
鎮
西
島
津
庄
寄
郡
の
歴
史
的
位
置

1
「
園
衙
直
領
」
研
究
序
説
一

鈴

木

国

弘

【
要
約
】
　
庄
園
制
の
本
質
は
、
従
来
の
如
く
そ
の
私
的
・
家
産
的
な
経
済
体
制
と
し
て
の
面
で
の
み
論
ぜ
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
司
（
受
領
）

層
を
含
む
中
央
貴
族
全
体
の
階
級
連
合
（
乃
至
は
支
配
階
級
内
部
に
お
け
る
階
級
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ー
ヴ
掌
握
の
指
向
）
の
形
成
の
中
で
「
庄
園
制
」
が

一
体
如
何
な
る
歴
史
的
意
味
（
役
割
）
を
序
幕
っ
て
い
た
存
在
で
あ
る
の
か
と
云
う
観
点
に
た
っ
て
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
観
点

の
具
体
化
は
、
一
次
的
に
は
、
庄
園
制
を
生
み
出
す
母
体
で
あ
る
国
衙
領
の
構
造
分
析
－
特
に
は
国
司
（
受
領
）
の
在
地
支
配
達
成
の
橋
頭
墾
脆
「
国
衙

直
領
」
支
配
機
構
の
析
出
一
か
ら
開
始
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
本
稿
は
以
上
の
如
き
視
角
に
た
っ
て
の
庄
園
制
研
究
の
再

出
発
を
島
津
庄
寄
郡
を
舞
台
と
し
て
敢
行
す
る
と
同
時
に
、
従
来
と
か
く
九
州
（
辺
境
）
独
自
の
テ
ー
マ
と
し
て
の
み
取
り
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
「
寄

郡
」
を
、
全
国
的
な
庄
園
制
研
究
の
一
環
と
し
て
積
極
的
に
位
置
付
け
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。
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は
　
じ
　
め
　
に

　
中
世
に
お
け
る
「
職
」
及
び
「
公
田
支
配
」
等
を
め
ぐ
る
諸
問
題

と
は
、
一
説
に
よ
る
と
、
特
殊
・
日
本
的
な
封
建
制
の
形
成
に
際
し

て
、
き
わ
め
て
積
極
・
促
進
的
な
歴
史
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
反
面
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
、
却
っ
て

中
世
前
期
に
お
け
る
封
建
領
主
制
の
形
成
を
阻
止
す
る
働
き
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
の
と
し
て
消
極
的
に
評
価
す
る
見
解
も
あ
り
、
そ
こ
か
ら
容
易
に

契
合
し
難
い
領
主
制
形
成
史
上
に
お
け
る
二
つ
の
大
き
な
研
究
動
向

が
導
き
出
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
最
近
に
至
り
、
入
間
田
宣
夫
氏
は
、
特
に
中
世
の
在
地

領
主
層
が
公
田
支
配
（
官
物
徴
収
）
爬
羅
の
請
負
主
体
と
し
て
あ
り
、

の
み
な
ら
ず
彼
ら
は
そ
れ
に
基
づ
き
、
実
に
幕
府
権
力
を
中
核
と
し

て
も
つ
階
級
的
結
集
を
実
現
し
得
て
い
た
存
在
に
ほ
か
な
ら
ぬ
点
を

1　（299）



指
摘
さ
れ
、
結
論
と
し
て
中
世
領
主
制
形
成
史
上
に
お
け
る
職
（
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

田
）
の
積
極
的
・
促
進
的
役
割
を
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
入
間
田

氏
の
右
の
よ
う
な
結
論
に
対
し
て
は
、
私
も
さ
き
ご
ろ
基
本
的
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

そ
れ
に
賛
同
し
た
い
旨
の
私
見
を
公
表
し
て
お
い
た
し
、
他
方
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
も

領
主
層
が
も
っ
た
と
云
わ
れ
る
か
の
公
田
請
負
者
的
な
性
格
に
関
し

て
も
（
本
論
で
若
千
関
託
す
る
如
く
）
私
は
原
則
と
し
て
賛
成
な
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
中
世
社
会
（
そ
の
基
本
構
造
）
が
、
普
通

「
職
の
体
系
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
如
き
重
層
的
な
構
成
を
と
る
も

の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
構
成
の
歴
史
的
本
質
が
、
と
り
わ
け
「
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ち
　
　
ち
　
　
も
　
　
も

園
領
主
－
在
地
領
主
」
虚
聞
で
見
出
し
得
る
複
数
の
領
主
の
相
互
依

存
（
補
完
）
関
係
と
表
現
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
に
ほ
か
な
ら
ぬ

　
　
⑤

こ
と
も
、
既
に
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
そ
の
場
合
、

そ
の
よ
う
な
依
存
・
藩
主
関
係
の
具
体
的
な
内
容
と
云
う
の
が
、
在

地
（
公
田
）
支
配
上
の
実
務
は
在
地
領
主
層
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実

務
遂
行
の
た
め
の
職
（
公
権
）
の
補
任
権
が
あ
く
ま
で
も
庄
園
領
主

（
中
央
貴
族
）
層
に
あ
る
如
く
、
庄
園
領
主
層
に
か
な
り
の
実
権
（
主
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

性
）
を
お
く
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
勿
論
な
の
で
あ
る
。
と

す
る
な
ら
ば
、
入
間
田
氏
は
さ
き
の
領
主
制
と
公
田
（
職
）
支
配
と
の

関
係
を
、
こ
ど
さ
ら
在
地
領
主
層
を
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
勿
論
本
質
的
に
は
、
決
し
て
在
地
領
主
に
限
定
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
ら
で
な
く
、
庄
園
領
主
（
中
央
貴
族
）
あ
る
い

は
上
級
庄
官
レ
ベ
ル
で
の
領
主
的
連
合
（
乃
至
は
支
配
階
級
内
部
に
お

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
る
階
級
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ー
ヴ
獲
得
）
の
た
め
の
媒
介
環
と
し
て
も
、

職
（
公
田
）
が
一
定
の
意
義
狐
役
割
を
発
揮
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
で

あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
私
は
本
稿
に
お
い
て
は
、
特
に
い
わ
ゆ
る
庄
園
制
（
中
央

貴
族
層
に
よ
る
政
治
的
n
経
済
的
結
合
形
態
）
の
場
合
に
関
し
て
、
そ
れ

と
職
（
公
田
）
支
配
と
の
関
係
の
あ
り
方
（
そ
の
特
徴
）
を
、
具
体
的
に

追
求
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
私
が
と

く
に
注
目
し
た
い
と
思
う
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
早
く
か
ら
永
原
慶
二
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
も
い
る
如
ゆ
庄
園
領
主
権
（
領
家
職
）
の
歴
史
的
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

質
と
は
究
極
の
と
こ
ろ
、
律
令
的
（
目
王
朝
国
家
的
）
国
司
の
権
限
そ

へ
　
　
ち
　
　
ち

の
も
の
の
継
承
物
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
云
う
事
実
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
は
い
ま
そ
の
点
に
関
連
し
て
、
一
九
六
七
・
六
八
両
年
の

日
本
史
研
究
会
大
会
の
代
表
報
告
で
共
通
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

た
テ
ー
マ
の
一
つ
に
、
い
わ
ゆ
る
「
国
司
の
領
主
化
」
に
関
す
る
問
題
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鎮西島津左寄郡の歴史的位鐙（鈴木）

の
見
え
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
て
お
き
た
い
。
六
七
年
度
の
大
会
に

お
い
て
は
戸
田
芳
実
属
が
、
実
に
「
前
期
王
朝
国
家
口
初
期
封
建
国

家
」
と
の
認
識
に
た
ち
、
そ
の
上
で
、
い
わ
ゆ
る
地
方
軍
事
貴
族
た
る

国
将
軍
を
、
そ
の
具
体
的
な
傭
兵
化
政
策
を
通
じ
て
囲
い
込
み
つ
つ
、

そ
こ
に
独
自
な
軍
事
的
（
暴
力
的
）
機
構
を
構
築
し
て
い
く
国
司
唄
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

領
の
領
主
的
側
面
を
指
摘
し
た
の
に
対
し
て
、
六
八
年
度
の
報
告
者

坂
本
賞
三
氏
は
、
国
司
（
受
領
）
の
支
配
内
容
の
あ
り
方
に
ま
で
分
析

を
進
め
て
、
そ
の
実
態
を
、
ω
「
名
」
の
中
核
を
な
す
公
田
数
を
基

準
と
す
る
賦
課
、
臼
り
国
司
に
よ
っ
て
反
別
賦
課
基
準
が
変
動
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
、
㈲
国
司
佃
、
の
三
点
と
し
て
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
、
⑦
・
G
D
両
点
は
、
国
司
に
よ
る
公
田
支
配
の
側
面
に
ほ
か
な
ら

ず
、
他
方
㈲
の
本
質
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
既
に
清
水
三
男
氏
の
研

究
に
よ
っ
て
「
国
衙
直
領
」
と
表
現
さ
れ
て
き
た
国
司
の
私
的
回
家
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

的
支
配
体
制
の
中
核
で
あ
る
。
坂
本
砥
の
報
告
は
、
こ
の
三
点
相
互

聞
の
連
関
性
を
有
機
的
に
捕
捉
す
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ

た
が
、
と
も
あ
れ
右
の
三
点
が
、
上
述
の
如
く
や
が
て
庄
園
領
主
権

（
領
家
職
）
の
実
体
と
し
て
継
承
さ
る
べ
き
、
前
期
王
朝
国
家
期
に
お

け
る
国
司
の
権
限
（
そ
の
具
体
的
内
容
）
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
さ
れ
ば
従
来
わ
れ
わ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
庄
園
領
主
権
（
領
家
職
）
の

本
質
と
か
内
容
と
か
の
具
体
的
究
明
に
携
わ
る
に
当
っ
て
、
頻
り
と

国
司
の
公
田
支
配
（
官
物
徴
収
）
権
等
の
継
承
面
を
重
要
視
し
な
が
ら
、

（
現
に
庄
園
の
四
至
内
に
国
衙
直
領
の
一
形
態
賦
御
館
分
田
の
存
在
す
る
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
決
し
て
少
な
く
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
国
司
の
私
的
・
家
産
的
経

済
－
一
国
衛
直
領
等
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
不
問
に
附
し
て
、
こ
れ
ま
で

傭
ら
積
極
的
な
分
析
の
メ
ス
を
施
す
姿
勢
を
も
ち
得
な
か
っ
た
点
に

つ
い
て
は
、
改
め
て
き
び
し
い
反
省
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
国
司
が
庄
園
領
主
に
対
し
、
そ
の
公
田
支
配
一
官
物
徴
収
権

等
の
割
譲
を
行
な
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
れ
は
以
後
庄
園
領
主
が
、

国
司
が
そ
の
任
国
の
う
ち
（
な
か
ん
ず
く
そ
の
当
該
庄
園
の
設
定
部
分
）

に
も
つ
た
国
衙
直
領
（
私
的
・
家
産
的
経
済
）
の
管
理
に
関
し
て
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
へ

る
種
の
保
証
一
協
約
等
を
示
し
得
て
以
後
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
筈

だ
か
ら
で
あ
る
。

　
私
は
し
た
が
っ
て
、
右
述
の
如
き
庄
園
領
主
層
に
よ
る
国
司
に
対

す
る
国
衙
直
領
の
管
理
（
そ
の
代
行
）
が
、
そ
の
公
田
支
配
（
官
物
徴

収
）
権
獲
得
の
た
め
の
要
件
と
し
て
極
め
て
重
要
・
積
極
的
な
歴
史
的

意
味
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、

庄
園
領
主
と
国
司
（
受
領
）
層
と
の
横
の
対
立
を
止
揚
し
て
、
中
央
貴
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族
的
レ
ベ
ル
で
の
領
主
連
合
を
実
現
す
る
重
要
な
契
機
を
な
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
も
推
定
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
従
来

の
国
衙
領
乃
至
庄
園
制
研
究
の
諸
成
果
を
顧
み
て
み
た
と
こ
ろ
で
は
、

か
か
る
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
も
、
あ
ま
り
積
極
的
な
関
心
は
払

わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
従
来
の
庄
園
制

研
究
で
は
、
し
ば
し
ば
庄
園
制
の
典
型
な
い
し
完
成
型
を
如
何
に
把

握
す
べ
き
か
と
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
な
が
ち
も
、
そ
れ
は
各
時

期
の
庄
園
領
主
の
土
地
・
人
民
支
配
力
の
貫
徹
程
度
や
支
配
原
理
の

徹
底
度
の
如
何
か
ら
論
及
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
庄
園
制
が
本
質
と
し

て
も
つ
家
産
的
支
配
－
経
済
高
欄
の
諸
機
能
が
如
何
に
充
分
発
揮
さ

れ
て
い
る
か
と
の
観
点
な
ど
に
た
っ
て
論
及
さ
れ
て
き
た
と
考
え
て

良
い
。
故
に
そ
こ
で
は
全
般
的
に
み
て
、
個
々
の
庄
園
・
庄
園
領
主

の
内
部
的
な
状
況
の
分
析
の
み
か
ら
、
そ
の
典
型
（
な
い
し
完
成
型
）

の
如
何
を
問
う
傾
向
の
方
が
は
る
か
に
濃
厚
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
庄
園
制
の
典
型
（
な
い
し
完
成
型
）
の
如

何
と
は
、
決
し
て
庄
園
領
主
許
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
に
は
庄
園

領
主
と
対
立
u
競
合
的
な
立
場
に
も
た
つ
国
司
（
受
領
）
層
を
も
含
む

包
括
的
な
中
央
貴
族
層
全
体
と
の
関
連
の
中
で
追
求
さ
る
べ
き
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
函
み
に
庄
園
制
を
も
っ
て
殊
更
に
「
都
市
酌
ロ

貴
族
的
領
有
の
体
綱
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
現
在
最
も
有
力

な
見
解
の
一
つ
で
あ
る
が
、
か
か
る
表
現
の
正
し
い
意
味
と
は
、
既

述
の
如
く
一
面
在
地
領
主
層
と
緊
密
な
依
存
補
完
関
係
を
形
成
し
つ

つ
も
、
他
面
依
然
と
し
て
こ
れ
ら
の
老
と
の
抜
き
難
い
対
立
皿
競
合

関
係
を
含
む
上
級
領
主
u
中
央
貴
族
層
相
互
の
領
主
連
合
（
政
治
的

・
経
済
的
結
合
）
の
実
現
の
上
で
、
　
「
庄
園
制
」
が
一
体
如
何
な
る

歴
史
的
意
味
（
役
割
）
を
落
着
っ
て
い
た
存
在
で
あ
る
の
か
と
云
う
論

点
の
提
示
に
こ
そ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
こ
の
よ
う

な
「
庄
園
制
の
本
質
」
の
究
明
に
際
し
て
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
庄
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
も
　
　
も

領
主
と
国
司
（
受
領
）
と
の
接
触
面
を
正
当
に
析
出
す
る
必
要
が
あ
り
、

こ
の
場
合
実
に
前
述
の
如
き
「
国
衙
直
領
」
へ
の
着
眼
が
欠
か
し
得

ぬ
観
点
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
私
が
本
稿
で
、
特
に
鎮
西
島
津
庄
の
「
寄
郡
」
（
そ
の
歴

史
的
本
質
）
に
関
し
て
の
分
析
を
通
じ
て
、
是
非
共
追
求
し
て
み
た
い

と
考
え
る
研
究
テ
ー
マ
の
概
略
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
私
は
こ
の
「
寄
郡
」
の
聞
題
を
、
決
し
て
従
来
の
論
者
の
如
く
辺

境
（
九
州
）
庄
園
の
特
殊
的
形
態
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
中
世
の
庄
園
制
（
そ
の
一
般
的
性
格
）
の
研
究
を
生
産
的

に
お
し
進
め
て
行
く
た
め
の
一
環
と
し
て
、
具
体
的
な
分
析
を
施
し
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て
み
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
て
大
方
の
諸
氏
の
御
示
教

を
仰
ぎ
得
れ
ば
幸
い
と
思
う
。

　
①
戸
田
芳
実
氏
『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
他
。

　
②
永
原
慶
二
氏
『
日
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
』
『
日
本
の
中
世
社
会
』
。

　
③
「
公
田
と
領
主
翻
」
（
『
歴
史
騒
三
八
輯
）
。

　
④
拙
稿
「
鎌
倉
時
代
領
主
翻
の
構
造
と
㎝
族
結
合
」
（
問
日
本
歴
史
』
二
六
四
号
）
。

　
⑤
⑥
⑦
　
永
原
氏
『
日
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
』
。

　
⑧
「
中
世
成
立
期
の
国
家
と
農
蝿
」
（
『
日
本
史
研
究
』
九
七
）
。

　
⑨
「
王
朝
国
家
体
制
と
人
民
」
（
『
目
本
史
研
究
』
一
〇
四
）
。

　
⑩
「
園
衙
領
と
武
士
」
（
『
上
代
の
土
地
関
係
』
所
収
）
。

　
⑪
拙
稿
「
庄
国
体
儲
と
日
置
直
領
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
四
二
、
二
照
三
）
。

　
⑫
京
都
歴
研
連
グ
ル
ー
プ
「
日
本
封
建
時
代
の
土
地
綱
度
と
階
級
構
成
」
（
『
北
京

　
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
論
文
集
』
所
収
）
。

一
、
薩
摩
国
建
久
三
田
帳
の
分
析

　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
（

　
島
津
庄
が
、
日
向
国
諸
県
郡
の
都
城
を
そ
の
根
本
発
生
の
地
と
し

て
成
立
し
た
摂
関
家
領
庄
園
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ

　
　
　
①

で
あ
る
が
、
こ
の
島
津
庄
の
「
寄
郡
」
の
歴
史
的
本
質
を
検
討
す
る

の
に
、
史
料
上
も
っ
と
も
便
利
の
良
い
の
は
、
む
し
ろ
薩
摩
国
の
場
合

で
あ
る
。
特
に
そ
の
検
討
の
主
た
る
素
材
と
な
す
べ
き
も
の
は
、
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

久
八
年
六
月
日
付
の
、
い
わ
ゆ
る
薩
摩
国
建
久
三
田
帳
写
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
れ
に
関
す
る
先
学
の
業
績
と
し
て
、
既
に
西
岡
虎
之
助
・
竹
内
理

　
④
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
⑥

　
三
・
水
上
一
久
・
工
藤
敬
一
の
諸
氏
の
研
究
が
あ
る
が
、
当
面
特
に
「

　
そ
の
研
究
が
も
つ
重
要
度
の
い
ち
じ
る
し
い
高
さ
の
故
に
、
改
め
て

批
判
・
再
吟
味
の
対
象
と
さ
る
べ
き
も
の
は
工
藤
氏
の
論
文
で
あ
る
。

’

　
工
藤
氏
は
本
図
田
帳
に
み
え
る
各
種
寄
郡
の
形
態
を
分
析
し
、
そ
れ

　
を
左
記
の
三
類
型
を
も
っ
て
把
握
し
て
お
ら
れ
る
。

　
㈲
、
郡
（
院
・
郷
）
が
社
寺
領
の
類
を
の
ぞ
き
、
全
体
と
し
て
寄
郡
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ホ
ウ

　
　
　
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
中
に
名
を
ふ
く
ま
な
い
と
こ
ろ
。

　
⑧
、
岡
じ
く
全
体
と
し
て
寄
郡
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
－
に
名
を

　
　
　
ふ
く
む
。
ど
こ
ろ
。

⑥
、
以
上
の
二
つ
の
揚
合
と
こ
と
な
り
、
郡
（
院
・
郷
）
中
の
一
部
が

　
　
　
名
単
位
に
寄
郡
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
工
藤
氏
に
よ
る
と
、
実
に
薩
摩
国
に
お
け
る
こ
の
三
類
型
は
、
㈲
が

後
進
（
外
郭
）
地
域
、
⑧
が
い
わ
ゆ
る
中
間
地
域
、
⑥
が
先
進
（
国
衙

周
辺
）
地
域
と
し
て
整
理
さ
れ
得
る
如
き
地
域
差
を
も
ち
、
の
み
な

ら
ず
そ
れ
は
本
質
的
に
、
実
に
㈲
↓
⑧
↓
⑨
の
順
序
を
も
っ
て
よ
り

進
化
し
た
発
展
段
階
差
を
表
示
し
た
も
の
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
分
類
が
、
実
に
名
（
別
名
）
の
有
無
や
拾
頭
程
度
を
、
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そ
の
重
要
な
類
型
化
の
指
標
と
し
て
用
い
て
い
る
事
実
か
ら
知
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
如
く
、
例
え
ば
大
山
喬
平
氏
の
若
狭
国
益
田
数
帳
の
分
析
と
同
様
、

あ
く
ま
で
も
国
衙
領
に
お
け
る
在
地
領
主
制
形
成
史
検
討
の
視
点
に

た
っ
て
の
整
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
。
現
に
工
藤
氏
は
、
右
述
の
如
き
詳
細
な
寄
郡
に
関
し
て
の

分
類
に
続
き
、
か
か
る
寄
郡
の
性
格
に
関
し
て
、
そ
れ
が
一
般
的
に

は
半
輸
（
半
不
輸
）
制
の
一
形
態
と
し
て
把
握
さ
れ
て
は
い
る
が
、
決

し
て
単
な
る
輿
望
で
は
な
く
、
領
家
が
国
衙
よ
り
も
優
先
的
に
そ
こ

か
ら
の
所
当
年
貢
等
を
収
納
し
検
田
を
も
庄
官
を
し
て
遂
行
せ
し
め

得
る
「
特
殊
雑
役
免
」
の
地
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、

か
か
る
特
殊
な
支
配
関
係
形
成
の
歴
史
的
契
機
と
は
、
郡
郷
四
隅
在

庁
官
人
（
右
「
寄
郡
」
の
寄
進
主
体
）
暦
と
、
目
代
（
中
央
官
人
）
層
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
在
地
に
お
け
る
対
立
臓
競
合
関
係
の
存
在
を
起
点
と
し
て
お
り
、

在
庁
が
領
家
の
威
を
か
っ
て
、
目
代
の
圧
力
を
抑
え
る
こ
と
を
そ
も

そ
も
の
発
端
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

故
に
こ
こ
で
も
工
藤
氏
の
、
あ
く
ま
で
も
在
地
領
主
制
論
を
起
点
と

し
て
も
つ
一
貫
し
た
「
寄
郡
」
分
析
の
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
勿
論
、
私
の
場
合
も
こ
の
よ
う
な
分
析
が
、
寄
郡
の
本
質
を
探

る
上
で
の
貴
重
な
観
点
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
反

面
と
も
か
く
も
こ
の
寄
郡
な
る
も
の
が
、
明
ら
か
に
庄
園
の
一
形
態

で
あ
り
、
し
か
も
い
わ
ゆ
る
庄
園
制
が
都
市
的
（
貴
族
的
）
領
有
の
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

配
慮
得
た
る
本
質
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
れ
ば
、
な
に
は

と
も
あ
れ
庄
園
領
主
（
中
央
貴
族
）
的
立
場
か
ら
の
分
析
な
し
に
、
一

方
的
に
（
在
地
領
主
制
辞
的
な
観
点
の
み
か
ら
）
そ
の
歴
史
的
本
質
の

如
何
を
論
断
し
て
し
ま
う
こ
と
は
早
計
と
思
わ
れ
る
。

　
尤
も
工
藤
氏
は
更
に
別
稿
を
も
っ
て
、
実
に
寄
郡
に
お
け
る
庄
務

機
構
の
変
遷
を
も
論
じ
て
、
第
一
期
（
平
安
～
承
久
前
後
）
預
所
－
庄

政
所
体
制
の
後
階
、
第
二
期
（
承
久
前
後
～
鎌
倉
末
）
預
所
体
制
の
段

階
、
第
三
期
（
鎌
倉
末
－
南
北
朝
）
給
主
体
欄
の
段
階
、
と
の
規
定
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
こ
こ
ろ
み
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
注
目
さ
れ
る
が
、
し
か
し
工

藤
氏
が
上
記
の
と
こ
ろ
で
、
こ
と
さ
ら
「
特
殊
雑
役
免
」
と
定
義
さ

れ
、
目
代
1
在
庁
間
の
対
抗
に
よ
っ
て
そ
の
発
生
を
み
た
す
も
の
と

さ
れ
た
寄
郡
の
歴
史
的
本
質
と
、
右
の
三
段
階
の
支
配
体
制
と
は
一

体
ど
の
よ
う
に
連
関
す
る
の
か
、
そ
の
点
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な

く
、
私
の
右
述
の
如
き
問
題
提
起
が
既
に
解
決
ず
み
の
こ
と
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
西
岡
氏
・
竹
内
氏
や
阿
部
猛
氏
の
寄
郡

に
関
し
て
の
研
究
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
論
点
に
関
し
て
の
言
及
は

見
え
な
い
。
故
に
私
は
本
稿
に
お
い
て
は
（
特
に
「
は
し
が
き
」
で
述
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べ
た
如
き
論
点
日
所
謂
「
中
央
貴
族
」
層
全
体
の
階
級
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ー

ヴ
掌
握
の
志
向
と
の
関
連
に
於
い
て
も
）
こ
の
「
寄
郡
」
の
本
質
を
も
っ

て
、
あ
く
ま
で
も
庄
園
綱
（
都
市
的
肌
貴
族
的
領
有
）
の
一
形
態
に
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

か
な
ら
ぬ
も
の
と
考
え
る
認
識
に
た
ち
、
こ
と
さ
ら
領
家
（
中
央
貴

へ
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
あ
　
　
ち
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

族
）
と
寄
郡
と
の
連
関
を
念
頭
に
お
い
て
具
体
的
分
析
を
進
め
る
こ

と
と
し
た
い
。
そ
こ
で
い
ま
改
め
て
注
意
す
べ
き
は
、
前
述
の
薩
摩

国
建
久
図
田
帳
の
記
事
の
中
に
、
か
の
三
類
型
と
は
全
く
別
個
の
第

四
の
類
型
が
み
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も

劫
、
郡
（
院
・
郷
）
の
中
の
「
公
領
」
の
み
が
、
そ
れ
自
体
独
立
せ
る

　
　
状
態
に
お
い
て
寄
郡
化
さ
れ
て
い
る
如
き
形
態
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
ち
　
　
も

　
　
そ
れ
を
史
料
に
則
し
て
云
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
公
領
」
の
表
示

　
　
も
　
　
ら
　
　
う
　
　
ち

　
　
の
も
と
に
「
嶋
津
御
庄
寄
郡
」
と
の
註
記
が
書
き
入
れ
ら
れ
て

　
　
い
る
点
に
特
色
が
あ
り
、
そ
の
実
例
と
し
て
私
は
、
二
つ
の
事

　
　
例
－
宮
里
郷
及
び
入
来
院
の
場
合
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る

　
　
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
そ
の
史
料
を
掲
出
す
れ
ば
左
記
の
通

　
　
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

宮
里
郷
七
十
町
内

　
　
社
領
七
町
五
反

　
　
（
中
略
）

安
楽
寺
下
司
在
庁
楽
友

　
　
　
　
翁
李
一
町
護
獣
璽
纂
欝
繧
駄
賊
購

　
　
入
来
院
九
十
二
町
二
段
内
　
没
官
御
領
地
頭
千
葉
介

　
　
　
　
寺
領
二
段
　
安
楽
寺
　
下
司
僧
安
静

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
公
領
七
十
五
町
内
嶋
津
御
庄
寄
郡

　
　
　
　
弁
済
使
分
五
十
五
町
　
本
地
頭
在
庁
種
明

　
　
　
　
郡
名
分
二
十
町
　
　
　
本
郡
司
在
庁
知
友

　
　
　
　
　
　
　
　

尤
も
こ
の
よ
う
な
掬
型
と
は
、
か
の
㈲
型
の
内
容
が
前
述
の
如
く
、

　
　
　
　
　
　
、
《
、
、
、
、
、
⑪

「
郡
（
院
郷
）
が
社
寺
領
を
の
ぞ
き
」
寄
郡
化
さ
れ
て
い
る
如
き
存
在

で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
殆
ど
同
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
両

者
の
聞
に
は
実
質
的
に
さ
し
た
る
相
違
を
認
め
得
ぬ
も
の
の
如
く
に

も
思
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
あ
く
ま
で
も
㈲
型
と
云
う
の
は
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
あ
　
　
へ
　
　
も

に
よ
り
も
そ
こ
に
郡
（
煙
毒
）
そ
の
も
の
に
対
す
る
領
知
権
の
存
在
が

ま
ず
う
か
が
わ
れ
、
彼
が
そ
の
領
知
対
象
た
る
郡
（
院
郷
）
を
（
社
寿

　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
し

領
は
実
質
上
省
く
と
し
て
も
）
全
体
と
し
て
寄
郡
化
し
て
い
た
形
態
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
由
型
と
は
、
公
領
が
郡
郷
か
ら
独
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

て
お
り
、
し
か
も
そ
の
公
領
の
み
の
領
知
権
者
が
ほ
ぼ
自
主
的
に
そ

の
寄
郡
化
を
実
現
し
て
い
る
如
き
形
態
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
あ

換
言
す
れ
ば
、
三
型
は
郡
郷
そ
の
も
の
の
「
寄
郡
」
化
の
こ
と
で
あ
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り
、
他
方
N
型
と
云
う
の
は
よ
り
限
定
的
に
、
思
郷
内
部
に
包
摂
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ち

れ
て
い
る
所
定
の
公
領
（
公
田
）
の
み
の
「
寄
郡
」
化
を
意
味
し
て
い

た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
尤
も
こ
の
場
合
、
右
の
よ
う
な
形
態
で
郡
郷
と
公
領
と
に
区
別
を

設
け
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
り
、
若
干
の
補
足
説
明
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
例
え
ば

入
来
院
の
場
合
、
当
図
田
帳
に
み
ら
れ
る
「
公
領
七
十
五
町
」
　
（
乃

至
は
社
寺
領
を
含
む
九
二
町
）
が
院
内
耕
地
面
積
の
総
額
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
職
（
郷
司
職
）
の
客
体
で
あ
る
所
定
の
公
田
（
乃
至
旧
公

田
）
に
当
る
限
定
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
入
間
田
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

の
考
察
に
も
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
郡
郷
そ
の
も

ちの
（
そ
の
実
体
）
と
は
、
か
か
る
公
領
（
公
田
）
の
み
な
ら
ず
在
地
領
主

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

層
の
私
領
を
も
含
む
よ
り
大
規
模
な
・
包
括
的
な
存
在
と
し
て
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
へ

た
わ
け
で
あ
り
、
郡
郷
と
公
領
と
の
概
念
上
の
相
違
（
そ
の
ズ
レ
）
は

こ
こ
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　

㈹
型
に
対
す
る
遅
咲
の
特
色
（
そ
の
相
違
点
）
と
云
う
の
も
、
究
極
的

　
　
　
　
　
　
（

に
は
、
た
ま
た
ま
社
寺
領
の
発
生
に
よ
り
、
郡
郷
と
公
領
と
の
不
一

致
性
が
極
め
て
具
体
的
な
形
態
を
と
っ
て
表
面
化
し
て
き
た
と
云
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
お
　
　
も

だ
け
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
り
、
㈲
型
に
お
い
て
も
原
理
的
に
は
、
前

述
の
如
き
二
つ
の
領
知
権
（
郡
郷
領
知
権
と
公
領
一
－
公
田
領
知
権
）
の
存

在
を
、
そ
こ
に
想
定
し
て
差
支
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
㈲
型
の
場
合
、
そ
こ
に
も
た
し
か
に
社
寺
領
は
あ
る

が
、
そ
れ
は
そ
の
郡
郷
の
寄
郡
化
の
の
ち
、
遅
れ
て
現
わ
れ
て
来
た

存
在
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
曲
譜
の
寄
郡
化
の
時
点
（
乃
至
そ
れ
以

前
）
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
云
い
得
る
の
で
あ
り
、

さ
れ
ば
こ
そ
そ
の
寄
郡
化
は
包
括
的
な
（
郡
郷
と
公
領
と
の
ズ
レ
の
見

　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

え
な
い
）
郡
郷
そ
の
も
の
の
寄
郡
化
と
し
て
顕
現
し
得
た
存
在
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
遅
型
と
は
、
社
寺
領

発
生
の
の
ち
の
寄
郡
化
で
あ
り
、
当
然
、
郡
郷
と
公
領
の
区
別
は
顕

在
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は

こ
の
よ
う
な
紫
黒
寄
郡
の
存
在
を
も
っ
て
、
工
藤
氏
の
か
の
三
類
型

　
　
　
　
　
（

と
は
区
別
さ
る
べ
き
第
四
の
類
型
（
一
歴
史
的
段
階
）
と
し
て
認
定
し

得
る
も
の
と
考
え
る
。

　
因
み
に
最
近
、
島
田
次
郎
氏
も
右
の
入
間
田
氏
の
研
究
と
ほ
ぼ
同

様
な
観
点
に
た
ち
、
い
わ
ゆ
る
公
田
（
職
）
の
歴
史
的
秩
序
と
、
在
地

領
主
層
の
所
領
に
お
け
る
私
的
所
有
関
係
と
の
ズ
レ
に
関
す
る
、
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

わ
め
て
興
味
深
い
研
究
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
私
が
以
上

の
如
き
諸
先
学
の
研
究
を
顧
み
て
気
の
付
く
こ
と
は
、
近
年
の
中
世
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鎮西島津庄寄郡の歴史的位置（鈴木）

（
特
に
鎌
倉
時
代
）
の
国
衙
領
研
究
が
往
々
に
し
て
、
右
述
の
よ
う
な

両
画
意
の
ズ
レ
（
そ
の
弁
別
）
の
側
面
に
の
み
注
目
し
す
ぎ
、
そ
の
反

対
の
極
に
あ
る
統
一
の
面
睦
公
田
と
私
領
と
を
統
一
的
に
、
一
定
の

領
知
（
領
掌
）
対
象
と
し
て
把
握
し
て
い
る
極
め
て
独
自
な
支
配
体
系

（
そ
の
歴
史
的
本
質
）
の
側
面
に
対
し
て
は
、
殆
ど
何
ら
積
極
的
な
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

析
を
施
し
得
て
は
い
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
の
よ
う

な
問
題
も
、
平
安
時
代
に
関
し
て
み
れ
ば
、
戸
田
芳
実
氏
の
い
わ
ゆ

る
前
期
王
朝
国
家
段
階
に
お
け
る
美
名
体
制
が
周
知
の
如
く
、
公
田

と
私
領
と
を
統
一
的
に
、
岡
じ
官
物
（
地
子
）
の
収
取
対
象
と
し
て
把

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

呈
し
て
い
た
と
云
う
見
解
の
中
に
も
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
る
に
そ
の
後
の
動
向
を
み
る
と
、
特
に
坂
本
賞
三
智
に
よ
る
一
連

の
国
衙
領
研
究
の
推
進
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
後
期
王
朝
国
家
（
院

政
期
）
に
関
し
て
の
認
識
が
次
第
に
深
ま
り
、
こ
の
時
期
を
こ
と
さ

ら
別
名
（
在
地
領
主
）
制
の
盛
行
期
と
し
て
把
握
す
る
風
潮
が
強
め
ら

　
　
　
　
　
　
⑯

れ
た
の
で
あ
る
が
、
反
面
別
名
を
も
っ
て
負
名
と
は
異
な
り
、
原
則

と
し
て
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
公
田
（
「
基
準
圏
図
」
内
耕
地
）
を
基
盤
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
ぬ
存
在
と
し
て
理
解
す
る
傾
向
も
進
展
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

も
　
　
も
　
　
あ
　
　
も
　
　
あ
　
　
つ
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

公
田
と
私
領
と
の
乖
離
の
面
が
、
む
し
ろ
極
め
て
積
極
的
に
強
調
さ

れ
る
と
云
う
状
況
を
み
る
に
至
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
私
は
こ
こ
に
お
い
て
は
、
公
領
と
私
領
と
を
一
元
的

に
一
つ
の
支
配
（
“
官
物
地
子
収
取
）
体
系
の
許
に
把
握
す
る
前
述
の

如
き
統
一
的
な
支
配
－
権
力
構
造
へ
の
関
心
が
、
そ
の
充
分
な
稔
り

を
見
せ
得
な
か
っ
た
こ
と
を
、
け
だ
し
当
然
の
こ
と
と
考
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
一
面
、
こ
の
よ
う
な
現
状
は
、
と
く
に
近
年
に
あ
っ
て

い
わ
ゆ
る
中
世
国
家
論
へ
の
関
心
が
俄
か
に
高
ま
り
、
黒
田
俊
雄
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
「
権
門
体
制
論
」
を
初
め
と
し
て
、
中
央
貴
族
及
び
在
地
領
主
双

も
　
　
へ
　
　
も
　
　
リ
　
　
ヤ
　
　
つ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
り
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
り

方
の
協
同
補
完
関
係
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
統
一
的
な
「
国
家
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

的
存
在
の
歴
史
的
性
格
（
そ
の
階
級
的
役
割
）
の
追
求
が
開
始
さ
れ
つ

つ
あ
る
現
在
、
是
非
と
も
早
く
克
服
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
も

明
瞭
と
云
え
よ
う
。
そ
し
て
私
は
そ
の
場
合
、
そ
の
克
服
を
具
体
的

に
は
前
述
の
如
き
一
〇
世
紀
王
朝
国
家
段
階
の
「
基
準
国
図
」
か
ら
、

の
ち
の
中
世
的
な
「
大
田
文
」
へ
の
、
公
田
支
配
（
聾
管
理
）
形
態
上

の
変
化
に
則
し
て
、
具
体
的
に
遂
行
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
1
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
、
後
者
（
大
田
文
）

に
関
し
て
も
前
差
と
同
様
、
公
田
と
私
領
と
を
統
一
的
に
把
握
朋
支

配
し
て
行
こ
う
と
す
る
上
級
領
主
（
権
門
一
中
央
貴
族
）
的
立
場
か
ら

の
対
応
面
に
、
い
っ
そ
う
多
く
の
関
心
が
払
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ

る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
差
当
っ
て
は
そ
の
側
面
を
、
上
記
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の
如
き
公
田
（
公
領
）
領
知
権
と
は
区
別
さ
る
べ
き
法
的
権
限
一
郡
郷

領
知
権
（
そ
の
歴
史
的
性
格
）
の
検
討
を
通
し
て
、
執
拗
に
追
求
心
て

い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
私
は
以
上
の
理
由
で
、
公
田
（
公
領
）
の
み
を
対
象
と

し
て
の
領
知
権
者
と
、
公
田
・
私
領
を
も
含
む
統
一
的
な
郡
（
墨
型
）

そ
の
も
の
の
領
知
権
者
と
は
原
則
と
し
て
、
は
っ
き
り
区
別
し
て
把

握
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
さ
て
そ
の
場
合
、
公
田
（
公
領
）
の

み
を
対
象
と
し
て
の
領
知
権
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
郷
司
職
」
を
も
っ

て
代
表
せ
し
め
得
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に

多
く
の
論
者
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
問
題
で
も
あ
り
、

改
め
て
再
論
の
必
要
は
な
い
。
だ
が
他
方
、
公
田
・
私
領
等
を
含
む

包
括
的
な
郡
（
院
郷
）
そ
の
も
の
の
領
知
権
と
は
、
如
何
に
呼
称
さ
れ

れ
ば
良
い
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
場
合
、
㈲
型
が
、
特
に
次

の
如
き
記
載
形
式
を
と
る
場
合
の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
　
河
辺
郡
二
百
二
十
町
内
同
御
庄
等
差
　
地
頭
冶
衛
門
兵
衛
尉

　
　
　
　
府
領
社
十
町
　
　
　
　
　
　
　
下
司
平
太
道
楽

　
　
　
　
公
領
二
百
十
町
　
　
　
　
　
　
郡
司
道
綱

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
公
領
（
公
田
）
の
領
知
権
（
そ
の
本
質
）
が
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

に
郷
（
郡
）
司
職
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
郡
（
院
・
郷
）
そ
の
も
の
の
領

知
権
と
は
地
頭
職
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
場
合
、
　
こ
の
地
頭
（
右
衛
門
兵

衛
尉
）
の
実
体
は
晩
ら
か
に
島
津
忠
久
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
こ

れ
が
い
わ
ゆ
る
「
惣
地
頭
職
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
）

確
実
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
上
記
の
如
き
舟
型
な
る
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

型
の
設
定
を
通
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
寄
郡
」
な
る
も
の
の
性
格
に
関

し
て
、
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
郷
（
郡
）
司
職
及
び
惣
地
頭
職
と
云
う
二
つ

の
職
の
二
元
的
支
配
睦
収
奪
下
に
お
か
れ
て
い
た
存
在
で
あ
る
こ
と
、

同
時
に
こ
の
「
寄
郡
」
な
る
も
の
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
前
者
－
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ

（
郡
）
司
ら
に
よ
る
所
領
寄
進
と
、
後
者
潮
惣
地
頭
に
よ
る
そ
の
統
轄

と
云
う
二
つ
の
手
続
の
媒
介
が
あ
っ
て
、
初
め
て
現
実
的
な
実
現
を
、

み
た
存
在
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
定
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
私
は
以
下
、
　
（
こ
の
想
定
が
よ
り
普
遍
性
・
確
実
性
を
も
つ
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
の
確
認
の
た
め
に
）
前
述
の
如
き
ん
型
な
る
概
念
を
座

標
軸
と
し
て
、
工
藤
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
三
類
型
（
㈲
・
⑧
・
③
）
を
、

夫
々
再
度
検
討
し
直
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
そ

　
　
　
　
　
　
　

の
揚
合
、
同
じ
釦
型
で
あ
っ
て
も
、
宮
里
郷
は
、
そ
の
公
領
（
公
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

全
体
が
地
頭
（
惣
地
頭
）
と
郷
司
と
の
二
元
的
支
配
下
に
あ
っ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
入
来
院
で
は
、
公
領
（
公
田
）
が
二
つ
の
部

分
－
弁
済
使
（
本
地
頭
）
分
及
び
令
名
（
本
郡
司
）
分
1
期
分
割
さ
れ
て
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お
り
、
郷
（
院
・
郡
）
司
の
領
知
対
象
地
が
、
実
に
公
領
中
の
一
部
分

に
の
み
、
は
っ
き
り
と
限
定
さ
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
っ
た
。
故

に
両
者
は
形
態
的
に
も
、
弱
ら
か
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
存
在
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

あ
り
、
私
は
こ
こ
に
改
め
て
前
者
を
釦
i
宮
里
型
、
後
者
を
趣
－
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

来
型
と
し
て
弁
別
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
幻

　
　
　
　
　
　
（

　
最
初
に
私
は
、
㈹
型
の
再
整
理
か
ら
始
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。
す

る
と
、
㈹
型
は
な
お
次
の
三
型
に
分
け
得
た
の
で
あ
る
。

④
裏
話
百
五
±
町
鍵
華
箋
職
翻
離
兵
欝

　
＠
河
辺
郡
二
百
二
十
町
内
御
庄
寄
郡
　
地
頭
右
衛
門
兵
衛
尉

　
　
　
　
誌
面
社
十
町
　
　
　
　
　
　
　
下
司
平
太
道
綱

　
　
　
　
公
領
二
百
十
町
　
　
　
　
　
　
郡
司
道
綱

　
◎
智
覧
院
四
十
町
内
嶋
津
御
庄
同
寄
郡

　
　
　
　
府
領
社
九
町
七
段
正
八
幡
宮
領
得
司
忠
答

　
　
　
　
公
領
三
＋
町
三
段
　
　
鍛
認
門
馬
欝

④
と
は
す
な
わ
ち
、
郷
（
院
・
郡
）
司
〈
以
下
「
郷
貫
」
で
統
一
す

　
る
〉
と
地
頭
（
惣
地
頭
）
の
双
方
が
、
実
に
郡
郷
を
対
象
と
し
て
の

　
二
元
的
支
配
を
実
現
し
て
い
た
形
態
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ

　
の
形
態
は
、
両
者
が
浮
雲
そ
の
も
の
に
対
し
、
実
に
二
つ
の
領
知

　
権
（
郡
郷
領
知
権
と
公
領
髄
公
田
領
知
権
）
の
分
掌
関
係
を
形
作
っ

　
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

＠
と
は
、
地
頭
の
領
知
権
が
依
然
と
し
て
郡
郷
そ
の
も
の
を
対
象
と

　
し
て
お
り
な
が
ら
、
郷
司
の
領
知
対
象
地
は
公
田
の
み
に
明
ら
か

　
に
限
定
さ
れ
て
き
て
い
る
形
態
で
あ
る
。
つ
づ
い
て

◎
と
は
、
更
に
進
ん
で
、
地
頭
・
郷
司
双
方
の
領
知
対
象
が
は
っ
き

　
り
と
公
田
（
公
領
）
の
み
に
限
定
さ
れ
て
き
て
い
る
形
態
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヤ

　
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
本
来
的
な
離
郷
そ
の
も
の
の
領
知
権
な
ど
、

　
既
に
放
棄
さ
れ
始
め
て
い
る
と
云
っ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
㈲
型
と
し
て
も
っ
と
も
そ
の
基
本
型
（
典
型
）
に
近
い
の

が
、
④
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、
◎
・
◎
が
そ
の
後
の
変
質

結
果
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

つ
ま
り
、
本
来
④
の
形
態
で
そ
の
寄
郡
化
を
実
現
し
て
い
た
各
郡
郷

は
、
そ
の
後
の
在
地
の
状
況
変
化
（
特
に
社
寺
領
の
族
生
）
の
過
程
で
、

郡
郷
そ
の
も
の
か
ら
の
公
領
の
分
離
H
独
立
を
、
次
第
に
実
現
し
つ

つ
あ
っ
た
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
＠
・
◎
の
段
階

で
も
し
そ
の
寄
融
化
が
行
な
わ
れ
て
い
た
な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く

　
　
　
　
　
　

前
述
の
如
き
遅
型
の
寄
郡
の
形
態
を
と
っ
て
顕
現
し
て
い
た
に
違
い

　
　
　
　
　
（

な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
場
合
、
⑭
の
形
態
は
、
そ
れ
が
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「
公
田
」
に
対
す
る
地
頭
と
郷
司
の
二
元
的
支
配
腿
領
知
形
態
で
あ

る
点
か
ら
み
て
、
前
記
捜
！
宮
里
型
に
近
似
し
た
内
容
を
も
つ
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

で
あ
る
点
を
確
認
で
ぎ
よ
う
。
つ
ま
り
私
は
こ
こ
に
至
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
㈲
型
の
孕
む
方
向
性
と
し
て
、
（
㈲
一
④
）
↓
（
㈱
1
＠
）
↓
（
㈱

　
　
　
　
　
　

一
⑳
）
↓
（
舟
一
宮
里
型
）
と
の
図
式
を
示
し
得
る
と
考
え
る
も
の
で

　
　
　
　
　
（

あ
る
。

　
次
い
で
、
⑧
型
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
⑧
型
を
更
に

分
類
す
る
と
、
次
の
四
型
に
な
る
。

④
郡
答
院
百
十
二
町
内

　
　
　
風
光
五
十
四
町

　
　
　
倉
丸
三
十
町

　
　
　
時
吉
十
五
町

　
　
　
潟
末
十
三
町

嶋
津
御
庄
寄
郡
没
官
御
領
地
頭
千
葉
介

　
　
　
本
郡
司
熊
同
丸

　
　
　
本
　
主
　
滝
登
太
郎
道
房

　
　
　
本
名
主
　
在
庁
道
友

＠
愚
直
院
一
二
百
六
十
町
肉
同

　
　
　
・
氷
松
一
瓢
白
六
十
町
内

　
　
　
幸
万
五
十
五
町

　
　
　
木
晦
十
五
町

　
　
　
光
武
五
十
町

⑳
高
城
郡
二
百
五
十
五
町
内

糸
威
主
　
肥
後
国
住
人
江
田
太
郎
実
房

嶋
津
御
庄
嵜
郡
右
衛
門
兵
衛
尉

院
内
元
光

嶋
津
御
庄
方
弁
済
使

名
主
前
内
舎
人
康
友

名
主
九
郎
大
夫
国
吉

嶋
津
御
庄
寄
郡

　
　
　
　
　
（
寺
社
領
略
ス
）

　
　
　
　
公
領
百
四
十
二
町
　
　
　
没
官
御
領
地
頭
千
葉
介

　
　
　
　
若
士
旦
二
十
六
町
・
　
　
　
　
　
　
　
・
本
・
郡
司
薬
師
丸
一

　
　
　
　
時
吉
十
八
町
　
　
　
　
　
　
　
名
主
在
庁
道
友

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
㊥
山
門
院
二
百
町
内
嶋
津
同
庄
寄
郡

　
　
　
　
老
松
庄
二
十
四
町
四
段
安
楽
寺

　
　
　
　
公
領
百
七
十
五
町
六
段
　
地
頭
右
衛
門
兵
衛
尉

　
　
　
　
光
…
則
百
繋
一
∴
⊥
二
町
六
段
　
　
院
司
．
秀
忠

　
　
　
　
弁
済
使
分
二
十
七
町
　
　
名
主
嶋
津
御
庄
領
家
沙
汰

　
　
　
　
高
橋
十
五
町
　
　
　
　
　
本
名
主
是
兼
入
道
死
去
後

④
は
郡
郷
中
に
社
寺
領
な
く
、
公
領
の
中
に
名
を
含
む
型
、

＠
は
郡
郷
中
に
社
寺
難
な
く
、
公
領
の
中
に
名
及
び
弁
済
使
分
を
含

　
む
型
、

◎
は
郡
郷
中
に
社
寺
領
を
含
み
、
か
つ
公
領
中
に
名
を
含
む
型
、

㊥
は
郡
郷
中
に
社
寺
領
を
含
み
、
か
つ
公
領
中
に
名
及
び
弁
済
使
分

　
を
含
む
型
、

こ
の
四
型
は
、
ま
ず
社
寺
領
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
④
＠
型
と
⑳
㊥
型

と
に
分
か
れ
、
ま
た
公
領
の
中
に
弁
済
使
分
の
あ
る
か
否
か
を
め
ぐ

っ
て
、
④
⑳
型
と
＠
㊥
型
と
に
分
け
得
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

前
者
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
④
＠
型
に
お
い
て
は
（
当
時
郷
司
の
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領
知
対
象
が
、
公
領
中
の
名
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る

が
）
、
地
頭
は
明
ら
か
に
郡
郷
を
全
体
と
し
て
領
知
し
て
い
た
存
在

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
⑳
㊥
型
で
は
、
地

頭
に
と
っ
て
も
、
そ
の
領
知
対
象
地
は
公
領
の
み
に
、
明
ら
か
に
限
定

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
㈲
型
と
同
様
、

郷
司
の
み
な
ら
ず
地
頭
（
惣
地
頭
）
に
よ
る
領
知
の
対
象
地
ま
で
が
、

　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

郡
郷
そ
の
も
の
か
ら
公
領
の
み
に
限
定
・
集
約
さ
れ
て
い
く
方
向
性

を
み
せ
て
い
た
と
云
う
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

私
は
こ
の
点
ま
で
は
、
㈲
型
で
み
ら
れ
た
か
の
傾
向
と
全
く
同
一
の

線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
同
様
に
、
郡
郷
を
そ
の
対

象
と
し
て
も
つ
郷
司
と
地
頭
双
方
の
領
知
権
の
う
ち
、
ま
ず
差
当
り

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

障
壁
の
そ
れ
が
公
領
の
み
を
そ
の
領
知
対
象
と
す
る
も
の
と
し
て
縮

少
さ
れ
る
と
、
そ
の
あ
と
を
お
う
如
く
に
し
て
地
頭
の
そ
れ
も
、
縮

少
目
限
定
さ
れ
て
い
く
方
向
性
が
、
一
貫
し
て
貫
か
れ
て
い
た
事
実

に
気
付
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
基
本
的
に
は
、
上
記
二
つ
の

領
知
権
（
郷
司
職
と
地
頭
職
）
が
、
機
能
的
に
異
質
的
な
内
容
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
同
時
に
、
実
に
在
地
に
対
し
て
は
、
相
互
に
補
完
的
（
依
存
的
）
関

へ係
に
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
現
実
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
私
は
以
上
に
よ
っ
て
、
郡
郷
に
お
け
る
領
知
権
の
一
．
一

元
性
の
存
在
と
、
社
寺
領
の
発
生
に
よ
る
郷
倉
職
（
そ
の
領
知
対
象

地
）
の
縮
少
を
契
機
と
し
て
、
惣
地
頭
職
（
腫
郡
郷
領
知
権
）
の
管

轄
範
囲
に
も
そ
れ
相
応
の
変
化
の
現
わ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
を
知
り

得
る
の
で
あ
り
、
私
は
特
に
こ
の
点
ま
で
を
、
か
の
建
久
幸
田
帳
か

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら
　
　
し
　
　
あ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
で
　
　
も
　
　
ら

ら
析
出
し
得
る
島
津
庄
寄
郡
の
変
質
上
の
〈
前
半
の
過
程
〉
と
し
て

小
寺
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
次
い
で
、
④
◎
型
と
＠
㊥
型
と
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
実

に
共
通
的
に
ハ
郷
司
の
領
知
対
象
地
が
別
名
の
み
に
い
ち
じ
る
し
く

限
定
さ
れ
て
い
る
事
実
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
郷
司
の

　
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
　
　
カ
　
　
リ
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
あ

支
配
が
、
公
領
（
公
田
）
の
一
部
分
の
み
に
限
定
・
縮
少
さ
れ
て
き
た

こ
と
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
と
並
行
し
て
、

公
領
内
部
に
、
実
に
弁
済
使
分
（
領
家
の
沙
汰
）
が
、
こ
れ
も
別
名
を

単
位
と
し
つ
つ
現
出
し
始
め
て
い
る
と
云
う
事
実
に
も
注
目
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
事
実
か
ら
、
公
領
が
実
に

そ
の
当
時
、
雄
偉
分
・
弁
済
使
分
（
領
家
分
）
な
ど
の
多
方
面
に
む
け
、

　
　
　
つ
　
　
へ
　
　
も

い
わ
ば
地
域
的
に
分
割
さ
れ
て
い
く
傾
向
性
を
も
っ
て
い
た
事
実
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
が
前
項
で
あ
げ
た
、
趣
－
入
来
型
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

内
容
が
（
少
く
と
も
公
領
の
配
分
形
態
に
つ
い
て
見
る
限
り
）
郡
名
分
と
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弁
済
使
分
と
の
二
つ
の
部
分
に
大
き
く
分
割
さ
れ
て
い
た
形
態
と
同

様
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
形
態
は
、
前
記
〈
前

半
の
過
程
〉
の
運
動
法
則
が
、
愚
頑
そ
の
も
の
か
ら
の
公
領
の
独
立
、

乃
至
は
そ
れ
に
基
づ
い
た
地
頭
と
郷
司
（
夫
々
の
領
知
対
象
地
）
の
ズ

レ
と
一
致
の
反
復
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
事
実
と
は
全
く
異
質

な
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
私
は
右
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
公
領
の
分

割
」
（
旺
細
分
化
）
と
も
表
現
さ
る
べ
き
動
向
を
指
し
て
、
寄
郡
変
質

上
の
〈
後
半
の
過
程
〉
と
呼
称
す
る
こ
と
と
し
、
前
者
と
は
は
っ
き

り
区
別
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
検
討
を
こ
こ
ろ
み
る
⑥
型
も
、
右
と
全
く
同
様
で
あ
る
。

⑥
型
に
は
次
の
二
型
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

④
東
郷
別
符
五
十
三
町
二
段
内

　
　
　
（
寿
社
領
略
ス
）

　
　
　
公
領
四
十
二
町
七
段
内
一
字
無
府
本
三
宮
御
領
地
頭
千
葉
介

　
　
　
（
中
瀬
）

　
　
時
吉
十
了
七
段
同
御
庄
寄
郡
郷
司
在
庁
道
友

＠
薩
摩
郡
三
百
五
十
一
町
三
段
内

　
　
　
（
寺
社
領
略
ス
）

　
　
　
公
領
八
十
六
町
　
　
　
　
郡
司
忠
友

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
時
吉
六
＋
九
町
鍵
鯉
嘉
縫
離
蟻
二
尉

　
　
　
　
火
同
丸
十
四
嵩
置
済
叙
爵
郡
嶋
津
御
庄
方
弁
済
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寄
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ

④
で
は
地
頭
が
公
領
を
実
に
全
体
と
し
て
領
知
し
て
い
る
が
、
他
方

　
郷
司
は
一
つ
の
別
名
（
時
吉
名
）
の
領
知
権
者
た
る
存
在
に
す
ぎ
な

　
か
っ
た
の
で
あ
る
。

＠
で
は
地
頭
が
時
吉
名
、
郷
司
が
成
襲
名
を
夫
々
領
知
し
、
公
領
が

　
地
域
的
に
分
裂
し
て
来
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
場
合
、
注

　
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
寄
郡
の
形
成
主
体
が
、
決
し
て
従

　
来
の
如
き
郷
司
ら
で
は
な
く
名
主
暦
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
律

　
令
的
（
王
朝
国
家
的
）
前
郷
司
の
肩
書
が
そ
の
実
質
を
、
い
ま
や
殆

　
ん
ど
完
全
に
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
見
落

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

右
述
の
如
き
④
か
ら
＠
へ
の
動
向
が
本
質
的
に
、
前
掲
㈲
の
④
◎
型

か
ら
＠
㊥
型
へ
の
変
化
の
場
合
と
殆
ん
ど
変
ら
ぬ
〈
後
半
の
過
程
〉
に

断
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
と
い
え
よ
う
。
但
し
こ
こ
で
の

特
徴
は
、
別
名
が
⑧
型
よ
り
も
独
立
性
を
ま
し
そ
れ
自
身
寄
郡
化
の

主
体
と
な
っ
て
お
り
、
た
め
に
郡
郷
そ
の
も
の
が
、
か
つ
て
の
如
き

律
令
的
（
王
朝
国
家
的
）
行
政
単
位
た
る
実
体
を
、
ほ
ぼ
完
金
に
喪
失
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君呂郷司・惣土也頭

の二元的領知惣地頭
郡脚気

君ls　ta　il貢】・甕1禦圭也三痕

のニラ乾自画令三島「i

（
前
半
の
過
程
）

郡郷←
社
寺
山

影
笏←

（
後
半
の
過
程
）

　
　
　
　
社
毒
領

頭地
知
　
　
頁

惣
纈
雍
擬
国

司
元
　
　
　
　
　
　
　
　
男

塑
　
　
↑

惣地頭

し
て
し
ま
っ
て
い
る
事
実
に
こ
そ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

総
じ
て
こ
の
〈
後
半
の
過
程
〉
に
所
属
す
る
各
郡
郷
は
、
そ
こ
に
含

ま
れ
る
名
（
捌
名
）
の
自
立
降
拾
頭
性
の
高
さ
に
お
い
て
、
か
の
恕
i

入
来
型
よ
り
も
は
る
か
に
進
展
し
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
故

に
こ
の
　
〈
後
半
の
過
程
〉
に
お
け
る
全
体
的
動
向
と
し
て
、
私
は

　（
舟
－
入
来
型
）
↓
（
⑧
一
④
◎
型
）
↓
（
⑧
一
＠
㊥
型
）
↓
（
⑥
1
④
型
）

（
↓
（
⑥
一
㈲
型
）
と
云
う
発
展
図
式
を
認
定
し
て
差
支
え
な
い
も
の
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
私
は
か
の
ん
型
の
適
用
に
基
づ
く
工
藤
氏
の
㈲
・
⑬
・
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
ち
　
　
あ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

三
類
型
に
関
し
て
の
再
検
討
に
よ
っ
て
、
そ
の
底
に
流
れ
る
一
定
の

も
　
　
カ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ

歴
史
的
方
向
性
を
把
握
し
得
た
と
考
え
る
。
い
ま
そ
の
シ
ェ
ー
マ
を

改
め
て
図
示
す
る
と
す
れ
ば
「
別
図
」
の
通
り
で
あ
る
。
改
め
て
図

の
説
明
を
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ

れ
る
二
つ
の
問
題
点
を
の
み
指
摘
し
て
お
く
と
す
れ
ば
、
ま
ず
く
前

半
の
過
程
〉
に
関
し
て
は
差
当
り
、
か
よ
う
に
郡
郷
（
乃
至
公
領
）
の

領
知
権
を
め
ぐ
っ
て
、
郷
司
と
は
一
定
の
ズ
レ
を
伴
な
っ
て
現
わ
れ

て
く
る
地
頭
（
惣
地
頭
）
職
（
羽
郡
郷
領
知
権
）
の
歴
史
的
本
質
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
体
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
そ
の
第
一
点
で
あ
る
。

次
い
で
〈
後
半
の
過
程
〉
に
関
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
郷
司
職
と
弁
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済
使
分
及
び
惣
地
頭
職
の
領
知
対
象
地
な
ど
が
、
前
述
の
如
く
実
に

公
領
の
分
割
（
口
細
分
化
）
の
、
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ

は
一
体
国
衙
機
構
の
、
あ
る
い
は
ま
た
庄
園
制
（
寄
郡
）
成
立
の
た
め

の
歴
史
基
盤
の
如
何
な
る
変
質
龍
変
容
を
表
現
し
た
事
柄
で
あ
っ
た

の
か
、
と
云
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
差
当
っ
て
は
、
第
一
の

論
点
の
究
明
を
通
じ
て
「
寄
郡
」
（
な
い
し
一
般
的
庄
園
制
）
の
成
立

の
た
め
の
歴
史
的
条
件
を
、
具
体
的
に
追
求
し
て
お
く
こ
と
と
し
た

い
の
で
あ
る
。
第
二
の
課
題
へ
の
回
答
は
、
以
上
の
検
討
を
経
過
し

て
の
ち
、
本
稿
の
最
後
の
結
論
の
部
分
で
述
べ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
（

　
因
み
に
、
建
長
二
年
一
二
月
日
付
薩
摩
入
来
院
内
村
々
田
地
年
貢

等
注
文
は
、
前
述
の
如
き
遅
牛
寄
郡
た
る
入
来
院
（
そ
の
内
部
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

造
）
に
つ
い
て
の
史
料
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
分
析
結
果
を
表
示
す

る
と
す
れ
ば
（
第
一
表
）
の
通
り
で
あ
る
。

　
す
る
と
、
本
田
一
九
三
町
八
反
余
の
う
ち
「
除
分
㈲
」
は
、
そ
こ

に
含
ま
れ
る
神
田
・
寺
田
が
夫
々
か
の
建
久
図
田
帳
の
各
六
郷
の
社

寺
領
に
も
相
当
す
る
部
分
で
あ
り
、
残
り
は
何
方
も
薩
摩
国
の
国
衙

在
庁
諸
機
構
の
下
級
官
人
、
乃
至
は
多
様
な
手
工
業
者
層
の
給
田
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
か
か
る
国
衙
諸
機
構

右
得
田
⑧
を
対
象
と
し
て
領
家
御
房
7
0
石

国
司
米
9
2
石
、
地
領
得
分
が
賦
課
さ
れ
る
。

見作田1損田1得田㊨【除分（B）1得田⑧

（第一i菱）

本田1荒・損1除分㈹

56丁9反免田　5丁4反

御庄佃1丁7反
ちすてん　2反

寺田　　2G歩
人々給田

　　12丁4分

（19丁8反余）

76丁8反87丁5反（寺田1丁4反）164丁3反

（神田　　7反）

加地子　　2反

御餌　　　9反

雑色免1丁7反
紙漉免　　7反

沓細工免’3反

鍛冶免　　5反

梵艶・丁
（29丁5反余）

荒15丁8反

損3丁2反

193丁8反

の
存
在
に
対
し
て
、
「
二

分
㈲
」
は
、
実
に
そ
の

中
に
「
御
庄
佃
」
の
含

ま
れ
て
い
る
事
実
か
ら

知
ら
れ
る
如
く
、
そ
れ

が
ま
さ
し
く
一
定
の
庄

園
制
的
収
取
機
構
の
一

環
と
し
て
の
存
在
と
考

え
て
差
支
え
な
い
も
の

で
あ
る
。
同
時
に
こ
の

「
注
文
」
は
一
方
で
、
寄

郡
た
る
入
来
院
の
賦
下

物
と
し
て
、
国
司
米
九

二
石
、
及
び
領
家
御
二

七
〇
石
の
双
方
を
書
き

鴫
し
て
も
い
る
の
で
あ

る
が
、
ま
さ
し
く
そ
れ

は
右
述
の
如
き
二
つ
の

除
分
に
対
応
せ
る
存
在
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で
も
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
両
種
の
御
米

の
存
在
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
周
知
の
如
き
寄
郡
の
半
公
半
私

的
な
性
格
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
か
か
る
二
つ
の
「
除
分
」
に
象
徴

的
に
示
さ
れ
て
い
た
存
在
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
入
間
田
氏
は
こ
の
入
来
院
の
場
合
に
関
し
て
、

か
の
建
久
図
田
翁
に
記
さ
れ
た
公
領
（
公
田
）
七
五
町
分
の
官
物
地
子

が
、
決
し
て
あ
る
一
定
の
耕
地
（
公
田
）
を
対
象
と
し
て
の
半
在
で
は

な
く
、
む
し
ろ
極
め
て
一
括
的
な
浮
免
的
賦
課
形
態
を
と
っ
て
徴
収

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
晦
・
右
に
あ

げ
た
国
司
米
及
び
領
家
御
米
双
方
が
、
こ
の
七
五
町
の
公
田
分
を
対

象
と
し
て
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
勿
論
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
し
た
が
っ
て
右
の
こ
と
か
ら
、
実
に
入
来
院
に
お
け
る
公

領
（
公
田
）
支
配
の
存
在
と
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
前
提
と
せ
る
国
司

言
及
び
領
家
御
領
双
方
の
徴
収
事
務
一
か
か
る
両
老
の
複
合
体
を
、

お
そ
ら
く
は
寄
郡
一
般
に
適
用
し
得
る
典
型
的
な
支
配
（
－
収
奪
）
形

態
の
あ
り
方
と
し
て
認
定
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
だ

が
私
は
そ
の
点
を
、
よ
り
具
体
的
に
捉
え
る
た
め
に
、
入
来
院
を
構

成
す
る
各
村
落
の
場
合
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
そ
こ
で
い
ま
、
右
「
注
文
」
に
は
入
来
號
内
村
落
と
し
て
五
力
村

が
み
え
る
が
、
差
当
た
り
各
村
落
に
賦
課
さ
れ
て
い
る
所
当
米
額
を

（
当
面
、
地
頭
得
分
は
省
略
す
る
こ
と
と
し
て
）
項
目
別
に
書
き
出
し
て
み

る
と
（
第
二
表
）
の
通
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
領
家
御
米
、
国
司
米
双
方
の

（第2蓑）

需＿」国方目当1領雛米1国司米
合

零
墨

川
5
・
L
ε
3

師
道
理

合鱈
面
謡

、4

繧
R
⑥
街

妬
孟
盗

18石7斗1升0合
15．　1．　2．　9

30．　9．　8．　6

25．　4．　7．　1

16．　7．　1．　2

楠　本　村
倉　野　村

中村里籠
塔　原　村
副田濤色市比野

記
載
に
先
立
ち
、
そ
れ
と
は
別
個
の

「
国
方
所
信
」
な
る
項
目
の
か
か
げ

ら
れ
て
い
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ

の
場
合
、
国
司
米
と
国
方
所
当
と
が

全
く
異
質
な
別
系
統
の
存
在
で
あ
り

得
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
入
来
院
全

体
を
対
象
と
し
て
の
集
計
（
第
一
表
）

の
中
に
、
国
司
米
な
る
表
現
は
見
え

る
が
、
　
「
国
方
所
当
」
の
金
品
見
当

ら
ぬ
事
実
を
も
っ
て
も
知
り
得
る
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
私
は
こ
の

問
題
は
、
あ
く
ま
で
も
国
方
所
当
な

る
も
の
の
徴
収
が
前
提
と
な
っ
て
、

そ
の
の
ち
そ
れ
が
国
司
米
及
び
領
家

御
米
（
更
に
は
地
頭
得
分
）
と
し
て
夫
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ゴ

々
に
、
支
配
－
配
分
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
但
し
そ
の
場
合
、
国
司
米
及
び
領
家
上
米
の
総
計
額
が
国
方
所

駐
米
額
よ
り
も
は
る
か
に
多
額
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
枡

回
上
の
問
題
で
あ
り
、
国
方
所
管
が
下
行
に
際
し
て
、
徴
収
枡
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

も
一
般
的
に
小
樹
と
さ
れ
て
い
る
下
行
枡
を
も
っ
て
量
り
な
お
さ
れ
、

そ
の
の
ち
夫
々
の
収
得
分
が
、
算
出
日
配
分
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
ま
れ
、
私
は
右
の
考
察
か
ら
、
入
来
院
（
寄
郡
）
に
お
け
る
地
子

徴
収
・
配
分
体
系
の
あ
り
方
と
し
て
、
そ
の
中
心
的
な
「
国
方
所
当
」

徴
収
膵
公
田
支
配
と
、
よ
り
副
次
的
な
国
司
米
徴
収
・
領
家
御
米
徴

収
の
三
側
面
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
得
た
。
因
み
に
、
私
は
前
項
で
、

一
般
的
な
寄
郡
を
構
成
す
る
諸
機
能
と
し
て
、
郷
司
職
（
公
田
支
配

権
）
、
惣
地
頭
職
（
一
遇
領
知
権
）
、
私
的
（
庄
園
制
的
）
支
配
権
（
弁
済
使

分
）
の
三
種
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
と
す
れ
ば
、
あ
た
か

も
郷
無
職
こ
そ
が
、
こ
の
場
合
こ
の
寄
郡
に
お
け
る
中
心
的
な
機
能

で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
も
の
（
惣
地
頭
職
・
庄
園
的
支
配
権
）
が
こ
れ
に

対
す
る
寄
生
的
（
工
合
的
）
な
機
能
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
如
く
考
え
ら

れ
よ
う
。
た
し
か
に
従
来
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
見
方
が
、
通
説

的
・
常
識
的
な
認
識
で
あ
り
、
郷
司
た
る
在
地
領
主
の
存
在
意
義
を

過
大
に
評
価
す
る
研
究
姿
勢
も
そ
こ
に
所
以
し
て
い
た
と
云
い
得
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
問
題
は
そ
の
よ
う
な
視
点
で
充
分
解
明
し
得

る
事
柄
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
再
び
前
述
の
入
来
院
注
文

を
顧
み
る
と
、
楠
本
村
以
下
各
村
落
に
極
め
て
重
要
な
記
載
の
存
在

が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
副
田
清
色
光
比
野
村
の
場
合

　
　
　
（
前
略
）

　
　
　
　
　
（
得
　
　
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
地
　
頭
）

　
　
の
こ
る
定
と
く
て
ん
七
丁
二
反
中
二
ふ
ん
の
ち
と
う
米
七
石
二
二
一
升

　
　
し
ん
心
し
き
二
丁
四
反
冊
中
二
く
に
か
た
三
石
七
斗
三
升
五
合

　
　
一
反
別
ニ
ニ
斗
二
升
代
一
丁
九
反
冊
二
く
に
か
た
四
乱
酔
斗
五
升
六
合

　
　
又
た
ん
へ
ち
三
一
斗
三
升
代
一
丁
十
二
く
に
か
た
本
石
三
斗
四
升
六
合

　
　
又
反
別
・
三
斗
代
　
九
反
珊
中
・
一
く
に
か
た
一
石
九
斗
四
升

　
　
　
の
こ
る
本
た
七
反
田
中
二
く
に
か
た
一
石
八
斗
七
升
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
已
上
く
に
か
た
十
六
石
塁
斗
一
升
ご
合

と
あ
る
如
く
、
い
わ
ゆ
る
定
得
田
面
積
の
決
定
の
の
ち
、
そ
の
面
積

の
高
に
応
じ
て
最
初
に
賦
課
さ
れ
た
も
の
が
、
実
に
「
地
頭
（
惣
地

頭
）
米
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
国
方
所
当
米
」
の
徴
収
額

は
、
む
し
ろ
そ
の
の
ち
そ
の
定
得
田
に
対
し
斗
代
別
に
賦
課
さ
れ
て

い
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

地
頭
（
惣
地
頭
）
の
存
在
と
は
か
く
の
如
く
に
、
各
部
（
院
郡
）
の
構
成
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単
位
－
村
々
に
ま
で
及
ん
で
も
い
た
の
で
あ
る
が
A
こ
の
あ
り
方
は

多
分
寄
郡
に
あ
っ
て
、
郡
郷
そ
の
も
の
を
そ
の
領
知
対
象
と
し
て
把

握
し
て
い
た
地
頭
（
惣
地
頭
）
職
の
存
在
こ
そ
が
、
年
貢
（
官
物
）
の
徴

収
上
、
き
わ
め
て
重
要
な
地
位
匹
立
場
に
位
置
し
て
い
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
前
述
の
如
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ら
　
　
あ

か
の
公
田
（
公
領
）
支
配
上
の
中
心
的
権
限
が
、
機
能
的
に
は
か
の
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

司
職
（
公
田
領
知
権
）
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
惣
地
頭

職
（
肌
郡
郷
領
知
権
）
と
の
補
完
関
係
（
機
能
上
の
協
調
関
係
）
を
媒
介

と
し
て
の
み
、
一
定
の
機
能
的
痴
愚
性
ロ
完
結
性
を
示
し
得
る
存
在

噂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
れ
ば
、
私
は
前
項
の
最
後
で
、
既
に
か
か
る
郷
司
職
と
は
区
別

さ
れ
た
「
惣
地
頭
職
」
の
性
格
そ
の
も
の
（
そ
の
機
能
皿
職
掌
の
内
容

如
何
）
を
具
体
的
に
論
及
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
お
い
た
が
、
こ
こ

　
　
　
　
カ
　
　
し
　
　
あ
　
　
も
　
　
う
　
　
あ
　
　
ヤ
　
　
も

に
至
っ
て
そ
の
論
点
の
重
要
性
は
ひ
と
き
わ
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
と

云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
私
は
既
に
別
稿
を
も
っ
て
、
右

の
如
き
「
惣
地
頭
職
」
（
そ
の
歴
史
的
性
格
の
如
何
）
に
関
し
て
、
　
一
応

の
回
答
を
出
し
て
お
い
た
の
で
、
そ
の
点
を
い
ま
、
こ
こ
で
は
っ
き

り
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
と
思
う
。

　
す
な
わ
ち
私
は
、
別
稿
「
『
惣
地
頭
職
』
成
立
の
歴
史
的
前
提
」

に
お
い
て
、
島
津
庄
寄
郡
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
惣
地
頭
職
の
前
身
は

「
惣
郡
司
職
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
平
安
時
代
中
末
期
以
来
の

諸
国
に
お
い
て
、
　
「
首
領
郡
司
」
な
る
形
態
を
も
っ
て
登
場
し
始
め

て
い
る
存
在
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
同
時
に
そ
れ
ら
の
機
能

内
容
を
み
る
と
、
実
に
彼
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
在
地
の
公
人
（
公
文
）
層

を
動
員
し
つ
つ
、
戸
主
（
在
家
）
層
を
し
て
｝
般
公
田
と
共
に
国
作
田

（
国
衙
直
領
）
経
営
の
た
め
に
も
駆
り
た
て
て
い
た
存
在
に
ほ
か
な
ら

な
い
こ
と
、
以
上
の
二
点
を
確
認
し
た
わ
け
で
あ
る
（
と
す
れ
ば
、
か

の
「
国
司
米
」
と
は
当
然
一
そ
れ
が
「
国
方
所
当
且
一
般
宮
物
」
と
は
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ぬ

さ
れ
た
存
在
で
あ
る
以
上
r
右
の
「
国
衙
直
領
」
上
分
そ
の
も
の
を
意
味
し

た
と
云
っ
て
良
か
ろ
う
）
。
　
ま
た
、
私
は
旧
稿
に
お
い
て
、
特
に
坂
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

賞
三
竿
の
業
績
に
依
拠
し
つ
つ
、
国
衙
領
の
う
ち
別
名
郷
以
外
の
、

い
わ
ゆ
る
倭
名
抄
郷
部
分
と
は
、
本
質
的
に
、
別
名
主
（
在
庁
紅
在

地
領
主
層
）
と
は
対
抗
関
係
に
あ
る
国
司
（
目
代
）
の
経
済
基
盤
－
国
衙

直
領
的
性
格
の
極
め
て
顕
著
な
部
分
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
指
摘
し

て
お
い
た
が
、
こ
れ
も
全
く
右
の
見
解
の
正
し
さ
を
裏
付
け
る
も
の

で
あ
り
、
寄
郡
で
も
や
は
り
惣
地
頭
職
の
領
知
対
象
が
ま
さ
し
く
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
も

郷
（
倭
名
抄
郷
ま
た
は
そ
の
集
合
体
）
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
が
明
瞭
で
あ
れ
ば
、
惣
地
頭
職
の
歴
史
的
性
格
も
基
本
的
に
は
、
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か
か
る
国
衙
直
領
と
密
接
な
連
関
を
も
つ
歴
史
的
存
在
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
を
指
摘
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
（
以
上
の
二
点
か
ら
判
断
す
れ
ば
）
か
の
惣
地
頭
職
（
郡

郷
領
知
権
）
と
郷
司
職
（
公
田
領
知
権
）
と
の
補
完
関
係
と
は
、
明
ら
か

に
「
国
衙
直
領
」
支
配
機
構
と
「
公
田
」
支
配
機
構
と
の
補
完
関
係

の
意
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
上
述
の
如
き
㈲
型
か
ら
⑥
型
に
至
る
段

階
的
な
寄
郡
の
形
態
変
化
の
道
も
、
結
局
は
、
実
に
寄
進
者
た
る
在

地
領
主
（
郡
郷
司
層
）
と
「
国
衙
直
領
」
支
配
機
構
と
の
相
関
関
係
の

中
で
規
定
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
私
は
、
そ
れ
が
一
体
如
何
に
し
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
も
　
　
し
　
　
　
　
し
　
　
へ

事
柄
で
あ
り
、
更
に
ま
た
、
そ
れ
が
如
何
よ
う
な
歴
史
的
意
味
（
政
治

へ
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

的
意
味
）
を
荷
負
う
事
柄
で
あ
っ
た
か
を
、
特
に
別
名
（
在
地
領
主
）

制
展
開
の
前
後
の
時
期
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
具
体
的
に
追
求
し
て
い

き
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
故
に
私
は
以
下
に
お
い
て
は
、
実
に

前
記
の
「
国
司
米
」
及
び
領
家
御
米
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
所

謂
「
半
輸
送
」
に
関
し
て
の
検
討
を
通
じ
て
、
右
の
課
題
の
核
心
に

迫
っ
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

①
『
鹿
児
島
県
史
』
第
一
巻
、
徳
重
浅
吉
氏
「
鎮
西
島
津
庄
」
（
『
闘
本
文
化
史
の

　
研
究
』
所
収
）
。

②
朝
河
貫
一
氏
編
『
入
来
文
書
』
所
収
。

③
「
中
世
前
期
に
お
け
る
荘
園
的
農
村
の
経
済
機
構
」
（
『
荘
園
史
の
研
究
』
下
巻

　
二
所
収
）
。

④
「
薩
摩
の
荘
園
i
寄
郡
に
つ
い
て
」
（
『
二
黒
』
七
五
輯
）
。

⑤
『
中
世
の
荘
園
と
社
会
』
第
九
論
文
。

⑥
「
鎮
西
島
津
庄
の
寄
郡
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
庄
園
の
研
究
』
所
収
）
。

⑦
「
国
衙
領
に
お
け
る
領
主
制
の
形
成
」
（
『
史
林
』
四
三
一
一
）
。

⑧
京
都
歴
研
達
グ
ル
ー
プ
「
日
本
封
建
時
代
の
土
地
薄
舞
と
階
級
構
成
」
（
『
北
京

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
論
文
集
）
。

⑨
「
鎮
西
島
津
庄
に
お
け
る
領
家
支
配
の
変
遷
」
（
『
九
州
庄
園
の
研
究
』
所
収
）
。

⑩
　
『
中
世
日
本
荘
園
史
の
研
究
』
第
二
部
所
収
。

⑬
前
掲
工
藤
氏
論
文
。

⑫
　
「
公
田
と
領
主
倒
」
（
『
歴
史
』
三
八
韓
）
。

⑬
　
　
「
中
世
的
土
地
所
有
と
『
職
』
」
（
『
史
艸
』
九
）
。

⑭
従
来
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
極
め
て
素
朴
に
、
「
在
地
領
主
」
が
そ
の
強
力
な

　
実
力
的
（
事
災
的
）
支
配
力
を
も
っ
て
、
公
田
・
私
領
を
統
一
的
に
支
配
請
負
っ

　
て
い
た
も
の
の
如
く
考
え
ら
れ
て
お
り
、
在
地
領
主
層
の
公
田
支
配
（
請
負
）
権
獲

　
得
を
も
っ
て
、
領
主
が
何
か
一
定
の
政
治
的
・
経
済
的
任
務
を
果
す
が
故
の
反
対

　
給
付
的
性
格
の
も
の
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
右
の
場
合
重
要
な
こ

　
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
実
力
」
．
が
、
領
主
に
よ
っ
て
如
何
な
る
方
面
に
む
け
発
動
さ

　
れ
て
、
そ
の
在
地
領
主
を
し
て
必
然
的
に
、
右
述
の
如
き
「
公
田
諸
負
者
」
た
る
地

　
位
を
獲
得
せ
し
め
る
歴
史
的
前
提
を
形
作
っ
て
い
た
の
か
と
云
う
点
な
の
で
あ
り
、

　
そ
の
点
の
詳
細
な
説
明
が
な
け
れ
ば
、
右
述
の
如
き
認
識
は
、
あ
ま
り
に
も
安
易

　
な
、
単
な
る
暴
力
論
た
る
の
そ
し
り
を
免
れ
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の

　
は
個
々
の
在
地
領
主
の
実
力
で
は
な
く
、
そ
の
実
力
を
媒
介
と
し
て
具
体
化
さ
れ

　
る
公
田
・
私
領
双
方
に
対
す
る
統
一
的
な
「
国
家
的
体
制
」
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

⑯
　
　
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
」
　
（
日
本
史
研
究
会
史
料
部
会
編
『
中
世
社
会
の
基
本
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構
造
』
所
収
）
。

⑯
　
「
大
三
文
か
ら
み
た
郡
郷
・
別
名
欄
に
つ
い
て
」
（
『
滋
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

　
一
四
～
一
六
）
そ
の
他
。

⑰
坂
本
連
署
氏
「
王
朝
墨
家
体
制
と
人
罠
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
〇
四
）
。

⑱
「
中
世
の
国
家
と
天
皇
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
中
世
2
）
。

⑲
戸
田
芳
実
氏
「
中
世
成
立
期
の
国
家
と
農
民
」
（
『
日
本
史
研
究
』
九
七
）
。

⑳
工
藤
氏
前
掲
論
文
。

⑳
　
倶
し
惣
地
頭
職
の
本
質
と
そ
れ
に
固
有
な
権
力
構
造
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
別

　
稿
で
詳
論
し
た
（
拙
稿
「
『
惣
地
頭
職
』
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
『
臼
木
史
研
究
』

　
一
一
四
）
。
　
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
惣
地
頭
職
の
歴
史
的
・
機
能
的
位
置
の
問
題

　
に
限
定
し
て
論
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

㊧
　
朝
河
貫
一
氏
編
『
入
来
院
文
害
』
所
収
。

　
　
西
岡
氏
前
掲
論
文
。

⑳
　
入
闘
田
氏
前
掲
論
文
。

㊧
　
宝
月
圭
吾
氏
『
中
世
最
儲
史
の
研
究
』
。

㊧
　
こ
れ
も
、
別
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
「
第
一
表
」
に
み
る
如
く
、
入
来
院
内

　
各
村
落
に
は
「
雑
色
」
が
い
た
。
惣
地
頭
の
存
在
が
村
々
に
及
ん
で
い
る
と
云
っ

　
た
場
合
、
惣
地
頭
は
具
体
的
に
は
、
こ
の
雑
色
ら
の
支
配
腱
統
轄
に
よ
っ
て
支
配

　
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
郷
司
（
在
地
領
主
）
ら
が
、
惣
地
頭
の

ゴ
許
に
結
集
せ
ざ
る
を
得
な
い
根
本
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
（
拙
稿
「
『
惣
地
頭

　
職
』
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
）
。

⑳
　
従
来
鎮
西
に
お
け
る
地
頭
と
郡
郷
司
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
者
の
領
主
化

　
の
過
程
に
お
け
る
両
者
の
対
立
琵
相
剋
面
が
特
に
注
昌
・
強
調
さ
れ
て
き
た
（
佐
々

　
木
光
雄
氏
「
鎌
倉
時
代
雨
期
に
お
け
る
地
頭
と
郡
司
の
相
剋
」
文
化
二
…
⊥
一
一
、
西

　
岡
虎
之
助
氏
「
中
滋
荘
園
に
お
け
る
地
頭
領
主
化
の
契
機
と
し
て
の
下
地
中
分
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
『
荘
園
史
の
研
究
』
下
巻
二
）
。
た
し
か
に
そ
れ
が
基
本
的
方
向
で
あ
ろ
う
が
そ
の
前

　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

　
提
と
し
て
両
者
の
間
に
か
か
る
補
完
麗
依
存
閨
係
の
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ

　
と
は
、
以
後
の
展
開
の
方
向
を
見
定
め
る
上
で
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

㊧
　
「
庄
園
体
制
と
国
衙
薩
領
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
四
こ
・
二
四
三
）
。

㊧
前
掲
『
滋
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
掲
載
論
文
。

⑳
　
　
「
国
司
米
」
（
故
に
惣
地
頭
職
）
が
「
国
衙
直
領
」
と
密
接
な
連
関
を
も
つ
も

　
の
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
白
日
で
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
次
の
史
料
も
そ

　
れ
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
徳
治
三
年
一
月
日
付
平
氏
女
連
研
砂
（
『
入

　
来
院
文
書
』
）
に
よ
れ
ば
、
入
来
院
清
敷
分
の
御
公
薯
と
し
て
「
国
衙
御
米
」
「
国

　
司
領
家
御
年
貢
銭
」
と
あ
り
、
国
衙
分
と
は
別
な
国
司
分
の
存
在
が
知
ら
れ
る
の

　
で
あ
る
。
ま
た
建
仁
三
年
五
月
二
七
日
琴
平
忠
直
譲
状
（
「
同
」
）
に
よ
る
と
寄
郡

　
の
公
事
は
国
司
・
領
家
・
地
頭
・
郡
司
四
方
へ
納
め
た
と
あ
る
。
郡
司
（
在
庁
）

　
と
区
別
さ
れ
た
国
司
と
は
全
く
私
的
な
存
在
で
あ
り
、
私
的
な
国
司
分
（
「
直
領
」

　
上
分
）
の
収
取
者
と
み
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

二
、
　
「
寄
郡
」
と
「
国
衙
直
領
」
支
配
機
構
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
D

　
　
　
　
　
　
（

島
津
庄
寄
郡
の
歴
史
的
性
格
が
、

い
わ
ゆ
る
「
半
輸
」
に
ほ
か
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
半
輪
制

（
そ
の
歴
史
的
本
質
の
如
何
〉
に
関
し
て
は
従
来
か
ら
若
干
の
考
察
が
加

え
ら
れ
て
き
た
が
、
依
然
と
し
て
一
つ
の
定
説
を
生
み
出
す
ま
で
に

は
至
っ
て

　
　
①

よ
る
と
、

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
『
式
目
追
加
』
第
五
六
条
に

鎌
倉
時
代
に
全
国
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
半
輸
制
と
し
て

1
弁
済
所
三
冠
国
司
領
家
、
令
勤
仕
公
事
於
寺
家
社
家
所
々
、

E
弁
済
所
当
於
国
司
、
令
勤
仕
公
事
於
権
門
御
辺
地
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の
二
形
態
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
舟
越
康
寿

氏
は
、
こ
の
う
ち
一
の
形
態
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
寄
郡
の
半
輪
制
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
右
の
場
合
た
し

か
に
豆
飯
の
半
輸
は
、
例
え
ば
大
和
国
に
お
け
る
寛
大
寺
領
の
雑
役

直
系
庄
園
等
、
い
わ
ゆ
る
膝
下
庄
園
に
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
形
態

で
あ
り
、
た
と
え
辺
境
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
領
家
が
庄
園
の
近
隣

　
あ
　
　
へ

に
位
置
す
る
か
の
大
隅
国
正
宮
領
等
の
場
合
な
ど
で
は
、
細
細
は
明

ら
か
に
H
型
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
半
面
の
1
型
と
云
う
の

は
、
そ
の
反
対
に
、
領
家
と
庄
園
と
が
遠
く
離
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
遠
隔

　
　
③

地
庄
園
」
に
お
い
て
の
形
態
の
こ
と
で
あ
ρ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
正
型
半
組
重
の
内
容
を
も
っ
て
、
舟
越
氏
は
、
領
家
が
所
当

面
と
雑
公
事
と
を
と
り
、
国
司
が
所
当
米
の
み
を
と
る
形
態
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
理
解
し
て
お
ら
れ
る
。

　
し
か
し
一
方
、
阿
部
猛
氏
は
こ
れ
ま
で
に
こ
の
1
型
半
輸
鰯
の
史

料
に
論
及
し
た
こ
と
の
あ
る
全
て
の
論
者
が
、
か
の
文
言
中
に
お
け

る
工
つ
の
存
在
1
「
領
家
」
及
び
「
寺
家
社
家
翫
を
極
め
て
当
然
の

も
の
の
如
く
一
体
視
し
て
何
ら
疑
う
と
こ
ろ
さ
え
な
か
っ
た
と
云
う

事
実
に
疑
問
を
は
さ
ま
れ
、
両
者
は
む
し
ろ
全
く
別
個
な
所
当
夜
及

び
公
事
夫
々
の
収
納
主
体
（
一
領
主
）
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
か
と
の
新
し
い
観
点
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
、
阿
部
氏
の

研
究
に
あ
っ
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
か
か
る
疑
問
点
の
提
示
以
上
に
積

極
的
な
自
説
の
展
開
を
示
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
私
も
阿

部
氏
の
こ
の
観
点
は
、
改
め
て
検
討
し
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
極
め
て
重

要
な
こ
と
は
、
舟
越
氏
が
既
に
「
半
輸
」
の
多
様
な
あ
り
方
と
し
て
、

④
官
物
免
除
形
式
の
半
輸
（
黒
物
は
領
主
、
雑
公
事
は
国
司
の
形
式
）
、

＠
雑
事
免
除
形
式
の
半
輸
（
官
物
は
国
司
、
雑
公
事
は
領
主
の
形
式
）
、

⑳
官
物
一
部
免
除
形
式
の
半
輸
（
官
物
1
1
地
利
の
み
を
折
半
の
形
式
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
云
う
三
形
態
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
何

故
な
ら
、
寄
郡
に
お
け
る
半
輸
の
型
が
、
た
と
え
舟
越
氏
自
身
云
わ

れ
る
如
く
か
の
1
型
に
ほ
か
な
ら
な
か
n
、
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必

ず
し
も
か
か
る
半
輸
が
一
つ
の
原
理
－
方
式
に
貫
か
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
し
て
は
お
ら
ず
、
さ
き
の
阿
部
氏
の
見
解
に

倣
っ
て
、
右
記
「
三
形
態
」
中
の
い
ず
れ
か
二
つ
を
、
夫
々
の
半
睡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
う
　
　
ち

欄
と
し
て
も
つ
二
つ
の
領
主
の
複
合
体
で
あ
る
場
合
な
ど
も
あ
り
得

る
か
ら
で
あ
る
。

　
因
み
に
、
寄
郡
と
は
前
述
の
如
く
庄
園
綱
の
一
形
態
で
あ
り
、
庄

園
制
が
一
般
に
云
わ
れ
る
如
き
都
市
的
距
貴
族
的
領
有
と
し
て
の
本
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鎮西島津庄寄郡の歴史的位置（鈴木）

質
を
そ
こ
に
包
摂
せ
る
存
在
で
あ
る
限
り
、
そ
の
性
格
は
在
地
と
中

　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
し
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

央
双
方
か
ら
の
支
配
の
接
点
－
統
一
面
で
捕
捉
す
る
こ
と
こ
そ
が
肝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も

要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
是
非
と
も
右
下
の
如
き
原
理
口
方
式
の

も
　
　
あ
　
　
も

複
合
性
こ
そ
欠
か
し
得
ぬ
要
件
で
あ
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
尤

も
そ
の
場
合
、
工
藤
敬
一
氏
に
よ
る
前
述
の
如
き
寄
郡
の
理
解
も
、

前
記
－
型
の
半
輸
制
の
う
ち
領
家
方
に
つ
い
て
は
、
所
書
米
は
勿
論

領
家
が
と
り
な
が
ら
公
事
は
事
実
上
在
地
領
主
が
こ
れ
を
収
納
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
中
央
と
在
地
と
の

統
一
性
（
な
い
し
原
理
の
複
合
性
）
に
対
し
て
も
か
な
り
多
く
の
関
心
が

払
わ
れ
て
い
る
と
云
っ
て
良
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
重
要
な
こ
と

は
そ
の
研
究
が
既
に
前
節
で
指
摘
せ
る
如
く
、
極
め
て
在
地
領
主
中

心
的
な
傾
向
を
強
く
持
つ
点
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
の

「
統
一
性
霊
複
合
性
」
の
も
つ
歴
史
的
意
味
は
、
決
し
て
正
し
く
捌
挟

さ
れ
て
い
る
と
は
云
い
難
い
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
1
型
の
下
草
制
（
寄
郡
）
の
成
立
を
も
っ
て
工
藤
氏
の
如

く
、
す
ぐ
れ
て
政
治
史
的
な
観
点
の
み
か
ら
、
在
庁
（
在
地
領
主
）
層

の
所
領
寄
進
に
全
て
起
因
す
る
も
の
の
如
く
捉
え
る
こ
と
は
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
実
に
そ
の
よ
う
な
寄
郡
（
庄
園
制
）
成
立
の
過
程
に
お
け

る
辺
境
人
民
の
歴
史
的
位
置
付
け
一
あ
る
い
は
逆
に
人
民
に
と
っ
て

か
か
る
1
型
の
半
輸
制
鵬
寄
郡
の
成
立
が
如
何
よ
う
な
意
味
（
存
在

意
義
）
を
荷
負
っ
て
い
た
存
在
で
あ
る
の
か
と
云
う
重
要
な
観
点
の

設
定
を
阻
止
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
結
果
、
右
の
「
統
一
」
（
目
寄

郡
の
成
立
）
が
そ
の
前
提
と
し
て
も
つ
在
地
の
矛
盾
皿
対
立
点
が
、
勤

労
人
民
の
一
般
的
動
向
を
指
標
と
し
て
は
把
握
さ
れ
得
ず
、
「
統
一
」

は
単
な
る
領
主
問
で
の
安
易
な
妥
協
ぼ
癒
着
の
次
元
を
意
味
し
た
に

す
ぎ
ぬ
も
の
と
も
な
り
易
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

私
は
、
1
型
半
輸
欄
を
も
っ
て
前
述
の
如
く
、
実
に
二
つ
の
半
輸
制

（
支
配
体
系
）
の
統
一
と
し
て
捉
え
る
際
に
も
、
在
地
の
勤
労
人
民
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
し

あ
く
ま
で
も
考
察
の
起
点
に
す
え
て
そ
の
「
統
一
」
の
必
然
性
を
追

求
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
方
法
に
基
づ
い
て
の
み
、
か
か
る
「
寄
郡
」

の
歴
史
的
性
格
は
　
（
畿
内
近
国
の
庄
園
な
ど
で
、
ま
さ
に
直
接
的
匿
人
身

的
な
人
民
支
配
形
態
の
表
現
と
し
て
あ
っ
た
半
輸
制
置
H
型
半
輸
制
と
の
比

較
に
お
い
て
）
そ
の
特
質
を
明
瞭
に
析
出
し
得
る
も
の
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
庄
園
鰯
の
都
市
的
曜
貴
族
的
領
有
と
し
て
の
歴
史
的
本
質
も
、

実
は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
勤
労
人
民
の
動
向
が
根
底
に
あ
り
、
そ

れ
が
あ
く
ま
で
も
在
地
領
主
の
社
会
的
－
歴
史
的
な
存
在
基
盤
を
つ

ね
に
不
安
定
な
ら
し
め
る
程
の
躍
動
を
そ
こ
に
示
し
て
い
た
こ
と
と
、

決
し
て
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
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そ
こ
で
前
節
第
三
項
に
か
か
げ
た
「
注
文
」
に
よ
る
と
、
領
家
と

国
司
と
の
問
に
お
け
る
官
物
（
地
利
）
の
配
分
関
係
の
こ
と
の
み
が
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

さ
れ
て
お
り
、
　
「
雑
公
事
」
に
熱
し
て
の
記
事
は
一
切
兇
え
な
い
。

勿
論
、
そ
れ
は
右
「
注
文
」
の
歴
史
的
性
格
や
作
成
意
図
に
起
因
す

る
こ
と
が
ら
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
反
面
そ
う
し
た
こ
と

が
手
続
上
可
能
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
私
は
こ
の
寄
郡
に
関
し

て
の
前
記
の
理
解
が
な
り
立
ち
得
る
可
能
性
の
あ
る
ご
と
を
感
じ
る

の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
推
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
右
は
前
記
の
三

形
態
の
う
ち
の
⑳
官
物
一
部
免
除
形
式
の
半
輸
制
で
あ
る
。
故
に
、

私
は
以
下
こ
と
さ
ら
に
九
州
（
辺
境
）
に
限
ら
ぬ
人
民
の
一
般
的
動
向

の
究
明
を
通
じ
て
、
⑳
型
半
輸
制
の
形
成
を
論
じ
、
そ
の
上
で
そ
の

よ
う
な
動
向
の
究
明
の
中
か
ら
す
ぐ
れ
て
辺
境
日
遠
隔
地
的
な
庄
園

欄
“
1
型
半
揚
制
（
寄
郡
）
の
特
質
を
生
み
出
し
て
行
く
別
個
の
契
機

を
あ
わ
せ
て
具
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
す
る
と
、
舟
越
氏
は
こ
の
官
物
一
部
免
除
形
式
の
半
輸
糊
の
実
例

と
し
て
、
実
に
延
久
庄
園
整
理
令
に
関
係
す
る
「
太
政
官
符
」
を
あ

　
　
　
　
　
⑨

げ
て
お
ら
れ
る
。
特
に
こ
の
太
政
官
符
中
、
河
内
国
関
係
の
記
事
に

お
い
て
は
、
同
国
所
在
の
石
清
水
八
幡
宮
領
一
五
ヵ
所
の
う
ち
、
七

カ
所
免
除
、
九
カ
所
収
公
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
収
公
分
九
力

量
に
関
し
て
次
の
如
き
文
言
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

　
　
（
前
略
）
　
筥
寺
注
文
云
、
扇
田
或
公
田
或
諸
司
要
劇
田
云
云
、
而
神
人

　
　
へ

　
　
等
為
先
祖
相
伝
作
手
、
所
当
地
子
官
物
、
且
弁
済
国
司
、
且
所
天
申
本

　
　
所
也
老
、
国
司
解
状
云
、
作
人
偏
募
神
威
、
籠
作
公
田
、
不
弁
済
所
当

　
　
　
　
　
　
　
ハ
不
脱
力
）

　
　
官
物
者
、
望
事
頗
叶
宮
寺
注
文
、
然
則
至
重
籠
作
公
田
之
輩
者
、
槌
可

　
　
令
弁
済
所
嶺
官
物
仁
心
、
可
題
下
知
者
、

こ
れ
に
よ
・
る
と
、
八
幡
宮
領
（
免
田
）
の
耕
作
者
と
は
「
神
人
」
で
あ

っ
て
、
彼
ら
は
実
に
そ
の
免
田
に
つ
き
、
　
「
国
司
に
官
物
を
、
本
所

に
地
子
を
」
夫
々
納
入
す
べ
き
義
務
を
負
う
存
在
で
あ
る
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
が
、
官
物
が
勿
論
公
田
を
基
礎
と
し
、
地
子
が
治
田
を

対
象
と
せ
る
負
担
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
　
「
国
司
に
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

物
を
、
本
所
に
地
子
を
」
の
こ
の
形
態
が
、
前
記
⑳
型
の
半
年
制
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
果
し
て
こ
の

よ
う
な
半
田
の
型
は
、
そ
も
そ
も
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
出

た
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
こ
こ
に
改
め
て
想

起
す
べ
き
は
、
既
に
前
節
で
も
引
用
す
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
戸
照
芳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

実
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
中
名
」
に
関
し
て
の
提
言
な
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
戸
田
氏
は
周
知
の
如
く
、
か
の
一
〇
～
一
一
世
紀
に
お

け
る
国
衙
機
構
の
基
本
的
経
済
体
制
の
あ
り
方
を
「
負
名
体
欄
」
と
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し
て
規
定
さ
れ
た
際
に
、
か
か
る
負
名
の
具
体
的
存
在
形
態
と
し
て
、

そ
れ
ら
は
実
に
一
方
で
、
墾
田
（
治
田
）
に
対
す
る
永
世
粛
粛
有
権
の

所
有
者
と
し
て
あ
る
と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
、
公
田
の
有
期
的
占
有

用
益
（
請
作
）
者
と
し
て
一
定
の
官
物
収
納
の
義
務
を
請
負
う
、
二
面

性
の
持
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
こ

の
場
合
、
「
公
田
u
請
作
田
」
な
る
規
定
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
村
井
康

⑪
　
　
　
　
　
　
　
⑫

彦
・
高
田
実
両
氏
を
は
じ
め
多
く
の
論
者
の
異
説
の
あ
る
と
こ
ろ
で

も
あ
り
、
間
題
だ
と
し
て
も
、
か
か
る
複
合
的
実
体
を
も
っ
た
在
地

の
負
名
が
、
勿
論
国
衙
の
鼻
聾
に
よ
っ
て
、
治
田
（
墾
田
）
の
地
利
を

領
家
に
進
め
て
、
そ
の
上
で
こ
と
さ
ら
人
格
的
な
保
護
口
被
保
護
関

係
（
奉
仕
関
係
）
を
締
結
し
た
結
果
と
し
て
登
場
し
た
も
の
こ
そ
神
人

（
寄
人
）
ら
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
勿
論
負
債
は
一
方
で
、
実
に
公
田

耕
作
者
（
官
物
納
入
老
）
と
し
て
も
あ
っ
た
の
で
あ
み
が
、
そ
の
側
面

は
、
実
に
上
述
の
如
き
墾
田
（
治
田
）
の
寄
進
行
為
を
経
過
し
た
の
ち

に
お
い
て
も
止
揚
さ
れ
得
ず
、
そ
こ
に
当
然
上
記
の
如
き
国
衙
・
領

家
双
方
に
有
し
て
の
両
属
形
態
（
い
わ
ゆ
る
◎
型
の
半
分
制
）
が
現
わ

れ
得
る
要
因
は
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
こ
の
よ

う
な
極
め
て
単
純
な
論
理
構
成
を
も
っ
て
し
て
は
、
こ
の
の
ち
に
、

か
の
1
型
の
半
輸
制
（
寄
郡
）
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
関
し
て
、

不
可
避
的
に
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
辺
境
的
情
況
－
い
ち
じ
る
し
い

在
地
領
主
層
介
在
の
問
題
を
そ
こ
に
具
体
的
に
位
澄
付
け
て
い
く
こ

と
が
全
く
困
難
に
な
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ら
　
　
も

れ
は
こ
こ
に
至
っ
て
、
平
安
時
代
中
二
期
以
降
に
お
け
る
一
般
的
な

も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
お
　
　
　
も
　
　
　
へ

国
衙
領
構
造
の
具
体
的
分
析
の
い
っ
そ
う
の
緻
密
化
を
要
求
さ
れ
る

と
云
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
の
場
合
、
私
は
右
の
負
名
の
墾
田
（
治
田
）
部
分
に
関
し
て
は
戸

田
氏
が
か
つ
て
「
こ
れ
は
永
世
私
有
や
加
地
子
等
の
収
取
・
官
物
地

子
の
減
免
の
権
利
を
も
つ
点
で
請
作
と
異
な
」
る
が
、
　
「
官
物
と
国

役
収
取
の
対
象
で
あ
る
点
で
一
般
請
作
田
と
同
一
で
名
の
秩
序
に
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

成
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
（
「
公
田
H
請
作
田
」
の

規
定
は
前
述
の
如
く
問
題
で
あ
る
が
）
公
田
・
治
田
の
性
格
の
共
通
点
と

相
違
点
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
点
、
大
い
に
参
考
と
す
べ
き
も
の

と
考
え
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
治
田
は
実
に
前
者
の
理
由
で
い
わ
ゆ
る

公
田
（
狭
義
の
公
田
）
と
区
別
さ
れ
る
が
、
後
者
の
理
由
で
全
く
そ
れ

ら
と
同
じ
支
配
体
系
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
れ

　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
⑮

ば
、
坂
本
氏
や
泉
谷
康
夫
氏
ら
の
指
摘
に
も
倣
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
公

田
と
治
田
と
の
統
一
体
こ
ぞ
い
わ
ゆ
る
「
広
義
の
公
田
」
（
大
田
文
上

の
公
田
）
と
し
て
把
握
し
て
差
支
え
な
い
存
在
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
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⑯る
。
私
は
し
た
が
っ
て
以
下
の
論
点
を
、
ま
ず
e
「
狭
義
の
公
田
」

に
お
け
る
支
配
形
態
の
内
容
（
平
安
時
代
岡
病
期
構
造
の
実
態
分
析
）
及

び
⇔
「
狭
義
の
公
田
」
．
と
「
墾
田
」
（
在
地
領
主
の
勢
力
基
盤
）
と
の

相
関
雨
垂
の
二
点
に
分
類
し
、
特
に
e
に
お
け
る
如
何
な
る
事
態
が

⇔
に
対
し
て
は
一
体
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
影
響
を
も
た
ら
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
む

結
果
、
如
何
に
し
て
か
の
二
つ
の
領
知
権
（
郡
郷
領
知
権
と
公
田
領
知

権
）
の
補
完
関
係
に
裏
付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
庄
園
制
－
寄
郡
（
1
型

半
商
制
）
の
成
立
を
導
い
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
関
し
て
検

討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
助

　
　
　
　
　
　
（

　
さ
て
、
e
の
問
題
に
関
し
て
の
最
初
の
分
析
史
料
は
、
永
承
年
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
紀
伊
国
某
郡
収
納
女
面
未
落
文
で
あ
る
。
こ
の
勘
文
に
関
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

既
に
薗
田
香
融
氏
の
基
礎
的
な
甑
、
5
証
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
薗
田
氏

は
こ
れ
が
実
際
は
紀
伊
国
名
草
郡
関
係
の
史
料
で
あ
る
こ
と
、
し
か

も
現
在
、
簡
単
に
「
勘
文
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
記
事
の
中
に

は
、
少
く
と
も
甲
帳
、
乙
帳
、
丙
帳
の
三
種
の
台
帳
類
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
薗
田
氏
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

特
に
甲
帳
と
さ
れ
た
五
片
（
E
・
H
・
M
・
K
・
L
）
の
検
討
を
通
じ

て
、
い
わ
ゆ
る
「
狭
義
の
公
田
扁
に
お
け
る
支
配
（
収
取
）
形
態
の
特

徴
を
抽
き
出
し
て
み
る
と
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
官
物
公
事
等
の
納
入

主
体
が
、
「
民
聞
」
約
一
一
五
人
と
、
「
御
館
人
」
一
六
人
と
い
う
二
つ

の
大
き
な
ブ
ロ
ッ
ク
に
、
は
っ
き
り
と
区
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
「
狭
義
の
公
田
」
（
そ
の
実
体
）
が
、
一

般
的
公
領
の
み
な
ら
ず
、
す
ぐ
れ
て
私
的
な
御
館
分
田
（
国
衙
直
領
）

　
　
ち
　
　
も
　
　
し

と
の
複
合
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
民

間
分
．
御
館
分
双
方
の
納
入
主
体
が
い
わ
ゆ
る
「
蟻
壁
」
層
で
あ
り
、

か
の
官
物
（
地
利
）
、
雑
公
事
等
の
納
入
責
任
者
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
は
、
文
欝
中
に
、
彼
ら
の
納
入
物
全
体
を
指
し
て
実
に
「
里

倉
納
」
（
こ
れ
自
体
「
里
倉
負
名
」
の
存
在
を
示
す
表
現
で
あ
る
）
と
の
註

記
が
見
え
て
い
た
事
実
を
も
っ
て
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
の
み
な

ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
負
名
が
原
則
と
し
て
、
民
間
分
・
御
館

分
双
方
の
聞
で
重
複
す
る
も
の
を
も
た
ず
う
所
当
（
官
物
）
米
納
入
系

統
の
上
で
は
っ
き
り
と
弁
別
さ
れ
て
い
た
存
在
で
も
あ
っ
た
こ
と
に

注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
勿
論
、
御
館
分
の
負
名
が
、
特
に

「
御
館
人
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
知
ら
れ
る
如
き
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ

上
か
ら
の
人
身
的
身
分
編
成
の
現
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
と
云
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
因
み
に
坂
本
賞
三
百
は
、
一
〇
世
紀
王
朝
國
欝
血
に
お
け
る
い
わ
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ゆ
る
公
田
（
狭
義
の
公
田
）
が
、
国
司
（
受
領
）
の
積
極
的
な
請
負
雲
斗

管
理
の
対
象
と
し
て
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
国
司
は
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
、
実
に
公
田
（
「
基
準
国
図
」
内
耕
地
）
の
誉
田
権
や
新
開
地
に
対

す
る
専
断
権
等
を
掌
握
せ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ

　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
の
で
あ
る
が
、
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
こ
に
は
国
司
（
受
領
）
の
在

地
支
配
貫
徹
の
た
め
の
橋
頭
塗
（
支
配
基
地
）
構
築
の
志
向
な
ど
も
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
か
の
「
御
館
人
」
（
御
館
分
負
名
）
の
登
場
な
ら
び

に
そ
れ
に
基
づ
く
在
地
負
名
履
の
既
述
の
如
き
両
ブ
ロ
ッ
ク
へ
の
帰

属
な
ど
も
お
そ
ら
く
は
、
か
か
る
過
程
で
の
所
産
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
右
「
勘
文
」
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
論
点
は
、

右
述
の
如
く
民
間
分
・
御
館
分
両
プ
ロ
ヅ
ク
に
配
属
せ
し
め
ら
れ
て

い
た
二
種
類
の
書
名
が
、
官
物
公
事
等
の
徴
収
面
で
は
決
し
て
異
な

る
事
務
（
支
配
）
系
統
に
所
属
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
同
一
系
統
率

で
一
括
徴
収
さ
れ
て
い
た
存
在
で
も
あ
る
と
云
う
事
実
で
あ
っ
た
。

名
草
郡
内
の
各
地
域
に
は
、
在
地
書
生
届
の
管
轄
に
な
る
「
吉
田
津
」

あ
る
い
は
「
平
井
津
」
な
ど
隆
運
院
（
郡
収
納
所
）
の
下
部
単
位
と
も

認
め
ら
る
べ
き
多
く
の
在
地
機
関
が
存
在
し
て
い
た
が
、
例
え
ば
そ

の
中
の
｝
例
吉
田
津
の
項
に
、
民
間
分
改
名
・
御
館
分
負
名
双
方
か

ら
の
収
納
額
が
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
点
の
留
男
で
あ
っ

た
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
右
「
津
」
と
あ
る
の
は
云
う
ま
で
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

く
、
吉
田
贔
氏
の
研
究
に
み
え
る
か
の
納
所
と
同
一
実
体
の
も
の
と

　
　
　
　
　
　
⑳

見
る
べ
き
で
あ
り
、
書
生
と
は
納
所
司
的
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
郡
学

院
（
郡
収
納
所
）
の
書
生
（
上
級
書
生
）
凛
烈
用
は
こ
れ
を
全
体
と
し
て

統
轄
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
身
分
的
に
は
民
間
・
御
館
双
方
に
区

別
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
在
地
の
品
名
も
、
官
物
公
事
徴
収
上
の
事

務
的
な
面
で
は
「
郡
悉
曇
（
郡
収
納
所
）
一
標
津
機
関
」
な
る
体
制
下

で
＝
兀
的
に
把
握
（
支
配
）
さ
れ
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め

得
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
こ

と
は
、
か
か
る
郡
許
院
（
心
象
納
所
）
に
よ
る
｝
元
的
な
負
名
支
配
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ち
　
　
も

制
の
存
在
も
、
い
ず
れ
は
や
が
て
既
述
の
如
き
国
衙
機
構
そ
の
も
の

の
も
つ
内
在
矛
盾
（
民
間
分
・
御
館
分
双
方
の
対
立
琵
矛
盾
関
係
）
の
拡

大
に
よ
っ
て
、
後
述
の
如
き
所
謂
「
庄
園
制
」
（
寄
郡
）
成
立
の
前
提

と
し
て
の
決
定
的
な
変
化
－
変
質
を
迫
ら
れ
る
に
違
い
な
い
と
云
う

事
実
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
承
暦
二
年
三
月
日
付
の
近
江
国
御
館
分
作
田
官
物
照
応
は
、
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ち

い
わ
ゆ
る
「
狭
義
の
公
田
」
上
に
発
現
す
べ
き
右
の
よ
う
な
「
対
立

“
矛
盾
」
関
係
の
歴
史
的
本
質
、
更
に
は
そ
の
展
開
の
方
向
性
を
見
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極
め
る
上
で
特
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
結
解
状
を
分

析
し
、
私
が
い
ま
重
要
ど
考
え
る
幾
つ
か
の
着
眼
点
を
列
挙
す
る
と

す
れ
ば
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

①
近
江
国
の
御
館
分
作
田
は
こ
の
当
時
、
総
面
積
＝
一
七
町
五
反
二

　
〇
代
に
及
ん
で
い
た
が
、
更
に
そ
れ
は
「
角
田
」
＝
一
三
重
三
〇

　
代
と
、
　
「
別
毒
薬
人
々
名
田
内
」
単
三
町
一
〇
代
と
の
、
二
つ
の

　
部
分
か
ら
な
っ
て
い
た
（
若
干
の
計
算
上
の
誤
差
あ
り
）
。

②
定
田
＝
一
三
町
余
の
耕
作
者
は
、
約
三
五
人
の
「
尊
名
」
で
あ
っ

　
た
。
の
み
な
ら
ず
「
別
結
解
人
々
名
田
内
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
る

　
三
町
医
歩
も
、
右
三
五
力
名
に
含
ま
れ
る
五
力
名
の
耕
地
片
の
集

　
積
で
あ
る
。

③
各
負
名
に
つ
い
て
重
要
な
点
は
、
何
方
も
そ
の
所
蜜
米
の
納
入
分

　
を
、
「
田
付
」
分
と
「
古
米
（
去
年
残
）
」
分
と
の
二
種
類
を
も
つ

　
て
構
成
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
当
年
（
承
暦
二
年
）

　
分
の
田
付
総
額
は
九
〇
七
石
畳
、
故
に
町
別
（
平
均
）
七
・
三
七
石
と

　
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
公
田
官
物
率
法
三
斗
代
（
町

　
別
三
石
）
に
比
較
し
て
圧
倒
的
に
高
無
代
で
あ
る
。

④
次
に
収
納
さ
れ
た
宮
物
（
成
目
）
の
そ
の
後
の
運
搬
ル
ー
ト
を
見
る

　
と
、
　
「
津
納
」
↓
「
借
屋
納
」
↓
「
京
定
納
」
と
な
り
、
最
後
に
「
京

　
下
定
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
最
初
の

　
津
納
と
あ
る
の
は
、
さ
き
の
紀
伊
国
名
草
郡
勘
文
に
見
ら
れ
た

　
「
吉
田
津
納
」
等
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
こ
で
徴
収
さ

　
れ
た
も
の
が
、
国
衙
在
庁
よ
り
も
国
司
の
所
在
地
（
京
都
）
に
む
け

　
て
搬
送
さ
れ
て
い
た
事
実
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。

私
は
ま
ず
、
①
及
び
②
両
点
の
検
討
を
後
の
考
察
に
廻
す
こ
と
と
し
、

差
当
っ
て
は
③
に
基
づ
い
て
前
述
の
如
き
当
時
の
国
衙
領
経
営
の
基

礎
闘
在
地
尊
名
層
全
般
の
動
向
に
関
し
て
、
や
や
詳
細
な
再
検
討
を

加
え
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
と
考
え
る
。

　
そ
の
場
合
な
に
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
　
「
田
付
」
に
お
け
る
七

斗
代
と
云
う
田
率
の
高
さ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
勿
論
、
そ
れ
が
ほ
か

な
ら
ぬ
佃
（
直
営
地
）
経
営
の
対
象
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
御
館
分
田
が
一
方
で
、
国
佃
・
庁
分
冊
な
ど
と
表

現
さ
れ
て
い
る
国
衙
直
営
地
と
同
質
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
、
既
に
寒
水
三
男
氏
の
指
摘
も
見
え
る
が
、
右
記
は
ま
さ
し
く
清
水

氏
の
そ
の
指
摘
の
正
し
さ
を
立
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

佃
（
御
館
分
田
）
の
史
料
的
初
見
と
は
、
お
そ
ら
く
は
坂
本
氏
の
指
摘

　
　
⑳

さ
れ
た
永
延
元
年
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
軸
（
そ
の
第
二
九
条
）
の
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

で
あ
る
と
考
え
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
故
に
明
ら
か
に
こ
の
問
題
も
、
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本
来
的
に
は
か
の
「
御
館
人
」
登
場
の
問
題
と
同
様
な
一
〇
世
紀
王
朝

国
家
（
国
司
皿
受
領
の
公
田
請
負
）
体
制
下
で
の
事
態
に
ほ
か
な
ら
ぬ

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
〇
世
紀
と
は
異
な
る
こ
の
段

階
（
一
一
世
紀
中
葉
）
で
の
特
徴
的
事
態
の
究
明
の
た
め
に
は
、
わ
れ

わ
れ
は
同
じ
く
③
の
「
古
米
（
去
年
残
）
」
分
に
関
し
て
の
考
察
に
進

ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

因
み
忙
こ
れ
は
、
例
え
ば
負
名
安
曇
の
項
に
、
「
畑
魏
針
砺
壽

牡
霧
ハ
」
と
あ
る
好
し
て
、
別
の
負
名
望
丸
の
項
に
「
嬬
珊
半

長
辮
焉
」
姦
う
表
現
が
あ
る
妻
に
基
づ
善
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

故
に
当
然
こ
の
表
現
は
、
前
号
の
「
古
（
古
米
）
」
の
文
字
と
、
後
者
の

「
去
年
残
」
の
文
字
と
が
明
瞭
に
相
対
応
し
た
存
在
（
互
い
に
単
な
る
云

い
換
え
に
す
ぎ
ぬ
存
在
）
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

そ
の
儘
に
解
釈
す
れ
ば
、
去
年
未
払
い
の
官
物
の
残
り
（
去
年
残
）
を
、

負
薪
が
今
年
殊
更
に
「
古
米
」
を
も
っ
て
弁
済
し
て
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち

う
に
簡
単
に
片
付
く
こ
と
が
ら
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
こ
こ
に
「
古
米
」
と
あ
る
の
が
、
当
地
に
お
け
る
年
来
の
貯

蔵
米
の
意
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、

と
す
る
な
ら
ば
、
負
名
は
実
に
去
年
に
お
い
て
は
、
　
か
か
る
古
米

（
貯
蔵
米
乃
至
は
貯
蔵
予
定
米
）
が
あ
り
な
が
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
「
未
進
」

分
を
生
み
出
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
未
進
と
は
結
局
意
識
的

な
も
の
で
あ
り
、
あ
る
一
定
の
意
図
に
則
し
て
計
画
さ
れ
た
、
云
わ

ば
政
治
的
未
進
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
最

も
重
要
な
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
紀
俳
聖
名
草
郡
の
収
納
米
進
未
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
も
　
　
も

文
の
Q
片
に
、
　
「
［
口
思
量
納
一
畳
五
千
九
百
六
十
束
四
把
九
歩
」

と
の
記
載
が
み
え
て
い
た
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
勿
論
こ
の
記
事
に
対
し
て
は
、
概
に
薗
田
氏
も
早
く
か
ら
注
目
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
里
倉
納
」
云
々
の
表
現
と
は
周
知
の
如
く
、

つ
と
に
村
井
康
彦
疵
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ

る
「
里
倉
負
名
」
の
存
在
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま

　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
村
井
氏
の
説
明
に
よ
る
と
、
そ
の
里

離
無
名
と
は
ま
ず
も
っ
て
、
ほ
ぼ
一
〇
世
紀
初
頭
の
頃
、
律
令
制
的

地
方
行
政
の
一
環
と
し
て
の
正
税
班
挙
が
、
そ
の
賦
課
基
準
を
従
来

の
よ
う
な
課
丁
か
ら
営
田
単
位
に
切
り
換
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

段
階
に
お
い
て
そ
の
発
生
を
み
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
本

来
、
公
出
挙
の
機
能
を
単
に
堪
百
姓
の
私
宅
を
倉
と
し
そ
こ
に
正
税

官
稲
を
収
納
す
る
形
態
（
質
倉
宅
納
）
を
も
っ
て
施
行
し
よ
う
と
す
る
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便
宜
的
体
制
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
が
、
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
一
世

紀
に
か
け
、
国
衙
は
飯
島
に
本
塩
を
下
さ
ず
、
実
に
公
出
挙
の
機
能

を
も
っ
て
堪
百
姓
層
の
私
出
挙
の
機
能
の
う
ち
に
混
瀟
せ
し
め
て
、

　
　
　
　
　
も
　
　
も

・
そ
の
利
息
の
み
を
収
納
す
る
「
率
稲
西
」
へ
、
重
要
な
質
的
転
換
を

は
か
り
つ
つ
あ
っ
た
と
云
う
わ
け
で
あ
る
。
因
み
に
前
記
尾
張
国
郡

司
百
姓
等
解
に
み
え
た
「
佃
」
経
営
は
、
そ
こ
に
「
惣
八
箇
郡
令
宛

作
佃
其
数
甚
多
、
出
挙
旬
日
不
宛
身
震
、
遺
墨
説
佃
」
と
あ
る
如
く
、

右
と
同
様
出
挙
的
経
営
を
主
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
（
尤
も
こ
こ
で
は

内
容
が
国
司
元
命
の
非
法
の
糾
弾
に
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
否
定
的
表
現
が

と
ら
れ
て
は
い
る
が
）
国
司
の
側
か
ら
の
営
料
支
給
が
出
挙
の
条
件
と

し
て
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
段
階
が
ま
だ
負
名
の
自
立
性
の
極
め

て
稀
薄
な
未
熟
的
な
段
階
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
、

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
前
掲
御
館
分
長
窪
に
お
け
る
「
未
進
分
」

と
「
古
米
」
．
と
の
関
係
の
場
合
は
、
お
そ
ら
く
は
（
こ
れ
ら
「
型
名
」

が
「
里
倉
納
」
的
機
能
を
も
っ
た
こ
と
が
前
述
の
如
く
確
実
で
あ
れ
ば
）
負
名

が
む
し
ろ
右
述
の
如
き
出
挙
々
機
能
四
徴
税
請
負
人
的
機
能
の
持
主

（
国
衙
の
い
わ
ゆ
る
「
率
稲
制
」
下
の
存
在
）
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
云

う
事
実
を
前
提
し
て
の
み
、
初
め
て
具
体
的
に
理
解
さ
れ
得
る
こ
と

が
ら
で
あ
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
ヶ
。
す
な
わ
ち
負
名
の
去
年
度

の
乗
進
分
は
、
か
か
る
負
名
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
出
挙
の
た
め
の

本
機
に
あ
て
ら
れ
、
そ
の
利
稲
分
が
や
が
て
一
年
後
、
実
に
御
館
分

（
直
領
）
か
ら
の
追
加
収
入
、
更
に
負
名
の
得
分
を
も
生
み
出
す
如
き

作
用
形
態
を
現
わ
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

さ
れ
ば
こ
こ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
国
司
（
目
代
）
と
綾
羅
と
の
間
に

　
　
　
　
　
　
　
し
　
も
　
　
も
　
　
も

こ
の
出
挙
経
営
を
な
か
だ
ち
と
し
て
の
協
調
関
係
（
補
完
関
係
）
の
存

在
を
認
め
得
る
の
で
あ
り
、
前
述
の
如
き
国
司
（
目
代
）
か
ら
の
負
名

に
対
す
る
人
身
的
身
分
編
成
（
御
館
人
と
し
て
の
組
織
化
）
と
は
ま
ず

も
っ
て
、
か
か
る
言
挙
経
営
を
媒
介
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
単
な
る

入
身
的
（
古
代
的
）
編
成
で
は
な
い
、
む
し
ろ
封
建
的
実
態
を
も
つ
も

の
に
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
前

掲
④
の
論
点
は
、
実
に
こ
う
し
た
御
館
分
の
封
建
的
支
配
形
態
が
、
究

極
的
に
は
、
在
京
の
国
司
（
中
央
貴
族
）
層
の
経
済
基
盤
を
更
に
強
固

な
ら
し
め
る
体
制
と
し
て
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
実
に
前
期
王
朝
国

家
の
段
階
か
ら
そ
の
任
国
の
う
ち
に
直
接
的
在
地
支
配
達
成
の
た
め

の
橋
頭
墾
（
国
佃
・
庁
分
佃
）
を
設
定
し
、
積
極
的
領
主
化
の
方
向
を

現
わ
し
始
め
て
い
た
国
司
の
抱
負
が
、
そ
の
一
定
の
成
果
を
稔
ら
せ

始
め
て
い
た
現
実
を
こ
そ
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
よ
う
な
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在
地
支
配
の
現
実
的
達
成
の
た
め
に
は
そ
れ
な
り
の
「
領
主
綱
的
支

配
－
権
力
構
造
」
構
築
の
志
向
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
私

は
前
節
の
註
⑳
で
述
べ
た
「
惣
地
頭
職
－
雑
色
（
国
衙
系
下
級
宜
人
）
」

関
係
の
存
在
の
中
に
古
い
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に

つ
い
て
は
別
稿
で
詳
細
な
検
討
を
試
み
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は

以
下
の
行
論
上
必
要
な
限
り
で
（
一
二
世
紀
段
階
へ
の
展
望
を
含
め
）
そ

の
結
論
の
部
分
を
紹
介
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
一
一
世
紀
の
中
葉
頃
、
在
地
に
あ
っ
て
は

一
〇
世
紀
的
負
名
層
の
相
互
間
に
階
級
分
解
が
進
み
、
分
裂
－
没
落

す
る
も
の
を
生
み
出
す
一
方
、
新
興
の
村
落
小
領
主
層
を
も
登
場
せ

し
め
る
複
雑
な
様
相
を
塁
し
始
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
さ
き
の
近
江

国
の
「
御
館
分
作
田
官
物
霜
解
」
に
み
え
た
負
名
と
は
何
方
も
、
　
一
応
は
主

体
的
経
営
の
実
体
を
有
す
る
存
在
で
は
あ
っ
た
が
、
愚
将
名
相
互
間
に
は
い

ち
じ
る
し
い
規
模
の
格
差
が
現
わ
れ
て
お
り
、
右
の
よ
う
な
階
級
分
解
の
影

響
が
い
ち
早
く
こ
こ
に
も
波
及
し
始
め
て
い
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
た
。
）

と
こ
ろ
で
、
そ
の
場
合
、
後
者
の
小
領
主
層
は
い
わ
ゆ
る
在
地
領
主

的
存
在
と
は
異
な
り
、
農
民
層
の
隷
属
化
を
お
し
す
す
め
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
零
落
す
る
農
民
経
営
を
救
笹
し
、
こ
れ
を
国
家
的
支
配
H
収

奪
の
対
象
と
し
て
位
置
付
け
る
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
農
民
撫
育
的
（
外

　
者
的
）
機
能
を
托
し
て
国
司
（
目
代
）
か
ら
把
握
さ
れ
た
存
在
で
あ

っ
た
と
云
う
点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
す
ぐ
れ
て
在

村
的
な
「
村
落
領
主
」
層
と
も
称
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
公
人
・
雑
色

・
公
文
等
が
そ
の
具
体
的
な
彼
ら
の
肩
書
で
あ
っ
た
が
、
国
司
（
目
代
）

は
ま
た
こ
れ
ら
の
者
に
、
公
田
染
物
の
微
収
の
ほ
か
国
衙
直
領
（
御
館

分
）
上
分
の
収
取
機
能
を
あ
わ
せ
負
担
せ
し
め
て
い
た
も
の
で
あ
り
、

む
し
ろ
そ
の
側
面
に
お
い
て
両
老
は
い
わ
ば
私
的
・
家
産
的
支
配
体

言
（
－
直
領
機
構
）
の
具
体
的
実
体
を
形
成
し
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
惣
地
頭
（
訓
論
叢
領
知
書
函
）
ら
は
、
実
に
こ
の
よ
う
な
国

司
（
昌
代
）
の
規
範
を
体
し
、
在
地
で
こ
れ
ら
村
落
領
主
を
支
配
罰
統

轄
す
べ
き
存
在
と
し
て
あ
っ
た
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
忘

れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
か
か
る
公
文
層
（
村
落
領
主
）
は
（
ま
さ
し
く

右
述
の
如
き
特
質
の
故
に
）
在
地
に
お
け
る
農
民
的
共
同
体
の
中
核
に

あ
り
、
た
め
に
国
司
（
目
代
）
の
み
な
ら
ず
一
般
在
地
領
主
層
の
在
地

支
配
も
現
実
的
に
は
か
か
る
公
文
層
を
媒
介
と
し
て
の
み
、
初
め
て

そ
の
完
結
性
を
得
る
歴
史
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
で

あ
る
。

　
以
上
が
前
記
拙
稿
の
ご
く
大
雑
把
な
要
約
で
あ
る
が
、
か
か
る
傾

向
は
第
一
点
と
し
て
圏
衙
領
に
お
け
る
在
地
（
農
民
）
支
配
溝
造
の
あ
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ち
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ち
　
　
あ
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
在
地
領
主
層
に
よ
る
農
民
（
百
姓
）
の
農
奴
化
の

も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
も
　
　
　
も
　
　
づ
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
も
　
　
し

方
向
と
、
国
司
（
目
代
）
に
よ
る
農
民
の
い
わ
ゆ
る
封
建
的
隷
農
化
の

も
　
　
も

方
向
と
が
決
定
的
に
対
立
－
競
合
し
合
う
形
態
を
そ
こ
に
現
出
し
始

め
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
二
に
重
要
な
こ

と
は
か
か
る
矛
盾
を
内
包
し
つ
つ
も
、
両
者
は
一
方
で
協
調
し
あ
い
、

か
か
る
矛
盾
を
決
定
的
に
激
化
鋪
暴
発
せ
し
め
ぬ
妥
協
的
日
補
完
的

関
係
の
形
成
を
、
む
し
ろ
志
向
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
第

二
点
に
つ
い
て
前
述
の
如
く
、
御
館
分
・
民
間
分
双
方
が
同
一
の
支

配
目
収
奪
体
系
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
同
じ
書
生
（
在
地

機
関
）
の
統
轄
対
象
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
（
そ
の
時
期
が
ま
だ
、
負

名
の
分
解
闘
村
落
領
主
層
の
成
長
の
極
め
て
未
熟
な
段
階
に
位
置
し
て
い
た

に
す
ぎ
な
い
と
は
云
え
）
基
本
的
に
は
、
こ
う
し
た
両
者
の
協
調
性
に

起
因
す
る
と
こ
ろ
少
な
し
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
は
既
述
の
如
き
郡
郷
領
知
権
と
公
田
領
知
権
と
の
重
層
H
補

完
関
係
の
存
在
を
、
実
質
的
に
は
既
に
こ
の
点
に
、
は
っ
き
り
と
見

出
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
右
述
の

　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

如
き
両
者
の
補
完
臓
協
調
性
を
そ
の
基
本
的
あ
り
方
と
し
て
認
め
な

　
　
　
　
　
へ
　
　
し
　
　
も
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
や
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

が
ら
も
、
　
「
庄
園
制
」
と
し
て
の
か
の
寄
郡
（
1
型
半
輸
制
）
な
る
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

在
が
特
に
辺
境
地
域
に
お
い
て
、
典
型
的
に
現
わ
れ
て
く
る
事
実
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヵ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
あ
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
し
　
　
へ

考
慮
し
た
場
合
右
述
の
如
き
国
司
と
在
地
傾
主
と
の
対
立
・
矛
盾
が

他
方
で
極
め
て
顕
著
な
形
で
拾
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
重
要
性
を

決
し
て
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
私
は
差
当
た
り
、
そ
の
対
立
の
よ
り
具
体
的
な
形
態
を
把

握
し
て
お
く
た
め
に
前
述
の
着
眼
点
①
及
び
②
の
論
点
に
注
目
し
て

い
く
こ
と
と
す
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
近
江
国
の
御
館
分
作
田
が
事

実
上
、
　
＝
一
三
町
余
歩
に
及
ぶ
「
油
田
」
部
分
と
、
三
町
余
歩
の

「
別
結
解
人
々
名
田
内
」
部
分
と
の
二
種
類
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
た
と
云
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
必
要
部
分
を
掲

出
す
る
と
す
れ
ば
、
左
記
の
通
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

回
付
捌
結
三
人
≧
名
田
内
三
コ
口
代
己
本
田

金
武
名
子
反
廿
一
己
本
田

末
吉
名
八
段
己
本
田

安
武
九
反
珊
代
己
本
田

万
得
ご
段
滑
代
己
本
田

静
方
四
反
聖
代

　
稲
富
名
内

自
近
臼
名
内

　
稲
寓
名
内

　
滋
強
名
内

　
定
□
名
内

冒
頭
の
「
女
結
落
人
く
名
」
が
、
稲
富
名
ら
霊
力
名
を
差
す
も
の
で

あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
他
方
、
金
武
名
ら
五
力
名
は
い
ず
れ

も
こ
の
御
館
分
作
田
を
構
成
す
る
三
五
力
名
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
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あ
り
、
そ
れ
ら
が
い
ま
や
稲
富
名
ら
の
う
ち
に
私
的
に
包
摂
さ
れ
つ

つ
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
必
然

的
に
、
御
館
分
（
－
国
衙
直
領
）
に
お
け
る
負
癖
体
制
が
こ
の
当
時
、

か
か
る
「
別
面
解
痒
く
名
」
の
登
場
に
よ
っ
て
、
極
め
て
激
し
い
動

揺
を
ひ
き
起
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
定
し
得
よ
う
。

　
因
み
に
右
記
の
「
別
結
解
」
に
つ
い
て
は
既
に
坂
本
賞
三
江
の
研

　
　
　
㊧

究
が
あ
り
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
下
地
の
別
名
」
と
は
異
な
り
、
む
し

ろ
「
得
分
の
別
名
」
に
近
い
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
右
の
「
別
結
解
偏
の
場
合
、
そ
れ

ら
が
実
に
「
稲
富
名
」
の
如
き
仮
名
を
用
い
て
い
る
事
実
に
注
目
す

れ
ば
、
そ
れ
ら
が
単
な
る
得
分
名
に
す
ぎ
ず
、
在
地
（
農
業
）
経
営
の

実
体
を
全
く
持
た
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
な
ど
と
も
考
え
難
く
、
一
定
の

在
地
領
主
的
実
体
の
存
在
を
夫
々
の
内
部
に
想
定
し
て
お
く
こ
と
も
、

充
分
に
可
能
性
あ
る
推
論
で
あ
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
が
「
別
製
解
」
を
称
し
「
別
名
（
下
地
の
別

名
）
」
と
し
て
成
立
し
得
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
（
そ
の
具
体

的
な
事
情
は
一
切
不
明
で
は
あ
る
が
）
次
の
よ
う
な
解
釈
も
あ
る
い
は
成

り
立
ち
得
る
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
近
高
田
実
氏
は
、
平

安
初
中
期
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
国
衙
在
庁
諸
機
構
の
成
立
を
論
じ
て
、

「
在
庁
官
人
の
成
立
」
と
は
、
ま
さ
し
く
「
十
世
紀
国
司
の
任
国
支

配
に
お
け
る
新
し
い
現
地
官
僚
と
し
て
国
司
に
よ
っ
て
政
治
的
に
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
ら
設
定
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
官
僚
」
た
る
性
格
の
彼
ら
に
と
っ
て
、

そ
の
現
地
に
所
有
す
る
所
領
の
内
容
が
、
実
に
「
得
分
の
別
名
」
的

な
「
別
立
解
」
と
し
て
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
理
解

し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
、
そ
の
後
の
彼
ら
の
領
主
化
が
次
第
に
所
領

の
内
容
を
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
下
地
の
別
名
」
的
な
方
向
へ
転
化
せ

し
め
つ
つ
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
方
向
性
を
い
ま
だ
貫
徹
し
切
れ

ぬ
過
渡
的
段
階
に
お
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
得
る
わ

け
で
あ
る
。
更
に
、
稲
富
名
ら
財
力
名
は
、
こ
の
御
館
分
（
国
衙
直

領
）
部
分
に
関
し
て
は
「
別
謎
解
」
で
あ
っ
て
も
、
他
の
一
般
国
衙

領
部
分
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
別
名
領
主
（
在
地
領
主
）
的
成
長
を
実

現
し
得
て
い
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
適
当
で
あ
り
、
か
か
る

事
情
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
既
述
の
如
く
題
名
を
自
己
の
得
分
対
象
と
し

て
包
摂
し
て
い
く
積
極
的
姿
勢
を
と
り
得
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
も
　
　
へ
　
　
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
　
　
も

　
さ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
至
っ
て
、
御
館
分
（
国
衙
直
領
）
を

へ
　
　
あ
　
　
も
　
　
う
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

構
成
す
る
負
名
を
め
ぐ
っ
て
、
r
実
に
国
司
（
回
代
）
層
と
、
徐
々
に
そ
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’

の
在
地
領
主
化
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
在
庁
層
と
の
顕
著
な
矛
盾
－
対

立
が
そ
こ
に
顕
現
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
点
は
、
養
和
年
間
の
も
の
と
思
わ
れ
る
伊
賀
国
黒
田
庄
出
作
田
数

　
　
　
　
　
　
⑪

勘
合
注
文
の
場
合
、
伊
賀
国
で
は
、
普
通
の
諸
国
で
は
数
十
町
な
い

し
百
町
以
上
の
規
模
に
も
及
ぶ
御
館
分
が
、
名
張
一
郡
に
限
っ
て
で

あ
る
と
は
云
え
、
僅
か
「
三
町
四
反
」
と
云
う
小
規
模
に
す
ぎ
ず
、

し
か
も
そ
れ
が
在
庁
名
田
二
三
町
七
反
、
安
富
名
一
一
町
二
反
と
表

現
さ
れ
る
如
き
在
庁
所
領
の
大
規
模
性
と
、
相
対
的
な
関
係
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
し

た
事
実
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
一
般
的
な

農
罠
（
負
名
）
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
も
、
在
庁
と
国
司
（
御
館
）
方
と
が

そ
の
当
時
、
そ
の
対
立
闘
競
合
性
を
ま
す
ま
す
激
化
せ
し
め
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
つ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
も
　
　
ち
　
　
し
　
　
も
　
　
も

よ
う
な
在
地
の
現
実
的
動
向
を
農
民
（
百
姓
）
層
の
立
場
に
た
っ
て
表

現
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
右
述
の
如
く
在
庁
瞳
在
地
領

主
層
に
よ
る
深
刻
な
農
民
隷
属
化
の
様
桐
が
い
よ
い
よ
顕
著
に
現
わ

れ
始
め
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
そ
の
当
時
、
彼
ら
に
と
っ
て
か
か

る
隷
属
化
の
危
機
を
克
服
・
突
破
し
、
彼
ら
農
民
の
在
地
に
お
け
る

共
同
体
社
会
の
維
持
・
存
立
を
計
る
べ
き
唯
一
の
道
（
可
能
性
）
と
は

明
ら
か
に
、
現
実
に
在
庁
（
在
地
領
主
）
層
と
の
激
烈
な
対
立
皿
競
合

、

開
係
を
醸
成
し
っ
っ
あ
っ
た
国
司
（
目
代
）
と
の
私
的
な
結
合
－
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
あ
　
　
も

的
に
は
か
の
「
国
衙
直
領
」
支
配
体
制
へ
の
没
入
そ
の
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

　
因
み
に
、
　
か
っ
て
河
音
能
平
茂
は
、
院
政
期
国
衙
領
に
お
け
る

「
保
」
成
立
の
二
つ
の
道
筋
を
論
じ
た
際
に
、
在
地
領
主
（
在
庁
）
層

に
よ
る
隷
属
化
の
危
機
に
た
た
さ
れ
た
農
商
層
が
、
領
家
（
中
央
貴

族
）
と
の
結
合
を
求
め
そ
こ
に
領
家
（
本
所
）
に
対
す
る
在
地
奉
仕
者

集
団
と
し
て
の
寄
人
・
供
御
人
層
が
生
み
出
さ
れ
る
と
の
論
理
を
展

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
論
理
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
す
ぐ
れ
て

国
衙
領
内
部
の
間
．
題
と
し
て
、
国
司
（
目
代
）
と
農
民
層
と
の
間
に
お

　
　
　
　
　
　
あ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

い
て
展
開
し
た
こ
と
が
ら
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
村

井
康
彦
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
寄
進
地
型
庄
園
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
地

方
領
主
た
る
在
地
領
主
と
中
央
貴
族
た
る
領
家
と
を
結
び
付
け
る
媒

介
主
と
し
て
の
国
司
（
受
領
）
の
存
在
意
義
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
と
を
強
調
さ
れ
た
が
、
そ
の
点
は
お
そ
ら
く
、
農
民
（
百
姓
）
層
に

と
っ
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
む
し
ろ
遠
隔
地
に

あ
っ
て
は
、
周
知
の
如
き
在
地
領
主
層
の
領
家
（
権
門
）
と
の
結
合

（
所
職
寄
進
）
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
農
民
層
と
国
司
（
目
代
）
と

の
私
的
な
結
合
・
（
農
民
H
百
姓
の
御
館
人
化
）
に
こ
そ
充
分
注
意
を
払
わ
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ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
因
み
に
私
は
既
に
前
項
に
お
い
て
、
既
述
の
如
ぎ
官
物
一
部
免
除

形
式
の
半
輸
制
（
⑳
型
置
輸
制
）
が
如
何
に
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
か
と
の
設
問
に
関
し
て
、
隠
名
に
対
し
そ
の
「
狭
義
の
公
田
」
部

分
の
拡
大
を
の
ぞ
む
国
衙
の
立
場
と
、
墾
田
（
治
田
）
部
分
の
推
持
拡

大
を
希
求
す
る
負
名
自
身
と
の
対
立
闘
矛
盾
が
、
そ
の
歴
史
的
契
機

を
な
し
た
も
の
で
あ
る
か
と
の
仮
説
を
か
か
げ
て
お
い
た
が
、
右
の

考
察
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
が
ら
の
根
本
要
因
は
決
し
て
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ

衙
と
負
名
層
と
の
紺
立
匹
競
合
関
係
の
中
に
の
み
あ
っ
た
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
し

く
、
国
衙
機
構
そ
の
も
の
の
内
在
矛
盾
（
目
代
と
在
庁
と
の
対
立
）
の

中
に
、
む
し
ろ
そ
の
最
大
の
要
因
を
求
む
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
認

識
に
基
づ
い
て
の
み
そ
の
問
題
は
、
畿
内
近
国
の
み
な
ら
ず
中
間
辺

境
地
域
に
も
適
用
し
得
る
一
貫
的
論
理
構
成
た
り
得
る
性
格
の
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
換
撫
す
れ
ば
、
在
地
の
負

名
（
農
民
）
層
が
前
述
の
如
く
◎
型
運
輸
制
を
生
み
出
す
如
き
主
体
的

存
在
で
は
あ
り
得
た
と
し
て
も
、
国
衙
機
構
内
部
に
お
け
る
力
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

（
目
代
一
在
庁
層
の
対
立
関
係
）
そ
の
も
の
の
あ
り
方
如
何
で
、
客
観
的

に
は
⑳
型
北
画
制
と
は
全
く
異
な
る
形
態
の
羊
雲
制
を
も
生
み
出
し

得
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
勿
論
、

国
衙
領
に
お
け
る
在
庁
（
在
地
領
主
）
層
か
ら
の
圧
力
如
何
の
問
題
な

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
一
般
的
な
畿
内
・
辺
境
と
云
う
地
域

の
相
違
で
、
い
わ
ば
極
め
て
対
称
的
な
展
開
を
現
し
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
（
本
節
前
項
の
最
後
に
あ
げ
た
⇔
の
問
題
1
い
わ
ゆ
る
「
狭

義
の
公
田
扁
と
「
墾
田
（
在
地
領
主
の
勢
力
基
盤
）
」
と
の
相
関
々
係
の
展
開

の
仕
方
も
、
お
そ
ら
く
は
、
か
か
る
認
識
を
前
提
と
し
て
論
及
さ
る
べ
き
こ

と
が
ら
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
）
。

　
つ
ま
り
、
畿
内
及
び
そ
の
周
辺
の
よ
う
な
先
進
地
域
で
は
、
在
地

領
主
層
か
ら
の
影
響
は
小
さ
く
、
ま
た
本
所
（
領
家
）
と
の
関
係
も
一

般
的
に
緊
密
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
負
名
（
農
民
）
は
単
に
国
衙
支
配

か
ら
の
脱
畠
を
目
差
し
て
（
特
に
「
御
館
人
」
た
る
段
階
を
経
過
す
る
こ

と
な
く
）
直
接
塞
所
（
領
家
）
の
許
に
結
合
し
て
い
く
可
能
性
を
も
ち

得
た
で
あ
ろ
う
。
前
記
◎
型
墨
型
制
の
典
型
的
形
成
は
、
実
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

場
合
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
辺
境
に
あ
っ
て
は
、
庄
園

は
実
に
在
地
領
主
の
寄
進
を
媒
介
と
し
て
成
立
す
る
の
が
一
般
的
で

あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
方
面
の
在
地
領
主
層
は
早
く
か
ら
農
民
層
を

そ
の
隷
属
下
に
と
り
込
も
う
と
の
動
き
を
見
せ
て
い
た
も
の
と
云
い

得
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
こ
の
地
域
で
は
、
在
地
領
主

の
所
領
寄
進
に
基
づ
く
庄
園
（
寄
郡
）
成
立
の
前
提
と
し
て
、
必
然
的
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に
い
わ
ば
国
衙
領
に
お
け
る
在
地
（
農
民
）
支
配
形
態
の
二
元
性
…
換

言
す
れ
ば
、
在
庁
牒
在
地
領
主
暦
の
在
地
支
配
と
（
こ
れ
に
極
め
て
対

抗
的
な
）
国
司
皿
目
代
の
（
惣
郡
司
職
一
雑
色
一
村
落
領
主
層
を
媒
介
と

し
て
の
）
在
地
支
配
と
の
複
合
性
が
充
分
発
現
し
て
い
た
と
云
い
得

る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
さ
し
く
こ
こ
に
お
い
て
は
、
在
庁

（
在
地
領
主
）
層
に
よ
る
所
領
審
進
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
、
領
家

（
庄
園
領
主
）
が
そ
の
当
時
、
当
該
庄
園
に
対
す
る
庄
務
権
（
実
質
的

な
支
配
権
）
を
全
面
的
に
管
理
一
掌
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

他
方
に
お
け
る
「
国
司
（
目
代
）
翻
惣
郡
司
職
（
郡
郷
領
知
権
）
一
雑
色

（
公
文
）
」
体
型
と
の
結
合
を
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
い
た
と
認
め
得

る
事
実
こ
そ
が
重
要
な
の
で
齢
る
。
そ
の
場
合
在
地
領
主
の
寄
進
自

体
、
在
地
領
主
が
国
司
（
目
代
）
よ
り
も
上
級
の
中
央
貴
族
の
権
威
を

か
っ
て
国
司
ら
を
抑
え
る
目
的
を
も
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
す

れ
ば
、
国
司
（
目
代
）
の
側
に
あ
っ
て
も
み
ず
か
ら
の
「
国
司
（
目
代
）

一
惣
郡
司
職
－
公
文
一
農
民
」
の
在
地
組
織
を
、
上
級
貴
族
の
権
威

を
も
っ
て
維
持
・
強
化
し
て
い
こ
う
と
の
動
き
を
示
し
始
め
る
と
考

え
る
べ
き
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
そ
の
「
国
司
（
目
代
）
”
惣

郡
司
職
一
公
文
一
農
民
」
の
在
地
組
織
が
決
し
て
単
な
る
公
的
な
国

衙
在
庁
機
構
と
し
て
だ
け
の
存
在
で
な
く
、
む
し
ろ
私
的
な
「
国
衙
直

領
（
家
産
的
支
配
機
構
）
」
と
し
て
の
本
質
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
す

れ
ば
、
な
お
更
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
に
地
方
（
辺
境
）
庄
園
に
お
け
る
庄
園
領
主
（
中
央
貴
族
）
の
在

地
支
配
は
、
在
庁
（
在
地
領
主
）
層
か
ら
の
寄
進
と
共
に
、
一
方
に
お

い
て
み
ず
か
ら
農
民
層
を
、
そ
の
積
極
的
な
国
司
（
目
代
）
”
郡
郷
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
あ
　
　
あ
　
　
も

題
字
と
の
提
携
を
媒
介
と
し
て
掌
握
障
支
配
し
、
か
か
る
両
者
の
均

も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

衡
の
上
に
、
み
ず
か
ら
の
政
治
的
一
社
会
的
地
位
の
存
立
を
は
か
る

政
策
性
を
あ
わ
せ
保
持
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
認

め
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
国
司
（
受
領
）
が
、

い
わ
ゆ
る
中
央
（
上
級
）
貴
族
と
、
在
地
（
農
民
）
支
配
の
実
権
を
め
ぐ

っ
て
の
階
級
連
合
を
実
現
し
つ
つ
あ
り
、
他
方
で
む
し
ろ
在
地
領
主

を
そ
の
連
合
の
輪
か
ら
切
り
落
し
て
い
こ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
支
配

階
級
内
部
に
お
け
る
階
級
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ー
ヴ
の
把
握
を
め
ぐ
っ

て
の
競
合
形
態
を
内
包
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
辺
境
庄
園
の
一
形
態
で
あ
る
「
寄
郡
」
も
ま
た
、
こ
の
論

理
構
造
の
う
ち
に
含
ま
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
私
は
以
上
の
と
こ
ろ
が
ら
、
「
寄
郡
」
（
1
型
半
輸
制
）

の
形
成
原
理
が
決
し
て
さ
ま
で
単
純
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
明
ら

か
に
在
地
と
中
央
双
方
か
ら
の
支
配
の
接
点
（
二
つ
の
原
理
の
複
合
）
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に
よ
っ
て
溝
成
さ
れ
て
い
た
も
の
に
違
い
な
い
と
云
う
前
記
の
指
摘

は
、
こ
こ
で
そ
の
具
体
的
な
立
証
を
得
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

同
時
に
領
家
（
庄
園
領
主
）
に
よ
る
在
地
支
配
が
上
述
の
如
ぐ
、
公
文

（
村
落
領
主
）
肌
農
民
層
の
掌
握
の
た
め
に
は
、
か
の
「
目
代
－
惣
郡

司
職
一
公
文
」
た
る
在
地
組
織
罰
「
国
衙
直
領
」
支
配
機
構
を
媒
介

と
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
云
う
事
実
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
領
家
は

ま
さ
し
く
そ
の
点
に
お
い
て
、
国
司
（
国
衙
）
か
ら
一
週
的
な
公
田

（
庄
田
）
支
配
権
の
ほ
か
、
　
「
国
衙
直
領
」
管
理
義
務
を
も
併
せ
保
持

す
べ
く
期
待
さ
れ
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
得
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
い
ま
、
こ
れ
を
徴
収
年
貢
物
の
内
容
に
則
し
て

云
え
ば
、
領
家
（
庄
園
領
主
）
は
明
ら
か
に
、
か
の
惣
郡
司
職
以
下
の

組
織
を
媒
介
と
し
て
、
領
家
御
開
と
直
領
上
分
（
御
館
分
米
）
双
方
の

徴
収
を
実
現
し
て
い
た
存
在
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
云
う
こ
と
を
主

張
し
得
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
私
が
既
に
前
節
第
三
項
に
お
い

て
指
摘
し
た
如
く
、
寄
郡
関
係
の
史
料
の
上
に
、
か
の
領
家
御
運
と
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
も

に
現
わ
れ
る
「
国
司
米
」
と
は
、
明
ら
か
に
や
は
り
か
の
国
衙
直
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ち
　
　
も
　
　
も

を
対
象
と
し
て
の
国
司
（
目
代
）
の
取
分
で
あ
る
御
館
分
米
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
私
は
、
以
上
の
と
こ
ろ
が
ら
、
既
に
「
は
し
が
き
」
に

お
い
て
述
べ
た
一
つ
の
仮
説
膣
庄
園
制
（
都
市
的
1
1
貴
族
的
領
有
の
体

制
）
下
の
公
田
支
配
は
、
い
わ
ゆ
る
「
国
衙
直
領
」
支
配
機
構
と
密

接
不
離
な
関
係
に
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
が
、
領
家
・
国
司
双
方
を
含

む
中
央
貴
族
レ
ベ
ル
で
の
階
級
連
合
（
乃
至
階
級
的
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ー
ヴ

掌
握
へ
の
志
向
）
の
形
成
を
表
現
し
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と

い
う
推
論
を
、
｝
応
論
証
し
得
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
庄
園
制
は
そ
れ
自
体
、
時
代
と
共
に
一
定
の
変
化
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
さ
れ
ば
、
私
が
上
記
の
如
く
に
し
て
立
証
し
得
た
と
考
え
る

庄
園
制
と
国
衙
直
領
と
の
相
関
々
係
（
相
互
規
定
的
関
係
）
と
は
、
大

局
的
に
み
て
、
一
体
如
何
な
る
変
容
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
い

得
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
課
題
一
「
島
津
庄
寄
郡
の
歴
史
的
位
置
」

と
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
初
め
て
具
体
化
し
得

る
論
点
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
①
『
申
世
法
舗
史
料
集
』
1
、
鎌
倉
幕
府
法
。

　
②
　
　
「
荘
園
に
お
け
る
不
輸
権
成
立
の
一
過
程
－
半
不
輸
に
つ
い
て
i
」
（
『
経
済
史

　
　
研
究
』
二
九
－
五
・
六
）
。

　
③
工
藤
敬
㎝
氏
『
九
州
庄
園
の
研
究
騒
第
二
章
「
中
央
権
門
領
」
の
表
現
に
依
る
。

　
④
前
掲
論
文
。

　
⑤
『
中
世
日
本
荘
園
史
の
研
究
』
第
二
部
。

　
⑥
前
掲
論
文
。

　
⑦
前
掲
論
文
。
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⑧
朝
河
貫
｝
氏
編
『
入
来
文
書
』
所
収
。

⑨
前
掲
論
文
。
平
安
遺
文
一
〇
八
三
号
。

⑩
　
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
」
（
目
本
史
研
究
会
史
料
都
会
編
『
中
世
社
会
の
基
本
構

　
造
』
所
収
）
。

⑪
「
国
衙
領
の
機
造
」
（
『
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』
所
収
）
。

⑫
「
一
二
～
＝
二
世
紀
に
お
け
る
国
家
権
力
と
国
衙
領
支
配
体
制
」
（
『
史
潮
』
九

　
九
）
。

⑬
前
掲
論
文
。

⑭
「
十
世
紀
王
朝
国
家
土
地
鰯
度
と
そ
の
崩
壊
」
（
『
史
林
』
四
八
一
四
）
。

⑮
「
公
田
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
四
三
一
四
）
。

⑯
「
大
田
文
日
広
義
の
公
田
」
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
。
私
は
既
に
前
節
で
大
田

　
文
に
記
載
さ
れ
た
耕
地
は
「
公
田
」
で
あ
り
、
郡
郷
内
部
に
は
そ
れ
以
外
に
も
多

　
く
の
土
地
（
在
地
領
主
の
所
領
）
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
と
す
れ
ば

　
か
か
る
私
領
と
区
別
さ
れ
た
公
田
は
、
決
し
て
坂
本
氏
の
云
わ
れ
る
「
広
義
の
公

　
田
」
　
（
狭
義
の
公
田
と
治
田
の
統
一
体
）
と
同
一
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
よ
う

　
に
思
え
る
で
あ
ろ
ヶ
。
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
あ
く

　
ま
で
も
大
成
文
上
の
公
田
を
、
か
の
「
基
準
園
図
」
上
の
公
田
と
較
べ
て
は
根
対

　
　
　
マ
　
　
へ

　
的
に
か
の
「
広
義
の
公
田
」
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
「
基
準
国
図
」
上
の
公
田
は
墾
田
（
治
田
）
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、

　
お
そ
ら
く
こ
の
両
者
を
統
一
し
た
型
で
「
大
田
文
」
上
の
公
田
は
形
成
さ
れ
た
。

　
故
に
そ
れ
は
そ
の
限
り
で
は
「
広
義
の
公
田
」
と
称
び
得
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し

　
一
方
開
墾
も
益
々
盛
大
に
進
展
し
て
お
り
、
よ
り
新
し
い
開
墾
地
（
公
田
以
外
の

　
土
地
）
を
既
に
生
み
出
し
て
来
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か

　
よ
う
に
果
て
し
な
く
つ
賢
く
公
田
と
墾
田
と
の
ズ
レ
を
包
括
的
に
上
か
ら
一
括
し

　
て
捉
え
る
も
の
は
、
か
の
郡
郷
領
知
権
（
惣
地
頭
職
1
1
惣
郡
司
職
）
以
外
に
存
在

　
㌧
な
か
っ
た
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。

⑰
『
平
安
遺
文
』
六
七
二
号
。

⑱
「
古
代
末
期
の
あ
る
徴
税
文
書
」
（
『
書
痙
』
三
〇
）
。

⑲
こ
の
E
～
し
の
記
号
は
『
平
安
遺
文
』
六
七
二
号
を
構
成
す
る
一
九
片
の
断
簡

　
に
初
め
か
ら
順
に
A
・
B
・
C
・
・
の
記
号
を
打
っ
た
の
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

⑳
　
「
十
世
紀
王
朝
圃
家
土
地
制
度
と
そ
の
崩
壊
」
（
『
史
林
』
四
八
一
四
）
。

⑳
「
納
所
小
論
」
（
『
史
林
』
四
一
－
三
）
。

⑫
　
『
平
安
遺
文
』
補
一
二
。

㊧
　
　
「
国
衙
領
と
武
士
」
（
『
上
代
の
土
地
関
係
』
所
収
）
。

⑳
　
「
王
朝
国
家
体
制
と
人
民
」
（
『
日
本
史
研
究
』
「
〇
四
）
。

㊧
　
『
平
安
遺
文
』
三
三
九
号
。

㊧
　
　
「
古
」
が
即
ち
「
古
米
」
の
こ
と
で
あ
る
点
は
、
こ
の
結
解
状
の
冒
頭
に
「
古
」

　
分
の
総
額
を
か
か
げ
て
「
古
米
三
四
九
石
云
々
」
と
記
し
て
い
る
瑛
実
か
ら
み
て

　
明
ら
か
で
あ
る
。

⑳
　
公
出
挙
制
の
変
質
過
程
（
『
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』
所
収
、
第
一
部
第

　
一
章
）
。

⑱
　
拙
稿
「
『
惣
地
頭
職
』
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
。

⑳
　
「
併
結
加
解
に
つ
い
て
」
（
『
R
［
本
歴
史
』
「
＝
コ
…
）
。

⑳
　
「
中
世
初
期
の
二
割
機
構
と
郡
司
層
」
（
『
史
学
研
究
山
昭
和
四
三
年
三
月
）
。

⑳
　
『
平
安
記
文
』
四
〇
〇
〇
号
。

⑫
　

「
院
政
期
に
お
け
る
『
保
』
成
立
の
二
つ
の
形
態
」
（
『
由
又
林
』
四
六
一
笙
）
。

⑳
　
　
「
国
衙
領
の
構
造
」
（
『
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』
所
収
）
、
『
平
安
貴
族
の

　
世
界
』
。

⑭
尤
も
㌧
渉
う
は
云
う
も
の
の
、
先
進
地
域
の
庄
園
が
国
衙
直
領
支
配
機
構
と
全
く

　
関
係
を
も
た
な
か
っ
た
と
云
う
の
で
は
な
い
。
次
節
で
も
明
記
す
る
如
く
、
先
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
地
域
（
畿
内
周
辺
）
は
む
し
ろ
国
衙
直
領
と
の
関
係
が
よ
り
濃
厚
で
あ
る
。
し
た

　
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
ま
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
、
在
地
領
主
欄
の

　
形
成
に
と
も
な
い
、
そ
れ
に
抵
抗
一
－
反
発
す
る
形
態
で
生
み
出
さ
れ
る
第
二
次
的

　
な
国
衙
直
領
（
御
館
人
身
分
）
の
再
生
産
過
程
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
「
国
衙
直
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領
」
そ
の
も
の
に
も
い
く
つ
か
の
段
階
的
類
型
の
あ
る
こ
と
は
旧
稿
（
「
庄
園
体

　
制
と
國
衝
直
領
」
）
で
も
詳
述
し
た
通
り
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
か
か
る
疸
三
口

　
御
館
人
の
再
生
産
脆
変
質
の
過
程
の
中
に
、
國
司
（
目
代
）
の
在
地
支
配
の
実
態

　
の
変
化
の
微
愚
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

⑯
従
来
は
、
中
央
貴
族
と
在
地
領
窯
の
間
に
所
領
寄
進
を
媒
介
と
し
て
の
結
合
麗

　
補
完
関
係
を
想
定
し
な
が
ら
、
中
央
貴
族
と
閾
司
（
目
代
）
と
の
間
に
そ
れ
に
類

　
す
る
協
調
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
両

　
者
の
闘
に
協
調
臆
補
完
を
生
み
出
す
契
機
を
発
見
し
得
な
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な

　
い
の
で
あ
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
そ
の
点
の
確
認

　
を
得
る
と
共
に
、
庄
欄
翻
の
歴
史
的
本
質
追
求
の
上
で
、
そ
の
点
へ
の
着
眼
が
極

　
め
て
重
要
な
要
件
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
。

三
、
　
「
寄
郡
」
の
歴
史
的
位
置
一
結
び
に
代
え
て
一

　
私
は
既
に
第
一
節
で
、
工
藤
氏
の
作
成
さ
れ
た
寄
郡
の
三
類
型
に

検
討
を
加
え
、
そ
れ
ら
が
一
体
如
何
よ
う
な
変
化
“
変
質
の
方
向
性

を
孕
む
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
究
明
し
て
お
い
た
。
そ
の
方
向
性
を

い
ま
簡
単
に
云
う
と
、
い
わ
ゆ
る
〈
前
半
の
過
程
〉
に
お
い
て
は
、

郡
郷
か
ら
公
領
が
独
立
し
、
や
が
て
は
そ
の
公
領
の
み
が
郷
倉
職
、

更
に
の
ち
に
は
惣
地
頭
職
の
領
知
対
象
に
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
り
、

そ
れ
は
結
局
、
嵜
郡
で
は
、
か
か
る
二
つ
の
領
知
権
（
郡
郷
領
知
権
及

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
ち
　
　
も

び
公
田
領
知
権
）
の
重
層
目
補
完
関
係
が
あ
く
ま
で
も
そ
の
基
本
形
態

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
点
で
あ
リ
ハ
他
方
〈
後
半
の
過
程
〉
に
あ
っ

て
は
、
公
領
の
う
ち
に
次
第
に
「
別
名
」
が
現
わ
れ
る
に
つ
れ
、
惣

地
頭
職
も
郷
司
職
も
ま
た
領
家
の
支
配
も
、
全
て
が
別
名
を
基
盤
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

も
っ
て
、
互
い
に
並
列
口
等
質
化
す
る
方
向
性
を
現
わ
し
て
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
云
う
点
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
過
程
が
、
特
に
庄
園
制
形
成
史
と

の
関
連
に
お
い
て
、
夫
々
如
何
に
意
味
付
け
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
く
前
半
の
過
程
〉
に
関
し
て

云
え
ば
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
別
名
が
全
く
現
わ
れ
て
い
な
い
事
実

に
お
い
て
、
先
進
地
域
曄
畿
内
及
び
そ
の
周
辺
地
域
で
の
庄
園
制
形

成
に
際
し
て
の
客
観
条
件
に
相
当
し
て
お
り
、
他
方
〈
後
半
の
過
程
〉

の
方
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
辺
境
地
域
－
九
州
・
策
国
地
方
の
庄
園

糊
形
成
時
の
客
観
条
件
に
相
当
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
も
の
の
如

く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
〈
前
半
の
過
程
〉
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
あ
　
　
も
　
　
も

っ
て
は
、
別
名
（
在
地
領
主
）
層
に
よ
る
下
か
ら
の
所
領
寄
進
を
媒
介

と
し
て
の
庄
園
形
成
の
道
は
原
則
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
あ

こ
こ
で
の
庄
園
の
形
成
は
あ
く
ま
で
上
か
ら
、
国
家
に
よ
る
権
門
に

対
し
て
の
公
田
の
分
与
（
勅
旨
田
等
）
の
型
や
、
燈
油
免
田
．
香
菜
免

田
等
の
雑
免
の
型
で
一
国
家
的
所
論
・
公
事
徴
収
権
の
割
譲
の
型
で

．
一
設
置
さ
れ
て
く
る
コ
ー
ス
こ
そ
が
そ
の
基
本
な
の
で
あ
る
。
し
た
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が
っ
て
こ
の
場
合
に
は
乳
下
組
織
も
、
郡
車
頭
職
の
公
田
支
配
権
が

そ
の
儘
の
型
で
、
預
所
下
司
等
の
権
限
ヘ
ス
ラ
イ
ド
し
て
形
成
さ
れ

る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
場
合
、
か
か
る
郡
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
ち

弁
職
（
公
田
支
配
権
）
が
つ
ね
に
か
の
惣
郡
司
職
（
郡
郷
領
知
権
紅
国
衙

直
領
支
配
権
）
と
重
複
し
て
現
わ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
知
ら
れ
る
如
く
、

前
者
は
お
そ
ら
く
そ
の
名
称
が
預
所
職
・
下
司
職
に
変
化
の
の
ち
に

も
、
後
老
と
の
補
完
腱
協
調
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
私
が
か
つ
て
「
庄
園

体
制
と
国
衛
直
領
」
の
題
下
に
、
右
と
同
じ
庄
園
制
と
直
領
と
の
相

関
々
係
を
論
じ
た
際
に
、
安
芸
国
新
勅
旨
田
を
例
に
ひ
い
て
示
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
先
進
地
域
型
の
庄
園
の
一
特
色
に
注
眠
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
そ
の
場
合
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
先
進
地
域

型
庄
園
に
お
け
る
庄
園
支
配
が
、
領
家
と
惣
郡
司
職
－
国
衙
（
屋
代
）

と
の
協
同
・
補
完
関
係
の
型
を
と
っ
て
遂
行
さ
れ
る
結
果
、
公
田
支

配
（
な
い
し
官
物
徴
収
）
ま
で
、
が
こ
こ
に
あ
っ
て
は
明
ら
か
に
国
司

（
目
代
）
と
庄
園
領
主
と
の
連
合
の
型
で
、
換
了
す
れ
ば
、
公
田
支
配
権

を
彼
ら
相
互
の
階
級
的
連
合
を
実
現
す
る
媒
介
物
と
す
る
形
態
を
も

っ
て
あ
く
ま
で
確
保
し
、
先
進
地
域
に
お
い
て
も
可
能
性
と
し
て
は

現
わ
れ
得
る
在
地
領
主
層
を
極
力
阻
止
－
圧
殺
し
、
そ
の
領
主
的
イ

ニ
シ
ャ
テ
ィ
ー
ヴ
を
中
央
貴
族
層
の
許
に
確
保
す
る
た
め
の
安
全
弁

た
る
役
割
を
果
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
得
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
〈
後
半
の
過
程
〉
は
、
別
名
が
広
汎
に
成
長
し
始

め
、
庄
園
の
形
成
が
あ
く
ま
で
も
こ
れ
ら
別
名
（
在
地
領
主
）
層
の
所

領
寄
進
を
媒
介
と
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
結
果
、
庄
園
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

形
成
過
程
は
あ
く
ま
で
下
か
ら
、
在
地
領
主
の
存
在
形
態
ほ
支
配
形

態
の
如
何
に
よ
っ
て
根
本
的
に
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

特
に
重
要
な
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
、
全
て
の
所
領
経
営
の
基
礎
（
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ち
　
　
う
　
　
あ

の
権
力
源
）
が
在
地
領
主
そ
の
も
の
に
あ
る
結
果
、
　
庄
園
の
み
な
ら

ず
増
勢
軍
職
（
公
田
支
配
権
）
や
惣
郡
司
職
（
国
衙
直
領
）
の
経
営
ま
で

が
、
こ
れ
ら
在
地
領
主
層
の
存
在
形
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
総
じ
て
そ
れ
ら
が
並
列
的
に
、
国
衙
領
を
分
割
す
る
形
態

を
と
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
も
し
こ
の
形
態
が
微
底
的
に
進
行
す
る
と
す
れ
ば
、
庄
園
領
主
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
も
　
　
も
　
　
カ

国
司
（
目
代
）
・
在
地
領
主
間
の
横
の
対
立
が
激
烈
と
な
り
、
か
つ
て

の
如
き
庄
園
領
主
・
国
司
間
の
連
合
－
補
完
関
係
も
破
綻
－
分
裂
の

極
に
達
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
鎮

西
島
津
庄
寄
郡
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
〈
前
半
〉
　
〈
後
半
〉
二
つ
の
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過
程
を
媒
介
と
し
て
、
私
が
一
応
把
握
し
得
る
こ
と
が
ら
は
以
上
の

如
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
私
は
以
上
の
こ
と
が
、
あ
く
ま
で
も
寄
郡
の
分
析
か
ら
導

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
も
　
　
も

か
れ
た
一
種
の
理
念
的
な
道
筋
（
基
本
的
方
向
性
）
と
称
ぶ
べ
き
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

で
あ
り
、
現
実
の
庄
園
綱
と
は
多
く
の
場
合
、
こ
の
〈
前
半
〉
　
〈
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ち

半
〉
両
過
程
の
事
象
の
複
合
体
罰
統
合
体
と
し
て
存
在
し
た
も
の
で

あ
る
事
実
に
こ
そ
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
日
本
の
庄
園
で

も
っ
と
も
量
的
に
多
い
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
一
二
世
紀
以
降
一

般
的
と
な
っ
た
寄
進
地
墨
荘
園
で
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
が
全

て
完
全
に
か
の
く
後
半
の
過
程
〉
そ
の
も
の
に
対
応
す
る
存
在
で
あ

っ
た
と
は
云
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
現
在
、
寄
進
地
型
庄
園
の
典
型
と
考
え
ら
れ
て
い
る
備
後

国
大
田
庄
の
場
合
、
そ
れ
は
平
安
末
期
～
鎌
倉
初
期
に
妾
地
方
に
騒

慰
し
て
い
た
在
地
領
主
馴
橘
兼
隆
・
光
家
等
の
所
領
寄
進
を
そ
の
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
発
端
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
鎌
倉
初
期
に

お
い
て
み
ら
れ
る
こ
の
大
田
庄
の
実
体
は
、
決
し
て
こ
の
橘
一
族
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

根
本
所
領
と
郷
司
（
下
司
）
職
と
し
て
握
る
荘
（
公
）
田
と
の
み
で
構
成

さ
れ
て
い
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
永
万
二
年
二
月
日
付

備
後
国
大
田
庄
立
券
文
案
で
み
ら
れ
る
当
蒔
の
大
田
庄
の
庄
域
は
、

桑
原
方
が
上
原
・
潜
屋
・
接
尾
・
宇
賀
四
村
、
大
田
方
が
中
江
良
条
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

大
江
良
条
、
他
条
等
で
あ
り
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
橘
一
族
の
寄
進
所
領

の
ほ
ぼ
原
型
に
近
い
姿
と
考
え
ら
れ
る
が
、
の
ち
の
大
田
庄
は
こ
の

他
に
、
大
田
方
に
つ
い
て
は
小
世
良
村
、
桑
原
方
に
つ
い
て
は
戸
張

二
等
を
含
ん
で
来
て
い
る
。
特
に
戸
張
村
は
平
安
末
期
に
平
盛
久
を

地
主
と
し
て
も
っ
た
開
発
所
領
で
、
橘
一
族
の
寄
進
所
領
と
は
や
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

異
な
る
系
統
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
大
田
庄
の
複
合
性
は
、

そ
の
庄
の
下
司
職
に
（
従
来
は
橘
粛
呈
・
光
家
兄
弟
の
み
が
有
名
で
あ
る
が
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

橘
氏
の
ほ
か
藤
原
姓
の
者
も
お
り
、
大
田
庄
が
か
か
る
複
数
の
在
地

領
主
の
（
及
び
そ
れ
以
外
の
者
の
）
複
合
四
統
一
体
と
し
て
あ
る
ら
し

い
様
子
か
ら
も
肯
か
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
大
田
庄
は
従
来
の
よ

　
　
ち
　
　
も
　
　
し
　
　
へ

う
に
下
か
ら
の
在
地
領
主
的
実
権
の
大
き
さ
の
み
を
重
視
す
る
だ
け

　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
ち
　
　
あ

で
な
く
、
か
か
る
複
数
の
在
地
領
主
を
全
体
と
し
て
統
一
し
て
い
る

も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

上
か
ら
の
都
市
的
一
貴
族
的
支
配
の
積
極
面
に
も
注
意
が
払
わ
る
べ

き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
田
庄
の
中
に
、
下
司
（
在
地
領

主
）
の
支
配
か
ら
は
相
対
的
に
独
立
し
た
「
公
文
等
之
知
行
郷
」
な
る

　
　
　
　
⑥

観
念
が
あ
り
（
こ
の
公
文
が
現
実
に
「
国
衙
直
領
」
管
理
者
た
る
本
質
を
も

つ
こ
と
は
旧
稿
で
詳
し
く
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
）
下
司
と
庄
園
領
主
と

が
鎌
倉
期
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
公
文
の
争
奪
戦
を
展
開
し
て
い
る
こ
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と
も
、
右
述
の
如
く
、
大
田
庄
の
支
配
が
在
地
領
主
の
一
元
的
支
配

の
対
象
と
し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
尤
も
こ
の
よ
う
な
庄
園
支
配
に
領
家
の
存
在
を
重
視
す
る
立
場
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

既
に
永
原
慶
二
氏
の
見
解
に
も
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
も

は
こ
の
問
題
を
、
永
原
氏
の
如
く
、
庄
園
領
主
（
領
家
）
そ
の
も
の
の
相

紺
的
な
権
利
の
大
き
さ
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
在
地
領
主
層
に

対
す
る
中
央
貴
族
層
の
全
一
的
な
階
級
的
結
合
力
の
強
さ
・
大
ぎ
さ

と
云
う
観
点
で
重
視
し
た
い
の
で
あ
り
、
か
か
る
状
況
の
中
に
あ
っ

て
在
地
領
主
は
自
己
の
実
力
的
支
配
の
拡
張
を
計
る
が
、
領
家
（
庄

園
領
主
）
は
あ
く
ま
で
も
國
司
（
目
代
）
と
の
結
合
を
つ
よ
め
、
公
田

（
庄
田
）
支
配
上
の
合
法
的
権
利
を
、
あ
く
ま
で
み
ず
か
ら
の
許
に
確

保
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
在
地
領
主
層
の
成
長
を
極
力
阻
止
し
て
．
い

た
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
永
原
氏
は
前
記
の

如
き
庄
園
支
配
を
職
の
重
層
的
体
系
と
し
て
把
握
さ
れ
つ
つ
、
一
方

で
国
家
的
権
威
の
中
枢
に
あ
る
本
家
職
を
も
っ
て
、
そ
の
庄
園
制
維
、
、

持
を
実
現
す
る
要
衝
た
る
の
地
位
に
あ
る
存
在
と
し
て
重
視
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
極
め
て
適
切
な
見
解
で
あ
り
敬
服
す
る
に
や
ぶ
さ
か
で

は
な
い
が
、
し
か
し
一
面
そ
の
本
家
職
が
具
体
的
に
如
何
に
機
能
す

る
の
か
充
分
理
解
し
得
な
い
点
も
少
な
し
と
は
し
な
い
。
そ
の
場
合
、

私
の
所
論
の
如
く
、
国
司
と
庄
園
領
主
と
が
前
述
の
国
衙
直
領
を
媒

介
と
し
て
公
田
（
庄
田
）
の
支
配
権
を
わ
け
あ
う
補
導
的
関
係
に
あ
っ

た
も
の
と
し
て
考
え
る
と
す
れ
ば
、
本
家
職
と
は
こ
の
よ
う
な
両
者

の
関
係
を
、
よ
り
高
次
な
国
家
的
立
場
か
ら
保
証
隅
統
制
し
て
い
く

存
在
と
し
て
具
体
的
に
認
識
し
得
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
寄
郡
」
に
お
い
て
鎌
倉
幕
府
の
任
命
に
な
る
惣
地
頭
職
（
惣
郡
司

職
）
が
、
庄
．
公
両
面
を
統
轄
す
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
右
述

の
如
き
本
家
職
の
役
割
を
鎌
倉
幕
府
が
横
取
り
し
て
掌
握
し
た
形
態

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
幕
府
の
国
家
権
力
的
性
格
を
示
す
と
同

時
に
、
幕
府
の
統
制
下
で
作
成
さ
れ
た
「
大
田
文
」
が
、
か
の
「
基

準
国
図
」
と
は
異
な
る
如
何
な
る
特
色
口
歴
史
的
特
質
を
も
つ
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
あ
っ
た
か
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
既
に
「
は
し
が
き
」
で
述
べ
た
如
く
、
わ
れ
わ
れ
が

庄
園
綱
の
本
質
を
も
っ
て
、
中
央
貴
族
軍
体
の
階
級
連
合
（
階
級
的
イ

ニ
シ
ャ
テ
ィ
ー
ヴ
の
掌
握
）
の
実
現
の
上
で
そ
の
「
庄
園
制
」
が
も
つ

役
割
如
何
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
匙
考
え
る
場

合
、
右
の
大
田
庄
の
如
き
中
間
地
帯
の
一
二
～
一
三
世
紀
寄
進
地
型

庄
園
の
実
体
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
そ
の
典
型
に
近
い
存
在
と
云
え
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
け
だ
し
、
中
央
貴
族
層
に
よ
る
階
級
連
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合
は
あ
く
ま
で
も
在
地
領
主
（
別
名
領
主
）
の
発
生
（
乃
至
そ
の
可
能

性
）
に
よ
り
触
発
さ
れ
た
こ
と
が
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
別
名

を
基
礎
に
も
つ
中
間
・
辺
境
的
な
寄
進
地
型
庄
園
で
あ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
が
、
他
方
辺
境
の
如
く
在
地
領
主
が
あ
ま
り
に
も
＝
力
的

に
発
展
し
す
ぎ
、
中
央
貴
族
（
庄
園
領
主
ら
）
の
支
配
の
及
び
が
た
い

ヘ
　
　
へ

か
の
く
後
半
の
過
程
〉
に
ま
で
は
至
ら
な
い
、
過
渡
的
－
中
間
的
形

態
の
庄
園
こ
そ
が
こ
の
場
合
、
も
っ
と
も
適
合
的
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
、
私
が
本
稿
で
述
べ
た
「
鎮
西
島
津
庄
寄
郡
の
歴
史
的
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ

置
」
と
は
、
叙
上
の
如
く
、
い
わ
ゆ
る
庄
園
綱
の
本
質
規
定
を
か
の

「
国
衙
直
領
」
を
重
複
す
る
観
点
に
た
っ
て
遂
行
す
る
場
合
、
そ
の

糸
口
と
し
て
、
か
か
る
「
寄
郡
」
に
つ
い
て
の
分
析
が
決
定
的
に
重

要
な
意
味
を
も
つ
と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
全
国
的
に
様
々
な
パ
タ
ー

ン
を
も
っ
て
展
開
す
る
幾
多
の
庄
園
、
時
代
と
共
に
種
々
変
化
を
示

し
て
行
く
庄
園
制
か
ら
、
一
定
の
理
論
と
法
則
と
を
見
出
し
て
行
く

た
め
の
指
標
の
役
目
を
そ
こ
に
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
「
寄
郡
」
研
究
は
あ
く
ま
で
も
、
か
か

る
普
遍
的
な
観
点
に
た
っ
て
、
そ
の
九
州
史
（
辺
境
史
）
研
究
上
の
固

有
概
念
（
歴
史
的
範
酵
）
と
し
て
の
こ
れ
ま
で
の
枠
を
、
積
極
的
に
打

ち
破
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

①
『
日
本
歴
史
』
二
四
二
・
二
四
三
号
。

②
江
頭
恒
治
氏
「
傭
後
圏
太
田
荘
の
研
究
」
（
『
高
野
山
領
荘
園
の
研
究
』
所
収
）
。

③
　
　
『
平
安
蹴
思
文
』
舗
欄
一
〇
｛
ハ
。

④
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
一
、
高
野
山
文
漁
呈
、
宝
簡
集
七
一
八
二
。

⑤
高
野
山
文
漁
呈
、
宝
簡
集
一
〇
1
一
四
一
。

⑥
同
右
。

⑦
「
荘
園
制
の
歴
史
的
位
置
」
（
『
日
本
封
建
翻
成
立
過
程
の
研
究
』
所
収
）
。

⑧
尤
も
そ
れ
は
鎌
倉
初
頭
な
い
し
中
期
以
前
に
作
成
さ
れ
た
「
大
田
文
」
の
場
合

　
の
こ
と
で
あ
る
。
時
代
が
降
れ
ば
「
大
田
文
」
に
も
一
定
の
変
化
が
現
わ
れ
る
の

　
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
（
日
本
大
学
文
理
学
蔀
講
師
・
棄
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Historical　Evaluation　of　Yose－gb）ti　i　n　Shimazzt－no－shb，

　　　　　　　　　　　　　　Chinz（ガ　鎮西島津庄寄君IS

　　　　　an　introductory　study　of　κoたz48α・o；め鳶z〃yδ　国衙直領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kunihiro　Suzuki

　　　The　nature　of　maエユorial　system　in　Japan　shou玉dエユot　be　discussed　only

．　in　the’usual　point　of　its　private　and　fami｝y－property’s　aspect　of　economy，

　but　of　its　historical　importance　in　forming　the　union　of　central　aristo－

cracy（or　the　trend　to　its　seizure　of　class　initiative　withiエ1　the　ruling

　class）　including　Kokushi国司　（accepted）or　the　provincial　governOrs，　and

to　give　a　concrete　form　to　this　aspect，　we　should　start　at　first　from　the

　structural　anaiysis－especially　of　the　ruling　structure　of　Koleuga－cho－

kuryδ国衙直領，　a　bridgehead　of　Kokushi（accepted）for　their　local．

government．of　Ko肱8’α’s　domi1ユio11国衙領，　original　body　of　the　ma1ユ。－

　rial　system．

　　　This　article　offers　the　recommenc，ement　in　studying　manorial　system

through　the　resources　of　Yose－gδri　in　Shimazu－no－shb島津庄寄郡，　and　at

　once　the　remark　that　‘f　Yose－gbri”　which　has　usually　been　treated　as　a

　peculiar　theme　ofノくy露s乃諏プL州　（as　a　frontier）could　be．　actively　evalua－

　ted　as　a　linl〈　of　our　study　on　the　nationwide　manorial　system．

Economic　Region　in　Chinese　Farming　Villages

　　　　　　about　the　econolnic　region　of　Chuan－o〃～擬天目

　　　　　　　and　of　peop王e’s　commune人民公社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　Masal〈azu　Komai

　　The　socia玉izatioエユof　the　Chinese　farfning　vi11ages　brought　people’s　com．

．munes　out　of　agricultural　cooperat呈ve　associatioエユs；This　procesS　was　alSo

the　one　to　conquer　the　dispersid’　n　in　the　Chinese　villages　and　to　create

a　“unified”　economic　region　by　nieans　of　the　utilization　of　water　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（446）




