
古
風
土
記
研
究
序
説

1
ー
成
立
論
の
再
検
討
1

橋

本

雅
　
之

　
現存
の
古
風
土
記
は
、
『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
五
月
甲
子
条
、

　
　畿内

七
道
諸
国
、
郡
郷
名
著
二
好
字
一
。
其
郡
内
所
レ
生
、
銀
銅
彩
色
草
木
禽
獣
魚
虫
等
物
、
具
録
二
色
目
一
、
及
土
地
沃
靖
、
山
川
原
野
　
　
　
　
一

　
　名
号
所
由
、
又
古
老
相
伝
旧
聞
異
事
、
載
二
干
史
籍
一
言
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

と
い
う
内
容
の
官
命
に
基
づ
き
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
五
風
土
記
の
内
容
を
整
理
し
て
み
る
と
、
精
粗
の
差
は
あ
　
　
　
　
一

る
が
、
概
ね
こ
の
官
命
に
み
ら
れ
る
五
項
目
の
要
求
事
項
が
含
ま
れ
て
お
り
、
『
続
紀
』
の
記
事
を
風
土
記
編
纂
の
官
命
と
み
る
こ
と
は
妥

当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　と
こ
ろ
で
和
銅
六
年
と
は
、
『
古
事
記
』
（
以
下
、
『
記
』
）
成
立
の
翌
年
で
あ
り
、
『
日
本
書
紀
』
（
以
下
、
『
紀
』
）
の
成
立
に
七
年
先
立
つ
。

古
風
土
記が
、
『
記
』
『
紀
』
（
二
書
を
一
括
す
る
場
合
は
、
記
紀
）
編
纂
に
挟
ま
れ
て
企
画
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
文
献
が
も
つ
歴
史
的
・
文

学
史
的
意
義
を
考
え
る
上
で
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
記
紀
と
古
風
土
記
の
記
事
を
比
較
し
て
み
る
と
、
九
州
風
土
記
と
景
行
紀
の
記

述
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
お
け
る
倭
武
天
皇
巡
狩
説
話
と
、
記
紀
の
倭
建
命
東
征
説
話
、
あ
る
い
は
出
雲
神
話
に
お
け
る
大
蛇
退
治
や
国

譲り
神
話
の
有
無
な
ど
、
興
味
深
い
問
題
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
即
ち
両
者
に
は
、
直
接
、
間
接
を
問
わ
ず
共
通
性
が
存
在
す
る

と
考
え
得
る
面
と
、
相
異
な
る
独
自
の
面
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。



　
古
風
土
記と
記
紀
が
接
近
し
た
時
期
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
共
通
性
と
は
、
単
に
記
述
の
類
似
な
ど
で

は
な
く
、
い
わ
ば
時
代
の
歴
史
認
識
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
共
通
の
基
盤
を
前
提
に
成
り
立
っ
た
、
文
献
の
相
互
関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
と
思

わ

れる
。
と
同
時
に
、
他
と
は
違
っ
た
記
事
を
含
み
持
つ
点
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
立
場
に
立
っ
て
自
己
主
張
を
展
開
し
て
い
る
こ
と

も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。

　
昭和
五
十
年
代
以
降
、
記
紀
の
作
品
論
的
研
究
は
飛
躍
的
に
進
展
し
た
。
そ
の
研
究
は
、
記
紀
を
異
な
る
主
題
を
持
つ
作
品
と
捉
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
内
的
統
一
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
。
記
紀
の
研
究
の
進
展
は
上
代
文
学
史
の
再
認
識
を
要
求
し
て
お
り
、
そ
の
中

に
は
当
然
古
風
土
記
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
風
土
記
の
成
立
や
、
そ
の
文
学
史
的
意
義
に
関
す
る
研
究
は
、
昭

和
三
十
年
代
か
ら
さ
ほ
ど
変
化
し
て
い
な
い
。
記
紀
の
成
立
に
挟
ま
れ
て
古
風
土
記
編
纂
の
官
命
が
あ
る
と
い
う
、
他
な
ら
ぬ
律
令
制
の

内
部
で
進
め
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
企
画
が
、
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
　
　
　
　
一

品
的な
質
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
違
い
を
も
含
め
た
全
体
を
考
え
る
時
、
そ
こ
に
風
土
記
の
存
在
　
　
　
6

は
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
、
共
時
的
な
環
境
の
中
に
お
い
て
問
題
を
考
え
た
と
き
、
古
風
土
記
の
研
究
の
み
が
従
　
　
　
　
一

前
通り
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。
平
成
十
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
古
事
記
の
現
在
』
（
神
野
志
隆
光
氏
編
、
笠
間
書
院
刊
）
は
、
『
記
』
の

研究
が
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
『
紀
』
や
『
古
語
拾
遺
』
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ

る
が
、
風
土
記
は
完
全
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
上
代
の
他
文
献
に
お
け
る
研
究
の
進
展
を
踏
ま
え
て
言
う
な
ら
ば
、
古
風
土
記
の
編
纂
意

図
や
各
国
風
土
記
が
描
こ
う
と
し
た
世
界
に
つ
い
て
の
問
題
が
再
検
討
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

記
紀
及
び

古
風
土
記
が
和銅
か
ら
養
老
に
か
け
て
成
立
も
し
く
は
意
図
さ
れ
る
背
景
に
は
、
そ
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
歴
史
認
識
の
力
が

大き
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
歴
史
認
識
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
に
そ
っ
て
表
現
さ
れ
た
の
が
記
紀
で
あ
り
風
土
記
で
あ
る
と

考え
る
。
こ
こ
に
言
う
歴
史
認
識
に
つ
い
て
は
別
に
検
証
し
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
『
記
』
や
『
紀
』
の
作
品
論
的
研
究

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
作
品
と
し
て
の
独
立
性
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
生
み
出
し
た
歴
史
意
識
の
全
体
構
造
そ
の
も
の



であ
る
と
考
え
て
い
る
。
古
風
土
記
の
存
在
意
義
も
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
本
稿
は
こ
の
よ
う

な

視点
の
上
に
立
っ
て
、
古
風
土
記
の
主
体
性
と
記
紀
と
の
相
互
関
係
を
再
検
討
し
て
ゆ
く
た
め
の
基
礎
的
考
察
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い

て
は
、
従
来
の
古
風
土
記
成
立
に
関
す
る
諸
説
を
整
理
し
、
そ
の
問
題
点
と
今
後
の
展
望
を
見
通
し
て
ゆ
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
記
紀

を
含
め
た
全
体
性
を
考
え
る
た
め
に
も
、
古
風
土
記
の
文
献
と
し
て
の
在
り
方
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
記
紀
の
作
品

論的
研
究
に
比
し
て
、
か
か
る
立
場
か
ら
の
考
察
は
い
ま
だ
充
分
で
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

二

　
本稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
和
銅
官
命
で
報
告
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、

　①
地
名
に
好
字
を
付
け
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

②
産
出
・
生
息
す
る
鉱
物
植
物
動
物
の
リ
ス
ト
を
挙
げ
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　③
地
昧
の
沃
敷
を
記
す
こ
と

　④
地
名
の
由
来
を
報
告
す
る
こ
と

　
⑤
古
老
が
伝え
る
過
去
の
出
来
事
を
報
告
す
る
こ
と

の

五項
目
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
項
目
の
要
求
は
、
①
②
③
と
④
⑤
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
成
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
①
で
は

好字
と
い
う
文
字
選
択
の
価
値
的
意
識
を
持
つ
も
の
の
、
基
本
的
に
は
行
政
地
名
の
確
定
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
②
③
は
、
地
方
経

済
の

基
礎的
記
録
を
意
図
す
る
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
①
②
③
は
、
い
ず
れ
も
現
在
の
地
方
行
政
に
関
す
る
実
質
的
な
報
告
事
項
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
地
名
の
由
来
や
古
老
の
伝
承
と
い
う
、
過
去
の
出
来
事
の
記
録
を
目
的
と
す
る
事
項
で
あ
る
。
現
存
五

風
土
記
に

お

い
て
、
精
粗
の
差
は
あ
る
が
、
お
お
む
ね
こ
の
五
項
目
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
と
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
中
で
も
④
⑤
が
風
土
記
の
特
色
を
な
す
こ
と
に
つ
い
て
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。



　
以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
和
銅
官
命
に
基
づ
く
古
風
土
記
の
編
纂
意
図
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
主
要
な
説
を
、
整
理
し
て
次
に

掲げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1

　A
説
　
　
『
惰
書
』
「
経
籍
志
」
に
記
す
「
諸
郡
物
産
土
俗
記
」
・
「
諸
州
図
経
」
な
ど
の
地
誌
を
範
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
る

　B
説
　
わ
が
国
に
『
漢
書
』
な
ど
の
中
国
の
史
書
に
匹
敵
す
る
史
書
編
纂
の
意
図
が
あ
り
、
『
日
本
書
紀
』
が
そ
の
紀
に
あ
た
り
、
風
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

　
　
　
　
記
は

「
地
理志
」
の
編
纂
を
意
図
し
た
と
考
え
る

　C
説
　
地
誌
的
外
来
書
・
中
国
史
書
・
『
山
海
経
』
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
漢
籍
の
知
識
が
総
合
さ
れ
、
政
治
的
企
画
の
み
な
ら
ず
地
誌
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3

　
　
　
　
の目
的
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
る

　D
説
　
大
陸
の
典
籍
の
地
方
記
事
の
広
い
知
識
了
解
の
上
に
立
っ
て
、
わ
が
国
の
地
方
政
治
を
大
化
の
改
新
の
意
図
に
沿
っ
て
整
備
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

　
　
　
　
よ
う
と
し
た
と
考
え
る

　
以
上
の

諸説
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
ま
ず
、
A
説
は
『
惰
書
』
「
経
籍
志
」
に
記
す
「
諸
郡
物
産
土
俗
記
」
・
「
諸
州
図
経
」
な
ど
　
　
　
8

の

地
誌を
範
と
す
る
、
と
す
る
論
で
あ
り
、
岡
田
正
之
氏
『
近
江
奈
良
朝
の
漢
文
学
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
　
　
　
一

る
。
ま
た
、
早
く
坂
本
太
郎
氏
も
敦
煙
出
土
の
「
沙
州
図
経
」
の
記
述
と
、
わ
が
国
風
土
記
の
記
載
様
式
の
類
似
に
注
目
し
、
中
国
地
誌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

の

影響
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
に
お
い
て
、
最
も
詳
細
に
論
を
展
開
し
た
の
は
、
吉
野
裕
氏
の
東
洋
文
庫
『
風
土
記
』

解説
で
あ
る
。
氏
は
「
そ
れ
は
周
処
『
風
土
記
』
な
ど
の
比
で
は
な
く
、
む
し
ろ
南
北
中
国
を
統
一
し
て
強
大
を
誇
っ
た
階
帝
国
の
最
後

の

皇帝
い
わ
ゆ
る
『
日
没
す
る
処
の
天
子
』
と
い
わ
れ
た
場
帝
の
地
誌
編
纂
事
業
と
対
比
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
す
く
な
く

と
も
中
国
風
な
紀
伝
体
の
正
史
編
修
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
日
本
で
は
〈
地
理
志
（
伝
）
〉
的
な
も
の
を
受
け
つ
ぐ
わ
け
に
は
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6

な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
こ
の
論
で
注
意
す
べ
き
は
、
中
国
正
史
に
見
ら
れ
る
「
地
理
志
」
と
、
場
帝
の
地
誌
編
纂
事
業
を
明

確
に
区
別
し
、
風
土
記
が
中
国
史
書
の
「
地
理
志
」
の
影
響
に
成
立
し
た
と
見
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
、
森
鹿

三
氏
や

志
田諄
一
氏
も
お
お
む
ね
こ
の
立
場
か
ら
風
土
記
編
纂
を
捉
え
て
い
る
。



　
こ
れ
に
対
し
て
、
B
説
は
A
説
が
そ
の
影
響
を
認
め
な
い
、
中
国
正
史
を
記
す
文
献
と
の
関
係
を
重
視
す
る
。
こ
の
立
場
を
採
る
三
浦

佑
之
氏
は
、
古
代
大
和
王
権
が
国
家
に
な
る
た
め
に
、
中
国
に
範
を
仰
ぎ
な
が
ら
法
と
歴
史
を
整
備
し
て
ゆ
く
と
い
う
視
点
か
ら
、
『
日
本

書紀
』
を
『
日
本
書
』
の
一
部
と
し
て
編
ま
れ
た
書
物
だ
と
す
る
。
そ
し
て
風
土
記
に
つ
い
て
「
〈
地
理
志
〉
の
構
想
は
、
結
果
的
に
は
、

い
わ
ゆ
る
『
風
土
記
』
撰
録
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
（
中
略
）
各
国
に
対
し
て
出
さ
れ
た
史
籍
の
編
纂
命
令
（
橋
本
注
、

和銅
六
年
の
官
命
）
は
、
そ
の
時
期
か
ら
考
え
て
も
内
容
か
ら
み
て
も
、
間
違
い
な
く
『
日
本
書
・
志
』
の
構
想
を
実
現
す
る
た
め
の
資
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

を
収
集
す
る
目
的
で
企
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
風
土
記
が
「
地
理
志
」
と
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
と
を
積
極
的
に
主
張
す
る
。

秋
本
吉
徳
氏も
こ
の
立
場
に
立
つ
。
近
年
で
は
こ
の
説
が
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
植
垣
節
也
氏
の
新
編
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』
で
も

こ
の
説
が
採
ら
れ
て
い
る
。

　A
．
B
の
両
説
は
、
中
国
文
献
か
ら
の
影
響
を
考
え
る
点
で
は
一
致
す
る
も
の
の
、
風
土
記
が
何
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
成
立
し
た
　
　
　
　
一

の

か
と
い
う
基
本
的
な
見
解
に
お
い
て
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
つ
の
説
が
そ
れ
ぞ
れ
、
中
国
に
お
け
る
地
誌
作
成
の
特
定
　
　
　
9

の

立
場
に依
拠
し
た
結
果
、
生
じ
た
違
い
で
あ
る
。
こ
の
二
説
に
対
し
て
、
C
説
は
広
く
漢
籍
受
容
の
中
で
風
土
記
の
編
纂
を
考
え
よ
う
　
　
　
　
一

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
小
島
憲
之
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
。
小
島
氏
の
考
察
は
詳
細
を
き
わ
め
、
ま
ず
風
土
記
の
命
名
の
由
来
の
考
察

から
こ
の
問
題
を
説
き
起
こ
し
文
献
の
生
成
過
程
に
至
る
。
そ
こ
で
は
、
和
銅
官
命
に
記
さ
れ
た
語
句
の
検
討
を
は
じ
め
漢
籍
に
見
ら
れ

る
多
く
の
地
理
的
記
述
と
わ
が
国
風
土
記
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
漢
籍
は
、
A
・
B
両
説
が
挙
げ
た
も
の

を
含
む
の
み
な
ら
ず
、
『
山
海
経
』
や
『
神
異
経
』
な
ど
に
も
及
ぶ
。
そ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
「
地
誌
的
外
来
書
を
学
ん
だ
上
代
人
の
知

識
、
中
国
史
書
に
み
る
地
誌
の
条
の
利
用
な
ど
が
綜
合
さ
れ
、
政
治
的
企
図
の
ほ
か
に
、
単
に
地
誌
編
纂
の
目
的
と
し
て
も
、
次
第
に
和

銅
の

詔
の内
容
を
決
定
す
る
や
う
に
至
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
」
、
さ
ら
に
、
「
述
作
物
と
し
て
内
容
体
裁
を
整
へ
、
文
字
に
残
す
た
め
に

漢籍
（
図
経
類
を
含
む
。
）
を
模
範
と
す
る
こ
と
は
、
日
本
書
紀
な
ど
と
同
様
で
あ
り
（
百
済
よ
り
の
未
詳
地
理
書
伝
来
の
記
事
も
推
古
紀
十
年
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十月
に
み
え
る
）
、
や
は
り
述
作
の
た
め
に
こ
れ
ら
を
参
考
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、



前
記
A
・
B
両
説
が
、
中
国
に
お
け
る
特
定
の
地
誌
編
纂
事
業
と
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
地
誌
編
纂
の

気
運を
背
景
と
し
、
漢
籍
受
容
全
般
の
知
識
が
風
土
記
の
述
作
に
利
用
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
こ
に
前
記
二
説
と
の
違
い
を
み
る
。

　さ
て
A
・
B
・
C
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
見
解
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
漢
籍
に
足
場
を
置
く
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
上
代
散
文

が多
か
れ
少
な
か
れ
、
漢
籍
の
教
養
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
説
に
対
し
て
、

D
説
は
、
漢
籍
の
影
響
を
考
慮
し
つ
つ
も
、
む
し
ろ
わ
が
国
の
内
的
な
要
因
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
の
代
表
的
研
究
は
、

秋本
吉
郎
氏
で
あ
る
。
秋
本
氏
は
和
銅
官
命
の
史
的
背
景
と
し
て
、
国
の
置
廃
・
郡
の
新
置
・
駅
制
新
設
な
ど
を
あ
げ
「
和
銅
六
年
は
、

事
地方
に
関
し
て
は
、
大
化
の
改
新
に
よ
る
新
制
が
補
正
改
訂
せ
ら
れ
て
整
備
し
て
ゆ
く
始
期
に
当
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
時
に
お
い
て
、
地

方
の

様
態を
明
ら
か
に
し
確
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
中
央
政
府
の
為
政
者
に
と
っ
て
必
要
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
必
要
が
、

畿内
七
道
諸
国
の
全
国
に
わ
た
る
、
か
っ
て
例
を
見
な
い
大
規
模
な
地
方
誌
的
記
録
を
要
求
す
る
官
命
指
令
の
発
令
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
　
　
　
一

最
大
の

理由
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
漢
籍
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
「
大
陸
地
誌
類
の
中
に
、
わ
が
和
銅
の
官
命
と
　
　
　
1
0

同
じ
五
項
目
を
と
り
揃
へ
、
そ
の
五
項
目
限
り
の
事
項
を
記
載
し
た
書
、
す
な
は
ち
、
わ
が
官
命
の
直
接
所
拠
と
認
め
ら
れ
る
如
き
典
籍
　
　
　
　
一

は
、
小
島
氏
（
橋
本
云
、
小
島
憲
之
氏
）
の
博
捜
を
以
て
し
て
も
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
（
中
略
）
わ
が
地
方
誌
編
述
の
企
画
、
官
命
は

大
陸

典
籍
の

直
接
模
倣
では
な
い
の
で
あ
る
。
大
陸
の
典
籍
に
関
す
る
記
載
事
項
の
広
い
知
識
了
解
の
上
に
立
っ
て
、
わ
れ
に
必
要
と
観

ぜら
れ
る
事
項
の
記
載
を
要
求
し
た
と
い
ふ
べ
き
で
、
本
質
的
に
は
大
陸
的
な
あ
り
方
を
範
と
仰
ぎ
つ
つ
、
わ
が
地
方
政
治
を
中
央
集
権
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的
に
大
化
の
改
新
の
意
図
に
沿
っ
て
整
備
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
論
じ
ら
れ
、
風
土
記
の
成

立
に

つ
い
て内
的
要
因
の
大
き
さ
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
神
尾
登
喜
子
氏
が
律
令
文
学
と
い
う
視
点
か
ら
風
土
記
の
問
題
を
論
じ

て

お
ら
れ
る
。
氏
は
「
国
土
形
成
は
、
『
風
土
記
』
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
各
国
の
地
誌
は
、
天
皇
の
天
下
の
支
配
、
国
土
統
一
の

達成
を
目
標
と
し
て
い
る
」
と
し
、
ま
た
「
『
風
土
記
』
は
、
和
銅
の
官
命
に
記
さ
れ
た
項
目
を
主
軸
と
し
て
、
各
国
の
地
名
起
源
の
伝
承

と
、
神
々
の
祭
祀
起
源
に
関
わ
る
伝
承
を
主
に
蒐
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
各
国
が
如
何
な
る
国
勢
で
あ
る
か
を
、



都
すな
わ
ち
天
皇
が
把
握
す
る
だ
け
の
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
天
下
と
国
土
の
整
備
と
の
問
題
に

お

い
て
、
天
地
四
方
を
統
べ
る
天
皇
の
理
念
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
あ
る
。
こ
こ
に
天
皇
と
そ
の
国
家
を
支
え
る
律
令
制
の
問
題
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
律
令
精
神
と
『
風
土
記
』
と
は
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
秋
本
氏
と
は
必
ず

し
も
同
じ
立
場
と
は
言
え
な
い
が
、
わ
が
国
の
歴
史
と
律
令
制
と
の
相
互
関
係
を
重
視
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
や
は
り
漢
籍
の
影
響

よ
り
む
し
ろ
わ
が
国
の
内
的
要
因
を
重
視
す
る
立
場
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
個
々

の

所
論
に

つ
い
て
さ
ら
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
、
次

節
では
、
諸
説
の
問
題
を
整
理
し
成
立
に
関
す
る
本
稿
の
基
本
的
立
場
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
さ
て
、
前
節
に
紹
介
し
た
諸
説
の
中
で
、
近
年
で
は
B
説
が
有
力
な
考
え
方
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
　
　
　
H

し
な
が
ら
、
風
土
記
研
究
の
基
礎
と
な
る
編
纂
の
目
的
や
編
纂
思
想
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
共
通
理
解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
D
説
は
　
　
　
　
一

他
説
に

比
べて
、
漢
籍
の
影
響
を
大
き
く
捉
え
な
い
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
秋
本
・
神
尾
両
氏
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
風
土

記
の

主

体
性を
追
求
さ
れ
て
い
る
。
特
に
秋
本
氏
は
、
和
銅
官
命
に
対
応
す
る
各
国
風
土
記
の
記
事
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
現
在

に
お
い
て
も
、
秋
本
氏
の
研
究
は
風
土
記
の
記
載
内
容
を
考
え
る
場
合
の
基
礎
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
風
土
記
と
い

う
地
誌
的
な
文
献
の
述
作
に
あ
た
っ
て
、
先
行
す
る
中
国
の
地
誌
的
文
献
か
ら
の
影
響
は
や
は
り
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に

言
う
な
ら
地
誌
と
い
う
概
念
ー
1
地
理
的
実
態
や
地
方
伝
承
を
文
章
と
し
て
記
述
す
る
と
い
う
考
え
方
と
そ
の
方
法
　
　
が
、
い
か
に
し

て

わ

が国
で
形
成
さ
れ
た
か
を
考
え
る
時
、
そ
れ
は
漢
籍
の
受
容
な
く
し
て
な
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

風
土
記
の成
立
の
果
た
し
た
漢
籍
受
容
の
役
割
は
、
記
紀
よ
り
も
む
し
ろ
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
や
は
り
漢
籍

の

影
響を
抜
き
に
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
D
説
に
見
ら
れ
る
内
的
要
因
の
追
求
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場



から
の
考
察
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
D
説
に
対
し
て
、
A
・
B
・
C
説
は
漢
籍
と
の
関
連
を
考
え
る
。
A
・
B
・
C
説
の
違
い
は
、
一
口
で
言
う
な
ら
中
国
か
ら
の
影

響を
、
ど
の
点
に
求
め
る
か
と
い
う
考
え
方
の
違
い
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
A
・
B
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
に
お
け
る
地
誌
編
纂
の
思
想

や
、
歴
史
書
の
構
成
そ
の
も
の
を
範
と
し
て
仰
ぐ
と
み
る
も
の
で
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
『
惰
書
』
「
経
籍
志
」
に
記
す
「
諸
郡
物
産
土
俗

記
」
・
「
諸
州
図
経
」
・
『
漢
書
』
「
地
理
志
」
な
ど
と
、
風
土
記
の
記
述
と
の
間
の
対
応
を
吟
味
す
る
と
い
っ
た
、
文
献
相
互
の
関
係
に
つ
い

て
は
考
察
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
理
念
的
な
影
響
を
重
視
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
理
念
的
な
影
響
を
考
え
る
こ
と
は
重
要

であ
る
が
、
こ
れ
ら
の
説
は
編
纂
思
想
の
理
念
的
考
察
を
先
行
す
る
あ
ま
り
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
漢
籍
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
実
証
的

手
続き
が
十
分
と
は
言
え
な
い
。
状
況
的
に
は
、
A
・
B
両
説
と
も
に
蓋
然
性
を
持
つ
だ
け
に
、
逆
に
こ
れ
ら
の
説
の
実
証
性
の
低
さ
は
、

説得
力
を
欠
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
C
説
と
し
て
挙
げ
た
小
島
氏
の
研
究
は
、
漢
籍
受
容
と
い
う
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
本
格
的
な
編
纂
　
　
　
　
一

論
で
あ
る
が
、
特
定
の
漢
籍
か
ら
の
影
響
を
認
め
な
い
点
に
特
色
が
あ
る
。
A
・
B
両
説
が
、
見
解
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
中
国
の
地
誌
　
　
　
1
2

編
纂
の

成
果
が直
接
わ
が
国
風
土
記
の
編
纂
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
て
い
る
の
と
一
線
を
画
し
て
い
る
。
小
島
氏
が
直
接
の
影
響
に
つ
　
　
　
一

い
て

極
め

て

慎
重な
態
度
を
と
ら
れ
る
の
は
、
秋
本
氏
の
先
の
引
用
に
も
「
大
陸
地
誌
類
の
中
に
、
わ
が
和
銅
の
官
命
と
同
じ
五
項
目
を

と
り
揃
へ
、
そ
の
五
項
目
限
り
の
事
項
を
記
載
し
た
書
、
す
な
は
ち
、
わ
が
官
命
の
直
接
所
拠
と
認
め
ら
れ
る
如
き
典
籍
は
、
小
島
氏
の

博
捜を
以
て
し
て
も
見
出
さ
れ
な
い
」
あ
る
よ
う
に
、
出
典
論
的
な
立
場
か
ら
み
て
、
わ
が
国
風
土
記
の
典
拠
と
い
え
る
文
献
が
見
当
ら

な
い
こ
と
に
も
理
由
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
島
氏
の
論
は
、
そ
の
よ
う
な
消
極
的
な
理
由
か
ら
の
み
、
風
土
記
の
生
成
を
捉
え
て
い
る

の

では
な
い
。
む
し
ろ
、
上
代
に
お
け
る
漢
籍
受
容
の
中
か
ら
地
誌
的
概
念
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

漢
籍
受
容
から
み
た
風
土
記
の
形
成
に
関
す
る
基
礎
的
か
つ
重
要
な
考
察
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
風
土
記
の
編
纂
意
図
や
成
立
に
つ
い

て

の

考
察は
、
基
本
的
に
は
小
島
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
立
場
を
継
承
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。



四

　
以上
、
こ
れ
ま
で
の
風
土
記
編
纂
に
関
す
る
諸
説
を
整
理
し
、
そ
の
問
題
と
な
る
点
を
考
え
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
風
土
記
編

纂
の

考
察は
、
ま
ず
漢
籍
の
受
容
と
い
う
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
考
察
を
踏
ま
え

て
、
風
土
記
の
文
献
と
し
て
の
性
格
を
把
握
し
た
上
で
、
本
稿
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
さ
ら
に
記
紀
と
の
相
互
関
係
を
考
え
て

ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
本
稿
は
、
そ
こ
に
至
る
予
備
的
考
察
で
あ
る
。
最
後
に
、
今
後
の
最
優
先
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
、
本
稿

のま
と
め
と
し
た
い
。

　
風
土
記
編
纂
に

つ
い
て
ま
ず
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
や
は
り
和
銅
官
命
の
内
容
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
こ
の
官
命
に

「
古
老

相伝
」
と
い
う
、
漢
籍
に
出
典
を
も
つ
語
句
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
一
度
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
も
の
と
思
う
。
現
存
風
　
　
　
　
一

土
記は
い
ず
れ
も
「
古
老
相
伝
」
の
説
話
を
中
心
に
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
風
土
記
に
お
け
る
「
古
老
相
伝
」
の
重
要
性
を
如
　
　
　
1
3

実
に
語
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
和
銅
官
命
に
記
さ
れ
た
「
古
老
相
伝
」
は
単
な
る
文
飾
な
ど
で
は
な
く
、
風
土
　
　
　
　
一

記
編纂
の
根
本
に
関
わ
る
語
句
と
し
て
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
「
古
老
相
伝
」
の
漢
籍
に
お
け
る
特
色
を
見
直
す
必
要
が

あ
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
、
ひ
と
ま
ず
稿
を
終
え
た

い
。
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