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『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
池
」
の
周
辺
に
は
「
池
」
を
造
っ
た
側
に
と
っ

て
不
都
合
な
存
在
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
記
紀
の
「
池
」
の
記
事
に
は
見

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
記
紀
の
「
池
」
築
造
記
事
は
、
天
皇
の
徳
政
が

滞
り
な
く
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
役
割
を
負
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

（１）る
。
記
紀
の
「
池
」
の
築
造
は
何
の
困
難
も
な
く
完
遂
さ
れ
る
の
に
対
し
、

『
常
陸
国
風
土
記
」
の
「
池
」
の
築
造
に
は
困
難
が
伴
う
場
合
も
あ
る
。

本
稿
で
は
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
池
」
の
記
述
様
態
を
分
析
し
、
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
さ
ら
に
は
「
常
陸
国
風
土
記
』
を
読

む
う
え
で
「
池
」
の
記
事
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て

いきたい。

古
代
の
「
池
」
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
の
方
面
な
ど
か
ら
、
そ
の
築
造

の
背
後
に
強
大
な
権
力
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
末

（２）

永
雅
雄
氏
は
「
国
家
的
事
業
と
し
て
行
な
わ
れ
来
た
」
と
し
、
古
島
敏
雄

氏
は
、
古
墳
や
溜
池
な
ど
の
大
工
事
を
す
る
に
は
「
そ
の
前
提
に
、
す
で

（３）

に
そ
こ
に
大
き
な
政
治
支
配
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
」
と
し
、
高
橋
裕
氏

は
、
「
池
」
の
築
造
な
ど
の
「
大
規
模
な
土
木
事
業
は
、
あ
る
程
度
強
力

『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
池
」

｜
、
は
じ
め
に

ｌ
そ
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

な
安
定
し
た
権
力
下
に
お
け
る
方
が
行
な
い
や
す
い
」
な
ど
と
し
て
い

（４）る
。
古
代
に
お
け
る
実
際
の
「
池
」
の
築
造
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
、
今
日
で
は
推
測
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
が
、
諸
氏
の
指
摘
す
る

よ
う
に
個
人
の
力
で
は
為
し
得
な
い
、
強
大
な
権
力
を
背
景
と
し
た
も
の

（５）

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
重

要
な
の
は
、
記
紀
や
風
土
記
と
い
っ
た
古
代
の
文
献
内
で
も
「
池
」
の
築

造
は
強
大
な
権
力
を
背
景
と
し
て
為
さ
れ
た
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
実
態
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
叙
述
の
問
題
と
し
て

「
池
」
を
見
て
い
く
。
強
大
な
権
力
を
背
景
と
す
る
事
業
で
あ
っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
「
常
陸
国
風
土
記
』
に
「
池
」
築
造
が
滞
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
書
く
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

古
代
の
文
献
上
の
「
池
」
に
つ
い
て
は
三
浦
佑
之
氏
が
次
の
よ
う
な
指

摘
を
し
て
い
る
。

池
を
作
る
と
い
う
事
業
は
、
（
略
）
「
古
事
記
」
や
『
日
本
書
紀
」
で

は
天
皇
の
な
す
べ
き
重
大
な
仕
事
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
こ
う

し
た
事
業
が
「
文
化
」
を
象
徴
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
常
陸

国
風
土
記
』
に
も
い
く
つ
か
の
築
池
記
事
が
あ
り
、
「
枡
池
あ
り
、

こ
は
高
向
の
大
夫
の
時
に
築
け
る
池
な
り
」
「
国
の
宰
当
麻
の
大
夫

佐
竹
美
穂
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三
浦
氏
は
「
池
」
を
作
る
と
い
う
事
業
が
「
「
文
化
」
を
象
徴
す
る
も
の
」

で
あ
っ
た
と
す
る
。
確
か
に
、
記
紀
や
『
常
陸
国
風
土
記
」
で
は
、
「
池
」

の
多
く
の
用
例
で
「
作
（
造
）
る
」
や
「
築
く
」
な
ど
の
語
を
伴
っ
て
お

り
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
設
備
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
。
ま
た
、
記
紀
で
は

「
池
」
築
造
の
記
事
を
持
つ
天
皇
は
限
ら
れ
た
聖
帝
と
な
っ
て
お
り
、
天

皇
の
事
績
を
飾
る
に
適
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
う
か
が
わ
せ

る
。
し
か
し
、
「
池
」
の
は
ら
む
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
記
紀
と
「
常

陸
国
風
土
記
」
で
は
記
述
の
様
態
が
異
な
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

記
紀
で
「
池
」
の
築
造
は
何
の
困
難
も
伴
う
こ
と
な
く
完
遂
さ
れ
た
よ
う

に
書
か
れ
る
が
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
記
述
か
ら
は
、
一
筋
縄
で
は
い

か
な
か
っ
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
・
こ
の
こ
と
か
ら
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
、

記
紀
と
は
異
な
る
、
あ
る
本
質
的
な
も
の
が
見
え
て
く
る
。

ま
ず
「
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
池
」
の
書
か
れ
方
の
実
際
か
ら
、
「
常

陸
国
風
土
記
』
に
お
い
て
「
池
」
が
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
を

確認したい。

『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
池
」
は
、
①
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
「
築
く
」

「
造
る
」
と
い
う
語
を
伴
う
）
、
②
中
央
官
人
が
築
造
に
関
わ
る
、
③
孝
徳

朝
以
降
に
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、

の
事
業
も
、
朝
廷
（
天
皇
）
（（６）

と
い
』
っ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

の
時
に
、
築
け
る
池
、
今
も
路
の
東
に
あ
り
」
（
と
も
に
行
方
郡
条
）

と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
高
向
の
大
夫
や
当
麻
の
大
夫
は
、
朝
廷
か

ら
常
陸
国
に
派
遣
さ
れ
た
「
宰
Ⅱ
ミ
コ
ト
モ
チ
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
事
業
も
、
朝
廷
（
天
皇
）
の
威
光
を
受
け
て
完
遂
さ
れ
た
も
の
だ

二
、
沼
・
泉
・
井
と
の
比
較
か
ら
見
る
「
池
」
の
特
徴

沼
や
泉
、
井
と
い
っ
た
、
「
池
」
と
同
じ
く
水
が
溜
ま
る
場
所
を
示
す
語

と
比
較
す
る
こ
と
で
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。

次
の
表
は
、
沼
・
泉
・
井
・
池
が
ど
の
よ
う
な
動
詞
を
伴
う
か
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
沼
と
泉
の
項
を
み
る
と
、
「
あ
り
」
や
「
流
る
」
な
ど
を

伴
っ
て
い
る
が
、
「
池
」
は
多
く
が
「
築
く
」
、
「
造
る
」
を
伴
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
沼
や
泉
は
も
と
か
ら
常
陸
の
地
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
叙
述

さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
池
」
は
新
し
く
常
陸
の
国
に
造
ら
れ
た
も
の
と

ふ

し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
と
く
に
泉
は
「
旧
る
」
な
ど

も
伴
う
こ
と
か
ら
、
相
当
に
古
く
か
ら
あ
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
沼
と
泉
と
の
比
較
か
ら
、
「
池
」
は
新
し
い
技
術
と
し
て

導
入
さ
れ
、
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
「
池
」

の
特
徴
の
①
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
以
上
の
こ
と
か
ら

確
認
で
き
る
。

次
に
、
特
徴
の
②
中
央
官
人
が
築
造
に
関
わ
る
、
と
い
う
点
だ
が
、
こ
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れ
は
井
と
比
較
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
右
の
表
を
見
る
と
、
井
は
多
く

が
「
掘
る
」
を
伴
っ
て
お
り
、
「
池
」
と
同
じ
く
人
工
の
も
の
の
よ
う
だ
が
、

そ
こ
に
関
わ
る
人
物
は
異
な
っ
て
い
る
。

井
：
．
…
倭
武
天
皇
（
２
）
、
大
足
日
子
天
皇
（
１
）
、
比
奈
良
珠
命
（
２
）

池
．
．
：
：
高
向
大
夫
（
１
）
、
壬
生
連
麿
（
１
）
、
当
麻
大
夫
（
１
）
、

軽
直
里
麻
呂
（
１
）

右
に
挙
げ
た
の
は
井
を
掘
る
こ
と
に
関
わ
っ
た
人
物
と
、
「
池
」
の
築
造

に
関
わ
っ
た
人
物
で
、
カ
ッ
コ
内
は
そ
の
件
数
で
あ
る
。
「
池
」
の
築
造

に
関
わ
っ
て
い
る
の
は
「
大
夫
」
や
「
連
」
や
「
直
」
な
ど
、
朝
廷
か
ら

職
や
姓
を
与
え
ら
れ
た
官
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
井
を
掘
る
人
物
と
比
べ

る
と
一
層
明
瞭
で
、
井
を
掘
る
の
は
倭
武
天
皇
や
大
足
彦
天
皇
、
倭
武
天

（７）

皇
に
遣
わ
さ
れ
た
比
奈
良
珠
命
ら
、
天
皇
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
天
皇
、

と
い
う
と
中
央
政
府
に
お
け
る
権
力
の
象
徴
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
二

人
の
天
皇
は
、
「
常
陸
国
風
土
記
」
内
で
は
朝
廷
権
力
の
象
徴
と
い
う
よ

り
は
巡
行
神
の
よ
う
な
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
。

『
常
陸
国
風
土
記
』
の
天
皇
は
、
時
世
を
示
す
天
皇
と
行
動
す
る
天
皇

と
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
時
世
を
示
す
天
皇
と
い
う
の
は
、
「
～
天

皇
の
御
世
」
と
い
う
形
で
記
さ
れ
、
そ
の
あ
と
に
記
さ
れ
る
説
話
の
時
代

を
明
示
す
る
役
割
を
持
つ
。
行
動
す
る
天
皇
は
、
倭
武
天
皇
と
大
足
彦
天

皇
だ
け
で
、
実
際
に
常
陸
国
内
を
巡
行
し
て
な
ん
ら
か
の
説
話
の
、
王
人
公

と
な
る
。
井
を
掘
る
の
は
、
後
者
の
行
動
す
る
天
皇
で
あ
る
。
こ
の
行
動

す
る
天
皇
は
多
分
に
巡
行
神
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け

水
辺
（
井
）
に
多
く
巡
行
し
て
い
る
。

倭
武
天
皇
の
説
話
が
水
辺
に
多
い
こ
と
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
肥
後
和
男
氏
は
、
記
紀
で
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
征
討
者
と
し
て
の

性
質
を
持
つ
こ
と
と
は
異
な
っ
て
、
「
常
陸
国
風
土
記
』
の
倭
武
天
皇
が

（８）「泉
の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
の
多
い
」
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
「
農
業
と
の
関
連
と
云
っ
た
や
う
な
効
用
的
な
意

味
よ
り
も
、
水
の
清
さ
甘
さ
に
直
接
神
聖
な
る
人
格
の
恩
寵
を
感
謝
す
る
」

と
い
っ
た
意
味
を
持
ち
、
「
倭
武
天
皇
は
常
陸
の
人
々
に
と
っ
て
た
だ
有

（９）

難
き
大
君
と
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
こ
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
の
は
、
倭
武
天
皇
が
「
池
」
の
築
造
な
ど
の
「
効
用
的
な
意

味
」
よ
り
も
、
井
や
泉
な
ど
の
も
つ
「
水
の
清
さ
甘
さ
」
に
よ
り
密
接
な

関
わ
り
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
倭
武
天
皇
は
、
「
た

だ
有
難
き
大
君
」
つ
ま
り
実
際
の
統
治
を
行
う
天
皇
で
は
な
く
神
々
と
同

じ
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
・
永
藤
靖
氏
は
ま
た
、
『
常

陸
国
風
土
記
』
に
は
、
記
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
が
主
題
と
し
た
闘

争
の
旅
は
描
か
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
「
む
し
ろ
、
そ
の
地
方
々
々
に
巡

幸
し
、
そ
の
共
同
体
の
必
要
と
し
た
井
泉
、
橋
と
い
っ
た
も
の
を
作
り
、

人
々
に
多
く
の
徳
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
倭
武
天
皇
は
、
こ
こ
で
は
民
に

幸
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
貴
人
で
あ
り
、
異
人
と
し
て
定
着
さ
れ
て
い
る

感
が
深
い
。
自
分
た
ち
の
共
同
体
の
ら
ち
が
い
に
あ
っ
て
、
多
く
の
富
を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
、
い
わ
ば
折
口
信
夫
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
マ
レ
ビ

（旧）

卜
」
と
し
て
の
面
影
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
以
上
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
倭
武
天
皇
の
性
格
に
は
巡
行
神
の
よ
う
な
性
質
が

透
け
て
見
え
る
。
同
じ
く
、
時
世
を
示
す
の
で
は
な
く
行
動
す
る
大
足
日

子
の
天
皇
も
巡
行
神
の
よ
う
な
性
質
の
天
皇
と
し
て
登
場
す
る
と
考
え
て

良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
天
皇
が
巡
行
す
る
の

は
「
井
」
の
ほ
と
り
で
あ
り
、
決
し
て
「
池
」
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
池
」

が
、
巡
行
の
地
と
い
う
よ
り
は
、
肥
後
氏
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
「
効
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用
的
な
意
味
」
を
多
く
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
左
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
池
」
の
よ
う
な
施
設
を
作
る
の
は
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
天
皇
で
は

な
く
官
人
な
の
で
あ
る
。
官
人
も
常
陸
の
地
に
実
際
に
入
る
存
在
だ
が
、

巡
行
す
る
天
皇
と
は
位
相
を
異
に
し
て
い
る
。
官
人
は
「
井
」
に
巡
行
し

た
り
は
せ
ず
、
郡
の
領
域
を
選
定
し
た
り
「
池
」
を
造
っ
た
り
す
る
者
で

あ
る
。
「
常
陸
国
風
土
記
』
で
官
人
は
、
常
陸
国
を
実
質
的
に
経
営
し
た

存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。

最
後
に
、
特
徴
の
③
孝
徳
朝
以
後
に
で
き
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討

し
た
い
。
「
井
」
を
掘
る
倭
武
天
皇
の
存
在
す
る
時
間
に
関
し
て
、
猪
股

と
き
わ
氏
は
「
ど
の
天
皇
の
「
世
」
に
も
所
属
し
な
い
し
、
連
続
し
な
い

よ
う
だ
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

連
続
し
て
一
方
向
へ
と
流
れ
る
時
間
と
は
別
の
過
去
世
で
あ
る
点

で
、
「
倭
武
天
皇
」
の
時
は
「
常
陸
国
風
土
記
』
に
と
っ
て
の
す
べ

て
の
始
ま
り
、
香
島
大
神
や
普
都
大
神
と
い
う
「
大
神
」
と
呼
ば
れ

（Ⅱ）

る
神
が
天
よ
り
降
っ
て
き
た
時
と
同
質
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

倭
武
天
皇
は
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
な
か
で
は
時
世
を
示
す
天
皇
と
は

異
な
る
次
元
で
行
動
す
る
天
皇
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

天
皇
の
時
代
に
掘
ら
れ
る
の
が
「
井
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
池
」

が
作
ら
れ
る
の
は
孝
徳
天
皇
の
時
代
以
降
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
示
さ

れ
て
い
る
。
「
池
」
の
築
造
に
関
わ
る
人
物
（
高
向
大
夫
、
壬
生
連
麿
、

当
麻
大
夫
、
軽
直
里
麻
呂
）
は
す
べ
て
孝
徳
朝
以
降
の
人
物
と
認
定
で
き
、

ま
た
築
造
の
時
代
を
明
記
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
す
べ
て
孝
徳
朝
以
後
と

（旧）

な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
『
常
陸
国
風
土
記
」
に
お
け
る
孝
徳
朝
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
く
。
孝
徳
朝
は
、
総
記
に

難
波
の
長
柄
の
豊
前
の
大
宮
に
臨
軒
し
め
し
し
天
皇
の
み
世
（
Ⅱ
孝

徳
朝
ｌ
稿
者
注
）
に
至
り
、
高
向
臣
・
中
臣
幡
織
田
連
等
を
遣
は
し

て
、
坂
よ
り
東
の
国
を
惣
領
め
し
め
き
。
時
に
、
我
姫
の
道
、
分
れ

て
八
の
国
と
為
り
、
常
陸
の
国
、
其
の
一
に
居
れ
り
。

と
あ
り
、
常
陸
国
建
国
の
時
代
で
あ
る
。
ま
た
、
各
郡
が
立
て
ら
れ
た
時

代
で
も
あ
り
、
常
陸
国
が
国
と
し
て
成
立
し
た
時
代
と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
記
紀
の
崇
神
天
皇
条
で
あ
る
。
記
紀
で
は
「
池
」

が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
崇
神
条
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
崇
神
条
に
登

場
す
る
次
の
詔
は
重
要
で
あ
る
。

六
十
二
年
の
秋
七
月
の
乙
卯
の
朔
丙
辰
に
、
詔
し
て
日
は
く
、
「
農
は

天
下
の
大
き
な
る
本
な
り
。
民
の
侍
み
て
生
く
る
所
な
り
。
今
、
河
内

の
狭
山
の
埴
田
水
少
し
。
是
を
以
て
、
其
の
国
の
百
姓
、
農
の
事
に
怠

る
。
其
れ
多
に
囮
溝
を
開
り
て
、
民
の
業
を
寛
め
ょ
」
と
の
た
ま
ふ
。

「
天
下
」
の
「
本
」
で
あ
る
「
農
」
の
た
め
に
「
池
溝
」
を
開
く
こ
と
を

命
じ
て
お
り
、
天
下
を
治
め
る
た
め
に
「
池
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
記
紀
の
崇
神
朝
も
、
神
祇
制
度
や
税
制
な
ど
国
が

整
い
始
め
た
時
代
と
し
て
あ
り
、
「
常
陸
国
風
土
記
』
の
孝
徳
朝
も
国
と

し
て
機
能
し
始
め
た
時
代
で
あ
る
。
記
紀
で
も
「
常
陸
国
風
土
記
』
で
も

国
が
整
い
始
め
た
時
代
と
「
池
」
が
造
ら
れ
始
め
た
時
代
と
は
期
を
一
に

し
て
い
る
。
国
を
整
え
て
い
く
こ
と
と
「
池
」
の
築
造
は
密
接
に
関
わ
っ

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
に
ま
た
、
『
常
陸

国
風
土
記
』
が
解
文
で
あ
る
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
。
『
常
陸
国
風
土
記
』

は
常
陸
国
が
朝
廷
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
文
書

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
孝
徳
朝
に
官
人
に
よ
っ
て
「
池
」
が
造

ら
れ
た
こ
と
を
記
す
こ
と
は
、
朝
廷
に
よ
る
常
陸
国
支
配
を
示
す
に
資
す
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る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
築
造
に
困
難
が
伴

う
こ
と
が
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
常
陸
国
風
土
記
」
で
は
、
孝
徳
朝
以
降
に
官
人
に
よ
っ
て
「
池
」

が
築
か
れ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
常
陸
国
が
成
立
し

た
孝
徳
朝
以
降
に
、
常
陸
国
を
実
際
に
経
営
し
て
い
っ
た
官
人
に
よ
っ
て

築
か
れ
る
と
す
る
こ
と
で
、
「
池
」
は
、
国
が
機
能
し
て
い
く
た
め
に
必
要

な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
常
陸
国
風
土
記
」
の
「
池
」

の
記
述
は
単
純
で
は
な
い
。
次
か
ら
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三
、
夜
刀
の
神
の
説
話
と
「
池
」

前
節
に
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
池
」
の
特
質
を
検
討
し
て
き
た
が
、

こ
こ
か
ら
は
そ
の
書
か
れ
方
の
実
際
の
様
態
を
見
て
い
く
。
ま
ず
有
名
な

夜
刀
の
神
説
話
に
登
場
す
る
「
池
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
次

に
全
文
を
掲
げ
る
。

古
老
の
い
へ
ら
く
、
石
村
の
玉
穂
の
宮
に
大
八
州
駁
し
め
し
し
天
皇

の
み
世
、
人
あ
り
。
箭
括
の
氏
の
麻
多
智
、
郡
よ
り
西
の
谷
の
葦
原

を
裁
ひ
、
墾
關
き
て
新
に
田
を
治
り
き
。
此
の
時
、
視
馴
伽
神
、
相

群
れ
引
率
て
、
悉
尽
に
到
来
た
り
、
左
右
に
防
障
へ
て
、
耕
佃
ら
し

む
る
こ
と
な
し
。
〈
俗
い
は
く
、
蛇
を
謂
ひ
て
夜
刀
の
神
と
為
す
。

其
の
形
は
、
蛇
の
身
に
し
て
頭
に
角
あ
り
。
率
引
て
難
を
免
る
る
時
、

見
る
人
あ
ら
ば
、
家
門
を
破
滅
し
、
子
孫
継
が
ず
。
凡
て
、
此
の
郡

の
側
の
郊
原
に
甚
多
に
住
め
り
。
〉
是
に
、
麻
多
智
、
大
き
に
怒
の

情
を
起
こ
し
、
甲
鎧
を
着
被
け
て
、
自
身
仗
を
執
り
、
打
殺
し
駈
逐

ら
ひ
き
。
乃
ち
、
山
口
に
至
り
、
標
の
視
を
堺
の
堀
に
置
て
、
夜
刀

の
神
に
告
げ
て
い
ひ
し
ぐ
、
「
此
よ
り
上
は
神
の
地
と
為
す
こ
と
を

聰
さ
む
。
此
よ
り
下
は
人
の
田
と
作
す
べ
し
。
今
よ
り
後
、
吾
、
神

の
祝
と
為
り
て
、
永
代
に
敬
ひ
祭
ら
む
。
翼
は
く
は
、
な
崇
り
そ
、

な
恨
み
そ
」
と
い
ひ
て
、
社
を
設
け
て
、
初
め
て
祭
り
き
、
と
い
へ

り
。
即
ち
、
還
、
耕
田
一
十
町
余
を
発
し
て
、
麻
多
智
の
子
孫
、
相

承
け
て
祭
を
致
し
、
今
に
至
る
ま
で
絶
え
ず
。
其
の
後
、
難
波
の
長

柄
の
豊
前
の
大
宮
に
臨
軒
し
め
し
し
天
皇
の
み
世
に
至
り
、
壬
生
連

麿
、
初
め
て
其
の
谷
を
占
め
て
、
囮
の
堤
を
築
か
し
め
き
。
時
に
、

夜
刀
の
神
、
囮
の
辺
の
椎
株
に
昇
り
集
ま
り
、
時
を
経
れ
ど
も
去
ら

ず
。
是
に
、
麿
、
声
を
挙
げ
て
大
言
び
け
ら
く
、
「
此
の
囮
を
修
め

し
む
る
は
、
要
は
民
を
活
か
す
に
あ
り
。
何
の
神
、
誰
の
祇
ぞ
、
風

化
に
従
は
ざ
る
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
、
役
の
民
に
令
せ
て
い
ひ
け
ら

く
、
「
目
に
見
る
雑
の
物
、
魚
虫
の
類
は
、
憧
り
催
る
る
と
こ
ろ
な

く
、
随
壼
に
打
殺
せ
」
と
言
ひ
了
は
る
應
時
、
神
し
き
蛇
避
け
隠
り

き
。
謂
は
ゅ
る
其
の
囮
は
、
今
、
椎
井
の
囮
と
号
く
。
囮
の
回
に

椎
株
あ
り
。
清
泉
出
づ
れ
ば
、
井
を
取
り
て
囮
に
名
づ
く
。
即
ち
、

香
島
に
向
ふ
陸
の
駅
道
な
り
。
（
行
方
郡
）

こ
の
説
話
は
、
お
お
ま
か
に
継
体
天
皇
の
世
の
こ
と
と
さ
れ
る
前
半
と
、

孝
徳
天
皇
の
世
の
こ
と
と
さ
れ
る
後
半
の
二
部
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
「
池
」
は
後
半
に
し
か
出
て
こ
な
い
。
前
半
も
開
墾
の
話
で
あ
り
、
「
堀
」

な
ど
の
語
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
水
辺
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
「
池
」
は
登
場
し
な
い
。
「
池
」
は
、
孝
徳
朝
に
壬
生
連

麿
と
い
う
官
人
に
よ
っ
て
新
し
く
造
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。（旧）

夜
刀
の
神
説
話
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
「
池
」
に
着
目
し
て
読
ん
で
い
き
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
こ
の
説
話

は
前
半
と
後
半
の
二
部
に
分
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
池
」
の
有
無
に
着
目
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す
る
が
、
前
半
と
後
半
で
は
「
池
」
の
有
無
や
時
代
の
違
い
の
他
に
、
夜

刀
の
神
に
対
す
る
態
度
の
違
い
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
守
屋
俊
彦
氏
は
、

こ
の
二
つ
の
話
か
ら
は
「
世
と
と
も
に
遷
り
ゆ
く
蛇
神
観
と
、
地
方
の
首

長
の
姿
が
窺
は
れ
」
る
と
し
て
い
る
。
蛇
神
は
、
古
く
は
「
農
業
神
」
と

し
て
降
臨
を
願
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
存
在
だ
が
、
麻
多
智
は
土
地

の
開
墾
に
あ
た
っ
て
夜
刀
の
神
の
降
臨
を
願
わ
な
い
。
し
か
し
、
麻
多
智

が
祭
祀
者
と
な
っ
た
、
と
あ
る
と
こ
ろ
に
「
衰
へ
た
と
は
言
へ
な
ほ
余
力

あ
っ
た
こ
の
日
の
蛇
神
を
み
る
」
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
後
半
に
な
り
壬
生

連
麿
に
追
わ
れ
る
姿
に
は
「
最
早
そ
こ
に
は
神
と
し
て
の
片
鱗
を
す
ら
窺

（脚）

ふ
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
、
桜
井
好
朗
氏
は
、
こ
の
説
話
を

三
つ
の
位
相
に
分
け
、
麻
多
智
の
開
墾
以
前
「
自
然
の
現
象
と
か
動
物
と

か
が
そ
の
ま
ま
神
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
信
仰
の
水
準
」
を
「
民
間

信
仰
圏
」
、
麻
多
智
が
夜
刀
の
神
を
祭
っ
た
あ
と
の
「
特
定
の
神
社
に
祭

ら
れ
た
神
を
信
ず
る
と
い
う
信
仰
の
水
準
」
を
「
社
寺
信
仰
圏
」
、
壬
生

連
麿
に
よ
っ
て
夜
刀
の
神
が
完
全
に
駆
逐
さ
れ
た
あ
と
の
「
国
家
の
頂
点

に
あ
る
天
皇
を
世
界
の
根
源
-
始
原
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、

天
皇
に
は
神
々
も
し
た
が
う
は
ず
だ
と
見
な
す
信
仰
の
水
準
」
を
「
国
家

信
仰
圏
」
と
し
て
、
異
な
る
信
仰
の
水
準
が
観
察
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し

（巧）

て
い
る
。
二
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
前
半
と
後
半
で
は
夜
刀
の
神
に
対
す

（旧）

る
明
確
な
態
度
の
違
い
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
、
後
半
部
で
は
夜
刀
の

神
を
神
と
し
て
敬
う
態
度
が
ま
っ
た
く
無
く
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ

の
こ
と
は
後
半
部
に
の
み
見
え
る
「
池
」
の
築
造
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

「
池
」
の
築
造
は
、
常
陸
国
が
機
能
し
て
い
く
た
め
に
重
要
な
事
業
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
逆
ら
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ほ
か
で
も
な

い
「
池
」
の
築
造
が
、
夜
刀
の
神
が
「
避
け
隠
」
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

要
因
と
考
え
て
み
た
い
・

後
半
の
、
夜
刀
の
神
に
対
す
る
壬
生
連
麿
の
強
硬
で
高
圧
的
な
態
度
の
拠

る
と
こ
ろ
を
、
「
池
」
で
は
な
く
麿
の
発
言
の
「
何
の
神
、
誰
の
祇
ぞ
、
風

化
に
従
は
ざ
る
」
の
「
風
化
」
に
求
め
る
論
は
こ
れ
ま
で
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。

桜
井
氏
は
「
風
化
」
は
「
皇
化
」
と
同
意
で
あ
る
と
し
て
、
「
麿
が
夜
刀
の

神
に
そ
う
い
う
態
度
を
と
り
え
た
の
は
、
「
風
化
」
が
「
現
神
」
と
し
て
制

度
化
さ
れ
て
ゆ
く
天
皇
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
、
「
風

化
」
の
背
後
に
は
天
皇
が
あ
り
、
そ
の
威
力
の
も
と
で
麿
の
言
動
が
あ
つ

（Ｗ）

た
と
す
る
。
ま
た
多
田
一
臣
氏
は
、
麿
の
こ
と
ば
の
中
に
見
ら
れ
る
論
理

は
「
ま
さ
し
く
国
家
を
領
導
す
る
儒
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
直
接
の
体
現

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
、
「
「
風
化
」
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
端
的
な
あ
ら

（旧）

わ
れ
を
示
し
て
い
る
」
と
す
る
。
こ
の
説
話
に
お
い
て
「
風
化
」
と
い
う

語
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
え
な
い
。
麿
の
背
後
に
天

皇
の
権
威
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
夜
刀
の
神
を
追
い
払
う
力
を
持
っ
た

こ
と
ば
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
麿
が
「
此
の
池
を
修
め
し
む
る
は
、

要
は
民
を
活
か
す
に
あ
り
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
も
っ
と
注
目

さ
れ
て
良
い
だ
ろ
う
。
天
皇
の
権
威
や
国
家
権
力
の
象
徴
を
負
っ
て
使
わ

れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
「
風
化
」
も
「
池
」
も
同
様
の
威
力
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
池
」
が
造
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち

天
皇
に
よ
る
国
家
運
営
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
そ
の
土
地
に
代
々
祭
り
継
が

れ
て
き
た
神
も
撤
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
池
」
が
築
か
れ
る
、
と
書

く
こ
と
は
土
地
を
王
権
が
支
配
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
話
が
語
る
と
こ
ろ
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「
池
」

築
造
の
際
に
夜
刀
の
神
の
抵
抗
に
遭
う
と
い
う
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
記
紀
の
「
池
」
築
造
記
事
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は
左
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

・
是
の
御
世
に
、
依
網
囮
を
作
り
、
亦
軽
の
酒
折
囮
を
作
り
き
。
（
「
古

事
記
」
中
巻
・
崇
神
天
皇
）

・
十
一
年
の
冬
十
月
に
、
劒
囮
・
軽
囮
・
鹿
垣
囮
・
廐
坂
囮
を
作
る
。

含
日
本
書
紀
」
巻
第
十
・
応
神
天
皇
）

記
紀
で
は
こ
の
よ
う
に
極
め
て
簡
略
に
書
か
れ
て
い
る
「
池
」
の
築
造
だ

が
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
夜
刀
の
神
説
話
を
読
む
と
、
単
に
「
○
年
○

月
、
～
池
を
作
る
」
と
い
う
よ
う
な
記
述
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
物
語
が

「
池
」
の
築
造
に
際
し
て
は
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
も
推
測
で

き
よ
う
。
夜
刀
の
神
の
説
話
は
、
意
図
せ
ず
し
て
こ
の
よ
う
な
「
池
」
築

造
の
際
の
困
難
を
抱
え
込
ん
だ
表
現
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
叙
述
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
疑

問
が
当
然
湧
い
て
く
る
。
「
池
」
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
治
国
に
と
っ
て

重
要
な
事
柄
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
記
紀
の
よ
う
に
何
の
困
難
も
な
く
築
造

が
成
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
た
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
朝

廷
側
の
勢
力
に
と
っ
て
邪
魔
に
な
る
だ
け
の
夜
刀
の
神
と
い
う
存
在
を
書

き
記
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と

つ
言
え
る
と
す
れ
ば
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
は
在
地
か
ら
の
視
点
が
入

り
込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
か
ら
、
「
池
」
な
ど
の
新
し
い

文
化
が
導
入
さ
れ
る
際
の
葛
藤
の
痕
跡
が
描
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
新
し
い
文
化
は
必
ず
し
も
歓
迎
さ
れ
な
い
の
で
あ

る
。
「
池
」
が
造
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
王
権
に
よ
る
土
地
の
支
配
で

あ
る
と
き
、
「
池
」
の
築
造
は
「
民
の
た
め
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
そ
こ
に

い
た
民
に
と
っ
て
「
池
」
の
存
在
は
本
当
に
喜
ば
し
い
も
の
だ
っ
た
の
だ

こ
の
点
に
就
い
て
考
え
る
た
め
に
「
常
陸
国
風
土
記
』
の
他
の
「
池
」

の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
行
方
郡
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

郡
の
南
七
里
に
男
高
の
里
あ
り
。
古
、
佐
伯
、
小
高
と
い
ふ
も
の
あ

り
き
◎
其
の
居
め
る
処
な
れ
ば
、
因
り
て
名
づ
く
。
国
宰
、
当
麻
の

大
夫
の
時
、
築
き
し
囮
、
今
も
路
の
東
に
あ
り
。
囮
よ
り
西
の
山
に
、

猪
・
猿
大
に
住
み
、
艸
木
多
密
れ
り
。
南
に
鯨
岡
あ
り
。
上
古
の
時
、

海
鯨
、
飼
旬
ひ
て
来
り
臥
せ
り
き
。
即
ち
、
栗
家
の
囮
あ
り
。
其
の

栗
大
き
な
れ
ば
、
囮
の
名
と
為
せ
り
。
北
に
香
取
伽
神
詔
励
拙
あ
り
。

（行方郡）

こ
の
条
で
は
、
男
高
の
里
に
、
国
宰
で
あ
る
当
麻
大
夫
の
時
に
造
っ
た
「
池
」

が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
夜
刀
の
神
の
説
話
の
よ
う
に
朝
廷
対

在
地
の
物
語
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
里
に
む
か
し
、
「
佐
伯
、
小
高
」

が
住
ん
で
い
た
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
み
た
い
。
佐
伯
は
『
常

（旧）

陸
国
風
土
記
』
で
、
朝
廷
側
の
勢
力
に
征
討
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の

「
佐
伯
」
の
居
住
区
域
に
「
池
」
を
造
っ
た
と
い
う
記
述
に
は
注
目
で
き
る
。

こ
こ
に
は
、
夜
刀
の
神
の
よ
う
に
佐
伯
を
追
い
払
っ
て
「
池
」
を
作
っ
た
、

と
は
書
か
れ
な
い
が
、
む
か
し
佐
伯
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
記
事
は
、
そ

の
よ
う
な
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
条
に
は
、
当
麻
大
夫
が
築
い
た
と
い
う
「
池
」
の
ほ
か

に
「
栗
家
の
池
」
の
記
事
も
あ
る
が
、
そ
の
北
に
は
「
香
取
の
神
子
の
社
」

が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
「
～
の
神
子
の
社
」
（
～
部
に
は
「
香
島
」

ろ
う
か
。
そ
し
て
『
常
陸
国
風
土
記
」
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
記
述
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。

四
、
佐
伯
・
神
子
の
社
・
獺
猴
と
「
池
」
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か
「
香
取
」
が
入
る
。
）
は
「
常
陸
国
風
土
記
」
に
全
部
で
五
例
見
ら
れ
る
が
、

そ
の
う
ち
の
三
例
で
同
じ
条
に
佐
伯
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
記
事
が
見
え

る
。
志
田
諄
一
氏
は
こ
の
「
～
の
神
子
の
社
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。

行
方
郡
の
農
民
が
、
蝦
夷
平
定
の
国
家
神
で
あ
る
鹿
島
・
香
取
の
両

神
を
、
子
神
で
あ
っ
て
も
自
ら
は
勧
請
す
る
は
ず
が
な
い
し
、
で
き

る
も
の
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
香
島
・
香
取
の
神
子
の
社
が
、
六

社
（
「
二
つ
の
神
子
の
社
」
を
二
社
に
数
え
て
い
る
ｌ
稿
者
注
）
の

う
ち
四
社
ま
で
が
佐
伯
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
堤
賀
・
男
高
・
当
麻

の
郷
里
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
服
属
し
た
蝦
夷
（
佐
伯
）
が
住
ん

（釦）

で
い
た
地
の
鎮
護
を
目
的
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

「
～
の
神
子
の
社
」
は
佐
伯
の
鎮
護
を
目
的
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
。
志
田
氏
の
考
え
る
よ
う
に
「
～
の
神
子
の
社
」
の
あ
る
地
に
鎮
護

を
必
要
と
す
る
よ
う
な
状
況
を
想
定
す
る
と
、
朝
廷
と
佐
伯
の
対
立
が
あ
っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
に
「
池
」
の
建
設
も
関
わ
っ
て
い

た
と
考
え
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
夜

刀
の
神
の
事
件
の
よ
う
に
「
池
」
を
造
ろ
う
と
し
た
際
に
佐
伯
が
抵
抗
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

『
常
陸
国
風
土
記
』
で
「
池
」
を
造
っ
た
こ
と
を
書
く
こ
と
は
、
そ
こ
で
の

争
い
に
朝
廷
側
が
勝
利
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。
佐
伯
は
「
常
陸
国
風
土
記
』
に
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

古
老
の
い
へ
ら
く
、
昔
、
国
巣
〈
俗
の
語
に
都
知
久
母
、
又
、
夜

都
賀
波
岐
と
い
ふ
〉
山
″
御
櫛
引
湖
瓠
叺
個
個
あ
り
き
。
普
く
土
窟

を
堀
り
置
き
て
、
常
に
穴
に
居
み
、
人
来
れ
ば
窟
に
入
り
て
霞
り
、

其
の
人
去
れ
ば
更
郊
に
出
で
て
遊
ぶ
。
狼
の
性
、
臭
の
情
に
し
て
、

鼠
に
窺
ひ
、
掠
め
盗
み
て
、
招
き
慰
へ
ら
る
る
こ
と
な
く
、
弥
、
風

俗
を
阻
て
き
。
此
の
時
、
大
臣
の
族
黒
坂
命
、
出
で
遊
べ
る
時
を
伺

候
ひ
て
、
茨
蒜
を
穴
の
内
に
施
れ
、
即
て
騎
の
兵
を
縦
ち
て
、
急
に

逐
ひ
迫
め
し
め
き
。
佐
伯
等
、
常
の
如
土
窟
に
走
り
帰
り
、
尽
に
茨

蒜
に
繋
り
て
、
衝
き
害
疾
は
れ
て
死
に
散
け
き
。
故
、
茨
蒜
を
取
り

て
、
県
の
名
に
着
け
き
◎
（
茨
城
郡
）

こ
こ
で
佐
伯
は
朝
廷
側
の
「
大
臣
の
族
黒
坂
命
」
に
討
伐
さ
れ
て
い
る
。

「
常
陸
国
風
土
記
』
に
お
い
て
「
佐
伯
」
と
い
う
と
き
、
喚
起
さ
れ
る
イ

メ
ー
ジ
は
右
の
よ
う
な
凶
悪
で
、
制
圧
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
佐
伯
が
「
池
」
の
そ
ば
に
い
た
と
い
う
叙
述
か
ら
は
、
「
池
」

の
築
造
が
佐
伯
の
征
討
を
経
て
成
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
池
」
が
造
ら
れ
た
と
書
く
こ
と
で
、
そ
の

地
を
朝
廷
側
が
（
お
そ
ら
く
は
武
力
的
に
）
支
配
し
た
こ
と
を
示
す
と
同

時
に
、
そ
こ
に
い
た
旧
勢
力
は
排
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
示
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
『
常
陸
国
風
土
記
」
の
「
池
」
の
記
事
の
最
大
の
特
徴
は
、
排

除
さ
れ
た
存
在
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
記
紀
の
「
池
」
は

た
だ
、
築
造
年
月
と
池
名
と
そ
れ
が
造
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
、

「
池
」
を
造
る
際
の
困
難
な
ど
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
痕
跡
も

な
い
。
し
か
し
『
常
陸
国
風
土
記
」
に
は
「
池
」
の
そ
ば
に
抵
抗
勢
力
の

影
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
常
陸
国
風
土
記
」
で
の
「
池
」

の
築
造
記
事
に
は
、
朝
廷
側
に
よ
る
土
地
の
武
力
支
配
と
い
う
こ
と
が
暗

示
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
生
む
。

も
う
ひ
と
つ
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
池
」
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

無
梶
河
よ
り
部
睡
に
達
り
ま
し
し
に
、
鴨
の
飛
び
度
る
あ
り
。
天
皇
、

射
た
ま
ひ
し
に
、
鴨
迅
く
弦
に
応
へ
て
堕
ち
き
。
其
の
地
を
鴨
野
と
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謂
ふ
。
土
壌
塔
埆
て
草
木
生
ひ
ず
。
野
の
北
に
、
櫟
・
柴
・
鶏
頭
樹
・

比
之
木
、
往
々
森
々
に
、
自
か
ら
山
林
を
成
せ
り
。
即
ち
、
枡
の
囮

あ
り
、
此
は
高
向
の
大
夫
の
時
、
築
き
し
囮
な
り
。
北
に
香
取
心
神

子
の
社
あ
り
。
社
の
側
の
山
野
は
、
土
壌
膿
桁
え
て
、
草
木
密
生
れ

り。（行方郡）

こ
こ
に
も
「
香
取
の
神
子
の
社
」
が
「
池
」
の
す
ぐ
北
に
あ
る
、
と
あ
る
。

こ
こ
に
は
佐
伯
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
先
に
検
討
し
た
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で
も
朝
廷
側
の
支
配
の
印
と
し
て
「
池
」
の
築
造
が
語
ら
れ
て
い
る
と

考
え
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
池
」
が
「
高
向
の
大
夫
の
時
」
に
築
い
た
、

と
わ
ざ
わ
ざ
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
こ
の
高
向
大
夫
は
「
常
陸
国
風
土
記
』
に
お
い
て
、
朝
廷
か
ら
派

遣
さ
れ
常
陸
国
を
初
め
て
治
め
た
と
さ
れ
る
人
物
だ
か
ら
だ
。
高
向
大
夫
に

つ
い
て
は
、
第
二
章
で
挙
げ
た
『
常
陸
国
風
土
記
」
総
記
に
、
孝
徳
天
皇

の
世
に
派
遣
さ
れ
て
足
柄
の
岳
以
東
を
治
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
（
「
高
向
臣
」

と
表
記
さ
れ
る
）
、
そ
の
と
き
に
初
め
て
常
陸
の
国
が
立
っ
た
こ
と
も
書
か

れ
て
い
る
。
高
向
大
夫
は
、
総
記
以
外
に
は
立
郡
の
事
情
を
述
べ
た
記
事
に

（副）

見
ら
れ
る
。
朝
廷
が
東
国
に
支
配
を
及
ぼ
す
た
め
に
設
け
た
新
し
い
行
政
区

画
で
あ
る
、
国
や
郡
の
成
立
に
深
く
関
わ
る
高
向
大
夫
が
「
池
」
の
築
造
に

関
わ
っ
て
登
場
す
る
こ
と
に
は
注
目
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
土
地
を
支
配

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
も
と
か
ら
住
ん
で
い
た
も
の
の
抵
抗
に
遭
う
。
そ
の

跡
が
「
香
取
の
神
子
の
社
」
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
も
う
一
例
次
の
「
池
」
の
記
事
を
見
て
み
た
い
。

淡
海
の
大
津
の
大
朝
に
光
宅
し
め
し
し
天
皇
の
み
世
に
至
り
、
藤
原

の
内
大
臣
の
封
戸
を
検
に
遣
は
さ
れ
し
軽
直
里
麻
呂
、
堤
を
造
き
て

囮
を
成
り
き
。
其
の
囮
よ
り
北
を
谷
会
山
と
謂
ふ
。
有
ら
ゅ
る
岸

壁
は
、
形
磐
石
の
如
く
、
色
黄
に
し
て
塊
を
穿
て
り
。
獺
猫
集
り
来

て
、
常
に
宿
り
て
喫
嗽
へ
り
。
（
久
慈
郡
）

こ
こ
に
は
佐
伯
や
神
子
の
社
の
記
述
は
な
い
が
、
「
池
」
の
北
に
あ
る
と
い

う「谷会山」に「獺猴」がいるという。この獺猴だが、『礼記』「楽

記
」
の
孔
穎
達
疏
に
「
「
及
擾
株
儒
擾
．
雑
子
女
一
」
者
、
言
作
樂
之
時
、
及

有三俳優雑ゴ戯株儒短小之人一・擾雑、謂二凋獺一也。言舞戯之時、

状如二凋獺一、間ゴ雑男子婦人一、言似二彌猴一、男女無し別也。」と

（龍）
あ
る
箇
所
に
も
見
え
る
。
こ
れ
は
「
今
夫
新
樂
、
進
傭
退
傭
、
姦
聲
以
濫
、

溺
而
不
し
止
、
及
優
株
儒
擾
．
雑
子
女
一
、
不
し
知
二
父
子
一
、
樂
終
不
し
可
二
以

語
一
、
不
し
可
二
以
道
Ｆ
古
、
此
新
樂
之
發
也
。
」
と
し
て
「
新
樂
」
の
濫
り

が
ま
し
さ
を
批
判
し
た
箇
所
の
「
及
優
株
儒
擾
。
雑
子
女
一
」
を
注
し
た
も

の
で
あ
る
。
「
新
樂
」
で
「
俳
優
」
や
「
洙
儒
」
な
ど
の
道
化
が
子
供
や
女

性
の
間
に
交
じ
っ
て
ふ
ざ
け
ま
わ
る
こ
と
を
、
獺
猴
に
男
女
の
別
の
な
い

こ
と
と
類
似
す
る
と
注
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
禰
猴
は
好
ま
し
い
も

の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
は
い
な
い
。
右
の
「
池
」
の
記
事
で
も
士
を
食
ら

う
と
い
う
不
気
味
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
獺
猴
の
語
に
は
何
ら

か
の
負
の
付
加
価
値
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
池
」
の
付
近
に
は
佐
伯
や
神
子
の
社
、
禰
猴
な
ど

の
朝
廷
側
か
ら
排
除
さ
れ
る
存
在
が
あ
る
。
夜
刀
の
神
説
話
に
お
い
て

「
池
」
を
築
い
た
壬
生
連
麿
は
「
此
の
池
を
修
め
し
む
る
は
、
要
は
民
を

活
か
す
に
あ
り
」
と
「
大
言
」
し
て
い
た
。
し
か
し
、
『
常
陸
国
風
土
記
』

に
は
「
池
」
の
恩
恵
を
享
け
て
い
る
「
民
」
の
姿
は
ど
こ
に
も
描
か
れ
な

い
の
で
あ
る
。
「
池
」
と
と
も
に
記
述
さ
れ
る
の
は
夜
刀
の
神
や
佐
伯
、

獺
猴
な
ど
「
池
」
を
造
る
側
に
と
っ
て
排
除
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
存
在

ば
か
り
で
あ
っ
た
。
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同
じ
水
辺
で
も
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
は
、
「
池
」
で
は
な
く
泉
や
井

戸
に
寄
り
集
ま
っ
て
そ
の
湧
水
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
描
写
は
あ
る
。

郡
の
東
に
国
つ
社
あ
り
。
此
を
県
の
祇
と
号
く
。
社
の
中
に
寒
泉
あ
り
。

大
井
と
謂
ふ
。
郡
に
縁
れ
る
男
女
、
会
集
ひ
て
汲
み
飲
め
り
。
（
行
方
郡
）

右
の
記
事
の
「
寒
泉
」
「
大
井
」
と
記
さ
れ
る
水
辺
に
は
「
男
女
」
が
集
い
、

そ
の
水
を
汲
み
飲
ん
で
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
・
こ
こ
か
ら
は
、
「
寒
泉
」

（鯛）

「
大
井
」
に
親
し
ん
で
い
る
人
々
の
す
が
た
が
読
み
取
れ
る
が
、
「
池
」
の

そ
ば
に
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
人
々
は
書
か
れ
な
い
。
「
池
」
と
セ
ッ
ト

で
出
て
く
る
の
は
夜
刀
の
神
や
佐
伯
や
禰
猴
な
ど
の
、
「
池
」
を
造
る
側

が
排
除
す
る
対
象
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
叙
述
に
な
っ
て
し
ま
う
の

であろうか。

そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
『
常
陸
国
風
土
記
」
に
お
い
て
「
池
」

の
築
造
が
土
地
の
支
配
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
土

地
に
い
た
も
の
を
鎮
圧
し
、
そ
の
地
を
支
配
し
た
証
が
「
池
」
の
築
造
な

の
で
あ
る
。
夜
刀
の
神
の
説
話
で
「
池
」
を
築
く
こ
と
は
夜
刀
の
神
を
排

除
し
土
地
を
占
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
他
の
地
で
も
「
池
」
が
造
ら
れ

た
地
で
は
同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
、
王
権
に
よ
っ
て
土
地
が
占
有
さ
れ
た
。

『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
こ
の
こ
と
を
暗
示
す
る
記
号
と
し
て
「
池
」
が

用
い
ら
れ
、
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
、
武
力
で
鎮
圧
さ
れ
る
対

象
は
、
泉
や
井
戸
に
集
う
よ
う
な
「
男
女
」
で
は
な
く
、
排
除
さ
れ
る
存

在
と
し
て
描
か
れ
る
佐
伯
や
夜
刀
の
神
な
ど
と
な
る
。
記
紀
で
は
単
に
天

皇
の
事
績
を
飾
る
技
術
と
し
て
記
載
さ
れ
る
「
池
」
だ
が
、
「
常
陸
国
風

土
記
』
に
お
い
て
は
王
権
の
、
時
に
は
武
力
に
よ
る
土
地
掌
握
の
印
と
し

て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
周
囲
に
は
「
池
」
に
親
し

む
存
在
が
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
麿
に
「
此
の
池
を
修
め
し
む
る
は
、

以
上
述
べ
て
き
た
が
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
お
け
る
「
池
」
築
造
記

事
の
意
義
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

『
常
陸
国
風
土
記
』
で
「
池
」
の
築
造
は
、
天
皇
の
権
威
の
も
と
に
行
わ
れ
、

ま
た
常
陸
国
が
国
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
と
密
接
に
関
わ
る
事
業
で
あ
っ

た
が
、
簡
単
に
は
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
書
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
池
」

の
築
造
が
「
常
陸
国
風
土
記
』
内
で
は
土
地
の
武
力
的
な
支
配
と
結
び
つ

け
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
と
き
在
地
の
も
の
に
は
必
ず
し
も
歓
迎
さ

れ
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
表
れ
と
し
て
「
池
」
の
記
事
に

は
、
「
池
」
を
造
る
側
が
排
除
す
る
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
。
地
域
の
事

情
を
記
録
す
る
と
い
う
性
質
ゆ
え
に
、
排
除
し
た
存
在
が
記
載
さ
れ
て
し

ま
っ
た
「
池
」
築
造
記
事
か
ら
は
、
「
常
陸
国
風
土
記
」
が
抱
え
込
む
複

雑
さ
が
垣
間
見
え
る
。

要
は
民
を
活
か
す
に
あ
り
」
と
言
わ
せ
、
常
陸
の
人
々
に
歓
迎
さ
れ
る
か

の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
た
「
池
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
簡
単
な
話
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
「
池
」
築
造
が
武
力
的
な
土
地
支
配
で
あ
っ
た

と
き
、
そ
こ
に
も
と
か
ら
居
た
も
の
に
歓
迎
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

土
地
に
つ
い
て
書
く
と
い
う
風
土
記
の
性
質
上
、
土
地
か
ら
の
視
点
が
入

り
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
が
「
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
池
」
築
造
記
事
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
朝
廷
側
か
ら
地
方
の
事
情
を
書
く
、
と
い
う
こ
と
の

複
雑
さ
が
「
池
」
の
記
述
か
ら
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
記
紀
と
は
異
な
る
「
常

陸
国
風
土
記
』
の
あ
り
方
が
見
え
て
く
る
。

注
（
１
）
佐
竹
美
穂
「
記
紀
に
お
け
る
「
池
」
ｌ
『
常
陸
国
風
土
記
』
と
の

五
、
お
わ
り
に
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記
述
の
比
較
ｌ
」
含
都
大
論
究
」
第
四
七
号
二
○
一
○
・
六
）

（
２
）
『
池
の
文
化
」
（
学
生
社
一
九
七
二
）

（
３
）
古
島
敏
雄
・
森
浩
一
「
対
談
古
代
の
池
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本

古
代
文
化
の
探
求
池
』
森
浩
一
編
社
会
思
想
社
一
九
七
八
）

（
４
）
『
水
の
文
化
史
Ｉ
水
文
学
入
門
Ｉ
」
（
Ａ
，
Ｋ
・
ビ
ス
ワ
ス
著
・
高

橋
裕
、
早
川
正
子
訳
一
九
七
九
・
引
用
部
分
は
高
橋
裕
に
よ
る
「
補

章」）

（
５
）
世
界
的
に
見
て
も
蓄
水
施
設
を
造
営
す
る
権
力
を
持
つ
こ
と
は
、

支
配
力
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
カ
ー

ル
．
Ａ
・
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
世
界
中
の
多
く
の
地
域
に
お

い
て
、
水
力
を
管
理
し
得
た
国
家
が
大
き
な
力
を
持
っ
た
こ
と
を
説

いており、一
切
の
大
規
模
な
水
力
的
、
非
水
力
的
建
造
物
を
統
御
す
る
こ

と
の
で
き
る
政
府
は
、
望
む
な
ら
ば
、
産
業
の
非
建
造
的
分
野

に
お
い
て
も
指
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

鉱
業
、
採
石
、
採
塩
等
の
「
採
取
」
産
業
も
あ
る
し
、
武
器
、

織
物
、
戦
車
、
家
具
等
の
製
造
と
い
っ
た
加
工
業
も
あ
る
。
こ

れ
ら
二
つ
の
領
域
に
お
け
る
活
動
が
大
規
模
に
お
こ
な
わ
れ
る

か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
は
大
部
分
が
水
力
的
政
府
に
よ
っ
て
直
接
的

に
経
営
さ
れ
る
か
、
独
占
的
に
管
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
し
て
、
産
業
を
独
占
し
得
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
時
の
告
知

な
ど
の
「
魔
術
と
占
星
術
の
マ
ン
ト
に
く
る
ま
れ
、
深
い
秘
密
に
か

こ
ま
れ
た
」
数
学
的
・
天
文
学
的
作
業
も
水
力
を
管
理
す
る
た
め
に

活
用
さ
れ
た
と
し
て
、
呪
術
的
な
側
面
か
ら
も
管
理
を
強
め
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
（
『
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
-
専
制

官
僚
国
家
の
生
成
と
崩
壊
」
湯
浅
赴
男
訳
新
評
論
一
九
九
五
）

（
６
）
「
治
水
と
心
性
神
の
水
と
人
の
水
と
」
（
『
環
境
と
心
性
の
文
化

は
し
て
、
新
に
井
を
堀
ら
し
む
る
に
」
な
ど
と
描
写
さ
れ
、
あ
く
ま

で
倭
武
天
皇
が
主
体
と
な
っ
て
「
井
」
を
掘
ら
せ
て
い
る
。
古
代
の

伝
承
中
の
「
国
造
」
に
つ
い
て
は
、
飯
泉
健
司
氏
が
網
羅
的
に
そ
の

特
質
を
分
析
し
て
い
る
（
「
古
代
〈
国
造
伝
承
〉
考
」
（
「
立
正
大
学

国
語
国
文
」
第
三
三
号
一
九
九
六
・
三
）
。

（
８
）
『
常
陸
国
風
土
記
」
で
は
「
井
」
を
、
多
く
「
泉
」
と
も
し
て
い
る
。

「
其
よ
り
南
に
当
り
て
、
園
、
坂
の
中
に
出
づ
。
多
に
流
れ
て
尤
清
く
、

曝開芝謂ふ。（那賀郡）」など。

（
９
）
『
風
土
記
抄
』
（
弘
文
堂
書
房
一
九
四
二
）

（
岨
）
『
風
土
記
の
世
界
と
古
代
日
本
』
（
大
和
書
房
一
九
九
二

（
Ⅱ
）
「
常
世
の
国
の
倭
武
天
皇
」
二
東
北
学
」
二
○
○
三
・
四
）

（
ｕ
）
孝
徳
朝
以
前
に
造
ら
れ
た
「
池
」
は
完
成
さ
れ
な
い
。

郡
の
北
三
十
里
に
白
鳥
の
里
あ
り
。
古
老
の
い
へ
ら
く
、
倒
知

淵
バ
ヨ
製
望
呵
剃
世
、
白
鳥
あ
り
て
、
天
よ
り
飛
び
来
た
り
、
憧

女
と
化
為
り
て
、
夕
に
上
り
朝
に
下
る
。
石
を
摘
ひ
て
囮
を
造

り
、
其
が
堤
を
築
か
む
と
し
て
、
徒
に
日
月
を
積
み
て
、
築
き

史
下
環
境
と
心
性
の
葛
藤
』
勉
誠
出
版
二
○
○
三
）

（
７
）
「
比
奈
良
珠
命
」
は
「
国
造
」
と
さ
れ
て
お
り
、
朝
廷
か
ら
役
職

を
賜
っ
て
い
る
官
人
だ
が
、
あ
く
ま
で
天
皇
に
遣
わ
さ
れ
た
存
在
と

し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
「
池
」
を
作
る
官
人

は
「
池
」
を
作
る
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
と
は
書
か
れ
な
い
が
、
「
比

奈
良
珠
命
」
は
「
倭
武
の
天
皇
、
（
中
略
）
国
造
比
那
良
珠
命
を
遣

右
の
条
で
は
白
鳥
が
「
池
」
を
造
ろ
う
と
す
る
が
、
「
え
作
成
さ
ざ

り
き
」
と
あ
り
、
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ

の
「
池
」
が
造
ら
れ
よ
う
と
し
た
時
代
は
「
伊
久
米
の
天
皇
の
み
世
」

（
垂
仁
天
皇
世
）
と
あ
り
、
孝
徳
朝
以
前
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

て
は
壊
え
て
、
え
作
成
さ
ざ
り
き
。

（香島郡）
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（
焔
）
本
文
で
取
り
上
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
麻
多
智
の
立
て
た
「
標
の

視
」
に
着
目
し
て
、
土
地
占
有
の
儀
礼
の
方
面
か
ら
論
じ
る
も
の
（
赤

坂
憲
雄
「
杖
と
境
界
を
め
ぐ
る
風
景
／
標
の
視
」
二
境
界
の
発
生
』

講
談
社
学
術
文
庫
二
○
○
二
・
六
）
、
岩
田
芳
子
「
杖
ｌ
夜
刀
神
伝

承
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
萬
葉
語
文
研
究
第
三
集
」
二
○
○
七
・
六
）

な
ど
）
、
夜
刀
の
神
を
製
鉄
神
と
捉
え
る
も
の
（
吉
野
裕
「
夜
刀

の
神
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
-
二
一
九
七
○
・
二
）
、
阿
部
真
司

「
夜
刀
神
伝
承
へ
の
一
考
察
」
亀
日
本
文
学
研
究
第
二
十
五
号
』

一
九
八
七
・
一
二
）
な
ど
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
Ｍ
）
「
夜
刀
神
」
（
『
国
語
・
国
文
』
一
四
-
一
○
一
九
四
六
・
二

（
巧
）
「
神
々
の
変
貌
』
「
神
々
の
世
界
に
お
け
る
古
代
」
（
一
九
七
六

東
京
大
学
出
版
会
）

（
恥
）
二
つ
の
説
話
の
位
相
・
関
連
に
つ
い
て
、
多
田
一
臣
氏
は
、
前
半

の
伝
承
に
も
「
神
の
威
力
を
一
定
の
枠
に
封
じ
込
め
て
お
こ
う
と
す

る
、
風
土
記
編
纂
者
の
意
識
の
あ
ら
わ
れ
」
が
見
え
、
後
半
に
も
「
王

権
に
も
と
づ
く
中
央
集
権
の
論
理
に
よ
っ
て
村
を
再
編
し
、
新
た
な

秩
序
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
」
が
あ
る
と
し
て
、
二
つ

の
記
事
の
間
の
位
相
差
を
、
王
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
ち
こ
む
こ

と
に
よ
っ
て
埋
め
よ
う
と
し
た
、
と
す
る
。
（
「
夜
刀
神
説
話
を
読
む
」

（
「
古
代
文
学
』
二
六
一
九
八
七
・
三
）
）
ま
た
、
赤
塚
史
氏
は
、
麻

多
智
の
伝
承
が
『
常
陸
国
風
土
記
」
に
多
く
見
ら
れ
る
討
伐
伝
承
と

性
質
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
、
討
伐
伝
承
が
「
秩
序

か
ら
外
れ
た
も
の
を
示
し
、
そ
れ
を
平
定
す
る
伝
承
を
掲
載
す
る
こ

と
で
、
結
果
的
に
秩
序
化
さ
れ
た
常
陸
国
を
描
い
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、

前
半
も
後
半
も
土
地
に
安
定
と
秩
序
を
も
た
ら
す
伝
承
で
あ
り
、
双

方
と
も
編
述
者
の
意
図
に
沿
っ
た
叙
述
で
あ
る
と
す
る
。
（
「
夜
刀
神

の
伝
承
に
つ
い
て
」
（
『
国
文
学
研
究
』
一
五
六
二
○
○
八
・
一
○
）

（
Ⅳ
）
桜
井
好
朗
・
前
掲
書

（
肥
）
多
田
一
臣
・
前
掲
論
文

（
ｐ
）
佐
伯
は
『
常
陸
国
風
土
記
」
に
「
古
老
の
い
へ
ら
く
、
昔
、
国
巣

〈
俗
の
語
に
都
知
久
母
、
又
、
夜
都
賀
波
岐
と
い
ふ
〉
山
の
佐
伯
、

野
の
佐
伯
あ
り
き
。
普
く
土
窟
を
堀
り
置
き
て
、
常
に
穴
に
居
み
、

人
来
れ
ば
窟
に
入
り
て
霞
り
、
其
の
人
去
れ
ば
更
郊
に
出
で
て
遊
ぶ
。

狼
の
性
、
臭
の
情
に
し
て
、
鼠
に
窺
ひ
、
掠
め
盗
み
て
、
招
き
慰
へ

ら
る
る
こ
と
な
く
、
弥
、
風
俗
を
阻
て
き
。
」
と
叙
述
さ
れ
る
。
こ

こ
に
「
穴
に
居
み
」
や
、
「
狼
」
「
臭
」
「
鼠
」
な
ど
の
こ
と
ば
か
ら

動
物
性
が
連
想
さ
れ
る
が
、
蛇
神
で
あ
る
夜
刀
の
神
、
あ
と
に
示
す

「
獺
猴
」
な
ど
人
で
な
い
も
の
が
「
池
」
の
そ
ば
に
配
置
さ
れ
る
こ

と
に
も
注
目
し
た
い
。

（
別
）
二
常
陸
国
風
土
記
』
と
説
話
の
研
究
」
（
一
九
九
八
雄
山
閣
出
版
）

（
別
）
例
え
ば
、
行
方
郡
の
次
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。

古
老
の
い
へ
ら
く
、
難
波
の
長
柄
の
豊
前
の
大
宮
に
駁
宇
し
め

し
し
天
皇
の
み
世
、
癸
丑
の
年
、
茨
城
の
国
造
、
小
乙
下
壬
生

連
麿
・
那
珂
の
国
造
、
大
建
壬
生
直
夫
子
等
、
惣
領
高
向
の
大

夫
・
中
臣
幡
織
田
の
大
夫
等
に
請
ひ
て
、
茨
城
の
地
の
八
里
と

那
珂
の
地
の
七
里
と
を
合
せ
て
七
百
余
戸
を
割
き
て
、
別
き
て

郡
家
を
置
け
り
。

（
躯
）
「
禮
記
注
疏
及
補
正
上
』
（
「
中
国
学
術
名
著
第
六
輯
十
三
経

注
疏
補
正
第
七
冊
』
一
九
六
三
）

（
羽
）
「
村
の
中
に
浄
泉
あ
り
。
俗
、
大
井
と
謂
ふ
。
夏
は
冷
か
に
し
て

冬
は
温
か
な
り
。
湧
き
流
れ
て
川
と
成
れ
り
。
夏
の
暑
き
時
、
遠
迩

の
郷
里
よ
り
酒
と
肴
と
を
齋
齋
て
、
男
女
会
集
ひ
て
、
体
ひ
遊
び
飲

み
楽
し
め
り
。
（
久
慈
郡
と
な
ど
他
に
三
例
ほ
ど
、
泉
・
井
に
男
女

が
集
う
記
事
が
あ
る
。
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