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は
じ
め
に

　
「
城
柵
の
北
の
平
安
時
代
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
ま
し
た
。
熟
し
て
お

り
ま
せ
ん
で
、
自
分
で
も
な
か
な
か
恥
ず
か
し
い
タ
イ
ト
ル
で
す
。
私
は
田
舎

に
転
々
と
住
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
ま
た
、
田
舎
を
旅
行
し
た
り
す
る
の
が
好

き
な
も
の
で
す
か
ら
、
地
方
の
研
究
を
ず
っ
と
や
っ
て
き
て
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
と
生
来
へ
そ
曲
が
り
の
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
政
治
の
中
心
地
に

み
ん
な
関
心
が
向
い
て
い
る
な
ら
、
逆
の
こ
と
を
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い

う
よ
う
に
、
自
分
で
そ
ち
ら
の
ほ
う
向
い
て
研
究
を
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
。
今
日
は
、
平
安
時
代
と
い
う
時
代
を
取
り
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
平
安

時
代
と
い
う
の
は
日
本
史
の
中
で
も
特
に
貴
族
社
会
、
藤
原
道
長
と
い
っ
た
有

名
な
人
物
が
い
た
り
し
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
時
代
を
考
え
る
う
え

で
見
落
と
さ
な
い
で
、
視
野
に
入
れ
て
お
い
た
方
が
よ
い
問
題
と
し
て
、
辺
境

の
問
題
を
今
日
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
安
時
代
と
い
う
も
の
を
描
い

て
、
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
だ
く
と
き
に
、
今
日
ご
紹
介
す
る
よ
う
な
内
容

も
踏
ま
え
て
、
心
に
と
ど
め
お
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
つ
も
り
で
お
話
を

し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
あ
る
時
期
の
社
会
を
理
解
し
て
い
く
と
き
に
は
、
辺
境
の
様
相
と
い
う
も
の

も
含
め
た
歴
史
像
が
必
要
と
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
も
、
わ
か
る

と
こ
ろ
ま
で
の
範
囲
は
取
り
上
げ
て
考
え
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
時
期
や
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
辺
境
に
お
け
る
社
会

の
展
開
と
い
う
の
は
、
実
は
そ
の
時
期
を
考
え
る
う
え
で
特
徴
的
な
こ
と
を
示

し
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
の
で
す
。
平
安
時
代
の
場
合
に
も
、
そ
の
間
に

地
方
で
は
武
士
が
起
こ
っ
て
力
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
さ
ら
に
外
側
の
地
域
と
い
う
も
の
の
展
開
も
や
は
り

視
野
に
入
れ
て
、
時
代
像
を
つ
く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
よ
う
に
、
私
は
そ
う
感
じ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
今
日
の
話
は
「
平
安
中
期
の
北
東
北
地
方
と
出
土
文
字
資
料
」
と
い
う
副
題

を
付
け
ま
し
た
。
平
安
時
代
を
、
前
期
、
中
期
、
後
期
と
分
け
て
お
話
を
し
よ
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う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
平
安
前
期
と
申
し
上
げ
て
い
ま
す
の
は
、
平
安
京
遷
都

か
ら
大
体
一
〇
世
紀
前
半
の
『
延
喜
式
』
が
完
成
す
る
こ
ろ
ま
で
、
律
令
制
に

基
づ
い
て
政
治
制
度
が
さ
ま
ざ
ま
な
改
変
を
経
な
が
ら
も
充
実
し
て
い
っ
て
い

る
時
期
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
平
安
中
期
と
仮
に
こ
こ
で
申
し
上
げ
ま

す
の
は
、
そ
の
後
の
一
〇
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
、
藤
原
氏
北
家
を
中
心
に
し
ま

し
た
い
わ
ゆ
る
摂
関
期
の
時
代
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
平
安
後
期
、
こ
れ
は
後

三
条
天
皇
の
親
政
以
降
、
鎌
倉
幕
府
成
立
の
こ
ろ
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
院
政
期
で

す
。
お
お
ざ
っ
ぱ
で
す
け
れ
ど
も
、
平
安
時
代
が
四
〇
〇
年
間
ぐ
ら
い
で
あ
り

ま
す
の
で
、
一
三
〇
年
ぐ
ら
い
ず
つ
に
、
大
体
等
分
に
分
か
れ
ま
す
。
東
北
地

方
の
南
半
分
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
政
府
の
支
配
が
比
較
的
及
ん
で
い
ま
す
が
、
私

が
「
城
柵
の
北
」
と
申
し
上
げ
て
い
ま
す
東
北
地
方
の
北
半
分
は
、
こ
れ
は
ま

さ
に
辺
境
地
帯
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
平
安
中
期
に
関
し
て
文
献
史
料
が
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
東
北
辺
境
の
様
相
と
し
て
は
、
実
は
平
安
中

期
と
い
う
の
は
最
も
わ
か
っ
て
い
な
い
時
期
な
の
で
す
。
ま
だ
平
安
前
期
、
あ

る
い
は
奈
良
時
代
ぐ
ら
い
の
ほ
う
が
、
断
片
的
に
状
況
が
知
ら
れ
る
よ
う
な
史

料
も
あ
り
ま
す
。
時
代
の
降
っ
た
平
安
中
期
の
ほ
う
が
、
謎
の
世
紀
と
い
う
よ

う
な
言
い
方
を
し
て
も
よ
い
ぐ
ら
い
に
、
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。

　
当
然
、
こ
の
よ
う
に
文
献
史
料
が
少
な
い
と
い
う
の
に
は
理
由
が
あ
り
、
一

つ
に
は
、
平
安
中
期
の
辺
り
ま
で
で
歴
史
書
を
編
纂
す
る
国
家
事
業
、
六
国
史

を
編
纂
す
る
と
い
う
こ
と
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
そ
の
後
の
時
期
に

史
料
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
近
年
に
な
り
ま
し
て
、

こ
の
史
料
が
少
な
い
状
況
に
対
し
て
、
考
古
学
の
発
掘
調
査
の
成
果
に
よ
る
知

見
、
さ
ら
に
は
そ
こ
で
出
土
文
字
資
料
も
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う

い
っ
た
も
の
で
少
し
こ
の
時
代
の
こ
と
を
考
え
る
条
件
が
そ
ろ
い
つ
つ
あ
る
と

い
う
と
こ
ろ
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
平
安
中
期
、
摂
関
期
の
社
会
を
全
体
と
し
て
ど
う
考
え
る
か
と

い
う
点
で
、
日
本
史
を
考
え
て
い
く
と
き
の
大
き
な
問
題
と
し
て
、
今
日
お
話

を
す
る
上
で
少
し
意
識
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
こ
の
地
域
が

平
安
前
期
か
ら
中
期
へ
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
平
安

前
期
に
は
東
北
地
方
の
歴
史
の
展
開
の
う
え
で
は
、
政
府
の
軍
隊
と
当
時
そ
の

地
域
に
居
住
し
て
い
た
蝦
夷
と
呼
ば
れ
た
人
々
と
の
戦
争
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
前
期
の
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
中
期
に
は
ど
う
変
わ

る
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
実
は
国
家
全
体
の
歴
史
を
描
い
て
い
く
う
え
で
大
事

な
点
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
を
し
な
が
ら
話
を

進
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

平
安
前
期
の
城
柵
社
会
と
「
城
柵
の
北
」

　
律
令
政
府
は
、
東
北
地
方
を
支
配
を
し
て
い
く
う
え
で
、
城
柵
と
呼
ば
れ
る

施
設
を
東
北
地
方
の
各
地
域
に
作
っ
て
、
そ
れ
を
拠
点
に
し
て
支
配
を
進
め
て

い
き
ま
し
た
。
城
も
柵
も
い
ず
れ
も
「
き
」
と
呼
ん
だ
り
し
ま
す
。
一
番
有
名

な
多
賀
城
も
「
た
が
の
き
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
「
城
」
と
書
い
た
り

「
柵
」
と
書
い
た
り
す
る
よ
う
で
す
が
、
研
究
上
は
併
せ
て
城
柵
と
い
う
よ
う

に
呼
ん
で
お
り
ま
す
。

　
城
柵
の
支
配
が
ど
の
辺
り
ま
で
進
ん
で
い
っ
た
か
と
い
う
点
で
は
、
北
限
の

城
柵
は
現
在
の
秋
田
市
に
あ
り
ま
す
秋
田
城
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
八

世
紀
の
前
半
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
や
や
内
陸
の
方
で
、
現
在
、
払
田

柵
跡
と
い
う
遺
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
。
最
近
の
有
力
な
学
説

で
は
そ
の
南
の
雄
勝
郡
に
雄
勝
城
が
八
世
紀
半
ば
に
造
ら
れ
、
こ
れ
が
九
世
紀
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に
な
っ
て
移
転
し
て
き
た
施
設
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る

の
が
、
こ
の
払
田
柵
跡
と
い
う
遺
跡
で
、
現
在
の
大
仙
市
と
い
う
と
こ
ろ
に
所

在
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
現
在
の
岩
手
県
の
ほ
う
で
は
｝
番
北
は
志
波
城
、
こ
れ
は
現
在
の

盛
岡
市
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
や
や
南
に
徳
丹
城
が
あ
り
、
さ
ら
に
も

う
ち
ょ
っ
と
南
に
胆
沢
城
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
八
世
紀
末

か
ら
九
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
坂
上
田
村
麻
呂
を
中
心
と
し
た
政
府
軍
に
よ
る

北
上
盆
地
の
平
定
の
後
に
造
ら
れ
た
城
柵
で
す
。
胆
沢
城
と
志
波
城
の
二
つ
が

当
初
設
定
さ
れ
た
城
柵
で
す
が
、
志
波
城
は
早
い
時
期
に
水
害
を
避
け
て
そ
の

南
の
徳
丹
城
に
移
転
し
、
胆
沢
城
・
徳
丹
城
体
制
で
し
ば
ら
く
は
そ
の
地
方
を

押
さ
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
に
、
こ
の
辺
り
に

志
波
郡
、
稗
貫
郡
、
和
賀
郡
と
い
う
三
つ
の
郡
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

九
世
紀
の
初
頭
に
造
ら
れ
た
こ
れ
ら
三
つ
の
郡
は
、
一
〇
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た

『
延
喜
式
』
の
中
に
は
見
え
ず
、
設
置
後
に
再
び
こ
の
辺
り
の
国
家
の
勢
力
が

後
退
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
結
果
的
に
九
世
紀
の
半
ば
ご
ろ
に

徳
丹
城
は
放
棄
さ
れ
て
、
北
上
川
沿
い
で
言
え
ば
胆
沢
城
が
一
番
北
の
城
柵
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
九
世
紀
代
に
こ
う
し
た
城
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
以
降
、

城
柵
は
北
に
進
ん
で
い
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
研
究
者
は
、
こ
の
辺
り
が
北
緯
四

〇
度
に
あ
た
り
ま
す
の
で
、
北
緯
四
〇
度
ラ
イ
ン
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し

ま
す
。
私
が
今
日
お
話
を
し
て
い
ま
す
「
城
柵
の
北
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に

こ
の
ラ
イ
ン
か
ら
北
で
、
郡
制
が
未
施
行
で
あ
り
、
そ
し
て
城
柵
が
そ
こ
か
ら

先
に
は
行
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
「
城
柵
の
北
」
の
こ
と
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
す

が
、
し
か
し
九
世
紀
の
平
安
前
期
の
段
階
で
は
少
し
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
政
府
の
東
北
政
策
と
し
て
造
ら
れ
た
北
限
の
城
柵
は
、
も
と
も
と
施
設

の
な
い
と
こ
ろ
へ
役
所
を
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
へ
拠
点
が
で
き
て
、
政

府
は
そ
こ
を
中
心
に
開
拓
を
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
こ
へ
南
の
方
か
ら
移
民

を
送
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
城
柵
の
柵
に
属
す
る
戸
と
い
う
こ
と
い
う
こ
と
で

柵
戸
（
さ
く
こ
）
と
、
あ
る
い
は
訓
読
み
で
は
「
き
の
へ
」
と
言
い
ま
す
け
ど

も
、
移
民
に
よ
っ
て
柵
戸
を
設
置
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
北
限
の
城
柵
へ
柵
戸

を
ど
ん
ど
ん
移
配
し
て
い
っ
た
痕
跡
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
現
在
の
秋
田
城
の

出
土
文
字
資
料
を
分
析
し
て
い
き
ま
す
と
、
下
野
国
と
か
上
野
国
な
ど
の
関
東

地
方
辺
り
か
ら
入
っ
て
い
っ
た
人
々
の
氏
の
名
前
が
出
て
く
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
南
の
方
か
ら
移
民
と
し
て
入
っ
て
き
た
人
々
が
そ
の
地
で
活
躍
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。

　
あ
る
い
は
秋
田
城
の
出
土
文
字
資
料
の
中
に
は
、
浮
浪
人
の
存
在
が
窺
え
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
浮
浪
人
と
い
う
の
は
、
国
家
が
定
あ
た
戸
籍
上
登
録
さ
れ

た
地
を
離
れ
て
、
ど
こ
か
に
行
っ
て
い
る
存
在
で
す
。
国
家
か
ら
割
り
当
て
ら

れ
た
重
い
負
担
を
の
が
れ
て
逃
亡
し
、
い
っ
た
ん
逃
亡
し
て
し
ま
う
と
、
逃
げ

て
い
っ
た
先
で
は
浮
浪
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
本
来
は
、
浮
浪
人
を

も
と
も
と
登
録
さ
れ
て
い
た
土
地
に
戻
す
と
い
う
の
を
国
家
の
大
原
則
と
し
て

い
る
の
で
す
が
、
城
柵
で
は
別
の
よ
う
で
、
や
っ
て
き
た
浮
浪
人
を
そ
の
ま
ま

抱
え
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
で
す
。
開
拓
を
し
て
い
く
上
で
、
浮
浪
人
で
あ
っ
て

も
来
て
く
れ
る
ん
だ
っ
た
ら
そ
こ
へ
縛
り
つ
け
た
い
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま

す
。

°
こ
う
し
た
移
民
が
い
る
一
方
で
、
地
元
の
人
と
も
い
う
べ
き
蝦
夷
が
い
る
わ

け
で
す
。
周
辺
に
は
も
と
も
と
蝦
夷
が
居
住
し
て
い
る
わ
け
で
、
い
わ
ば
こ
の
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城
柵
の
社
会
と
い
う
の
は
、
移
民
と
蝦
夷
が
混
在
す
る
世
界
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
蝦
夷
も
、
日
常
ず
っ
と
戦
争
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
家
は
い
つ

も
は
平
和
の
う
ち
に
交
渉
し
、
で
き
れ
ば
政
府
の
支
配
下
に
入
っ
て
く
れ
る
よ

う
常
に
心
掛
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
・

　
例
え
ば
あ
る
時
期
に
、
秋
田
城
が
廃
止
に
な
る
、
あ
る
い
は
移
転
す
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
秋
田
城
の
支
配
下
に
あ
っ
た

蝦
夷
、
政
府
の
支
配
下
に
比
較
的
近
く
な
っ
た
蝦
夷
を
俘
囚
と
い
う
言
い
方
で

位
置
づ
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
俘
囚
が
秋
田
城
の
移
転
に
反
対
す
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
示
す
史
料
が
あ
り
ま
す
。
城
柵
の
支
配
下
の
世
界
と
い
う
の
は
、

移
民
と
蝦
夷
が
比
較
的
平
和
裏
の
う
ち
に
混
在
し
て
い
る
社
会
と
い
う
こ
と
が

言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
秋
田
城
、
志
波
城
あ
た
り
は
大
体
そ
う
い
う
世
界
で

し
て
、
さ
ら
に
そ
の
北
の
世
界
と
の
間
で
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
北
に
は
蝦
夷
と

呼
ば
れ
る
人
た
ち
ば
か
り
が
住
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
出
先
の

秋
田
城
辺
り
で
は
北
方
の
蝦
夷
た
ち
と
交
易
を
し
て
い
ま
す
。
北
方
で
し
か
手

に
入
ら
な
い
産
物
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
わ
け
で
す
。
毛
皮
で
あ
る
と
か
昆
布
で
あ

る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
北
方
の
産
物
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
役
所
の
ほ
う
で

交
易
を
し
て
、
役
人
が
私
的
に
交
易
を
す
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

そ
う
い
う
形
の
交
流
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
戦
争
し
て
略
奪
す
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
で
き
れ
ば
平
和
裏
の
う
ち
に
そ
う
い
う
貴
重
な
物
資
を
獲
得
す
る

と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
形
で
何
ら
か
の
人
的
な
交

流
が
、
城
柵
が
設
置
さ
れ
て
以
降
は
ず
っ
と
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
宗
教
の
面
で
言
い
ま
す
と
、
北
の
蝦
夷
の
世
界
に
対
し
て
仏
教

が
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
蝦
夷
は
布
教
の
対
象
で
す
。
九
世
紀
初
頭
の
『
東
大

寺
誠
請
文
稿
』
と
い
う
史
料
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に

仏
の
教
え
を
説
い
て
い
く
と
き
に
ど
う
い
う
言
葉
で
話
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
言
で
も
っ
て
話
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
言
わ

れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
「
蝦
夷
方
言
」
と
い
う
語
が
出
て
き

ま
す
。
で
す
か
ら
奈
良
の
大
寺
院
あ
た
り
か
ら
見
て
も
、
蝦
夷
は
布
教
の
対
象

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
史
料
で
す
が
、

出
家
が
認
め
ら
れ
て
い
る
俘
囚
が
知
ら
れ
て
い
た
り
し
ま
す
の
で
、
蝦
夷
に
も

ど
ん
ど
ん
仏
教
が
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
す
で
に
秋
田
城
の
辺
り
で
は
、
九

世
紀
ま
で
に
以
上
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
北

の
状
況
に
つ
い
て
も
っ
と
推
測
で
き
る
手
が
か
り
と
し
て
、
西
暦
八
七
八
年
に

起
き
た
元
慶
の
乱
の
際
の
状
況
が
あ
り
ま
す
。

　
元
慶
の
乱
は
、
秋
田
城
を
蝦
夷
が
焼
き
打
ち
し
た
事
件
で
、
当
初
は
政
府
軍

に
対
し
て
蝦
夷
軍
の
ほ
う
が
優
位
に
立
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
関
す
る

史
料
で
、
『
日
本
三
代
実
録
』
の
中
に
や
や
長
い
記
事
が
あ
り
、
秋
田
城
下
の

賊
地
と
し
て
、
反
乱
軍
方
の
地
名
が
出
て
き
ま
す
。
上
津
野
、
火
内
、
橿
淵
、

野
代
、
河
北
、
脇
本
、
方
口
、
大
河
、
堤
、
姉
刀
、
方
上
、
焼
岡
と
い
う
十
二

の
村
が
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
大
体
、
秋
田
城
か
ら
北
側
の
米
代
川
の
流

域
ま
で
の
範
囲
に
比
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
蝦
夷
た
ち
の
中
で
も
反
乱
方

で
は
な
く
て
政
府
方
に
つ
い
た
者
た
ち
も
お
り
、
「
化
に
向
か
う
俘
地
」
と
し

て
添
河
、
覇
別
、
助
川
の
三
村
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
添
河
、
覇
別
、
助
川
は
、

秋
田
城
か
ら
南
東
側
に
分
布
し
て
い
る
村
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
蝦
夷
の
村
と
い
う
形
で
出
て
く
る
の
で
す
が
、
こ
の
よ

う
に
村
単
位
で
蝦
夷
が
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
こ
の
史
料
に
は
、
さ
ら
に
北
側
の
地
域
と
し
て
津
軽
地
方
が
出
て

き
ま
す
。
反
乱
が
起
き
た
と
き
に
政
府
か
ら
は
津
軽
地
方
の
動
向
が
わ
か
ら
ず
、
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実
は
そ
の
津
軽
が
大
変
な
勢
力
を
も
っ
て
い
る
と
こ
と
が
恐
れ
ら
れ
て
い
る
の

で
す
。
「
津
軽
の
夷
俘
は
、
其
の
党
、
種
多
し
。
幾
千
人
た
る
か
を
知
ら
ず
。

天
性
勇
壮
に
し
て
、
常
に
習
戦
を
事
と
す
。
若
し
逆
賊
に
速
ら
ば
、
そ
の
鋒
、

当
て
難
し
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
何
千
人
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
の

大
変
な
兵
力
を
も
っ
て
い
て
、
し
か
も
、
天
性
勇
壮
で
、
武
力
に
た
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
恐
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
出
て
き
ま
す
。

　
実
は
青
森
県
の
津
軽
地
方
の
発
掘
調
査
が
、
こ
こ
一
〇
年
か
ら
一
五
年
ほ
ど

の
間
に
急
速
に
進
み
ま
し
て
、
そ
の
結
果
、
八
世
紀
段
階
で
は
あ
ま
り
村
と
い

え
る
よ
う
な
集
落
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
、
九
世
紀
に
な
る
と
集
落
が
増

加
し
て
く
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
も
、
爆
発
的
に
増

え
る
と
い
う
ぐ
ら
い
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
大
勢
力
で
あ

る
こ
と
の
背
景
と
し
て
、
実
際
に
人
口
が
増
え
て
い
る
の
か
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
に
関
し
て
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
同
じ
『
日
本
三
代
実
録
』
の
中
で
、

「
国
内
の
黎
眠
、
苛
政
に
苦
し
み
き
た
り
、
三
分
の
一
は
逃
げ
て
奥
地
に
入
る
」

と
い
う
一
節
が
知
ら
れ
ま
す
。
出
羽
の
国
の
黎
眠
、
す
な
わ
ち
庶
民
が
、
国
司

が
行
っ
て
き
た
苛
政
に
苦
し
ん
で
、
人
口
の
三
分
の
一
が
奥
地
へ
逃
げ
て
い
っ

た
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
三
分
の
一
と
い
う
の
は
か
な
り
誇
張
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
語

ら
れ
て
い
る
奥
地
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
支
配
の
届
か
な
い
所
と
い
う
意
味
で

あ
り
ま
し
て
、
よ
り
北
の
地
を
指
し
て
お
り
、
津
軽
も
含
む
範
囲
で
あ
ろ
う
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
九
世
紀
段
階
、
元
慶
三
年
に
元
慶
の
乱
が
起
こ
る
よ
り
も

前
の
段
階
で
、
城
柵
の
も
と
に
活
動
し
て
い
た
人
た
ち
、
つ
ま
り
柵
戸
で
あ
る

と
か
そ
の
地
に
い
た
蝦
夷
と
い
っ
た
人
た
ち
が
、
城
柵
の
世
界
か
ら
よ
り
北
の

世
界
へ
逃
亡
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
こ
こ
で
見
い
だ
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
津
軽
地
方
の
大
勢
力
と
い
う
も
の
の
中
に
は
、

南
か
ら
流
入
し
て
い
っ
た
人
々
が
か
な
り
の
割
合
で
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
人
間
が
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
を
携
え
て
い
き
ま
す
の
で
、
城
柵
の
も
と
で
の
種
々
の
文
化
的
な
要

素
も
持
ち
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
後
、
蝦
夷
と
は

ど
う
い
う
存
在
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
上
で
は
、
こ
う
い
う
こ
と

を
踏
ま
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
私
自
身
は
、
特
に
こ
の
九

世
紀
段
階
ぐ
ら
い
に
な
れ
ば
、
も
と
も
と
柵
戸
に
い
た
良
民
で
あ
っ
た
よ
う
な

人
々
で
も
、
逃
げ
て
い
っ
た
ら
、
蝦
夷
と
い
う
扱
い
で
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
見
方
が
な
い
と
、

蝦
夷
の
地
と
さ
れ
る
津
軽
地
方
で
、
集
落
が
ど
ん
ど
ん
展
開
し
て
い
く
と
い
う

こ
と
が
、
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
元
慶
の
乱
で
は
、
そ
の
北
に
渡
島
と
呼
ん
で
い
る
地
域
、
北
海

道
の
勢
力
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
け
ど
も
、
こ
こ
の
地
域
の
蝦

夷
（
1
1
渡
島
狭
）
も
出
て
き
ま
す
。
元
慶
の
乱
で
は
、
津
軽
の
う
ち
の
一
部
と

渡
島
の
全
体
が
政
府
方
に
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
南
側
の
地
に
あ
っ
た

反
乱
軍
の
村
々
が
結
局
降
伏
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
渡
島
の
蝦
夷

（
1
1
渡
島
狭
）
も
、
そ
の
後
の
時
代
の
展
開
を
考
え
て
み
る
と
、
津
軽
地
方
と

の
結
び
つ
き
に
興
味
深
い
点
が
あ
り
ま
す
。
津
軽
平
野
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
あ

た
り
に
五
所
川
原
と
い
う
市
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
付
近
で
須
恵
器
の
窯
跡
が

た
く
さ
ん
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
須
恵
器
と
い
う
の
は
特
殊
な
技
術
で
焼
い
た

焼
き
物
で
す
の
で
、
簡
単
に
は
生
産
で
き
ま
せ
ん
。
特
別
な
窯
を
作
ら
な
い
と

焼
け
な
い
焼
き
物
な
の
で
、
そ
こ
で
作
っ
た
も
の
は
特
産
品
と
し
て
ほ
か
の
地

方
へ
送
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
の
五
所
川
原
産
の
須
恵
器
は
、
も
っ
ぱ
ら
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北
の
世
界
へ
輸
出
さ
れ
て
い
て
い
ま
す
。
青
森
県
辺
り
か
ら
北
海
道
に
か
け
て

と
い
う
形
で
広
く
分
布
し
て
お
り
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
先
ほ
ど
の
北
緯
四
〇
度

よ
り
も
北
側
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
渡
島
狭
と
津
軽

の
蝦
夷
と
が
、
交
流
す
る
素
地
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
渡

島
狭
と
い
う
の
は
、
平
安
中
期
に
北
海
道
か
ら
南
下
し
て
く
る
擦
文
文
化
と
呼

ば
れ
る
文
化
を
生
み
出
し
て
い
る
主
体
の
勢
力
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
こ
の
乱
で
は
、
秋
田
城
よ
り
北
で
米
代
川
沿
い
ま
で
の
地
域
と
、
そ

れ
か
ら
津
軽
地
方
の
大
部
分
は
反
乱
側
に
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
津
軽
地

方
の
ご
く
一
部
と
渡
島
が
政
府
方
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
渡
島
と
近
い
、
津

軽
の
う
ち
の
よ
り
北
側
の
方
が
国
家
側
に
つ
い
た
の
か
な
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

持
ち
ま
す
。
で
す
か
ら
、
米
代
川
に
近
い
津
軽
地
方
の
南
の
方
は
、
比
較
的
米

代
川
流
域
と
連
携
を
取
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
た
だ

し
、
津
軽
は
秋
田
城
下
に
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
は
、
先
ほ
ど
触
れ

ま
し
た
反
乱
を
起
こ
し
た
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
城
下
の
十
二
の
村
の
中
に
、

津
軽
地
方
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
秋
田
城
で
把
握
で
き
て
い
た
の
は

米
代
川
の
流
域
ま
で
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
連
携
し
て
い

る
よ
う
な
動
き
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
津
軽
地
方
の
南
部
と
米
代
川
流

域
で
交
流
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
発
掘
調
査
の
成
果
を
見
て
い
く
と
、
米
代
川

の
流
域
と
津
軽
地
方
と
の
間
で
、
そ
れ
ほ
ど
違
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
見
い

だ
せ
ま
せ
ん
。
両
方
を
ま
た
ぐ
同
質
な
社
会
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

国
家
側
が
米
代
川
の
流
域
ま
で
と
い
う
形
で
線
引
き
を
し
た
た
め
に
、
そ
こ
か

ら
北
側
の
津
軽
地
方
の
情
報
は
あ
ま
り
入
っ
て
こ
ず
、
そ
の
結
果
ど
の
ぐ
ら
い

の
大
勢
力
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
恐
れ
を
政
府
方
は
抱
い
て
い
る
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
、
実
態
と
し
て
は
米
代
川
流
域
か
ら
津
軽
地
方
に
か
け
て
同
じ
よ
う
な

文
化
を
享
受
す
る
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

二
　
元
慶
の
乱
後
の
「
城
柵
の
北
」

　
元
慶
の
乱
後
を
語
っ
て
い
る
文
献
史
料
は
非
常
に
少
な
い
の
で
、
当
然
、
出

土
文
字
資
料
に
よ
る
解
明
が
期
待
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る

も
の
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
米
代
川
の
流
域
で
注
目
さ
れ
る

こ
と
と
し
て
、
西
暦
九
一
五
年
に
十
和
田
火
山
が
噴
火
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き

に
十
和
田
火
山
は
大
量
の
噴
出
物
を
よ
り
南
側
に
噴
出
し
て
、
そ
れ
が
夏
の
雨

の
と
き
に
洪
水
と
な
り
、
土
石
流
と
な
っ
て
米
代
川
に
流
れ
込
ん
で
い
き
ま
す
。

そ
の
土
石
流
（
シ
ヲ
ス
洪
水
）
で
埋
ま
っ
た
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
噴
火

の
年
代
が
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
ほ
ぼ
年
代
の

限
定
で
き
る
遺
跡
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
『
扶
桑
略
記
』
の
裏
書
に
延
喜

十
五
年
七
月
十
三
日
の
こ
と
と
し
て
「
出
羽
国
言
上
す
。
灰
降
る
こ
と
高
さ
二

寸
、
諸
郷
の
農
桑
枯
損
の
由
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
の
十
和
田

火
山
の
噴
火
が
こ
の
記
録
に
合
致
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
注
目
さ
れ
る
遺
跡
と
し
て
今
日
二
つ
ほ
ど
ご
紹
介
し
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
は

胡
桃
館
遺
跡
で
す
。
こ
こ
は
元
慶
の
乱
の
と
き
に
は
、
橿
淵
と
い
う
村
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
に
当
た
る
わ
け
で
す
が
、
立
派
な
大
型
の
建
物
が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
非
常
に
太
い
部
材
を
井
げ
た
の
枠
の
よ
う
に
組
み
上
げ
た
頑
丈
な
作
り
で

す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
建
物
を
、
牧
場
の
柵
み
た
い
な
、
施
設
と
し
て
は
比
較
的

簡
略
な
柵
な
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
で
囲
っ
た
区
画
が
あ
り
ま
す
。
建
物

の
規
模
は
、
一
般
の
住
居
跡
と
は
考
え
ら
れ
な
い
大
き
な
施
設
で
す
の
で
、
そ

の
性
格
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
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こ
の
遺
跡
で
木
簡
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
木
簡
に
は
「
物
名

帳
」
と
見
え
て
、
何
か
を
支
給
し
た
記
録
を
帳
簿
に
し
て
書
き
記
し
た
木
簡
の

よ
う
で
す
。
そ
の
中
に
、
玉
作
と
か
、
建
部
と
い
っ
た
姓
の
人
名
が
出
て
き
ま

す
。
こ
の
玉
作
や
建
部
と
い
う
人
名
を
追
い
か
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
元

慶
の
乱
の
後
、
こ
の
米
代
川
の
流
域
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
た
か
を
考

え
る
材
料
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
玉
作
で
す
が
、
実
は
元
慶
の
乱
の
中
で
玉
作
と
名
乗
る
人
物
が
二
人
ほ

ど
出
て
き
ま
す
。
『
日
本
三
代
実
録
』
の
元
慶
二
年
六
月
七
日
辛
未
条
に
「
最

上
郡
擬
大
領
伴
貞
道
、
俘
魁
玉
作
宇
奈
麻
呂
」
と
二
人
出
て
く
る
う
ち
の
後
者

の
人
物
で
す
。
俘
魁
と
い
う
の
は
俘
囚
の
首
領
で
す
か
ら
、
蝦
夷
の
族
長
み
た

い
な
人
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
人
た
ち
が
政
府
軍
方
と
し
て
手
勢
を
率
い
て
い

っ
て
反
乱
軍
に
攻
撃
を
仕
掛
け
た
と
い
う
よ
う
な
話
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
。

　
こ
こ
で
一
緒
に
出
て
き
た
伴
貞
道
と
い
う
人
物
の
ほ
う
か
ら
先
に
考
え
て
い

き
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
最
上
郡
は
出
羽
国
の
南
の
方
、
現
在
の
山
形
県
に

あ
る
郡
で
す
。
そ
こ
の
擬
大
領
と
と
も
に
出
撃
し
た
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ

ま
す
。
出
羽
国
の
南
部
の
郡
で
、
し
か
も
擬
任
郡
司
と
言
い
ま
す
け
ど
も
、
正

員
の
郡
司
で
は
な
く
て
仮
採
用
の
郡
司
で
す
。
こ
の
出
羽
国
の
擬
任
郡
司
が
ど

う
い
う
扱
い
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）

十
月
十
二
日
の
太
政
官
符
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
「
陸
奥
出
羽
両
国
、
正
員
の
外
、

郡
司
、
軍
毅
を
擬
任
す
る
を
ゆ
る
す
の
事
」
と
い
う
内
容
の
命
令
で
、
「
郡
司

の
任
、
職
員
限
り
有
り
。
し
か
る
に
辺
要
の
事
、
す
こ
ぶ
る
中
国
に
異
な
れ
り
。

望
み
請
う
ら
く
は
、
幹
了
勇
敢
の
人
を
擬
任
し
、
宜
し
く
防
守
警
備
の
儲
け
と

な
す
べ
し
」
と
い
う
よ
う
な
形
の
提
案
が
な
さ
れ
て
、
こ
の
案
が
認
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
陸
奥
・
出
羽
の
擬
任
郡
司
と
い
う
の
は
、
非
常
の

際
に
備
え
る
防
守
警
備
の
担
当
と
し
て
使
わ
れ
る
ポ
ス
ト
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
備
え
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
辺
境
の
一
番
北
の

城
柵
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
陸
奥
・
出
羽
で
は
、
国
内
の
擬
任
郡
司

が
北
辺
の
城
柵
に
配
備
さ
れ
て
、
そ
こ
に
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
、
蝦
夷
と
の

戦
争
に
備
え
る
と
い
ヶ
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
わ

け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
出
羽
国
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
北
辺
の
城
柵
は
秋
田
城

も
し
く
は
雄
勝
城
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
に
い
た
部
隊
を
率
い

て
戦
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
同
じ
と
き
に
出
撃
し
て

い
る
俘
魁
の
玉
作
宇
奈
麻
呂
も
、
秋
田
城
も
し
く
は
雄
勝
城
に
勤
務
し
て
い
た
、

あ
る
い
は
勤
務
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
そ
こ
に
出
入
り
を
し
て
い
た
俘
囚
で
あ

る
可
能
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
、
玉
作
の
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
人
物
と
し
て
は
、
玉
作

正
月
麻
呂
と
い
う
者
が
、
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
七
月
十

日
癸
卯
条
に
出
て
き
ま
す
。
「
こ
こ
に
お
い
て
、
俘
囚
深
江
弥
加
止
、
玉
作
正

月
麿
ら
、
三
村
の
俘
囚
二
百
余
人
を
誘
い
率
い
て
、
夜
襲
し
て
賊
八
十
人
を
殺

す
」
と
あ
り
、
政
府
方
に
貢
献
し
た
、
夜
討
ち
を
し
て
賊
を
や
っ
つ
け
た
と
い

う
こ
と
で
表
彰
さ
れ
る
の
で
す
が
、
三
村
の
俘
囚
と
し
て
出
て
く
る
添
河
、
覇

別
、
助
川
の
三
つ
の
村
に
影
響
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
秋
田
城
よ
り
も
南

東
側
の
地
域
に
い
た
蝦
夷
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
お
そ
ら
く
こ
の
玉
作

と
い
う
姓
の
人
た
ち
は
、
も
と
も
と
米
代
川
流
域
に
い
た
蝦
夷
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
橿
淵
村
は
反
乱
側
の
勢
力
の
真
ん
中
で
す
か
ら
、
元
慶
の
乱
時
点
で
、
そ

ん
な
と
こ
ろ
に
は
い
な
か
っ
た
人
た
ち
が
、
延
喜
十
五
年
段
階
の
胡
桃
館
遺
跡

の
活
動
し
て
い
る
時
期
に
入
り
込
ん
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
建
部
で
す
が
、
秋
田
城
の
出
土
遺
物
の
中
に
、
こ
れ
を
記
し
た
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資
料
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
煉
瓦
の
一
種
に
墨
書
し
た
も
の
に
、
建
部
友
足
と
い

う
人
物
名
が
見
え
ま
す
。
そ
の
隣
の
行
に
は
「
口
面
郷
」
見
え
ま
し
て
、
こ
れ

に
相
当
す
る
よ
う
な
地
名
と
し
て
は
、
秋
田
城
の
木
簡
の
中
に
「
広
面
郷
」
と

記
し
た
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
広
面
郷
と
い
う
の
は
、
現
在
の
秋
田
大

学
の
あ
る
あ
た
り
の
地
名
で
、
お
そ
ら
く
今
の
秋
田
駅
の
東
側
辺
り
の
一
帯
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
地
名
と
一
緒
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
秋
田
城
の

周
辺
、
関
連
の
深
い
と
こ
ろ
に
い
た
人
物
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら

建
部
が
い
た
の
も
お
そ
ら
く
反
乱
軍
側
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
胡
桃
館
遺
跡
の
木
簡
に
で
て
く
る
人
名
は
、
秋
田
城
や
雄

勝
城
な
ど
に
勤
務
し
て
い
た
人
々
が
、
こ
の
米
代
川
の
と
こ
ろ
ま
で
派
遣
さ
れ

て
き
て
い
る
と
み
ら
れ
、
政
府
の
出
先
機
関
の
よ
う
な
も
の
の
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　
お
そ
ら
く
元
慶
の
乱
の
後
に
、
米
代
川
流
域
に
城
柵
下
の
勢
力
が
そ
の
よ
う

に
し
て
進
出
し
て
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
わ
け
で
す
。
例
え

ば
、
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
に
狭
坂
丸
の
乱
と
呼
ん
で
い
る
事
件
が
あ
り
ま
し

た
。
「
秋
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
蝦
夷
な
の
で
す
が
、
そ

の
蝦
夷
の
坂
丸
が
、
国
家
に
歯
向
か
っ
て
一
三
人
を
殺
害
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
「
件
の
坂
丸
ら
は
、
軍
士
を
挑
発
し
、
兵
糧
を
春
き
運
ぶ
」
と
い
う
よ
う

に
史
料
に
出
て
き
ま
し
て
、
ど
う
も
政
府
の
下
請
け
仕
事
の
よ
う
な
こ
と
を
し

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
国
家
機
関
の
下
で
、
俘
囚
や
狭
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
蝦

夷
が
勤
務
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
か
の
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が

あ
り
、
こ
の
木
簡
に
出
て
く
る
玉
作
某
も
俘
囚
と
し
て
働
い
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
か
ど
思
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
形
態
の
勤
務
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

施
設
が
、
米
代
川
流
域
に
進
出
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
と
推
測
さ

れ
る
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
興
味
深
い
遺
跡
と
し
て
は
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
見
つ

か
っ
た
の
で
す
が
、
小
勝
田
の
埋
没
家
屋
と
通
称
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
同
じ

く
当
時
の
橿
淵
村
に
あ
た
る
地
域
に
あ
り
ま
す
。
菅
江
真
澄
な
ど
が
ス
ケ
ッ
チ

し
て
記
録
に
残
し
て
く
れ
て
い
た
の
で
、
現
在
の
研
究
に
も
使
え
る
の
で
す
。

そ
こ
か
ら
は
、
一
種
の
木
簡
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
長
崎
七
左
衛
門
と
い
う

人
の
記
録
で
は
、
長
さ
が
一
尺
三
寸
あ
ま
り
で
さ
し
渡
し
一
寸
四
分
～
一
寸
五

分
で
六
角
の
柱
だ
と
い
う
話
が
で
て
き
て
お
り
、
そ
の
六
角
柱
に
は
干
支
が
並

べ
て
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
菅
江
真
澄
は
、
自
分
の
考
察
を
入
れ
て
説
明
図
を

描
い
て
い
ま
す
。

　
実
は
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
も
の
が
、
一
五
年
ぐ
ら
い
前
に
秋
田
城
跡
で
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
秋
田
城
の
木
簡
の
中
に
、
七
角
柱
で
干
支
を
列
記
し
た
棒

の
よ
う
な
木
簡
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
用
途
と
し
て
は
お
そ
ら
く
、
干
支
を

使
っ
て
暦
を
計
算
す
る
、
日
付
を
計
算
し
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
が
、
八
世
紀
末
に
既
に
秋
田
城
で
使
っ
て
い
た
も
の
が
一
〇
世
紀

段
階
で
米
代
川
流
域
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
よ
り
前
か
ら

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
一
〇
世

紀
ま
で
の
う
ち
に
城
柵
下
の
文
化
が
伝
播
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ

か
ら
読
み
取
れ
る
わ
け
で
す
。

　
こ
う
い
う
棒
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
棒
だ
け
で
は
役
に
立
ち
ま

せ
ん
か
ら
、
お
そ
ら
く
暦
本
体
も
使
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
元
慶

の
乱
の
後
に
、
秋
田
城
下
の
勢
力
が
米
代
川
流
域
に
進
出
、
も
し
く
は
影
響
力

を
強
め
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
は

そ
の
よ
う
に
し
て
勢
力
は
入
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
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よ
う
に
、
郡
は
建
て
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
国
郡
制
に
よ
る
地
方
行
政
区
画
が
作

ら
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
城
柵
の
付
近
の
世
界
と
も

ま
た
違
っ
た
扱
い
で
ず
っ
と
続
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三
　
平
安
中
期
の
「
城
柵
の
北
」

　
以
上
の
よ
う
な
様
相
が
、
平
安
前
期
の
一
番
最
後
ぐ
ら
い
に
見
え
る
の
を
受

け
て
、
平
安
中
期
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
現
在
確
認
で
き
る
か
を
申
し
上
げ

ま
す
と
、
北
の
方
で
は
大
規
模
な
密
集
集
落
が
見
つ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
計

画
的
な
住
居
配
置
の
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
青
森
県
浪
岡
町
（
現
青

森
市
）
の
野
尻
（
3
）
遺
跡
で
は
、
四
角
い
竪
穴
を
U
字
型
の
溝
が
め
ぐ
る
形

の
住
居
が
、
等
間
隔
ぐ
ら
い
で
並
ん
で
お
り
、
こ
れ
が
一
軒
一
軒
の
家
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
が
、
大
体
同
じ
等
高
線
に
沿
っ
て
並
ん
で
い
ま
す
。
緩
や
か
な
傾

斜
地
を
、
ち
ょ
う
ど
造
成
し
て
住
宅
団
地
を
作
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
等
間

隔
で
住
居
が
同
じ
方
向
を
向
い
て
並
ん
で
い
く
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
八
戸
市
の
林
ノ
前
遺
跡
で
は
、
こ
れ
は
も
っ
と
急
な
傾
斜
地
を
削
っ
て
同

じ
方
向
に
向
け
て
密
集
し
た
住
宅
が
並
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
見
ら

れ
ま
す
。
ど
う
も
人
々
が
か
な
り
集
中
し
て
居
住
し
て
い
る
よ
う
な
様
相
を
呈

し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
こ
の
時
期
に
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て
、
囲
郭
集
落
、
す
な
わ
ち
堀

な
ど
で
囲
わ
れ
た
集
落
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
、
北
東
北
の
歴
史
を
扱

っ
て
い
る
研
究
者
が
、
非
常
に
注
目
し
て
い
る
も
の
で
す
。
堀
で
囲
わ
れ
て
い

る
以
上
は
、
平
和
で
な
い
社
会
で
、
こ
れ
は
防
御
の
た
あ
の
も
の
で
あ
ろ
う
と

い
う
見
解
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
中
央
に
北
方
の
特
産
物
が
ど

ん
ど
ん
送
ら
れ
て
い
く
た
め
に
、
そ
の
中
継
を
し
て
い
る
よ
う
な
国
家
側
の
出

先
の
官
人
と
の
間
の
軋
礫
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
富
を
蓄
積
し
た
集
団
間
の

抗
争
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
状
況
を
背
景
に
し
て
、
こ
の
平
安
時
代
中
期

に
、
北
緯
四
〇
度
よ
り
も
北
の
世
界
が
戦
乱
の
時
代
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
堀
で
囲

わ
れ
た
集
落
を
防
御
制
集
落
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
る
の
で
す
が
、
し
か
し
す
べ

て
が
防
御
的
な
集
落
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
今
後
さ
ら
に
検
証
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
青
森
市
の
新
田
（
1
）
遺
跡
は
、
比
較

的
低
地
に
立
地
し
て
い
ま
す
が
、
あ
ま
り
そ
の
よ
う
な
防
御
を
し
て
い
る
雰
囲

気
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
低
地
の
集
落
は
、
む
し
ろ
ま
だ
あ
ま
り
見
つ

か
っ
て
お
ら
ず
、
未
知
の
部
分
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
い
う
囲
郭
集
落
は
、
ど
う
い
う
範
囲
に
広
が
っ
て
い
る
か
と
申
し
ま
す

と
、
ま
さ
に
北
緯
四
〇
度
ラ
イ
ン
の
北
側
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
代
表
的
な
も

の
と
し
て
、
青
森
県
浪
岡
町
（
現
青
森
市
）
の
高
屋
敷
館
遺
跡
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
川
に
向
か
う
断
崖
の
切
り
立
っ
た
上
に
集
落
を
作

っ
て
、
そ
の
山
側
の
出
入
り
が
で
き
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
深
い
堀
を
掘
っ
て

そ
の
周
囲
か
ら
隔
離
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
北
の
世
界
で
広
範
囲
に

わ
た
っ
て
囲
郭
集
落
が
分
布
す
る
状
況
が
解
消
さ
れ
る
の
は
、
奥
州
藤
原
氏
の

体
制
が
で
き
る
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
考
古
学
的
に
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
平
安
中
期
に
ず
っ
と
こ
う
い
う
も
の
が
続
い
て
い
る
と
い
う
の
が
問

題
な
わ
け
で
す
。

　
同
じ
時
期
の
問
題
と
し
て
、
擦
文
文
化
の
広
が
り
と
い
う
現
象
が
あ
り
ま
す
。

平
安
前
期
ご
ろ
に
北
海
道
に
特
有
の
土
器
だ
っ
た
擦
文
土
器
と
い
う
形
式
の
土

器
が
あ
り
ま
す
。
特
徴
的
な
刻
線
の
あ
る
模
様
を
し
て
い
る
土
器
で
す
が
、
平

安
中
期
の
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
は
、
青
森
県
域
か
ら
秋
田
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県
の
北
部
辺
り
に
ち
ら
ほ
ら
と
出
て
く
る
の
で
す
。
か
な
り
広
が
っ
て
見
つ
か

っ
て
い
ま
す
。
下
北
半
島
か
ら
津
軽
地
方
に
か
け
て
ず
っ
と
見
つ
か
っ
て
く
る

と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
北
か
ら
の
文
化
が
流
入
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
す
。

　
一
方
で
南
か
ら
の
文
化
の
展
開
も
、
そ
れ
よ
り
前
に
は
な
か
っ
た
様
相
が
見

つ
か
り
ま
す
。
青
森
市
の
新
田
（
1
）
遺
跡
で
は
溝
跡
か
ら
祭
祀
遺
物
が
出
て

き
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
八
・
九
世
紀
に
は
城
柵
支
配
下
で
広
く
見
ら
れ
る
も

の
で
す
。
さ
ら
に
、
仏
教
的
な
色
彩
を
持
つ
よ
う
な
遺
物
も
あ
り
ま
す
。
｝
○

世
紀
後
半
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
で
、
青
森
県
内
で
出
土
し
て
い
る

仏
教
的
な
遺
物
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
青
森
県
平
賀
町
の
鳥
海
山
遺
跡
で
は
、

「
大
佛
」
と
書
い
た
土
器
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
い
く
つ
か
の

遺
跡
で
見
つ
か
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
鉄
製
錫
杖
も
あ
り
ま
す
。
平
賀
町
の

五
輪
野
遺
跡
で
は
、
三
鈷
鏡
や
柄
香
炉
の
取
っ
手
が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
は
ま
さ
に
寺
院
に
関
与
す
る
よ
う
な
人
々
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で

す
が
、
こ
れ
が
集
落
の
中
か
ら
見
つ
か
っ
て
く
る
の
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
お
ま
じ
な
い
、
祭
祀
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
斎
串
と
い
う
、

ま
じ
な
い
を
す
る
と
き
に
立
て
る
よ
う
な
も
の
や
、
墨
書
土
器
と
い
っ
て
何
か

の
祈
り
を
込
め
て
お
供
え
を
す
る
際
の
も
の
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら

は
、
九
世
紀
段
階
で
す
と
秋
田
城
以
南
で
は
た
く
さ
ん
使
っ
て
い
る
も
の
な
の

で
す
が
、
「
城
柵
の
北
」
で
は
そ
の
時
期
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

が
平
安
中
期
に
は
入
っ
て
き
て
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
新
田
（
1
）
遺
跡
で
見
つ

か
っ
た
木
簡
の
中
に
、
物
忌
札
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
物
忌
札
と
い
う
の
は
物

忌
の
際
に
屋
敷
の
出
入
口
に
立
て
て
、
物
忌
な
の
で
今
日
は
こ
こ
の
お
屋
敷
に

は
出
入
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
を
示
す
、
外
界
と
遮
断
す
る
た
め

の
札
で
す
。
新
田
（
1
）
遺
跡
の
も
の
は
「
忌
札
見
知
可
」
と
い
う
文
言
で
、

「
こ
れ
は
忌
札
で
あ
る
か
ら
こ
の
効
力
を
知
り
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
だ
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
効
力
を
見
せ
つ
け
る
文
句
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
物
忌

札
の
類
型
の
一
つ
で
あ
る
と
解
釈
を
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
ほ
か
の

物
忌
札
の
実
例
と
は
だ
い
ぶ
違
い
ま
す
。
中
世
の
物
忌
札
は
「
固
き
物
忌
」
、

あ
る
い
は
「
急
々
如
律
令
」
と
か
「
九
九
八
十
＝
「
八
九
七
十
二
」
と
か
そ

う
い
う
文
言
を
書
い
た
も
の
が
、
大
体
近
畿
地
方
を
中
心
に
よ
く
見
ら
れ
る
の

で
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
と
は
文
言
が
違
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
よ
り
古
い
時
期

に
都
で
使
っ
て
い
る
も
の
と
も
雰
囲
気
が
違
う
よ
う
で
す
。
長
岡
京
で
見
つ
か

っ
て
い
る
も
の
は
、
物
忌
札
の
一
番
古
い
事
例
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
「
今

日
物
忌
、
こ
の
と
こ
ろ
預
人
に
あ
ら
ず
し
て
、
他
人
た
や
す
く
出
入
り
す
る
こ

と
を
得
ざ
れ
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
要
す
る
に
「
出
入
り
す
る
な
」
と
書

い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
辺
境
に
こ
う
い
っ
た
風
習
が
伝
播
し
て
い
く
間
に
、

独
特
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

　
　
一
方
で
、
都
風
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
例

と
し
て
檜
扇
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
檜
扇
が
見
つ
か
る
と
い
う
の
は
、

こ
れ
は
九
世
紀
ま
で
の
地
方
遺
跡
で
あ
れ
ば
、
役
所
的
な
要
素
で
は
な
い
か
と

評
価
さ
れ
る
も
の
な
の
で
す
が
、
平
安
中
期
で
は
地
方
豪
族
の
世
界
ま
で
こ
う

い
う
も
の
が
広
ま
り
始
あ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
北
の
社
会
に
も
同
じ
よ
う

な
も
の
が
入
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
蝦
夷
社
会
の
長
者
と
で
も
呼
ぶ
よ

う
な
存
在
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
墨
書
土
器
に
関
し
て
も
う
一
言
付
け
加
え
ま
し
ょ
う
。
墨
書
土
器
は
関
東
地

，
方
や
南
東
北
で
は
、
九
世
紀
ご
ろ
の
遺
跡
で
大
量
に
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
遺
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物
で
す
。
平
安
中
期
に
は
こ
の
北
の
世
界
で
も
同
じ
よ
う
な
も
の
が
ち
ら
ほ
ら

出
て
き
ま
す
の
で
、
同
様
の
信
仰
、
お
ま
じ
な
い
の
よ
う
な
も
の
が
持
ち
込
ま

れ
た
こ
と
を
示
す
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
し
、
　
一
つ
の
遺
跡
あ
た
り
の
出
土
点

数
は
、
北
東
北
で
は
わ
ず
か
数
点
ぐ
ら
い
で
す
。
関
東
や
南
東
北
で
は
、
一
つ

の
集
落
で
数
十
か
ら
数
百
で
て
き
ま
す
の
で
、
行
っ
て
い
る
行
為
の
共
通
性
と

い
う
も
の
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
一
ヵ
所
で
の
頻
度
、
あ
る
い
は
行
為
の
広

が
り
と
い
う
点
で
は
、
関
東
や
南
東
北
の
最
盛
期
ほ
ど
盛
ん
だ
っ
た
と
は
言
え

な
い
の
か
も
し
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
青
森
県
あ
た
り
に
特

有
の
遺
跡
と
し
て
み
ら
れ
る
円
形
周
溝
と
呼
ば
れ
る
遺
跡
か
ら
の
出
土
例
で
す
。

円
形
の
溝
な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ま
ん
丸
の
形
に
溝
を
掘
っ
て
そ
の
中
を
墓
に

す
る
と
い
う
七
世
紀
の
蝦
夷
の
古
墳
か
ら
の
伝
統
を
ひ
く
も
の
と
み
ら
れ
、
一

〇
世
紀
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
と
、
周
溝
の
一
ヵ
所
に
出
入
口
の
よ
う
に
通
れ
る

平
坦
な
部
分
を
残
し
た
溝
に
な
り
、
上
か
ら
見
る
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
C
型

の
周
溝
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
の
も
の
も
お
墓
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
す
が
、
浪
岡
町
（
現
青
森
市
）
の
野
尻
（
2
）
遺
跡
で
は
、
こ

の
溝
の
中
か
ら
、
「
小
」
と
い
う
字
を
書
い
た
墨
書
土
器
が
複
数
点
出
て
い
ま

す
。
単
独
で
な
く
複
数
点
出
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
円
形
周
溝
に
伴
う
儀
礼
や

祭
祀
を
行
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
ど
う
い
う
祭
祀
を
示
す

の
か
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
蝦
夷
の
文
化
と
南
か
ら
入
っ
て
き

た
律
令
制
下
の
文
化
が
融
合
し
て
、
何
か
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
例
に
な

る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
期
に
、
北
と
南
の
文
化
が
混
在
し
て
い
る
独
特
の

社
会
が
、
ど
う
も
こ
の
あ
た
り
で
は
形
成
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
し
て
そ
う
い

う
社
会
を
経
た
上
で
、
平
安
後
期
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
平
安
後
期
に
つ
な
が
っ
て
い
く
前
九
年
合
戦
に
つ
い
て
の
史
料
と
し
て
『
陸

奥
話
記
』
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
、
俘
囚
の
酋
長
で
あ
っ
た

安
倍
頼
時
に
対
し
て
、
政
府
方
の
源
頼
義
が
、
安
倍
頼
時
の
背
後
に
い
る
集
団

と
手
を
組
ん
で
挟
み
撃
ち
に
す
る
と
い
う
作
戦
が
出
て
き
ま
す
。
安
倍
頼
時
は

北
上
盆
地
を
中
心
に
勢
力
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
北
に
い
る
人
々
の

地
が
登
場
し
て
く
る
の
で
す
。
「
こ
こ
に
鉋
屋
・
仁
土
呂
志
・
宇
曾
利
、
三
部

の
夷
人
を
合
わ
せ
て
、
安
倍
富
忠
を
首
と
し
て
兵
を
発
し
、
ま
さ
に
為
時
に
従

わ
ん
と
す
る
」
と
見
え
て
、
為
時
と
い
う
の
は
こ
の
と
き
源
頼
義
か
ら
の
使
者

に
な
っ
て
い
っ
た
人
物
で
、
三
陸
辺
り
の
者
な
の
で
す
が
、
彼
に
従
っ
た
鉋
屋
、

仁
土
呂
志
、
宇
曾
利
と
い
う
地
の
者
た
ち
が
、
安
倍
頼
時
よ
り
も
北
に
い
る
集

団
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
に
こ
こ
に
出
て
く
る
地
名
が
ど
こ
な
の
か

は
、
い
く
つ
か
の
説
が
あ
っ
て
比
定
も
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に

し
て
も
囲
郭
集
落
を
含
め
て
大
規
模
な
集
落
が
展
開
し
て
い
た
地
が
、
こ
う
し

た
こ
の
三
つ
の
地
名
と
し
て
出
て
く
る
勢
力
に
あ
た
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

お
わ
り
に

　
平
安
貴
族
が
豪
奢
な
生
活
を
し
て
い
る
こ
ろ
に
、
城
柵
の
北
側
で
も
似
た
よ

う
な
も
の
が
普
及
し
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
北
方
社
会
と
中
央
の
貴
族
社

会
と
は
決
し
て
断
絶
し
て
は
い
な
い
の
で
ず
。
鷲
の
羽
や
馬
、
あ
る
い
は
毛
皮

な
ど
は
、
貴
族
の
嗜
好
品
と
し
て
喜
ば
れ
、
そ
う
い
う
も
の
が
貴
族
社
会
に
向

か
っ
て
ど
ん
ど
ん
運
ば
れ
て
い
っ
て
い
る
時
代
で
す
。
一
方
で
、
そ
れ
と
逆
の

方
向
に
北
方
に
流
入
し
て
い
く
、
貴
族
社
会
に
由
来
す
る
よ
う
な
文
化
が
あ
る

の
で
す
。
そ
の
実
情
は
文
献
史
料
に
は
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
の
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
う
つ
な
が
り
を
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。



90

　
平
安
中
期
の
「
城
柵
の
北
」
の
世
界
は
、
切
り
離
さ
れ
た
社
会
で
は
な
く
、

む
し
ろ
急
速
な
文
明
的
進
展
を
迎
え
て
い
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う

時
期
に
見
ら
れ
る
囲
郭
集
落
の
よ
う
な
現
象
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
。
不
安
定

な
社
会
な
の
か
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
の
か
と
い
う
評
価
に
つ
い
て
は
、
現
段

階
で
は
や
や
揺
れ
て
い
る
よ
う
な
現
状
で
あ
り
ま
す
。
城
柵
の
北
の
世
界
で
活

躍
し
た
人
々
は
、
蝦
夷
や
俘
囚
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
々
で
す
が
、
南
か
ら
入
り

込
ん
で
い
っ
て
そ
う
い
う
中
に
身
を
活
か
し
て
い
っ
た
人
も
い
る
の
で
す
。
南

か
ら
も
北
か
ら
も
、
人
や
物
が
交
流
し
て
独
自
の
様
相
を
見
せ
て
い
っ
た
と
い

う
の
が
、
こ
の
地
域
の
平
安
中
期
の
姿
な
の
で
す
。
辺
境
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

文
献
史
料
に
残
さ
れ
た
情
報
は
少
な
く
、
今
後
は
出
土
文
字
資
料
に
よ
る
解
明

が
カ
ギ
に
な
っ
て
く
る
部
分
も
大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も
注
目
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
次
第
で
す
。


