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く

　
【
要
約
目
　
多
少
の
興
論
は
あ
っ
た
が
、
従
来
瀬
戸
は
戸
畑
豊
里
条
の
第
一
句
の
義
解
に
門
若
満
六
十
戸
者
、
割
腔
戸
立
一
里
、
置
長
一
人
」
と
あ
る
、
十
　
～

戸
壁
の
こ
と
で
あ
る
き
れ
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
・
宿
望
出
雲
風
土
記
そ
の
他
の
羅
に
よ
る
に
・
七
戸
は
郷
（
令
条
の
里
）
で
董
（
・
ざ
・
二

で
も
な
く
・
通
常
の
螢
の
わ
く
外
に
存
在
す
る
讐
と
し
て
の
取
扱
い
を
　
け
て
い
る
・
す
な
わ
ち
書
は
郷
で
も
里
で
も
な
い
の
で
あ
る
・
　
　
一

　
こ
の
様
な
性
格
の
聚
落
を
た
ず
ね
る
と
、
戸
令
為
二
条
の
後
段
「
若
山
谷
阻
険
、
地
遠
人
稀
消
毒
、
随
便
量
二
一
と
い
う
規
定
の
、
集
解
走
性
に
「
随
便
　
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

逸
事
謂
芸
玖
上
、
祭
淫
虐
以
善
、
不
離
以
保
長
雄
耳
」
・
い
う
解
蒙
あ
っ
て
、
．
」
の
保
提
駆
の
「
董
暴
団
」
．
、
そ
沙

縫
臥
鋒
讐
蒸
れ
毫
地
理
的
条
件
を
尋
ね
て
蔑
余
一
戸
は
山
谷
阻
険
で
あ
窪
い
は
地
憾
遅
で
あ
っ
て
、
轟
轟
ら
く
人
稀
で
、
あ
っ
た
ろ
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

は
　
じ
　
め
　
に

　
余
一
戸
が
律
A
刀
制
下
に
、
里
（
霊
亀
以
後
の
郷
）
の
編
成
上
生
じ
た
一
戸

集
団
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
発
生
の
仕
方
や
実
態
な

ど
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
疑
義
の
存
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
ゆ
勿

論
通
説
的
に
は
、
余
戸
の
成
立
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
何
の
慮
り
も
な
く

定
説
ら
し
い
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
私
に
は
そ
の
ま

ま
で
は
ど
う
も
納
得
し
か
ね
る
と
こ
ろ
も
少
く
な
く
、
多
少
積
趣
的

に
私
考
す
る
処
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
そ
れ
を
発
表
し
て
み
た
い
。

一
　
三
戸
成
立
に
つ
い
て
の
従
前
の
説
に
よ
せ
て

　
余
戸
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
諸
先
学
に
種
々
の
説
が
存
す
る
が
、
曾
我
部
静
雄

　
　
　
　
　
　
①

博
士
が
「
餓
芦
考
」
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
る
処
は
、
ま
ず
従
前
の
通
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説
的
一
般
論
を
最
も
よ
く
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
畏
い
と
思

・
う
。　

博
士
は
撃
墜
友
の
『
若
狭
旧
事
考
』
・
内
山
焼
肴
の
『
出
雲
風
土

記
解
』
・
井
上
通
泰
の
『
播
磨
風
土
記
新
考
』
・
植
木
直
一
郎
の
『
国

史
辞
典
』
饒
出
戸
の
項
の
四
説
を
引
き
、

　
い
つ
れ
の
説
も
、
養
老
の
戸
令
、
為
里
の
条
及
び
こ
れ
が
義
解
の
解
釈
に
よ

　
つ
て
、
五
十
戸
一
里
の
制
度
に
於
い
て
、
そ
れ
が
六
十
戸
乃
至
は
そ
れ
以
上

に
な
っ
た
場
合
、
十
戸
乃
至
は
そ
れ
以
上
の
戸
を
割
い
て
別
に
里
を
立
て
、

そ
れ
を
余
戸
里
と
し
た
と
述
べ
て
み
る
。

　
こ
の
余
戸
里
成
立
に
関
す
る
四
氏
の
解
釈
は
妥
当
な
も
の
で
、
一
里
が
六

十
戸
乃
盃
は
そ
れ
以
上
に
増
し
た
際
、
五
十
戸
を
差
引
い
た
残
り
の
十
戸
乃

　
至
は
そ
れ
以
上
の
戸
を
以
て
三
戸
里
を
造
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
こ
の
造

　
つ
た
事
実
は
確
か
な
も
の
で
あ
っ
て
、
私
と
し
て
は
こ
れ
に
対
し
て
何
も
反

対
を
唱
へ
る
要
は
少
し
も
存
し
な
い
。
が
し
か
し
こ
の
や
う
な
余
戸
里
を
造

　
る
の
が
、
令
制
よ
り
見
て
果
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
私
は
敢

　
へ
・
て
否
と
答
へ
る
も
の
で
あ
る
。

と
論
ぜ
ら
れ
て
、
養
老
戸
令
為
璽
条
で
五
十
戸
を
越
し
て
六
十
戸
以

上
に
な
っ
た
里
か
ら
、
十
戸
以
上
を
割
い
て
立
て
た
里
が
余
滴
で
あ

る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
ま
た
、
こ
れ
．
ら
に
対
し
て
、
村
山
光
一
氏
に
お
い
て
は
、

通
説
的
な
「
割
り
余
り
」
説
に
は
満
足
さ
れ
ず
、
　
コ
郡
を
範
囲
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
な
　
　
も
　
　
を
　
　
う
　
　
も
　
　
も

し
て
里
を
編
成
し
て
い
っ
た
、
そ
の
最
後
の
割
り
余
り
と
い
う
ふ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
一
郡
を
単
位
と
し
た
限
定
的
な

説
を
パ
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
曾
我
部
博
士
は
通
説
を
認
め
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
右
の
論
に
更
に

つ
づ
け
て
、
余
齢
が
成
立
す
る
こ
と
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
義

解
の
説
の
不
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
不
当
の
解
の
生
じ
た

る
原
因
を
、
郷
里
鋼
、
村
制
の
並
存
す
る
唐
令
に
つ
い
て
、
村
綱
の

無
き
我
が
騒
に
お
い
て
当
時
の
明
法
家
達
が
、
理
解
不
充
分
の
た
め

に
法
意
を
誤
解
し
た
の
で
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

て
実
は
私
の
疑
い
も
亦
博
士
の
不
当
と
断
ぜ
ら
れ
だ
明
法
説
に
つ
い

て
、
検
討
し
て
見
る
こ
と
が
誘
因
と
な
っ
て
生
じ
た
竜
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
植
木
説
は
曾
我
部
博
士
が
引
m
川
さ
れ
た
、
他
の
旧
説
と

は
違
う
処
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
「
上
代
五
十
戸
に
満
た
ず
里

を
編
制
し
能
は
ぬ
残
絵
の
戸
を
い
ふ
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
同
じ
く

植
木
博
士
の
大
日
本
文
庫
本
『
風
土
記
集
』
に
も
、
出
雲
音
ゆ
宇
郡
余

戸
延
臣
の
標
註
に
「
一
応
と
為
す
に
は
戸
数
の
足
ら
ぬ
も
の
を
二
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
し
て
、
里
を
な
す
」
と
あ
る
の
な
ど
を
考
え
合
せ
る
と
、
余
戸
を

　
　
　
　
こ
ざ
と

郷
里
捌
の
里
と
す
る
よ
う
で
、
他
の
説
の
如
く
十
戸
以
上
を
分
離
し
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ル
　
ル
　
ぢ
　
ぬ

た
里
（
郷
）
で
あ
る
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
ひ
前
者
の
残
絵
の
戸
と

い
う
表
現
が
果
し
て
具
体
的
に
は
ど
ん
な
竜
の
を
意
味
す
る
の
か
は
、

暫
く
詳
に
し
難
い
節
も
あ
る
が
、
や
は
り
一
郷
と
為
す
に
は
戸
数
の

足
ら
ぬ
も
の
を
示
す
同
義
語
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
植
木
説
に
近
似
し
て
い
る
と
し
て
良
い
竜
の
に
田
中
諸
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
さ
と

説
が
あ
る
。
即
ち
余
戸
を
里
の
一
種
と
し
て
、
　
「
霊
亀
元
年
以
後
の

郷
里
綱
に
あ
っ
て
は
三
里
一
遍
を
原
則
と
す
る
の
に
対
し
て
、
二
璽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

（一

｢
不
足
）
の
場
合
に
は
之
を
煽
戸
里
と
し
て
独
立
さ
せ
た
」
と
考

え
る
も
の
で
あ
る
。

　
植
木
説
や
田
中
説
と
異
る
点
も
あ
る
が
共
通
性
も
あ
る
も
の
に
、

秋
本
吉
郎
氏
の
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
五
〇
戸
を
一
郷
と
し
て
郷
を

立
て
る
と
き
一
叢
を
立
て
る
に
至
ら
な
い
余
分
の
端
数
の
民
心
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
端
数
に
よ
っ
て
郷
ま
た
里
と
す
る
偏
と
云
う
の
で
、
こ
れ
屯
そ
の

余
分
の
よ
っ
て
来
る
所
以
が
は
っ
き
り
し
な
い
け
れ
ど
も
、
何
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

し
て
も
余
戸
に
は
郷
（
令
条
の
里
）
と
里
と
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
考
え
で
あ
る
。

　
ま
た
村
山
光
一
氏
も
「
山
背
愛
宕
郡
・
河
内
国
石
川
郡
・
但
馬
食

気
多
郡
の
鯨
戸
は
夫
ぐ
郷
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
早
く
か
ら
一

人
前
の
郷
と
み
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
…
…
、
そ
の
戸
数
は
か

な
り
多
か
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
出
雲
国
、
の

鯨
戸
は
、
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
四
郡
共
醗
戸
里
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
欝
欝
郷
と
す
る
に
は
ど
う
し
て
竜
戸
数
が
少
な
す
ぎ
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

里
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
っ
て
、
　
明
ら
か
に
秋
太
・
説
と

同
様
に
、
郷
と
里
と
が
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
。

　
さ
て
こ
れ
ま
で
観
て
来
た
諸
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
喰
い
ち
が
い
は
あ

っ
た
に
し
て
も
、
何
れ
も
戸
令
為
里
条
に
も
と
づ
い
て
、
郷
（
令
条

の
塁
）
編
成
上
戸
数
の
過
不
足
問
題
に
関
わ
っ
て
懸
果
の
生
じ
た
こ

と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
金
く
質
の
ち
が
っ
た
説

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
し
私
見
を
の
べ
た
い
。
そ
れ
は
板
橋
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

氏
の
説
で
あ
る
。
氏
は
「
和
名
類
聚
抄
陸
奥
出
羽
余
戸
考
」
の
霧
中

に
お
い
て
、
高
山
寺
本
和
名
抄
に
も
と
づ
い
て
、
脇
戸
を
「
斑
田
に

与
ら
な
い
特
殊
な
村
落
」
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
佐
藤
仁
氏
も

　
　
　
　
　
　
⑧

指
摘
さ
れ
た
如
く
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
　
『
血
書
集
電
』
な
ど

以
来
の
余
戸
論
の
一
方
の
伝
統
的
立
場
に
位
催
す
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
や
は
り
誠
に
特
殊
の
説
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
そ
れ
に
は
岡
じ
難
い
こ
と
な
の
で
、
私
は
そ
の
旨
を
表
明
し
て
概

い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
と
り
あ
げ
た
諸
説
に
対
し
、
閣
令
と
高
山
寺
本
倭
名
抄
の
両
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者
に
ま
た
が
っ
て
注
目
を
発
し
、
見
解
を
立
て
ら
れ
た
一
つ
の
説
は

勿
に
吉
田
東
伍
博
士
に
あ
る
。
私
は
寡
聞
に
し
て
今
ま
で
こ
の
博
士

説
を
存
知
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
を
草
す
る
に
当
っ
て

『
大
日
本
地
名
辞
書
』
の
書
中
に
於
い
て
初
め
て
知
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
も
と
出
雲
国
意
宇
郡
の
余
戸
に
あ
た
る
八
束
郡
筑
陽
郷
の
項
に

お
い
て
、

…
…
余
戸
里
の
記
載
を
通
考
計
較
す
る
に
、
三
戸
は

戸
主
云
、
凡
戸
以
五
十
戸
為
里
、
三
里
弓
長
一
人
、
言
出
谷
阻
険
、
地
遠
人

稀
之
処
、
随
優
量
澱
、
義
解
云
、
謂
若
満
六
十
戸
三
二
十
戸
立
一
黒
、
弓
長

　
一
人
、
其
不
満
十
戸
着
、
隷
入
大
村
、
不
須
別
鷹
也
、
又
若
満
十
戸
着
、
正

日
法
長
別
置
、
若
不
満
、
令
伍
相
保
、
付
於
大
村
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
あ
る
随
便
量
置
の
別
里
に
当
る
や
明
白
也

と
云
っ
て
、
義
解
を
引
き
随
便
営
養
の
里
を
余
戸
と
し
て
居
ら
れ
る
。

博
士
の
こ
こ
に
引
用
せ
ら
れ
し
令
条
本
文
と
義
解
の
表
記
の
形
は
、

我
々
の
通
常
用
い
る
形
と
異
っ
て
は
い
る
が
、
何
れ
に
し
て
屯
随
便

三
星
の
塁
は
、
山
谷
阻
険
地
遠
人
稀
の
処
に
適
用
さ
れ
る
便
法
で
あ

る
か
ら
、
博
士
の
考
え
ら
れ
る
処
は
、
六
十
戸
以
上
よ
り
十
戸
以
上

を
割
き
立
て
た
里
と
す
る
通
説
と
は
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に

博
士
は
、
播
磨
国
飾
磨
郡
の
早
戸
に
つ
い
て
、

今
余
部
村
是
な
り
、
…
－
、
風
土
記
に
漢
都
里
と
云
ふ
に
当
る
。
日
「
墨
壷
里
、

右
称
警
部
渚
、
讃
芸
国
漢
人
等
、
到
来
厨
於
此
処
」
と
あ
り
、
此
漢
は
ア
ヤ

と
訓
み
、
讃
岐
に
阿
野
郡
あ
る
に
想
合
す
べ
し
、
而
も
其
あ
や
べ
を
無
名
抄

に
余
戸
に
作
る
事
跡
疑
ふ
べ
し
、
丹
波
桑
潤
郡
に
も
漢
部
郷
あ
り
て
、
後
の

余
部
村
に
あ
た
る
。
然
ら
ば
漢
字
は
ア
マ
と
よ
む
へ
く
、
　
（
漢
才
を
ア
マ
ノ

カ
バ
と
訓
む
例
に
よ
り
て
）
古
へ
は
漢
土
よ
り
帰
化
の
蕃
人
を
ア
マ
と
も
呼

べ
る
に
似
た
り
、
臆
断
…
の
恐
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
録
し
て
後
の
補
正
を
ま
つ
。

但
余
戸
は
此
に
於
て
戸
令
義
解
に
見
ゆ
る
三
里
の
義
に
あ
ら
ず
、
和
訓
栞
に

も
三
戸
は
別
里
な
る
べ
し
と
云
は
れ
た
れ
ど
、
疑
惑
な
き
に
葬
ず
、
蓋
和
名

抄
の
余
戸
余
部
は
海
部
三
部
を
三
岡
し
、
戸
令
井
に
風
土
記
の
随
便
量
羅
［
の

別
黒
四
二
を
の
み
指
す
に
あ
ら
ず
、
さ
れ
ば
同
書
高
肉
寺
本
に
門
不
入
斑
田

謂
之
余
戸
」
と
説
き
た
り
、
不
入
斑
田
と
は
法
外
荒
玉
の
部
民
に
、
墾
田
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

私
有
を
聴
し
、
斑
擾
改
動
せ
ざ
る
を
云
ふ
蹴
。

と
諭
ぜ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
考
え
る
と
右
に
引
い
た
、
高
山
寺

本
に
よ
る
板
橋
説
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
こ
の
吉
田
説
に
従
う
時
、

我
々
の
云
う
令
制
の
余
戸
に
関
し
て
立
て
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
海

部
・
漢
部
な
ど
に
つ
い
て
こ
そ
、
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

ら
し
い
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
吉
田
説
に
お
い
て
も
課
戸
が
里
（
影
響

の
黒
一
丁
）
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
通
説
に
等
し
い
わ
け
で
あ
る
。

①
　
　
鶴
、
R
門
本
歴
幽
入
L
一
二
四
口
万
（
昭
和
骨
六
年
一
二
月
悶
写
）
。
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②
　
村
山
氏
門
余
戸
に
つ
い
て
扁
　
『
史
学
』
第
三
十
一
巻
第
一
～
四
号
三
閣

　
囲
頁
。

③
大
日
本
交
庫
本
風
土
記
集
九
七
頁
。

④
　
　
風
土
記
研
究
会
『
第
十
七
圓
例
ム
三
記
録
』
　
一
三
頁
。

⑤
岩
波
版
日
本
古
典
交
学
大
系
本
風
土
記
九
五
頁
三
等
二
八
。

⑥
同
⑨
の
三
六
〇
頁
。

⑦
『
岩
手
史
学
研
究
』
二
二
万
。

⑧
佐
藤
需
品
「
律
令
時
代
に
於
け
る
郷
の
分
割
に
つ
い
て
扁
『
弘
前
大
学

　
国
史
研
究
』
創
刊
号
。

⑨
　
門
板
橋
教
授
の
『
余
戸
考
』
に
よ
せ
て
し
『
岩
手
史
学
研
究
』
一
五
丹
。

⑩
該
辞
堂
三
〇
二
閣
頁
。

⑪
　
岡
右
八
八
四
頁
。

二
　
郷
里
制
上
の
余
芦
の
位
置

　
余
戸
な
る
も
の
が
主
と
し
て
表
れ
る
古
代
史
料
は
、
古
風
土
記
・

賦
役
令
集
解
仕
丁
条
古
記
・
倭
名
紗
（
二
＋
巻
本
）
な
ど
で
あ
る
。

　
倭
名
紗
で
は
勿
論
一
般
の
郷
と
並
列
の
郷
名
と
し
て
扱
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
や
や
後
世
の
撰
で
あ
る
か
ら
、
律
令
制
の
盛

時
の
絵
扇
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
に
、
伝
え
る
処
必
ず
し

も
正
確
で
は
な
い
。
然
る
に
古
風
土
記
中
歯
も
完
全
な
る
伝
来
度
を

有
す
る
出
雲
風
土
記
に
は
、
天
平
時
の
余
戸
に
つ
い
て
極
め
て
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
識
す
処
が
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
拙
雲
風
土
記
に
よ
る
と
、
眉

頭
に九

郡
郷
六
＋
二
馨
栢
余
戸
四
駅
家
六
神
戸
七
三

と
あ
っ
て
、
駅
家
や
神
戸
と
共
に
、
こ
れ
は
郷
数
の
外
に
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
黒
戸
は
蕩
蕩
の
云
う
里
（
霊
亀
以
後
の
郷
）

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
余
戸
は
各
郡
地
名
の
項
に
見
る
通
り
、

「
絵
戸
里
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
ら
、
駅
家
・
神
戸
の
如
き
、
あ
る

目
的
を
も
つ
て
施
設
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
態
は
、
村
落
を

ご
く
普
通
に
示
し
古
く
か
ら
里
の
文
字
を
当
て
て
い
る
「
さ
と
」
の

語
に
ふ
さ
わ
し
い
、
普
通
の
村
落
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
村
山
氏

が
前
掲
の
論
文
に
於
い
て
、
　
「
天
平
十
一
年
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名

帳
」
に
よ
る
神
門
郡
伊
秩
郷
（
三
戸
の
後
身
）
の
「
語
部
姓
」
の
多
い

実
情
や
、
風
土
記
の
記
す
「
砂
色
波
社
」
が
同
地
域
内
に
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
や
、
音
由
宇
郡
の
余
戸
の
地
に
も
「
調
五
郎
」
が
あ
っ

た
こ
と
な
ど
を
論
じ
、
　
「
語
部
姓
の
戸
を
核
と
す
る
小
さ
な
自
然
村

落
が
、
そ
の
ま
ま
絵
戸
里
と
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
」
　
「
鹸
戸
の
地
に

社
が
あ
る
と
い
う
例
を
い
く
つ
か
認
め
得
る
と
す
れ
ば
、
鯨
戸
の
内

に
自
然
村
落
が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
云
っ
て

　
　
　
　
　
②

居
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
私
見
と
橡
ほ
同
じ
考
を
示
す
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。
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；講（新野）戸余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

　
し
か
も
余
戸
は
、
郷
で
は
な
い
と
同
様
に
里
で
も
無
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
意
宇
郡
の
絵
戸
隠
の
条
を
見
る
と
、

郡
家
正
東
六
里
二
亘
ハ
＋
姦
識
喋
辮
鋸
薩
、

あ
っ
て
、
余
戸
は
「
神
亀
四
年
に
郷
（
令
条
の
里
）
を
編
成
し
た
時

　
　
　
　
　
こ
ざ
と

に
で
き
て
、
里
二
つ
だ
け
の
大
き
さ
」
で
あ
る
と
い
う
説
明
に
な
り
、

　
　
　
こ
ざ
と

そ
れ
が
里
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

か
り
に
こ
の
「
大
二
里
」
な
る
割
註
の
句
が
、
藤
本
に
よ
っ
て
記
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

の
一
定
し
な
い
と
い
う
問
題
を
持
つ
と
し
て
竜
、
里
は
既
に
郷
（
令

条
の
里
）
の
下
に
編
欄
せ
ら
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
郷

の
下
か
ら
は
捌
き
出
さ
れ
た
形
で
、
そ
の
わ
く
外
に
記
さ
れ
る
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

は
、
郷
の
下
に
数
を
明
示
せ
ら
れ
る
里
と
は
本
質
的
に
全
く
ち
が
う

も
の
な
の
で
あ
る
。
後
に
も
見
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
余
戸
は

条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
し
て
単
独
で
正
式
の
郷
に
昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

織
し
得
る
（
事
実
し
て
い
る
）
の
で
あ
る
。
里
が
そ
の
上
級
の
郷
に
、

単
独
で
昇
格
す
る
と
い
う
こ
と
は
原
則
的
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

あ
る
か
ら
、
愛
甲
は
そ
れ
霞
体
独
自
的
な
存
在
で
、
里
よ
り
は
上
の

願
級
に
あ
り
、
む
し
ろ
郷
と
な
ら
び
得
る
に
近
い
立
場
を
持
つ
た
も

の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
勿
論
既
に
言
及
し
た
如
く
、
余
戸
は
郷
で
あ
る
と
す
る
学
説
も
多

く
、
事
実
倭
名
紗
に
お
い
て
は
置
戸
は
隠
名
と
な
っ
て
い
る
し
、
其

の
他
に
も
「
絵
三
郷
」
な
る
地
名
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
は
余
戸
の
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
そ
の
土
地
の
地
名
に
転

化
し
た
た
め
に
生
じ
た
筆
名
で
あ
っ
て
、
決
し
て
浮
戸
が
郷
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
の
証
拠
に
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
出
雲
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

土
記
や
同
国
天
平
十
一
年
歴
名
帳
の
狭
結
・
多
伎
な
ど
の
駅
が
、
倭

名
紗
で
そ
の
ま
ま
狭
結
郷
・
多
伎
郷
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
が
如
き

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
行
き
方
は
、
佐
藤
氏
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

丹
念
正
確
に
摘
出
さ
れ
た
、
河
内
丹
念
郡
三
戸
郷
（
養
老
六
年
）
・
山

背
愛
宕
郡
余
戸
郷
（
神
亀
二
年
）
・
播
磨
賀
胡
虜
余
戸
郷
（
天
平
三
年
以

前
）
・
河
内
石
川
郡
余
平
郷
（
天
平
五
年
）
・
但
馬
気
多
郡
余
部
郷
（
天

平
宝
字
六
年
）
・
越
前
坂
井
郡
余
助
郷
（
天
平
神
護
二
年
）
な
ど
の
如
く
、

既
に
奈
良
朝
前
期
か
ら
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
う

ち
で
河
内
無
下
・
山
城
愛
宕
・
河
内
石
川
・
但
馬
気
多
な
ど
の
諸
郡

の
余
戸
は
、
倭
名
紗
に
郷
名
と
し
て
残
ら
な
い
が
、
或
い
は
郡
域
の

移
動
に
よ
っ
て
倭
名
紗
で
は
他
郡
に
属
す
る
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ

ぬ
が
、
多
く
は
奈
良
朝
前
期
な
ど
の
早
く
よ
り
余
戸
郷
に
昇
格
し
た

こ
れ
ら
の
も
の
は
、
倭
名
紗
に
誌
す
ま
で
の
間
に
、
更
に
人
口
増
大

し
、
分
割
な
ど
し
て
、
郷
名
が
改
ま
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
地
名
化
し
た
余
戸
が
一
応
そ
の
ま
ま
郷
名
に
な
っ
た

屯
の
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
出
雲
神
門
郡
の

風
土
記
に
見
え
る
絶
戸
が
、
天
平
十
一
年
の
歴
名
帳
で
は
伊
秩
郷
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
中
に
は
昇
格
の
際
初
め
か
ら
名
が
改
め
ら

れ
て
郷
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
余
戸
が
郷
に
な
る

時
に
は
、
そ
の
称
名
形
式
に
二
様
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
賦
役
令
集
解
仕
丁
条
古
記
で
風
戸
の
語
の
出
る
と
こ
ろ
に
、
　
「
絵

戸
二
里
」
な
る
用
法
が
あ
る
。
こ
れ
亦
出
雲
風
土
記
の
「
齢
墜
戸
里
」
な

る
記
載
に
ひ
と
し
い
。
こ
の
古
記
は
天
平
九
年
か
ら
同
十
二
年
八
月

ま
で
の
闘
に
成
っ
た
竜
の
で
あ
る
こ
と
は
、
法
制
史
学
者
の
研
究
に

よ
っ
て
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
処
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
天
平
の
頃
に

余
業
を
数
え
る
場
合
に
、
里
の
文
字
を
以
て
表
わ
す
ご
と
の
行
わ
れ

て
い
た
事
は
こ
こ
で
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
ま
た
伯
替
国
風
土
記
逸
文
の
粟
島
条
に
「
絵
戸
里
」
と
あ
る
の
も
、

そ
の
成
立
衆
慮
…
が
和
銅
度
の
も
の
か
、
延
長
度
の
も
の
か
附
確
で
は

無
い
が
、
も
し
こ
れ
が
霊
亀
以
後
の
成
交
に
か
か
る
も
の
で
あ
れ
ば

（
そ
の
可
能
樵
は
極
め
て
強
い
と
思
う
）
、
余
戸
の
郷
な
ら
ざ
る
傍
証
の
一

つ
に
も
な
り
得
よ
う
。

　
以
上
私
は
一
般
に
先
学
も
網
羅
し
た
主
と
し
て
奈
良
朝
の
史
料
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と
　

よ
っ
て
の
み
・
黒
戸
の
郷
（
令
条
の
里
）
や
里
に
非
ざ
る
こ
と
を
の
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
来
た
。
　
け
れ
ど
も
そ
の
頃
に
は
ま
た
史
料
に
、
郷
と
璽
（
こ
ざ
と

に
非
ず
令
条
の
里
）
と
の
文
字
が
、
混
用
さ
れ
て
い
た
時
期
の
存
在
し

た
こ
と
を
示
す
例
も
少
く
な
い
の
で
、
’
な
お
異
論
の
介
在
す
る
余
地

も
存
し
よ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
全
く
時
代
を
異
に
す
る
平
安
朝
の
史

料
を
加
え
て
、
私
見
の
拠
る
処
を
示
そ
う
と
思
う
。

　
元
慶
四
年
三
月
廿
六
日
の
格
に
引
く
讃
岐
単
解
に
よ
る
と
、
讃
岐

国
山
田
郡
の
こ
と
を
の
べ
る
と
こ
ろ
で
、

山
田
郡
十
・
郷
長
「
戸
、
課
口
一
千
七
｝
臼
六
十
、
・
：
：
・

　
　
⑦

と
し
て
、
余
戸
は
郷
の
外
に
数
え
記
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
元
慶
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

年
十
月
十
七
日
の
格
に
よ
れ
ば
、
伊
豫
園
喜
多
郡
と
久
米
郡
と
は
、

共
に
三
ケ
郷
ず
つ
し
か
無
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
久
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

郡
に
は
、
倭
名
紗
に
よ
る
と
天
山
・
吉
井
・
石
井
の
三
郷
の
外
に
、

神
戸
・
余
事
の
高
郷
が
あ
る
。
即
ち
倭
名
妙
に
郷
と
し
て
取
扱
わ
れ

る
べ
き
腋
戸
は
、
神
戸
と
共
に
元
慶
に
は
郷
の
外
に
処
澱
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
二
史
料
は
、
天
平
の
出
雲
風
土
記
と
軌
を
一
に
し
て
い
て
、

余
病
が
郷
で
な
い
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
は
そ
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

共
に
、
余
戸
が
郷
の
下
に
属
し
て
塁
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
も
の
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
さ
と

い
こ
と
を
も
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
里
が
郷
の
下
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論（鋲野）戸田

に
制
度
的
に
存
在
し
た
の
は
、
天
平
十
一
年
末
か
ら
十
二
年
初
頃
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

で
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
か
ら
、
も
し
三
戸
が
里
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
前
看
山
田
郡
で
は
元
慶
に
は
も
う
名
を
格
に
表
わ
す

べ
き
で
は
な
い
し
、
一
方
後
者
久
米
郡
に
お
い
て
は
、
元
慶
に
は
余

輩
は
も
う
三
郷
の
中
に
含
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
か

ら
、
倭
名
紗
に
至
っ
て
郷
の
名
と
な
っ
て
独
立
存
在
す
べ
き
余
地
は

無
い
わ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

①
風
土
記
の
記
購
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
を
主
と
し
大
日
本
文
庫
本

　
を
参
照
し
た
が
、
出
雲
風
土
記
に
つ
い
て
は
、
　
田
中
校
藍
本
（
『
出
雲
風

　
土
記
の
研
究
』
所
収
）
を
主
と
し
て
他
を
参
照
し
た
。
以
下
同
じ
で
あ
る
。

②
　
「
除
戸
に
つ
い
て
」
の
第
五
の
項
。

③
田
中
卓
氏
「
轟
雲
風
土
詑
の
成
立
」
（
『
出
雲
風
土
記
の
研
究
』
所
収
）

　
山
ハ
山
ハ
ニ
頁
参
昭
…
。

④
　
佐
藤
仁
氏
前
掲
論
文
。

⑤
鷺
本
古
典
文
学
大
系
本
四
八
○
頁
。

⑥
　
岸
俊
男
氏
「
古
代
村
落
と
郷
里
綱
」
（
『
古
代
社
会
と
宗
教
』
所
収
）
な

　
　
ど
参
照
。

⑦
翻
国
史
大
柔
類
聚
三
代
格
前
篇
ゴ
一
蓋
頁
。

　
⑧
同
右
三
一
三
頁
9

⑨
倭
名
紗
は
正
宗
纂
訂
本
倭
名
類
聚
妙
を
使
用
し
た
。
以
下
同
じ
。

　
⑲
同
⑥
岸
氏
論
文
。

三
　
養
老
戸
令
為
里
条
の
解
義

　
前
項
で
私
は
余
戸
が
郷
す
な
わ
ち
令
条
に
云
う
里
で
は
無
い
こ
と

に
つ
い
て
璽
へ
た
・
こ
れ
を
前
署
し
て
両
令
為
塁
の
問
題
と

な
る
当
該
句
を
、
各
霊
気
に
義
解
を
も
加
え
て
み
る
（
白
文
は
令
条
文
。

仮
名
ま
じ
り
文
は
義
解
の
読
下
し
）
と
、
第
一
、
二
句
と
第
一
句
の
義
解

と
は凡

戸
以
五
十
戸
為
里
。
毎
里
学
長
一
人
。

謂
ふ
は
、
悲
し
六
十
戸
に
満
つ
れ
ば
、
十
戸
を
鰯
き
て
一
里
を
立
て
、
長
一

人
を
置
く
。
其
れ
十
家
に
満
た
ざ
れ
ば
、
大
村
に
隷
け
入
れ
て
、
須
く
別
置

す
べ
か
ら
ざ
る
也
。

と
云
う
の
で
あ
る
。

　
第
一
項
に
あ
げ
た
如
き
、
古
来
論
者
が
余
戸
成
立
の
原
顯
と
し
て

指
摘
す
る
、
六
十
戸
以
上
に
達
し
た
た
め
、
割
か
れ
て
独
立
し
た
十

戸
以
上
の
戸
集
団
は
、
小
さ
い
な
が
ら
立
派
な
里
で
あ
っ
て
、
前
項

で
私
が
余
戸
の
性
格
と
し
て
指
摘
し
た
里
（
改
称
後
郷
）
な
ら
ざ
る

戸
集
団
と
い
う
性
格
を
持
つ
も
の
等
が
、
出
来
す
べ
き
素
因
は
こ
の

義
解
の
明
法
説
に
は
ま
っ
た
く
存
し
得
な
い
で
あ
る
。

　
次
に
ま
た
、
こ
の
為
里
条
の
後
段
の
法
文
と
結
句
の
義
解
と
は
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春
蒔
谷
阻
険
。
地
遠
人
稀
軍
学
。
随
優
量
置
レ

謂
ふ
は
、
若
し
十
戸
に
満
つ
れ
ば
、
上
法
に
依
っ
て
、
別
里
を
立
つ
。
若
し

満
た
ざ
れ
ば
、
伍
を
し
て
二
巴
ら
し
め
、
大
村
に
付
く
る
也
。

と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
地
勢
と
か
人
口
と
か
の
条
件
に
伴

っ
て
随
便
鍛
置
さ
れ
る
時
に
は
、
十
戸
以
上
で
は
正
式
の
羅
と
な
り
、

一
方
九
戸
以
下
で
は
大
村
に
付
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
里
の

外
に
分
置
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
義
解
の
解
す
る
処
に
し
た

が
う
限
り
、
こ
の
車
馬
条
で
は
そ
の
前
段
か
ら
も
後
段
か
ら
も
、
余

戸
に
比
定
す
べ
き
里
以
外
の
戸
集
団
の
、
成
立
す
べ
き
素
因
は
全
く

発
見
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
余
響
と
見
誤
ら
れ
て
来
た
と
こ
ろ
の
、
十
戸
以
上

割
か
れ
て
分
立
し
た
少
数
戸
の
里
は
、
果
し
て
実
際
に
存
在
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
も
し
屯
そ
の
少
数
戸
の
里
と
い
う
も
の
が
、
ど
こ
に

も
存
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
泓
の
立
論
も
一
歩
退
い
て
、
そ

れ
ら
超
過
分
分
立
乃
至
随
便
量
綴
の
、
十
戸
以
上
の
豊
の
あ
り
か
を
、

先
ず
探
し
求
め
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

　
然
る
に
出
雲
風
土
記
に
よ
る
と
、
こ
の
国
の
郷
（
令
条
の
里
）
と
里

　
　
　
　
　
⑨

と
の
数
は
、
六
十
二
郷
百
八
十
一
里
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
数
は
伝

本
に
よ
っ
て
は
多
少
の
寺
入
も
あ
る
が
、
六
十
一
郷
と
す
る
説
に
従

え
ば
百
七
十
八
里
か
九
璽
に
な
る
如
く
で
あ
る
か
ら
ト
何
れ
に
し
て

も
、
普
通
に
書
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
風
土
記
に
も
記
さ
れ
る
、
一
二

が
三
里
と
い
う
計
算
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
標
準
型
で
ゆ
け
ば

六
十
二
郷
な
ら
ば
百
八
十
六
里
で
あ
る
べ
く
、
六
十
一
郷
と
す
れ
ば

百
八
十
蕪
里
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
事
実
は
、
各

郡
毎
の
郷
名
・
罪
数
を
識
す
処
を
み
て
も
、
た
と
え
ば
飯
石
郡
で
は

各
郷
に
つ
い
て
塁
数
を
記
す
場
合
、
　
「
洋
々
里
三
」
　
「
郷
鶴
里
一
ご

と
い
う
明
記
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
し
か
に
里
の
二
つ
以
下
し
か

な
い
郷
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
れ
は
、
郷
里
制
の
遺
剃
す
な
わ
ち
郷
毎
の
里
数
は
判
然
と

し
な
く
な
っ
て
か
ら
に
つ
い
て
の
史
料
で
あ
る
が
、
元
慶
四
年
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

月
五
日
官
符
所
引
の
備
前
国
解
に
よ
る
と
、
磐
梨
郡
は
郷
が
六
つ
で

戸
が
二
百
九
十
七
で
あ
り
、
同
五
年
十
一
月
三
日
官
符
所
引
の
同
国

④解
に
よ
る
と
、
赤
坂
郡
も
郷
が
六
つ
で
戸
が
二
百
九
十
三
で
あ
る
。

或
い
は
創
始
以
来
の
郷
が
分
割
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
の
で
、
絶
対
的
だ
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
一
瀬
か

ら
別
に
考
え
る
と
、
二
世
紀
余
も
の
時
閥
を
経
過
す
る
間
に
は
、
当

然
根
当
戸
…
数
の
増
鋤
も
あ
っ
た
ろ
う
と
み
て
よ
い
元
慶
頃
に
到
っ
て

さ
え
も
、
な
お
郡
の
中
の
ど
こ
か
に
は
五
十
芦
に
足
ら
な
い
郷
が
あ
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言禽（影τ蜀つ押余

っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
こ
れ
よ
り
以
前
に
は
尚
さ
ら

に
五
十
戸
以
下
の
里
の
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
知
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
事
情
は
、
養
老
令
で
い
う
五
十
戸
一
里
の
原
周
戸
数
・

に
達
し
な
い
郷
が
、
奈
良
朝
の
律
令
盛
時
か
ら
は
っ
き
り
と
存
在
し

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
郷

（
令
条
の
里
）
こ
そ
が
、
　
一
里
六
十
戸
以
上
に
な
っ
て
十
戸
以
上
わ
か

た
れ
た
り
、
十
戸
以
上
で
随
便
量
置
さ
れ
た
り
し
た
、
そ
の
小
さ
な

令
条
の
皇
の
、
改
称
さ
れ
て
郷
と
な
っ
て
い
た
も
の
に
ち
が
い
あ
る

ま
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
前
項
で
見
て
き
た
通
り
余
戸
が
里
（
後
の
郷
）
で
な
い
こ

と
の
明
ら
か
に
な
っ
た
上
に
、
本
項
で
確
め
た
如
く
、
五
十
戸
か
ら

超
過
し
て
割
か
れ
た
り
、
至
便
量
麗
さ
れ
た
り
し
て
で
き
た
十
戸
以

上
の
小
さ
い
里
は
、
里
長
を
持
つ
正
式
の
里
で
あ
り
、
し
か
も
現
実

に
も
そ
の
法
規
定
の
実
施
せ
ら
れ
た
結
果
生
じ
た
も
の
に
比
定
し
て

差
支
え
な
い
里
の
存
在
は
、
出
雲
風
土
記
の
郷
里
記
事
や
そ
の
他
か

ら
も
一
応
証
し
得
た
以
上
、
従
来
の
通
説
の
如
き
そ
の
よ
う
な
十
戸

以
上
の
里
が
、
余
罪
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
よ
う
な
立
論
の
必

然
性
は
全
く
存
し
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
こ
れ
を
、
該
条
集
解
に
よ
っ
て
見
る
と
、
こ
こ
で
も

明
法
諸
説
の
述
べ
る
処
は
こ
れ
ま
で
み
て
来
た
の
と
本
質
的
な
る
差

異
は
無
い
の
で
あ
り
、
養
老
令
下
に
お
い
て
は
、
六
十
戸
を
超
え
だ

里
か
ら
割
き
立
て
ら
れ
た
十
戸
以
上
の
竜
の
も
、
随
便
事
由
せ
ら
れ

た
十
戸
以
上
の
も
の
も
す
べ
て
が
里
で
、
里
以
外
の
独
立
し
た
余
戸

な
ど
と
い
う
戸
集
団
は
絶
え
て
あ
り
得
な
い
こ
と
を
示
す
の
は
、
全

く
義
解
の
説
に
同
じ
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
集
解
に
も
私
見
に

ふ
れ
る
限
り
で
は
、
前
に
挙
げ
た
賦
役
令
仕
丁
条
古
記
の
一
箇
所
以

外
に
は
、
全
く
余
戸
な
ど
と
い
う
語
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
嘗

て
板
橋
氏
が
前
掲
の
論
文
中
に
「
一
体
余
戸
と
い
う
言
葉
は
義
解
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
集
解
に
も
見
当
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
竜
、
一
応

無
理
な
き
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
一
箇
所
で
あ
っ
て
も
、
古
記
に
は
貴
重

な
る
記
述
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
　
は
実
に
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
例
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
貴
重
な
例
を
持

つ
古
記
説
に
つ
い
て
は
、
古
来
の
為
中
条
第
一
句
の
義
解
を
よ
り
ど

こ
ろ
と
し
て
い
る
人
び
と
に
お
い
て
、
お
な
じ
第
一
句
集
解
内
に
お

け
る
古
記
説
を
ば
、
余
戸
成
立
問
題
に
関
し
て
考
慮
せ
ら
れ
た
例
は

未
だ
無
い
よ
う
で
あ
る
。
結
局
先
学
の
樹
て
ら
れ
た
通
説
に
お
い
て

47　（719）



は
、
為
里
条
第
一
・
旬
の
義
解
説
の
法
条
解
釈
に
よ
る
場
合
の
外
に
は
、

余
戸
成
立
の
根
拠
と
な
る
も
の
を
認
め
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ

の
わ
け
は
、
第
一
旬
の
古
記
で
は
里
が
六
十
戸
以
上
に
な
っ
た
場
含

の
処
理
が
、
三
十
戸
宛
二
里
に
均
等
分
立
す
る
と
い
う
規
定
に
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
で
は
同
数
戸

宛
二
分
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
鼠
戸
と
い
う
名
を
つ
け
る
に
は
ま
こ

と
に
不
適
当
な
る
場
面
と
な
る
。
戸
令
為
里
条
第
一
句
に
余
戸
成
立

の
法
的
根
拠
を
求
め
る
立
場
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
古
記
説
の
語

る
大
宝
令
下
で
は
そ
の
可
能
性
が
な
い
と
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
も
、

決
し
て
理
解
し
難
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
事
実
は
前
述
の
如
く
に
、
養
老
令
書
の
こ
と
を
表
す
義
解

や
集
解
の
諸
説
に
は
、
絶
え
て
痴
女
の
語
な
く
、
大
宝
令
下
の
こ
と

を
示
す
集
解
古
記
の
み
に
余
戸
の
語
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ

の
古
記
の
野
里
質
倉
一
句
に
関
す
る
三
十
戸
二
分
説
の
由
来
は
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
い
は
大
化
以
前
に
三
十
戸
一
里
制
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
遺
習

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
か
と
も
考
え
得
る
の
で
、
も
し
そ
う
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
大
宝
令
以
前
の
諸
令
の
為
墨
画
に
つ
い
て
の
先
行
の

諸
解
義
も
、
お
そ
ら
く
同
様
の
説
だ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
う
な
る
と
律
令
為
黒
制
度
の
初
め
か
ら
、
こ
の
条
文
の
こ
の

句
か
ら
は
、
余
事
は
発
生
し
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
既
に

　
　
⑦

田
中
氏
な
ど
も
、
こ
の
第
一
句
古
記
の
三
十
戸
宛
二
分
し
て
里
と
す

る
と
い
う
の
は
、
余
戸
の
説
明
で
は
無
い
と
書
っ
て
、
こ
の
句
か
ら

余
戸
の
生
れ
て
く
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
畢
極
ず
る
に
、
大
宝
令
下
古
記
の
時
代
に
賦
役
令
に
よ
っ
て
明
法

家
の
注
目
す
る
存
在
と
し
て
余
戸
は
存
在
は
し
た
が
、
し
か
し
古
記

で
も
戸
令
為
翌
条
第
一
句
か
ら
は
生
じ
得
ず
、
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ

が
ら
生
じ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
養
老
戸
令
為
里
条
に
つ
い
て
、
義
解
・
集
解
に
よ
っ
て
法
音
心
を
検

討
し
て
み
る
と
、
余
戸
な
る
も
の
が
発
生
す
る
素
因
は
無
く
、
明
法

諸
家
に
と
っ
て
も
全
く
研
究
検
討
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い

と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
を
敢
え
て
こ
の
養
老
戸
令
露
里
条

に
余
戸
発
生
の
原
因
を
求
め
ら
れ
た
先
学
の
考
察
は
、
決
し
て
単
な

る
推
察
だ
つ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
も
し

そ
う
な
ら
そ
の
根
拠
は
果
し
て
ど
こ
に
あ
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

不
幸
始
唱
者
た
る
近
世
の
碩
学
信
友
な
ど
と
は
、
世
を
隔
て
て
確
め

得
な
い
こ
と
が
残
念
で
あ
る
。

①
令
集
解
・
令
義
解
は
噺
繍
国
史
大
系
本
を
用
い
、
皇
学
叢
書
本
今
集
解
‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
異
み
歪

　
を
参
照
し
た
。
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②
臨
本
古
典
文
学
大
系
本
と
田
中
校
本
と
を
併
照
し
た
。

　
　
ロ
じ
エ

③
　
騨
鯖
国
史
大
系
家
類
緊
三
代
格
差
篇
三
｛
四
頁
。

　
　
ヘ
ル
　

④
　
岡
右
ゴ
ニ
五
頁
。

⑤
『
岩
手
史
学
研
究
』
一
三
号
一
五
頁
。

⑥
曾
我
部
静
雄
博
士
「
我
が
律
令
聴
代
の
里
と
郷
と
に
つ
い
て
」
『
史
林
鋤

　
三
三
巻
五
号
。

⑦
前
引
『
例
会
記
録
』
一
二
頁
。
尚
こ
の
記
録
は
会
員
醜
布
用
の
非
公
開

　
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
、
収
め
ら
れ
る
論
は
必
ず
し
も
定
稿
で
は
な
い
と

　
断
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
許
諾
を
得
て
引
溺
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
・

　
以
外
の
処
に
お
け
る
該
記
録
に
つ
い
て
も
同
じ
。

四
　
三
戸
成
立
の
根
拠
と
そ
の
戸
数

　
養
老
戸
令
為
里
条
と
そ
の
解
釈
か
ら
で
は
、
ど
う
し
て
も
七
戸
の

成
立
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
右
に
の
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
余
震
の
存
在
し
た
こ
と
も
明
々
白
六
の
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
故
余
戸
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
殆
ん
ど
の
諸
説
が
そ
の

漂
因
と
し
た
、
養
老
為
里
条
と
そ
の
解
義
の
外
に
素
因
を
求
め
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
因
は
必
ず
存
在
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
、
い
筈
で
あ
る
。

　
養
老
令
に
は
求
め
得
な
い
余
戸
の
語
が
、
た
び
た
び
言
及
し
た
通

り
賦
役
令
集
解
古
記
に
は
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
宝
令
下
か
或
い

は
そ
れ
以
前
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
大

宝
令
下
で
も
、
為
里
条
（
殆
ん
ど
養
老
命
と
岡
じ
で
あ
ろ
う
）
の
第
一
句

か
ら
は
成
立
素
因
の
求
め
得
ざ
る
こ
と
、
該
句
の
集
解
古
記
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
、
も
う
一
度
為
塁
条
集
解
の
明
法
諸

説
を
熟
視
す
る
と
、
終
末
の
「
随
便
一
頃
」
の
句
に
つ
け
ら
れ
た
、

古
記
の
、

便
に
随
っ
て
量
り
躍
く
と
は
、
謂
ふ
は
、
廿
五
戸
以
上
な
り
。
倶
し
廿
五
戸

以
上
に
足
ら
ざ
れ
ば
、
長
を
鐙
か
ず
、
弓
長
を
以
て
催
駆
せ
し
む
る
の
み
。

と
い
う
説
の
あ
る
の
に
逢
着
す
る
。
こ
こ
で
も
三
三
量
置
の
墨
は
義

解
の
そ
れ
と
詞
様
に
特
例
戸
数
で
正
式
の
里
と
し
て
成
立
し
得
る
。

そ
し
て
こ
れ
で
は
義
解
の
十
戸
以
上
と
い
う
に
対
し
、
廿
五
戸
以
上

と
い
う
単
な
る
数
量
差
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
廿
五
戸

以
上
の
随
便
器
置
里
は
、
あ
く
ま
で
屯
里
長
を
有
す
る
正
規
の
里
で

あ
っ
て
愛
糞
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
〃
廿
五
戸
に
足
ら
ず
し
て
里
長
を
置
か
な
い
（
即
ち
塁

で
は
な
い
）
戸
集
団
”
が
あ
る
。
　
そ
れ
は
義
解
に
よ
る
と
、
　
あ
の
十

戸
に
足
ら
ず
し
て
大
村
に
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
に
隠
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
養
老
令
息
で
は
全
く
普
通
の
里
の
一
部
分
を
勝
成
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す
る
も
の
と
し
て
、
没
し
去
っ
て
し
ま
う
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
の
で

あ
る
が
、
古
記
で
は
、
　
〃
保
長
を
以
て
短
長
に
準
ず
る
催
駆
の
職
掌

を
行
わ
し
め
る
”
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
廿
五
戸
未
満
の
戸

集
國
は
当
然
里
で
は
な
い
。
だ
が
保
長
に
よ
っ
て
里
長
に
準
ず
べ
き

職
務
を
執
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
極
め
て
里
に
近
い
性
格
を
持

っ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
い
わ
ば
独
立
性
の
強
い
「
准
里
戸
集
団
」

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
う
ま
で
も
な
く
そ

の
状
態
は
、
　
「
さ
と
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
自
然
の
小
村
落

で
あ
る
場
合
が
、
最
悪
普
通
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
何
処
か
に
求
め
ら
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
法
解
釈
に

こ
そ
、
里
に
近
似
し
て
い
て
正
式
の
里
に
あ
ら
ざ
る
、
余
戸
と
い
う

戸
集
圃
の
、
成
立
の
根
拠
が
あ
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
、
私

は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
は
ど
う
し
て
も
、
そ
の
成
立
の
．

法
的
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
求
め
る
こ
と
が
、
不
可
能
の
よ
う
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
出
雲
風
土
記
な
ど
と
共
に
、
大
宝
令
下
に
思
量
の
法
的
に
存
在
し

た
こ
と
を
示
す
、
令
条
関
係
の
稀
少
の
一
例
た
る
賦
役
令
仕
丁
条
集

解
の
古
記
説
は
、

問
ふ
、
余
戸
二
里
、
合
し
て
五
十
戸
に
満
つ
る
は
、
仕
丁
を
差
す
か
否
か
。

答
ふ
、
差
す
べ
し
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
合
し
て
」
と
嵩
ん
だ
箇
．
勝
は
、

単
に
「
五
十
戸
に
満
つ
合
き
は
」
と
も
読
め
る
が
、
何
れ
に
し
て
も

こ
の
筆
生
に
関
し
て
、
古
記
説
が
そ
の
法
意
の
解
定
を
行
う
に
当
り
、

最
屯
疑
義
の
生
ず
る
予
想
．
詳
解
性
の
強
い
場
合
と
し
た
余
戸
の
戸
数

は
、
二
つ
で
五
十
戸
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ど
う
も
原
則
的
に
は
余
戸
二
つ
で
五
十

戸
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
課
戸
成
立
後
に
お
け
る
戸
数
の
増

加
な
ど
で
、
そ
れ
が
五
十
戸
に
な
る
特
殊
の
場
合
も
考
慮
さ
れ
る
た

め
に
、
こ
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
た
も
の
の
よ
う
に
受
取
れ
る
の
で

あ
る
。

　
仕
丁
条
集
解
古
記
の
云
う
と
こ
ろ
が
、
余
戸
二
つ
で
五
十
・
に
満
た
・

な
い
の
が
通
常
で
あ
る
こ
と
を
示
す
竜
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
一
つ

で
十
四
戸
以
下
即
ち
廿
五
戸
未
満
で
あ
る
と
い
う
墨
黒
の
戸
数
は
、

私
が
為
里
条
集
解
古
記
の
、
結
句
の
解
釈
の
中
に
見
出
し
て
余
戸
成

立
の
根
拠
と
見
た
、
こ
の
些
些
戸
来
満
の
「
灘
里
心
集
醐
」
の
戸
数

と
全
く
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
昔
五
戸
未
満
と
い
う

の
が
、
法
解
釈
の
上
に
お
け
る
標
準
型
余
戸
の
戸
数
を
示
す
も
の
と

し
て
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
．
る
。
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一
方
現
実
に
も
右
の
法
解
釈
に
見
え
る
廿
五
戸
未
満
が
矛
露
な
く

表
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
一
応
出
雲
風
土
記
に
よ
っ
て
辿
っ
て
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

よ
う
。
意
宇
郡
の
場
合
に
は
、
里
二
つ
と
云
う
意
味
と
も
と
る
こ
と

が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
説
も
あ
る
こ
と
は
、

既
に
第
一
の
項
に
お
い
て
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と

す
る
と
常
識
的
に
考
え
て
、
余
戸
の
戸
数
は
一
工
十
乃
至
王
十
四
ぐ
ら

い
に
な
る
わ
け
で
、
神
亀
四
年
編
戸
以
後
の
増
加
と
し
て
は
少
し
く

多
す
ぎ
る
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
割
註
が
「
大
二
里
」
で
あ
る
か
は

既
に
問
題
で
あ
る
し
、
仮
に
も
し
そ
う
だ
と
し
て
も
そ
れ
な
ら
ば
、

　
こ
ざ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

二
盤
し
か
な
く
て
、
郷
に
な
る
条
件
に
は
一
里
不
足
だ
と
い
う
よ
う

な
形
の
も
の
は
、
す
べ
て
余
戸
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
、
第
三
の

　
　
　
　
こ
ざ
と

項
で
み
た
里
二
つ
の
郷
な
ど
は
、
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ざ
と

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
単
に
二
里
と
い
う
数
量
的
法

則
だ
け
か
ら
軍
戸
は
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
ど
う
も

出
雲
風
土
記
の
平
戸
記
纂
か
ら
は
、
そ
の
戸
数
は
求
め
ら
れ
そ
う
に

も
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
三
戸
の
語
義
と
そ
の
地
理
的
位
置

余
論
と
い
う
語
の
意
味
を
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
「
余
戸
郷
は
厳

然
と
一
村
落
を
形
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
9
、
し
か
も
班
田
に
与
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
い
特
殊
な
村
落
で
あ
っ
た
」
と
定
義
さ
れ
た
板
橋
氏
の
説
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
カ
　
　
　
も

「
余
戸
」
と
い
う
語
に
然
る
異
質
の
戸
と
い
う
意
味
の
言
語
概
念
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も

認
め
る
こ
と
は
不
当
で
あ
っ
て
、
（
里
を
編
成
す
る
上
で
の
）
余
っ
た
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
い
う
意
味
以
外
は
求
め
難
い
こ
と
を
、
私
は
そ
の
際
指
摘
し
た
こ

と
が
あ
る
が
、
最
戸
の
「
余
」
を
「
余
っ
た
」
と
い
う
意
味
に
と
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
余
程
特
殊
の
考
え
を
持
つ
人
以
外
に
は
異
論
が

あ
る
ま
い
と
信
ず
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
　
「
余
っ
た
」
と
い
う
こ
と
の
実
際
は
、
如
何
な
る

こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
普
通
に
言
え
ば
こ
の
「
余
る
」
は
、
、

「
里
を
編
組
し
て
（
す
な
わ
ち
五
十
戸
の
組
み
合
せ
の
外
に
）
余
る
」
と

い
う
こ
と
に
受
け
と
ら
れ
る
と
思
う
。
通
説
が
六
十
戸
に
満
ち
て
分

立
せ
ら
れ
た
十
戸
以
上
の
里
を
余
戸
と
推
定
し
た
ら
し
い
の
は
、
恐

ら
く
こ
の
語
義
を
か
く
理
解
し
た
た
め
の
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ

ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
が
決
し
て
正
し
く
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
の
べ
て
来
た
通
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
私
の
考
え
る
「
余
る
」
の
理
解
は
少
か
ら
ず
異
っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
何

回
も
引
用
す
る
が
、
や
は
り
出
雲
風
土
記
に
解
決
の
手
が
か
り
が
あ
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る
。
例
え
ば
意
字
郡
の
場
合
の
、

合
郷
一
十
一
鯉
早
戸
一
　
駅
家
三
神
戸
三
裡

　
　
　
　
　
J
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

と
い
う
書
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
合
計
し
て
郷
（
令
条
の
里
）
は
十
一

あ
り
、
余
戸
一
は
駅
家
三
や
神
戸
三
と
共
に
郷
の
枠
外
に
記
さ
れ
る

よ
う
な
形
で
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
．
元
慶
の
格
に
引
く
あ
の
讃
岐
虚
心
も
ま
た
そ
れ
と
同
じ
い
。

す
な
わ
ち
、

山
田
郡
十
酔
余
戸

と
い
う
書
き
方
で
、
余
戸
は
郷
の
外
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
　
　
　
も
　
カ
　
も

の
こ
と
は
、
舟
戸
は
正
常
の
郷
里
数
の
枠
外
に
正
し
く
余
っ
て
存
在

す
る
戸
集
団
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
私
の
考
え
る

「
余
る
」
は
五
十
戸
の
里
の
外
に
余
る
の
で
は
な
く
、
正
常
郷
里
の

枠
外
に
余
る
の
で
あ
る
。

　
ニ
カ
私
の
余
戸
と
し
て
求
め
た
、
威
令
為
里
条
集
解
古
記
の
、
雲

立
量
置
の
里
に
足
ら
ず
し
て
、
ほ
ぼ
独
立
存
在
し
た
「
准
鼠
戸
集

団
」
も
、
正
式
の
里
で
竜
な
く
、
他
の
里
に
附
け
ら
れ
た
も
の
で
も

な
く
、
ー
ー
三
皇
制
で
は
郷
で
竜
な
く
、
郷
の
下
に
附
く
里
で
も
な

く
一
、
ま
さ
し
く
正
常
墨
…
数
の
枠
外
に
宙
ぶ
ら
り
ん
に
、
余
っ
て

存
在
し
た
竜
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
若
し
通
説
の
如
く
、
六
十
戸
に
満
ち
た
た
め
に
、
五
十
戸
か
ら
超

過
し
た
部
分
だ
け
里
と
し
て
分
立
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
が
余
戸
で
あ

り
、
　
「
余
る
」
の
語
義
も
そ
れ
だ
け
の
範
躊
し
か
音
心
上
し
な
い
も
の

な
ら
ば
、
史
料
は
す
べ
て
郷
（
二
条
の
里
）
の
枠
内
に
二
戸
を
記
す
書

式
で
あ
っ
て
良
い
筈
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
、
そ
の
余
っ
た
余
戸
は
ど
の
よ
う
な
地
理
的
条
件
の
処

に
多
い
の
で
あ
ろ
う
か
を
み
よ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
余

る
」
こ
と
の
実
体
が
確
め
得
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
先
ず
吉
田
博
士
の
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
に
出
て
い
る
の
を
み
る

と
、
ア
マ
・
ア
マ
ベ
・
ア
マ
ソ
ベ
・
ア
マ
リ
・
ア
マ
リ
ベ
・
ア
マ
ル

ベ
・
ア
マ
ル
メ
な
ど
の
音
を
持
つ
地
名
が
、
　
一
二
五
ば
か
り
数
え
得

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
筑
前
の
海
人
部
関
係

な
ど
の
よ
う
に
、
余
戸
に
は
関
係
の
な
い
類
似
音
地
名
も
あ
ろ
う
し
、

又
は
別
の
語
か
ら
転
誰
し
た
も
の
も
あ
ろ
う
か
ら
、
数
え
て
は
な
ら

ぬ
も
の
も
あ
り
、
一
二
五
と
い
う
の
は
数
酌
に
は
極
め
て
不
正
確
な

も
の
に
違
・
な
い
。
そ
れ
故
か
か
る
音
の
も
の
の
す
べ
て
を
二
戸
に
当

て
る
こ
と
は
、
甚
し
く
正
鴇
を
失
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
今
に

ア
マ
ル
（
リ
）
べ
を
地
名
と
し
て
残
し
て
い
た
り
、
名
は
残
ら
ぬ
と

し
て
も
そ
の
地
域
を
砂
面
と
し
て
ほ
ぼ
確
実
視
さ
れ
て
い
て
、
と
り
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論（新野）四壁

挙
げ
て
不
都
合
の
無
い
も
の
の
幾
例
か
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。

　
大
和
国
南
葛
城
郡
の
そ
れ
は
、
　
金
騨
・
葛
城
山
系
に
西
を
、
　
吉

野
∴
局
野
の
山
々
に
東
南
を
、
そ
れ
ぞ
れ
囲
ま
れ
て
い
る
群
山
の
麓

に
在
り
、
河
内
国
南
河
内
郡
の
そ
れ
は
、
金
岡
・
蔦
城
の
颯
の
谷
間

に
在
っ
て
、
正
に
峡
間
の
故
に
中
世
に
は
甲
斐
荘
と
称
し
た
程
で
あ

り
、
丹
後
の
余
戸
は
舞
鶴
湾
の
東
岸
を
成
し
て
海
に
突
出
し
、
北
は

一
二
〇
組
前
後
の
山
を
越
え
て
海
に
到
り
、
東
は
東
舞
鶴
の
入
江
に

臨
み
、
西
爾
は
三
〇
六
蕉
余
の
五
暴
露
の
峯
が
連
っ
て
居
り
、
南
は

由
鳥
峠
に
よ
っ
て
外
部
と
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
現
在
西
舞
鶴
や
東
舞

鶴
か
ら
の
道
路
は
ト
ン
ネ
ル
を
通
っ
て
余
部
（
現
在
は
こ
う
書
か
れ
て

い
る
）
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
但
馬
美
方
郡
の
一
戸
は
、
倭
名
紗
の
美
含
郡
の
そ
れ
に
当
る
が
、

現
在
は
殊
に
地
理
学
者
の
間
に
有
名
な
処
だ
と
云
う
の
で
、
こ
れ
も

他
の
そ
れ
と
同
様
に
兵
庫
県
美
方
郡
香
住
地
区
の
五
万
分
ノ
一
図
に

よ
っ
て
み
・
る
と
、
余
部
村
余
部
（
他
の
そ
れ
も
同
様
で
あ
る
が
、
使
用
地

図
は
昨
今
の
刊
行
に
か
か
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
現
在
は
町
村
合
併
な
ど
で

町
村
名
に
は
若
干
の
変
更
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）
は
、
　
北
に
浜
と
い
う

入
江
、
西
に
長
さ
二
〇
〇
〇
m
も
越
え
よ
う
と
い
う
ト
ン
ネ
ル
を
持

つ
標
高
五
五
〇
・
七
m
の
山
塊
を
控
え
、
西
南
に
四
六
八
・
八
m
の

蓮
台
山
、
南
に
六
七
〇
・
九
瓢
の
久
斗
山
の
連
峯
が
横
た
わ
り
、
東

に
は
三
三
四
・
五
m
の
庵
月
山
が
さ
え
ぎ
り
立
っ
て
、
そ
の
南
側
の

鞍
部
を
船
越
峠
が
通
じ
、
庵
月
山
よ
り
は
更
に
谷
一
つ
を
越
え
て
二

八
四
・
一
難
の
尾
根
が
蓮
台
山
に
相
対
し
て
迫
っ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
谷
間
に
余
部
の
村
落
が
あ
り
、
　
「
よ
ろ
い
」
駅
を
出
て
西
行
す

る
山
陰
線
の
汽
箪
は
、
数
多
の
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
っ
て
、
や
が
て
有

名
な
大
陸
橋
が
そ
の
谷
の
上
を
東
か
ら
西
に
ま
た
が
っ
て
い
る
の
を

通
る
の
で
あ
る
。
正
に
今
に
生
き
て
い
る
「
山
谷
三
障
」
の
典
型
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
播
磨
揖
保
郡
の
余
戸
は
、
西
は
揖
保
川
を
越
え
て
山
地
に
対
し
、

東
に
小
山
で
は
あ
る
が
二
六
m
の
京
見
山
あ
9
、
南
は
今
の
余
子
浜

に
お
い
て
播
磨
灘
に
到
っ
て
い
る
海
浜
で
あ
る
。
伊
予
温
泉
郡
の
そ

れ
は
井
手
川
石
井
川
の
合
流
点
と
し
て
、
甲
斐
北
巨
麻
郡
の
は
御
勅

使
川
岸
に
位
置
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
限
界
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
相
模
愛

甲
郡
の
そ
れ
は
奥
深
く
入
り
込
ん
だ
山
村
で
あ
る
。

　
更
に
磐
戸
の
置
薬
と
竜
云
う
べ
き
東
北
地
方
に
眼
を
転
ず
れ
ば
、

磐
城
石
城
郡
の
そ
れ
は
鮫
川
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
そ
の
北
岸
に
位
置
し
、

同
国
双
葉
郡
の
は
海
浜
に
お
し
つ
け
ら
．
れ
て
い
る
，
陸
前
宮
城
郡
の

余
戸
は
多
賀
と
科
上
と
の
隅
の
狭
隣
の
地
で
あ
砂
、
現
在
「
余
臼
」
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の
鴉
を
存
し
て
豊
北
田
川
の
ほ
と
り
に
あ
．
る
。
高
く
は
な
い
が
東
と

北
西
と
を
丘
陵
に
さ
え
ぎ
ら
れ
、
平
地
の
一
部
分
が
仙
台
平
野
か
ら

山
地
の
中
に
突
出
し
た
形
の
地
形
に
な
る
。
同
圏
加
美
郡
の
そ
れ
は

大
崎
平
野
の
畷
野
の
中
に
、
正
に
地
遠
（
そ
し
て
多
分
人
望
）
の
位
遣

を
有
し
、
玉
造
郡
の
そ
れ
は
奥
羽
山
脈
の
漢
に
抱
か
れ
た
極
め
て
付

き
の
山
闘
で
あ
り
、
志
田
郡
の
も
の
は
魔
境
の
辺
地
に
あ
り
、
遠
田

郡
の
皇
基
は
江
合
川
に
眼
ら
れ
南
側
は
郡
境
を
も
つ
て
阻
ま
れ
て
い

る
。
桃
生
郡
の
そ
れ
も
海
岸
ま
で
迫
っ
て
い
る
山
脈
に
、
背
を
圧
せ

ら
れ
た
様
な
海
田
地
区
に
あ
り
、
牡
鹿
郡
の
は
山
多
き
半
島
部
の
中

に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
る
め

　
出
羽
の
方
に
亙
る
と
、
羽
前
東
田
川
郡
の
そ
れ
は
、
今
日
「
余
目
」

と
よ
ば
れ
て
現
在
も
最
上
川
に
北
と
東
と
を
限
ら
れ
、
西
は
赤
川
に

よ
っ
て
さ
え
ぎ
ら
れ
た
氾
濫
原
で
あ
っ
て
、
順
調
な
る
開
拓
の
行
わ

れ
た
処
で
は
な
い
。
羽
後
由
利
（
紗
の
飽
海
）
郡
の
そ
れ
は
東
北
第

一
の
高
山
鳥
海
の
山
懐
を
深
く
萢
り
登
っ
た
麓
で
あ
り
、
同
じ
く
雄

勝
郡
の
は
岩
崎
川
上
流
の
奥
羽
山
脈
西
麓
の
山
村
に
あ
た
る
。
ま
た

地
名
辞
書
な
ど
に
は
の
せ
て
い
な
い
が
、
同
じ
く
羽
後
平
鹿
郡
で
は

　
　
　
あ
ま
の
め

今
は
「
余
目
し
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
雄
物
川
の
氾
濫
原
に
あ
り
、
現

在
は
支
流
の
旭
川
と
大
戸
川
と
に
挾
ま
れ
て
、
そ
の
落
合
い
に
近
い

処
に
あ
る
。
あ
た
か
も
最
上
川
流
域
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　
　
　
④

　
最
後
に
出
雲
風
土
記
に
見
え
る
余
事
の
地
理
的
位
置
を
み
よ
う
。

音
欝
干
郡
の
そ
れ
は
筑
陽
川
の
流
域
に
あ
っ
て
、
恐
ら
く
川
原
を
中
心

と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
神
門
郡
の
そ
れ
は
石
見
の
国
境
に
表
し
て
、

西
に
一
一
七
二
m
の
三
瓶
山
そ
び
え
る
須
佐
川
の
峡
谷
で
あ
る
。
島

根
郡
の
そ
れ
は
半
島
の
山
蔭
に
南
を
抑
圧
さ
れ
、
海
に
北
を
限
ら
れ

て
い
る
。
楯
縫
郡
の
鼠
戸
は
荒
海
に
突
出
し
た
岬
の
形
で
存
在
す
る

の
で
あ
る
。

　
以
上
見
た
通
り
、
何
れ
の
羅
拝
も
、
文
字
通
り
「
山
谷
篠
崎
、
地

遠
」
の
処
か
、
或
い
は
郡
界
に
よ
っ
て
人
為
的
に
、
或
い
は
海
岸
や

河
川
に
よ
っ
て
自
然
的
に
、
境
を
隈
ら
れ
る
処
に
存
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
お
の
ず
か
ら
そ
の
多
く
は
「
人
事
」
で
も
あ
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
近
く
村
山
氏
が
「
出
雲
国
の
余
戸
は
、
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
し
て
海
岸
・
河
岸
・
地
界
・
山
聞
僻
地
に
設
置
さ
れ
た
」
と
し
、

更
に
河
内
圏
錦
部
郡
（
以
下
圏
郡
字
略
）
・
但
馬
城
崎
・
播
磨
揖
保
・

同
遺
勲
・
伊
豫
伊
予
・
信
濃
小
県
・
陸
奥
宮
城
・
同
信
夫
の
八
余
戸

に
つ
い
て
注
目
し
、
　
「
僅
か
八
例
に
し
か
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
偶

然
に
残
っ
た
余
戸
の
地
の
大
部
分
が
、
前
に
み
た
出
雲
圏
の
余
隠
里
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と
河
様
に
、
矢
張
り
郡
界
・
海
岸
・
河
岸
・
山
聞
僻
地
で
あ
．
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
実
に
興
味
あ
．
る
事
実
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
と
も
全
く
一
致

す
る
こ
と
で
あ
る
。

①
『
岩
手
史
学
僻
究
漉
一
三
号
。

②
　
同
右
一
五
号
。

③
　
出
雲
風
土
記
地
図
（
『
出
雲
風
土
証
の
羅
究
団
所
収
）
に
よ
る
。

④
⑤
　
千
引
「
餓
戸
に
つ
い
て
」
聯
西
九
頁
。

六
余
子
の
分
梅

　
余
戸
の
存
在
を
全
国
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
先
に
も
ふ
れ
た

如
く
、
鐙
図
説
糊
下
盛
時
の
余
戸
の
知
得
に
は
、
史
料
的
に
極
め
て
限

界
が
あ
り
、
今
の
処
や
や
時
代
の
降
る
倭
名
妙
以
外
に
は
、
適
当
な

る
史
料
が
な
い
。
今
そ
れ
に
よ
っ
て
、
全
園
の
余
戸
越
分
布
を
表
示

し
て
み
る
と
、
別
表
の
如
く
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
の
本
に
よ
る
限
り
、
倭
名
紗
で
は
九
六
郷
は
確
実
に
余
戸
郷
と

呼
ば
れ
て
居
り
、
　
「
全
戸
」
と
あ
る
の
を
余
事
の
誤
筆
・
誤
写
か
と

見
れ
ば
一
〇
〇
の
余
戸
郷
が
あ
る
こ
と
に
な
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
数
は
板
橋
氏
に
よ
る
と
全
隊
数
の
一
一
・
七
％
に
す
ぎ
な
い

（
こ
れ
は
一
〇
〇
郷
と
し
て
数
え
た
場
合
で
あ
る
が
、
概
数
と
し
て
余
胤
の
少

さ
を
示
す
に
は
、
多
少
の
出
入
は
大
し
た
問
題
で
は
な
い
の
で
こ
の
ま
ま
引
用

す
る
）
の
で
あ
っ
て
、
氏
は
通
説
の
如
r
き
も
の
が
余
戸
で
は
、
そ
の

パ
ー
セ
ソ
テ
…
ジ
が
あ
ま
り
に
低
す
ぎ
る
と
論
ぜ
ら
れ
た
。
藩
主
そ

の
指
摘
は
妥
当
だ
と
支
持
し
て
概
い
た
が
、
第
一
の
項
註
②
の
村
山

氏
の
「
郡
単
位
最
後
の
割
余
り
説
」
も
、
や
は
り
門
そ
の
数
は
決
し

　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
多
い
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
発
疑
竜
一
つ
の
う

ら
づ
け
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
よ
う
に
察
せ
ら
れ
る
。

　
こ
の
倭
名
妙
の
数
字
は
、
正
確
な
意
味
で
は
所
詮
律
令
盛
時
の
余

戸
の
数
を
観
て
取
る
極
め
手
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
倭
名
妙
の
余
戸
と
い
う
の
が
地
名
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
法

規
の
定
め
た
ま
ま
の
余
戸
だ
つ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
の
地
名
化

し
た
余
戸
の
痕
跡
さ
え
も
、
す
べ
て
掘
臥
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と

は
、
前
に
も
触
れ
た
出
雲
諸
郡
の
揚
含
な
ど
で
わ
か
っ
て
い
る
通
9

に
、
郷
に
昇
格
の
際
に
は
名
称
の
変
る
（
余
戸
と
い
う
名
で
な
く
な
る
）

形
式
の
あ
る
の
も
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
前
に
も
引
い

た
よ
う
に
、
吉
田
博
士
の
説
か
れ
る
如
く
、
倭
名
紗
が
海
部
●
漢
部

な
ど
ま
で
混
同
し
て
余
丁
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
正
確
性
は
一

層
乏
し
い
も
○
と
な
る
わ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
倭
名
紗
を
拠
り
処
と
し
た
だ
け
で
は
、
そ
の
様
な
わ
け
故
、
と
て

も
余
戸
の
行
わ
れ
て
い
た
時
に
つ
い
て
も
、
陸
奥
・
繊
羽
に
多
か
っ
た
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錦
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若
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渋
川

和
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摂
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住
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東
生

　
羅
成

　
豊
島
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辺
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伊
勢

　
壱
志

志
摩
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戸
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全
戸
）

全
戸
）

　
11　1　1　1

と
か
、
九
州
に
は
絶
え
て

無
か
っ
た
と
か
と
い
う
こ

と
を
決
定
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
形
式
論
的

に
雷
え
ば
、
奥
羽
に
他
の

国
々
よ
り
も
余
戸
が
多
か

っ
た
と
い
う
こ
Σ
を
、
蓋

然
的
に
決
定
す
る
こ
と
さ

え
も
困
難
な
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
佐
藤
氏
が
史
料
の

採
択
な
ど
に
極
め
て
精
繍

な
論
を
す
す
め
て
、
倭
名

紗
に
関
し
」
そ
の
「
底
本

が
民
部
雀
所
管
の
資
料
に

も
と
ず
い
た
で
あ
ろ
う
…

…
郷
数
は
政
府
の
施
政
資

料
と
し
て
重
要
で
あ
り
、

　
　
　
　
④

常
に
正
確
㎏
で
あ
っ
た
と

見
、
奈
良
時
代
の
全
擁
的
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（新野）戸余

分
布
か
ら
東
国
と
近
畿
周
辺
の
二
大
ブ
ロ
ッ
ク
に
収
縮
し
た
と
考
え

ら
れ
た
の
に
対
し
て
も
、
無
条
件
に
は
賛
成
し
難
い
。
如
何
な
る
資

料
（
即
ち
氏
の
云
・
）
底
本
）
も
全
時
代
の
全
余
戸
を
系
統
づ
け
て
伝
え

る
と
は
思
わ
れ
な
い
し
、
ま
た
演
じ
近
畿
周
辺
で
も
倭
名
紗
に
面
戸

の
伝
え
ら
れ
る
国
と
全
く
残
ら
な
い
国
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
両
者
の

問
に
、
氏
の
指
摘
さ
れ
る
人
口
増
加
・
律
令
制
励
行
・
村
落
構
成
な

ど
の
点
で
、
必
ず
し
も
明
瞭
な
る
差
を
見
出
し
得
る
訳
で
も
な
い
よ

う
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
陸
奥
・
出
羽
な
ど
に
於
い
て
は
、
余
戸
が
名
が
変
ら
ず

地
名
化
し
て
残
存
す
る
率
が
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
丈
は
確
実
に
云

え
る
し
、
更
に
一
歩
を
進
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
は
大
勢

と
し
て
断
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
先
ず
奥
羽
の
両
国
で
は
倭
名
妙
に
お
い
て
、
陸
奥
で
は
全
適
中
の

1
8
」
3
5
、
出
羽
で
は
同
じ
く
6
…
1
1
即
ち
⊥
2
強
と
い
う
具
合
に
郷
名

と
し
て
残
っ
て
い
る
。
陸
奥
の
遠
田
郡
で
は
二
郷
し
か
無
い
の
に
そ

の
一
つ
が
斜
面
郷
で
あ
り
、
牡
鹿
郡
・
賀
美
郡
・
志
太
郡
な
ど
で
は
、

各
郡
共
二
郷
数
三
の
う
ち
一
つ
が
余
三
郷
で
あ
る
。
さ
れ
ば
如
粥
に

郷
数
の
少
い
処
で
も
余
戸
は
存
在
し
得
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た

面
戸
存
在
の
盛
時
に
は
、
そ
の
数
が
倭
名
紗
時
代
よ
り
多
く
は
あ
っ

て
も
少
く
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
当
初
か
ら
東
北
地
方
に
余

戸
の
多
か
っ
た
の
は
事
実
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
九
州
地
方
に
は
、
附
表
の
通
り
に
倭
名
紗
で
絶
無

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
余
戸
制
が
盛
行
し
て
い
た
筈
の
時
代
の
豊

後
・
肥
前
の
両
風
土
記
な
ど
に
も
、
郷
里
数
は
明
記
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
面
戸
な
る
も
の
の
記
載
は
無
い
の
で
あ
る
。
西
海

道
に
お
い
て
は
竜
と
か
ら
漁
戸
が
無
か
っ
た
か
、
あ
っ
た
に
し
て
も

非
常
に
少
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
実
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

上
、
こ
の
西
海
は
東
北
の
地
方
と
共
に
、
他
の
地
方
よ
り
遅
れ
て
大

和
国
家
の
政
治
下
に
入
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
蕩
九
州
の
開
拓
な
ど

は
、
東
北
南
部
地
方
よ
り
竜
遅
れ
て
居
り
こ
そ
は
す
れ
、
早
い
時
期

か
ら
行
わ
れ
た
り
、
進
ん
で
い
た
り
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
倭
名
紗
の
記
載
に
潔
っ
て
み
・
る
と
、
各
郡
内
の
濡
幕
の
、
一
二
郷
以

下
の
少
い
も
の
が
、
両
地
方
で
、
た
と
え
ば
薩
摩
で
は
一
三
郡
の
う

ち
一
〇
郡
あ
り
、
、
そ
の
一
〇
郡
の
中
で
も
三
郷
の
も
の
三
、
二
郷
の

も
の
四
、
一
郷
一
郡
と
い
う
も
の
さ
え
が
三
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ

り
、
睦
奥
で
は
一
郡
三
郷
以
下
の
も
の
が
一
〇
郡
、
そ
の
う
ち
一
二
郷

の
も
の
六
、
二
郷
の
も
の
四
と
い
う
が
如
き
有
様
で
あ
る
の
と
よ
く

似
て
い
る
．
即
ち
薩
摩
で
は
陸
奥
よ
り
以
下
の
隣
郷
充
実
状
況
で
あ
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つ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
良
く
似
通
っ
た
両
地
方
で
内
陵
奥
で
は
余
戸

の
名
が
倭
名
紗
ま
で
よ
く
残
っ
た
の
に
、
薩
摩
で
は
全
く
無
く
、
そ

れ
も
竜
と
あ
っ
た
の
が
皆
名
が
変
っ
た
の
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い

の
で
あ
る
。
ど
う
み
て
も
こ
れ
は
、
風
土
記
記
事
の
残
っ
て
い
る
他

の
西
海
諸
国
と
厚
様
に
、
初
め
か
ら
な
か
っ
た
も
の
ら
し
い
。
こ
の

事
は
す
な
わ
ち
、
開
拓
状
況
や
望
郷
の
設
置
の
し
方
の
似
て
い
る
地

域
間
に
あ
っ
て
も
、
余
戸
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
初
め
か
ら
必
ず
し

も
同
じ
状
態
で
は
無
か
っ
た
こ
と
を
添
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同

じ
様
な
条
件
の
国
事
の
間
で
も
、
そ
の
当
局
者
に
よ
っ
て
余
事
の
建

否
が
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
だ
が
こ
の
よ
う
な
論
は
、
全
日
本
的
に
押
し
拡
げ
て
は
適
網
す
る

わ
け
に
は
行
か
な
い
。
之
い
う
の
は
、
同
じ
様
な
地
理
的
地
帯
で
あ

る
山
陰
の
瞬
々
に
つ
い
て
、
倭
名
紗
で
み
る
と
、
丹
後
は
五
野
中
余

戸
は
加
佐
郡
に
一
所
、
但
馬
は
八
郡
中
余
戸
は
城
崎
・
美
含
の
両
郡

に
各
州
郷
、
黒
八
鞭
は
七
郡
に
A
座
戸
鉦
｛
く
、
伯
誓
は
山
荒
郡
で
、
山
閣
愛
賦
は

一
〇
郡
で
、
聡
見
は
腸
菌
で
三
国
共
に
二
戸
は
全
く
無
い
と
い
う
あ

り
さ
ま
で
、
　
一
見
し
た
処
で
は
、
丹
後
と
但
馬
と
は
そ
の
東
部
の
丹

波
や
北
陸
の
若
狭
・
越
前
な
ど
と
同
様
余
戸
が
あ
る
が
、
同
じ
山
陰

諸
国
で
も
因
幡
以
茜
は
瀬
戸
は
無
く
、
こ
の
事
態
も
陸
奥
と
薩
摩
と

の
間
に
あ
る
如
き
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
私
共
は

因
幡
か
ら
石
見
ま
で
の
中
に
あ
る
伯
善
と
出
雲
と
に
、
風
土
記
で
は

垣
戸
の
あ
っ
た
こ
と
を
既
に
知
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
讃
岐
国

山
田
郡
で
は
元
慶
ま
で
あ
っ
た
余
戸
が
、
倭
名
紗
に
は
通
常
郷
に
な

っ
て
い
て
余
戸
の
名
を
止
め
な
い
こ
と
竜
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
重
ね
て
い
う
が
妙
に
お
け
る
駅
戸
の
伝
来
度
は
必
ず
し
も
余
り

高
く
な
く
、
因
幡
・
石
見
両
国
に
も
、
も
と
は
あ
っ
た
余
罪
が
後
に

正
式
の
郷
（
古
け
れ
ば
里
）
と
な
る
際
に
、
出
雲
な
ど
の
例
の
如
く
名

が
改
ま
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
、
　
一
応
の
考
慮
を
は
ら
う
こ
と

が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
如
上
、
史
料
上
の
余
戸
分
布
か
ら
我
々
の
理
知
し
得
た
こ
と
は
、

初
め
余
輩
が
あ
っ
て
も
後
そ
の
名
が
改
め
ら
れ
て
伝
わ
ら
な
い
国
も

あ
っ
た
が
、
初
め
か
ら
三
戸
の
多
い
国
と
少
い
（
或
い
は
全
く
無
い
）

国
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
余
戸
の
存
否
の
こ
の

よ
う
に
不
整
で
あ
る
事
実
は
、
一
に
私
が
駆
上
成
立
の
法
的
根
拠
と

認
め
た
と
こ
ろ
の
、
彼
の
「
随
便
型
置
」
な
る
語
が
、
極
め
て
解
釈

上
に
度
合
差
の
生
ず
べ
き
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
「
随
便
量
麿
」
　
の
理
由
に
な
る
の
は
「
山
谷
阻
険
、
地
遠
人

稀
」
と
い
う
条
件
で
あ
る
が
、
集
解
の
「
露
胎
漏
に
よ
れ
ば
、
こ
の

58　（730＞



備野）戸余

際
「
随
便
量
麟
直
偏
　
の
墨
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
地
勢
条
件
は
、
　
「
臨
時

処
分
」
で
あ
っ
て
臨
機
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
古
記
に
よ
っ
て
保
長
催
則
す
る
廿
四
戸
以
下
の
「
潅
里

戸
集
団
」
を
設
定
す
る
に
つ
い
て
も
、
こ
の
地
勢
条
件
は
、
同
じ
く

臨
機
に
定
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
勿
論
古
記
な
ど
で
は
、

地
遠
と
い
う
の
は
具
体
的
に
言
う
と
コ
臼
程
以
上
篇
．
で
あ
る
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
地
遠
に
つ
い
て
は
、
実
際
上
明
示
さ

れ
て
い
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
尚
「
阻
険
」
と
「
地
遠
」
と
い
う
二

者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
条
件
で
あ
る
と
見
る
の
が
、
集
解
諸
説

の
共
通
し
た
解
釈
で
あ
る
か
ら
、
古
記
の
立
場
に
お
い
て
も
、
　
「
阻

険
」
の
方
に
つ
い
て
は
、
全
く
判
定
者
の
裁
量
に
ま
か
せ
ら
れ
て
決

定
さ
れ
た
筈
で
あ
る
。
悟
る
国
司
（
あ
る
い
は
郡
司
か
と
も
思
わ
れ
、
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

山
氏
な
ど
は
明
確
に
「
麟
郡
司
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
」
と
、
　
国
司
・

郡
司
共
決
と
見
ら
れ
る
知
く
で
あ
る
が
、
　
濁
に
よ
っ
て
笹
戸
の
多
い
の
や
無

い
の
や
が
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
　
む
し
ろ
国
司
の
意
に
よ
る
も
の
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
　
そ
し
て
九
州
で
は
火
宰
府
の
統
一
見
解
に
基
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
）
は
阻
険
と
す
る
こ
と
も
、
量
る
国
司
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
無
い

と
考
え
る
こ
と
は
、
普
通
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
随
痩
転
置

の
法
か
ら
こ
う
し
た
差
が
生
れ
て
来
る
こ
と
は
正
に
当
然
で
あ
っ
た
。

⑤④③②の
正
宗
纂
訂
本
。

前
引
巴
、
岩
手
史
学
研
究
篇
コ
ニ
号
論
文
。

前
引
『
史
学
』
三
十
一
巻
一
～
閥
号
論
文
三
四
三
頁
。

前
引
『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
論
文
㈲
。

同
③
、
三
六
一
頁
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
余
韻
が
令
条
の
里
で
も
、
郷
里
制
の
里
で
も
な
く
、
通
説
の
如
く
、

戸
令
為
璽
三
儀
一
句
の
義
解
か
ら
は
、
生
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ
の
依
っ
て
生
ず
る
法
的
根

拠
を
、
為
里
謡
結
句
の
集
解
古
記
の
解
義
の
中
に
求
め
よ
う
と
す
る

私
見
を
述
べ
、
実
地
の
余
戸
の
地
理
的
条
件
に
よ
っ
て
も
そ
の
妥
当

性
の
．
認
め
得
る
こ
と
を
確
め
た
の
で
あ
る
り
、
と
同
時
に
余
戸
が
正

式
の
里
（
霊
亀
以
後
の
後
）
と
な
る
際
の
名
称
に
二
様
式
が
あ
る
こ
と

や
、
倭
名
紗
の
余
戸
郷
記
事
が
必
ず
し
竜
律
令
盛
時
の
余
戸
の
遺
数

を
忠
実
に
伝
え
な
い
こ
と
な
ど
も
、
関
連
し
て
明
ら
か
に
し
得
た
の

で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
小
稿
だ
け
で
は
充
分
に
意
を
尽
さ
ぬ
点
も
あ
り
、
ま

た
な
お
解
明
の
充
分
に
行
届
か
な
い
点
も
残
さ
れ
た
。
そ
れ
等
の
こ

と
は
考
讐
続
け
た
い
と
考
え
る
。
（
歌
　
鹸
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Nature　of　Geography

by

Zenz6　Miyagawa

　　Hartshorne’s　theory，　which　regards　geography　as　a　regional　and　syn－

t｝ietic　science，　is　sure　to　be　in　the　rnain　current　of　the　modern　geography，

but　it　cannot　be　in　the　main　current　of　the　modern　geography，　but　it

cannot　be　said　to　grasp　the　full　nac　ture　of　geographY，　with　its　one－sided

emphasis　of　researching　method．

　　As　compared　with　this，　that　we　define　the　researching　object　of　geog－

raphy　as　land，　a　phc　ce　of　human　life，　enftc　bles　us　to　offer　geography　as

ac　land　and　place　science　from　its　objective　emphasis．

　　Then，　in　modern　geography，　thinl〈ing　the　method　and　object　together

in　geography，　we　are　due　to　say　that　its　nature　consists　of　a　regional

science　in　land　and　a　synthetic　science　in　place．　The　core　of　geography

that　has　the　above－mentioned　nature　is　now　in　course　of　construction，

with　a　great　change　in　its　modern　system．

On　14．maribe　余戸

　　　　　　by

Naoyoshi　Nino

　　In　spite　of　some　contrary　opinions，　there　is　a　generally　ac　ccepted　opinion

that　Amαribe引戸means　Ri墨of　tell　families，　accord董ng　to　the．劾η6ゴ7・門

戸令為里条．　le2L7nofudoki出雲風土記or　other　sources，　however，　delloted

that　Amaribe余響wE　S　neitherσ6郷1～ゴ里of　Rツ6ブ6外界nor　J〈ozato里，

but　a　village　without　usua1σ6厚郷里．

　　Researching　villages　of　this　chac　racter，　we　understand　that　Amaribe余戸

means‘ mi4πRゴん。－Shdedan，準里戸集団　or　a　group　of　semi－R6ん。里戸，　accor－

ding　to　the　explft．　nation　of　Shi28’ekoんi集解古記on　Kory6i？一ifo“戸令為里条．

Also　in　the　geographical　condition　Amaribe　’situated　only　in　sheer　vi．11eys，

or　in　i”emote　reglons　probably　untrodden　by　men．

（　835　）


