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ひ
た
ち
の
く
に 

高
田 

友 

(
一
) 

 

「
常
陸
の
國
」
と
は
如
今
茨
城
縣
の
謂
ひ
な
り
。 

 

「
ひ
た
ち
」
な
る
讀
み
は
「
ひ
た
み
ち
」
の
訛
り
に
し
て
、
陸
奧
(「
み
ち
の
お
く
」→

「
み
ち
の

く
」→

「
む
つ
」)
に
至
る
直 す

ぐ

な
る
道
な
れ
ば
「
ひ
た
す
ら
な
る
道
・
ひ
た
ぶ
る
の
道
」
と
の
義
に
て

「
ひ
た
み
ち
」→

「
ひ
た
ち
」
と
ぞ
變
り
け
る
。
船
を
用
ゐ
ず
し
て
陸
路
に
て
行
く
を
得
る
に
據
り
て

「
常
に
陸
」
な
る
字
を
宛
つ
る
に
至
り
し
か
。
東
海
に
臨
む
が
ゆ
ゑ
に
「
紅 こ

う

鏡
き
や
う

の
昇
り
來
れ
る
國
」
と
て

「
日
立
」
こ
そ
語
源
な
れ
と
唱
ふ
る
向
き
も
あ
れ
ど
、
さ
は
語
源
俗
解
な
る
ら
む
。 

 

但
、
宮
崎
縣
「
日
向
」
は
そ
の
義
に
て
、「
日
に
向
ふ
」
と
て
「
ひ
む
か
」
な
り
し
が
、
音
便
し
て

「
ひ
う
が
」
と
は
な
り
し
。
ま
た
「
東
」
な
る
方
角
の
名
は
「
ひ
む
か
し
」→
「
ひ
ん
が
し
」→

「
ひ
が

し
」
と
轉
じ
た
る
な
り
。 

 

一
方
、
常
陸
の
北
に
「
磐
城
」
の
國
あ
り
て
、
福
島
縣
東
部
を
占
む
。
こ
れ
令
制

り
や
う
せ
い

の
國
名
に
は
あ
ら

で
、
本 も

と

も
「
陸
奧
國

む
つ
の
く
に

磐
城
郡

い
は
き
の
こ
ほ
り

」
な
り
し
が
、
廢
藩
置
縣
に
至
る
以
前
、
明
治
元
年
に
假 か

り

初 そ
め

に
陸
奧
國
を
分

割
し
、
こ
の
地
に
「
磐
城
國
」
を
置
く
。 

 

「
い
は
き
」
の
語
源
は
、「
岩
の
砦
」
よ
り
生
じ
て
「
岩
城
」、
湯
湧
く
に
據
り
て
「
ゆ
わ
き
」、
石
炭

を
產
す
れ
ば
「
岩
木
」
抔
の
諸
說
あ
り
。
世
に
よ
く
知
ら
る
る
は
「
岩
木
說
」
な
れ
ど
、
さ
は
近
代
に
入

り
て
牽
強
付
會
し
た
る
な
る
べ
し
。 

 

行
進
曲
「
軍
艦
」
の
第
二
聯
に
「
い
は
き
の
煙
は
わ
だ
つ
み
の
龍
か
と
ば
か
り
靡
く
な
り
」
と
あ
れ

ど
、「
い
は
き
」
は
石
炭
の
義
。
已

や
ん
ぬ

哉
る
か
な

、
後
世
の
歌
な
れ
ば
、
語
源
に
か
か
は
り
あ
り
と
も
思
ほ
え
ず
。 

(
二
) 

 

「
常
磐
炭
田
」「
常
磐
線
」
の
「
常
磐
」
は
「
常
陸
」
と
「
磐
城
」
の
頭
文
字
を
取
り
た
る
な
り
。 
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偖
「
常
磐
」
は
訓
ず
れ
ば
、「
と
き
は
」。
さ
は
「
と
こ
い
は
」
が
訛
り
な
り
。
古
代
日
本
語
に
は
母
音

連
續
を
避
く
る
心

こ
こ
ろ

延 ば
へ

あ
り
て
、「
わ
が
い
も
(
我
妹
)」
はw

agaim
o

⇒w
agim

o

と
な
り
て
「
わ
ぎ
も
」

の
語
出
來

し
ゆ
つ
た
い

せ
り
。
同
樣
にtokoiha

⇒tokiha

と
母
音
脱
落
し
て
「
と
き
は
」
の
語
生
ず
。
常
磐
炭
田
の

常
磐
は
、
字
を
繫
げ
た
る
の
み
に
て
、「
と
き
は
」
の
義
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。 

 

一
方
、「
と
き
は
」
な
る
言
の
葉
は
現
代
語
に
て
は
「
常
葉
」
と
書
く
が
常
に
て
、
す
な
は
ち
誤
解
を

生
ぜ
し
む
る
こ
と
尠
な
か
ら
ず
。「
と
き
は
」
の
「
は
」
は
「
葉
」
な
ら
む
と
思
ふ
人
多
か
れ
ど
、
さ
に

あ
ら
ず
。「
と
こ
い
は
」
は
「
つ
ね
に
變
は
ら
ぬ
岩
」。
こ
れ
に
よ
り
て
、
永
遠

と
こ
し
へ

に
變
は
ら
ぬ
樣
を
言
ふ
に

轉
じ
、
剩

あ
ま
つ
さ

へ
「
は
」
に
て
終
は
る
が
「
葉
」
の
義
な
り
と
誤
解
せ
ら
れ
た
り
。
而
し
て
、「
常
葉
」
と
書

き
て
「
と
き
は
」「
と
こ
は
」
と
訓
み
、
常
綠
樹
を
指
す
に
至
れ
る
に
過
ぎ
ず
。 

 

新
古
今
「
賀
卷
」
に
左
の
歌
あ
り
。 

 
 

 

よ
ろ
づ
よ
を
ま
つ
の
尾
山
の
陰
茂
み
君
を
ぞ
祈
る
と
き
は
か
き
は
に
(
康
資

や
す
す
け

王
母

わ
う
の
は
は

) 

 

後
冷
泉
院
幼

い
は
け
な

く
お
は
し
ま
し
し
砌
、
行
く
末
祥 さ

ち

多
か
れ
と
祈
り
奉
り
け
る
歌
な
り
。
作
者
は
「
い
に

し
へ
の
奈
良
の
み
や
こ
の
」
の
歌
に
て
名
高
き
伊
勢
大
輔
の
娘
。「
萬
世
を
待
つ
」
と
「
松
の
尾
山
」
は

掛
詞
。 

 

下
の
句
は
「
つ
ね
に
變
は
ら
ぬ
岩
の
如
く
、
君
の
上
を
と
こ
し
へ
に
壽

こ
と
ほ

ぎ
奉
る
」
と
は
言
へ
る
な
り
。 

 

「
か
き
は
」
は
「
と
き
は
」
の
さ
ら
に
強
き
謂
ひ
に
し
て
、
語
源
は
「
か
た
い
は
(
堅
岩
)」
な
り
。

い
づ
れ
も
、
い
に
し
へ
に
は
「
葉
」
の
意
は
な
か
り
き
。 

 

「
と
き
は
か
き
は
」
の
語
は
屢し

ば

〻
用
ゐ
ら
る
る
所
に
し
て
、
讚
美
歌
に
も
見
る
を
得
。 

 

現
在
敎
會
に
て
歌
は
る
る
「
父 ち

ち

御
子
御
靈

み

こ

み

た

ま

の
」
な
る
短
き
讚
美
歌
(
頌

し
よ
う

詠 え
い

)
あ
り
。 

 
 

 

父 ち
ち

御
子
御
靈

み

こ

み

た

ま

の
大 お

ほ

御
神

み
か
み

に 

と
き
は
に
絶
え
せ
ず
御
榮

み
さ
か
え

あ
れ 

 

こ
の
歌
、
明
治
の
御
世
に
は
後
半
「
と
き
は
も
か
き
は
も
み
さ
か
え
あ
れ
」
な
り
し
。 

 

か
か
る
改
變
だ
に
厭
は
る
る
所
な
る
に
、
近
來
こ
れ
を
口
語
に
變
ふ
る
の
動
き
さ
へ
あ
り
。
神
を
讚
ふ

る
の
情
篤
き
人
、
か
か
る
無
法
を
看
過
し
て
あ
る
べ
し
や
。 

(
三
) 
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「
常
陸
・
上
野

か
う
づ
け

・
上
總

か
づ
さ

」
の
三
國
を
「
親
王
任
國
」
と
言
ふ
。
國
の
要
た
る
「
大
國
」
の
中 う

ち

に
て
も
格

別
に
重
き
を
置
か
る
る
國
に
し
て
、
其
の
國

く
に
の

守 か
み

は
親
王
の
任
ぜ
ら
れ
る
る
、
常
な
り
き
。 

 

し
か
は
あ
れ
ど
、
親
王
は
地
方
官
に
任
ぜ
ら
る
と
も
、
親
し
く
赴
任
せ
ら
る
る
の
儀
な
く
、
京
に
留
ま

り
た
ま
ふ
。
和
泉
式
部
に
惑
は
さ
れ
た
ま
ひ
し
爲 た

め

尊 た
か

親
王
・
敦 あ

つ

道 み
ち

親
王
の
兄
弟

あ
に
お
と
と

は
相
繼
ぎ
て
大
宰
帥
に
任

官
し
た
ま
へ
る
も
、
い
づ
れ
も
都
に
留
ま
り
て
、
戀
の
道
を
究
む
る
に
至
り
た
ま
ひ
き
。 

(
四
) 

大
宰
帥
、
親
王
御
自
ら
赴
任
し
た
ま
ざ
る
に
於
て
は
、「
大
宰
權

だ
ざ
い
の
ご
ん
の

帥 そ
ち

」「
大
宰
大
貮

だ
ざ
い
の
だ
い
に

」
を
名
代
と
し
て
派
遣

し
た
ま
ひ
、
令
制
國
に
て
は
次
官
「
介
」
す
な
は
ち
⾧
官
な
る
「
守
」
の
職
責
を
擔 に

な

ふ
。
か
か
れ
ば
こ

そ
、
親
王
任
國
の
「
介
」
は
餘 よ

の
國
々
の
「
守
」
に
該 あ

た

る
と
は
見
做
さ
れ
た
れ
。 

一
方
、
上
野

か
う
づ
け

に
目
を
轉
ず
れ
ば
、
こ
こ
も
親
王
任
國
に
し
て
、
吉
良
上
野
介
は
そ
の
權
限
、「
介
」
な
ら

で
「
守
」
な
り
き
。(
守 １

介
掾
目

２

３

４

〈
か
み
す
け
じ
Ỷ
う
さ
か
ん
〉
／
卿 ５

輔
丞
錄

６

７

８

／
佐
官
) 

松
の
廊
下
の
刃
傷
。
旗
本
に
し
て
四
千
二
百
石
に
過
ぎ
ざ
る
吉
良
、
怎 い

か

ん
が
、
五
萬
三
千
石
の
大
名
な
る

淺
野
內
匠
頭
を
虐 い

ぢ

む
る
を
得
た
る
、
魔
訶
不
可
思
議
に
思
ひ
た
ま
ふ
に
相
違
な
し
。 

 

江
戸
時
代
の
大
名
・
旗
本
の
格
は
石
高
に
仍
つ
て
定
ま
る
に
非
ず
、
位
階
の
然
ら
し
む
る
所
な
り
。
位

階
は
幕
府
之
を
決
し
て
朝
廷
に
奏
請
し
、
主
上
の
御
名
に
て
賜
る
。 

 

吉
良
上
野
介
の
位
階
は
從 じ

ゆ

四
位

し

ゐ

上
じ
や
う

(
室
町
以
來
の
名
門
な
れ
ば
な
り
)、
淺
野
は
從
五
位
下
。 

 

豈
圖
ら
む
、
吉
良
は
淺
野
よ
り
上
位
に
な
む
あ
り
け
る
。
か
の
身
分
社
會
に
て
、
旗
本
、
大
名
を
い
ぢ

む
る
を
得
た
る
の
所
以

ゆ
ゑ
ん

瞭
然

れ
う
ぜ
ん

た
り
。 

(
令
和
六
年
三
月
二
十
三
日
受
附
) 

    


