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【
要
約
】
　
令
制
か
ら
延
喜
式
制
に
至
る
牧
制
度
変
遷
の
理
由
を
解
堕
す
る
た
め
に
、
当
時
の
官
選
へ
の
国
家
的
要
求
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
側
面
か
ら
考
察
を
加
え
た
。
古
代
国
家
に
お
い
て
馬
の
果
た
し
た
役
割
は
、
軍
事
・
交
通
・
祭
事
等
に
お
け
る
貢
献
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
が
、

量
的
に
最
も
多
く
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
は
駄
馬
と
し
て
の
労
働
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
古
代
に
お
け
る
遷
都
の
多
さ
は
他
の
時
代
に
類
例
を
見
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
馬
は
役
馬
と
し
て
労
働
力
を
提
供
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
遷
都
に
伴
う
大
造
営
事
業
の
開
始
及
び
停
止
は
、
役
馬
の
需
要
を

急
激
に
増
減
さ
せ
、
馬
政
を
掌
る
中
央
官
司
や
、
馬
を
供
給
す
る
牧
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
八
～
九
世
紀
に
お
け
る
牧
制
度
の
変
遷
は
、
こ

の
よ
う
な
馬
の
需
要
の
在
り
方
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
令
制
の
衰
退
」
に
よ
る
と
い
う
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
延
喜
式
制
の
牧
形
成
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
四
巻
四
号
　
一
九
九
一
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
令
制
と
延
喜
式
制
の
牧
規
定
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
令
文
に
規
定
さ
れ
て
い
る
牧
が
軍
団
に
馬
を
供
給
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
、
延
喜
式
に
規
定
さ
れ
て
い
る
牧
は
中
央
へ
の
貢
上
を
中
心
匿
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
制
度
間
に
お
け
る
牧
の
研
究
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

古
く
は
西
岡
虎
之
助
茂
の
「
武
士
階
級
結
成
の
一
要
因
と
し
て
の
『
牧
』
の
発
展
」
が
あ
り
、
新
し
い
も
の
で
は
山
口
英
男
茂
の
「
八
・
九
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

紀
の
牧
に
つ
い
て
」
が
注
目
さ
れ
る
。
規
定
の
変
化
と
い
う
側
面
か
ら
牧
の
変
遷
を
論
じ
ら
れ
た
西
岡
民
の
論
文
と
、
牧
の
実
態
に
即
し
て
論

を
進
め
ら
れ
た
山
口
氏
の
論
文
と
は
、
い
ず
れ
も
牧
の
研
究
を
す
る
際
に
触
れ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
業
績
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
両
氏
の
論
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旨
を
挙
げ
た
後
に
、
本
稿
に
お
け
る
私
の
立
場
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

　
西
岡
氏
は
令
・
延
喜
式
両
牧
規
定
の
相
違
を
重
視
し
て
、
延
喜
式
綱
の
牧
を
令
舗
の
崩
壊
後
に
萌
芽
し
た
も
の
、
ま
た
は
そ
の
奇
形
化
し
た

も
の
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
変
化
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
特
に
軍
事
面
に
焦
点
を
あ
て
て
、
「
令
制
の
牧
を
設
置
し
た
全
鼠
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
、
軍
団
に
兵
馬
を
供
給
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
し
と
規
定
さ
れ
た
上
で
、
軍
団
欄
の
崩
壊
に
伴
い
令
制
の
牧
が
不
要
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と

し
て
お
ら
れ
る
。
一
方
、
山
口
氏
は
令
・
延
喜
式
両
牧
規
定
の
差
を
そ
の
ま
ま
実
態
の
差
と
捉
え
る
こ
と
自
体
誤
り
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
連

続
性
を
重
視
し
つ
つ
、
実
態
に
即
し
た
形
で
両
者
の
間
を
埋
め
る
作
業
を
行
わ
れ
た
。
山
口
氏
は
特
に
馬
の
中
央
へ
の
貢
上
に
焦
点
を
あ
て
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

論
じ
ら
れ
、
令
制
か
ら
延
喜
式
制
へ
の
変
化
は
専
ら
公
的
牧
の
衰
退
へ
の
対
策
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。

　
西
岡
氏
の
牧
規
定
の
変
化
に
対
す
る
研
究
と
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
山
口
氏
の
牧
の
実
態
に
対
す
る
研
究
は
、
古
代
の
牧
糊
度
の
解
明
に
お
け

る
研
究
の
各
段
階
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
変
遷
を
生
ぜ
し
め
た
理
由
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
十
分
な
論
証
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
両
氏
の
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
律
令
制
の
不
可
逆
的
衰
退
と
い
う
圃
定
観
念
に
他
な
ら
な
い
。
西
岡
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
変
化
と
は
言
言
過
程
の
別
名
で
あ
る
」
と
ま
で
述
べ
て
お
ら
れ
、
山
潤
氏
も
ま
た
そ
の
旧
弊
か
ら
脱
し
き
れ
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
だ

が
、
軍
事
や
借
上
制
度
と
い
う
限
ら
れ
た
局
面
を
指
標
と
す
る
だ
け
で
、
牧
の
盛
衰
を
論
じ
て
良
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

牧
全
般
に
わ
た
る
変
遷
の
理
由
に
つ
い
て
述
べ
る
た
め
に
は
、
当
時
の
馬
政
の
在
り
方
を
よ
り
広
く
把
握
し
て
、
そ
こ
か
ら
牧
存
在
の
意
義
を

理
解
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
は
制
度
上
の
研
究
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
馬
そ
の
も
の
の
機
能
と
そ
の
国
家
へ
の

貢
献
度
な
ど
に
関
心
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
馬
に
は
何
が
で
き
る
の
か
、
馬
の
需
要
は
ど
の
よ
う
な
局
面
に
よ
り
多
く
存
在
し
て
い
た

の
か
を
テ
ー
マ
と
し
、
特
に
造
営
事
業
な
ど
に
お
け
る
駄
馬
と
し
て
の
実
用
的
側
面
に
注
目
し
て
、
八
～
九
世
紀
に
お
け
る
馬
込
の
在
り
方
と

牧
存
在
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

③
　
西
岡
虎
之
助
「
武
士
階
級
結
成
の
い
要
因
と
し
て
の
『
牧
』
の
発
展
」
（
同
『
荘

　
園
史
の
研
究
・
上
』
、
～
九
五
三
、
初
発
表
　
九
二
九
）
。

　②

九山
八　口

六英
％男
　ヨ　八

　九
　世
　紀
　の
　牧
　に
　つ
　い
　て
　一

（『

j
学
雑
誌
』
、
九
十
五
－
一
、
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③
西
岡
氏
前
掲
論
文
一
三
五
頁
。

④
　
本
稿
で
は
、
以
下
、
す
べ
て
公
的
牧
の
意
味
で
牧
の
語
を
用
い
る
。

⑤
　
西
澗
氏
前
掲
論
文
三
二
〇
頁
。
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一
章
　
馬
政
を
掌
る
中
央
官
司
の
変
遷

官
司
廃
置
の
概
要

　
令
に
し
て
も
延
喜
式
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
制
定
し
た
の
は
中
央
政
府
で
あ
る
か
ら
、
牧
制
度
の
変
化
も
そ
の
政
策
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う
。
中
央
で
馬
政
を
担
当
し
た
宮
司
は
、
八
～
九
世
紀
の
問
に
何
度
か
の
廃
燈
を
経
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
変
遷
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
中
央
に
お
け
る
平
政
及
び
馬
匹
要
求
の
在
り
方
の
変
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
ま
ず
、
八
～
九

世
紀
に
廃
置
さ
れ
た
中
央
の
馬
政
担
当
官
司
の
性
格
を
検
討
し
て
、
当
時
の
中
央
政
府
が
何
に
重
点
を
置
い
て
馬
政
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
論

じ
、
次
章
で
、
そ
れ
が
牧
制
度
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
論
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
ら
の
官
司
の
廃
置
に
つ
い
て
は
山
口
氏

の
前
掲
論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
節
で
は
要
論
の
た
め
に
そ
の
経
過
を
順
を
追
っ
て
記
し
、
若
干
の
私
兇
を
加
え
て
お
く
に
と

ど
め
る
。
（
図
一
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
令
の
規
定
で
は
、
馬
政
に
関
与
す
る
主
な
中
央
官
司
は
、
左
右
馬
寮
と
兵
馬
司
の
二
官
司
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

二
月
に
内
厩
寮
が
新
設
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
と
並
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
九
月
か
ら
天
応
元
年
（
七
八
一
）
五
月
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
左
右
馬
寮
は
統
合
さ
れ
て
主
馬
寮
と
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
大
同
三
年
（
八
○
八
）
正
月
二
十
五
藏
の
詔
に
よ
っ
て
、
馬
繋
を
掌
る
中
央

官
司
は
延
喜
式
制
に
直
結
す
る
形
と
な
る
。
そ
の
詔
は
略
文
と
な
っ
て
『
狩
野
文
庫
本
類
聚
三
代
格
』
巻
髪
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で

は
兵
馬
司
・
内
字
寮
・
主
馬
寮
を
合
わ
せ
て
、
令
制
に
倣
っ
て
左
右
馬
寮
を
再
号
し
た
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
詳
細
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
次
節
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
内
厩
寮
と
主
馬
寮
で
は
職
掌
が
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対

し
て
、
延
喜
式
制
の
左
右
馬
寮
の
規
定
は
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
改
革
は
三
官
司
の
職
掌
を
合
併
し
た
上
で
左
右
に
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分
配
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
延
喜
式
制
で
は
兵
部
省
が
馬
政
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
右
の
詔
に
よ
る
限
り
で
は
そ
う
な
っ
た
事
情
が
わ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
い
。
し
か
し
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
七
月
十
六
日
太
政
官
符
引
用
の
兵
部
省
解
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
こ
の
改
革
に
お
い
て
兵
馬
司
の
職
掌
が

兵
部
省
に
も
吸
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

兵部省

〈図1＞　中央の馬政担当官司の変遷

左馬寮　　　　　右馬寮　　　　　兵馬司令制

（最後の任官記事

内厩寮（設置）

主馬寮（任官の初見）

天平神護元（765）．2．

宝f琶　10（779）．9，

天応元（781）．5。

大同3（808）．正　　　　　・左馬寮　（設置）右馬寮

本図は山口氏「八・九世紀の牧について」の中の図を参照したものである。

　
以
上
が
令
制
か
ら
延
喜
式
制
に
至
る
ま
で
の
中
央
の
馬
政
担
当
官
司
の
変
遷
過
程
で
あ
る

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
兵
馬
司
は
帳
簿
上
の
馬
の
管
理
を
中
心
に
行
い
、
積
極
的
に
議
政
に

介
入
す
る
官
司
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
職
掌
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
よ

っ
て
為
政
に
関
係
す
る
よ
う
に
な
っ
た
兵
部
省
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。
そ
こ

で
、
本
稿
で
は
特
に
実
際
に
馬
を
飼
養
し
、
よ
り
直
接
的
に
馬
政
に
関
与
し
て
い
た
令
制
の

左
右
馬
寮
、
内
室
寮
、
主
馬
寮
、
延
喜
式
制
に
つ
な
が
る
新
制
の
左
右
馬
寮
に
つ
い
て
論
じ

る
こ
と
と
す
る
。

二
　
馬
寮
監
設
置
と
八
世
紀
の
左
右
馬
寮

　
令
の
規
定
で
は
中
央
の
馬
政
担
当
官
司
は
兵
馬
司
と
左
右
馬
寮
で
あ
る
が
、
実
際
に
馬
を

飼
養
し
、
馬
事
を
采
配
し
て
い
た
の
は
左
右
馬
寮
の
み
で
あ
っ
た
。
職
員
令
に
よ
る
と
、
両

官
司
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
○
兵
馬
司

　
　
正
一
人
。
〈
掌
二
牧
及
兵
馬
。
郵
騨
。
公
私
馬
牛
事
鴨
〉
佑
一
人
。
大
二
四
一
人
。
少
令
史
一
人
。

　
　
使
部
六
人
。
二
丁
一
人
。
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○
左
馬
寮
〈
右
馬
寮
准
レ
此
。
〉

　
頭
一
人
。
〈
掌
下
下
閑
馬
調
節
。
養
飼
。
供
御
乗
具
。
魏
二
給
穀
草
稿
及
飼
部
。
戸
口
名
籍
事
加
〉
助
一
人
。

　
人
。
馬
鶴
二
人
。
馬
部
六
十
人
。
使
部
廿
人
。
直
丁
二
人
。
飼
丁
。

　
（
〈
〉
は
本
譲
。
）

大
允
一
人
置
少
允
一
人
制
大
馬
一
人
。
少
厨
一
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こ
れ
ら
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
兵
馬
司
に
は
左
右
馬
寮
の
よ
う
に
馬
医
・
馬
身
・
飼
丁
と
い
う
馬
匹
を
取
り
扱
う
者
が
配
さ
れ
て
い
な
い
の

が
目
に
つ
く
。
ま
た
、
兵
馬
正
の
職
掌
は
門
牧
及
兵
馬
。
早
早
。
公
私
馬
牛
耳
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
牧
・
郵
駅
・
公
私
馬
牛
に
つ

い
て
は
、
職
員
令
大
国
条
に
記
さ
れ
る
国
司
の
職
掌
に
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
厩
牧
令
駒
績
条
で
は
国
司
が
牧
の
固
著
の
校
印
に
立
ち

会
う
こ
と
が
、
同
令
置
駅
条
で
は
国
司
が
使
の
稀
な
場
所
の
駅
馬
の
数
を
決
定
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
は
牧
や
郵
駅
の

監
督
義
務
や
権
限
は
在
地
の
国
司
に
存
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
公
私
馬
牛
に
つ
い
て
は
、
令
集
解
所
掌
の
諸
説
が
説
く
よ
う
に
征
行
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

差
発
に
備
え
て
全
国
の
馬
の
現
状
を
把
握
し
て
お
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
兵
馬
に
つ
い
て
も
そ
れ
と
同
様
の
帳
簿

上
の
管
理
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
令
文
に
い
う
と
こ
ろ
の
兵
馬
と
は
軍
団
に
付
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
兵
馬
司
に

軍
団
兵
士
に
関
す
る
権
限
が
無
い
以
上
、
そ
の
馬
の
み
を
単
独
で
支
配
し
て
も
意
味
を
成
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
兵
馬
正
と
し
て
記

録
に
残
っ
て
い
る
人
々
は
武
官
の
経
歴
を
持
た
な
い
人
物
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
者
を
長
官
と
す
る
宮
司
に
兵
馬
に
対
す
る
実
権
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
せ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
兵
馬
司
は
積
極
的
に
馬
政
に
携
わ
る
官
司
で
は
な
く
、
非
常
時
に
備
え
て
全
国
の
馬
匹

の
帳
簿
上
の
管
理
を
す
る
官
司
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
左
右
馬
寮
は
中
央
で
馬
を
飼
養
し
て
、
直
接
的
か
つ

恒
常
的
に
馬
政
を
行
う
唯
一
の
官
司
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
令
文
に
は
諸
国
か
ら
の
馬
の
聖
上
規
定
は
無
い
が
、
実
際
に
貢
上
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
山
口
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

⑦る
。
そ
れ
ら
の
貢
上
馬
が
官
牧
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
私
牧
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
確
定
し
が
た
い
が
、
お
そ
ら
く
官
営
か
ら
の

言
上
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
化
二
年
の
所
謂
大
化
改
新
詔
の
第
四
項
に
は
、
「
凡
意
馬
者
。
中
馬
毎
二
一
百
戸
一
瓢
一
二
疋
つ
若
細
魚
毎
二



古代国家における馬の利用と牧の変遷（吉川）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

二
百
戸
一
嘗
二
一
疋
国
立
買
レ
馬
直
者
。
一
戸
布
一
再
二
尺
。
」
と
い
う
一
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
『
β
本
書
紀
』
の
編
纂
期
（
養

老
四
年
成
立
）
に
お
い
て
、
令
制
施
行
以
前
に
は
そ
の
よ
う
な
制
度
が
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
大
宝
令
に
そ

れ
が
受
け
継
が
れ
た
形
跡
は
無
い
。
こ
れ
は
大
宝
令
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
官
需
が
、
そ
の
役
割
を
代
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
官
銭
と
同
じ
く
大
宝
令
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
左
右
馬
寮
が
そ
こ
か
ら
の
貢
上
馬
を
、
兵
馬
司
が
馬
帳
を
受
け
取
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
よ
り
、
令
制
施
行
当
初
の
中
央
に
お
け
る
馬
匹
需
要
の
在
り
方
を
知
る
た
め
に
は
、
左
右
馬
寮
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
よ
い
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
八
世
紀
の
左
右
馬
寮
の
記
録
は
乏
し
く
て
、
直
接
の
史
料
か
ら
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

頭
や
助
に
補
任
さ
れ
た
人
物
に
つ
い
て
も
記
録
が
少
な
く
て
、
そ
こ
か
ら
官
司
の
性
格
を
分
析
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
令
制

の
左
右
馬
寮
に
関
す
る
史
料
を
調
べ
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
改
革
の
記
録
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
馬
寮
監
の
設
置
で
あ
る
。
こ
れ
は

令
外
官
で
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
う
い
う
も
の
を
設
置
す
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
重
要
な
目
的
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

こ
で
こ
の
馬
寮
監
の
設
置
目
的
を
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
八
世
紀
の
左
右
馬
寮
に
対
す
る
政
治
的
要
求
を
解
明
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

。
馬
寮
監
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
は
坂
本
太
郎
氏
の
「
馬
寮
監
」
が
あ
り
、
そ
の
中
で
は
、
馬
寮
監
の
設
置
は
軍
事
爵
的
で
あ
ろ
う
と
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ら
れ
て
い
る
。
氏
は
和
銅
四
年
（
七
＝
）
の
馬
寮
監
初
見
の
年
に
造
都
に
か
ら
む
軍
事
的
危
機
を
見
出
し
て
、
馬
寮
監
設
置
を
そ
れ
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

対
策
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
和
銅
四
年
と
い
う
年
は
平
城
京
造
営
事
業
の
難
渋
し
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
そ
の
年
に
馬
寮
監
を

補
任
し
た
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
軍
事
強
化
の
た
め
の
補
任
で
あ
っ
た
と

い
う
説
に
は
同
意
で
き
な
い
。
で
は
、
馬
寮
監
設
置
の
目
的
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

　
馬
寮
監
の
初
見
は
『
二
日
本
紀
』
に
よ
る
和
銅
四
年
十
二
月
の
千
木
王
（
後
の
橘
諸
兄
）
の
補
任
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
馬
寮
監
を
新
設
し

た
と
い
う
表
現
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
馬
寮
監
に
補
任
さ
れ
た
人
物
は
他
に
も
い
る
の
に
、
同
書
で
は
こ
の
陽
木
王
の
補
任
記
事
し
か

記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
記
事
の
重
要
性
を
推
し
測
っ
て
、
そ
れ
が
馬
寮
監
の
新
設
を
も
意
味
す
る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
る
。
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表
－
　
補
任
表

［
H
］
造
営
事
業
関
係
者

年
　
　
月

和
銅
　
　
4
・
1
2

天
平
　
　
8

天
平
　
　
1
3
・
2

天
平
勝
宝
7
・
1
2

　
　
　
　
8

天
平
宝
字
元
・
6

　
　
　
　
9
Ω
　
・
　
7

　
　
　
　
3

神
護
景
雲
2
・
2

　
　
　
　
2
・
1
1

3
　
・
　
ρ
Q

宝
亀
　
　
2
閏
3

天
応

延
暦

5
兀

・〃〃フロ11工09
閏　　・…
エ］三七〃5392

左
　
馬
　
頭

坂
上
王

正
月
王

←

右
　
馬
頭

境
部
老
麻
呂

下
毛
野
多
具
比

四
望
足

右
　
馬
　
助

巨
勢
池
長

馬
　
寮
　
監

守
木
堕←

　　鴨

←角
震翁足

芭）

瞬
上
篇
鐘

←．
ｶ
。
．

主
　
馬
　
頭

綱
勢
老
凶

多
治
比
三
上

山
　
馬
　
助

安
倍
祖
足

大
荒
木
押
国

内
　
厩
　
頭

藤
原
雄
依

道
嶋
嶋
足

紀
船
守

内
　
厩
　
助

紀
船
守

↑
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⑬

繁
木
王
の
後
は
、
天
平
勝
宝
七
歳
（
七
五
五
）
に
鴨
角
足
が
里
馬
監
、
翌
八
歳
に
は
左
右
馬
監
と
し
て
署
名
を
残
し
、
天
平
宝
字
二
～
三
年
（
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

五
八
～
七
五
九
）
に
は
坂
上
犬
養
が
左
右
馬
監
と
し
て
姿
を
見
せ
て
い
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
馬
寮
監
に
関
す
る
史
料
は
こ
の
三
名
の
官
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

名
が
残
さ
れ
、
他
に
一
例
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
三
一
の
官
人
と
し
て
の
特
徴
と
、
そ
の
初
見
当
時
の
時
代
背
景
に
よ

っ
て
、
馬
寮
監
の
性
格
を
考
察
す
る
。

」
ま
ず
葛
木
王
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
私
が
坂
本
氏
の
馬
寮
監
設
置
を
軍
事
強
化
圏
的
と
す
る
説
に
反
対
す
る
理

由
は
、
こ
の
人
物
の
官
人
的
特
徴
に
あ
る
。
葛
木
蓮
の
補
任
記
事
は
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
が
、
生
涯
を
通
し
て
彼
の
武
官
へ
の
補
任
は

見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
が
武
人
的
特
微
を
持
つ
官
人
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
危
機
に
際
し
て
の
軍
曹

強
化
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
人
物
を
登
用
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
坂
本
氏
の
説
は
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
馬

寮
監
の
設
置
目
的
を
示
す
よ
う
な
葛
木
王
の
官
人
的
特
徴
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
さ
ら
に
詳
し
く

彼
の
特
徴
を
吟
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
宝
木
王
は
和
銅
四
年
に
馬
寮
監
に
任
じ
ら
れ
た
後
、
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
九
月
に
「
催
造
司
監
」
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
同
八
年
（
七
三
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

十
一
月
に
は
「
左
大
弁
兼
侍
従
左
右
馬
内
匠
催
造
監
」
で
あ
っ
た
。
和
銅
四
年
か
ら
二
五
年
の
間
、
彼
が
他
の
武
官
に
就
い
た
形
跡
が
無
い
の

は
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
彼
が
工
匠
関
係
の
官
職
で
あ
る
内
匠
監
・
催
造
監
と
左
右
馬
監
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
は

注
目
に
価
す
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
馬
寮
監
は
軍
事
強
化
の
た
め
の
官
で
は
な
く
、
造
営
事
業
に
直
接
関
与
す
る
官
職
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
葛
木
曾
が
造
営
事
業
と
関
係
の
深
い
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
に
彼
が
政
府
の

最
高
実
力
者
と
な
っ
て
か
ら
の
政
治
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。
橘
諸
兄
の
為
政
は
、
造
営
事
業
の
多
さ
を
一
つ
の
政
治
的
特
徴
と
す
る
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
政
権
下
で
は
恭
馳
駅
・
紫
香
楽
宮
の
造
営
や
、
難
波
京
・
平
城
京
へ
の
遷
都
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
東
大
寺
や
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

分
二
寺
の
建
立
も
彼
の
為
政
下
に
お
い
て
始
め
ら
れ
た
大
造
営
事
業
で
あ
っ
た
。
藤
原
広
嗣
の
乱
に
象
徴
さ
れ
る
政
治
的
・
社
会
的
事
情
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
度
々
の
遷
都
や
造
寺
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
彼
が
若
い
頃
か
ら
造
営
事
業
と
深
く
関
わ
っ
て
き
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古代屡家における馬の利用と牧の変遷（吉川）

た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
馬
寮
監
と
し
て
初
め
て
記
録
上
に
現
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
造
営
事
業
と
の
関
係
を
色
濃
く
質
す
留
木
王
で
あ
っ
た
。
し
か
も
時
期
は
平

城
京
造
営
の
難
渋
し
て
い
た
和
銅
四
年
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
が
揃
う
と
、
私
達
は
造
営
事
業
に
お
け
る
馬
の
利
用
を
想
起
し
な
い
わ
け

に
は
い
く
ま
い
。
つ
ま
り
、
難
渋
し
て
い
る
造
都
の
能
率
を
良
く
す
る
た
め
に
、
労
働
力
と
し
て
人
力
よ
り
は
る
か
に
勝
る
馬
力
の
需
要
が
高

ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
車
を
ひ
く
軌
馬
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
が
、
駄
馬
、
即
ち
荷
を
負
う
役
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
関
す
る
史
料
は
各
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
駄
馬
は
、
当
然
中
央
で
唯
一
馬
を
直
接
取
扱
っ
て
い
た
左
右
馬
寮
が
統
制
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
当
時
の
左
右
馬
寮
は
軍
事
・
儀
式
・
祭
事
な
ど
、
馬
を
用
い
る
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
務
め
を
果
た
さ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
体
制
で
は
、
造
営
関
係
に
お
け
る
馬
の
要
求
の
増
加
に
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対

す
る
対
策
と
し
て
、
従
来
の
左
右
馬
寮
の
機
能
の
う
ち
で
も
、
特
に
造
営
関
係
に
お
け
る
馬
匹
統
制
の
機
能
の
増
強
を
図
っ
て
、
馬
寮
監
が
設

置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
馬
寮
監
が
造
営
事
業
と
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
、
葛
木
王
の
後
に
も
造
営
と
関
係
の
あ
る
人
物
が
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
付
け

ら
れ
る
。
残
る
二
人
の
う
ち
、
鴨
角
落
に
つ
い
て
は
造
営
関
係
者
と
し
て
の
明
確
な
特
徴
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
坂
上
犬
養
は
左
右
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

監
と
造
東
大
寺
長
官
を
兼
ね
て
お
り
、
天
平
宝
字
四
年
に
は
光
明
皇
太
后
葬
送
の
山
作
司
と
な
っ
て
い
る
。
墳
墓
を
造
る
こ
と
も
、
か
な
り
の

規
模
の
造
営
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
彼
も
造
営
事
業
と
関
係
の
深
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
馬
寮
監
は
軍
事
強
化
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
官
職
で
は
な
く
て
、
造
営
事
業
に
お
け
る
馬
匹
統
制
の
機
能
の
充
実
を

期
待
し
て
設
置
さ
れ
た
令
外
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
馬
寮
監
は
そ
の
名
称
よ
り
左
右
馬
寮
に
付
加
さ
れ
た
令
外
官
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
馬
寮
監
の
設
置
は
、
即
ち
左
右
馬
寮
の
職
掌
の
う
ち
で
も
、
特
に
造
営
関
係
の
部
分
が
重
要
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
づ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
八
世
紀
の
左
右
馬
寮
は
、
も
と
も
と
馬
に
関
係
す
る
多
様
な
職
務
を
担
っ
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て
い
た
が
、
平
城
京
の
造
営
を
境
に
造
営
関
係
の
側
面
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
・
万
葉
集
に
は
天
平
＋
三
年
（
七
四
一
）
の
右
馬
頭
境
田
老
麻
呂
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
物
・
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
・

　
　
　
讃
三
香
原
新
都
歌
一
首
＃
短
歌

　
　
や
ま
し
う
の
　
く
に
の
み
や
二
に
　
は
る
さ
れ
ば
　
は
な
さ
ぎ
な
か
｝
ウ
　
あ
碧
さ
れ
ば
　
も
み
ち
ば
に
ほ
ひ
　
お
ば
せ
る
　
い
つ
み
の
か
は
の
　
か
み
つ
蟻
に
　
う
ち
は
し
わ
た
し
　
ょ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
余
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
知
橋
和
多
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泉
河
乃
　
可
美
都
瀬
爾

　
　
山
背
乃
　
久
誰
誰
美
夜
古
波
　
春
佐
礼
播
　
花
咲
乎
≧
理
　
秋
佐
礼
婆
　
黄
葉
爾
保
比
　
於
婆
勢
流

　
　
　
せ
に
は
　
う
き
な
し
わ
た
し
　
あ
り
が
よ
ひ
　
つ
か
へ
ま
つ
ら
む
　
よ
ろ
つ
よ
ま
で
に

　
　
瀬
爾
波
　
宇
枳
橋
和
多
之
　
安
里
我
欲
比
　
都
加
倍
麻
都
良
武
　
万
代
麻
互
爾

　
　
　
反
歌

　
　
た
た
な
め
て
　
　
　
い
　
つ
　
み
　
の
　
か
　
は
　
の
　
　
　
み
　
な
　
た
　
え
　
ず
　
　
　
つ
　
か
　
へ
　
ま
　
つ
　
ら
　
む
　
　
お
お
み
や
と
こ
ろ

　
　
楯
並
而
　
伊
豆
美
乃
河
波
乃
　
水
緒
多
要
受
　
都
可
倍
麻
都
良
牟
　
大
宮
所

　
　
　
右
天
平
十
三
年
二
月
右
馬
頭
境
部
宿
禰
老
麻
呂
作
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
三
香
原
新
都
と
は
恭
仁
京
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
へ
の
遷
都
は
天
平
十
二
年
十
二
月
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
へ
そ
の
造
営
の
続
行
中

に
、
右
馬
頭
で
あ
る
境
部
老
麻
呂
が
「
上
つ
瀬
に
　
打
橋
渡
し
　
淀
瀬
に
は
　
浮
橋
渡
し
」
天
皇
へ
の
忠
誠
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
ま
さ
に
当
時
の
左
右
馬
寮
が
恭
仁
熊
の
造
営
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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三
　
内
厩
寮
の
設
置
と
そ
の
変
質
・

　
内
評
寮
は
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
二
月
に
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
記
す
『
照
日
本
紀
』
同
月
甲
子
条
で
は
、
そ
の
設
置
理
由
に
つ
い

て
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
亀
田
隆
之
氏
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
藤
原
仲
麻
呂
没
落
後
の
軍
事
制
度
改
編
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈

　
　
　
　
　
　
⑳

が
な
さ
れ
て
い
る
。
亀
田
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
内
厩
寮
が
設
置
さ
れ
た
の
は
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
の
わ
ず
か
五
ケ
月
後
で
あ
り
、
し

か
も
そ
の
日
に
は
、
仲
麻
呂
勢
力
払
拭
の
た
め
と
思
わ
れ
る
近
衛
府
の
設
置
と
外
衛
府
の
官
制
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
。
内
厩
寮
設
置
当
時

の
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
考
慮
す
れ
ぼ
、
蓋
し
亀
田
氏
の
見
解
は
適
切
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
内
厩
寮
は
特
に
、
近
衛
府
と
深
い
関

係
を
有
す
る
官
司
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ち
ば
、
内
厩
寮
と
近
衛
府
は
同
日
に
設
立
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
平
城
京
の
時
代
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㊧

に
お
い
て
内
厩
頭
と
し
て
記
録
に
残
る
三
名
の
う
ち
、
二
名
ま
で
が
長
ら
く
近
衛
府
の
官
を
務
め
た
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
彼

ら
の
外
衛
府
の
官
へ
の
就
任
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、
内
喜
平
の
設
置
は
軍
事
強
化
を
目
的
と
し
、
し
か
も
そ
れ
は
近
衛
府
と

関
係
の
強
い
官
司
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
内
蘇
寮
設
置
の
目
的
の
第
一
義
は
、
近
衛
府
へ
の
騎
馬
の
供
給
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
仲
麻
呂
の
乱
で
は
騎
馬
が
活
躍
す
る
が
、
都
の
近
辺
で
騎
馬
戦
が
起
こ
る
と
い
う
事
態
は
、
政
府
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
に
違

　
　
⑳

い
な
い
。
し
か
も
、
前
述
の
よ
う
に
左
右
馬
寮
は
軍
事
の
み
を
担
当
す
る
官
司
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
の
馬
の
入
手
法
は
諸
国
に
生
産
を
委
ね

て
お
い
て
貢
上
分
だ
け
を
入
手
す
る
と
い
う
間
接
的
な
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
政
府
は
内
厩
寮
を
設
麗
し
て
そ
れ
に
所
管
牧
を
持
た
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
り
直
接
的
で
確
実
な
軍
馬
の
入
手
法
の
確
立
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
内
厩
寮
の
設
置
が
軍
事
強
化
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
設
置
当
初
の
目
的
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
。
内
厩
寮
は
大
同
三
年
目
八
○
八
）
ま
で
の
四
三
年
間
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
頃
を
境
に
急
激
に
性
格
を
変

化
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
論
証
を
行
う
。
ま
ず
、
変
化
の
時
期
を
延
暦
三
年
と
し
た
が
、
こ
れ
は
長
岡
京
造
営
が
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

め
ら
れ
、
遷
都
が
行
わ
れ
た
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
長
岡
京
遷
都
と
関
連
し
て
、
内
厩
寮
の
性
格
は
変
化
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
史
料

め
不
足
に
よ
り
、
こ
こ
で
も
官
人
の
性
格
を
検
討
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
す
る
が
、
延
暦
三
年
当
時
内
々
頭
を
し
て
い
た
の
は
紀
船

．
守
で
あ
る
。
紀
船
守
は
こ
れ
よ
り
か
な
り
前
の
宝
亀
五
年
目
七
七
四
）
に
内
厩
助
と
な
り
、
天
応
元
年
（
七
八
一
）
に
は
内
位
頭
へ
と
昇
格
し
て
い

．
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
彼
は
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
以
来
ず
っ
と
近
衛
府
の
宮
を
務
め
続
け
て
い
る
人
物
な
の
で
、
も
と
も
と
彼
が
内
厩
寮
官
人
に
任
じ
ら
れ

た
の
は
、
彼
が
近
衛
府
と
関
係
す
る
武
入
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
延
暦
三
年
六
月
に
彼
は
造
長
岡
宮
使
の
一
人
に

　
　
⑫

選
ば
れ
、
そ
れ
を
機
に
内
厩
寮
の
性
格
は
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
肝
心
な
の
は
、
な
ぜ
こ
の
時
に
彼
が
造
長
岡
宮
使
に
選
ば

れ
た
か
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
考
え
方
の
一
つ
と
し
て
は
、
経
験
豊
か
な
武
人
で
あ
る
船
守
に
新
京
の
警
衛
を
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
言

え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
最
も
重
要
な
理
由
は
彼
が
軍
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
彼
が
「
内
厩
頭
」
で
あ
り
、
造
営
に
必
要
な
馬

力
を
駆
使
し
得
る
立
揚
に
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
次
に
内
感
頭
と
な
っ
た
三
嶋
名
継
と
い
う
人
物
の
特
徴
を
調
べ
る
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表
H
　
延
麿
三
年
十
二
月
動
転
条
の
昇
叙
者
と
山
背
国
司
、
大
和
国
司
、
摂
津
職
、
左
右
京
職
と
の
関
係

昇
叙
さ
れ
た
者

藤
原
種
継

石
　
川
名
足

石
．
川
垣
守

和
気

多
治
比

大
中
臣

諸人清
　　麻
魚足呂

三多文
　治屋
嶋比
　　忍
声浜坂
　　麻
継成呂

丹
比
真
清

上
毛
野
大
　
川

麻
　
田
　
猫
　
賦

与
　
職

山
背
守

左
原
大
夫

大
和
守

右
京
大
夫

左
京
大
夫

右
京
大
央

左
京
大
央

摂
津
大
夫

山
背
守

山
二
二

右
京
大
夫

左
京
亮

左
京
亮

山
背
介

山
背
守

山
背
介

山
耳
介

右
原
茶

山
背
介

官
職
に
つ
い
て
い
た
年
・
月
（
確
認
で
き
る
筏
囲
）

宝
亀
2
・
9
～
同
6
・
9

同
9
・
2
～
同
1
1
・
3

神
護
景
雲
2
・
2
～
2
・
9
、

天
応
元
・
5
～

延
暦
6
・
9
～
7
・
6

宝
亀
8
・
正
～

延
暦
3
・
7
～

延
暦
2
・
3
～
7
・
6

天
応
元
・
5
～

延
暦
4
・
正
～
4
・
7

延
暦
5
・
4
～

延
暦
元
・
8
～

延
暦
元
・
閏
正
～

延
暦
4
・
正
～

延
麿
5
・
2
～

宝
亀
8
・
9
～

天
応
元
・
5
～

延
暦
7
・
3
～

延
暦
8
・
3
～

延
暦
7
・
2
～
7
・
6
（
死
）

※
同
日
に
昇
叙
さ
れ
た
の
は
こ
三
人
で
あ
る
が
、
位
階
の
低
い
者
は
官
歴
の
史
料
が
乏
し
く
国
司
等

　
と
の
関
係
を
確
認
で
き
な
い
者
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
三
～
四
等
官
に
就
い
て
い
た
可
能

　
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
礒
に
造
長
岡
裁
許
の
一
人
で
あ
る
佐
伯
今
毛
人
が
参
議
と
な

　
っ
て
い
る
。

こ
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
嶋
名
手
が
内
歌
頭
と
な
っ
た
の
は
延
暦
四
年
（
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

八
五
）
正
月
で
あ
る
が
、
そ
の
直
前
の
同
三
年
十
二
月

目
、
彼
は
長
岡
京
造
営
の
功
労
者
の
一
人
と
し
て
昇
叙

　
　
　
　
　
⑭

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
内
三
頭
就
任
と
同
日
に
彼
は

山
背
介
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
翌
五
年
二
月
に
は
内
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

頭
兼
山
背
傷
と
な
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
新
都

長
岡
京
は
山
背
国
乙
訓
郡
に
営
ま
れ
た
都
で
あ
り
、
山

背
国
司
は
そ
の
造
営
事
業
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
実
際
に
、
造
営
事
業
関
係
者
が
そ
の
国
の
国

司
を
兼
任
し
て
い
る
例
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
佐

伯
今
毛
人
は
造
東
大
専
司
と
大
倭
国
司
の
官
と
を
長
ら

く
兼
任
し
て
い
る
し
、
河
内
亮
の
紀
広
庭
が
、
隣
国
の

摂
津
亮
の
内
蔵
若
人
と
と
も
に
造
由
義
大
宮
司
次
官
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

任
じ
ら
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
長
岡

京
造
営
に
も
あ
て
は
ま
る
傾
向
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
延

暦
三
年
十
二
月
の
三
嶋
名
継
の
昇
叙
と
同
日
に
長
岡
京

造
営
の
功
労
者
と
し
て
昇
叙
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
前
後
に
山
背
・
大
和
の
国
司
や
摂
津
職
・
左
右
京
職
の
官
に
就
い
て
い
た
老
が
多
か
っ

た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
（
衷
∬
。
こ
こ
に
大
和
国
司
や
職
津
職
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
長
岡
京
造
営
の
際
に
、
建
築
材
の
多
く
が
平
城
京
や
難
波
京
か
ら
の
移
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古代国家における馬の利用と牧の変遷（吉川）

築
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
）

　
話
を
三
嶋
名
継
に
も
ど
す
が
、
彼
は
さ
ら
に
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
八
月
に
和
泉
・
摂
津
の
行
宮
の
地
を
定
め
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
も
彼
の
造
営
事
業
に
お
け
る
経
験
が
評
価
さ
れ
て
の
人
選
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
造
営
事
業
と
の
関
係
の
深
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
嶋
名
継
が
紀
船
守
の
次
に
内
命
頭
に
登
用
さ
れ
、
五
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ
て
そ
れ
を
務
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
は
内
曇
頭

に
補
任
さ
れ
る
以
前
に
武
宮
に
就
い
て
い
た
と
い
う
記
録
が
無
い
の
で
、
そ
の
武
功
を
見
込
ん
で
の
人
選
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ

れ
ら
の
点
か
ら
、
内
厩
寮
は
長
岡
京
造
営
を
き
っ
か
け
に
、
造
営
事
業
へ
の
貢
献
を
主
な
職
掌
と
す
る
官
司
に
変
化
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
来
軍
事
強
化
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
内
患
寮
が
造
営
事
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
点
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
長
岡
京
造
営
事
業
の
特
徴
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
長
岡
京
は
延

暦
三
年
六
月
に
造
長
岡
走
使
を
任
命
し
て
造
営
が
開
始
さ
れ
、
五
ケ
月
後
の
十
一
月
に
は
も
う
遷
都
が
決
行
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
京
照
す

べ
て
が
完
成
し
て
か
ら
遷
都
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
同
等
の
規
模
を
持
つ
平
城
京
が
遷
都
の
詔
か
ら
遷
都
ま
で
に
二
年
一

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ケ
月
、
平
安
京
が
遷
都
の
地
の
下
見
か
ら
遷
都
ま
で
に
一
年
九
ケ
月
を
要
し
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
異
例
の
速
さ
で
あ
る
。
ま
た
、
長
岡
京

の
造
営
に
あ
た
っ
て
は
建
築
材
の
多
く
が
平
城
京
と
難
波
京
か
ら
運
搬
さ
れ
て
い
る
。
『
続
日
本
紀
』
延
暦
十
年
九
月
甲
戌
条
に
は
、
平
城
宮

諸
門
を
長
岡
宮
に
移
築
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
し
、
考
古
学
の
分
野
か
ら
も
、
清
水
み
き
氏
に
よ
っ
て
、
両
京
か
ら
運
ば
れ
た
瓦
が
長
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

京
で
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
水
路
を
利
用
し
た
と
は
い
え
、
旧
京
か
ら
津
・
津
か
ら
新
京
へ
の
膨
大
な
物
資
の
運
搬
に
、

駄
馬
は
有
効
な
労
力
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
令
制
の
左
右
馬
寮
は
統
合
さ
れ
て
主
馬
寮
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
主
馬
寮

も
や
は
り
造
営
事
業
に
従
事
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
敵
影
参
照
）
。
し
か
し
、
平
城
京
・
平
安
京
と
同
等
の
規
模
で
、
な
お
か
つ
急
を
要
し
た

長
岡
京
の
造
営
で
は
、
主
馬
寮
の
機
能
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
内
厩
寮
の
動
員
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
事
情
の
第
二
は
当
時
の
社
会
的
背
景
に
求
め
ら
れ
る
が
、
桓
武
朝
に
至
っ
て
藤
原
仲
麻
呂
の
よ
う
な
軍
事
力
を
持
つ
累
算
者
が
存
在
し
な
く

な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
都
に
お
け
る
軍
事
的
緊
張
が
ゆ
る
ん
だ
結
果
、
本
来
軍
事
強
化
を
主
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
内
厩
寮
に
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も
、
造
営
事
業
に
関
与
で
き
る
余
裕
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
点
の
理
由
に
よ
り
、
中
央
政
府
は
内
厩
寮
に
対
し
て
軍
事
よ
り
も
造

営
に
お
け
る
活
動
を
強
く
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
紀
船
守
と
三
嶋
名
機
の
二
名
の
内
障
寮
官
人
を
通
し
て
長
岡
京
造
営
開
始
に
よ
る
内
腿
寮
の
変
質
の
様
を
論
じ
て
き
た
が
、
そ
の
後

の
内
金
寮
官
人
の
中
に
も
造
営
事
業
と
の
関
係
の
見
ら
れ
る
人
物
が
二
名
い
る
の
で
挙
げ
て
お
く
。
ま
ず
一
人
は
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
内
弓
頭
と
な
っ
た
藤
原
緒
嗣
で
あ
る
。
彼
は
同
十
七
年
（
七
九
八
）
十
二
月
に
造
西
大
寺
長
官
に
任
じ
ら
れ
、
同
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
二
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
山
城
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
十
二
月
に
は
平
安
京
造
営
の
停
止
の
上
申
に
及
ん
で
い
る
。
も
う
一
人
は
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

暦
二
十
三
年
（
八
四
〇
）
四
月
に
内
厩
助
と
な
っ
た
紀
田
上
で
あ
る
が
、
彼
は
あ
の
紀
船
守
の
子
で
あ
り
、
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
九
月
に
平
城
京

の
造
宮
使
と
な
ぞ
い
殉
・
三
嶋
墨
継
以
後
は
造
纂
業
と
の
関
係
の
羅
な
人
物
が
・
記
録
に
機
内
肇
官
人
山
鱗
形
（
表
－
参
照
）
の
う
ち

二
名
だ
け
と
少
な
い
が
、
『
日
本
後
葉
』
の
欠
け
て
い
る
こ
と
も
原
因
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
長
岡
京
造
営
開
始
の
折
に
は
、
突
然
の

大
規
模
な
造
営
を
行
う
た
め
に
内
厩
寮
の
方
も
急
激
な
変
革
を
せ
ま
ら
れ
た
が
、
一
度
変
革
が
済
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
用
い
る
人
物
も
官

司
の
変
革
時
ほ
ど
厳
選
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
以
上
の
論
証
に
よ
り
、
初
め
は
軍
事
目
的
で
近
衛
府
と

と
も
に
設
立
ざ
れ
た
内
厩
寮
が
、
長
岡
京
造
営
を
契
機
と
し
て
、
軍
事
よ
り
も
造
営
に
重
点
を
置
く
官
司
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
解
明
し
得
た

こ
と
と
思
ケ
。
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四
　
主
馬
寮
の
性
絡

　
主
馬
寮
は
、
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
九
月
か
ら
天
応
元
年
（
七
八
一
）
五
月
ま
で
の
間
に
左
右
馬
寮
を
統
合
し
て
設
置
さ
れ
た
官
司
で
あ
る
。
八

世
紀
の
左
右
馬
寮
は
、
本
章
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
造
営
事
業
な
ど
の
役
馬
を
扱
う
こ
と
に
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
、

そ
れ
を
統
合
し
て
設
置
さ
れ
た
主
馬
寮
も
や
は
り
同
様
の
性
格
の
官
司
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
主
馬
寮
に
つ
い
て
も
直
接
に
そ
の
活
動
を
示
す
史

料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
右
の
こ
と
は
主
馬
寮
官
人
の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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⑪

　
主
馬
寮
の
初
見
は
天
応
元
年
（
七
八
一
）
五
月
の
伊
勢
老
人
の
主
馬
頭
任
命
で
あ
る
が
、
彼
は
造
営
事
業
と
縁
の
深
い
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の

経
歴
を
調
べ
る
と
、
ま
ず
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
八
月
目
彼
は
鹿
西
隆
寺
長
官
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
扁
虻
寺
の
初
見
記
事
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

お
そ
ら
く
彼
は
初
代
の
長
官
と
し
て
任
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
同
二
年
（
七
六
八
）
七
月
に
は
修
理
長
官
を
兼
ね
、
宝

亀
九
年
（
七
七
八
）
三
月
に
も
や
は
り
修
理
長
官
で
あ
っ
た
の
で
、
短
く
と
も
一
〇
年
は
修
理
長
官
を
務
め
て
い
た
ら
し
い
。
修
理
司
の
実
態
を

語
る
史
料
は
管
見
の
限
り
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
名
称
か
ら
造
営
関
係
の
宮
司
で
あ
っ
た
こ
と
に
相
違
は
無
か
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
修
理

司
は
彼
の
任
官
を
も
っ
て
初
見
と
さ
れ
、
彼
の
長
官
と
し
て
の
最
後
の
記
事
以
後
は
姿
を
消
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
伊
勢
老
人
圖
人
の
存

在
が
即
ち
修
理
司
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
ほ
ど
に
、
彼
の
造
営
事
業
に
お
け
る
手
腕
が
優
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
閾
正
月
に
、
散
位
で
あ
っ
た
老
人
は
氷
上
川
継
の
謀
叛
に
連
座
し
て
京
外
に
移
さ
れ
る
が
、
同
五
年
置
七
八
六
）
ま

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
に
官
に
就
き
、
同
七
年
（
七
八
八
）
六
月
に
は
木
工
頭
に
任
じ
ら
れ
、
翌
八
年
（
七
八
九
）
四
月
に
木
工
頭
の
ま
ま
卒
し
て
い
る
。
以
上
の
経
歴

に
よ
り
、
伊
勢
老
人
は
造
営
事
業
に
お
い
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
彼
が
主
馬
頭
と
し
て
初
め
て
名
を
表
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
主
馬
寮
を
設
置
す
る
際
に
、
造
営
関
係
の
職
掌
に
重
点
を
置
き
つ
つ
左
右
馬
寮
を
統
合
し
た
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
主
馬
寮
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
そ
の
後
も
持
続
し
た
ら
し
く
、
造
営
事
業
と
関
係
す
る
人
々
の
任
官
が
三
件
ほ
ど
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
人
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
延
暦
四
年
置
七
八
五
）
正
月
に
主
馬
頭
に
任
じ
ら
れ
た
多
治
比
人
足
で
あ
る
が
、
彼
は
天
応
元
年
（
七
八
｝
）
五
月
に
山
背
守
に
任
じ
ら
れ
て
お

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

り
、
延
暦
三
年
目
七
八
四
）
十
二
月
に
は
長
岡
京
造
営
の
功
労
者
の
一
人
と
し
て
昇
叙
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
彼
は
山
背
守
（
若
し
く
は
元
由

背
守
）
と
し
て
長
岡
京
造
営
に
活
躍
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
造
営
事
業
の
続
行
中
で
あ
る
延
暦
四
年
に
彼
が
主
馬
頭
に
任
じ
ら
れ

て
い
る
の
は
、
主
馬
寮
が
造
営
事
業
に
従
事
す
る
官
司
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
二
人
目
は
延
暦
十
四
年
（
七
九
五
）
二
月
に
主
馬
頭
と
な
っ
た
藤
原
日
置
で
あ
る
。
大
々
的
に
行
わ
れ
た
長
岡
京
造
営
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ

は
約
一
ケ
年
で
打
切
ら
れ
て
、
延
暦
十
二
年
目
七
九
三
）
正
月
か
ら
は
同
じ
山
背
国
内
に
平
安
京
の
造
営
が
始
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
翌
十
三
年
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（
七
九
四
）
十
月
に
は
遷
都
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
藤
原
乙
叡
は
こ
の
頃
か
ら
山
城
国
司
及
び
京
職
の
官
に
何
度
も
補
任
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
彼
は
延
暦
十
二
年
五
月
に
左
京
大
夫
と
な
り
、
同
十
三
年
十
月
二
十
七
日
、
即
ち
遷
都
決
行
の
五
臼
後
に
参
議
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
同
十
四
年
に
主
馬
頭
に
任
じ
ら
れ
た
時
に
は
、
彼
は
左
京
大
夫
に
加
え
て
山
城
守
を
も
兼
任
し
て
い
た
。
さ
ら
に
同
十
六
年
（
七
九
七
）
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

月
に
も
左
京
大
夫
と
見
え
、
同
二
十
年
（
八
〇
一
）
八
月
に
は
山
城
守
に
再
任
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
三
月
の
桓
武
天
皇
崩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

御
の
折
に
は
自
作
司
に
任
じ
ら
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
平
安
京
造
営
が
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
ま
で
続
行
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
そ
の
造
営
の
最
中
に
こ
の
よ
う
な
都
に
関
係
す
る
職
を
一
身
に
兼
ね
、
遷
都
と
ほ
ぼ
陶
時
に
参
議
に
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
彼
が
平
安
京
の
造
営
に
何
ら
か
の
形
で
貢
献
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
三
人
目
は
延
暦
十
九
年
（
八
○
○
）
五
月
に
主
馬
頭
に
任
命
さ
れ
た
藤
原
仲
成
で
あ
る
が
、
彼
も
主
馬
頭
と
山
城
守
と
を
兼
任
し
て
お
り
、
桓

武
天
皇
崩
御
の
折
に
は
藤
原
乙
叡
と
と
も
に
愚
作
司
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
同
四
年
（
入
〇
九
）
十
一
月
に
は
平
城
宮
を
造
営
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
造
詣
岡
宮
使
と
し
て
有
名
な
藤
原
種
継
の
息
子
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
彼
と
造
営
事
業
と
の
根
強
い
関
係

を
示
し
て
い
る
よ
う
で
興
味
を
そ
そ
る
。

　
平
安
京
の
造
営
中
に
藤
原
乙
叡
や
同
床
成
の
よ
う
な
造
営
事
業
と
関
係
す
る
人
物
が
主
馬
頭
に
任
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
馬
寮

が
平
安
京
造
営
に
お
い
て
も
そ
の
事
業
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
る
事
例
と
な
ろ
う
。
以
上
に
よ
り
、
左
右
馬
寮
を
統
合
し
て

設
置
さ
れ
た
主
馬
寮
は
造
営
事
業
と
深
く
関
係
す
る
官
司
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
主
馬
寮
が
設
置
さ
れ
た
時
に
は
既
に

千
厩
寮
が
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
当
時
の
内
鼠
寮
は
軍
事
を
主
た
る
職
掌
と
す
る
官
司
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
左
右
馬
寮
の
軍
事
面
で
の

貢
献
度
は
相
対
的
に
低
下
し
、
逆
に
平
城
京
造
営
開
始
の
頃
か
ら
拡
大
し
て
い
た
造
営
事
業
関
係
の
活
動
が
浮
上
し
て
、
よ
り
重
要
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
光
仁
朝
の
冗
官
整
理
の
方
針
の
下
で
、
左
右
馬
寮
は
、
そ
の
造
営
関
係
の
職
掌
に
重
点
を
置

き
つ
つ
主
馬
寮
へ
と
統
合
さ
れ
て
、
軍
事
目
的
の
内
参
寮
と
は
職
分
を
分
け
て
並
立
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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五
　
延
喜
式
制
に
つ
な
が
る
左
右
馬
寮
の
形
成

古代国家における馬の利用と牧の変遷（吉川）

　
大
同
三
年
（
八
○
八
）
正
月
に
、
内
厩
寮
・
主
馬
寮
・
兵
馬
司
を
合
併
し
て
左
右
馬
寮
が
再
主
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
弘
仁
四
年
七
月
十
六
日
太

政
官
符
導
引
の
兵
部
省
解
に
よ
り
、
兵
馬
司
の
職
掌
の
大
部
分
は
兵
部
省
に
吸
収
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
合
併
に
至
る

ま
で
の
内
面
寮
と
主
馬
寮
の
動
向
を
考
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
職
掌
が
ど
の
よ
う
に
し
て
新
制
の
左
右
馬
寮
に
受
け
継
が
れ
た
の
か
、
そ
し
て

延
喜
式
に
見
ら
れ
る
軍
事
色
の
薄
い
左
右
馬
寮
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
。

　
新
制
の
左
右
馬
寮
設
置
の
直
接
の
原
因
は
、
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
十
二
月
の
平
安
京
造
営
の
中
止
で
あ
る
。
新
都
造
営
の
事
業
に
従
事

し
て
き
た
内
曇
寮
・
主
馬
寮
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
が
、
そ
の
際
こ
れ
ら
の
二
寮
は
ど
の
よ
う
な
変
容
を
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
ま
ず
内
腿
寮
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
設
置
当
初
か
ら
近
衛
府
と
深
く
関
係
す
る
官
司
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
渠
魁
寮
が
近
衛
府

に
関
与
す
る
こ
と
と
い
え
ば
、
馬
の
供
給
の
一
事
に
尽
き
よ
う
。
そ
し
て
、
長
岡
京
造
営
を
契
機
と
し
て
内
厩
寮
が
造
営
事
業
に
従
事
す
る
よ

う
に
な
っ
て
も
、
近
衛
府
が
馬
を
要
す
る
限
り
、
内
側
寮
と
近
衛
府
と
の
関
係
は
途
切
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
問
題
と
し
て
、
近

衛
府
へ
の
馬
の
供
給
と
造
営
事
業
用
の
役
馬
の
供
給
と
を
同
時
に
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
近
衛
府
が

求
め
た
の
は
騎
馬
が
中
心
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
良
馬
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
が
、
造
営
事
業
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
役
馬
は
騎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

馬
と
な
り
得
な
か
っ
た
劣
質
の
馬
で
も
十
分
役
に
立
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
在
来
馬
は
馬
格
が
小
さ
く
て
騎
馬
に
は
不
適
な
も
の
が
多
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

っ
た
ら
し
く
、
政
府
も
父
馬
を
諸
国
に
送
っ
た
り
し
て
良
馬
の
生
産
に
力
を
入
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
際
に
は
や
は
り
多
く
の
劣
質
の

馬
を
副
産
物
と
し
て
生
じ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
騎
馬
と
し
て
使
用
し
得
る
良
馬
と
、
そ
れ
以
外
の
馬
と
の
供
給
先
を
分
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
内
厩
寮
は
そ
の
両
方
か
ら
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
内
膳
寮
を
近
衛
府
と
関
係
さ
せ
て
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
近
衛
府
の
動
向
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
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な
ら
、
近
衛
府
の
性
格
は
延
暦
年
間
に
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
は
内
厩
寮
に
も
及
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
近
衛
府
の
変
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
つ
い
て
は
笹
山
疇
生
母
が
適
切
な
論
を
な
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
引
用
し
な
が
ら
内
厩
寮
の
変
質
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

笹
山
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
近
衛
府
は
延
暦
年
間
に
天
皇
近
侍
の
官
と
し
て
地
位
を
高
め
て
い
き
、
そ
の
傾
向
は
延
暦
十
年
以
後
特
に
顕
著
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
近
衛
府
の
動
向
は
、
中
衛
府
の
地
位
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
に
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

衛
府
は
左
右
近
衛
府
へ
と
再
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
成
立
期
の
左
右
近
衛
府
の
機
能
に
つ
い
て
、
氏
は
次
の
よ
う
な
三
つ
の
区
分
を

　
　
　
　
　
⑮

し
て
お
ら
れ
る
。

　
①
富
申
・
京
中
の
警
衛
・
巡
羅
・
政
治
的
事
件
に
対
す
る
軍
事
的
活
動
。

　
②
天
皇
身
辺
の
雑
事
へ
の
奉
仕
・
勅
使
な
ど
側
近
と
し
て
の
活
動
。

　
③
武
芸
・
楽
舞
な
ど
芸
能
の
面
に
お
け
る
活
動
。

そ
し
て
十
世
紀
以
後
は
②
③
が
発
展
し
、
①
は
次
第
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
十
世
紀
と
は
し
て
お
ら
れ
て
も
、
笹
山
氏
は
こ
の

傾
向
を
九
世
紀
以
後
の
中
央
の
政
治
機
構
の
縮
少
や
私
的
な
宮
廷
へ
の
転
化
に
伴
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
近
衛
府
の
変
質
も
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

世
紀
以
前
か
ら
の
も
の
と
し
て
お
ら
れ
る
と
解
釈
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
延
暦
三
年
以
後
、
内
早
雪
の
活
動
は
造
営
事
業
で
の
も
の
が
比
重
を
増
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
衛
府
と
つ
な
が
る
部
分
に
お
い
て
は
、

右
の
よ
う
な
近
衛
府
の
変
化
の
影
響
を
受
け
な
い
は
ず
が
な
い
。
延
暦
二
十
四
年
十
二
月
に
平
安
京
の
造
営
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
早

牛
寮
の
職
掌
で
は
近
衛
府
と
関
係
す
る
部
分
が
再
浮
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
の
近
衛
府
は
設
立
当
初
の
よ

う
な
軍
事
的
活
動
中
心
の
官
司
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
内
爆
殺
も
そ
れ
に
対
応
し
た
変
質
を
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
衛
府
が

非
軍
事
的
な
②
③
の
活
動
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
に
伴
い
、
内
厩
寮
も
儀
式
・
行
事
・
行
幸
な
ど
天
皇
近
辺
で
の
奉
仕
に
必
要
な
馬
の
供
給
を

職
務
の
中
心
と
す
る
官
司
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
三
男
寮
は
近
衛
府
と
連
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
活
動
内

容
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
平
安
京
造
営
停
止
以
後
も
そ
の
存
在
意
義
を
保
持
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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古代国家における馬の利用と牧の変遷（者川）

　
一
方
、
内
発
寮
の
軍
事
以
外
へ
の
職
掌
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
主
馬
寮
は
本
来
の
左
右
馬
寮
時
代
か
ら
有
し
て
い
た
活
動
分
野
を
奪
わ
れ
て
い

き
、
そ
の
職
掌
は
造
営
関
係
に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
平
安
京
造
営
の
停
止
に
よ
っ
て
、
主
馬
寮
は
そ
の
職
掌

の
ほ
と
ん
ど
を
央
う
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
馬
寮
は
左
右
馬
寮
の
後
身
で
あ
る
以
上
、
諸
国
か
ら
の
貢
上
馬
を
受

け
取
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
中
央
政
府
は
単
に
そ
れ
を
停
廃
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
政
府

は
主
馬
寮
を
内
厩
寮
に
吸
収
合
併
さ
せ
る
と
い
う
形
で
整
理
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
経
過
を
裏
付
け
る
根
拠
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
大
同
三
年
（
八
○
八
）
六
月
の
、
左
右
馬
寮
再
編
後
初
め
て
の
左
右
馬
頭
の
補
任
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

事
に
お
い
て
、
任
命
を
記
さ
れ
て
い
る
の
が
元
内
厩
頭
の
藤
原
清
主
（
左
馬
頭
）
と
坂
上
石
津
麻
呂
（
右
馬
頭
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
両
名
の
登
用
は
、
こ
の
合
併
の
時
に
核
と
な
っ
た
の
が
内
厩
寮
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
は
、
牧
か
ら

の
貢
上
馬
の
利
用
法
か
ら
見
た
根
拠
で
あ
る
。
牧
に
つ
い
て
の
詳
細
は
次
章
で
論
じ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
要
点
だ
け
を
示
す
こ
と
に
す

る
が
、
延
喜
式
制
で
は
諸
国
か
ら
中
央
へ
の
貢
上
馬
に
二
つ
の
系
統
の
も
の
が
あ
っ
た
。
↓
つ
は
内
厩
寮
所
管
牧
の
後
身
で
あ
る
御
牧
か
ら
の

貢
上
馬
で
、
も
う
一
つ
は
も
と
も
と
繋
属
の
左
右
馬
寮
が
受
け
取
っ
て
お
り
、
主
馬
寮
を
経
て
新
制
の
左
右
馬
寮
に
そ
の
務
め
が
引
き
継
が
れ

た
諸
国
語
学
飼
馬
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
内
書
寮
系
の
御
牧
貢
上
馬
は
直
接
中
央
で
特
定
の
官
司
や
官
人
な
ど
に
分
配
さ
れ
て
、
す
ぐ
に
使
用

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
主
馬
寮
系
の
諸
国
貢
繋
飼
養
は
至
上
後
、
皆
、
都
の
近
辺
に
設
置
さ
れ
て
い
た
近
都
牧
で
放

飼
さ
れ
、
必
要
が
生
じ
て
か
ら
改
め
て
貢
上
す
る
と
い
う
間
接
的
な
用
い
方
し
か
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
中
央
で
主
馬
寮

が
馬
の
活
用
場
所
を
失
っ
て
い
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
二
点
に
よ
り
、
新
制
の
左
右
馬
寮
は
内
肥
溜
を
中
心
に
再
編
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
再
編
の
際
に
馬
寮
が
左
右
に
言
置
さ
れ
た
の
は
、
大
同
三
年
正
月
二
十
五
日
詔
に
言
う
よ
う
に
令
制
に
依
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
前
年
に
編
成
さ
れ
た
左
右
近
衛
府
と
足
並
を
そ
ろ
え
、
か
つ
儀
式
な
ど
で
も
形
式
を
整
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
そ
の
理
由
は
、
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
十
月
を
初
見
と
し
て
、
左
の
馬
寮
・
衛
府
と
右
の
馬
寮
・
衛
府
と
を
対
抗
さ
せ
て
競
技
を
行
っ
た
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⑳

り
、
宴
を
催
さ
せ
た
り
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
生
ま
れ
た
新
制
の
左
右
馬
寮
は
、
名
称
は
同
じ
で
も
八
世
紀
の
令
制
本
来
の
左
右
馬
寮
と
は
異
な
る
、
内
廷
に
密
着
し

た
官
司
で
あ
っ
た
。
そ
の
頭
や
助
と
な
っ
た
人
物
の
特
徴
を
調
べ
る
と
、
多
く
の
者
が
侍
従
・
内
舎
人
・
春
宮
坊
官
人
・
近
衛
府
官
人
を
経
た

り
、
天
皇
の
血
縁
港
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
側
近
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
方
、
そ
れ
以
外
の
共
通
し
た
特
徴
は
見
出
せ
な
く

な
る
。
こ
れ
は
、
近
衛
府
と
関
係
の
深
い
内
議
寮
を
主
体
と
し
て
編
成
さ
れ
た
新
制
の
左
右
馬
寮
が
、
近
衛
府
と
下
様
に
内
廷
に
密
着
し
た
官

司
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
に
新
撰
の
左
右
馬
寮
の
活
動
を
六
国
史
で
調
べ
る
と
、
そ
れ
ら
は
笹
山
氏
に
よ
る
左
右

近
衛
府
の
三
種
の
職
掌
区
分
、
即
ち
①
軍
事
的
活
動
、
②
天
皇
近
侍
官
と
し
て
の
活
動
、
③
芸
能
面
に
お
け
る
活
動
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

わ
か
る
。
①
に
対
応
す
る
の
は
、
華
中
の
警
衛
や
、
衛
府
の
夜
行
の
騎
馬
の
提
供
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
天
皇
崩
御
な
ど
の
非
常
時
に
は
馬
寮

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
監
護
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
左
右
馬
寮
が
多
く
の
馬
を
保
有
し
て
お
り
、
そ
の
軍
事
的
威
力
が
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
②
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
い
て
は
使
節
に
馬
を
提
供
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
六
国
史
の
文
面
に
は
現
れ
な
い
が
、
延
喜
式
に
は
行
幸
の
際
の
奉
仕
が
規
定

さ
れ
て
い
も
桓
武
朝
以
後
記
録
の
増
え
る
行
幸
で
の
奉
仕
は
・
新
制
の
左
鳶
寮
の
職
掌
の
中
で
も
轟
性
を
増
し
て
い
・
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
③
に
つ
い
て
は
端
午
之
節
な
ど
馬
を
用
い
る
儀
式
で
の
奉
仕
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
端
午
之
節
の
競
馬
で
は
左
右
に
分
か
れ
て
競
い
、
負
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
方
の
馬
寮
と
衛
府
が
輸
物
を
献
ず
る
な
ど
の
芸
能
的
・
遊
戯
的
な
面
も
出
て
来
る
。
③
に
つ
い
て
の
活
動
も
時
代
と
と
も
に
記
録
が
増
え
て

い
く
。
記
録
の
無
い
こ
と
が
必
ず
し
も
活
動
の
存
在
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
記
録
の
増
加
は
左
右
馬
寮
の
そ
の
分
野
で
の

活
動
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
②
③
の
機
能
が
左
右
近
衛
府
の
傾
向
と
一
致
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
新
制
の
左
右
馬
寮
が
左
右
近
衛
府
と
連
動
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。

　
延
喜
式
に
見
ら
れ
る
軍
事
色
の
薄
い
左
右
馬
寮
は
以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
章
に
お
い
て
、
八
～
九
世
紀
に

中
央
で
直
接
馬
を
扱
っ
て
い
た
馬
政
担
当
官
司
の
変
遷
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
説
明
し
得
た
も
の
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
変
化
は
そ

こ
に
馬
を
供
給
し
て
い
た
諸
国
の
牧
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
次
章
で
は
以
上
の
中
央
官
司
の
変
遷
と
関
係
さ
せ
な
が
ら
、
令
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制
か
ら
延
喜
式
制
に
至
る
ま
で
の
牧
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

古代国家における馬の利用と牧の変遷（春川）

①
　
職
員
令
兵
馬
司
条
・
左
馬
寮
条
。

　
本
稿
で
用
い
る
令
文
は
、
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
・
令
集
解
』
に
よ
っ
た
。
た
だ

　
し
、
軍
防
令
に
関
し
て
は
『
同
・
令
義
解
』
に
よ
っ
た
。

②
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
元
年
二
月
甲
子
条
。

③
　
『
虚
日
本
紀
隠
宝
亀
十
年
九
月
庚
霊
寺
を
最
後
に
左
右
馬
寮
の
記
録
が
途
絶
え
、

　
岡
書
の
天
応
元
年
五
月
乙
丑
条
に
主
馬
寮
の
初
見
記
事
が
あ
る
。

④
　
『
類
聚
三
代
絡
』
単
寧
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
ヤ

　
前
述
の
『
狩
野
本
類
聚
三
代
格
』
で
は
「
大
同
三
正
環
堵
詔
」
と
記
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
が
、
こ
の
引
用
部
分
で
は
「
大
同
三
年
正
日
廿
日
　
詔
書
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑤
　
た
と
え
ば
義
解
説
は
、
公
私
馬
牛
に
つ
い
て
「
其
征
行
大
事
。
公
私
受
給
。
為
ご

　
其
差
発
哺
是
故
兼
知
。
」
と
す
る
。

⑥
　
兵
馬
正
に
就
い
た
人
の
宮
歴
（
〈
〉
は
兵
馬
正
に
補
任
さ
れ
た
年
月
）
。

　
○
路
野
上
く
天
平
宝
字
四
・
正
V
斎
宮
寮
長
官
・
大
監
物
。

　
○
田
口
大
戸
〈
天
平
宝
字
七
・
正
〉
日
向
守
・
上
野
介
。

　
○
聖
典
養
く
天
平
宝
字
八
・
正
V
。

　
○
紀
門
守
く
宝
亀
五
・
三
V
三
河
昌
・
図
書
助
・
勅
音
大
丞
・
鋳
銭
次
官
・
肥
前
守
。

　
○
佐
伯
諸
成
〈
延
暦
十
・
正
〉
園
池
正
。

⑦
山
口
英
男
前
掲
論
文
。

⑧
　
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
正
月
甲
子
朔
条
。

⑨
　
令
制
の
左
右
馬
寮
・
内
鷹
寮
・
主
馬
寮
・
新
制
の
左
右
馬
寮
の
官
人
に
つ
い
て

　
は
表
王
参
照
。

⑩
坂
本
太
郎
「
馬
寮
監
」
（
『
聖
日
本
紀
研
究
』
一
一
七
、
一
九
五
四
）
。

⑪
『
続
日
本
紀
国
和
銅
四
年
十
二
月
壬
寅
条
。

⑫
　
『
続
曝
本
紀
』
和
銅
四
年
九
月
玉
子
条
の
勅
文
中
に
「
諸
国
輝
輝
。
労
二
論
調
都
［

　
奔
亡
猶
多
。
錐
レ
禁
不
レ
止
。
今
宮
垣
未
レ
成
。
防
守
不
レ
備
。
」
と
あ
る
。

⑭
　
天
平
勝
宝
七
歳
十
二
月
二
十
八
日
孝
謙
天
皇
東
大
寺
賞
罰
難
解
（
『
東
大
寺
文

　
書
隔
巻
町
－
四
　
二
頁
、
『
大
日
本
古
文
磐
隔
巻
四
－
八
四
頁
）
。
天
平
勝
宝
八
歳

　
六
月
十
一
一
日
孝
謙
天
皇
東
大
寺
幕
無
田
園
施
回
勅
（
『
大
日
本
古
文
書
』
巻
四
一
一

　
一
九
頁
）
等
。

⑭
天
平
宝
字
二
年
七
月
六
感
造
東
大
寺
司
解
案
（
『
大
日
本
古
文
書
』
飯
笥
三
－
三

　
七
九
頁
）
。
『
東
大
寺
要
録
』
巻
五
別
当
章
等
。

　
馬
寮
監
と
左
右
馬
監
に
つ
い
て
、
坂
本
氏
は
寮
字
の
有
無
は
省
字
で
あ
り
、
左
右

　
の
有
無
も
一
人
で
左
右
を
兼
ね
る
も
の
と
す
れ
ば
実
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
と
説

　
明
し
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
氏
は
本
章
註
⑬
の
史
料
の
「
右
馬
監
」
に
は
触
れ

　
て
お
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
左
右
に
心
置
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

⑯
　
『
続
日
本
紀
隔
天
平
三
年
十
一
月
丁
未
条
。

⑯
　
　
『
続
日
本
紀
臨
天
平
二
年
九
月
戊
同
条
。

⑰
『
公
卿
補
任
』
天
平
八
年
条
。

⑱
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
七
月
庚
正
条
で
は
橘
奈
良
麻
呂
が
謀
反
に
失
敗

　
し
て
捕
え
ら
れ
、
尋
問
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
彼
が
、
東
大

　
寺
造
営
に
よ
り
人
民
を
苦
し
め
る
こ
と
を
無
道
で
あ
る
と
言
っ
た
の
に
対
し
、
尋

　
間
者
は
「
造
寺
元
起
レ
自
二
汝
父
時
喝
空
胴
二
人
分
”
其
言
不
レ
似
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

⑲
　
例
え
ば
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
一
年
四
月
乙
亥
条
で
は
駄
馬
に
負
わ
せ
る
荷
の

　
重
量
制
限
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
延
喜
主
税
紙
上
諸
国
運
漕
蕃
境
で
は
駄
馬

　
を
利
用
す
る
際
の
使
用
料
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
中
央
政
府

　
に
よ
っ
て
公
的
に
駄
馬
使
用
の
統
欄
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

　
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
時
代
は
や
や
下
る
が
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
寛
平
六

　
年
（
八
九
四
）
七
月
十
六
日
太
政
官
符
所
引
上
総
越
後
等
国
解
の
引
用
す
る
諸
郡

　
調
綱
郡
司
井
雑
掌
綱
二
等
解
に
は
「
進
二
上
調
物
叩
以
レ
駄
為
レ
本
。
」
と
記
さ
れ
て

　
お
り
、
現
実
に
駄
馬
が
物
資
の
運
搬
に
お
い
て
重
要
な
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
が
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わ
か
る
。
ま
た
、
文
献
史
料
以
外
の
例
を
挙
げ
る
と
、
下
総
国
東
葛
飾
融
手
賀
村

　
（
現
在
の
千
葉
県
沼
南
町
）
や
武
蔵
国
比
企
郡
大
岡
村
（
同
、
埼
玉
県
東
松
山
市
）

　
で
発
見
さ
れ
た
埴
輪
土
馬
は
、
片
手
綱
で
鞍
が
無
く
、
駄
馬
を
表
現
し
た
も
の
で

　
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
『
棄
京
人
類
学
会
雑
誌
』
差
入
－
二
百
七
、
一
九
〇

　
三
）
。
同
様
式
の
も
の
は
、
奈
良
県
天
理
市
の
荒
蒔
古
墳
か
ら
も
出
土
し
て
い
る

　
（
『
大
和
を
掘
る
i
一
九
八
八
年
度
発
掘
調
査
速
報
i
一
』
奈
良
県
立
橿
原
考
古

　
学
研
究
所
附
属
博
物
館
、
一
九
八
九
）
。

⑳
本
章
註
⑭
参
照
。

⑳
　
　
『
続
臼
本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
六
月
潮
目
条
。

＠
　
　
『
万
葉
集
』
三
九
〇
七
・
三
九
〇
八
。

⑳
　
『
続
日
本
紀
鋤
天
平
十
一
一
年
十
二
月
丁
卯
条
。

⑳
　
亀
田
隆
之
「
内
厩
寮
」
（
同
『
日
本
古
代
制
度
史
論
隠
｝
九
八
○
）
。

⑮
　
表
－
参
照
。

　
○
道
嶋
嶋
足
（
『
続
日
本
紀
』
よ
り
）
。

　
　
天
平
神
護
元
年
二
月
丙
寅
　
近
衛
員
外
中
将
補
任
。

　
　
宝
亀
元
年
八
月
已
亥
近
衛
中
将
。

　
　
　
　
九
年
二
月
辛
巳
　
近
衛
中
将
。

　
○
紀
船
守
（
『
続
日
本
紀
』
よ
り
）
。

　
　
神
護
景
雲
三
年
三
月
戊
寅
　
近
衛
将
監
。

　
　
宝
亀
元
年
八
月
丁
巳
　
近
衛
少
将
（
将
監
の
誤
り
か
）
。

　
　
　
　
二
年
閏
三
月
戊
子
　
近
衛
将
監
。

　
　
　
　
六
年
九
月
戊
午
　
近
衛
員
外
少
将
補
任
。

　
　
九
年
二
月
庚
子

天
応
元
年
五
月
乙
丑

延
暦
二
年
二
月
壬
申

　
　
四
年
正
月
辛
亥

延
贋
十
一
年
四
月
二
臼

近
衛
少
将
補
任
。

近
衛
員
外
中
将
補
任
。

近
衛
中
将
補
任
。

近
衛
大
将
補
任
。

　
近
衛
大
将
の
ま
ま
嘉
じ
て
い
る
（
こ
の
記
臨
の
み
『
公

　
　
卿
補
任
』
）
。

　
ま
た
『
東
日
本
紀
』
天
平
宝
字
入
年
歯
月
乙
巳
条
で
は
、
既
に
、
二
入
と
も
近
衛

　
府
の
前
身
で
あ
る
授
刀
衛
の
官
人
と
し
て
姿
を
見
せ
て
い
る
。

⑳
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
九
月
単
車
条
。

⑳
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
弘
仁
三
年
十
二
月
八
日
太
政
官
符
所
引
の
神
護
景
雲

　
二
年
（
七
六
八
）
正
月
二
十
八
日
格
に
、
信
濃
国
立
主
当
が
内
厩
寮
に
解
を
出
し

　
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

⑯
　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
五
月
丙
戌
条
で
遷
都
の
た
め
に
土
地
の
下
見
を
さ
せ

　
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
同
年
六
月
己
酉
条
に
は
造
長
岡
素
量
の
任
命
と
着
工
、
同
年

　
十
一
月
戊
申
条
に
遷
都
の
実
施
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑳
『
公
卿
補
任
』
天
応
元
年
条
。

⑳
　
『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
七
月
丁
皇
土
。
『
公
卿
補
任
』
同
年
条
に
内
蔵
頭
と
あ

　
る
の
は
誤
り
だ
ろ
う
。

⑳
本
章
註
⑯
参
照
。

⑳
）
　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
二
年
六
月
斜
巳
酉
下
墨
。

㊥
　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
正
月
辛
亥
条
。

⑭
　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
十
二
月
己
巳
条
。

⑳
　
　
『
続
日
本
紀
』
延
麿
五
年
二
月
丁
丑
条
。

⑳
　
○
天
平
十
五
年
東
大
寺
造
営
に
加
わ
る
（
『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
十
月
乙
未

　
　
条
）
。

　
○
天
平
十
八
年
十
一
月
一
日
金
光
明
寺
造
物
所
告
朔
解
案
、
大
饗
徳
国
少
鍬
（
『
大

　
　
日
本
古
文
書
』
巻
九
一
三
〇
一
頁
。
本
項
に
お
け
る
以
下
の
記
寧
は
同
書
に
よ

　
　
る
）
。

　
○
天
平
十
九
年
七
月
二
十
七
日
造
東
大
寺
首
鼠
案
、
大
倭
少
嫁
東
大
寺
次
官
（
巻

　
　
十
一
三
七
六
頁
）
。

　
○
天
平
勝
宝
元
年
九
月
九
日
造
東
大
寺
司
宰
、
（
造
東
大
寺
司
）
次
官
兼
大
倭
介

　
　
（
都
賀
i
三
二
〇
頁
）
等
。
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古代馬脚における馬の利用と牧の変遷（吉川）

　
　
大
日
本
古
文
霞
に
署
名
多
い
。

⑳
　
　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
四
月
癸
巳
朔
条
。

⑱
本
節
註
⑲
。

㊥
　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
八
月
筆
遣
条
。

　
ち
な
み
に
こ
の
時
は
坂
上
田
村
麻
呂
と
と
も
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
田
村

　
麻
呂
は
造
西
寺
長
官
を
兼
ね
て
お
り
（
『
公
卿
補
任
』
延
暦
二
十
三
年
条
で
は
造
西

　
大
寺
長
官
に
補
任
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
）
、
延
暦
二
十
一
年
正
月
丙
寅
に
は
陸
奥

　
財
嚢
沢
城
造
営
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
『
日
本
紀
略
』
）
。
ま
た
、
彼
は
内
匠

　
助
・
木
工
頭
も
経
験
し
て
い
る
（
『
公
卿
補
任
』
延
暦
二
十
四
年
置
）
。
つ
ま
り
、

　
二
人
と
も
造
営
野
業
に
お
け
る
経
験
を
見
込
ん
で
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑩
　
『
照
日
本
紀
』
延
暦
九
年
六
月
辛
酉
条
で
も
玉
体
頭
と
あ
る
。

⑪
　
『
続
日
本
紀
』
和
銅
元
年
二
月
戊
重
質
・
同
三
年
三
月
辛
酉
条
。

⑫
　
『
日
本
紀
略
隔
延
暦
十
二
年
正
月
甲
午
条
・
同
十
三
年
十
月
辛
酉
条
。

⑬
清
水
み
き
「
長
岡
京
造
営
論
一
二
つ
の
活
期
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
ヒ
ス
ト

　
リ
ァ
脳
一
一
〇
、
一
九
八
六
）

⑭
　
『
公
卿
補
任
』
延
暦
二
十
一
年
条
。

⑯
同
右
。

⑯
　
　
『
公
卿
補
任
』
延
暦
二
十
二
年
条
。

⑰
　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
十
二
月
壬
寅
条
。

⑯
　
『
日
本
後
紀
隔
延
麟
二
十
三
年
匹
月
日
子
牛
。

⑲
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
十
月
丁
未
醤
。

⑳
　
『
日
本
後
紀
脳
弘
仁
元
年
九
月
癸
卯
条
。

　
こ
の
時
も
坂
上
田
村
麻
呂
が
共
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
本
章
註
⑳
参
照
。

＠
　
『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
五
月
聖
餐
条
。

㊥
　
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
八
月
丙
午
条
。

＠
　
『
続
日
本
紀
』
神
護
寡
聞
二
年
七
月
戊
子
条
。

⑭
　
　
『
続
日
本
紀
』
．
宝
亀
九
年
三
月
丙
辰
条
。

＠＠＠＠＆＠＠＠

『
続
目
本
紀
』
延
腰
元
年
閏
正
月
壬
寅
条
。

『
続
日
本
紀
』
延
暦
五
年
五
月
庚
子
条
、
面
住
頭
。

『
続
日
本
紀
』
延
麿
七
年
山
ハ
門
月
壬
宙
ハ
条
。

『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
四
月
日
月
条
。

『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
正
月
辛
亥
条
。

『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
五
月
癸
未
条
。

『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
十
二
月
己
巳
条
。

『
公
卿
補
任
』
延
暦
十
四
・
十
五
年
条
に
は
主
馬
首
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
主

　
馬
首
は
従
六
位
下
相
当
の
官
で
あ
り
、
当
時
従
四
位
下
で
参
議
・
左
京
大
夫
・
山

　
城
守
を
兼
任
し
て
い
た
乙
叡
の
官
職
と
し
て
は
不
根
応
で
あ
る
。
一
方
、
主
馬
頭

　
で
は
伊
勢
老
人
が
従
四
位
上
で
補
任
さ
れ
、
そ
の
他
の
官
人
も
従
五
位
下
以
上
の

　
者
ば
か
り
な
の
で
、
三
態
の
補
任
に
不
自
然
は
無
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
記
購
は
主

　
馬
頭
の
誤
り
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。

㊥
　
　
『
公
卿
補
任
』
延
暦
十
三
年
条
。

⑧
　
　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
一
十
六
年
一
二
n
月
丁
酉
条
。

⑮
　
　
『
公
卿
補
任
隠
延
贋
二
十
年
条
。

⑭
　
『
日
塞
後
紀
隔
大
同
元
年
三
月
壬
午
条
。

⑰
　
　
『
公
卿
補
任
』
大
同
四
年
条
。

⑯
　
本
節
註
⑧
参
照
。

⑳
　
『
目
本
紀
略
隠
大
同
四
年
十
｛
月
旦
寅
条
。

⑳
　
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
月
戊
申
条
。

＠
　
厩
牧
令
駅
伝
馬
条
に
は
、
乗
用
に
堪
え
な
く
な
っ
た
駅
伝
馬
を
売
っ
て
新
馬
を

　
購
入
す
る
費
用
に
あ
て
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
大
監
本
古
文
書
』

　
所
収
の
諸
国
の
～
些
祝
曜
限
に
は
、
そ
の
実
例
が
誕
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
天
平
十

　
年
周
防
国
正
税
帳
に
は
伝
馬
甲
皮
を
張
別
｝
○
束
で
、
不
用
馬
を
県
別
五
〇
束
で

　
売
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
巻
ニ
ー
一
四
二
頁
）
。
こ
の
値
か
ら
見
て
、
不

　
用
馬
に
は
屠
殺
し
て
革
を
得
る
以
外
の
用
途
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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乗
用
に
堪
え
な
い
馬
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
駄
馬
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
駄
馬
の
資
質
と
い
う
も
の
は
、
騎
馬
ほ
ど
厳
選
さ
れ
た
も
の
で

　
な
く
て
も
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
不
用
馬
に
つ
い
て
は
、
鈴

　
木
健
夫
「
奈
良
時
代
の
『
不
用
馬
』
に
つ
い
て
」
（
『
月
刊
歴
史
』
十
、
一
九
六
九
）

　
等
を
参
考
と
し
た
。

＠
　
瓢
人
平
六
年
尾
張
団
四
正
税
帳
（
『
大
日
本
古
文
鍛
］
』
巻
一
－
六
一
一
百
ハ
）
に
は
、
上

　
野
国
に
下
す
父
馬
一
〇
疋
が
通
過
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

　
も
わ
か
る
よ
う
に
、
馬
の
品
種
改
良
は
武
家
行
政
レ
ベ
ル
の
問
題
だ
っ
た
の
で
あ

　
る
。
な
お
、
馬
絡
に
つ
い
て
は
、
林
田
重
幸
「
本
邦
家
畜
の
起
源
と
系
統
－
特

　
に
馬
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
日
本
民
族
と
南
方
文
化
』
金
麗
丈
夫
博
士
古
稀
記

　
念
委
員
会
編
、
一
九
六
八
）
等
を
参
考
と
し
た
。

⑬
　
笹
山
晴
生
「
平
安
前
期
の
左
右
近
衛
府
に
関
す
る
考
察
」
（
同
『
日
本
古
代
衛
府

　
制
度
の
研
究
』
一
九
八
五
）
。

＠
　
『
日
本
紀
略
』
大
同
二
年
四
月
己
卯
条
。

⑯
　
前
掲
論
文
の
第
一
章
三
節
を
私
な
り
に
要
約
し
た
。

⑳
　
前
掲
論
文
の
第
一
章
一
節
で
は
、
中
衛
府
と
近
衛
府
と
を
比
較
し
て
「
中
衛
府

　
の
特
権
的
地
位
が
失
わ
れ
て
い
く
の
に
反
し
て
、
近
衛
府
は
天
皇
近
侍
の
官
と
し

　
て
の
地
位
を
し
だ
い
に
高
め
て
」
い
き
「
延
暦
十
年
以
降
、
こ
の
傾
向
は
こ
と
に

　
顕
著
で
あ
っ
」
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
衛
府
の
職
掌
の
拡
大
は
、
こ

　
の
頃
か
ら
徐
々
に
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
　
連
の
傾
向
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
、
そ

　
の
本
来
的
な
軍
楽
的
職
掌
が
衰
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑰
　
　
『
日
太
一
後
紀
』
大
同
　
二
年
六
呂
月
庚
由
－
条
（
衷
－
参
照
）
。

⑱
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
五
年
十
月
甲
子
条
。

⑲
　
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
元
年
三
月
癸
丑
条
。

　
『
日
本
一
一
一
代
実
録
』
貞
観
十
三
年
三
月
観
月
条
。

⑳
　
『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
三
年
三
月
己
亥
条
。

⑨
　
　
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
四
年
十
二
月
五
日
甲
申
条
。

㊥
　
延
曹
左
右
馬
寮
式
巡
幸
条
。

㊥
　
　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
四
月
甲
箇
条
。

⑭
　
　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
十
月
壬
辰
条
。
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二
章
　
八
～
九
世
紀
の
牧
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て

嗣
　
令
制
官
牧
で
生
産
さ
れ
た
官
馬
の
用
途

　
第
一
章
で
は
、
馬
政
に
直
接
関
係
し
て
い
た
中
央
官
司
の
廃
置
と
、
各
官
司
の
職
掌
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
ら
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
、
そ
れ
ら
の
官
司
に
貢
進
さ
れ
て
い
た
馬
が
ど
の
よ
う
な
用
途
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
中
央
に
お
け
る
官
馬
需
要
の
在
り
方
の
変
化
は
、
そ
れ
を
供
給
し
て
い
た
牧
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
各

時
代
に
お
け
る
官
馬
需
要
の
在
り
方
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
、
八
世
紀
の
令
規
定
下
の
牧
存
在
の
意
義
と
、
そ
れ
ら
の
官
牧
が
延
喜
式
制
に
見
ら
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れ
る
形
態
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
理
由
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

　
本
節
で
は
、
ま
ず
令
規
定
下
の
官
牧
存
在
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
予
め
令
に
よ
る
緩
急
の
規
定
に
つ

い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
令
規
定
で
は
官
牧
に
つ
い
て
の
種
類
分
け
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
謎
掛
は
全
国
均
質
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
る
。
そ
し
て
牧
馬
で
乗
用
に
堪
え
る
も
の
は
皆
軍
団
に
付
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
中
央
へ
の
貢
上
規
定
は
無
く
、
た
だ
馬
帳
を
送
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
と
だ
け
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
山
口
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
馬
の
貢
上
は
行
わ
れ
て
い
た
し
、
そ
れ
が
官
牧

か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
仕
方
は
、
現
実
に
は
貢
上
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
島
牧
を
経
営
す
る
主
目
的
で
は
な
く
、
軍
団
へ
の
兵
馬
供
給
こ
そ
が
そ
の
主
目
的
で
あ
っ
た
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
軍
団
へ
の
兵
馬
供
給
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
受
任
の
規
定
に
即
し
て
、
そ
れ
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
厩
牧
令
牧
馬
応
堪
条
で
は
、
軍
団
へ
の
弓
馬
供
給
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
　
凡
牧
馬
鷹
レ
堪
二
乗
用
一
者
。
皆
付
二
軍
團
喝
於
二
當
團
兵
士
内
噸
簡
二
海
樽
堪
レ
南
牧
一
充
。
冤
塩
竃
上
番
。
及
雑
駈
使
閃

従
来
は
、
官
署
か
ら
軍
団
へ
の
兵
馬
供
給
と
い
え
ば
専
ら
こ
の
条
が
注
目
さ
れ
、
兵
馬
－
乗
用
に
堪
え
る
馬
－
騎
馬
と
い
う
観
点
の
み
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

論
が
多
く
為
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
よ
う
な
姿
勢
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
軍
団
に
お
け
る
兵
馬
の
内
容
は
騎
馬
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
は
る
か
に
多
く
の
駄
馬
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
嘉
慶
は
そ
れ
ら
の
駄
馬
の
供
給
を
も
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
駄
馬
を
も
兵
馬
と
称
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
橋
本
裕
琉
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
令
集
解
中
に
そ
の
例
が

　
　
　
④

見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
騎
馬
・
駄
馬
の
数
的
構
成
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
騎
馬
に
つ
い
て
は
古
写
令
隊
伍
条
に
「
便
二

弓
二
一
者
。
為
二
騎
兵
隊
鴨
絵
爲
二
歩
療
養
一
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
軍
団
兵
士
を
出
す
母
体
は
馬
を
有
す
る
こ
と
は
ま
ず
無
理
な
一
般
農
民

で
あ
る
か
ら
、
弓
馬
に
優
れ
た
者
が
そ
ん
な
に
多
く
い
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
駄
馬
に
つ
い
て
は
同
慶
兵
士
為
火
条
に
次
の
よ

う
な
規
定
が
為
さ
れ
て
い
る
。

　
　
凡
兵
士
。
十
人
爲
二
一
火
一
℃
愛
別
充
二
六
駄
馬
豊
楽
令
二
肥
畳
叩
蟹
行
日
。
適
評
將
充
7
駄
。
若
有
二
死
失
閃
伽
即
立
替
。
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こ
こ
で
は
一
火
睦
兵
士
一
〇
人
ご
と
に
駄
馬
六
疋
を
充
て
て
飼
養
さ
せ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
現
実
に
は
必
ず
し
も
六
疋
を
満
た
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
相
当
多
く
の
駄
馬
が
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
以
上
に
よ
り
、
軍
団
に
は
騎
馬
よ
り
も

は
る
か
に
多
く
の
駄
馬
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
駄
馬
も
や
は
り
官
牧
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
令
文
に
は
軍
団
駄
馬
の
供
給
に
つ
い
て
直
接
明
示
す
る
規
定
は
無
い
。
し
か
し
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
り
、
私
は
軍
団

駄
馬
が
官
事
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
す
る
。
ま
ず
第
一
は
、
官
能
か
ら
の
供
給
以
外
に
そ
の
入
手
法
が
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
理

由
か
ら
で
あ
る
。
官
倉
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
民
間
か
ら
公
費
で
購
入
し
て
軍
団
兵
士
に
支
給
し
た
か
、
軍
団
兵
士
の
自

弁
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
両
方
と
も
首
肯
し
難
い
。
前
者
の
場
合
、
多
数
の
駄
馬
を
支
給
す
る
に
は
か
な
り
の
出
費

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
痕
跡
は
い
ず
れ
の
史
料
に
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
後
者
の
よ
う
な
軍
団
兵
士
の
自
弁
で
あ
っ
た

と
す
る
考
え
方
も
、
軍
団
兵
士
が
一
般
農
民
を
母
体
と
し
て
い
た
た
め
に
馬
を
購
入
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
だ
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
成
立
し
難
い
。
こ
の
よ
う
に
官
牧
以
外
か
ら
の
入
手
が
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
や
は
り
駄
馬
は
官
牧
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
理
由
は
令
義
解
の
解
釈
に
よ
る
。
兵
士
為
二
条
の
駄
馬
の
入
手
に
つ
い
て
、
令
義
解
で
は
厩
牧
令
乗
馬
応
堪
条

を
根
拠
と
し
て
、
「
以
二
宮
馬
一
男
レ
駄
也
」
と
し
て
い
る
。
「
鷹
堪
乗
用
」
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
水
準
で
あ
り
、
駄
馬
に
は
ど
ん
な
馬
が
用

い
ら
れ
て
い
た
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
牧
園
応
仁
条
を
も
っ
て
直
ち
に
軍
団
駄
馬
が
官
牧
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
根

拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
軍
団
停
廃
（
延
暦
十
一
年
・
七
九
二
）
か
ら
恩
顧
〇
年
が
経
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
令
義
解
の
作
者

が
こ
の
よ
う
に
軍
団
駄
馬
も
官
牧
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
無
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
二
点
よ
り
、
軍

団
駄
馬
は
官
牧
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
私
は
官
牧
が
騎
馬
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
駄
馬
を
軍
団
に
供
給
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
で
は
軍
団
駄
馬
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
掲
げ
た
兵
士
為
火
条
で

は
「
差
行
日
。
賄
二
寒
詣
ワ
駄
」
と
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
律
令
国
家
は
遠
征
の
た
め
だ
け
に
駄
馬
を
兵
事
に
支
給
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
以
下
、
か
な
り
の
想
像
を
含
む
が
、
私
な
り
に
軍
団
駄
馬
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
前
述
の

よ
う
に
兵
士
為
火
鉢
に
は
、
「
差
行
日
し
に
駄
馬
を
連
れ
て
い
く
こ
と
を
「
聴
」
す
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
敢
え
て
許
可
す
る
と
い
う
表
現

を
し
て
い
る
の
が
気
に
か
か
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
本
人
が
望
ま
な
け
れ
ば
連
れ
て
行
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
有
り
得
る
と
読
み
と
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
も
し
遠
征
の
た
め
だ
け
に
駄
馬
を
飼
養
さ
せ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
場
合
を
想
定
し
た
表
現
を
す
る
は
ず
が
無
か
ろ
う
。
ま

た
実
際
問
題
と
し
て
、
い
つ
起
こ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
遠
征
の
た
め
だ
け
に
大
量
の
官
馬
を
駄
馬
と
し
て
支
給
し
て
お
く
の
で
は
、
国
家
に
と

っ
て
無
駄
が
多
す
ぎ
よ
う
。
思
う
に
、
こ
れ
ら
の
駄
馬
は
平
時
に
お
い
て
は
何
ら
か
の
公
的
な
用
途
に
活
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
前
章
で
は
造
畢
な
ど
に
多
く
の
馬
が
投
入
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
地
方
に
お
い
て
も
土
木
工
事
や
物
資
運
搬
な
ど
に
馬
が
利
用
さ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
場
合
、
民
間
か
ら
大
量
の
私
馬
を
微
香
で
き
た
と
は
考
え
に
く
く
、
や
は
り
官
馬
を
利
用

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
官
馬
と
は
い
っ
て
も
調
習
を
う
け
て
い
な
い
馬
で
は
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
。
厩
牧
令
牧
毎
牧
条
に
は
牧

ご
と
に
長
一
人
・
帳
一
人
と
、
馬
牛
一
〇
〇
か
ら
成
る
群
ご
と
に
牧
子
二
人
を
置
く
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
少
な
い
人
数
構
成
か
ら

し
て
、
当
時
の
官
牧
で
の
飼
養
方
法
は
牧
地
で
の
放
牧
で
あ
り
、
し
か
も
馬
の
調
習
に
ま
で
は
手
が
回
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
ま
り
、
牧
で
生
産
さ
れ
、
飼
養
さ
れ
て
い
た
馬
は
人
の
保
護
は
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、
調
習
は
受
け
て
い
な
い
半
野
生
馬
で
あ
り
、
そ
の

ま
ま
で
は
役
馬
と
し
て
も
使
用
不
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
点
、
軍
団
早
馬
は
そ
れ
を
飼
養
す
る
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

士
が
調
激
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
す
ぐ
に
利
用
で
き
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
数
的
に
も
か
な
り
の
差
発
が
可
能
で
あ

っ
．
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
軍
団
駄
馬
に
充
て
ら
れ
た
牧
馬
は
兵
馬
と
し
て
軍
団
に
供
給
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
存
在
意
義
は

土
木
工
事
や
そ
の
他
の
公
的
用
途
一
般
で
の
活
用
に
わ
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
兵
馬
と
し
て
の
用
途
以
外
で
も
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

用
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
軍
団
廃
止
後
も
官
牧
の
存
在
意
義
は
存
続
し
た
の
で
あ
る
。
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二
　
御
牧
制
度
の
整
備
・
拡
大
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令
糊
の
官
牧
は
在
地
に
お
け
る
官
馬
の
供
給
を
第
一
義
と
し
て
経
営
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
中
央
へ
の
馬
の
嵩
上
を
も
行
っ
て
お
り
、
そ

の
貢
上
馬
が
左
右
馬
寮
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
平
神
護
元
年
二
月
に
内
径
寮
が
設
置
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
と
は
異
な
る
も
う
一
つ
の
貢
調
形
態
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
宝
亀
四
年
（
七
七
一
一
一
）
二
月
二
十
五
日
の
民
部
省
宛
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
太
政
官
符
案
に
よ
り
、
内
厩
寮
も
都
で
馬
を
飼
養
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
馬
の
供
給
源
は
左
右
馬
寮
の
も
の
と
は
異
な
っ

て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
内
学
寮
は
所
管
牧
を
有
し
て
お
り
、
都
で
飼
養
し
て
い
た
馬
は
そ
こ
か
ら
入
手
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
内
厩

寮
設
置
以
後
は
、
令
制
官
爵
か
ら
左
右
馬
寮
へ
の
も
の
と
、
内
厩
寮
所
管
牧
か
ら
内
心
寮
へ
の
も
の
と
の
二
系
統
の
貢
馬
綱
度
が
併
存
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
貢
馬
制
度
は
改
変
を
加
え
ら
れ
な
が
ら
延
喜
式
制
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、

本
節
で
は
ま
ず
、
内
厩
寮
所
管
牧
の
動
向
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
の
内
福
寮
所
管
牧
は
、
大
同
三
年
の
内
再
議
停
廃
後
は
左
右
馬
寮
所
管
牧
と
な
り
、
延
喜
式
に
規
定
さ
れ
る
御
牧
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
の
間
の
牧
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
山
口
氏
が
詳
し
く
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
過
程
を
簡
単
に
記
し
て
お
く
に
と
ど
め
、

そ
の
後
で
そ
の
変
化
の
理
由
を
検
討
す
る
。
御
牧
の
設
置
方
法
に
つ
い
て
は
既
に
山
口
属
が
論
じ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
多
く
が
既
存
の

公
的
牧
の
所
管
を
変
更
す
る
形
で
設
定
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
設
置
当
初
の
内
厩
寮
所
管
牧
の
牧
主
当
が
令
制
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

牧
の
牧
長
と
同
様
に
在
地
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
も
符
合
す
る
。
直
直
寮
所
管
牧
の
初
見
記
事
で
あ
る
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

二
十
八
日
格
に
は
、
信
濃
国
牧
主
当
で
あ
る
金
刺
舎
人
八
面
が
伊
那
郡
大
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
次
に
、
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
六
月
七
日
太
政
宮
符
に
よ
っ
て
、
当
時
既
に
信
濃
に
監
牧
が
存
在
し
て
お
り
、
原
則
的
に
は
中
央
か
ら
派
遣

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
監
牧
が
延
喜
式
に
記
さ
れ
る
牧
監
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
山
口
氏
が
証
明
し
て
お

　
　
⑫

ら
れ
る
。
ま
た
、
白
面
と
は
一
国
中
の
公
的
牧
が
御
牧
化
さ
れ
た
後
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
も
氏
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
お
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⑬り
、
そ
う
す
る
と
信
濃
で
は
延
暦
十
六
年
の
段
階
で
国
母
の
公
的
牧
が
す
べ
て
御
牧
（
内
開
寮
所
管
牧
）
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
）
成
立
の
弘
仁
主
税
式
に
は
、
既
に
甲
斐
・
信
濃
・
上
野
・
武
蔵
の
四
ケ
園
に
特
殊
な
貢
上
方
法
を
と
る
図
上
が
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
は
、
延
喜
式
制
に
お
い
て
御
牧
を
設
置
さ
れ
て
い
た
四
ケ
国
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
次
に
述
べ
る
二
面
設
置
の
経
過
か
ら
見
て
、
こ
の
時
点
で
一
国
中
の
御
畳
字
が
完
了
し
て
い
た
の
は
信
濃
だ
け
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
御
牧
の
延
喜
式
制
に
近
い
形
へ
の
急
速
な
整
備
が
見
ら
れ
る
の
は
天
長
年
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
初
め
信
濃
で
行
わ
れ
、
そ
の
後
上
野
・
甲
斐
・

武
蔵
へ
と
整
備
の
対
象
が
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
天
長
元
年
（
八
二
四
）
に
信
濃
の
監
牧
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
延
喜
式
制
に
近
い
形
に
整
え
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
同
三
年
（
八
二
六
）
二
月
に
は
上
野
に
、
翌
四
年
（
八
二
七
）
十
月
に
は
甲
斐
に
牧
監
の
設

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

置
が
確
認
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
時
ま
で
に
こ
の
三
ケ
国
で
は
一
国
斎
の
御
二
化
が
完
了
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
御
牧
設
置

国
の
内
、
武
蔵
以
外
の
三
ケ
国
に
牧
監
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
に
、
武
蔵
に
は
設
置
さ
れ
ず
、
い
ま
だ
御
牧
と
、
令
制
官
牧
の
後
身
で
あ
る
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

国
牧
と
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
状
態
は
、
そ
の
ま
ま
延
喜
式
規
定
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
延
喜
式
制
の
御
牧
制
度
は
、
天
長

年
間
に
ほ
ぼ
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
御
牧
の
制
度
は
、
延
喜
式
制
で
は
四
ケ
園
に
計
三
二
牧
が
規
定
さ
れ
、
毎
年
計
二
四
〇
疋
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

貢
上
馬
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
延
喜
式
に
は
他
に
諸
国
牧
の
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。
諸
国
牧
は
、
西
園
の
も
の
と
牛
牧
と
を
除
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
一
四
ケ
国
も
の
国
に
一
九
牧
し
か
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
二
上
数
は
年
間
一
〇
五
疋
と
少
な
い
。
こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、
延

喜
式
制
の
段
階
ま
で
に
、
御
七
並
上
馬
は
諸
国
貢
蚕
飼
馬
よ
り
も
重
視
さ
れ
、
貢
上
馬
の
主
流
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
変
革
を
通
し
て
次
の
二
点
を
指
摘
し
得
る
。
そ
の
第
一
点
は
、
内
厩
寮
所
管
牧
が
成
立
以
来
拡
大
の
道
を
た
ど
り
、
内
厩
寮
停
廃
後

も
そ
の
傾
向
は
継
続
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
点
は
、
御
牧
の
延
喜
式
綱
に
近
い
形
へ
の
急
速
な
改
革
は
天
長
年
間
頃
に
進
め

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
御
牧
は
も
と
も
と
中
央
へ
の
馬
匹
供
給
を
第
一
義
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
右
の
よ
う

な
変
化
も
中
央
に
お
け
る
帝
政
の
在
り
方
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
中
央
の
低
地
の
動
向
と
対
照
さ
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せ
な
が
ら
、
御
牧
綱
度
の
変
遷
に
お
い
て
右
の
よ
う
な
特
微
が
現
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
第
一
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
御
牧
拡
張
の
傾
向
は
、
そ
れ
の
属
す
る
中
央
官
司
の
動
向
と
対
応
し
て
い
る
。
前
章
で
は
、

内
厩
寮
が
主
馬
寮
の
職
掌
を
奪
い
な
が
ら
そ
の
地
位
を
向
上
さ
せ
、
新
制
の
左
右
馬
寮
再
編
時
に
は
そ
の
核
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
頃
に
内
筆
算
所
管
牧
は
、
新
制
の
左
右
馬
寮
へ
の
官
馬
供
給
機
関
と
し
て
の
地
位
を
確
立
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
に
、
内
厩
寮
停
廃
後
も
内
厩
寮
所
管
牧
は
存
続
し
、
左
右
馬
寮
の
動
向
に
合
わ
せ
て
変
革
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
御
牧
の
改
革
が

積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
一
方
で
、
諸
国
牧
（
令
制
官
爵
）
の
変
革
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
中
央
政
府
の
関
心
が
御
牧
に
傾
い
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
御
牧
と
諸
国
牧
の
根
本
的
な
相
違
は
、
前
者
が
中
央
官
司
直
轄
の
牧
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
が

国
司
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
貢
上
馬
を
受
け
取
る
役
目
が
新
制
の
左
右
罵
寮
へ
と
継
承
さ
れ
た
後
は
、
そ

の
中
央
へ
の
直
属
性
の
故
に
、
御
牧
の
方
が
重
視
さ
れ
て
改
革
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
第
二
週
目
の
、
天
長
年
間
頃
に
急
速
に
御
牧
の
改
革
が
行
わ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
こ
れ
は
弘
仁
年
間
か
ら
史
料
に
現
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

駒
牽
の
確
立
と
対
応
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
延
喜
式
に
は
駒
牽
の
規
定
は
見
ら
れ
な
い
が
、
『
政
事
要
略
』
所
引
の
「
西
宮
記
」

「
清
涼
記
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
駒
牽
と
は
、
御
牧
貢
上
馬
を
左
右
馬
寮
・
王
卿
・
諸
宮
人
に
分
配
す
る
儀

式
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
御
牧
貢
上
馬
の
多
く
が
左
右
馬
寮
に
分
配
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
政
事
要
略
』
巻
二
十
三
所
引
の
諸
文
献
で
は
、
八

月
十
五
日
の
信
濃
か
ら
の
御
牧
貢
上
馬
の
駒
牽
に
お
い
て
、
左
右
近
衛
中
少
将
・
馬
寮
頭
取
に
馬
が
分
配
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

近
衛
府
以
外
の
衛
府
官
人
へ
の
分
配
規
定
は
ど
の
御
牧
の
貢
上
馬
に
つ
い
て
も
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
内
厩
寮
所
管
牧
・
内
厩
寮
・
近

衛
府
の
本
来
的
な
関
係
を
想
起
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
駒
牽
に
お
け
る
御
馬
の
分
配
は
天
皇
か
ら
の
下
賜
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
運

営
に
は
左
右
近
衛
府
と
左
右
馬
寮
と
が
活
躍
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
左
右
馬
寮
が
天
皇
近
侍
官
へ
と
変
化
し
た
と
い
う
前
述
の
考
察
と
一
致

す
る
。
思
う
に
、
駒
牽
の
儀
は
内
厩
寮
の
近
衛
府
へ
の
馬
匹
供
給
と
い
う
原
型
と
、
両
官
司
の
天
皇
近
侍
官
と
し
て
の
職
掌
の
拡
大
と
い
う
変

化
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
駒
牽
の
際
に
左
右
馬
寮
へ
分
配
さ
れ
た
御
牧
貢
上
馬
の
そ
の
後
の
処
分
を
記
す
史
料
は
見
あ
た
ら
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な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
他
に
入
手
法
の
明
示
さ
れ
て
い
な
い
左
右
馬
寮
の
樋
飼
馬
の
補
充
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
籏
飼
と
は
厩
で
の
飼
養
の
こ
と
で
あ
る
が
、
延
喜
式
で
は
左
右
馬
寮
に
各
々
琴
弾
○
疋
（
細
馬
一
〇
・
中
馬
五
〇
・
下
馬
二
〇
）
計
一
六
〇
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

と
牛
各
五
頭
計
一
〇
頭
の
飼
養
規
定
が
あ
り
、
そ
の
馬
牛
は
祭
・
巡
幸
・
衛
府
や
検
非
違
使
へ
の
貸
与
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
駒
牽
が
確

立
し
、
そ
こ
で
分
配
さ
れ
た
馬
が
馬
寮
の
厩
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
手
順
が
定
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
擁
飼
馬
の
供
給
源
と
し
て
の
御
牧
の

地
位
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
櫨
飼
馬
補
充
の
必
要
数
は
少
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
馬
の

寿
命
は
二
〇
年
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
故
障
や
死
失
に
よ
っ
て
か
な
り
の
消
耗
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
、
一
六
〇
疋
も
の
馬
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

常
備
す
る
た
め
に
は
相
当
多
く
の
補
充
が
必
要
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
駒
牽
の
確
立
は
馬
寮
以
外
へ
の
分
配

に
関
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
馬
寮
内
に
お
け
る
御
牧
貢
上
馬
へ
の
要
求
度
を
も
高
め
、
そ
の
結
果
、
天
長
以
後
の
急
速
な
御
牧
制
度
の
整
備
・

拡
大
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
御
牧
は
そ
の
設
置
当
初
か
ら
中
央
へ
の
馬
匹
西
翠
を
第
一
義
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
央
に
お
け
る
馬
匹
要

求
の
在
り
方
を
よ
り
明
確
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
内
厩
寮
所
管
牧
と
し
て
発
生
し
た
御
牧
か
ら
の
貢
上
馬
は
、

内
厩
寮
及
び
新
藷
の
左
右
馬
寮
の
職
掌
拡
大
に
応
じ
て
、
中
央
で
多
様
な
方
面
に
頻
繁
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
御
牧
は
整

備
・
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三
諸
國
牧
の
変
遷

　
前
節
で
は
御
牧
の
変
遷
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
御
牧
成
立
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
令
綱
官
牧
と
、
そ
こ
か
ら
の
貢
上
制
度
は

ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
延
喜
式
に
は
既
に
「
官
牧
」
と
い
う
語
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
兵
部
式
に

規
定
さ
れ
て
い
る
諸
国
牧
が
そ
れ
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
左
右
馬
寮
式
に
見
ら
れ
る
諸
国
貢
繋
頓
馬
が
諸
国
牧
か
ら
の
貢
上
馬
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
は
既
に
山
口
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
令
制
官
牧
の
馬
帳
の
管
理
義
務
は
兵
馬
司
か
ら
兵
部
省
へ
、
貢
上
馬
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受
理
の
役
割
は
令
制
の
左
右
馬
寮
か
ら
主
馬
寮
を
経
て
新
制
の
左
右
馬
寮
へ
と
引
き
継
が
れ
て
、
延
喜
式
欄
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
に
、
延
喜
式
で
は
諸
国
牧
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
規
定
は
兵
部
式
に
、
諸
国
貢
繋
飼
馬
の
規
定
に
つ
い
て
は
左
右
馬
寮
式
に
記
載
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
前
節
で
示
し
た
が
、
延
喜
式
規
定
で
は
諸
国
牧
は
御
牧
と
比
べ
て
、
所
在
国
数
が
多
い
割
に
牧
数
や
抄
出
数
が
随
分
少
な
い
。
ま
た
、
国
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
は
諸
園
牧
停
廃
の
記
事
が
見
ら
れ
、
そ
の
数
は
減
少
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
現
象
に
つ
い
て
、
山
口
氏

は
門
結
局
、
延
喜
式
の
諸
国
牧
関
連
規
定
は
、
こ
う
し
た
衰
退
の
結
果
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
」
「
要
す
る
に
、
延
喜
式
段
階
の
諸
国
牧
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

在
地
で
の
実
態
は
と
も
か
く
、
中
央
へ
の
雲
上
機
関
と
し
て
の
意
義
は
ほ
ぼ
失
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、

延
喜
式
に
は
、
諸
国
牧
は
存
在
す
る
が
貢
上
を
行
っ
て
い
な
い
国
や
、
逆
に
諸
国
貢
繋
飼
馬
は
賦
課
さ
れ
て
い
る
が
諸
国
牧
の
存
在
し
な
い
国

　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彫

が
見
ら
れ
る
が
、
山
口
氏
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
「
諸
国
牧
の
形
態
の
衰
退
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
考
え
方
は
諸
国
牧
の
本
来
的
な
存
在
意
義
を
無
視
し
て
い
る
た
め
に
、
同
意
は
で
き
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
令
制
多

感
は
在
地
に
お
け
る
兵
馬
供
給
を
第
一
義
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
実
に
は
襟
上
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
経
営

の
中
心
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
令
制
官
牧
を
前
身
と
す
る
諸
国
牧
も
、
む
し
ろ
在
地
で
の
官
女
供
給
を
中
心
目
的
と
し
て
経
営
さ
れ

て
い
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
、
貢
上
制
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
れ
を
諸
国
牧
の
盛
衰
の
基
準
と
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、

延
喜
式
に
見
ら
れ
る
上
記
の
よ
う
な
諸
国
牧
制
度
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
検

討
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
諸
国
貢
下
記
馬
の
規
定
数
が
御
牧
貢
上
馬
よ
り
も
随
分
少
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
そ
れ
は
、
諸
国
牧

か
ら
の
貢
上
馬
を
取
り
扱
っ
て
い
た
主
馬
寮
の
動
向
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
主
馬
寮
の
活
動
は

造
営
事
業
関
係
に
重
点
を
置
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
造
営
事
業
の
盛
ん
で
あ
っ
た
頃
の
諸
国
牧
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
多
量
の

駄
馬
が
中
心
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
時
点
で
は
お
そ
ら
く
、
諸
国
牧
か
ら
の
貢
上
馬
数
は
延
喜
式
規
定
の
一
〇
五
疋
よ
り
も
は
る
か
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古代国家における馬の利用と牧の変遷（膏川）

に
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
の
平
安
京
造
営
の
停
廃
は
、
中
央
に
お
け
る
駄
馬
の
需
要
を
激
減
さ
せ

て
、
諸
国
牧
へ
の
駄
馬
の
要
求
も
弱
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
頃
に
は
内
野
寮
が
多
方
面
に
職
掌
を
拡
大
し
て
お
り
、
御
牧

貢
上
馬
の
利
用
が
増
え
た
の
に
対
し
て
、
諸
国
牧
の
貢
上
馬
を
利
用
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し

て
、
諸
国
牧
に
対
す
る
貢
上
馬
の
要
求
数
は
、
単
に
駄
馬
に
関
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
全
体
的
に
減
少
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
新
制
の
左

右
馬
寮
が
編
成
さ
れ
た
時
に
は
、
内
厩
寮
が
そ
の
核
と
な
り
、
主
馬
寮
が
中
心
と
な
り
得
な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
、

主
馬
選
書
の
貢
上
馬
の
利
用
は
、
そ
の
後
も
減
少
の
方
向
へ
と
向
か
い
続
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
延
喜
学
制
に
至
っ
て
は
、
諸
国
貢
蓋
置
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
貢
上
さ
れ
て
左
右
馬
寮
の
検
校
を
受
け
た
後
、
皆
、
謡
講
牧
に
放
飼
さ
れ
て
、
必
要
が
生
じ
て
か
ら
改
め
て
貢
上
さ
れ
る
と
い
う
間
接
的
な

用
い
方
し
か
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
御
牧
貢
上
馬
が
櫨
飼
馬
と
し
て
日
常
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
比
べ
る
と
、
こ
の

よ
う
な
規
定
は
諸
国
貢
繋
飼
馬
に
対
す
る
要
求
の
度
合
の
低
さ
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
延
喜
式
制
に
お
け
る
諸
国
貢
至
言
馬
の
置
上
数
が
御
牧
貢
上
馬
に
比
べ
て
少
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
理
由
は
説
明

し
得
た
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
貢
上
馬
の
減
数
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
諸
国
牧
そ
の
も
の
の
減
少
の
理
由
と
混
同
し
て

は
い
け
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
国
牧
は
在
地
に
お
け
る
官
馬
供
給
こ
そ
を
経
営
の
中
心
目
的
と
し
て
お
り
、
中
央
か
ら
の
馬
匹
貢
上
の
要
求
が

減
少
し
た
り
打
ち
切
ら
れ
た
り
し
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
停
廃
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
は
諸
圏
牧
の

在
地
に
お
け
る
経
営
事
情
と
、
中
央
か
ら
の
諸
国
貢
蚕
飼
馬
の
要
求
の
変
化
と
の
両
方
を
考
え
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
挙
げ
た
貢
上

規
定
の
無
い
諸
国
牧
や
、
諸
国
牧
が
無
い
の
に
諸
国
面
繋
飼
馬
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
国
の
成
立
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
右
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
ま
ず
諸
国
牧
が
存
在
す
る
の
に
貢
上
規
定
の
無
い
国
に
つ
い
て
見
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
主
馬
寮
系
統
の
職
掌
縮
小

に
よ
っ
て
、
中
央
か
ら
の
貢
馬
の
要
求
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
諸
国
牧
の
姿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
央
か
ら
の
要
求
が
打
ち
切
ら
れ
た

と
は
い
え
、
馬
匹
風
上
は
諸
国
牧
経
営
の
目
的
の
一
部
に
す
ぎ
ず
、
在
地
に
お
け
る
官
職
の
需
要
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
要
求
に
応
え
得
る
生
産
能
力
が
十
分
に
備
わ
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
牧
の
経
営
は
続
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
貢
上
善
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定
が
無
い
諸
国
牧
は
、
牧
経
営
が
混
乱
し
た
り
衰
退
し
た
り
し
た
た
め
に
面
上
が
不
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
央
か
ら
の
要
求
が
無
　
拗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

く
な
っ
た
た
め
に
貢
上
を
行
わ
な
く
な
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
8

　
一
方
、
瀬
上
規
定
が
あ
る
の
に
諸
国
牧
が
存
在
し
な
い
と
い
う
一
見
不
可
解
な
国
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は

そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
山
口
氏
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
し
た
例
を
示
す
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
『
続
日
本
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

紀
』
承
和
十
二
年
（
八
四
五
）
三
月
癸
酉
条
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
牧
を
経
営
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
伴
う
手
間
や
弊
害
は
避
け
ら
れ
な
か
っ

⑮た
。
ま
た
、
開
墾
が
進
み
牧
地
付
近
に
ま
で
耕
地
が
及
ぶ
に
至
っ
て
、
牧
と
し
て
利
用
す
る
よ
り
も
耕
地
へ
と
転
用
す
る
方
が
効
率
の
良
く
な

る
所
も
出
て
来
た
。
そ
し
て
、
牧
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
こ
れ
ら
の
マ
イ
ナ
ス
面
と
、
玄
馬
を
利
用
で
き
る
と
い
う
プ
ラ
ス
面
を
考
え
合

わ
せ
た
場
合
に
、
マ
イ
ナ
ス
面
の
方
が
大
き
く
な
る
牧
も
生
じ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
牧
の
所
在
国
は
牧
を
廃
止
し
て
、
中
央
か
ら

の
要
求
に
は
民
間
か
ら
の
購
入
に
よ
っ
て
対
応
す
る
と
い
う
措
置
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
延
喜
式
に
見
ら
れ
る
貢
上
規
定
の
み
の
国
が

成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
諸
国
牧
の
有
無
と
諸
国
海
鞘
飼
馬
の
規
定
の
有
無
は
、
牧
全
体
の
衰
退
な
ど
と
い
う
同
一
次
元
の
理
由

に
帰
結
さ
せ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
諸
国
牧
経
営
の
在
地
に
お
け
る
損
益
と
、
中
央
か
ら
の
貢
上
馬
の
要
請
と
い
う
別
の
次
元
に
お

い
て
考
え
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
々
の
諸
国
牧
に
お
い
て
そ
の
両
次
元
か
ら
の
考
慮
を
し
、
よ
り
効
率
の
良
い
形
態
へ
と
修

正
を
加
え
て
い
っ
た
結
果
、
延
喜
式
制
に
見
ら
れ
る
諸
国
牧
の
体
制
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
章
を
通
し
て
、
令
制
に
お
い
て
構
想
さ
れ
た
姿
か
ら
、
延
喜
専
制
に
至
る
ま
で
の
牧
制
度
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、

後
者
は
前
者
の
衰
退
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
つ
ま
り
、
延
喜
式
制
の
御
牧
や
諸
国
牧
は
、
令
の
構
想

に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
官
牧
が
、
各
時
代
の
中
央
に
お
け
る
馬
政
の
在
り
方
や
在
地
に
お
け
る
牧
経
営
の
実
状
の
変
化
に
応
じ
て
、
よ
り
現

状
に
適
合
す
る
形
へ
と
改
革
さ
れ
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
厩
牧
令
牧
馬
応
堪
条
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
厩
牧
令
駒
積
条
。
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③
　
西
岡
虎
之
助
前
掲
論
文
、
村
岡
薫
「
律
令
国
家
の
官
牧
兵
馬
政
策
と
そ
の
意
義
」

　
（
『
律
令
舗
と
古
代
社
会
』
一
九
八
四
）
。

④
橋
本
裕
「
律
令
軍
団
制
と
騎
兵
」
（
同
『
律
令
軍
団
制
の
研
究
・
増
補
版
』
～
九

　
九
〇
・
初
発
表
一
九
八
一
）
。
職
員
令
兵
馬
司
条
の
令
集
解
所
引
の
盗
塁
と
穴
説

　
は
、
軍
防
令
兵
士
為
火
条
（
本
節
で
後
述
）
に
言
う
駄
馬
を
兵
馬
と
し
て
紹
介
し

　
て
い
る
。

⑤
　
厩
愚
計
軍
団
官
馬
条
。

⑥
軍
団
廃
止
後
は
誰
が
馬
を
飼
養
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
ま

　
だ
適
切
な
答
え
を
見
出
し
て
い
な
い
。
た
だ
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
貞
観
十
八

　
年
（
八
七
六
）
正
月
二
十
六
日
太
政
官
符
所
引
の
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
六
月
二

　
十
八
日
太
政
官
符
で
「
牧
内
浪
人
描
」
な
る
も
の
を
以
て
破
損
し
た
絡
（
禰
）
を

　
修
造
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
の
は
一
つ
の
参
考
と
な
ろ
う
。

⑦
『
大
日
本
古
文
書
』
巻
二
十
一
…
二
七
八
頁
。

⑧
山
口
英
男
前
掲
論
文
。

⑨
厩
牧
令
牧
馬
長
帳
条
。

⑩
　
一
章
註
⑳
。

⑪
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
五
。

⑫
山
口
英
男
前
掲
論
文
。

⑬
山
口
英
男
前
掲
論
文
。

⑭
延
醤
左
右
馬
寮
式
御
牧
条
。

⑯
　
『
貞
観
交
替
式
』
天
長
元
年
八
月
二
十
日
太
政
官
符
。

⑯
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
天
長
三
年
二
月
十
一
臼
太
政
官
符
。

⑰
　
『
類
聚
三
代
格
隔
二
五
天
長
四
年
十
月
十
五
日
目
政
官
符
。

⑱
延
喜
兵
部
式
牧
監
条
・
同
諸
国
牧
条
。
同
左
右
馬
寮
式
御
牧
条
章
。

⑲
延
喜
左
右
馬
寮
式
御
牧
条
。

⑳
延
喜
左
右
馬
寮
式
年
貢
条
。

⑳
　
西
岡
氏
は
前
掲
論
文
中
で
、
諸
口
牧
と
諸
国
貢
厚
飼
馬
を
切
り
離
し
て
考
え
て

　
お
ら
れ
る
が
、
山
口
氏
は
譜
国
貢
夢
魔
馬
を
諸
国
牧
か
ら
の
貢
上
馬
で
あ
る
と
解

　
釈
し
て
お
ら
れ
る
。
私
は
山
口
氏
の
見
解
に
従
う
。

⑫
　
延
喜
兵
部
式
諸
国
魚
条
。

⑳
延
喜
左
右
馬
寮
式
繋
飼
条
。

⑭
　
初
見
は
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
九
月
乙
亥
条
の
「
覧
二
信
濃
国

　
御
馬
二
で
あ
る
。
駒
牽
に
関
し
て
は
大
日
方
克
己
「
駒
牽
の
基
礎
的
考
察
」
（
『
古

　
代
史
研
究
』
六
、
一
九
八
七
）
を
参
考
と
し
た
。
山
口
氏
も
『
長
野
県
史
通
史
編

　
第
一
巻
原
始
・
古
代
廊
の
中
で
駒
牽
の
成
立
が
御
牧
制
度
の
確
立
と
歩
調
を
合
わ

　
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。

⑮
　
延
喜
左
右
馬
寮
式
飼
馬
条
。

⑳
　
延
喜
左
右
馬
寮
式
祭
三
条
・
巡
幸
条
・
衛
府
馬
牛
条
・
検
雰
違
使
西
条
等
。
こ

　
れ
ら
の
規
定
に
は
、
放
飼
馬
（
三
都
牧
で
放
飼
さ
れ
て
い
た
馬
）
の
使
用
も
規
定

　
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
京
外
で
放
飼
さ
れ
て
い
る
馬
よ
り
も
京
中
で

　
櫨
飼
に
ざ
れ
て
い
る
馬
の
方
が
、
日
常
的
に
使
用
頻
度
が
高
か
っ
た
と
見
な
し
て

　
支
障
は
な
か
ろ
う
。

⑳
　
伝
馬
の
例
で
は
あ
る
が
、
天
平
九
年
駿
河
国
正
税
帳
に
は
伝
馬
一
八
疋
の
購
入

　
が
記
さ
れ
（
『
大
日
本
古
文
書
』
巻
二
一
六
八
頁
）
、
同
十
年
周
防
国
正
税
帳
に
は

　
伝
馬
一
一
疋
の
購
入
が
記
さ
れ
て
い
る
（
同
　
三
八
頁
）
。
延
喜
式
に
よ
る
両
国
の

　
郡
数
は
駿
河
が
七
郡
・
周
防
が
六
郡
で
あ
る
。
仮
に
天
平
十
年
頃
か
ら
郡
数
の
変

　
動
が
無
か
っ
た
と
し
て
考
え
る
と
、
厩
牧
令
置
駅
馬
条
に
定
め
ら
れ
た
伝
馬
数
は

　
郡
別
五
疋
な
の
で
、
駿
河
で
三
五
疋
、
周
防
で
三
〇
疋
と
い
う
計
算
に
な
る
。
こ

　
れ
と
入
れ
替
え
た
馬
の
数
と
を
比
較
す
る
と
、
馬
の
消
耗
は
結
構
速
か
っ
た
こ
と

　
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
隔
当
室
二
年
閏
四
月
是
月
条
に
は
、

　
疫
病
で
左
右
馬
寮
の
馬
が
ほ
ぼ
全
滅
し
た
こ
と
が
記
ざ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ

　
と
か
ら
、
櫨
飼
馬
の
補
充
に
は
相
当
多
く
の
疋
数
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
推
測
さ

　
れ
る
。

⑱
　
山
口
英
男
「
八
・
九
世
紀
の
牧
に
つ
い
て
」
。
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⑳
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
二
年
三
月
癸
酉
条
等
。

⑳
　
山
口
英
男
「
八
・
九
世
紀
の
牧
に
つ
い
て
」
一
八
～
一
九
頁
。

⑳
諸
国
牧
が
あ
り
諸
国
貢
墨
染
馬
を
賦
課
さ
れ
て
い
た
国
…
…
相
模
・
武
蔵
・
上

　
総
・
下
総
・
常
陸
・
下
野
・
周
防
・
伊
予
。

　
諸
国
牧
は
あ
る
が
諸
国
貢
繋
飼
馬
を
賦
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
国
…
…
駿
河
・
安

　
務
・
伯
母
・
備
前
・
長
門
・
土
佐
。

　
諸
国
牧
が
無
い
の
に
諸
国
貢
繋
飼
馬
を
賦
課
さ
れ
て
い
た
国
…
…
遠
江
・
上
野
・

　
讃
岐
。

　
（
牛
牧
や
西
海
道
の
も
の
は
除
く
。
）

⑫
　
山
口
英
男
「
八
・
九
世
紀
の
牧
に
つ
い
て
」
一
八
頁
。

㊥
　
延
喜
左
右
馬
寮
式
繋
飼
条
。

⑭
　
こ
れ
に
よ
る
と
、
牧
牛
を
売
却
し
て
そ
の
価
を
正
税
に
混
合
し
、
そ
れ
を
出
挙

　
と
し
て
そ
の
利
息
で
貢
上
用
の
牛
を
民
間
か
ら
購
入
す
る
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ

　
て
い
る
。

⑳
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
正
月
二
十
六
日
太
政
宮
符

　
に
は
、
施
設
の
維
持
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
逃
げ
た

　
馬
が
耕
地
を
荒
ら
す
と
い
う
害
も
示
ざ
れ
て
い
る
。

⑭
　
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
二
月
己
酉
条
は
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
令
鰯
か
ら
延
喜
式
制
に
至
る
ま
で
の
牧
制
度
変
遷
の
理
由
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
延
喜
式
制
の
牧
制
度
の
理
解
と
し
て
は
、

近
都
牧
の
成
立
や
國
単
制
度
と
の
関
係
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
検
討
す
べ
き
点
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
公
的
牧
に
お
け
る
調
馬
生
産
と
い
う
側

面
か
ら
見
た
そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
一
応
の
結
論
を
見
出
せ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
e
令
制
の
時
代
か
ら
、
官
馬
の
需
要
は
け
っ
し
て
軍
事
面
に
お
け
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
汎
な
分
野
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
特
に
中
央
に
お
い
て
は
、
造
営
事
業
と
い
う
場
面
で
多
量
の
馬
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⇔
軍
団
兵
馬
は
騎
馬
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
駄
馬
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
駄
馬
も
ま
た
令
制
官
牧
か
ら
供
給

　
　
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
軍
団
の
駄
馬
は
、
軍
事
以
外
の
公
的
な
用
途
一
般
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
日
令
制
の
鞍
馬
と
直
結
す
る
延
喜
式
制
の
諸
国
牧
は
、
中
央
へ
の
貢
上
よ
り
も
在
地
に
お
け
る
官
馬
供
給
を
中
心
目
的
と
し
て
経
営
さ
れ
て

　
　
お
り
、
中
央
へ
の
蹴
上
を
中
心
囲
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
御
牧
と
は
存
在
意
義
が
異
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
か
ら
貢
上
さ
れ
る

　
　
馬
も
同
等
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
。



　
⑳
御
牧
か
ら
の
貢
上
制
は
、
中
央
に
お
け
る
内
厩
寮
の
天
皇
近
侍
官
へ
の
変
質
と
職
掌
拡
大
に
伴
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
逆
に
、
諸

　
　
国
賊
繋
属
馬
の
制
度
は
そ
れ
を
扱
う
主
馬
寮
の
衰
え
に
よ
っ
て
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
傾
向
は
左
右
馬
寮
の
再
編
後
も
継
続
し
た
。

そ
し
て
、
以
上
の
こ
と
よ
り
、
延
喜
池
心
の
牧
綱
度
は
令
棚
の
牧
の
衰
退
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ

ま
り
、
そ
れ
は
令
制
の
牧
制
度
が
、
各
時
代
に
お
け
る
中
央
及
び
在
地
か
ら
の
官
能
要
求
や
、
個
々
の
牧
の
経
営
の
実
状
に
応
じ
て
、
よ
り
現

状
に
即
し
た
形
へ
と
随
時
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
、
成
立
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
触
れ
た
の
は
、
八
～
九
世
紀
に
お
け
る
馬
政
と
い
う
古
代
制
度
の
一
局
面
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
令
制
か

ら
延
喜
式
制
へ
の
変
化
と
い
う
も
の
が
令
制
の
不
可
逆
的
な
衰
退
に
よ
る
と
考
え
る
旧
弊
を
否
定
し
得
た
こ
と
と
思
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
牧
制

度
の
変
革
も
、
延
喜
式
制
の
形
成
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
た
令
制
の
再
編
成
の
一
端
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
、
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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学
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On　Ssu－ma　Kuang　司，馬1光’s　the　Li－nien－tu

　　　　　歴年図and　the　T‘un．a－chih通志

by

INABA　lchiro

　　There　were　nearly　1500　volumes　of　the　histories　in　the　Chi・Ch‘uan紀

伝forエn三n　China　in　Ssu・ma　lくuang’s　time　mainly　due　to　the　many

redactions　produced　between　the　T‘ang　唐　and　Northern　Sung　北朱i

periods．

　　Ssu－ma　Kuang，　aware　of　the　importance　of　the　burgeoning　interest　in

the　Chun－ch‘脇春秋。　summarized　the　contents　of　these　h三stories　and

compiled　them　into　a　chronicle　called　the　Tzzt－chih－t‘ung－chien資治通鑑．

｝lis　purpose　was　to　get　busy　emperors　to　1earn　Chinese　history　easily．

　　Before　compiling　the　chronicle，　he　had　written　the　Li－nien－tz｛　to　be

complement　his　curriculum．

　　The．Li－nien．tzt，　which　is　now　gathered　into　the　Chi．ん％一重稽古録from

volume　11　to　volume　16，　was　originally　written　as　an　independent　work．

　　The　contents　fro］皿volu】ne　ll　to　volume　15　consist　of　concise　records

of　many　matters　of　grave　concerエ1　and　his　reviews　of　each　dynasty．

The　contents　of　volume　16，　in　the　seyle　of　the　preface，　are　Ssu－ma

Kuang’s　review　of　monarchs　and　laws　or　categories　of　the　history　which

he　had　grasped　through　the　researches　of　many　histories　in　the　Chi－

Ch‘uan　form．

　　These　results　were　developed　into　tlte　T‘ung－chih，　specifically，　the

Tzzt－chih－t‘ztng－chien．

The　Use　of　｝lorses　and　the　Transition　of　the

　　　Malei（牧）一system　in　the　Ancient　State

by

YosmKAwA　Toshiko

In　order　to　better　understand　the　reasons　for　the　transition　of　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6e6）



mafei－system　from　the　ryo（令）．regime　to　the　engishifei（延喜式）一regime，

1　consider　the　following　question　：　“What　was　the　national　demand　for

government　horses　in　those　days？”　lt　is　a　well－known　fact　that　horses

in　ancient　Japan　played　various　roles　in　contributing　to　military　affairs，

transportation，　and　religious　service．　But，　it　was　the　labor　of　the　packho－

rses，　easily　overlooked，　that　was　most　needed．　The　frequent　moving　of

the　capital　in　ancient　Japan　was　unique　and　not　seen　in　otker　ages，　and

horses　supplied　considerable　labor　as　packhorses．　This　has　been　proven

by　inquiring　closely　into　the　transitions　of　the　government　oMces　in

charge　of　horse　admlnistration　in　the　ancient　centrai　government－saume－

ryo（左右馬寮），2zα吻％一ryo（内厩寮）and　shume－ryo（主馬寮）．　The　establi－

shment　and　abolition　of　these　government　ofices　were　closely　connected

not　only　with　military　affairs，　which　has　already　been　pointed　out，　but

also　with　the　demand　for　packhorses　for　the　moving　of　the　capita！．

　　The　start　and　suspension　of　the　great　construction　work　which　resulted

from　the　moving　of　the　capital　radically　increased　and　decreased　the

demand　for　packhorses．　This　not　only　changed　the　central　government

in　charge　of　horse　administration，　but　also　had　great　influence　on　the

vnalei　tliat　supplied　many　horses．　ln　the　engi－shifei　regime，　the　government

／7zα窺was　divided　into　the　shoflofeu一柳α碗（諸国牧）and　the　mimalei（御牧）．

While　the　former　was　directly　connected　with　the　ryo－regime　oficial

maki，　the　latter　was　established　anew　in　the　second　half　of　the　eighth

century．　After　the　ninth　century，　mimafei　gained　more　importance　than

shokoku－maki．　And　in　the　engi－shifei－regime，　it　supplied　many　more　horses

to　the　central　government．　This　has　been　discussed　chiefiy　under　the

accepted　idea　of　“the　decline　of　the　ryo－regime”　in　former　studies．

Because　this　idea　does　not　tal〈e　into　account　the　fact　that　the　demand　for

horses　changed　with　the　age，　1　cannot　agree　with　it．　The　transition　of

the　mafei－system　in　the　eighth　and　ninth　centuries　correspoRded　with

the　demand　for　horses　as　stated　above．

　　In　this　thesis，　1　consider　the　transition　of　the　national　demand　for

horses　in　the　first　chapter　and　think　about　the　infiuence　which　the

transition　had　on　the　maki－system　in　the　second　chapter．　Finally，　I

mention　the　significance　of　the　transition　of　the　malei－systen　in　the

formation　of　the　engi－shifei－regime．
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