
渡
嶋
津
軽
津
司
の
歴
史
的
前
提

交
易
の
観
点
か
ら
み
る
古
代
北
方
史
の
一
考
察

小

林

武

平
成
三
十
年
十
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
五
十
一
巻
第
五
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
五
十
一
巻
第
五
号

平

成

三

十

年

十

月

十

日

渡
嶋
津
軽
津
司
の
歴
史
的
前
提

交
易
の
観
点
か
ら
み
る
古
代
北
方
史
の
一
考
察

小

林

武

□

要

旨

﹁
渡
嶋
﹂
の
初
出
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
四
年
︵
六
五
八
︶
四
月
条
か
ら
同
六
年
︵
六
六
〇
︶
三
月
条
の
三
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
と

さ
れ
る
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
記
事
中
で
あ
る
︒
従
来
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
記
事
は
︑
蝦
夷
居
住
地
域
へ
の
王
権
の
進
出
と
い
う
面
が
注
目
さ
れ
て
き
た
︒

本
稿
で
は
蝦
夷
か
ら
の
進
言
に
よ
っ
て
阿
倍
比
羅
夫
が
渡
嶋
進
出
を
決
定
し
た
と
い
う
史
料
か
ら
︑
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
を
越
国
と
渡
嶋
を
中
心

と
し
た
蝦
夷
と
の
交
易
の
起
点
と
み
な
し
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
持
統
天
皇
十
年
︵
六
九
六
︶
三
月
甲
寅
条
及
び
﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
四
年
︵
七
二
〇
︶

正
月
丙
子
条
か
ら
斉
明
天
皇
期
に
成
立
し
た
越
国
・
蝦
夷
・
粛
慎
に
よ
る
交
易
が
継
続
し
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
文
献
史
学
の
立
場
か
ら

検
証
す
る
︒

同
時
に
︑
私
見
と
し
て
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
︑
海
峡
で
隔
て
ら
れ
た
渡
嶋
と
津
軽
が
経
済
的
に
は
同
一
の
世
界
と
し
て
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
い
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

古
代
北
方
史

渡
嶋
津
軽
津
司

阿
倍
比
羅
夫

蝦
夷

交
易
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は

じ

め

に

津
軽
以
北
の
世
界
を
中
心
に
据
え
て
古
代
北
方
世
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
動
向
が
︑
過
去
二
十
年
間
で
の
北
方
史
及
び
古
代
蝦

夷
研
究
の
一
つ
の
方
向
性
で
あ
る
︒
主
に
考
古
学
が
中
心
と
な
り
︑
文
献
史
料
か
ら
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
世
界
が
解
明
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
︒

近
年
は
︑
文
献
史
学
と
考
古
学
の
両
分
野
が
成
果
を
ど
の
よ
う
に
共
通
産
物
と
し
て
︑
互
換
性
を
確
立
す
る
か
で
す
り
合
わ
せ
を
行
い
︑

模
索
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
︒
私
が
本
章
で
考
え
る
津
軽
・
北
海
道
︵
＝
渡
嶋
︶
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
同
一
の
世
界
と
し
て
み

な
す
と
い
う
統
合
論
は
︑
既
に
小
口
雅
史
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る⑴

︒
そ
の
後
︑
小
口
氏
本
人
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
﹁
学
会
の
共

通
認
識
と
は
な
ら
な
か
っ
た⑵

﹂︒
そ
れ
は
小
口
氏
の
統
合
論
は
概
念
と
し
て
示
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
︑
具
体
的
な
根
拠
の
提
示
は
さ
れ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
北
方
社
会
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
る
中
で
︑
氏
の
提
起
し
た
津
軽
と
渡
嶋
を
同
一
世
界
と
見
做
す
考
え

方
は
な
お
も
有
効
だ
と
私
は
考
え
る
︒
本
稿
で
は
北
方
史
を
研
究
し
て
き
た
多
く
の
先
学
の
研
究
に
与
り
な
が
ら
︑
従
来
は
津
の
管
理
者

と
の
み
捉
え
ら
れ
て
き
た
﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
四
年
正
月
丙
子
条
に
記
さ
れ
た
﹁
渡
嶋
津
軽
津
司
﹂
を
交
易
の
観
点
か
ら
検
討
し
︑
七
世

紀
か
ら
八
世
紀
に
お
け
る
北
方
交
易
の
考
察
と
津
軽
・
渡
嶋
同
一
論
の
検
討
を
行
う
︒

第
一
章

阿
倍
比
羅
夫
遠
征
記
事

﹁
渡
嶋
﹂
と
い
う
語
が
表
れ
る
史
料
は
限
ら
れ
て
お
り
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
四
年
四
月
条
の
阿
倍
比
羅
夫
が
有
間
浜
で
渡
嶋
蝦
夷

を
饗
応
し
た
と
い
う
記
事
が
初
出
で
あ
る
︒
そ
の
後
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
持
統
天
皇
十
年
︵
六
九
六
︶
三
月
甲
寅
条
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老

渡
嶋
津
軽
津
司
の
歴
史
的
前
提
︵
小
林
︶
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四
年
正
月
丙
子
条
に
見
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
に
関
連
性
は
な
い
︒

渡
嶋
が
王
権
の
北
進
政
策
と
関
連
付
け
ら
れ
る
以
上
︑
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
記
事
か
ら
考
え
始
め
た
い
︒
な
お
︑
本
稿
が
扱
う
時
代
に
は

国
号
・
君
主
号
は
成
立
し
て
い
な
い
が
︑﹁
天
皇
﹂・﹁
日
本
﹂
表
記
で
統
一
す
る
︒

阿
倍
比
羅
夫
遠
征
は
斉
明
天
皇
四
年
︵
六
五
八
︶
か
ら
斉
明
天
皇
六
年
︵
六
六
〇
︶
の
三
年
間
に
三
回
行
わ
れ
︑
津
軽
の
有
間
浜
に
て

在
地
蝦
夷
や
他
地
域
の
蝦
夷
集
団
を
大
饗
し
た
こ
と
や
︑
渡
島
蝦
夷
集
団
と
共
闘
し
て
粛
慎
と
呼
ば
れ
る
民
族
と
戦
闘
を
行
っ
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
お
り
︑
多
く
の
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
現
在
で
は
坂
本
太
郎
氏⑶

の
研
究
を
肯
定
的
に
継
承
し
た
熊
谷
公
男
氏⑷

の
ま
と
め

た
研
究
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
︒

第
一
節

渡
嶋
＝
北
海
道
説
に
つ
い
て

渡
嶋
が
北
海
道
を
指
す
か
否
か
に
つ
い
て
︑
議
論
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
︒
未
だ
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
が
︑
渡
嶋
を
北
海
道
と
す
る

意
見
が
文
献
・
考
古
両
分
野
で
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
︒
渡
嶋
の
示
す
場
所
を
巡
っ
て
は
長
く
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
お
り
︑
小
口
氏

が
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︵
前
掲
︶︒
小
口
氏
の
研
究
を
参
考
に
渡
嶋
問
題
論
争
史
を
ま
と
め
る
と
︑
渡
嶋
を
北
海
道
と
見
做
す
説

は
新
井
白
石⑸

が
﹃
蝦
夷
︵
エ
ゾ
︶
志
﹄
に
て
︑
渡
嶋
を
北
海
道
と
解
釈
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
︒

夷
多
二

種
落
一︒
曰
二

渡
嶋
蝦
夷
一︒
其
在
二

東
北
海
中
一

者
︒
曰
二

北
蝦
夷
一︒
曰
二

東
蝦
夷
一︒
其
徙
居
レ

于
二

内
地
一

者
︒
北
謂
二

越
国
一︒
東

謂
二

陸
奥
国
一︒

新
井
白
石
に
始
ま
る
初
期
の
渡
嶋
＝
北
海
道
説
は
﹁
津
軽
か
ら
海
を
渡
ら
な
け
れ
ば
辿
り
着
け
な
い
場
所
と
い
う
こ
と
で
︑
単
純
に
渡
嶋

を
北
海
道
と
解
す
る
も
の
で
︑︵
中
略
︶
自
明
な
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
続
け
た
﹂︵
小
口
氏
前
掲
︶
の
で
あ
っ
て
︑
事
実
確
認
が
為
さ
れ

た
う
え
で
の
説
で
は
な
い
︒

―26―



そ
の
後
︑
渡
嶋
＝
北
海
道
説
に
対
し
て
津
田
左
右
吉
氏
が
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
史
料
批
判
か
ら
︑
㈠
渡
嶋
は
特
定
の
地
域
を
示
す
呼
称

で
は
な
く
︑
本
州
北
部
の
総
称
で
あ
る
︒
㈡
渡
嶋
の
範
囲
は
時
代
に
よ
り
北
進
す
る
︒
㈢
﹁
シ
マ
﹂
と
い
う
語
が
必
ず
し
も
海
水
に
囲
ま

れ
て
い
る
土
地
を
示
す
と
は
限
ら
な
い
︒
本
州
北
部
総
称
説
を
﹃
粛
慎
考
﹄
に
て
提
唱
す
る⑹

︒

津
田
説
は
一
時
通
説
と
な
っ
た
も
の
の
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
四
年
正
月
丙
子
条
や
︑﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
元
慶
三
年
︵
八
七
九
︶
正
月

十
一
日
条
﹁
又
渡
嶋
夷
首
百
三
人
︒︵
中
略
︶
与
二

津
軽
俘
囚
一

不
レ

連
レ

賊
者
百
余
人
︒﹂
か
ら
︑
津
軽
と
渡
嶋
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
表

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
︑
津
田
氏
の
総
称
説
は
成
立
が
不
可
能
と
の
批
判
が
児
玉
作
左
衛
門
氏⑺

か
ら
な
さ
れ
︑
㈢
以
外
の
津
田

説
は
崩
壊
し
た
︒

そ
の
後
は
渡
嶋
が
北
海
道
を
示
す
と
い
う
説
が
定
着
し
︑
渡
嶋
は
北
海
道
を
指
す
こ
と
が
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
︒
小
野
裕
子
氏⑻

が

示
す
本
州
と
北
海
道
間
で
の
土
器
の
交
流
や
︑
北
海
道
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣
等
の
遺
物
か
ら
渡
嶋
＝
北
海
道
説
を
補
強
す
る
論
が
蓑
島
栄

紀
氏⑼

や
樋
口
知
志
氏⑽

か
ら
出
さ
れ
た
が
︑
渡
嶋
＝
北
海
道
説
は
基
本
的
に
﹃
蝦
夷
志
﹄
で
の
新
井
白
石
の
先
入
観
を
根
拠
に
成
立
し
て
お

り
︑
小
口
氏
︵
前
掲
︶
が
述
べ
る
よ
う
に
﹁
渡
嶋
を
北
海
道
で
あ
る
と
断
定
し
た
う
え
で
の
立
論
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
渡
嶋
を
北
海
道

と
見
做
す
こ
と
に
絶
対
的
な
根
拠
は
存
在
し
な
い
︒
た
だ
︑
渡
嶋
を
北
海
道
と
見
做
さ
な
い
説
も
津
田
説
に
依
拠
し
た
延
長
線
上
に
あ
る

の
み
で
︑
両
説
共
に
決
定
要
因
を
欠
く
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒

私
も
渡
嶋
＝
北
海
道
説
の
問
題
点
を
認
識
し
た
う
え
で
︑
阿
倍
比
羅
夫
が
羆
と
羆
皮
を
献
上
し
た
と
す
る
﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
四

年
是
歳
条
よ
り
︑

越
国
守
阿
部
引
田
臣
比
羅
夫
︑
討
二

粛
慎
一︑
献
二

生
羆
二
・
羆
皮
七
十
枚
一︒

ヒ
グ
マ
は
北
海
道
に
の
み
生
息
す
る
こ
と
は
現
在
も
古
代
も
不
変
の
事
実
で
あ
り
︑
渡
嶋
と
は
北
海
道
を
示
す
と
い
う
現
在
の
定
説
に
従

う
︒
こ
の
ヒ
グ
マ
は
共
闘
し
た
渡
嶋
蝦
夷
か
ら
の
贈
答
品
も
し
く
は
服
属
し
た
粛
慎
か
ら
の
納
品
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
ど
ち
ら
が
贈
与

渡
嶋
津
軽
津
司
の
歴
史
的
前
提
︵
小
林
︶
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し
た
か
は
こ
の
場
合
問
題
で
は
な
く
︑
本
来
北
海
道
の
み
に
限
定
さ
れ
る
産
物
の
登
場
か
ら
︑
少
な
く
と
も
北
海
道
地
域
に
渡
嶋
蝦
夷
が

居
住
す
る
か
又
は
関
り
を
持
ち
︑
蝦
夷
間
の
交
流
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒

そ
の
う
え
で
渡
嶋
を
地
域
で
は
な
く
集
団
の
呼
称
と
理
解
し
た
熊
谷
氏
の
視
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
熊
谷
氏
は
渡
嶋
が

﹁
単
な
る
地
域
名
と
し
て
で
は
な
く
︑
そ
の
地
域
を
本
拠
と
す
る
蝦
夷
集
団
を
指
称
す
る
名
称
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
﹂
と
し
︑

特
定
地
域
の
蝦
夷
集
団
を
他
の
集
団
か
ら
区
別
し
て
使
わ
れ
た
と
す
る
観
点
か
ら
︑
渡
嶋
の
指
称
地
域
が
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と

を
否
定
す
る
︒
さ
ら
に
﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
四
年
四
月
条
に
あ
る
よ
う
に
︑

四
月
︑
阿
陪
臣
︑
闕
レ
名
︒

率
二

船
師
一
百
八
十
艘
一︑
伐
二

蝦
夷
一︒︵
中
略
︶
遂
ニ

於
二

有
間
浜
一︑
召
二

聚
渡
嶋
蝦
夷
等
一︑
大
饗
而
帰
︒

渡
嶋
蝦
夷
を
有
間
浜
に
呼
び
寄
せ
た
こ
と
か
ら
︑
渡
嶋
蝦
夷
と
他
の
蝦
夷
と
の
間
に
は
元
よ
り
親
密
な
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

津
田
説
㈢
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
渡
嶋
は
﹁
渡
﹂
と
い
う
語
が
つ
く
以
上
︑
有
間
浜
よ
り
も
さ
ら
に
奥
地
に
あ
る
地
と
推
測
し
︑
渡
嶋
を

北
海
道
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
問
題
は
な
い
と
考
え
る
︒

第
二
節

阿
倍
比
羅
夫
の
渡
嶋
進
出

そ
こ
で
疑
問
に
感
じ
る
の
は
越
国
守
で
あ
る
阿
倍
比
羅
夫
が
︑
な
ぜ
渡
嶋
ま
で
進
出
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
遠
征
記
事
や
場

所
の
推
定
に
比
べ
︑
阿
倍
比
羅
夫
の
北
海
道
進
出
は
重
要
度
が
低
い
︒
注
目
さ
れ
る
の
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
六
年
︵
六
六
〇
︶
三

月
条
の
粛
慎
と
の
戦
闘
記
事
ば
か
り
で
あ
る
︒
私
は
︑
斉
明
天
皇
六
年
の
粛
慎
と
の
戦
闘
の
原
因
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
五
年
三
月

是
月
条
に
あ
る
と
考
え
る
︒

是
月
遣
二

阿
倍
臣
一︑
闕
レ
名
︒

率
二

船
師
一
百
八
十
艘
一︑
討
二

蝦
夷
国
一︒
阿
倍
臣
︑
簡
二

集
飽
田
・
渟
代
︑
二
郡
蝦
夷
二
百
卌
一
人
︑
其
虜

卅
一
人
︑
津
軽
郡
蝦
夷
一
百
十
二
人
︑
其
虜
四
人
︑
胆
振
鉏
蝦
夷
廿
人
於
一
所
一

而
大
饗
賜
レ

禄
︒
胆
振
鉏
︑
此
云
二

伊
浮
梨
娑
陛
一
︒

即
以
三

船
一
隻
︑
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与
二

五
色
綵
帛
一︑
祭
二

彼
地
神
一︒
至
二

肉
入
籠
一︒
時
︑
問
菟
蝦
夷
胆
鹿
嶋
・
菟
穂
名
︑
二
人
進
曰
︑
可
下

以
二

後
方
羊
蹄
一︑
為
中

政
所
上

焉
︒

肉
入
籠
此
云
二
之
之
梨
姑
一
︒
問
菟
︑
此
云
二
塗
毘
宇
一
︒
菟
穗
名
︑
此
云

二
宇
保
那
一
︒
後
方
羊
蹄
︑
此
云
二
斯
梨
蔽
之
一
︒
政
所
︑
蓋
蝦
夷
郡
乎
︒

隨
二

胆
鹿
嶋
等
語
一︑
遂
置
二

郡
領
而
帰
︒
授
下

道
奥
与
レ

越
国
司
位
各
二
階
︑

郡
領
与
二

主
政
一

各
一
階
上︒
或
本
云
︑
阿
倍
引
田
臣
比
羅
夫
︑
与
二

粛
慎
一
戦
而
帰
︒
献
二
虜
卌
九
人
一
︒

阿
倍
比
羅
夫
が
あ
る
︵
﹁
一
所
﹂
︶
場
所
で
︑
服
属
し
た
蝦
夷
集
団
と
共
に
そ
の
土
地
の
神
を
祭
っ
た
と
す
る
︒
そ
の
際
に
ど
の
蝦
夷
集
団

に
属
す
か
は
不
明
だ
が
︑
集
め
ら
れ
た
蝦
夷
集
団
の
一
部
族
と
考
え
ら
れ
る
問
菟
蝦
夷
の
胆
鹿
嶋
と
菟
穂
名
の
二
名
が
後
方
羊
蹄
に
政
所

を
置
く
こ
と
を
提
案
す
る
︒
阿
倍
比
羅
夫
は
二
人
の
蝦
夷
の
進
言
に
従
い
後
方
羊
蹄
に
郡
を
置
い
て
帰
還
す
る
︒
こ
の
記
事
か
ら
︑
阿
倍

比
羅
夫
が
津
軽
よ
り
奥
地
に
進
出
す
る
積
極
的
な
意
思
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
一
所
﹂
に
は
同
じ
所
と
い
う
意
味
も
あ
り
﹃
日

本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
四
年
四
月
条
で
﹁
大
饗
﹂
し
た
と
さ
れ
る
有
間
浜
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
重
要
な
の
は
阿
倍
比
羅
夫
が
渡
嶋

ま
で
進
出
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

熊
谷
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
越
国
守
で
あ
る
阿
倍
比
羅
夫
は
北
方
地
域
の
﹁
新
た
に
服
属
し
た
蝦
夷
の
来
朝
﹂
が
目
的
で
あ
り
︑
ま
た

﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
元
年
︵
六
五
五
︶
七
月
己
卯
条

於
二

難
波
朝
一︑
饗
二

北
北
︑
越
︒
蝦
夷
九
十
九
人
︑
東
東
︑
陸

奥
︒

蝦
夷
九
十
五
人
一︒︵
中
略
︶
仍
授
二

柵
養
蝦
夷
九
人
・
津
苅
蝦
夷
六
人
︑
冠
各
二
階
一︒

よ
り
︑
津
軽
蝦
夷
等
は
比
羅
夫
遠
征
以
前
に
既
に
来
朝
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
遠
征
が
武
力
征
圧
的
な
遠
征

が
主
目
的
で
は
な
く
︑
以
前
来
朝
し
位
階
を
授
け
た
蝦
夷
達
を
通
じ
た
国
郡
制
の
進
行
が
目
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
大
船

団
を
率
い
た
航
海
も
熊
谷
氏⑾

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
﹃
日
本
書
紀
﹄
景
行
天
皇
四
十
年
七
月
戊
戌
条
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
蝦
夷
観
が
影
響

し
︑
有
事
の
備
え
と
国
威
を
示
す
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
︒

其
東
夷
之
中
︑
蝦
夷
是
尤
強
焉
︒
男
女
交
居
︑
父
子
無
レ

別
︑
冬
則
宿
レ

穴
︑
夏
則
住
レ

樔
︒
衣
レ

毛
飲
レ

血
︑
昆
弟
相
疑
︒
登
レ

山

如
二

飛
禽
一︑
行
レ

草
如
走
獣
一︒
承
レ

恩
則
忘
︑
見
レ

怨
必
報
︒
是
以
︑
箭
蔵
二

頭
髻
一︑
刀
佩
二

衣
中
一︒
或
聚
二

党
類
一︑
而
犯
二

辺
堺
一︒
或

渡
嶋
津
軽
津
司
の
歴
史
的
前
提
︵
小
林
︶
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伺
二

農
桑
一︑
以
略
二

人
民
一︒
撃
則
隠
レ

草
︑
追
則
入
レ

山
︒
故
住
古
以
来
︑
末
レ

染
二

王
化
一︒

後
方
羊
蹄
に
置
い
た
郡
は
割
注
か
ら
お
そ
ら
く
﹁
蝦
夷
郡
﹂
と
呼
ば
れ
た
と
記
さ
れ
︑
他
の
郡
と
は
異
な
り
設
置
さ
れ
た
場
所
の
地
名

を
冠
し
て
い
な
い
︒
こ
れ
は
郡
と
し
て
設
置
し
な
が
ら
も
︑
そ
の
後
の
渡
嶋
が
日
本
の
外
側
で
あ
り
続
け
た
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒﹁
郡
﹂︵
こ
の
時
期
で
あ
れ
ば
﹁
評
﹂
︶
と
は
い
っ
て
も
特
殊
で
あ
る
︒
貢
納
制
支
配
が
中
心
で
あ
り
︑
令
制
に
よ
る
編
戸
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
従
来
の
郡
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
熊
谷
氏
は
︑﹁
蝦
夷
集
団
全
体
の
戸
口
数
の
把
握
を
基
礎
と
し
た
貢
納
制
支

配
﹂
の
深
化
形
態
が
︑
蝦
夷
郡
で
あ
る
と
す
る
︒
後
方
羊
蹄
と
い
う
場
所
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
五
年
三
月
是
月
条
に
﹁
進
言
﹂︵
史

料
中
傍
線
部
︶
と
あ
る
よ
う
に
蝦
夷
側
か
ら
場
所
の
指
定
を
し
て
い
る
︒
王
権
側
よ
り
も
︑
蝦
夷
側
に
都
合
が
よ
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

見
逃
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
王
権
で
は
な
く
蝦
夷
側
か
ら
主
体
的
に
交
渉
を
持
ち
か
け
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒

﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
六
年
︵
六
六
〇
︶
三
月
条
の
粛
慎
と
の
戦
闘
は
突
発
的
に
発
生
し
た
戦
闘
と
は
考
え
ら
れ
ず
︑
史
料
の
流
れ

か
ら
も
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
以
前
か
ら
︑
渡
嶋
で
は
在
地
蝦
夷
と
粛
慎
と
呼
ば
れ
る
非
蝦
夷
集
団
と
の
間
に
緊
張
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
伺

わ
れ
る
︒
瀬
川
拓
郎
氏
は
阿
倍
比
羅
夫
が
︑﹁
斉
明
四
年
に
有
間
浜
で
饗
応
し
た
続
縄
文
集
団
﹂
か
ら
粛
慎
の
情
報
を
受
け
取
り
︑
実
態

を
﹁
さ
っ
そ
く
﹂
見
極
め
よ
う
と
し
た
と
の
推
察
を
し
て
い
る
が⑿

︑
瀬
川
氏
の
推
察
は
早
計
で
あ
る
︒
実
態
を
探
ろ
う
と
し
て
か
ら
実
行

ま
で
に
一
年
の
空
白
期
間
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
賛
同
し
か
ね
る
︒
私
は
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
阿
倍
比
羅
夫
が
蝦
夷
側
か
ら
の
提
案
に

従
っ
た
こ
と
に
注
目
し
︑
蝦
夷
と
の
正
式
な
北
方
交
易
の
場
所
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
後
方
羊
蹄

に
ま
で
進
出
し
た
と
考
え
る
︒

第
三
節

交
易
品
か
ら
の
考
察

北
海
道
か
ら
産
出
さ
れ
る
羆
の
皮
は
︑
阿
倍
比
羅
夫
が
貢
献
す
る
ほ
ど
に
貴
重
な
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
五
年
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是
歳
条高

麗
画
師
子
麻
呂
︑
設
二

同
姓
賓
於
私
家
一

日
︑
借
二

官
羆
皮
七
十
枚
一︑
而
為
二

賓
席
︒
客
等
羞
怪
而
退
︒

や
﹃
日
本
書
紀
﹄
天
武
十
四
年
︵
六
八
五
︶
九
月
壬
戌
条

壬
戌
︑
皇
太
子
以
下
諸
王
卿
︑
並
卌
八
人
︑
賜
二

羆
皮
・
山
羊
皮
一︑
各
有
レ

差
︒

か
ら
も
伺
わ
れ
る
︒
羆
皮
製
品
は
︑
日
本
の
都
人
だ
け
で
な
く
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
も
高
価
な
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
羆
皮
の
交
易

ル
ー
ト
獲
得
は
重
要
性
が
高
い
と
推
測
さ
れ
る
︒
阿
倍
比
羅
夫
が
蝦
夷
の
進
言
に
応
じ
た
理
由
は
︑
越
国
が
渡
嶋
と
の
交
易
権
を
管
轄
す

る
た
め
に
蝦
夷
の
取
引
に
応
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
︒

た
だ
し
︑
村
尾
次
郎
氏⒀

や
虎
尾
俊
哉
氏⒁

が
比
羅
夫
遠
征
を
経
済
的
な
目
的
と
し
て
捉
え
る
意
見
に
は
無
批
判
で
の
賛
同
は
で
き
な
い
︒

村
尾
氏
は
渡
嶋
を
本
土
内
に
位
置
付
け
︑
阿
倍
比
羅
夫
は
武
装
し
た
交
易
隊
で
あ
る
と
い
う
論
を
提
起
す
る
︒
虎
尾
氏
は
︑
渡
島
の
位
置

付
け
こ
そ
村
尾
氏
と
異
な
る
も
の
の
︑
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
に
関
し
て
は
村
尾
氏
の
論
を
継
承
し
︑
さ
ら
に
︑
東
北
に
お
け
る
交
易
基
地
の

設
定
が
目
的
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
両
氏
が
着
目
し
た
よ
う
に
︑
確
か
に
経
済
的
な
側
面
も
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
に
は
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
ま
た
公
式
の
交
易
場
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
︑
朝
廷
側
と
し
て
も
魅
力
的
な
事
案
で
あ
ろ
う
︒
し
か

し
︑
虎
尾
氏
の
述
べ
る
よ
う
な
︑
斉
明
天
皇
が
﹁
派
手
好
み
の
性
格
﹂
で
あ
り
︑
毛
皮
欲
し
さ
に
遠
征
さ
せ
た
と
す
る
論
は
論
理
性
に
欠

け
︑
到
底
賛
成
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︒
こ
の
遠
征
を
熊
谷
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
政
治
的
な
意
義
を
除
い
て
考
え
る
こ
と
は
問
題
の

一
面
を
捉
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

樋
口
知
志
氏
︵
前
掲
︶
は
熊
谷
氏
の
貢
納
制
的
支
配
に
賛
同
し
な
が
ら
も
︑
成
り
行
き
か
ら
北
海
道
へ
と
進
出
し
た
と
い
う
理
解
に
疑

問
を
呈
し
︑
羆
皮
が
世
界
史
的
に
も
高
価
な
品
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
は
㈠
津
軽
蝦
夷
か
ら
毛
皮
や
北
海
道
の
海
獣
情

報
を
得
る
こ
と
が
主
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
︒
㈡
後
方
羊
蹄
へ
の
進
出
を
進
言
し
た
蝦
夷
を
︑
津
軽
蝦
夷
か
ら
予
め
交
易
情
報
を
得
て
い
た

渡
嶋
津
軽
津
司
の
歴
史
的
前
提
︵
小
林
︶
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渡
嶋
蝦
夷
と
解
釈
し
︑
饗
応
も
全
て
計
画
さ
れ
て
い
た
と
し
︑
遠
征
の
目
的
は
最
初
か
ら
北
海
道
に
あ
っ
た
と
す
る
︒
も
し
樋
口
氏
の
解

釈
通
り
︑
遠
征
の
目
的
が
北
海
道
に
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
わ
ざ
わ
ざ
有
間
浜
に
渡
嶋
蝦
夷
を
召
す
こ
と
も
な
く
︑
ま
た
二
人
の
蝦
夷
に
進
言

さ
れ
な
く
と
も
渡
嶋
へ
阿
倍
比
羅
夫
自
ら
進
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
津
軽
蝦
夷
と
渡
嶋
蝦
夷
の
海
峡
を
越
え
た
交
流
を
踏
ま
え

た
遠
征
へ
の
推
察
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
四
年
四
月
条
で
渡
島
蝦
夷
が
津
軽
へ
と
渡
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
も
傾
聴
に
値
す
る

が
︑
簑
島
氏
︵
前
掲
︶
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
熊
谷
氏
や
樋
口
氏
が
想
定
す
る
︑
進
言
し
た
蝦
夷
が
渡
島
の
蝦
夷
か
は
史
料
か
ら
は
確
認
で

き
な
い
こ
と
や
︑
進
言
さ
れ
て
か
ら
の
北
海
道
進
出
を
踏
ま
え
る
と
︑
樋
口
氏
の
意
見
に
は
整
合
性
が
な
い
︒
ま
た
︑
熊
谷
氏
に
賛
同
し

な
が
ら
も
︑
結
果
と
し
て
政
治
的
側
面
を
鑑
み
な
い
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒

後
方
羊
蹄
に
置
か
れ
た
郡
︵
あ
る
い
は
政
所
︶
に
て
︑
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
活
動
が
行
わ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒
比
羅
夫
遠
征
を

朝
貢
集
団
の
数
量
的
拡
大
に
よ
る
王
権
の
権
威
強
化
と
と
ら
え
る
伊
藤
氏⒂

は
︑
蝦
夷
の
朝
貢
史
料
の
検
討
か
ら
﹁
政
所
﹂
が
行
政
的
機
能

を
も
た
な
い
貢
納
セ
ン
タ
ー
と
推
測
し
︑
天
皇
の
代
行
者
で
あ
る
国
司
︵
ミ
コ
ト
モ
チ
︶
が
現
地
集
団
か
ら
朝
貢
を
受
け
る
場
と
し
て
活

用
さ
れ
た
と
す
る
︒
伊
藤
氏
が
想
定
す
る
貢
納
セ
ン
タ
ー
は
︑
蝦
夷
と
王
権
の
利
用
の
み
で
︑
蝦
夷
以
外
の
民
族
も
し
く
は
集
団
の
介
在

に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒

従
来
の
研
究
を
総
合
し
た
上
で
考
察
す
る
と
︑
越
国
守
阿
倍
比
羅
夫
が
津
軽
に
郡
を
置
き
︑
渡
嶋
に
公
式
の
交
易
場
を
設
け
た
可
能
性

が
あ
る
だ
ろ
う
︒
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
は
︑
熊
谷
氏
や
伊
藤
氏
が
論
じ
る
よ
う
な
貢
納
制
的
支
配
が
目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
賛
同

す
る
︒
た
だ
し
︑
蝦
夷
の
進
言
に
よ
っ
て
当
初
の
目
的
に
加
え
て
︑
王
権
が
取
り
持
つ
北
方
交
易
の
開
始
と
︑
公
式
の
交
易
場
設
置
が
新

た
な
目
的
と
し
て
追
加
さ
れ
た
と
考
え
た
い
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
六
年
三
月
条
で
は
粛
慎
と
戦
闘
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
︑
戦
闘

を
開
始
す
る
前
に
粛
慎
と
の
交
易
を
試
み
て
い
る
︒
阿
倍
比
羅
夫
は
蝦
夷
だ
け
で
は
な
く
粛
慎
と
も
交
易
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
を
︑
王
権
・
蝦
夷
・
粛
慎
の
三
者
間
交
易
の
始
ま
り
と
捉
え
た
い
︒
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阿
倍
比
羅
夫
遠
征
後
︑
渡
嶋
蝦
夷
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
持
統
天
皇
十
年
︵
六
九
六
︶
三
月
甲
寅
条
に
粛
慎
と
共
に
朝
貢
し
た
記
事
が
あ
る
︒

賜
下

越
度
嶋
蝦
夷
伊
奈
理
武
志
︑
与
二

粛
慎
志
良
守
叡
草
一︑
錦
袍
袴
・
緋
紺
絁
・
斧
等
ヲ
上︒

斉
明
天
皇
の
時
代
に
闘
争
関
係
に
あ
っ
た
両
者
が
揃
っ
て
朝
貢
し
た
記
述
を
見
る
限
り
︑
律
令
国
家
・
蝦
夷
・
粛
慎
の
三
者
間
交
易
の
継

続
を
示
す
史
料
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
こ
の
記
事
中
で
粛
慎
と
蝦
夷
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
両
者
は
異
な
る
種
族
に
属

す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
︒

こ
こ
で
渡
嶋
蝦
夷
で
は
な
く
︑﹁
越
度
嶋
蝦
夷
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
︒
本
来
﹁
渡
嶋
﹂
の
み
の
表
記
で
あ
る
と
こ

ろ
に
﹁
越
﹂
が
加
わ
っ
て
い
る
︒
こ
の
蝦
夷
が
渡
嶋
蝦
夷
以
外
の
別
の
蝦
夷
を
表
す
と
は
考
え
難
い
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
四
年
記

事
初
出
の
渡
嶋
は
そ
の
後
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
持
統
天
皇
十
年
の
記
事
ま
で
正
史
に
見
ら
れ
な
い
︒
そ
の
間
に
国
家
が
渡
嶋
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
政
策
を
行
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
︑
村
尾
氏
︵
前
掲
︶
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
越
国
守
で
あ
る
阿
倍
比
羅
夫
が
服
属
さ
せ
た

地
域
は
︑
越
国
が
管
轄
し
支
配
し
た
と
考
え
た
い
︒﹃
延
喜
式
﹄
民
部
省
下
六
三
交
易
雑
物

︵
前
略
︶

陸
奥
国
葦
鹿
皮
︒
独
犴
皮
数
随
レ

得
︒
砂
金
三
百
五
十
両
︒

昆
布
六
百
斤
︒
索
昆
布
六
百
斤
︒
昆
布
布
一
千
斤
︒

出
羽
国
羆
皮
廿
張
︒
葦
鹿
皮
︒

独
犴
皮
数
随
レ

得
︒

︵
中
略
︶

時
代
に
開
き
が
あ
る
も
の
の
︑
日
本
海
側
の
出
羽
国
が
ア
シ
カ
や
ト
ッ
カ
リ⒃

と
と
も
に
北
海
道
に
限
定
さ
れ
る
ヒ
グ
マ
の
皮
の
貢
納
を
課

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
︑
北
方
遠
征
で
の
交
易
締
結
が
な
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
︒﹃
日
本
後
紀
﹄
弘
仁
元
年
︵
八
一
〇
︶
十
月
甲
午
条
に
は

陸
奥
国
が
来
着
し
た
渡
嶋
狄
を
所
管
外
と
し
て
退
去
命
令
を
出
し
て
い
る
︒

陸
奥
国
言
︒
渡
嶋
狄
二
百
余
人
来
二

着
部
下
気
仙
郡
一︒
非
二

当
国
所
阿

管
︒
令
二

之
帰
去
一︒
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陸
奥
国
で
な
け
れ
ば
︑
出
羽
国
︵
元
の
越
国
︶
そ
れ
も
秋
田
城
が
渡
嶋
蝦
夷
を
管
理
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
持
統

天
皇
十
年
の
朝
貢
記
事
や
弘
仁
元
年
十
月
甲
午
条
記
事
は
越
国
や
そ
の
後
の
出
羽
国
が
当
時
の
日
本
海
側
及
び
︑
渡
嶋
の
蝦
夷
を
管
轄
し

て
い
た
根
拠
に
な
り
え
る
史
料
で
あ
る
︒
同
時
に
王
権
・
蝦
夷
・
粛
慎
の
三
者
間
交
易
が
こ
の
段
階
で
も
継
続
し
て
い
る
こ
と
も
判
明
す

る
︒
本
来
な
ら
ば
後
方
羊
蹄
に
置
か
れ
た
郡
＋
蝦
夷
で
呼
ば
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
渡
嶋
蝦
夷
は
越
と
い
う
国
名
を
冠
す
︒

そ
の
後
の
歴
史
が
物
語
る
よ
う
に
︑
北
海
道
が
完
全
に
律
令
国
家
に
属
す
る
こ
と
は
無
く
︑
北
海
道
に
戸
口
調
査
が
行
わ
れ
た
記
録
も

見
ら
れ
な
い
︒
蝦
夷
や
粛
慎
の
朝
貢
記
事
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
阿
倍
比
羅
夫
が
初
め
て
渡
嶋
蝦
夷
と

有
間
浜
で
接
触
し
た
時
︑
服
属
が
目
的
で
あ
る
の
な
ら
蝦
夷
に
進
言
を
さ
れ
な
く
と
も
来
訪
し
た
だ
ろ
う
︒
遠
征
後
の
史
料
検
討
か
ら
持

統
朝
時
点
で
は
︑
渡
嶋
蝦
夷
は
粛
慎
も
合
わ
せ
て
︑
律
令
国
家
に
と
っ
て
交
易
相
手
と
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
渡
嶋

は
越
国
の
管
轄
下
で
あ
り
︑
同
時
に
渡
嶋
交
易
の
管
理
も
越
国
が
行
っ
て
い
た
と
私
は
考
え
る
︒
王
権
・
蝦
夷
・
粛
慎
間
で
の
三
者
間
交

易
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
た
い
︒

第
二
章

渡
嶋
津
軽
津
司
に
つ
い
て

前
章
で
は
斉
明
天
皇
四
年
よ
り
行
わ
れ
た
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
記
事
か
ら
︑
渡
嶋
蝦
夷
は
越
国
が
管
轄
し
︑
三
者
間
交
易
も
掌
握
し
て
い

た
こ
と
に
言
及
し
た
︒
本
章
で
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
四
年
正
月
丙
子
条
記
事
か
ら
津
軽
渡
嶋
統
一
論
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒

﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
四
年
正
月
丙
子
条
は
︑
渡
嶋
津
軽
津
司
で
あ
る
諸
君
鞍
男
た
ち
六
人
が
︑
靺
鞨
国
へ
と
視
察
へ
行
っ
た
記
事
で
あ
る
︒

遣
二

渡
嶋
津
軽
津
司
従
七
位
上
諸
君
鞍
男
等
六
人
於
靺
鞨
国
一︑
観
二

其
風
俗
一︒

渡
嶋
津
軽
津
司
に
つ
い
て
の
記
載
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
り
︑
松
原
弘
宣
氏⒄

と
荊
木
美
行
氏⒅

が
異
な
る
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
︒
た
だ
し
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松
原
氏
に
関
し
て
は
︑
渡
嶋
を
通
説
と
異
な
る
本
土
内
に
位
置
づ
け
考
え
る
当
時
の
通
説
か
ら
の
論
考
で
あ
り
︑﹁
史
料
の
解
釈
に
妥
当

で
は
な
い
点
が
み
ら
れ
る
﹂
と
い
う
批
判
も
あ
る⒆

︒

荊
木
氏
に
関
し
て
も
靺
鞨
国
を
中
心
に
︑
そ
こ
が
渤
海
国
を
含
む
か
否
か
の
問
題
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
︑﹁
渡
嶋
津
軽
﹂
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
検
討
し
て
い
な
い
︒

た
だ
し
︑
本
記
事
は
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
︑
蝦
夷
や
渤
海
関
係
の
問
題
に
関
連
し
て
言
及
が
為
さ
れ
て

い
る
こ
と
や
︑
日
本
以
外
の
存
在
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
重
要
度
は
高
い
︒

第
一
節

渡
嶋
津
軽
津
司
の
解
釈

考
古
学
を
取
り
入
れ
た
北
方
世
界
の
考
察
の
中
で
︑
蓑
島
栄
紀
氏⒇

が
津
司
の
覓
国
使
的
性
格
に
関
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
︑
不
明
点

が
多
い
本
記
事
に
お
い
て
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
史
料
で
通
常
問
題
と
な
る
箇
所
は
︑
㈠
渡
嶋
津
軽
津
司
と
は
何
か
︒
㈡
靺
鞨
国
と
は
渤
海
を
指
す
か
否
か
︒
で
あ
る
︒
荊
木
氏
は

文
献
史
学
の
立
場
か
ら
靺
鞨
表
記
の
研
究
史
を
検
討
し
︑
靺
鞨
国
と
渤
海
国
は
外
交
成
立
年
限
か
ら
も
一
致
せ
ず
︑
﹁
国
号
と
み
る
よ
り

も
︑
む
し
ろ
靺
鞨
諸
部
族
に
対
す
る
包
括
的
な
表
現
﹂
と
い
う
見
解
を
示
し
︑
史
料
編
纂
者
自
身
も
靺
鞨
国
が
い
ず
れ
の
場
所
を
示
す
の

か
︑
派
遣
先
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
記
し
た
と
さ
れ
︑
津
司
に
関
し
て
は
そ
の
職
務
が
水
上
交
通
を
管
理
す
る
役
人
で
あ
り
︑

沿
海
州
地
方
へ
の
風
俗
を
確
認
す
る
目
的
の
探
訪
で
あ
る
と
す
る
︒

荊
木
氏
に
対
し
て
蓑
島
氏
は
︑
考
古
学
の
成
果
を
文
献
解
釈
に
取
り
入
れ
つ
つ
︑
津
司
の
位
階
の
高
さ
か
ら
も
津
司
が
津
の
管
理
に
と

ど
ま
ら
ず
︑
渡
嶋
・
津
軽
の
海
上
交
通
全
体
の
管
理
や
蝦
夷
の
朝
貢
・
交
易
に
も
関
与
す
る
専
当
官
司
と
位
置
付
け
る
︒
ま
た
風
俗
を
観

る
と
は
︑﹁
古
代
国
家
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
で
り
︑
王
権
国
家
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
支
配
拡
大
策
と
し
て
の
津
司
︑
被
支
配
地
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域
と
し
て
の
古
代
史
観
か
ら
国
覓
的
性
格
を
有
し
て
い
た
と
し
︑
津
司
の
靺
鞨
国
派
遣
を
覓
国
使
と
み
る
︒
し
か
し
︑
靺
鞨
国
の
捉
え
方

で
は
両
者
は
一
致
し
て
お
り
︑
蓑
島
氏
も
﹁
古
代
国
家
の
世
界
観
の
な
か
で
こ
れ
ら
を
一
体
と
し
て
認
識
し
た
概
念
で
あ
る
と
み
る
べ
き
﹂

と
し
︑
靺
鞨
国
に
渤
海
国
や
そ
れ
以
外
の
特
定
の
国
・
民
族
を
想
定
し
な
い
も
の
の
︑
さ
ら
に
北
方
交
易
は
︑
北
海
道
を
超
え
た
大
陸
に

ま
で
及
ぶ
広
大
な
規
模
を
有
し
︑
渡
嶋
・
津
軽
は
そ
の
各
世
界
の
交
易
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
す
る
︒

前
述
の
よ
う
に
︑
両
者
の
意
見
は
津
司
の
考
察
よ
り
も
︑
荊
木
氏
は
靺
鞨
国
を
中
心
に
︑
蓑
島
氏
は
王
権
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
東

北
社
会
へ
の
進
行
が
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
に
端
を
発
し
︑
そ
の
概
念
が
本
記
事
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
が
あ

り
︑
二
つ
の
問
題
が
内
包
さ
れ
な
が
ら
も
﹁
靺
鞨
﹂
に
関
し
て
の
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
︒

両
者
の
研
究
に
学
び
な
が
ら
私
論
を
展
開
す
る
と
︑
ま
ず
渡
嶋
津
軽
津
司
で
あ
る
が
︑
そ
れ
が
東
日
本
に
設
置
さ
れ
た
津
司
で
あ
り
︑

渡
部
氏
︵
前
掲
︶
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
﹁
そ
の
存
在
は
注
目
す
べ
き
も
の
﹂
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
津
司
の
職
務
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
渡
嶋
津
軽
津
司
に
関
す
る
史
料
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
四
年
正
月
丙
子
条
記
事
の
み
で
あ
り
︑
津
司
自
体
の
実

態
が
不
透
明
で
あ
る
た
め
︑
渡
嶋
津
軽
津
司
は
津
軽
や
北
海
道
の
港
湾
や
海
上
交
通
を
管
理
し
て
い
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
るL

︒
津
を
管
理

す
る
職
と
し
て
は
難
波
津
を
管
理
し
た
摂
津
職
と
国
司
が
あ
るM

︒
両
職
を
比
較
す
る
と
︵
摂
津
職
独
自
の
職
は
除
く
︶︑
津
司
独
自
の
職
務

と
し
て
は
㈠
店
の
管
理
㈡
度
量
の
監
視
㈢
橋
や
道
︑
渡
船
の
管
理
㈣
関
の
通
行
管
理
㈤
船
の
維
持
管
理
の
五
種
が
あ
る
︒
こ
の
五
種
は
そ

の
職
務
の
一
部
だ
け
だ
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
こ
か
ら
津
司
が
新
た
に
国
を
求
め
る
行
動
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
前
述
の
よ
う
に
蓑

島
氏
が
津
司
を
覓
国
使
と
し
て
み
て
い
る
が
︑
㈠
覓
国
使
が
み
え
る
﹃
続
日
本
紀
﹄
文
武
天
皇
二
年
︵
六
九
八
︶
四
月
壬
寅
条
﹁
遣
二

務

広
弐
文
忌
寸
博
士
等
八
人
于
南
嶋
一

覓
レ

国
︒﹂
の
記
事
は
荊
木
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
二
十
年
以
上
も
前
﹂
で
あ
る
こ
と
︒
㈡
覓
国

使
は
南
方
に
し
か
派
遣
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
︒
㈢
渡
嶋
を
律
令
政
権
の
内
部
に
取
り
込
ん
で
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
よ
り
離
れ
た
地

域
に
新
た
な
支
配
地
域
を
求
め
る
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
三
点
か
ら
︑
こ
こ
で
の
津
司
を
覓
国
使
と
見
做
す
こ
と
は
不
可
能
だ
と
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考
え
る
︒
渡
嶋
津
軽
津
司
が
外
国
か
ら
の
来
航
の
管
理
や
︑
各
津
の
拠
点
を
一
括
で
管
理
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
津
司
が
靺
鞨
国
へ
と
派

遣
さ
れ
る
記
事
は
異
様
で
あ
る
︒
津
司
に
関
し
て
は
史
料
に
よ
る
こ
れ
以
上
の
検
討
は
困
難
で
あ
り
︑
そ
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
水
上
交

通
の
管
理
だ
け
で
な
く
︑
店
や
関
の
管
理
も
し
て
い
た
こ
と
か
ら
交
易
の
掌
握
も
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
靺
鞨
国
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
荊
木
氏
は
渤
海
国
が
靺
鞨
地
域
の
一
部
族
が
独
立
し
た
集
団
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
と
す
る
当
時

の
政
権
の
認
識
か
ら
︑
靺
鞨
国
を
そ
の
該
当
地
域
全
体
を
指
す
言
葉
と
し
︑
蓑
島
氏
は
阿
倍
比
羅
夫
が
戦
闘
を
行
っ
た
粛
慎
が
オ
ホ
ー
ツ

ク
文
化
集
団
で
あ
る
と
す
る
考
古
学
の
視
点
か
ら
︑
こ
の
靺
鞨
国
の
集
団
と
北
海
道
の
粛
慎
を
同
じ
集
団
と
位
置
づ
け
︑
オ
ホ
ー
ツ
ク
文

化
集
団
の
中
心
拠
点
を
靺
鞨
国
と
す
る
︒
蓑
島
氏
の
説
は
︑
考
古
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
︑
文
献
史
料
の
み
で
は
到
達
し
え
な

い
考
察
を
し
て
お
り
魅
力
的
で
は
あ
る
が
︑
斉
明
天
皇
期
の
粛
慎
と
養
老
年
間
の
靺
鞨
集
団
と
の
民
族
的
な
繋
が
り
を
確
証
す
る
根
拠
が

存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
も
可
能
性
の
範
囲
に
止
ま
る
︒
荊
木
氏
は
沿
海
州
付
近
を
拠
点
と
し
た
鉄
利
靺
鞨
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
が

推
測
の
域
を
出
な
い
︒
両
者
の
意
見
か
ら
︑
靺
鞨
国
は
渤
海
国
で
は
な
く
︑
日
本
や
渡
嶋
と
は
区
別
さ
れ
た
︑
大
陸
側
に
位
置
し
た
領
域

の
総
称
で
あ
る
と
考
え
た
い
︒

第
二
節

阿
倍
比
羅
夫
遠
征
と
渡
嶋
津
軽
津
司
の
接
続

史
料
で
問
題
に
な
る
点
に
は
未
だ
不
明
な
点
が
多
い
が
︑
前
節
に
て
私
は
︑
阿
倍
比
羅
夫
が
渡
嶋
を
訪
れ
た
理
由
と
し
て
︑
羆
皮
を
中

心
と
し
た
北
方
交
易
へ
の
参
加
と
そ
の
交
易
を
越
国
が
管
轄
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
の
進
出
で
あ
る
と
述
べ
た
︒
斉
明
天
皇
五
年
に
後
方
羊

蹄
に
置
か
れ
た
蝦
夷
郡
は
王
権
・
蝦
夷
・
粛
慎
の
三
者
間
交
易
の
拠
点
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
︑
三
者
間
交
易
の
場
を
渡
嶋
と
し
た
と
す

る
な
ら
ば
︑
渡
嶋
は
王
権
の
支
配
域
に
統
合
さ
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
︒

蝦
夷
が
後
方
羊
蹄
を
指
名
し
た
そ
の
翌
年
に
は
︑
粛
慎
の
征
討
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
の
持
統
天
皇
十
年
記
事
か
ら
︑
蝦
夷
と
粛

渡
嶋
津
軽
津
司
の
歴
史
的
前
提
︵
小
林
︶
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慎
の
関
係
は
良
好
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
︒
同
地
域
に
居
住
す
る
両
者
の
間
に
も
交
易
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
︒
斉
明
天
皇
六
年
三
月
条
に
は
粛
慎
と
の
会
話
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
︑
倭
人
と
は
言
語
が
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
︒
蝦
夷
と
倭
人
間
の
み
の
交
易
で
あ
る
な
ら
ば
︑
有
間
浜
の
み
を
拠
点
と
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
多
く

の
蝦
夷
を
一
度
に
集
結
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
阿
倍
比
羅
夫
は
津
軽
を
蝦
夷
と
の
交
易
拠
点
と
考
え
て
い
た

と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
渡
嶋
へ
の
進
出
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
納
得
で
き
る
︒

た
だ
し
︑
北
方
交
易
は
三
者
間
交
易
で
あ
る
︒
言
語
が
異
な
る
粛
慎
が
本
土
に
立
ち
入
る
こ
と
は
リ
ス
ク
が
大
き
い
︒
ま
し
て
︑
北
海

道
で
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
粛
慎
が
︑
多
数
派
の
蝦
夷
を
脅
か
す
戦
闘
能
力
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
本
土
流
入
に
よ
っ
て
王
権

に
甚
大
な
損
害
を
与
え
か
ね
な
い
脅
威
で
あ
る
︒
粛
慎
は
倭
人
と
の
意
思
疎
通
は
不
可
能
だ
が
︑
蝦
夷
と
は
意
思
疎
通
が
可
能
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
︒
持
統
天
皇
十
年
の
朝
貢
に
両
者
が
揃
っ
て
来
朝
し
た
記
事
は
︑
渡
嶋
蝦
夷
と
粛
慎
の
友
好
関
係
だ
け
で
な
く
︑
同
時
に
渡

嶋
蝦
夷
が
粛
慎
と
の
意
思
疎
通
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
記
事
で
も
あ
る
と
み
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
三

者
間
交
易
で
は
︑
蝦
夷
が
倭
人
と
粛
慎
と
の
交
易
を
取
り
持
っ
た
と
考
え
る
︒

王
権
進
出
以
前
か
ら
︑
津
軽
蝦
夷
と
渡
嶋
蝦
夷
の
交
流
の
存
在
を
事
実
と
考
え
る
な
ら
ば
︑
渡
嶋
に
置
い
た
交
易
拠
点
は
粛
慎
と
蝦
夷

の
交
易
拠
点
で
あ
り
︑
そ
こ
で
の
交
易
品
が
津
軽
へ
と
蝦
夷
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
︑
古
代
日
本
王
権
・
国
家
と
蝦
夷
間
で
の
交
易
を
為

す
二
段
階
交
易
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒
蝦
夷
は
津
軽
で
得
た
交
易
品
を
粛
慎
と
の
交
易
材
料
と
し
︑
粛
慎
は
蝦
夷
と
の
交
易
に

よ
っ
て
倭
人
文
化
の
製
品
を
交
易
品
と
し
て
得
る
こ
と
で
三
者
間
交
易
が
成
立
す
る
︒
簑
島
氏
︵
註
L
中
︶
が
︑

日
本
古
代
王
権
・
国
家
の
進
出
に
よ
る
北
方
交
易
シ
ス
テ
ム
の
構
築
は
︑
こ
の
地
域
の
集
団
関
係
に
一
定
の
安
定
化
・
秩
序
化
を
も

た
ら
し
た
の
か
も
し
れ
な
い

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
渡
嶋
の
交
易
場
は
王
権
の
使
者
で
あ
る
越
国
守
阿
倍
比
羅
夫
が
置
い
た
も
の
で
あ
り
︑
渡
嶋
の
秩
序
の
安
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定
を
維
持
す
る
代
わ
り
に
交
易
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
両
者
に
と
っ
て
非
常
に
魅
力
的
な
交
易
形
態
が
斉
明
天
皇
期
に
構
築
さ
れ
た
と
考

え
る
︒
新
野
直
吉
氏
︵
註
L
中
︶
は
︑

津
軽
津
司
の
粛
慎
交
渉
の
任
務
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
と
き
︑
比
羅
夫
の
北
航
は
こ
の
﹁
司
﹂
設
置
の
た
め
の
礎
石
を
据
え
た
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
︒

と
述
べ
︑
新
野
氏
の
粛
慎
と
の
接
触
が
津
司
の
任
務
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
は
否
定
す
る
が
︑
斉
明
天
皇
期
に
行
わ
れ
た
阿
倍
比
羅
夫
遠

征
が
︑
渡
嶋
津
軽
津
司
に
繋
が
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
︒

﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
四
年
正
月
丙
子
条
の
﹁
渡
嶋
津
軽
津
司
﹂
は
︑
渡
嶋
と
津
軽
を
管
轄
す
る
役
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
そ

れ
は
三
者
間
二
拠
点
交
易
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
︑
㈠
交
易
の
管
理
者
は
古
代
日
本
王
権
及
び
律
令
国
家
で
あ
る
こ
と
︒
㈡
斉
明
天

皇
六
年
よ
り
始
ま
る
三
者
間
交
易
が
存
続
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
津
軽
と
渡
嶋
と
の
二
拠
点
交
易
が
七
二
〇
年
の
養
老
四
年
正

月
丙
子
条
時
点
に
お
い
て
も
機
能
し
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

第
三
節

渡
嶋
津
軽
津
司
以
降
の
日
本
海
の
様
相

そ
の
後
︑
渡
嶋
津
軽
津
司
は
文
献
に
見
ら
れ
な
い
︒
熊
谷
公
男
氏
はP

こ
の
官
は
出
羽
守
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
こ
れ
以
降
︑
こ
の
官
が
み
え
な
い
の
は
︑
天
平
五
年
︵
七
三
三
︶
の
出
羽

柵
の
秋
田
へ
の
移
転
に
と
も
な
い
︑
出
羽
柵
の
機
構
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

と
述
べ
︑
津
司
が
吸
収
さ
れ
︑
職
務
が
出
羽
柵
に
移
っ
た
と
す
る
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
五
年
十
二
月
己
末
条
﹁
出
羽
柵
遷
二

置
於
秋
田

村
高
清
水
岡
一︒﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
が
後
の
秋
田
城
と
さ
れ
て
い
る
︒
最
近
の
成
果Q

か
ら
︑
秋
田
城
が
軍
事
的
性
格
だ
け
で
な
く
︑
交
易
場

と
し
て
の
性
格
も
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
︑
熊
谷
氏
の
考
え
る
よ
う
な
吸
収
説
は
説
得
力
が
あ
る
︒
簑
島
氏
も
秋

渡
嶋
津
軽
津
司
の
歴
史
的
前
提
︵
小
林
︶
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田
城
と
渡
嶋
津
軽
津
司
の
連
続
性
を
挙
げ
て
い
る
︒
水
上
交
通
を
基
本
と
し
た
日
本
海
側
の
環
境
か
ら
考
察
す
る
と
︑
熊
谷
氏
の
意
見
に

賛
成
だ
が
︑
秋
田
城
と
津
司
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
日
本
海
側
の
統
治
体
制
や
︑
今
後
の
秋
田
城
に
関
す
る
研
究
の
進
展
か
ら
慎
重
に
検

討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒

近
年
の
北
海
道
や
北
東
北
に
お
け
る
考
古
学
の
成
果
は
目
覚
ま
し
く
︑
王
権
及
び
律
令
国
家
が
把
握
し
て
い
た
北
方
交
易
や
蝦
夷
集
団

と
の
交
流
は
︑
当
時
の
北
方
世
界
の
一
部
で
し
か
な
く
︑
文
献
に
記
録
さ
れ
た
出
来
事
が
全
て
で
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
な
っ
たR

︒

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
十
九
延
暦
六
年
正
月
二
十
一
日
官
符

太
政
官
符

応
下

陸
奥
按
察
使
禁
中

断
王
臣
百
姓
与
二

夷
俘
一

交
関
上

事

右
被
二

右
大
臣
宣
一

称
︒
奉
レ

勅
︒
如
聞
︒
王
臣
及
国
司
等
争
買
二

狄
馬
及
俘
奴
婢
一︒
所
以
弘
羊
之
徒
荀
貪
二

利
潤
一

略
レ

良
窃
レ

馬
︒
相

賊
日
深
︒
加
以
無
知
百
姓
不
レ

畏
二

冤
章
一︒
売
二

此
国
家
之
貨
一

買
二

彼
夷
俘
之
物
一︒
錦
既
着
二

賊
襖
冑
一

鉄
亦
造
二

敵
農
器
一︒
於
レ

理
商

量
︒
為
レ

害
極
深
︒
自
今
以
後
︒
宜
厳
二

禁
断
一︒
如
有
二

王
臣
及
国
司
一

違
二

犯
此
制
一

者
︒
物
即
没
レ

官
︒
仍
注
レ

名
申
上
︒
其
百
姓
者

一
依
二

故
按
察
使
従
三
位
大
野
朝
臣
東
人
制
法
一

随
レ

事
推
決
︒

延
暦
六
年
正
月
廿
一
日

や
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
十
九
延
暦
二
十
一
年
六
月
二
十
四
日
官
符

太
政
官
符

禁
三

断
私
交
二

易
狄
土
物
一

事

右
被
二

右
大
臣
宣
一

称
︒
渡
嶋
狄
等
来
朝
之
日
︒
所
レ

貢
方
物
︒
例
以
二

雑
皮
一︒
而
王
臣
諸
家
競
買
二

好
皮
一︒
所
レ

残
悪
物
以
擬
二

進

官
一︒
仍
先
下
レ

符
禁
制
已
久
︒
而
出
羽
国
司
寛
縦
会
不
二

遵
奉
一︒
為
レ

吏
之
道
豈
合
レ

如
レ

此
︒
自
今
以
後
︒
厳
加
二

禁
断
一︒
如
違
二

此
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制
一︒
必
処
二

重
科
一︒
事
縁
勅
語
︒
不
レ

得
二

重
犯
一︒

延
暦
廿
一
年
六
月
廿
四
日

で
は
︑
一
般
人
だ
け
で
な
く
︑
都
の
王
臣
諸
家
や
貴
族
︑
国
司
が
蝦
夷
と
の
私
交
易
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
︒
交
易
拠
点
や
朝
貢
場
を
設
け

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
管
理
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
要
因
は
単
に
都
か
ら
の
距
離
や
︑
蝦
夷
と
の
文
化
的
差
異
だ
け
が
要
因
で
は
な
い
だ

ろ
う
︒
北
海
道
と
東
北
だ
け
で
は
な
く
︑
大
陸
の
日
本
海
側
を
拠
点
と
す
る
人
々
︑
そ
し
て
海
を
自
由
に
行
き
来
し
た
人
々
の
創
り
出
す

環
日
本
海
世
界
の
存
在
が
背
景
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
に
は
環
日
本
海
世
界
で
の
交
易
活
動
へ
の
参

加
と
い
う
意
味
が
見
出
せ
る

私
は
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
に
蝦
夷
政
策
の
転
換
点
を
見
る
︒
津
軽
と
渡
嶋
に
置
か
れ
た
交
易
拠
点
は
︑
そ
の
後
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
︒
私
は
こ
の
交
易
拠
点
が
︑
後
の
中
世
に
発
達
す
る
十
三
湊
の
基
底
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
蓑
島
氏
︵
註
L
︶
が
考
古

資
料
を
用
い
て
明
晰
に
分
析
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
津
軽
は
ラ
グ
ー
ン
︵
潟
湖
︶
と
し
て
の
港
湾
機
能
が
十
分
に
機
能
し
う
る
土
地
で
あ

る
︒
斉
明
天
皇
期
よ
り
整
備
さ
れ
︑
北
方
交
易
の
拠
点
と
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
環
境
が
簡
単
に
放
棄
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒

十
三
湊
の
所
在
地
は
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
二
つ
の
交
易
拠
点
が
基
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
見
当
違
い
で
は

あ
る
ま
い
︒
ま
た
︑
考
古
学
側
か
ら
北
海
道
と
青
森
県
か
ら
交
易
拠
点
に
な
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
古
代
の
港
湾
施
設
が
数
ヵ
所
挙
げ
ら

れ
て
い
る
︒

渡
嶋
津
軽
津
司
が
二
つ
の
地
域
に
点
在
す
る
交
易
場
を
管
理
し
て
い
た
も
の
を
︑
朝
貢
場
と
し
て
の
機
能
も
有
し
て
い
た
秋
田
城
が
一

括
管
理
す
る
こ
と
で
︑
政
治
と
経
済
両
方
面
か
ら
環
日
本
海
世
界
へ
の
さ
ら
な
る
接
近
と
権
益
の
増
加
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

小
口
雅
史
氏
の
渡
嶋
と
津
軽
に
境
界
線
を
設
け
な
い
﹁
津
軽
海
峡
を
挟
む
世
界
﹂
説
は
︑
そ
れ
以
前
に
小
口
氏
が
提
唱
し
た
﹁
渡
嶋
﹂

渡
嶋
津
軽
津
司
の
歴
史
的
前
提
︵
小
林
︶
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と
は
北
海
道
だ
け
で
な
く
︑
津
軽
を
含
ん
だ
土
地
の
呼
称
で
あ
る
と
す
る
説T

を
撤
回
し
︑
北
方
世
界
を
見
る
一
つ
の
指
針
と
し
て
新
た
に

提
唱
さ
れ
た
説
で
あ
る
︒
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
私
は
小
口
氏
が
提
唱
し
た
﹁
津
軽
海
峡
を
挟
む
世
界
﹂
と
い
う
視
点
か
ら
北
方
地

域
の
歴
史
を
検
討
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
再
び
津
田
氏
の
総
称
説
の
よ
う
な
統
合
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
私
の
統
合
説
は
︑
三
者

間
二
拠
点
交
易
を
軸
に
津
軽
と
渡
嶋
の
歴
史
を
検
討
す
る
と
︑
海
で
隔
て
ら
れ
た
渡
嶋
と
津
軽
が
海
峡
や
土
地
を
越
え
た
同
じ
集
合
体
で

あ
る
と
提
起
し
た
い
︒
特
に
﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
四
年
正
月
丙
子
条
の
渡
島
津
軽
津
司
は
︑
七
世
紀
末
に
お
け
る
津
軽
海
峡
で
隔
て
ら
れ

た
地
域
が
︑
交
易
形
態
の
構
築
に
よ
っ
て
同
一
の
集
合
体
に
な
っ
た
こ
と
が
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
継
続
し
て
い
る
証
明
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

以
上
数
少
な
い
史
料
か
ら
北
方
交
易
に
関
す
る
持
論
を
展
開
し
た
︒
一
側
面
の
み
で
は
あ
る
が
︑
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
か
ら
渡
島
津
軽
津

司
ま
で
の
史
料
検
討
に
よ
っ
て
︑
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
︑
津
軽
と
北
海
道
は
同
一
の
世
界
と
見
做
す
こ
と
が
可
能
だ

と
考
え
る
︒

お

わ

り

に

本
論
で
は
小
口
雅
史
氏
の
﹁
海
峡
を
挟
む
世
界
﹂
説
の
︑
津
軽
と
渡
嶋
を
同
じ
世
界
と
み
る
こ
と
が
可
能
と
い
う
考
え
に
触
発
さ
れ
︑

私
独
自
の
渡
嶋
津
軽
統
一
世
界
論
の
検
討
を
試
み
た
︒
斉
明
天
皇
五
年
三
月
是
月
条
記
事
に
北
方
に
お
け
る
津
軽
と
渡
嶋
︑
二
つ
の
地
域

を
含
め
た
王
権
・
蝦
夷
・
粛
慎
の
三
者
間
交
易
の
萌
芽
を
確
認
し
︑
そ
の
交
易
の
管
轄
は
越
国
が
行
っ
て
い
た
と
い
う
説
を
提
唱
し
た
︒

そ
の
交
易
形
態
の
成
立
に
よ
っ
て
経
済
的
な
視
点
か
ら
渡
嶋
と
津
軽
が
海
峡
で
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
同
一
世
界
と
し
て
考
え
る
こ
と

が
可
能
だ
と
考
え
る
︒
王
権
と
蝦
夷
だ
け
で
は
な
く
︑
蝦
夷
間
の
土
地
を
越
え
た
交
流
も
﹃
日
本
書
紀
﹄
斉
明
天
皇
紀
か
ら
み
ら
れ
る
︒
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果
た
し
て
蝦
夷
の
居
住
区
分
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
津
軽
海
峡
に
引
か
れ
た
境
界
線
の
み
で
は
な
く
︑
全
て
の
区
分
を
取
り

払
い
︑
蝦
夷
自
体
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
︒

現
在
の
北
方
史
で
は
文
献
史
学
と
考
古
学
の
す
り
合
わ
せ
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
︒
考
古
学
の
観
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
︑
文
献
史

料
だ
け
で
は
成
し
え
な
か
っ
た
思
考
の
限
界
点
を
超
え
出
る
可
能
性
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

が
︑
考
古
学
・
日
本
古
代
史
・
古
代
東
洋
史
の
複
合
に
よ
り
日
本
海
で
隔
て
ら
れ
た
大
陸
と
日
本
の
北
方
地
域
が
結
び
つ
く
﹁
環
日
本
海

世
界
﹂
の
存
在
は
古
代
北
方
史
の
新
し
い
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
うU

︒
た
だ
し
現
状
は
必
ず
し
も
順
調
と
は
言
え
な
い
︒
両
分
野
の
立

場
や
考
え
方
が
あ
り
︑
さ
ら
に
文
献
史
学
の
間
で
も
決
着
を
み
な
い
議
論
が
数
多
く
あ
る
中
で
︑
各
分
野
の
統
合
は
困
難
を
極
め
る
︒
伝

統
的
な
蝦
夷
研
究
の
課
題
で
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
と
蝦
夷
の
関
係
は
︑
考
古
学
の
進
展
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
一
元
的
な
捉
え
方
か
ら
︑
よ

り
複
次
的
な
要
因
が
介
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
︒
今
後
の
協
業
の
深
化
は
︑
蝦
夷
研
究
の
空
白
地
帯
を
塗
り
つ
ぶ
し
て

い
く
だ
ろ
う
︒

あ
る
視
点
か
ら
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
蝦
夷
か
ら
︑
蝦
夷
そ
の
も
の
へ
︒
考
古
学
や
東
洋
史
の
成
果
を
取
り
入
れ
な
が

ら
︑
古
代
北
方
世
界
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
︒

︹
注
︺

⑴

小
口
雅
史
氏
﹁
渡
嶋
再
考
﹂︵﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
第
八
四
集
︑
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
︑
二
〇
〇
〇
年
︶

⑵

小
口
雅
史
編
﹃
海
峡
と
古
代
蝦
夷
﹄︵
高
志
書
院
︑
二
〇
一
一
年
︶

⑶

坂
本
太
郎
氏
﹁
日
本
書
紀
と
蝦
夷
﹂︵﹃
坂
本
太
郎
著
作
集
﹄
第
二
巻
古
事
記
と
日
本
書
紀
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
八
年
︶

⑷

熊
谷
公
男
氏
ａ
﹁
阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討
﹂︵﹃
東
北
学
院
大
学
論
集
︱
歴
史
学
・
地
理
学
︱
﹄
十
六
︑
一
九
八
六
年
︑
三
月
︶

渡
嶋
津
軽
津
司
の
歴
史
的
前
提
︵
小
林
︶

―43―



熊
谷
公
男
氏
ｂ
﹁
阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
﹂︵﹃
東
北
古
代
史
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
六
年
︑
十
月
︶
以
下
断
り
が

な
い
限
り
本
稿
で
の
熊
谷
氏
の
論
は
ｂ
論
文
を
指
す
︒

⑸

新
井
白
石
﹁
蝦
夷
志
﹂︵
原
田
信
男
校
注
﹃
東
洋
文
庫
八
六
五
蝦
夷
志
南
島
志
﹄︵
平
凡
社
︑
二
〇
一
五
年
︶

⑹

津
田
左
右
吉
氏
﹁
粛
慎
考
﹂︵﹃
津
田
左
右
吉
全
集
﹄
第
二
巻
日
本
古
典
の
研
究
下
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
三
年
︶

⑺

児
玉
作
左
衛
門
氏
﹁
阿
倍
比
羅
夫
の
渡
島
遠
征
﹂︵﹃
明
治
前
日
本
人
類
学
・
先
史
学
史
︱
ア
イ
ヌ
民
族
の
研
究
︵
黎
明
期
︶﹄
前
編
第
一
章
︑
日
本

学
術
振
興
会
︑
一
九
七
一
年
︶

⑻

小
野
裕
子
氏
﹁
北
海
道
に
お
け
る
続
縄
文
文
化
か
ら
擦
文
文
化
へ
﹂︵﹃
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹄
一
〇
︑
一
九
九
八
年
︑
五
月
︶

⑼

蓑
島
栄
紀
氏
﹁
阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
と
東
北
ア
ジ
ア
世
界
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
伝
承
と
東
ア
ジ
ア
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
五
年
︶︑
註
L
論
集
に
当
論

文
を
改
稿
し
た
﹁
阿
倍
比
羅
夫
の
北
航
と
北
東
ア
ジ
ア
地
域
﹂
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
︑
当
論
文
で
の
氏
の
主
張
を
補
強
す
る
に
留
ま
る
の
み
で
あ

り
︑
本
論
文
で
は
旧
稿
の
み
を
利
用
す
る
︒

⑽

樋
口
知
志
氏
﹁
渡
島
の
エ
ミ
シ
﹂︵﹃
古
代
王
権
と
交
流
一
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
﹄
名
著
出
版
︑
一
九
九
六
年
︶

⑾

熊
谷
公
男
氏
﹁
古
代
蝦
夷
︵
エ
ミ
シ
︶
の
実
像
に
迫
る
﹂︵﹃
上
代
文
学
﹄
一
一
七
︑
二
〇
一
六
年
十
一
月
︶

⑿

瀬
川
拓
郎
氏
﹁
古
代
北
海
道
の
民
族
的
世
界
と
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
﹂︵﹃
海
峡
と
古
代
蝦
夷
﹄︵
高
志
書
院
︑
二
〇
一
一
年
︶

⒀

村
尾
次
郎
氏
﹁
奥
羽
政
策
の
物
語
的
前
史
﹂︵﹃
日
本
史
学
研
究
叢
書
律
令
財
政
史
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
一
年
︑﹃
芸
林
﹄
五

−

三
︑

一
九
五
四
年
︑
初
出
︶

⒁

虎
尾
俊
哉
氏
﹁
律
令
国
家
の
奥
羽
経
営
﹂︵﹃
古
代
の
地
方
史
﹄
六
奥
羽
編
朝
倉
書
店
︑
一
九
七
八
年
初
出
︑
﹃
古
代
東
北
と
律
令
法
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
九
五
年
再
録
︶

⒂

伊
藤
循
氏
﹁
古
代
国
家
の
蝦
夷
支
配
﹂︵﹃
古
代
王
権
と
交
流
一
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
﹄
名
著
出
版
︑
一
九
九
六
年
︶

⒃

武
廣
亮
平
﹁
正
倉
院
収
蔵
の
﹁
ア
ザ
ラ
シ
﹂
の
毛
皮
：
中
倉
三
・
四
号
鞍
の
韉
の
素
材
に
関
し
て
﹂︵
﹃
日
本
歴
史
﹄
八
三
四
︑
二
〇
一
七
年
十
一
月
︶
︑
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武
廣
亮
平
﹁
古
代
・
中
世
前
期
の
ア
ザ
ラ
シ
皮
と
北
方
交
易
﹂︵﹃
史
叢
﹄
七
七
︑
二
〇
〇
七
年
九
月
︶

⒄

松
原
弘
宣
氏
﹁
渡
嶋
津
軽
津
司
に
つ
い
て
﹂︵﹃
愛
媛
大
学
教
養
部
紀
要
﹄
十
三
︑
一
九
八
〇
年
初
出
︑﹃
古
代
水
上
交
通
史
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
八
五
年
再
録
︶

⒅

荊
木
美
行
氏
﹁
﹁
靺
鞨
国
﹂
考
﹂︵﹃
日
本
書
紀
研
究
﹄
第
二
九
冊
︑
塙
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︶

⒆

渡
部
育
子
氏
﹁
律
令
制
下
の
海
上
交
通
と
出
羽
︱
古
代
出
羽
に
お
け
る
海
上
交
通
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵﹃
日
本
海
地
域
史
研
究
﹄
七
︑
文
献

出
版
︑
一
九
八
五
年
︶

⒇

蓑
島
栄
紀
氏
﹁
古
代
出
羽
地
方
の
対
北
交
流
﹂︵﹃
古
代
国
家
と
北
方
社
会
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
一
年
︶
こ
と
わ
り
が
な
い
か
ぎ
り
本
論
中
の
蓑

島
氏
の
論
は
こ
の
論
文
を
示
す
︒

L

滝
川
政
次
郎
氏
﹁
斉
明
朝
に
お
け
る
東
北
経
路
補
考
﹂︵﹃
史
学
雑
誌
﹄
第
六
七
編
第
二
号
︑
一
九
五
八
年
︑
一
月
︶︑
新
野
直
吉
氏
﹁
古
代
史
上
の
津

軽
﹂
︵
﹃
弘
前
大
学
国
史
研
究
﹄
七
〇
︑
一
九
八
〇
年
︑
四
月
︶︑
関
口
明
氏
﹁
渡
嶋
蝦
夷
と
粛
慎
・
渤
海
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
伝
承
と
東
ア
ジ
ア
﹄
吉
川

弘
文
館
︑
一
九
九
五
年
︶︑
長
谷
川
成
一
氏
他
﹃
青
森
県
の
歴
史
﹄︵
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︑
青
森
県
史
編
さ
ん
古
代
部
会
編
﹃
青
森
県
史
資

料
編
古
代
１
文
献
史
料
﹄︵
青
森
県
︑
二
〇
〇
一
年
︶︑
蓑
島
栄
紀
氏
﹁﹁
も
の
﹂
と
交
易
の
古
代
北
方
史

奈
良
・
平
安
日
本
と
北
海
道
・
ア
イ
ヌ
﹂

︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
五
年
︶

M

『
律
令
﹄
令
巻
第
二
職
員
令
第
二
の
六
八
番
摂
津
職
条
摂
津
職

帯
二

津
国
一︒

大
夫
一
人
︒
掌
︒
祠
社
︒
戸
口
簿
帳
︒
字
二

養
百
姓
一︒
勧
二

課
農
桑
一︒
糺
二

察
所
部
一︒
貢
挙
︒
孝
義
︒
田
宅
︒
良
賤
︒
訴
訟
︒
市
廛
︒
度
量
軽
重
︒
倉
廩
︒
租
調
︒
雑
徭
︒
兵
士
︒
器
仗
︒
道

橋
︒
津
済
︒
過
所
︒
上
下
公
使
︒
郵
駅
︒
伝
馬
︒
闌
遺
雑
物
︒
検
二

校
舟
具
一

︒
及
寺
︒
僧
尼
名
籍
事
︒

『
律
令
﹄
令
巻
第
二
職
員
令
第
二
の
七
〇
番
大
国
条

大
国

守
一
人
︒
掌
︒
祠
社
︒
戸
口
簿
帳
︒
字
二

養
百
姓
一︒
勧
二

課
農
桑
一︒
糺
二

察
所
部
一︒
挙
︒
孝
義
︒
田
宅
︒
良
賤
︒
訴
訟
︒
租
調
︒
倉
廩
︒
徭
役
︒
兵
士
︒
器
仗
︒
鼓
吹
︒
郵
駅
︒
伝
馬
︒
烽
候
︒
城

渡
嶋
津
軽
津
司
の
歴
史
的
前
提
︵
小
林
︶
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牧
︒
過
所
︒
公
私
馬
牛
︒
闌
遺
雑
物
︒
及
寺
︒
僧
尼
名
籍
事
︒
余
守
准
レ

此
︒
其
陸
奥
︒
出
羽
︒
越
後
等
国
︒
兼
二

知
饗
給
︒
征
討
︒
斥
候
一︒
壱
岐
︒
対
馬
︒
日
向
︒
薩
摩
︒
大
隅
等
国
︒
惣
二

知
鎮
捍
︒

防
守
︒
及
蕃
客
︒
帰
化
一︒
三
関
国
︒
又
掌
二

関
剗
及
関
契
事
︒

P

熊
谷
公
男
氏
﹁
秋
田
城
下
の
蝦
夷
と
津
軽
・
渡
嶋
の
蝦
夷
︱
元
慶
の
乱
を
中
心
と
し
て
︱
﹂︵﹃
海
峡
と
古
代
蝦
夷
﹄
高
志
書
院
︑
二
〇
一
一
年
︶

Q

伊
藤
武
士
氏
﹁
古
代
城
柵
秋
田
城
の
機
能
と
特
質
﹂︵﹃
考
古
学
リ
ー
ダ
ー
二
十
五
北
方
世
界
と
秋
田
城
﹄
六
一
書
房
︑
二
〇
一
六
年
︶

R

鈴
木
靖
民
氏
﹁
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
﹂︵﹃
古
代
王
権
と
交
流
一
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
﹄
名
著
出
版
︑
一
九
九
六
年
︶
及
び
﹃
日
本
古
代
の

周
縁
史
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
︶

T

小
口
雅
史
氏
﹁
阿
倍
比
羅
夫
北
征
地
名
考
︱
渡
嶋
を
中
心
と
し
て
︱
﹂︵﹃
文
経
論
叢
﹄
二
七
︑
一
九
九
二
年
︑
三
月
︶

U

古
畑
徹
氏
﹃
渤
海
国
と
は
何
か
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
八
年
︶︑
小
口
雅
史
編
﹃
古
代
史
選
書
二
八
古
代
国
家
と
北
方
世
界
﹄︵
同
成
社
︑
二
〇
一
七
年
︶︑

蓑
島
栄
紀
氏
﹁
﹁
も
の
﹂
と
交
易
の
古
代
北
方
史

奈
良
・
平
安
日
本
と
北
海
道
・
ア
イ
ヌ
﹂︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
五
年
︶︑
鈴
木
靖
民
氏
﹃
日
本
古

代
の
周
縁
史
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
︶
赤
羽
目
匡
由
氏
﹃
渤
海
王
国
の
政
治
と
社
会
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
一
年
︶︑
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
・
フ
ォ

ン
・
ヴ
ェ
ア
シ
ュ
ア
︵
河
内
春
人
訳
︶﹃
モ
ノ
が
語
る
日
本
対
外
交
易
史

七

−

一
六
世
紀
﹄︵
藤
原
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︶
石
井
正
敏
氏
﹃
日
本
渤

海
関
係
史
の
研
究
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
一
年
︶︑
小
嶋
芳
孝
氏
﹁
蝦
夷
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
交
流
﹂
︵﹃
古
代
王
権
と
交
流
一

古
代
蝦
夷
の

世
界
と
交
流
﹄
名
著
出
版
︑
一
九
九
六
年
︶

︵
こ
ば
や
し

た
け
る
︶
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