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【
要
約
】
　
県
主
が
古
代
天
皇
家
の
直
轄
地
の
領
主
で
あ
り
、
天
皇
家
の
家
政
機
関
す
な
わ
ち
内
廷
の
伴
造
で
あ
る
と
の
論
が
あ
る
が
、
県
主
領
が
天
皇
家

直
轄
領
な
ら
ば
、
鼎
制
下
の
大
和
国
家
初
期
段
階
に
は
、
皇
室
私
領
の
み
で
国
家
公
領
は
無
い
こ
と
に
な
り
、
国
県
制
下
の
大
和
国
家
後
期
に
も
、
公
領

は
極
め
て
狭
小
な
も
の
と
な
る
の
で
、
発
達
す
る
国
家
機
構
や
国
策
を
支
え
る
国
家
経
費
を
賄
い
難
ぐ
な
る
。
ま
た
営
造
ど
し
て
内
廷
的
な
部
に
関
係
し

て
い
る
の
は
、
國
造
が
名
代
・
子
代
の
部
の
伴
造
で
あ
る
例
の
多
い
の
に
比
べ
特
徴
的
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
必
ず
し
も
直
轄
領
々
主
で
あ
る
こ
と
に
由

来
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
私
は
、
県
主
が
彼
ら
の
県
の
中
に
置
か
れ
た
直
轄
領
邑
の
長
た
る
稲
置
の
任
に
就
く
こ
と
で
、
直
轄
領
管
理
に
当
っ
た
も
の
と
考
え
、
ま
た
内
廷
関
係

の
伴
造
と
な
っ
た
の
も
、
国
造
よ
り
も
早
い
時
期
に
、
大
荊
朝
廷
の
地
方
支
配
機
構
に
参
加
し
、
い
わ
ゆ
る
宮
内
官
重
傷
造
に
煮
た
る
職
務
を
担
当
し
て

来
た
と
い
う
、
歴
史
的
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
一
巻
三
号
　
一
九
六
八
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
県
主
の
職
掌
は
、
祭
礼
・
伴
造
・
采
女
・
軍
事
・
貢
納
・
接
待
な
ど
諸
般

に
亘
っ
た
ら
し
い
が
、
国
造
の
場
合
に
比
べ
あ
ま
り
顕
著
な
史
料
は
無
い
。

先
年
こ
の
辺
の
こ
と
に
つ
い
て
～
応
雷
及
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
紙
数
の
関

係
な
ど
も
あ
っ
て
、
表
面
を
撫
で
た
よ
う
な
叙
述
に
な
る
と
い
う
限
界
が
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
倉
造
的
性
格
な
ど
を
追
求
す
れ
ば
、
　
「
も
っ
と

精
彩
に
窟
む
」
県
主
論
に
な
り
得
た
で
あ
ろ
う
と
、
佐
伯
有
清
氏
か
ら
助
言

的
書
評
を
得
た
程
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
も
新
井
喜
久
央
氏
の
全
く
同
趣
旨

の
批
雷
が
あ
っ
た
（
『
零
本
歴
史
』
二
〇
九
、
『
史
学
雑
誌
隔
七
五
の
五
）
。

　
そ
の
際
佐
伯
疏
は
、
具
体
的
な
問
題
提
示
と
し
て
、
「
井
上
光
貞
氏
が
『
カ

モ
県
主
の
研
究
』
で
、
県
主
を
大
和
政
権
の
内
廷
に
直
結
す
る
伴
造
的
な
も

の
に
位
置
づ
け
て
、
朝
廷
の
直
轄
領
で
あ
る
県
か
ら
王
の
家
政
に
必
要
な
物

資
と
労
働
を
提
供
す
る
仲
介
者
と
考
え
ら
れ
た
偏
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
、
此
処
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に
つ
い
て
当
然
表
明
す
べ
き
、
私
の
見
解
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
思

う
に
、
佐
伯
氏
が
、
此
の
井
上
説
を
「
県
お
よ
び
獄
主
に
つ
い
て
示
竣
に
富

む
」
　
「
新
説
」
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
た
通
り
、
該
論
文
は
誠
に
価
値
高
き
論

で
あ
る
が
、
実
は
外
な
ら
ぬ
佐
伯
氏
自
身
の
「
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
伝
説
と
心
証
」

（『

V
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
研
究
篇
附
篇
）
が
、
そ
れ
に
先
言
す
る
性
格
を
持
つ

論
文
で
あ
り
、
更
に
は
、
近
年
の
直
木
孝
次
郎
氏
の
「
県
主
と
古
代
の
天

皇
」
（
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
1
の
五
）
も
そ
れ
に
後
行
ず
る
価
値
あ
る
論

文
で
あ
る
と
漸
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
一
連
の
瀬
野
す
べ
き
研
究
が
存
在
す
る
以
上
、
そ
の
『
琴
南
」

と
し
て
の
在
り
方
を
中
心
と
す
る
斎
主
の
職
掌
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
内
廷

的
性
格
な
ど
を
め
ぐ
る
見
究
め
を
行
い
、
佐
伯
属
等
の
問
い
か
け
に
も
笛
え

得
た
な
ら
ば
と
念
じ
な
が
ら
、
い
ま
一
つ
私
見
を
明
確
に
し
た
い
と
考
え
る

も
の
で
あ
る
。

一
、
諸
説
の
概
要

　
佐
伯
玩
の
説
は
、
県
主
氏
族
で
あ
る
鵬
氏
が
負
名
氏
で
あ
る
こ
と
に
注
目

し
、
そ
の
系
譜
な
ど
を
詳
さ
に
検
討
し
た
結
果
、
従
来
は
部
分
的
断
片
的
に

視
線
を
浴
び
て
い
た
に
す
ぎ
ぬ
聞
題
の
、
令
制
下
に
お
い
て
鴨
氏
が
車
持
・

子
部
・
笠
取
・
日
遣
氏
ら
他
の
負
名
属
と
な
ら
ん
で
、
主
殿
寮
と
主
水
司
と

に
関
係
し
た
こ
ど
を
体
系
的
に
究
開
さ
れ
、
こ
れ
は
令
制
下
の
殿
部
・
細
部

の
職
掌
が
ま
だ
混
合
し
て
い
た
時
代
か
ら
、
鴨
（
賀
茂
）
氏
が
こ
の
職
務
を

負
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
初
任
の
時
期
は
、
鴨
氏
系
図

が
「
大
山
下
久
治
良
」
の
譜
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
小
治
田
朝
」
あ
た

り
の
六
世
紀
後
半
が
当
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
、
火
化
以
前
の
氏

姓
時
代
か
ら
こ
の
氏
が
か
か
る
職
務
を
負
っ
て
い
た
こ
と
を
論
証
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
に
附
随
し
て
、
翠
煙
の
顎
髭
鳥
伝
説
の
形
成
は
比
較
的
新

し
く
、
八
終
鳥
神
社
遣
祭
の
八
世
紀
初
め
か
ら
あ
ま
り
さ
か
の
ぼ
ら
ぬ
時
期

で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
更
に
は
、
考
証
力
の
す
ぐ
れ
た
伴
信
友
の
よ

う
な
学
者
ま
で
が
、
鴨
県
主
と
鴨
の
真
意
部
と
を
混
同
し
、
真
髪
部
が
改
賜

姓
し
た
宝
亀
年
間
ま
で
「
賀
茂
県
主
」
の
氏
姓
は
無
く
、
こ
の
時
は
じ
め
て

此
の
氏
姓
が
起
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
な
、
一
撃
学
説
の
誤
り
を
指

摘
し
て
、
従
前
か
ら
鴨
神
社
の
神
主
で
あ
っ
た
鴨
県
主
家
と
、
県
主
よ
り
は

一
段
下
で
同
神
社
の
禰
宜
で
あ
っ
た
鴨
真
三
部
家
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
並
ん

で
山
背
國
愛
宕
郡
に
居
住
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
次
の
井
上
博
士
の
論
（
該
論
は
『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』
に
も
叡
め
ら
れ
る
が
、

『
日
本
古
代
史
論
集
』
所
収
の
も
の
が
行
文
が
詳
し
い
の
で
、
そ
れ
に
よ
る
。
）
　
は
、

鴨
神
祉
の
神
職
家
の
系
図
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
と
に
下
鴨
神
社
の
粒
家
系

図
を
中
心
に
研
究
し
た
上
で
、
上
鴨
神
社
の
社
家
系
図
を
も
勘
案
し
て
、
詳

細
な
文
献
学
的
史
料
批
判
を
行
な
い
、
伝
来
の
下
鴨
系
図
で
奈
良
時
代
に
当
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る
世
代
の
系
譜
の
原
史
料
と
な
っ
た
も
の
は
、
延
暦
初
年
か
ら
十
六
年
ま
で

の
間
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
思

う
に
、
こ
の
論
の
大
概
は
、
誤
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
博
士

は
こ
の
結
論
を
前
提
と
し
た
上
で
「
カ
モ
県
主
」
に
つ
い
て
の
史
的
研
究
を

展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
概
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
文
武
朝
頃
か
ら
既
に
地
方
の
強
大
社
に
な
っ
て
い
て
、
天
平
期
ま

で
国
史
上
を
に
ぎ
わ
し
て
い
た
カ
モ
神
社
が
、
今
の
上
賀
茂
だ
け
だ
っ
た
当

初
の
姿
か
ら
、
天
平
末
～
天
平
勝
宝
二
方
面
間
に
、
従
来
一
分
野
に
す
ぎ
な

か
っ
た
蓼
倉
里
所
在
の
三
身
社
が
下
鴨
神
社
と
し
て
独
立
し
て
行
っ
た
過
程

を
、
両
社
の
封
戸
や
神
職
の
居
住
地
か
ら
立
証
し
な
が
ら
、
カ
モ
神
社
の
神

官
で
あ
っ
た
カ
モ
県
主
氏
族
が
、
両
社
に
奉
仕
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
家
と
し
て

分
岐
し
て
行
っ
た
こ
と
を
の
べ
、
佐
伯
氏
の
注
目
し
た
久
治
良
が
大
化
当
時

カ
モ
の
祝
で
、
そ
の
時
代
に
初
め
て
醤
戸
を
賜
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

彼
に
大
き
な
史
的
評
価
を
附
与
し
た
。

　
次
に
、
下
女
系
図
の
譜
に
よ
っ
て
、
奉
斎
氏
族
の
族
長
か
ら
選
ば
れ
る
も

の
と
仮
定
で
き
る
神
官
職
に
つ
い
て
、
そ
の
継
承
法
を
検
討
し
た
結
果
、
一

つ
の
戸
の
嫡
々
相
承
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
は
奈
良
朝
地
方

豪
族
の
族
長
権
相
続
の
一
般
的
形
態
の
例
で
あ
る
と
し
て
、
既
に
阻
部
武
彦

教
授
の
提
唱
し
て
い
た
地
方
族
長
継
承
法
論
に
強
力
な
支
柱
を
加
え
ら
れ
た
。

　
神
富
の
斎
宮
と
な
ら
ぶ
女
性
奉
亡
者
の
賀
茂
斎
院
の
原
初
的
形
態
と
し
て
、

σ

久
治
良
の
時
の
浄
刀
自
女
以
来
斎
祝
子
な
る
女
挫
神
官
の
存
在
し
た
問
題
を

と
り
あ
げ
、
カ
モ
社
の
行
政
や
経
済
は
男
性
神
官
た
る
祝
や
禰
宜
の
職
務
で

あ
っ
た
が
、
宗
教
的
儀
式
に
は
そ
の
女
性
神
官
が
中
心
存
在
と
し
て
位
置
し

た
こ
と
を
論
じ
、
大
化
改
新
後
の
国
造
（
律
令
国
造
・
新
国
造
）
に
は
往
々
に

し
て
女
性
国
造
の
あ
る
事
実
が
、
往
古
国
造
族
の
持
っ
て
い
た
地
方
族
長
権

の
中
の
祭
祀
権
に
女
性
が
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
事
実
の
反
映
で
あ
る
と

し
、
ま
た
後
期
古
墳
に
女
性
が
単
独
で
或
い
は
男
性
に
伴
な
う
シ
ャ
…
マ
ソ

と
し
て
葬
ら
れ
て
い
る
事
実
、
壬
申
乱
の
際
の
大
和
の
高
市
郡
大
領
高
市
県

主
許
梅
は
女
性
ら
し
い
事
実
な
ど
と
関
連
せ
し
め
て
、
こ
れ
は
邪
三
島
の
卑

弥
呼
統
治
時
代
の
史
料
に
典
型
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
的
男
君

と
宗
教
的
女
君
と
の
二
重
王
権
が
あ
っ
た
と
い
う
事
業
が
、
大
化
前
代
の
地

方
に
お
い
て
か
な
り
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
故
、
律
令
制
以
前
の
地
方
族
長

が
強
固
な
家
父
長
権
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
通
念
的
想
定
は
疑
わ
し
い
と
い

う
指
摘
を
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
次
に
、
カ
モ
県
主
と
本
稿
で
も
当
無
の
問
題
と
し
て
い
る
面
に
か

か
わ
る
律
令
官
司
制
と
に
つ
い
て
論
を
す
す
め
、
先
ず
第
一
に
は
、
佐
伯
氏

が
注
目
さ
れ
た
件
の
カ
モ
県
主
は
葛
野
主
殿
県
主
と
い
う
主
殿
の
負
名
氏
で

あ
っ
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
山
城
盆
地
一
帯
の
地
名
で
あ
っ
た
葛
野
が
、
本

来
の
県
主
名
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
、
カ
モ
衆
道
と
い
う
の
は
後
に
カ
モ
社

の
神
官
と
し
て
の
性
格
を
つ
よ
め
た
こ
と
に
よ
る
名
称
で
あ
る
こ
と
を
論
定
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さ
れ
た
上
で
、
こ
の
螺
霊
が
令
制
主
殿
寮
に
関
係
し
て
い
た
の
は
、
大
化
以

前
こ
の
県
主
が
世
襲
的
伴
造
で
あ
っ
た
こ
と
の
遺
制
で
あ
る
こ
と
を
強
調
、

先
に
佐
伯
氏
が
論
究
さ
れ
た
主
殿
寮
に
お
け
る
殿
部
負
名
五
三
の
職
掌
分
担

に
関
し
て
、
鴨
氏
が
湯
沐
・
燈
燭
・
炭
燦
な
ど
の
部
面
を
日
農
氏
と
共
に
撞

当
し
て
い
た
と
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
を
加
え
て
、
燈
燭
は
日
置

氏
の
任
で
あ
る
か
ら
、
「
松
葉
（
薪
）
と
炭
燈
（
庭
火
）
漏
と
が
鴨
氏
の
任
で

あ
っ
た
と
い
う
見
方
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
　
「
一
一
こ
そ
、
薪
炭
の
供
給
を
そ

の
世
襲
の
職
と
し
て
、
主
殿
寮
に
仕
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と

論
じ
、
カ
モ
県
主
の
屠
地
の
周
辺
に
薪
炭
供
給
の
た
め
の
主
殿
一
領
が
散
在

し
、
カ
モ
社
領
と
隣
接
し
て
い
た
こ
と
を
そ
の
証
左
の
一
つ
と
し
て
か
か
げ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
博
士
は
、

　
司
祭
的
土
豪
た
る
カ
モ
県
主
の
、
か
か
る
宗
教
的
・
経
済
的
土
地
支
配
は
、
古

代
オ
リ
エ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
神
殿
領
」
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
他
蕨
、

県
主
は
も
と
く
朝
廷
の
直
轄
地
の
首
長
で
も
あ
る
か
ら
、
か
れ
ら
は
、
そ
の
慮

轄
地
か
ら
瓜
疋
の
賞
納
を
お
こ
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
就
中
カ
モ
県
空
は
右
記

の
よ
う
に
名
負
氏
と
し
て
薪
炭
の
供
給
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
山
地

か
ら
の
、
薪
炭
の
供
給
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
り
、
県
主
自
身
が
貰
任
を
お
び
、

一
族
中
の
ト
モ
が
供
給
の
実
務
に
預
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
の
供
給

す
る
薪
炭
は
、
藏
轄
地
の
双
益
と
し
て
惑
然
、
大
王
の
家
政
に
つ
な
が
り
、
大
化

前
代
の
諸
官
司
…
一
そ
れ
は
大
部
分
、
こ
の
種
の
家
政
機
関
、
即
ち
内
廷
で
あ
っ

た
ー
ー
の
中
の
、
主
殿
寮
の
前
身
に
穫
属
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
大
化
に
い
た
っ

て
県
主
制
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
直
轄
領
は
解
体
さ
れ
た
が
、
屯
倉
の
中
で
も
天
皇

供
御
の
屯
濁
だ
け
は
残
さ
れ
た
よ
う
に
、
県
の
中
の
山
林
の
一
部
は
憲
殿
寮
に
そ

の
ま
玉
と
ど
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
県
主
が
廃
さ
れ
る
と
、
カ
モ
の
県
主

は
直
轄
領
の
長
と
し
て
の
資
格
と
権
限
を
失
っ
た
が
、
守
旧
的
な
大
王
の
家
政
機

関
の
機
構
は
容
易
に
解
体
し
な
か
っ
た
の
で
、
依
然
、
県
主
の
一
族
か
ら
殿
部
が

で
て
、
主
殿
寮
の
藏
炭
の
供
給
に
預
っ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
、
大
化
以
前
の
鴨
県
主
の
弓
造
と
し
て
の
役
割
に
関
す
る
重
大
な
論

説
を
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
鴨
氏
が
主
水
司
の
水
部
の
負
名
氏
で
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
延
喜

式
所
載
の
十
二
断
の
氷
室
の
う
ち
七
所
が
地
域
的
に
も
カ
モ
県
主
と
密
接
な

関
係
を
持
つ
こ
と
を
あ
げ
て
、
　
「
広
く
旧
三
野
一
帯
を
支
配
し
て
い
た
カ
モ

県
主
は
、
そ
の
山
地
か
ら
薪
炭
を
供
給
す
る
一
方
、
氷
室
の
氷
を
宮
廷
に
貢

す
る
な
ら
い
で
あ
っ
て
、
改
新
後
、
カ
モ
県
主
が
葛
野
の
支
配
を
失
っ
て
後

も
、
こ
れ
ら
の
氷
室
は
そ
の
ま
ま
令
制
の
主
水
司
領
と
し
て
残
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
カ
モ
県
主
は
神
宮
家
と
な
っ
て
も
、
一
族
を
三
部
と
し
て
主

水
司
に
送
る
習
慣
が
、
そ
の
ま
ま
令
制
に
も
存
続
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
結

論
さ
れ
た
後
、
論
文
全
体
の
「
む
す
び
偏
の
中
で
こ
の
伴
造
制
に
関
連
し
て
、

　
　
カ
モ
県
憲
の
族
長
は
、
　
カ
モ
社
の
盛
大
化
に
よ
っ
て
、
　
そ
の
神
官
家
に
発
展
す

　
　
る
と
と
も
に
、
律
令
制
の
導
入
に
よ
る
地
方
制
度
の
大
変
革
に
よ
っ
て
、
地
方
官

　
　
と
し
て
の
権
限
を
戴
く
失
い
、
そ
の
支
配
す
る
照
の
直
轄
領
と
し
て
の
性
務
は
一

　
　
掃
さ
れ
た
。
従
っ
て
国
家
が
こ
の
県
に
対
し
て
有
し
て
い
た
領
主
権
は
失
わ
れ
、
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カ
モ
県
主
の
支
配
は
た
だ
神
社
周
辺
の
社
地
に
限
ら
れ
た
。
し
か
し
山
林
・
氷
室

　
　
な
ど
の
特
殊
な
地
帯
に
対
す
る
領
主
権
は
、
大
化
前
の
内
廷
の
諸
官
司
を
改
編
し

　
　
た
宮
内
省
の
諸
官
司
、
即
ち
主
殿
寮
・
虫
水
曜
の
二
つ
の
問
に
と
貰
め
ら
れ
た
で

　
　
あ
ろ
う
。
又
、
カ
モ
県
主
氏
は
今
や
カ
モ
社
の
神
官
家
で
あ
っ
て
朝
廷
の
官
制
と

　
　
全
く
か
Σ
わ
り
の
な
い
も
の
と
な
っ
た
が
、
伴
造
制
の
撤
廃
の
後
も
、
そ
の
下
部

　
　
構
造
は
令
制
官
司
に
と
ど
め
ら
れ
た
一
般
の
風
潮
の
も
と
に
、
県
主
の
一
族
が
ト

　
　
モ
と
し
て
薪
炭
や
氷
を
内
廷
官
剤
、
に
貢
上
す
る
旧
制
が
律
令
隠
代
に
も
ひ
き
つ
が

　
　
れ
、
殿
部
・
水
部
を
主
殿
寮
と
主
水
司
と
に
だ
す
伴
玉
藍
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
、
県
主
族
に
か
か
わ
る
伴
造
制
か
ら
伴
部
制
へ
の
推
移
に
つ
い
て
の

一
実
証
例
た
る
カ
モ
県
主
の
歴
史
を
解
明
さ
れ
る
と
共
に
、
　
「
同
じ
く
畿
内

に
存
在
す
る
諸
漿
は
、
そ
の
貢
納
の
内
容
は
様
々
で
あ
っ
て
も
、
カ
モ
県
主

氏
の
場
合
に
似
た
国
家
と
の
構
造
的
聯
関
を
も
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
」
と
い
う
一
般
論
へ
の
見
通
し
を
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
直
木
氏
の
論
は
、
先
行
す
る
佐
伯
・
井
上
両
論
文
を
高
く
評
価
し

た
の
ち
に
、
主
と
し
て
井
上
説
を
踏
み
台
と
し
た
上
で
、
鴨
氏
の
系
図
の
久

治
良
以
下
の
譜
に
見
え
る
主
水
司
な
ど
に
出
て
仕
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
国

造
家
の
子
弟
が
舎
人
や
兵
衛
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
、
の
ち
帰
郷
し
て
国
造
・

郡
司
な
ど
の
職
に
つ
く
例
と
同
じ
よ
う
に
、
県
主
家
の
子
弟
が
若
い
時
朝
廷

に
出
仕
し
老
成
し
て
帰
郷
家
職
を
つ
ぐ
と
い
う
慣
例
の
あ
っ
た
こ
と
を
想
定

さ
せ
る
と
し
、
そ
れ
が
県
主
と
朝
廷
と
の
関
係
と
し
て
奈
良
時
代
に
実
際
に

行
わ
れ
て
い
た
慣
行
で
、
天
武
朝
頃
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
の
べ
、
佐
伯
氏
の
推
古
朝
頃
成
立
説
に
軽
い
批
判
を
加
え
た
後
、
こ
の
よ

う
な
県
主
層
の
内
廷
出
仕
は
単
に
カ
モ
県
主
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
、

三
田
県
主
（
菟
田
主
水
部
）
、
三
野
県
主
（
主
殿
岩
頭
）
、
高
市
・
薦
木
・
十
市
・

志
貴
・
山
辺
・
三
布
の
諸
県
主
（
内
膳
司
繕
部
）
、
吉
備
の
諸
県
主
始
祖
（
繕
夫
）

な
ど
の
諸
史
料
の
存
在
す
る
こ
と
に
立
脚
し
、

　
　
県
主
は
単
に
天
皇
の
藏
領
地
の
管
理
者
と
い
う
だ
け
の
関
係
で
皇
室
に
つ
な
が
っ

　
　
て
い
た
の
で
は
な
く
、
天
皇
の
飲
料
水
や
氷
、
あ
る
い
は
食
料
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

　
　
供
御
に
た
ず
さ
わ
る
下
級
官
人
と
し
て
、
そ
の
内
廷
に
仕
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ

　
　
る
の
で
あ
る
。
主
殿
寮
準
星
に
負
名
氏
と
し
て
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
か

　
　
し
わ
で
（
膳
夫
）
も
ひ
と
り
（
水
取
・
主
水
）
と
し
て
仕
え
た
の
に
は
じ
ま
る
の

　
　
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
い
う
、
大
化
前
代
に
お
け
る
県
主
出
仕
説
を
一
段
と
強
く
前
面
に
押
し
出

し
つ
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
氏
は
、

　
　
た
ゴ
し
、
大
和
を
中
心
と
し
て
西
日
本
に
ひ
ろ
く
分
布
す
る
県
の
す
べ
て
が
、
皇

　
　
室
と
こ
の
よ
う
な
関
係
を
結
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
、
…
…
畿
内
を
主
と

　
　
し
、
西
は
せ
い
ぜ
い
吉
備
あ
た
り
を
限
度
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た

　
　
県
主
の
制
は
、
そ
の
盛
行
の
時
期
が
大
化
以
前
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

　
　
鴨
県
主
の
場
合
は
別
と
し
て
、
一
般
的
に
は
天
武
朝
ま
で
そ
う
し
た
制
度
が
残
っ

　
　
て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
…
…
大
和
の
県
主
家
で
は

　
　
大
化
前
代
の
制
度
が
遺
制
と
し
て
天
武
ご
ろ
ま
で
残
っ
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

と
い
う
附
言
も
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
れ
ら
の
諸
弁
説
を
前
提
と
し
、
県
主
及
び
県
主
族
の
職
能
・
職
掌
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に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
欝
欝
と
し
て
の
性
格
を
論
じ
、

で
問
題
の
直
轄
領
々
主
性
に
つ
い
て
管
見
を
述
べ
た
い
。

二
、
県
主
・
県
主
族
の
伴
造
性

関
連
し
て
、
諸
説

　
県
主
が
伴
造
と
し
て
の
職
掌
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に

述
べ
た
処
で
も
あ
る
し
、
右
に
あ
げ
た
諸
先
学
の
説
も
力
を
こ
め
て
論
究
さ

れ
た
処
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
武
二
年
紀
の
、
誰
で
も
が
指
摘
す
る

　
　
弟
猜
に
猛
田
邑
を
給
ひ
、
因
り
て
盤
弱
県
主
と
為
し
き
、
こ
は
菟
田
の
主
水
部
が

　
　
遠
祖
也
。

　
　
八
腿
鳥
も
賞
の
例
に
入
る
。
そ
の
蕾
襟
は
葛
野
主
殿
県
主
部
な
り
。

な
ど
の
史
料
に
よ
っ
て
も
直
ぐ
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
に
も
県
主
関
係
の

史
料
で
容
易
に
目
に
つ
く
関
連
の
あ
り
そ
う
な
も
の
を
あ
げ
て
み
る
と
、

　
①
茅
淳
県
陶
邑
に
大
田
々
根
子
を
得
て
狩
る
。
…
…
大
田
々
根
子
を
大
物
主
大
神

　
　
を
祭
る
霊
と
為
す
。
　
（
崇
神
風
年
紀
）

　
②
　
岡
県
主
の
祖
熊
鰐
、
天
皇
の
車
駕
を
聞
き
て
、
…
…
周
芳
の
沙
腰
の
浦
に
参
迎

　
　
へ
て
、
魚
壌
の
地
を
量
り
き
。
　
　
　
　
　
　
争

　
③
研
観
県
主
の
祖
、
五
十
迩
手
、
天
皇
の
行
を
聞
き
て
、
…
…
穴
門
の
引
島
に
参

　
　
迎
へ
て
（
物
を
）
献
り
き
。
　
（
以
前
仲
哀
八
年
紀
）

　
④
　
三
野
県
主
小
根
…
…
「
奴
県
主
小
根
、
星
川
皇
子
に
蹴
り
し
は
信
な
り
…
…
」

　
　
（
清
寧
即
位
前
紀
）

　
⑥
獣
帯
県
主
の
先
祖
押
見
宿
禰
、
飼
に
侍
り
き
。

　
⑥
　
対
馬
の
下
県
主
、
祠
に
侍
り
き
。
　
（
以
前
顕
宗
三
年
紀
）

⑦
県
主
飯
粒
…
…
地
を
奉
献
る
。
す
べ
て
隷
嶺
町
な
り
。
（
安
閑
元
年
紀
）

⑧
高
市
郡
大
領
高
市
県
主
許
梅
、
…
…
御
陵
を
祭
り
拝
が
み
、
馬
及
び
兵
器
を
奉

　
り
、
ま
た
幣
を
捧
げ
、
高
霧
・
身
狭
の
二
つ
の
社
の
神
を
礼
ひ
祭
り
き
。
　
（
天
武

　
元
年
紀
）

⑨
（
佐
嘉
）
の
県
主
等
の
祖
大
荒
田
占
問
ひ
、
神
を
祭
る
。
（
肥
前
国
風
土
記
）

⑩
　
恰
…
土
県
主
等
が
祖
、
五
十
駄
酬
手
、
穴
開
　
の
…
引
嶋
…
に
参
迎
へ
て
献
り
き
。
　
（
筑
晶
削

　
国
風
土
記
逸
文
）

⑪
　
伊
勢
国
飯
高
郡
采
女
正
八
位
下
飯
高
慰
笠
目
の
親
族
県
造
等
に
皆
飯
高
齎
の
姓

　
を
賜
ふ
。
　
（
天
平
戸
惑
年
紀
）

⑫
大
和
國
添
下
郡
の
人
左
大
舎
人
大
初
位
下
県
主
石
前
に
添
県
主
と
賜
姓
。
（
天

　
平
神
護
元
年
紀
）

⑬
　
山
背
躍
愛
宕
郡
の
人
、
正
六
嵩
上
鴨
禰
宜
真
髪
部
津
守
等
｝
十
人
に
加
茂
県
主

　
と
賜
姓
。
（
宝
亀
十
一
年
紀
）

⑭
清
麻
呂
之
台
盤
仁
天
皇
皇
子
鐸
石
刷
命
よ
り
出
づ
。
三
世
め
孫
、
弟
彦
王
、
神

　
功
皇
后
に
従
ひ
、
…
…
軍
に
従
へ
る
功
を
以
て
、
藤
原
県
に
封
ぜ
ら
る
。
　
（
延
暦

　
十
八
年
紀
）

⑮
右
京
の
人
勘
解
由
主
典
正
六
位
上
県
主
前
利
連
壁
益
に
、
県
連
と
賜
姓
。
（
承

　
和
八
年
紀
）

⑮
　
木
工
権
少
允
志
紀
県
主
貞
成
。
　
（
貞
観
二
年
紀
）

⑰
河
内
圏
揺
落
郡
人
外
従
五
位
下
行
木
工
助
兼
右
大
虚
家
令
志
紀
県
主
鞘
口
、
・

　
…
等
三
人
に
宿
禰
と
賜
姓
。
　
（
嶽
観
四
年
紀
）

⑱
斎
宮
助
正
六
位
上
藤
原
献
阪
豊
本
、
史
生
従
八
位
上
県
筆
談
世
の
殺
す
処
と
為

　
る
。
　
（
貞
観
九
年
紀
〉
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な
ど
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
史
料
の
う
ち
、
猛
田
察
主
嬬
恩
田
主
水

部
、
蔦
野
（
鴨
）
県
主
1
1
主
殿
な
ど
と
同
種
の
意
味
を
持
ち
得
る
史
料
は
、

前
代
か
ら
の
職
掌
に
よ
っ
て
令
制
下
の
木
工
寮
の
役
人
に
移
行
し
た
も
の
か

と
思
わ
れ
る
⑯
⑰
に
見
え
る
志
紀
県
主
だ
け
で
あ
0
て
、
他
は
、
④
⑪
＠
な

ど
の
一
般
的
な
舎
人
采
女
な
ど
の
類
の
出
仕
で
あ
っ
た
り
、
或
い
は
①
⑤
⑥

⑧
⑨
⑬
⑱
の
様
に
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
彼
ら
の
祭
礼
的
性
格
を
示
し

た
り
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
職
掌
は
単
に

蔵
主
に
限
ら
ず
国
造
で
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
就
中
舎
人
や
采
女
は

と
り
わ
け
国
造
に
一
般
的
な
職
能
で
あ
る
か
ら
、
県
主
た
ち
に
み
ら
れ
る
史

料
の
示
す
内
容
の
あ
り
方
は
、
や
は
り
同
じ
地
方
豪
族
の
国
造
た
ち
の
場
合

に
も
見
ら
れ
る
史
料
現
象
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
地
方
豪
族
の
共
通
に
持
つ
も

の
と
い
う
べ
く
、
特
別
に
察
主
に
だ
け
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
通
常
顕

著
な
そ
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
祭
礼
的
関
係
史
料
さ
え
も
、
少
し
極
言
的
に

言
え
ば
、
す
べ
て
の
地
方
豪
族
に
晃
ら
れ
る
も
の
で
、
程
度
の
差
で
し
か
な

い
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
⑧
③
⑦
⑧
⑩
な
ど
の
史
料
は
、
相
互
に
あ
い
重
っ
て
同
一
件
の
こ
と

を
言
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
夙
に
井
上
博
士
が
指
摘
し
て
居
ら

れ
る
（
「
国
造
制
の
成
立
」
）
如
く
、
県
主
に
と
く
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
う
に
、
大
和
朝
廷
が
全
国
的
に
支
配
態
勢
を
伸

ば
し
て
行
く
と
き
、
そ
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
鎖
縫
…
し
た
も
の
が
県
主
で

あ
っ
た
と
、
判
断
す
る
立
場
を
支
え
る
有
力
な
材
料
と
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
も
⑤
や
⑥
に
見
え
る
壱
伎
や
対
島
の
県
主
は
そ
の
ま
ま

国
造
と
な
る
こ
と
、
⑦
の
県
主
飯
粒
と
同
じ
性
格
の
こ
と
を
凡
河
内
直
（
国

造
）
味
張
が
そ
の
際
に
や
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
⑧
の
高
市
県

主
は
国
造
が
一
般
的
に
移
行
し
た
の
が
通
例
と
見
倣
さ
れ
る
帯
芝
に
な
っ
て

い
る
こ
と
、
⑲
の
藤
原
（
野
）
県
に
封
ぜ
ら
れ
た
（
県
主
と
な
っ
た
）
和
気

氏
が
、
律
令
時
代
に
、
他
の
国
造
の
子
孫
と
同
格
の
備
前
美
作
国
の
律
令
国

造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
行
け
ば
、
国
造
と
県
主
の
間
に
著

し
い
本
性
の
異
り
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
史
料
と
は
見
敏
し
難

い
よ
う
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
氏
姓
・
律
令
両
古
代
を
通
じ
て
、
県
主
及
び
県
主
族
つ
い
て

の
史
料
で
示
さ
れ
る
そ
の
職
掌
は
、
祭
礼
・
襟
飾
・
采
女
・
舎
人
・
貢
納
・

接
待
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
同
じ
地
方
豪
族
の
国
造
及
び
国
造

族
と
本
質
的
に
異
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
大
概
に
於
い
て
問
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
造
と
県
主
と
に
つ

い
て
具
体
的
に
史
料
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
如
何
な
る
特
徴
的
桐
異
が
み
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
こ
に
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央

出
仕
・
伴
造
的
役
割
な
ど
を
中
心
と
し
た
県
主
の
対
中
央
関
係
職
掌
の
、
性

格
規
定
に
関
す
る
一
試
論
を
行
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
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第
一
に
、
そ
の
祭
礼
性
で
訪
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
早
く
は
太
田
亮

博
士
か
ら
返
く
は
上
田
正
昭
氏
ま
で
、
県
主
の
持
つ
主
要
な
性
格
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
最
も
強
く
と
ら
え
ら
れ
た
の
は
村
尾
次

郎
博
士
で
「
諸
士
の
ア
ガ
タ
は
徐
令
制
に
も
神
舐
官
が
太
政
宮
か
ら
分
れ
て

存
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
祭
神
と
祭
礼
集
団
と
か
ら
な
る
行
政
権
外
の
組

織
」
　
（
『
律
令
舗
…
の
墓
調
』
）
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
立
場
か
ら
量
口

え
ば
、
倭
六
県
の
帯
び
て
い
る
祭
礼
料
的
性
格
の
如
き
は
、
県
主
の
も
つ
中

央
に
対
す
る
職
能
と
し
て
、
最
も
代
表
的
な
も
の
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
は
、
最
も
代
表
的
な
祭
礼
性
を
持
つ
鴨
県
主
の
如
き
も
、
そ
の

祭
礼
性
が
中
央
と
密
着
す
る
の
は
都
が
平
安
に
う
つ
っ
て
か
ら
の
後
世
に
属

す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
氏
姓
時
代
の
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
を
考
え
併

せ
て
み
て
も
、
必
ず
し
も
妥
楽
な
考
え
と
は
う
け
と
り
難
い
の
で
あ
る
心

　
倭
六
県
の
こ
の
性
格
は
、
県
主
の
国
家
的
機
能
と
し
て
い
わ
ば
制
度
的
に

附
与
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
彼
ら
が
本
来
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
原
姶
小
国

家
の
首
長
で
あ
っ
た
時
の
、
神
権
君
主
的
な
祭
礼
性
の
伝
統
を
、
多
分
に
保

有
し
た
ま
ま
で
大
和
氏
姓
国
家
の
朝
廷
権
力
構
成
に
参
加
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
県
主
達
は
そ

の
本
貫
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
産
土
神
的
に
信
仰
し
、
あ
る
い
は
部
族
神
的

に
奉
持
し
た
神
へ
の
祭
礼
を
、
自
分
が
朝
廷
権
力
の
一
角
に
入
る
こ
と
に
よ

っ
て
朝
廷
に
持
ち
込
む
結
果
と
な
り
、
つ
い
に
は
そ
れ
が
公
的
な
祭
礼
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勢

る
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
は
そ
の
梁
主
た
る
襲
族
長
た
ち
の
信

仰
が
皇
室
を
中
核
と
し
た
覇
廷
中
心
勢
力
に
よ
っ
て
逆
．
に
吸
上
げ
ら
れ
る
こ

と
と
な
り
、
遂
に
は
そ
れ
が
公
的
な
朝
廷
祭
礼
の
対
象
と
な
る
場
合
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
伝
統
を
重
ん
ず
る
神
祭
り
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
上
で
も
、
本
来
そ
の
信
仰
と
祭
礼
の
保
有
者
だ
っ
だ

関
係
県
主
が
、
な
お
直
接
的
な
司
祭
関
与
者
と
し
て
の
立
場
を
持
続
し
た
ろ

う
こ
と
も
き
わ
め
て
自
然
に
推
考
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
論
者
の
中
に
は
倭
六
識
の
「
御
県
に
坐
す
神
」
を
天
皇
家
の
家
門
の
信
仰

と
い
う
場
に
お
い
て
と
ら
え
る
人
々
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
祝
詞
式
な

ど
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
如
く
、
あ
た
か
も
薄
命
が
群
臣
な
ど
に
告
げ
る
の
と

同
じ
形
式
で
、
先
ず
集
侍
す
る
神
主
や
祝
部
に
宣
超
す
る
こ
と
の
後
、
同
然

の
立
場
か
ら
次
々
に
諸
神
に
宣
言
し
、
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
の
県
の
諸
神

が
鞭
て
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
祝
詞
の
文
辞
中
に
見
え
る
「
皇
御
慶
命
」
は
、

私
的
な
立
場
に
お
け
る
天
皇
の
立
場
を
指
す
の
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も

公
的
な
立
場
の
天
皇
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
祝
詞
式
に
こ
の
祝
詞
の
存
す
る

こ
と
自
体
が
、
神
算
官
と
い
う
國
家
機
構
内
の
公
的
機
関
の
行
な
う
祭
礼
に

外
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
ゲ
な
こ
と
は
敢

え
て
特
に
言
及
し
て
み
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
方
向
を

変
え
て
言
え
ば
、
祝
詞
式
の
如
き
は
律
令
神
祇
官
制
度
の
で
き
て
後
の
こ
と

を
示
す
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
か
ら
、
氏
姓
時
代
に
県
の
神
と
天
皇
家
の
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私
的
な
結
び
つ
き
の
存
在
に
つ
い
て
論
及
す
る
史
料
と
し
て
は
意
味
を
持
た

な
い
と
す
る
見
方
も
無
い
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
大
化
の
改

新
の
際
に
、
倭
六
県
へ
の
遣
使
が
、
e
兵
庫
を
起
造
し
て
国
郡
の
武
器
を
収

聚
す
る
こ
と
、
⇔
辺
国
の
蝦
夷
と
境
を
接
す
る
処
で
兵
力
を
集
備
す
る
こ
と
、

曾
倭
六
県
に
使
老
を
遣
わ
し
て
戸
籍
を
つ
く
り
田
畝
を
校
す
る
こ
と
、
と
、

ま
と
め
て
國
司
に
命
令
さ
れ
た
事
項
で
あ
る
。
国
司
が
命
令
受
領
藩
で
あ
る

点
か
ら
も
、
藍
蝋
さ
れ
る
他
の
こ
事
の
性
格
か
ら
も
、
こ
の
中
で
倭
六
県
云

々
だ
け
が
天
皇
家
の
私
的
な
間
題
領
域
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
は
考
え
難
い

の
で
あ
る
。

　
更
に
こ
の
六
県
の
う
ち
、
薦
城
（
木
）
県
に
つ
い
て
蘇
我
大
臣
が
阿
曇
連
・

阿
倍
臣
の
二
人
を
通
じ
て
「
封
県
扁
と
し
て
得
た
い
と
願
出
た
碍
の
推
古
天

皇
の
拒
否
の
言
葉
の
中
に

　
　
大
販
の
言
、
夜
に
言
へ
ば
夜
を
明
か
さ
ず
、
日
に
署
へ
ば
日
を
晩
さ
ず
、
何
の
辞

　
　
か
用
ゐ
ざ
ら
ん
。
然
れ
ど
も
今
朕
の
世
に
当
っ
て
、
頓
に
琵
の
県
を
失
は
ゴ
、
後

　
　
の
君
の
日
は
く
、
愚
擬
な
る
婦
人
、
天
下
に
臨
み
て
頓
に
そ
の
県
を
亡
ふ
と
…
…

と
い
う
裏
現
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
雷
分
も
聞
入
れ
て
い
る
大
臣
の
要
求
で

も
県
を
失
う
よ
う
な
事
は
聴
許
し
得
な
い
、
そ
れ
は
「
天
下
に
臨
む
も
の
」

と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
で
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
娯
が
単
に
皇
室

の
私
的
な
関
与
物
で
は
な
く
て
、
天
下
国
家
の
統
治
者
と
し
て
の
天
皇
の
愚

な
る
管
轄
下
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
書
紀
の
原
史
料
が
認
録

さ
れ
る
時
代
の
段
階
に
お
い
て
も
、
書
紀
が
編
纂
さ
れ
る
時
代
の
段
借
に
お

い
て
も
、
揺
ぎ
な
き
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と

量
口
え
る
。

　
然
り
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
県
に
結
び
つ
い
た
「
御
県
に
坐
す
神
」
も

ま
た
、
天
皇
家
の
私
的
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。

県
主
が
祭
礼
に
関
与
し
た
県
の
神
は
、
何
ら
か
の
形
で
信
仰
を
公
に
朝
廷
に

収
集
さ
れ
て
い
た
、
そ
の
県
地
域
に
つ
い
て
在
地
性
の
豊
か
な
神
で
あ
る
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
県
主
達
が
朝
廷
か
ら
琉

姓
宮
司
制
度
的
な
職
掌
と
し
て
、
薪
規
に
任
掌
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
も
の
で

は
な
く
て
、
本
来
保
持
し
て
い
た
既
存
の
性
格
を
、
極
め
て
実
際
的
な
性
格

の
実
態
と
し
て
上
か
ら
公
認
さ
れ
、
そ
れ
を
活
用
的
に
部
署
づ
け
ら
れ
た
も

の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
も
と
同
じ
よ

う
に
小
国
家
の
君
長
か
ら
始
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る
国
造
に
お
い
て
も
、
本

来
的
に
は
保
有
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
彼

ら
に
関
す
る
史
料
が
県
主
ほ
ど
あ
ま
り
濃
厚
に
は
こ
の
祭
礼
性
を
物
語
ら
な

い
の
は
、
県
主
の
服
属
よ
り
は
時
代
的
に
降
り
、
氏
姓
古
代
国
家
の
い
わ
ゆ

る
祭
政
分
離
な
る
在
り
方
が
進
行
し
た
時
代
に
な
っ
て
か
ら
着
痩
化
さ
れ
た

彼
ら
国
造
に
お
い
て
は
、
県
主
た
ち
ほ
ど
顕
著
に
こ
の
性
格
を
表
出
し
た
史

料
を
俵
え
る
素
因
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
私
製
を
以

て
す
れ
ば
、
県
主
的
性
格
を
強
く
も
っ
た
ま
ま
移
行
的
に
国
造
と
な
っ
て
行

っ
た
と
目
さ
れ
る
、
出
雲
・
紀
・
美
濃
・
阿
蘇
・
壱
岐
・
対
馬
な
ど
の
国
造
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韓

に
、
最
も
強
く
祭
礼
性
の
随
伴
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
史
料
が
見
ら
れ
る
の

は
、
ま
さ
し
く
こ
の
辺
の
事
情
を
裏
書
き
す
る
も
の
に
外
な
る
ま
い
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
舎
人
・
采
女
な
ど
の
中
央
出
佳
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
み
た

④
⑪
⑫
な
ど
の
史
料
や
、
応
神
紀
の
日
向
国
諸
県
君
の
女
の
髪
長
媛
貢
上
の

話
な
ど
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
定
め
し
少
な
か
ら
ぬ
例
の
あ
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
こ
れ
ま
た
国
造
族
に
と
っ
て
よ
り
顕
著
な
職
務
的
要
件
で
あ
っ
た

か
ら
、
国
造
制
の
展
開
し
た
後
に
お
い
て
は
、
国
造
た
ち
に
こ
の
翻
面
の
働

．
き
は
と
っ
て
代
ら
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
可
能
性
さ
え
あ
り
、
決
し
て
県

主
の
特
微
的
な
職
能
と
い
う
よ
う
な
位
置
づ
け
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
～
二
に
は
、
伴
造
的
職
能
の
問
題
で
、
こ
れ
こ
そ
本
項
に
と
っ
て
も
最
も

璽
要
な
論
域
と
な
る
わ
け
で
あ
り
、
佐
伯
茂
の
兼
躍
論
証
さ
れ
、
井
上
博
士

が
更
に
強
調
さ
れ
た
鴨
県
主
の
警
部
・
水
部
、
直
木
氏
が
確
論
列
挙
さ
れ
た

猟
眠
県
主
の
水
曜
、
三
野
県
主
の
殿
部
、
高
市
・
葛
木
・
十
宙
・
志
貴
・
山

辺
・
曾
心
妻
県
主
の
繕
都
、
吉
備
諸
照
主
の
厳
部
、
更
に
追
加
し
得
る
か
も

し
れ
な
い
と
し
て
本
稿
で
あ
げ
た
志
紀
県
主
の
（
木
）
工
部
な
ど
の
存
在
に
よ

り
、
阿
部
教
授
も
「
漫
芸
に
継
承
せ
ら
れ
た
愁
色
・
粟
野
一
伴
部
の
組
織
が

大
化
前
代
既
に
組
織
さ
れ
て
い
た
」
（
「
伴
造
・
伴
部
考
鴇
日
本
霜
代
史
論
集
』
上

所
駅
）
と
考
定
し
て
お
ら
れ
る
如
く
、
　
こ
れ
ら
と
令
制
黒
部
と
の
関
係
か
ら
、

梁
主
が
氏
姓
時
代
の
伴
造
と
し
て
の
諸
役
割
を
職
掌
と
し
て
い
た
こ
と
を
推

察
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
立
動
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
に
拙
著
で
雷
及
し

て
お
い
た
、
諸
県
神
祉
の
神
戸
の
宰
領
や
、
⑦
の
語
る
一
二
島
県
主
の
献
上
屯

倉
の
管
理
と
い
う
よ
う
な
場
合
を
想
定
す
る
と
な
れ
ば
、
彼
ら
の
こ
の
職
能

的
性
格
は
、
一
層
濃
厚
な
意
味
を
持
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
国
造
の
場
含
に
お
い
て
み
ら
れ
る
も
の
と
比
較
す
る

と
、
阿
波
国
造
が
忌
部
・
佐
伯
部
、
那
珂
国
造
が
宇
治
部
・
壬
生
部
、
下
海

上
国
造
が
他
田
部
、
千
葉
国
造
・
意
岐
国
造
が
大
仁
部
、
若
狭
国
造
が
膳
部

・
稚
桜
部
、
伊
豆
国
造
が
日
下
部
、
針
間
国
造
・
伊
予
国
造
・
安
芸
国
造
が

佐
伯
部
、
伊
賀
国
造
が
健
部
、
相
模
国
造
が
漆
部
、
阿
尺
國
造
・
磁
波
国
造

が
丈
部
、
仲
県
国
造
が
早
使
部
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
伴
造
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

名
代
・
子
代
の
伴
造
で
あ
る
場
合
が
最
も
多
い
の
に
対
し
、
県
主
に
は
い
わ

ゆ
る
名
代
・
子
代
と
い
う
よ
う
な
部
に
関
係
す
る
製
造
の
職
務
が
ほ
と
ん
ど

無
い
の
で
あ
る
。
名
代
・
子
代
の
部
が
、
旧
来
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
て
来
た

よ
う
な
皇
室
私
有
の
民
で
あ
る
と
す
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
近
年
関
晃
教
授
の

研
究
（
「
大
化
前
代
の
皇
室
私
有
民
」
『
B
庫
経
済
史
大
系
駈
第
…
巻
所
収
。
な
ど
）
を

旗
頭
に
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
、
御
名
代
・
御
子
代
の
伴
と
し
て
豪
族
予
覚
な

ど
の
出
仕
す
る
財
源
を
生
み
織
す
部
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
勘
案
、
そ
れ

に
立
脚
し
、
併
せ
て
各
国
造
が
管
轄
域
内
設
置
の
屯
倉
の
管
理
者
で
あ
る
点

を
意
う
な
ら
ば
、
国
造
の
担
っ
て
い
る
伴
造
の
性
格
は
、
広
く
氏
姓
古
代
国

家
の
全
地
方
に
わ
た
っ
て
、
屠
住
の
地
域
に
対
す
る
地
縁
的
在
地
性
が
強
く
、
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県
主
の
そ
れ
は
正
し
く
朝
廷
の
内
部
に
関
与
す
る
機
構
的
中
潜
性
が
強
い
と

雷
え
る
。
確
か
に
、
国
造
の
伴
造
挫
が
外
的
で
広
い
の
に
対
で
、
県
主
の
伴

造
面
は
内
的
で
狭
い
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
処
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
然
ら
ば
狭
い
県
主
は
、
書
わ
れ
る
よ
う
な
「
大
王
の
家
政
機
関
即
ち
内
廷
」

に
直
接
す
る
と
限
定
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
必
ず
し
も

、
そ
う
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
お
も
う
に
国
造
制
は
、
欝
欝
制

と
の
関
係
に
よ
っ
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
よ
く
行
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
伴
学
制
を
e
宮
内
官
的
系
統
の
も
の
と
、
⇔
生
産
技
術
的
系
統
の
も

の
と
の
二
つ
に
分
け
る
と
き
、
そ
の
後
者
が
、
朝
鮮
半
島
と
の
交
渉
に
よ
っ
て

刺
戟
を
う
け
、
彼
の
地
の
制
度
的
整
備
に
倣
う
趨
勢
の
も
と
に
制
度
化
さ
れ

発
達
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
函
造
に
先
行
す
る

性
格
を
持
つ
県
主
は
、
お
そ
ら
く
前
者
の
除
隊
制
と
相
関
々
係
を
持
つ
こ
と

が
自
然
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
前
者
e
の
宮
内
官
的
系
統
の
も

の
は
、
大
和
国
家
が
国
家
形
態
を
持
っ
た
そ
の
初
期
の
段
階
か
ら
存
在
し
た

に
ち
が
い
な
い
と
考
え
る
私
の
立
場
で
は
、
そ
の
国
家
初
期
の
段
階
か
ら
後

世
建
造
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
役
割
を
果
し
た
県
主
が
、
伴
造

制
下
で
、
嘗
内
官
的
系
統
の
場
に
在
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
考
察
の
自
然
の

帰
結
で
あ
る
。
と
は
雷
え
、
大
和
国
家
の
氏
姓
官
司
機
構
を
次
第
に
拡
大
し

て
行
く
過
程
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
宮
内
官
的
立
場
の
伴
造
が
、
い
つ
ま
で
も

単
な
る
「
大
王
家
の
家
敷
機
関
」
な
る
も
の
の
範
躊
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
私
は
否
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
甕
初
か
ら
の
家
政
機
関
的
な
役
割
を
も
な
お
果
た
し
て
は
い
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
次
第
に
国
政
全
体
に
関
与
す
る
朝
廷
機
構
の
い
わ
ば
外
廷
的
な
部
面

の
仕
事
を
も
果
た
す
様
に
、
進
展
拡
大
し
た
立
場
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
来

た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
や
が
て
来
る
飛
鳥
時
代
の

朝
廷
の
運
営
な
ど
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

県
主
伴
造
の
担
っ
て
い
た
宮
内
官
系
統
の
役
割
は
、
律
令
体
制
の
も
、
と
で

は
、
主
と
し
て
宮
内
省
と
其
の
管
下
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
宮
内

省
関
係
の
仕
事
は
、
天
皇
と
密
接
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
に
も

関
ら
ず
、
彼
の
後
宮
職
員
が
卓
越
し
て
皇
室
の
私
的
な
部
颪
を
担
う
の
に
比

べ
、
対
照
的
に
写
国
家
全
体
の
問
題
と
の
関
係
に
お
い
て
生
ず
る
《
君
主
と

し
て
の
天
皇
の
公
的
な
役
割
に
伴
な
わ
れ
る
部
面
の
職
務
を
管
掌
す
る
と
い

う
性
格
を
、
極
め
て
強
く
伴
な
う
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宮
内
省
系
伴
部
に
出
仕
す
る
県
主
族
の
多
い
実
情
は
、
あ

た
か
も
律
令
制
移
行
以
前
の
県
主
た
ち
が
、
宮
内
官
系
の
部
に
密
接
に
関
与

し
た
伴
造
の
職
能
を
所
持
し
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
が
、
大
化
の
改
変
を
挨
つ
ま
で
も
な
く
、
県
主
は
既
に
そ
の
県
主
と

し
て
の
制
度
性
を
失
い
、
そ
の
担
っ
て
い
た
伴
造
性
の
み
を
保
っ
て
い
た
場

合
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
木
疑
を
は
じ
め
諸
先
学
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
す
で
に
県
主
の
名
を
姓
と
し
て
さ
え
も
失
っ
て
い
て
、
只
管
の
伴
造
と
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し
て
の
性
質
を
示
す
至
論
的
名
称
の
み
を
氏
姓
な
ど
に
伝
え
て
い
た
県
主
族

の
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
律
令
制
下
姓
の
性
格
の
変

化
に
よ
っ
て
、
改
め
て
県
主
の
名
を
旧
姓
で
あ
る
か
ら
と
し
て
蘇
ら
せ
よ
う

と
し
た
例
の
す
く
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
辺
の
事
情
を
側
面
か
ら
物

語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
要
す
る
に
宮
内
官
系
の
学
監
と
し
て
の
歴
史
を
負
っ
て
い
た
と
い
う
こ
こ

に
こ
そ
、
県
主
伴
造
の
特
徴
的
性
格
が
最
も
良
く
観
取
で
き
る
が
、
そ
れ
は

県
主
が
大
和
氏
姓
園
家
の
政
局
に
登
場
し
た
時
期
的
な
早
さ
に
由
来
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
県
主
の
直
轄
領
々
主
性

　
県
が
朝
廷
の
直
領
地
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

県
主
は
そ
の
領
主
的
管
理
者
で
あ
る
と
見
る
説
は
、
近
世
の
代
表
的
な
学
者

の
一
人
本
居
二
刀
以
来
の
説
で
あ
る
。
本
居
は
、
『
古
事
記
伝
』
の
成
務
記

本
文
「
二
二
小
県
之
県
主
」
と
い
う
語
を
解
義
す
る
た
め
に
つ
け
た
『
伝
』

に
お
い
て
、
詳
し
く
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
　
「
県
主
は
、
倭

岡
内
な
る
を
始
め
、
国
々
に
在
る
県
を
掌
れ
る
者
の
号
な
り
、
　
（
此
ノ
県
は
、

上
に
云
る
如
く
、
朝
廷
の
御
料
の
県
な
り
、
下
略
と
と
の
べ
、
更
に
、
　
「
書
紀
神

武
ノ
巻
に
、
給
第
猛
猛
田
邑
、
因
為
猛
田
県
主
（
こ
は
倭
ノ
国
＋
市
ノ
罪
な
る
、

猛
田
に
て
其
ノ
邑
を
賜
ひ
て
其
処
に
あ
る
御
県
の
司
と
し
賜
へ
る
な
り
、
旨
き
猛
田
の

内
に
、
御
県
の
地
と
、
此
ノ
人
に
賜
へ
る
地
と
あ
る
な
り
、
此
ノ
文
に
依
て
、
県
主
と

云
は
、
た
袋
共
地
を
領
け
る
奢
ぞ
と
勿
思
ひ
ま
か
へ
そ
、
）
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
注
意
を

書
き
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
県
主
観
が
、
こ
の
一
途
に
徹
底
し
て
い

た
こ
と
は
明
器
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
そ
し
て
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
類
に
属
す
る
学
説
が
、
『
職
官
志
』
『
公
序
考
』

な
ど
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
普
ね
く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
一
方

中
国
膝
撃
の
記
載
な
ど
も
勘
案
し
た
上
で
、
成
務
記
紀
の
記
述
か
ら
、
県
を

闘
造
の
支
配
す
る
圏
の
下
級
行
政
区
画
で
あ
る
と
見
る
立
場
も
あ
っ
て
、
近

代
に
入
っ
は
む
し
ろ
こ
の
方
が
優
勢
な
学
説
と
な
り
、
こ
の
辺
の
問
題
を
総

括
的
に
研
究
し
体
系
づ
け
ら
れ
た
太
田
亮
博
士
説
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
。
こ

の
傾
向
の
研
究
は
戦
後
に
も
う
け
つ
が
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
戦
後
に
お
け
る
國
・
県
問
題
研
究
の
第
一
人
春
で
あ
る
井
上
光
貞
搏
士
も
、

右
の
二
つ
の
立
場
の
説
に
中
田
薫
博
士
の
県
に
関
す
る
ア
ガ
タ
・
コ
ホ
リ
ニ

類
説
を
第
三
説
と
し
て
加
え
て
そ
れ
に
評
価
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の

論
拠
を
鋭
く
批
判
し
、
県
を
国
の
下
級
組
織
で
あ
る
地
方
制
度
区
分
で
あ
る

こ
と
を
論
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
博
士
は
、

　
　
三
二
を
通
鏡
す
る
の
に
、
第
一
説
は
論
拠
薄
弱
で
あ
る
と
お
も
う
。
県
は
…
…
遠

　
　
く
九
州
に
及
ん
で
そ
の
数
も
お
び
た
買
し
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
こ
と
ご
と
く

　
　
直
領
地
・
菜
闘
と
な
す
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
又
屯
倉
と
の
鯛
捕
何
と
い
う
解
き

　
　
が
た
き
問
題
も
起
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
県
に
か
く
の
ご
と
き
意
味
を

　
　
附
…
し
た
い
な
ら
ば
、
こ
れ
を
一
部
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
第
三
説
は
さ
す
が
に
一
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家
言
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
改
め
て
中
田
博
士
の
解
釈
を
見
る
と
、
古
典

　
　
の
記
載
が
果
し
て
博
士
の
述
べ
る
ご
と
く
判
然
二
類
に
分
ち
得
る
か
否
か
は
疑
う

　
　
べ
き
余
地
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
…
…
。
博
士
の
解
釈
は
一
見
巧
妙
で
は
あ
る
が
、

　
　
し
ば
し
ば
実
例
に
惚
逆
反
七
、
結
【
局
第
二
説
が
一
番
臼
回
然
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
（
「
圏
造
制
の
成
立
偏
　
『
史
学
難
誌
』
六
〇
の
一
一
）

と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
県
主
を
国
造
の
下
に
属
し
た
地
方
支
配
者

と
見
る
国
県
制
の
根
本
的
骨
組
み
を
も
含
め
多
く
の
点
で
、
井
上
説
に
批
判

的
立
場
を
と
る
上
田
正
昭
氏
も
、
県
の
地
域
的
分
布
が
屯
倉
経
営
と
密
接
な

関
連
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
県
主
諸
研
究
を
通
じ
て
、
井
上

博
士
が
中
田
説
を
尊
重
さ
れ
た
の
と
似
た
味
わ
い
を
見
せ
つ
つ
、
こ
の
県
主

の
地
域
領
主
と
し
て
の
本
性
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
太
田
博
士
ま
で
の
説
と

根
違
の
無
い
立
場
を
と
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
本
稿
の
第
～
項
に
お
い
て
見
た
井
上
博
士
の
論
は
、
引
用
さ

せ
て
頂
い
た
限
り
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
通
り
、
　
「
県
主
は
も
と
も
と
朝
廷

の
鷹
轄
地
の
首
長
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
と
ら
れ
、
他
に
も
数
回
に
わ
た

っ
て
嗣
趣
旨
の
叙
述
を
し
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
も

し
も
こ
の
「
直
轄
地
」
の
語
義
が
、

　
　
大
和
朝
廷
の
支
配
力
が
ま
だ
全
「
般
に
行
亘
っ
て
い
な
い
古
代
霞
本
列
島
の
中
で
、

　
　
朝
廷
の
政
治
支
配
下
に
属
し
て
い
た
地
域
。

な
ど
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
格
別
問
題
は
な
い
の
で
あ
る

が
、
博
士
は
事
序
の
論
の
工
む
す
び
」
の
引
用
部
分
に
お
い
て
、
　
「
律
令
制

の
導
入
に
よ
る
地
方
制
度
の
大
変
革
に
よ
っ
て
、
地
方
官
と
し
て
の
権
限
を

全
く
失
い
、
そ
の
支
配
す
る
県
の
直
轄
領
と
し
て
の
性
質
は
一
掃
さ
れ
た
。

従
っ
て
、
国
家
が
こ
の
県
に
対
し
て
有
し
て
い
た
領
主
権
は
失
わ
れ
、
カ
モ

県
主
の
支
配
は
た
だ
神
社
周
辺
の
社
地
に
限
ら
れ
た
。
」
　
と
い
う
表
現
に
よ

っ
て
、
カ
モ
県
主
の
勢
力
変
移
を
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
モ
県
主

が
大
化
以
前
に
県
主
で
あ
っ
た
段
階
に
地
方
官
と
し
て
こ
の
県
に
対
し
て
保

持
し
た
支
配
権
と
い
う
も
の
に
、
同
家
が
こ
の
県
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
領

主
権
と
同
体
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
律
令
制
の
導

入
で
失
わ
れ
た
と
い
う
国
象
の
支
配
権
は
、
そ
の
後
に
代
っ
て
入
っ
て
来
た

土
地
公
有
主
義
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
律
令
国
家
の
支
配
権
と
は
、
ち
が
っ
た

性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
敢
て
表
現
す
れ
ば
〃
團
家
に
よ
る

私
有
支
配
権
”
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
言
え

ば
博
士
は
、
同
じ
「
む
す
び
」
の
本
稿
第
一
項
で
は
引
用
し
な
か
っ
た
部
分
で
、

　
　
県
は
も
と
く
朝
廷
の
薮
轄
領
で
あ
っ
て
、
こ
の
直
轄
領
に
系
譜
を
引
く
県
に
広

　
　
諦
　
圏
に
国
県
制
が
実
施
さ
れ
て
も
、
そ
の
直
轄
領
と
し
て
の
性
暫
ハ
を
保
隔
黒
し
て
い

　
　
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
直
轄
領
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
構
造
的
に
い
え

　
　
ば
、
大
和
政
権
の
内
廷
に
薩
結
し
た
も
の
で
あ
っ
て
（
国
造
は
外
廷
的
な
も
の
に

　
　
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
）
、
王
の
家
政
に
必
要
な
物
資
と
労
働
の
基
礎
で
あ
っ
た
。

と
誉
口
っ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
律
令
制
導
入
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
、
博

士
の
言
わ
れ
る
「
直
轄
領
」
と
い
う
県
の
性
質
は
、
　
〃
王
（
天
皇
）
の
内
廷
の

所
領
”
と
い
う
性
質
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
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が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
博
士
は
、
若
干
性
格
を
異
に
し
て
い
る
二
種
類
の
県
を
考
え
て
居

ら
れ
る
。
即
ち
、
も
と
も
と
「
朝
廷
の
直
轄
領
で
あ
っ
レ
た
県
と
、
「
広
範
囲

に
国
県
制
が
実
施
さ
れ
レ
て
か
ら
の
県
と
で
あ
る
。
井
上
博
士
は
「
国
造
制

の
成
立
」
を
発
表
さ
れ
て
後
に
、
「
県
主
」
を
長
官
と
す
る
前
期
県
と
、
「
稲

愚
」
を
長
官
と
す
る
後
期
県
と
の
二
つ
が
あ
る
と
考
え
る
旨
（
函
県
制
の
存

否
に
つ
い
て
」
『
古
代
文
化
』
五
の
照
）
を
表
四
し
て
居
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で

い
う
鷹
轄
領
と
し
て
の
も
と
も
と
の
県
と
は
そ
の
「
前
期
県
」
の
こ
と
、
国

県
制
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
の
県
と
は
そ
の
門
後
期
県
」
の
こ
と
を
意
味
さ
れ

る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
が
、
県
を
そ
の
よ
う
に
二
つ
に
分
け
て
見
て
も
、

「
前
期
県
」
は
も
と
も
と
の
「
直
轄
領
」
で
あ
り
、
　
「
後
期
県
し
も
「
鷹
轄

領
と
し
て
の
性
質
を
保
持
し
て
い
た
偏
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に

し
ろ
「
王
の
内
廷
の
所
領
」
で
あ
る
と
し
て
「
県
偏
を
把
握
さ
れ
る
博
士
の

立
場
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
「
国
県
歌
の
存
在
に
つ
い
て
」
に
更
に

手
を
加
え
表
現
を
と
と
の
え
ら
れ
た
論
評
で
は
、

　
　
県
に
は
や
は
り
二
つ
の
種
類
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、

　
　
県
主
の
お
か
れ
た
県
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
県
は
、
起
源
も
古
く
、
少
な
く
と
も
七

　
　
世
紀
に
は
・
大
和
朝
廷
の
直
驚
で
あ
・
た
。
こ
の
種
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、

　
　
山
城
の
カ
モ
県
主
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
（
申
略
）
も
う
一
つ
の
形
態

　
　
は
、
稲
置
の
お
か
れ
た
県
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
園
造
の
園
の
下
級
機
関
と
し
て
た

　
　
て
ら
れ
た
制
度
で
あ
ろ
う
。
（
『
日
本
古
代
岡
家
の
研
究
』
第
H
部
第
一
章
所
収
）

と
し
て
厨
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
引
用
部
分
の
表
現
の
限
り
で
は
、
果
し
て
、

稲
置
支
配
の
後
期
県
も
直
領
地
で
あ
る
と
見
て
居
ら
れ
る
の
か
否
か
決
定
的

な
判
断
を
下
す
こ
と
に
は
懸
念
も
あ
る
が
、
博
土
の
よ
う
に
緻
密
な
学
者
に

論
旨
分
裂
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
や
は
り
博
士
は
、
後
期
の
稲

置
の
県
に
な
っ
て
も
、
王
の
内
廷
の
所
領
と
い
う
性
質
を
保
持
し
て
は
い
る

も
の
、
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
直
木
氏
も
三
王
に
引
漏
し
た
通
り
、
　
「
県
主
は
単
に
天
皇
の
臨
領
地
の
管

理
者
と
い
う
関
係
で
皇
室
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
云
々
」
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
県
主
の
直
領
地
管
理
は
既
定
の
事
実
で
あ
る
と
把
握
し

て
お
ら
れ
る
模
様
が
わ
か
る
。
た
だ
氏
に
お
い
て
は
、
県
主
の
支
配
す
る
県

が
全
域
薩
領
地
な
の
か
、
県
の
域
内
に
若
干
の
直
領
地
が
含
ま
れ
て
い
て
、

県
主
は
そ
の
管
理
も
や
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
な
の
か
、
県
の
中
将
直
領
地

と
非
直
領
地
の
二
類
あ
り
、
し
た
が
っ
て
慮
領
管
理
者
で
あ
る
県
主
と
そ
う

で
な
い
県
主
と
が
あ
る
と
い
う
御
考
え
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
外

か
ら
一
方
的
に
単
純
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
文
章
表

現
上
の
姿
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
私
は
ど
う
考
え
る
か
を
次
に
の
べ
た
い
。

私
は
若
年
の
頃
か
ら
県
は
圏
の
下
に
あ
り
、
或
る
種
の
地
方
行
政
区
劃
で
あ

る
と
考
え
て
来
た
。
そ
れ
は
漠
然
と
、
県
と
い
う
漢
字
の
持
つ
一
般
的
原
義

を
全
然
無
視
し
て
日
本
語
に
採
用
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
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主の職掌の所謂内廷的性格について（新野）

と
考
え
た
こ
と
、
祝
詞
な
ど
で
特
に
名
を
表
わ
す
倭
六
県
の
如
き
は
、
一
般

の
県
に
比
べ
特
殊
な
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
六
畜
だ
け
が
別
扱
い
を
う
け

て
い
る
の
で
、
こ
の
尊
詠
が
皇
室
御
料
地
の
色
彩
が
強
い
か
ら
と
言
っ
て
、

一
般
の
他
の
察
に
も
御
料
地
の
性
格
が
あ
る
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
こ
の
性

格
の
故
に
六
県
が
特
殊
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
他
の
一
般
の
県

に
は
こ
の
性
格
が
伴
わ
れ
な
い
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
考
え
た
こ
と
、
な
ど
の
極
め
て
幼
稚
な
疑
問
と
独
り
合
点
に
す
ぎ
な
か

っ
た
け
れ
ど
も
、
　
「
国
造
制
の
成
立
扁
で
井
上
博
士
の
明
快
な
論
致
に
接
し

て
か
ら
は
、
私
は
理
論
的
な
支
柱
を
も
得
て
こ
の
考
え
を
強
め
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
県
・
県
主
の
分
布
が
或
る
範
囲
内
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
・
七

世
紀
初
頭
な
ど
と
い
う
頃
に
国
造
・
県
主
が
併
存
し
た
こ
と
を
明
示
す
る
よ

う
な
顕
著
な
史
料
が
無
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
大
化
に
近
い
頃
ま
で
梁
の
行
政

的
意
義
が
生
き
て
い
た
と
見
て
果
し
て
不
都
合
が
無
い
の
だ
ろ
う
か
否
か
な

ど
に
つ
い
て
、
少
な
か
ら
ぬ
惑
い
を
抱
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
来
の

愚
考
に
、
上
田
氏
の
圏
県
制
に
関
す
る
諸
研
究
は
同
感
す
る
処
が
多
く
、
大

き
な
支
え
と
な
っ
た
。

　
即
ち
、
県
は
大
和
国
家
、
の
前
期
の
、
圏
は
そ
の
後
期
の
地
方
行
政
区
画
で

あ
る
と
い
う
、
時
間
的
な
前
後
性
に
よ
る
国
梁
の
位
置
づ
け
を
か
な
り
確
か

な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
私
は
、
国
造
の
国
と
い
う

も
の
は
、
先
行
し
た
県
を
幾
つ
か
整
然
と
し
て
ま
と
め
て
つ
く
ら
れ
た
と
か
、

県
の
旧
欄
か
ら
国
の
新
制
に
一
斉
に
切
換
え
ら
れ
た
と
か
と
い
う
も
の
で
は

な
く
、
県
の
存
在
は
そ
の
ま
ま
あ
っ
た
上
に
新
た
に
そ
の
時
代
の
推
移
に
合

致
し
た
規
模
で
国
造
国
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
、
国
県
併

存
の
時
代
が
あ
っ
た
と
把
握
す
る
こ
と
と
な
り
、
県
前
国
後
を
開
確
に
す
る

上
田
氏
の
説
と
も
そ
の
点
幾
ら
か
違
う
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
わ
け
は
、
国

造
国
は
、
本
来
県
主
の
県
で
あ
っ
た
も
の
が
ほ
ぱ
そ
の
ま
ま
の
性
質
で
国
と

さ
れ
た
も
の
な
ど
も
若
干
は
有
ろ
う
と
考
え
る
（
そ
れ
は
上
露
説
の
よ
う
に
娯

舗
か
ら
国
制
へ
と
い
う
移
行
法
則
に
合
致
し
た
型
の
も
の
で
あ
る
。
）
が
、
そ
れ
は
稀

で
、
多
く
は
幾
つ
か
の
県
主
領
（
即
ち
県
）
を
含
む
程
度
の
広
さ
の
一
地
域

に
、
然
る
べ
き
勢
力
が
国
造
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
国
造
国
の
で
き

上
が
乃
一
般
的
な
形
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
既
に
県

主
領
の
存
在
し
た
処
で
は
広
域
支
配
の
国
と
、
そ
の
中
で
狭
域
を
支
配
し
て

い
た
県
と
が
暫
く
併
存
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ま
で
県
は
未
だ
無
か
っ
た

新
支
配
地
域
に
は
国
の
み
が
単
層
で
設
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
幾
種

か
の
形
態
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
私
は
、
国
造
国
が
数
県
を
含
ん

で
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
国
域
に
は
ど
の
県
の
領
域
で
も
な
い
非
県
区
域
も

あ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
な
れ
ば
、
国
造
国
は
氏
姓
国
家
が
支
配
す
る
地
域
を
、
令
制
下
の
国

郡
の
郊
き
整
然
さ
は
も
ち
ろ
ん
持
た
な
い
に
し
て
も
、
原
劉
的
に
全
版
図
を

間
隙
な
く
劃
定
す
る
と
い
う
傾
向
性
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
県
は
自
己
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中
心
の
一
つ
一
つ
の
地
域
ま
と
ま
り
で
あ
っ
て
、
自
然
に
隣
の
県
と
境
を
接

す
る
も
の
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
県
と
県
と
の
間
に
何
れ
の
支
配
と
も
関
係
の

な
い
空
路
地
帯
が
あ
る
こ
と
も
有
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
う
で

あ
れ
ば
県
は
鷹
轄
領
で
、
非
県
地
帯
は
非
直
領
即
ち
支
配
下
に
は
あ
る
が
直

接
朝
廷
の
支
配
す
る
領
域
に
属
さ
な
い
土
地
で
あ
る
と
い
う
泰
態
も
、
羅
県

制
下
で
は
格
別
矛
盾
な
く
成
立
し
得
る
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
井
上
博
士

の
い
わ
れ
る
後
期
県
の
蒔
代
で
あ
れ
ば
、
県
が
直
轄
領
で
あ
っ
た
と
す
る
考

え
は
理
論
上
お
か
し
く
な
い
よ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
博
士
が
確
実
性
あ
る

直
領
地
と
目
さ
れ
る
の
は
前
期
県
の
方
で
あ
り
、
し
か
も
博
士
の
諾
わ
れ
る

と
こ
ろ
は
、
「
県
は
竜
と
も
と
朝
廷
の
直
轄
領
で
あ
っ
て
」
「
県
主
は
も
と
も

と
朝
廷
の
直
轄
地
の
首
長
」
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
ま
だ

「
広
範
囲
に
麟
県
制
が
実
施
さ
れ
」
な
い
以
前
の
県
（
思
う
に
博
士
の
「
前
期

県
」
と
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
こ
と
前
述
の
通
り
で
あ
る
）
が
、
そ
の
よ
う
に
「
直
轄
領
」

で
あ
り
、
し
か
も
「
直
轄
領
」
と
は
右
に
見
た
様
に
「
王
の
内
廷
の
所
領
し

で
あ
る
と
し
た
ら
、
我
々
の
と
ら
え
る
県
制
下
の
大
和
国
家
に
は
皇
室
私
領

的
な
内
廷
領
の
み
あ
っ
て
、
国
家
公
領
と
し
て
の
外
廷
領
な
る
も
の
は
無
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
博
士
の
持
論
で
は
、
国
県
の
制
度
は
上
下
同
時
的
に

実
施
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
広
範
圏
の
国
県
制
実
施
以
前
に

も
、
北
足
立
の
国
県
制
は
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
狭

い
国
県
実
施
範
囲
内
の
た
か
が
知
れ
た
国
領
（
年
玉
領
）
の
み
が
外
廷
領
で

あ
り
、
し
か
も
そ
の
中
に
屯
倉
な
ど
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
外

廷
領
な
る
公
領
籟
囲
成
は
一
層
狭
小
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
次
第
に
整

備
拡
充
の
著
し
く
な
る
氏
姓
官
司
機
構
や
、
度
々
の
大
が
か
り
な
外
筏
軍
、

更
に
辺
境
開
拓
制
圧
関
係
事
業
な
ど
に
必
要
な
経
費
を
賄
う
の
に
、
そ
の
よ

う
な
狭
小
な
も
の
と
な
る
理
窟
の
外
廷
領
か
ら
の
結
入
で
果
た
し
て
充
分
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
疑
い
な
き
を
得
な
い
。
「
内
廷
費
を
そ
れ
に
充
用
し
た

か
ら
充
分
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
氏
姓
古

代
国
家
の
霜
曇
は
す
べ
て
天
皇
家
の
私
事
と
区
別
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、

内
廷
・
外
廷
な
ど
の
区
別
は
実
質
的
に
意
味
を
持
た
な
く
な
る
こ
と
は
勿
論
、

形
式
的
に
さ
え
然
る
区
分
は
困
難
に
な
る
。
せ
い
ぜ
い
傾
向
性
を
と
ら
え
て

の
言
葉
の
遊
戯
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
、
県
主
の
支
配
す
る
県
は
導
体
が
一
つ
の
内
廷
直
轄
領
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
県
の
中
に
、
屯
倉
・
屯
田
な
ど
と
い
う
に
当
る
鷹
轄
領
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
そ
う
い
う
場
合
に
は
県
主
が
そ
の
薩
首
領
の
管
理

を
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
先
に
圃
定

的
解
釈
を
保
留
し
た
直
木
氏
の
論
も
、
三
通
り
に
解
釈
で
き
る
中
の
仮
に
第

二
・
第
三
の
場
合
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
見
は
そ
れ
と
概
ね
一

致
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
の
直
轄
領
管
理

権
の
行
使
な
ら
ば
、
国
造
国
と
重
層
の
関
係
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
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ら
の
県
の
県
主
に
お
い
て
も
当
然
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
或
い
は
、
恐

ら
く
六
世
紀
初
期
ま
で
に
は
確
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
国
造
国
単
層
化
の
実

態
下
の
県
主
族
の
族
長
に
お
い
て
も
充
分
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
県
主
の
支
配
す
る
県
の
中
に
直
轄
領
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
、
霞
造
の
支
配
す
る
扇
の
中
に
直
轄
領
が
数
多
く
含
ま
れ
て

い
尭
形
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
特
に
国
造
を
外
廷
的
、
県
主
を
内
廷
的
と
区

別
す
べ
き
必
要
は
此
の
点
か
ら
も
全
く
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と

は
い
っ
て
も
、
早
期
か
ら
領
有
さ
れ
て
い
た
県
制
以
来
の
娯
の
中
の
直
轄
地

と
、
一
時
代
遅
れ
て
拡
張
さ
れ
た
国
造
国
支
配
国
内
の
遅
れ
て
領
有
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
直
轄
領
と
で
は
、
天
皇
家
（
整
っ
て
来
た
氏
姓
官
司
機
構
の
中
で
、

井
上
博
士
の
欝
葉
を
借
り
れ
ば
内
廷
で
あ
ろ
う
）
と
の
親
近
性
に
お
い
て
、
　
比
較

に
な
ら
な
い
強
弱
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
親
近
性
の
尤
な
る
も
の

が
倭
六
県
の
直
轄
地
で
、
問
題
の
カ
モ
県
内
の
直
領
地
な
ど
も
そ
れ
に
準
じ

て
密
接
な
関
係
を
持
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
諸
先
学
に
前

に
見
た
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
研
究
を
生
み
出
さ
せ
る
素
因
と
な
っ
た
諸
史
料
を
、

令
制
下
に
亘
っ
て
ま
で
豊
富
に
の
こ
し
て
い
る
理
由
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
井
上
博
士
の
後
期
県
の
男
宮
は
「
稲
置
」
で
あ
る
と
い
う
論
を
併

せ
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
カ
モ
県
に
つ
い
て
も
倭
思
量
に
つ
い
て
も
、
一
つ

と
し
て
「
鴨
県
稲
置
」
と
か
「
鴨
稲
置
」
と
か
「
六
県
稲
置
」
と
か
と
い
う

も
の
が
出
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
大
化
詔
の
中
に
出
て
来
る
「
県
稲
畳
」
と

い
う
特
異
の
一
例
以
外
に
、
積
極
的
に
大
化
頃
に
県
と
稲
置
を
む
す
び
つ
け

た
よ
う
な
史
料
は
無
い
の
で
あ
る
。
稲
置
は
や
は
り
県
主
と
比
べ
れ
ば
一
段

下
に
位
置
す
る
勢
力
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
例
の
砂
書
の
「
伊
尼

翼
（
翼
）
」
を
里
長
に
当
て
て
い
る
の
が
そ
の
有
力
な
一
史
料
で
あ
る
こ
と
は
、

古
来
論
者
の
指
摘
し
続
け
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
私
も
こ
の
比
定
は
充
分
に

考
慮
に
値
す
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
井
上
博
士
の
説
は
、
里
長
説
を
と
ら
れ
る
学
者
の
一
人
で
あ
る
曾
我
部
静

雄
博
士
の
説
を
批
判
し
て
、
階
書
は
「
稲
置
は
八
十
戸
を
管
す
る
」
も
の
と

す
る
が
、
そ
れ
で
は
曾
我
都
博
士
自
身
の
「
大
化
前
代
の
一
里
は
三
十
戸
よ

り
な
る
」
と
す
る
説
と
矛
盾
し
、
自
分
（
井
上
博
±
）
の
「
律
令
制
形
成
初

期
の
『
墨
』
は
三
十
戸
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
」
の
と
も
合
わ

な
い
、
と
否
定
し
、
そ
の
八
十
戸
と
い
う
数
字
が
誤
り
で
、
実
は
稲
概
の
支

配
下
の
県
の
戸
数
と
し
て
は
、
八
十
戸
よ
り
は
も
っ
と
多
い
数
字
が
挙
げ
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
数
年
に
亘
っ
て
曾
我

部
博
士
の
講
麺
に
列
し
、
特
に
濃
厚
に
そ
の
教
を
う
け
た
私
の
考
え
な
ど
は
、

今
更
表
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
曾
我
部
説
に
含
ま
れ
て
未
然
の
う
ち
に
否
定

済
の
処
置
を
う
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
敢
え
て
私
見
の
要
点
を
言
う
な
ら
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
階
書
が
、
県
の
長
に
当
る
も
の
を
門
里
長
」
に
比
定
し
、
も
っ
と
多
い
戸

，
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数
を
「
八
十
戸
」
と
挙
示
し
た
、
と
い
う
、
ダ
ブ
ル
：
・
・
ス
を
犯
し
て
い
る

と
見
得
る
の
と
同
じ
確
率
で
、
　
「
八
十
戸
」
の
戸
数
と
、
　
一
軍
尼
に
属
す
る

「
十
伊
尼
翼
」
と
い
う
数
と
を
共
に
誤
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
わ

け
で
あ
り
、
何
れ
か
と
言
え
ば
、
「
里
長
」
と
い
う
官
職
名
よ
り
は
、
　
「
八

十
」
と
か
「
十
」
と
か
と
い
う
数
字
の
方
が
よ
り
誤
ら
れ
易
い
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
し
て
門
八
十
戸
」
は
井
上
説
の
よ
う
に
本
来
の
戸
数

よ
り
少
く
誤
っ
た
も
の
と
い
う
場
合
が
あ
る
の
と
同
じ
程
度
に
、
実
際
よ
り

多
い
戸
数
に
誤
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
も
し
多

く
誤
ら
れ
た
も
の
で
実
際
の
戸
数
は
も
っ
と
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た

ら
、
里
長
と
伊
二
面
と
の
比
定
は
一
概
に
故
無
き
も
の
と
き
め
て
し
ま
う
わ

け
に
は
行
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
階
書
の
記
事
に
誤
，
り
あ
り
と

し
て
進
め
る
論
は
、
厳
密
に
言
え
ば
所
詮
は
水
か
け
論
に
し
か
な
ら
な
い
の

で
あ
る
が
、
　
「
里
長
」
　
「
八
十
」
の
二
つ
を
誤
る
の
と
、
　
「
八
十
」
　
「
十
」

の
二
つ
を
誤
る
の
と
の
、
何
れ
が
誤
り
易
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題

は
、
大
方
の
御
考
え
を
わ
ず
ら
わ
し
て
み
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

考
え
、
敢
て
こ
こ
に
提
趨
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
な
る
と
、
例
の
成
務
記
紀
の
記
載
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、

　
　
定
賜
大
悶
小
岡
之
國
造
、
亦
定
属
国
≧
之
堺
、
及
大
県
小
県
之
県
主
也
。
　
（
記
）

　
　
自
今
以
後
、
国
郡
立
長
、
県
邑
置
首
。

　
　
国
郡
立
造
長
、
県
琶
概
稲
観
。
　
（
以
前
紀
）

と
い
う
古
事
詑
の
方
は
県
に
県
主
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
先
ず
問
題
は
な
い

が
、
日
本
書
紀
の
方
は
、
こ
の
記
述
か
ら
曾
我
部
博
士
が
「
国
一
園
造
、
県

－
県
主
、
邑
－
稲
置
」
と
い
う
関
係
排
列
を
抽
串
さ
れ
た
の
に
対
し
、
井
上

博
士
は
記
紀
共
に
｝
つ
の
源
の
旧
辞
か
ら
出
た
記
述
で
あ
る
か
ら
、
古
事
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
漿
主
と
い
っ
て
い
る
も
の
が
書
紀
で
は
稲
置
に
当
り
、
国
郡
に
造
血
、
県

　
　
ヘ
　
　
　
へ

邑
に
稲
置
、
と
い
う
文
章
で
、
　
「
国
造
」
に
絹
対
す
る
も
の
は
「
県
稲
置
」

で
あ
る
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
、
と
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

文
章
構
成
論
か
ら
す
る
井
上
説
は
傾
聴
に
心
す
る
卓
説
で
あ
る
が
、
託
り
に

文
章
表
現
の
上
で
は
そ
の
通
り
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
記
事
の
よ
う
な
文

章
整
頓
が
行
わ
れ
た
段
階
の
歴
史
の
実
態
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
考
え
な
い

限
り
、
論
は
因
果
本
末
の
顯
倒
を
来
た
し
兼
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　
古
来
、
大
化
紀
に
「
県
稲
羅
」
と
あ
る
の
を
県
の
長
官
で
あ
る
と
す
る
論

は
、
す
べ
て
大
化
ま
で
県
が
厳
存
し
て
い
た
も
の
と
す
る
前
提
に
立
っ
て
㌻

て
ら
れ
た
も
の
で
あ
届
。
し
か
る
に
今
、
我
々
は
大
化
に
近
い
頃
に
は
県
主

の
支
配
し
て
い
た
よ
う
な
県
制
は
既
に
過
言
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
別
な
前
提
を
設
け
て
考
え
る
揚
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
「
県
・
稲
澄
し
の
文
言
語
句

か
ら
、
こ
の
頃
の
県
制
の
存
否
そ
の
自
慰
を
見
究
め
よ
う
と
す
る
場
を
持
っ

て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
こ
の
辞
句
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
書
紀
の
編
者
が
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文
を
為
す
時
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
原
史
料
が
成
立
し
た
大
化
前
後
の
蒔
期
か

ら
把
握
さ
れ
た
改
新
前
代
に
お
い
て
は
、
生
き
た
制
度
と
し
て
の
県
主
の
県

は
既
に
な
い
実
情
に
な
っ
て
い
て
、
旧
県
域
の
中
に
あ
っ
た
〃
稲
置
の
管
理

す
る
邑
”
の
み
が
具
体
的
に
問
題
と
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
と
は
見
れ
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
稲
置
の
語
は
、
ま
だ
県
主
の
語
が
制
度
的
に
も
生

き
て
い
た
時
代
に
も
、
既
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
に
到
っ
て
は
、

曾
て
県
主
よ
り
も
低
い
地
位
に
あ
っ
た
稲
置
と
同
じ
語
を
、
県
主
の
遺
名
や

臆
念
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
の
時
期
に
、
そ
の
県
主
の
後
身
（
井

上
博
士
の
後
期
県
の
長
官
と
い
う
も
の
）
の
名
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

果
し
て
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
誠
に
不
自
然
の
限
り
で
あ
る
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
思
う
に
以
前
は
県
主
の
陰
に
か
く
れ
て
い
た
稲
置
が
、
県
主
の
影
が
制

度
の
変
遷
に
よ
っ
て
薄
く
な
っ
て
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
面
に
巌
て
来
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
稲
置
こ
そ
が
、
内

廷
魔
轄
領
の
邑
と
よ
ば
れ
た
も
の
の
管
理
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
嬢
の
中
に
あ
る
邑
の
管
理
者
で
あ
る
か
ら
、
県
主
一
族
の
中

で
こ
の
職
に
就
く
例
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
魍
造
制
が
充
実
し
て
来
て
、

県
主
捌
が
衰
退
し
て
か
ら
は
、
県
主
族
の
宗
主
さ
え
も
旧
領
域
内
の
邑
に
つ

い
て
こ
の
三
三
の
職
に
就
く
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
だ
か
ら
大
化
紀
に
見
え
る
「
県
稲
置
」
と
は
、
も
っ
と
詳
し
く
解
釈
的

に
言
う
な
ら
ば
「
旧
県
内
の
邑
の
三
三
」
と
い
う
意
味
な
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
、
現
在
到
達
し
て
い
る
私
の
考
え
方
で
あ
る
。

　
　
　
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
国
造
が
外
廷
的
な
の
に
対
し
、
県
主
が
内
廷
的
で
あ
る
と
い
う
と
ら
え
方

は
、
氏
姓
古
代
の
伴
造
制
を
機
能
的
に
区
分
し
そ
れ
に
関
連
さ
せ
て
両
者
を

見
る
場
合
の
位
置
づ
け
と
し
て
、
全
く
当
っ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
否
、
興
味
あ
る
区
分
論
た
り
得
る
傾
向
性
さ
え
秘
め
て
い
る
。
し
か
し
、

地
域
領
主
と
し
て
の
県
主
の
性
格
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
単
純
に
こ
の
内
廷
的

性
格
を
以
て
割
り
切
る
こ
と
は
、
極
め
て
危
険
な
論
定
で
あ
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
多
少
認
め
ら
れ
る
両
者
の
野
臥
と
し
て
の

こ
の
性
格
差
は
、
歴
史
の
時
代
的
発
展
過
程
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
県
主
と
国

造
と
の
制
度
機
構
の
成
立
し
た
前
後
性
に
基
く
相
異
と
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
大
和
国
家
の
政
治
支
配
機
構
の
中
で
、
県
主
の
成
立
が
早
期
に
あ
っ
た

と
把
握
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
県
主
の
職
掌
の
職
能
的
性
格
を
通
し
て
、
そ
の

本
性
に
よ
り
ょ
く
追
り
得
る
方
途
で
あ
る
と
卜
う
べ
き
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
井
上
博
士
に
も
「
少
な
く
と
も
畿
内
の
県
主
は
、
回
外
の
国
造
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

朝
廷
に
直
結
し
た
の
と
は
異
な
っ
て
、
朝
廷
の
内
廷
に
結
ば
れ
、
そ
の
下
部
構

造
を
な
し
て
い
た
」
（
『
日
塞
古
代
国
家
の
研
究
』
序
章
）
と
い
う
風
な
、
や
や
後
退

し
た
論
調
の
後
説
が
あ
る
の
で
、
県
主
内
廷
直
結
論
を
、
畿
内
県
主
内
廷
直
結

論
に
切
換
え
て
、
矛
盾
を
超
克
し
よ
う
と
し
て
居
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秋
田
大
学
教
授
）
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but　one　of・the　various　forms　of　c1assical　democracy　advocated　since　the

Declaration　of　・　rndependence．

Retail　Trade　Areas　of　the　Central　Place

　　　　Its　distribution　and　hierarchical　structure

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fujio　Suhara

　　Through　analysirtg　the　re£ail　trade　areas　of　the　central　place　on　each

rural　settlement，　this　article　attempts　to　explain　its　m圭煎te　distribution

structure　which　has　been　unable　to　be　acquired．

　　At鉦st，　three　factors　which　determine　the　distribution　of　retail　trade

areas　of　the　central　place　should　be　as　follows　；　（1）　centrality　conditions，

（2）　traMc　conditions，　and　（3）　consumers’　response　cenditions．　Then　the

hierarchical　structure　of　distribution，　which・　is　fouBd　among　those　trade

areas　according　to　various　goods　tltat　should　be　formed　by　the．se　factors，

is　to　be　presumed．

　　The　resu1t　of　the　auther’s　investigation　into　the　actual　condition　at

the　ihland　area　of　eastern　Harima播磨province　in　Hy6go兵庫prefecture

has　brought　the　real　existence　of　the　hierarchical　struture　of　the　distribu－

tion　of　retail　trade　areas　which　agrees　wi£h　his　presumption，　and　the

close　re！ation　between　consurners’　response　conditions　and　dis”Lribution　of

the　trade　area　of　each　goods．

Of　a　So－cai！ed　lnternal　Character　in　Agatanushi’s

　　　　　　　　　　　　　　　　県主0鐙cial　Duty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　Naokichi　Niino

　　There　has　been　a　theory　that　Agata蜘shi県主was　a　lord　of　the　land

which　was　directly　controlled　by　the　ancient　lmperial　family　’and　tlkat

he　was　also　Tomonomiyatsuko伴造who　was　an　agency　of　the　Imperial

household　management．　But　in　case　the　AgataBushi’s　territory　is　under

’the　lmperial　direct　control，　it　follows　that　there　is　ehe　lmperial　private
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territory　alone　and　1ユ。　state　territory　in　the　early　period　of　Yamato大和

．State　under　the　system　of　Agata県，　and　that　there　is　only　narrow　state

territory　after　the　Yamato　State　under　the　system　of　Kuni．．Agata国県；

and　so　it　will　be　diMcdlt　to　cover　the　national　expenses　which　keep

the　developing　state　organization　and　national　policy．

　　It　is　indeed　characteristic　that　he　was　in　relation　with　interna｝　Tomo

zz　as　Tomonomiyatsuko，　eompared　with　many　cases　that　Kuninomiya－

tsuko国造served　asl　Tomonomiyatsuko（Tomo　of　Nashiro名代or　Koshir（〉

子代），but　this　is　not　necessarily　derived　from　his　｝ordship　of　the　territory

under　the’　lmperial　d1rect　control．

　　This　article　exp！ains　that　Agatanushi　was　in　’charge・　of　management

of　the　directly　controlled　terriory　by　assuming　the　post　of　Inagi稲置as

achief　of　Mura邑，　the　territory　under　Imperial　direct　control　which

was　set　up　iB　his　Agata，　and　that　his　charge　of　internal　Tomonomiya－

tsuko　was　due　to　the　historical　circumstances　that　lte　participated　in　the

local　control　organization　of　the　Yamato　Court　in　the　earlier　period　than

Kuninomiyatsul〈o　and　had　been　in　charge　of　the　duty　equivalent　to

so－called　Tomonorniyatsuko　belonging　to　the　internal　oMcials．
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