
評
’「卜

』1諸幽

木
下
　
良
著

『
国
府
　
そ
の
変
遷
を
主
に
し
て
』

南
　
出
　
真
　
助

　
歴
史
地
理
学
者
木
下
良
氏
の
四
半
世
紀
に
わ
た
る
属
府
研
究
の
成
果
を
、

研
究
発
展
史
全
体
を
展
望
し
つ
つ
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
新
書

版
と
い
う
体
裁
か
ら
、
初
学
者
向
け
の
入
門
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
も
あ
ろ
う
が
、
内
容
は
極
め
て
専
門
的
な
分
析
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
多

数
の
事
例
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
既
往
の
研
究
成

果
の
概
説
に
終
ら
ず
、
矯
自
身
の
調
査
・
研
究
に
も
と
つ
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

見
解
や
新
た
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の

こ
と
を
通
じ
て
、
国
府
研
究
が
い
か
に
複
雑
多
岐
に
わ
た
り
奥
深
い
も
の
で

あ
る
か
を
、
曖
昧
さ
を
排
し
て
披
涯
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
や
は

り
す
ぐ
れ
た
入
門
書
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
も
そ
も
、
古
代
六
〇
余
塵
の
国
府
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と

い
う
、
極
め
て
根
源
的
で
し
か
も
難
解
な
問
題
に
対
し
て
、
説
得
力
を
持
つ

復
原
例
を
最
初
に
提
示
し
た
の
は
，
三
坂
圭
治
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
著
『
周

防
国
府
の
研
究
』
（
散
文
館
、
昭
和
八
年
）
は
地
理
学
の
側
に
も
少
な
か
ら

ぬ
衝
撃
を
与
え
た
。
古
文
書
を
現
地
の
小
字
（
こ
あ
ざ
）
名
に
対
比
さ
せ
な

が
ら
分
析
し
、
土
地
割
や
道
路
の
状
態
、
堤
防
の
微
起
伏
な
ど
も
考
慮
に
入

れ
た
調
査
法
は
、
極
め
て
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
で
あ
り
、
さ
ら
に
結
論
と
し

て
図
示
さ
れ
た
「
方
八
町
」
諺
一
辺
八
町
の
国
府
域
プ
ラ
ン
は
、
『
和
名
抄
』

記
載
の
国
府
所
在
郡
の
位
置
を
「
点
」
で
表
示
し
た
よ
う
な
国
府
分
布
図
に

較
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
「
実
像
」
に
近
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
発

掘
調
査
の
結
果
は
、
継
部
に
お
い
て
は
こ
の
復
原
図
と
一
致
し
な
か
っ
た
が
、

そ
の
こ
と
は
先
駆
的
な
試
み
の
価
値
を
な
ん
ら
減
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
れ
に
啓
発
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
地
理
学
の
米
倉
二
郎
氏
は
「
近
江
国

府
の
位
置
に
就
い
て
扁
（
『
考
古
学
』
六
一
八
、
昭
和
一
〇
年
」
）
を
発
表
、

四
町
ご
と
に
鍵
型
に
折
れ
曲
が
る
近
世
東
海
道
を
中
軸
線
と
す
る
方
八
町
の

国
府
域
と
方
二
町
の
政
庁
域
を
想
定
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
も
戦
後
の
発
掘
に

よ
っ
て
、
政
庁
の
位
置
（
米
倉
氏
の
復
原
案
よ
り
は
南
に
ず
れ
る
）
が
確
認

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
あ
っ
て
、
戦
後
、
地
理
学
の
側
か

ら
考
古
学
・
歴
史
学
と
の
協
力
体
制
を
強
く
推
し
進
め
た
の
は
、
藤
岡
謙
二

郎
氏
で
あ
っ
た
。
同
氏
の
『
国
府
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
四
年
）
は
、

歴
史
地
理
学
的
調
査
法
に
よ
る
国
府
研
究
の
集
大
成
を
な
す
最
初
の
総
説
書

と
な
っ
た
。

　
藤
岡
氏
の
影
響
を
強
く
受
け
た
木
下
氏
が
、
そ
の
研
究
を
引
き
継
ぎ
、
さ

ら
に
独
自
に
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
丹
波
国
府
津
新
考
し

（嘱

j
朋
』
四
、
昭
和
三
九
年
）
を
皮
切
り
に
、
以
来
、
直
接
「
国
府
」
を

題
に
掲
げ
る
論
文
だ
け
で
も
三
〇
を
超
え
、
国
府
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
古

代
交
通
路
に
関
す
る
論
文
な
ど
も
加
え
れ
ば
、
実
に
精
力
的
な
ペ
ー
ス
で
研

究
成
果
を
世
に
問
い
続
け
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
近
年
の
、
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
に
お
け
る
共
同
研
究
な
ど
を
通
じ
て
、
氏
の
研
究
視
野
は
歴
史
学

や
考
古
学
の
分
野
に
も
一
層
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

研
究
歴
の
延
長
上
に
本
書
が
あ
る
。

　
内
容
紹
介
に
入
ろ
う
。
本
文
は
次
の
章
構
成
か
ら
な
る
。
（
）
内
は
各

133　（293）



章
毎
の
分
旦
を
便
宜
的
に
頁
数
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
序
章
　
受
令
国
家
の
国
府
か
ら
王
朝
國
家
の
国
衙
へ

（一

Z
頁
）

　
　
1
　
国
府
跡
の
発
掘
（
五
八
頁
）

　
　
2
　
国
府
の
立
地
と
形
態
（
三
四
頁
）

　
　
3
　
国
府
と
交
通
路
（
ゴ
三
頁
）

　
　
4
　
国
府
と
寿
院
（
三
八
頁
）

　
　
5
国
府
と
神
社
（
三
八
頁
）

　
　
6
　
古
鐘
書
類
に
み
る
頃
府
所
在
郡
（
三
二
頁
）

　
　
7
　
国
司
制
度
と
国
府
の
変
遷
（
五
一
頁
）

　
ま
ず
序
章
で
は
、
従
来
と
か
く
定
義
が
曖
昧
な
た
め
に
発
掘
結
果
の
解
釈

等
を
め
ぐ
っ
て
混
乱
の
も
と
と
な
っ
た
、
「
国
府
」
・
「
国
衙
」
・
「
国
書
」
な

ど
の
用
語
の
使
用
例
に
つ
い
て
、
甲
斐
の
調
査
例
そ
の
他
に
も
と
つ
く
見
解

（一

纔
Z
九
）
が
あ
ら
た
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
八
・
九

世
紀
の
律
令
国
争
の
国
ご
と
の
行
政
官
庁
が
「
国
訴
し
、
そ
れ
を
と
り
ま
く

地
方
中
心
地
一
帯
が
「
国
府
し
、
そ
し
て
一
〇
世
紀
以
降
の
王
朝
国
家
の
地

方
統
治
機
構
と
そ
の
建
物
が
「
国
衙
」
で
あ
る
。
「
府
中
」
は
さ
ら
に
後
世
の

呼
称
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
の
混
同
使
用
の
要
因
と
し
て
は
、
「
従
来
の

国
府
に
つ
い
て
の
概
念
は
、
八
・
九
世
紀
の
遺
跡
を
＝
・
二
世
紀
の
文
献

で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
（
本
書
二
四
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
遺
跡
の
発
掘
例
は
奈
良
時
代
の
も
の
が
多
く
、
逆
に
文
献
は
平
安
中
・

後
期
の
も
の
が
多
い
。
そ
の
間
に
国
府
の
機
能
・
形
態
・
位
置
な
ど
が
変
化

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
へ
の
幾

判
で
あ
り
、
序
章
と
し
て
氏
の
立
場
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
こ
れ
は
し
か
し
、
か
つ
て
の
歴
史
地
理
学
的
調
査
法
に
よ
る
復
原
手
順
に

対
し
て
も
あ
て
は
ま
る
批
判
と
な
ろ
う
。
近
世
の
伝
承
や
明
治
以
降
の
小
字

名
・
土
地
割
…
な
ど
を
、
吟
味
な
し
に
一
挙
に
奈
良
時
代
の
「
原
初
」
プ
ラ
ン

ま
で
湖
ら
せ
る
よ
う
な
、
綱
渡
り
的
復
原
研
究
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
根
底
に
は
、
地
名
や
土
地
割
は
何
ら
か
の
外
力
が
及
ば
な
い
限
り
変
化
し

な
い
も
の
だ
と
い
う
前
提
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
証
明
不
要

の
公
理
と
せ
ず
、
個
々
の
事
例
に
即
し
て
可
能
な
限
り
有
効
性
の
説
明
に
努

め
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
地
名
や
土
地
割
の
「
変
化
」
や
（
時
間

的
）
「
連
続
・
不
連
続
」
に
つ
い
て
、
分
野
を
超
え
て
共
有
し
う
る
よ
う
な

一
般
理
論
を
提
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
評
者
も
ま
た
歴
史
地
理
学
に
携
わ
る

一
人
と
し
て
、
日
頃
痛
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
発
掘
調
査
報
告
書

な
ど
で
は
、
木
下
氏
言
う
と
こ
ろ
の
「
国
字
」
に
対
し
て
、
「
国
衙
」
な
い

し
「
国
衙
政
庁
」
な
る
表
現
が
一
般
的
に
見
ら
れ
、
む
し
ろ
考
古
学
の
側
で

は
そ
れ
ら
が
定
着
し
て
い
る
感
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
氏
の
定

義
に
準
じ
て
使
用
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
第
1
章
は
四
節
か
ら
な
り
、
最
初
の
二
節
は
今
や
古
典
的
復
原
例

と
も
言
え
る
周
防
と
近
江
の
検
討
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
近
年
の
発
掘
で
は
、

周
防
の
場
合
、
方
八
町
の
想
定
国
府
域
を
超
え
て
奈
良
・
平
安
晴
代
の
鍛
冶

工
房
跡
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
、
近
江
の
場
合
、
顯
庁
建
物
跡
の
年
代
が
八
世

紀
中
頃
か
ら
一
〇
世
紀
後
半
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
と
以
後
の
建
物
の
所

在
が
不
明
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
国
府
の
原
初
プ
ラ
ン
と
そ
の
連
続
性
に
つ
い

て
新
た
な
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
方
八
町
の
一
般
性
は
と
も
か
く
、
規

則
正
し
い
一
町
方
格
街
路
網
の
中
に
、
設
立
当
初
か
ら
極
め
て
計
画
的
か
つ

合
理
的
に
諸
施
設
が
配
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
嘱
来
の
国
府
像
は
、
修
正
を

迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
の
配
置
を
前
提
に
国
府
域
を
推
定
す

る
と
い
う
方
法
に
も
一
層
の
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
よ
う
。

　
第
三
節
で
は
陸
奥
の
多
賀
城
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
発
掘
の
結
果
か
ら
軍

134　（294）



評俄

事
的
拠
点
一
「
城
概
」
的
な
性
格
は
遇
い
出
し
得
ず
、
最
初
か
ら
政
治
的
拠

点
と
し
て
設
営
さ
れ
た
国
府
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
に
対
し
て
、
丘
陵
上
と

い
う
泣
置
、
築
地
の
規
模
や
門
の
配
置
な
ど
か
ら
見
て
も
や
は
り
軍
事
的
要

素
を
消
し
篭
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
氏
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
四
節
は
、
全
国
で
三
七
に
の
ぼ
る
国
府
跡
（
国
庁
跡
）
発
掘
例
の
中
か
ら
、

出
雲
・
伯
誓
・
出
羽
（
城
輪
棚
）
・
下
野
・
肥
前
・
筑
後
・
因
幡
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
、
検
出
遺
構
に
よ
る
復
原
図
を
も
と
に
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
い

る
。
出
雲
の
場
合
は
、
検
出
さ
れ
た
国
庁
建
物
趾
の
中
軸
線
が
、
周
辺
の
条

里
地
割
の
方
向
と
は
約
五
度
ず
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
岡
時
代
的
に
国
府
域
が

設
定
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
条
里
地
心
を
基
準
に
し
た
「
方
南
町
」
と
い

う
プ
ラ
ン
復
原
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
伯
醤
の
場
合
は
、

従
来
の
想
定
地
と
は
全
く
異
な
る
台
地
上
か
ら
国
主
と
そ
の
外
郭
を
な
す
溝

状
遺
構
と
が
検
出
さ
れ
、
東
西
二
七
三
メ
ー
ト
ル
、
南
北
二
二
七
メ
ー
ト
ル

の
長
方
形
国
府
域
が
復
原
さ
れ
た
。
　
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
氏
は
、
「
従
来
考

え
ら
れ
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
国
府
域
は
か
な
ら
ず
し
も
方
採
毛
と
い
う
地
域

に
限
定
し
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
（
本
書
六
三
頁
）
と
し
て

い
る
。
下
野
・
肥
前
・
筑
後
な
ど
の
事
例
は
、
何
度
か
の
建
て
替
え
や
国
府

そ
の
も
の
の
移
転
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
第
2
章
は
三
節
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
節
の
讃
岐
の
事
例
は
、
条

里
地
割
の
方
向
に
直
角
に
折
れ
曲
が
る
綾
川
の
河
道
を
人
工
の
も
の
と
み
な

し
、
こ
れ
に
沿
う
よ
う
に
国
府
域
を
あ
て
は
め
、
さ
ら
に
阿
野
郡
条
里
の
基

準
線
を
南
北
中
軸
線
、
「
青
竜
」
と
呼
ば
れ
る
直
交
路
を
東
西
中
軸
線
に
見

立
て
て
府
域
プ
ラ
ン
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
氏
は
、

六
〇
間
方
醸
す
な
わ
ち
条
里
地
割
の
プ
ラ
ン
は
国
府
域
の
「
街
路
網
」
に
合

わ
ず
、
現
存
す
る
地
割
に
最
も
適
合
度
が
高
い
の
は
、
四
〇
問
方
格
を
ユ
ニ

ッ
ト
と
す
る
八
×
八
の
街
路
網
プ
ラ
ン
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い

る
。
こ
の
発
案
は
極
め
て
藤
蔓
で
あ
る
が
、
そ
の
推
論
の
過
程
に
は
や
や
説

明
不
足
の
感
も
あ
る
。
府
域
プ
ラ
ン
の
推
定
に
際
し
て
、
な
ぜ
条
里
の
「
方

向
」
の
み
が
採
択
さ
れ
、
個
々
の
「
間
隔
」
は
排
除
さ
れ
る
の
か
。
「
方
向
」

の
一
致
性
に
お
い
て
、
わ
ず
か
数
度
の
ズ
レ
が
既
往
の
復
原
案
を
否
定
し
て

し
ま
っ
た
出
雲
の
例
の
よ
う
な
危
険
は
な
い
の
か
。
四
〇
間
地
割
の
起
源
は

国
府
設
立
当
時
ま
で
湖
及
し
う
る
の
か
。
他
の
発
掘
事
例
か
ら
は
、
も
は
や

「
方
何
町
」
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
な
い
と
し
な
が
ら
、
な
ぜ
讃
岐
の
場
合
に

は
正
方
形
プ
ラ
ン
が
前
提
に
な
る
の
か
。
歴
史
地
理
学
者
相
互
の
問
で
は
す

で
に
共
有
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
経
験
則
の
適
用
に
つ
い

て
も
、
そ
れ
以
外
の
分
野
の
読
者
を
想
定
す
れ
ば
、
も
う
少
し
丁
寧
な
説
明

が
付
さ
れ
て
い
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

歴
史
地
理
学
的
復
原
方
法
の
手
順
に
つ
い
て
は
、
他
節
・
他
章
で
も
繰
り
返

し
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
書
全
体
と
し
て
そ
の
説
明
が
不
充
分
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　
第
二
節
「
国
府
の
形
状
」
お
よ
び
第
三
節
「
国
府
の
立
地
」
も
、
そ
の
テ

ー
マ
の
大
き
さ
か
ら
す
れ
ば
、
限
ら
れ
た
一
節
の
紙
幅
に
収
め
ら
れ
る
の
が

惜
し
ま
れ
る
が
、
前
節
圃
様
、
他
の
章
で
も
豊
富
な
事
例
の
中
か
ら
し
ば
し

ば
言
及
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
不
充
分
な
印
象
は
な
い
。
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ま
た

『
出
雲
圏
風
土
記
』
記
載
の
「
十
字
の
街
」
を
道
路
一
7
5
標
と
し
、
府
域
内
を

貫
通
す
る
道
路
と
国
庁
と
の
位
置
関
係
に
着
廻
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

都
城
の
よ
う
に
「
北
辺
中
央
」
に
位
置
す
る
例
が
皆
無
の
国
庁
遺
構
の
解
釈

に
際
し
て
、
有
効
な
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
条
里
地
割
と
の
関
連
に

つ
い
て
も
、
既
往
の
諸
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
里
界
線
の
交
点
が
国
府
域

の
基
準
点
に
な
っ
た
と
す
る
米
倉
説
、
そ
の
反
例
を
提
示
し
た
藤
岡
説
、
米
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倉
氏
と
は
逆
に
、
条
里
と
は
合
致
し
な
い
異
方
向
地
割
に
こ
そ
国
府
区
画
を

見
い
出
し
う
る
場
合
も
あ
る
と
し
た
鏡
山
蒔
銭
な
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

れ
ら
の
諸
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
事
例
か
ら
引
き
轟
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
中
の
一
説
の
み
を
一
般
化
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
条
里
地
割
は
面
的
な
広
が
り
を
持
つ
た
め
、
古
代
景
観
の
復
原
に
際
し
て
、

し
ぼ
し
ば
「
鍵
面
」
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
き
た
。
他
の
構
築
物
の
年
代
決

定
に
際
し
、
条
毘
地
割
と
の
「
切
り
合
い
関
係
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
先

か
後
か
の
順
列
が
推
測
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
木
下
氏
は
、

「
国
府
と
条
里
と
の
関
係
は
駅
路
を
媒
介
と
し
て
考
え
な
お
す
こ
と
が
必
要
」

（
本
書
一
一
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
氏
自
身
の
研
究
も
含
め
、
近
年
の
調

査
で
は
古
代
の
駅
路
の
道
幅
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
駅
路
の

設
定
が
先
行
し
、
こ
れ
に
条
里
の
施
行
が
従
っ
た
場
合
、
道
幅
分
を
除
外
し

て
一
町
降
格
が
区
画
さ
れ
て
い
く
た
め
、
そ
の
痕
跡
は
帯
状
に
残
る
こ
と
に

な
る
。
氏
は
こ
れ
を
「
余
剰
帯
」
と
呼
び
、
条
里
の
み
な
ら
ず
国
府
と
の
三

者
間
で
、
相
互
の
先
後
関
係
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
近
年
の
研
究
で
は
、
条
黒
の
「
再
施
行
」
の
可
能
性
や
、
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ
か
ら
完
成
ま
で
を
数
百
年
の
オ
ー
ダ
ー
で
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

　
第
3
章
第
一
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
具
体
例
と
し
て
山
陽
道
と
播
磨
国
府

と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
古
代
山
陽
道
の
草
上
駅
家
祉
に
比
定
さ
れ

る
本
町
遺
跡
に
近
接
し
て
、
東
諸
一
西
北
方
向
の
条
里
間
に
余
剰
帯
が
み
ら

れ
、
こ
れ
が
道
路
敷
（
一
部
は
近
世
の
西
国
街
道
に
も
踏
襲
）
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
そ
の
延
長
が
推
定
国
府
域
（
方
八
町
）
の
東
西
で
く
い
ち
が
う
の

は
、
山
陽
道
と
斜
交
す
る
正
方
位
の
国
府
域
の
中
央
部
を
貫
通
す
る
た
め
で

あ
る
こ
と
、
立
春
寺
建
立
は
こ
れ
よ
り
遅
く
、
そ
の
た
め
山
陽
道
の
一
部
が

付
け
替
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
推
定
し
て
い
る
。
な
お
、
氏
自
身
何
度
も
繰

り
返
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
府
語
格
郡
を
記
し
た
『
和
名
抄
』
、
駅
家
名
を

記
し
た
『
延
喜
式
』
は
と
も
に
一
〇
世
紀
の
史
料
で
あ
る
。
と
り
わ
け
こ
こ

で
は
、
草
上
駅
に
隣
接
す
る
佐
突
駅
に
つ
い
て
停
廃
・
復
置
が
繰
り
返
さ
れ

た
記
録
が
あ
る
が
、
氏
は
山
陽
道
の
経
路
の
変
遷
を
か
ら
め
て
駅
家
の
変
遷

も
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
第
二
節
で
は
水
上
交
通
路
と
の
関
連
に
つ
い
て
も

触
れ
、
肥
後
国
府
の
移
転
が
水
上
交
通
の
便
を
指
向
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
4
章
は
最
初
に
国
府
付
属
寺
院
、
次
に
龍
駕
寺
お
よ
び
大
光
寿
の
検
討

に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
考
古
学
者
の
間
で
は
前
者
を
「
国
府
寺
」
と
も
称
す

る
が
、
文
献
上
は
正
式
名
称
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

同
じ
で
、
要
す
る
に
、
国
府
域
に
し
ば
し
ば
近
接
し
て
発
見
さ
れ
る
白
鳳
期

の
寺
院
祉
の
こ
と
で
あ
る
。
氏
が
整
理
し
た
一
覧
表
で
も
、
国
府
付
属
寺
院

の
殆
ど
が
白
鳳
～
奈
良
期
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
国
府
祉
と
さ
れ
る
遺

構
は
八
世
紀
中
頃
以
降
の
も
の
が
多
く
、
七
世
紀
に
上
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
府
設
置
に
伴
う
「
付
設
」
寿
院
と
は
誉
m
え
な
い
点

が
信
認
と
な
る
。
そ
こ
で
氏
は
、
こ
れ
ら
の
白
鳳
期
の
寺
院
は
、
当
初
「
郡

寺
」
的
存
在
と
し
て
設
置
さ
れ
、
後
に
国
府
付
属
寺
院
に
転
用
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
、
そ
れ
と
は
別
に
、
し
か
も
時
と
し

て
よ
り
隔
た
っ
た
場
所
に
圏
分
寺
が
設
置
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
氏
は
、
園
分
寿
は
宗
教
的
な
側
面
を
、
国
府
付
属
寺
院
は
も
っ
ぱ
ら

行
政
的
な
部
分
を
専
賞
し
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

　
国
分
寺
を
地
理
学
か
ら
み
た
場
合
、
や
は
り
国
府
と
の
位
置
関
係
が
問
題

と
な
る
。
足
利
健
亮
氏
に
よ
れ
ば
、
国
分
寺
の
多
く
は
駅
路
に
沿
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
国
府
と
国
分
寺
と
の
関
係
も
ま
た
駅
路
を
媒
介
と
し
た
有
機
的
な
考
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評書

察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
木
下
氏
が
国
分
寺
の
伽
藍

配
置
に
注
目
し
て
い
る
点
は
大
変
興
味
深
い
。
い
わ
ゆ
る
「
東
大
寺
式
」
伽

藍
配
置
の
、
東
西
い
ず
れ
か
の
塔
を
省
略
し
た
形
が
一
般
的
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
氏
に
よ
れ
ば
、
国
府
か
ら
経
て
東
方
に
あ
る
国
分
寺
で
は
東
塔

が
、
西
方
に
あ
る
国
分
寺
で
は
西
塔
が
配
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
古
代
の

諸
施
設
の
配
置
に
際
し
て
、
「
景
観
構
成
」
ま
で
も
が
そ
の
計
画
に
盛
り
込

ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
相
互
の
位
置
関
係
を
論
じ
る
場
合
、
空
間
の
意
味

論
的
解
釈
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
第
5
章
で
は
、
粗
模
国
府
所
在
地
で
あ
っ
た
神
奈
川
県
中
郡
大
磯
町
の
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
の
ま
ち

里
下
所
神
社
に
現
在
も
伝
わ
る
祭
事
「
国
府
祭
」
か
ら
、
困
府
移
転
と
そ
れ

に
伴
う
五
神
社
の
比
重
の
変
化
（
二
宮
の
一
宮
へ
の
昇
格
願
望
）
を
読
み
取

ろ
う
と
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
文
字
化

さ
れ
な
い
「
資
料
」
に
つ
い
て
は
、
内
容
の
当
否
は
と
も
か
く
今
後
早
急
に

収
集
・
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
守
公
言
偏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
に
や
く

や
「
繋
目
社
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
第
四
節
で
は
「
印
鍮
社
」
に
つ

い
て
、
こ
れ
も
極
め
て
示
唆
に
黒
ん
だ
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
粒
界

と
は
、
そ
の
国
の
最
高
支
配
権
の
象
徴
的
道
具
で
あ
る
「
国
印
」
を
黒
め
る

府
鷹
の
鍵
（
後
に
国
印
を
収
め
る
箱
の
鍵
の
意
に
転
化
）
で
あ
り
、
印
譜
社

は
そ
れ
を
宝
物
と
し
て
認
る
神
社
の
こ
と
で
あ
る
。
国
印
が
実
際
に
使
用
さ

れ
、
効
力
を
保
持
し
て
い
た
時
期
に
は
、
そ
れ
が
祀
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え

な
い
。
む
し
ろ
国
印
が
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
よ
り
象
微
的
な
存

在
と
し
て
神
格
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
氏
に
よ
れ
ば
、
印
鍮
社

の
存
在
は
律
令
期
の
国
府
で
は
な
く
、
中
世
の
国
府
・
国
母
と
の
関
連
を
示

し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
国
府
が
ど
の
郡
に
所
属
し
て
い
た
か
を
記
す
最
も
基
本
的
な
史
料
で
あ
る

繋
辞
書
類
に
つ
い
て
、
巻
頭
で
は
な
く
第
6
章
で
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、

本
書
の
特
色
を
示
し
て
い
る
。
木
下
氏
は
、
諸
史
料
の
記
載
金
尽
の
不
統
一

か
ら
逆
に
国
府
の
移
転
や
変
質
を
推
し
測
ろ
う
と
試
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
一
般
に
知
ら
れ
る
一
〇
世
紀
の
『
和
名
類
聚
抄
』
は
こ
〇
巻
本
（
流

布
刊
本
）
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
の
古
写
本
と
さ
れ
る
大
葉
急
記
念
文
庫
雄

（
東
急
本
）
で
は
、
職
名
肩
注
と
郡
名
下
露
と
の
間
で
国
府
所
在
郡
が
食
い

違
う
国
が
六
国
あ
る
。
東
急
本
の
国
名
肩
注
は
流
布
刊
本
の
国
名
下
馬
と
同

一
で
あ
り
、
氏
に
よ
れ
ば
、
東
急
本
の
郡
名
下
馬
は
移
転
後
の
国
府
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
鎌
倉
初
期
と
推
定
さ
れ
る
一
〇
巻

本
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
と
そ
の
基
本
で
あ
る
三
巻
本
『
色
葉
字
類
抄
』
と
の

比
較
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
三
巻
本
の
記
載
は
東
急
本
新
莚
下
図
と
共

通
す
る
点
が
多
く
、
逆
に
一
〇
巻
本
と
の
間
に
は
食
い
違
い
が
多
い
。
そ
の

中
に
は
明
ら
か
に
国
府
の
移
転
を
示
す
と
解
さ
れ
る
例
も
含
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
二
一
一
世
紀
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
『
拾
芥
抄
』
の
記
載
に
も
、
一

〇
巻
本
以
前
の
三
巻
本
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
比
較
検
討

に
は
な
お
慎
重
な
考
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
平
安
末
期
の

国
府
の
移
転
と
変
質
と
を
示
す
貴
重
な
史
料
と
し
て
、
最
も
矛
盾
の
少
な
い

解
釈
に
基
く
新
た
な
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。

　
第
7
章
は
本
書
の
結
論
的
部
分
で
も
あ
り
、
第
1
章
に
次
ぐ
紙
幅
が
あ
て

ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
節
は
、
六
国
史
な
ど
か
ら
国
府
関
係
の
記
事
を
抜

粋
し
、
移
転
の
具
体
例
と
そ
の
原
因
を
、
遷
都
（
山
城
・
大
和
）
、
蒼
黒
の

変
化
（
摂
津
）
、
駅
路
の
変
遷
（
紀
伊
）
、
自
然
災
害
（
出
羽
・
信
濃
・
肥
後

ほ
か
）
に
整
理
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
八
～
九
世
紀
の
こ

と
で
あ
り
、
箭
章
で
述
べ
ら
れ
た
平
安
留
意
の
移
転
は
む
し
ろ
次
節
以
下
の

説
明
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
・
三
節
で
は
、
一
〇
世
紀
以
降
徴
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税
方
法
の
変
化
等
に
伴
い
、
国
司
へ
の
権
力
の
一
点
集
中
が
み
ら
れ
た
こ
と
、

そ
れ
に
付
随
し
て
本
来
の
行
政
の
場
で
あ
る
「
庁
」
よ
り
も
国
司
の
居
宅
で

あ
る
「
館
」
の
方
に
重
点
が
移
っ
て
き
た
こ
と
、
殆
ど
の
国
庁
が
発
掘
の
結

果
で
は
一
〇
世
紀
中
頃
ま
で
に
廃
絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
自
身

の
存
在
意
義
が
薄
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
中
世
、

地
方
行
政
の
中
心
は
守
護
所
に
移
っ
た
が
、
そ
こ
に
「
府
中
」
の
み
な
ら
ず
、

「
国
府
」
・
「
国
衙
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
地
名
考

証
に
は
慎
重
さ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
最
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
を
通
覧
す
れ
ば
、
各
章
が
実
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
さ
れ
、

総
説
書
と
し
て
も
優
れ
た
構
成
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
が
、
し
か
し
一
方
で
、

ど
の
章
も
が
表
題
に
示
さ
れ
た
「
そ
の
変
遷
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
向
け
て
収

敏
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
発
掘
事
例
の
検
討
も
、

立
地
と
形
態
に
つ
い
て
の
考
察
も
、
条
里
や
交
通
路
・
寺
社
な
ど
と
の
関
係

分
析
も
、
そ
し
て
古
辞
書
類
の
史
料
吟
味
も
、
す
べ
て
は
国
府
の
「
変
遷
」

（
位
置
の
み
な
ら
ず
、
質
的
な
変
化
も
含
め
）
を
論
じ
惹
視
座
に
組
み
込
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
初
に
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
、
」
木
下
氏
の
古
代
研
究

は
「
国
府
」
と
「
交
通
路
」
の
大
き
な
二
本
の
柱
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
氏

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
く
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
全
体
の
画
的
な
絡
み
合
い
の
中
か
ら
古
代
の
地
域
像
を
動
態
的
に
再

晶
群
す
る
と
い
う
遠
大
な
目
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て

の
歴
史
地
理
学
の
復
原
研
究
に
は
、
あ
る
時
代
の
「
静
止
画
像
」
を
描
く
た

め
に
、
時
と
し
て
数
百
年
も
の
聖
代
の
幅
を
あ
た
か
も
許
容
誤
差
の
範
囲
内

で
あ
る
か
の
よ
う
に
処
理
し
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
実
は
「
変
化
」
や
「
ズ

レ
し
の
中
に
こ
そ
当
時
の
地
域
挫
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
の

で
あ
る
。

　
近
年
、
歴
史
学
冨
考
古
学
に
お
け
る
「
景
観
復
原
」
へ
の
意
欲
的
な
取
り

組
み
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
試
案
段
階
と
は
い
え
、
見
事
な
三
次

元
的
グ
ラ
フ
ィ
ク
ス
ま
で
提
出
さ
れ
始
め
て
い
る
。
歴
史
地
理
学
が
「
復
原
」

の
先
に
何
を
見
据
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
も
っ
と
「
共
通
語
」
で
多
く

を
語
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
そ
の
提
言
の
一
を
な
し
て
い
る
と
評
者
は

考
え
る
。
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