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一
　
現
在
を
拘
束
す
る
空
想
の
地
域
史
像

　
二
〇
二
〇
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、
明
智
光
秀
を
主
人
公
と

し
た
『
麒
麟
が
く
る
』
で
あ
る
。
光
秀
の
前
半
生
は
史
料
的
に
は
ほ

と
ん
ど
不
詳
だ
が
、
彼
が
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
の
「
本
能
寺

の
変
」
で
主
君
・
織
田
信
長
を
弑
逆
し
、
同
僚
家
臣
の
羽
柴
秀
吉
と

戦
っ
て
負
け
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
数
日
間
の
行
動
も
、
諸
説
芬
々
と

し
て
い
て
歴
史
学
的
に
は
正
確
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。

　
そ
う
し
た
中
、
最
近
発
見
が
報
じ
ら
れ
た
滋
賀
県
大
津
市
の
石

山
寺
の
所
蔵
文
書
に
は
、
本
能
寺
の
変
直
後
、
明
智
軍
と
信
長
方

の
部
将
と
が
琵
琶
湖
を
舞
台
に
船
戦
を
展
開
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
記
述
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
同
文
書
発
見
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、

光
秀
を
め
ぐ
る
歴
史
の
空
隙
を
埋
め
る
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
た

（
二
〇
二
〇
年
七
月
四
日
配
信
『
毎
日
新
聞
』
ウ
ェ
ブ
ニ
ュ
ー
ス
）。

　
だ
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
馬
部
隆
弘
著
『
椿
井
文
書
―
日
本
最

大
級
の
偽
文
書
』（
以
下
、
本
書
）
を
読
了
後
に
こ
の
種
の
ニ
ュ
ー

ス
に
接
す
る
と
、
刮
目
す
べ
き
新
発
見
の
史
料
に
胸
躍
ら
さ
れ
る
反

面
、
つ
い
「
そ
れ
は
偽
文
書
な
の
で
は
な
い
か
」
と
心
配
し
て
し
ま

う
自
分
を
発
見
す
る
。
も
ち
ろ
ん
件
の
文
書
は
今
後
、
専
門
家
の
手

に
よ
り
考
証
が
進
め
ら
れ
、
遠
か
ら
ず
記
述
内
容
の
評
価
が
明
ら
か

　
報
告
一

　
偽
書
も
ま
た
「
史
料
」
な
り
き
。
―
馬
部
隆
弘
『
椿
井
文
書
』
に
寄
せ
て
―

書
評馬

部
隆
弘
『
椿
井
文
書
―
日
本
最
大
級
の
偽
文
書
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）

　
　
室
　
井
　
康
　
成
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に
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
私
を
し
て
そ
う
勘
繰
ら
ざ
る
を
得
な
く
さ
せ

る
ほ
ど
、
本
書
で
提
起
さ
れ
た
問
題
は
深
刻
な
の
で
あ
る
。

　
椿
井
文
書
と
は
、
徳
川
時
代
後
期
に
、
現
在
の
京
都
府
木
津
川
市

椿
井
出
身
の
椿
井
政
隆
（
一
七
七
〇
―
一
八
三
七
）
が
創
作
し
た
偽

文
書
の
総
称
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
中
世
文
書
に
見
せ
か
け
て
作
ら

れ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
後
世
の
識
者
は
本
物
の
中
世
文
書
で
あ
る

と
信
じ
て
し
ま
う
程
度
の
ク
オ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
し
か
も
件
数
が
半

端
な
く
多
く
、
種
類
も
書
簡
や
家
系
図
か
ら
寺
社
の
由
緒
書
き
に
至

る
ま
で
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
。
さ
ら
に
創
作
者
の
椿
井
は
、
文
書
に

よ
っ
て
筆
跡
を
使
い
分
け
た
り
、
当
時
か
ら
識
者
が
多
く
い
た
都
市

部
で
の
偽
文
書
作
成
は
避
け
る
な
ど
、
一
連
の
行
動
は
狡
猾
に
も
見

え
る
。

　
た
だ
し
、
か
か
る
偽
文
書
自
体
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
識
字

率
が
上
昇
し
、
庶
民
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
過
去
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ

た
近
世
後
期
に
は
、
全
国
各
地
で
似
た
よ
う
な
偽
文
書
が
量
産
さ
れ

た
。
と
こ
ろ
が
椿
井
文
書
の
問
題
点
は
、
椿
井
政
隆
と
い
う
一
個
人

に
よ
る
空
想
の
歴
史
像
が
、彼
が
偽
作
し
た
多
数
の
文
書
と
と
も
に
、

現
在
の
大
阪
府
・
京
都
府
・
滋
賀
県
・
奈
良
県
と
い
っ
た
関
西
地
方

中
北
部
の
広
範
囲
に
お
い
て
、
か
な
り
の
程
度
で
定
着
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

　
換
言
す
れ
ば
、
畿
内
の
中
世
社
会
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の

椿
井
文
書
の
記
述
内
容
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
蓋
然
性
が
高
く
、
先
般

発
見
さ
れ
た
本
能
寺
の
変
に
関
わ
る
新
発
見
史
料
の
報
道
を
受
け
、

こ
れ
を
私
が
椿
井
の
創
作
し
た
偽
文
書
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
か
つ

そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
祈
っ
た
所
以
も
こ
の
点
に
あ
る
。

　
本
書
は
、
こ
の
椿
井
文
書
が
い
か
な
る
史
的
背
景
の
も
と
で
創
作

さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
後
世
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を

緻
密
に
検
証
し
た
労
作
で
あ
る
。
も
し
本
書
の
説
く
と
こ
ろ
を
全
面

的
に
受
け
入
れ
た
場
合
、
畿
内
の
中
世
史
像
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
以
下
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
み
た
い
。

二
　
椿
井
文
書
が
求
め
ら
れ
た
背
景

　
本
書
に
よ
る
と
、
椿
井
文
書
が
求
め
ら
れ
た
特
有
の
時
代
背
景
は

二
段
階
あ
る
よ
う
だ
。
一
つ
は
、
同
文
書
の
偽
作
者
・
椿
井
政
隆
が

生
き
て
い
た
近
世
後
期
。
も
う
一
つ
は
、
戦
後
の
自
治
体
史
編
纂
ブ

ー
ム
の
時
期
で
あ
る
。
と
く
に
後
者
が
問
題
で
、
畿
内
エ
リ
ア
の
市

町
村
史
の
資
料
編
で
は
、
同
文
書
が
中
世
文
書
と
し
て
収
載
さ
れ
て

い
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
ら
し
い
。

　
要
す
る
に
、
椿
井
文
書
に
基
づ
く
空
想
の
地
域
史
が
行
政
に
よ
り

半
ば
公
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
章「
椿
井
文
書
と
は
何
か
」

で
は
、
同
文
書
の
記
載
内
容
が
〝
史
実
〟
と
し
て
定
着
し
て
い
く
過

程
が
示
さ
れ
、
本
書
の
狙
い
が
述
べ
ら
れ
る
。
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偽
書
も
ま
た
「
史
料
」
な
り
き
。（
室
井
）

　
他
方
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
「
ど
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
た

か
」
に
お
い
て
、
同
文
書
が
量
産
・
拡
散
し
た
理
由
が
、
い
く
つ
か

の
具
体
例
を
示
し
つ
つ
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
椿
井
政
隆
が
出
没
し
、
偽
文
書
を
作
成
し
た
地
域
に

は
、
村
ど
う
し
の
境
界
争
い
な
ど
「
伝
統
的
な
利
権
」
が
絡
ん
で
い

る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
か
か
る
村
争
い
が
訴
訟
に
持

ち
込
ま
れ
た
場
合
、
当
事
者
の
村
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
紛
争
領
域
に

対
し
よ
り
古
い
時
代
か
ら
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
か
を
立
証
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
村
の
来
歴
を
記
し
た
同
時
代
以
前
の
古

文
書
が
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
る
。
こ
の
過
程
で
、
言
わ
ば
〝
裁
判

資
料
の
偽
造
〟
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
に

椿
井
が
関
与
し
て
い
た
と
い
う
の
だ
。

　
本
書
で
は
、
そ
の
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
、
現
在
の
大
阪
府
枚
方

市
東
部
に
あ
っ
た
津
田
村
と
穂
谷
村
と
の
間
で
展
開
さ
れ
た
村
争
い

が
紹
介
さ
れ
る
。
主
な
争
点
は
、
両
村
の
境
界
付
近
に
あ
っ
た
「
津

田
山
」
の
帰
属
問
題
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
論
争
は
、
椿
井
が
登
場
す
る
一
〇
〇
年
近
く
前
か
ら
交
わ
さ

れ
て
お
り
、津
田
山
の
頂
上
付
近
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
中
世
城
郭（
津

田
城
）
が
津
田
村
と
の
由
縁
で
説
か
れ
た
こ
と
で
、
一
度
は
京
都
奉

行
所
で
津
田
村
勝
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
長
い

年
月
を
か
け
て
穂
谷
村
の
巻
き
返
し
が
始
ま
り
、
そ
の
過
程
で
椿
井

政
隆
が
突
如
登
場
す
る
。
こ
こ
で
椿
井
は
「
氷
室
本
郷
穂
谷
来
因
之

紀
」
ほ
か
複
数
の
文
書
を
偽
作
し
、
穂
谷
村
に
は
「
津
田
城
」
よ
り

も
さ
ら
に
古
い
時
代
に
、
朝
廷
へ
と
氷
を
供
給
す
る
施
設
「
氷
室
」

が
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
記
述
を
行
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
朝
廷
と
の
距

離
感
の
近
さ
か
ら
、
当
該
地
域
の
支
配
権
を
め
ぐ
る
穂
谷
村
の
正
当

性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
結
論
か
ら
み
る
と
、
こ
の
論
争
は
明
治
期
ま
で
尾
を
引
く
こ
と
に

な
る
が
、
こ
こ
に
椿
井
が
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
影
響
は
、
彼
が
同

地
に
残
し
て
い
っ
た
偽
文
書
と
、
そ
れ
ま
で
伝
承
に
過
ぎ
な
か
っ
た

「
氷
室
」
が
実
在
し
た
と
す
る
認
識
の
定
着
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
本
書
で
は
、
椿
井
が
こ
の
論
争
に
加
わ
る
以
前
に
津
田
村
が

主
張
し
た
「
津
田
城
」
も
ま
た
、
津
田
村
側
に
よ
る
捏
造
で
あ
っ
た

疑
い
が
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
津
田
山

に
あ
る
城
郭
遺
構
ら
し
き
も
の
は
、
実
際
に
は
山
岳
寺
院
の
痕
跡
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、『
枚
方
市
史
』
な
ど
に

は
「
津
田
城
」
が
市
内
の
史
跡
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
偽
文
書

が
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
典
型
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
史
跡
を
存
在
し
た
か
の
よ

う
に
描
く
と
い
う
点
で
は
、
椿
井
は
も
っ
と
大
き
な
仕
事
を
し
て
い

る
。
そ
れ
は
〝
日
本
史
の
教
科
書
レ
ヴ
ェ
ル
〟
と
い
っ
て
よ
い
著
名

人
で
、
古
代
に
朝
鮮
半
島
の
百
済
か
ら
日
本
へ
漢
字
を
伝
え
た
と
さ

れ
る
「
王
仁
」
の
墓
の
考
証
で
あ
る
。

　
や
は
り
現
在
の
大
阪
府
枚
方
市
に
あ
る
王
仁
の
墓
は
、
徳
川
時
代
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中
期
の
享
保
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
五
畿
内
志
』
に
お
い
て
、
は
じ

め
て
比
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、そ
の
根
拠
が「
お

に
墓
」
と
い
う
呼
称
か
ら
の
単
純
な
類
推
で
あ
る
点
や
、
自
然
石
を

置
い
た
だ
け
と
い
う
粗
末
な
形
態
な
ど
か
ら
、
こ
れ
を
王
仁
の
墓
と

断
じ
た
こ
と
に
は
当
時
か
ら
批
判
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
椿
井
が
現
れ

て
、
さ
も
『
五
畿
内
志
』
の
編
者
ら
が
典
拠
と
し
た
よ
う
な
古
文
書

を
偽
作
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
後
世
、
王
仁
の
墓
の
存
在
を
傍
証

す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
椿
井
作
「
王
仁
墳
廟
来
朝
記
」
な
る
偽
文

書
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
椿
井
文
書
が
求
め
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
背
景
と
し
て
、

従
前
の
地
誌
等
の
記
述
に
み
ら
れ
る
矛
盾
点
の
解
消
が
あ
っ
た
。
要

す
る
に
、
信
憑
性
の
乏
し
い
既
存
の
文
献
の
補
強
材
と
し
て
椿
井
文

書
が
効
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、こ
の
よ
う
な
事
態
が
、

椿
井
の
生
き
た
時
代
に
畿
内
の
各
地
で
起
き
て
お
り
、
か
な
り
の
ケ

ー
ス
で
椿
井
が
関
わ
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
今
日
、
件
の
「
王
仁
の
墓
」
は
大
阪
府
の
指
定
史
跡
と
な
っ
て
お

り
、
王
仁
の
出
身
地
と
さ
れ
る
韓
国
か
ら
の
来
訪
者
も
少
な
く
な
い

と
い
う
。
椿
井
文
書
の
拭
い
難
い
影
響
力
た
る
や
、
推
し
て
知
る
べ

し
で
あ
ろ
う
。

三
　
椿
井
政
隆
と
い
う
人

　
と
こ
ろ
で
、椿
井
政
隆
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。

し
か
し
、
残
さ
れ
た
一
連
の
文
書
か
ら
、
あ
る
程
度
は
想
像
で
き
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
第
三
章
「
ど
の
よ
う
に
流
布
し
た
か
」・
第

四
章
「
受
け
入
れ
ら
れ
た
思
想
的
背
景
」
の
記
述
を
も
と
に
考
え
て

み
た
い
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、椿
井
は
村
の
境
界
争
い
の
場
に
よ
く
現
わ
れ
、

一
方
の
当
事
者
に
有
利
な
古
文
書
を
偽
作
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の

点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
依
頼
主
か
ら
い
く
ば
く
か
の
金
品
が
支
払
わ

れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
想
定
が
可
能
な
例
は
、
膨
大

な
椿
井
文
書
の
一
部
で
あ
る
。
多
く
は
、
椿
井
が
好
ん
で
自
主
的
に

作
成
し
て
い
た
よ
う
で
、決
し
て
儲
か
る
仕
事
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
椿
井
の
一
面
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
悪
意
と
い
う
よ
り

も
、
遊
び
心
を
も
っ
て
自
己
満
足
の
た
め
」
に
偽
文
書
を
作
成
し
て

い
た
と
推
測
し
、
そ
の
作
業
は
「
趣
味
と
実
益
を
兼
ね
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
彼
個
人
と
し
て
は
前
者
に
重
き
を
置
い
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
」
と
の
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。
事
実
、
椿
井
を
「
好
事

ノ
士
」と
評
し
た
同
時
代
の
識
者
も
い
た（
坂
本
林
平「
楓
亭
雑
話
」）。

　
そ
れ
で
も
、
椿
井
の
行
動
に
は
目
的
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
点

を
窺
い
知
れ
る
の
は
、
著
者
曰
く
「
椿
井
文
書
の
な
か
で
も
最
も
研

究
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
最
高
傑
作
」
と
さ
れ
る
『
興
福
寺
官
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務
牒
疏
』
と
、
椿
井
が
式
内
社
の
同
定
作
業
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
と

い
う
事
実
の
二
点
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
『
興
福
寺
官
務
牒
疏
』
は
、
奈
良
の
興
福
寺
と
末
寺
の

関
係
が
記
さ
れ
た
も
の
で
、
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
の
作
成
で
あ

る
か
の
よ
う
に
偽
装
さ
れ
て
い
る
。
本
来
、
中
世
段
階
で
の
興
福
寺

は
事
実
上
の
大
和
国
守
護
で
あ
っ
た
が
、
同
文
書
に
は
、
大
和
以
外

の
近
畿
地
方
に
も
末
寺
が
多
数
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に

現
在
の
滋
賀
県
で
の
事
例
が
多
い
。
著
者
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
椿
井

の
活
動
範
囲
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
と
い
う
。
の
ち
に
椿
井
は
、
自
ら
の

家
系
を
大
和
国
平
群
郡
の
出
自
と
し
、
興
福
寺
の
官
務
家
の
末
裔
を

自
称
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
も
同
文
書
へ
の
信
憑
性
を
高
め

る
た
め
の
操
作
だ
っ
た
よ
う
に
映
る
。

　
ま
た
、
近
世
段
階
で
は
す
で
に
不
詳
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
式
内
社

の
位
置
に
つ
い
て
、
椿
井
が
現
地
を
訪
れ
て
偽
文
書
を
作
成
し
、
そ

の
同
定
作
業
を
行
な
っ
て
い
た
形
跡
も
顕
著
で
あ
る
。そ
う
な
る
と
、

今
日
近
畿
地
方
の
各
地
で
興
福
寺
や
式
内
社
と
の
関
係
が
あ
る
と
さ

れ
る
古
跡
の
類
は
、
椿
井
の
手
が
入
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
の
検
証

が
必
要
と
な
る
。

四
　
信
じ
て
し
ま
う
こ
と
の
困
難

　
椿
井
の
一
連
の
行
動
を
見
る
と
、
近
畿
一
円
で
の
前
近
世
期
に
お

け
る
伝
統
的
権
威
の
痕
跡
を
掘
り
起
こ
し
（
要
す
る
に
捏
造
な
の
だ

が
）、
再
定
置
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
え
て
な
ら
な
い
。
第
四
章
「
受
け
入
れ
ら
れ
た
思
想
的
背
景
」

で
は
、こ
こ
ま
で
椿
井
文
書
が
流
布
し
た
理
由
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
詳
し
い
学
問
的
系
譜
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
椿
井
自
身
は
国
学

的
知
識
が
豊
富
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
ら
し
い
。
一
連
の
偽
文
書
の
執

筆
は
、
そ
う
し
た
知
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
を
受

容
し
た
同
時
代
人
に
も
ま
た
国
学
が
普
及
し
て
お
り
、
と
く
に
勤
皇

思
想
は
「
武
士
化
を
望
む
富
農
の
身
分
的
上
昇
志
向
」
と
結
節
し
た
。

識
字
率
が
向
上
し
、
郷
土
史
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た

時
代
に
あ
っ
て
、
地
元
と
伝
統
的
な
寺
社
と
の
歴
史
的
結
び
つ
き
を

傍
証
し
て
く
れ
る
椿
井
文
書
は
、
椿
井
の
歩
い
た
地
域
の
人
々
に
と

っ
て
も
、
あ
り
が
た
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

　
椿
井
文
書
が
、
そ
う
し
た
郷
土
愛
的
自
尊
心
の
補
完
材
料
と
し
て

の
み
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
特
段
の
問
題
は
な
い
。だ
が
後
年
、

そ
れ
ら
が
史
料
批
判
を
経
ず
に
中
世
・
古
代
の
文
書
と
し
て
学
術
研

究
で
参
照
さ
れ
、
存
在
し
な
か
っ
た
史
的
事
実
や
古
跡
に
つ
い
て
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
が
お
墨
付
き
を
与
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
事
態
を
一

層
複
雑
に
し
た
。
第
五
章
「
椿
井
文
書
が
も
た
ら
し
た
影
響
」・
第
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史
苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）

六
章
「
椿
井
文
書
に
対
す
る
研
究
者
の
視
線
」
で
は
、
そ
の
問
題
系

が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

　
前
述
し
た
王
仁
の
墓
を
は
じ
め
、
式
内
咋
岡
神
社
（
京
都
府
京
田

辺
市
）、
橘
諸
兄
・
美
努
王
の
墳
墓
（
京
都
府
井
手
町
）、
世
継
の
七

夕
伝
説
（
滋
賀
県
米
原
市
）
な
ど
、
椿
井
文
書
が
初
出
か
、
ま
た
は

補
完
し
と
み
ら
れ
る
古
跡
や
伝
説
が
、
あ
た
か
も
そ
れ
以
前
か
ら
あ

っ
た
か
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
事
例
は
畿
内
の
各
地
に
散
見
さ

れ
る
。
だ
が
、
た
と
え
そ
れ
が
学
術
的
に
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、

い
っ
た
ん
本
物
だ
と
信
じ
て
し
ま
っ
た
人
々
の
認
識
を
覆
す
の
は
至

難
の
業
で
あ
る
。

　
著
者
に
よ
る
と
、
椿
井
文
書
の
も
つ
問
題
性
は
、
京
都
大
学
を
中

心
と
し
た
戦
前
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
は
共
有
事
項
で
あ
っ
た
が
、
第

二
次
世
界
大
戦
で
の
日
本
の
敗
戦
を
挟
み
、
京
大
の
歴
史
学
の
教
員

が
パ
ー
ジ
も
し
く
は
他
大
学
へ
転
出
し
た
結
果
、
後
学
に
正
し
く
伝

わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
ま
も
な
く
は
じ
ま
っ
た
高
度
経

済
成
長
の
波
に
乗
り
、各
地
で
自
治
体
史
の
編
纂
が
進
め
ら
れ
る
と
、

そ
の
史
料
的
価
値
が
精
査
さ
れ
な
い
ま
ま
、
一
連
の
椿
井
文
書
は
古

代
・
中
世
の
文
献
と
し
て
収
載
さ
れ
、
さ
ら
に
拡
散
し
て
い
っ
た
と

い
う
。

　
研
究
者
の
中
に
は
、
椿
井
文
書
の
原
典
に
当
た
ら
ず
、
活
字
と
な

っ
た
当
該
文
献
を
用
い
て
研
究
成
果
を
世
に
問
う
て
き
た
者
も
い
た

よ
う
だ
。
こ
の
点
つ
い
て
著
者
は
、
椿
井
文
書
の
問
題
性
を
提
示
す

る
か
た
ち
で
疑
義
を
呈
し
て
き
た
が
、
本
書
で
描
か
れ
た
そ
の
リ
ア

ク
シ
ョ
ン
に
は
嘆
息
し
か
出
な
い
。〝
い
っ
た
ん
本
物
だ
と
信
じ
て

し
ま
っ
た
人
々
〟
の
中
に
は
、
実
は
プ
ロ
パ
ー
の
歴
史
学
者
も
含
ま

れ
て
い
た
。
図
ら
ず
も
本
書
は
、
椿
井
文
書
と
い
う
近
世
文
献
を
鏡

と
す
る
こ
と
で
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
固
陋
性
を
も
玲
瓏
と
映
し
出
し

た
の
で
あ
る
。

五
　
戦
後
歴
史
学
の
陥
穽
、
愛
す
べ
き
近
世
知
識
人
の
〝
発
見
〟

　
私
見
に
よ
る
と
、本
書
が
白
日
の
も
と
に
晒
し
た
最
大
の
問
題
は
、

偽
文
書
の
危
険
性
そ
の
も
の
よ
り
も
、
戦
後
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け

る
歴
史
学
教
育
の
陥
穽
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
戦
後
歴
史
学
に
お
い

て
椿
井
文
書
が
何
の
疑
い
も
な
く
受
容
さ
れ
て
き
た
要
因
の
一
つ
に

は
、
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
の
よ
う
に
時
代
史
ご
と
に
専
門
家

養
成
を
行
な
っ
て
き
た
歴
史
学
の
教
育
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
と
い
え

る
。

　
た
と
え
ば
、
中
世
を
専
門
と
す
る
歴
史
学
者
が
、
同
時
代
の
歴
史

的
事
項
を
記
し
た
椿
井
文
書
に
ま
ん
ま
と
騙
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

も
、
近
世
文
書
に
対
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
を
現
行
の
教
育
制
度
の
中
で

十
分
に
高
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
著

者
が
椿
井
文
書
の
い
か
が
わ
し
さ
に
気
付
い
た
の
は
、
同
氏
が
大
学

院
生
時
代
に
中
世
と
近
世
の
両
方
の
ゼ
ミ
に
所
属
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
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時
代
の
文
書
に
対
す
る
知
見
を
深
め
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
著
者
は
本
書
で
一
連
の
椿
井
文
書
の
史
料
性
を

強
く
否
定
し
、
返
す
刀
で
同
文
書
を
無
批
判
に
利
用
し
た
研
究
の
正

当
性
を
厳
し
く
問
い
質
す
も
の
の
、
そ
も
そ
も
の
問
題
を
作
っ
た
椿

井
政
隆
本
人
に
は
温
か
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

著
者
自
身
が
、
椿
井
と
同
文
書
に
対
す
る
愛
情
は
「
他
の
ど
の
フ
ァ

ン
に
も
負
け
な
い
」
と
ま
で
宣
言
す
る
。
正
直
に
告
白
す
る
と
、
私

自
身
も
本
書
を
通
読
し
、
す
っ
か
り
椿
井
に
魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
た

一
人
で
あ
る
。

　
著
者
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
大
量
の
偽
文
書
を
作
成
・
拡

散
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
椿
井
の
労
力
の
源
泉
は
何
で
あ
っ
た
の

か
、
今
か
ら
考
え
る
と
不
思
議
で
あ
る
し
、
も
し
か
す
る
と
椿
井
文

書
の
最
大
の
謎
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
椿
井
自
身
が
、
そ
の
偽
作
の
過

程
を
楽
し
ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
椿
井
は
偉
大
な
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
り
、
近

世
特
有
の
「
知
」
の
あ
り
よ
う
を
体
現
し
た
人
物
と
し
て
、
価
値
あ

る
学
術
的
検
証
の
対
象
で
も
あ
る
の
だ
。

　
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
、
他
人
か
ら
懇
願
さ
れ
て
実
践
し
、
し
か

も
感
謝
さ
れ
る
と
い
う
醍
醐
味
は
、
一
度
味
わ
っ
て
し
ま
う
と
な
か

な
か
忘
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
近
世
の
日
本
社
会
は
、
こ
う
い

う
タ
イ
プ
の
知
識
人
を
折
々
生
み
出
し
た
が
、
椿
井
の
場
合
は
、
そ

の
ス
ケ
ー
ル
が
突
出
し
て
大
き
か
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。
そ
う
し
た

一
面
に
惹
き
付
け
ら
れ
る
の
は
、
著
者
や
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
本
書
の
何
よ
り
の
成
果
は
、
椿
井
政
隆
と
い
う
、

こ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
旺
盛
な
稚
気
愛
す
べ
き
近
世
知
識
人
を
〝
発
見
〟

し
た
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
本
学
兼
任
講
師
）


