヽ
 
 

人
民
か
ら
租
・
庸
・
調
・
雑
得
・
兵
役
な
ど
を
徴
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
の
財
源
お
よ
び
軍
備
に
充
当
す
る
体
制
で
あ
る
。
 
 

．
∴
．
ハ
 
 
そ
れ
で
は
律
令
国
家
に
お
け
る
地
方
行
政
組
織
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
。
従
来
、
大
和
朝
廷
の
も
と
で
は
、
国
 
 

く
に
 

む
ら
 
 

む
ら
の
お
ぴ
と
 
 

み
ゃ
つ
こ
 
 

造
が
支
配
す
る
国
の
下
部
組
織
と
し
て
ほ
、
一
般
に
村
首
が
支
配
す
る
村
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
前
半
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ご
ろ
に
か
け
て
は
原
則
的
に
は
国
1
村
と
い
う
地
方
行
政
組
織
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
割
に
ま
ず
改
革
を
加
え
た
の
が
、
 
 

こ
は
り
こ
は
り
 
孝
徳
朝
の
評
制
施
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
前
の
国
造
制
の
改
革
で
あ
っ
て
、
大
国
造
の
支
配
す
る
国
の
場
合
は
分
割
し
て
評
を
設
 
 

き
び
の
あ
な
の
く
に
の
み
ヤ
つ
こ
 
 

こ
ほ
り
 
置
し
、
小
国
造
の
国
の
場
合
ほ
ほ
ば
そ
の
ま
ま
を
移
行
し
て
評
と
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
吉
備
穴
国
造
の
支
配
し
て
い
 
 

あ
な
の
き
み
こ
ほ
り
の
み
や
つ
こ
 
 

あ
な
の
く
に
ぁ
な
の
こ
ほ
り
く
に
の
み
や
つ
こ
 
た
穴
国
（
現
在
の
福
山
市
東
半
・
神
辺
町
・
加
茂
町
）
が
穴
評
と
改
め
ら
れ
、
国
連
で
あ
っ
た
穴
君
が
評
 
造
に
任
命
さ
れ
 
 

あ
き
の
ー
」
ほ
り
 
さ
え
き
の
こ
ほ
り
 
か
も
の
こ
ほ
り
 
ぬ
た
の
こ
ほ
り
 
や
ま
が
た
の
こ
ほ
り
 
た
か
た
の
こ
は
り
 
 

あ
き
の
く
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
阿
岐
国
の
場
合
は
、
た
ぷ
ん
阿
岐
評
・
佐
伯
評
・
賀
茂
評
・
沼
田
評
・
山
県
評
二
向
田
評
な
ど
 
 

お
ほ
し
の
あ
た
え
さ
え
ぎ
の
あ
た
え
 
 

に
次
々
と
分
割
さ
れ
、
国
造
層
の
凡
直
・
佐
伯
直
を
称
す
る
豪
族
そ
の
他
が
評
造
に
任
命
さ
れ
て
行
政
を
担
当
し
た
の
で
あ
ろ
 
 

こ
は
り
の
み
や
つ
こ
 
 

う
。
要
す
る
に
、
従
来
は
比
較
的
独
立
性
の
強
か
っ
た
国
造
を
解
体
し
て
、
中
央
政
府
が
直
接
任
命
す
る
地
方
官
た
る
評
 
造
に
 
 

切
替
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
孝
徳
朝
竺
挙
に
断
行
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
漸
次
全
国
に
及
ぼ
さ
れ
て
ゆ
き
、
天
智
朝
の
庚
 
 

ご
ね
ん
じ
や
く
 
午
年
籍
作
成
の
こ
ろ
に
は
完
成
し
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

こ
は
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
か
い
ち
ぐ
ん
あ
す
か
む
ら
 
で
ん
あ
す
か
い
た
ぶ
ぎ
の
み
ヤ
あ
と
 
 
 
 
 
し
ら
か
 
ペ
の
き
 
 
そ
れ
か
ら
評
の
下
部
行
政
単
位
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
奈
良
彗
同
市
郡
明
日
香
村
の
伝
飛
鳥
板
蓋
宮
跡
か
ら
、
「
白
髪
部
五
十
 
 

戸
」
 
 

た
。
 
 

で
、
 
 

い
は
い
せ
ぎ
 
 

里
で
あ
る
ら
し
い
。
ま
た
静
岡
県
浜
松
市
の
伊
場
遺
跡
か
ら
 
 

辛
巳
年
正
月
生
十
日
柴
江
五
十
戸
人
 
 

か
の
ま
の
と
し
と
う
と
う
み
の
く
に
ふ
ち
の
こ
ほ
り
 
と
書
か
れ
た
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
D
辛
巳
年
は
天
武
十
年
（
六
八
一
）
と
み
な
さ
れ
、
柴
江
五
十
戸
は
の
ち
の
遠
江
国
数
智
郡
 
 

こ
う
ご
 
 

し
望
の
き
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
苦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
柴
江
里
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
五
〇
戸
一
里
制
の
編
成
作
業
も
評
制
改
革
と
並
行
し
て
行
わ
れ
た
ら
し
く
、
庚
午
 
 

ね
ん
じ
や
く
さ
と
お
き
 
年
籍
作
成
の
こ
ろ
に
は
、
ほ
ぼ
全
国
的
に
編
成
替
え
を
終
了
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
五
十
戸
長
（
里
長
）
に
は
従
前
 
 

代
 
 

第
一
節
 
古
 
 

も
つ
か
ん
だ
い
か
げ
か
ん
い
 
と
記
さ
れ
た
木
簡
が
出
土
し
、
そ
れ
と
同
時
に
出
土
し
た
別
の
木
簡
に
「
大
花
下
」
と
い
う
冠
位
名
を
記
し
た
も
の
が
あ
っ
 
 

か
ん
い
 
 

「
大
花
下
」
は
大
化
五
年
（
六
四
九
）
か
ら
天
智
三
年
（
六
六
四
）
ま
で
施
行
さ
れ
て
い
た
冠
位
二
九
階
制
の
冠
位
名
で
あ
る
の
 
 

L
ろ
か
ペ
の
さ
と
び
つ
ち
ゆ
う
の
く
に
く
ぽ
や
の
こ
ほ
り
し
ら
か
べ
の
 
こ
の
時
期
に
す
で
に
五
〇
戸
編
成
の
里
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
白
髪
部
五
十
戸
は
後
の
備
中
国
窪
産
郡
白
髪
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む
ら
の
お
ぴ
と
 
 

の
村
首
層
の
有
力
姓
氏
が
選
任
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

こ
は
り
 

く
に
く
に
の
み
こ
と
も
ち
 
 
 

さ
て
、
最
後
に
評
の
上
部
行
政
単
位
で
あ
る
国
と
国
 
宰
 
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
宰
は
中
央
政
府
か
ら
 
 

は
り
ま
り
く
に
の
ふ
ど
き
さ
よ
の
こ
は
り
お
ら
 
派
遣
さ
れ
て
常
駐
す
る
地
方
官
で
あ
る
が
、
そ
の
創
置
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
『
播
磨
国
風
士
記
』
讃
容
郡
の
条
に
、
「
近
 
 

み
の
す
め
ら
み
こ
と
 ち
も
り
の
お
み
く
に
の
み
こ
と
も
も
 
 

江
天
皇
の
世
に
、
道
守
臣
こ
の
国
 
宰
と
な
り
」
と
あ
り
、
天
智
天
皇
の
と
き
に
任
命
さ
れ
た
例
が
あ
る
の
で
、
庚
午
年
籍
 
 

作
成
（
六
七
〇
年
）
ご
ろ
に
は
、
こ
れ
ま
た
全
国
に
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 

た
い
は
う
り
つ
り
よ
う
 
 
 

た
い
ほ
う
が
ん
ね
ん
 
 
や
が
て
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
か
ら
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に
か
け
て
、
大
宝
律
令
が
施
行
さ
れ
る
と
、
地
方
行
政
制
度
は
大
幅
に
 
 

く
に
の
み
こ
と
も
ち
く
に
の
二
∵
か
さ
 
改
革
さ
れ
た
。
ま
ず
諸
国
の
場
合
、
国
宰
制
に
か
わ
っ
て
国
司
割
と
な
り
、
従
前
の
国
事
が
行
便
L
た
行
政
権
・
警
察
権
・
裁
 
 

判
権
に
加
え
て
、
新
た
に
財
政
権
と
軍
事
権
が
附
与
さ
れ
、
管
国
内
に
お
い
て
絶
大
な
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
下
 
 

こ
ほ
り
こ
ほ
り
の
つ
か
さ
く
に
の
み
や
つ
こ
 
部
組
織
の
評
制
は
郡
制
に
改
め
ら
れ
、
郡
司
は
旧
国
道
層
の
地
方
豪
族
お
よ
び
有
力
豪
族
の
う
ち
か
ら
選
任
さ
れ
る
点
で
大
 
 

な
い
い
げ
い
 
き
な
変
化
を
認
め
な
い
が
、
そ
の
位
階
は
内
位
と
区
別
し
て
外
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
極
端
に
低
く
な
り
、
ま
た
職
務
内
容
も
令
 
 

ぶ
ん
 

し
よ
ぶ
 
 

文
に
よ
る
と
、
所
部
を
撫
養
し
、
郡
の
こ
と
を
検
察
す
る
と
規
定
し
、
き
わ
め
て
抽
象
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
お
り
、
実
際
 
 

の
行
政
棒
限
は
従
前
よ
り
も
大
幅
に
制
限
か
つ
縮
小
さ
れ
て
、
国
司
の
も
と
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

い
ち
り
さ
と
お
き
か
ん
 
 
里
制
ほ
五
〇
戸
一
里
制
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
里
に
は
里
長
が
置
か
れ
、
戸
口
の
掌
握
、
勧
 
 

の
▲
ノ
 
 

農
、
警
察
事
務
、
徴
税
な
ど
の
職
務
を
担
当
し
た
。
里
は
必
ず
し
も
境
界
を
画
哀
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
通
例
隣
接
す
る
 
 

二
な
い
し
三
の
自
然
集
落
を
ま
と
め
て
編
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
現
実
に
は
地
名
を
冠
し
た
里
名
が
比
較
的
多
く
存
在
し
 
 

ご
は
 
た
。
里
内
に
は
五
保
制
が
あ
り
、
五
戸
を
も
っ
て
構
成
し
た
隣
保
組
織
が
つ
く
ら
れ
、
諸
事
相
互
に
連
帯
責
任
を
も
つ
よ
う
義
務
づ
 
 

け
ら
れ
た
。
 
 

こ
せ
き
け
い
ち
よ
う
 
 
 

戸
制
ほ
戸
籍
・
計
帳
に
登
載
さ
れ
る
行
政
単
位
で
あ
っ
て
、
戸
主
を
中
核
に
、
主
と
し
て
血
縁
で
つ
な
が
る
老
を
も
っ
て
構
成
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さ
れ
、
お
よ
そ
二
〇
名
前
後
か
ら
三
〇
名
前
彼
の
員
数
で
あ
る
が
、
同
居
す
る
複
合
家
族
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
 
 

議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
戸
は
政
府
が
直
接
人
民
を
掌
握
す
る
た
め
の
最
小
基
礎
単
位
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
 
 

そ
よ
う
ち
よ
う
ぞ
う
よ
う
 
 

は
ん
ヤ
ん
し
ゆ
う
じ
ゆ
 
で
あ
り
、
班
田
収
授
制
の
実
施
お
よ
び
粗
・
庸
・
調
・
雑
梅
丘
ハ
役
な
ど
の
徴
発
の
便
宜
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
 
 

こ
う
こ
ば
う
こ
 
の
里
お
よ
び
戸
桐
は
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
に
改
正
さ
れ
て
、
郷
里
制
お
よ
び
郷
戸
房
戸
制
と
な
り
、
二
五
年
余
を
経
た
天
平
十
二
年
 
 

1
■
て
ニ
 
（
七
四
〇
）
ご
ろ
に
は
郷
調
お
よ
び
郷
戸
制
と
な
っ
て
、
以
後
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
 
 

や
く
ま
の
さ
と
 
 

二
 
律
令
制
下
の
養
隈
郷
 
 

…
芸
り
 
し
き
う
 
さ
て
、
律
令
制
下
の
熊
野
盆
地
に
た
ち
か
え
る
。
こ
の
時
代
の
熊
野
盆
地
は
安
芸
国
安
芸
郡
吐
合
ま
れ
た
。
 
安
芸
郡
の
諸
郷
 

雲
郡
内
の
郷
名
に
つ
い
て
は
、
『
和
郎
那
弼
呵
』
昌
警
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
物
は
古
代
の
誓
 
 

わ
き
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
芸
も
と
の
 
や
郡
郷
駅
名
に
、
和
名
＝
日
本
の
訓
み
を
附
し
、
そ
れ
を
煩
別
し
編
纂
し
た
も
の
で
、
編
者
は
一
〇
世
紀
に
活
躍
し
た
学
者
、
源
 
 

し
た
が
う
 
順
で
あ
る
。
本
書
に
は
一
〇
巻
本
と
二
〇
巻
本
の
二
系
統
が
あ
り
、
郷
名
を
別
記
し
て
い
る
の
は
二
〇
巻
本
の
方
で
、
巻
六
か
ら
 
 

巻
九
ま
で
の
四
巻
で
あ
る
。
安
芸
国
は
巻
八
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
い
ま
安
芸
郡
の
郷
名
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
 
 

漢
那
加
倍
 
 

怖
良
波
況
 
 

阿
満
阿
ま
 
 

の
一
〇
郷
で
あ
る
。
 
 

駅
家
 
 

第
一
前
 
古
 
 宇

山
 
 

こ
う
ぎ
ん
じ
ぽ
ん
 
 

こ
れ
は
高
山
寺
本
に
よ
っ
た
が
、
 
 

称
理
薬
利
 
 

安
褒
 
 

松
木
 
 

田
門
大
腰
 
 

河
内
加
市
知
 
 

養
隈
夜
乃
 
 

だ
い
と
う
き
ゆ
う
き
ね
ん
ぷ
ん
こ
ば
ん
 
 

大
東
急
記
念
文
庫
本
は
、
ほ
か
に
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を
加
え
て
一
一
郷
と
し
て
い
る
。
漢
弁
は
カ
べ
と
よ
み
、
現
在
の
広
島
市
安
佐
北
区
可
部
町
あ
た
り
、
放
理
は
ミ
リ
と
よ
み
、
現
在
 
 

の
可
部
町
上
町
屋
・
下
町
尾
を
中
心
と
す
る
あ
た
り
、
河
内
は
カ
フ
チ
と
よ
み
、
現
在
は
コ
ウ
チ
と
い
う
が
、
そ
の
通
称
地
は
明
ら
 
 

か
で
な
く
、
広
島
市
安
佐
南
区
佐
東
町
温
井
・
中
調
子
あ
た
り
か
と
考
え
ら
れ
る
。
田
門
は
タ
ト
で
、
そ
の
道
称
地
は
不
明
で
あ
る
 
 

が
広
島
市
東
区
福
田
あ
た
り
か
。
幡
艮
は
ハ
ラ
と
よ
み
現
在
の
広
島
市
安
佐
南
区
武
闘
町
東
原
・
西
原
あ
た
り
、
安
芸
は
ア
キ
で
、
 
 

現
在
の
安
芸
郡
府
中
町
を
中
心
と
す
る
あ
た
り
、
船
木
ほ
お
そ
ら
く
フ
ナ
キ
と
よ
む
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
通
称
地
は
不
明
、
倉
橋
 
 

島
あ
た
り
か
。
そ
れ
か
ら
養
隈
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
と
し
て
、
つ
ぎ
の
阿
満
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
み
は
ア
マ
で
、
通
称
地
は
古
 
 

あ
ま
の
し
上
亀
ノ
 
 

代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
存
在
し
た
安
摩
荘
の
地
域
で
、
現
在
の
広
島
市
安
芸
区
矢
野
町
か
ら
呉
市
に
及
ぶ
海
岸
地
域
か
ら
、
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対
岸
の
江
田
島
町
・
音
戸
町
・
倉
橋
町
の
島
唄
を
含
む
。
宇
山
は
ウ
ヤ
マ
と
よ
む
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
通
称
 
 

や
く
こ
 
 

地
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
最
後
に
駅
家
は
ウ
マ
ヤ
で
、
こ
れ
は
山
陽
道
に
設
置
さ
れ
た
駅
家
に
所
属
す
る
駅
戸
を
も
っ
て
編
成
さ
れ
 
 

お
お
じ
 
 

た
郷
で
あ
る
。
山
陽
道
は
大
路
で
あ
る
の
で
、
令
制
で
は
各
駅
二
〇
戸
を
定
数
と
す
る
が
、
現
実
に
は
多
少
の
増
減
は
あ
っ
た
で
 
 

あ
ら
や
ま
ぁ
き
 
 

え
ん
ぎ
し
き
ひ
ょ
う
ぷ
 
 

あ
ろ
う
。
『
延
喜
式
』
 
真
部
に
よ
る
と
、
安
芸
国
に
は
≡
一
駅
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
安
芸
郡
内
に
は
、
荒
山
と
安
芸
の
二
駅
が
あ
 
 

お
お
や
ま
 
 

っ
た
。
山
陽
道
は
西
条
盆
地
を
通
っ
て
大
山
峠
あ
た
り
の
大
山
駅
か
ら
西
へ
瀬
野
川
に
沿
っ
て
下
り
広
島
市
安
芸
区
瀬
野
川
町
中
野
 
 

あ
ら
や
吏
 
 

に
荒
山
と
い
う
字
名
の
地
が
あ
る
か
ら
、
荒
山
駅
は
こ
の
あ
た
り
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
川
沿
い
に
く
だ
っ
て
畑
賀
へ
は
 
 

こ
く
ふ
 
 

こ
ラ
ビ
え
 
い
り
、
甲
越
峠
（
国
府
越
え
）
を
こ
え
て
安
芸
郡
府
中
町
に
入
る
。
こ
こ
は
国
府
の
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
駅
も
国
府
に
隣
接
し
 
 

て
設
け
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
駅
家
郷
が
荒
山
か
、
安
芸
か
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
宇
山
は
荒
山
か
。
 
 

要
す
る
に
、
律
令
制
下
の
山
陽
道
は
瀬
野
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
熊
野
盆
地
か
ら
山
陽
道
に
出
る
に
は
 
 

熊
野
川
に
沿
う
て
下
り
、
瀬
野
州
の
流
れ
る
谷
へ
出
れ
ば
よ
い
。
 
 

わ
 
 
 

や
く
ま
り
さ
と
 
 
 

以
上
、
安
芸
郡
の
諸
郷
に
つ
い
て
現
地
比
定
を
簡
単
に
説
明
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
養
隈
郷
に
関
し
て
は
、
『
和
 
 

ふ
よ
う
る
い
じ
ゆ
う
し
よ
う
 
 

名
類
緊
抄
』
の
つ
け
た
和
名
に
疑
問
が
あ
る
の
で
、
い
さ
さ
か
考
察
を
加
え
て
、
こ
の
郷
が
熊
野
盆
地
に
存
在
し
た
こ
と
を
述
 
 

べ
た
い
。
 
 

始
・
古
代
（
通
史
Ⅰ
）
に
も
、
「
養
浪
 
 

第
一
節
 
古
 
 
 
代
 
 

や
の
む
ら
 
 

隈
は
矢
野
村
な
り
。
隈
は
渡
の
誤
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
、
『
和
名
類
果
抄
』
の
つ
け
た
よ
み
を
重
視
し
て
、
隈
を
濃
と
、
訂
正
し
 
 

て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
原
則
と
し
て
、
支
持
さ
れ
、
う
け
継
が
れ
て
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
刊
行
の
 
『
広
島
県
史
』
原
 
 

養
隈
購
 
 

こ
う
ぎ
ん
じ
ば
ん
や
の
だ
い
と
り
き
ゆ
ら
き
ね
ん
ぷ
ん
こ
ば
ん
や
の
 
 

や
く
ま
 
 

養
隈
に
つ
い
て
、
『
和
名
類
粟
抄
』
の
高
山
寺
本
は
「
夜
乃
」
、
大
東
急
記
念
文
庫
本
は
「
也
乃
」
と
よ
み
を
つ
け
 
 

げ
い
は
ん
つ
う
し
 
 

て
お
り
、
諸
本
い
ず
れ
も
「
ヤ
ノ
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
文
政
八
年
（
l
八
二
五
）
に
著
わ
さ
れ
た
『
芸
滞
適
意
』
は
、
『
養
 
 こ

う
ぎ
ん
じ
ば
ん
 
 

ど
う
え
ん
ば
ん
 
 

諸
本
が
郷
名
を
「
養
隈
」
と
す
る
の
は
誤
り
で
、
訓
は
道
円
本
が
「
也
乃
」
、
高
山
寺
本
が
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三
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古
代
・
中
世
 
 
 

「
夜
乃
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
当
然
ヤ
ノ
で
あ
り
、
養
濃
で
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
中
世
の
矢
野
浦
・
矢
野
城
、
近
世
初
期
矢
野
村
 
 

の
あ
っ
た
地
域
に
あ
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
江
戸
時
代
に
平
谷
・
押
込
・
川
角
・
矢
野
・
大
屋
の
五
力
村
に
分
か
れ
た
。
現
在
の
広
島
 
 

市
矢
野
町
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
代
表
的
見
解
と
考
え
て
よ
く
、
養
隈
に
つ
い
て
は
、
『
芸
藩
邁
志
』
以
 
 

後
ず
っ
と
、
隈
は
浪
の
誤
り
て
、
訓
は
当
然
ヤ
ノ
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
現
在
の
広
島
市
安
芸
区
矢
野
町
を
中
心
と
す
る
地
域
に
 
 

あ
っ
た
郷
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゆ
う
L
よ
う
 

み
な
も
と
の
し
た
が
1
・
＋
ふ
ぞ
，
」
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
養
隈
の
隈
を
簡
単
に
濃
に
改
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
和
名
額
緊
抄
』
の
編
者
 
源
 
順
は
応
和
二
年
（
九
 
 

乳
ん
ぶ
し
よ
う
 
 

こ
う
ほ
 
 

六
二
）
か
ら
康
保
三
年
（
九
六
六
）
ま
で
の
足
か
け
五
年
間
、
民
部
省
の
官
吏
で
あ
っ
た
。
民
部
省
は
戸
籍
・
計
帳
・
国
郡
図
帳
・
駅
 
 

簿
な
ど
、
諸
国
の
郷
名
・
駅
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
帳
簿
を
保
管
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼
は
省
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
 
 

る
古
い
帳
簿
を
利
用
し
て
、
郷
名
を
列
記
し
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
原
資
料
と
な
っ
た
古
い
帳
簿
ほ
、
お
そ
ら
く
九
 
 

き
か
の
這
 
 

世
紀
に
遡
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
編
者
が
列
記
し
た
郷
名
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
漢
字
二
字
を
も
っ
て
表
記
し
て
 
 

よ
み
 
 

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
和
名
の
訓
は
表
記
後
に
つ
け
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
字
二
字
の
郷
名
が
諸
本
と
も
異
字
が
な
い
場
合
、
 
 

簡
単
に
変
改
を
加
え
る
こ
と
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
和
名
の
訓
を
優
先
し
て
漢
字
二
字
の
郷
名
を
変
改
す
る
こ
と
 
 

は
合
理
的
な
考
え
方
で
は
な
い
。
 
 

こ
ら
ざ
ん
じ
ば
ん
 
 
 

そ
こ
で
、
『
和
名
頬
緊
抄
』
 
の
も
っ
と
も
古
い
写
本
と
い
わ
れ
る
高
山
寺
本
（
〓
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
〓
一
世
紀
末
ご
ろ
ま
で
に
霹
写
 
 

よ
み
 
 

さ
れ
た
ら
し
い
。
）
が
「
養
隈
夜
乃
」
と
記
載
す
る
郷
名
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
き
、
『
芸
諾
適
意
』
以
後
の
通
説
は
和
名
の
訓
「
ヤ
 
 

・
■
1
 
 

ノ
」
を
重
視
し
て
「
隈
」
を
「
濃
」
と
変
改
し
て
い
る
の
ほ
、
ま
さ
に
主
客
顕
倒
し
た
非
合
理
的
解
釈
で
あ
る
。
む
し
ろ
和
名
の
訓
 
 

く
げ
 
 

に
ほ
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
く
、
「
義
隈
」
そ
の
も
の
に
先
に
こ
だ
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
京
都
に
住
む
一
公
家
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
 
 

上
み
 
 

た
伝
聞
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
附
し
た
和
名
の
訓
な
ど
間
違
っ
て
い
る
場
合
も
充
分
に
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
養
隈
」
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や
ふ
 
 

た
じ
ま
の
く
に
や
ぶ
の
こ
は
り
 
 

の
和
名
の
訓
は
何
か
。
「
養
」
は
『
和
名
顆
釆
抄
』
巻
五
の
郡
部
に
み
え
る
但
馬
国
の
養
父
郡
に
は
「
夜
不
」
の
訓
が
記
さ
れ
、
 
 

ぴ
ん
ご
の
く
に
ぬ
の
く
ま
の
こ
ほ
り
 
 

「
養
」
は
「
ヤ
」
で
あ
る
。
「
隈
」
は
同
巻
の
備
後
国
沼
隈
郡
に
は
「
ぬ
乃
久
万
」
の
訓
が
附
さ
れ
、
「
ヌ
ノ
ク
マ
」
と
読
む
こ
 
 

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
り
、
「
隈
」
は
「
ク
マ
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
養
隈
」
は
「
ヤ
ク
マ
」
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
ヤ
ク
マ
の
 
 

い
や
－
よ
し
ふ
 
 

い
な
ば
し
ろ
う
き
ぎ
 
 

意
で
あ
る
が
、
ヤ
は
イ
ヤ
の
つ
ゞ
ま
っ
た
副
詞
で
、
た
と
え
ば
『
古
事
記
』
上
巻
の
稲
羽
の
素
兎
の
段
に
み
え
る
「
最
端
に
伏
せ
 
 

こ
と
ご
と
く
こ
ろ
も
は
 
 

わ
に
わ
れ
 
 

る
和
迩
、
我
を
描
へ
 
悉
 
我
が
衣
服
を
剥
ぎ
き
。
」
の
「
最
端
」
を
「
イ
ヤ
ハ
シ
。
」
と
訓
む
イ
ヤ
と
同
じ
用
法
で
、
「
も
つ
と
も
」
 
 

ヤ
ま
L
ろ
が
ぉ
 
 

い
わ
の
ひ
め
 
 

に
ん
と
く
 
 

の
意
で
あ
る
。
ク
マ
は
『
日
本
書
紀
、
巻
十
一
の
仁
徳
天
皇
三
十
年
粂
に
み
え
る
磐
姫
皇
后
の
歌
謡
に
「
つ
ぎ
ね
ふ
 
山
背
河
を
 
 

お
ぉ
き
み
 
 
 

や
そ
■
ま
 
 
 

も
も
た
 
 
 

の
ば
 

か
わ
く
ま
た
き
か
 
 
 

河
振
り
 
我
が
漏
れ
ば
 
河
隈
町
立
ち
栄
ゆ
る
 
百
足
ら
ず
 
八
十
菜
の
木
は
 
大
君
ろ
か
も
」
と
み
え
る
な
か
の
河
隈
を
カ
ハ
 
 

ク
マ
と
読
む
場
合
と
同
じ
用
法
で
あ
っ
て
、
河
が
大
き
く
攣
曲
し
た
そ
の
ま
が
り
目
を
指
す
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ヤ
ク
マ
と
は
 
 
 

第
一
節
 
古
 
 

代
 
 
 

野
 
 
 

肥
…
 
 
 

2
 
 

「
川
や
道
な
ど
が
極
端
に
ひ
ど
く
曲
り
込
ん
だ
と
 
 

こ
ろ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
転
じ
て
地
名
と
 
 

な
る
よ
う
な
と
こ
ろ
を
、
安
芸
郡
内
で
も
と
め
る
 
 

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
熊
野
盆
地
を
措
い
て
は
か
に
 
 

は
な
い
。
熊
野
盆
地
を
流
れ
る
熊
野
川
が
新
宮
・
 
 

水
落
迫
・
奥
谷
・
下
切
を
経
て
瀬
野
川
へ
合
流
す
 
 

る
あ
た
り
は
ま
さ
に
、
ヤ
ク
マ
の
状
態
で
あ
る
。
 
 

熊
野
川
も
元
来
は
「
隈
の
川
」
 
「
ク
マ
ノ
カ
ハ
」
 
 

で
あ
る
。
ヤ
が
脱
落
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
 

お  
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第
三
章
 
古
代
・
中
世
 
 

熊
野
盆
地
の
主
要
道
路
は
こ
の
川
に
沿
い
な
が
ら
下
っ
て
山
陽
道
に
達
し
た
。
郷
は
も
と
里
と
称
し
た
が
、
笠
亀
元
年
（
七
一
五
）
に
 
 

改
称
し
た
も
の
で
、
一
都
は
五
〇
戸
を
も
っ
て
編
成
さ
れ
た
。
〓
P
は
お
よ
そ
二
〇
人
か
ら
三
〇
人
ぐ
ら
い
の
複
合
家
族
で
あ
っ
た
 
 

か
ら
、
一
郷
の
人
口
は
大
体
一
〇
〇
〇
人
か
ら
一
五
〇
〇
人
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
郷
の
設
定
に
は
人
口
の
密
集
し
て
い
な
い
 
 

と
こ
ろ
で
は
相
当
に
広
汎
な
地
域
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
養
隈
郷
は
、
『
芸
藩
通
志
』
が
い
う
熊
 
 

野
七
郷
に
あ
た
る
と
こ
ろ
の
熊
野
村
・
川
角
村
・
平
谷
村
・
押
込
村
こ
田
代
村
・
栃
原
村
・
焼
山
村
と
熊
野
村
の
北
で
隣
接
す
る
阿
 
 

戸
村
を
加
え
た
地
域
で
あ
る
。
 
 

か
ん
す
ば
ん
い
つ
く
L
ま
も
ん
じ
上
巳
ん
じ
 
 
そ
れ
で
は
矢
野
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
巻
子
本
厳
島
文
書
』
の
な
か
に
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
 
 

も
ん
じ
よ
 
 

あ
ま
の
し
上
ら
え
た
じ
ま
し
よ
う
か
ん
ひ
ヤ
く
L
よ
う
ら
の
げ
 
 

二
）
三
月
十
二
日
付
の
 
「
安
芸
国
安
摩
荘
内
衣
田
島
荘
官
百
姓
等
解
」
と
い
う
文
書
が
あ
る
。
こ
れ
ほ
仁
治
三
年
に
江
田
島
の
 
 

き
の
た
め
む
ね
 

み
や
～
ち
 
 

下
級
荘
官
紀
為
宗
と
い
う
老
が
佐
伯
郡
宮
内
（
現
在
の
佐
伯
郡
廿
日
市
町
）
の
俊
士
次
郎
・
同
三
郎
ら
に
、
以
前
に
貸
し
て
い
た
銭
を
返
 
 

た
い
ら
の
も
り
あ
き
 
 

済
し
て
も
ら
う
べ
く
、
出
か
け
て
い
っ
て
殺
害
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、
江
田
島
の
荘
官
平
守
証
以
下
八
名
の
有
力
百
姓
が
訴
え
出
 
 

げ
ぷ
み
 

あ
ま
の
し
上
う
 

ヤ
の
う
ら
は
た
み
う
ら
し
よ
う
か
ん
 
 

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
文
に
、
同
じ
安
摩
荘
に
所
属
し
て
い
る
矢
野
滞
と
渡
多
見
浦
の
荘
官
が
、
事
件
が
事
実
で
あ
る
 
 

L
よ
は
ん
 
 

こ
と
を
証
明
す
る
署
判
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
安
摩
荘
は
そ
の
主
要
部
分
が
矢
野
滞
・
江
田
島
・
渡
多
見
浦
の
三
地
区
を
含
ん
 
 

で
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
お
り
、
矢
野
浦
は
い
う
ま
で
も
な
く
現
在
の
矢
野
町
を
中
心
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
衣
田
島
は
現
在
の
江
田
 
 

島
、
波
多
見
島
は
現
在
の
倉
橋
島
の
東
北
部
の
音
戸
町
を
中
心
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
現
在
の
倉
橋
町
も
含
め
て
倉
 
 

あ
ま
 
 

橋
島
も
荘
域
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
広
島
湾
の
東
半
沿
岸
部
か
ら
江
田
島
・
倉
橋
島
に
お
よ
ぶ
海
人
の
居
住
域
を
中
 
 

世
に
は
安
摩
荘
と
称
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
歪
要
な
こ
と
は
こ
の
地
域
が
古
代
の
安
芸
郡
安
満
郷
に
遡
 
 

る
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
古
代
の
矢
野
滑
は
安
浦
郷
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
矢
野
浦
は
北
 
 

西
部
分
は
海
に
面
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
東
か
ら
南
へ
か
け
て
は
金
ケ
灯
篭
山
、
絵
下
山
、
発
蕃
山
、
明
神
山
と
五
首
米
前
後
の
相
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当
険
峻
な
山
丘
が
海
岸
近
く
ま
で
せ
ま
っ
て
き
て
い
る
地
勢
で
あ
り
、
こ
れ
ら
山
丘
を
隔
て
て
東
部
に
あ
る
熊
野
盆
地
と
は
隔
絶
し
 
 

た
感
が
あ
り
、
矢
野
浦
と
熊
野
盆
地
と
で
は
、
そ
こ
に
居
住
す
る
住
民
の
生
業
も
、
浦
方
は
海
人
の
集
落
で
あ
る
の
に
対
し
、
里
方
 
 

め
ん
ち
よ
う
 
 

ひ
ろ
し
ま
は
ん
し
ょ
お
ば
え
が
ぎ
ち
よ
う
 
 

は
農
耕
民
の
集
落
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
『
広
島
藩
諮
覚
書
帳
』
に
よ
れ
ば
、
矢
野
は
「
只
今
免
帳
ニ
ハ
五
村
二
分
り
申
侯
。
 
 

矢
野
村
押
込
村
平
谷
村
大
産
相
川
角
村
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
は
じ
め
ご
ろ
旧
矢
野
村
を
分
解
し
て
五
力
村
と
し
た
 
 

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
熊
野
盆
地
の
川
角
・
平
谷
・
押
込
の
三
村
を
含
ん
で
い
た
こ
と
に
な
り
、
か
な
ら
ず
し
も
矢
野
 
 

滞
は
東
部
後
背
の
険
峻
な
山
丘
と
隔
絶
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
印
象
を
も
つ
。
こ
の
現
象
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
 
 

－
▲
・
 
 

～
！
1
・
 
 

か
。
こ
れ
は
一
五
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
一
六
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
の
約
百
年
間
、
矢
野
の
保
木
城
に
拠
っ
て
活
躍
し
た
戦
国
大
名
野
間
氏
 
 

の
領
国
と
の
関
連
が
深
い
と
考
え
る
。
野
間
氏
ほ
矢
野
を
本
拠
と
し
な
が
ら
東
部
山
丘
を
越
え
て
平
谷
・
川
角
・
押
込
を
取
り
込
ん
 
 

お
ぎ
き
は
ち
ま
ん
ぐ
う
も
ん
じ
よ
き
ょ
う
ろ
く
 
 

で
、
そ
れ
に
南
岸
の
大
屋
あ
た
り
を
加
え
て
領
国
を
形
成
し
て
い
た
。
『
尾
崎
八
幡
宮
文
書
』
の
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
四
月
一
 
 

や
の
ご
，
 
 

の
ま
お
き
か
つ
 
 

日
付
の
野
間
興
勝
に
よ
る
尾
崎
八
幡
宮
祝
師
役
任
命
の
書
状
に
み
え
る
と
こ
ろ
の
「
屋
能
郷
」
で
あ
っ
て
、
畢
蓑
そ
れ
は
古
代
に
漸
 
 

る
郷
と
は
関
連
づ
け
な
い
方
が
よ
い
。
む
し
ろ
『
芸
藩
適
意
』
安
芸
郡
熊
野
村
の
条
に
、
「
此
以
下
七
村
を
熊
野
七
郷
と
称
す
。
此
 
 

村
の
名
は
、
村
内
に
熊
野
社
を
置
く
、
故
に
名
か
と
思
へ
れ
ど
、
中
古
は
橋
賀
村
と
も
呼
び
ぬ
、
は
し
か
ほ
端
辺
の
意
に
て
、
郡
の
 
 

は
し
 
 

端
に
居
る
義
に
よ
る
に
や
、
さ
れ
ば
く
ま
の
も
、
本
は
隈
の
義
、
後
村
名
に
よ
り
て
、
鯖
野
杜
を
勧
請
せ
し
や
も
知
る
べ
か
ら
ず
」
 
 

と
あ
り
、
熊
野
・
川
角
・
平
谷
－
押
込
・
苗
代
・
栃
原
・
焼
山
の
七
村
を
「
熊
野
七
郷
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
熊
 
 

野
に
川
角
・
平
谷
・
押
込
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
記
銘
が
野
間
氏
に
よ
る
領
国
形
成
以
前
の
古
い
伝
承
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
養
隈
郷
も
平
安
時
代
に
は
い
っ
て
律
令
制
に
よ
る
支
配
体
制
が
大
き
く
動
揺
し
、
や
が
て
崩
壊
へ
の
虔
を
速
め
 
 

る
と
と
も
に
、
郷
自
体
も
変
質
し
て
消
滅
し
て
ゆ
く
命
運
に
あ
っ
た
。
義
肢
郷
の
場
合
、
「
ヤ
」
が
脱
落
し
て
「
ク
マ
」
の
み
と
な
 
 

っ
て
「
ク
マ
ノ
サ
ト
」
と
称
さ
れ
、
熊
野
信
仰
の
影
響
も
あ
っ
て
「
熊
野
」
の
字
を
宛
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

第
二
即
 
古
 
 
 
代
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第
三
葦
 
古
代
・
中
世
 
 

か
も
 
 

禦
の
負
担
 

し
、
南
と
西
は
安
浦
郷
、
北
は
駅
家
郷
（
荒
山
）
と
接
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 

り
つ
り
よ
う
 

ご
う
み
ん
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
隣
接
す
る
安
満
郷
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
調
の
木
簡
を
紹
介
し
、
律
令
制
下
の
郷
民
が
国
家
に
よ
っ
て
徴
発
さ
れ
 
 

ふ
じ
わ
ら
の
み
ヤ
 
 

た
負
担
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
九
月
か
ら
翌
年
三
月
に
か
け
て
藤
原
官
の
東
面
北
門
跡
と
み
 
 

ら
れ
る
と
こ
ろ
を
発
掘
し
た
際
に
出
土
し
た
木
簡
（
肇
露
離
莞
攣
）
の
な
か
に
、
 
 

（
海
）
 
 

（
蓑
）
安
蛮
園
安
襲
郡
口
里
 
 

（
名
代
カ
）
 
 

（
裏
）
倉
椅
β
□
口
調
塩
≡
斗
 
 

な
し
ろ
 
 

と
墨
書
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
里
の
名
が
読
め
な
い
こ
と
と
、
人
名
の
名
の
部
分
が
名
代
か
と
推
測
さ
れ
る
 
 

く
ら
は
し
べ
 

べ
 
が
読
み
難
い
。
し
か
し
人
名
か
ら
考
え
る
と
、
里
名
が
推
定
で
き
る
。
「
倉
橋
β
」
は
「
倉
橋
部
」
と
い
う
姓
で
あ
る
か
ら
、
調
の
 
 

あ
ま
 
 

塩
三
斗
を
納
付
し
た
の
は
倉
橋
島
居
住
の
海
人
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
倉
橋
島
が
所
属
し
た
里
ほ
「
海
」
里
で
あ
る
。
藤
原
官
は
持
 
 

わ
ど
う
 
 

統
八
年
（
六
九
四
）
か
ら
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
ま
で
、
十
数
年
間
の
都
で
あ
り
、
こ
の
間
の
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
か
ら
大
宝
二
年
（
七
 
 

た
い
ほ
う
り
り
り
よ
う
 
 

O
t
一
）
に
か
け
て
大
宝
律
令
が
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
木
簡
に
は
「
安
彗
郡
」
と
「
郡
」
字
を
用
い
て
い
る
か
ら
、
大
宝
元
年
 
 

（
七
〇
一
）
大
宝
令
の
施
行
後
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
里
が
郷
と
改
称
す
る
の
は
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
で
あ
る
か
ら
、
霊
亀
元
年
以
前
 
 

も
ど
う
が
ん
ね
ん
 
 

と
み
て
よ
く
、
藤
原
官
東
面
北
門
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
な
か
に
数
例
「
和
銅
元
年
」
の
年
紀
の
記
載
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
 
 

あ
ま
の
さ
と
く
ら
は
し
ペ
の
た
し
ろ
く
ぷ
ん
で
ん
 
海
里
の
倉
橋
部
名
代
（
？
）
が
納
め
た
調
の
塩
は
和
銅
元
年
（
七
〇
∧
）
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
都
民
は
六
歳
以
上
の
男
女
に
口
分
田
が
 
 

は
ん
き
ゆ
う
そ
 

ち
よ
う
ょ
う
 

さ
い
え
き
 
 

憩
給
さ
れ
、
租
を
負
担
し
て
、
調
と
庸
は
成
年
男
子
に
課
せ
ら
れ
、
調
は
地
方
の
産
物
を
納
め
、
庸
は
歳
役
一
〇
日
を
務
め
る
代
 
 

し
上
ら
ち
ょ
う
 
 

り
に
米
や
布
を
も
っ
て
物
納
し
た
。
さ
て
、
調
の
塩
は
、
令
制
で
ほ
正
丁
（
二
l
歳
～
六
〇
歳
の
男
子
）
一
人
三
斗
と
規
定
し
て
い
る
の
 
 

え
ん
ぎ
し
き
 
で
、
倉
橋
部
名
代
（
？
）
は
令
の
娩
定
ど
お
り
の
上
納
で
あ
る
。
九
世
紀
後
半
ご
ろ
の
実
態
を
記
載
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
『
延
喜
式
』
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だ
い
ご
む
ら
か
み
ぇ
ん
 
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
九
世
紀
末
か
ら
一
〇
世
紀
中
ご
ろ
に
か
け
て
の
醍
醐
天
皇
と
村
上
天
皇
の
治
世
を
、
後
世
に
延
 
 

じ
上
う
へ
い
て
ん
ぎ
よ
う
ら
ん
 
 

ぎ
て
ん
り
や
く
ち
 
 

害
・
天
暦
の
治
と
称
し
て
理
想
的
聖
代
と
し
て
い
る
が
、
両
治
世
の
間
に
承
平
・
天
魔
の
乱
が
勃
発
し
て
お
り
、
い
わ
ば
律
令
休
 
 

せ
つ
か
ん
せ
い
じ
い
ん
せ
い
 
制
が
解
体
す
る
直
前
の
残
照
期
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
続
く
摂
関
政
治
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
支
配
体
制
は
大
き
く
変
質
し
て
 
 

し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
地
方
に
目
を
む
け
る
と
、
諸
国
は
相
変
ら
ず
国
司
の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、
か
れ
ら
が
赴
任
地
へ
 
 

か
ん
も
つ
こ
う
し
ん
 
 

行
か
ず
在
京
の
ま
ま
で
あ
る
場
合
も
多
く
、
行
政
官
と
い
う
よ
り
、
一
定
量
の
官
物
頁
進
を
請
負
う
だ
け
で
よ
い
存
在
に
変
化
し
て
 
 

ぐ
ん
じ
ご
う
ち
ょ
う
 
 

ぐ
ん
ご
う
 
い
っ
た
。
ま
た
郡
郷
体
制
も
そ
の
実
体
を
失
い
、
郡
司
・
郷
長
層
の
没
落
が
相
次
ぎ
、
か
れ
ら
が
果
た
し
て
き
た
行
政
機
能
を
も
吸
 
 

こ
く
が
‡
ん
ぎ
し
ろ
さ
い
し
よ
さ
い
く
じ
よ
こ
ん
ヤ
い
し
ょ
ぎ
い
ち
よ
う
か
ん
じ
ん
 
収
し
て
、
国
衝
（
国
府
）
に
は
政
所
・
税
所
・
細
工
所
・
健
児
所
な
ど
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
へ
は
在
地
飯
主
層
が
在
庁
官
人
と
し
て
 
 

こ
く
が
り
よ
う
 
運
営
を
分
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
衝
の
支
配
す
る
土
地
は
国
衛
領
あ
る
い
は
公
領
と
呼
ば
れ
た
が
、
耕
地
は
富
裕
な
有
力
盈
 
 

う
け
さ
く
ほ
う
し
 
民
に
よ
る
詩
作
が
一
般
化
し
、
在
地
領
主
層
の
土
豪
が
郡
司
・
郷
司
・
保
司
に
任
ぜ
ら
れ
て
特
権
を
保
証
さ
れ
、
私
物
化
さ
れ
て
し
 
 

ま
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
変
容
の
要
田
は
公
地
公
民
制
の
動
揺
か
ら
崩
壊
の
過
程
で
生
じ
て
き
た
荘
園
の
増
大
で
あ
る
。
荘
園
は
 
 

公
領
に
対
置
す
る
も
の
で
、
在
地
領
主
や
富
裕
な
農
民
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
私
領
で
、
中
央
貴
族
や
大
寺
院
に
寄
進
し
て
成
立
し
 
 

第
一
節
 
古
 
 
 
代
 
 

に
よ
る
と
、
安
芸
国
は
、
調
と
し
て
綾
織
物
・
網
・
糸
（
キ
ヌ
イ
ト
）
・
塩
、
庸
と
し
て
糸
と
塩
を
納
め
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 
 

と
う
し
よ
あ
ま
 
 

あ
ま
の
き
と
 
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
海
里
（
安
満
郷
）
の
よ
う
に
、
海
岸
・
島
燐
の
海
人
に
は
詞
、
庸
と
し
て
塩
を
課
せ
ら
れ
た
こ
と
を
知
 
 

る
の
で
あ
る
が
、
養
隈
里
（
郷
）
の
よ
う
に
盆
地
で
農
耕
生
活
を
営
む
民
に
課
せ
ら
れ
た
調
や
庸
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
 
 

え
ん
ち
 
だ
令
制
に
よ
る
と
、
戸
は
園
地
に
桑
を
楕
え
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
養
蚕
に
よ
る
生
糸
生
産
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
 
 

も
あ
る
。
綾
織
物
・
絹
織
物
な
ど
は
国
府
と
そ
の
近
辺
の
工
房
で
生
産
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

律
令
制
の
解
体
 
 

八
世
紀
初
頭
に
確
立
し
た
待
命
体
制
は
、
や
が
て
そ
の
基
盤
で
あ
る
公
地
・
公
民
制
が
揺
ぎ
始
め
、
九
世
紀
に
 
 

ほ
い
る
と
体
制
維
持
の
た
め
に
諸
種
の
政
策
が
う
ち
出
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
崩
れ
て
ゆ
く
勢
い
を
押
し
留
め
る
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第
三
牽
 
古
代
・
中
性
 
 

た
も
の
が
比
較
的
多
い
の
で
あ
る
が
、
諸
国
に
お
い
て
、
耕
地
の
過
半
が
荘
園
と
な
る
の
は
一
二
世
紀
中
ご
ろ
以
降
の
院
政
期
で
あ
 
 

か
い
比
つ
り
よ
う
し
ゆ
 
 

あ
ず
か
り
ど
こ
ろ
 
る
と
い
わ
れ
る
。
開
発
領
主
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
中
央
貴
族
や
大
寺
院
は
本
家
、
領
家
と
な
り
、
開
発
領
主
自
身
は
預
所
・
 
 

し
ょ
う
か
ん
 
 

げ
し
 
 

下
司
な
ど
の
荘
官
と
な
っ
て
、
実
質
上
の
所
有
権
、
経
営
権
を
手
元
に
留
保
し
て
い
た
。
 
 

や
く
ま
の
さ
と
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
摂
関
政
漁
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
養
隈
郷
に
つ
い
て
は
、
そ
の
消
長
を
知
る
史
料
が
な
く
、
残
念
な
が
ら
不
 
 

あ
ま
の
さ
と
 
 

明
と
い
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
西
に
隣
接
す
る
安
満
郷
に
つ
い
て
は
、
院
政
期
に
は
皇
室
領
荘
園
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
荘
園
 
 

て
ん
え
い
 

し
ら
か
わ
 

と
ば
 

ち
よ
う
L
よ
ら
が
ん
ね
ん
 
 

ほ
天
永
年
間
（
一
一
l
0
1
1
二
）
の
白
河
法
皇
院
政
期
に
鳥
羽
天
皇
の
勅
に
よ
っ
て
立
荘
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
長
承
元
年
（
一
一
 
 

≡
）
に
い
た
り
院
政
を
と
る
鳥
羽
上
皇
に
よ
っ
て
、
本
年
貢
が
相
折
さ
れ
て
郎
酎
皿
新
都
隙
の
根
郵
鵡
鮮
明
に
寄
進
さ
れ
た
ロ
 
 

ほ
ん
け
し
き
 

ぴ
ふ
く
も
ん
い
ん
と
く
こ
 
 

こ
の
荘
園
の
本
家
職
は
鳥
羽
上
皇
の
所
有
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
そ
れ
は
皇
后
美
福
門
院
藤
原
得
子
へ
譲
渡
さ
れ
、
彼
女
の
死
後
は
 
 

あ
き
こ
 

り
よ
う
け
し
き
た
い
ら
の
上
り
も
り
 
 

娘
の
八
条
院
疇
干
内
親
王
へ
と
伝
領
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
儒
家
職
ほ
平
板
盛
で
あ
っ
長
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
平
板
盛
は
 
 

り
ょ
う
け
 
平
清
盛
の
弟
で
あ
り
、
彼
が
こ
の
荘
の
領
家
に
な
っ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
に
は
彼
の
所
有
す
る
職
 
 

く
り
よ
う
あ
 

ぞ
う
く
じ
 
 

を
割
い
て
厳
島
神
社
供
料
に
充
て
、
豊
治
承
四
年
（
二
八
〇
）
に
は
八
条
院
の
所
有
し
て
い
た
雑
公
事
が
免
除
さ
れ
て
厳
島
神
社
 
 

に
寄
進
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
在
地
に
お
け
る
預
所
・
下
司
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
語
る
史
料
が
な
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