
現
在
の
日
高
市
、
飯
能
市

の
一
帯
は
、
大
和
朝
廷
の
時

代
に
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
来
し

た
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
住
み

「
高
麗
郡
」
を
形
成
し
た
。

高
句
麗
の
王
族
で
高
麗
郡
の

初
代
郡
司
で
あ
っ
た
若
光
を

祀
っ
た
の
が
高
麗
神
社
だ
。

ま
も
な
く
高
麗
郡
建
郡
１

３
０
０
年
を
迎
え
、
地
域
で

は
高
麗
神
社
を
中
心
に
様
々

な
記
念
行
事
を
企
画
し
て
い

る
。
若
光
か
ら
60
代
目
に
あ

た
る
高
麗
神
社
の
高
麗
文
康

宮
司
に
歴
史
な
ど
を
お
聞
き

し
た
。

高
句
麗
か
ら
や
っ
て
き
た
若

光―
こ
の
地
に
１
３
０
０
年
前

に
渡
来
人
が
移
り
住
み
、
高

麗
郡
が
設
置
さ
れ
た
と
の
こ

と
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
経
緯
か
ら
で
す
か
。

高
麗

高
麗
郡
は
、
そ
も
そ

も
高
麗
の
王
（
コ
キ
シ
）
若

光
と
い
う
人
物
が
任
命
さ
れ

て
長
と
な
り
、
７
１
６
年
に

当
時
東
国
と
呼
ば
れ
て
い
た

今
の
関
東
地
方
の
７
つ
の
国

か
ら
高
麗
人
（
こ
ま
び
と
）

が
移
っ
て
住
ん
だ
こ
と
に
始

ま
り
ま
す
。
そ
の
数
が
１
７

９
９
名
で
あ
っ
た
と
「
続
日

本
紀
」
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

―
「
高
麗
人
」
と
は
？

高
麗

こ
こ
で
言
う
「
高
麗
」

と
は
、
朝
鮮
半
島
中
北
部
か

ら
中
国
の
東
北
部
に
か
け
て

存
在
し
て
い
た
高
句
麗
と
い

う
国

の

こ

と
を

指

し

ま
す

。

こ

の
高

句

麗

が
６

６

８

年
に
滅
び
る
ん
で
す
が
、

そ
の
前
後
に
か
な
り
の
数

の
高
句
麗
人
が
日
本
に
渡
っ

て
き
て
い
ま
す
。
国
難
を
逃

れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
彼
ら
の
こ
と
を
渡

来
人
と
呼
ぶ
こ
と
が
今
は
一

般
的
に
な
っ
て
い
ま
す
。
彼

ら
の
う
ち
東
国
に
移
り
住
ん

で
い
た
人
た
ち
が
相
当
数
あ
っ

て
、
そ
う
い
う
方
た
ち
が
こ

の
場
所
に
移
っ
て
き
た
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

―
若
光
と
は
ど
の
よ
う
な
人

だ
っ
た
の
で
す
か
。

高
麗

最
初
の
郡
の
長
官
に

な
っ
た
若
光
に
つ
い
て
は
、

謎
の
多
い
人
物
で
す
が
、
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
正
史
に
登
場
し

て
き
ま
す
。
最
初
に
出
て
く

る
の
が
「
日
本
書
紀
」
で
、

天
智
天
皇
５
年
の
年
に
高
句

麗
か
ら
や
っ
て
き
た
使
節
団

の
１
員
と
し
て
「
玄
武
若
光
」

と
い
う
名
前
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
方

が
こ
ち
ら
の
ご
祭
神
の
若
光

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

と
す
る
と
、
西
暦
で
６
６
６

年
と
い
う
年
、
高
句
麗
が
滅

び
る
直
前
に
渡
っ
て
き
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か

も
使
節
の
１
員
と
し
て
で
す

か
ら
、
当
然
高
句
麗
の
危
機

を
回
避
す
る
た
め
に
大
和
に

向
け
て
派
遣
さ
れ
た
使
節
団

と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

結
局
高
句
麗
は
６
６
８
年

に
平
城
が
陥
落
し
、
実
質
的

に
滅
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
若
光
は
帰
る

こ
と
が
で
き
ず
そ
の
ま
ま
大

和
朝
廷
に
仕
え
る
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。
若
光

は
そ
の
後
大
和
朝
廷
か
ら

「
従
五
位
下
（
じ
ゅ
う
ご
い

げ
）
」
と
い
う
位
に
叙
せ
ら

れ
、
大
宝
３
年
に
「
王
（
こ

き
し
）
」
と
い
う
姓
を
賜
っ

て
、
最
終
的
に
は
７
１
６
年

に
は
高
麗
郡
の
長
官
と
し
て

や
っ
て
き
て
こ
こ
で
亡
く
な

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

―
そ
の
過
程
で
高
麗
神
社
の
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創
建
は
ど
う
関
わ
る
の
で
す

か
。

高
麗

高
麗
神
社
の

創
建
は
高
麗
郡
の
建

郡
と
無
縁
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

若
光
と

い
う
人
物
は
、
高
句

麗
の
王
族
で
あ
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
大
和
朝

廷
で
も
そ
れ
な
り
の

立
場
で
扱
わ
れ
た
と

推
測
し
て
い
ま
す
。

日
本
に
来
て
い
た
高

麗
人
に
と
っ
て
も
特

別
な
存
在
で
し
た
か

ら
高
麗
郡
の
中
で
特

別
な
地
位
に
就
き
、

亡
く
な
っ
た
後
は
そ

の
御
霊
を
お
祀
り
す

る
た
め
に
、
霊
廟
を

建
立
し
、
そ
れ
を
高

麗
明
神
と
称
し
ま
し
た
。
こ

れ
が
高
麗
神
社
の
創
建
に
至

る
経
緯
で
す
。

高
麗
神
社
は
祀
ら
れ
て
い

る
方
、
最
初
に
作
っ
た
方
も
、

い
ず
れ
も
多
く
の
人
々
が
自

分
た
ち
の
こ
と
を
高
麗
人
と

し
て
自
覚
を
し
て
い
る
人
で

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

初
期
の
高
麗
郡
は
今
の
日
高

市
、
飯
能
市

―
１
７
９
９
人
が
移
り
住
ん

だ
高
麗
郡
は
、
現
在
の
地
図

で
言
え
ば
ど
の
辺
な
の
で
し
ょ

う
か
。

高
麗

初
期
の
高
麗
郡
は
、

今
の
日
高
市
と
飯
能
市
に
ま

た
が
る
地
域
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

が
時
代
が
下

る
に
し
た
が
っ

て
郡
域
が
少

し
ず
つ
東
の

方
に
広
が
っ

て
い
っ
た
と

い
う
こ
と
で
、

高
麗
郡
は
明

治
29

年
に
廃

止
さ
れ
ま
す

が
、
そ
の
直

前
頃
の
郡
域

は
日
高
市
の

全
域
、
飯
能

市
、
鶴
ヶ
島

市
の
ほ
ぼ
全

域
、
あ
と
は

狭
山
市
で
は

柏
原
と
か
水
富

と
い
う
地
域
、
入

間
市
は
元
加
治
の

あ
た
り
、
川
越
は

霞
ヶ
関
、
的
場
、

名
畑
と
い
う
地
域
ま
で
含
ま

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
高
麗
郡
が
明
治
ま
で
残
っ

た
の
は
驚
き
で
す
ね
。

高
麗

高
麗
郡
と
い
う
名
が

残
っ
て
も
実
質
的
な
意
味
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
は
あ
り
ま
す
が
、
名
称

が
変
わ
ら
ず
に
残
っ
て
い

た
だ
け
で
も
興
味
深
い
で

す
ね
。

―
高
麗
郡
が
で
き
る
ま
で
、

こ
こ
は
未
開
の
原
野
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

高
麗

飯
能
と
か
日
高
地

域
の
遺
跡
の
発
掘
状
況
を

見
ま
す
と
、
縄
文
時
代
の

遺
跡
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。

で
す
の
で
、
こ
の
地
域
が

人
が
住
め
な
い
土
地
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
す
ね
。
む
し
ろ
住
み
や

す
い
地
域
で
し
た
。

た
だ
し
弥
生
時
代
以
降

の
遺
跡
は
急
激
に
減
っ
て

い
き
、
高
麗
郡
建
郡
前
夜

の
古
墳
時
代
あ
た
り
の
遺

跡
は
現
在
の
と
こ
ろ
な
い

と
言
っ
て
よ
い
く
ら
い
で

す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
当
時
の
日
高
、
飯

能
の
地
域
は
、
人
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
、
空
閑
地
の
よ
う

な
感
じ
だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
ね
。

―
高
麗
さ
ん
の
お
宅
は
高
麗

郡
の
郡
司
と
い
う
郡
の
長
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

高
麗

そ
う
で
す
。

―
若
光
の
直
系
な
の
で
す
か
。

高
麗

若
光
の
血
筋
を
引
い

て
い
る
と
い
う
の
が
高
麗
家

の
言
い
伝
え
で
す
。
若
光
が

初
代
の
郡
司
で
す
。

―
高
麗
と
い
う
姓
は
郡
司
だ

け
が
使
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

高
麗

初
期
の
こ
ろ
は
高
麗

を
名
乗
っ
て
い
る
人
は
結
構

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
で
す
。

あ
る
時
期
か
ら
は
、
高
麗
と

い
う
苗
字
は
郡
名
だ
か
ら
み

だ
り
に
誰
で
も
使
わ
な
い
よ

う
に
と
い
う
こ
と
で
申
し
合

わ
せ
を
し
て
い
ま
す
。
高
麗

家
の
家
督
を
継
ぐ
と
い
う
か

本
家
に
属
す
る
者
だ
け
が
名

乗
る
こ
と
に
し
、
も
し
分
家

を
し
た
り
、
別
家
を
し
た
り

し
た
場
合
高
麗
と
い
う
名
を

名
乗
る
こ
と
は
ま
か
り
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
に
し
た
よ

う
で
す
。
そ
の
時
に
出
て
く

る
名
前
が
「
高
麗
井
」
と
い
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う
名
で
あ
る
と
い
う
一
文
が

家
系
図
に
出
て
き
ま
す
。

―
高
麗
さ
ん
の
お
宅
は
代
々

神
社
の
宮
司
さ
ん
を
務
め
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

高
麗

有
様
は
時
代
に
よ
っ

て
様
々
で
、
宮
司
家
と
い
う

言
い
方
が
正
確
で
は
な
い
で

す
が
、
神
社
の
管
理
を
し
た

り
祀
り
ご
と
を
司
っ
た
り
と

か
を
し
て
い
ま
す
。

―
今
何
代
目
な
の
で
す
か
。

高
麗

若
光
が
初
代
で
私
が

60
代
目
に
当
た
り
ま
す
。

―
60
代
前
ま
で
家
系
が
わ
か

る
と
は
す
ご
い
こ
と
で
す
ね
。

高
麗

そ
ん
な
に
は
い
な
い

で
し
ょ
う
ね
。

―
他
に
続
い
て
い
る
家
は
あ

り
ま
す
か
。

高
麗

こ
の
土
地
で
家
系
図

ま
で
持
っ
て
い
る
家
は
多
分

な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

た
だ
言
い
伝
え
と
し
て
「
高

麗
井
」
と
い
う
名
の
お
宅
の

中
に
は
若
光
の
重
臣
で
あ
っ

た
と
い
う
家
も
あ

り
ま
す
。

―
高
麗
井
さ
ん
は

ま
だ
近
く
に
お
ら

れ
る
の
で
す
か
。

高
麗

日
高
市
内

に
お
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、

今
で
は
「
駒
井
」
に
変
え

て
い
ま
す
が
。

金
子
十
郎
の
金
子
郷
も
含
む

―
鎌
倉
時
代
に
頼
朝
を
支
え

た
武
蔵
武
士
の
金
子
十
郎
の

出
身
地
金
子
郷
（
今
の
入
間

市
）
も
高
麗
郡
域
に
含
ま
れ

る
よ
う
で
す
ね
。

高
麗

入
間
市
の
金
子
地
域

も
当
然
入
り
ま
す
。
特
に
、

あ
そ
こ
に
は
窯
跡
が
あ
り
ま

す
。
高
麗
郡
に
と
っ
て
は
重

要
な
窯
で
す
。

―
窯
と
は
。

高
麗

生
活
の
も
の
か
ら
祭

祀
に
使
う
も
の
ま
で
様
々
な

土
器
、
須
恵
器
を
焼
い
て
い

た
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
高
麗

郡
が
で
き
た
と
き
に
は
す
で

に
成
立
を
し
て
い
ま
し
た
。

た
と
え
ば
国
分
寺
を
作
る
と

き
の
国
分
寺
瓦
は
そ
こ
で
焼

い
て
い
ま
す
。

―
金
子
氏
が
入
植
し
た
１
７

９
９
人
の
末
裔
で
あ
る
可
能

性
は
あ
り
ま
す
か
。

高
麗

１
０
０
％
そ
う
だ
と

は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
が
、
非

常
に
関
わ
り
の
深
い
場
所
な

の
で
、
あ
る
い
は
そ
う
か
も

わ
か
り
ま
せ
ん
。
高
麗
郡
の

外
に
あ
っ
た
か
ら
と
言
っ
て

関
わ
り
が
な
い
と
は
言
え
ま

せ
ん
。
逆
に
先
に
き
ち
ん
と

し
た
支
配
者
が
い
た
と
こ
ろ

で
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
様
々

な
も
の
を
提
供
し
た
と
い
う

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

―
そ
も
そ
も
入
植
し
た
渡
来

人
だ
け
で
郡
が
成
立
し
た
の

で
し
ょ
う
か
。

高
麗

普
通
に
考
え
れ
ば
、

初
期
で
も
入
植
し
た
人
だ
け

で
開
拓
す
る
な
ど
あ
り
え
な

い
話
で
す
の
で
。
外
部
の
力

も
借
り
な
が
ら
当
然
や
っ
て

い
っ
た
わ
け
で
す
。

―
高
麗
神
社
の
他
に
現
在
残
っ

て
い
る
史
跡
は
あ
り
ま
す
か
。

高
麗

生
き
た
史
跡
と
し
て

有
力
な
の
は
高
麗
神
社
と
聖

天
院
だ
と
思
い
ま
す
が
、
遺

跡
と
な
っ
て
い
る
の
は
い
く

つ
か
あ
り
ま
す
。
今
、
日
高

市
で
文
化
財
の
担
当
者
が
発

掘
調
査
を
続
け
て
い
ま
す
が
、

そ
の
中
に
も
高
麗
郡
建
郡
の

初
期
の
こ
ろ
に
作
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
住
居
群
で
あ
る
と
か
、

あ
る
い
は
水
田
跡
も
あ
り
ま

す
し
、
建
郡
か
ら
し
ば
ら
く

た
っ
て
郡
内
に
建
立
さ
れ
た

お
寺
の
跡
も
い
く
つ
か
発
掘

さ
れ
調
査
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

出
世
開
運
の
神
様
に

―
高
麗
神
社
は
地
域
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
続
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

高
麗

時
代
に
よ
っ
て
浮
沈
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は
あ
り
ま
す
が
、
高
麗
郡
は

基
本
的
に
は
19
世
紀
の
終
わ

り
ま
で
存
在
し
、
そ
の
中
に

あ
る
高
麗
神
社
で
す
の
で
、

高
麗
郡
と
高
麗
神
社
は
歴
史

的
な
相
関
関
係
は
認
識
さ
れ

て
い
た
と
思
い
ま
す
。

―
や
は
り
信
仰
は
渡
来
系
の

方
が
主
な
の
で
し
ょ
う
か
。

高
麗

そ
れ
は
違
う
と
思
い

ま
す
。
血
脈
に
つ
い
て
の
意

識
は
明
確
で
は
な
い
で
す
か

ら
。
私
の
家
の
よ
う
に
高
麗

を
名
乗
り
、
高
麗
神
社
の
祀

り
ご
と
を
司
る
役
目
を
ず
っ

と
継
ぎ
、
家
系
図
も
残
っ
て

い
る
と
い
う
な
ら
自
覚
す
る

で
し
ょ
う
が
。
私
の
家
で
も

子
孫
を
残
し
て
い
く
過
程
で
、

高
麗
人
と
は
関
係
の
な
い
人

と
も
結
ば
れ
て
い
る
わ
け
で

す
か
ら
。
私
に
と
っ
て
の
先

祖
の
１
つ
の
筋
が
高
句
麗
に

つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
、

当
然
こ
こ
に
お
参
り
す
る
方
々

が
高
麗
人
に
つ
な
が
る
と
い

う
意
識
で
来
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
で
す
ね
。

―
高
麗
神
社
は
出
世
開
運
の

神
様
に
見
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
す
が
、
何
か
理
由
が
あ
る

の
で
す
か
。

高
麗

明
治
期
以
降
に
、
神

社
の
由
緒
来
歴
に
関
心
を
持
っ

た
方
た
ち
が
お
参
り
し
、
そ

の
中
に
当
時
の
有
力
な
政
治

家
の
方
が
何
人
も
い
て
、
総

理
大
臣
に
な
っ
た
り
国
務
大

臣
に
な
っ
た
方
が
か
な
り
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
新
聞

紙
上
に
「
出
世
明
神
高
麗
神

社
」
と
い
う
言
い
方
で
記
事

に
な
っ
た
の
が
始
ま
り
で
す

ね
。
実
際
出
世
開
運
の
神
様

と
い
う
言
い
方
が
定
着
す
る

の
は
、
昭
和
に
入
っ
て

か
ら
で
す
。

若
光
の
菩
提
を
弔
う
聖

天
院

―
神
社
の
隣
に
あ
る
お

寺
の
聖
天
院
（
し
ょ
う

で
ん
い
ん
）
は
若
光
が

仏
教
を
信
仰
し
て
い
た

こ
と
か
ら
建
て
ら
れ
た

の
で
す
か
。

高
麗

当
時
の
日
本
で

は
す
で
に
お
寺
を
建
て

仏
教
を
信
仰
す
る

こ
ち
お
が
広
ま
っ
て

い
ま
ｓ
し
た
。
日
本

に
仏
教
が
伝
わ
り
１

５
０
年
以
上
た
っ
て

お
り
、
高
麗
郡
が
で

き
た
少
し
後
の
時
代

に
な
る
と
全
国
に
国

分

寺
を

建
立

の
詔

（
み
こ
と
の
り
）
を

出
し
て
い
ま
す
。
地

方
を
治
め
る
豪
族
た

ち
は
こ
ぞ
っ
て
お
寺

を
作
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
１
つ
の
文
化
的

な
ス
テ
ー
タ
ス
だ
っ

た
ん
で
す
。
こ
こ
に
や
っ
て

来
た
高
句
麗
人
た
ち
も
そ
の

よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
仏

教
に
対
す
る
信
仰
は
持
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
「
聖
天
」
と
は
。

高
麗

聖
天
は
歓
喜
天
の
別

名
で
す
。

―
宗
派
は
真
言
宗
な
の
で
す

か
。

高
麗

宗
派
は
変
わ
り
ま
す
。

ど
の
お
寺
も
そ
う
で
す
が
、

里
の
お
寺
は
入
っ
た
お
坊
さ

ん
が
何
宗
で
あ
る
か
で
変
わ

り
ま
す
か
ら
、
一
貫
し
て
同

じ
宗
派
と
い
う
の
は
そ
ん
な

に
な
い
で
す
。
武
蔵
国
で
は

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
新
義

真
言
宗
が
教
線
を
伸
ば
し
て

き
ま
す
。

―
ず
っ
と
高
麗
家
の
菩
提
寺

で
は
あ
る
の
で
す
か
。

高
麗

こ
れ
は
、
ど
う
申
し

上
げ
た
ら
よ
い
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
高
麗
家
の
菩
提
寺

と
い
う
認
識
が
今
あ
る
か
と

言
う
と
、
な
い
ん
で
す
。
今

は
我
々
の
お
葬
式
は
仏
式
で

は
な
く
神
道
式
に
な
り
ま

す
の
で
。
江
戸
時
代
の
終

わ
り
頃
に
は
、
当
時
は
高

麗
家
は
修
験
を
し
て
い
ま

し
た
の
で
、
神
道
式
で
は

な
い
で
す
が
修
験
の
や
り

方
で
お
葬
式
を
し
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
以
前
、
江
戸

時
代
の
初
め
か
ら
途
中
ま

で
は
、
幕
府
の
決
ま
り
で

仏
式
で
お
葬
式
を
あ
げ
て

い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
時

に
は
聖
天
院
さ
ん
に
お
願

い
を
し
て
い
ま
し
た
。

聖
天
院
の
縁
起
で
は
、

聖
天
院
は
若
光
の
菩
提
を
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弔
う
た
め
に
建
立
さ
れ
た
お

寺
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

―
聖
天
院
の
住
職
は
高
麗

家
と
は
関
係
の
な
い
人
で

す
か
。

高
麗

現
在
の
住
職
と
血

縁
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
互
い
に
隣
近
所
の
お
つ

き
あ
い
で
す
ね
。

―
建
郡
１
３
０
０
年
は
い

つ
に
な
り
ま
す
か
。

高
麗

平
成
28
年
（
２
０

１
６
年
）
に
な
り
ま
す
。

―
意
義
は
ど
の
よ
う
に
表

現
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う

か
。

高
麗

元
々
空
閑
地
で
あ
っ

た
土
地
に
高
麗
人
た
ち
が

や
っ
て
き
た
。
彼
ら
は
国

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
人
た

ち
で
、
あ
ら
た
め
て
自
分

た
ち
の
国
と
同
じ
名
前
を

つ
け
た
場
所
を
与
え
ら
れ

て
や
っ
て
き
た
。
そ
の
場

所
を
開
拓
し
て
で
き
た
土

地
で
す
よ
ね
。

高
麗
郡
が
廃
止
さ
れ
て

１
０
０
年
以
上
た
っ
て
い
ま

す
の
で
、
今
さ
ら
高
麗
郡
を

な
ぜ
言
い
出
す
の
か
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

高
麗
郡
が
置
か
れ
た
こ
と

で
こ
の
周
辺
地
域
が
新
し

い
時
代
、
段
階
に
入
っ
て

い
っ
た
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ

ン
グ
の
よ
う
な
意
味
が
あ

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

渡
来
人
で
す
の
で
、
元
々

は
高
句
麗
を
出
自
と
す
る

人
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の

土
地
で
子
孫
が
繁
栄
し
て

い
き
、
現
在
の
日
本
人
に

と
っ
て
は
彼
ら
も
先
祖
の

１
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
捉
え

方
が
あ
る
と
は
思
い
ま
す

が
、
神
社
と
し
て
は
旧
高

麗
郡
地
域
の
住
民
や
こ
の

地
域
の
歴
史
に
興
味
を
持
っ

た
方
々
、
高
麗
神
社
を
崇

敬
す
る
皆
さ
ん
が
あ
ら
た

め
て
先
人
を
敬
い
感
謝
を

し
つ
つ
、
さ
ら
に
今
後
の

発
展
、
未
来
を
考
え
て
い

く
機
会
に
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

―
こ
の
事
業
で
、
渡
来
人
が

日
本
に
来
て
定
着
し
て
い
っ

た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
学
べ
、

韓
国
が
す
ご
く
身
近
に
な
り

ま
す
。

高
麗

韓
国
と
い
う
言
い
方

を
す
る
と
多
く
の
皆
さ
ん
の

イ
メ
ー
ジ
が
は
っ
き
り
し
て

よ
い
の
で
す
が
、
私
た
ち
が

基
本
に
考
え
て
い
る
の
は
、

高
麗
と
い
う
国
か
ら
や
っ
て

き
た
人
た
ち
の
こ
と
で
、
歴

史
的
に
缶
上
げ
れ
ば
そ
れ
は

決
し
て
韓
国
だ
け
に
と
ど
ま

り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
他
の
外

国
の
人
々
に
比
し
て
韓
国
の

皆
さ
ん
が
古
く
か
ら
当
社
を

訪
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
、

韓
国
の
人
々
の
高
句
麗
に
対

す
る
親
近
感
を
考
え
れ
ば
自

ら
交
流
を
結
ん
で
い
く
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

一
方
で
今
回
の
事
業
の
可

能
性
を
広
げ
て
い
く
要
素
と

し
て
、
高
句
麗
は
日
本
に
も

重
要
な
国
で
あ
り
、
中
国
に

と
っ
て
も
そ
う
で
あ
り
、
東

ア
ジ
ア
の
中
で
一
定
の
存
在

価
値
を
も
っ
た
国
で
あ
っ
た

と
い
う
捉
え
方
を
し
て
イ
メ
ー

ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
け
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
日
本
に
渡
来
し
た
の
は
よ

ほ
ど
位
の
高
い
人
た
ち
で
し
ょ

う
か
。

高
麗

百
済
も
滅
ん
だ
と
き

に
は
大
量
の
百
済
人
が
日
本

に
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
当

然
新
羅
の
人
た
ち
も
入
っ
て

き
て
い
ま
す
し
。
高
句
麗
人

も
文
献
に
表
れ
た
だ
け
で
１

７
９
９
人
で
す
か
ら
か
な
り

の
人
が
来
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
人
た
ち
が
す
べ
て
王
族

や
貴
族
か
と
い
う
と
そ
う
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。

―
明
治
の
高
麗
郡
で
１
７
９

９
人
の
人
の
子
孫
が
ど
の
く

ら
い
の
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て

い
た
か
推
測
で
も
あ
り
ま
す

か
。

高
麗

人
口
統
計
学
で
言
う

と
、
相
当
の
数
に
な
っ
て
し

ま
う
よ
う
で
す
。
逆
に
科
学

的
推
計
か
ら
、
１
７
９
９
人

は
多
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か

と
言
わ
れ
る
人
も
い
ま
す
。

―
こ
の
地
域
は
か
な
り
の
人

が
渡
来
系
の
子
孫
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
ね
。

高
麗

人
が
動
く
の
は
当
然

で
す
の
で
、
そ
の
こ
と
を
前

提
と
し
て
考
え
る
と
、
必
要

な
の
は
日
本
人
の
成
り
立
ち

の
中
に
ど
う
い
う
風
な
要
素

が
あ
る
か
を
考
え
る
こ
と
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

す
で
に
記
念
事
業
を
実
施

―
ど
の
よ
う
な
記
念
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
か
。

高
麗

高
麗
神
社
と
し
て
は

平
成
13
年
か
ら
す
で
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
多
く
は
文

化
事
業
で
す
。
ま
ず
１
つ
は

社
史
編
さ
ん
で
す
。
高
麗
神

社
あ
る
い
は
高
麗
家
に
伝
わ

る
古
い
文
献
を
、
翻
刻
を
し

て
研
究
材
料
と
し
て
提
供
す

る
と
い
う
こ
と
で
、
す
で
に

何
巻
か
発
刊
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
期
間
を
決
め
て
、

様
々
な
文
化
的
な
イ
ベ
ン
ト

を
行
っ
て
い
ま
す
。
５
月
16

日
が
「
続
日
本
紀
」
に
記
さ

れ
て
い
る
高
麗
郡
建
郡
の
日

な
の
で
、
新
暦
と
旧
暦
の
違

い
は
あ
り
ま
す
が
、
数
字
だ

け
合
わ
せ
て
そ
の
日
に
「
高

麗
郡
建
郡
記
念
神
恩
感
謝
祭
」
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と
い
う
お
祭
り
を
し
て
、
そ

の
後
の
土
日
を
使
っ
て
「
高

麗
郷
地
場
産
チ
ャ
リ
テ
ィ
バ

ザ
ー
ル
」
と
い
う
催
し
を
や
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
地

域
で
製
造
販
売
し
て
い
る
お

店
に
店
を
張
っ
て
い
た
だ
き
、

売
り
上
げ
は
様
々
な
先
に
寄

付
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い

う
こ
と
で
す
。

こ
の
土
地
に
や
っ
て
き
た

高
麗
の
人
た
ち
が
最
初
は
ゼ

ロ
か
ら
始
ま
っ
た
わ
け
で
、

ゼ
ロ
か
ら
土
台
を
築
い
て
い

た
だ
い
た
こ
と
へ
の
感
謝
の

気
持
ち
で
、
地
域
に
住
む
人

た
ち
に
も
発
展
の
た
め
に
尽

く
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う

こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
バ
ザ
ー
ル
に
賛
同
し
て

毎
年
商
品
を
提
供
し
て
も
ら
っ

て
い
る
人
た
ち
で
「
高
麗
郷

‘
Ｓ
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を

結
成
し
て
、
１
３
０
０
年
に

向
け
た
地
域
興
し
に
尽
く
し

て
い
こ
う
と
今
活
動
し
て
い

ま
す
。

６
月
に
な
る
と
、
「
渡
来

人
の
里
講
演
会
」
と
い
う
講

演
会
を
や
っ
て
い
ま
す
。
11

年
で
８
回
目
で
す
。
高
句
麗
、

高
麗
郡
、
高
麗
家
、
高
麗
神

社
に
関
わ
り
の
あ
る
演
題
で
、

外
部
か
ら
講
師
を
招
聘
し
て

聴
い
て
い
た
だ
く
。
毎
年
２

０
０
名
前
後
の
方
に
聴
講
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

９
月
半
ば
か
ら
11
月
終
わ

り
に
か
け
て
は
、
「
高
麗
郷

文
化
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
く
く
り
、

期
間
中
に
土
日
が
多
い
で
す

が
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
い

て
い
ま
す
。
高
麗
神
社
に
伝

わ
る
文
化
財
展
と
か
、
雅
楽

の
奉
納
演
奏
会
と
か
、
韓
国

の
伝
統
音
楽
の
コ
ン
サ
ー
ト

と
か
。
こ
れ
も
平
成
14
年
か

ら
始
め
て
い
ま
す
。

私
が
考
え
た
こ
と
は
、
こ

れ
ら
を
通
じ
て
多
く
の
方
に

高
麗
郡
と
い
う
郡
が
あ
っ
た

こ
と
を
ま
ず
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
で
す
。
お
か
げ
さ
ま
で

取
り
組
み
か
ら
10
年
た
ち
、

日
高
市
民
の
方
た
ち
に
は
高

麗
郡
と
い
う
存
在
を
あ
る
程

度
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き

た
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
旧
高
麗
郡
と
い
う
範

囲
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
だ

ま
だ
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
現
状
も
あ
り
ま

す
の
で
、
今
後
様
々
な
イ
ベ

ン
ト
を
通
じ
て
多
く
の
人
に

知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

高
麗
郡
建
郡
１
３
０
０
年

は
高
麗
神
社
の
創
建
１
３
０

０
年
で
は
な
い
ん
で
す
。
高

麗
神
社
に
と
っ
て
は
、
高
麗

郡
の
建
郡
が
あ
っ
た
か
ら
神

社
が
出
来
上
が
っ
た
わ
け
で
、

１
３
０
０
年
は
意
味
が
あ
る

こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
高
麗
神
社
の
考
え
て
い

る
こ
と
で
す
。
こ
の
土
地
に

住
ん
で
い
る
方
た
ち
に
と
っ

て
は
別
の
捉
え
方
で
建
郡
１

３
０
０
年
を
お
祝
い
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ

て
お
り
、
多
く
の
方
た
ち

が
建
郡
１
３
０
０
年
に
関

わ
っ
て
い
た
だ
き
お
祝
い

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
ん
な
気
持
ち
も
あ
っ
て
、

「
高
麗
郷
‘
Ｓ
」
も
作
り

ま
し
た
し
、
11
年
６
月
27

日
に
は
高
麗
郡
建
郡
１
３

０
０
年
記
念
事
業
委
員
会

が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
私

も
発
起
人
の
１
人
で
す
が
、

多
く
の
方
に
お
声
が
け
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
思
い
が
あ
り

ま
す
。
多
く
の
人
た
ち
に

広
く
、
こ
の
機
会
に
知
っ
て

い
た
だ
き
、
先
人
に
対
す
る

感
謝
の
気
持
ち
、
地
域
の
未

来
を
考
え
、
作
っ
て
い
た
だ

く
と
い
う
機
会
を
提
供
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

―
委
員
会
に
自
治
体
は
参
加

し
て
い
る
の
で
す
か
。

高
麗

委
員
会
の
中
で
は
な

く
、
委
員
会
に
関
わ
る
顧
問

会
に
旧
高
麗
郡
外
の
地
域
も

含
め
７
市
２
町
の
首
長
に
も

お
入
り
い
だ
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
委
員
会
の
考
え
方

と
し
て
、
旧
高
麗
郡
の
中
だ

け
で
な
く
、
関
連
地
域
に
も

で
き
る
だ
け
多
く
の
方
々
に

お
祝
い
を
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
こ
と
で
、
「
新
高

麗
郡
」
と
い
う
概
念
を
提
示

し
て
、
そ
の
中
で
ご
賛
同
い

た
だ
け
る
方
た
ち
に
入
っ
て

い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
ま
ず
知
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
大
事
で
す
ね
。

高
麗

ま
ず
多
く
の
方
々
に

高
麗
郡
を
知
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
、
そ
れ
か
ら
２
０
１
６

年
に
１
３
０
０
年
に
な
る
こ

と
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
、

そ
し
て
記
念
事
業
委
員
会
が

何
を
考
え
て
い
る
か
を
知
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
か

な
と
考
え
て
い
ま
す
。
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