
に
ひ
ば
り
の

を
つ
く
は
の
や
ま

︱
﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
行
方
郡
香
澄
里
﹁
新
治
洲
﹂
に
つ
い
て
︱

廣

岡

義

隆

〇
キ
ー
ワ
ー
ド
＝
隠
れ
古
伝
・
新
治
の
ク
ニ
・
旧
国
造
制
地
域
・

歌
語
表
現
・
境
界
山
岳
の
行
政
所
属

一

は
じ
め
に

﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
行
方
郡
香
澄
里
条
に
﹁
新
治
洲
﹂
の
記
事
が
載
る
︒

﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
は
省
略
本
と
し
て
知
ら
れ
︑
現
存
の
各
写
本
で
は
﹁
以

下
畧
之
﹂
﹁
已
下
畧
之
﹂
が
頻
出
す
る
が
︑
巻
頭
の
﹁
常
陸
国
号
・
常
陸

国
勢
﹂
条
は
﹁
不
畧
之
﹂
︵
略は
ぶ

く
こ
と
な
し
︶
と
あ
り
︑
行
方
郡
に
つ
い
て

も
﹁
行
方
郡
分
不
略
之
﹂
︵
行
方
郡
の
分
は
略は
ぶ

く
こ
と
な
し
︶
と
あ
っ
て
︑
行

方
郡
は
省
略
の
無
い
唯
一
の
郡
と
し
て
知
ら
れ
る
︒

そ
の
行
方
郡
香
澄
里
条
の
記
述
の
続
き
に
︑

此
里
以
西
︑
海
中
在
洲
︒
謂
新
治
洲
︒
所
以
然
稱
者
︑
立
於
洲
上
︑

北
面
遥
望
︑
新
治
國
小
筑
波
之
岳
所
見
︒
因
名
也
︒

此こ
の

里さ
と

よ
り
以
西
に

し

の
か
た
︑
海わ
た

中な
か

に
洲す

在あ

り
︒
新
治
洲

に
ひ
ば
り
の
す

と
謂い

ふ
︒

然し
か

称い

ふ
所
以
ゆ

ゑ

は
︑
洲す

の
上う
へ

に
立
ち
て
︑
北
面

き
た
の
か
た

を
遥は
ろ

か
に
望の
ぞ

め
ば
︑

新
治

に
ひ
ば
り
の

国く
に

の
小を

筑つ
く

波は

の
岳や
ま

見み

ゆ
︒
因よ

り
て
名な

づ
く
︒

と
い
う
簡
潔
な
記
事
が
載
る
︒
﹁
新
治
洲
﹂
の
﹁
洲
﹂
字
は
﹁
し
ま
﹂
と

も
﹁
す
﹂
と
も
訓
む
こ
と
の
出
来
る
用
字
で
あ
り
︑
或
い
は
﹁
し
ま
﹂
と

訓
む
の
が
良
い
か
と
も
見
ら
れ
る
が
︑
す
ぐ
続
い
て
出
る
﹁
板
来
村
﹂
条

の
末
尾
に
次
の
記
事
が
出
る
︒

板
来
南
海
︑
有
洲
︒
可
三
四
里
許
︒
春
時
︑
香
嶋
・
行
方
二
郡
︑
男

女
盡
来
︑
拾
洲
白
貝
・
雜
味
之
貝
物
矣
︒

板い
た

来く

の
南
の
か
た
の
海
に
︑
洲
有
り
︒
三
四
里

み
さ
と
よ
さ
と

許ば
か

り
あ
り
︒
春

の
時
に
︑
香
島
・
行
方
の
二
の

ふ
た
つ

郡
の
︑
男
も
女
も
尽
こ
と
ご

と
来き
た

り
︑

洲
の
白
貝
お

ふ

・
雑
の

く
さ
ぐ
さ

味あ
ぢ

の
貝
物

か
ひ
つ
も
の

を
拾ひ
り

へ
り
︒

﹁
可
三
四
里
許
﹂
︵
﹁
可
﹂
は
﹁
許
﹂
と
照
応
し
﹁
ば
か
り
﹂
と
い
う
概
念
を
示
す

用
字

︵
１
︶

と
し
て
あ
る
︶
は
︑
天
平
尺
で
一
里
は
四
四
五
・
五
㍍
で
あ
り
︑
現
代

の
一
キ
ロ
㍍
半
か
ら
二
キ
ロ
㍍
弱
と
い
う
概
数
に
な
る
︒
右
の
記
述
は
今

の
世
の
潮
干
狩
り
そ
の
も
の
に
該
当
す
る
光
景
で
あ
る

︵
２
︶

︒
こ
れ
に
よ
り
文

中
の
二
か
所
に
出
る
﹁
洲
﹂
は
﹁
す
﹂
と
読
む
の
が
良
い
︒
浜
か
ら
離
れ

た
浅
瀬
と
見
ら
れ
︑
﹁
浜
﹂
と
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
︒
次
頁
下
段
に
日

一



本
古
典
文
学
大
系
本
﹃
風
土
記
﹄
の
地
図
︵
部
分
︑
図
２

︶
を
示
す
が
︑﹁
板

来
の
南
の
か
た
の
海
﹂
に
は
﹁
洲す

﹂
が
い
く
つ
も
確
認
出
来
る
︵
図
３

︑

部
分
拡
大
︑
参
照
︶
︒
こ
れ
は
︑
江
戸
期
に
お
い
て
も
続
い
て
示
す
﹃
新
編

常
陸
國
誌
﹄
の
記
載
の
通
り
で
あ
っ
て
︑
往
時
か
ら
の
砂
洲
で
あ
る
と
見

る
こ
と
が
出
来
る
︒
同
じ
郡
の
引
き
続
い
て
出
る
箇
所
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
︑﹁
新
治
洲
﹂
の
﹁
洲
﹂
も
︑﹁
す
﹂
と
訓
む
の
が
良
い
と
判
断
さ
れ
る
︒

二

﹁
新
治
洲
﹂
の
所
在

﹁
新
治
洲
﹂
に
つ
い
て
は
︑
江
戸
後
期
の
中
山
信
名
の
﹃
新
編
常
陸
國
誌

︵
３
︶

﹄

の
﹁
香
澄
郷
﹂
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
︒

海
中
ノ
洲
ハ
︑
今
モ
永
山
村
ニ
屬
ス
︑
其
他
ニ
モ
下
總
ニ
屬
ス
ル
十

六
島
ノ
内
ノ
島
々
モ
︑
至
テ
近
キ
ア
リ
︑
コ
ノ
邊
古
代
ヨ
リ
洲
ノ
ア

リ
ケ
ン
コ
ト
知
ル
ベ
シ
︑
實
ニ
ヨ
ク
筑
波
ヲ
望
ム
ベ
キ
所
ナ
リ
︑

右
に
出
る
﹁
永
山
村
﹂
は
後
の
旧

行
方
郡
牛
堀
町
永
山
の
地
に
な
り
︑

今
の
潮
来
市
永
山
の
地
に
な
る
︒
こ

の
﹁
永
山
村
﹂
は
風
土
記
当
時
の
﹁
香

澄
里
﹂
に
該
当
す
る
地
域
と
見
ら
れ

る
が
︑
次
頁
上
段
に
示
す
宮
本
元
球

の
﹃
常
陸
國
郡
郷
考
﹄
に
よ
る
と
︑

既
に
江
戸
後
期
に
は
﹁
新
治
洲
﹂
な

る
も
の
は
︑
存
在
し
て
い
な
か
っ
た

と
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
明
治
期
の
栗
田
寛
氏
が
﹃
標
註
古
風
土
記

︵
４
︶

﹄
の

巻
頭
に
掲
載
す
る
﹁
常
陸
郡
郷
圖
﹂
︵
部
分
︑
上
の
図
１

︶
に
お
い
て
は
﹁
奈

佐
可
海
﹂
と
共
に
﹁
板
来
駅
家
﹂
の
南
方
域
に
﹁
新
治
洲
﹂
と
明
記
さ
れ

る
︒
﹃
萬
葉
集
﹄
東
歌
に
出
る
﹁
奈
左
可
能
宇
美
﹂
︵
浪
逆
の
海
︶
は
一
般

に
こ
の
辺
り
の
称
と
さ
れ
る
︒

比
多
知
奈
流

奈
左
可
能
宇
美
乃

多
麻
毛
許
曽

比
氣
波
多
延
湏

礼

阿
杼
可
多
延
世
武

︵
14
・
三
三
九
七
︑
相
聞
・
常
陸
國
歌
︶

ひ
た
ち
な
る

な
さ
か
の
う
み
の

た
ま
も
こ
そ

ひ
け
ば
た

え
す
れ

あ
ど
か
た
え
せ
む
︵
常
陸
な
る
浪な

逆さ
か

の
海
の
玉
藻
こ

そ
引
け
ば
絶
え
す
れ
何あ
ど

か
絶
え
せ
む
︶

し
か
し
︑
﹁
新
治
洲
﹂
は
﹁
板
来
﹂
の
南
で
は
な
く
︑
﹁
香
澄
里
﹂
条
に

記
述
さ
れ
る
︒
左
の
図
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
﹃
風
土
記

︵
５
︶

﹄
の
巻
末
の

﹁
常
陸
国
風
土
記
地
図
﹂
の
部
分
で
あ
り
︑
図
２

は
行
方
郡
の
箇
所
︑
そ

の
黒
く
囲
ん
だ
部
分
の
拡
大
が
下
の
図
３

で
あ
る
︒ 二

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
三
一
号
・
二
〇
二
〇
年
六
月

図３にほぼ対応する地域範囲

（図３）

（図２）

（図１）
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﹁
板
来
駅
﹂
の
南
方
域
に
破
線
で

﹁
洲
﹂
が
示
さ
れ
る
︒
﹃
新
編
常
陸
國

誌
﹄
に
﹁
十
六
島
﹂
と
あ
る
通
り
︑

数
少
な
く
な
い
﹁
洲
﹂
が
存
在
し
た

も
の
と
見
ら
れ
︑
こ
れ
ら
は
現
在
陸

地
化
し
て
い
る
︒
そ
の
陸
地
化
し
た

地
域
を
兼
岡
理
恵
氏
が
示
し
て
い
る

の
で
︑
図
４
(
同
氏
図
の
部
分
表
示
)
と

し
て
上
に
示
す

︵
６
︶

︒

﹁
新
治
洲
﹂
は
﹁
板
来
﹂
の
南
方

域
で
は
な
く
﹁
香
澄
里
﹂
条
に
記
述

さ
れ
て
お
り
︑
大
系
本
﹃
風
土
記
﹄

の
地
図
で
秋
本
吉
郎
氏
が
香
澄
里
西
方
に
図
示
し
て
い
る
地
点
あ
た
り
に

違
い
な
い
︒
栗
田
寛
氏
は
中
山
信
名
の
稿
に
増
補
す
る
形
で
中
山
信
名
の

﹃
新
編
常
陸
國
誌
﹄
を
出
版
し
た
人
で
あ
り
︑
江
戸
期
の
中
山
信
名
の
記

述
を
基
に
し
て
﹁
新
治
洲
﹂
と
書
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
︵
図
１

︶
︑

そ
の
図
示
地
点
は
適
切
で
は
な
い
︒
こ
の
こ
と
は
︑
明
治
期
の
栗
田
寛
氏

の
頃
に
は
︑
﹁
新
治
洲
﹂
と
推
定
出
来
る
洲
の
存
在
が
︑
香
澄
郷
近
傍
に

は
既
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒

ま
た
︑
江
戸
期
の
宮
本
元
球
の
﹃
常
陸
國
郡
郷
考

︵
７
︶

﹄
に
は
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
る
︒

新
治
洲
は
今
麻
生
に
屬
せ
る
天
王
嵜
︹
牛
頭
天
王
の
小
祠
あ
り
︺
と
稱

す
る
地
な
る
へ
し
︒
冨
田
の
方
よ
り
望
む
と
き
は
流
海
中
に
斗
出
せ

り
︒
其
地
よ
り
西
北
望
す
れ
は
筑
波
岳
の
秀
色
餐
す
へ
し
⁝
下
略
⁝

︵
中
巻
︑
巻
八
︵
行
方
郡
︶
香
澄
郷
︵
七
丁
オ
～
︶
条
で
︑
七
丁
ウ
３
～
５
︶

右
の
宮
本
元
球
の
記
述
は
前
記
﹃
新
編
常
陸
國
誌
﹄
に
﹁
補
宮
本
元
球

云
﹂
と
し
て
栗
田
寛
氏
が
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
前
記
の
栗
田
寛
氏
の

﹃
標
註
古
風
土
記
﹄
︵
前
出
︶
及
び
﹃
標
註
古
風
土
記
(
常
陸
)

︵
８
︶

﹄
に
は
﹁
新

治
洲
﹂
に
つ
い
て
何
の
言
及
も
な
く
︑
﹃
標
註
古
風
土
記
(
常
陸
)
﹄
の
中

に
補
記
す
る
後
藤
藏
四
郎
氏
の
補
註
に
も
記
述
が
無
い
︒

宮
本
元
球
説
に
つ
い
て
は
︑
茨
城
県
水
戸
市
在
住
で
あ
っ
た
有
馬
徳
氏

が
﹃
常
陸
国
風
土
記
註
釈

︵
９
︶

﹄
に
お
い
て
︑

天
王
崎
と
い
わ
れ
て
い
る
が
︑
疑
問
で
あ
る
︒
⁝
中
略
⁝

洲
と
い
う

の
は
砂
か
ら
成
る
島
で
あ
る
か
ら
現
在
陸
続
き
に
な
っ
て
も
高
台
で

は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

と
反
駁
す
る
︒
﹁
新
治
洲
﹂
と
お
ぼ
し
い
洲
の
存
在
が
有
馬
徳
氏
に
お
い

て
も
確
認
出
来
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
前
記
し
た
よ
う
に
江
戸
期
に

は
既
に
存
在
し
な
か
っ
た
故
地
で
あ
り
︑
秋
本
吉
徳

︵
10
︶

氏
が
﹁
霞
ケ
浦
の
中

に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
現
存
し
な
い
﹂
と
す
る
通
り
で
あ
る
︒
恐
ら
く

陸
地
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

三

山
の
行
政
所
属

筑
波
山
は
筑
波
郡
に
属
し
︑
新
治
郡
に
接
す
る
こ
と
は
な
い
(
後
出
の
図

５

︑
参
照
︶
︒
山
岳
は
律
令
制
の
施
行
と
共
に
︑
行
政
上
の
所
属
が
明
確
に

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
︒
例
え
ば
︑
﹁
不
盡
山
｣(
富
士
山
︶
は
山

三

に
ひ
ば
り
の

を
つ
く
は
の
や
ま

（図４）

新
治
洲

口



部
宿
祢
赤
人
の
﹁
望
不
盡
山
歌
一
首
﹂
︵
３
・
三
一
七
～
八
︶
の
長
歌
に
お
い

て
﹁
駿
河
有
布
士
能
高
嶺
﹂
と
記
さ
れ
︑
続
い
て
出
る
高
橋
虫
麻
呂
の
作

と
推
定
さ
れ
る
﹁
詠
不
盡
山
歌
一
首
﹂
︵
３
・
三
一
九
～
二
一
︶
の
長
歌
に
お

い
て
は
︑
そ
の
冒
頭
で
︑

奈
麻
余
美
乃

甲
斐
乃
國

打
縁
流

駿
河
能
國
与

己
知
其
智
乃

國
之
三
中
従

出
立
有

不
盡
能
高
嶺
⁝
下
略
⁝

な
ま
よ
み
の

甲
斐
か

ひ

の
国

打う
ち

縁よ
す

る

駿す
る

河が

の
国
と

こ
ち
ご

ち
の

国
の
み
中
ゆ

出い
で

立
有

た

て

る

不
尽
ふ

じ

の
高
嶺
⁝
⁝
︵
︿
な
ま

よ
み
の
﹀
甲
斐
の
国
と
︿
う
ち
よ
す
る
﹀
駿
河
の
国
と
の
双
方

の
国
の
境
界
域
か
ら
そ
び
え
立
っ
て
い
る
不
尽
の
高
嶺
⁝
⁝
︶

と
ま
る
で
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
か
ら
見
下
す
か
の
如
く
︑
俯
瞰
的
・
地
図
的
に

両
国
の
国
境
上
に
存
在
す
る
不
盡
山
の
様
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
そ

の
長
歌
の
結
句
に
お
い
て
は
︑

⁝
中
略
⁝
駿
河
有

不
盡
能
高
峯
者

雖
見
不
飽
香
聞
︵
３
・
三
一
九
︶

⁝
⁝
駿す
る

河が

有な
る

不
盡
ふ

じ

の
高た
か

峯ね

は

雖
見

み

れ

ど

不
飽

あ

か

ぬ

か
も

と
駿
河
国
に
所
属
す
る
形
で
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
︒
よ
り
正
確
な
記
述
と

し
て
は
︑
や
や
時
代
が
く
だ
る
が
︑
﹃
日
本
三
代
實
録
﹄
︵
巻
第
九
︶
の
次

の
記
事
が
あ
る
︒

甲
斐
國
言
︒
駿
河
國
富
士
大
山
︑
忽
有
暴
火
︒
燒
碎
崗
巒
︑
草
木
焦

煞
︑
土
鑠
石
流
︑
埋
八
代
郡
本
栖
并
剗
兩
水
海
︒
⁝
下
略
⁝

甲
斐
国
言ま
を

す
︒
駿
河
国
な
る
富
士
大
山
に
︑
忽
た
ち
ま
ち

に
暴
火
有
り
︒

崗
巒
を
焼
き
砕
き
︑
草
木
は
焦
殺
さ
れ
︑
土
鑠
石
の
流
れ
て
︑

八
代
郡
本
栖
并
な
ら
び

に
剗せ

の
両ふ
た

つ
の
水
海
を
埋
み
て
あ
り
︒
⁝
⁝

︵
貞
觀
六
年
秋
七
月
十
七
日
辛
丑
条
︶

右
は
西
暦
八
六
四
年
の
こ
と
に
な
る
が
︑
剗
海
︵
せ
の
う
み
︶
を
分
断
し

た
時
の
富
士
山
の
大
噴
火
に
関
す
る
甲
斐
国
か
ら
の
言
上
で
あ
る
︒
こ
こ

に
も
﹁
駿
河
國
富
士
大
山
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
国
境
上
に
位
置
し
て

も
そ
の
行
政
所
属
は
一
国
に
指
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
︒

筑
波
山
は
︑
白
壁
郡

︵
11
︶

・
筑
波
郡
・
茨
城
郡

︵
12
︶

の
三
郡
の
境
界
上
に
存
在
す

る
︵
次
々
頁
図
５

︑
参
照
︶
︒
﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
筑
波
郡
条
に
︑
古
老
に
取

材
し
た
著
名
な
説
話
﹁
筑
波
神
と
福
慈
神
﹂
が
あ
る
︒

古
老
曰
︑
﹁
昔
神
祖
尊
︑
巡
行
諸
神
之
處
︑
到
駿
河
國
福
慈
岳
︑
卒

遇
日
暮
︑
請
欲
過
宿
︒
⁝
中
略
⁝
︒
更
︑
登
筑
波
岳
︑
亦
請
容
止
︒

此
時
︑
筑
波
神
答
曰
︑
﹃
今
夜
雖
新
粟
甞
︑
不
敢
不
奉
尊
旨
﹄
︒
爰
設

飲
食
︑
敬
拜
祗
承
︒
於
是
︑
神
祖
尊
︑
歓
然
謌
曰
︑
﹃
愛
乎
我
胤
︑

巍
哉
神
宮
︑
天
地
並
斉
︑
日
月
共
同
︑
人
民
集
賀
︑
飲
食
冨
豊
︑
代
〻

無
絶
︑
日
〻
弥
榮
︑
千
秋
萬
歳
︑
遊
樂
不
窮
﹄
者
︒
是
以
福
慈
岳
︑

常
雪
不
得
登
臨
︒
其
筑
波
岳
︑
徃
集
歌
舞
飲
喫
︑
至
于
今
不
絶
︒
﹂

也
︒

古
老

お

き

な

の
曰い

は
く
︑
﹁
昔
む
か
し

神
祖

み
お
や
の

尊
み
こ
と

︑
諸
も
ろ
も
ろ

の
神か
み

の
処
と
こ
ろ

を
巡
行
め

ぐ

り
た
ま

ひ
︑
駿
河
国
な
る
福ふ

慈じ
の

岳や
ま

に
到い
た

り
た
ま
ひ
て
︑
卒つ
ひ

に
日ひ
の

暮く
れ

に
遇な

り
︑
過
宿

や

ど

り

を
請
欲
こ

ひ
た
ま
ひ
き
︒
⁝
⁝
︒
更ま
た

︑
筑
波

つ
く
は
の

岳や
ま

に
登
り

た
ま
ひ
て
︑
亦ま
た

容
止

や

ど

り

を
請こ

ひ
た
ま
ひ
き
︒
此こ
の

時と
き

に
︑
筑
波
の
神

の
答こ
た

へ
て
曰ま
を

し
し
く
︑
﹃
今
夜

こ

よ

ひ

新
粟

は

つ

ほ

の
嘗
に
ひ
な
へ

す
れ
ど
も
︑
敢あ
に

尊
旨

み

こ

と

に
奉
つ
か
へ
ま
つ

ら
ぬ
こ
と
あ
ら
め
や
﹄
と
︒
爰こ
こ

に
飲
食

を
し
も
の

を
設ま

け
︑
敬ゐ
や

び

拝
を
ろ
が

み
祗
つ
つ
し

み
承つ
か

へ
ま
つ
り
き
︒
是こ
こ

に
︑
神
祖
尊
︑
歓
然

よ

ろ

こ

び
て
謌う

曰た

四
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六
月



ひ
た
ま
ひ
し
く
︑
﹃
愛は

し
き
か
も
我
が
胤す
ゑ

︑
巍た
か

き
か
も
神か
む

つ
宮み
や

︑

天
地

あ
め
つ
ち

と
並と
も

に
斉ひ
と

し
く
︑
日ひ

月つ
き

と
共と
も

に
同
じ
く
︑
人
民

ひ
と
み
な

集つ
ど

ひ
賀
こ
と
ほ

ぎ
︑

飲
食

を
し
も
の

も
富
豊

ゆ

た

か

に
︑
代
々
よ

よ

に
絶
ゆ
る
こ
と
無
く
︑
日ひ

に
々ひ

に
弥い
や

栄

え
︑
千
秋
と

し

は
萬
歳

よ
ろ
づ
よ

に
し
て
︑
遊
楽

た
の
し
み

も
窮つ
く

る
こ
と
な
け
む
﹄
者と

︒

是
以
か

れ

︑
福
慈
岳
は
︑
常つ
ね

に
雪
ゆ
き
ふ

り
て
登
臨
の

ぼ

る
こ
と
得え

ず
︒
其そ
の

筑
波

岳
は
︑
往ゆ

き
集つ
ど

ひ
て
歌う
た

ひ
舞ま

ひ
飲
さ
け
の

み
喫
ふ

も
の
く
ら

こ
と
︑
今
に
至
る
ま

で
絶
え
ず
あ
り
﹂
︒

と
あ
り
︑
﹁
駿
河
國
福
慈
岳
﹂
の
福
慈
神
と
筑
波
岳
の
筑
波
神
と
が
対
比

的
に
描
か
れ
る
︒
ま
た
︑
同
郡
﹁
筑
波
岳
﹂
条
に
お
け
る
﹁
筑
波
峯
之
會
﹂

︵
﹃
萬
葉
集
﹄
９
・
一
七
五
九
題
詞
の
﹁
嬥
歌
會
﹂
に
相
当
︶
に
お
い
て
も
︑

夫
筑
波
岳
︑
高
秀
于
雲
︑
最
頂
西
峯
崢
嶸
︑
謂
之
雄
神
︑
不
令
登
臨
︒

但
︑
東
峯
四
方
磐
石
︑
昇
降
坱
圠
︒
其
側
流
泉
︑
冬
夏
不
絶
︒
自
坂

已
東
︑
諸
國
男
女
︑
春
花
開
時
︑
秋
葉
黄
節
︑
相
携
駢
闐
︑
飲
食
齎

賚
︑
騎
歩
登
臨
︑
遊
樂
栖
遲
︒
⁝
下
略
⁝
︒

夫そ
れ

︑
筑
波

つ
く
は
の

岳や
ま

は
︑
高
く
雲
に
秀ひ
い

で
︑
最
頂

い
た
だ
き

の
西
の
峰み
ね

は
崢
嶸
さ

が

し

く
︑
雄を
の

神か
み

と
謂
之
い

ひ
て
︑
登
臨
の

ぼ

ら
令し

め
ず
︒
但た
だ

︑
東
ひ
む
が
し

の
峰
は
四よ

方も

に
磐
石

い

は

ほ

あ
れ
ど
も
︑
昇
の
ぼ
り

降
く
だ
る
ひ
と

坱
圠

か
ぎ
り
な

し
︒
其そ
の

側
か
た
は
ら

な
る
流
る
る

泉
い
づ
み

は
︑
冬
も
夏
も
絶た

ゆ
る
こ
と
な
し
︒
坂
よ
り
已
東

ひ
む
が
し

の
諸
国

く
に
ぐ
に

の

男
を
と
こ

も
女
を
み
な

も
︑
春
の
花
の
開さ

く
時
に
︑
秋
の
葉
の
黄も
み

つ
節と
き

に
︑
相
携

た

づ

さ

は
り
駢
闐

つ

ら

な

り
︑
飲
食

を
し
も
の

齎
賚

も

ち

き

て
︑
騎う
ま

よ
り
歩か
ち

よ
り
登
臨
の

ぼ

り
︑
遊あ
そ

び

楽た
の

し
み
栖
遅
い

こ

へ
り
︒
⁝
⁝
︒

と
四
言
を
基
本
と
す
る
達
意
の
名
文
で
綴
ら
れ
る
︒
筑
波
山
に
関
す
る
こ

の
二
条
の
掲
載
は
︑
筑
波
山
が
行
政
上
は
筑
波
郡
所
属
と
し
て
あ
る
こ
と

を
﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

﹁
筑
波
郡
筑
波
岳
﹂
が
以
上
の
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
︑
行
方
郡
香
澄
里
条
に
﹁
新
治
國
小
筑
波
之
岳
﹂
と
記
さ
れ
る
の

は
︑
ど
う
い
う
次
第
で
あ
ろ
う
か
︒

四

﹁
新
治
の
ク
ニ
﹂
の
﹁
筑
波
山
﹂

﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
は
そ
の
冒
頭
の
﹁
常
陸
国
号
﹂
条
に
お
い
て
︑

問
國
郡
舊
事
︑
古
老
答
曰
︑﹁
古
者
︑
自
相
摸

︵
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︶

國
足
柄
岳
坂
以
東
諸
縣
︑

惣
稱
我
姫
國
︒
是
︑
當
時
不
言
常
陸
︑
唯
稱
新
治
・
筑
波
・
茨
城
・

那
賀
・
久
慈
・
多
珂
國
︒
各
遣
造
別
令
檢
校
︒
其
後
︑
至
難
波
長
柄

豐
前
大
宮
臨
軒
天
皇
之
世
︑
遣
高
向
臣
・
中
臣
幡
織
田
連
等
︑
惣
領

自
坂
已
東
之
國
︒
于
時
︑
我
姫
之
道
︑
分
為
八
國
︑
常
陸
國
居
其
一
矣
︒

国く
に

郡
こ
ほ
り

の
旧
事

ふ
る
こ
と

を
問と

ふ
に
︑
古
老

お

き

な

の
答こ
た

へ
て
曰い

は
く
︑
｢
古
い
に
し
へ

は
︑
相さ
が

摸む
の

国く
に

の
足
柄

あ
し
が
ら

の
岳
坂

や
ま
さ
か

よ
り
以
東

ひ
む
が
し

の
諸
も
ろ
も
ろ

の
県
あ
が
た

は
︑
惣す

べ
て
我
姫

あ
づ
ま
の

国く
に

と
称い

ひ
き
︒
是こ

は
︑
当
時

そ
の
か
み

常
陸

ひ

た

ち

と
言
は
ず
︑
唯た
だ

新
治

に
ひ
ば
り

・
筑つ
く

波は

・

茨
城

う
ま
ら
き

・
那な

賀か

・
久く

慈じ

・
多た

珂か

の
国く
に

と
称い

ひ
き
︒

各

お
の
も
お
の
も

造
み
や
つ
こ

・
別わ
け

を
遣つ
か

は
し
て
検
校
を

さ

め
令し

め
き
︒
其そ
の

後
に
︑
難な
に

波は
の

長な
が

柄ら
の

豊
前

と
よ
さ
き
の

大お
ほ

宮
み
や
に

臨

あ
め
の
し
た
を

軒

さ
め
た
ま
ひ
し

天
皇

す
め
ら
み
こ
と

の
世み
よ

に
至
り
て
︑
高
向
臣

た
か
む
く
の
お
み

・
中
臣

な
か
と
み
の

幡は
た

織お
り

田た
の

連
む
ら
じ

等ら

を
遣
つ
か
は

し
て
︑
坂
よ
り
已
東

ひ
む
が
し

の
国
を
惣
領

す
べ
を
さ

め
し
め
た
ま

ひ
き
︒
時
に
︑
我
姫

あ

づ

ま

の
道く
に

︑
分わ

け
て
八や
つ

の
国
と
為な

し
︑
常
陸
国

を
其そ
の

一
ひ
と
つ

に
居す

ゑ
た
ま
ひ
き
︒

と
︑
国
域
の
当
初
の
編
成
は
﹁
新
治
・
筑
波
・
茨
城
・
那
賀
・
久
慈
・
多

五

に
ひ
ば
り
の

を
つ
く
は
の
や
ま



珂
﹂
の
六
国
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
︑
﹁
難
波
長
柄
豐
前
大

宮
臨
軒
天
皇
﹂
即
ち
孝
徳
天
皇
の
代
に
な
っ
て
常
陸
国
が
敷
か
れ
た
と
い

う
経
緯
が
国
号
由
来
の
前
に
提
示
さ
れ
る
︒
旧
国
造
時
代
の
六
国
か
ら
大

化
代
に
お
け
る
常
陸
国
十
一
郡
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
︒

（図５）常陸国十一郡図

①

②

③ ⑥

④
⑤

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

▲

①新治郡 ②白壁郡 ③筑波郡
④河内郡 ⑤信太郡 ⑥茨城郡
⑦行方郡 ⑧香島郡 ⑨那賀郡
⑩久慈郡 ⑪多珂郡 ▲筑波山

右
の
図
５

は
常
陸
国
十
一
郡
を
図
示
し
た
も
の
で
︑
ア
ミ
カ
ケ
し
て
い

る
②
の
白
壁
郡
と
④
の
河
内
郡
は
︑
現
存
の
﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
に
お
い

て
は
︑
そ
の
記
事
が
欠
失
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒

﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
が
そ
の
冒
頭
で
示
す
旧
国
造
に
由
来
す
る
六
つ
の

ク
ニ
の
そ
の
領
域
推
定
に
つ
い
て
は
︑
篠
川
賢
氏
の
﹁
律
令
制
成
立
期
の

地
方
支
配

︵
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﹂
が
同
論
中
で
描
き
示
す
図
に
よ
っ
て
︑
図
６

と
し
て
示
す
︒

た
だ
し
︑
篠
川
賢
氏
の
図
は
古
墳
分
布
と
自
然
地
形
を
勘
案
し
た
詳
細
な

図
で
あ
る
が
︑
図
６

は
廣
岡
が
原
図
を
簡
略
化
し
て
範
囲
の
み
を
示
し
た

図
で
あ
る
︒
な
お
︑
篠
川
賢
氏
論
中
の
第
１
図
に
よ
る
と
︑
香
澄
里
は
﹁
茨

城
の
ク
ニ
﹂
︵
Ｃ
︶
に
属
し
︑
そ
の
南
の
板
来
村
︵
里
︶
は
﹁
那
賀
の
ク
ニ
﹂

︵
Ｄ
︶
に
属
し
て
い
る
︵
図
６

の
Ａ
～
Ｆ
は
廣
岡
に
よ
る
仮
の
略
称
で
あ
る
︶
︒

（図６）国造制下の六つのクニ

Ｄ

▲

Ｂ

Ｃ

▲
＝
筑
波
山

Ａ

Ｅ

Ｆ

Ａ新治のクニ Ｂ筑波のクニ
Ｃ茨城のクニ Ｄ那賀のクニ
Ｅ久慈のクニ Ｆ多珂のクニ

右
の
図
６

に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
が
︑
古
く
白
壁
郡
︵
白
壁
国
︶
は
存

在
せ
ず
︑﹁
新
治
の
ク
ニ
﹂︵
Ａ
︶
と
﹁
筑
波
の
ク
ニ
﹂︵
Ｂ
︶
が
接
し
て
お
り
︑

そ
の
境
界
に
筑
波
山
が
存
在
し
た
︒
﹁
筑
波
の
ク
ニ
﹂
の
﹁
筑
波
﹂
の
称

を
持
つ
山
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
当
初
の
所
属
は
﹁
新
治
洲
﹂
の
記
述
か
ら

或
い
は
﹁
新
治
の
ク
ニ
﹂
に
属
し
て
い
た
も
の
か
と
も
推
測
さ
れ
る
︒

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
前
記
の
宮
本
元
球
の
﹃
常
陸
國
郡
郷
考

︵
15
︶

﹄
が

次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒

筑
波
の
背
は
眞
壁
郡
な
れ
は
こ
な
た
よ
り
は
眞
壁
郡
筑
波
と
も
云
ふ

へ
き
を
新
治
に
か
け
た
る
は
是
亦
眞
壁
の
新
治
を
割
た
る
証
に
し
て

い
ま
た
眞
壁
を
置
さ
り
し
時
に
新
治
洲
の
稱
あ
り
し
な
る
へ
し

︵
中
巻
︑
巻
八
︵
行
方
郡
︶
香
澄
郷
条
︑
七
丁
ウ
７
～
八
丁
オ
１
︶
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こ
の
指
摘
は
的
確
で
あ
り
︑
言
及
の
通
り
で
あ
る
と
認
め
て
よ
い
︵
傍

線
は
廣
岡
に
よ
る
︶
︒
右
に
﹁
真
壁
郡
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
白
壁
郡
﹂
の
後
の

呼
称
で
あ
る
こ
と
︑
当
稿
註
(11
)で
示
し
て
い
る
︒
参
照
さ
れ
た
い
︒

五

に
ひ
ば
り
の

を
つ
く
は
の
や
ま

｢
新
治
洲
﹂
か
ら
筑
波
山
を
遠
望
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒
左
の
写
真
に
は

﹁
鹿
島
町
︵
北
浦
︶
﹂
と
撮
影
ポ
イ
ン
ト
の
説
明
が
あ
る
︒
鹿
島
郡
鹿
島
町

は
現
在
の
鹿
島
市
︒
﹁
北
浦
﹂
は
霞
ヶ
浦
の
水
域
の
称
で
︑
写
真
に
写
る

景
か
ら
北
方
に
長
く
伸
び
る
水
域
を
い
う
︒
当
稿
の
図
２

で
︑
行
方
郡
の

東
方
域
が
﹁
北
浦
﹂
で
あ
り
︑
行
方
郡
と
香
島
郡
に
挟
ま
れ
た
水
域
に
な

る
︒﹁
新
治
洲
﹂
か
ら
の
景
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
見
て
良
い
︒

さ
て
︑
筑
波
山
を
洲
か
ら
遠
望
出
来
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
う
で
あ
れ
ば

﹁
筑
波
之
岳
所
見
﹂
と
い
う
六
字
句
が
落
ち
着
く
︒
た
だ
し
︑
﹁
洲
﹂
の
称

が
﹁
新
治
洲
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
ど
う
し
て
も
﹁
新
治
國
小
筑
波
之
岳
所
見
﹂

と
﹁
新
治
﹂
の
称
を
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
気
に
な
る
の

は
﹁
小
筑
波
﹂
の
﹁
小
﹂
で
あ
る
︒
﹁
新
治
國
筑
波
岳
所
見
﹂
と
い
う
八

字
句
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
前
の
四
字
句
を
基
本
と
す
る
文
に
︑
文
字
数
上
︑

合
致
す
る
の
で
あ
る
︒

﹁
小
﹂
と
あ
り
﹁
之
﹂
と
あ
る
の
は
︑
歌
語
と
し
て
伝
来
し
て
い
た
も

の
と
推
考
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
小
﹂
に
つ
い
て
︑
兼
岡
理
恵
氏
が
次
の
よ
う

に
指
摘
す
る
︒

当
国
風
土
記
に
お
い
て
他
の
﹁
筑
波
山
﹂
は
み
な
﹁
筑
波
岳
﹂
﹁
筑

波
峰
﹂
と
い
う
表
記
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
﹃
万
葉
集
﹄
東
歌
中
の

﹁
筑
波
山
﹂
に
は
﹁
さ
衣
の
小﹅

筑
波
嶺
ろ
に
﹂

（
マ
マ
）

﹁
小﹅

筑
波
の
嶺
ろ
に
﹂

﹁
小﹅

筑
波
の
繁
き
木
の
間
﹂
︵
万
14
・
三
三
九
四
～
六
︶
と
い
う
例
が
見

え
る
︒
こ
こ
か
ら
﹁
新
治
の
国
小
筑
波
の
岳
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
歌
謡
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
一
つ
の
詞
章
と
し
て
︑
伝

承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

︵
同
氏
初
発
論
考

︵
17
︶

よ
り
︶

﹁
小
筑
波
之
岳
﹂
と
﹁
小
﹂
と
い
う
親
愛
や
賞
愛
を
示
す
接
頭
語
が

つ
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
﹃
万
葉
集
﹄
中
の
東
歌
に
詠
ま
れ
る
筑
波

山
の
表
現
︑
⁝
⁝
三
三
九
五
番
歌
と
三
三
九
六
番
歌

︱
引
用
略
⁝
⁝

な
ど

と
通
じ
る
も
の
だ
ろ
う
︒

︵
同
氏
所
収
書
論
考

︵
18
︶

よ
り
︶

所
収
書
論
考
に
お
い
て
︑
初
発
稿
と
重
複
す
る
箇
所
は
略
し
て
い
る
︒

右
で
東
歌
三
首
が
引
か
れ
る
︒
そ
の
原
文
を
全
形
で
引
用
す
る
と
次
の

七

に
ひ
ば
り
の

を
つ
く
は
の
や
ま

『常陽藝文』第25号に掲載の槍崎敏氏撮
影の写真による(註16)。「鹿島町（北浦）」
とあり、「新治洲」は写真に写る船の向
こうに横たわる黒い山並みの彼方にな
る。丁度船の位置と反対側の辺りか。黒
く囲んだ中に筑波山が見える。囲み部分
の拡大写真が下の画像で、山影が薄いた
め、山の稜線を廣岡が書き込んだ。



通
り
で
あ
る
︒

左
其
呂
毛
能

乎
豆
久
波
祢
呂
能

夜
麻
乃
佐
吉

和
湏
良
許
婆
古

曽

那
乎
可
家
奈
波
賣

︵
14
・
三
三
九
四
︶

さ
ご
ろ
も
の

を
づ
く
は
ね
ろ
の

や
ま
の
さ
き

わ
す
ら
こ

ば
こ
そ

な
を
か
け
な
は
め

︵
さ
衣
の
小
筑
波
嶺
ろ
の
山
の

崎
忘
ら
来
ば
こ
そ
汝な

を
懸か

け
な
は
め
︶

乎
豆
久
波
乃

祢
呂
尒
都
久
多
思

安
比
太
欲
波

佐
波
太
奈
利
怒

乎

萬
多
祢
天
武
可
聞

︵
14
・
三
三
九
五
︶

を
づ
く
は
の

ね
ろ
に
つ
く
た
し

あ
ひ
だ
よ
は

さ
は
だ
な

り
ぬ
を

ま
た
ね
て
む
か
も

︵
小
筑
波
の
嶺
ろ
に
月つ
く

立た

し

間
夜

あ
ひ
だ
よ

は
さ
は
だ
な
り
ぬ
を
ま
た
寝
て
む
か
も
︶

乎
都
久
波
乃

之
氣
吉
許
能
麻
欲

多
都
登
利
能

目
由
可
汝
乎
見

牟

左
祢
射
良
奈
久
尒

︵
14
・
三
三
九
六
︶

を
づ
く
は
の

し
げ
き
こ
の
ま
よ

た
つ
と
り
の

目
ゆ
か
汝

を
見
む

さ
ね
ざ
ら
な
く
に

︵
小
筑
波
の
繁し
げ

き
木こ

の
間ま

よ
発た

つ
鳥
の
目め

ゆ
か
汝な

を
見み

む
さ
寝
ざ
ら
な
く
に
︶

﹃
萬
葉
集
﹄
に
は
︑
右
の
歌
に
つ
い
て
﹁
右
十
首
常
陸
國
歌
﹂
︵
14
・

三
三
八
八
～
三
三
九
七
左
注
︶
と
記
さ
れ
る
︒

ま
た
﹁
之
﹂
が
あ
る
の
は
歌
語
と
し
て
の
伝
来
と
し
た
が
︑
倭
語
の
場

合
︑
山
川
浦
海
原
野
な
ど
に
付
く
場
合
︑﹁
○
○
の
山
﹂
な
ど
と
助
詞
﹁
の
﹂

を
原
則
的
に
介
す
る
︒
時
に
音
数
律
の
関
係
か
ら
﹁
の
﹂
を
省
く
場
合
が

あ
り
︑
常
に
﹁
の
﹂
を
介
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
︑
一
般
的
に
﹁
の
﹂
を

伴
う
の
が
常
で
あ
る
︒
漢
語
の
場
合
は
﹁
筑
波
岳
﹂﹁
筑
波
峰
﹂
等
と
﹁
之
﹂

を
介
さ
な
い
︒
ま
た
︑
﹁
を
つ
く
は
の
や
ま
﹂
と
﹁
の
﹂
を
伴
う
こ
と
に

よ
り
七
音
節
に
な
り
︑
歌
語
性
が
高
く
な
る
︒

﹁
小
筑
波
之
岳
所
見
﹂
の
﹁
所
見
﹂
は
﹁
見
ゆ
﹂
と
訓
む
︒
﹁
所
﹂
字
は

自
発
等
を
表
現
す
る
助
動
詞
﹁
ゆ
﹂
を
示
す
辞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
︒
﹁
見

ゆ
﹂
は
﹁
見
え
る
・
望
む
こ
と
が
で
き
る
﹂
の
意
で
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
見

ゆ
﹂
も
倭
歌
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
︒

｢
に
ひ
ば
り
の

を
つ
く
は
の
や
ま
⁝
⁝
み
ゆ
﹂
と
い
う
倭
歌
が
低
い
洲

に
関
わ
っ
て
存
在
し
︑﹁
新
治
洲
﹂
と
命
名
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒
兼
岡
理
恵
氏
は
﹁
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
歌
謡
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
一
つ

の
詞
章
と
し
て
︑
伝
承
⁝
⁝
﹂
と
想
定
す
る
︒﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
に
お
い

て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
倭
武
天
皇
の
称
で
頻
出
す
る
が
︑﹁
新
治
洲
﹂
に
倭
武

天
皇
が
関
与
す
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
︒
関
与
し
な
く
て
も
倭
歌
の
存

在
は
あ
り
得
る
も
の
で
あ
り
︑﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
の
中
に
倭
歌
は
九
首
載

る
が
︑
ど
の
歌
に
も
倭
武
天
皇
は
関
与
せ
ず
︑
ま
た
都
人
の
直
接
的
な
関

与
も
見
ら
れ
な
い
︒
た
だ
︑
兼
岡
理
恵
氏
は
﹁
よ
う
な
﹂
と
し
て
お
り
︑﹁
一

つ
の
詞
章
と
し
て
︑
伝
承
﹂
と
す
る
の
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
︒
﹁
新
治
洲
﹂

は
現
地
に
お
け
る
往
時
の
名
勝
と
し
て
存
在
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
︒

し
か
も
そ
れ
は
﹁
新
治
國
﹂
の
語
か
ら
︑
大
化
以
前
の
現
地
伝
承
と
見

ら
れ
る
古
い
伝
え
と
し
て
あ
る
︒
こ
う
い
う
次
第
に
よ
り
︑
香
澄
里
の
﹁
里

家
﹂
︵
役
所
︶
に
お
い
て
︑
由
緒
あ
る
伝
承
と
し
て
執
筆
し
た
も
の
と
見
ら

れ
る
が
︑
倭
歌
は
録
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
香
澄
里
に
お
い
て
は
﹁
香

澄
﹂
と
い
う
里
号
由
来
が
主
で
あ
り
︑﹁
新
治
洲
﹂
は
補
足
に
過
ぎ
な
か
っ

た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
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六

お
わ
り
に
︱
隠
れ
古
伝
︱

﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
は
冒
頭
に
﹁
常
陸
國
司
解

申
古
老
相
傳
舊
聞
事
﹂

と
あ
り
︑
こ
れ
は
﹁
解
﹂
に
お
け
る
事
書
き
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
︒
﹃
続

日
本
紀
﹄
に
載
る
所
謂
風
土
記
撰
録
の
命

︵
19
︶

に
お
い
て
は
︑﹁
好
字
地
名
﹂﹁
産

物
色
目
﹂
﹁
土
地
沃
塉
﹂
﹁
名
号
所
由
﹂
﹁
古
老
相
伝
﹂
﹁
旧
聞
異
事
﹂
の
六

条
が
提
示
さ
れ
る
︵
古
老
相
伝
と
旧
聞
異
事
を
一
括
す
れ
ば
五
条
に
な
る
︶
︒
こ
の

六
条
︵
五
条
︶
が
太
政
官
か
ら
求
め
ら
れ
た
撰
録
の
柱
と
な
る
も
の
で
あ

り
︑
行
方
郡
の
﹁
當
麻
之
郷
﹂
条
に
お
い
て
は
こ
の
六
項
目
を
満
し
て
記

述
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
珍
し
い
項
目
に
な
る
︒

さ
て
︑﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
冒
頭
の
事
書
き
に
よ
り
︑
当
風
土
記
は
﹁
古

老
相
傳
舊
聞
記
﹂
と
称
し
て
良
い
ま
で
に
︑﹁
古
老
相
伝
﹂
と
﹁
旧
聞
異
事
﹂

を
重
ん
じ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
︒
当
風
土
記
に
お
い
て
﹁
土
地

沃
塉
﹂
記
載
は
六
件
に
過
ぎ
な
い
が
︑
﹁
古
老
相
伝
﹂
は
二
八
件
︑
﹁
旧
聞

異
事
﹂
は
四
五
件
を
数
え
る
︒
当
稿
冒
頭
で
言
及
し
た
よ
う
に
︑
﹃
常
陸

國
風
土
記
﹄
は
省
略
本
で
あ
り
︑
原
姿
の
全
文
を
今
に
伝
え
る
も
の
で
は

な
い
の
で
︑
右
の
数
値
も
概
ね
の
傾
向
で
あ
る
と
見
る
の
が
良
い
こ
と
に

な
る
︒
﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
は
﹃
出
雲
國
風
土
記
﹄
に
比
し
て
︑
そ
の
分

量
は
約
半
分
程
度
な
の
で
あ
る
︒

﹁
香
澄
里
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
古
傳
曰
﹂
と
し
て
﹁
大
足
日
子
天
皇
﹂︵
景

行
天
皇
︶
由
来
の
﹁
香
澄
﹂
と
い
う
里
号
由
来
譚
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
︑

付
属
し
て
記
載
さ
れ
る
﹁
新
治
洲
﹂
の
記
事
自
体
は
﹁
此
里
以
西
︑
海
中

在
洲
﹂
と
し
て
当
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
﹁
新
治
﹂
の
称
の
由
来
が
示
さ
れ

る
だ
け
な
の
で
あ
る
︒

し
か
し
﹁
新
治
國
小
筑
波
之
岳
所
見
﹂
か
ら
︑
少
な
く
と
も
大
化
の
代

よ
り
も
以
前
に
遡
る
古
い
伝
承
に
基
づ
く
内
容
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
と
共
に
︑
倭
歌
を
伴
っ
て
い
た
可
能
性
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
即
ち

こ
れ
も
﹁
古
伝
﹂
に
由
来
す
る
事
項
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒
し
か
し
︑

古
伝
で
あ
る
こ
と
は
表
面
上
は
何
も
記
さ
れ
て
は
い
な
く
て
︑
﹁
隠
れ
古

伝
﹂
に
な
る
︒

﹁
隠
れ
古
伝
﹂
は
︑
気
付
か
ず
に
読
み
過
し
が
ち
で
あ
り
︑
他
に
も
潜

ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
当
稿
は
︑
は
か
ら
ず
も
そ
う
し
た
一
件
を
こ

こ
に
示
す
こ
と
が
出
来
た
事
例
と
し
て
あ
る
︒

︻
註
︼

︵
１
︶
﹁
可
﹂
だ
け
に
も
﹁
許
﹂
の
意
が
あ
る
が
︵
﹃
故
訓
匯
纂
﹄
﹁
可
﹂
字
条
⑱
～
⑳
︶
︑

﹁
可
⁝
⁝
許
﹂
と
照
応
す
る
事
例
が
少
な
く
な
い
︒
例
え
ば
﹃
藝
文
類
聚
﹄
に
︑
﹁
計

可
十
許
日
﹂
︵
巻
七
︑
山
部
上
﹁
嵩
高
山
﹂
﹃
世
記
﹄
曰
条
︶
︑
﹁
山
可
百
里
許
﹂
︵
巻

八
十
︑
火
部
﹁
火
﹂
﹃
十
洲
記
﹄
曰
︑
又
曰
条
︶
︑
﹁
長
可
尺
許
﹂
︵
巻
八
十
三
︑
寶
玉

部
上
﹁
玉
﹂
﹃
異
苑
﹄
曰
︑
又
曰
条
︶
な
ど
と
あ
る
︒

︵
２
︶
本
文
に
は
﹁
香
嶋
・
行
方
二
郡
﹂
と
あ
る
が
︑
二
郡
の
み
な
ら
ず
︑
下
総
国
か
ら

も
集
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
を
敢
え
て
隣
国
に
は
触
れ
ず
︑
言
及
を
避
け
て
い
る

と
見
ら
れ
る
︒

︵
３
︶
中
山
信
名
著
・
栗
田
寛
増
補
﹃
新
編
常
陸
國
誌
﹄
︒
中
山
信
名
︵
一
七
八
七
～

一
八
三
六
年
︶
の
生
前
に
は
完
成
せ
ず
︑
栗
田
寛
の
手
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る

︵
積
善
館
︑
上
巻
︑
一
八
九
九
年
四
月
︒
下
巻
︑
一
九
〇
一
年
五
月
︶
︒
引
用
は
巻
三

﹁
郷
里
﹂
の
行
方
郡
香
澄
郷
条
で
︑
上
巻
︑
二
五
一
頁
︒

九

に
ひ
ば
り
の

を
つ
く
は
の
や
ま



︵
４
︶
栗
田
寛
氏
著
﹃
標
註
古
風
土
記
﹄
︵
大
日
本
図
書
刊
︑
一
八
九
九
年
一
二
月
︶
︒
五

風
土
記
を
所
収
す
る
︒

︵
５
︶
秋
本
吉
郎
氏
﹃
風
土
記
﹄
日
本
古
典
文
学
大
系
本
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
五
八
年
四

月
︶
︒

︵
６
︶
兼
岡
理
恵
氏
﹁
﹁
新
治
の
国
小
筑
波
の
岳
﹂
に
込
め
ら
れ
た
意
味
︱
﹃
常
陸
国
風

土
記
﹄
香
澄
里
・
新
治
洲
条
︱
﹂
︵
神
田
典
城
氏
編
﹃
風
土
記
の
表
現
﹄
上
代
文
学

会
研
究
叢
書
︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
七
月
︶
︒
こ
の
本
の
図
１
の
部
分
を
本
書

に
示
し
た
︒
な
お
︑
所
収
書
︿
当
稿
註
︵
18
︶
﹀
に
は
同
氏
の
図
２
を
含
め
て
収
め

ら
れ
て
い
な
い
︒
兼
岡
理
恵
氏
が
示
す
陸
地
化
し
た
地
域
範
囲
に
お
い
て
︑
﹁
大
生

里
﹂
﹁
板
来
駅
﹂
の
南
方
域
は
大
系
本
が
表
示
す
る
往
時
の
ま
ま
で
あ
る
が
︑
こ
の

地
域
の
多
く
も
陸
地
化
し
て
い
る
︒

︵
７
︶
宮
本
元
球
﹃
常
陸
國
郡
郷
考
﹄
︵
三
香
社
︑
萬
延
元
年
︿
一
八
六
〇
﹀
七
月
刊
︒

版
本
︑
上
中
下
︑
三
冊
︶
︒
宮
本
元
球
は
一
七
九
三
生
～
一
八
六
二
没
︒
博
文
館
版

︵
一
九
〇
三
年
一
〇
月
︶
も
あ
る
︒

︵
８
︶
栗
田
寛
氏
著
・
後
藤
藏
四
郎
氏
補
註
﹃
標
註
古
風
土
記
︵
常
陸
︶
﹄︵
大
岡
山
書
店
︑

一
九
三
〇
年
一
月
︶
︒

︵
９
︶
有
馬
徳
氏
﹃
常
陸
国
風
土
記
註
釈
﹄
︵
太
平
洋
出
版
︑
一
九
七
三
年
二
月
︶
︒

︵
10
︶
秋
本
吉
徳
氏
﹃
風
土
記
︵
一
︶
全
訳
注

常
陸
国
風
土
記
﹄
学
術
文
庫
︵
講
談
社
︑

一
九
七
九
年
四
月
︶
︒

︵
11
︶
白
壁
郡
の
記
事
は
﹃
常
陸
國
風
土
記
﹄
に
確
認
出
来
な
い
︒
常
陸
国
一
一
郡
の
内
︑

白
壁
郡
と
河
内
郡
の
二
郡
は
残
存
し
な
い
︒
﹁
略
之
﹂
等
と
い
う
注
記
が
無
く
落
丁

に
起
因
す
る
欠
落
と
見
ら
れ
る
︒
こ
の
内
︑
白
壁
郡
に
つ
い
て
は
旧
国
名
﹁
白
壁
國
﹂

︵
﹃
萬
葉
集
註
釋
﹄
１
・
五
〇
番
歌
条
︶
と
﹁
枳
波
都
久
岡
﹂
︵
﹃
萬
葉
集
註
釋
﹄
14
・

三
四
四
四
番
歌
条
︶
に
関
す
る
逸
文
が
存
在
す
る
が
︑
河
内
郡
に
つ
い
て
は
逸
文
も

確
認
出
来
な
い
︒

な
お
︑
第
五
〇
代
桓
武
天
皇
は
︑
先
帝
第
四
九
代
光
仁
天
皇
の
諱
白
壁
を
避
け
て

姓
白
髪
部
を
真
壁
部
と
改
姓
さ
せ
て
お
り
︵
﹃
続
日
本
紀
﹄
延
暦
四
年
︿
七
八
五
﹀

五
月
丁
酉
条
︶
︑
こ
の
時
に
郡
名
﹁
白
壁
郡
﹂
を
﹁
真
壁
郡
﹂
と
改
称
さ
れ
た
も
の

と
見
ら
れ
て
い
る
︒

︵
12
︶
茨
城
郡
冒
頭
の
郡
域
四
至
条
に
﹁
西
筑
波
山
﹂
と
あ
る
︒

︵
13
︶
﹁
相
摸
國
﹂
の
﹁
摸
﹂
字
は
︑
今
は
﹁
模
﹂
︵
木
偏
︶
で
書
く
が
︑
古
代
は
﹁
摸
﹂

︵
手
偏
︶
で
あ
る
︒
﹃
萬
葉
集
﹄
の
古
写
本
に
お
い
て
も
﹁
摸
﹂
︵
14
・
三
三
七
二
左
︑

三
四
三
三
左
︑
20
・
四
三
三
〇
左
︶
と
あ
る
︒
﹁
相
摸
國
印
﹂
の
篆
字
も
﹁
摸
﹂
で

あ
る
︒

︵
14
︶
篠
川
賢
氏
﹁
律
令
制
成
立
期
の
地
方
支
配
︱
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
の
建
郡
︵
評
︶

記
事
を
と
お
し
て
︱
﹂
︵
佐
伯
有
清
氏
編
﹃
日
本
古
代
史
論
考
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
八
〇
年
一
一
月
︶
に
よ
る
︒
同
論
は
同
氏
﹃
日
本
古
代
国
造
制
の
研
究
﹄
︵
吉

川
弘
文
館
︑
一
九
九
六
年
五
月
︶
に
収
め
ら
れ
る
が
︑
大
き
く
改
稿
さ
れ
て
お
り
︑

地
図
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
︒
な
お
︑
当
稿
の
作
図
自
体
は
廣
岡
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

︵
15
︶
註
︵
７
︶
の
宮
本
元
球
﹃
常
陸
國
郡
郷
考
﹄
に
同
じ
︒

︵
16
︶
常
陽
藝
文
セ
ン
タ
ー
︵
水
戸
市
三
の
丸
︶
発
行
﹃
常
陽
藝
文
﹄
第
二
五
号
︑一
九
八
五

年
六
月
︒
特
集
﹁
筑
波
山
﹂
で
掲
載
は
巻
頭
カ
ラ
ー
写
真
一
五
枚
中
の
一
枚
︒
槍
崎

敏
氏
の
撮
影
と
あ
る
︒
写
真
画
像
の
掲
載
を
許
可
し
て
戴
い
た
常
陽
藝
文
セ
ン
タ
ー

に
御
礼
申
し
上
げ
る
︒

︵
17
︶
兼
岡
理
恵
氏
﹁
﹁
新
治
の
国
小
筑
波
の
岳
﹂
に
込
め
ら
れ
た
意
味
﹂
註
︵
６
︶
に

同
じ
︒
こ
の
論
集
︵
上
代
文
学
会
研
究
叢
書
﹃
風
土
記
の
表
現
﹄
︶
の
刊
行
は
随
分

遅
延
し
︑
同
氏
の
所
収
書
︿
当
稿
註
︵
18
︶
﹀
の
方
が
先
に
刊
行
さ
れ
た
︒

︵
18
︶
兼
岡
理
恵
氏
﹃
風
土
記
受
容
史
研
究
﹄
︵
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
二
月
︶
︒
第
Ⅰ

部
第
一
章
︒
四
三
頁
︒

︵
19
︶
﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
六
年
︵
七
一
三
︶
五
月
甲
子
条
︒

﹇
ひ
ろ
お
か

よ
し
た
か

本
学
元
教
員
﹈

一
〇

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
三
一
号
・
二
〇
二
〇
年
六
月




