
特集・古代文学における地域性

地
名
が
そ
の
土
地
の
言
葉
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
使
わ
れ
て
い
る
様
々
な
言
葉
で
名
づ
け
ら
れ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
し
、
そ
の
土
地
以
外
で
は
な
か
な
か
理
解
が
難
し
い

言
葉
や
発
音
で
名
づ
け
ら
れ
、
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
だ
が
、
風
土
記
に
残
さ
れ
た
地
名
を
見
る
限
り
、
そ
の
土
地
特
有

の
言
葉
や
発
音
と
い
う
も
の
は
殆
ど
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
、
見
受
け
ら
れ

な
い
。
こ
れ
は
、
実
態
と
し
て
地
名
が
地
域
を
越
え
て
了
解
し
得
る
よ
う

な
言
葉
で
名
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
中
央
政

府
が
把
握
し
や
す
い
よ
う
に
行
政
上
の
地
名
を
整
理
し
た
と
い
う
結
果
に

よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
地
名
に
好
字

を
付
け
よ
う
と
す
る
動
き
の
中
で
、
中
央
語
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
問
題

な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
風
土
記
の
編
纂
の
問
題
と
併
せ
て
考
え
て

み
た
場
合
に
、
瀬
間
正
之
氏
の
次
の
よ
う
な
指
摘
と
、
地
名
の
問
題
と
が

（１）

関
わ
り
合
う
で
あ
ろ
う
。

現
存
す
る
上
代
の
文
字
言
語
資
料
か
ら
、
中
央
と
地
方
を
峻
別
す
る

こ
と
は
不
可
能
に
も
等
し
い
困
難
な
課
題
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

地
名
起
源
説
話
と
土
地
の
三
葉

は
じ
め
に 特

集
・
古
代
文
学
に
お
け
る
地
域
性
ｌ
音
と
文
字
か
ら
考
え
る
Ｉ

そ
の
第
一
に
地
方
で
筆
録
さ
れ
た
文
字
資
料
も
ま
た
中
央
を
指
向
し

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
現
存
す
る
風
土
記
は
各
国

か
ら
朝
廷
へ
提
出
さ
れ
た
解
文
が
元
の
姿
で
あ
り
、
例
え
ば
常
陸
の

歌
謡
筑
波
讃
歌
な
ど
そ
の
極
端
な
例
で
常
陸
の
言
語
に
翻
音
さ
れ
る

べ
く
も
な
い
。
音
仮
字
表
記
さ
れ
た
歌
謡
に
の
み
地
方
の
言
語
が
反

映
さ
れ
て
い
る
。

説
話
や
説
明
記
事
等
に
つ
い
て
は
、
文
字
資
料
と
し
て
記
録
さ
れ
た
時

点
で
中
央
語
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
点
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、

『
万
葉
集
」
の
東
歌
・
防
人
歌
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
一
字
一
音
表
記

が
な
さ
れ
る
歌
の
場
合
に
は
、
地
方
の
言
葉
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性

を
持
つ
。
同
様
に
、
一
字
一
音
表
記
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
人
名
の
場

合
に
も
地
方
特
有
の
言
葉
・
発
音
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
で
あ
ろ

う
し
、
地
名
の
場
合
に
つ
い
て
も
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ

が
固
有
名
称
の
場
合
に
は
そ
れ
が
地
方
独
自
の
言
葉
で
あ
る
の
か
否
か
、

ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
が
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
か

を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
し
て
中
央
的
な
言
語
で
そ
の
起
源
を
語

ら
れ
て
し
ま
っ
た
地
名
は
、
読
み
手
が
共
有
し
得
る
意
義
を
背
負
わ
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
風
土
記
の
地
名
起
源
説

谷
口
雅
博

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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地名起源説話と土地の言葉

文
体
と
地
域
性
と
の
関
わ
り
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
例
え

ば
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
場
合
、
各
郡
の
前
半
部
は
倭
文
体
で
あ
り
、
後

（３）

半
部
は
漢
文
体
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
所
謂
山
川
原
野
の
名
前
の
由

来
に
つ
い
て
は
、
後
半
部
の
方
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
古
老
伝
云
」

の
形
式
を
持
つ
も
の
は
、
飯
石
・
仁
多
・
大
原
の
三
郡
以
外
は
、
す
べ
て
（４）

自
然
地
名
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
偏
り
を
示
し
て
い
る
。
「
古

老
伝
云
」
の
形
式
を
持
つ
も
の
が
必
ず
し
も
そ
の
土
地
固
有
の
伝
え
を
記

す
も
の
と
は
限
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
土
地
の
伝
え
と
し
て
記
そ
う
と

い
う
意
図
は
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
風
土
記
撰
進
の
官
命
と
さ
れ
る
『
続
日
本
紀
」
に
記
さ
れ

た
五
項
目
を
見
る
と
、

①
畿
内
七
道
諸
国
郡
郷
名
は
好
字
を
着
け
よ
。

②
郡
内
の
産
物
・
動
植
物
・
魚
虫
を
目
録
に
記
せ
。

③
土
地
の
肥
沃
状
況
を
記
せ
。

④
山
川
原
野
の
名
号
の
由
来
を
載
せ
よ
。

⑤
古
老
相
伝
の
旧
聞
・
異
事
を
史
籍
に
載
せ
よ
。

話
の
中
か
ら
地
域
の
言
葉
を
抜
き
出
す
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
記
に
記
さ
れ
た
説
話
に
は
、
や
は
り
そ

れ
ぞ
れ
の
風
土
記
の
も
つ
地
域
性
ｌ
地
域
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
志
向
性
ｌ

が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
稿
者
は
か
つ
て
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
お
い

てその志向性について指摘したことがある漣、その文体が漢文

的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
地
域
性
を
志
向
す
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れる。

｜
、
自
然
地
名
と
土
地
の
言
葉

と
あ
る
わ
け
だ
が
、
①
に
つ
い
て
は
名
の
由
来
を
求
め
る
記
述
は
な
い
。

①
も
④
も
満
遍
な
く
載
せ
る
『
播
磨
国
風
土
記
」
は
別
と
し
て
、
他
の
風

土
記
は
①
の
地
名
由
来
を
中
心
に
記
載
し
、
④
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
記
事

を
載
せ
て
い
な
い
。
各
国
風
土
記
の
側
に
郡
郷
名
の
由
来
を
記
そ
う
と
す

る
必
然
性
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
対
し
て
中
央
の
側
で
は
そ
う
で

は
な
か
っ
た
。
基
本
的
に
行
政
地
名
と
し
て
の
郡
郷
名
は
（
国
名
も
含
む

か
）
、
中
央
側
が
名
づ
け
た
と
い
う
形
を
取
る
も
の
が
多
い
。
つ
ま
り
中

央
側
の
感
覚
と
し
て
は
、
郡
郷
名
の
由
来
は
求
め
る
必
要
が
な
く
、
と
も

か
く
も
文
字
表
記
上
の
整
理
を
す
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
見

（５）

る
事
も
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
一
方
で
山
川
原
野
の
名
号
由
来
こ
そ
が

（６）

必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
こ
の
後
、
「
豊
後
国

風
土
記
』
『
肥
前
国
風
土
記
』
、
及
び
九
州
風
土
記
の
逸
文
を
題
材
と
し
て
、

風
土
記
が
志
向
す
る
地
域
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
な
ぜ
九
州
風
土

記
か
と
言
え
ば
、
「
日
本
書
紀
」
と
の
比
較
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
と
い

う
理
由
に
よ
る
。

と
り
あ
え
ず
、
九
州
の
風
土
記
の
中
か
ら
土
地
の
言
葉
と
し
て
記
さ
れ

て
い
る
も
の
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
「
俗
語
」
と
し
て
記
さ
れ
た

（７）

も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
が
そ
の
土
地
独
自
の
言

葉
で
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

く

に

ひ

と

こ

と

ば

く

べ

り

ゆ

ゐ

い

①
俗
の
語
に
、
玖
倍
理
湯
の
井
と
日
ふ
・
〈
豊
後
国
風
土
記
・
速
見
郡
〉

ひ

ぢ

は

い

け

く

に

ひ

と

き

し

い

ひ

ぢ

は

な

こ

ほ

り

に

し

き

た

②
土
歯
の
池
［
俗
、
岸
を
言
ひ
て
比
遅
波
と
為
す
。
郡
の
西
北
に

こ

い

け

ひ

む

か

し

う

み

へ

き

し

た

か

つ

ゑ

あ

ま

あ
り
。
］
此
の
池
の
東
の
海
辺
に
岸
あ
り
。
高
さ
は
百
丈
余
り
、

な

が

つ

ゑ

あ

ま

に

し

う

み

な

み

つ

れ

あ

ら

す

す

長
さ
は
三
百
丈
余
り
な
り
。
西
の
海
の
波
涛
、
常
に
濯
ひ
糠
げ
り
。

く

に

ひ

と

こ

と

ば

よ

な

づ

ひ

ぢ

は

い

け

い

土
人
の
辞
に
縁
り
て
、
号
け
て
土
歯
の
池
と
日
ふ
。
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特集・古代文学における地域性

〈
肥
前
国
風
土
記
・
高
来
郡
〉

ゆ
ゑ
よ
し

う

み

の

い

い

う

み

な

③
此
の
因
縁
有
り
て
、
芋
循
野
と
日
ふ
。
【
産
を
謂
ひ
て
芋
媚
と
為
す

ぐ
に
ぶ
り
こ
と
ば

は
風
俗
の
言
詞
の
み
。
一
〈
筑
前
国
風
土
記
逸
文
（
釈
日
本
紀
）
〉

ふ
た
つ

あ
ひ
だ

さ

か

さ

さ

か

ゆ
き
き

④
昔
、
此
の
両
の
国
の
間
の
山
に
峻
し
く
狭
き
坂
有
り
て
、
往
来
の

の

し
た
く
ら
す
つ
く

く
に
ひ
と
し
た
ぐ
ら
つ
く
さ
か

人
、
駕
れ
る
所
の
鞍
轤
を
摩
り
尽
さ
れ
き
。
土
人
、
鞍
轆
尽
し
の
坂

い

と
日
ひ
き
。

〈筑後国風土記逸文（釈日本紀）〉

く
に
ひ
と
な
づ
に
が
み
づ

⑤
土
人
、
号
け
て
苦
水
と
日
ふ
。
〈
肥
後
国
風
土
記
逸
文
（
釈
日
本
紀
）
〉

み
そ
な
は

く

に

ひ

と

さ

は

も

の

み

⑥
天
皇
、
御
覧
し
て
、
日
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
俗
、
多
な
る
物
を
見
て
、

す
な
は

い

た
て
ま
つ

い
と
こ
れ

即
ち
、
永
陪
佐
永
と
云
ふ
。
今
、
献
れ
る
魚
は
、
甚
此
、
多
な

に
べ
う
を

り
。
永
陪
魚
と
謂
ふ
く
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
今
、
永
陪
魚
と
謂

こ
と
の
も
と

ふ
、
其
の
縁
な
り
。

〈肥後国風土記逸文（釈日本紀）〉

す
め
ら
み
こ
と
の

あ
た
ら

あ

う

き

⑦
天
皇
、
勅
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
惜
し
き
か
も
。
朕
が
酒
謹
は
や
」

く
に
ひ
と
こ
と
ば

い

う

き

な

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
【
俗
の
語
に
酒
蓋
を
云
ひ
て
宇
枳
と
為
す
。
】

よ

う

き

は

や

こ

ほ

り

い

い
く
は
こ
ほ
り

因
り
て
宇
枳
波
夜
の
郡
と
日
ひ
き
。
後
の
人
、
誤
り
て
生
葉
の
郡

な
づ

と
号
く
。
〈
筑
後
国
風
土
記
逸
文
（
釈
日
本
紀
）
〉

よ

く

し

ら

さ

と

い

は
や
と
く
に
ひ
と
の
こ
と
ば

⑧
因
り
て
久
西
良
の
郷
と
日
ふ
。
一
髪
硫
は
、
隼
人
の
俗
語
に

く

し

ら

く

し

ら

い

久
西
良
と
い
ふ
・
】
今
改
め
て
串
ト
の
郷
と
日
ふ
。

〈大隅国風土記逸文（萬葉集注釈）〉

お
ほ
す
み

い

ひ

し

さ

と

む

か

し

む
ら
う
ち

⑨
大
隅
の
国
の
風
土
記
に
云
は
く
、
必
志
の
里
。
昔
者
、
此
の
村
の
中

ひ
し

よ

ひ

し

ざ

と

い

な

か

す

に
海
の
洲
あ
り
き
。
因
り
て
必
志
の
里
と
日
ふ
。
【
海
の
中
の
洲
は
、

は
や
と
く
に
ひ
と
こ
と
ば
ひ
し
い

隼
人
の
俗
の
語
に
必
志
と
云
ふ
・
】

〈大隅国風土記逸文（萬葉集注釈）〉

い

き

ふ

ど

き

い

い
さ
ふ
し
さ
と
こ
ほ
り

⑩
壱
岐
の
風
土
記
に
云
は
く
、
鯨
伏
の
郷
【
郡
の
西
に
在
り
。
】

む
か
し
く
ま
わ
に
い
さ
お

い

さ

は

し

き

か

く

ふ

昔
者
、
熊
鰐
、
鯨
を
追
ひ
け
れ
ば
、
鯨
、
走
り
来
て
隠
り
伏
し
き
。

か

れ

い

さ

ふ

し

い

わ

に

い

さ

と

も

な

あ
ひ
さ

故
、
鯨
伏
と
云
ふ
。
鰐
と
鯨
と
、
並
に
石
と
化
為
れ
り
。
相
去
る
こ

さ
と

く

に

ひ

と

く

ぢ

ら

い

い

さ

な

と
一
里
な
り
。
【
俗
、
鯨
を
云
ひ
て
伊
佐
と
為
す
。
】

〈壱岐国風土記逸文（萬葉集注釈）〉

逸
文
を
含
め
た
上
で
九
州
の
風
土
記
を
見
た
場
合
、
明
確
に
土
地
の
言

葉
と
し
て
記
し
て
い
る
も
の
は
、
こ
れ
く
ら
い
で
あ
る
。
『
肥
前
国
風
土
記
』

松
浦
郡
値
嘉
郷
に
、
こ
の
鴫
の
白
水
郎
に
つ
い
て
、
「
容
貌
隼
人
に
似
て
、

恒
に
騎
射
を
好
み
、
其
の
言
葉
は
俗
人
に
異
な
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
る

が
、
具
体
的
に
そ
の
言
葉
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
地
域
が
異

な
れ
ば
様
々
な
言
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら

風
土
記
で
は
そ
の
実
態
が
つ
か
め
な
い
。
例
え
ば
人
名
に
使
わ
れ
て
い
る

言
葉
は
そ
の
土
地
特
有
の
語
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。
ま
た
、
漢
文
体
の

中
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
土
地
の
言
葉
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ

れ
は
判
断
が
出
来
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
内
①
～
⑥
は
自
然
地
形
、
⑦

～
⑩
は
行
政
区
画
に
関
わ
る
地
名
と
な
っ
て
い
る
。
⑧
⑨
が
隼
人
の
俗
語

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
先
ほ
ど
の
肥
前
国
値
嘉
郷
の
場
合
に
も
見
え
た
よ

う
に
、
隼
人
を
特
殊
化
す
る
見
方
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
全
体

の
数
が
少
な
い
の
で
明
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
や
は
り
自
然
地
名
に

関
わ
る
記
事
の
中
に
土
地
の
言
葉
が
窺
え
る
傾
向
に
は
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
土
地
の
言
葉
は
抽
出
す
る
の
が
困
難
で
あ
る

が
、
あ
と
は
説
話
内
容
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
土
地
の
言
葉
が
意
識
さ
れ

て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
な
ろ
う
か
。
以
下
そ
う
し
た
点
を
、
「
誰
」
式

の
起
源
證
を
も
と
に
、
九
州
風
土
記
と
『
日
本
書
紀
」
の
比
較
を
通
し
て

検
討
し
て
み
た
い
。

’
一
「
説
」
形
式
の
問
題
①

ｌ
風
土
記
と
「
日
本
書
紀
』
と
の
比
較
１
１
-

-１４-

ー



地名起源説話と土地の言葉

九
州
風
土
記
と
「
日
本
書
紀
』
の
地
名
起
源
讃
で
共
通
す
る
も
の
の
う

ち
、
「
説
」
形
式
を
持
つ
の
は
以
下
の
四
つ
で
あ
る
。
以
下
、
便
宜
的
に

『
日
本
書
紀
』
の
方
を
【
Ａ
１
】
～
【
Ｄ
１
】
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
風

（８）

土
記
の
方
を
【
Ａ
２
】
～
【
Ｄ
２
】
と
し
て
記
す
こ
と
と
す
る
。

【Ａ１】「日本書紀』「御木国」

あ
き
ふ
み
づ
き
か
の
と
う
つ
い
た
ち
き
の
え
う
ま
の
ひ
つ
く
し
の
ぐ
に
の
み
ち
の
し
り
の
く
に
み
け

秋
七
月
の
辛
卯
の
朔
甲
午
に
、
筑
紫
後
國
の
御
木
に

ま

た
ふ

到
り
て
、
高
田
行
宮
に
居
し
ま
す
。
時
に
侵
れ
た
る
樹
有
り
。
長
さ

つ
か
き
つ
か
き

ほ

う
た
よ
み

九
百
七
十
丈
。
百
寮
、
其
の
樹
を
路
み
て
往
來
ふ
。
時
人
、
歌

い

し
て
日
は
く
、

あ

さ

し

も

み

け

を

ぱ

し

ま

へ

つ

き

み

わ

た

朝
霜
の
御
木
の
さ
小
橋
群
臣
い
渡
ら
す
も

み

け

を

ぱ

し

御
木
の
さ
小
橋

【
阿
佐
志
毛
能
禰
概
能
佐
烏
塵
志
魔
弊
菟
耆
淵
伊
和
吟

羅
秀
暮
禰
開
能
佐
烏
塵
志
】

一』》」

の
た
ま

き

差
に
天
皇
、
問
ひ
て
日
は
く
、
「
是
何
の
樹
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。

ひ
と
り
お
き
な

く
ぬ
ぎ

む
か
し

一
の
老
夫
有
り
て
日
さ
く
、
「
是
の
樹
は
歴
木
と
い
ふ
。
嘗
、
未

ひ
か
り

き
し
ま
の
や
ま

だ
橿
れ
ざ
る
先
に
、
朝
日
の
暉
に
當
り
て
、
則
ち
杵
嶋
山
を
隠
し

あ
そ
の
や
ま

き
。
夕
日
の
暉
に
當
り
て
は
、
亦
、
阿
蘇
山
を
覆
し
き
」
と
ま
う
す
。

あ

や

き

天
皇
の
日
は
く
、
「
是
の
樹
は
、
神
し
き
木
な
り
。
故
、
是
の
國
を

み
け
の
く
に
よ

御
木
國
と
號
べ
」
と
の
た
ま
ふ
。
〈
景
行
紀
十
八
年
七
月
〉

右
の
「
御
木
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
記
事
に
先
立
つ
景
行
天
皇
十
二
年

け

九
月
条
に
「
是
御
木
［
木
、
此
を
ば
開
と
云
ふ
］
の
川
上
に
居
り
」
と

み

け

の

さ

を

ぱ

し

見
え
る
こ
と
、
歌
の
言
葉
に
「
御
木
の
さ
小
橋
（
禰
概
能
佐
烏
塵
志
と

ま

け

は

し

ら

と
あ
る
こ
と
、
『
万
葉
集
』
防
人
歌
に
「
真
木
柱
（
麻
気
波
之
良
）
」

ま

つ

の

け

の

（
別
四
三
四
二
）
・
「
松
の
木
の
（
麻
都
能
気
乃
）
」
（
別
四
三
七
五
）
と
あ
っ

て
「
木
（
き
）
」
を
方
言
で
「
木
（
け
）
」
と
発
音
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
「
み
け
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
歌
を
詠
ん
だ
の

は
「
時
人
」
で
あ
る
の
で
、
仮
に
「
時
人
」
が
土
地
の
人
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
「
み
け
」
は
こ
の
土
地
の
言
葉
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
が
、
だ

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
面
で
景
行
天
皇
は
土
地
の
言
葉
を
用
い
て
「
是

み
け
の
く
に
よ

の
國
を
御
木
國
と
號
ベ
」
と
命
じ
た
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
か
。

対
応
す
る
風
土
記
の
記
述
を
見
て
み
た
い
。

【Ａ２】風土記「御木国」

き

む

も

ち

し

き

い

あ
ん

つ
く
し
の
み
ち
の
し
り

公
望
の
私
記
に
日
は
く
、
案
ず
る
に
、
筑
後
の
国
の
風
土
記

い

み
け
こ
ほ
り

む
か
し
あ
ふ
ち
ひ
と
も
と
こ
ほ
り
の
み
や
け

に
云
ふ
。
三
毛
の
郡
。
【
云
々
・
】
昔
者
、
棟
木
一
株
、
郡
家

お

つゑ

あ
さ
ひ
か
げ

の
南
に
生
ひ
き
。
其
の
高
さ
は
九
百
七
十
丈
な
り
。
朝
日
の
影
は

ひ

の

み

ち

の

く

ち

ふ

ぢ

つ

こ

ほ

り

た

ら

み

ね

お

ほ

ゆ

ふ

ひ

か

げ

肥
前
の
国
藤
津
の
郡
の
多
良
の
峯
を
蔽
ひ
、
暮
日
の
影
は

ひ
の
み
ち
の
し
り
や
ま
か
こ
ほ
り
あ
ら
つ
め

お
ほ

よ

肥
後
の
国
山
鹿
の
郡
の
荒
爪
の
山
を
蔽
ひ
き
。
【
云
々
・
一
因
り

み

き

い

よ

こ

な

ま

み

け

い

て
御
木
の
国
と
日
ひ
き
。
後
の
人
、
誰
り
て
三
毛
と
日
ひ
て
、
今

こ
ほ
り

な

は
郡
の
名
と
為
す
。
〈
筑
後
国
風
土
記
逸
文
（
釈
日
本
紀
）
〉

風
土
記
の
方
を
見
る
と
、
「
み
け
」
は
「
三
毛
」
と
書
か
れ
て
い
て
、

特
殊
な
文
字
の
使
い
方
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
話
の
流
れ
は
お
お
よ
そ
同

じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
間
が
省
略
さ

れ
て
お
り
、
天
皇
の
発
言
に
よ
る
命
名
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な

い
。
風
土
記
の
方
は
は
じ
め
に
名
づ
け
ら
れ
た
地
名
が
「
御
木
（
み
き
ご

と
な
っ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
と
同
様
に
、
「
御
木
」
で
「
み
け
」
と
訓

ま
せ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
は
出
来
な
い
が
、
「
後
の
人
、
誰
り
て
三
毛

と
日
ひ
て
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
は
じ
め
は
「
み
き
」
と
訓
む

く
き
で
あ
ろ
う
。

両
者
を
比
較
し
た
場
合
、
『
日
本
書
紀
」
は
天
皇
の
発
言
に
よ
っ
て
地

名
が
名
づ
け
ら
れ
、
変
更
は
記
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
風
土
記
の
場

- １ ５ -



特集・古代文学における地域性

合
は
、
天
皇
の
発
言
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
度
名
づ
け
ら
れ
た
地

名
が
「
誰
」
と
い
う
形
式
で
変
化
し
て
い
る
。

「
誰
」
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
説
話
内
地
名
と
風
土
記
現

在
の
地
名
と
の
ズ
レ
を
解
消
す
る
た
め
の
便
宜
的
説
明
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
近
藤
信
義
氏
は
こ
れ
を
音
嶮
を
論
じ
る
中
で
度
々

取
り
上
げ
ら
れ
、
地
名
の
始
原
の
時
か
ら
風
土
記
現
在
に
い
た
る
ま
で
の

（９）

時
間
に
奥
行
き
を
与
え
て
い
る
と
説
か
れ
た
。
そ
う
し
た
従
来
の
見
解
に

加
え
て
、
今
回
、
「
日
本
書
紀
』
と
風
土
記
と
を
見
比
べ
る
こ
と
で
ま
た

新
た
な
一
面
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
今

回
は
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
説
話
内
地
名
と
標
目
地

名
と
の
ズ
レ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
特
に
問
題
と
し
な
い
『
播
磨
国
風
土

記
』
、
殆
ど
問
題
と
し
な
い
が
時
折
「
誤
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
説
明
す

る
「
出
雲
国
風
土
記
』
、
「
改
」
を
用
い
て
説
明
す
る
場
合
の
あ
る
「
常
陸

国
風
土
記
』
と
い
う
よ
う
に
、
各
国
に
よ
っ
て
態
度
に
違
い
が
見
え
る
。

そ
し
て
『
豊
後
舅
肥
前
」
及
び
九
州
風
土
記
逸
文
で
は
、
「
説
」
の
他
に
「
改
」

と
、
時
た
ま
「
誤
」
が
使
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
の
違
い
が
地
名
の
ズ

レ
の
在
り
方
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り

明
確
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
「
誰
」
の
問
題
は
他
の
例
も
併
せ
て
見
て
か
ら
ま
た
考
え
た

いｏ【Ｂ１】『日本書紀」「的邑」

は
つ
き
い
く
は
の
む
ら

み
を
し

か
し
は
で
た
ち
う
き

八
月
に
、
的
邑
に
到
り
て
進
食
す
。
是
の
日
に
、
膳
夫
等
、
蓋

わ
す

な

づ

う

き

は

を
遣
る
。
故
、
時
人
、
其
の
蓋
を
忘
れ
し
虎
を
號
け
て
浮
羽
と
日

い
く
は

つ
く
し
く
に
ひ
と
う
き
な
づ

ふ
。
今
的
と
謂
ふ
は
説
れ
る
な
り
。
昔
筑
紫
の
俗
、
蓋
を
號
け

う
き
は

て
浮
羽
と
日
ひ
き
。

〈
景
行
紀
十
八
年
八
月
〉

【Ｂ２】風土記「生葉郡」

す
め
ら
み
こ
と
の

あ
た
ら

あ

（
前
略
）
天
皇
、
勅
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
惜
し
き
か
も
。
朕
が

う

き

く

に

ひ

と

こ

と

ば

い

酒
釡
は
や
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
【
俗
の
語
に
酒
蓋
を
云
ひ
て

う

き

な

よ

う

き

は

や

こ

ほ

り

い

宇
枳
と
為
す
。
】
因
り
て
宇
枳
波
夜
の
郡
と
日
ひ
き
。
後
の
人
、
誤

い
く
は
こ
ほ
り
な
づ

り
て
生
葉
の
郡
と
号
く
。
〈
筑
後
国
風
土
記
逸
文
（
釈
日
本
紀
）
〉

【
Ｂ
１
】
の
場
合
、
天
皇
の
行
為
に
ま
つ
わ
る
記
事
内
の
こ
と
で
あ
る

が
、
「
浮
羽
」
と
い
う
地
名
を
命
名
し
た
の
は
「
時
人
」
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
誰
っ
て
「
的
」
に
な
っ
た
と
説
明
し
、
更

う
き
』

う
き
は

に
「
蓋
」
を
「
浮
羽
」
と
い
う
の
は
昔
の
筑
紫
の
俗
で
あ
る
と
記
述
す
る
。

「
時
人
」
は
「
日
本
書
紀
」
で
は
特
に
歌
の
担
い
手
と
し
て
登
場
す
る
存

在
と
い
う
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
地
名
起
源
説
話
と
も
多

く
関
わ
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
「
時
人
」
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
の
、
「
昔
の
筑
紫
の
俗
」
と
い
う
部
分
を
見
れ
ば
、
こ

の
「
時
人
」
は
そ
の
俗
を
知
っ
て
い
た
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

同
じ
「
日
本
書
紀
』
の
中
に
あ
っ
て
も
【
Ａ
ｌ
一
と
の
違
い
は
、
こ
こ
に

「
誰
」
が
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
【
Ｂ
２
一
を
見
る
と
、
こ
ち
ら
は
天
皇

の
発
語
が
命
名
由
来
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
「
靴
」
で
は
な

く
「
誤
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
誰
」
の
字
義
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
「
誰
」

と
「
誤
」
と
は
極
め
て
近
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
他
の
「
改
」
な
ど
は

「
誰
」
と
は
や
は
り
異
な
る
意
識
で
使
わ
れ
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
、
「
誤
」

に
つ
い
て
は
「
誰
」
と
さ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
と
も
か
く
、
【
Ａ
１
】
は
天
皇
の
発
言
に
よ
る
命
名
で
変
化
無
し
、
【
Ｂ

１
-
は
「
時
人
」
の
命
名
で
あ
っ
て
変
化
あ
り
、
と
な
る
。
風
土
記
の
方

は
【
Ａ
２
】
【
Ｂ
２
】
ど
ち
ら
も
変
化
あ
り
で
あ
る
。

【Ｃ１】『日本書紀』「伊観国」
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つ

く

し

い

と

の

あ

が

た

い

し

い

と

て

い

で

ま

う

け

た

ま

は

又
、
筑
紫
の
伊
観
縣
主
の
祖
五
十
迩
手
、
天
皇
の
行
す
を
聞
り

》）

と
も
へ

て
、
五
百
枝
の
賢
木
を
抜
じ
取
り
て
、
船
の
舳
鱸
に
立
て
て
、
上
枝

ま
す
み
の
か
が
み

に
は
八
尺
瓊
を
掛
け
、
中
枝
に
は
白
銅
鏡
を
掛
け
、
下
枝
に
は
十

ひ
こ
し
ま

握
劒
を
掛
け
て
、
穴
門
の
引
嶋
に
蓼
迎
へ
て
獄
る
。
因
り
て
奏
し
て

や
つ
か
れ

言
さ
く
、
「
臣
、
敢
へ
て
是
の
物
を
献
る
所
以
は
、
天
皇
、
八
尺

ま

が

た

へ

あ

め

の

し

た

し

ろ

し

め

ま

た

瓊
の
勾
れ
る
が
如
く
に
し
て
、
曲
妙
に
御
宇
せ
、
且
、
白
銅

あ
き
ら
か
や
ま
か
は
う
な
は
ら
み
そ
な
は

鏡
の
如
く
に
し
て
、
分
明
に
山
川
海
原
を
看
行
せ
、
乃
ち
是
の
十
握

ひ
き
さ

む

劒
を
提
げ
て
、
天
下
を
平
け
た
ま
へ
、
と
な
り
」
と
ま
う
す
。
天
皇
、

ほ

い

そ

し

の

た

ま

即
ち
五
十
迩
手
を
美
め
た
ま
ひ
て
、
「
伊
蘇
子
」
と
日
ふ
。
故
、
時

も

と

の

く

に

な

づ

い

そ

の

く

に

い

と

人
、
五
十
通
手
が
本
土
を
號
け
て
、
伊
蘇
國
と
日
ふ
。
今
、
伊
観

と
謂
ふ
は
誰
れ
る
な
り
。
〈
仲
哀
紀
八
年
正
月
〉

一Ｃ２】風土記「怡土郡」

つ
く
し
の
み
ち
の
く
ち

い

い
と
こ
ほ
り
む
か
し
あ
な
と

筑
前
の
国
の
風
土
記
に
日
ふ
。
怡
土
の
郡
・
昔
者
、
穴
戸

と
ゆ
ら

あ
め
の
し
た
し
ろ

た
ら
し
な
か
つ
ひ
こ
す
め
ら
み
こ
と
く
ま

の
豊
浦
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
足
仲
彦
の
天
皇
、
球
磨

そ

う

つ
く
し
い
で
ま

い
と
あ
が
た
ぬ
し
ら

噌
噸
を
討
た
む
と
し
て
筑
紫
に
幸
し
し
時
、
怡
土
の
県
主
等
が

お
や
い
と
て
す
め
ら
み
こ
と
い
で
ま

い
ほ
え
さ
か
き

祖
、
五
十
迩
手
、
天
皇
、
幸
し
ぬ
と
聞
き
て
、
五
百
枝
の
賢
木

ぬ

と

へ

と

も

た

ほ

つ

え

や

さ

か

に

か

を
抜
き
取
り
て
、
船
の
舳
と
艫
と
に
立
て
、
上
枝
に
八
尺
瓊
を
桂
け
、

な
か
つ
え
ま
す
み
の
か
が
み
か
し
づ
え
と
つ
か
の
つ
る
ぎ
か
あ
な
と

中
枝
に
白
銅
鏡
を
桂
け
、
下
枝
に
十
握
劒
を
桂
け
て
、
穴
門
の

ひ
き
し
ま
ま
ゐ
む
か
た
て
ま
つ

す
め
ら
み
こ
と
み
こ
と
の
り

引
嶋
に
参
迎
へ
て
献
り
き
。
天
皇
、
勅
し
て
問
ひ
た
ま
ひ

た
れ
ひ
と

ま
を

し
く
、
「
阿
誰
人
ぞ
」
と
問
ひ
た
ま
へ
ば
、
五
十
跡
手
奏
し
て
日
ひ

こ

ま

お

ろ

や

ま

あ

め

く

だ

こ

ひ

ぽ

こ

す

ゑ

し
く
、
「
高
麗
の
国
の
意
呂
山
に
天
よ
り
降
り
来
し
日
桙
の
苗
喬
、

こ
れ

す
め
ら
み
こ
と

五
十
跡
手
是
な
り
」
と
ま
を
し
き
。
天
皇
、
こ
こ
に
五
十
跡
手
を

ほ

の

い
そ

い

そ

し

い

誉
め
て
日
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
格
し
か
も
【
伊
蘇
志
と
謂
ふ
・
】
五
十

も
と
つ
ノ
、
に
い
そ
く
に
い

迩
手
が
本
土
は
烙
勤
の
国
と
謂
ふ
く
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
今
、

い

と

こ

ほ

り

い

よ

こ

な

ま

怡
土
の
郡
と
謂
ふ
は
誰
れ
る
な
り
。

〈筑前国風土記逸文（釈日本紀）〉

【
Ｃ
ｌ
】
【
Ｃ
２
】
は
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
。
天
皇
を
出
迎
え
た
五
十
迩

手
を
誉
め
て
「
い
そ
し
か
も
」
と
言
っ
た
の
が
「
い
そ
の
国
」
の
由
来
と

な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
は
共
通
し
て
い
る
。
「
い
そ
し
」
が
土
地
の
言
葉

で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
『
新
撰
字
鏡
』
（
天
治
本
）
に
「
仇
、

勤
也
、
伊
曽
志
支
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
勤
勉
の
意
に
取
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
【
Ｃ
】
の
場
合
も
、
風
土
記
で
は
天
皇
の
発
言
の
中
で
直
接
的
に
「
烙

勤
の
国
と
謂
ふ
く
し
」
と
命
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
日
本
書
紀
』
の

方
で
は
、
「
い
そ
し
」
と
い
う
発
言
は
天
皇
に
よ
る
が
、
命
名
者
は
や
は

り
「
時
人
」
と
な
っ
て
い
る
。

【Ｄ１】『日本書紀」「松浦縣」

う
づ
き
み
づ
の
え
と
ら
き
の
え
た
つ
き
た
の
か
た
ひ
の
み
ち
の
く
ち
の
く
に

夏
四
月
の
壬
寅
の
朔
甲
辰
に
、
北
、
火
前
國
の

ま

つ

ら

の

あ

が

た

た

ま

し

ま

の

さ

と

ほ

と

り

み

を

し

松
浦
縣
に
到
り
て
、
玉
嶋
里
の
小
河
の
側
に
進
食
す
。
是
に
、

き

さ

き

ま

ち

つ

く

い

ひ

ぼ

ゑ

み
も

皇
后
、
針
を
勾
げ
て
鉤
を
爲
り
、
粒
を
取
り
て
餌
に
し
て
、
裳
の

い

と

と

つ
り
の
を

繧
を
抽
取
り
て
絹
に
し
て
、
河
の
中
の
石
の
上
に
登
り
て
、
鉤
を

う

け

の

た

ま

わ
れ
に
し
の
か
た
た
か
ら

投
げ
て
祈
ひ
て
日
は
く
、
「
朕
、
西
、
財
の
國
を
求
め
む
と

お
も
ほ

い
を
ち
く

欲
す
。
若
し
事
を
成
す
こ
と
有
ら
ば
、
河
の
魚
鉤
飲
へ
」
と
の
た

あ

ゆ

ま
ふ
。
因
り
て
竿
を
塞
げ
て
、
乃
ち
細
鱗
魚
を
獲
つ
。
時
に
皇
后
の

め
づ
ら

日
は
く
、
「
希
見
し
き
物
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
［
希
見
、
此
を
ば
梅

め
づ
ら
の
く
に

豆
暹
志
と
云
ふ
・
］
故
、
時
人
、
其
の
虚
を
號
け
て
、
梅
豆
暹
國
と

隼エつみめ

日
ふ
。
今
、
松
浦
と
謂
ふ
は
論
れ
る
な
り
。
是
を
以
て
、
其
の
國
の

を
み
な

か
み
の
と
を
か
い
た

女
人
、
四
月
の
上
旬
に
當
る
毎
に
、
鉤
を
以
て
河
中
に
投
げ
て
、

あ

ゆ

を
の
こ

年
魚
を
捕
る
こ
と
、
今
に
絶
え
ず
。
唯
し
男
夫
の
み
は
釣
る
と
難
も
、

魚
を
獲
る
こ
と
能
は
ず
。
〈
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
〉

【
Ｄ
２
】
風
土
記
「
松
浦
郡
」
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む
か
し
お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と
し
ら
き
う

お
も
ほ

》』

昔
者
、
気
長
足
姫
尊
、
新
羅
を
征
伐
た
む
と
欲
し
て
、
此
の

こ
ほ
り
い

た

ま

し

ま

を

が

は

ほ

と

り

み

を

し

こ

こ

郡
に
行
で
ま
し
て
、
玉
嶋
の
小
河
の
側
に
進
食
し
た
ま
ひ
き
。
弦

お

ほ

き

さ

き

は

り

ま

ち

な

い

ひ

ぽ

え

な

も

に
、
皇
后
、
針
を
勾
げ
て
鈎
と
為
し
、
飯
粒
を
餌
と
為
し
、
裳
の

い
と
つ
り
の
を
な

か
は
な
か
い
し
の
ぽ

ち

さ

さ

う

け

絲
を
絹
と
為
し
て
、
河
中
の
石
に
登
り
て
、
鉤
を
捧
げ
て
祝
ひ
て

の
り
た
ま

あ

れ

し

ら

き

う

そ

た

か

ら

も

と

お
も

日
は
く
、
「
朕
、
新
羅
を
征
伐
ち
て
、
彼
の
財
宝
を
求
め
む
と
欲

そ
こ
と
い
き
を
し
な
か
ち
か
へ

あ

ゆ

あ

ほ
す
。
其
の
事
、
功
成
り
て
凱
旋
ら
む
に
は
、
細
鱗
之
魚
、
朕
が

つ

り

の

す
で

ち

な

鈎
絹
を
呑
め
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
既
に
し
て
鉤
を
投
げ
た
ま
ふ
に
、

し

ま

し

は

た

そ

い

を

え

お
ほ
き
さ
き
の
り
た
ま

い
と

片
時
に
し
て
果
し
て
其
の
魚
を
得
た
ま
ふ
。
皇
后
日
は
く
、
「
甚

め

づ

ら

も

の

め

づ

ら

し

い

希
見
し
き
物
［
希
見
を
梅
豆
羅
志
と
謂
ふ
・
］
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

よ

め

づ

ら

し

く

に

い

い

ま

よ

こ

な

ま

ま

つ

ら

こ

ほ

り

い

因
り
て
希
見
の
国
と
日
ひ
き
。
今
は
誰
り
て
松
浦
の
郡
と
謂
ふ
。

ゆ

ゑ

こ

ぐ

に

を

み

な

な

つ

う

づ

き

つ

れ

は

り

も

あ

ゆ

所
以
に
、
此
の
国
の
婦
女
、
孟
夏
四
月
に
は
常
に
針
を
以
ち
て
年
魚

つ

を

と

こ

つ

い

へ

ど

と

あ
た

を
釣
る
。
男
夫
は
釣
る
と
雛
も
、
獲
る
こ
と
能
は
ず
。

〈
肥
前
国
風
土
記
・
松
浦
郡
〉

こ
れ
も
、
【
Ｃ
】
と
同
じ
よ
う
に
、
風
土
記
で
は
皇
后
が
直
接
の
命
名

者
で
あ
り
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
時
人
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
地
名
松

浦
に
関
わ
る
語
が
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
希
見
［
希
見
、
此
を
ば
梅
豆

暹
志
と
云
ふ
・
］
」
↓
「
梅
豆
暹
國
」
↓
「
松
浦
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
風

土
記
で
は
「
希
見
［
希
見
を
梅
豆
羅
志
と
謂
ふ
・
］
」
↓
「
希
見
国
」
↓
「
松

浦
」
と
な
っ
て
い
て
異
な
り
を
見
せ
る
。
風
土
記
の
方
が
「
誰
」
に
よ
る

変
化
が
多
少
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
用
例
数
は
少
な
い
も
の
の
、
「
日
本
書
紀
』
と
風
土
記

と
で
共
通
す
る
地
名
起
源
説
話
が
記
さ
れ
、
地
名
の
変
更
が
記
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
『
日
本
書
紀
』
の
場
合
、
天
皇
の
発
言
に
よ
っ

て
命
名
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
変
更
が
記
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。
一
方
の
風
土
記
の
場
合
は
、
す
べ
て
（
【
Ａ
２
】
に
つ
い
て
は
明

そ
れ
を
考
え
る
前
に
確
認
を
し
て
お
く
が
、
風
土
記
に
共
通
す
る
記
述

を
持
た
な
い
も
の
も
含
め
て
『
日
本
書
紀
』
の
「
誰
」
を
伴
う
地
名
起
源

（旧）

記
事
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

１
浪
速
国
・
浪
花
↓
難
波
〈
神
武
即
位
前
紀
〉

２
楯
津
↓
蓼
津
〈
神
武
即
位
前
紀
〉

３
母
木
邑
↓
飲
悶
廼
奇
人
「
恩
、
母
の
如
し
」
（
時
人
）

〈神武即位前紀〉

４
鶏
邑
↓
鳥
見
（
時
人
）
〈
神
武
即
位
前
紀
〉

５
挑
河
↓
泉
河
（
時
人
）
〈
崇
神
紀
十
年
九
月
〉

６
尿
揮
↓
樟
葉
（
時
人
）
〈
崇
神
紀
十
年
九
月
〉

７
墜
国
↓
弟
国
〈
垂
仁
紀
十
五
年
八
月
〉

８
浮
羽
↓
的
（
時
人
）
〈
景
行
紀
十
八
年
八
月
〉

９
伊
蘇
国
↓
伊
観
（
時
人
）
〈
仲
哀
紀
八
年
正
月
〉

岨
梅
豆
遜
国
↓
松
浦
（
時
人
）
〈
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
〉

右
の
１
～
皿
を
見
る
限
り
、
「
説
」
と
さ
れ
る
も
の
で
、
天
皇
の
発
言

に
よ
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
。
単
純
に
『
日
本
書
紀
』
の
地
名
起
源
説
話

が
天
皇
の
発
話
に
よ
っ
て
名
付
け
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
取
ら
ず
、
主
と

し
て
「
時
人
」
に
よ
る
命
名
と
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
も
出

来
る
が
、
そ
の
場
合
、
時
人
が
土
地
の
存
在
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

確
で
は
な
い
が
）
天
皇
の
発
言
か
ら
命
名
さ
れ
た
場
合
に
変
更
が
為
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
両
者
の
違
い
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ

うか。
三
「
誰
」
形
式
の
問
題
②

ｌ
風
土
記
と
『
日
本
書
紀
』
の
傾
向
Ｉ
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地名起源説話と土地の言葉

な
ら
ば
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
主
と
し
て
土
地
の
者
が
名
づ
け
た
と
い
う

ス
タ
イ
ル
を
取
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
見
当
た
り
前
の
よ
う
な
話
で

あ
る
が
、
風
土
記
の
方
で
は
逆
に
天
皇
等
の
側
が
名
づ
け
た
と
い
う
形
を

と
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
「
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
天
皇
の
発
語
と

「
誰
」
が
共
存
し
な
い
理
由
は
、
天
皇
が
名
づ
け
に
関
与
し
た
地
名
を
改

変
す
る
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
よ
う
に
し
た
結
果
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な

いＯ
一
方
の
風
土
記
の
側
が
天
皇
が
関
与
し
た
地
名
が
変
化
す
る
と
い
う
形

を
と
る
の
は
、
単
に
説
話
内
地
名
と
標
目
地
名
と
の
ズ
レ
を
解
消
す
る
と

い
う
た
め
で
は
な
く
、
中
央
側
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
と
す
る
地
名
を
、

土
地
の
側
が
捉
え
返
す
と
い
う
形
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
本
来
は
土
地
の
も
の
で
あ
る
は
ず
の
地
名
が
、
多
く
の

場
合
、
中
央
側
の
存
在
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
と
語
る
。
そ
こ
に
は
土

地
の
言
葉
は
介
在
し
得
な
い
。
或
い
は
本
来
土
地
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
、

天
皇
が
こ
の
言
葉
を
発
し
て
名
付
け
た
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
名
は
中

央
語
化
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
地
名
を
長
い
年
月
の
間
に
「
誰
」
っ
た

も
の
と
し
て
変
質
さ
せ
る
こ
と
で
、
再
び
土
地
の
言
葉
と
し
て
定
位
し
直

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
見
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
天
皇
に
よ
っ
て
名

づ
け
ら
れ
た
地
名
が
長
ら
く
受
け
つ
が
れ
て
い
く
間
に
変
化
し
つ
つ
も
そ

の
土
地
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
定
着
を
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
。

こ
の
関
係
は
、
「
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
風
俗
諺
」
の
関
係
と
も
近
い
も

の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
場
合
、
中
央
側
に
よ
っ

て
名
付
け
ら
れ
た
地
名
に
枕
詞
的
詞
章
が
冠
さ
れ
、
諺
と
し
て
言
い
伝
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
実
態
は

（Ⅲ）

と
も
か
く
と
し
て
）
。

で
は
風
土
記
の
他
の
「
誰
」
に
は
ど
う
い
う
傾
向
が
見
て
取
れ
る
の
か
。

「
誰
」
の
付
く
場
合
と
付
か
な
い
場
合
の
傾
向
を
探
る
た
め
に
、
『
肥
前
国

（吃）

風
土
記
』
と
「
豊
後
国
風
土
記
』
の
地
名
起
源
説
話
を
確
認
し
た
い
。

ま
ず
「
肥
前
国
風
土
記
』
だ
が
、
地
名
由
来
記
事
は
全
四
十
一
例
で
、

内
訳
は
、
国
郡
郷
里
名
が
三
十
一
例
、
そ
れ
以
外
が
十
例
と
な
っ
て
い
る
。

「
誰
」
が
あ
る
も
の
は
十
二
例
で
あ
る
。
そ
の
他
「
後
人
改
」
が
四
例
、
「
後

改
」
「
今
字
改
」
が
各
一
例
あ
る
。
大
き
な
特
徴
と
し
て
は
、
「
誰
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
殆
ど
が
行
政
区
画
地
名
で
あ
り
、
自
然
地
名
に
該

当
す
る
も
の
は
、
藤
津
郡
の
塩
田
川
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

唯
一
の
自
然
地
名
は
、
塩
高
満
川
↓
「
誰
」
↓
「
塩
田
川
」
の
例
で
、
そ

れ
以
外
で
は
郡
名
が
五
例
、
郷
里
名
が
六
例
と
な
っ
て
い
る
。
「
改
」
六

例
に
対
象
を
広
げ
る
と
、
基
騨
郡
の
酒
井
泉
↓
酒
殿
泉
の
例
も
加
わ
る
が
、

傾
向
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
（
郡
郷
名
以
外
で
は
「
永
世
社
」
↓

「
長
岡
社
」
も
見
ら
れ
る
が
、
自
然
地
名
で
は
な
い
）
。
ま
た
、
自
然
地
名

の
命
名
起
源
を
見
る
と
、
天
皇
の
発
言
に
関
与
す
る
も
の
は
基
本
的
に
は

見
ら
れ
な
い
。
唯
一
見
ら
れ
る
の
は
、
蒲
田
郷
の
琴
木
岡
の
例
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
本
来
岡
が
無
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
天
皇
が
命
じ
て
岡
を
造
ら
せ
た

と
い
う
、
い
わ
ば
天
皇
が
自
然
を
作
り
替
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
例
で
あ

（旧）

り
、
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
自
然
地
名
に
は
天
皇
は
関
与
せ

ず
、
そ
し
て
地
名
の
変
化
も
記
さ
れ
な
い
と
い
う
傾
向
は
指
摘
し
得
る
で

あろう。
『
豊
後
国
風
土
記
』
の
場
合
も
そ
の
傾
向
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
ち
ら
は

地
名
起
源
記
事
が
全
三
十
三
例
と
い
う
こ
と
で
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
国

郡
郷
名
は
十
八
例
に
対
し
、
坂
・
山
・
湯
・
野
・
川
・
泉
・
峰
な
ど
の
自

然
地
名
が
十
五
例
あ
り
、
自
然
地
名
の
比
率
が
高
い
。
「
誰
」
が
記
さ
れ
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最
後
に
、
そ
う
し
た
「
風
土
記
」
の
土
地
の
言
葉
へ
の
認
識
に
つ
い
て

考
え
た
い
。
『
豊
後
』
「
肥
前
』
の
「
誰
」
の
例
を
み
る
と
、
そ
の
殆
ど
が

郡
郷
名
に
集
中
し
て
お
り
、
逆
に
自
然
地
名
の
場
合
に
は
ほ
ぼ
「
誰
」
が

見
ら
れ
な
い
。
こ
の
相
違
は
、
和
銅
六
年
の
官
命
と
も
関
わ
る
の
で
は
な

い
か
。
郷
名
の
由
来
に
つ
い
て
特
に
要
求
が
な
か
っ
た
の
は
、
既
に
中
央

が
郷
名
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
把
握
し
て
お
り
、
問
題
と
な
る
の
は
用
字

の
整
理
で
あ
っ
た
。
用
字
の
整
理
に
伴
っ
て
、
改
変
・
改
名
の
説
明
が
必

要
と
さ
れ
、
必
然
的
に
名
称
の
由
来
を
積
極
的
に
記
す
結
果
と
な
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
の
山
川
原
野
の
名
称
由
来
に
つ
い
て
は
、
名
称

の
把
握
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
官
命
で
要
求
が
為
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
名
称
の
把
握
は
即
ち
実
態
の
把
握
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
は
行

政
区
画
の
名
称
と
は
異
な
り
、
取
り
立
て
て
用
字
の
整
備
・
統
一
を
図
る

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
川
原
野
の

名
称
由
来
が
あ
ま
り
多
く
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
郡
郷
名
と
の
対
比
で

考
え
れ
ば
、
用
字
の
整
備
・
統
一
を
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
関
わ
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

る
も
の
は
六
例
。
他
は
「
改
」
が
三
例
、
「
誤
」
が
一
例
で
あ
る
。
『
豊
後

国
風
土
記
」
の
場
合
、
「
誰
」
「
改
」
「
誤
」
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
が
行

政
区
画
地
名
で
あ
り
、
自
然
地
名
に
は
一
例
も
な
い
。
但
し
自
然
地
名
の

由
来
に
天
皇
が
関
わ
っ
て
い
る
例
が
六
例
あ
る
点
で
『
肥
前
国
風
土
記
」

と
は
異
な
る
。
た
だ
そ
の
六
例
は
日
田
・
直
入
・
大
野
郡
に
偏
っ
て
見
ら

れ
、
『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
条
で
景
行
天
皇
が
巡
行
し
た
地
と
重
な
っ

て
い
る
点
で
、
な
お
考
え
る
べ
き
問
題
が
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

結
局
の
と
こ
ろ
、
山
川
原
野
の
名
称
の
方
に
は
実
態
と
し
て
土
地
の
言

葉
が
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
逆
に
郡
郷
名
の
方
で
は
、

土
地
の
言
葉
で
あ
ろ
う
と
す
る
動
き
が
「
誰
」
等
に
よ
る
説
明
の
形
式
を

求
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
る

形
で
ひ
と
ま
ず
稿
を
終
え
た
い
。

注
（
１
）
瀬
間
正
之
「
文
字
言
語
か
ら
観
た
中
央
と
地
方
１
大
宝
令
以
前
ｌ
」

（
「
文
学
・
語
学
」
加
、
二
○
一
五
年
四
月
）
。

（
２
）
谷
口
雅
博
ヨ
常
陸
国
風
土
記
」
記
載
「
風
俗
諺
」
の
成
立
」
二
日

本
文
学
論
究
」
妬
、
一
九
八
七
年
三
月
）
。

（
３
）
瀬
間
正
之
『
風
土
記
の
文
字
世
界
」
（
笠
間
書
院
、
二
○
二
年

二月）より。

（
４
）
荻
原
千
鶴
氏
は
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
「
古
老
伝
云
」
に
つ
い
て
、

海
沿
い
の
各
郡
で
は
自
然
地
形
名
に
、
山
間
部
の
各
郡
で
は
行
政
区

画
単
位
地
名
に
集
中
す
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ヨ
出
雲
国
風
土
記
』

の
地
名
起
源
叙
述
の
方
法
」
（
太
田
善
麿
先
生
追
悼
論
文
集
『
古
事

記
日
本
書
紀
論
叢
」
群
書
、
一
九
九
九
年
七
月
）
。

（
５
）
谷
口
雅
博
ヨ
出
雲
国
風
土
記
」
郡
郷
名
の
表
記
意
識
ｌ
地
名

起
源
説
明
記
事
と
の
関
わ
り
か
ら
ｌ
」
会
日
本
文
学
論
究
」
弱
、

二○○七年三月）。

（
６
）
山
川
原
野
の
地
名
由
来
が
求
め
ら
れ
た
理
由
を
、
当
時
の
山
川
原

野
領
有
を
め
ぐ
る
実
態
と
の
関
係
で
説
く
稲
石
陽
平
の
論
も
あ
る
。

「
風
土
記
地
名
起
源
説
話
に
込
め
ら
れ
た
意
図
ｌ
山
川
原
野
名
号
所

由
の
検
討
か
ら
ｌ
」
亀
古
事
記
年
報
』
棚
、
二
○
○
七
年
一
月
）
。

（
７
）
「
風
土
記
」
訓
読
文
の
引
用
は
、
中
村
啓
信
監
修
角
川
ソ
フ
ィ
ア

文
庫
『
風
土
記
」
下
（
九
州
風
土
記
の
担
当
は
谷
口
。
二
○
一
五
年

六
月
）
に
よ
る
。
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（
ｕ
）
こ
の
他
、
逸
文
で
「
誰
」
を
用
い
た
も
の
に
、
尾
張
国
風
土
記
逸

文
吾
鰻
郷
・
筑
前
国
風
土
記
逸
文
資
珂
嶋
・
同
児
饗
石
が
あ
る
。

（
過
）
こ
の
説
話
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
大
鋸
聡
幸
「
「
大
足
彦
天
皇
」

の
姿
ｌ
『
肥
前
国
風
土
記
」
神
埼
郡
琴
木
岡
条
の
記
事
か
ら
ｌ
」
（
神

田
典
城
編
「
風
土
記
の
表
現
ｌ
記
録
か
ら
文
学
へ
ｌ
』
笠
間
書
院
、

二
○
○
九
年
七
月
）
に
詳
し
い
。

皇
五
年
二
月
・
分
注
（
一

（
ｕ
）
注
（
２
）
前
掲
論
文
。

（
ｕ
）
こ
の
他
、
逸
文
で
。

（
８
）
『
日
本
書
紀
』
訓
読
文
の
引
用
は
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日

本
書
紀
」
下
（
一
九
六
五
年
七
月
）
に
よ
る
。

（
９
）
近
藤
信
義
『
音
嶮
論
』
（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
七
年
一
二
月
）
。

（
皿
）
地
名
起
源
以
外
の
「
誰
」
に
つ
い
て
は
、
「
枯
野
」
の
船
の
名
を
「
軽

野
」
の
「
誰
」
で
は
な
い
か
と
す
る
記
事
〈
応
神
紀
五
年
十
月
〉
、
「
風

俗
の
言
語
」
を
習
わ
な
か
っ
た
新
羅
人
が
、
畝
傍
山
を
「
誰
」
っ
て
「
う

ね
め
は
や
」
と
言
っ
て
天
皇
に
「
采
女
」
と
の
姦
通
を
疑
わ
れ
た
と

い
う
記
事
〈
允
恭
天
皇
四
十
二
年
十
一
月
〉
、
「
百
済
本
記
云
」
と
い

う
記
事
の
中
で
、
日
本
か
ら
の
使
者
の
名
前
が
、
言
葉
が
「
誰
」
っ

て
い
た
た
め
に
、
正
し
い
名
が
未
詳
で
あ
る
と
す
る
も
の
〈
欽
明
天

皇
五
年
二
月
・
分
注
（
三
例
）
〉
が
あ
る
。
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