
賀
古
郡
─
都
鄙
を
循
環
す
る
文
学

　
　

郡　

首
・
比
礼
墓
・
望
理
里
・
鴨
波
里
（
舟
引
原
）・
長
田
里
・
駅
家
里
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15 1 賀古郡首・日岡

1
賀か

こ古
郡ぐ

ん
し
ゆ首

・
日ひ

を
か岡

四よ
も方

を
望の

ぞ
み
覧み

て
云い

ふ
。「
此こ

の
土く

に
の
丘を

か
。
原は

ら
・
野の

甚い
と

広ひ
ろ大

く
し
て
、
此こ

の
丘を

か
を
見み

れ
ば
、
鹿か

こ児
の
如ご

と
し
」。
故か

れ
、
名な

を

賀か

古こ

の
郡

こ
ほ
り

と
曰い

ふ
。
狩か

り
の
時と

き
、
一ひ

と
つ
の
鹿し

か
、
此こ

の
丘を

か
に
走は

し
り
登の

ぼ
り
鳴な

く
。
其そ

の
声こ

ゑ
「
比ひ

ひ々

」
と
。
故か

れ
、
日ひ

岡を
か

と
号な

づ
く
。

望
賢
（
覧
）
四
方　

云　

此
土
丘　

原
野
甚
廣
大　

而
見
此
丘
如
鹿
兒　

故
名
曰
賀
古
郡　

狩
之
時　

一
鹿
走
登
於
此

丘　

鳴
其
聲
比
　々

故
号
日
𦊆
（
岡
）　
　

あ
た
り
を
じ
っ
と
見
回
し
て
い
う
。「
こ
の
国
の
丘
よ
。
周
辺
の
原
や
野
が
た
い
そ
う
広
々
と
し
て
（
何
も
な
い
中
に
）、

こ
の
丘
が
ポ
ツ
ン
と
存
在
す
る
。
そ
の
様
子
は
、
野
原
に
一
頭
だ
け
臥
す
鹿
の
子
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
。
そ
れ
故
、

郡
の
名
を
鹿か

こ子
〔
賀
古
〕
の
郡
と
い
う
。
狩
を
す
る
時
、
一
頭
の
雄
鹿
が
現
れ
、
こ
の
丘
に
ス
ー
っ
と
走
り
登
っ
て

（
牝
鹿
を
慕
う
よ
う
に
）「
ピ
ー
」
と
鳴
く
。
そ
れ
故
、
ピ
ー
岡
（
日
岡
）
と
名
付
け
た
。

【
望
覧
四
方
】

三
条
西
家
本
『
播
磨
国
風
土
記
』
は
巻
頭
部
分
を
欠
く
の
で
「
望
覧
」
の
主
体
は
不
明
。
①
「
大お

ほ
た
ら
し
ひ
こ
の
み
こ
と

足
日
子
命
」（
景

行
）、
②
「
品ほ

む
だ
の
す
め
ら
み
こ
と

太
天
皇
」（
応
神
）、
次
条
（
2
比
礼
墓
A
）
の
③
「
大お

ほ
み
つ
は
の
み
こ
と

御
津
歯
命
」「
伊い

は

つ

ひ

こ

波
都
比
古
命
」
等
が
想
定
さ
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16賀古郡賀古郡

れ
る
。「
望
」（
天
皇
の
国
見
）
の
字
か
ら
は
①
か
②
、
日
岡
付
近
の
信
仰
か
ら
は
③
が
妥
当
か
。

た
だ
し
三
条
西
家
本
に
お
け
る
「
望
覧
四
方
」
の
例
は
品
太
天
皇
に
限
ら
れ
る
（
64
「
大
見
山
」、
132
「
小
目
野
」）。

因
み
に
「
望
覧
」
の
み
の
例
は
82
「
桑
原
里
」、「
覧
国
」
の
例
は
64
「
御
立
阜
」、「
望
見
」
の
例
は
30
「
高
瀬
村
」、

38
「
伊
刀
島
」、
55
「
稲
種
山
」。
30
、
64
、
82
の
主
体
は
「
品
太
天
皇
」。「
望
覧
四
方
」
の
四
字
熟
語
は
他
国
風
土

記
・
記
紀
万
葉
に
見
ら
れ
な
い
。『
古
事
記
』
仁
徳
条
の
「
見
四
方
之
国
」
が
近
い
例
。
地
勢
を
「
見
る
」
こ
と
に

『
播
磨
国
風
土
記
』
は
敏
感
で
あ
る
。〈
住
む
〉
た
め
に
地
勢
の
把
握
は
重
要
。
開
拓
競
争
地
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
よ
り

良
い
土
地
を
求
め
る
。「
望
覧
四
方
」
は
、
播
磨
の
風
土
と
密
な
る
用
語
と
い
え
る
。

【
賀
古
郡
の
地
勢
】

賀
古
郡
は
、
加
古
川
が
潤
す
豊
か
な
土
地
。
水
田
開
発
に
適
し
て
い
る
。
現
在
で
も
多
く
の
灌
漑
池
が
残
る
。
加
古

川
（
印
南
川
）
の
東
に
賀
古
郡
が
広
が
る
。
加
古
川
の
西
は
印
南
郡
。
印
南
郡
に
は
低
山
が
点
在
す
る
。
加
古
川
に
面

し
た
升
田
山
か
ら
東
を
望
む
と
、
対
岸
の
日
岡
が
ポ
ツ
リ
と
見
え
、
当
該
条
の
風
景
と
重
な
る
。

【
鹿
の
子
】

農
耕
に
と
っ
て
鹿
は
害
獣
。『
豊
後
国
風
土
記
』
で
は
、
田
を
荒
ら
す
鹿
を
懲
ら
し
め
て
、
害
さ
な
い
こ
と
を
誓
わ

せ
、
豊
穣
を
獲
た
と
い
う
（
速
見
郡
頸く

び
の
峰
）。
害
獣
か
ら
転
じ
て
、
鹿
は
豊
穣
の
象
徴
と
な
る
。
山
の
神
の
使
い
、

大
地
の
精
霊
の
象
徴
と
も
さ
れ
、
地
霊
の
象
徴
た
る
水
と
も
関
わ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
（
124
「
鹿か

咋く
ひ

山や
ま

」）。

山
の
神
が
里
に
下
り
て
田
の
神
と
な
り
、
地
霊
を
叱
咤
激
励
す
る
。
地
霊
は
神
の
霊
力
と
豊
か
な
水
と
に
よ
り
豊
穣
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17 1 賀古郡首・日岡

を
導
く
。
そ
の
よ
う
な
地
霊
の
イ
メ
ー
ジ
が
鹿
に
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

鹿
は
夏
に
一
頭
だ
け
出
産
す
る
。『
万
葉
集
』
に
「
鹿か

こ児
じ
も
の　

た
だ
ひ
と
り
し
て
」（
巻
二
〇
・
四
四
〇
八
）
と
い

う
比
喩
が
あ
る
よ
う
に
、
ひ
と
り
で
立
ち
上
が
り
、
ひ
と
り
で
生
き
抜
く
様
が
本
条
の
「
鹿か

こ児
」
に
も
う
か
が
え
る
。

【
国
見
と
日
岡
】

広
大
な
原
野
の
手
前
に
、
ポ
ツ
リ
と
孤
立
し
た
、
鹿
が
臥
し
て
い
る
よ
う
な
形
の
岡
。
背
後
に
広
が
る
肥
沃
な
地
を

象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
存
在
す
る
。
原
野
に
孤
立
す
る
姿
は
、
一
人
っ
子
の
鹿
児
の
よ
う
で
あ
る
。

如
上
の
風
景
か
ら
理
解
す
る
と
、
こ
の
丘
は
、
ま
さ
に
「
日
岡
」
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
鹿
の
よ
う
な
日
岡
で
あ

る
か
ら
鹿
が
や
っ
て
く
る
。
狩
で
追
わ
れ
た
鹿
は
、
ウ
ジ
と
呼
ば
れ
る
獣
道
を
逃
げ
る
。
懸
命
に
逃
げ
な
が
ら
、
妻
を

慕
い
一
声
発
す
る
。
助
け
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
。
郡
首
と
日
岡
条
と
は
繋
が
っ
て
い
る
。

「
望
覧
」
し
て
丘
を
じ
っ
と
「
見
る
」。
丘
を
「
鹿
」
に
見
立
て
る
と
、
実
際
に
鹿
が
「
見
え
て
」
く
る
。
そ
の
鹿
を

狩
る
。
鹿
は
丘
に
逃
げ
て
、
妻
に
呼
び
か
け
る
。
そ
の
よ
う
な
連
続
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
読
み
取
れ
る
。
国
見
歌
の
構

文
「
見
れ
ば
」「
見
ゆ
」
を
踏
ま
え
た
よ
う
な
話
と
い
え
よ
う
。
主
体
者
は
、
国
見
に
お
い
て
幻
視
・
幻
術
の
能
力
を

も
つ
。
地
形
と
風
土
と
を
基
に
、
地
霊
を
服
属
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
天
皇
・
神
の
姿
を
語
る
。

【
巻
頭
の
謎
】

三
条
西
家
本
の
巻
頭
は
破
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
国
庁
保
管
の
未
精
撰
本
が
破
ら
れ
た
結
果
、
廃
棄
さ
れ
、
国
庁

か
ら
流
出
し
た
か
。
巻
頭
が
な
い
こ
と
は
、
三
条
西
家
本
の
伝
来
と
関
わ
る
の
だ
ろ
う
（
142
「
枚
野
里
・
高
野
里
」）。
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18賀古郡

2
比ひ

れ
は
か

礼
墓
・
A
道
行
き
（
賀
古
郡
）

此こ

の
岡を

か

に
比ひ

れ
は
か

礼
墓
有あ

り
。
坐い

ま
す
神か

み
は
大お

ほ
み
つ
は
の

御
津
歯
命

み
こ
と

の
子こ
、
伊い

は
つ
ひ
こ
の

波
都
比
古
命

み
こ
と

。
褶ひ

れ
は
か墓

と
号な

づ

く
る
所ゆ

ゑ以
は
、
昔む

か
し

、

大お
ほ
た
ら
し
ひ
こ
の

帯
日
子
命み

こ
と

、
印い

な
み
の南

別
わ
き
い
ら
つ
め

嬢
を
誂あ

と
ら

ふ
。
御み

は
か
し

佩
刀
の
八や

た
の咫

釼つ
る
ぎ

の
上う

は
ゆ
ひ結

に
八や

た
の咫

勾ま
が

玉た
ま

、
下し

た
ゆ
ひ結

に
麻ま

ふ

つ
布
都
鏡か

が
み

を
繋か

く
。
時と

き
に
賀か

も
の毛

郡
こ
ほ
り
の

山や
ま
の

直あ
た
ひ

等ら
の

始
は
じ
め
の
お
や

祖
・
息お

き
な
が
の長

命み
こ
と

〔
一あ

る
な名

、
伊い

し
ぢ

志
治
〕
を
媒

な
か
だ
ち

と
し
て
、
誂

あ
と
ら
へ

に
下く

だ
り
行ゆ

く
時と

き
、

摂つ

の津
国く

に

高た
か

瀬せ

の
済わ

た
り

に
到い

た
る
。
此こ

の
河か

は
を
度わ

た
ら
む
と
請こ欲
ふ
。
度わ

た
り
も
り子

・
紀き

の
く
に
の

伊
国
人ひ

と
・
小を

た
ま玉

、
申ま

を
し
て
曰い

ふ
。「
我わ

れ
は

天
す
め
ら
み
こ
と

皇
の
贄に

へ
ひ
と人

と
為な

る
や
。
否い

な
」
と
。
尓こ

の

時と
き

、

勅
み
こ
と
の
り

し
て
云い

ふ
。「
朕あ

ぎ公
、
然し

か
あ
れ
ど
猶な

ほ
度わ

た
せ
」
と
。
度わ

た
り
も
り子

、

対こ
た

へ
て
曰い

ふ
。「
遂つ

ひ
に
度わ

た
ら
む
と
欲お

も
は
ば
、
度わ

た
り

の
賃

つ
く
の
ひ

を
賜た

ま
ふ
べ
し
」
と
。
是こ

こ
に
即す

な
は

ち
道み

ち

行ゆ
き
の

儲ま
け

と
為す

る
弟お

と
か
づ
ら縵

を
取と

り
、
舟ふ

ね
の
な
か中

に
投な

げ
入い

る
。
則す

な
は

ち
縵か

づ
ら

、
光ひ

か明
る
。
炳か

が
や然

き
、
舟ふ

ね
に
満み

つ
。
度わ

た
り
も
り子

、
賃

つ
く
の
ひ

を
得う

。
乃す

な
は

ち
、
度わ

た

す
。
故か

れ
、
朕あ

ぎ
の君

済わ
た
り

と
云い

ふ
。

此
𦊆
（
岡
）
有
比
礼
墓　
　
（
坐
）神
大
御
津
齒
命

子
伊
波
都
比
古
命（
×
）　

所
以
号
褶
墓
者　

昔　

大
帶
日
子
命　

誹
（
誂
）
印
南
別
嬢
之
（
時
）　

御

佩
刀
之
八
咫
釼
之
上
結
尓
八
咫
勾
（
玉
）　

下
結
尓
麻
布
都
鏡　
（
繋
）�

時
（
×
）　

賀
毛
郡
山
直
等
始
祖
息
長
命　
一
名

伊
志
治　

為
媒
而　

誹
（
誂
）
下
行
之
時　

到　

攝
津
国
髙
瀬
之
済　

請
欲
度
此
河　

度
子　

紀
伊
国
人
小
玉　

申
曰　

我
為
天
皇
贄
人
否　

尓
時
勑
云　

朕
公　

雖
然
猶
度　

度
子
對
曰　

遂
欲
度
者　

冝
（
宜
）
賜
度
賃　

於
是　

即
取
為

道
行
儲
之
弟
縵　

投
入
舟
中　

則
縵
光
明　

炳
然
滿
舟　

度
子
得
賃　

乃
度
之　

故
云
朕
君
済
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19 2 比礼墓・A 道行き

こ
の
岡を

か

に
比ひ

れ
は
か

礼
墓
が
あ
る
。
い
ら
っ
し
ゃ
る
神か

み
は
大お

ほ
み
つ
は
の

御
津
歯
命

み
こ
と

の
子こ
、
伊い

は
つ
ひ
こ
の

波
都
比
古
命

み
こ
と

。
褶ひ

れ
は
か墓

と
名
付
け
る
由
来
は
、

昔
、
大お

ほ
た
ら
し
ひ
こ
の

帯
日
子
命み

こ
と

〔
景
行
天
皇
〕
が
、
印い

な
み
の南

別
わ
き
い
ら
つ
め

嬢
を
求
婚
し
た
の
だ
。
御
腰
に
佩
け
る
八や

た
の咫

釼つ
る
ぎ

の
柄
の
方
の
緒

に
八や

た
の咫

勾ま
が

玉た
ま

を
、
鋒

き
つ
さ
き

の
方
の
緒
に
麻ま

ふ

つ
布
都
鏡か

が
み

を
掛
け
て
（
レ
ガ
リ
ア
に
し
つ
ら
え
て
天
皇
の
装
い
を
す
る
）。
そ
の
時

に
賀か

も
の毛

郡こ
ほ
り

を
本
拠
と
す
る
山や

ま
の

直あ
た
ひ

た
ち
の
始

は
じ
め
の
お
や

祖
で
あ
る
息お

き
な
が
の長

命み
こ
と

〔
一あ

る
な名

、
伊い

し
ぢ

志
治
〕
を
仲
人
〔
媒

な
か
だ
ち

〕
と
し
て
、

求
婚
し
に
播
磨
に
下く

だ
っ
て
行ゆ

く
と
、
摂つ

の津
国く

に

高た
か

瀬せ

の
済わ

た
り

〔
淀
川
の
渡
り
〕
に
到い

た
る
。
こ
の
河か

は
〔
淀
川
。
中
津
川
〕
を

渡
ろ
う
と
す
る
。
渡
し
の
船
頭
で
あ
る
紀き

の
く
に
の

伊
国
人ひ

と
・
小を

た
ま玉

が
申
す
。「
私
は
天
皇
の
し
も
べ
〔
海
産
物
を
献
上
す
る
漁

民
〕
に
な
る
の
か
。
い
や
な
ら
な
い
」
と
。
こ
の
時
、
天
皇
が
勅
し
て
言
う
。「
朕あ

ぎ君
〔
お
前
さ
ん
〕
の
言
う
と
お
り

だ
け
ど
、
そ
こ
を
な
ん
と
か
渡
し
て
お
く
れ
」
と
。
船
頭
が
答
え
て
言
う
。「
ど
う
し
て
も
渡
り
た
け
れ
ば
、
渡
り
賃

を
く
だ
さ
い
な
」
と
。
そ
れ
で
旅
装
束
と
し
て
付
け
て
い
た
髪
飾
り
を
取
っ
て
、
そ
の
ま
ま
舟
中
に
投
げ
入
れ
る
。
す

る
と
髪
飾
り
は
光
り
を
放
つ
。
そ
の
輝
き
は
舟
中
に
広
が
る
。
船
頭
は
、
渡
し
賃
を
手
に
入
れ
る
。
そ
れ
で
川
を
渡
し

て
や
っ
た
の
だ
。
そ
れ
故
、〔
ア
キ
ナ
イ=

商
い
を
す
る
朕あ

ぎ君=

お
前
さ
ん
〕
の
渡
り
と
い
う
こ
と
で
、
ア
キ=

ア

ギ
の
渡
り
と
い
う
。

【
神
婚
の
出
で
立
ち
】

男
性
は
、
目
当
て
の
女
性
の
家
ま
で
旅
を
す
る
。
八や

そ
か
み

十
神
が
稲い

な
ば葉

の
八や

か
み
ひ
め

上
比
売
を
、
八や

ち
ほ
こ
の
か
み

千
矛
神
が
高こ

し志
の
沼ぬ

な
か
は河

比ひ

め売
を
妻
訪
う
。
求
婚
は
遠
路
の
旅
と
し
て
描
か
れ
る
。
祖
霊
の
国
か
ら
や
っ
て
き
た
マ
レ
ビ
ト
神
が
巫
女
と
一
夜
を
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と
も
に
す
る
、
と
い
う
幻
想
（
神
婚
幻
想
）
を
踏
ま
え
る
か
ら
だ
。
近
く
て
も
、
遠
い
道
の
り
と
表
現
す
る
。
早
く
会

い
た
い
の
で
、
会
う
ま
で
を
長
い
と
感
じ
る
男
性
心
理
と
も
重
な
る
。

天
皇
は
地
方
の
女
性
を
都
に
呼
び
寄
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。『
古
事
記
』
で
は
「
喚
上
」
と
記
さ
れ
る
。
だ
が
こ
こ

で
は
天
皇
が
播
磨
に
や
っ
て
く
る
。
自
ら
が
わ
ざ
わ
ざ
や
っ
て
く
る
ほ
ど
、
印い

な
み
の
わ
き
い
ら
つ
め

南
別
嬢
は
素
晴
ら
し
い
。
通
常
の

男
で
は
な
い
。
都
の
天
皇
が
や
っ
て
く
る
の
だ
。
だ
か
ら
天
皇
ら
し
い
出
で
立
ち
を
語
る
。
三
種
の
神
器
を
思
わ
せ
る

剣
・
勾
玉
・
鏡
を
携
え
て
。
播
磨
を
代
表
す
る
女
性
の
力
が
、
都
の
天
皇
を
動
か
す
と
い
う
自
負
が
あ
る
。

背
後
に
は
播
磨
の
国
力
の
高
さ
が
あ
る
。
平
城
京
に
置
か
れ
た
、
播
磨
国
の
出
先
機
関
（
調ち

よ
う
て
い邸

）
に
は
、
播
磨
で

焼
か
れ
た
瓦
が
用
い
ら
れ
た
。
あ
え
て
播
磨
か
ら
取
り
寄
せ
る
。
播
磨
の
国
力
を
顕
示
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

【
媒
】天

皇
は
貴
い
。
貴
人
が
求
婚
す
る
の
だ
か
ら
、
正
式
な
手
続
き
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仲
介
す
る
「
媒

な
か
だ
ち

」

を
設
け
る
。
仲
介
者
が
い
な
い
「
自
媒
」
は
恥
ず
べ
き
行
為
で
あ
っ
た
（『
万
葉
集
』
巻
二
・
一
二
七
、
石い

し
か
は
の川

郎い
ら
つ
め女

）。

記
紀
で
は
「
媒

な
か
だ
ち

」
の
裏
切
り
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
。
大

お
ほ
う
す
の
み
こ
と

碓
命
（
景
行
記
）、
隼は

や
ぶ
さ
わ
け
の
み
こ

別
皇
子
（
仁
徳
紀
）、

住す
み
の
え
の
な
か
つ
み
こ

吉
仲
皇
子
（
履
中
前
紀
）。
媒

な
か
だ
ち

の
裏
切
り
は
反
乱
を
招
く
。
こ
こ
で
の
媒

な
か
だ
ち

は
天
皇
に
忠
実
で
あ
る
。
忠
実
な
臣
下
の

存
在
は
、
天
皇
の
徳
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
徳
の
あ
る
天
皇
が
、
正
式
な
求
婚
儀
礼
に
則
り
播
磨
に
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

【
渡
し
と
船
頭
】

天
皇
は
遠
路
苦
労
し
て
播
磨
に
や
っ
て
く
る
。
途
中
、
摂つ

の津
国く

に

高た
か

瀬せ

の
済わ

た
り

で
足
止
め
を
食
ら
う
。
高
瀬
の
渡
り
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は
、
大
阪
府
守
口
市
高た

か
せ
ち
よ
う

瀬
町
と
も
、
大
阪
市
淀
川
区
十じ

ゆ
う
そ
う三

と
も
。
と
も
に
淀
川
沿
い
の
地
。

苦
労
を
示
す
た
め
に
、
大
河
の
淀
川
を
渡
る
際
の
逸
話
を
入
れ
る
。
し
か
も
船
頭
は
素
直
に
は
渡
し
て
く
れ
な
い
。

天
皇
の
臣
下
で
は
な
い
、
渡
し
料
を
払
え
と
。
船
頭
が
金
品
を
要
求
す
る
様
子
は
『
土
佐
日
記
』
に
も
描
か
れ
る
。

船
頭
は
専
門
の
技
術
を
有
し
、
移
動
の
民
で
あ
っ
た
の
で
独
立
志
向
が
強
い
。
律
令
制
下
に
入
る
こ
と
に
抵
抗
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
、
天
皇
の
言
う
こ
と
に
は
従
わ
な
い
。

【
国
造
の
独
立
志
向
】

天
皇
に
屈
し
な
い
姿
は
、
播
磨
人
の
独
立
心
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
風
土
記
の
編
纂
作
業
は
、
主
と
し
て

国
く
に
の
み
や
つ
こ

造
が
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
播
磨
に
は
、
明あ

か
し石

国
造
・
針は

り
ま間

国
造
・
針は

り
ま
の
か
も

間
鴨
国
造
が
い
た
（『
先
代
旧

事
本
紀
』
国
造
本
紀
）。
未
精
撰
本
の
三
条
西
家
本
『
播
磨
国
風
土
記
』
は
、
国
造
の
編
纂
過
程
を
伝
え
る
と
い
う
（
小

野
田
光
雄
「
播
磨
風
土
記
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」『
國
學
院
雑
誌
』
55
─
3
、
一
九
五
四
年
一
一
月
、
他
）。

国
造
は
、
律
令
制
以
前
か
ら
自
家
の
土
地
を
有
し
て
い
た
の
で
、
プ
ラ
イ
ド
が
高
く
独
立
志
向
も
強
い
。
時
に
朝
廷

に
反
旗
を
翻
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
筑
紫
国
造
磐い

は
ゐ井

は
そ
の
代
表
例
。
朝
廷
の
使
者
に
向
か
っ
て
「
私
は
、
お
前
に
従
う

も
の
か
」（
継
体
紀
二
一
年
六
月
条
）
と
言
っ
て
の
け
る
。

播
磨
国
は
大
国
。
豊
か
な
土
地
を
支
え
と
し
て
、
財
力
と
誇
り
と
を
も
つ
。
こ
の
気
風
は
現
代
に
も
伝
わ
る
。

【
天
皇
と
在
地
と
の
共
存
】

配
下
に
下
ら
な
い
船
頭
に
対
し
て
、
天
皇
は
幻
術
で
も
っ
て
対
抗
す
る
。
髪
飾
り
を
金
に
換
え
る
。
糸
に
米
粒
を
つ
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け
て
鮎
を
釣
る
神
功
皇
后
の
姿
と
も
通
じ
る
（
仲
哀
記
）。
驚
異
的
な
呪
力
に
よ
っ
て
、
困
難
を
克
服
す
る
。
景
行
天

皇
は
、
呪
力
を
も
つ
マ
レ
ビ
ト
神
的
な
存
在
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
幻
術
を
目
の
当
た
り
に
し
て
も
、
船
頭
は
動
じ
な

い
。
渡
し
料
を
受
け
取
り
、
淡
々
と
仕
事
を
こ
な
す
。
天
皇
も
船
頭
の
非
礼
を
罰
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

当
該
条
で
興
味
深
い
の
は
、
呪
力
を
駆
使
す
る
天
皇
と
、
屈
し
な
い
船
頭
と
の
勝
敗
を
語
ら
な
い
点
で
あ
る
。
天
皇

が
呪
力
で
苦
難
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
文
脈
と
、
船
頭
が
賃
金
を
得
て
仕
事
を
行
う
と
い
う
文
脈
と
が
共
存
し
て
い

る
。
そ
し
て
船
頭
に
は
、
播
磨
の
国
造
た
ち
の
独
立
志
向
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
見
方
を
変
え
れ
ば
、
朝
廷
と
播
磨
と
の
共
存
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
皇
に
唯
々
諾
々
と
従
う
の
で
は
な

い
。
か
と
い
っ
て
天
皇
に
面
と
向
か
っ
て
反
抗
す
る
の
で
も
な
い
。
独
立
し
つ
つ
も
対
等
に
繋
が
る
。
こ
の
あ
た
り
が

播
磨
の
国
造
、
さ
ら
に
は
播
磨
人
の
気
質
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

【
朕
君
の
渡
り
】　

天
皇
と
船
頭
と
は
、「
商あ

き
な

い
」（
賃
金
と
労
働
と
が
等
価
）
に
よ
っ
て
対
等
な
立
場
に
な
る
。
特
殊
技
能
を
も
つ
船
頭

に
対
し
て
、
天
皇
は
「
あ
ぎ
」
と
言
っ
て
親
し
み
を
抱
き
、
風
土
記
は
「
朕あ

ぎ君
」
と
い
う
用
字
に
よ
っ
て
敬
意
に
近
い

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ま
せ
る
。
賃
金
を
得
た
船
頭
が
「
度わ

た
す之

」、
と
「
之
」
字
で
「
渡
す
」
こ
と
を
強
調
す
る
の
も
、
権

力
に
屈
し
な
い
船
頭
の
プ
ラ
イ
ド
を
含
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
朕
君
の
済
」
に
は
、
天
皇
と
船
頭
、
さ
ら
に
朝

廷
と
播
磨
と
い
う
関
係
が
凝
縮
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

播
磨
人
の
気
質
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
立
場
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
一
コ
マ
で
あ
る
。
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3
比ひ

れ
は
か

礼
墓
・
B
遁
走
（
賀
古
郡
）�

遂つ
ひ

に
赤あ

か
し
の
こ
ほ
り

石
郡

廝
か
し
は
で
の
御み

ゐ井
に
到い

た
る
。
御あ

へ食
を
供た

て
ま
つ進

る
。
故か

れ
、

廝
か
し
は
で
の

御み

ゐ井
と
曰い

ふ
。
こ
の
時と

き
、
印い

な
み
の
わ
き
い
ら
つ
め

南
別
嬢
、
聞き

き
て
驚お

ど
ろ

き
畏か

し
こ

む
。
即す

な
は

ち
南な

び

つ

ま

毗
都
麻
島し

ま
に
遁に

げ
度わ

た
る
。
是こ

こ
に
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
、
乃す

な
は

ち
賀か

こ
の古

松ま
つ
ば
ら原

に
到い

た
り
て
、
覔ま

ぎ
訪と

ふ
。

是こ
こ

に
白し

ろ
き
犬い

ぬ
、
海う

み
に
向む

か
ひ
長な

が
く
吠ほ

ゆ
。
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
、
問と

ひ
て
云い

ふ
。「
是こ

は
誰た

が
犬い

ぬ
か
」
と
。
須す

ず
む
ら
の

受
武
良
首お

び
と

、
対こ

た
へ

て
曰い

ふ
。「
是こ

は
別

わ
き
い
ら
つ
め

嬢
の
養か

へ
る
犬い

ぬ
な
り
」
と
。
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
、

勅
み
こ
と
の
り

し
て
云い

ふ
。「
好よ

く
、
告つ

ぐ
る
か
も
」
と
。
故か

れ
、

告
つ
げ
の
お
び
と

首
と
号な

づ
く
。
乃す

な
は

ち
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
、
此こ

の
少を

し
ま島

に
在あ

る
を
知し

り
、
即す

な
は

ち
度わ

た
ら
む
と
欲お

も
ひ
、
阿あ

へ

つ
閇
津
に
到い

た
り
、
御あ

へ食

を
供た

て
ま
つ進

る
。
故か

れ
、
阿あ

へ
の
む
ら

閇
村
と
号な

づ
く
。
又ま

た
、
江え

の
う
を魚

を
捕と

ら
へ
、
御み

つ
き
も
の

坏
物
と
為な

す
。
故か

れ
、
御み

つ
き
え
坏
江
と
号な

づ
く
。
又ま

た
、
舟ふ

ね
に
乗の

る

処と
こ
ろ

に
、
楉し

も
と

を
以も

ち
て
、
榭た

な
を
作つ

く
り
、
津つ

と
す
。
遂つ

ひ
に
度わ

た
り
、
相あ

ひ
遇あ

ふ
。

勅
み
こ
と
の
り

し
て
云い

ふ
。「
此こ

の
島し

ま
に
隠な

ぶ
、
愛は

し
き
妻つ

ま
」
と
。
仍よ

り
て
南な

び

つ

ま

毗
都
麻
と
号な

づ
く
。
是こ

こ
に
御み

ふ
ね舟

と
別

わ
き
い
ら
つ
め
の

嬢
舟ふ

ね
と
同と

も
に
編あ

み
合あ

ひ
て

わ
た

す
。
抄か

ぢ
と
り挟

・
伊い

し

ぢ
志
治

に
、
名な

を
大お

ほ
き
中な

か
、
伊い

し

ぢ
志
治
と
号な

づ
く
。
還か

へ
り
、
印い

な
み
の南
六む

つ
ぎ
の継
村む

ら
に
到い

た
る
。
始は

じ
め
て
密む

つ
び
ご
と事

を
成な

す
。
故
、
六む

つ
ぎ
の継

村む
ら

と
曰い

ふ
。

勅
み
こ
と
の
り

し
て
云い

ふ
。「
此こ

の

処と
こ
ろ

、
浪な

み
の
と響

、
鳥と

り
の
こ
ゑ声

、
其そ

れ
譁か

ま
し
」
と
。

南
み
な
み
の
か
た

、
高た

か
み
や宮

に
遷う

つ
る
。
故か

れ
、
高た

か
み
や
の宮
村む

ら
と

曰い

ふ
。
是こ

の
時と

き
、
酒さ

か
ど
の殿

を
造つ

く
る
処と

こ
ろ

、
即す

な
は

ち
酒さ

か
や
の屋
村む

ら
と
号な

づ
く
。
贄に

へ
ど
の殿

を
造つ

く
る
処と

こ
ろ

、
即す

な
は

ち
贄に

へ
た
の田
村む

ら
と
号な

づ
く
。
宮み

や
を

造つ
く

る
処と

こ
ろ

、
即す

な
は

ち
館た

ち
の
む
ら村

と
号な

づ
く
。
又ま

た
、
城き

み
や
の宮

田た
む
ら村

に
遷う

つ
り
、
仍よ

り
て
始は

じ
め
て
婚み

あ
ひ

を
成な

す
な
り
。
以の

ち後
、
別

わ
き
い
ら
つ
め

嬢

の
掃と

こ
は
ら
へ床

に
仕つ

か
へ

奉ま
つ

る
、
出い

づ
も
の雲

臣お
み

比ひ

す

ら

ひ

め

須
良
比
売
を
、
息お

き
な
が
の長

命み
こ
と

に
給た

ま
ふ
。
墓は

か
は
賀か

こ古
の
駅う

ま
や

の
西に

し
に
有あ

り
。
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