
○
兵
康
縣
國
實
岡
録

兵
庫
縣
聴
編

　
兵
庫
志
下
は
其
の
管
内
が
導
い
た
め
と
、
王
畿
に
近
い
土
地
柄
と
の
た

め
に
、
國
費
の
緻
は
恐
ら
く
京
榔
及
び
奈
良
に
次
い
で
の
緻
で
あ
ら
う

し
，
共
の
種
類
も
可
な
り
複
難
で
あ
り
、
且
つ
式
ハ
の
所
在
地
を
明
か
に
す

る
事
が
、
幾
多
の
薪
智
見
を
齎
す
纂
に
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
今
回
、
兵
庫
縣
に
於
て
は
、
縣
下
に
駈
在
す
る
だ
け
の
三
輪
を
、
一
研

の
胤
録
に
黒
め
て
上
梓
さ
れ
た
の
が
邸
ち
本
書
で
あ
る
が
、
醜
實
圃
録
と

言
へ
ば
、
嵩
の
大
き
な
持
ち
蓮
び
に
不
便
な
も
の
で
も
あ
る
か
に
患
は
れ

る
が
、
こ
れ
は
全
く
然
ら
ず
し
て
四
六
版
の
寒
に
手
頃
の
サ
イ
ヅ
で
あ
る

事
が
第
一
に
嬉
し
い
。
そ
し
て
編
輯
に
非
常
に
苦
心
が
郷
は
れ
て
屈
っ
て
、

闘
版
の
右
側
に
解
説
の
当
る
檬
に
仕
組
ま
れ
て
屠
り
、
其
の
前
景
に
は
、

其
等
の
國
賀
を
膀
有
す
る
融
瀧
寺
院
の
崩
緒
豫
起
が
記
さ
れ
て
居
り
剰
る

者
を
し
て
、
其
の
國
費
の
存
在
す
る
背
景
を
知
る
に
便
な
ら
し
め
て
あ

る
Q

　
國
　
呈
露
版
に
附
せ
ら
れ
た
解
説
は
鐵
行
の
も
の
で
極
め
て
簡
軍
で
あ
る

け
れ
ど
も
至
っ
て
義
脚
で
、
且
つ
何
時
代
の
も
の
で
あ
る
か
を
明
記
し
て

あ
る
事
は
、
教
へ
ら
る
玉
器
が
大
き
い
し
、
其
の
馳
寺
に
到
る
交
通
關
係

が
親
切
に
示
し
て
あ
る
事
も
、
他
に
類
例
を
求
め
得
ら
れ
な
い
論
理
な
も

の
で
あ
る
。
解
説
は
、
魚
澄
惣
五
郎
、
武
藤
誠
、
吉
井
太
郎
の
三
面
が
當

ら
れ
た
Q
非
費
晶
で
あ
る
事
が
、
惜
し
い
様
な
氣
が
す
る
。
〔
中
村
〕
，

紹

介

○
山
村
生
活
の
研
究

柳
　
田
　
國
　
男
編

　
近
時
に
於
け
る
毘
俗
學
界
は
著
し
い
獲
展
の
過
程
を
辿
っ
て
み
る
。
就

中
柳
田
國
男
氏
を
二
心
と
す
る
民
聞
傳
承
の
會
の
活
動
は
無
月
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
て
、
斯
學
研
究
の
主
流
と
倍
す
る
も
決
し
て
過
評
で
は
な
く
、

そ
の
業
績
は
賞
讃
に
値
す
る
竜
の
と
云
へ
る
。
成
立
ニ
ケ
年
に
し
て
全
國

各
瘤
縣
に
千
名
に
垂
と
す
る
隊
員
を
擁
し
、
東
京
、
大
阪
に
於
け
る
長
期

講
習
會
、
叉
各
地
に
は
講
演
脅
を
頻
に
開
催
し
、
機
宜
誌
民
器
傳
承
を
月

刊
す
る
外
に
も
幾
多
の
報
告
書
、
語
彙
、
調
査
手
帖
等
の
出
版
を
行
ひ
、

啓
蒙
と
向
上
と
あ
ら
ゆ
る
方
両
に
於
い
て
民
俗
野
島
に
貢
要
す
る
と
こ
ろ

が
甚
大
で
あ
る
。
本
書
も
亦
同
仁
に
よ
っ
て
近
く
世
に
邊
ら
れ
た
學
界
待

鍵
の
互
編
で
あ
っ
て
、
麹
団
先
生
の
指
導
の
下
に
郷
土
生
活
研
究
所
の
諸

慰
翻
ち
所
謂
木
曜
會
の
同
入
の
勢
作
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
日
本
僻
阪
諸
村
に
於
け
る
郷
脚
黒
生
蕃
の
資
料
蒐
集
調
査
並
び
に
そ
の

結
呆
の
出
版
」
な
る
名
義
に
よ
っ
て
、
臼
本
學
穂
…
振
興
會
の
援
助
の
下
に

三
ケ
年
五
十
ケ
村
の
山
村
調
査
の
着
手
さ
れ
た
の
は
昭
和
九
年
四
月
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
以
前
の
民
俗
學
と
は
概
ね
倒
人
的
旋
行
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
、
或
ひ
は
地
方
の
所
謂
郷
土
旋
家
の
報
ず
る
珍
奇
な
習
硲
の
蒐
集

に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
依
然
と
し
て
班
世
の
耽
奇
癖
が
点
り
、
學
の
名
を

冠
し
て
呼
ぶ
に
は
欝
越
極
る
状
態
に
沈
滴
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
柳
田
先
生
は
こ
の
混
送
の
外
に
獅
り
高
く
、
郷
土
研
究
勉
以
來
の
組
織

的
研
究
の
重
要
牲
を
主
張
し
、
鑓
本
異
俗
學
の
建
設
に
精
…
進
さ
れ
た
が
、

第
二
十
二
懸
　
第
四
魏
　
　
入
〇
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紹

介

こ
瓦
に
主
命
な
る
入
間
生
活
の
解
明
に
志
す
十
鍛
名
の
眞
撃
な
膏
年
男
徒

を
以
っ
て
、
最
初
の
集
團
的
調
査
を
實
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
調
査
に
從

籍
し
た
斉
人
に
於
い
て
は
必
ず
し
も
傾
肉
を
一
に
す
る
と
は
云
へ
な
い

が
、
強
め
柳
田
先
生
よ
り
必
要
な
る
民
俗
學
的
墓
礎
概
念
を
與
へ
ら
れ
、

且
つ
一
定
の
調
査
項
目
を
瀧
鳶
定
し
、
こ
れ
を
巾
・
心
と
し
て
共
同
作
艶
不
に
當

つ
た
の
で
あ
る
。
我
が
國
最
初
の
民
俗
墨
酌
概
論
書
な
る
盆
立
傳
承
論
は

先
づ
こ
れ
ら
の
諸
慰
に
諜
…
．
ぜ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
り
、
調
査
項
磨
も
亦
そ

の
後
の
膿
瞼
に
よ
っ
て
年
次
毎
に
是
正
さ
れ
、
郷
土
生
活
研
究
頂
載
手
帖

と
し
て
第
三
版
ま
で
公
に
さ
れ
、
共
に
普
く
民
俗
墨
・
徒
の
調
査
研
究
の
指

導
書
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
て
る
る
。

　
調
査
の
毛
際
に
就
い
て
は
私
竜
度
々
調
査
員
に
鑓
余
し
て
、
そ
の
全
朧

的
な
精
霧
な
灘
察
と
探
集
と
に
は
敬
服
措
く
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

調
査
の
進
捗
す
る
に
從
っ
て
、
十
年
三
月
、
十
一
郊
三
月
の
爾
度
に
申
問

立
春
を
行
ひ
、
大
な
る
反
響
を
與
へ
た
が
、
今
そ
の
綜
合
的
結
果
が
而
も

十
徐
各
の
地
方
篤
業
者
の
協
力
を
得
て
公
に
さ
れ
る
に
至
っ
た
Q
淘
に
欣

懐
の
至
り
で
あ
る
。

　
本
書
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
釜
澤
．
書
で
あ
る
Q
六
十
五
堕
目
に
分
っ
て
我

が
國
山
　
村
の
生
活
、
村
落
共
同
鵬
の
持
つ
生
活
形
網
、
そ
れ
に
職
ハ
る
心
意

が
現
代
の
生
き
た
翼
實
の
姿
に
於
い
て
記
鋲
さ
れ
て
る
る
。
而
も
こ
れ
は

叉
彼
等
の
門
先
の
永
き
生
活
の
蓮
で
あ
っ
て
、
こ
の
方
法
以
外
に
は
探
求

の
道
な
く
し
て
今
日
ま
で
顧
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
加
之

巻
末
に
は
編
者
の
「
山
　
立
と
山
伏
し
な
る
一
交
を
加
へ
、
肉
に
人
生
を
求
め

た
古
へ
の
岡
多
の
永
遽
の
生
命
を
探
り
、
併
せ
て
本
調
査
の
概
翻
、
斑
俗

第
二
十
ご
巻
　
第
四
號
、
　
入
○
八

學
の
方
向
を
示
し
て
、
本
書
の
慣
値
を
一
歪
面
か
ら
し
め
て
み
る
。
郎
．
ち

本
書
の
出
現
は
民
俗
墨
・
の
」
大
支
柱
と
し
て
、
そ
の
護
展
の
有
力
な
る
地

盤
を
開
拓
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
義
の
士
に
と
っ
て
最
大
の
恩
悪
で
あ

る
。
更
に
叉
慶
く
人
文
諸
科
學
に
携
る
照
々
、
或
ひ
は
こ
の
附
幽
の
園
野
生

潅
に
齪
き
…
關
心
を
有
す
る
人
々
に
と
っ
て
竜
最
良
の
指
針
で
あ
り
、
反
省

の
資
で
も
あ
ら
う
。

　
た
“
本
書
の
持
つ
鳶
義
を
潔
く
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
干
の
私

見
を
申
し
添
へ
る
な
ら
ば
、
先
づ
調
査
の
円
的
物
な
る
村
の
概
念
で
あ
る

が
、
村
と
云
ふ
場
合
に
民
俗
學
の
饗
象
と
す
る
と
こ
ろ
ほ
現
法
規
に
よ
っ

て
理
解
さ
れ
る
村
で
は
な
く
し
て
、
蕉
制
度
の
下
に
永
く
保
た
れ
た
村
落

共
同
獲
郎
ち
主
と
し
て
現
在
の
大
字
に
根
落
す
る
集
閣
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
こ
れ
は
既
に
民
硲
肇
的
常
識
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
民
俗
事
象
は
こ

の
地
「
盤
に
存
在
し
、
且
つ
そ
の
綱
玉
を
蓬
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
然

る
に
太
書
に
は
多
く
字
名
を
記
す
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
省
略
し
た
も
の

で
あ
ら
う
か
。
或
ひ
は
村
に
よ
っ
て
悉
く
同
一
民
俗
が
保
有
さ
れ
て
み
る

こ
と
を
意
膿
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
驚
俗
資
料
に
就
い
て
往
々
そ
の
眞

三
五
が
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
が
文
字
を
唯
「
の
知
識
獲
轡
の
手
段
と
考

へ
る
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
我
々
は
な
ほ
資

料
の
根
糠
を
能
ふ
…
眠
り
正
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
患
ふ
。
次
ぎ
に
調

査
村
落
に
就
い
て
の
解
詮
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
Q
調
査
村
が
悉
く

二
府
縣
一
箇
所
以
上
、
互
ひ
に
若
干
の
距
離
を
有
し
て
隔
離
さ
れ
、
　
且

つ
比
較
的
交
逓
機
關
…
に
悪
ま
れ
ず
、
灰
謂
世
間
と
の
径
來
の
綱
隈
せ
ら
れ

た
る
村
落
、
然
も
從
來
生
活
調
査
の
来
だ
試
み
ら
れ
ざ
る
し
田
村
一
審

〈　16L）　）



實
ほ
四
十
何
繭
所
ま
で
は
た
ぐ
奥
ま
っ
た
農
村
で
あ
っ
た
一
で
あ
っ
て

も
、
こ
の
こ
と
は
調
査
す
べ
き
外
部
的
條
件
で
あ
っ
て
、
調
査
さ
れ
た
村

の
性
格
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
心
意
生
活
を
理
解
す
る
に
は
村
人
の
宗

教
關
係
を
無
擁
す
る
こ
と
は
難
詰
ぬ
。
叉
常
食
物
に
就
い
て
も
、
潮
入
の

生
産
状
態
、
身
分
關
係
を
知
ら
ず
し
て
正
し
き
認
識
は
不
可
能
で
あ
る
。

叉
み
小
調
査
は
一
定
の
探
．
集
手
帖
を
墓
礎
と
し
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。

百
の
窺
項
が
剛
域
學
に
於
い
て
軍
要
償
値
を
有
す
る
こ
と
は
欝
ふ
ま
で
も

な
い
。
從
っ
て
勘
く
と
も
手
帖
に
記
さ
れ
た
項
目
に
就
い
て
は
楡
討
が
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。
　
｝
方
村
人
の
側
か
ら
考
へ
れ
ば
、
質
問

さ
れ
る
尊
象
に
射
し
て
は
反
町
の
機
會
を
輿
へ
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
事

實
の
有
無
、
叉
そ
の
三
三
の
過
程
が
意
謙
さ
れ
る
の
は
極
め
て
肖
然
で
あ

る
。
記
憶
の
内
容
が
絶
封
的
な
眞
實
で
あ
り
、
攣
遽
の
全
日
で
あ
る
と
は

必
ず
し
も
認
定
し
得
な
い
と
し
て
も
、
存
在
し
な
い
、
或
ひ
は
滅
び
た
と

云
ふ
が
如
き
雁
史
的
展
㎜
剛
の
過
程
は
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
み
る
。
こ
の

黙
に
關
し
て
本
書
が
報
告
す
る
こ
と
少
い
の
は
甚
だ
遺
感
に
堪
へ
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
最
後
に
資
料
整
理
の
方
法
に
就
い
て
ぐ
あ
る
が
、
こ
猿
で

は
資
料
は
論
理
を
厭
　
倒
し
て
み
る
。
本
書
に
見
ら
れ
る
分
類
は
先
に
示
さ

れ
た
下
脹
謹
承
論
、
も
し
く
は
郷
土
生
活
の
研
究
法
の
持
つ
資
料
整
理
分

類
の
方
法
の
如
く
組
織
的
で
は
な
い
〇
一
に
畢
面
的
な
探
．
集
手
帖
の
設
問

に
依
弄
し
て
そ
の
梛
答
の
如
き
膿
裁
を
有
し
て
み
る
Q
併
し
な
が
ら
手
帖

は
要
す
る
に
資
料
探
求
の
便
宜
を
H
酌
と
し
て
み
て
、
，
そ
れ
が
直
ち
に
民

俗
畢
の
頭
韻
を
示
す
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
、
資
料
に
勤
し
て
謙
り
に

も
謙
譲
で
あ
り
過
ぎ
た
嫌
が
あ
る
と
云
へ
よ
5
。

　
か
く
云
へ
ば
と
て
、
本
報
告
書
に
記
録
さ
れ
た
蟄
料
の
僚
値
は
絹
大
な

も
の
で
あ
っ
て
、
安
償
な
憐
懲
と
無
智
な
輕
覗
と
の
裡
に
あ
っ
て
、
一
村

に
三
絃
聞
づ
」
僻
阪
山
村
に
起
費
し
て
、
こ
の
未
だ
職
業
化
せ
ざ
る
學
問

に
燃
し
て
捧
げ
ら
れ
た
木
曜
愈
同
人
の
純
粋
な
熱
情
と
僅
少
の
陣
聞
に
か

」
る
精
密
な
調
査
を
途
げ
た
力
傭
と
に
直
し
て
重
服
的
な
敬
意
を
表
し
、

併
せ
て
今
後
の
か
は
ら
ざ
る
七
難
と
協
力
と
を
翼
ふ
次
第
で
あ
る
。
　
（
菊

到
、
五
六
二
頁
、
一
・
九
〇
、
風
聞
傳
承
の
會
獲
行
）
〔
館
山
〕

○
鈴
木
春
由
兵
學
金
集

佐
　
藤
堅
　
潜
幸

　
太
．
全
集
は
幕
末
、
三
河
田
原
藩
に
あ
り
て
、
渡
邊
垂
山
、
伊
藤
三
山
　
と

共
に
三
山
と
構
せ
ら
れ
た
、
鈴
木
春
山
［
の
薦
三
兵
學
の
翻
端
書
「
二
三
小

鳥
」
コ
ご
兵
活
法
」
「
海
上
攻
守
略
説
」
の
三
つ
を
牧
め
て
量
る
。

　
春
山
、
名
【
は
強
、
字
を
山
H
強
、
號
を
童
謡
と
云
っ
た
Q
春
山
は
註
ハ
の
通

構
で
、
享
和
元
年
、
田
原
に
生
る
G
家
は
父
闘
以
來
謄
を
以
て
、
田
原
藩

主
、
三
宅
氏
に
仕
へ
た
。
而
し
て
、
薫
陶
叉
騰
を
學
び
、
論
蔵
後
二
層
長

晦
に
…
遊
び
、
讐
學
及
び
蘭
學
を
學
び
後
江
戸
に
鵠
で
、
西
洋
兵
誰
の
融
…
謬

に
力
を
饗
し
た
も
の
で
弘
化
三
年
四
ナ
六
歳
に
て
、
江
戸
に
隣
し
た
。

　
序
に
依
れ
ば
本
全
集
編
纂
に
付
い
て
は
、
蒜
山
　
の
孫
鈴
木
影
響
刀
窩
の

懇
塁
に
依
り
、
昭
和
九
年
秋
よ
り
佐
藤
堅
司
氏
が
編
纂
に
當
ら
れ
た
の
で

あ
っ
て
、
爾
來
二
年
有
情
の
期
蜘
闘
、
不
擁
不
屈
の
精
憩
を
以
て
あ
ら
ゆ
る

方
法
を
議
し
、
春
山
及
び
其
の
融
謬
書
に
付
研
究
さ
れ
た
結
果
、
本
全
集

に
は
莇
寵
三
醜
謬
書
の
他
に
二
士
に
、
鈴
．
木
家
略
言
闇
∵
鈴
木
轟
山
背
譜

第
ご
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
入
〇
九
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