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坪
井
清
足
氏
の
序
文
に
よ
る
と
、
本
書
は
、
一
九
八
四
年
以
来
、
数
年
に
わ

た
る
日
中
古
代
都
市
研
究
者
の
研
究
交
流
成
果
の
一
端
を
牧
録
し
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
聞
の
事
情
は
、
編
者
の
「
あ
と
が
き
」
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
編
者
が
中
心
と
な
っ
て
、
「
日
本
と
中
園
に
お
け

る
都
市
の
比
較
史
的
研
究
」
と
い
う
課
題
で
、
文
部
省
科
事
研
究
費
補
助
金

ハ
海
外
皐
術
調
査
)
が
申
請
さ
れ
、
一
九
八
五
年
の
強
備
調
査
を
含
め
て
、
一

九
九

O
年
ま
で
五
度
に
わ
た
る
唐
代
以
前
の
都
市
遺
跡
の
現
地
調
査
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
調
査
は
、
中
園
祉
倉
科
察
院
歴
史
研
究
所
の
協
力
の
も
と
に
行
わ

れ
、
調
査
範
圏
は
、
河
北
、
山
西
、
侠
西
、
河
南
、
湖
北
、
山
東
の
庚
い
地
域

に
及
び
、
調
査
さ
れ
た
遺
跡
も
相
骨
回
数
に
の
ぼ
る
。
暗
闇
時
公
表
さ
れ
て
い
た
代

表
的
な
遺
跡
は
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
日
本
人
に
よ
る
こ
れ
ほ
ど
康
範
圏
の

調
査
は
初
め
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
中
に
は
、
外
園
人
に
初
め
て

見
皐
が
許
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
も
含
ま
れ
て
い
る
。
科
研
費
の
「
研
究

報
告
」
は
一
九
八
八
年
と
一
九
九

O
年
に
二
祖
1
分
け
て
出
さ
れ
て
い
る
が
、

と
も
に
簡
略
な
も
の
で
あ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
な
お
、
以
上
の
中
園
に
お
け

る
現
地
調
査
の
他
に
、
一
九
八
八
年
と
一
九
九

O
年
に
、
三
菱
財
圏
の
奨
皐
金

に
よ
り
、
主
と
し
て
祉
舎
科
皐
院
歴
史
研
究
所
の
研
究
者
を
招
聴
し
て
、
日
本

古
代
城
跡
の
巡
検
と
討
論
舎
も
行
わ
れ
て
い
る
。

本
書
は
、
以
上
の
日
中
で
行
わ
れ
た
調
査
に
参
加
し
た
、
日
本
側
七
名
と
中

園
側
三
名
の
計
一

O
名
に
よ
る
中
園
古
代
都
市
に
関
係
す
る
論
文
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。
論
文
タ
イ
ト
ル
と
執
筆
者
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

中
園
建
築
徐
話

威
陽
と
成
都
|
漢
の
長
安
二
減
設
に
関
連
し
て
|

『
春
秋
』
に
み
え
る
魯
の
「
邑
に
城
く
」
こ
と
に
つ
い
て

禁
園
古
城
の
城
門
に
つ
い
て

威
鏡
南
・
北
道
地
方
に
お
け
る
溺
海
遺
跡
の
調
査

侯
外
虚
の
都
市
圏
家
論
を
め
ぐ
っ
て

武
則
天
の
「
紳
都
」
充
賓
策
を
め
ぐ
る
て
こ
の
問
題

成
周
建
設
論
|
《
何
傘
》
の
銘
文
を
中
心
と
し
て

漢

代

の

市

商
代
の

J
F
の
匡
童
形
態
に
つ
い
て
の
考
察

坪

井
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以
上
の
論
文
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
時
代
は
段
代
か
ら
唐

代
に
及
び
、
地
域
も
朝
鮮
半
島
を
も
含
み
、
研
究
封
象
に
も
統
一
性
は
な
い
。

序
文
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
中
園
古
代
都
市
に
関
し
て
執

筆
者
が
そ
れ
ぞ
れ
関
心
を
持
つ
テ
1
7
に
し
た
が
っ
て
書
か
れ
た
論
文
を
集
め

た
も
の
で
あ
り
、
全
種
的
な
論
-
評
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個

々
の
論
文
を
順
を
迫
っ
て
紹
介
、
検
討
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
た
だ
し
、
全
鐙
を
遁
じ
て
見
て
い
く
中
で
、
古
代
都
市
研
究
の
現
状
と
問

題
瓢
は
'
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
ず
、
坪
井
論
文
は
、
都
市
の
一
部
を
構
成
す
る
建
築
物
や
そ
の
部
材
に
つ

い
て
、
日
本
を
研
究
封
象
と
す
る
考
古
閑
筆
者
と
し
て
自
ら
の
関
心
の
あ
る
と
こ

ろ
を
、
個
々
に
か
な
り
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
瓦
の
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問
題
に
多
く
割
か
れ
て
お
り
、
重
樹
建
築
、
石
燈
籍
、
彫
刻
の
あ
る
礎
石
、
宋

代
の
石
柱
建
築
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
瓦
に
つ
い
て
は
、
宇
瓦
嘗
の
起
源
、

蓮
華
文
瓦
嘗
の
出
現
時
期
と
そ
の
繁
化
、
鬼
瓦
の
取
附
け
方
、
溺
海
、
遼
、
金

の
瓦
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
資
料
を
網
羅
的
に
牧
集
し
て
論

誼
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
論
者
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
寅
見
し
た
遺

物
、
遺
跡
に
関
す
る
印
象
的
記
述
、
問
題
提
起
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
、

中
園
圏
内
で
の
遺
物
、
遺
跡
の
地
域
差
、
同
一
遺
跡
、
遺
物
の
周
透
諸
園
と
の

差
異
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
た
裂
掘
、
研
究
の
必
要
性
な
ど
、
中
園
側
の
設
掘
、

調
査
の
現
朕
を
踏
ま
え
た
提
言
は
嘗
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
井
論
文
は
、
漢
長
安
城
に
つ
い
て
、
内
城
の
他
に
外
郭
が
あ
る
は
ず
と
す

る
楊
寛
氏
と
外
郭
は
な
い
と
す
る
劉
慶
柱
氏
と
の
聞
の
論
争
に
決
着
を
試
み
た

も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
楊
寛
氏
が
秦
の
威
陽
や
漢
の
長
安
が
内
城
、
外
郭
の
二

城
様
式
の
成
都
と
同
制
で
あ
っ
た
こ
と
の
論
擦
と
し
た
『
華
陽
園
志
』
と
『
窃

玉
木
紀
』
の
史
料
的
問
題
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
爾
警
に
は
、
張
儀
が
萄

を
討
伐
し
、
成
都
の
造
脇
田
に
係
わ
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

『
史
記
』
の
記
述
な
ど
か
ら
そ
の
可
能
性
は
な
く
、
張
儀
停
設
が
形
成
さ
れ
て

い
く
過
程
で
作
信
用
さ
れ
た
も
の
と
し
、
雨
書
は
史
料
的
に
信
渡
性
を
歓
く
と
す

る
。
ま
た
、
地
方
都
市
は
、
遺
跡
か
ら
見
て
ほ
と
ん
ど
一
城
様
式
で
、
園
都
を

モ
デ
ル
と
し
て
二
城
様
式
を
と
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
秦
の
都

は
、
菜
、
機
陽
、
威
陽
な
ど
み
な
一
城
様
式
で
あ
り
、

漢
の
長
安
城
は
こ
の
秦

の
様
式
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
成
都
が
侯
園
の
都

で
あ
っ
た
時
期
が
あ
り
、
一
般
地
方
都
市
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
『
華
陽
園
志
』
と
『
萄
王
本
紀
』
が
威
陽
と
長
安
の

城
制
に
関
す
る
な
ん
ら
か
の
事
実
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
は
捨
て
切
れ
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
氏
の
論
誼
の
ご
と
く
、
雨
書
が
史
料
的
に
問
題

の
あ
る
書
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
や
は
り
、
最
終
的
に
は
考
古
皐
的
に
確

定
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
威
揚
城
、
長
安
城
の
都
市

と
し
て
の
調
査
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
威
陽
城
の
城
壁

の
存
在
は
ま
だ
確
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
一
城
様
式
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
も
不
明
で
あ
る
。

字
都
木
論
文
は
、
『
春
秋
』
の
魯
園
に
お
け
る
「
邑
に
城
く
(
城
邑
)
」
こ

と
に
つ
い
て
、
『
左
停
』
が
農
閑
期
の
各
の
場
合
の
み
肯
定
的
に
、
他
を
否
定

的
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
疑
問
と
し
て
、
「
邑
に
城
く
」
こ
と
の
虞
の
要
因

を
探
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
裏
公
時
代
、
そ
れ
以
前
、
以
後
に
分

け
て
、
個
々
の
事
例
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
部
分
が
魯
園
の

遁
境
防
衛
に
係
わ
っ
て
お
り
、
軍
事
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
城
は
、
も
と
も
と
園
政
の
補
助
的
な
役
割
を
持
つ

も
の
に
過
ぎ
な
か
?
た
が
、
防
衛
の
充
賞
、
住
人
の
戟
士
化
に
伴
い
新
軍
事
都

市
化
し
、
そ
れ
は
さ
ら
に
在
地
の
俸
統
勢
力
で
あ
る
地
方
豪
族
の
基
盤
と
な

り
、
戟
園
の
新
興
勢
力
〈
土
〉
の
勃
興
の
基
盤
と
な
っ

た
と
し
て
い
る
。
こ
の

論
考
に
は
、
戟
園
時
代
の
地
方
都
市
、
ひ
い
て
は
豚
の
形
成
に
係
わ
る
重
要
な

提
言
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
透
境
の
城
は
、
ほ
と
ん
ど
貴

族
の
采
邑
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
管
理
者
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
、

中
央
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
寅
詮
的
に
解
明
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
従
来
、
豚
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
亡
ぼ
さ
れ
た
園
や
貴
族
の
采
ロ
巴
に
由
来

す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
城
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
魯
園
に
特
有
な
も
の
な
の
か
、
一
般
的
な
も
の
な
の
か
も
問
題

で
あ
る
。
戟
園
時
代
の
史
料
に
も
、
「
某
に
域
く
」
の
事
例
は
見
ら
れ
、
よ
り

幅
庚
い
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

杉
本
論
文
は
、
河
南
省
上
奈
鯨
の
禁
園
古
城
の
南
郭
壁
と
そ
の
城
門
の
築
城

-156ー



405 

時
期
と
、
城
門
内
部
の
壁
面
に

U
字
型
の
切
れ
込
み
を
入
れ
る
特
殊
な
構
造
の

意
味
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
茶
園
古
城
の
存
績
時
期
は
、
姫
姓
禁
園

が
盤
侯
の
時
に
楚
に
亡
ぼ
さ
れ
る
ま
で
禁
園
の
都
で
あ
っ
た
時
期

(
J前
五
三

一
)
と
、
以
後
、
楚
の
方
域
外
の
軍
事
嬢
貼
と
な
っ
た
時
期
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
禁
園
の
都
で
あ
っ
た
時
期
を
「
左
俸
』
に
よ
っ
て
検
討
す
る
と
、
奈

園
は
楚
と
の
関
係
で
動
い
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
氏
は
、
南
方
の
楚

か
ら
城
を
守
る
た
め
、
上
記
の
よ
う
な
城
門
を
中
心
と
す
る
強
固
な
防
御
僅
制

が
取
ら
れ
た
こ
と
を
推
測
す
る
。
し
か
し
、
茶
園
古
城
が
楚
の
軍
事
援
黙
と
な

っ
て
以
後
も
、
卒
王
、
昭
王
時
期
に
南
方
の
呉
か
ら
座
迫
を
受
け
た
時
期
も
あ

り
、
南
郭
壁
と
城
門
が
築
か
れ
た
時
期
は
確
定
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
城
門
の
特
殊
な
構
造
は
、
従
来
、
『
墨
子
』
の
備
城
門
篇
の
記
述

が
初
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
禁
園
古
城
の
例
が
中
原
に
お
け
る
斐
城
の

先
駆
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
禁
園
古
城
に
限
っ
て
も
、
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
城
門
の

特
殊
な
構
造
が
ど
の
時
代
の
も
の
な
の
か
、
中
園
側
の
考
古
皐
的
護
掘
を
待
た

ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
附
け
加
え
れ
ば
、
前
二
千
年
に
遡
る
河
南
省
准
揚
豚

の
迂
童
古
城
の
南
門
に
、
は
る
か
に
規
模
は
小
さ
い
が
同
様
の
構
造
が
見
ら

れ
る
。
こ
ち
ら
は
、
門
番
の
詰
め
所
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
系
譜
上
の
検
討
は

必
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
、
古
い
時
代
の
城
門
遺
跡
の
愛
掘
、
調
査

が
十
分
行
わ
れ
て
い
な
い
現
欣
で
は
無
理
な
要
求
か
も
し
れ
な
い
。

田
村
論
文
は
、
近
年
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
園
で
調
査
が
進
展
し
、
報

告
書
も
出
さ
れ
て
い
る
朝
鮮
半
島
の
溺
海
遺
跡
の
一
部
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ

る
。
具
鐘
的
に
は
、
青
海
土
城
と
城
上
里
土
城
及
び
周
迭
の
山
城
、
梧
梅
里
の

建
築
群
、
二
十
四
塊
石
な
ど
で
あ
る
。
二
十
四
塊
石
以
外
は
、
遺
跡
の
紹
介
に

終
わ
っ
て
い
る
が
、
今
後
、
中
園
側
の
資
料
と
つ
き
あ
わ
せ
て
の
検
討
が
進
め

ら
れ
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
二
十
四
塊
石
は
、
一
列
八
個
の
礎
石
が
三
列
、
計

二
十
四
個
整
然
と
並
ん
だ
特
殊
な
遺
構
で
あ
る
。
現
在
、
中
圏
内
で
十
個
所
、

朝
鮮
半
島
で
三
個
所
設
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
遺
構
に
つ
い
て
は
、
祭
盤
の
場

所
や
王
室
の
記
念
碑
的
建
物
と
す
る
設
、
王
の
死
後
に
官
道
に
沿
っ
て
設
け
ら

れ
た
臨
時
の
祭
壇
と
す
る
説
、
官
道
沿
い
の
韓
合
跡
と
す
る
設
な
ど
が
あ
る

が
、
定
設
は
な
い
と
い
う
。
氏
は
官
道
沿
い
に
あ
る
こ
と
と
、
十
五
か
ら
二
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
閲
隔
で
夜
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
開
騨
合
跡
と
す
る
設
を
支

持
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
方
で
は
、
礎
石
列
の
聞
の
梁
行
の
長
さ
が
異
な
っ

て
い
る
黙
は
建
物
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要
と
指
摘
し
て
い
る
。
や
は
り
、

そ
の
性
格
の
解
明
に
は
、
周
迭
の
附
属
施
設
の
調
査
と
と
も
に
、
同
時
代
の
建

築
物
の
遺
構
と
の
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

太
田
論
文
は
、
戦
後
日
本
の
秦
漢
史
研
究
者
の
春
秋
時
代
以
前
の
園
家
と
祉

舎
の
理
解
に
封
し
て
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
侯
外
庫
の
中
園
古
代
都
市
圏
家
論

の
構
想
を
紹
介
し
、
そ
の
理
論
の
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
侯
外

虚
の
都
市
圏
家
の
成
立
と
支
配
構
造
に
封
す
る
考
え
方
を
紹
介
し
た
後
、
以
下

の
よ
う
に
そ
の
理
論
の
特
徴
と
問
題
貼
を
穆
げ
て
い
る
。
付
寅
誼
的
と
い
う
よ

り
理
論
的
追
求
に
も
と
づ
く
園
家
論
で
、
股
王
朝
、
周
王
朝
自
鐙
を
園
家
と
は

考
え
な
い
。
同
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
起
源
』
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
濁
自
の
ア
ジ

ア
的
特
性
を
持
つ
園
家
形
成
論
を
構
築
し
て
お
り
、
『
起
源
』
の
傑
件
を
満
た

し
て
い
な
い
都
市
圏
家
は
「
図
家
」
と
い
え
る
か
問
題
で
あ
る
。
臼
古
典
古
代

と
異
質
な
支
配
構
造
を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
戟
園
以
後
の
端
炭
化
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
同
土
着
性
の
な
い
古
典
古
代
の
奴
殺
に
近
い
農
民
を
想
定
し
て
い

る
が
、
す
べ
て
の
農
民
が
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
以
上
の
よ

う
な
疑
問
黙
を
踏
ま
え
、
氏
は
、
周
初
の
邑
は
園
家
で
は
な
く
、
階
級
祉
舎
の

形
成
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
る
と
し
、
中
園
に
お
け
る
園
家
は
春
秋
戟
園
時
代
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の
中
央
集
権
的
君
主
闘
家
に
始
ま
る
と
す
る
。

し
か
し
、

嘗
時
の
邑
の
賀
箆
を

示
す
設
掘
成
果
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
侯
氏
と
同
様
、
以
上
の
理
解
も
文
字
史
料

の
み
の
理
論
的
追
求
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
考
古
祭
上

の
研
究
と
歴
史
理
論
上
の
研
究
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
共
同
研
究
の
必
要
性
を

強
調
し
て
い
る
。
確
か
に
、
日
本
の
秦
漢
史
研
究
者
は
、
理
論
的
に
構
築
さ
れ

た
春
秋
時
代
以
前
の
祉
舎
や
園
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
自
明
の
前
提
と
し
て
き
た。

し
か
し
、
西
周
史
研
究
者
に
よ
る
邑
の
解
明
が
全
く
進
展
し
て
い
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
近
年
の
研
究
で
は
、
邑
は
域
内
の
集
落
の
み
を
指
す
の

h
tく
、
周

圏
の
土
地
を
も
含
む
も
の
と
す
る
見
解
が
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、

魯
の
曲
阜
城
の
設
掘
で
は
、
城
内
に
お
い
て
被
支
配
層
の
段
族
の
墓
地
が
設
見

さ
れ
て
お
門
戸
域
内
に
は
支
配
貴
族
の
み
が
居
住
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
徐
々
に
邑
の
貧
鐙
が
明
ら
か
に
さ

れ
つ
つ
あ
る
が
、
具
鰻
的
な
支
配
関
係
の
解
明
ま
で
は
至
司
て
い
な
い
。

今

後
、
西
尉
史
研
究
者
と
秦
漢
史
研
究
者
と
の
連
係
も
、
よ
り
必
要
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

山
根
論
文
は
、
唐
代
の
移
戸
H
徒
民
の
唯
一
の
例
で
あ
る
武
則
天
、
天
授
二

年
(
六
九
一
)
の
「
紳
都
」
充
質
策
の
寅
現
の
篠
件
と
目
的
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
関
内
の
戸
数
十
高
を
「
紳
都
」
洛
陽
に
移
す
こ
と
が
可

能
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
紳
都
」
を
康
い
一
定
地
域
と
考
え

れ
ば
理
解
で
き
る
が
、
他
の
諸
措
置
を
と
も
な
っ
た
複
合
.フ
ラ
ン
と
し
て
質
施

さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
理
解
し
や
す
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
ケ

ー
ス
は
、
閥
内
の
移
戸
劉
象
の
州
を
縮
小
し
て
数
高
か
ら
敏
千
戸
を
賞
際
に
移

し
た
も
の
、
も
う
一
つ
の
ケ
l
ス
は
、
「
神
都
」

周
迭
に
流
入
、
寄
寓
し
て
い

た
諸
州
人
を
現
住
地
で
貫
に
附
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
「
歎
十
寓
戸
」
の
主
要

部
分
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
紳
都
」
へ
の
数
十
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高
戸
の
移
戸
も
現
貫
性
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
移
戸
の
目
的
と
し

て
は
、
革
命
を
成
就
し
た
新
た
な
デ
ス
ポ
ッ
ト
の
-帝
都
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
都

の
造
営
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
閥
内
の
川
の
縮
小
を
と
も
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
長
安
の
地
位
、
力
量
を
低
下
さ
せ
、
「
西
京

官
人
」
の
影
響
力
を
弱
め
る
こ
と
も
意
幽
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
全
鐙
に
、
武

則
天
の
「
神
都
」
充
貧
策
の
現
質
性
と
そ
の
目
的
が
堅
寅
に
質
註
さ
れ
て

い

る
。
た
だ
し
、
「
神
都
」
充
質
策
が
都
城
の
問
題
と
し
て
歴
史
的
に
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
氏
、か
最
後
に
言

及
し
て
い
る
畿
内
制
度
が
一
つ
の
カ
ギ
と
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
踏
み
込
ん
だ

議
論
は
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
、
「
紳
都
」
や
畿
内
制
度
の
理
念
的
な
側
面
の

検
討
が
期
待
さ
れ
る
。

李
祭
動
論
文
は
、
後
世
の
都
城
の
あ
り
方
に
大
き
く
影
響
し
た
周
初
に
お
け

る
成
周
に
つ
い
て
、
そ
の
建
設
時
期
を
〈
何
等
〉
の
銘
文
と
文
献
史
料
の
再
検

討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ
の
西
周
前
期
に
お
け
る
王
朝
で
の
位
置

づ
け
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
以
前
に
〈
何
傘
〉
を
康
王
期
と
し
た
設

を
撤
回
し
、
成
王
期
の
擦
と
す
る
。
〈
何
傘
〉
が
成
王
五
年
の
作
で
あ
る
こ
と

は
今
で
は
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
お
り
、
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
氏
は
、

〈
何
傘
〉
を
成
王
期
の
器
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
逸
周
書
』
度
ロ
巴
と
『
向
書
』

召
話
、
洛
詰
を
う
ま
く
時
間
的
に
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
、
成
周
建
設
の
経
過
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
と
く
に
、
召
詰
と
〈
何
傘
〉
の
暦
が
連

結
す
る
と
考
え
て
い
る
。
召
詰
で
は
、
三
月
十
二
日
乙
卯
、
周
公
が
洛
邑
の
建

設
現
場
に
到
着
し
、
観
察
の
後
、
新
都
の
地
図
と
占
卜
の
結
果
を
成
王
に
迭
っ

た
と
あ
る
が
、
成
王
は
、
こ
の
報
告
を
受
け
た
後
、
〈
何
傘
〉
に
記
す
四
月
十

三
日
丙
午
に
宗
周
の
京
室
で
何
に
詰
し
、
武
王
告
天
の
こ
と
を
話
し
た
と
解
す

る
。
そ
し
て
、
洛
諸
に
見
え
る
よ
う
に
、
七
年
十
二
月
に
成
王
が
完
成
し
た
成
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周
に
到
着
し
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
成
周
は
測
量
か
ら
完
成
ま
で
二
年
徐
か

か
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
召
詰
と
〈
何
傘
〉
の
干
支
は
連
綾
す
る

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
年
徐
の
築
城
工
事
は
長
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

克
段
後
聞
も
な
い
不
安
定
な
時
期
の
軍
事
録
燃
の
建
設
に
し
て
は
悠
長
に
過
ぎ

る
。
あ
る
い
は
、
成
主
が
成
周
に
赴
け
な
い
事
情
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
閲
の
事
情
の
設
明
が
必
要
な
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
な
お
、
成
周
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
洛
陽
周
遠
出
土
の
青
銅
器
銘
文
か
ら
検
討
し
て
い
る
。

成
周
に
は
宗
廟
が
あ
り
、
都
城
の
檀
裁
を
有
し
、
周
主
が
滞
在
し
、
后
妃
や
大

臣
も
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
、
王
は
宗
周
に
常
居
し
、
成
周
に
遷
都
し
た
の

で
は
な
く
、
成
周
は
あ
く
ま
で
東
都
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で

は
成
周
の
都
城
史
上
の
位
置
づ
け
は
さ
れ
て
い
な
い
。

李
租
徳
論
文
は
、
漢
代
の
市
を
、
『
周
種
』
考
工
記
の
「
面
朝
后
市
L

の
段

階
を
脱
し
、
城
内
か
ら
城
外
に
向
か
っ
て
設
展
す
る
段
階
に
あ
っ
た
と
位
置
づ

け
、
漢
代
の
市
の
形
態
、
市
の
官
吏
、
市
の
管
理
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
考
工
記
の
記
述
は
必
ず
し
も
貧
註
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
市
が

王
宮
か
ら
し
だ
い
に
離
れ
て
い
く
こ
と
は
、
市
の
性
格
に
繁
化
を
も
た
ら
し
た

の
か
ど
う
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
市
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
銀
雀
山
竹

衡
の
「
市
法
」
に
か
な
り
詳
し
い
記
述
が
あ
り
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
陶
文
な
ど
か
ら
、
市
に
器
物
製
造
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、

戦
園
時
代
以
後
の
市
の
性
格
を
考
え
る
上
で
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
市
の
官

吏
に
つ
い
て
は
、
職
務
や
機
構
が
完
備
し
、
人
員
も
多
か
っ
た
と
し
、
こ
れ
は

商
品
経
済
の
護
遼
に
と
も
な
う
王
朝
の
統
制
の
強
化
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
な
お
、
市
長
が
市
令
よ
り
上
位
の
官
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
問
題
が
あ

ろ
う
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
漢
代
の
令
と
長
の
官
制
上
の
序
列
の
原
則
を
く
ず
す

こ
と
に
な
り
、
ま
た
『
漢
書
』
食
貨
志
下
で
も
、
都
長
安
の
東
西
市
の
長
官
は

令
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
地
方
の
大
都
市
の
市
の
長
官
は
長
と
な
っ
て
い
る
。

市
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
市
の
官
吏
の
磁
務
を
個
々
に
具
鐙
的
に
検
討
し
て
い

る
。
市
籍
の
な
い
一
商
人
へ
の
注
目
は
重
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
市
に
お
け

る
存
在
形
態
は
十
分
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
商
品
の
規
格
検
査

が
あ
っ
た
こ
と
を
秦
律
の
工
律
、
金
布
律
か
ら
論
じ
て
い
る
が
、
秦
律
の
規
定

は
一
般
の
市
販
品
に
封
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
問
題
か
あ
る
。
結
局
、

漢
代
の

市
吏
の
管
理
制
度
は
大
第
巌
し
か
ア
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
氏
の
指
摘
す

る
市
の
繁
栄
や
、
祉
曾
経
済
の
設
展
と
の
関
係
づ
け
は
不
十
分
の
よ
う
に
恩
わ

れ
る
。
経
済
の
愛
展
に
と
も
な
う
都
市
の
設
展
を
考
え
る
場
合
、
そ
れ
を
支
え

る
市
に
劃
す
る
管
理
の
意
固
ま
で
掘
り
下
げ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
市
の
繁

栄
を
も
た
ら
す
自
由
な
交
易
と
生
産
の
側
面
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
宋
銀
豪
論
文
は
、
段
代
の
口
巴
の
寅
態
を
、
甲
骨
、
金
文
と
遺
跡
の
雨

面
か
ら
、
主
邑
、
方
図
の
邑
、
段
の
臣
属
諸
侯
の
邑
、
そ
し
て
以
上
三
者
の
管

絡
す
る
邑
と
い
う
四
つ
に
分
類
し
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
邑
に

は
人
と
土
地
が
存
在
し
、
祉
の
存
在
も
認
め
ら
れ
る
が
、

大
多
数
の
邑
に
は
城

垣
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
祉
に
つ
い
て
、
後
代
の
文
献
史
料
に
よ
っ
て
甲

骨
文
を
解
し
て
い
る
黙
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
中
園
の
研
究
者
は
文
献
史
料
に
制
到

す
る
信
頼
の
強
さ
か
ら
無
批
列
な
文
献
の
使
用
が
往
々
に
見
ら
れ
る
。
ロ
巴
に
は

ほ
と
ん
ど
城
垣
が
な
か
っ
た
と
す
る
黙
も
根
緩
簿
弱
で
あ
る
。
王
邑
以
下
の
寅

態
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
遺
跡
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
。
王
邑
の
例
と
し

て
、
優
師
一
商
一
城
、
鄭
州
一
商
城
、
段
撞
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
鄭
州
一
商
城
で

は
、
近
年
、
沓
来
の
大
城
の
外
側
に
城
壁
が
愛
見
さ
れ
、
き
わ
め
て

E
大
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
鄭
州
一
商
城
が
王
邑
と
し
て
一
般
的
な
形
態
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
他
の
王
邑
の
よ
り
確
貧
な
調
査
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
段
麹
が
王
邑
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
や
民
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の
取
県
居
地
や
氏
族
墓
地
が
「
小
邑
」
形
式
で
股
櫨
の
宮
室
匿
の
周
圏
に
分
布
し

て
い
る
と
の
指
摘
は
興
味
深
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
王
邑
と
の
関
係
で
理
解
す

る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
方
園
の
邑
以
下
は
、
ほ
と
ん
ど
遺
跡
の
事
例
が
列
摩

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
い
て
解
せ
ば
、
王
邑
か
ら
臣
属
諸
侯
の
邑
ま
で

は
、
身
分
や
地
位
で
居
住
地
区
が
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
他
に
領
有

さ
れ
た
小
邑
で
は
貧
富
の
差
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
城
壁
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
最
後
に
、
巴
の
規
模
や
形
態
の
差
異
に
つ
い
て
粧
品
閏
的
機
能
の
分
析
の
必

要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
具
程
的
な
見
通
し
は
な
さ
れ
て
お
ら

ず
、
尻
切
れ
と
ん
ぼ
に
終
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
遺
跡
に
よ
る

邑
の
比
較
検
討
は
、
将
来
の
貧
態
解
明
の
出
護
黙
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
個
別
に
論
文
を
検
討
し
て
き
た
が
、
い
く
つ
か
か
な
り
の
部
分
で
共

通
す
る
問
題
貼
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
中
園
側
の
都
市
遺
跡
の

設
掘
、
調
査
に
係
わ
る
問
題
で
あ
る
。
日
本
側
の
論
文
に
目
立
つ
こ
と
で
あ
る

が
、
問
題
解
明
の
カ
ギ
が
中
園
側
の
考
古
率
的
援
掘
に
あ
る
と
い
う
貼
で
あ

る
。
逆
に
言
え
ば
、
中
園
側
の
裂
掘
の
現
扶
に
問
題
が
あ
る
た
め
解
決
で
き
な

い
問
題
が
多
々
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
坪
井
、
五
井
、
杉
本
、
田
村
論

文
、
さ
ら
に
太
田
論
文
な
ど
が
扱
っ
て
い
る
問
題
は
、
考
古
鼠
平
間
設
掘
、
調
査

に
よ
っ
て
最
終
的
結
論
が
出
せ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
以

上
の
論
者
も
十
分
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
寅
際
、
中
園
側
の
都
市
遺

跡
に
制
到
す
る
調
査
、
田
技
掘
に
は
現
在
の
と
こ
ろ
多
く
の
問
題
が
存
在
す
る
。
空

関
的
に
も
、
時
開
的
に
も
、
全
面
的
に
愛
掘
さ
れ
た
古
代
都
市
遺
跡
は
こ
れ
ま
で

一
例
も
な
い
。
都
城
の
褒
掘
は
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
現
貨
に
は
全

面
裂
掘
を
目
指
し
て
計
壷
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ

れ
で
は
、
特
定
の
時
代
の
都
市
の
構
造
を
考
古
屋
e

的
に
き
っ
ち
り
と
押
さ
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
や
都
市
の
愛
展
過
程
を
時
聞
を
追
っ
て
検
討
す

る
こ
と
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
。
ま
ず
、
小
規
模
な
都
市
遺
跡
で
の
時
聞
を
追

っ
た
全
面
的
設
掘
が
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
問
題
結
は
、
都
城
中
心
の
研
究
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
一

つ
の
歴
史
的
な
粧
品
閏
あ
る
い
は
圏
家
の
全
値
的
構
成
を
考
え
る
場
合
、
都
城
よ

り
も
多
数
を
占
め
る
一
般
的
な
地
方
都
市
の
構
造
の
解
明
と
祉
曾
的
、
政
治
的

位
置
づ
け
が
重
要
で
あ
る
。
宋
銀
豪
論
文
は
、
こ
の
黙
に
お
い
て
、
庚
い
規
野

か
ら
殻
代
の
都
市
全
陸
の
寅
態
の
解
明
を
試
み
ん
と
す
る
論
文
と
し
て
貴
重
で

あ
る
。
ま
た
、
太
田
氏
は
、
「
都
城
は
あ
く
ま
で
権
力
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
そ

こ
か
ら
園
家
の
人
民
支
配
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
は
少
な
い
。
む
し
ろ
嘗
時
の

豚
城
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
地
方
都
市
で
、
官
僚
が
人
民
と
直
接
結
び
つ
く
場

と
し
て
の
都
市
の
方
が
、
研
究
上
の
意
味
が
あ
る
と
患
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
お

り
、
こ
の
黙
が
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
中
園
の
考
古
率

的
調
査
が
都
城
に
極
端
に
片
寄
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
都
城
中
心
の
研
究
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
貼
は
理
解
で
き
る
が
、
一
般
地
方
都
市
に
謝
す
る
研
究
が
今
後

よ
り
自
質
的
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
に
も
、
現
地
の

遺
跡
を
熟
知
し
て
い
る
中
園
の
研
究
者
と
の
交
流
が
い
っ
そ
う
室
ま
れ
る
。
そ

の
意
味
で
、
木
書
な
ら
び
に
本
書
の
出
版
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
日
中
の
共
同

研
究
は
、
こ
う
し
た
交
流
の
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
と
し
て
評
領
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
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た
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し
、
編
者
の
五
井
直
弘
氏
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程
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詳
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橡
備
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告
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(
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皐
人
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時
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羽
田

正
編
著

シ
ャ
ル
ダ
ン
『
イ
ス
フ
ァ
ハ

l
ン
誌
』
研
究

勝

藤

猛

『
イ
ス
フ
ア
ハ

l
ン
誌
』
の
原
著
者
シ
ャ
ル
ダ
ン
同

g
ロ
の
宮
丘
町
ロ
は
、

一
六
四
三
年
一
一
月
一
六
日
、
パ
リ
に
生
ま
れ
た
。
ル
イ
十
四
世
間
位
の
年
で

あ
る
。
父
は
ユ
グ
ノ
1
、
つ
ま
り
カ
ル
ヴ
ア
ン
波
の
新
数
徒
で
、
資
石
商
人
で

あ
っ
た
。
ジ
ャ
ン
は
六
五
年
、
商
品
を
持
っ
て
東
方
へ
の
放
行
に
出
夜
、
翌
六

六
年
初
め
、
サ
フ
ア
ヴ
ィ

I
朝
の
首
都
イ
ス
フ
ア
ハ
ン
に
到
着
し
、
カ
プ
チ
ン

修
道
院
を
宿
と
し
た
。

カ
プ
チ
γ
舎
の
修
道
士
は
、
そ
の
名
の
起
こ
り
で
あ
る
先
の
と
が
っ
た
帽
子

を
か
ぶ
り
、
ひ
げ
は
剃
ら
ず
、
裸
足
で
歩
い
て
教
え
を
説
い
て
い
た
。
シ
ャ
ル

ダ
ン
は
彼
ら
が
イ
ス
ラ
ム
の
托
鉢
俗
ダ
ル
ヴ
ィ
l
シ
ュ
に
似
て
い
る
と
見
な

す
。
〔
本
文
二
ハ
、
七
五
、
七
六
、
八
二
、
一

O
O、
一
二
四
頁
、
注
Mm
必〕

こ
の
舎
は
宗
教
改
革
に
封
抗
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
布
致

活
動
の
一
部
を
な
す
。
た
だ
し
そ
の
活
動
は
お
の
ず
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
質
を

帯
び
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
カ
プ
チ
ン
舎
の
ほ
か
に
、
イ
タ
リ
ア
人
に
よ
る
カ
ル
メ

ル
舎
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ノ
舎
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
ス

フ
ア
ハ
ン
に
建
物
を
も
っ
て
い
た
。

シ
ャ
ル
ダ
ン
の
記
述
に
よ
れ
ば
「
カ
プ
チ
ン
曾
修
道
士
は
、
サ
フ
ィ
l

一
世

〔
ア
ッ
パ
ー
ス
大
王
の
孫
、
在
位
二
ハ
二
九
l
四
一
己
の
治
世
の
初
め
に
ベ
ル

シ
ア
に
来
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
〔
ル
イ
十
三
世
〕
の
推
薦
朕
に
よ
っ
て
ベ
ル
シ
ア

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
リ
シ
ュ
リ
ュ

l
極
機
卿
の
執
政
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
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