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温
故
知
新
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
 
 
 

今
熊
野
町
で
は
、
新
し
い
未
来
像
を
描
い
て
着
々
と
町
づ
く
り
の
施
策
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
に
あ
た
り
、
古
く
か
ら
の
 
 

熊
野
は
ど
の
よ
う
で
あ
り
、
今
日
ま
で
の
歩
み
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
究
め
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
意
義
深
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
 
 
 

さ
る
昭
和
3
4
年
熊
野
中
学
校
の
片
川
、
登
里
両
先
生
の
ご
尽
力
に
よ
り
「
筆
の
町
熊
野
誌
」
が
刊
行
さ
れ
、
貴
重
な
資
料
と
し
て
今
 
 

日
ま
で
大
き
な
役
割
を
果
し
て
き
ま
し
た
。
 
 
 

し
か
し
、
既
に
二
十
余
年
を
経
て
、
広
島
県
史
を
は
じ
め
と
し
て
各
地
で
郷
土
史
の
編
集
が
行
わ
れ
、
新
た
に
よ
り
広
範
な
角
度
 
 

か
ら
、
熊
野
町
の
歩
み
を
調
査
発
掘
し
、
総
合
的
を
熊
野
町
史
を
編
纂
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
町
制
施
行
6
0
周
年
記
念
事
業
と
し
て
 
 

着
手
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
 
 
 

幸
い
に
、
広
島
大
学
学
校
数
青
学
部
の
諸
先
生
の
ご
厚
意
に
よ
り
全
面
的
な
ご
協
力
を
賜
わ
る
こ
と
と
な
り
、
昭
和
5
5
年
以
来
ご
 
 

多
忙
の
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
ろ
い
ろ
と
調
査
研
究
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
 
 
 

今
回
、
そ
の
一
部
を
研
究
の
道
程
と
し
て
発
表
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
を
り
ま
し
た
。
ご
協
力
い
た
だ
い
た
諸
先
生
の
ご
労
苦
に
 
 

心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
本
誌
の
刊
行
に
よ
り
町
内
外
の
関
心
が
高
ま
り
、
各
地
か
ら
資
料
が
寄
せ
ら
れ
、
町
史
編
纂
 
 
 

は
じ
め
に
 
 

熊
野
町
長
 
南
 
崎
 
高
 
市
 
 



に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
 
 

昭
和
5
8
年
3
月
 
 
 



近
年
全
国
的
に
市
町
村
史
の
編
纂
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
、
l
種
の
ブ
ー
ム
現
象
を
生
じ
て
い
る
こ
と
に
は
、
さ
ま
ぎ
ま
な
理
由
が
 
 

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
ロ
そ
う
し
た
理
由
を
一
々
分
析
す
る
こ
と
は
暫
く
措
く
こ
と
に
し
ま
す
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
国
 
 

家
の
総
体
的
な
歴
史
を
叙
述
す
る
、
い
わ
ば
「
国
の
歴
史
」
に
対
し
て
、
歴
史
の
流
れ
を
本
来
的
に
荷
っ
て
釆
た
庶
民
…
…
従
っ
て
 
 

未
来
を
も
当
然
朴
伺
う
べ
き
庶
民
、
の
歴
史
的
な
姿
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
転
換
期
で
あ
る
現
在
の
生
き
る
た
め
の
糧
 
 

に
し
た
い
と
い
う
、
強
い
附
い
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
庶
民
は
、
現
実
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
 
 

単
位
に
所
属
す
る
市
民
で
あ
り
、
町
民
で
あ
り
、
村
民
で
あ
り
ま
す
。
市
町
村
史
と
い
う
形
を
と
っ
た
歴
史
叙
述
が
盛
行
す
る
の
は
、
 
 

当
然
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
 
 
 

「
熊
野
町
史
」
も
そ
う
い
う
意
味
を
も
つ
町
史
た
ら
し
め
た
い
と
念
願
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
私
ど
も
編
集
委
員
合
の
 
 

委
員
た
ち
と
、
熊
野
町
民
の
方
々
と
の
、
あ
る
意
味
で
は
共
同
事
業
と
し
て
「
熊
野
町
史
」
は
つ
く
ら
れ
を
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
 
 

え
て
い
ま
す
。
 
 
 

「
熊
野
の
歴
史
－
研
究
ノ
ー
ト
」
の
刊
行
は
そ
の
共
同
作
業
の
揚
を
つ
く
る
試
み
の
一
つ
で
す
。
現
在
ま
で
の
編
集
委
員
た
ち
の
 
 

調
査
・
研
究
の
一
端
を
ご
被
露
し
て
、
町
民
の
方
々
か
ら
の
数
多
く
の
ご
教
示
を
仰
ぎ
た
い
と
願
う
次
第
で
す
。
 
 
 

発
刊
に
よ
せ
て
 
 

熊
野
町
史
編
集
委
員
全
委
員
長
 
三
 
上
 
嘉
 
明
 
 



熊
野
町
の
地
質
（
中
間
報
告
）
 
 

熊
野
町
近
代
教
育
に
関
す
る
若
干
の
覚
え
吾
 
 

黍
隈
郷
に
つ
い
て
 
 

明
治
期
の
戦
争
と
熊
野
町
 
 

藩
主
浅
野
長
訓
の
藩
内
巡
 
 
 

明
治
期
に
お
け
る
熊
野
村
の
人
じ
と
 
 
 

〔
熊
野
町
史
編
集
委
H
含
む
よ
び
同
調
査
委
H
会
名
渾
〕
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こ
の
た
び
「
熊
野
の
歴
史
－
研
究
ノ
ー
ト
」
の
発
刊
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
 
 

す
。
広
島
大
学
の
三
上
先
生
を
細
め
町
史
編
纂
委
員
会
の
先
生
方
の
ご
労
苦
に
対
し
て
、
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
 
 

い
ま
す
。
 
 
 

私
た
ち
は
、
郷
土
熊
野
町
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
郷
土
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
 
 

り
、
同
時
に
他
人
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
と
も
ど
も
に
希
望
に
満
ち
た
健
全
な
社
会
生
活
を
実
践
し
て
い
く
 
 

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
 
 
 

第
二
次
大
戦
後
、
特
に
最
近
の
社
会
の
変
動
は
全
く
私
た
ち
の
冒
を
み
は
ら
せ
る
も
の
が
あ
り
、
ま
さ
に
歴
史
の
転
換
点
に
立
っ
 
 

て
い
る
感
を
深
う
い
た
し
ま
す
。
こ
う
し
た
時
に
あ
た
っ
て
、
専
門
家
の
手
に
よ
る
本
書
の
刊
行
は
こ
の
上
な
く
時
宜
を
得
た
も
の
 
 

と
言
わ
ね
ば
を
り
ま
せ
ん
。
「
温
故
知
新
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
歴
史
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
懐
 
 

古
趣
味
に
ふ
け
る
の
で
な
く
て
、
祖
先
の
尊
い
汗
と
祈
り
の
生
活
か
ら
、
現
代
お
よ
び
将
来
を
た
く
ま
し
く
生
き
抜
く
智
恵
を
持
ち
 
 

た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
 
 

一
口
に
郷
土
史
の
発
行
と
申
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
は
大
変
を
事
業
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
び
、
中
間
発
表
的
を
意
味
を
こ
め
て
そ
 
 
 

発
刊
を
祝
し
て
 
 

熊
野
町
史
刊
行
委
員
会
委
員
長
 
萱
里
良
太
郎
 
 



の
労
作
を
問
わ
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
が
、
今
、
私
た
ち
は
発
刊
を
祝
し
こ
れ
を
熟
読
含
味
し
な
が
ら
、
地
元
と
し
て
将
来
の
ご
協
 
 

力
の
機
会
を
も
念
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
 
 
 



押
 
部
 
佳
 
周
 
 

『
和
名
相
賀
抄
』
巻
六
か
ら
蓉
九
ま
で
の
四
巻
は
、
古
代
に
お
け
る
全
国
の
郷
名
を
列
記
し
て
、
そ
れ
ら
に
訓
を
附
し
た
書
物
と
 
 

し
て
よ
く
知
ら
れ
る
。
 
 

二
う
ぎ
人
じ
ば
ん
 
 
 

そ
の
巻
八
に
、
山
陽
道
に
属
す
る
安
芸
国
の
郷
名
が
郡
別
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
安
芸
郡
の
場
合
を
高
山
寺
本
に
よ
っ
て
掲
 
 

げ
て
み
る
と
、
 
 

漢
絆
拙
僧
 
 

称
理
実
利
 
 

河
内
加
布
加
 
 

田
門
太
∵
暦
 
 

幡
良
波
搬
 
 

安
墜
 
 

船
木
 
 

養
隈
座
乃
 
 
 

養
隈
郷
に
つ
い
て
 
 



阿
浦
阿
木
 
 

宇
山
 
 

の
十
郷
で
あ
る
。
漢
錐
は
カ
ベ
と
よ
み
現
在
の
広
島
市
安
佐
北
区
可
部
町
あ
た
り
、
弥
理
は
ミ
リ
と
よ
み
現
在
の
可
部
町
上
町
屋
・
 
 

下
町
屋
を
中
心
と
す
る
あ
た
り
、
河
内
は
カ
フ
ナ
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
現
在
の
広
島
 
 

市
安
佐
南
区
佐
東
町
温
井
・
中
洞
子
あ
た
り
か
。
田
門
は
タ
ト
と
よ
む
が
、
そ
の
通
名
の
拠
る
べ
き
と
こ
ろ
が
を
い
。
幡
良
は
ハ
ラ
 
 

と
よ
み
現
在
の
広
島
市
安
佐
南
区
祇
園
町
東
原
・
西
原
あ
た
り
、
安
芸
は
ア
キ
と
よ
み
現
在
の
安
芸
郡
府
中
町
あ
た
り
、
船
木
は
お
 
 

そ
ら
く
フ
ナ
キ
と
よ
む
が
、
そ
の
通
称
地
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
れ
か
ら
羞
隈
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
の
で
省
略
し
、
つ
ぎ
の
阿
潤
 
 

に
う
つ
る
が
、
そ
の
訓
は
ア
マ
で
、
そ
の
連
名
は
古
代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
存
在
し
た
安
摩
荘
に
あ
り
、
現
在
の
広
島
市
安
芸
 
 

区
矢
野
町
か
ら
呉
市
に
お
よ
ぶ
海
岸
か
ら
、
対
岸
の
江
田
島
町
・
音
戸
町
を
含
む
広
い
地
域
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
宇
山
で
あ
る
が
、
こ
 
 

の
ま
ゝ
で
正
し
い
孝
b
ば
ウ
ヤ
マ
と
よ
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
な
ら
ば
通
称
地
は
明
ら
か
で
な
い
。
宗
山
ム
ネ
ヤ
マ
説
、
荒
 
 

だ
い
と
う
ヽ
ネ
う
」
で
」
ヤ
八
上
r
二
ほ
人
 
 

山
ア
ラ
ヤ
マ
説
な
ど
が
あ
る
。
を
お
 
『
和
名
類
架
抄
』
 
の
大
東
急
記
念
文
庫
本
は
、
こ
れ
ら
十
郷
の
ほ
か
に
 
「
駅
家
」
郷
を
加
え
て
 
 

い
る
。
 
 
 

以
上
、
安
芸
郡
の
各
郷
に
つ
い
て
そ
の
よ
み
と
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
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
み
お
よ
び
現
地
比
定
が
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
い
さ
さ
か
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
 
 
 

＋
 
 
 

「
養
隈
」
に
つ
い
て
、
『
和
名
頬
雫
抄
』
の
高
山
寺
本
は
「
登
隈
夜
乃
」
、
大
東
急
記
念
文
庫
本
は
、
「
養
隈
也
乃
」
と
記
し
て
い
 
 

る
。
要
す
る
に
、
諸
本
と
も
に
訓
は
い
ず
れ
も
「
ヤ
ノ
」
と
読
ん
で
い
る
が
、
郷
名
は
「
養
隈
」
と
を
っ
て
い
て
訓
と
矛
盾
し
て
い
 
 
 



な
ん
ぎ
人
し
舟
人
し
ゐ
八
く
 

L
f
い
は
ん
つ
う
し
く
烹
の
し
▲
ソ
 
き
を
も
っ
て
名
を
得
る
な
り
。
矢
野
浦
、
厳
島
杜
仁
治
三
年
文
書
に
見
ゆ
。
矢
野
城
、
南
山
巡
狩
繰
に
見
ゆ
。
芸
藩
通
志
、
熊
野
荘
 
 

ゆ
う
か
人
 
 

は
矢
野
・
熊
野
・
川
角
・
平
谷
・
押
込
こ
田
代
・
栃
原
・
焼
山
の
八
邑
を
管
す
、
こ
れ
そ
の
域
な
り
。
（
原
漢
文
）
 
 

と
詳
記
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
『
広
島
県
史
』
 
（
第
t
編
第
四
葦
、
大
正
十
年
＝
l
九
二
一
年
刊
）
は
 
 
 

養
濃
也
乃
 
 
 

諸
本
養
隈
に
作
る
、
蓋
誤
写
を
り
。
養
は
箭
な
り
、
濃
は
笠
を
り
。
土
宜
に
依
て
名
づ
く
る
な
り
。
今
の
矢
野
町
及
其
附
近
の
 
 

地
な
り
。
 
 

と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
 
『
広
島
県
史
 
原
始
 
古
代
』
 
（
通
史
Ⅰ
、
Ⅴ
、
昭
和
五
五
年
＝
一
九
八
〇
年
刊
）
 
の
方
は
 
 
 

養
膿
 
 

ど
う
え
人
ほ
人
 

二
う
ぎ
ん
じ
ほ
人
 
 
 

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
「
夜
乃
」
と
し
て
い
る
か
ら
当
然
ヤ
ノ
 
 
 

で
あ
り
、
養
濃
で
な
け
れ
ば
な
ら
を
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
を
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
。
 
 
 

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
冒
二
藩
通
志
』
〓
又
政
八
年
＝
一
八
二
五
年
刊
）
を
み
る
と
 
 

中
の
 
 
 

養
隈
は
矢
野
村
な
り
、
隈
は
濃
の
誤
な
る
べ
し
。
 
 

と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
村
岡
良
弼
著
の
 
『
日
本
地
理
志
料
』
 
（
明
治
三
六
年
＝
一
九
〇
三
年
刊
）
は
 
 

こ
・
つ
ぎ
人
ヒ
ぽ
人
や
や
 
 
 

養
濃
也
乃
 
 

接
ず
る
に
諸
本
、
濃
を
隈
に
作
る
。
今
、
意
を
も
っ
て
改
む
。
高
山
寺
本
、
也
を
夜
に
作
る
。
 
 

ふ
ど
き
や
の
 
 

い
†
も
は
り
土
や
の
二
っ
 
 

や
の
．
T
ワ
 
 

矢
野
郷
有
り
、
出
雲
・
播
磨
に
八
野
郷
有
り
、
け
だ
し
同
語
か
。
安
芸
風
土
記
、
養
濃
を
或
は
屋
能
に
作
る
、
今
、
 
 

い
ろ
は
じ
る
1
．
し
⊥
「
や
や
だ
け
 
 

長
秋
夜
話
、
矢
野
の
言
、
矢
の
幹
を
り
。
そ
の
地
を
箭
竹
を
も
っ
て
踵
は
す
。
伊
呂
波
芋
類
抄
、
貰
は
箭
竹
を
り
。
 
 び

ん
コ
 
備
後
・
伊
予
に
 
 

矢
野
村
存
す
Ⅶ
 
 
 

夜
乃
、
土
宜
し
 
 



と
述
べ
て
い
る
。
つ
い
で
 
『
広
島
県
矢
野
町
史
』
 
（
上
巻
 
第
三
章
 
昭
和
三
三
年
＝
一
九
五
八
年
刊
）
を
み
る
と
、
 
 
 

和
名
抄
に
よ
る
と
、
わ
が
矢
野
は
養
隈
と
記
さ
れ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
「
隈
」
は
「
の
」
と
は
読
め
な
い
け
れ
ど
も
、
「
也
乃
＝
 
 
 

や
の
」
と
訓
が
つ
け
て
あ
り
、
ま
た
古
墳
時
代
か
ら
の
矢
野
の
発
展
を
併
せ
考
え
る
を
ら
ば
、
矢
野
の
存
在
は
当
然
う
な
ず
け
る
 
 

▲
▼
－
 
 
 

こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
養
隈
郷
は
北
は
安
芸
郷
・
荒
山
郷
、
東
は
賀
茂
郡
養
訓
郷
、
南
は
安
酒
郷
・
船
木
郷
に
面
し
て
い
た
。
 
 
 

こ
の
広
い
地
域
を
占
め
て
い
た
遼
制
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
大
屋
・
押
込
・
川
角
・
平
谷
が
矢
野
か
ら
分
離
す
る
ま
で
続
い
た
の
 
 
 

で
あ
る
が
、
古
代
に
お
い
て
は
焼
山
・
熊
野
か
ら
西
条
に
及
ぶ
盆
地
に
、
養
隈
郷
・
船
木
郷
・
養
訓
郷
・
賀
茂
郷
の
境
界
が
あ
っ
 
 
 

た
の
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
養
隈
郷
は
熊
野
盆
地
を
後
背
地
と
し
て
含
ん
で
、
安
芸
郡
南
部
へ
の
道
路
を
托
し
、
北
に
国
府
の
所
 
 
 

在
地
安
芸
郷
に
対
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
 
 

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
養
隈
郷
に
つ
い
て
触
れ
た
市
町
史
・
事
典
類
が
数
多
く
み
ら
れ
る
が
、
以
上
掲
げ
た
も
の
 
 

を
代
表
的
な
見
解
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

要
す
る
に
、
『
芸
清
適
志
』
 
以
後
、
養
隈
の
 
「
隈
」
は
 
「
濃
」
の
誤
り
で
、
訓
は
当
然
「
ヤ
ノ
」
 
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
現
在
の
 
 

広
島
市
矢
野
町
を
中
心
と
す
る
地
域
に
あ
っ
た
郷
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
『
日
本
地
理
志
料
』
と
『
広
島
県
矢
野
町
史
』
が
矢
野
 
 

町
を
中
心
と
し
を
が
ら
も
、
そ
の
後
背
地
の
熊
野
盆
地
を
含
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
見
解
は
必
 
 

ず
し
も
支
持
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
根
本
的
に
再
検
討
を
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
 
 

ぐ
人
▲
．
】
う
え
き
 
 
 

ま
ず
養
隈
郷
を
記
載
し
て
い
る
『
和
名
類
架
抄
』
 
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
は
古
代
の
漢
語
や
郡
郷
駅
名
に
「
和
名
＝
日
本
の
よ
み
」
 
 

ケ
ケ
ご
㌫
し
仁
＝
つ
 

l
、
け
ペ
わ
た
ろ
 
 

を
附
し
、
そ
れ
を
類
別
し
た
も
の
で
、
編
者
は
十
世
紀
に
活
躍
し
た
歌
人
で
学
者
で
も
あ
っ
た
源
順
で
あ
る
。
以
下
、
池
逢
禰
著
の
 
 
 



わ
み
≠
つ
る
い
U
？
ワ
し
ナ
つ
ぐ
▲
∵
こ
う
n
′
●
こ
す
い
ニ
ラ
し
上
う
 
 
 

『
和
名
頬
緊
抄
郡
郷
里
騨
名
考
置
に
記
さ
れ
た
同
氏
の
解
説
に
拠
り
を
が
ら
、
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
最
少
隈
必
要
を
事
項
に
つ
 
 

い
て
要
約
し
て
述
べ
て
み
よ
う
。
本
書
に
は
十
巻
本
と
二
十
巻
本
の
二
系
が
あ
り
、
郷
名
列
記
の
四
巻
を
含
む
の
は
二
十
巻
本
の
方
 
 

し
ト
は
人
こ
う
ぎ
人
じ
ほ
人
 
で
あ
っ
て
、
最
も
古
い
写
本
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
高
山
寺
本
は
十
一
世
絶
後
半
ご
ろ
か
ら
十
二
世
紀
末
ご
ろ
ま
で
に
書
写
さ
れ
た
も
 
 

の
と
推
定
さ
れ
、
現
伝
す
る
も
の
は
巻
六
か
ら
巻
十
ま
で
の
五
巻
の
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
中
に
郷
名
列
記
の
部
分
が
含
ま
れ
て
い
 
 

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
を
い
。
つ
い
で
郷
名
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
全
国
に
わ
た
っ
て
遺
漏
を
き
よ
う
収
集
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
 
 

み
尤
も
と
申
し
た
〓
う
＋
⊥
∵
化
卜
し
．
う
タ
フ
わ
 
と
で
は
を
い
。
そ
こ
で
推
測
さ
れ
る
こ
と
は
、
編
者
源
順
が
民
部
省
の
官
吏
で
あ
っ
た
応
和
二
年
（
九
六
二
年
）
か
ら
康
保
三
年
（
九
 
 

こ
く
ぐ
人
す
ち
▲
う
え
き
は
 
六
六
年
）
ま
で
の
四
年
間
に
、
省
底
に
保
管
さ
れ
て
い
た
古
い
国
郡
図
帳
・
駅
簿
を
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
。
を
お
そ
の
原
資
料
 
 

な
る
も
の
は
九
世
紀
ご
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
を
わ
ち
編
者
は
百
年
以
上
も
前
の
郷
名
資
料
に
和
名
を
附
し
た
と
 
 

い
一
っ
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
き
、
ま
ず
第
一
に
気
付
く
こ
と
は
古
い
国
郡
図
帳
を
る
も
の
を
原
資
料
と
し
た
ら
し
い
か
ら
、
 
 

漢
字
二
字
で
記
さ
れ
た
郷
名
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
み
て
後
に
和
名
を
附
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
，
そ
れ
か
ら
次
に
留
意
す
べ
 
 

き
こ
と
は
高
山
寺
本
に
み
え
る
漢
字
二
手
の
郷
名
は
原
則
と
し
て
容
易
に
変
改
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
和
 
 

名
を
優
先
し
て
漢
字
二
手
の
郷
名
を
変
改
す
る
の
は
合
理
的
を
解
釈
の
し
か
た
で
は
を
い
。
そ
の
点
で
は
高
山
寺
本
の
 
 

秦
隈
夜
乃
 
 

に
問
題
を
し
ぼ
っ
て
考
え
て
み
る
と
き
、
『
芸
清
適
志
』
以
後
の
諸
見
解
は
す
べ
て
原
則
と
し
て
訓
の
「
夜
乃
＝
ヤ
ノ
」
を
重
視
し
 
 

て
、
「
養
隈
」
の
「
隈
」
を
「
濃
」
と
変
改
す
る
よ
う
を
解
釈
を
し
て
お
り
、
ま
さ
に
主
客
顛
倒
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
も
し
か
た
の
 
 

を
い
解
釈
で
あ
ろ
う
。
諸
本
が
「
牽
隈
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
「
夜
乃
」
と
附
さ
れ
た
和
名
に
こ
だ
わ
る
必
要
 
 
 



は
な
い
と
思
う
。
『
和
名
類
界
抄
』
の
和
名
か
ら
解
き
放
た
れ
て
自
由
に
合
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
も
あ
り
得
て
し
か
る
べ
き
で
あ
 
 

で
人
ム
ー
ん
よ
 
る
。
京
都
の
公
家
の
学
者
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
伝
聞
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
附
し
た
和
名
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
場
合
も
充
分
に
あ
り
得
 
 

る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
『
和
名
顆
緊
抄
』
か
ら
解
き
放
た
れ
て
「
養
m
巴
の
和
名
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
「
養
」
は
、
『
和
名
類
界
抄
』
巻
 
 

五
の
郡
部
に
は
各
国
の
郡
名
と
そ
の
訓
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
但
馬
国
に
あ
る
「
養
父
」
郡
に
は
「
夜
不
」
の
和
名
が
記
さ
れ
て
お
 
 

‥
．
h
 
 

り
、
現
在
も
「
夜
不
＝
ヤ
プ
」
と
呼
ぶ
。
「
養
」
は
「
夜
」
す
な
わ
ち
「
ヤ
」
と
よ
む
。
そ
れ
か
ら
「
隈
」
は
備
後
国
に
あ
る
「
沼
 
 

隈
」
郡
に
は
「
奴
乃
久
万
」
と
記
さ
れ
、
「
ヌ
ノ
ク
マ
」
と
読
む
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
隈
」
は
「
久
万
＝
ク
マ
」
で
 
 

あ
る
D
す
な
わ
ち
「
養
隈
」
は
「
夜
久
万
＝
ヤ
ク
マ
」
と
読
む
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
養
隈
郷
」
は
「
ヤ
ク
マ
ノ
サ
ト
」
で
あ
 
 

い
な
は
L
ろ
ヽ
さ
y
 
 

ろ
う
。
そ
し
て
「
ヤ
」
の
意
味
は
「
い
や
」
の
つ
ー
ゝ
ま
っ
た
副
詞
で
、
冨
事
記
』
 
（
上
巻
、
稲
羽
の
素
兎
の
段
）
に
み
え
る
 
 

わ
 
に
 
 
 
わ
h
 
 
と
ち
 
 
二
と
ご
と
（
わ
 
 
こ
ろ
も
 
 
 
は
 
 
 

い
や
は
し
 
 
 
ふ
 
 

最
端
に
伏
せ
る
和
迩
、
我
を
捕
へ
悉
我
が
衣
服
を
剥
ぎ
き
。
 
 

の
「
最
端
」
を
「
イ
ヤ
ハ
シ
」
と
読
む
の
と
同
じ
用
法
で
あ
り
、
「
も
っ
と
も
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
方
、
「
ク
マ
」
は
『
日
 
 

ほ
人
し
▲
き
に
ん
と
く
 
 

本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
二
十
年
条
に
み
え
る
皇
后
の
歌
謡
に
 
 

わ
の
1
g
 
 

や
ぎ
し
ろ
か
は
か
は
の
ぽ
 
 

つ
ぎ
ね
ふ
 
山
背
河
を
 
河
派
り
 
我
が
派
れ
ば
 
河
隈
に
 
立
ち
栄
ゆ
る
 
百
足
ら
ず
 
八
十
薬
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
の
と
同
じ
用
法
で
あ
っ
て
、
「
轡
曲
し
た
も
の
の
ま
が
り
目
」
の
意
で
、
こ
 
 

の
場
合
は
川
が
大
き
く
轡
曲
し
て
い
る
そ
の
曲
り
目
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ヤ
ク
マ
」
は
「
川
や
道
な
ど
が
最
も
ひ
ど
く
 
 

曲
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
に
を
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
皇
息
昧
か
ら
転
じ
て
地
名
と
な
る
よ
う
な
所
を
、
安
芸
郡
内
で
 
 
 



も
と
め
る
と
す
れ
ば
ど
こ
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
熊
野
盆
地
を
措
い
て
ほ
か
に
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
瀬
野
川
の
 
 

上
流
で
、
も
っ
と
も
ひ
ど
く
曲
り
込
ん
だ
川
が
ま
さ
に
名
の
と
お
り
の
「
隈
ノ
川
＝
ク
マ
ノ
ガ
ハ
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
養
隈
の
 
 

場
合
「
ヤ
ク
マ
」
の
「
ヤ
」
に
地
名
の
由
来
が
あ
る
の
で
は
を
く
て
、
「
ク
マ
」
に
そ
れ
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

郷
は
律
令
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
時
期
に
お
い
て
は
、
郡
の
下
部
を
構
成
す
る
行
政
単
位
で
、
原
則
と
し
て
五
十
戸
を
も
っ
て
 
 

一
郷
と
し
た
。
郷
は
も
と
里
と
称
し
た
が
、
霊
亀
元
年
（
七
一
五
年
）
に
改
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
戸
は
お
よ
そ
二
十
人
か
ら
三
十
 
 

人
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
か
ら
一
郷
は
大
体
千
人
か
ら
千
五
百
人
ぐ
ら
い
の
人
口
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
郷
の
設
定
に
は
人
口
 
 

け
l
、
け
人
つ
う
 
が
あ
ま
り
密
集
し
て
い
を
い
と
こ
ろ
で
は
相
当
広
汎
な
地
域
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
養
隈
郷
の
場
合
は
『
芸
清
適
 
 

志
』
が
い
う
「
熊
野
七
郷
」
に
あ
た
る
所
謂
近
世
の
熊
野
村
・
川
角
村
・
平
谷
村
・
押
込
付
こ
田
代
村
・
栃
原
村
・
焼
山
村
と
、
熊
 
 

野
村
の
北
で
隣
接
す
る
阿
戸
村
と
の
八
ケ
村
を
含
ん
だ
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
熊
野
川
流
域
と
二
河
川
の
上
流
地
域
を
併
せ
た
広
汎
 
 

な
地
域
で
あ
る
。
 
 

固
 
 

か
人
†
げ
人
い
っ
く
し
ま
も
ん
い
ノ
⊥
 
 
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
。
中
世
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
『
巻
子
本
厳
島
文
書
』
の
を
 
 

ム
 
き
 
の
く
L
 
あ
 
ま
の
し
上
う
々
い
 
え
 
た
 
い
一
さ
し
⊥
「
か
ん
ひ
，
く
し
▲
う
 
ら
の
け
 
 

か
に
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
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
う
文
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
仁
 
 

き
の
ハ
議
∴
ご
 
治
三
年
に
江
田
島
の
下
級
荘
官
紀
為
宗
を
る
者
が
佐
伯
郡
宮
内
（
現
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
済
し
て
も
ら
う
ペ
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
た
文
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
、
同
じ
く
安
摩
荘
に
属
す
る
矢
野
浦
と
波
多
見
浦
の
荘
官
が
事
件
の
事
実
で
あ
る
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
浦
・
江
H
島
・
波
多
見
浦
の
三
地
区
か
ら
成
っ
 
 
 



て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
矢
野
浦
は
現
在
の
矢
野
町
を
中
心
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
江
田
島
は
現
在
の
江
田
島
町
を
中
心
と
す
る
 
 

と
こ
ろ
で
か
つ
て
は
衣
田
島
あ
る
い
は
衣
多
島
と
も
善
か
れ
た
し
、
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
っ
た
か
ら
、
い
わ
ば
広
島
湾
の
東
部
海
域
を
含
む
広
大
を
荘
園
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
広
 
 

大
を
荘
園
を
安
摩
荘
と
称
す
る
由
縁
で
あ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
海
域
沿
岸
が
海
人
の
居
住
地
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
を
 
 

ら
を
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
重
要
を
こ
と
は
古
代
の
安
満
郷
に
属
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

矢
野
浦
は
北
西
が
海
に
面
し
て
い
る
が
、
東
か
ら
南
へ
か
け
て
は
金
ケ
灯
篭
山
、
絵
下
山
、
発
喜
山
、
明
神
山
と
五
百
米
前
後
の
 
 

相
当
険
峻
を
山
丘
が
海
の
近
く
ま
で
せ
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
地
勢
を
考
慮
す
う
李
b
ば
、
古
代
で
は
こ
れ
ら
の
山
丘
の
東
部
 
 

に
位
置
す
る
熊
野
盆
地
と
は
隔
絶
し
て
い
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
ま
た
矢
野
浦
は
海
人
の
居
住
す
る
村
落
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
 
 

る
が
、
熊
野
盆
地
の
住
人
の
場
合
は
農
耕
を
主
業
と
す
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
矢
野
浦
だ
け
で
五
 
 

十
戸
を
も
っ
て
構
成
す
る
里
卵
を
つ
く
る
こ
と
は
難
か
し
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
古
代
の
矢
野
 
 

浦
は
安
満
郷
に
属
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 

ひ
差
 
し
土
∴
サ
ん
ノ
て
．
お
げ
ぇ
か
与
二
て
ミ
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
『
広
島
蒲
諸
覚
書
帳
』
 
に
よ
れ
ば
、
 
 

矢
野
は
 
 
 

只
今
免
帳
l
l
ハ
五
村
二
分
り
申
候
。
矢
野
村
 
押
込
村
 
平
谷
村
 
大
庄
相
 
川
角
村
 
 

と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
初
期
に
は
旧
矢
野
村
を
分
解
し
て
五
ケ
村
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
旧
矢
野
 
 

村
は
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
、
矢
野
浦
が
か
を
ら
ず
し
も
熊
野
盆
地
と
は
隔
絶
し
て
 
 

い
た
こ
と
に
な
ら
を
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
現
象
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
十
五
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
十
六
 
 
 



世
紀
中
ご
ろ
ま
で
の
約
百
年
余
の
間
、
矢
野
の
保
木
城
に
拠
っ
て
活
錐
し
た
戦
国
大
名
野
間
氏
の
領
国
と
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 

野
間
氏
は
熊
野
盆
地
の
平
谷
・
川
角
・
抑
込
を
領
国
内
に
と
り
込
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
南
岸
の
大
屋
を
加
え
て
、
こ
れ
が
所
謂
『
尾
 
 

‥
、
1
－
 

－
■
，
●
 
 

崎
八
幡
宮
文
書
』
の
」
‖
蒜
一
重
（
云
三
〇
年
）
E
H
一
日
付
の
野
間
興
膠
に
よ
る
尾
崎
八
幡
宮
祝
師
役
任
命
の
書
状
に
み
え
る
 
 

「
屋
龍
郷
」
を
の
で
あ
る
。
畢
童
そ
れ
は
古
代
の
郷
と
は
関
係
が
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

『
芸
藩
通
志
』
 
に
よ
る
と
、
 
 

－
・
 
 
熊
野
村
 
此
以
下
七
村
を
、
能
館
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
檜
 
 
 

加
H
村
と
も
呼
び
ぬ
、
は
し
か
は
端
辺
の
意
に
て
、
郡
の
端
に
居
る
養
に
よ
る
に
ゃ
、
さ
れ
ば
く
ま
の
も
、
本
は
隈
の
義
、
後
村
名
 
 
 

に
よ
り
て
、
熊
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
記
載
し
て
い
る
が
、
 
 

川
角
－
平
谷
・
押
込
を
含
ん
で
い
る
こ
の
伝
承
の
方
が
む
し
ろ
古
代
の
郷
に
つ
な
が
る
の
で
は
を
い
だ
ろ
う
か
。
宮
内
庁
書
障
部
所
 
 

み
・
諭
n
 
▲
．
∴
∵
 
 

か
ん
～
て
‥
人
 
ほ
 
ち
 
杓
い
 
 

蔵
の
『
壬
生
家
文
吉
』
の
「
百
中
便
補
地
由
緒
注
文
案
」
に
 
 

1
・
 
∵
 
 
 
卜
 
 
 
 
・
㍉
 
・
 
 

永
等
宿
祢
流
知
行
所
々
 
 

え
ち
ぜ
人
ワ
・
＝
h
い
け
か
ん
の
㌧
 
 

越
前
同
湖
土
庄
 
秀
氏
知
行
之
 
 

紀
伊
国
‖
「
釆
保
 
順
任
知
行
之
 
 

ム
 
と
 
く
上
 
り
 
け
 
 
 
せ
人
㌧
仲
人
 
 

安
芸
国
阿
土
熊
野
保
 
仙
舜
知
行
之
 
 

ん
可
力
人
レ
け
む
で
さ
」
 
 

と
み
え
て
、
壬
生
官
務
家
小
槻
氏
が
お
そ
ら
く
頼
家
職
を
所
有
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
所
領
の
を
か
に
「
阿
土
熊
野
保
」
が
あ
り
、
 
 

こ
の
保
は
同
文
書
の
「
小
槻
有
家
申
状
」
に
よ
る
と
 
 
 



H
人
∵
ま
り
 
 

酢
祈
願
所
頒
安
芸
国
阿
土
熊
野
保
ハ
、
朝
治
か
［
］
父
広
房
、
文
治
四
年
二
本
帥
主
貞
宗
か
寄
文
を
得
て
、
多
年
知
行
、
建
久
七
 
 
 

年
l
六
し
め
て
宣
旨
を
申
下
し
候
。
 
 

と
あ
る
の
で
、
文
治
四
年
（
一
一
八
八
年
）
に
寄
進
さ
れ
、
建
久
七
年
（
一
l
九
六
年
）
に
所
餅
と
し
て
立
券
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
 
 

れ
る
。
す
な
わ
ち
十
二
世
紀
末
に
は
阿
土
熊
野
保
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
熊
野
七
郷
に
阿
土
村
を
加
え
た
地
域
－
熊
 
 

野
川
と
二
河
川
上
流
と
を
含
む
地
域
－
を
指
す
。
と
く
に
軍
藩
通
志
』
が
「
く
ま
の
」
の
語
源
を
「
隈
」
か
ら
き
た
と
す
る
指
 
 

摘
は
重
要
で
あ
っ
て
、
の
ち
に
を
っ
て
村
名
か
ら
考
え
て
熊
野
社
を
勧
請
し
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
熊
野
信
仰
が
ひ
ろ
く
流
行
す
 
 

み
㌧
血
か
ん
レ
け
り
一
う
 
 

る
の
は
平
安
時
代
中
ご
ろ
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
熊
野
社
勧
請
も
壬
生
官
務
家
領
に
な
っ
て
か
ら
以
後
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
 
 

古
代
の
養
隈
郷
に
つ
い
て
、
そ
の
訓
と
比
定
地
を
め
ぐ
る
従
前
の
諸
説
を
批
判
し
、
新
し
い
見
解
を
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
そ
の
 
 

要
点
を
ま
と
め
て
結
び
と
し
た
い
。
養
隈
は
「
夜
久
万
」
と
よ
む
ペ
き
で
、
ヤ
ク
マ
の
ヤ
は
イ
ヤ
（
弥
）
の
つ
づ
ま
っ
た
も
の
で
、
 
 

「
も
っ
と
も
」
と
い
う
意
味
の
副
詞
、
ク
マ
は
曲
の
こ
と
で
、
川
な
ど
が
攣
曲
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
い
う
。
だ
か
ら
ヤ
ク
マ
は
川
が
 
 

極
端
に
攣
曲
し
た
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
た
平
地
あ
る
い
は
盆
地
に
つ
け
ら
れ
る
地
名
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
安
芸
郡
の
う
ち
に
お
い
 
 

て
こ
の
よ
う
な
地
理
的
条
件
を
そ
李
え
た
と
こ
ろ
は
熊
野
川
流
域
に
形
成
さ
れ
た
熊
野
盆
地
を
措
い
て
外
に
な
い
。
こ
の
盆
地
に
番
 
 

隈
郷
は
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
養
隈
郷
は
お
そ
ら
く
律
令
国
家
の
支
配
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
ご
ろ
ま
で
、
そ
の
存
在
を
さ
か
の
ぽ
 
 

ら
せ
て
よ
か
ろ
う
。
最
盛
時
に
は
一
郷
お
よ
そ
五
十
戸
で
、
人
じ
も
千
数
百
人
は
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
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後
律
令
支
配
の
崩
壊
と
と
も
に
、
地
方
に
お
け
る
行
政
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
た
郷
も
変
質
あ
る
い
は
消
滅
の
命
運
に
あ
っ
た
が
、
 
 

養
隈
郷
に
も
変
化
が
生
じ
、
「
隈
＝
ク
マ
」
の
名
の
み
が
残
っ
て
「
ク
マ
ノ
サ
ト
」
と
を
り
、
や
が
て
紀
伊
の
熊
野
信
仰
の
影
響
を
 
 

ぅ
け
て
「
熊
野
」
の
字
を
あ
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
十
二
世
紀
に
は
阿
土
熊
野
保
と
を
っ
て
い
る
。
保
は
国
街
 
 

横
の
下
級
行
政
単
位
の
呼
称
で
あ
る
。
 
 
 

熊
野
盆
地
と
は
金
ケ
灯
篭
山
や
絵
下
山
な
ど
険
峻
な
山
塊
に
阻
ま
れ
た
矢
野
浦
は
、
古
代
に
は
む
し
ろ
安
浦
郷
に
属
し
て
い
た
海
 
 

人
の
一
集
落
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
養
隈
郷
と
は
ほ
と
ん
ど
通
行
さ
え
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 



熊
野
町
に
お
け
る
明
治
以
降
の
近
代
教
育
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
熊
野
第
一
小
学
校
『
熊
野
川
 
創
立
百
周
年
記
念
誌
』
が
、
昭
 
 

和
五
十
年
十
月
一
目
発
行
さ
れ
、
編
集
委
員
の
努
力
が
こ
れ
に
結
晶
し
て
い
る
。
 
 
 

同
書
に
は
、
六
∵
一
員
か
ら
七
二
頁
に
か
け
て
熊
野
町
史
（
年
代
表
）
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
四
十
九
年
ま
で
の
熊
野
町
の
歴
 
 

史
の
流
れ
の
概
要
が
把
捉
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
近
代
教
育
と
い
っ
て
も
、
第
一
小
学
校
の
創
立
百
周
年
記
念
誌
で
あ
る
か
ら
、
主
と
し
て
、
初
等
教
育
に
そ
の
内
容
が
 
 

傾
斜
し
て
い
る
の
は
、
当
妖
州
の
こ
と
と
い
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
 
 
 

そ
こ
で
、
＼
上
と
し
て
中
等
教
育
に
つ
い
て
、
共
同
研
究
者
と
し
て
の
柴
原
健
児
氏
が
入
手
し
た
資
料
を
中
心
に
若
干
の
覚
え
書
を
 
 

記
し
、
疑
問
占
州
も
挙
げ
て
み
た
い
。
 
 
 

熊
野
町
の
方
々
で
、
さ
ら
に
詳
細
か
つ
正
確
を
資
料
を
御
捷
供
い
た
だ
け
れ
ば
辛
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

∧
そ
の
一
＞
（
旧
制
）
熊
野
中
学
綾
に
つ
い
て
 
 
 

熊
野
町
に
（
旧
制
）
中
学
校
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
当
初
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
（
旧
制
）
中
学
校
が
あ
っ
た
こ
と
を
は
 
 

じ
め
て
聞
い
て
驚
い
た
が
、
そ
の
詳
細
は
き
わ
め
て
漠
然
と
し
て
い
る
。
柴
原
氏
が
、
志
々
田
次
郎
・
中
井
啓
文
・
中
井
盛
人
の
諸
 
 

熊
野
町
近
代
教
育
に
関
す
る
若
干
の
覚
え
吉
 
 

藤
井
 
千
之
助
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氏
か
ら
聴
取
し
た
聞
き
書
き
の
メ
モ
で
、
そ
の
概
要
を
述
べ
る
。
 
 
 

文
部
省
の
認
可
が
な
か
っ
た
の
で
正
式
の
中
学
校
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
（
旧
制
）
熊
野
中
学
校
は
、
 
 

大
正
十
五
年
四
月
に
創
設
さ
れ
、
昭
和
三
年
三
月
に
廃
止
さ
れ
た
。
（
志
々
田
氏
は
、
大
正
十
四
年
四
月
創
立
、
昭
和
五
年
三
日
廃
 
 

止
と
言
わ
れ
て
い
る
。
）
学
長
（
校
長
）
は
阿
原
臣
で
、
同
氏
は
大
正
六
年
一
月
か
ら
昭
和
四
年
三
日
ま
で
、
お
よ
び
昭
型
ハ
年
十
月
 
 

か
ら
同
十
年
十
月
ま
で
町
長
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
佐
々
木
三
郎
次
、
志
々
田
次
太
郎
（
当
時
区
長
）
ら
が
世
話
人
と
な
り
、
教
師
 
 

は
二
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
一
人
は
、
青
井
泉
で
、
数
学
・
英
語
・
理
科
を
担
当
し
、
油
絵
・
短
歌
も
よ
く
し
た
才
人
で
あ
り
、
 
 

か
か
る
 
他
の
一
人
は
、
鈴
木
哲
朗
で
国
語
・
漢
文
を
担
当
し
た
。
国
語
・
漢
文
は
、
の
ち
に
古
谷
田
香
流
が
担
当
し
た
。
（
を
お
古
谷
田
は
、
 
 

の
ち
に
熊
野
跡
の
郵
便
局
長
に
を
っ
た
。
）
 
 
 

校
舎
と
し
て
は
、
萩
原
分
教
場
の
東
側
で
、
現
在
の
農
協
購
買
部
の
倉
庫
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
使
用
さ
れ
た
。
 
 
 

生
徒
は
、
み
ん
を
で
野
球
も
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
十
八
名
位
か
。
し
か
し
、
は
っ
き
り
し
た
人
数
は
判
ら
な
い
。
当
時
の
 
 

生
徒
、
中
井
啓
文
・
中
井
盛
人
両
氏
の
場
合
を
事
例
に
挙
げ
る
と
、
大
正
十
四
年
四
月
か
ら
一
年
間
は
、
熊
野
小
学
校
高
等
科
一
年
に
通
 
 

学
、
大
正
十
五
年
（
昭
和
元
年
）
四
月
に
、
新
設
の
熊
野
中
学
校
三
年
生
と
な
り
、
翌
年
は
同
校
の
四
年
生
と
を
っ
た
が
、
昭
和
三
 
 

年
四
月
に
は
、
呉
市
の
興
文
中
学
校
の
四
年
生
に
編
入
、
昭
和
凶
年
四
月
か
ら
昭
和
五
年
三
月
に
は
、
興
文
中
学
校
の
五
年
生
で
あ
 
 

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
中
井
啓
文
氏
は
呉
市
に
下
宿
し
て
興
文
中
学
校
に
通
っ
た
が
、
志
々
田
次
郎
・
中
井
盛
人
の
両
氏
は
自
宅
か
ら
 
 

通
学
し
た
と
い
う
。
 
 
 

旧
制
の
熊
野
中
学
校
が
、
き
わ
め
て
短
期
間
、
変
則
的
で
は
あ
る
が
存
在
し
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
詳
細
は
 
 

不
明
確
で
、
さ
ら
に
調
査
の
必
要
性
を
痛
感
す
る
。
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婦徳高等女学校  

昭和手刀朋 了言善野第1尋常畜等小学校  
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∧
そ
の
二
＞
 
婦
徳
高
等
女
学
校
に
つ
い
て
 
 
 

婦
徳
高
等
女
学
校
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
西
光
寺
の
住
職
精
好
悪
克
と
同
副
住
職
猪
野
了
催
の
父
子
の
発
願
に
よ
っ
て
創
立
さ
 
 

れ
た
。
大
正
十
五
年
四
月
、
婦
徳
実
科
女
学
校
と
し
て
設
立
さ
れ
、
翌
昭
和
二
年
に
、
婦
徳
高
等
女
学
校
と
改
称
さ
れ
た
ら
し
い
。
 
 
 

さ
き
に
挙
げ
た
『
熊
野
川
』
所
収
の
熊
野
町
史
（
年
代
表
）
に
は
、
「
大
正
十
四
年
四
月
、
婦
徳
高
等
女
学
校
創
設
」
と
記
載
さ
 
 

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
不
正
確
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
て
、
創
設
者
の
猪
野
患
亮
は
、
青
年
会
、
処
女
会
、
壮
年
会
を
設
け
、
専
ら
教
 
 

育
事
業
に
腐
心
し
た
が
、
青
年
会
の
青
年
訓
練
所
が
設
立
さ
れ
た
た
め
、
同
氏
は
女
子
教
育
に
意
を
用
い
、
実
科
女
学
校
を
設
立
し
、
 
 

翌
年
、
婦
徳
高
等
女
学
校
と
改
称
し
た
。
「
当
校
は
、
高
等
女
学
校
令
に
依
り
、
女
子
に
須
嬰
を
高
等
藷
通
教
育
を
施
し
、
兼
ね
て
温
良
 
 

貞
淑
な
る
婦
徳
を
滴
泰
す
る
こ
と
を
も
っ
て
目
的
と
し
、
し
か
も
宗
教
的
信
念
を
基
礎
と
し
て
、
国
民
教
育
の
理
想
を
貫
徹
せ
ん
こ
 
 

と
を
期
し
た
。
そ
の
た
め
に
一
ケ
月
に
一
週
間
を
信
仰
週
間
と
し
、
特
に
生
徒
に
対
し
、
信
仰
に
関
す
る
課
目
を
課
し
、
常
に
女
子
 
 

教
育
を
宗
教
と
関
連
し
っ
つ
教
育
を
す
す
め
た
。
昭
和
初
期
、
学
校
の
経
費
は
、
西
北
寺
医
院
の
所
得
を
当
て
、
ま
た
西
北
寺
の
私
 
 

有
財
確
か
ら
の
利
得
を
以
て
し
、
僅
か
に
町
か
ら
の
補
助
金
を
併
せ
用
い
た
艮
と
い
わ
れ
る
。
（
以
上
は
、
主
と
し
て
、
自
治
詞
査
 
 

合
『
広
島
県
誌
』
昭
利
七
年
七
月
発
行
に
拠
る
）
 
 
 

婦
徳
高
等
女
学
校
は
、
安
芸
郡
熊
野
町
を
中
心
に
、
呉
市
及
び
隣
接
町
村
の
女
子
教
育
に
貢
献
し
、
卒
業
生
約
一
、
0
0
0
名
を
 
 

世
に
送
っ
た
。
昭
和
二
十
二
年
斯
学
別
に
よ
り
、
聖
徳
中
・
高
等
学
校
と
を
り
、
財
団
法
人
猪
野
学
園
立
を
学
校
法
人
猪
野
学
園
立
 
 

と
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
九
年
に
は
、
聖
徳
中
・
高
等
学
校
は
共
に
廃
止
さ
れ
、
猪
野
学
園
は
専
ら
幼
稚
園
箪
冨
を
進
め
る
こ
 
 

と
に
を
っ
た
。
 
 
 

婦
徳
高
等
女
学
校
の
卒
業
生
の
方
に
、
こ
の
学
校
に
関
す
る
さ
ら
に
詳
細
を
体
験
談
な
ど
を
お
聴
き
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
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∧
そ
の
三
∨
 
全
国
書
道
展
酔
兄
会
に
つ
い
て
 
 
 

前
掲
の
『
熊
野
川
 
創
立
百
周
年
記
念
誌
』
に
は
、
「
全
国
書
画
展
覧
会
の
記
録
」
が
「
二
〇
頁
か
ら
二
二
二
貞
に
わ
た
っ
て
記
 
 

載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
足
跡
の
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
年
十
二
月
五
日
、
第
一
回
全
国
書
き
方
展
覧
会
が
、
会
期
三
日
間
で
 
 

発
足
し
、
昭
和
九
年
十
二
月
一
日
、
第
四
回
全
国
書
道
展
覧
沓
に
、
名
称
を
従
前
の
全
国
書
き
方
展
覧
会
か
ら
全
国
書
道
展
覧
会
と
 
 

改
称
し
た
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
筆
者
が
小
学
校
第
四
学
年
で
あ
っ
た
昭
和
七
年
十
二
月
五
日
付
で
、
小
学
部
で
受
け
た
褒
状
に
は
、
「
本
校
主
催
第
式
 
 

回
全
国
書
道
展
覧
会
二
於
テ
審
査
ノ
結
果
成
績
優
良
ナ
リ
依
テ
之
ヲ
賓
ス
」
と
を
っ
て
い
る
。
審
査
員
と
し
て
は
、
広
島
輝
広
島
師
 
 

範
学
校
教
諭
鎌
田
喜
正
、
広
島
願
三
原
女
子
師
範
学
校
教
諭
大
窪
富
貴
雄
、
中
国
書
道
官
長
小
川
早
苗
、
広
島
股
立
広
島
高
等
女
学
 
 

校
教
諭
林
原
文
子
の
四
民
の
名
前
が
職
っ
て
お
り
、
「
足
跡
の
記
録
」
の
第
一
回
全
国
書
き
方
展
覧
A
ぶ
の
審
査
員
と
同
一
で
あ
る
。
 
 
 

「
全
国
書
画
展
憶
念
の
記
録
」
の
「
足
跡
の
記
録
」
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
昭
和
九
牛
十
二
月
一
日
の
第
四
固
か
ら
、
「
名
称
を
 
 

全
国
書
道
展
覧
会
と
改
称
」
と
あ
る
の
は
、
如
何
な
る
根
拠
に
よ
る
も
の
か
疑
問
で
あ
る
。
筆
者
の
受
賞
し
た
褒
状
に
は
「
第
式
回
 
 

全
国
書
道
展
覧
会
」
と
明
記
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
回
か
ら
全
国
書
道
展
覧
合
と
改
称
さ
れ
た
と
い
っ
た
方
が
正
確
で
は
を
か
ろ
う
か
。
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