
紹
　
介

水
口
辰
次
郎
著

　
　
丹
波
山
圏
旧
史

　
山
國
と
い
う
名
を
冠
し
た
地
名
は
、
丹
波
の
山

圏
村
（
現
京
都
府
北
桑
田
郡
京
北
町
の
一
部
）
だ

け
ら
し
い
。
山
国
村
と
い
え
ば
、
古
く
か
ら
の
禁

裏
御
料
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
京
都
へ
の
材
木

の
供
給
地
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
明
治

維
新
あ
と
き
の
由
国
隊
の
活
躍
が
有
名
で
あ
ろ
う
。

明
治
維
新
の
性
格
を
知
る
た
め
に
は
、
薩
長
両
藩

な
ど
の
い
わ
ゆ
る
討
幕
諸
藩
の
活
躍
を
あ
き
ら
か

に
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
由
国
隊
の
よ

う
な
文
字
通
り
の
〃
草
葬
”
の
兵
士
た
ち
の
活
躍

の
意
味
も
大
変
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
政
治
の

世
界
に
ま
っ
た
く
関
係
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
階
層

の
人
た
ち
が
、
精
一
杯
に
活
躍
し
た
の
が
維
新
の

変
革
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
山
國
隊
の
働
き
は

そ
の
縮
図
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
そ
う
し
た
山
国
隊
の
歴
史
を
精
細
に

叙
述
し
て
い
る
。
従
来
こ
の
山
国
隊
に
つ
い
て
知

ろ
う
と
す
れ
ば
、
明
治
三
十
九
年
に
出
版
さ
れ
た

永
井
幽
門
『
丹
波
山
国
隊
誌
』
（
本
書
に
付
録
と

し
て
蚊
載
）
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た

が
、
本
書
は
、
地
元
出
身
の
著
者
（
東
京
高
師
の

卒
業
で
、
刊
行
の
遣
前
に
八
十
二
歳
で
永
眠
さ
れ

た
由
）
が
、
地
元
に
残
さ
れ
た
史
料
　
（
隊
員
盟

書
・
山
国
隊
日
記
・
征
東
日
誌
な
ど
）
を
駆
使
さ

れ
て
著
述
さ
れ
た
も
の
だ
。
だ
が
本
書
は
、
地
方

史
関
係
の
書
物
に
あ
り
が
ち
な
地
元
の
史
料
だ
け

で
叙
述
す
る
の
で
な
く
、
維
新
史
の
基
本
文
献
に

も
よ
く
精
通
さ
れ
て
、
全
体
の
維
新
史
の
な
か
に

山
国
隊
の
活
躍
を
位
置
づ
け
よ
う
と
努
力
さ
れ
て

い
る
点
は
特
筆
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
も
う
一
つ
の
特
筆
さ
れ
る
点
は
、
空
間

的
な
ひ
ろ
が
り
だ
け
で
な
く
時
間
的
な
ひ
ろ
が
り

の
な
か
で
山
国
隊
史
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
古
代
以
来
の
山
国
村
の
歴
史
を
、
　
「
第
一
編

山
国
隊
前
史
」
と
し
て
「
第
二
編
山
国
滝
本
史
」

の
前
に
お
い
て
い
る
。
山
國
隊
が
活
躍
す
る
歴
史

的
な
背
景
を
あ
き
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
お
ら
れ

る
の
だ
。
そ
れ
に
「
第
三
編
山
国
隊
野
史
」
ま
で

用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
一

つ
。
由
国
隊
の
行
動
費
は
全
て
自
前
で
あ
っ
た
が
、

同
隊
は
便
宜
上
鳥
取
藩
に
付
属
し
た
の
で
、
そ
の

費
用
の
た
め
の
借
財
四
千
二
百
五
十
両
の
大
半
を

同
藩
か
ら
借
用
し
て
い
た
。

　
だ
が
読
ん
で
い
て
不
満
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

一
つ
は
、
一
般
史
の
叙
述
が
い
さ
さ
か
繁
に
わ
た

り
す
ぎ
て
い
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
隊
員
鰯
々
人
の
働
き
や
そ
の
村
で
の

状
態
な
ど
を
も
う
少
し
具
体
的
に
書
い
て
ほ
し
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
詳
細
な
年
表
ま
で
付
せ
ら
れ
た
本
書

は
、
こ
れ
か
ら
山
国
隊
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
れ

ば
、
ま
ず
第
一
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
物

に
な
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

　
　
（
A
5
版
　
本
文
九
四
〇
頁
　
付
録
行
動
年
蓑
史
料

　
等
一
五
〇
頁
　
昭
和
四
十
一
年
四
月
　
京
都
府
北
桑

　
田
郡
京
北
町
出
国
重
岡
神
社
刊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
池
田
敬
正
）

狭
山
町
史
　
第
二
巻
　
史
料
編

　
河
内
狭
由
は
狭
山
池
の
名
と
と
も
に
歴
史
家
に

と
っ
て
印
象
深
い
地
名
で
あ
る
。
狭
山
池
は
早
く

崇
神
六
二
年
紀
、
難
無
煙
に
み
え
る
伝
承
の
池
で

あ
る
。
元
禄
に
は
水
下
七
五
力
村
四
万
七
千
石
の

地
を
灌
概
し
て
い
て
、
河
内
の
農
村
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
秀
吉
の
小
田

原
攻
め
に
よ
っ
て
滅
び
た
関
東
の
雄
北
条
氏
が
、

こ
こ
で
万
石
余
を
許
さ
れ
、
名
家
の
余
流
を
た
も

っ
て
い
た
。
そ
の
近
世
に
お
け
る
歴
史
は
、
畿
内

小
藩
の
典
型
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
苦
闘
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介紹

の
末
は
、
維
新
に
際
し
て
、
明
治
政
府
の
廃
藩
を

ま
た
ず
に
藩
を
や
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
狭
山
に
お
い
て
町
史
編
纂
が
お
こ
な
わ
れ

る
こ
と
を
聞
い
て
か
ら
、
か
な
り
久
し
い
年
月
が

た
っ
て
お
り
、
私
共
は
そ
の
上
梓
の
日
を
鶴
首
し

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
昨
年
、
ま
ず
第
二
巻
史
料

編
を
刊
行
さ
れ
た
。
末
永
雅
雄
、
井
上
薫
、
肉
薄

之
夫
、
福
島
雅
蔵
の
諸
氏
が
編
纂
に
あ
た
ら
れ
た

に
ふ
さ
わ
し
い
す
ぐ
れ
た
史
料
集
が
世
に
送
り
だ

さ
れ
た
こ
と
を
奮
び
、
若
干
、
内
容
を
紹
介
し
た

い
と
考
え
る
。

　
本
文
の
史
料
は
二
六
五
点
、
五
一
四
頁
、
古
代
、

中
世
、
近
世
、
近
代
の
三
部
に
わ
け
、
と
く
に
史

料
の
豊
憲
な
近
世
に
つ
い
て
は
、
総
記
、
土
地
、

貢
租
、
村
政
、
戸
ロ
、
水
利
、
土
木
、
産
業
、
狭

山
藩
、
狭
山
藩
領
、
寺
社
、
銘
記
の
一
二
項
に
わ

か
っ
て
、
主
要
な
史
料
を
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、

な
か
で
も
「
中
林
家
累
代
日
記
扁
　
（
総
認
）
は
、

文
明
二
年
～
明
治
十
年
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
天
正

十
一
年
よ
り
収
載
さ
れ
て
い
て
簡
単
な
記
述
で
あ

る
が
注
怨
す
べ
き
も
の
が
多
い
。
明
細
帳
は
六
力

村
の
そ
れ
が
収
め
ら
れ
、
内
容
は
詳
細
で
あ
る
。

「
村
政
」
で
は
、
摂
河
泉
地
方
に
多
発
し
た
村
役

人
不
帰
依
一
件
文
書
が
含
ま
れ
、
　
「
水
利
偏
　
「
土

木
扁
で
は
狭
山
池
関
係
の
注
目
す
べ
き
史
料
が
あ

り
、
産
業
に
は
菜
種
油
難
業
、
天
満
青
物
市
関
係

の
も
の
が
あ
る
。
ま
た
「
狭
山
藩
」
で
は
税
敏
法

と
あ
る
貢
租
収
納
に
関
す
る
詳
細
な
文
書
や
狭
山

藩
公
辺
諸
向
手
控
、
暇
狭
山
藩
記
事
書
類
な
ど
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
史
料
集
は
、
近
世
に
お
け
る

最
も
先
進
的
な
商
品
生
産
地
帯
の
情
況
を
知
る
上

で
の
重
要
な
参
考
文
献
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
－
ま

た
狭
肉
池
絹
水
の
慣
行
や
、
畿
内
小
藩
と
し
て
の

狭
山
藩
藩
政
を
研
究
す
る
の
に
、
す
ぐ
れ
た
手
が

か
り
を
与
え
る
も
の
と
考
え
る
。

　
な
お
、
本
書
に
は
、
本
文
に
つ
づ
い
て
一
〇
七

項
に
お
よ
ぶ
図
版
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
含
ま
れ
た
数
百
枚
の
写
真
は
、
い
ず
れ
も
鮮

明
な
も
の
で
あ
り
、
考
古
学
遺
物
、
古
文
書
、
民

俗
行
事
、
産
業
資
料
、
景
観
な
ど
、
多
種
多
方
面

に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
町
の
歴
史
を
よ
り
身

近
の
も
の
と
し
て
お
り
、
本
書
の
特
色
と
し
て
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
関
係
者
の
御
努
力
に
敬
意
を
適
し
、
狭
山
町
史

第
一
巻
本
文
編
の
刊
行
の
早
か
ら
ん
こ
と
を
期
待

し
つ
つ
簡
単
な
紹
介
の
筆
を
お
き
た
い
。

　
　
（
A
5
判
本
文
五
一
賜
葺
　
開
版
一
〇
七
　
昭
和
四

　
十
一
年
四
月
狭
山
町
刊
）
　
（
脇
田
　
　
修
）

箕
面
市
史
　
第
一
・
二
巻

　
北
摂
の
中
央
に
位
置
す
る
箕
面
市
は
旧
箕
颪

村
・
萱
野
村
・
豊
川
村
・
昏
々
呂
美
村
な
ど
を
母

体
と
し
て
成
立
七
、
市
域
に
は
｝
鵬
大
な
史
料
を
有

す
る
応
頂
山
勝
尾
寺
が
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
市
史

の
編
纂
が
早
く
か
ら
の
ぞ
ま
れ
て
い
た
。
昭
和
三

九
年
蒜
に
古
代
・
中
世
篇
と
し
て
第
一
巻
が
ま
と

ま
り
、
昨
年
近
世
篇
の
第
二
巻
が
出
さ
れ
た
。

　
第
一
巻
は
第
一
章
原
始
・
古
代
の
箕
癒
の
う
ち
、

主
と
し
て
考
古
学
的
面
を
藤
沢
一
夫
氏
、
文
献
学

的
面
を
末
中
哲
夫
氏
が
拙
当
し
、
第
一
一
章
中
盤
の

箕
颪
の
う
ち
勝
尾
寺
文
書
を
中
心
と
し
た
中
世
全

体
の
動
き
を
芦
田
芳
実
氏
、
文
化
財
の
面
を
佐
和

隆
研
・
藤
井
鷹
正
・
藤
沢
一
夫
諸
氏
が
分
担
し
て

い
る
。
原
始
・
古
代
の
遺
跡
・
遺
物
に
つ
い
て
は

箕
面
市
域
の
も
の
が
網
羅
し
て
あ
る
ほ
か
、
周
辺

の
そ
れ
に
つ
い
て
も
関
連
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
、
北
摂
全
体
の
様
子
を
知
る
上
で
便
な

ら
し
め
て
い
る
。
三
〇
〇
頁
に
の
ぼ
る
中
世
の
政

治
・
祉
会
・
経
済
史
は
、
ほ
と
ん
ど
勝
尾
寺
文
書

に
よ
っ
て
お
り
、
本
巻
の
中
心
都
分
と
い
っ
て
い

い
だ
ろ
う
。
岡
文
書
の
豊
密
な
こ
と
は
記
述
に
便

利
で
あ
る
反
面
、
と
も
す
れ
ば
史
料
的
に
か
た
よ
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