
並
河
全
図
の
五
畿
内
志
に
就
い
て

（
下
）

室
　
賀

信
　
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
五
畿
内
士
心
は
、
　
・
田
城
士
心
十
憲
、
　
大
和
士
ゆ
十
嘉
ハ
憲
、
土
塁
日
士
六
十
レ
～
憲
、
　
和
泉
士
心
五
巻
、
搬
…
箏
曲
士
心
十
一
二
憲
、
り
遡
凋
訂
早
川
十
｝

巷
よ
り
成
る
五
部
作
で
あ
っ
て
、
漢
文
を
以
て
記
さ
れ
、
頭
初
に
凡
例
と
誠
所
の
上
書
文
を
掲
げ
、
又
各
志
の
は
じ
め

に
は
そ
の
國
の
賂
圖
が
附
せ
ら
れ
て
み
る
。
各
國
志
は
、
ま
つ
一
國
の
建
麗
沿
革
、
府
治
、
彊
域
、
形
勝
、
風
俗
、
鮮
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

異
、
租
挽
を
載
せ
、
次
に
濃
艶
に
憲
を
改
め
て
、
郷
名
、
村
里
、
山
川
、
關
梁
、
土
産
、
藩
封
、
帥
廟
、
陵
墓
、
佛
刹
、

三
蹟
、
氏
族
、
文
苑
等
の
小
臼
を
立
て
、
な
ほ
両
廿
里
は
そ
の
は
じ
め
に
京
師
の
一
目
を
置
い
て
各
細
叙
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。

　
併
し
な
が
ら
こ
の
整
然
た
る
三
思
が
一
に
大
明
一
統
志
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
間
宮
士
長
の
編
修
地

誌
備
要
典
籍
解
題
に
指
摘
さ
れ
た
如
く
で
あ
っ
て
、
大
言
一
統
志
が
ま
だ
世
に
出
て
み
な
か
っ
た
當
時
に
し
て
若
し
地

誌
編
纂
の
範
を
他
に
求
む
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
慷
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
此
の
書
を
措
い
て
外
に
な
か
っ
た
の
で
あ
ら

う
。
殊
に
こ
の
大
明
一
統
志
は
、
夙
く
室
町
時
代
の
末
に
踊
手
に
船
載
さ
れ
、
元
藤
十
二
年
に
は
京
都
に
於
て
そ
の
翻

　
　
　
　
並
河
誠
所
の
五
畿
内
志
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
四
號
　
　
八
一
】



　
　
　
　
　
並
河
誠
所
の
五
畿
内
志
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
四
號
　
　
八
；
7

刻
本
が
梓
行
さ
れ
た
の
で
、
、
支
那
本
土
で
は
清
初
に
既
に
亡
侠
し
た
ら
し
い
こ
の
地
誌
も
、
日
本
の
學
者
に
は
却
っ
て

容
易
に
通
覧
し
得
る
も
の
と
な
り
て
る
た
の
で
あ
る
〇

　
五
畿
内
志
は
、
先
づ
そ
の
外
面
的
な
膿
漏
の
上
で
全
く
大
明
一
統
志
を
模
し
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
篇
冒
を
記
す
に

黒
い
方
格
の
中
に
文
字
を
陰
刻
し
て
臼
く
現
は
し
た
手
法
や
、
そ
の
説
明
に
写
る
割
註
の
用
ひ
方
な
ど
、
こ
の
二
つ
の

地
誌
を
比
べ
る
な
ら
ば
、
徐
り
の
類
似
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。

　
又
そ
の
内
容
に
於
て
も
、
個
々
の
事
實
の
叙
述
に
自
か
ら
差
あ
る
は
重
器
で
あ
る
が
そ
の
大
戸
を
論
ず
る
と
こ
ろ
で

は
、
文
旨
、
・
語
彙
等
を
殆
ど
そ
の
ま
、
一
統
志
か
ら
援
用
し
て
み
る
と
こ
ろ
さ
へ
あ
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
山
城
志
癒

頭
の
京
師
上
に
は

　
　
葛
野
愛
宕
こ
郡
之
地
、
左
野
鴨
湖
、
右
帯
桂
河
，
単
二
水
銀
、
北
枕
醐
山
、
形
勝
甲
於
天
下
、
誠
天
造
之
圃
也
、
桓
武
天
皇
建
爲
新
京
、

　
　
而
定
窯
焉
、
子
以
統
連
邦
、
慰
撫
詮
議
，
眞
當
天
地
暑
中
、
而
聖
主
王
不
易
之
鴻
基
．
自
橿
原
以
來
、
単
声
之
隆
未
有
過
焉
者
也

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
明
一
統
志
の
憲
一
京
師
の
條
に
見
え
る

　
　
古
論
繭
之
地
、
興
言
愴
海
、
右
黙
認
行
、
北
枕
襲
撃
、
南
襟
河
濟
、
形
勝
群
発
天
下
i
群
肝
講
天
府
之
國
也
，
澄
金
元
難
嘗
於
此
建

　
　
都
、
然
皆
來
夷
秋
入
中
鷺
、
不
足
以
當
形
勢
之
勝
，
至
我
太
宗
文
皇
帝
、
金
製
潜
於
此
，
及
讃
承
大
続
、
愚
管
爲
北
京
而
遷
都
焉
、

　
　
予
習
続
萬
邦
、
而
撫
四
夷
、
駿
足
以
當
形
勢
之
勝
、
而
爲
萬
世
不
抜
之
濡
歌
、
自
唐
虞
三
代
以
來
、
都
響
之
勝
未
有
過
書
者
也

と
い
ふ
文
章
の
模
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
で
あ
ら
う
。
叉
山
城
志
の
風
俗
の
條
の
文
が
一
統
志
の
順
天
府
の
そ
れ
と

著
し
い
類
似
を
示
し
て
み
る
如
き
、
繁
を
避
け
て
一
々
暴
示
し
な
い
が
、
か
、
る
例
は
な
ほ
多
く
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ

（134）



で
あ
る
。
又
五
畿
内
志
の
電
影
の
初
に
載
せ
ら
れ
た
地
面
は
、
そ
の
凡
例
に
於
て
か
の
幕
府
の
調
製
せ
し
め
た
元
祓
國

絡
囲
に
基
い
た
こ
と
を
謂
っ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
而
も
な
ほ
そ
の
山
川
の
描
法
、
註
記
の
膿
裁
よ
り
地
名
の
取
捨
に

至
る
ま
で
全
く
大
明
一
統
志
所
載
の
圓
を
模
倣
し
て
み
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
そ
の
騰
例
も
概
ね
一
統
志
に
從
っ
て
み
る
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
て
、
京
師
を
肉
城
志
の
首
悲
に
附
し
て
各
國
志
と
異

る
篇
目
を
設
け
て
ゐ
、
る
如
き
は
そ
の
著
し
い
類
似
の
一
つ
に
暴
げ
ら
れ
や
う
。
併
し
乍
ら
一
統
志
が
す
べ
て
府
を
以
て

磁
位
と
し
て
筆
を
…
進
φ
て
る
る
に
反
し
、
五
畿
内
志
は
前
述
の
如
く
ま
つ
國
の
大
膿
を
論
述
し
、
次
に
郡
別
に
細
叙
す

る
黙
で
は
構
成
の
上
で
の
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
例
昌
も
概
ね
一
統
志
を
踏
襲
し
て
み
る
が
廉
し
も
同
一
で
な

く
、
　
「
統
志
の
學
校
、
書
院
、
宮
室
は
之
を
扇
面
し
、
名
官
、
流
寓
、
人
物
、
列
女
、
仙
鐸
は
之
を
氏
族
の
一
目
に
纒

め
て
時
に
そ
の
細
目
と
し
て
野
庭
櫓
英
を
掲
ぐ
る
に
止
め
、
公
署
は
分
っ
て
府
治
、
藩
封
の
二
目
と
し
、
又
新
た
に
彊

域
、
鮮
異
、
租
税
、
文
苑
の
四
目
を
立
て
、
み
る
。
こ
の
や
う
な
差
異
は
、
併
し
な
が
ら
、
彼
我
の
國
情
の
相
違
に
も

よ
る
の
で
あ
り
、
又
漢
土
四
百
売
声
を
通
載
す
る
一
統
志
と
、
畿
内
五
ヶ
國
に
止
ま
る
五
畿
内
志
と
の
間
に
は
、
そ
の

雨
樋
と
す
る
と
こ
ろ
に
於
て
自
か
ら
繁
簡
の
差
が
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
い
つ
れ
に
し
て
も
こ
の
五
畿
内
志
編
纂
の
騰

制
が
大
明
一
統
志
の
強
い
影
響
の
下
に
あ
る
こ
と
は
否
み
難
い
堂
下
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
か
く
の
如
き
禮
例
へ
の
ひ
た

す
ら
な
る
模
倣
が
、
却
っ
て
五
畿
内
志
に
、
當
時
の
他
の
地
誌
に
比
し
て
甚
だ
整
然
た
乃
外
容
を
與
へ
た
所
以
と
な
つ
、

た
の
で
あ
っ
た
○
’

　
　
　
　
並
河
誠
所
の
五
畿
内
志
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
十
↓
巻
　
第
四
號
　
　
入
＝
二

（　1S　．”　）



　
　
　
　
　
並
河
誠
祈
の
五
畿
内
志
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
第
二
十
｛
巻
　
第
四
號
　
　
入
一
四

、
思
ふ
に
、
か
く
の
如
く
轟
轟
沿
革
よ
り
は
じ
め
、
山
川
、
故
蹟
、
寺
癒
、
入
物
等
の
部
門
を
設
け
て
細
別
叙
述
す
る

膿
例
は
、
薫
り
大
朋
一
統
志
に
限
る
も
の
で
な
く
、
元
和
郡
縣
志
以
來
の
支
那
地
誌
編
纂
の
垂
統
で
あ
っ
π
こ
と
は
い

、
ふ
迄
も
な
い
。
そ
れ
故
に
、
嘗
時
我
が
國
に
於
て
編
述
さ
れ
た
地
誌
の
多
く
も
概
ね
そ
の
編
纂
法
を
之
に
期
っ
て
み
る

の
で
あ
る
が
、
誠
所
も
か
、
る
傳
統
を
そ
の
ま
、
に
受
容
し
、
敢
て
地
誌
の
膿
例
に
飢
意
を
出
　
し
て
新
機
軸
を
開
か
う

と
し
た
や
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
つ
に
は
誠
意
自
身
が
弟
天
民
の
如
き
猫
創
に
富
ん
だ
三
者

で
は
な
か
っ
た
の
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
叉
か
、
る
漢
土
の
地
誌
が
そ
の
根
祇
に
持
っ
て
る
る
と
こ
ろ
の
思
想
が
、

誠
所
の
騰
裡
に
於
て
當
然
共
鳴
せ
ら
れ
得
べ
き
も
の
を
示
し
て
み
た
か
ら
で
も
あ
ら
う
。
大
明
一
統
志
の
英
宗
の
序
文

寛
・
と
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡

　
　
凡
天
下
之
士
、
諸
因
得
以
考
求
古
今
故
實
、
塔
其
離
見
、
廣
其
知
識
、
有
所
感
発
興
起
、
礁
爲
世
用
、
以
輔
成
雍
熈
泰
和
之
治

と
言
っ
て
み
る
の
は
、
，
部
ち
地
誌
を
以
て
天
下
を
治
む
る
の
資
と
な
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
又
政
治
へ
の
功
用
性

に
地
誌
の
存
在
の
意
義
を
考
へ
ん
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
指
事
に
於
て
、
か
の
通
鑑
等
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
｝
群

の
歴
史
書
と
の
類
同
を
示
す
の
で
あ
る
。
か
、
る
考
へ
方
は
又
支
那
地
誌
の
古
く
よ
り
持
ち
つ
や
け
淀
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
前
述
し
た
如
く
學
問
の
實
際
的
傾
向
を
重
ん
じ
た
誠
所
に
と
っ
て
は
無
縁
の
言
葉
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
誠
所
も
幕
府
へ
の
上
書
に
、

　
　
夫
先
王
理
化
民
也
、
以
五
方
土
地
風
早
所
生
剛
柔
燥
滋
遊
食
衣
服
各
課
其
牲
不
可
憂
遷
、
当
別
其
州
縣
、
定
其
車
立
、
分
其
折
界
、



　
　
條
其
物
産
、
知
其
志
、
而
通
言
欲
、
齊
其
政
、
而
修
其
教

と
叙
べ
て
る
る
。
帥
ち
こ
、
に
は
、
風
土
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
生
活
形
態
の
特
殊
性
を
知
悉
し
、
之
に
よ
っ
て
政
治

を
行
ふ
べ
き
も
の
と
す
る
経
世
的
な
考
へ
・
万
が
現
は
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
臆
て
、
前
章
に
説
い
た
や
う
な

誠
信
の
歴
史
主
義
と
結
付
く
も
の
が
あ
っ
淀
Q
そ
し
て
こ
の
や
う
な
意
圖
の
下
に
著
さ
れ
た
地
誌
が
、
か
の
自
然
へ
の

驚
き
を
一
つ
の
契
機
と
す
る
近
代
の
地
理
學
と
甚
だ
趣
を
異
に
し
て
み
る
の
は
寧
ろ
當
然
で
あ
る
。
風
土
が
そ
の
往
民

に
「
墾
遷
す
べ
か
ら
ざ
る
」
一
定
の
生
活
を
輿
へ
て
の
る
こ
と
に
は
氣
附
い
て
み
る
に
し
て
も
、
か
、
る
風
土
そ
の
も
の

へ
の
槻
察
に
眼
を
向
け
、
そ
の
理
由
を
、
そ
の
標
態
を
深
く
探
求
す
る
こ
と
は
、
誠
所
の
興
味
を
惹
く
と
こ
ろ
で
は
有

，
り
得
な
か
っ
た
。
五
畿
内
志
に
於
て
、
か
の
形
勝
、
風
俗
画
を
叙
す
る
際
に
は
、
屡
玄
大
明
一
統
志
の
文
章
を
殆
ど
劇

締
し
九
と
も
い
ひ
得
る
程
無
定
事
に
援
用
し
て
み
る
の
は
、
こ
れ
等
の
篇
目
を
立
て
た
こ
と
が
、
輩
に
地
誌
の
傳
統
的

膿
例
に
忠
實
で
あ
ら
う
と
し
た
の
み
で
あ
っ
て
、
仁
所
が
特
に
何
ら
か
の
思
索
を
こ
、
に
致
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ

と
を
物
語
っ
て
み
る
。
誠
所
は
、
そ
の
自
畳
せ
る
と
否
と
を
知
ら
す
、
彼
の
歴
史
へ
の
關
心
か
ら
地
誌
を
取
上
げ
た
の

で
あ
っ
π
ら
う
。
そ
し
て
之
が
五
畿
内
志
編
纂
の
上
に
於
て
、
誠
所
の
態
度
を
方
向
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
現
れ
て
み

る
の
で
あ
る
。

　
地
誌
を
編
述
す
る
に
當
っ
て
は
、
ま
つ
現
實
に
存
す
る
無
限
の
蕪
多
の
中
か
ら
、
そ
の
封
象
と
な
す
べ
き
も
の
を
選

翻
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
底
値
弱
化
の
基
準
を
誠
所
は
歴
史
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
大
明
一
統
志
に
範
を
と

　
　
　
　
　
並
河
誠
所
の
五
畿
内
志
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
四
號
　
　
八
一
五
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並
河
誠
所
の
五
畿
内
志
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
　
第
購
號
　
　
入
一
六

つ
た
そ
の
艘
例
の
平
磯
が
既
に
黒
虫
的
な
も
の
に
重
黙
を
置
い
て
み
ろ
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
更
に
そ
の
凡
例
、

紳
廟
佛
刹
の
條
に
は
、

　
　
霜
葉
本
曲
喜
之
式
、
式
混
然
融
融
之
式
外
、
式
外
撒
播
所
轄
、
及
渉
有
葉
者
、
定
額
佛
刹
及
貯
奮
記
者
、
在
名
山
大
川
者
、
悉
皆
戴

　
　
之
、
不
然
錐
高
堂
麗
祠
不
載
焉
、

と
あ
っ
て
、
一
癖
の
依
篠
を
求
め
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
高
堂
麗
祠
と
難
も
載
録
し
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ

の
み
で
は
な
い
、
山
川
、
關
梁
、
書
名
、
、
村
里
、
土
産
、
租
税
等
に
至
る
ま
で
そ
の
精
憩
を
窺
ひ
見
る
こ
と
が
出
來

る
。
山
も
川
も
鰻
重
に
と
っ
て
は
古
典
に
載
せ
ら
れ
、
古
歌
に
う
た
は
れ
て
み
る
こ
と
に
於
て
債
値
を
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
親
へ
現
在
の
馨
よ
昂
っ
て
婁
の
そ
れ
に
詳
し
黒
土
辱
ら
、
偽
に
は
「
有
物
不
必
珍
闘

以
極
出
多
爲
尊
者
、
亦
採
録
之
」
と
断
り
つ
、
も
な
ほ
そ
の
数
量
の
多
寡
に
鯛
れ
す
し
て
却
っ
て
爆
撃
に
見
ゆ
る
も
の

を
一
々
書
r
加
へ
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
つ
な
の
で
あ
る
。

　
か
、
る
黙
か
ら
見
て
．
誠
所
は
い
は
や
地
理
に
か
け
て
歴
史
を
書
か
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
地
誌

　
　
　
　
　
　
へ

は
断
じ
て
歴
史
書
の
形
態
だ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
飽
ま
で
も
土
地
へ
の
關
聯
に
於
て
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
時
の
流

れ
を
描
き
得
る
も
の
で
は
な
く
、
假
令
叉
描
き
得
る
と
し
て
も
、
極
め
て
そ
れ
に
不
適
當
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
車
力
に
於
る
地
誌
は
、
歴
史
へ
の
資
料
と
し
て
自
ら
の
意
味
を
見
出
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
史
料
を
探
訪
し

そ
の
所
在
を
明
か
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
又
史
上
に
現
れ
た
宝
寺
や
古
蹟
や
地
名
等
を
實
際
に
つ
い
て
考
謹
す
る
こ



と
、
そ
れ
が
こ
、
で
は
誠
所
に
與
へ
ら
れ
た
生
要
な
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
か
、
る
實
讃
的
態
度
こ
そ
は
彼

の
地
誌
編
纂
の
根
幹
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
幕
府
へ
の
上
書
文
に
．

　
　
辱
蒙
恩
命
、
巡
覗
五
畿
、
如
山
川
邑
里
紳
廟
即
詠
橋
梁
名
産
古
蹟
池
塘
、
周
蹟
渉
登
臨
、
詳
其
興
磯
、
質
難
名
實
、

と
述
べ
て
み
る
の
は
、
軍
に
そ
の
畿
内
巡
歴
の
辛
苦
を
語
る
の
み
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
こ
に
、
正
確
な
る
知
識

を
悦
び
、
事
象
を
現
實
に
魏
撫
す
る
こ
と
を
債
値
あ
り
と
す
る
誠
所
の
思
考
が
朋
か
に
槻
取
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
ρ

　
事
を
叙
す
る
に
當
っ
て
、
■
誠
所
の
筆
は
ま
こ
と
に
簡
潔
明
確
で
あ
る
。
考
護
の
手
響
き
を
述
べ
る
煩
を
避
け
て
直
蔵

に
た
や
結
論
の
み
を
掲
げ
て
み
る
の
は
、
叉
一
統
志
の
筆
法
を
學
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
の
短
い
叙
述
の
裡
に

は
必
ず
確
固
だ
る
憶
意
　
を
持
っ
て
る
π
。
五
畿
内
志
に
は
極
め
て
簡
略
な
割
註
と
な
っ
て
み
る
け
れ
ど
，
も
、
河
内
國
高

座
紳
脱
の
所
在
を
確
め
る
爲
に
並
々
な
ら
訟
努
力
が
彿
は
れ
た
こ
と
は
、
既
に
前
章
に
萱
所
の
手
簡
を
引
用
し
て
述
べ

た
通
り
で
あ
る
が
、
か
、
る
例
は
誠
所
の
手
記
に
成
る
河
内
臨
書
蝿
と
五
畿
内
志
の
記
述
と
を
参
照
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
な
ほ
多
く
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
手
に
よ
っ
て
そ
の
所
在
の
明
か
に
な
っ
た
冠
寺
古
蹟
の

類
は
決
し
て
少
し
と
し
な
い
で
あ
ら
う
。
然
も
そ
れ
の
み
に
止
ら
す
、
五
畿
内
志
に
は
誠
所
の
見
聞
に
入
っ
た
話
し
い

古
書
、
古
文
書
、
金
石
文
等
の
史
料
の
所
在
が
丹
念
に
筆
録
さ
れ
て
み
る
。
そ
の
意
の
在
る
と
こ
ろ
が
、
史
家
の
他
日

の
考
籔
に
役
立
た
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
そ
し
て
か
、
る
史
料
の
探
訪
と
、
所
謂
歴
史

地
理
學
的
な
考
謹
と
こ
そ
は
．
假
令
多
田
義
俊
の
か
ち
が
や
草
が
そ
の
二
三
の
過
誤
を
指
摘
し
た
と
し
て
も
、
な
ほ
こ

　
　
　
　
並
河
識
研
の
五
畿
内
志
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ニ
ナ
一
巻
第
四
號
　
入
一
七

（lb’9）



　
　
　
　
並
河
誠
所
の
五
畿
内
志
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
｝
巻
第
四
號
　
入
一
八

の
五
畿
内
志
を
、
他
の
案
内
記
的
な
、
或
は
文
學
的
な
地
誌
類
か
ら
確
然
た
る
難
問
的
業
績
と
し
て
特
徴
づ
け
る
も
の

な
の
で
あ
っ
た
。
誠
所
の
か
～
る
態
度
が
、
彼
自
身
の
學
問
傾
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
迄
も
な
い
が
、
更

に
又
そ
の
上
に
は
、
既
に
言
及
し
た
や
う
な
當
時
の
實
謹
ま
嚢
的
精
紳
が
色
濃
く
そ
の
影
を
落
し
て
み
る
・
歯
と
を
思
ふ

疲
き
で
あ
ら
う
。

　
な
ほ
之
と
閣
肥
し
て
考
へ
ら
れ
て
騰
る
の
は
、
誠
所
の
史
跡
顯
彰
の
事
蹟
で
あ
る
。
誠
実
は
史
籍
に
見
ゆ
る
就
寺
右

蹟
の
考
謹
に
止
ま
ら
す
、
進
ん
で
そ
の
明
謹
を
得
た
も
の
に
ぱ
其
の
地
に
石
碑
を
立
て
＼
之
を
顯
彰
保
存
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
は
今
も
な
ほ
畿
内
の
各
地
に
残
る
も
の
が
多
い
。
河
内
の
王
仁
の
墓
の
碑
の
如
き
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
い

ふ
。
之
は
五
畿
内
志
の
資
料
調
査
の
傍
ら
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
業
を
卒
へ
て
か
ら
も
、
こ
の
建
碑
の
こ
と
は

綾
け
ら
れ
、
大
阪
の
商
人
菅
贋
房
か
ら
寄
與
さ
れ
た
金
を
そ
の
費
用
に
充
て
、
一
方
大
岡
忠
相
の
斡
旋
に
よ
っ
て
幕
府

の
許
可
を
も
受
け
、
五
畿
再
志
に
参
事
し
た
久
保
重
宜
が
主
と
し
て
そ
の
事
に
當
っ
て
、
籏
津
式
内
批
二
十
ヶ
所
の
碑

を
立
て
る
二
と
が
出
來
た
。
こ
の
こ
と
の
詳
細
に
予
て
は
い
つ
れ
他
日
の
機
に
譲
り
た
く
思
ふ
が
、
こ
の
や
う
な
早
い

時
代
に
既
に
か
、
る
史
跡
の
顯
彰
保
存
に
カ
を
致
し
元
二
と
は
注
目
す
べ
き
事
實
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
於
て
叉
誠

所
の
實
謹
的
傾
向
の
一
り
の
現
れ
を
見
得
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
當
時
、
既
に
各
藩
や
國
々
の
地
誌
編
纂
は
漸
く
繁
き
を
加
へ
て
棄
て
み
た
。
之
を
畿
内
五
ケ
姻
に
見
て
も
、
延

寳
よ
り
元
蔵
の
交
に
か
け
て
．
雍
州
府
志
　
慮
城
名
勝
志
、
山
州
名
跡
志
、
大
和
名
所
記
、
河
内
名
所
鑑
、
泉
州
志
、
・

（NO）



癒
陽
商
談
等
が
あ
る
○
之
ら
に
伍
し
て
、
五
畿
内
志
は
そ
の
整
然
た
る
膿
例
と
卓
抜
せ
る
内
容
に
於
て
一
頭
地
を
抜
く

も
の
で
あ
り
、
な
ほ
畿
内
最
初
の
逓
志
た
る
黙
…
に
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
人
の
言
へ
る
如
く
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
、
五
畿
内
志
が
窪
窪
す
る
と
こ
ろ
は
軍
に
誠
畿
内
の
通
志
た
る
に
止
ま
っ
て
み
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ

の
書
の
正
し
い
名
が
示
す
や
う
に
．
そ
れ
は
日
本
輿
地
通
志
の
畿
内
部
な
の
で
あ
る
。
勿
論
競
演
は
、
上
田
寛
の
誠
所

先
生
底
心
に
見
ゆ
る
通
り
、
當
初
か
ら
醍
本
玉
國
の
通
志
を
猫
力
で
完
成
し
や
う
と
は
考
へ
て
る
な
か
っ
た
の
で
あ
る

が
、
併
し
、
か
、
る
日
本
地
誌
の
陳
呉
た
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
や
う
な
意
見

は
、
軍
に
誠
所
ひ
と
り
の
胸
中
を
往
亡
し
た
も
の
で
は
な
く
、
既
に
幕
府
に
あ
っ
て
も
か
、
る
地
誌
編
纂
の
氣
運
が
動

い
て
み
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
如
何
に
要
路
の
忙
々
と
交
遊
が
あ
っ
た
と
は
い
へ
、
布
衣
の
一
老
儒
に
過
・
勾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

ぎ
な
い
誠
所
に
幕
府
が
あ
の
や
う
に
厚
い
援
助
を
與
へ
た
こ
と
は
、
こ
の
聞
の
窒
息
を
物
語
っ
て
み
る
も
の
と
思
は
れ

る
の
で
あ
る
。
幕
府
は
既
に
歴
史
の
方
面
に
満
て
、
軽
羅
山
、
発
走
父
子
を
し
て
本
朝
通
解
を
編
修
せ
し
め
た
。
次
に
來

る
べ
き
も
の
は
地
誌
の
編
纂
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
岡
忠
縮
が
青
木
敦
書
を
し
て
諸
國
の
稽
記
古
文
書
を
探
訪
せ

し
め
π
の
も
、
亦
か
、
る
も
の
へ
の
準
備
と
も
考
へ
得
る
で
あ
ら
う
。
五
畿
内
志
は
幕
府
の
事
業
で
は
な
く
、
そ
の
援

助
と
い
ふ
形
式
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
前
章
に
述
べ
た
や
う
に
そ
の
業
を
卒
へ
る
ま
で
之
に
扶
持
米
を
給
古
し
、
叉
．
そ

の
板
行
に
際
し
て
は
揖
版
取
締
の
法
命
を
改
正
す
る
こ
と
を
さ
へ
敢
て
七
て
る
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
殆
ど
牢
ば
官
撰

に
近
い
為
の
と
も
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
、
と
す
れ
ば
、
五
畿
丙
…
志
は
、
和
銅
延
長
の
風
土
記
以
來
絶
え
て
そ
の
暴
を
見

　
　
　
　
滋
河
誠
所
の
五
畿
崩
芯
に
就
い
て
（
下
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
第
四
號
　
八
一
九
r



　
　
　
　
並
河
誠
班
の
五
畿
内
志
に
亡
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
省
第
賜
盤
　
　
八
二
〇

な
か
っ
た
官
撰
地
誌
の
復
活
で
あ
っ
た
Q
そ
し
て
叉
a
本
通
志
の
第
一
聲
で
も
あ
っ
だ
。
難
所
が
大
明
一
統
志
の
旧
例

を
忠
實
に
模
倣
し
た
こ
と
も
、
こ
の
日
本
輿
地
蓮
志
を
籍
か
に
漢
土
の
勅
撰
地
誌
に
比
せ
ん
と
す
る
心
の
現
れ
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ら
う
か
Q
こ
の
意
味
に
於
て
五
畿
内
志
は
又
、
後
に
幕
府
が
大
規
模
に
計
書
し
た
新
編
主
導
風
土
記
稿
等

の
先
引
を
な
す
も
の
と
七
言
ひ
得
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
黙
は
五
畿
内
志
に
一
篇
の
地
誌
た
る
以
上
の
意
幾

を
賦
與
す
る
に
充
分
で
あ
ら
う
。
然
も
な
ほ
こ
の
こ
と
は
そ
れ
の
み
に
は
止
ま
ら
な
い
。
直
接
誠
所
の
五
畿
内
志
に
刺

戟
さ
れ
て
地
誌
を
撰
述
し
た
も
の
も
現
れ
た
の
で
あ
る
。
豆
州
志
稿
そ
の
他
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
之
に
面
隠
し
、
、
誠
所

の
豆
州
三
島
に
於
る
流
芳
に
就
て
な
ほ
一
言
し
た
い
と
思
ふ
。

　
誠
所
が
、
そ
の
晩
年
隠
栖
の
地
と
な
っ
た
伊
豆
の
三
島
に
初
め
て
學
を
講
じ
た
の
は
享
保
十
年
の
炎
で
あ
っ
た
。
堀

川
塾
の
學
友
で
あ
っ
た
三
島
大
就
七
宮
矢
田
部
休
翁
の
絡
め
に
慮
じ
た
の
で
あ
る
。
嗣
じ
十
一
年
五
年
に
は
仰
止
亭
と

い
ふ
一
宇
の
講
堂
が
磁
石
等
の
手
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
、
爾
來
冬
夏
の
間
仁
所
は
常
に
來
っ
て
邑
入
の
爲
に
講
麺
を
開

い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
駿
豆
の
秀
麗
な
風
光
と
、
知
友
門
弟
の
温
情
と
が
こ
の
孤
猫
．
の
老
學
徒
の
心
を
い
た
く
惹
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
で
あ
ら
う
、
誠
所
は
や
が
て
此
上
を
自
ら
そ
の
終
焉
の
地
と
定
め
た
の
で
あ
っ
た
Q
殊
に
地
誌
編
纂
の
業
を
完
成
し

た
後
は
専
ら
三
島
に
在
っ
て
そ
の
鍾
愛
す
る
富
岳
を
友
と
し
、
既
に
古
稀
に
達
し
た
身
を
密
々
と
し
て
四
書
棚
正
疏
意

補
の
著
述
に
い
そ
し
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
遽
に
そ
の
完
稿
を
見
る
に
至
ら
す
し
て
元
文
三
年
三
月
十
日
こ
の
地
に
永
眠

し
た
の
で
あ
っ
た
。
享
年
七
十
一
歳
。
遽
言
に
よ
b
三
島
の
北
一
里
金
野
塚
の
側
に
葬
っ
た
が
、
今
そ
の
墓
は
遷
さ
れ

（142）



て
同
町
本
畳
寺
の
境
内
に
存
し
て
み
る
。
こ
の
客
分
ギ
逝
い
た
彼
に
と
っ
て
、
そ
の
墓
を
守
る
べ
き
寄
邊
の
者
も
そ
の

地
に
無
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
生
前
難
所
の
歳
徳
を
欽
慕
し
て
み
た
門
弟
達
に
つ
よ
て
四
時
の
香
花
は
絶
や
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
護
衷
の
門
弟
四
十
三
人
の
姓
名
は
、
墓
の
附
石
に
刻
さ
れ
て
床
し
い
師
弟
の
情
を
今
に
物
語
っ
て
み
る
の

で
あ
る
。

　
当
所
の
こ
の
三
島
に
上
る
講
學
が
、
束
駿
北
豆
の
好
學
の
人
々
に
大
き
な
戚
化
を
及
し
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い

が
、
殊
に
そ
の
門
流
の
間
か
ら
二
三
の
地
誌
の
編
纂
者
を
出
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
現
象
で
あ
ら
う
。
骸
河
名
勝

志
の
著
者
里
山
川
合
長
行
、
豆
州
志
稿
の
編
者
富
南
秋
肉
章
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
長
行
の
名
は
誠
所
の
墓
碑
に
刻
さ
れ

て
そ
の
門
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
富
里
も
、
そ
の
附
石
に
秋
山
良
好
と
見
え
て
み
る
の
が
そ
れ
で
は
あ
る
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

ま
い
か
○
賛
川
他
石
氏
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
長
行
が
秋
山
警
標
に
與
へ
た
書
士
に
、

　
　
不
省
十
八
歳
而
奉
謁
並
河
先
生
、
始
知
書
不
可
不
護
、
且
思
學
不
可
無
量
」
（
中
略
）
　
如
足
下
罪
人
聰
明
、
而
好
総
皮
捲
、
鋤
行
無

　
　
惰
、
智
足
以
一
軍
家
、
上
足
以
闘
異
事
、
於
戯
、
復
興
並
河
先
生
之
道
於
駿
豆
之
間
、
舎
足
下
其
誰
也
、

と
見
え
、
又
富
南
の
窟
記
に
か
、
る
秋
出
丈
稿
に
は
、

　
　
當
時
賢
兄
語
僕
以
擾
聖
天
下
之
異
學
、
一
大
顯
明
麗
氏
之
正
宗
焉
爲
己
任
也
、
鳴
禽
大
事
哉
、
志
誠
斜
懸
突
、

と
い
ふ
長
行
へ
の
復
讐
が
あ
っ
て
共
に
伊
豆
の
秋
山
家
に
欝
欝
…
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
之
ら
の
文
章
は
如
何
に
そ
の
門
弟

達
が
誠
所
の
學
風
に
私
淑
し
て
み
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
此
の
入
監
の
誠
所
か
ら
受
け
た
も
の
は
、

　
　
　
　
　
並
河
誠
所
の
五
畿
内
志
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
　
第
四
號
　
　
八
二
一



　
　
　
　
並
河
誠
班
の
五
畿
内
志
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
第
四
號
　
　
盤
外
ニ

先
づ
そ
の
實
學
的
傾
向
で
あ
っ
淀
。
雲
南
の
「
論
右
霊
堂
文
之
異
」
に
も
學
問
の
三
指
濟
利
に
役
立
つ
べ
き
こ
と
を
論
じ

て
み
る
の
で
あ
る
。
長
行
が
駿
豆
の
間
に
復
興
せ
ん
こ
と
を
願
う
た
「
並
河
先
生
之
道
」
と
は
、
又
部
ち
か
、
る
も
の
を

指
し
て
み
る
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
の
現
れ
と
し
て
、
先
師
の
地
誌
の
業
へ
、
こ
の
門
弟
達
の
炉
心
が

薗
か
ら
趣
い
た
の
も
當
然
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
長
行
は
ま
つ
福
河
名
寄
と
題
す
る
一
篇
の
地
誌
を
も
の
し
た
が
、
そ
の
完
成
を
関
す
し
て
病
に
倒
れ
之
を
秋
由
富
南

に
遺
託
し
て
聴
し
た
Q
然
し
長
南
は
自
ら
國
學
に
通
せ
す
と
し
て
更
に
西
原
竹
漢
に
委
ね
て
之
を
匡
補
せ
し
め
、
そ
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

後
長
行
の
門
入
植
松
修
滋
が
更
に
加
筆
完
成
し
て
、
天
閉
六
年
上
梓
七
た
の
が
駿
河
名
勝
志
で
あ
る
。
併
し
之
は
い
は

ば
一
種
の
和
歌
名
所
記
の
類
で
あ
る
が
、
正
し
く
誠
所
の
遺
業
を
縫
い
だ
も
の
は
秋
山
富
南
の
豆
州
志
稿
で
あ
っ
た
。

亦
伊
豆
韮
画
の
代
宮
江
同
氏
の
援
助
を
得
た
も
の
で
あ
っ
て
、
多
年
豆
州
を
巡
行
し
、
そ
の
細
密
に
調
査
し
得
た
と
こ

ろ
を
記
し
寛
政
十
二
年
幕
府
に
黙
認
し
た
。
十
三
怒
よ
り
成
り
、
そ
の
編
纂
の
態
度
と
そ
の
考
謹
の
精
淋
に
於
て
、
概

ね
五
畿
内
志
の
躍
を
云
ふ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窮
思
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
こ
の
こ
と
を
明
か
に
示
す
も
の
は
同

じ
雲
南
の
手
稿
に
成
る
伊
豆
國
輿
地
志
で
あ
る
。
そ
の
年
代
は
明
か
で
な
い
が
豆
州
志
稿
の
前
身
と
も
見
ら
る
べ
き
未

定
稿
で
あ
る
ら
し
！
＼
僅
に
そ
の
第
一
怒
の
｝
部
が
現
に
三
島
の
矢
田
部
盛
穗
氏
の
許
に
藏
せ
ら
れ
て
る
る
Q
假
名
交

り
文
で
叙
述
さ
れ
て
は
み
る
が
、
そ
の
膿
例
を
殆
ど
そ
の
ま
、
五
畿
内
志
に
學
ん
で
み
る
の
ル
見
得
る
の
で
あ
っ
て
、

富
南
の
地
誌
編
纂
が
全
く
誠
所
の
影
響
の
下
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
み
る
。
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更
に
な
ほ
、
も
う
一
人
の
地
誌
家
が
こ
の
豆
州
志
稿
に
よ
っ
て
食
ま
れ
た
。
灘
南
の
門
入
で
あ
り
、
後
に
そ
の
女
孫

を
寄
っ
た
村
松
善
政
が
そ
「
れ
で
あ
っ
て
、
豆
州
予
稿
編
纂
に
も
大
に
盤
力
し
た
ら
し
く
、
孫
善
政
綾
と
し
て
そ
の
名
を

現
は
し
て
み
る
Q
善
政
は
後
に
そ
の
生
國
甲
斐
に
茂
り
、
偶
柔
甲
府
勤
番
支
配
松
李
定
能
に
用
ひ
ら
れ
、
か
の
甲
斐
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

誌
の
編
纂
に
墾
輿
し
て
大
に
貢
獄
す
ろ
と
こ
ろ
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
か
く
槻
來
る
な
ら
ば
、
誠
所
の
五
畿
内
志
は
秋
山
富
南
の
脚
継
志
稿
に
よ
っ
て
受
縫
が
れ
、
そ
の
流
れ
は
甲
斐
國
誌

に
及
び
、
他
方
叉
、
駿
河
名
寄
、
駿
河
名
勝
志
の
如
き
地
誌
的
作
品
を
も
生
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

　
要
之
、
五
畿
内
志
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
於
る
學
問
の
粗
面
主
義
的
傾
向
の
一
の
具
膿
的
作
品
と
し
て
現
は
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
・
そ
の
先
に
説
い
た
如
く
、
官
撰
地
誌
の
前
駆
を
な
し
、
又
日
本
通
志
の
最
初
の
計
書
で
あ
っ
た
瓢
に
於

て
の
み
な
ら
す
、
後
世
の
地
誌
編
纂
の
上
に
か
く
の
如
き
野
里
を
垂
れ
た
こ
と
に
於
て
も
、
此
の
書
が
平
な
る
畿
内
の

郷
土
地
誌
た
る
に
止
ま
ら
す
、
近
世
の
日
本
地
理
學
史
の
上
に
深
い
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
は
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。

　、

＆
M
す
る
に
逸
り
、
直
接
に
又
間
接
に
多
大
の
御
指
遵
を
賜
っ
た
西
田
先
生
を
は
じ
め
、
色
々
御
手
数
を
煩
は
し
た

薦
田
伊
入
氏
、
柴
田
實
氏
、
武
藤
誠
氏
に
深
く
拝
謝
の
意
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　
註
①
並
病
年
譜

　
　
②
③
　
繋
川
他
石
氏
、
池
上
庵
雑
記
（
本
撹
樂
　
第
七
巻
）

　
　
④
東
海
文
庫
所
牧
豆
州
志
稿
解
題

　
　
　
　
並
河
誠
灰
の
五
畿
内
志
に
就
い
て
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
　
第
四
號
　
　
八
二
三
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