
駿
東
相
愛
界
地
方
の
兼
務
に
封
す
る
歴
史
馳
理

的
考
察

(漁
報
)

(

一

)

-
伊
瓦
文
化
の
研
究
､
警

報
･･

細

演

は

桝

地

測

光

部

北
端

分の
.I

地
形
榊
､
衣
肘
･.
小
川
附
'
熱
村

山

中

川
､
御
脳
嫁
､
沼
津
､
低
音
寺

の
七
光
を
巷

糊
せ

ら
れ
ん

こ
と

を
舟
党
す
｡

■ヽノブ

+t
r
純
1t:"=

二

､

古
代
文
化

(
雅

滞
)
の
出
跡
と
非

の
他
州

三
'

文
化
苑
地
の
線
路
(
略
粕
)

叫
F
も
雑

の
太
地
系
と
共
の
挺
逆

光
.'
増
派
山
根
北

六
'
政
柄
及
び
交
池
系
統
の
如
過
と
淡
路

の

脚
長

七
､
姫
路

の
分
祁

八
'
糊
代
の
堀
満
と
古
代
文
化

の
池;j

跡
と
の
･捌
伸二

緒

言

筆
者
は
該
地
方
に
遊
ぶ
rJ
と
三
庇
に
及
ぶ
も
､
姉

一

回
は
主
と
し
て
火
山
の
見
聾
で
岩
石
の
採
集
に
留
ま
-

次
回
に
は
刑

か
文
化
の
考
察
を
試
み
た
と
は
忘
へ
ほ
ん

の

-i
斑
で
あ
-
､
第
三
回
は
震
災
地
の
月
琴
で
､
且
妊

‖
数
多
か
ら
ず
従
っ
て
足
跡
兼
だ
比
の
地
域
は
憩
か
ら

堕

∬
州
交
卯
地
方

の
淡
稀
に
封
す
る
椎
史
地
排
的
考
察
(
洩
琳
)

耕

崎

正

男

ず
､
加
ふ
る
ほ
今
述
べ

ん
と
す
る
問
題
は
鹿
波
光
る
意

味
は
於
け
る
見
聞
の

lt
部
分
で
甚
だ
浅
薄
で
あ
-
､
且

又
多
-
の
文
献
を
渉
猟
す
る
の
優
を
有
せ
ず
､
従
っ
て

偏
見
は
隅
れ
る
恐
れ
な
き
を
保
せ
ざ
る
も
'
興
味
あ
る

こ
の
地
域
に
闘
し
て
未
だ
人
文
地
排
撃
的
文
献
の
甚
だ

乏
し
き
が
故
に
'
未
熟
不
完
全
を
7P
顧
み
ず

一
文
を
革

し
た
帯
で
あ
る
｡
即
ち
論
文
と
し
て
で
は
な
-
ア
ウ
ト

ラ
イ
ン
を
描

い
た
も
の
で
あ
-
､
漁
報
で
あ
る
が
'
公

表
し
て
置
け
ば
識
者
の
垂
数
が
仰
が
れ
て
後
撃
の
籍
と

夜
-
､
若
し
叉
青
年
諸
子
に
封
し
て
課
題
の
意
味
と
在

る
な
ら
ば
'
速
に
研
究
の
歩
武
が
進
め
ら
れ
､
間
接
夜

が
ら
も
幾
何
か
み
役
に
立
た
う
か
と
考

へ
て
早
鐘
を
散

-
次
第
で
あ
る
｡

義

耽

三
三



地

球

節
十
七
懲

t

今
述
べ
止
と
す
る
地
域
は
静
岡
膳
駿
東
､
相
方
二
郡

の

一
部
及
び
醐
奈
川
順
足
柄
上
､
下
両
郡
は
跨
る
地
方

で
.

北
は
愛
鷹
を
含

む
富
士
の
裾
か
ら
丹
捧
山
塊
の

南
西
部
及
び
淘
銀
地
塊
の
酉
郵
即
ち
酒
匂
川
流
域
は
限

-
,'
南
に
放
て
は
東
は
宇
佐
美
附
近
か
ら
田
原
野
の
南

を
総
て
蓮
唐
山
に
到
る
地
域
を
包
含
す
る
も
の
で
p
捕

鹿

霊
息
味
に
放
け
る
自
然
地
排
的
ほ
は

一
軍
刀
の

-1
部

を
為
す
も
の
で
あ
ら
う
が
､
人
文
的
に
は
大
股
二
つ
の

箪
元
は
分
れ
る
塵
で
あ
る
､
け
れ
ど
も
亦

一
つ
の
駅
元

と
も
見
放
す
非
が
出
来
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
是
HLJ歴
史

は
徴
す
る
に
､
上
古
に
於
で
駿
河
相
模
の
置
別
を
-
刺

模
と
呼
ば
れ
た
(梓
川
秀
郎
誓

の
は
此
の
地
を

一
撃

光
と

見
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
出
氷
る
し
､
大
化
の
改
新
に

ょ
っ
て

一
時
AJ
-
と
も
伊
豆
は
駿
河
は
合
併
ruれ
た
の

は
東
北
側
と
別
の
軍

刀
と
し
た
の
で
あ
る
が
'
北
棟
早

雲
は
小
田
原
を
手
に
入
れ
鑑
を
根
城
と
し
て
阪
粟
は
威

を
振
ふ
た
け
れ
ど
も
自
分
自
身
は
常
に
韮
山
に
居
て
駿

東
､
田
方
の
地
方
を
忽
ほ
し
な
か
っ
た
の
は
､
種
々
理

第

g

班

童
ハ

三
川

由
は
あ
っ
ね
ら
う
が
此
の
地
方
を
-E
E聖
北
と
見
て
ゐ
た

も
の
と
見
る
事
が
出
来
る
し
､
氏
寓
が
小
m
原
に
居
て

秀
吉
に
対
抗
す
る
の
ほ
､
氏
邦
の
献
策
を
却
け
て
最
初

か
ら
所
謂
最
後
の
窮
兼
k
.t以
て
し
て
敗
北
し
た
の
は
､

此
の
地
が

〓
聖
光
在
る
ほ
気
付
か
な
か
っ
た
も
の
と
考

へ
る
,J
と
も
出
来
る
｡
又
穂
川
民
時
代
に
入
っ
て
東
北

は
小
m
脱
藩
､
西
南
側
に
は
韮
山
に
政
も
伯
叔
す
べ
き

側
に
代
官
む
躍

い
て
此
の
地
を
治
め
し
め
た
の
は
t

.I

に
し
て
二
の
軍
刀
を
p
二
は
し
て
伴
も
脊
髄
し
て
治
め

Lやか

し
め
た
も
の
で
あ
る
.
又

配

家

相
河
分
家
の
三
島
暦
が

伊
豆
祁
槙
の
二
間
は
嫡
祁
す
る
の
免
許
が
典

へ
ら
れ
て

ゐ
た
の
は
大
機
乙
の
地
を

言
聖
光
と
見
た
も
の
で
あ
ら

ぅ
L
t
維
新
後
に
韮
山
腺
を
置

い
た
の
は
東
北
側
J
J
別

の
里

光
と
し
て
取
扱
つ
LJ
も
の
で
あ
-
､
そ
の
後
明
治

九
年
迄
足
柄
順
を
鮮
p
J､
腺
魔
を
小
四
頂
に
聡

い
三
且

州
及
び
相
州
の
大
部
を
治
め
た
際
､
支
鹿
を
韮
山
に
置

い
て
ゐ
ね
の
は
紛
ひ
も
を
-
此
の
地
方
を

一
里

北
と
し

て
俳
も
二
の
取
扱
を
為
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

今
此
の
人
文
地
坪
尊
的
ほ
二
は
し
て
､

?
､

山
ほ
し

で
二
の
地
域
の
併
-
其
の
交
界
地
方
を

二
聖
北
と
し
て



述
べ
A
LU
す
る
の
で
あ
る
0

こ
､
古
代
文
化
(
柴
5.i
)
の
遺
跡
と
其
の
地
理

石
器
時
代
及
び
金
石
併
用
時
代
の
遺
.跡
逆
に
古
墳
の

分
布
を
見
る
ほ
､
先
づ
著
し

い
の
は
宮
上
愛
鷹
の
山
衝

で
､
富
士
郡
の
須
津
か
ら
引
披
き
浮
島
､
鷹
根
､
金
岡

の
諸
相
は
豆
-
'
現
在
の
山
麓
に
通
る
架
蕗
の
上
段
を

為
し

て山
鹿
両
に
整
列
す
る
も
の
で
あ
る
0
然
る
に
品

等
は

愛鷹
山
の
開
墾
に
件
ふ
て
古
墳
の
登
掘
ru
れ
る
も

の
多
-
､
叉
多
-
は
無
意
識
的
に
聴
掘
さ
れ
出
土
品
の

完
全
な
ら
ざ
る
も
の
多
き
中
に
搾
島
村
大
字
石
川
の
長

Ttが

た
小ら
煉
やし

谷
川
仁
三
郎
氏
が
同
村
大
草
下

-
石
川
学

卒

林

の

大

韓
浜
谷
ほ
て
磯
掘
L
LJ
一
古
墳
の
副
葬
Hm
各
部
藍

瓜
全

に
朗
持
せ
る
如
き
は
賓
に
珍
と
す
べ
き
で
あ
る
O<J㌣･r
[

粟
に
東
北
方

に
延
び
黄
瀬
川
の
左
岸
は
及
び

北

上

村

な
か
rL!'')

か
ん
な
み

JIB-
南
方
'

三
島
､

朝
田
'
中

郷

､
酌

南

譜

町
村
の

腰
な
山
麓
地
方
は
多
-
､
而
L
LtJ
韮
山
付
に
は
極
め
て

少

い
の
で
あ
る
｡
幽
南
村
粕
谷
の
宵
穴
は
其
の
数
五
六

十
に
達
し
方
向
は
南
面
或
は
南
東
甫
す
る
も
の
多
-
､

入
日
は
高
さ
約

一
二
二
米
の
t暑
中
固
形
を
為
し
内
部
は

駿
文
相
交
外
地
ガ
の
雅
称
に
封
す
る
僻
虹
地
湖
的
考
黙
(独
和
)

舶
*
約山肌
さ
も
の
あ
る
も
多
-
は
三
脚
…敷
-
-
珊
々
戯
d
J

程
比
の
も
の
む
客
γ,LjE方
形
に
近
-
し
た
る
耕
庇
で
､
高

さ
は

一
･
玄
米
内
外
の
も
の
が
多

い
｡
分
布
状
態
を
見

る
ほ
間
隔
倭
に

-i
米
よ
-
二
米
或
は
三
来
内
外
の
も
の

が
横
は
整
列
し
､
又
上

下
は
階
段
を
為
し
て
盤
熱
と
列

な
る
接
は
､
之
を
遠
望
す
る
時
恰
も
高
層
の
ビ

ル

デ
ィ

ン
グ
を
見
る
の
観
が
あ
る
､
と
桐
し
て
も
敢
え
て
過
言

劫
こ
･,I.～

で
は
な

い
｡
宵
穴
及
び
上
様
視
に

赤

土

等
に
就

5,
て
古

代
民
人
の
穴
居
の
遺
跡
と
さ
れ
叉
i;
昔
に
も
託
さ
れ
て

ゐ
る
が
近
時
の
研
究
で
は
飲
料
水
を
得
る
に
甚
だ
不
便

な
鮎
及
び
形
状
よ
-
し
て
古
墳
と
さ
れ
て
居
る
｡
大
場

の
山
の
端
附
近
の
79
の

は極
め
て
飲
料
水
に
不
便
な
地

鮎
に
あ
る
も
の
も
あ
る
が
亦
健
在
地
に
も
あ
ら
'
セ
メ

ン
ト
材
料
採
堀
の
た
め
破
壊
ruれ
つ
ゝ
あ
る
も
の
7P
多

々
見
受
け
ら
れ
る
｡

斑
に
円
代
丹
那
地
方
に
放
て
は
先
づ
田
代
附
鑑
で
盆

地
北
紬
の

一
軒
家
の
上
方
(
北
)
よ
-
盆
地
閣
方
の
円
代

開
墾
地
に
石
器
及
び
土
器
の
破
片
を
出
土
L
t
高
脱
状

の
綬
斜
面
に
付
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
丹
那
盆
地
に
於

で
は
東
北
部
な
る
グ
ミ
浬
よ
-
笹

ノ
窪
を
経
て
早
宮
の

二
七
七

二
人



地

滅

節

十
七
鞍

上
は
建
-
､
史
は
柿
津
川
を
南
に
捗
っ
て
字
川
尻
は
及

び
兼
南
は
迂
廻
し
て
金
山
浬
を
雑
､
テ
ン
ト
コ
､
山
ノ

寺
は
至
る
も
の
で

､只
玄

ノ
練
の
山
形
な
る
基
清
の

-i

隅
を
塵
し
て
殆
ど
盆
地
を
包
囲
す
る
遺
物
磯
兄
の
地
鮎

が
愛
鷹
山
聡
の
場
4
1と
等
し
-
各
部
現
在
の
敦
群
よ
-

高
位
龍
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
更
は
北
方
の
ヌ
タ
''rl
か
ら

珊
々
下
っ
て
は
蛍

ノ
浬
に
於
け
る
石
難
(
石
棒
)
の
磯
風

及
び
下
升
弗
は
於
け
る
石
鉱
の
聴
兄
乃
至
寧
井
に
於
て

石
莱
(
石
鉱
等
)
及
び
土
器
の
破
片
の
磯
風
が
あ
ら
､
妃

に

Li
パ
イ
水
及
び
ヤ
シ
タ
に
准
児
さ
れ
る
｡
愈
々
下
れ

ば
前
述
粕
谷
の
宵
穴
と
な
る
｡

配
は
晒
じ
て
狩
野
川
の
左
岸
を
見
る
に
､
敦
も
著
し

ほ
ら

さ
は
川
固
相
で
長
岡
字
洞
の
石
棺
は
飴
わ
に
7P
有
名
で

あ
わ
､
小
坂
の
駒
形
古
墳
'
長
岡
の
常
法
院
横
穴
､
若

宮
塚
等
枚
隼
に
混
あ
ら
ぬ
碑
で
あ
る
｡
北
に
延
び
て
江

開
村
に
布
し
虹
に
大
牢
村
の

<i
部
'
消
水
村
の

一
部
に

春
す
る
の
で
あ
る
｡
田
川
両
村
の
酉
に
鎮
-
内
浦
'
西

浦
の
海
岸
附
近
ほ
7P
春
す
る
｡
叉
牛
島
西
岸
の
月
田
和

井
田
に
多

い
こ
と
79
殊
に
甜
憶
せ
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
配
に

射
南
に
幡
じ
川
中
相
計
見
る
ほ
基
山
の
稀
少
な
の
に
引

節
四
雄

志

八

三
六

番

へ
て
甚
だ
し
-
特
に
軌
道
の
兼
側
に
著
し
-
托暮
琉
附

混
む
以
て
最
大
と
す
る
｡
筆
者
は
薯
兄
の
磯
愈
散
村
夜

か
つ
穴
が
翻
其
の
他
狩
野
川
の
上
流
は
瓢
粧
し

'

東
樺

は
於
で
は
仰
兼
よ
-
熱
源
は
亘
っ
て
鮎
衣
す
る
(瀞
朋
嚇

血
餅
山
懲
)
と
云
ふ
｡

東
北
側
は
於
て
は
槻
木
附
鑑
に
石
斧
が
健
児
ruれ
叉

僻
生
式
土
器
も
出
土
す
る
の
で
あ
る
｡
配
に
御
殿
場
を

中
心
と
し
て
富
士
箱
状
の
裾
倉
谷
は
瓢
衣
す
る
の
で
あ

る
｡
荷

賀
茂
郡
城
東
よ
-
覇
収
へ
下
河
津
､
白
潜
'
潰

′

崎
､
朝
日
､
竹
価
方
面
に
亘
る
東
南
源
岸
及
び
其
の

附

近
に
数
多
布
衣
し
､
又
酉
南
岸
は
7P
あ
っ
て
武
内
融
の

分
布
と
麗
々
一
致
し
て
屠
る
｡
相
大
島
に
79
着
藩
時
代

の
遣
物
h
t称
す
る
と
云
ふ
.

扱
以
上
の
分
布
に
就

い
て

一
部
の
考
察
を
試
み
る
ほ

駿
河
轡
北
岸
地
方
に
於
で
兼
だ
砂
丘
昔
に
発
見
を
さ
は

該
地
域
の
地
形
的
聴
連
が
近
裸
の
こ
と
で
従
っ
て

古
代

の
民
族
に
任
地
と
し
て
撰
ば
れ
な
か
っ
た
FJ
と
む
意
味

す
る
も
の
で
'
揮
島
原
は
云
ふ
79
駐
在
-
で
あ
る
｡
而

し
て
山
の
手
は
放
て
も
現
我
の
米
群
は
此
し
て
高
位
龍

に

あ
る
の
は
､

一

ほは
現
代
人
と
錐
も
墓
地
を
高
所
は



鞘
ぶ
は

!
敏
の
憤
は
し
で
は
あ
る
が
ー
常
時
低
地
は
未

だ
乾
燥
せ
ず
古
代
人
瓶
の
住
所
と
し
て
不
適
皆
で
あ
っ

た
球
を
意
味
す
る
と
同
時
は
鷺
時
の
文
化
の
模
式
に
起

因
す
る
も
の
で
あ
ら
う
｡
金
岡
村
岡
宮
に
於
で
昭
和
二

年
七
月
間
水
湧
出
地
の
掘
磐
に
薗
-
土
器
の
累
積
す
る

を
混
然
顔
見
し
た
の
は
古
代
民
族
と
消
水
と
の
禍
係
を

物
語
る
資
料
と
し
て
意
味
洗

い
7P
の
で
あ
る
｡

北
上
村
か
ら
三
島
､
朝
田
'
中
郷
､
画
商
の
他
動
も

亦
概
し
て
現
在
の
栄
落
よ
人
工
肉
位
置
を
占
め
'
多
-
は

箱
根
､
熱
源
の
極
め
て
授

か
を
裾
野
で
あ
る
た
め
に
'

右
代
比
人
の
属
性
は
政
も
通
潜
在
地
鮎
と
し
て
撰
ば
れ

C･
小h

た
79
の
で
あ
-
､
特
に
竹
倉
､
漫
梅
本
'
谷

田

等
は
文

化
の
進
歩
と
地
形
の
進
展
に
揮
は
れ
で
山
麓
地
帯
に
下

っ
た
面
影
を
留
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ら
う
｡
升
郷
盆
地

周
囲
の
も
の
も
亦
遺
物
発
見
の
地
鮎
が
現
在
の
衆
群
よ

上
向
位
置
む
占
め
て
ゐ
る
の
は
'
常
時
敢
早
盆
地
が
湖

水
在
ら
ず
と
す
る
7?
低
温
で
山
虎
が
未
だ
人
頻
の
居
住

に
適
し
夜
か
つ
ね
状
態
を
憩
は
し
め
る
も
の
で
あ
る
｡

韮
山
村
の
低
地
及
び
之
に
縛
-
西
北
の
地
方
に
未
だ

顔
見
r
u
れ
ざ
る
は
'
此
の
地
が
極
め
て
低
率
で
槻
朝
配

駿
l=j利
賀
鼎
地
方
の
光
祐
に
判
す
る
腫
史
地
排
的
専
務
(
像
軸
)

桃
の
常
時
で
す
ら
753狩
野
州
本
洗
は
現
布
の
洗
勝
旦
採

-
ね
-
や
否
や
不
明
に
属
し
'
今
駿
瓦
電
銀
線
に
沿
ふ

て
川
の
遺
跡
と
瓜
は
れ
る
も
の
が

現
存
し
'
伊
豆
長
岡

･<る
か
ほ

騨
附
鑑
よ
り
韮
山
輝
の
間
に
古

川

な
る
地
名
の
存
在
す

る
rJ
と
'
及
び
槻
朝
は
大
鹿
島
に
屠
-
蛭
攻
に
苦
し
ん

で
小
蛭
島
は
噛
居
し
た
と
の
古
僻
も
あ
-
'
狩
野
川

は

元
両
憶
の
屈
曲
鮎
か
ら
北
方
に
向
以
韮
山
城
虻
の
麓
を

北
流
し
向
原
の
南
で
西
LJ>
折
れ
長
崎
と
仁
肘
の
間
を
問

に
流
れ
､
塚
本
と
肥
附
の
間
を
経
て
長
池
に
洗

い
で
ゐ

た
ら
し
-
､
今
相
洪
水
時
に
は
古
の
河
道
の
状
を
よ
-

現
す
と
云
ふ
.
而
し
て
韮
山
城
祉
附
近
に
は
蛭
ケ
小
島

を
始
め
和
附
島
等
､

島
の
付
-
地
名
が
存
在
す
る
.

要
す
る
に
蛭
ケ
鳥
附
鑑
は
狩
野
川
派
流
に
包
ま
れ
た
川

中
島
で
あ
っ
た
ら
し

い
｡
皿
ふ
け
狩
野
川
は
初
め
土
手

和
田
附
近
を
北
流
し
た
も
の
が
東
方
熱
源
火
山
か
ら
吐

出
す
る
沙
泥
に
よ
っ
て
酉
方
学
童
州
附
近
に
押
し
や
ら

れ
市
輯
し
て
今
の
河
道
を
探
る
ほ
至
っ
た
も
の
で
あ
ら

う
､
即
ち
古
代
に
方
て
は
河
川
が
胤
流
し
極
め
て
低
温

で
人
数
の
居
住
に
通
し
な
か
っ
た
こ
と
が
主
で

一
に
は

生
活
様
式
の
関
係
に
よ
っ
て
其
の
痕
跡
を
留
め
な

い
も

一
三
九
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也

解
十
七
懲

の
と
旭
は
れ
る
｡

耐
し
て
硝
側
の
H
中
村
は
峯
-
狩
野
川
の
谷
口
米
群

の
位
置
は
督
-
併
7P
的
京
は
其
の
中
心
を
為
し
､
加
ふ

み
ふく

る
ほ
三

滴

と

典
に
泥
棒
川
の
薦
扇
状
地
に
歯

か
谷
口
栗

渉
と
し
て
の
二
丑
の
資
格
を
持
つ
地
瓢
で
あ
る
｡
加
ふ

る
ほ
此
の
基
地
は
北
方
狩
野

川
下
流
田
方
の

平
野
に
封

し
て
展
望
轟
の
偉
階
は

在
-
､
政
治
的
に
は
宛
も

北
上

川
流
域
に
封
す
る
平
泉
の
位
置
は
舶
常
す
る
も
の
で
あ

る
｡
従
っ
て
(;
社
今
楽
人
鵜
の
屠
任
地
と
し
て
撰
ば
れ

た
の
は
飴
然
で
あ
る
｡
故
に
古
-
か
ら
倣
守
の
森
も
甘

粕
も
置
か
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
｡
以
上
述
べ
た
如
-
概

し
て
古
代
文
化
の
遺
跡
が
現
代
の
柴
蕗
に
此
し
ヱ
偽
性

澱
は
あ
る
rJ
と
及
び
犬
等
相
互
の
閥
係
は

｢
八
､
現
代

の
袈
蕗
と
古
代
の
遺
跡
と
の
槻
係
｣

の
部
に
於
で
述
べ

る
で
あ
ら
う
｡

三
､
文
化
費
展
の
経
路
(終
粕
)

(;
代
民
族
1
-
悲
ら
-
多
-
は
ア
イ
ヌ
の
部
落
が
出

粟
た
稜
､
大
利
朝
姓
の
勢
力
の
東
漸
に
よ
-
中
火
に
存

在
が
躍
め
ら
れ
畿
内
の
優
等
民
族
が
入
-
込
ん
で
地
方

節
田
牧

夫
O

三

八

の
開
拓
が
進
み
文
化
の
向
上
を
兼
ね
し
た
に
は
鼎
蓮
を

い
が
､
此
の
間
主
と
し
て
襟
流
民
に
よ
っ
て
南
方
梅
土

か
ら
文
化
の
蔀
ら
さ
れ
た
で
あ
ら
う
乙
と

は.
式
内
配

の
数
と
そ
の
分
布
､
怨
刺
の
系
統
及
び
三
島
大
乱
の
遷

座
に
よ
る
北
進
と
其
の
道
々
は
妃
の
宵
を
留
め
て
ゐ
る

.FJ
と
.
叉
輩
島
内
は
放
け
る
数
多
の
三
島
帥
酢
の
分
布

状
態
､
漂
着
者
の
歴
史
及
び
古
幡
の
布
衣
す
る
乙
と
､

叉
其
の
子
孫
の
現
春
す
る
乙
と
塩
は
其
の
子
孫
と
謎
め

ら
る
べ
き
者
の
布
衣
す
る
こ
と
､
捕
方
の
文
化
が
比
較

的
早
-

進
ん
だ
N
'と
､
徴
兵
検
査
の
結
果
は
よ
る
と
南

北
は
よ
っ
て
昔
年
の
機
格
の
異
な
る
,J
と
p
八
丈
島
を

始
め
五
両
諸
島
の
婦
人
の
頭
髪
の
長
さ
乙
と
等
が
此
の

問
題
に
封
し

て
直
接
間
接
の
資
料
と

在
る
が
'
多
-
の

紙
数
を
要
し
何
且
多
-
の
傍
竃
を
必
翼
と
す
る
膚
稿
を

泥
め

｢
鼻
紙
以
酉
太
平
洋
窪
の
民
族
移
動
に
踊
す
る
歴

史
地
排
的
考
察
｣
と
し
て
再
び
本
問
題
を
述
べ
る
rJ
と

ゝ
し
今
田
は
::S
に
ア
ク
ー
ラ
イ
ン
に
留
め
る
が
､
婁
す

る
塵
山
腹
を
下
-
或
は
源
岸
､
渓
谷
を
伴
っ
て
南

下
し

た
も
の
が
あ
-
､
南
方
か
ら
北
進
し
た
も
の
と
閣
方
か

ら
進
ん
だ
者
しこ
の
三
者
が
狩
野
川
流
域
は
先
づ
混
在
し



珪
理
的
心
理
的
塵
化
を
起
し
平
安
朝
来
期
は
な
つ
て
は

敢
早
従
楽
の
文
化
は
荒
都
文
明
の
鵜
は
閉
息
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
が
､
南
方
に
は
今
周
肉
慢
的
は
其
の
痕

跡
を
留
め
て
ゐ
る
と
思
ふ
｡

四
､
古
代
の
立
通
系
と
其
の
轡
遷

何
れ
の
地
に
於
て
79
各
々
北
ハ通
の
問
題
で
は
あ
る
が

本
地
域
に
於
で
は
特
に
交
通
と
の
閥
係
が
濃
厚
で
あ
る

か
ら
､
未
熟
な
が
ら
像
傭
知
識
の
意
味
に
於
で
此
の
鮎

を
覗
ふ
rJ
と
托
し
た
｡

足
柄
箱
状
の
地
方
は
兼
酉
の
嬰
路
に
督
る
も
峻
険
で

交
通
の
不
便
は
幾
多
の
悲
霜
劇
を
任
じ
閥
民
文
尊
を
産

み
女

敬
峯
上
腿

々
利
用
ru
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
社
菅
の

足
柄
路
は
黄
瀬
川
の
谷
か
ら
御
殿
場
に
至
-
此
虜
で
鮎

相
川
の
谷
に
Hj
で
'
竹
の
下
か
ら
今
街
路
樹
の
樹
て
る

連
を
縫
ふ
て
足
柄
峠
は
日1
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
｡
阪
兼

の
柄
は
此
の
御
坂
か
ら
起

っ
た
の
で
あ
る
｡
若
も
新
羅

三
郎
義
光
が
塩
原
時
秋
に
ア
ラ
ビ
ヤ
音
楽
(大
食
訓
)を
授

け
た
ど
と

き
FJ
と
が
あ
っ
カ
と
す
る
な
ら
ば
､
恐
ら
-

此
の
適
で

あ
っ
琴
b
う
｡
併
し
な
が
ら
ま
だ
此
の
頃
に

準
〓

端
境
非
地
力
の
雅
終
に
封
す
る
掘
兜
地
雌
的
考
察
(預
朝
)

は
定
i5<
つ
･h～
州側
期
も
な
か
っ
た
ら
し
い
0

此
塵
か
ら
地

減
堂
の
蛍
は
下
-
矢
倉
韓
む
組
で
坂
本
騨
(今
の
脚
本
を
中

心
と
す
る
聖

は

覚
っ
て
ゐ
ね
の

であ
っ
た
｡
ii:寄
託
に

よ
れ
ば
日
本
武
舎
榊

東征
の
鹿
轄
足
柄
の
坂
本
で
食
事

を
と
ら
れ
坂
を
登
っ
て
密
嬬
HLJ欺
か
れ
､
甲
斐

へ
迫
ら

れ
た
と
あ
る
｡
随
分
ir
-
か
ら
開
か
れ
カ
術
道
と
見
え

る
.
小
田
原
北
櫨
の
古
城
丑
は
足
柄
峠
の
頂
上
は
あ
-

徳
川
民
時
代
に
入
っ
て
箱
根
路
が
骨
格
と
在

っ
て
か
ら

も
大
久
保
氏
の
守
衛
に
屈
す
る
矢
倉
喋
の
番
所
と
云
ふ

足
柄
の
闘
所
を
置

い
て
あ
っ
た
｡
即
ち
矢
倉
喋
の
南
部

に
組
場
と
云
ふ
小
学
が
あ
る
が
其
塵
に
舶
用
と
衷
闘
所

と
あ
っ
た
｡

箱
根
路
は
足
柄
路
に
比
べ
る
と
愉
し

い
け
れ
ど
も
近

道
で
､
構
水
音
彦
氏
の
研
究
は
依
っ
て
明
か
と
な
っ
た

如
-
都
洩
三
才
固
相
に
r
l,光
明
天
皇
和
銅
七
年
始
隅
Tt此

州
道
こ

と
あ
っ
て
皇
紀

▲.
千
三
甫
七
十
凹
年

即
ち
奈

良
朝

の
初
期
既
に
通
は
開
か
れ
た
け
れ
ど
も
従
選
は
足

柄
の
方

へ
懸
っ
て
み
て
箱
根
は
ま
だ
異
の
公
道
で
は
な

か
っ
た
｡
即
ち
日
本
配
峯
樽
錬
-
大
日
本
史
に
檀
武
天

点
延
層
二
十

';
年
式
月
以

,.t･捕
土
山
焚
石
撃
山
足
柄
路
i

天
1

三
九



地

球

節
十
七
笹

闘
tl笛
荷
路
.
豊
年
.14
月
贋
-笛
荷
路
.視
ul.足
柄
街
道
.
と

あ
る
｡
即
ち
奈
良
朝
初
期
に
遇
は
出
来
た
が
公
道
で
は

な
か
っ
た
｡
然
る
に
平
安
朝
初
期
に
噴
火
に
基
-
富
士

の
出
火
串
の
篤
に
施
術
の
宮
路
が
盗
っ
た
の
で
箱
状
の

道
を
開

い
た
の
が
公
道
と
し
て
の
初
で
あ
っ
た
が
そ
れ

も
間
も
な
-
磨
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
79
こ
れ
か
ら
多
-
の

健
脚
者
が
通
ず
る
や
う
に
在
っ
た
ら
し

い
｡
即
ち
十
六

夜
にー
記
に
ょ
れ
ば
作
者
阿
沸
尼
が
後
宇
多
天
島
の
建
治

三
年
十
月
十
六
日
京
都
か
ら
鎌
倉
に
下
っ
た
遣
申
訳
に

｢
二
十
八
日
仰
瓦

の
脚
肘
を
日
で
て
抑

択
路
に
か
J
る
(中
略
)

足
柄
州

は
枯
淡
L
と
て
､
耕
枇
終
に
か
1
る
な
り
け
り
(
中
略
)

い
と
さ
か
し
き

山
を
下
る
0
人
の
兄
も
IU
ZJ
ま
リ

卿
し
､
勘
収
と
ぞ
い
ふ
な
る
O
羊
ふ
じ

て
噂

話

て
た
れ
ば
*
鶴

に
串
川
と

い
ふ
川
あ
｡
｣
と

あ

か

'

如

何

に

勝

気

で

∬
悲
憤

の
僻

を

晴

ら

r
uA
と
幕
府
を
指
し
て

急

い
だ
と
は
云

へ
女
性
の
身
で
は
困
難
で
あ
っ
た
rJ
と

が
覗
は
れ
る
｡
其
の
後
足
利
尊
氏
が
鎌
倉
で
戴
L
LJ
際

新
m
義
貞
は
脇
屋
養
助
と
共
は
征
討
は
向
つ
ね
が
､
養

助
は
足
柄
路
を
登
-
竹
の
下
附
近
ま
で
､
義
月
は
箱
根

路
を
登
-
水
軟
(今
川
中
新
川
の
小
字
)
ま
で
進
ん
だ
の
で

あ
っ
て
明
ら
か
に
両
道
か-3砺
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た

節
凹
政

]1.(ニ

凡
肌
､

足
柄
､
筋
状
舗
道
の
西
方
を
見
る
に
'
遠
さ
骨
の
払

栖
路
は
押
頂
か
ら
富
士
愛
鷹
間
の
十
里
水
越
を
経
由
し

た
7P
の
と
の
考
紋
も
あ
る
が
難
路
で
あ
る
為
は

.i
舷
の

通
路
で
あ
っ
た
か
否
か
ば
疑
問
で
あ
る
｡
後
藤
何
卒
'

森
信

幸

両
氏
に
よ
れ
ば
基
菅
の
通
路
は
愛
鷹

の
下
肢
面

ほ
て
渦
紋
約
百
米
の
高
庇
h
t保
っ
て
屠
り
其
の
後
山
鹿

に
下
っ
た
の
で
あ
る
｡
鎌
倉
時
代
の
初
期
に
は
愛
鷹
の

両
側
は
山
麓
の
根
方
術
道
と
潰
締
道
の
両
道
が
あ
-
､

根
方
術
淀
が
本
道
で
あ
っ
た
｡
宵
光
線
の
蓮
を
通
じ
て

ゐ
ね
の
は
恐
ら
-
平
安
朝
の
中
葉
以
前
の
こ
と
で
足
柄

路

へ
の
通
路
で
あ
っ
た
ら
う
O
其
の
後
時
勢
の
進
運
は

件
ふ
て
山
費
は
下
-
､
砂
丘
の
敏
速
と
交
通
系
統
の
進

展
の
馬
は
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
潜
術
道
や
箱
根
路
が
微

速
す
る
は
及
ん
で
革
速
が
繁
昌
し
初
め
光
ら
し
-
'
父

黄
瀬
川
宿
も
黄
瀬
川
の
東
岸
に
葉
え
ね
と
見
え
る
O
足

柄
終
端
規
格
共
は
初
め
は
本
宿
附
近
を
経
穴
で
あ
ら
う

が
彼
に
は
革
返
が
本
宿
､
三
島
の
分
岐
瓢
と
な
つ
LJ
で

は
な
か
ら
う
か
O
元
卸
四
年
箱
根
に
輔
朗
を
設
け
箱
根

宿
を
開

い
て
以
釆
箱
根
路
が
天
下
の
公
道
と
決
定
し
て

従
来
の
足
柄
路
は
間
道
と
な
っ
た
0



扱
祉
廿
の
箱
根
路
は
近
他
の
束
梅
迫
箱
根
八
里
と
は

7
致
し
て
ゐ
な
か
っ
た
も
の
で
､
徳
川
時
代
の
骨
格
に

到
達
す
る
ま
で
ほ
は
幾
婁
蓮
が
あ
っ
た
｡
今

山
例
を
拳

げ
ん
に
近
世
の
箱
根
官
格
の
来
車
は
､
箱
根
宿
か
ら
元

猫
娘
部
落
の
両
雄
を
経
も
擢
覗
坂
を
登
っ
て
廃
風
山
と

双
子
川
と
の
間
を
通
-
､
麓

ノ
湖
の
澱
初
の
火
口
湖
須

雲
川
(上
流
で
は
左
枠
､
中
流
で
は
祈
梓
)
に
預
ふ
て
揚
本
の
三

枚
橋
に
出
た
の
で
あ
っ
た
が
'
其
の
骨
小
田
原
北
棟
の

暫
時
に
は
元
箱
根
か
ら
芦
ノ
湯
を
迫
-
平
坦
な
鷹
の
鷹

山
む
経
て
湯
坂
を
下
-
揚
本
に
出
て
ゐ
ね
の
で

(鎌
倉
岬

代
に
も
松
坂
を
洩
っ
た
こ
と
は
約
..d
十
六
准
日
犯
で
も
知
ら
れ
る
)､
肥

幌
氏
は
此
の
姿
路
を
鋸
す
る
為
に
鷹
の
韮
山
に
城
を
築

き
米
英
の
前
衛
と
し
て
山
中
新
田
に
払
山
中
城
を
置
い

た
｡
酉
側
の
薦
遠
は
初
は
粗
方
村
道
か
ら
本
宿
を
総
力

で
あ
ら
う
が
彼
に
は
鎌
倉
時
代
以
磯
聴
展
し
た
済
術
退

治
以
の
車
速
か
ら
恐
ら
-
輩
瀬
川
を
糎
壬

二
島
は
凍
力

fJ
と
は
十
六
夜
日
記
に

｢
二
十
八
日
'
伊
豆
の
閣
府
を

出
で
て
箱
根
路
に
か
㌧
る
｣
.
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
明
ら

こ
ふ
･fiら

か
で
あ
る
｡並
か
ら
北
に
向
以
閣

麻

原

(今
の
北
上
村
串
原
)

を
軽
､諾
町
田
よ
-
浬
地
を
登
か
山
中
(今
の
元
川
中
)に
雫

駿
瓦
州
交
非
地
方

の
堆
裕
に
封
す
る
牒
史

地
排
的
考
娯
(
汲
琳
)

-,l
箱
状
峠
附
近
よ
-,l
詣
肌
用
宿
に
通
っ
て
ゐ
ね
ら
う
と
;
･3

は
れ
る
.
別
は
間
道
と
し
て
近
世
の
骨
格
の
遊
里

二
転

か
ら
山
中
新
山
を
鹿
で
ゐ
た
も
の
が
あ
-
､
尚
三
島
か

ら
川
原
ケ
谷
を
経
て
山
田
附
近
を
迫
-
元
山
中
に
至
る

も
の
も
あ
っ
た
が
'
晴
水
氏
に
ょ
れ
ば
近
世
の
相
違
が

慶
長
九
年
以
氷
公
道
と
在
っ
て
､
改
修
が
行
は
れ
ね
の

で
あ
る
｡
然
る
に
そ
れ
は
大
正
十
年
よ
-
十
二
年
に
豆

-
大
改
修
を
試
み
て
遂
に
今
日
の
自
動
車
道
路
と
夜
-

富
士
屋
自
動
車
の
通
路
と
在
っ
た
.
扱
此
の
庶
川
宿
に

就

い
て
は
今
の
元
箱
根
で
あ
ら
う
と
の
考
詮
79
あ
る
が

箱
根
町
は
陶
所
設
置
常
時
に
於
で
現
在
の
栄
藤
の
両
端

に
農
閑
期
に
は
木
工
細
工
な
ど
を
潜
む
四
'
五
月
の
農

家
が
あ
-
rJ
J
を
鹿
川
と
精
し
で
ゐ
ね
こ
と
､
し
か
も

こ
れ
が
今
荷
箱
根
町
大
字
三
島
町
字
鹿
川
町
と
し
て
現

在

す
る
事
賓
に
徴
し
て
恐
ら
-
此
庭
が
其
の
名
残
で
あ

ら
う
と
瓜
ふ
｡

酒
匂
川
の
浜
谷
73,亦

甲
膿
等
に
封
し
て
纏
珊
す
る
乙

と
の
粗
氷
な

い
要
路
で

､
小
的
原
北
棟
か
ら
見
て
79
釆

婁
な
魔
で
古
城
地
が
散
勤
し
で
屠
-
､
徳
川
時
代
に
入

や
が

っ
て
7?
谷

笛

の
番
所
を
始
め
敬
給
の
闘
所
が
あ
っ
た
｡

｢八.･一

例

l.



地

球

節
十
七
溶

い

づ

TJん

射

毎
岸
も
河
津
､
伊
東

､
熱
海
､
伊

義

山

'

湯
河

原

等

が
あ
る

籍
は
鎌
倉
時
代
か
ら
交

通
が

開
け
､
徳

川
時
代

に
入
っ
て
か
ら
は
娘
酔
川
(谷
日
の
揃
仰
)
に
番
所
を
潤

心

で
伊
東
方
面
の
交
通
を
監
視
す
る
と
同
時
に
､
塵
井
浬

の古
輝
は
よ
っ
て
両
岸
と
を
結
ぶ
箱
根
官
路
の
遍
街
道

と
も
見
る
べ
き

南
の
間
道
を
も
併
せ
で
監
硯
し
た
の
で

あ
っ
た
｡
附

し
て
又
御
殿
場
か
ら
乙
女
峠
を
越
し
て
湯

本
に
出
る
間
道
も
ゆ
る
か
せ
に
在
ら
ぬ
も
の
で
､
日
本

武
舎
の
和
通
過
遊
ば
r
uれ
ね
と
樽

へ
ら
る
J
碓
氷
峠
は

仙
石
原
と
宮
城
野
間

で
あ
る
と
云
ふ
考
証
r
u
へ
79
あ
る

位
で
社
骨
か
ら
通
は
あ
っ
た
ら
し
-
穂
川
時
代
に
は
仙

石
原
に
箱
状
の
基
闘
朗
が
あ
っ
た
｡
又
地
方
的
で
は
あ

る
が
奥
伊
豆
は
封
し
て
は
狩
野
川
構
造
線
が
最
79
頚
要

な
役
割
を
慣
じ
て
ゐ
た
rJ
と
は
今
79
骨
と
痩
-
が
な

い

の
で
あ
る
｡

蓮
を
要
す
る
に
事

々
の
風
光
は
自
然
の
通
路
を
撰
揮

し
夫
に
従
っ
て
箱
根

の
北
を
単
粒
で
歩

い
た
の
で
あ
っ

た
が
健
脚
潜
は
横
断
し
た
｡
其
の
後
江
戸
時
代
に
入
っ

て
か
ら
は

｢
幽
谷
閥
も
7P
の
在
ら
ず
｣
と
歌
は
れ
ね
天

険
む
研
聞

い
て
龍
で
越
す
こ
と
に
な
-
､
明
治
の
大
御

蹄
E
E鵬

天
網

円

二

代
と
在
っ
て
か
ら
は
文
明
の
利
発
を
自
然
に
順
鷹

ruせ

て
足
柄
箱
状
の
北
方
を
迂
廻
す
る
東
海
道
線
の
開
通
と

衣
-
､
斑
に
大
正
の
御
代
は
入
っ
て
か
ら
は
自
動
車
を

以
て
箱
根
八
鹿
(瑚
望
川
の
谷
は
撃
b
ず
)
旦
避
術
道
も
熱
海

相
通
も
征
服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
､
史
に

大
正
か
ら
昭
和
の
今
日
に
於
で
は
丹
那
で
ふ
自
然
を
撰

接
し
て
世
界
有
数
の
ト
ン
ネ
ル
を
穿
ち
苦
し
紛
れ
と
は

云
払
つ
ゝ
79
自
然
を
活
用
し

て
所
謂
文
化
の
向
上
を
計

-,L
つ
つ
あ
る
現
状
で
あ
る
｡

虹
に
叉
側
面
か
ら
見
る
と
東
海
道
は
､
妊
質
入
年
以

後
改
修
し
､
嵩
琴

光
年
は
井
伊
直
弼
の
複
を
受
け
た
安

藤
信
正
が
碁
雁
の
威
信
の
r快
復
栗
と
し
て
公
武
の
脊
髄

を
計
-
'
和
宮
親
子
内
親
王
の
賂
軍
家
茂

へ
の
御
降
嫁

を
奏
試
し
勅
許
を
得
た
の
で
､
其
の
御
通
過
の
為
に
文

久
元
年
大
改
修
を
試
み
箱
根
山
宮
路
の
金
道
は
敷
石
を

敷

い
た
(政
ポ
の
こ
と

は
文
久
三
坤
家
茂
が
棋
粥
の
昭
勅

を
賜
り
上
洛

の
際
と
亨
か
就
あ
る
も
北
ハの
時
に
は
小
改

修
に
過
ぎ
ぬ
)

併
し

乙
の

御
降
嫁
秦
蒲
事
件
は
尊
王
論
者
の
憤
激
を
招

い
て
東
海

道
線
を
つ
け
ら
れ
ね
が
今
は
丹
那
に
健
脚
有
数
の
大
風
.

穴
を
開
け
つ
1
あ
る
｡
文
久
元
年
の
工
邪
に
就

い
て
構



水
代
は

｢
西
箱
状
兼
淑
遣
東
進
の
考
察

(iJ
Y<
十
灼
申
し
｣

は
放
て

｢
今
よ
-
六
十
四
年
前
に
過
ぎ
ざ
る
を
以
て

､

此
の
工
事
に
坊
は
-,l
た
る
常
澄
硝
太

だ多
L
L
と

ー
何

と
云
ふ
今
昔
の
戚
で
あ
ら
う
｡
(
未
完

)

他

界

油

田

の

現

状

と

石
油

工
業

近

藤

堅

二

詳

本
別
は
プ
リ
ン
r(
ト
ン
大
蝉
､
北
朝
鮮
教
授

W

.
T
.
T
h
om
.
J
r

代
の
老

=
P
e
tro
le
u
m

&

C
o
a
1.
T
h
e
K
ey
s

to
th
e

F
u
tu
re
こ

の
節
九
輯

O

i
l

fi
e
t
d
s

e
f

t
h
e

W
o
r
t
d

と

節

十
輯

T

he
o
il
in
･

d
u
s
try

を
抜
串
せ
る
棚
輝
で
あ
る
｡

同
著
は
､
北
づ

ポ油

発
泣
虫
よ

り
如

い
て
祉
代

の
石
油
ェ
某
に
及
び
他
部
､
PF=Ji非
､
採
油
'
製
油
､
柑

軍

服
辞
'
綿
肺
統
計
に
就
き
米

桝
石
油
恥
業

の
現
状
を
納
介
｡

火
に
世
非

の
油
日
の
棚
妙
に
試
て
は
､
各
油
川
の
分
和
'
そ
の
地
餌

川
収
日.=･
に
依
る
特
級
'
現
状
及
び
滑
水
を
述
べ
､
地
兜
蝉
的
に
X
政
的

世
的
に
比
た
油
川
の
伯
仲
を
沸
じ
て
愉
す
.と

こ
ろ
が
な

い
｡

･;
分
は
､
祁
油
地
･5g
蝉
を
恥
じ
油
日
訓
衣
に
従
ふ
も
の
で
あ
る
が
､

川
瀬
は
細
俗
的
に
ポ
油
?<
基

の
余
般

の
如
;
湖
を
網
排
し
て
北
つ
地
域
桝

伯
に
故
ほ
れ
て
ゐ
る
の
で
､

こ
れ
ま
で
に
軸
例
が
な

い
O

恐
ら
-
祁
洲
と
加
納
僻
む
何
人
が
泊
ま
れ
て
も
叫
昧
稚

い
も
の
と
恕

･い
C
こ

1
に
耽
て
刑
湖
を
し
た
仰
比
で
あ
る
｡

r

枇
淋
油
川
の

現
状と
石
油
Tri
某

第

-
編

石

油

王

黄
′′廿

北
米
は
金
世
界
の
石
油
紙
産
額
の
鋸
を
産
出
し
て
居

7

る
｡
か
-
米
問
の
長
期
に
立
っ
て
の
産

額
の
塘
大
は
､

一
部
の
識
者
は
て
は
閣
内
資
源
の
急
速
を
粘
湖
の
恐
慌

と
し
て
悲
観
r
uれ
て
居
る
が
､
又
他
の

一
部
で
は
､
此

等
の
資
源
の
無
限
大
に
焼
成
な
る
も
の
た
る

.i
証
嫁
と

し
て
極
め
て
異
観
r
Jれ
て
居
る
｡

賂
氷
は
於
け
る
石
油
の
供
給
が
充
分
な
～,L
や
否
や
の

問
題
は
､
詳
細
に
次
葦
で
述
べ
る
乙
と
は
す
る
｡

rJ
の
討
論
に
入
る
前
提
と
し

て本
葦
は
於
で
は
､
石

油
の
産
油
過
僻
､
製
油
､産
油
の

分布
等
ほ
就

い
て
の
概

天yd

四

三


