
一
〇
世
紀
に
お
け
る
庄
園
の
形
成
と
展
開
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一
東
大
寺
領
板
蝿
杣
を
中
心
に
一

丸

山

幸

彦

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
素
材
を
東
大
等
頷
板
蝿
杣
の
出
作
地
謡
原
型
に
と
り
、
、
不
輸
・
不
入
制
成
立
の
観
点
か
ら
、
中
世
庄
園
の
形
成
過
程
を
分
析
す
る
こ

と
を
厨
的
と
す
る
。
一
〇
世
紀
中
期
以
後
、
東
大
寺
は
不
法
に
原
野
を
分
割
し
て
作
り
あ
げ
た
焼
原
杣
に
お
い
て
、
名
張
郡
の
農
民
の
は
げ
し
い
抵
抗
を

排
除
し
な
が
ら
、
開
発
権
・
上
毛
利
用
権
の
独
占
に
よ
る
原
野
の
排
他
的
支
配
権
（
「
別
名
」
の
権
利
）
を
獲
得
し
、
ま
た
正
税
免
除
を
媒
介
に
し
て
原

野
内
部
の
墾
田
の
不
輸
租
権
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
焼
原
杣
の
一
円
所
領
化
を
お
し
す
す
め
て
い
く
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る

一
円
所
領
内
部
へ
直
属
労
働
力
を
確
保
す
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
直
属
労
働
力
を
媒
介
に
し
て
共
同
体
規
制
を
支
配
論
理
の
な
か
に
く
り
こ
む
こ
と
、
な

ど
が
志
向
さ
れ
、
所
領
の
内
部
支
配
の
強
化
が
計
ら
れ
て
い
く
。
以
上
の
過
程
の
な
か
で
、
東
大
寺
の
前
原
杣
に
対
す
る
支
配
は
強
化
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
り
、
一
一
世
紀
中
期
の
長
元
年
間
に
は
ほ
ぼ
完
成
を
み
る
。
こ
こ
に
焼
原
杣
は
中
世
庄
園
で
あ
る
黒
田
本
庄
に
転
化
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
六
巻
六
号
　
一
九
七
三
年
十
7
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
律
令
制
下
の
原
野
の
私
的
分
割
と
そ
の
内
都
で
の
開
発
の
進
展
、
そ
れ
ら
を
核
に
し
た
一
円
霊
獣
土
地
所
有
の
展
開
の
あ
り
方
の

分
析
を
通
し
て
、
中
世
庄
園
の
形
成
過
程
の
一
側
面
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　
古
代
か
ら
中
世
初
期
に
い
た
る
時
期
に
お
け
る
原
野
占
点
の
情
況
を
整
理
す
る
と
、
①
、
九
世
紀
末
ま
で
。
基
本
的
に
は
原
野
に
お
け
る
上

毛
利
用
の
私
的
独
占
は
禁
止
さ
れ
る
（
公
私
共
利
）
。
但
し
、
墾
田
は
永
世
私
財
法
で
私
有
が
認
め
ら
れ
、
常
荒
田
再
開
発
も
一
代
占
有
が
九
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

紀
中
期
に
は
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
開
発
耕
地
の
私
有
化
は
着
実
に
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
野
占
点
そ
の
も
の
に
た
い
し
て
は
、
律



一〇世紀における庄園の形成と展開（：丸由）

令
政
府
は
「
公
私
共
利
」
の
原
則
を
ふ
ま
え
、
具
体
的
に
は
共
同
体
規
則
な
ど
を
利
用
し
て
一
定
の
枠
内
に
お
さ
め
よ
う
と
す
る
志
向
を
一
貫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
て
も
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
立
代
が
下
る
ご
と
に
、
共
同
体
規
制
を
う
け
つ
つ
も
原
野
の
私
的
分
割
は
強
化
の
道
を
た
ど
っ
て
い
く
。

②
、
九
世
紀
末
か
ら
＝
世
紀
中
期
ま
で
。
開
発
耕
地
の
私
有
化
は
引
続
き
進
行
す
る
が
、
こ
の
期
で
注
目
す
べ
き
は
、
墾
田
・
常
荒
田
周
辺

に
か
ぎ
り
原
野
占
点
が
公
式
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
、
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
出
発
点
を
な
す
寛
平
八
年
四
月
掛
日
太
政
官
符
応
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

評
判
給
占
荒
田
並
閑
地
之
業
事
、
は
墾
田
周
辺
の
原
野
を
開
発
耕
地
の
五
倍
ま
で
の
範
囲
で
排
他
的
占
衡
を
認
め
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
官
符
の
墾
田
附
属
原
野
に
お
け
る
排
他
的
占
有
の
許
可
は
、
原
野
の
私
的
分
割
の
す
う
勢
を
質
的
に
飛
躍
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
出

発
点
に
新
ら
た
な
形
で
の
私
的
一
円
所
領
が
展
開
し
て
い
く
。
③
、
＝
世
紀
中
期
以
後
。
②
の
過
程
の
つ
み
か
さ
ね
の
な
か
で
、
原
野
そ
の

も
の
の
占
点
狂
上
毛
利
用
権
・
開
発
権
の
排
他
的
独
占
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
が
「
鋼
名
」
の
成
立
で
あ
る
。
こ
の
時
期

以
降
は
、
開
発
耕
地
の
私
有
と
な
ら
ん
で
、
原
野
そ
の
も
の
の
私
有
が
全
面
的
に
展
開
し
て
い
く
。

　
以
上
の
三
つ
の
時
期
が
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
区
分
は
庄
園
制
の
変
遷
の
諸
段
階
に
も
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
時

期
は
、
初
期
庄
園
の
発
展
と
衰
退
の
段
階
で
あ
る
。
こ
の
期
の
庄
園
は
慧
剣
と
し
て
耕
地
の
み
か
ら
な
り
、
原
野
の
分
割
お
よ
び
そ
の
排
他
的

占
有
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
第
二
の
時
期
は
、
初
期
庄
園
の
最
終
的
翠
嵐
と
中
世
庄
園
の
原
基
形
態
の
形
成
の
段
階
で
あ
る
。
こ
の
期

に
原
野
分
割
に
も
と
つ
く
一
円
的
大
土
地
所
有
内
部
で
不
輸
・
不
入
制
が
形
成
・
展
開
し
て
い
く
。
第
三
の
時
期
は
中
世
庄
園
の
本
格
的
展
開

期
で
あ
る
。
不
輸
・
不
入
制
と
一
円
所
領
の
確
立
を
ふ
ま
え
て
、
寄
進
地
系
庄
園
が
展
開
し
て
い
く
。

　
以
上
の
時
期
区
分
に
し
た
が
い
、
本
稿
で
は
、
第
二
の
時
期
を
分
析
の
中
心
に
す
え
、
不
輸
・
不
入
制
成
立
の
観
点
か
ら
、
中
世
庄
園
の
成

立
過
程
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
。
分
析
は
次
の
よ
う
な
側
面
か
ら
行
な
っ
て
い
く
。
ま
ず
第
一
に
、
権
門
寺
社
二
大
土
地
所
有
者
の
原
野
の

私
的
分
割
の
進
行
の
具
体
的
様
相
お
よ
び
分
割
し
た
原
野
内
部
で
の
支
配
の
展
開
の
あ
り
方
、
の
分
析
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
つ
に
わ
け
て
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
社
会
的
分
業
の
展
開
の
基
地
と
し
て
の
、
開
発
の
対
象
と
し
て
の
、
原
野
そ
の
も
の
の
分
割
と
支
配
の
あ
り
方
の

簡
題
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
上
毛
利
用
権
お
よ
び
開
発
権
の
排
他
的
独
占
を
い
か
に
実
現
し
て
い
く
か
、
の
分
析
で
あ
る
。
他
の
一
う
は
、
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開
発
し
た
治
田
へ
の
排
他
的
支
配
権
の
確
立
の
間
題
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
国
衙
・
太
政
官
よ
り
課
せ
ら
れ
る
諸
賦
課
の
免
除
を
獲
得
し
、

原
野
内
部
で
開
発
し
た
耕
地
に
た
い
す
る
排
他
的
な
支
配
を
い
か
に
実
現
し
て
い
く
か
、
の
分
析
で
あ
る
。
第
二
に
、
大
土
地
所
有
者
が
、
原

野
の
利
用
者
で
あ
る
と
と
も
に
小
規
模
私
領
展
開
の
担
い
手
で
も
あ
る
刀
禰
・
農
民
層
を
、
い
か
な
る
形
で
把
握
し
支
配
し
よ
う
と
し
た
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
分
析
で
あ
る
。
刀
禰
・
農
民
層
と
の
角
逐
の
な
か
で
大
土
地
所
有
者
の
原
野
支
配
は
実
現
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
不
入
欄
成
立
の
観
点
か

ら
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
、
伊
賀
国
と
大
和
国
に
ま
た
が
っ
て
存
在
す
る
東
大
寺
領
板
蝿
杣
を
主
要

な
素
材
に
し
つ
つ
、
分
析
を
行
な
っ
て
い
く
。

　
①
　
天
長
元
（
八
二
四
）
年
八
月
二
〇
日
太
政
官
符
応
諸
国
荒
田
令
民
耕
食
事
（
類
　
　
　
　
　
そ
れ
を
除
外
し
た
う
え
、
残
り
の
部
分
に
＠
を
適
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

　
　
聚
三
代
格
巻
入
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
こ
の
薩
点
律
令
政
府
は
「
公
私
共
利
」
の
原
則
を
ふ
ま
え
、
共
同
体
規
制
な

②
こ
の
時
期
に
お
け
る
原
野
に
た
い
す
る
律
令
政
府
の
政
策
を
よ
く
し
め
し
て
い

　
る
の
が
、
延
暦
」
七
（
七
九
入
）
年
＝
一
月
八
臼
太
政
官
符
寺
＃
王
臣
百
姓
山
野

　
藪
沢
浜
嶋
尽
収
入
公
審
（
類
聚
三
代
格
巻
一
六
）
で
あ
る
。
こ
の
官
符
は
次
の
よ

　
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
◎
、
大
土
地
所
有
の
無
糊
限
展
開
の
愁
瓢
止
、
王
臣
家

　
の
原
野
な
ど
の
占
点
を
禁
止
す
る
、
　
「
公
私
共
蓋
」
に
せ
よ
、
墾
田
地
も
未
開
の

　
間
は
草
木
を
叢
濃
さ
せ
る
。
⑤
、
「
公
私
共
利
」
の
規
定
か
ら
次
の
地
呂
は
除
外

　
さ
れ
る
、
④
、
功
を
加
え
た
林
で
民
要
地
で
な
い
も
の
二
～
三
町
、
＠
、
墓
地
・

　
牧
地
・
塩
山
、
◎
、
官
用
地
。

　
　
こ
の
官
符
の
＠
は
か
こ
い
こ
み
そ
の
も
の
は
禁
止
し
て
い
る
が
、
上
毛
利
用
を

　
妨
げ
な
い
か
ぎ
り
、
開
発
行
為
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
も
行
な
い
う
る
こ
と
を
し

　
め
し
て
い
る
。
但
し
、
そ
の
よ
う
な
墾
田
拡
大
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
ひ
き
お
こ

　
す
（
農
民
用
益
地
の
懇
取
に
よ
る
班
田
鳥
越
の
再
生
産
活
動
の
基
盤
破
壊
な
ど
）

　
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
⑤
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
⑤

　
で
は
原
野
占
点
お
よ
び
闘
発
活
動
を
禁
止
す
る
区
域
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

　
ど
を
利
用
し
て
原
野
の
占
点
お
よ
び
開
発
を
一
定
の
枠
内
に
お
さ
め
よ
う
と
し
て

　
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
時
期
の
よ
り
詳
し
い
分
析
は
拙
稿
「
九

　
世
紀
に
お
け
る
大
土
地
所
有
の
展
朋
」
　
（
史
林
五
〇
一
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
　
類
聚
三
代
開
巻
一
六
。

④
こ
れ
は
、
墾
田
と
墾
田
予
定
地
（
原
野
）
を
区
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
基
本

　
的
に
は
排
他
的
占
有
・
用
益
を
認
め
な
か
っ
た
律
令
の
原
野
支
配
の
理
念
が
、
墾

　
田
周
辺
と
い
う
条
件
づ
き
で
は
あ
れ
破
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
原
野
の
上
毛
利
用

　
の
排
他
的
独
占
が
一
部
と
は
い
え
み
と
め
ら
れ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
り
、

　
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

⑤
　
こ
の
時
期
の
特
徴
は
、
①
、
農
民
諸
暦
の
原
野
で
の
活
動
の
展
開
の
な
か
で
小

　
規
模
な
農
民
の
私
領
が
広
汎
に
展
開
し
て
い
く
。
②
、
一
方
権
門
寺
社
に
よ
る
大

　
規
模
な
原
野
分
割
も
急
速
に
進
行
す
る
。
③
、
こ
の
二
つ
の
過
程
は
対
立
を
は
ら

　
み
っ
つ
、
一
〇
世
紀
を
通
じ
て
進
展
し
て
い
く
こ
と
、
で
あ
る
。
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第
騨
章
　
板
蝿
杣
と
焼
原
杣

一〇世紀における庄園の形成と展開（丸山）

　
東
大
寺
帯
板
蝿
杣
は
、
伊
賀
国
名
張
盆
地
の
西
方
の
山
中
か
ら
大
和
国
に
か
け
て
ひ
ろ
が
る
杣
で
あ
る
。
こ
の
柚
に
つ
い
て
、
手
が
か
り
を

あ
た
え
る
の
は
、
康
保
年
間
（
九
六
四
～
六
八
）
の
板
悪
書
と
薦
生
気
の
堺
を
め
ぐ
る
東
大
寺
・
藤
原
朝
成
家
・
在
地
刀
禰
の
三
者
の
争
い
を
記

　
　
　
　
　
　
　
①

載
し
た
一
連
の
文
書
で
あ
り
、
こ
れ
に
そ
く
し
て
一
〇
世
紀
中
期
の
板
蠕
杣
の
情
況
を
追
求
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
石
母
田
正
氏
が
「
中
世
的
世
界
の
形
成
」
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
暦
年
間
（
九
四
七
～
五
七
）
以
後
東
大
寺
の
所
領
再
建
運
動
が
開
始

さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
別
当
光
影
の
板
蝋
入
杣
と
、
杣
の
四
二
拡
大
が
は
か
ら
れ
る
。
こ
れ
以
後
康
保
年
間
に
か
け
て
、
東
大
寺
が
板
蠕
杣

に
お
い
て
め
ざ
し
た
こ
と
は
、
板
蝿
杣
の
東
堺
の
拡
大
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
開
発
可
能
な
原
野
や
小
規
模
治
田
を
含
む
平
坦
部
に
近
い
場
所
の

杣
内
へ
の
包
含
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
然
名
張
郡
農
民
の
入
会
地
の
か
こ
い
こ
み
と
い
う
様
根
を
労
す
る
ゆ
え
に
、
在
地
農
民
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

不
満
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
不
満
が
具
体
的
な
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
康
保
年
間
に
薦
生
立
券
を
め
ぐ
る
問
題

が
お
こ
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
康
保
元
（
九
六
四
）
年
九
月
、
名
張
郡
刀
禰
は
朝
成
家
領
の
愚
生
牧
の
立
券
を
拒
否
し
た
。
理
由
は
東
大
寺
が
薦
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

牧
は
自
己
の
所
領
板
憎
憎
の
四
声
内
部
に
あ
る
と
主
張
し
、
堺
を
さ
だ
め
が
た
い
た
め
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
際
在
地
側
が
と
り
あ
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
い
る
の
が
板
蝿
杣
の
東
と
南
の
堺
に
つ
い
て
で
あ
り
、
東
大
寺
の
主
張
の
不
当
性
が
強
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
東
大
寺
は

た
だ
ち
に
反
応
を
し
め
し
、
同
年
十
一
月
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
の
堺
は
か
ぎ
り
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
便
宜
」
の
地
を
干
渉
し
あ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
と
な
く
領
有
す
れ
ば
よ
、
い
、
と
し
て
蒼
生
か
ら
手
を
ひ
く
。
東
大
寺
は
朝
成
家
と
の
争
い
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
数
日
後
朝
成
家
も
郡
司
・

刀
禰
が
東
大
寺
に
か
こ
つ
け
て
朝
成
領
の
立
券
を
ひ
き
の
ば
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
げ
し
か
ら
ぬ
、
「
相
副
彼
等
不
妨
之
由
仁
書
、
帖
送
如
件
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

早
く
立
返
せ
よ
と
せ
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
東
大
寺
・
朝
成
家
と
い
う
二
つ
の
大
土
地
所
有
者
が
連
合
し
て
い
る
情
況
が
明
確
に
し
め
さ
れ

て
お
り
、
郡
司
・
刀
禰
な
ど
在
地
側
は
こ
の
圧
力
の
前
に
立
券
を
行
な
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
在
地
側
は
そ
の
ま
ま
沈
黙
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
は
な
い
。
翌
々
康
保
三
年
四
月
、
刀
禰
等
は
解
状
を
書
き
、
そ
の
な
か
で
天
暦
年
間
以
来
の
事
件
の
経
過
を
の
べ
る
と
と
も
に
、
紛
争
の
根
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源
は
薦
生
還
の
立
券
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
板
愈
愈
東
堺
を
不
当
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
東
大
寺
の
行
動
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
こ
に
お
け
る
東
大
寺
の
主
張
の
不
当
性
を
強
く
批
判
し
て
い
る
。
重
要
な
の
で
、
刀
禰
の
主
張
を
次
に
整
理
し
て
み
る
と
、
①
、
板
蝿
杣
は

笠
間
川
の
西
方
に
あ
り
、
焼
玉
杣
は
そ
の
川
の
東
方
に
あ
る
。
笠
間
川
は
南
か
ら
北
に
流
れ
て
名
張
川
に
合
流
す
る
が
、
こ
の
川
が
石
生
牧
の

西
の
堺
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
板
蝿
杣
と
薦
生
女
は
笠
間
川
を
へ
だ
て
て
所
在
す
る
。
②
、
と
こ
ろ
が
別
当
光
智
は
板
蝿
杣
の
東
の
素
謡
を
薦

生
牧
の
西
南
の
名
張
川
岸
に
立
て
、
板
蝿
杣
の
東
堺
は
「
河
」
で
あ
る
、
だ
か
ら
薦
生
血
は
電
命
杣
の
領
域
内
部
に
入
る
と
主
張
し
た
、
こ
れ

は
①
か
ら
言
っ
て
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
③
、
東
大
寺
主
張
の
ご
と
く
杣
の
東
堺
が
名
張
川
、
南
堺
が
斉
宮
上
路
を
さ
す
な
ら
ば
、
こ
の

両
者
で
か
ぎ
ら
れ
た
地
域
は
す
べ
て
東
大
寺
領
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
現
実
に
大
屋
戸
・
夏
焼
に
は
多
く
の
他
人
私
領
な
ど
が
あ
り
、
東
大
寺
の

主
張
は
と
お
ら
な
い
。
④
、
板
蝿
柚
の
東
堺
は
笠
間
川
な
の
で
あ
り
、
薦
生
面
を
へ
だ
て
る
こ
と
数
歯
で
あ
る
、
こ
の
両
者
は
混
同
さ
れ
る
は

ず
が
な
い
し
、
さ
ら
に
焼
原
杣
は
薦
生
牧
の
南
方
数
里
の
と
こ
ろ
に
あ
る
山
で
先
年
光
智
が
板
歯
面
の
領
域
内
に
く
り
い
れ
よ
う
と
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　
天
暦
年
間
か
ら
康
保
年
間
に
い
た
る
魚
島
杣
の
動
き
を
文
書
に
基
ず
き
略
述
し
た
が
、
こ
の
な
か
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
が
康
保
三
年
の

刀
禰
等
解
状
で
あ
る
。
こ
の
解
状
に
在
地
の
立
場
か
ら
み
た
板
薮
蘭
の
問
題
が
集
約
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
い
ま
み
た
刀

禰
の
主
張
を
手
が
か
り
に
考
え
て
い
き
た
い
。
刀
禰
の
主
張
の
①
、
②
で
は
主
と
し
て
薦
生
爪
が
板
耀
杣
内
で
は
な
い
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

③
で
重
点
を
お
い
て
い
る
の
は
、
薦
生
牧
を
は
ず
れ
た
名
張
川
・
宇
陀
川
流
域
の
問
題
で
あ
る
っ
④
で
は
薦
生
を
南
に
は
な
れ
た
焼
原
杣
を
問

題
に
し
て
い
る
の
が
寝
屋
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
解
状
で
刀
禰
は
薦
生
落
と
板
絵
杣
の
堺
を
め
ぐ
る
東
大
寺
の
不
法
な
行
動
、
急
焼
・
大

屋
戸
・
焼
原
杣
に
お
け
る
東
大
寺
の
不
法
な
行
動
、
こ
の
二
つ
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
史
で
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
と

り
あ
げ
る
が
、
後
老
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
と
り
あ
げ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
根
本
的
理
由
は
焼
原
野
の
位
置
に
つ
い
て
、
注
意
が
払
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
焼
原
蚕
に
つ
い
て
、
近
来
富
森
盛
一
氏
が
「
（
光
智
は
）
…
…
薦
生
を
杣
内
に
入
れ
よ
う
と
企
図
し
た
。
し
か

し
こ
れ
は
不
成
功
に
終
わ
っ
た
が
こ
の
寺
領
拡
張
政
策
に
よ
り
そ
の
後
、
笠
間
川
以
東
の
山
塊
「
焼
原
杣
」
（
毛
原
信
、
現
称
西
山
、
一
に
青
葉
山
）

32 （804）



ndn殴紀における庄園の形成と展囎（丸由）

は
嘉
名
に
包
含
さ
れ
る
に
至
・
鈎
と
の
べ
そ
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
・
す
な
わ
ち
・
略
図
で
し
め
し
た
よ
う
に
焼
野
杣
と
は
・
東

を
宇
陀
川
（
黒
田
川
）
、
西
を
笠
間
川
、
南
を
聖
王
上
路
、
北
を
薦
生
霊
で
か
ぎ
ら
れ
た
土
地
で
あ
り
、
そ
の
山
麓
に
墨
焼
、
大
屋
戸
が
あ
る
山

地
で
あ
り
、
後
の
黒
田
本
庄
そ
の
も
の
に
あ
た
る
地
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
康
保
三
年
解
状
で
在
地
刀
禰
が
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
板

蝿
杣
の
東
堺
は
呼
気
川
で
あ
り
、
こ
の
川
よ
り
以
東
に
あ
る
三
生
が
杣
内
部
に
入
る
は
ず
が
な
い
こ
と
、
焼
原
杣
も
同
じ
く
笠
間
川
以
東
に
あ

り
、
板
蝿
参
内
の
地
で
は
な
い
こ
と
、
以
上
の
二
点
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
刀
禰
は
東
大
寺
が
二
つ
の
川
に
は
さ
ま
れ
た
薦
生

牧
と
焼
原
杣
を
不
法
に
か
こ
い
こ
も
う
と
し
て
い
る
の
に
徹
底
的
な
抵
抗
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
富
森
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
康
保
三
年
解
状
の
内
容
を
以
上
の
よ
う
に
把
握
し
た
う
え
で
、
研
究
史
を
み
た
場
合
、
い
ま
ま
で
笹
原
柚
の
位
置

を
あ
い
ま
い
に
し
て
き
た
こ
と
が
大
き
な
問
題
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
石
母
田
氏
が
「
（
黒
田
庄
）
本
免
田
は
庄
の

立
券
よ
り
以
前
に
杣
工
の
保
有
地
と
し
て
実
質
的
に
は
杣
設
置
と
と
も
に
存
在
し
て
い
た
。
か
か
る
性
質
の
土
地
が
国
使
不
入
の
地
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
は
決
し
て
平
安
時
代
に
国
衙
か
ら
新
し
く
獲
得
し
た
特
権
で
は
な
く
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磁
見
　
　
　
　
　
　
そ
れ
以
前
に
そ
の
土
地
そ
の
も
の
に
本
来
的
に
附
属
せ
る
権
利
で
あ
っ
た
」

　　

@　

@　

@　

@　

?
山
顯
．
輔
　
　
・
い
わ
れ
・
場
合
、
番
柴
免
網
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内
部
の
地
で
あ

　　

@　

@　

@
鯛
　
燈
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塵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
果
田
　
　
　
　
F

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
墳

　
　
　
　
　
　
　
　
笠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
　
　
囲
　
　
　
　
騒
｝

N
十

　
　
奈
良
時
代
以
来
東
大
寺
が
不
輸
不
入
の
権
を
合
法
的
に
所
持
し
て
い
る

地
で
あ
る
と
い
う
菓
大
寺
の
主
張
を
う
の
み
に
し
て
そ
の
う
え
に
論
を
展
開

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
な
論
は
石
母
田
氏
に
先
行
す
る
中
村
直
勝
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
業
績
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
し
、
石
母
田
氏
以
後
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

⑬る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
研
究
史
は
黒
田
本
庄
一
焼
原
杣
に
つ
い
て
、
東
大
寺

の
こ
の
地
は
古
く
か
ら
板
蝿
柚
内
部
で
あ
る
と
す
る
主
張
と
、
在
地
の
刀
禰

等
の
光
智
が
不
法
に
板
蝿
杣
内
に
入
れ
よ
う
と
し
た
地
で
あ
っ
て
、
本
来
の
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板
健
側
内
で
は
な
い
と
い
う
主
張
、
こ
の
二
つ
が
存
在
し
あ
ら
そ
っ
て
い
る
な
か
で
、
東
大
寺
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
認
め
、
在
地
刀
禰
側
の
主

張
を
黙
殺
し
て
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
焼
原
質
は
東
大
響
が
在
地
刀
禰
等
の
抵
抗
を
お
し
き
っ
て
板
蝿
舌
内
に
く
り
こ

ん
で
い
く
の
で
あ
る
が
、
　
一
〇
世
紀
中
期
に
お
い
て
在
地
側
か
ら
こ
れ
だ
け
強
力
な
反
論
が
娼
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
無
視
し
て
板
蝿
杣
の
あ
り

方
は
論
ぜ
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
史
は
こ
の
農
民
の
た
た
か
い
を
無
視
し
た
ゆ
え
に
致
命
的
な
弱
点
を
か
か
え
て
い
る
、
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
そ
の
点
で
富
森
氏
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
の
は
馬
蝿
杣
の
研
究
に
と
っ
て
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
氏
は
、
　
「
板
蝿
杣
は
お
よ
そ
二

段
階
の
過
程
を
経
て
発
展
し
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
そ
の
発
展
史
を
前
期
、
後
期
に
分
け
て
呼
唱
し
う
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
前
期

板
蝿
杣
、
東
南
部
境
界
を
笠
間
川
の
線
ま
で
と
見
ら
れ
て
い
た
天
暦
ま
で
の
時
期
、
お
よ
そ
二
〇
〇
年
間
。
後
期
板
蝿
杣
、
笠
間
川
東
部
の
糖

原
杣
が
板
蝿
杣
の
一
部
に
加
わ
り
、
そ
の
東
南
山
脚
の
地
が
発
展
脱
皮
し
て
黒
田
庄
と
な
っ
た
一
一
世
紀
以
後
の
時
期
、
こ
の
時
期
に
は
黒
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

庄
が
板
蝿
柚
を
代
表
し
、
そ
の
溺
名
の
如
く
な
り
、
杣
（
庄
）
の
金
盛
期
を
迎
え
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
従
来
の
研
究
史
の
流
れ
と

は
逆
に
在
地
刀
禰
の
主
張
の
正
当
性
を
認
め
た
う
え
に
板
蝿
杣
の
歴
史
を
考
え
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
の
特
質
は
、
従
来
の
論

者
が
板
蝿
柚
の
領
域
は
奈
良
時
代
以
来
焼
原
杣
を
包
含
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
に
た
い
し
、
焼
原
杣
は
後
に
板
蝿
杣
に
吸
収
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
板
図
杣
の
歴
史
は
在
地
農
民
と
東
大
寺
の
対
決
の
過
程
の
展
開
と
し
て
と
ら
え
う
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
富
森
氏
の
前
期
・
後
期
と
い
う
区
分
は
、
天
暦
年
間
か
ら
一
一
世
紀
中
期
ま
で
の
時
期
を
ど
う
把
握
す
る
か
が
欠
落
し

て
い
る
。
そ
こ
で
禽
森
氏
の
立
場
を
継
承
し
つ
つ
、
板
銀
杣
の
歴
史
を
つ
ぎ
の
三
期
に
区
分
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
第
－
期
、

杣
成
立
よ
り
天
暦
年
間
ま
で
、
杣
が
笠
悶
川
以
西
に
限
定
さ
れ
て
い
た
時
期
。
第
H
期
、
天
暦
年
間
か
ら
長
元
（
一
〇
二
八
～
三
七
）
年
聞
ま
で
、

焼
原
杣
の
包
摂
と
支
配
強
化
の
進
行
の
時
期
。
第
皿
期
、
長
元
年
間
以
降
、
焼
原
茸
の
包
摂
化
の
完
成
と
黒
田
本
庄
の
完
成
の
時
期
。

　
以
上
の
時
期
区
分
に
も
と
づ
い
て
、
板
蝿
杣
の
変
遷
を
み
て
い
く
が
、
第
皿
期
は
杣
の
黒
田
本
庄
へ
の
転
化
が
完
了
し
た
時
期
で
あ
り
、
板

蝿
杣
の
構
造
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
い
く
な
ら
ば
、
第
1
、
∬
期
が
分
析
の
中
心
に
す
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
く
に
東
大
寺
が
焼
原
杣
に
進
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出
し
、
そ
こ
に
お
い
て
刀
禰
な
ど
農
毘
諸
層
と
激
し
い
角
逐
を
展
開
し
つ
つ
、
彼
ら
を
組
織
す
る
こ
と
で
、
こ
の
地
に
黒
田
本
庄
を
作
り
あ
げ

て
い
く
過
程
、

　
　
　
　
　
⑮

も
存
在
す
る
。

す
な
わ
ち
第
H
期
が
、
板
蝿
杣
の
構
造
分
析
の
中
心
に
な
る
べ
き
で
あ
り
、
　
ま
た
そ
こ
に
黒
田
本
庄
の
構
造
を
解
明
す
る
鍵

一〇世紀における庄園の形成と展開（：丸山）

①
　
次
の
文
書
か
ら
な
る
。
康
保
元
年
九
月
二
三
日
名
張
郡
司
解
案
（
平
安
遣
文
一

　
－
二
七
八
〔
以
下
に
お
い
て
、
平
安
遺
文
よ
り
の
引
用
に
つ
い
て
は
巻
数
と
文
書

　
番
号
の
み
を
記
す
。
〕
）
、
同
年
九
月
二
五
日
大
和
國
都
介
郷
刀
禰
図
解
案
（
一
－

　
二
七
九
）
、
同
年
九
月
二
五
日
板
蠣
杣
賜
至
無
謬
記
（
一
－
一
　
八
○
）
、
同
年
＝

　
月
一
五
日
東
大
寺
告
書
案
（
一
－
二
八
一
）
、
同
年
一
一
月
一
一
三
日
夏
見
郷
薦
生

　
村
刀
禰
解
案
（
一
一
二
八
二
）
、
康
保
二
年
一
二
月
一
九
目
夏
見
郷
刀
禰
解
案
（
一

　
一
二
八
六
）
、
同
三
年
四
月
二
日
夏
見
郷
刀
繭
等
解
案
（
一
一
二
八
九
）
。

②
　
同
書
四
四
頁
。

③
康
保
三
年
四
月
二
日
夏
見
郷
刀
調
等
解
案
（
一
一
二
八
九
）
。

④
康
保
元
年
九
月
二
三
日
名
張
郡
司
解
案
（
一
－
二
七
八
）
。

⑤
　
た
と
え
ば
、
康
保
元
年
九
月
二
五
臼
三
盛
杣
四
至
親
謬
記
（
一
！
二
八
○
）
、

　
な
ど
。

⑥
康
保
元
年
…
｝
月
一
五
日
東
大
寺
告
書
案
（
｝
一
二
八
一
）
。

⑦
康
保
元
年
一
　
月
二
三
日
夏
見
郷
薦
生
村
刀
禰
解
案
（
一
…
二
八
二
）
。

⑧
康
保
三
年
四
月
二
日
夏
見
郷
刀
禰
等
事
案
（
　
一
二
八
九
）
。

⑨
　
石
母
田
正
氏
は
焼
原
杣
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
て
い
な
い
。
赤
松
俊
秀
氏

　
は
「
杣
工
と
庄
園
」
（
同
氏
著
「
古
代
中
世
社
会
経
済
史
研
究
」
所
収
）
に
お
い

　
て
「
康
保
三
年
四
月
三
日
夏
見
総
論
融
解
に
よ
る
と
、
笠
間
川
（
現
在
の
黒
田
川
）

　
の
東
方
で
、
薦
生
牧
の
南
の
四
至
か
ら
高
繰
を
こ
え
て
数
里
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に

　
殿
原
柚
が
当
時
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
焼
原
杣
は
地
勢
か
ら
推
測
す
る
と
、
国
見

　
杣
と
同
～
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
赤
松
氏
は
二
つ
の
誤
ま
り
を

　
お
か
し
て
い
る
。
一
つ
は
笠
間
川
と
黒
濁
川
（
宇
陀
川
）
を
同
一
の
も
の
と
み
な

　
し
て
い
る
こ
と
、
も
う
㎝
つ
は
名
張
盆
地
の
は
る
か
南
方
山
中
に
あ
る
国
見
杣
を

　
盆
地
西
部
の
焼
原
杣
と
岡
一
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
も
、
前

　
稿
「
荘
園
と
共
同
体
」
　
（
徳
島
大
学
学
芸
紀
要
〔
社
会
科
学
〕
｝
七
巻
）
に
お
い

　
て
、
こ
の
康
保
三
年
の
解
状
を
分
析
し
た
が
、
焼
亡
杣
の
食
置
を
明
確
に
把
握
し

　
て
い
な
か
っ
た
た
め
読
解
を
誤
ま
り
、
簗
瀬
の
地
を
薦
野
羊
に
比
定
す
る
と
い
う

　
大
き
な
誤
ま
り
を
お
か
し
た
。
本
稿
を
も
っ
て
、
三
竿
の
そ
の
部
分
の
訂
正
と
さ

　
せ
て
頂
ぎ
た
く
思
う
。

⑩
同
既
著
「
黒
圏
庄
誌
」
一
七
頁
。

⑪
　
同
氏
晶
麟
掲
書
六
三
頁
。

⑫
中
村
氏
は
「
黒
田
の
方
面
に
つ
い
て
は
、
東
大
寺
領
で
あ
る
べ
き
か
非
る
か
に

　
関
し
て
の
せ
ん
さ
く
は
最
後
ま
で
起
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
…
…
黒
田
杣
が
成
立
し

　
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
し
て
、
黒
田
荘
に
つ
い
て
の
問
題
が
起
り
得
な
い
程

　
そ
れ
程
に
黒
田
庄
は
全
然
に
し
て
か
つ
当
然
の
東
大
寺
領
で
あ
っ
た
」
　
（
石
母
田

　
氏
前
掲
書
六
七
頁
よ
り
引
用
）
と
の
べ
て
い
る
が
、
黒
田
の
方
面
謹
撰
原
市
に
っ

　
い
て
、
康
保
年
間
に
刀
薦
が
東
大
寺
領
た
る
こ
と
を
否
定
し
、
東
大
寺
が
不
法
な

　
か
こ
い
こ
み
で
自
領
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
反
撃
し
て
い
る
こ
と
を
見
落

　
さ
れ
て
い
る
。

⑬
た
と
え
ば
、
小
山
靖
憲
氏
「
荘
園
制
形
成
期
の
領
主
と
農
民
」
（
稲
垣
泰
彦
氏

　
編
「
荘
園
の
世
界
」
所
収
）
に
お
い
て
も
、
＝
世
紀
前
半
の
板
蝿
柚
か
ら
黒
田

　
荘
へ
の
質
的
変
化
を
重
視
さ
れ
る
が
、
そ
の
変
化
を
生
み
だ
し
て
い
く
板
羅
柚
内

　
部
で
の
農
民
の
抵
抗
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
見
落
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
中
村

　
氏
・
石
母
田
氏
と
宿
墨
な
論
と
い
え
る
。
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⑭
前
掲
書
一
七
頁
。

⑯
　
第
－
期
に
つ
い
て
は
、
分
析
の
手
が
か
り
が
な
く
、
三
囲
と
い
う
以
外
に
な
い

　
し
、
と
く
に
鈴
木
良
㎝
氏
が
「
敗
戦
後
の
歴
史
学
に
お
け
る
一
傾
向
」
で
「
杣
工

　
に
し
て
も
そ
れ
が
た
と
え
石
母
田
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
奴
隷
で
あ
っ
て
も
、
杣

　
工
と
し
て
山
の
な
か
で
働
ら
い
て
い
る
間
は
実
は
歴
史
上
の
問
題
と
は
な
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
彼
ら
が
農
民
に
成
長
し
て
か
ら
の
こ
と

で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
さ
に
こ
の
第

H
期
こ
そ
が
、
黒
田
本
庄
と
い
う
中
世
庄
園
の
創
出
を
め
ぐ
っ
て
、
東
大
寺
と
名

張
郡
の
農
民
諸
層
が
激
突
す
る
時
期
で
あ
り
、
歴
史
学
的
に
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
時
期
な
の
で
あ
る
。
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第
二
章
　
原
野
の
分
割
と
別
名
の
形
成

　
本
章
に
お
い
て
、
一
〇
世
紀
を
通
じ
て
展
開
す
る
権
門
寺
社
に
よ
る
原
野
支
配
の
あ
り
方
を
、
板
子
杣
の
第
H
期
を
素
材
に
、
分
割
し
た
原

野
内
部
で
の
上
毛
利
用
権
、
開
発
権
な
ど
の
権
利
が
権
門
寺
社
の
手
に
い
か
な
る
形
で
集
中
さ
れ
て
い
く
か
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
き
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
第
H
期
の
出
発
点
と
な
る
焼
原
杣
の
包
摂
の
問
題
に
つ
い
て
、
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
細
論
の
過
程
で
薦
生
牧
か
ら
手
を
ひ
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

際
し
、
東
大
寺
が
行
な
っ
た
主
張
「
占
有
率
便
宜
之
地
者
、
令
領
於
杣
、
有
彼
殿
御
牧
便
宜
之
地
者
、
令
領
掌
至
仁
牧
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
れ
を
も
っ
て
東
大
寺
の
一
歩
後
退
と
い
う
評
価
も
従
来
だ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
評
価
は
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
事
の
木
質
を
見
失
な
わ

せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
誰
が
誰
に
対
し
て
一
歩
後
退
し
た
の
か
、
明
確
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
注
意
し
た
い
の
は
、
従
来
こ
の

杣
「
便
宜
」
の
地
を
板
庭
柚
を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
文
章
の
解
釈
を
混
乱
さ
せ
る
原
因
で
あ
る
。
文
意

か
ら
み
て
杣
「
便
宜
」
の
地
と
は
、
本
来
の
板
庭
柚
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
畑
原
杣
を
さ
す
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈

す
れ
ば
、
東
大
等
も
朝
成
家
も
薦
生
牧
と
板
蝿
杣
の
堺
に
つ
い
て
問
題
に
す
る
の
み
で
、
焼
畑
杣
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
の
意
味
も

あ
き
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
東
大
寺
は
薄
霞
牧
か
ら
手
を
ひ
き
、
　
「
彼
殿
御
牧
」
－
朝
成
家
領
と
し
て
認
め
る
か
わ
り
に
豊
原
杣
は
自
分

が
領
掌
す
る
と
い
う
取
り
引
き
を
朝
成
家
と
行
な
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
在
地
側
で
あ
る
が
、
康
保
三
年
四
月
の
解
状
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
三
原
杣
の
問
題
を
意
識
的
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
在
地
側
は
東
大
寺
と
も
朝
成
家
と
も
対
立
す
る
な
か
で
、
結
局
は
爾
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者
の
取
り
引
き
の
も
と
に
薦
生
立
券
は
強
行
さ
れ
る
も
の
の
、
焼
原
論
に
つ
い
て
は
後
に
い
た
る
ま
で
東
大
寺
の
か
こ
い
こ
み
の
不
当
性
を
徹

底
し
て
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
無
生
牧
を
め
ぐ
る
聞
題
は
、
こ
の
牧
の
所
属
を
め
ぐ
る
東
大
寺
と
朝
成
家
の

争
い
に
帰
せ
ら
れ
る
問
題
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
側
面
を
含
み
つ
つ
も
、
本
質
的
に
は
大
土
地
所
有
者
（
東
大
寺
・
朝
成
家
）
の

原
野
分
割
の
志
向
と
在
地
農
民
の
入
会
地
を
守
ろ
う
と
す
る
動
き
と
の
全
面
的
な
衝
突
と
し
て
把
握
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
誰
が

誰
に
た
い
し
て
一
歩
後
退
し
た
か
、
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
東
大
寺
は
大
土
地
所
有
者
相
互
の
間
で
一
定
の
妥
協
は
し
て
い
る
が
、
在
地
農
民

に
は
い
さ
さ
か
の
妥
協
も
し
て
い
な
い
。
逆
に
こ
の
時
点
を
出
発
点
に
焼
原
杣
の
板
直
答
内
部
へ
の
く
り
こ
み
に
全
力
を
あ
げ
て
い
く
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
板
金
杣
の
第
五
期
の
歴
史
は
、
焼
原
意
を
舞
台
と
し
て
農
民
と
た
た
か
う
な
か
で
、
階
級
的
に
き
た
え
ら
れ
た
在
地
支
配
の

論
理
を
東
大
寺
が
創
出
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
、
と
い
え
る
。

　
第
H
期
の
出
発
点
と
し
て
の
一
〇
世
紀
中
期
の
情
況
を
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
ふ
ま
え
て
、
東
大
寺
の
支
配
の
展
開
過
程
を
み
て
い
く

が
、
そ
の
展
開
の
一
端
を
う
か
が
わ
せ
る
の
が
、
寛
和
二
（
九
八
六
）
年
一
二
月
検
田
帳
で
あ
る
。
こ
の
文
書
そ
の
も
の
は
現
在
失
な
わ
れ
て
い

る
が
、
　
一
二
世
紀
以
後
黒
田
庄
の
展
開
期
に
お
い
て
、
野
心
本
庄
関
係
の
撮
影
の
文
書
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
訴
訟
の
際
の
証
拠
文
書
に
登
場

し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
訴
訟
文
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
集
め
て
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
①
、
天
永
元
（
一
一
一
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

年
一
二
月
東
大
寺
三
綱
注
進
状
案
に
「
寛
和
二
年
＝
一
月
一
九
日
名
張
郡
検
田
所
勘
注
文
に
出
作
有
る
の
由
委
し
く
所
見
也
」
と
あ
る
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

わ
ち
、
こ
の
継
歯
帳
は
「
出
作
」
検
田
帳
で
あ
る
。
②
、
天
永
三
（
二
＝
一
）
年
九
月
黒
田
庄
勘
注
状
に
「
寛
和
二
年
検
田
帳
、
…
…
右
、
件

の
検
田
子
の
内
、
本
庄
並
に
真
価
寄
文
田
畠
相
交
る
所
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
菓
大
寺
の
主
張
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
本
庄
－
－
焼
原
柚
と

真
（
実
）
遠
寄
文
田
畠
－
矢
川
・
中
村
・
夏
見
に
所
在
、
と
の
両
者
が
一
緒
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
後
の
黒
田
本
庄
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
新
庄
の
地
と
が
同
時
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
、
治
承
照
（
二
八
○
）
年
一
〇
月
東
大
寺
黒
田
庄
文
書
屠
録
に
二
通
寛
和
二
年

四
至
内
出
作
田
坪
付
」
と
い
う
形
で
長
元
年
間
の
本
庄
立
券
文
な
ど
と
も
に
本
庄
関
係
文
書
目
録
一
巻
の
な
か
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三

田
帳
が
本
庄
関
係
の
文
書
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
以
上
で
こ
の
検
田
町
で
は
、
後
の
本
庄
の
地
域
闘
焼
原
杣
の
地
が
、
板
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蝿
柚
「
出
作
」
地
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
一
〇
世
紀
後
半
の
時
点
で
焼
上
界
は
板
輿
杣
内
部

な
の
で
は
な
く
、
後
の
黒
田
新
庄
と
同
じ
位
置
づ
け
を
も
っ
た
雷
同
杣
「
出
作
」
な
の
で
あ
り
、
焼
原
柚
を
完
全
に
所
領
化
し
よ
う
と
す
る

東
大
寺
と
そ
れ
を
は
ば
も
う
と
す
る
在
地
の
農
民
諸
士
の
力
が
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て
、
東
大
寺
は
い
ま
だ
所
領
化
を
達
成
し
え
て
い
な
い
の
で
あ

る
。　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
東
大
寺
が
焼
原
杣
の
支
配
強
化
の
志
向
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
焼
原
杣
の
排
他

的
上
毛
利
用
権
の
獲
得
、
焼
原
杣
山
麓
に
広
が
っ
て
い
く
治
田
の
排
他
的
所
有
権
の
獲
得
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
支
配
強
化
が
追
求
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
原
野
に
お
け
る
上
毛
利
用
権
の
独
占
に
つ
い
て
。
一
〇
世
紀
に
は
い
る
と
、
大
土
地
所
有
者
は
積
極
的
に
原
野
の
か
こ
い
こ

み
を
展
開
し
、
そ
の
分
割
し
た
原
野
内
部
で
の
上
毛
利
用
権
の
独
占
、
他
者
利
用
の
排
除
を
お
し
進
め
、
在
地
住
民
と
の
間
に
ま
さ
つ
を
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
名
張
郡
に
存
す
る
太
神
宮
領
名
張
山
の
場
合
で
み
て
み
る
。
天
慶
九
（
九
四
六
）
年
八
月
伊
賀
国
神
戸
長
部

　
⑦

解
案
で
神
戸
長
部
は
、
名
張
山
の
内
部
に
「
浪
諸
人
」
が
住
む
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
は
意
に
ま
か
せ
て
木
を
き
る
な
ど
の
活
動
を
行
な
い
、
そ

れ
ら
の
地
を
「
吾
地
」
・
「
己
地
」
と
称
し
て
い
る
、
神
宮
側
が
そ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
「
境
地
己
財
」
を
奪
取
る
と
い

っ
て
抗
議
し
、
三
焦
の
使
に
乱
暴
を
働
く
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
る
の
は
、
名
張
山
の
里
預
職
に
「
公
浪
人
」
が
補
任
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
り
、
そ
れ
を
や
め
て
、
神
戸
の
子
弟
を
も
っ
て
預
に
補
任
し
て
ほ
し
い
、
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
主
張
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
名
張
山
の

内
部
は
公
浪
人
す
な
わ
ち
名
張
盆
地
の
農
民
を
主
体
と
し
た
人
々
の
活
動
の
場
と
な
っ
て
い
た
が
、
太
神
宮
は
、
こ
の
山
の
管
理
を
公
浪
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
か
か
ら
山
預
を
え
ら
ん
で
、
ま
か
せ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
天
慶
年
間
に
い
た
り
、
一
定
の
変
化
が
お
こ
る
。
そ
れ
は
神
戸
が
名
張
山

が
太
神
宮
領
で
あ
り
、
　
「
思
切
一
本
之
木
、
不
作
一
歩
之
地
」
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
も
と
に
、
公
浪
人
の
山
内
で
の
活
動
の
抑
圧
と

い
う
行
動
に
で
た
。
公
浪
人
が
こ
れ
に
反
抗
し
ト
ラ
ブ
ル
が
お
こ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
太
神
宮
は
神
戸
の
行
動
を
支
持
し
つ
ぎ
の
よ
う
に

い
う
。
　
「
神
戸
預
侍
所
申
言
有
理
致
、
其
故
何
者
、
件
山
已
太
神
宮
所
領
也
。
而
何
以
公
民
充
預
裁
、
急
難
如
件
、
宮
司
宜
承
知
之
、
自
今
以
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後
停
止
公
民
、
以
神
民
堪
事
之
輩
、
充
補
預
職
、
…
…
」
。
す
な
わ
ち
、
名
張
山
は
神
宮
が
支
配
す
べ
き
地
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
宮
は
直

轄
民
で
あ
る
神
戸
を
通
し
て
山
の
支
配
権
を
に
ぎ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
宮
の
山
野
に
た
い
す
る
排
他
的
・
＝
兀
的
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
願
望
が
む
き
だ
し
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
。
そ
し
て
天
暦
年
間
光
智
の
か
こ
い
こ
み
以
来
、
鼻
脂
杣
上
で
も
、
名
張
山
で
太
神
宮

が
追
求
し
よ
う
と
し
た
同
じ
志
向
を
東
大
寺
は
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
ん
な
る
出
作
地
と
し
て
し
か
み
ら
れ
な
い
情
況
を
脱
却

し
、
焼
原
杣
一
帯
に
強
固
な
支
配
権
を
う
ち
た
て
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
原
野
利
用
の
独
古
は
必
須
の
条
件
と
な
っ
て
い
く
。

　
第
二
に
、
原
野
の
開
発
と
治
田
の
獲
得
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
九
世
紀
の
段
階
で
は
開
発
を
申
請
し
た
者
が
三
年
以
上
開
発
し
な

い
と
、
開
発
権
が
他
人
に
移
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
三
年
不
耕
の
原
則
は
あ
る
が
、
開
発
権
の
所
在
そ
の
も
の
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
　
一
〇
世

紀
に
な
っ
て
の
一
つ
の
変
化
は
墾
照
周
辺
の
原
野
の
独
占
（
し
た
が
っ
て
開
発
権
も
）
が
公
認
さ
れ
た
こ
と
（
寛
平
八
年
四
月
二
日
太
政
官
符
）
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
一
つ
の
出
発
点
に
一
〇
世
紀
を
一
貫
し
て
分
割
し
た
原
野
内
部
で
の
開
発
権
の
独
占
の
実
績
が
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
て
い
く
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
と
を
焼
原
杣
・
蒲
生
牧
の
場
合
で
み
て
み
る
と
、
康
保
元
年
九
月
板
葺
杣
四
至
親
謬
記
に
よ
る
と
、
東
大
寺
使
は
「
四
至
内
爾
、
所
有
田
地

山
林
皆
所
領
也
」
と
主
張
し
、
在
地
の
刀
禰
な
ど
に
そ
の
誤
り
を
指
摘
さ
れ
る
と
、
薦
生
牧
に
つ
い
て
は
朝
成
家
と
妥
協
し
て
手
を
ひ
い
て
し

ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
東
大
寺
使
が
主
張
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
大
土
地
所
有
向
の
ね
ら
っ
て
い
る
方
向
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
山
林
の
独
占
を
手
が
か
り
に
し
て
治
田
の
独
占
を
企
て
る
こ
と
で
あ
る
。
上
毛
利
用
権
の
独
占
か
ら
原
野
開
発
権
の
独
占
へ
と
い

う
過
程
で
支
配
領
域
の
全
面
的
支
配
を
狙
う
の
が
、
原
野
支
配
の
一
つ
の
タ
イ
プ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
は
こ
の
上
使
の
主
張

を
薦
生
牧
の
場
合
は
撤
回
し
て
い
る
が
、
こ
の
主
張
そ
の
も
の
を
撤
回
し
た
の
で
は
な
く
、
焼
亡
杣
に
は
こ
の
論
理
を
も
っ
て
の
ぞ
み
、
こ
の

論
理
を
貫
徹
す
べ
く
全
力
を
あ
げ
て
い
く
。
こ
の
論
理
の
貫
徹
は
容
易
な
も
の
で
は
な
く
、
寛
和
年
間
に
お
い
て
も
、
焼
身
杣
は
出
作
と
し
て

位
置
ず
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
杣
の
麓
に
は
東
大
寺
の
治
田
と
と
も
に
他
者
の
所
領
も
混
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
を
克
服
し
治
田
の
排
他
的
所
有
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
東
大
寺
の
志
向
は
明
確
に
う
か
び
あ
が
っ
て
お
り
、
上
毛
利
用
権
の
独
占

と
な
ら
ん
で
原
野
の
私
酌
分
割
を
進
め
て
い
く
う
え
で
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
て
い
く
。
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以
上
、
板
蝿
柚
の
第
二
期
の
動
ぎ
を
み
て
ぎ
た
。
一
般
的
に
近
畿
地
方
に
お
い
て
は
、
寛
平
八
年
四
月
二
日
太
政
官
符
が
、
墾
田
周
辺
の
原

野
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
原
野
の
私
的
占
取
－
分
割
を
認
め
た
こ
と
を
一
つ
の
手
が
か
り
に
、
広
大
な
原
野
の
分
割
と
内
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
排
他
的
支
配
の
確
立
、
が
一
〇
世
紀
を
通
じ
て
進
行
し
て
い
る
。
焼
野
杣
の
か
こ
い
こ
み
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
原

野
の
私
的
分
割
と
い
う
事
実
の
つ
み
か
さ
ね
の
な
か
か
ら
、
や
が
て
原
野
分
割
を
正
当
な
権
利
と
し
て
認
め
よ
と
い
う
要
求
が
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
の
点
で
、
一
悪
で
あ
る
と
は
い
え
寛
平
八
年
四
月
官
符
で
「
公
私
共
磁
心
の
病
期
が
な
し
く
ず
し
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。

名
張
郡
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
が
て
こ
の
原
則
は
事
実
上
の
原
野
の
大
規
摸
分
割
の
進
行
の
も
と
で
有
名
無
実
化
し
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
に

こ
の
原
著
を
守
ろ
う
と
す
る
国
衙
と
大
土
地
所
有
者
は
た
え
ず
衝
突
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
大
土
地
所
有
者
側
の
こ
の
原
則
を

無
視
し
た
原
野
の
私
的
分
割
の
権
利
化
が
、
序
々
に
定
着
し
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
な
原
野
の
分
割
と
そ
の
内
部
の
排
他
的
支
配
の
確
立
、
と
い
う
大
土
地
所
有
者
の
志
向
の
帰
結
点
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
が
、
板
三
管
の
場
合
で
い
う
と
長
元
・
長
暦
年
間
の
官
符
・
国
詰
で
あ
る
。
長
元
七
（
一
〇
三
四
）
年
七
月
一
六
呂
営
養
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

　
太
政
官
符
大
和
国
伊
賀
国
司
、
応
免
除
勅
施
入
東
大
寺
研
扇
板
蝿
杣
住
人
等
臨
時
雑
役
事
、
勢
至
、
東
限
名
張
河
、
衛
寄
鍋
岩
登
大
道
、
西
限
小
倉
倉
立
蘇

　
小
野
、
北
限
八
多
前
高
峰
井
鏡
滝
、

　
右
、
得
彼
寺
去
六
月
廿
七
目
奏
状
偲
、
云
云
者
、
件
黙
黙
等
等
得
河
下
之
便
、
為
寺
家
大
切
也
者
、
右
大
隠
宣
、
奉
　
勅
、
宜
下
知
彼
国
、
免
除
住
人
井
工

　
等
臨
時
雑
役
、
倶
四
至
之
内
、
耕
私
所
領
、
仮
権
門
威
、
沽
却
要
人
之
輩
、
早
覚
公
験
而
令
進
官
、
任
其
文
博
弁
定
理
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
し
て
、
こ
の
官
符
を
う
け
た
形
で
、
伊
賀
国
司
が
長
暦
二
（
一
〇
三
八
）
年
　
二
月
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
国
符
を
出
す
。

　
圏
符
、
名
張
郡
司
、
可
免
除
東
大
寺
領
板
蠣
杣
玉
響
内
見
作
田
六
町
百
八
十
歩
井
居
住
工
夫
等
五
十
人
臨
時
雑
役
事
者
、
任
官
符
井
代
々
例
、
被
免
除
件
責

　
者
、
郡
亘
承
知
、
任
旧
例
免
除
杣
四
至
内
見
作
田
所
当
官
物
井
居
住
人
夫
等
臨
時
雑
役

　
こ
の
官
符
・
国
詰
の
内
容
は
つ
ぎ
の
こ
点
に
整
理
し
う
る
。
①
、
板
蝿
杣
内
部
に
焼
謡
講
が
く
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
の
最
終
的
確
認
、
お
よ
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び
内
部
で
の
上
毛
利
用
権
・
開
発
権
の
独
占
と
居
住
住
人
へ
の
臨
時
雑
役
免
の
獲
得
、
②
領
域
内
部
の
治
田
へ
の
所
構
宮
物
の
免
除
。

　
ま
ず
整
理
し
た
う
ち
の
第
一
の
点
に
つ
い
て
、
二
四
至
が
名
張
川
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
笠
間
川
と
名
張
川
・
黒
田
川
に
は
さ
ま
れ
た

焼
岳
杣
を
め
ぐ
っ
て
の
東
大
専
と
在
地
農
民
の
間
の
は
げ
し
い
攻
防
は
東
大
寺
の
主
張
が
太
政
官
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
一
応
の
結
着
を
み
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
畑
原
杣
の
板
富
嶽
内
へ
の
か
こ
い
こ
み
－
東
大
寺
の
島
原
杣
地
域
の
原
野
の
排
他
的
支
配
が
完
成
す
る
、
と
み
て

よ
い
。
し
か
も
、
四
至
の
内
の
私
領
な
ど
に
つ
い
て
、
公
験
を
官
に
進
め
理
非
を
弁
定
せ
よ
、
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
四
郭
内
の
開
発
権

を
東
大
寺
が
独
占
す
る
こ
と
を
認
め
、
他
者
の
治
田
は
正
当
性
の
あ
る
も
の
以
外
は
認
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
か
っ
て
康

保
年
間
に
東
大
寺
使
が
行
な
っ
た
「
四
金
内
爾
、
所
有
田
地
山
林
皆
所
領
也
」
と
い
う
開
発
権
の
独
占
の
主
張
が
実
現
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
東
大
寺
は
焼
原
杣
と
い
う
原
野
を
分
割
私
有
し
、
そ
の
内
部
の
上
毛
利
用
権
・
開
発
権
の
独
占
を
実
現
し
た
の

　
　
⑮

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
原
野
の
私
的
分
割
と
関
連
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
が
別
名
の
問
題
で
あ
る
。
一
般
的
に
別
名
の
典
型
的
な
例
の
｝
つ
と
し

て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
名
張
郡
矢
川
の
例
を
と
っ
て
、
別
名
の
あ
り
方
を
簡
単
に
み
て
お
く
。
長
久
四
（
一
〇
四
三
）
年
、
藤
原
実
遠
は
矢
川
の
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

荒
田
を
東
大
寺
に
売
却
し
た
。
こ
の
虚
実
遠
が
東
大
専
に
売
却
し
た
権
利
は
、
常
荒
田
の
開
発
権
で
あ
っ
た
。
こ
の
際
こ
の
常
荒
田
は
数
十
年

来
の
荒
地
で
あ
り
荒
れ
る
に
ま
か
せ
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
原
野
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
し
め
そ
う
と
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
東
大
寺
が
獲
得
し
た
の
は
矢
川
と
い
う
地
域
の
原
野
開
発
権
な
分
で
あ
る
。
売
却
後
五
年
た
っ
た
永
承
三
（
一
〇
四

八
）
年
に
い
た
り
、
東
大
寺
は
剃
当
鉦
観
の
名
で
立
寵
す
る
と
と
も
に
、
常
荒
田
の
開
発
に
の
り
出
す
。
国
衙
は
こ
の
地
が
荒
地
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
確
認
し
た
う
え
で
、
立
券
を
承
認
し
、
開
発
田
に
つ
い
て
「
地
子
丼
臨
時
雑
役
」
を
開
発
の
功
に
よ
り
免
除
し
た
。
こ
こ
で
い
う
立
券
こ
そ

が
、
別
名
の
成
立
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
別
名
の
権
利
と
は
ま
ず
な
に
よ
り
一
定
地
域
を
か
ぎ
っ
た
原
野
の
か
こ
い
こ
み
と
内
部
の
開
発
権

の
独
占
が
権
利
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
開
発
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
っ
く
り
だ
さ
れ
て
く
る
墾
田
へ
の
地
子
・
雑
役

等
の
免
除
の
確
保
の
権
利
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
別
名
を
規
定
す
る
な
ら
ば
、
板
蝿
杣
の
「
立
券
」
と
い
わ
れ
る
長
暦
・
長
元
の
官
符
・
国
劇
は
、
焼
干
杣
に

お
け
る
別
名
の
成
立
の
承
認
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
一
〇
世
紀
以
来
東
大
寺
が
追
求
し
て
き
た
一
定
区
域
の
原
野
を
板
蝿
杣
と
い
う
名

で
私
的
に
分
割
し
、
そ
の
内
部
で
の
支
配
の
貫
徹
を
は
か
る
と
い
う
志
向
が
、
＝
世
紀
前
半
に
別
名
の
権
利
と
し
て
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
黒
田
本
庄
－
板
蝿
杣
の
不
輸
不
入
制
の
成
立
の
問
題
で
あ
る
。
石
母
田
氏
は
黒
田
本
庄
に
お
け
る
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

入
墨
成
立
の
根
源
を
板
蝿
杣
が
本
来
柚
工
保
有
地
“
奴
隷
保
有
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
た
。
こ
の
考
え
方
は
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
東
大
寺

の
不
法
な
主
張
に
も
と
ず
い
た
も
の
で
歴
史
的
に
み
て
成
り
立
ち
え
な
い
の
で
あ
り
、
黒
田
本
庄
の
不
入
制
の
歴
史
的
根
拠
は
、
こ
の
章
で
み

て
き
た
原
野
の
私
的
分
割
と
内
部
の
上
毛
利
用
権
・
開
発
権
の
独
占
お
よ
び
第
四
章
で
み
る
内
部
住
人
へ
の
国
衙
干
渉
の
た
ち
き
り
の
完
成
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

求
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
別
名
の
成
立
は
不
入
制
の
成
立
の
重
要
な
側
面
を
な
す
の
で
あ
る
。

①
　
康
保
元
年
＝
月
一
五
日
東
大
寺
告
書
案
（
一
一
二
八
一
）
。

②
　
石
母
田
氏
。
本
稿
む
す
び
註
①
を
参
照
。

③
四
－
一
七
三
八
。

④
四
i
一
七
七
五
。

⑤
　
八
一
三
九
三
二
。

⑥
　
太
神
宮
領
名
張
山
は
、
承
平
四
（
九
三
四
）
年
一
一
月
一
九
日
夏
見
郷
刀
禰
解

　
案
（
一
⊥
西
四
）
に
よ
る
と
、
比
奈
知
、
針
生
、
長
木
な
ど
の
地
名
が
そ
の
内

　
部
に
あ
り
、
名
張
川
の
夏
見
本
郷
よ
り
上
流
の
山
間
部
を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ

　
る
。

⑦
一
一
二
五
五
。

⑧
延
暦
年
間
、
播
磨
国
赤
穂
の
塩
山
で
そ
の
管
理
を
東
大
寺
が
在
地
の
共
同
体
の

　
同
意
を
え
て
行
な
っ
て
い
た
の
と
同
様
な
慕
態
で
あ
っ
た
ろ
う
（
前
掲
拙
稿
「
九

　
世
紀
に
お
け
る
大
土
地
所
有
の
展
開
」
参
照
）
。
す
な
わ
ち
、
名
張
盆
地
の
村
々

　
の
入
会
地
的
様
相
を
お
び
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
の
山
の
管
理
を
、
在
地
の
共
同
体

　
の
承
認
の
も
と
に
行
な
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨
さ
ら
に
い
う
と
、
一
〇
世
紀
段
階
に
な
っ
て
か
ら
の
大
土
地
所
有
者
側
の
共
同

　
体
的
制
約
を
う
け
な
い
無
綱
限
な
原
野
分
割
へ
の
志
向
が
、
九
世
紀
段
階
と
の
対

　
比
で
明
確
に
う
か
び
あ
が
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

⑩
　
　
一
－
二
八
○
。

⑪
　
こ
の
照
至
は
東
大
寺
が
主
張
す
る
、
薦
生
と
焼
原
を
そ
の
内
部
に
含
め
た
四
至

　
を
さ
す
。

⑫
一
〇
世
紀
の
前
中
期
に
お
い
て
、
名
張
盆
地
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
原
野
で
展
開

　
し
て
い
る
大
規
模
原
野
閉
園
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
1
　
太
神
宮
領
名
張
山
、
盆
地
東
部
の
山
闘
部
一
帯
に
ひ
ろ
が
る
。
牧
・
治
田
が

　
　
内
部
に
含
ま
れ
る
。

　
2
　
藤
原
馬
長
家
領
、
盆
地
の
北
部
簗
瀬
か
ら
名
張
川
を
わ
た
っ
た
夏
見
ま
で
に

　
　
い
た
る
地
域
に
存
す
る
。
牧
・
栗
林
・
治
田
を
内
部
に
含
む
。

　
3
　
薦
生
牧
、
盆
地
北
方
の
山
間
部
に
あ
り
、
朝
成
家
領
の
一
部
を
構
成
す
る
。

　
4
板
蝿
口
細
、
分
皿
地
西
部
の
山
間
都
に
｛
仔
す
る
。

⑬
天
永
元
（
二
一
〇
）
年
＝
一
月
＝
二
日
名
張
愈
々
司
等
勘
注
（
匹
1
｝
七
三
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一〇世紀における庄園の形成と展開（：丸山）

　
九
）
に
所
収
。

⑭
同
型
勘
注
に
所
収
。

⑮
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
不
法
に
か
こ
い
こ
ま
れ
た
焼
原
杣
が
、
名
実
と
も
に
板

　
蝿
杣
の
中
心
と
し
て
東
大
寺
に
確
保
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

⑯
　
長
久
四
年
三
月
一
六
日
藤
原
実
遠
所
領
売
券
案
（
二
一
六
〇
四
）
。

⑰
永
承
三
年
閨
正
月
三
目
伊
賀
国
詰
案
（
三
一
六
五
三
）
。

⑱
本
稿
第
一
着
意
⑪
参
照
。

⑲
別
名
に
つ
い
て
は
、
従
来
大
山
喬
平
氏
、
河
口
能
平
氏
、
坂
本
賞
三
氏
な
ど
に

　
よ
っ
て
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
成
立
期
の
別
名
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
河

　
音
氏
の
論
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
通
じ
て
別
名
の
性
格
を
規
定
し
て
お
き
た
い
。

　
　
河
音
氏
の
「
中
世
封
建
制
成
立
史
論
」
第
一
部
所
収
の
諸
論
文
に
よ
る
、
別
名

　
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
①
、
別
名
と
は
開
発
可
能
地
域
を
開
発
田
の
永
代
領
掌

　
を
契
約
内
容
と
し
て
独
占
的
に
領
有
す
る
体
制
で
あ
る
こ
と
。
②
、
古
代
国
家
体

　
制
に
真
に
敵
対
し
う
る
私
的
大
土
地
所
有
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、

　
墾
田
永
世
私
財
法
よ
り
も
別
名
の
成
立
の
方
が
重
大
な
問
題
で
あ
る
こ
と
。
③
、

　
別
名
の
成
立
は
一
一
世
紀
初
頭
で
あ
り
、
そ
の
権
限
は
在
地
の
盤
奴
主
的
経
常
者

　
が
握
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
別
名
の
成
立
は
中
世
的
所

　
領
の
成
立
で
あ
る
こ
と
。
以
上
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
以
上
の
論
を
ふ
ま
え
て
、
別
名
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
指
摘
を
行
な
っ
て
お
く

　
と
、
ま
ず
第
一
に
、
別
名
の
成
立
を
永
世
私
財
法
を
出
発
点
と
し
た
原
野
の
私
的

　
分
割
の
運
動
の
頂
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な

　
ら
ぬ
。
寛
平
八
年
四
月
太
政
官
符
（
本
稿
は
じ
め
に
註
③
参
照
）
は
基
本
的
に
は

　
「
公
私
共
利
」
の
原
則
を
す
て
、
治
田
を
内
部
に
含
ん
だ
原
野
の
私
的
分
割
を
実

　
現
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
原
野
の
濫
読
限
分
割
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
別
名

　
の
成
立
は
、
こ
の
寛
平
の
規
定
が
完
全
に
の
り
こ
え
ら
れ
、
大
規
模
な
原
野
分
割

　
を
法
的
に
舗
限
す
る
志
向
が
放
棄
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
原
野
分

　
割
の
あ
り
方
は
従
来
と
質
的
に
変
化
し
、
こ
れ
を
契
機
に
律
令
糊
的
理
念
に
ま
っ

た
く
束
縛
さ
れ
な
い
原
野
の
分
劉
が
進
行
す
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
別
名

の
成
立
は
、
永
世
私
財
法
か
ら
寛
平
入
年
太
政
官
符
へ
と
、
律
令
制
下
に
は
じ
ま

り
ケ
ル
ン
を
作
り
つ
つ
進
展
し
て
き
た
原
野
の
私
的
分
割
の
運
動
の
到
達
点
な
の

で
あ
る
。
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
別
名
の
成
立
過
程
に
つ
い
て

の
追
求
に
弱
さ
が
あ
り
、
河
音
氏
も
そ
の
点
で
は
例
外
で
は
な
い
。

　
第
二
に
、
別
名
の
成
立
は
律
令
網
の
規
制
を
打
破
し
、
原
野
の
私
的
分
割
の
展

開
の
な
か
か
ら
生
れ
て
く
る
点
で
、
申
世
的
所
領
の
成
立
を
意
味
す
る
こ
と
は
承

認
し
う
る
。
し
か
し
、
別
名
は
権
門
寺
社
目
篭
土
地
所
有
者
が
白
地
の
刀
輔
な
ど

農
民
諸
層
（
在
地
領
主
的
存
在
を
含
め
て
）
と
た
た
か
い
、
彼
ら
の
形
成
す
る
共

阿
体
を
破
壊
し
再
編
成
す
る
な
か
で
、
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
名
張
郡
の
例
で

あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
河
売
繋
の
い
う
別
名
を
形
成
し
て
い
く
主
体
は

農
奴
憲
的
経
営
者
す
な
わ
ち
在
地
領
主
的
な
存
在
が
一
般
的
で
あ
る
、
と
い
う
の

は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
権
門
寺
社
す
な
わ
ち
庄
園
領
主
的
な
存
在
が
別
名
形

成
の
主
体
で
あ
っ
た
の
が
　
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
第
三
に
、
矢
川
常
荒
閏
に
つ
い
て
、
導
音
疲
は
こ
れ
を
別
名
の
初
見
と
し
つ
つ

も
、
別
名
と
し
て
の
性
格
を
実
遠
・
清
廉
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
、
東
大
寺
は
そ

れ
を
引
継
い
だ
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
遠
時
代
の
矢
川
と
東
大
寺
領
に
な

っ
て
の
矢
川
の
差
は
あ
い
ま
い
に
す
べ
ぎ
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
実
遠
所
領
は
、

藤
原
朝
成
家
領
な
ど
と
同
質
の
、
　
一
〇
世
紀
に
お
け
る
原
野
・
常
荒
田
の
分
割
の

な
か
で
成
立
し
た
所
領
で
あ
る
が
、
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
初
に
か
け
て
、

二
つ
の
道
が
分
岐
し
て
く
る
。
一
つ
は
内
部
の
支
配
強
化
に
成
功
し
て
別
名
を
形

成
し
、
中
世
的
庄
園
に
成
長
し
て
い
く
道
と
、
そ
れ
に
失
敗
し
て
内
部
の
支
配
権

を
手
放
し
、
加
地
予
の
取
得
に
甘
ん
ず
る
道
の
二
つ
で
あ
る
。
実
遠
は
後
者
の
道

を
た
ど
る
の
で
あ
り
、
東
大
寺
は
焼
原
柚
に
お
い
て
前
者
の
道
を
行
く
こ
と
に
成

功
し
、
そ
れ
を
足
場
に
矢
川
の
別
名
化
を
企
て
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
両
者
は

峻
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
、
盛
名
の
成
立
の
問
題
は
〔
雀
地
領
主
の
所
領
形
成
の
問
題
と
し
て
と
ら
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え
る
の
で
な
く
、
律
令
論
評
の
原
野
の
私
的
二
藍
の
運
動
の
な
か
か
ら
生
れ
、
一

一
世
紀
中
期
以
後
本
格
的
に
展
開
し
て
い
く
中
世
庄
園
制
の
形
成
の
問
題
と
し
て

と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
こ
の
ゆ
え
に
、

庄
園
の
不
入
制
成
立
の
重
要
な
側
面
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

実
名
の
成
立
は

44 （816）

第
三
章
　
正
税
免
と
不
輸
租

　
前
章
で
一
〇
世
紀
に
お
け
る
原
野
分
割
と
そ
の
内
部
の
排
他
的
支
配
の
進
行
、
お
よ
び
そ
の
到
達
点
と
し
て
の
別
名
の
権
利
の
獲
得
の
情
況

を
み
て
き
た
。
次
に
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
前
章
後
半
で
分
析
し
た
長
元
・
長
暦
の
官
符
・
国
費
の
内
容
整
理
の
第
二
点
、
す
な
わ
ち

焼
原
柚
内
部
で
東
大
専
が
墾
田
の
不
輸
租
権
を
確
保
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
板
蝿
杣
を
は
な
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
素
材
と
し
て
政
事
要
略

に
み
え
る
治
田
を
め
ぐ
る
問
答
、
そ
の
他
を
も
ち
い
て
、
そ
の
形
成
過
程
を
さ
ぐ
っ
て
い
く
。

　
政
事
要
略
巻
五
三
「
雑
田
事
〕
に
注
自
す
べ
き
問
答
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
政
事
要
略
の
編
者
維
宗
允
亮
は
こ
の
問
答
に
つ
い
て
「
寛
弘
三

（一

Z
〇
六
）
年
九
月
八
臼
、
五
和
（
藤
原
公
任
）
賜
第
一
問
、
注
進
大
略
之
後
、
九
日
重
有
疑
問
、
伽
又
注
進
此
文
、
但
為
遠
見
子
細
顔
作
間
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

載
之
」
と
の
べ
て
、
藤
原
公
任
の
質
問
と
耳
管
の
返
答
を
刻
薄
に
記
載
し
て
い
る
。
こ
の
愚
答
に
は
一
一
世
紀
初
頭
の
大
土
地
所
有
者
の
志
向

と
律
令
の
理
念
の
ず
れ
が
し
め
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。
、
ま
ず
、
公
任
は
自
分
の
考
え
を
の
べ
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
質
問
を
行
な
う
。
　
「
問
、

治
田
、
可
在
主
税
式
称
自
余
田
之
内
、
価
可
徴
租
云
々
、
案
之
、
格
云
、
墾
田
全
部
私
財
、
無
論
三
世
一
身
、
永
年
墨
取
云
々
、
称
治
田
者
是

墾
田
鍬
、
已
為
私
賑
何
徴
官
物
乎
、
称
自
余
者
本
愚
図
籍
輸
租
田
鰍
、
又
如
此
私
田
、
無
塞
頴
之
国
付
負
正
税
哉
如
何
」
こ
の
内
容
は
次
の
二

点
に
整
理
で
き
る
。
①
、
主
税
式
に
よ
る
と
治
田
は
不
輸
租
田
・
輸
地
子
田
の
い
ず
れ
の
範
疇
に
も
入
ら
な
い
自
余
の
田
地
の
分
類
に
属
す
る

ゆ
え
に
、
治
田
か
ら
租
を
徴
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
、
し
か
し
格
で
は
墾
田
は
永
世
の
私
財
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
私
田

と
な
っ
て
い
る
も
の
か
ら
ど
う
し
て
官
物
が
徴
集
で
き
る
の
か
、
主
税
式
に
い
う
自
余
の
田
地
は
最
初
か
ら
図
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
輸
租
田

を
さ
す
の
で
あ
り
、
墾
田
の
よ
う
に
新
ら
た
に
作
ら
れ
る
田
地
は
、
自
余
の
田
地
の
範
型
に
入
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
②
、
こ
の
よ
う
な
私

田
に
対
し
て
、
本
頴
を
わ
た
さ
な
い
で
国
衙
が
正
税
を
負
担
さ
せ
る
、
と
い
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。
質
問
の
内
容
は
、
墾
田
は
私
財
で
あ



　
　
り
、
ゆ
え
に
租
を
輸
す
る
こ
と
、
正
税
を
負
担
す
る
こ
と
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
要
約
さ
れ
る
。
そ
の
点
で
こ
の
質
問
の

　
　
な
か
に
、
一
〇
世
紀
に
展
開
し
て
い
く
大
土
地
所
有
者
の
分
割
し
た
原
野
の
内
部
に
形
成
さ
れ
て
い
く
墾
田
へ
の
国
家
支
配
を
排
除
し
、
私
的

　
　
に
支
配
す
る
こ
と
を
権
利
と
し
て
認
め
よ
と
い
う
要
求
が
、
集
約
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
　
　
こ
れ
に
た
い
し
て
允
亮
は
、
律
令
法
の
該
当
部
分
を
論
拠
に
あ
げ
て
、
た
ん
ね
ん
に
反
論
し
て
、
最
後
を
次
の
よ
う
に
し
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
　
「
拠
此
等
文
、
至
干
墾
田
、
藩
論
私
田
、
為
輸
租
田
、
其
証
既
多
、
租
税
之
義
自
顕
、
墾
治
之
宇
燭
明
、
注
載
添
弾
、
暴
説
可
知
、
倶
出
挙
之

　
　
興
、
其
来
尚
夷
、
式
依
人
数
出
挙
、
格
准
作
田
稗
官
、
偏
称
墾
田
非
可
遁
避
、
彼
反
経
制
宜
、
猶
不
拘
文
法
、
況
改
式
厳
格
、
尤
筒
型
寛
恕
者

　
　
鰍
」
。
質
問
者
の
問
い
に
た
い
し
、
第
一
の
租
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
墾
田
は
私
田
で
あ
っ
て
も
輸
租
田
で
あ
る
こ
と
、
墾
田
は
基
本
台
帳
で

　
　
あ
る
缶
石
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
快
に
い
い
き
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
第
二
の
正
税
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
出
挙
の
発
生
の
古
さ
を
強

　
　
虚
し
た
上
で
、
墾
田
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
遁
避
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
が
、
賦
課
基
準
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
の
べ
て
い
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母

　
　
の
の
、
墾
田
へ
の
正
税
賦
課
そ
の
も
の
の
根
拠
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
全
体
と
し
て
、
主
張
に
明
快
さ
を
欠
い
て
い
る
。
こ
の
平
話
の

　
．
筈
は
公
式
的
な
律
令
制
の
原
則
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
が
正
税
に
つ
い
て
は
あ
い
ま
い
な
答
し
か
だ
し
き
れ
て
い

ω仇
　
な
い
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
一
一
世
紀
初
頭
の
法
家
の
理
論
に
欠
陥
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
墾
田
へ
の
正
税
賦
課
の

麟
　
論
理
を
つ
ら
ぬ
き
え
な
い
よ
う
な
九
・
一
〇
世
紀
の
政
治
的
経
済
的
諸
過
程
の
あ
り
方
の
反
映
で
あ
る
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
点

と成
　
に
つ
い
て
、
一
一
世
紀
初
頭
に
い
た
る
情
況
を
分
析
し
て
み
る
。

形臨
　
　
正
税
睦
出
挙
は
、
九
世
紀
後
半
に
い
た
り
、
従
来
の
人
別
班
挙
か
ら
、
土
浪
人
を
問
わ
ず
管
国
内
で
有
す
る
営
田
の
面
積
に
応
じ
て
班
産
す

潔
謎
謎
難
讃
鋸
懸
樋
縁
耀
灘
鑓
舞
簾
麗
唖
勤
恥
雛
鞭
蕪

齪
　
の
意
図
が
実
現
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
　
一
〇
世
紀
の
在
地
の
弓
勢
の
な
か
で
、
国
衙
が
墾
田
へ
の
正
税
賦
課
を
積
極
的
に

○

一
　
行
な
い
、
富
豪
ら
も
自
己
の
領
堕
す
る
墾
田
へ
の
正
税
賦
課
を
甘
ん
じ
て
う
け
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
の
点
で
注
意
す
べ
き
は
、
国
衙
に
よ
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る
治
田
の
正
税
免
の
実
例
が
一
〇
世
紀
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
そ
の
実
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、

　
1
、
伊
賀
国
玉
滝
庄
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

保
安
四
（
一
＝
一
三
）
年
九
月
一
二
同
明
法
博
士
勘
状
案
に
、
次
の
よ
う
な
一
連
の
文
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
天
徳
三
（
九
五
九
）
年
四
月
五
日
国
司
藤
原
忠
厚
下
符
云
、
応
免
開
発
玉
肥
庄
内
井
杣
山
辺
荒
廃
田
畠
伍
拾
町
事

　
天
徳
四
（
九
六
〇
）
年
二
月
廿
二
日
国
司
藤
原
忠
厚
下
堀
云
、
応
免
除
玉
滝
・
内
需
・
湯
船
・
靹
田
・
山
田
村
、
去
年
正
税
利
稲
事

　
応
和
三
（
九
六
三
）
年
十
一
月
十
日
国
司
伴
二
黒
清
廉
下
符
云
、
常
任
旧
免
除
玉
滝
杣
湯
船
・
内
保
・
山
田
・
輌
田
村
開
発
田
正
税
事

　
2
、
紀
伊
国
隅
田
庄
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

延
久
四
（
一
〇
七
二
）
年
九
月
五
日
太
政
官
牒
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
…
…
壱
処
　
隅
田
庄
　
伊
都
郡
　
　
　
依
去
寛
和
二
（
九
八
六
）
年
齢
月
旦
二
階
牒
状
、
国
司
奉
免
判
状
云
、
件
隅
田
村
作
田
任
見
開
数
、
如
法
年
子
免
除

　
　
　
　
　
　
　
　
（
租
）

　
正
税
直
等
、
至
干
祖
早
可
弁
進
之
、
…
…
依
治
開
荒
廃
、
所
裁
許
也

　
こ
れ
ら
の
例
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
常
荒
田
や
原
野
の
鎮
圧
の
場
合
に
、
正
税
を
国
衙
が
免
除
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
動
き
は
、
地
域
に
よ
っ
て
差
は
あ
っ
て
も
一
〇
世
紀
に
各
地
で
展
開
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
墾
田
を
正
税
潮
岬
の
対
象
と
す

る
と
い
う
意
図
は
律
令
国
家
側
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
現
実
の
一
〇
世
紀
の
過
程
で
は
墾
田
の
正
税
免
が
広
汎
に
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
と
み
な
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
一
世
紀
に
入
る
と
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
貴
族
層
の
意
識
に
お
い
て
も
定
着
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
を
天
台
領
山

城
国
八
瀬
の
場
合
で
み
て
お
く
。

　
寛
仁
二
（
一
〇
一
八
）
年
一
一
月
二
五
日
、
山
城
国
愛
宕
郡
の
八
力
詠
が
す
べ
て
賀
茂
社
に
害
進
さ
れ
た
。
こ
の
寄
進
に
際
し
、
愛
宕
郡
の
内

部
に
絃
公
私
田
が
入
り
交
っ
て
い
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
間
合
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
天
台
領
八
瀬

の
帰
属
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
る
・
藤
原
道
長
が
、
」
れ
を
さ
ば
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
・
小
右
記
に
よ
そ
そ
の
経
過
を
た
ど
爾
と
・
大
略
次
の

よ
う
に
な
る
。
①
、
延
暦
寺
主
張
。
愛
宕
郡
が
賀
茂
社
に
害
進
さ
れ
た
由
で
あ
る
が
、
仁
川
以
東
の
地
お
よ
び
八
瀬
・
横
尾
は
天
台
領
で
あ
り
、
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一〇世紀における庄園の形成と展開（丸山）

賀
茂
社
に
入
る
べ
き
地
で
は
な
い
。
②
、
道
長
の
判
断
。
八
瀬
・
横
尾
が
天
台
領
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
荘
川
以
東
に
つ
い
て
は
天
台
側

の
主
張
の
根
拠
は
薄
弱
で
あ
る
。
⑧
、
実
資
（
小
右
記
作
者
）
の
回
議
。
八
瀬
・
横
尾
が
天
台
領
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
部
の
田
畠
に
つ
い

て
ま
で
天
台
領
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
④
、
道
長
。
実
資
の
疑
議
を
う
け
い
れ
て
、
八
瀬
等
田
畠
は
租
税
と
も
に
天
台
に
納
め
て
い
る
か
、
そ

れ
と
も
天
台
に
は
地
子
を
納
め
租
は
国
衙
に
納
め
て
い
る
か
、
山
城
国
司
に
尋
ね
、
対
策
を
た
て
る
よ
う
に
。
⑤
、
実
資
。
道
長
の
指
示
を
敷

衛
し
て
、
も
し
組
税
と
も
に
天
台
に
納
め
て
い
る
と
い
う
な
ら
、
官
省
符
を
よ
く
調
べ
よ
、
も
し
地
子
の
み
を
天
台
に
納
め
て
い
る
と
い
う
な

ら
ば
官
物
は
賀
茂
社
に
弁
ず
べ
き
で
あ
る
、
と
も
か
く
国
司
を
華
墨
し
登
園
を
求
め
よ
。
⑥
、
山
城
国
司
の
答
。
八
瀬
村
所
在
田
鼠
は
下
人
開

作
の
所
で
、
地
子
物
な
ど
は
西
塔
に
勘
納
、
官
物
は
禅
院
灯
分
稲
の
内
で
国
郡
は
進
退
し
て
い
な
い
。
⑦
、
道
長
の
最
終
判
断
。
八
瀬
・
横
尾

の
田
畠
に
つ
い
て
、
観
音
院
・
心
事
院
の
田
畠
は
年
来
の
寺
領
と
し
て
、
官
符
は
な
い
が
国
司
は
官
物
を
と
っ
て
い
な
い
、
又
禅
院
灯
分
稲
料

田
は
坪
が
固
定
し
て
い
ず
院
の
申
請
で
其
の
田
の
官
物
を
給
い
、
年
序
を
積
ん
で
い
る
、
こ
れ
ら
の
田
の
数
は
多
く
は
な
い
の
で
、
寺
領
と
す

る
、
又
八
瀬
・
横
尾
等
の
内
宮
物
を
弁
ず
る
田
は
賀
茂
社
領
と
す
る
。

　
以
上
の
経
過
を
ふ
ま
え
て
、
問
題
を
八
瀬
に
し
ぼ
っ
て
み
る
と
、
道
長
・
実
資
と
も
に
、
八
瀬
が
租
税
と
も
に
天
台
に
だ
す
地
－
－
不
輸
租
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

か
、
そ
れ
と
も
地
子
肌
正
税
を
の
み
天
台
が
取
得
す
る
地
か
、
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
官
物
四
租
は
賀
茂
社

に
入
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
が
、
注
国
す
べ
き
は
、
両
人
と
も
八
瀬
が
正
税
は
だ
さ
な
く
て
も
よ
い
土
地
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
論

を
た
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
国
司
は
、
八
瀬
の
田
畠
は
下
人
開
発
の
地
で
あ
る
か
ら
、
正
税
は
西
塔
に
納
め
る
、
と
証
言
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
山
門
が
か
こ
い
こ
ん
だ
領
域
内
に
下
人
の
労
働
力
を
投
入
し
て
開
発
を
行
な
っ
た
こ
と
を
国
司
は
認
め
た
上
で
、
そ
の

墾
田
の
正
税
を
免
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
道
長
も
実
年
も
墾
田
の
正
税
免
に
つ
い
て
は
疑
議
を
は
さ
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
以
上

で
、
墾
田
に
つ
い
て
は
、
官
物
は
国
衙
、
正
税
は
墾
田
所
持
者
と
い
う
ル
ー
ル
が
国
衙
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
ル
ー

ル
に
つ
い
て
、
道
長
・
実
資
と
い
う
国
政
の
中
心
に
い
る
大
貴
族
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
、
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
政
事
要
略
に
お
け
る
允
亮
と
の
問
答
の
相
手
で
あ
る
藤
原
公
任
は
こ
の
実
資
の
従
兄
弟
で
あ
る
。
公
任
は
そ
の
質
問
の
な
か
で
、
律
令
法
の
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解
釈
自
体
を
墾
田
の
私
的
独
占
を
可
と
す
る
方
向
に
向
け
ら
れ
な
い
か
を
打
診
す
る
と
い
う
形
で
、
あ
か
ら
さ
ま
に
墾
田
の
私
的
独
占
と
国
家

支
配
の
全
面
排
除
の
願
望
を
表
明
し
て
い
る
。
た
し
か
に
公
任
の
こ
の
主
張
は
大
土
地
所
有
者
の
欲
望
を
む
き
だ
し
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
彼
の
従
兄
弟
の
実
資
や
道
長
も
墾
田
の
正
税
免
に
つ
い
て
は
公
任
と
同
じ
立
場
に
た
っ
て
い
る
こ
と
は
傷
み
た
通
り
で
あ
る
。
公
任
と
の

問
答
に
お
い
て
維
宗
允
亮
は
法
家
の
立
場
か
ら
律
令
法
の
理
念
に
立
脚
し
て
、
そ
れ
に
反
対
す
る
理
論
を
展
開
す
る
が
、
墾
田
の
租
に
つ
い
て

は
、
理
念
を
貫
ぬ
き
え
て
も
、
墾
田
の
正
税
に
つ
い
て
は
免
除
の
慣
行
が
あ
ま
り
に
道
長
以
下
貴
族
層
に
滲
透
し
て
い
る
ゆ
え
に
理
念
を
貫
ぬ

き
え
ず
、
答
の
あ
い
ま
い
さ
、
と
い
う
形
に
な
っ
て
で
て
こ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
⑧

　
以
上
で
不
輸
組
と
は
別
に
正
税
免
の
地
が
墾
田
に
お
い
て
は
広
汎
に
存
在
す
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
問
題
は
こ
の
正
税
免
の
地
が

庄
園
制
の
形
成
に
い
か
な
る
役
割
を
果
し
た
の
か
、
言
葉
を
か
え
れ
ば
庄
園
の
中
核
と
し
て
の
不
輸
租
地
の
増
大
に
い
か
な
る
か
か
わ
り
あ
い

を
も
っ
て
い
る
か
、
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
一
〇
世
紀
の
栄
山
寺
領
に
お
い
て
み
て
い
く
。

　
栄
山
寺
領
で
、
㈱
天
元
三
（
九
八
○
）
年
九
月
、
㈲
永
延
三
（
九
八
九
）
年
四
月
の
二
回
に
わ
た
り
、
太
政
官
符
に
よ
る
不
輸
租
化
の
承
認
が
行

　
　
　
　
　
⑨

な
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
㈹
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
個
所
の
水
田
が
免
除
さ
れ
る
。
ω
墓
山
地
二
八
○
町
の
う
ち
、
水
田
二
町
三
反
、
②
西
新
開

二
七
町
六
反
の
う
ち
、
水
田
三
町
九
反
一
三
〇
歩
、
③
高
栗
栖
牧
地
三
〇
町
の
う
ち
水
田
六
町
五
反
、
⑧
に
つ
い
て
は
ω
十
市
心
計
町
三
反
六

〇
歩
、
②
宇
智
郡
田
五
重
六
反
、
畠
二
町
九
反
、
③
広
瑞
郡
一
町
二
反
。
㈹
㈲
あ
わ
せ
て
六
個
所
の
田
畠
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
正
暦
五

（
九
九
四
）
博
通
桑
山
灘
に
菅
符
駒
野
段
幕
歩
藍
軸
重
蕃
四
町
［
L
・
あ
る
よ
う
に
、
・
れ
垂
耳
薯
籠
諮

畠
と
し
て
、
以
後
国
衙
か
ら
組
を
免
除
さ
れ
る
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
㈲
㈲
六
個
所
の
う
ち
、
㈹
の
三
個
所
は
基
本
的
に
は
原
野
の
分

割
と
そ
の
内
部
の
開
発
に
よ
っ
て
、
㈲
の
三
個
所
は
舟
入
に
よ
っ
て
、
得
ら
れ
た
田
畠
よ
り
な
る
が
こ
の
う
ち
㈹
の
開
発
田
に
つ
い
て
み
て
い

く
と
、
墓
地
・
山
・
牧
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
水
田
が
開
発
さ
れ
て
い
る
が
、
問
題
は
不
輸
租
化
の
承
認
を
え
た
水
田
は
天
元
官
符
記
載
の
栄

山
寺
領
の
ご
く
一
部
を
し
め
る
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
不
輸
磁
化
さ
れ
な
い
大
半
の
庄
領
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
を

考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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一〇世紀における庄園の形成と展開（丸山）

　
ま
ず
第
一
に
、
不
輸
石
化
を
認
め
ら
れ
た
耕
地
の
存
在
す
る
坪
の
内
部
の
原
野
・
荒
田
に
つ
い
て
、
寛
弘
六
（
一
〇
〇
九
）
年
一
二
月
二
〇
日

毒
悪
に
た
い
す
る
男
免
判
に
「
件
聡
慧
宮
省
符
禺
適
作
弐
拾
捌
町
玖
段
弐
饗
拾
歩
鵬
・
任
勘
裂
開
免
租
税
於
遺
蕾
煮

任
官
省
符
内
乱
開
発
、
同
可
免
除
之
」
と
あ
番
。
こ
こ
で
し
め
さ
れ
て
い
る
の
は
、
官
省
符
に
記
載
さ
れ
て
い
る
坪
内
の
荒
田
・
原
野
は
、
開

発
に
従
っ
て
租
税
を
免
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
坪
に
官
省
符
記
載
の
不
輸
租
田
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
他
と
抵
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
坪
全
体
が
将
来
開
発
さ
れ
る
耕
地
を
含
め
て
、
不
輸
租
化
す
る
と
い
う
慣
習
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
庄
園
内
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
坪
内
部
に
不
輸
租
田
の
な
い
、
多
く
の
坪
々
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
栄
山
寺
領
で
は
考
え
る
手
が
か
り
は
な
い
が
、
大
山
庄
を
素
材
に
分
析
し
て
み
る
。
長
和
二
（
一
〇
二
二
）
年
一
〇
月
一
五
日
大
山
庄
司

⑬解
へ
の
国
司
免
判
に
「
件
鉾
田
見
作
七
町
二
段
二
百
八
十
八
歩
内
、
除
損
田
三
段
二
百
八
十
八
歩
之
定
六
町
九
段
所
当
官
物
製
図
外
治
田
三
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

一
段
酉
四
十
四
歩
可
成
免
符
之
」
と
あ
る
。
同
じ
く
治
安
発
（
一
〇
一
＝
）
年
＝
月
二
日
の
国
司
免
判
に
は
「
件
寺
田
鞍
作
五
町
五
段
二
百
八

十
八
歩
之
中
、
寺
田
五
町
三
段
百
十
四
歩
所
野
宮
物
、
治
田
二
段
百
十
四
歩
所
当
地
宿
世
母
語
符
之
」
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
「
寺
田
現

作
」
（
長
和
二
年
）
睦
「
寺
田
」
（
治
安
元
年
）
で
あ
り
、
「
図
外
治
田
」
（
長
和
二
年
間
－
「
治
田
」
（
治
安
元
年
）
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ

の
際
寺
田
黒
作
は
、
所
課
官
物
を
免
ず
る
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
で
、
不
輸
租
田
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
図
外
治
田
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

図
外
と
あ
る
以
上
、
官
省
符
記
載
の
坪
付
以
外
の
坪
で
の
治
田
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
治
田
の
地
子
が
免
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
所
当
官
物
の
免
と
区
別
し
て
、
　
「
地
子
」
の
免
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
地
子
の
内
容
に
つ
い
て
、
先
に
み
た
八
瀬

の
場
合
と
同
じ
く
「
正
税
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
大
山
庄
の
場
合
は
、
宮
雲
斗
記
載
坪
内
の
現
開
田
は
不
輸
租
、
宮

省
符
記
載
以
外
の
坪
を
開
い
た
治
田
に
つ
い
て
は
、
正
税
を
免
除
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
正
税
を
免
除
さ
れ
る
新
開
田
は
広

汎
に
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
栄
山
寺
領
で
も
当
然
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
官
省
符
庄
内
の
諸
種
の
地
目
を
み
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
を
整
理
し
な
お
す
と
、
次
の
よ
う
な
過
程
が
想
定
さ
れ
る
。
①
、
墓
地
・
山
・

牧
地
の
名
目
に
よ
る
広
大
な
原
野
の
私
的
分
割
の
進
行
。
②
、
そ
の
内
部
で
の
原
野
所
有
者
の
主
導
の
も
と
で
の
積
極
的
な
開
発
の
推
進
。
③
、
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こ
の
過
程
で
開
発
さ
れ
た
治
田
の
安
定
化
を
は
か
る
た
め
、
国
衙
よ
り
正
税
免
の
特
権
を
確
保
。
④
、
③
を
ス
テ
ヅ
プ
に
開
発
田
へ
の
よ
り
安

定
的
な
権
利
確
保
、
す
な
わ
ち
正
税
お
よ
び
租
の
免
除
、
い
わ
ゆ
る
不
輸
租
の
確
保
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
以
上
で
正
税
免
を
媒
介
と
し
た
不
輸
租
特
権
地
の
拡
大
の
過
程
を
み
て
き
た
が
、
そ
こ
で
の
一
つ
の
問
題
は
正
税
湿
地
か
ら
不
輸
租
特
権
地

が
発
生
し
て
く
る
そ
の
あ
り
方
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
経
過
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
注
召
し

た
い
の
は
官
物
便
補
を
媒
介
と
し
た
不
輸
租
特
権
地
の
拡
大
の
あ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
を
先
に
あ
げ
た
天
台
領
山
城
国
八
瀬
の
場
合

を
と
っ
て
み
て
お
く
。
八
瀬
の
場
合
、
先
に
み
た
よ
う
に
正
税
免
は
下
人
開
発
の
地
と
い
う
こ
と
で
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
注
意
す

べ
き
は
、
こ
の
開
発
田
に
つ
い
て
、
官
物
は
国
衙
に
収
め
な
い
で
、
禅
院
灯
料
稲
と
い
う
名
目
で
山
門
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
開
発
田
畠
へ
正
税
免
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
田
畠
の
官
物
に
つ
い
て
も
灯
料
と
い
う
こ
と
で
開
発
者
に
与
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
官
物
毒
草
に
つ
い
て
は
、
ど
の
坪
の
田
畠
の
官
物
を
便
補
す
る
か
は
山
門
側
に
決
定
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
点
で
山
門
は
開
発
田
畠

の
正
税
免
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
　
そ
れ
を
背
景
に
、
　
官
物
便
補
と
い
う
名
目
に
よ
る
坪
指
定
で
、
　
事
実
上
の
不
輸
租
特
権
を
獲
得
し
て
い

る
、
と
い
え
る
。
こ
の
官
物
便
補
の
権
利
は
、
道
長
や
山
城
国
司
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
永
続
的
な
も
の
で
あ
り
、
不
輸
租
地
へ
の
移
行
の
一

歩
手
前
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
道
長
の
最
終
判
断
が
し
め
す
よ
う
に
、
愛
宕
郡
の
賀
茂
社
領
化
に
際
し
、
山
門
は
八
瀬
の
田
畠
に

つ
い
て
事
実
上
の
不
輸
租
特
権
の
保
持
を
背
景
に
し
て
、
正
式
な
「
寺
領
」
化
す
な
わ
ち
正
税
免
の
地
を
不
輸
租
特
権
地
へ
転
化
さ
せ
る
こ
と

に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
板
蝦
杣
に
も
ど
る
と
、
黒
田
庄
本
免
田
が
い
か
な
る
過
程
で
東
大
寺
の
も
と
に
獲
得
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
大
略
は
推

測
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
板
張
柚
と
な
ら
ん
で
東
大
寺
の
伊
賀
に
お
け
る
重
要
な
所
領
辛
辛
杣
に
お
い
て
、
開
発
田
の
正
税
免
が
確
保
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
板
蝿
杣
出
作
の
焼
原
寸
に
お
い
て
も
同
様
に
正
税
免
の
確
保
が
追
求
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
さ
ら
に
焼
原
動

の
場
合
、
不
輸
租
特
権
を
も
最
終
的
に
獲
得
す
る
こ
と
は
前
章
で
み
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
不
輸
租
の
獲
得
過
程
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な

る
の
が
、
正
税
免
の
耕
地
の
官
物
の
便
補
を
媒
介
と
し
て
不
輸
現
化
を
か
ち
と
っ
た
天
台
領
八
瀬
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
焼
原
杣
の
場
合
で
指
摘
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ざ
れ
る
の
は
、
後
の
黒
田
新
庄
－
矢
川
・
中
村
な
ど
が
東
大
寺
の
主
張
に
よ
る
と
東
大
寺
封
戸
の
便
櫨
地
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
ひ
そ
の
こ
と

は
下
原
杣
湘
黒
田
本
庄
に
お
い
て
も
不
輸
租
特
権
の
獲
得
が
八
瀬
の
場
合
と
同
じ
く
、
自
か
ら
の
開
発
地
を
封
戸
の
便
補
地
に
さ
せ
る
こ
と
を

媒
介
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
と
考
え
う
る
。
す
な
わ
ち
、
新
庄
で
の
封
戸
便
補
の
地
と
い
う
主
張
は
、
本
庄
で
の
主
張
の
延
長

と
し
て
考
え
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
政
事
要
略
そ
の
他
を
素
材
に
、
従
来
混
同
さ
れ
て
き
た
不
輸
租
と
正
税
の
免
が
、
明
確
に
分
離
し
て
と
ら
え
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と

を
み
て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
は
開
発
↓
不
輸
租
特
権
の
獲
得
と
い
う
一
段
階
で
考
え
ら
れ
て
き
た
不
輸
の
地
の
成
立
の
問
題
が
、

開
発
↓
正
税
免
↓
不
輸
租
特
権
の
獲
得
と
い
う
二
段
階
で
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
焼
原
杣
上
に
お
い
て
も
、
原

野
分
割
の
権
利
が
別
名
と
し
て
定
着
し
て
い
く
過
程
に
対
応
し
て
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
は
、
開
発
の
進
行
、
正
税
免
の
確
保
、
官
物
便
補
を

媒
介
と
し
た
不
輸
租
化
の
完
成
、
と
い
う
過
程
が
進
行
し
て
い
く
。
そ
の
点
で
長
元
・
長
暦
の
官
符
・
国
符
は
原
野
の
排
他
的
支
配
権
と
し
て

の
別
名
の
権
の
成
立
を
し
め
す
と
と
も
に
、
そ
の
内
部
の
開
発
田
の
排
他
的
支
配
権
と
し
て
の
不
輸
制
の
完
成
を
も
し
め
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

一〇世紀における庄園の形成と展開（丸山）

①
　
四
条
大
納
言
公
任
、
康
保
三
（
九
六
六
）
年
生
、
長
久
二
（
一
〇
四
一
）
年

　
没
。
歌
人
・
歌
学
者
。

②
　
村
井
康
彦
氏
「
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
」
二
〇
頁
。

③
　
五
一
一
九
九
八
。

④
三
一
一
〇
八
三
。

⑤
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
大
日
本
史
料
第
二
編
の
一
四
、
寛
仁
三
年
七
月
五
窩

　
条
に
、
史
料
が
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
た
。

⑥
　
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
小
右
記
の
記
事
の
な
か
で
は
、
税
と

　
地
子
が
同
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
正
税
“
地
子
な
の

　
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
本
来
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
同
一
の
も
の
と

　
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
考
え
な
い
と
こ
の
文
意
が
あ
き
ら
か
に
な
ら
な
い
。
お

　
そ
ら
く
こ
れ
が
一
〇
～
一
一
世
紀
段
階
の
通
念
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え

　
る
。

⑦
い
ず
れ
も
関
白
小
野
宮
実
穎
の
孫
に
あ
た
る
。

⑧
な
お
、
不
輪
租
と
い
っ
た
揚
合
は
、
秘
の
免
除
と
同
時
に
正
税
も
免
ぜ
ら
れ
て

　
い
た
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

⑨
ご
一
三
一
八
、
お
よ
び
二
一
三
三
三
。

⑩
ご
一
三
五
九
。

⑪
二
一
四
五
一
。

⑫
別
の
例
で
み
る
と
、
永
承
七
（
　
〇
五
二
）
年
、
愛
下
庄
で
国
衙
へ
の
免
除
申

　
講
に
際
し
、
患
家
は
「
件
品
々
先
免
合
爵
、
為
被
令
勘
免
、
注
進
如
件
」
と
し
て

　
免
除
を
要
求
し
た
。
こ
の
「
合
残
」
に
つ
い
て
坂
本
賞
三
富
は
「
合
馬
田
と
は
、

　
（
宮
省
符
記
載
）
坪
内
の
悪
作
面
穫
が
基
進
－
国
宝
の
「
寺
田
」
を
上
廻
り
、
そ
れ

　
が
他
領
田
の
混
在
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
場
合
の
凶
作
超
過
分
を
意
味
す
る
」

51　（823）



　
（
同
氏
「
日
本
王
朝
国
家
体
鯛
論
」
三
四
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

⑬
二
一
四
七
二
。

⑭
　
二
i
四
八
五
。

⑮
　
漁
期
賞
三
女
は
、
天
喜
三
（
一
〇
五
五
）
年
一
一
月
の
大
井
庄
に
お
い
て
、
合

　
弓
田
と
な
ら
ん
で
あ
ら
わ
れ
る
「
当
年
新
作
」
を
、
庄
田
の
存
在
し
な
い
坪
で
新

　
ら
し
く
開
発
さ
れ
た
田
地
を
い
う
も
の
と
解
し
て
お
ら
れ
る
（
同
矯
前
掲
書
三
四

　
頁
）
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
当
年
新
作
は
、
大
山
庄
の
図
外
治
田
と
同
性

　
質
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑯
　
従
来
の
一
〇
～
一
一
世
紀
の
諸
研
究
に
お
い
て
、
④
不
輸
税
1
1
正
税
免
と
、
＠

　
不
輸
租
翻
租
お
よ
び
正
税
免
、
の
両
者
の
区
別
は
無
視
さ
れ
て
き
た
。
④
は
＠
の

　
な
か
に
含
ま
れ
て
考
え
ら
れ
、
④
の
独
自
性
は
追
求
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え

ば
、
一
〇
世
紀
の
土
地
制
度
史
研
究
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
る
坂
本
賞
三
氏
の

場
合
も
、
こ
の
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
い
く
つ
か
の
問
題
が
で
て

い
る
。
そ
の
一
つ
に
、
免
除
領
田
制
で
合
残
田
以
外
の
新
開
田
免
除
（
目
当
年
新

作
）
の
存
在
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
内
容
が
正
税
免
で
あ
っ
て
不
輸
租
で
は
な
い

こ
と
を
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
　
「
新
開
田
免
除
と
か
四
坐
内
の
田
畠
を
見
作
に

し
た
が
っ
て
免
除
す
る
と
い
う
た
ぐ
い
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
経
営
困
難
な
庄

園
に
た
い
す
る
便
宜
的
措
置
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
　
（
同
氏
前
掲

露
三
八
頁
）
と
い
う
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
結
論
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

不
輸
租
と
正
税
免
の
厳
密
な
区
別
と
懸
者
の
相
互
関
連
の
追
求
は
、
今
後
の
重
要

な
課
題
で
あ
る
。
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第
四
章
　
農
民
支
配
の
展
開
と
不
入
制
の
成
立

　
藁
囲
に
わ
た
り
九
世
紀
末
を
起
点
と
し
た
大
土
地
所
有
者
に
よ
る
原
野
の
私
的
分
割
の
展
開
と
そ
の
内
部
に
お
け
る
上
毛
利
用
権
・
開
発
権

の
独
占
、
お
よ
び
開
発
さ
れ
た
墾
田
へ
の
排
他
的
支
配
権
の
確
立
、
の
過
程
を
み
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
過
程
は
、
律
令
的
理
念
に
も
と
つ
く
原

野
お
よ
び
墾
田
に
た
い
す
る
支
配
の
崩
壊
、
私
的
大
土
地
所
有
の
全
面
的
な
展
驕
と
い
う
動
向
に
支
え
ら
れ
て
進
行
し
、
一
一
世
紀
初
頭
に
お

け
る
別
名
の
成
立
、
不
輸
租
地
の
本
格
的
展
開
に
よ
る
、
原
野
を
含
む
一
円
的
不
輸
不
入
の
地
の
成
立
に
よ
っ
て
完
結
を
み
る
の
で
あ
る
。
次

の
問
題
は
一
円
的
不
輸
不
入
の
地
の
確
立
過
程
に
お
い
て
、
大
土
地
所
有
者
は
、
分
割
し
た
原
野
内
部
に
お
い
て
諸
活
動
を
展
開
す
る
在
地
農

民
諸
層
を
い
か
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
で
あ
る
。
農
民
諸
層
の
国
衙
支
配
か
ら
の
き
り
は
な
し
お
よ
び
大
土
地
所
有
者
の
も
と
へ
の

組
織
化
は
、
先
に
み
た
別
名
の
成
立
と
な
ら
ぶ
不
入
制
の
重
要
な
柱
で
あ
り
、
分
析
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
課
題
で
あ
る
。
素
材
を
ふ
た
た
び
名
張
郡

に
と
っ
て
、
分
析
を
行
な
う
。
そ
の
際
、
こ
の
問
題
を
、
第
一
に
原
野
に
お
け
る
農
民
諸
磨
の
活
動
の
あ
り
方
の
分
析
、
第
二
に
大
土
地
所
有

者
が
そ
れ
ら
農
民
諸
層
を
い
か
な
る
形
で
組
織
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
分
析
、
の
二
点
か
ら
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
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①

　
ま
ず
第
一
の
原
野
に
お
け
る
農
民
諸
屠
の
活
動
の
あ
り
方
を
考
え
る
が
、
前
に
み
た
康
保
三
年
四
月
夏
見
郷
刀
禰
等
解
状
に
「
件
名
張
河
西
、

薦
生
御
牧
上
方
、
添
山
所
在
寺
神
領
田
愚
、
私
人
領
地
公
田
、
其
数
已
多
し
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
　
「
寺
神
領
田
畠
」
や
「
公

田
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
「
私
人
領
地
」
な
る
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
農
愈
愈
層
の
活
動
を
み
て
い
く
上
で
重
要
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
上
横
手
氏
は
「
私
領
」
に
つ
い
て
、
広
義
の
私
領
と
狭
義
の
私
領
を
区
別
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
私
領
の
成
立
に
つ
い
て
、
律
令

制
下
で
は
「
私
田
」
は
存
在
し
て
も
「
私
領
」
は
存
在
せ
ず
、
　
「
私
田
」
の
名
称
は
官
有
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
表
示
す
る
だ
け
で
、
　
「
領
」

が
し
め
す
積
極
的
な
事
物
支
配
の
意
義
は
な
お
み
ら
れ
ず
、
　
「
私
領
扁
（
あ
ら
わ
れ
る
の
は
一
〇
世
紀
中
期
）
と
「
私
田
」
と
の
間
に
単
な
る
言
葉

の
違
い
以
上
の
深
い
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
想
像
さ
せ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
そ
の
も
の
は
正
し
い
が
、
問
題
は
「
私
領
」
が
い
か

な
る
形
で
一
〇
世
紀
中
期
に
成
立
し
て
く
る
か
の
分
析
が
不
十
分
な
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
私
領
が
開
発
活
動
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
土

地
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
ほ
り
下
げ
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
中
田
薫
氏
が
「
開
発
領
主
と
は
、
開
発
な
る
根
本
取
得

原
因
に
依
て
所
有
権
を
取
得
し
た
る
者
の
義
な
り
。
故
に
一
に
遡
れ
を
根
本
領
主
と
云
ひ
、
斯
の
如
く
し
て
取
得
し
た
る
所
有
地
を
根
本
私
領

　
　
④

と
云
ふ
」
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
　
「
領
」
が
積
極
的
事
物
支
配
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
私
領

は
開
発
と
い
う
活
動
を
媒
介
と
し
て
の
み
生
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
そ
の
観
点
に
立
っ
て
、
狭
義
の
私
領
の
形
成
過

程
を
開
発
活
動
の
観
点
か
ら
整
理
し
て
み
る
。

　
ま
ず
第
二
章
で
検
討
し
た
太
神
宮
領
名
張
山
に
つ
い
て
、
一
〇
世
紀
中
期
天
慶
年
間
に
「
路
地
」
　
「
吾
地
」
と
称
さ
れ
る
地
が
山
内
に
多
く

発
生
す
る
。
そ
れ
は
農
民
諸
層
の
原
野
へ
の
積
極
的
な
進
出
、
原
野
内
部
で
の
私
的
分
割
と
分
割
し
た
地
で
の
開
発
な
ど
諸
活
動
の
展
開
、
の

な
か
で
分
割
し
た
土
地
に
た
い
す
る
権
利
の
積
極
的
な
主
張
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
こ
の
「
宝
地
」
　
「
吾
地
」
と

称
さ
れ
る
原
野
分
割
地
こ
そ
が
狭
義
の
私
領
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
私
領
と
は
耕
地

の
み
で
な
り
た
つ
の
で
は
な
く
、
原
．
野
の
た
だ
中
に
耕
地
を
そ
の
内
福
に
含
ん
だ
農
民
諸
暦
の
占
実
地
と
し
て
出
発
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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⑤

さ
ら
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
が
、
寛
平
八
年
四
月
二
日
太
政
官
符
で
あ
る
。
す
で
に
さ
き
に
み
た
よ
う
に
こ
の
官
符

で
墾
田
予
定
地
の
「
共
採
」
と
い
う
律
令
の
理
念
が
す
て
ら
れ
、
限
定
つ
き
で
は
あ
れ
原
野
の
か
こ
い
こ
み
が
容
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

認
め
ら
れ
た
原
野
の
占
取
さ
れ
た
｝
区
劃
闘
「
百
姓
毒
心
」
は
耕
地
と
そ
れ
を
上
ま
わ
る
未
開
地
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
農
民
諸
層
に
「
輿

地
」
　
「
吾
地
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
が
、
律
令
国
家
に
と
っ
て
は
百
姓
の
「
請
地
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で

あ
ろ
う
。
農
民
諸
層
は
「
百
姓
請
地
」
を
足
場
に
そ
こ
に
お
け
る
自
己
の
権
利
を
強
化
し
て
い
く
努
力
を
続
け
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か

で
「
己
地
」
　
「
母
地
」
と
い
う
意
識
が
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
芝
原
杣
の
場
合
に
な
る
と
そ
の
よ
う
な
地
を
農
民
自
か
ら
が
積
極

的
に
「
領
」
す
べ
き
地
紅
「
私
人
領
地
」
と
し
て
、
寺
神
領
田
畠
や
公
田
と
異
な
っ
た
位
置
づ
け
を
も
っ
た
地
と
し
て
強
調
さ
れ
る
に
い
た
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
私
領
の
形
成
を
把
握
す
る
と
、
上
横
手
氏
の
い
う
「
私
領
」
と
「
私
田
」
の
差
の
内
容
も

あ
き
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
私
領
は
、
律
令
制
の
原
野
支
配
の
理
念
貼
公
私
共
利
の
枠
を
打
破
っ
て
原
野
に
お
い
て
自
立
を
め
ざ
し
て
活

動
す
る
農
民
諸
層
の
開
発
を
含
む
諸
活
動
の
展
開
の
な
か
か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
り
、
耕
地
の
み
で
な
く
、
朱
開
の
原
野
を
含
み
こ
み
農
民
諸

層
の
農
業
・
社
会
的
分
業
の
活
動
の
場
と
し
て
一
定
の
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
土
地
で
あ
る
。
律
令
体
制
内
部
に
存
在
す
る
耕
地
の
一
片
を
さ
す
私

田
と
、
私
領
の
質
的
差
異
は
こ
こ
に
存
す
る
。

　
狭
義
の
私
領
の
形
成
過
程
を
み
て
き
た
が
、
そ
れ
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
①
、
r
律
令
制
の
原
野
支
配
の
理
念
の
根
底
的
な

否
定
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
②
、
農
民
諸
層
の
原
野
で
の
活
動
の
結
果
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
農
民
諸
層
が
自
立
の
た

め
開
発
、
社
会
的
分
業
な
ど
の
諸
活
動
を
展
開
す
る
場
で
あ
る
こ
と
。
③
、
耕
地
の
み
で
な
く
、
原
野
を
含
ん
だ
概
念
で
あ
る
こ
と
、
④
、
九

世
紀
末
ご
ろ
の
「
百
姓
請
地
」
を
出
発
点
に
、
そ
の
地
を
「
己
地
」
「
吾
地
」
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
の
な
か
で
一
〇
世
紀
中
期
に
は
「
私
領
」

と
い
う
概
念
が
定
着
し
て
い
く
こ
と
。

　
以
上
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
農
民
諸
層
の
私
領
は
、
九
世
紀
末
以
後
急
速
に
展
開
し
て
い
く
が
、
焼
餅
杣
に
お
い
て
、
　
「
私
人
領
地
」

が
「
寺
神
領
田
畠
」
す
な
わ
ち
東
大
寺
な
ど
の
大
規
模
か
こ
い
こ
み
と
対
幽
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
民
諸
書
が
日
常
利
用
し
て
い
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る
原
野
に
大
土
地
所
有
者
が
進
攻
し
か
こ
い
こ
み
を
は
じ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
地
側
は
私
領
展
開
の
場
と
し
て
原
野
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

事
態
に
も
直
面
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
を
康
保
年
間
の
板
三
号
で
ほ
り
下
げ
て
み
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
天
暦
年
間
東
大
寺
別
当
光
智

は
笠
間
川
以
西
に
限
定
さ
れ
て
い
た
里
馬
杣
を
宇
陀
川
の
線
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
を
は
か
っ
た
。
こ
の
時
の
情
況
を
康
保
年
間
に
な
っ
て
在

地
刀
禰
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
　
「
先
年
東
大
寺
前
別
当
僧
都
、
為
令
造
大
仏
殿
角
木
入
座
件
板
詩
評
、
被
造
出
件
角
木
、
即
曳
出
笠
閻

河
名
張
川
合
西
方
山
下
、
其
癖
指
使
、
野
鼠
四
隅
、
板
蝿
杣
東
四
至
、
其
所
立
薦
生
御
牧
辰
巳
方
、
名
張
河
流
字
野
瀬
南
頭
、
管
笛
云
、
件
板

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

蝿
杣
東
四
幅
是
河
也
云
々
、
然
則
薦
生
繭
溶
出
杣
塁
上
内
云
々
、
無
人
相
野
、
血
潮
十
余
個
年
也
」
。
天
暦
年
間
の
東
大
寺
の
薦
生
出
・
焼
原

杣
の
板
蝿
署
内
へ
の
く
り
こ
み
の
主
張
が
い
か
に
欺
隔
と
虚
偽
に
み
ち
た
も
の
で
あ
る
か
が
在
地
側
か
ら
適
切
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

注
意
し
た
い
の
は
、
刀
禰
が
東
大
寺
の
行
動
に
つ
い
て
十
数
年
間
誰
も
文
句
を
言
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
・

郡
衙
と
も
に
大
土
地
所
有
者
の
無
法
な
行
動
か
ら
在
地
を
守
る
も
の
に
は
決
し
て
な
り
え
て
い
な
い
こ
と
、
大
土
地
所
有
業
の
行
動
を
抑
止
す

る
の
は
農
罠
諸
層
の
主
体
的
な
行
動
し
か
な
い
こ
と
、
を
農
民
諸
書
が
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
康
保
年
間
に
展
開
さ
れ
る
大

土
地
所
有
者
へ
の
ね
ば
り
づ
よ
い
在
地
側
の
抵
抗
は
、
こ
の
こ
と
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
た
た
か
わ
れ
て
い
る
の
は
、

名
張
郡
の
農
属
多
層
が
私
領
展
開
の
場
と
し
て
の
一
定
の
領
域
の
原
野
を
、
大
土
地
所
有
者
の
か
こ
い
こ
み
か
ら
守
り
ぬ
こ
う
と
す
る
た
た
か

い
で
あ
り
、
こ
の
た
た
か
い
の
な
か
で
、
農
民
諸
層
は
彼
ら
の
私
領
形
成
を
行
な
う
場
を
排
他
的
に
占
有
し
よ
う
と
い
う
意
識
を
明
確
に
さ
せ

て
い
く
。
律
令
の
理
念
が
農
罠
の
用
益
権
を
認
め
つ
つ
も
、
　
「
公
」
は
そ
の
上
に
別
の
次
元
で
権
利
を
設
定
で
き
う
る
の
で
あ
り
、
爆
民
が
排

他
的
に
占
有
・
使
用
す
べ
き
「
領
域
」
の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
の
に
た
い
し
、
　
「
私
領
」
の
保
持
と
拡
大
の
要
求
を
そ
の
基
礎
に
も
ち
つ
つ
、

農
民
諸
層
が
排
他
的
に
占
有
・
用
益
す
べ
き
「
領
域
」
、
大
土
地
所
有
者
が
官
符
を
背
景
に
進
攻
し
て
来
よ
う
と
も
そ
れ
を
拒
否
し
用
益
権
を

守
り
ぬ
く
べ
き
「
領
域
臨
と
い
う
概
念
が
、
明
確
に
在
地
の
農
民
心
意
の
な
か
に
意
識
と
し
て
も
定
着
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。

　
こ
の
よ
う
に
農
民
諸
藩
の
排
他
的
に
用
益
す
べ
き
領
域
と
い
う
意
識
が
一
〇
世
紀
中
期
に
は
定
着
し
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
億
「
己
地
」
　
「
吾
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地
」
と
い
う
農
民
的
私
領
意
識
の
成
立
と
対
応
し
た
農
民
早
早
域
意
識
の
成
立
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
よ
り
具
体
的
に
は
、

獲
得
し
た
私
領
の
保
持
と
い
う
自
立
し
つ
つ
あ
る
農
罠
諸
層
の
要
求
の
結
節
点
と
し
て
、
原
野
を
守
る
と
い
う
こ
と
を
媒
介
に
し
た
農
民
諸
層

の
結
合
体
と
し
て
の
新
ら
た
な
共
同
組
織
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
農
民
湖
周
の
形
成
す
る
共
同
組
織
の
あ
り
方

に
つ
い
て
板
蝿
柚
一
帯
で
考
え
て
み
る
。

　
名
張
盆
地
に
お
い
て
、
九
世
紀
以
前
に
お
い
て
は
、
後
の
置
生
・
簗
瀬
・
夏
見
を
含
ん
だ
地
域
を
夏
見
郷
と
よ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

○
世
紀
中
期
の
時
点
で
は
、
康
保
三
年
四
月
癬
状
が
「
伊
賀
国
名
張
郡
夏
見
郷
国
生
村
刀
禰
井
夏
見
田
刀
三
等
勘
当
右
衛
門
陣
所
領
空
生
悟
牧

与
東
大
寺
所
領
板
厚
杣
山
各
四
至
勲
状
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
夏
見
郷
」
と
「
夏
見
郷
薦
生
村
」
が
異
な
っ
た
単
位
と
し
て
存
在
し
て

い
る
。
一
〇
世
紀
中
期
で
は
か
っ
て
単
一
の
単
位
で
あ
っ
た
夏
見
郷
の
内
部
に
二
つ
の
異
な
っ
た
農
民
の
活
動
単
位
が
分
出
し
て
き
て
い
る
の

で
あ
る
。
卓
出
し
た
千
生
村
の
情
況
で
あ
る
が
、
解
状
に
よ
る
と
そ
の
内
部
は
「
治
田
新
開
田
井
公
田
」
と
「
牧
地
」
よ
り
成
り
立
っ
て
お
り
、

こ
の
村
が
盆
地
中
央
部
の
農
民
が
そ
の
活
動
を
山
間
部
に
拡
大
し
た
こ
と
の
な
か
で
生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
一
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
夏
見
郷
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
後
に
簗
瀬
と
夏
見
に
分
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
一
〇
世
紀
の
時
点
で
は
そ
れ
ら
を
含
ん
だ
地
域
を
指
し
て
い

る
。
し
か
し
前
掲
郷
状
末
尾
の
夏
見
郷
刀
禰
の
連
署
の
な
か
に
「
宇
奈
抵
社
祝
磯
部
」
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
宇
奈
学
務
は
後
の
簗
瀬
の
宇
黒

質
志
禰
社
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
社
は
夏
見
本
郷
か
ら
名
張
川
を
わ
た
っ
て
簗
瀬
に
入
る
渡
河
口
に
あ
り
、
か
つ
簗
瀬
の
耕
地
へ
の
取
水
口
に

あ
た
る
と
い
う
簗
瀬
の
中
心
に
あ
る
社
で
あ
る
。
夏
見
郷
刀
禰
に
こ
の
宇
亀
鑑
挫
祝
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
簗
瀬
の
地
域
の
代

表
者
と
し
て
入
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
で
夏
見
郷
の
内
部
で
こ
の
時
点
す
で
に
簗
瀬
が
独
立
的
な
様
相
を
お
び
た
単
位
に
な
り
つ
つ

あ
る
こ
と
を
し
め
す
。
次
の
問
題
は
焼
原
罪
で
あ
る
が
、
こ
の
杣
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
有
者
を
あ
き
ら
か
に
し
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
杣
は

そ
の
意
味
で
誰
に
も
属
し
な
い
原
野
で
あ
り
、
地
形
か
ら
み
て
宇
陀
川
・
名
張
裾
野
摩
の
夏
見
郷
な
ど
名
張
郡
住
人
の
入
会
の
場
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。
夏
見
郷
の
農
民
に
と
っ
て
、
こ
の
焼
原
杣
は
自
か
ら
の
私
領
展
開
の
場
と
し
て
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
入
会
地
な
の
で
あ
り
、

分
村
薦
生
村
も
そ
れ
に
協
力
し
て
東
大
寺
と
の
間
に
は
げ
し
い
あ
ら
そ
い
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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以
上
夏
見
郷
を
素
材
に
農
民
の
私
領
形
成
を
基
盤
に
し
た
共
同
組
織
の
あ
り
方
を
み
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
共
同
組
織
の
特
質

に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
①
、
一
〇
世
紀
の
共
同
体
的
規
制
の
特
徴
は
、
、
村
落
構
成
員
が
開
発
・
上
毛
利
用
の
諸
活
動
を
排
他
的
に
行
な
う

一
定
領
域
を
共
同
体
規
制
の
お
よ
ぶ
場
と
し
て
明
瞭
に
意
識
す
る
、
農
民
的
領
域
意
識
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
定
着
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

②
、
開
発
お
よ
び
社
会
的
分
業
の
活
動
の
場
と
し
て
の
原
野
の
共
同
体
的
規
制
は
、
あ
く
ま
で
村
落
構
成
員
の
事
実
的
支
配
に
よ
っ
て
保
障
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
公
権
力
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
規
謝
は
領
域
内
で
の
村
落
構
成
員
の
開
発
・
上
毛

利
用
活
動
の
自
主
的
な
規
制
で
あ
り
、
村
刀
禰
が
村
落
の
代
表
と
し
て
構
成
員
の
活
動
を
保
障
し
、
権
門
寺
社
の
か
こ
い
こ
み
、
あ
る
い
は
他

村
の
農
民
の
入
り
込
み
な
ど
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
③
、
農
民
上
層
の
活
動
が
活
金
化
し
、
そ
の
活
動
の
範
囲
が
広
が
っ
て
い

く
な
か
で
、
新
ら
し
い
土
地
に
進
出
し
た
農
民
集
団
は
、
そ
の
事
実
的
支
配
が
お
よ
ぶ
範
囲
を
限
定
し
て
旧
来
の
村
落
か
ら
離
れ
た
自
己
の
活

動
領
域
を
設
定
し
て
い
く
。
薦
生
村
の
夏
見
郷
か
ら
の
分
村
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
が
、
こ
の
新
村
落
は
薦
生
村
の
場
合
の
よ
う
に
刀
禰

が
お
か
れ
、
　
一
個
の
独
立
し
た
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
新
村
落
の
梅
成
員
の
活
動
す
る
領
域
上
に
旧
来
の
村
落
と
本
質
的
に

は
同
質
な
村
落
秩
序
が
設
定
さ
れ
て
い
く
。
簗
瀬
も
や
が
て
夏
見
か
ら
分
離
独
立
し
た
村
落
に
な
っ
て
い
く
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
原
野
内

部
で
の
新
村
落
建
設
は
一
〇
世
紀
以
後
、
畿
内
に
お
い
て
は
広
く
進
行
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
④
、
こ
の
よ
う
な
一
定
の
領
域
を
も
ち

そ
の
内
部
に
共
同
体
曇
霞
が
貫
徹
し
て
い
る
村
落
は
、
共
同
の
利
害
を
媒
介
に
し
て
連
合
し
て
い
く
。
薦
生
・
焼
原
を
め
ぐ
る
東
大
寺
と
夏
見

郷
・
薦
生
村
の
刀
禰
と
の
争
い
に
際
し
、
堺
を
接
す
る
大
和
国
山
辺
郡
都
介
郷
の
刀
禰
が
、
夏
見
・
薦
生
の
刀
禰
を
た
す
け
て
積
極
的
に
動
い

　
　
⑨

て
い
る
の
は
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
質
な
共
同
体
規
欄
を
も
つ
諸
村
落
の
連
合
の
横
へ
の
ひ
ろ
が
り
は
、
権
門
専
社

の
原
野
分
割
に
抵
抗
し
、
自
己
の
私
領
の
擁
護
を
志
向
す
る
農
民
諸
層
に
と
っ
て
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑤
、
全
般
的
に
、

原
野
で
の
私
領
の
確
保
を
目
的
に
結
集
し
た
農
民
諸
層
の
共
同
体
的
結
合
の
展
開
は
、
山
野
に
お
け
る
律
令
的
理
念
に
も
と
つ
く
原
野
用
益
の

あ
り
方
既
「
公
私
共
利
」
を
決
定
的
に
ほ
り
く
ず
し
、
私
的
土
地
所
有
が
展
開
し
て
い
く
条
件
を
下
か
ら
作
っ
て
い
く
役
割
を
は
た
す
と
と
も

に
、
中
世
村
落
の
原
基
形
態
を
形
づ
く
っ
て
も
い
く
の
で
あ
る
。
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農
民
諸
層
の
原
野
に
お
け
る
活
動
の
情
況
を
み
て
き
た
が
、
彼
ら
の
行
動
は
大
土
地
所
有
者
に
よ
る
原
野
分
割
に
抗
し
て
行
な
わ
れ
る
の
で

あ
り
、
　
「
私
人
領
地
」
と
「
寿
神
領
田
畠
」
は
併
存
し
つ
つ
も
は
げ
し
い
争
い
を
展
開
す
る
。
し
か
も
畢
生
村
が
朝
成
領
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と

に
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
、
私
人
領
地
の
確
保
は
容
易
な
も
の
で
は
な
く
、
大
土
地
所
早
老
の
支
配
の
も
と
に
入
っ
て
い
く
の
が
通
例
で
あ
る
。

し
か
し
結
果
と
し
て
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
注
意
す
べ
き
は
、
大
土
地
所
有
者
は
、
農
民
諸
層
が
作
り
あ
げ
た
領
域
内
秩
序
を
何
ら
か
の
形
で

媒
介
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
山
野
支
配
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
大
土
地
所
有
老
の
農
民
諸

層
へ
の
支
配
確
立
の
過
程
が
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
具
体
的
に
は
、
大
土
地
所
有
者
は
次
の
三
点
を
積
極
的
に
追
求
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
は
、
刀
禰
層
に
代
表
さ
れ
る
上
層
農
民
層
の
薩
属
労
働
力
化
の
追
求
で
あ
り
、
第
二
は
そ
の
直
属
労
働
力
を
核
と
し
た
共
同
体
的
規
綱
の
自

己
の
支
配
論
理
内
部
へ
の
と
り
こ
み
の
努
力
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
は
、
と
り
こ
ん
だ
領
域
を
完
全
に
自
己
の
も
の
と
し
て
支
配
し
て
い
く
た

め
に
、
そ
の
領
域
の
所
有
の
正
当
化
を
目
的
と
し
た
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
の
創
出
の
努
力
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
分
析
を
行

な
う
。

　
ま
ず
第
一
の
点
に
つ
い
て
、
大
土
地
所
有
者
が
農
民
を
直
属
労
働
力
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
岡
屋
庄
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

天
禄
三
（
九
七
二
）
年
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
「
…
…
申
下
官
符
、
免
租
税
官
物
、
募
免
庄
司
庄
子
五
十
人
雑
役
了
」
と
い
う
庄
司
・
庄
子
の
組
織

化
の
あ
り
方
の
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
庄
司
・
庄
子
の
構
成
の
問
題
で
あ
る
が
、
康
保
年
間
の
出
生
而
立
券
に
際
し
朝
野
は
「
早
立
券
画
名
、
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

免
除
牧
内
居
住
浪
人
臨
時
雑
役
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
庄
司
・
庄
子
は
基
本
的
に
浪
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
土
地
所
有
者

は
こ
れ
ら
浪
人
を
組
織
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
浪
人
へ
の
国
衙
よ
り
の
負
担
を
立
ち
さ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
具

体
的
に
は
「
雑
役
」
　
「
臨
時
雑
役
」
の
庄
司
・
庄
子
へ
の
賦
課
を
免
ず
る
こ
と
が
追
求
さ
れ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
大
土
地
所
有

者
と
庄
司
・
庄
子
の
間
に
強
固
な
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
寛
和
三
（
九
八
七
）
年
東
大
寺
は
阿
波
国
新
嶋
庄
に
つ
い
て
「
当
年
春
牛
飼
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

請
文
、
更
無
荒
田
、
悉
以
開
発
、
若
有
収
公
、
引
代
々
官
省
符
、
豊
里
国
衙
、
将
可
令
免
除
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
官
省
符
庄
内
の
開
発
を
行

な
う
た
め
に
「
請
文
」
を
と
っ
て
労
働
力
を
つ
の
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
こ
の
請
文
は
大
土
地
所
有
者
東
大
寺
と
庄
司
・
庄
子
q
直
属
労
働
力
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一〇世紀における庄園の形成と展開（丸山）

と
の
間
に
か
わ
さ
れ
た
開
発
請
負
い
言
文
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
際
、
大
土
地
所
有
者
と
庄
司
・
庄
子
の
間
に
結
ば
れ
て
い
く
関
係
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

質
と
し
て
、
④
庄
司
・
庄
子
に
開
発
に
存
ず
く
恩
典
の
賦
与
。
＠
庄
司
・
庄
子
に
開
発
し
た
土
地
に
た
い
す
る
「
永
年
作
手
」
の
保
障
、
の
二

つ
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
が
む
す
ば
れ
る
な
か
で
、
大
土
地
所
黄
老
の
も
と
に
開
発
労
働
力
と
し
て
の
直
属
労
働
力
が
紛
々
に

組
織
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
権
原
柚
の
場
合
で
あ
る
が
、
東
大
寺
は
薦
生
牧
の
朝
成
家
の
よ
う
に
浪
人
を
直
属
労
働
力
に
組
織
し
よ
う
と
す
る
志
向
を
み
せ
て
い
た
様
子

は
な
い
。
し
か
し
東
大
寺
は
こ
の
段
階
で
直
属
労
働
力
が
未
組
織
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
焼
原
信
の
確
保
を
む
ず
か
し
く
す
る
こ
と
を
理
解
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
で
石
母
田
氏
の
「
土
地
所
有
権
が
人
間
の
所
有
権
と
は
独
立
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
を
最
も
よ
く
認
識
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
た
の
は
恐
ら
く
東
大
寺
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
い
う
指
摘
は
、
東
大
寺
の
焼
原
柚
支
配
の
志
向
に
つ
い
て
そ
の
本
質
を
つ
い
た
指
摘
で
あ
る
。

こ
の
一
〇
世
紀
中
期
以
後
一
一
世
紀
中
期
に
い
た
る
ま
で
の
間
、
そ
の
具
体
的
経
過
は
不
明
で
あ
る
が
、
東
大
寺
は
前
原
杣
内
部
へ
の
直
属
労

働
力
の
確
保
に
一
貫
し
た
努
力
を
払
っ
て
い
く
。
長
元
の
官
符
で
焼
原
杣
の
地
が
東
大
寺
の
主
張
通
り
板
風
痘
内
に
く
り
こ
ま
れ
た
際
、
そ
こ

の
「
住
人
」
の
臨
時
雑
役
が
免
除
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が
東
大
寺
の
直
属
労
働
力
確
保
の
努
力
の
成
果
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
第
工
の
点
に
つ
い
て
、
第
一
で
み
た
過
程
は
単
な
る
直
属
労
働
力
の
確
保
の
過
程
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
の
み
で
あ
っ
た
ら
大
土
地
所

有
者
の
領
域
支
配
は
成
り
た
ち
え
な
い
。
焼
曽
爾
の
場
合
で
い
う
と
、
そ
こ
に
は
寺
神
領
田
畠
、
私
人
領
地
が
い
り
ま
じ
っ
て
存
在
し
て
い
る
。

東
大
寺
は
露
原
杣
支
配
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
農
民
の
小
規
模
私
領
や
寺
神
領
、
お
よ
び
原
野
の
金
面
的
支
配
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う

な
全
面
支
配
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
、
大
土
地
所
有
者
は
、
そ
の
支
配
領
域
全
般
に
わ
た
っ
て
そ
の
占
有
と
用
益
の
あ
り
方
を
規
蓋
し
て
い
る

共
同
体
的
規
制
を
支
配
論
理
内
部
に
く
り
こ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
共
同
体
的
規
制
の
体
現
者
で
あ
る
村
落
刀
禰
層
を
薩
属
労
働
力
と
し
て

組
織
す
る
こ
と
を
媒
介
と
し
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
そ
の
過
程
を
み
て
い
く
と
、
「
○
世
紀
の
畿
内
で
農
民
諸
富
が
作
り
上
げ
て
い
た
共
同
体
に
お
い
て
、
共
同
体
が
占
有
す
べ
き
領

域
は
、
共
同
体
構
成
員
全
体
が
用
益
す
べ
き
地
で
あ
り
、
共
同
体
溝
成
員
全
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
共
同
体
内
部
で
は
、
刀
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禰
に
代
表
さ
れ
る
上
層
農
民
層
の
力
が
、
階
級
分
解
の
進
行
の
な
か
で
増
大
し
て
い
き
、
そ
の
な
か
で
領
域
内
部
に
お
け
る
共
同
体
構
成
員
日

般
の
も
っ
て
い
る
権
利
を
共
同
体
を
代
表
す
る
刀
禰
が
焦
か
ら
の
手
に
集
中
し
て
い
く
こ
と
で
共
同
体
を
支
配
し
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
が
あ

ら
わ
れ
て
く
る
。
大
土
地
所
腐
者
は
、
そ
の
よ
う
な
刀
禰
層
の
動
向
を
敏
感
に
把
握
し
、
彼
ら
を
さ
き
に
み
た
よ
う
な
国
衙
支
配
か
ら
の
き
り

は
な
し
、
開
発
・
耕
作
に
た
い
す
る
優
先
権
の
付
与
と
い
う
形
で
、
鷹
属
労
働
力
と
し
て
組
織
し
、
そ
れ
を
拠
点
に
共
同
体
そ
の
も
の
を
支
配

下
に
お
く
こ
と
を
志
向
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
刀
禰
層
は
共
同
体
を
代
表
し
て
行
使
し
て
い
る
権
利
を
自
己
の
支
配
の
た
め
の
権
利
に
転
化
さ
せ

る
こ
と
で
在
地
領
黒
化
の
道
を
歩
む
志
向
を
常
に
も
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
大
土
地
所
有
者
へ
の
隷
属
に
つ
い
て
は
拒
否
す
る
動
き
は
存
在
す
る

の
で
あ
り
、
直
属
労
働
力
の
確
保
は
け
し
て
安
易
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
刀
禰
層
の
独
自
な
道
に
も
多
く
の
困
難
が
存
在
す
る
の
で
あ

⑯り
、
大
土
地
所
有
老
は
そ
れ
を
利
用
し
て
若
干
の
特
権
の
付
与
と
い
う
形
で
直
属
労
働
力
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
太
神
宮
領

名
張
山
の
場
合
を
み
る
と
、
こ
こ
に
は
名
張
盆
地
か
ら
進
出
し
て
き
た
公
浪
人
お
よ
び
神
戸
が
一
定
の
共
同
体
的
秩
序
を
作
り
あ
げ
て
い
る
。

そ
こ
へ
太
神
宮
は
直
属
労
働
力
で
あ
る
神
戸
を
の
み
優
遇
す
る
こ
と
で
．
強
引
な
直
属
労
働
力
優
遇
策
を
う
ち
出
す
。
こ
の
よ
う
な
神
宮
の
政

策
は
神
戸
と
公
浪
人
の
問
に
は
げ
し
い
ト
ラ
ブ
ル
を
ひ
き
お
こ
し
（
傷
害
事
件
も
お
こ
る
）
て
い
く
が
、
神
宮
は
あ
く
ま
で
神
戸
を
中
心
と
し

た
共
同
体
的
秩
序
の
編
成
が
え
を
強
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
大
土
地
所
有
者
の
支
配
の
滲
透
の
帰
結
は
、
村

落
共
同
体
的
秩
序
を
直
属
労
働
力
を
足
場
に
自
か
ら
の
支
配
の
も
と
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
、
を
媒
介
と
し
て
農
民
諸
層
の
活
動
す
る
場
－
共
同

利
用
地
を
自
己
の
支
配
す
べ
き
地
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
農
民
の
領
域
意
識
を
巧
妙
に
利
用
し
、
農
民
の
原
野
を
め

ぐ
る
内
部
規
律
を
自
己
の
支
配
原
理
の
な
か
に
吸
収
す
る
形
で
、
一
門
四
十
内
の
原
野
支
配
を
完
成
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
焼
原
杣
に
お
い
て
、
長
元
・
長
暦
の
官
符
・
国
符
は
、
別
名
の
成
立
、
墾
田
へ
の
不
輸
職
権
の
獲
得
を
意
味
し
た
こ
と
は
す
で
に
み
て
き
た

が
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
こ
の
官
符
・
国
符
で
、
他
人
私
領
の
か
き
あ
げ
が
命
ぜ
ら
れ
、
四
至
仲
居
住
人
の
臨
時
雑
役
が
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
杣
内
に
組
織
し
た
直
属
労
働
力
を
国
衙
支
配
か
ら
た
ち
き
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
共
同
体
規
制
の
支
配
論
理
内
部
へ
の
吸
収

が
完
成
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
官
符
・
国
界
は
全
体
と
し
て
、
焼
原
耳
鼻
に
お
い
て
菓
大
呼
が
原
野
・
墾
田
・
共
同
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体
を
完
全
に
支
配
す
る
一
円
領
域
支
配
（
不
輸
・
不
入
権
の
獲
得
）
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
る
。

　
第
三
に
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
勢
至
内
の
支
配
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
支
配
を
正
当
化
し
、
永

続
さ
せ
て
い
く
た
め
の
イ
デ
オ
冒
ギ
ー
工
作
の
あ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
赤
松
俊
秀
氏
は
、
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
中
期
に
か
け
て
、
高
野
山
御
手
印
縁
起
、
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
、
園
城
寺
縁
起
な
ど
諸
寺

の
縁
起
類
が
偽
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
赤
松
氏
は
こ
れ
ら
の
縁
起
類
は
、
高
野
山
の
場
合
は
「
国
司
の
支
配
を
脱
し
た
庄
園

を
持
ち
、
そ
れ
を
自
力
で
経
営
す
る
こ
と
で
自
立
を
図
ろ
う
と
し
た
」
こ
と
、
四
天
王
寺
の
場
合
は
〔
朝
廷
、
国
郡
司
、
僧
綱
の
支
配
を
離
れ

て
、
独
立
に
四
天
王
寺
を
維
持
す
る
こ
と
を
念
願
し
た
」
こ
と
な
ど
を
契
機
に
偽
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
寺
院
関
係
者
ら
は
「
既
存
の
俗
的
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権
力
支
配
を
排
除
し
、
聖
職
者
が
自
由
に
そ
の
領
域
を
支
配
す
る
独
立
の
世
界
」
の
実
現
を
望
ん
で
い
た
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
赤
汗
馬
の
指
摘

は
注
目
さ
れ
る
。
一
〇
世
紀
宋
～
一
一
世
紀
中
期
は
今
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
別
名
の
成
立
、
不
輸
租
特
権
の
広
汎
な
展
開
、
直
属
労
働
力
の

成
立
、
な
ど
に
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
土
地
所
有
者
の
領
域
支
配
が
完
成
に
む
か
っ
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
瞬
期
に
偽
作
さ
れ
た
縁
起

類
の
内
容
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
高
野
山
や
園
城
寺
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
の
位
置
す
る
広
大
な
山
野
の
領
域
を
四
至
を
か
ぎ
っ
て
自
己

の
も
の
と
す
る
主
張
を
な
し
、
四
天
王
寿
の
場
合
は
そ
れ
と
な
ら
ん
で
寺
家
専
属
の
人
民
を
国
郡
司
が
使
役
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
主
張
を
な

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
か
こ
い
こ
ん
だ
四
目
内
部
の
土
地
・
人
の
独
占
新
領
域
支
配
、
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
縁
起
の
偽
作
が
こ
の
時
点
に
集
中
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
政
事
要
略
に
み

え
て
い
る
藤
原
山
住
が
律
令
法
の
恣
意
的
な
解
釈
で
私
領
の
排
他
的
支
配
の
正
当
化
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
と
軌
を
一
に
し
た
行
為
で
あ

る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
聖
徳
太
子
の
予
言
、
丹
生
・
高
野
両
神
の
空
海
へ
の
霊
験
、
新
羅
明
神
の
藍
玉
へ
の
影
向
、
な
ど
の
宗
教
的
・
土
俗
信

仰
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
仮
託
し
て
、
領
域
支
配
の
正
当
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
所
有
地
の
排
他
的
支
配
の
正
当

化
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
よ
そ
お
い
を
と
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
工
作
と
な
ら
ん
で
そ
の
所
膚
地
の
伝
領
の
由
緒
の
正
し
さ
を
証
明
す

る
た
め
の
文
書
の
偽
造
も
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
例
が
丹
波
国
大
山
庄
で
あ
る
。
一
一
世
紀
初
頭
東
寺
は
こ
の
庄
に
関
し
て
承
和
一
二
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⑲

（
八
四
五
）
年
九
月
一
〇
日
の
日
付
を
も
つ
民
部
省
符
を
偽
作
す
る
。
こ
れ
は
、
承
和
一
二
年
宮
顛
落
が
焼
亡
し
て
い
た
の
を
一
一
世
紀
初
頭
に

あ
ら
た
め
て
偽
造
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
山
庄
の
東
寺
に
よ
る
支
配
の
由
緒
の
正
し
さ
が
あ
ら
た
め
て
強
調
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
文
書
偽
造
の
狙
い
は
諸
縁
畜
類
の
場
合
と
同
か
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
一
〇
世
紀
末
～
一
一
世
紀
中
期
に
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
っ
た
縁
起
・
文
書
が
多
く
が
偽
造
さ
れ
て
い
く
が
、
こ
れ
は
広
大
な
原
野

の
か
こ
い
こ
み
と
そ
の
内
部
の
領
域
支
配
の
完
成
と
い
う
事
態
が
広
汎
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
の
反
映
で
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
の
こ
と

を
ふ
ま
え
て
、
板
蝿
杣
に
も
ど
っ
て
問
題
を
み
て
み
る
。
従
来
、
一
般
的
に
板
蝿
杣
は
八
世
紀
中
期
に
東
大
寺
に
盗
読
入
さ
れ
た
杣
山
と
さ
れ
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て
き
た
。
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
の
が
天
平
勝
宝
七
（
七
五
五
）
年
＝
～
月
孝
謙
天
皇
勅
施
入
文
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
黒
田
庄
関
係
文
書
の
な
か

で
や
や
特
殊
な
位
置
を
し
め
る
。
黒
田
お
よ
び
板
書
関
係
の
文
書
は
一
〇
世
紀
中
期
か
ら
姿
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、

こ
の
勅
施
入
文
以
外
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
点
で
こ
の
文
書
に
検
討
を
く
わ
え
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
疑
点
が
存
す
る
。

　
そ
の
疑
点
の
第
一
は
、
板
蝿
杣
の
所
在
に
つ
い
て
で
あ
る
。
施
入
文
に
は
「
板
銀
杣
　
善
処
　
在
伊
賀
国
名
張
郡
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
富
森
盛
一
氏
は
、
こ
の
施
入
文
記
載
の
四
壁
で
み
る
か
ぎ
り
、
杣
は
伊
賀
国
名
張
郡
と
大
和
国
山
辺
郡
に
ま
た
が
っ
て
存
在

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
ら
大
和
国
山
辺
郡
に
含
ま
れ
る
地
は
立
入
文
作
成
当
時
は
伊
賀
国
に
属
し
て
い
た
こ
と
に
な
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る
が
、
ど
の
文
書
に
も
こ
の
あ
た
り
が
伊
賀
国
で
あ
っ
た
と
い
う
記
載
が
な
い
、
と
い
う
疑
問
を
発
し
て
お
ら
れ
る
。
薦
は
当
時
国
境
が
確
立

し
て
お
ら
ず
山
地
は
こ
と
に
不
確
定
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
あ
い
ま
い
な
表
現
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
す
む
問

題
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
心
霊
入
文
よ
り
二
世
紀
以
上
も
く
だ
る
長
元
の
太
政
官
符
が
、
板
蝿
杣
の
雑
役
免
に
つ
い
て
、

符
を
伊
賀
・
大
和
の
濁
国
司
に
く
だ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
官
符
の
四
至
が
後
述
す
る
よ
う
に
勅
許
入
文
の
四
所
と
全
く
同
じ
な

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
一
の
四
更
記
載
で
、
、
一
方
は
そ
の
所
在
を
伊
賀
国
に
、
一
方
は
伊
賀
・
大
和
両
国
に
ま
た
が
る
も
の
に
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
問
題
は
ど
ち
ら
が
よ
り
古
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
〇
世
紀
中
期
以
後
板
石
杣
は
そ
の
内
部
に
面

面
杣
を
く
り
入
れ
る
こ
と
を
は
か
り
、
そ
の
動
き
の
な
か
で
板
御
話
の
中
心
は
群
々
に
伊
賀
国
名
張
郡
所
在
の
名
張
川
、
宇
陀
川
ぞ
い
の
焼
原
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一〇世紀における庄園の形成と展開（丸山）

杣
の
地
に
移
行
し
て
い
く
。
そ
し
て
一
一
世
紀
中
期
に
は
そ
の
く
り
入
れ
が
完
成
し
、
稲
原
柚
は
名
実
と
も
に
板
蝿
柚
の
中
心
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
板
宿
杣
は
伊
賀
国
所
在
と
い
う
通
念
は
で
て
く
る
と
す
れ
ば
、
焼
原
の
板
蝿
柚
へ
の
包
摂
以
後
の
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
点
で
勅
意
入
文
の
記
載
は
、
長
元
の
官
符
の
記
載
よ
り
、
時
代
が
下
る
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
勅
細
入
文
に
つ
い
て
の
疑
点
の
第
二
は
、
板
蝿
杣
の
四
面
記
載
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
東
限
名
張
川
、
南
限
斎
王
上
路
、
雌
紐
小
倉

立
命
小
野
、
北
限
八
多
前
盛
並
鏡
池
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
〇
世
紀
中
期
焼
肉
杣
を
め
ぐ
る
争
い
の
時
、
東
大
導
の
主
張
す
る
板
蝿
杣
の
東
と

南
の
四
至
（
名
張
川
と
斎
王
上
路
）
は
在
地
側
か
ら
偽
虚
の
主
張
と
い
う
指
摘
が
強
く
な
さ
れ
、
東
大
毒
は
そ
れ
に
何
ら
反
論
を
く
わ
え
て
い

な
い
。
も
し
こ
の
勅
圧
入
文
が
存
在
し
て
い
た
ら
東
大
寺
は
そ
れ
を
有
効
に
用
い
え
た
筈
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
用
い
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
一
〇
世
紀
中
期
の
時
点
で
こ
の
施
入
文
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
b
め
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
在

地
の
抵
抗
を
排
除
し
て
か
こ
い
こ
ん
だ
焼
原
杣
は
、
一
一
世
紀
中
期
に
い
た
り
、
板
耀
三
内
に
正
式
に
く
り
こ
ま
れ
る
。
そ
れ
が
長
元
の
宮
符

に
お
け
る
四
至
「
東
限
名
張
川
、
南
限
斎
王
登
大
道
、
西
限
小
倉
継
立
蕪
小
野
、
北
限
八
多
前
業
奥
歯
鏡
池
」
で
あ
り
、
東
と
南
の
堺
は
東
大

寺
の
道
心
杣
確
保
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
勅
施
入
文
の
四
至
は
こ
の
長
元
官
符
と
ま
っ
た
く
変
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
勅
島
山
文
の
作
成
は
さ
ら
に
さ
が
っ
て
長
元
官
符
が
出
さ
れ
そ
の
四
々
が
確
定
さ
れ
た
後
の
こ
と
と
い

う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
考
え
る
。

　
以
上
二
点
か
ら
天
平
勝
宝
七
年
勅
施
入
文
の
疑
点
を
検
討
し
て
み
た
。
い
ず
れ
の
点
か
ら
も
、
こ
の
油
入
文
が
長
元
年
間
以
降
に
偽
作
さ
れ
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た
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。
偽
作
年
代
の
下
限
に
つ
い
て
は
、
天
喜
二
（
一
〇
五
四
）
年
六
月
五
日
東
大
寺
申
状
案
に
「
髪
寺
家

南
面
本
願
聖
主
勅
施
旧
文
、
井
存
生
元
之
比
島
官
符
之
旨
、
…
…
」
と
あ
る
の
が
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
愚
息
入
文
に
触
れ
て
い
る
も
の
の
う

ち
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
　
一
〇
五
〇
年
代
に
は
長
元
の
官
符
と
セ
ッ
ト
と
し
て
二
三
入
文
を
東
大
寺
は
所
持
し
て
い
る
こ
と
に

な
り
、
霞
岳
文
の
偽
作
年
代
は
一
〇
三
〇
～
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
も
の
と
限
定
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
長
元
年
間
に
露
原
杣
を
完
全
に
板
蝿

杣
内
部
に
吸
収
し
、
そ
の
内
部
で
の
排
他
的
支
配
を
基
本
的
に
完
了
し
た
東
大
寺
が
、
そ
の
こ
と
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
で
補
強
す
る
た
め
に
、
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八
世
紀
の
時
点
か
ら
焼
原
杣
を
含
め
た
こ
の
四
至
は
一
貫
し
て
東
大
寺
の
支
配
下
に
あ
っ
た
、
と
い
う
証
拠
文
書
を
偽
造
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
菓
寺
が
大
山
庄
の
支
配
確
立
の
た
め
承
和
＝
一
年
民
部
省
符
を
偽
造
し
た
こ
と
と
同
質
の
行
為
と
い
え
よ
う
。
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①
　
一
－
二
八
九
。

②
　
同
氏
「
私
領
の
特
質
」
（
石
母
田
・
佐
藤
編
「
中
世
の
法
と
国
家
」
所
収
）
。

③
　
氏
は
こ
の
区
別
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
広
義
の
、
私
領
は
「
郡

　
司
・
芭
姓
・
不
善
之
鍛
」
の
私
領
の
み
な
ら
ず
、
貴
族
の
所
領
庄
園
も
私
領
と
よ

　
ば
れ
、
公
領
の
反
対
語
と
い
う
形
式
的
な
称
呼
（
刀
禰
解
案
に
い
う
「
寺
神
領
田

　
畠
」
は
こ
の
範
購
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
）
。
狭
義
の
私
領
は
貴
族
・
寺
社
な

　
ど
の
私
領
を
含
ま
訟
、
在
地
土
豪
・
在
地
領
主
の
領
掌
の
対
象
と
な
る
私
領
（
刀

　
衆
意
案
に
い
う
「
私
人
領
地
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
）
の
称
呼
。

④
　
「
法
制
史
論
集
」
第
二
巻
七
三
頁
。

⑤
　
本
稿
「
は
じ
め
に
」
註
③
参
照
。

⑥
康
保
三
年
四
月
二
日
夏
見
郷
刀
禰
叢
叢
案
。

⑦
一
一
二
八
九
。

⑧
一
一
蝕
紀
中
期
に
は
「
簗
瀬
」
郷
は
明
確
に
独
立
し
た
村
落
に
な
っ
て
い
る
。

⑨
康
保
元
年
九
月
二
五
日
板
面
杣
四
至
畿
纏
記
（
一
一
二
八
○
）
。

⑩
　
天
禄
三
年
五
月
三
日
天
台
座
主
良
源
遺
告
（
ニ
ー
三
〇
五
）
。

⑪
　
康
保
元
年
一
一
月
二
三
日
夏
見
郷
薦
生
村
刀
禰
解
案
（
～
一
二
八
二
）
。

⑫
寛
和
三
年
二
月
一
日
東
大
寺
符
案
（
ニ
ー
三
二
五
）
。

⑬
　
寛
弘
九
（
一
〇
一
二
）
年
正
月
μ
二
二
日
和
泉
国
符
宏
小
（
一
一
一
四
六
一
一
）
に
よ
る

　
と
、
稲
泉
国
で
は
国
衙
は
荒
田
の
開
発
者
に
田
率
雑
裏
（
臨
時
雑
役
に
該
当
す
る

　
か
）
と
倉
米
の
内
五
升
（
正
税
の
一
部
か
）
を
免
除
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、

　
こ
の
よ
う
な
公
領
に
お
け
る
国
衙
と
開
発
田
堵
の
関
係
は
、
庄
園
内
部
で
の
庄
園

　
領
主
と
開
発
者
の
関
係
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
治
暦
一
一
（
一
〇
穴
六
）
年
三
月
二
日
元
興
寿
大
僧
都
房
政
所
下
文
案
（
三
1
一

　
O
O
二
）
に
よ
る
と
、
名
張
郡
簗
瀬
に
お
い
て
、
東
大
寺
と
丈
部
為
延
が
開
発
に

　
つ
い
て
、
永
年
作
手
の
保
障
を
媒
介
に
し
た
契
約
を
結
ん
で
い
る
。

⑮
　
石
詰
田
氏
前
掲
書
四
八
頁
。
た
だ
し
、
石
母
田
氏
が
人
間
の
所
有
権
と
い
う
場

　
合
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
奈
良
豊
代
以
来
の
東
大
寺
と
杣
工
と
の
間
の
奴
隷
制
的

　
関
係
を
考
え
て
お
ら
れ
る
。
私
は
東
大
寿
と
直
属
労
働
力
の
関
係
は
一
〇
世
紀
以

　
後
に
お
い
て
、
東
火
考
と
自
立
し
つ
つ
あ
る
名
張
郡
の
在
地
濃
民
諸
層
と
の
間
に

　
懸
ら
し
く
結
ば
れ
た
関
係
で
あ
る
、
と
み
な
し
て
い
る
。

⑯
開
発
田
の
正
税
免
と
い
う
慣
例
は
存
在
す
る
が
そ
の
獲
得
は
容
易
な
も
の
で
は

　
な
く
、
ま
た
国
衙
よ
り
の
収
公
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
赤
松

　
俊
秀
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
（
「
領
主
と
作
人
」
同
誌
著
「
古
代
中
世
社
会
経

　
済
史
研
究
」
所
収
）
延
喜
庄
園
整
理
令
以
後
の
農
民
治
田
の
立
券
抑
止
と
い
う
こ

　
と
に
よ
り
、
開
発
活
動
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
治
田
の
正
当
な
権
利
化
が
不
当
な
抑

　
圧
の
な
か
で
階
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
の
結
果
、
刀
禰
な

　
ど
の
小
規
模
治
田
の
順
調
な
展
開
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
望
み
え
な
い
情
況
が
存
在

　
す
る
。

⑰
今
ま
で
み
て
き
た
一
〇
世
紀
の
板
頭
杣
・
再
生
牧
に
お
け
る
農
民
諸
層
の
動
向

　
を
初
期
中
世
村
落
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
業
績
と
し
て
、
義
江

　
彰
夫
氏
「
初
期
中
世
村
落
の
形
成
」
　
（
講
座
日
本
史
2
「
封
建
社
会
の
成
立
」
所

　
収
）
が
あ
る
。
民
は
刀
禰
厨
の
開
発
活
動
を
分
析
の
中
心
に
す
え
、
彼
ら
が
開
発

　
を
推
進
す
る
な
か
で
、
平
斑
百
姓
に
た
い
す
る
支
配
権
を
確
立
し
、
村
落
領
主
と

　
し
て
の
地
位
を
う
ち
た
て
て
い
く
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
井
上
寛
司
氏

　
は
、
　
「
在
地
刀
禰
は
、
…
…
在
地
領
主
に
転
化
せ
ん
と
志
向
し
た
で
あ
ろ
う
が
、

　
彼
ら
は
刀
禰
な
る
が
故
に
容
易
に
農
罠
を
組
織
し
え
て
も
、
逆
に
そ
の
こ
と
に
よ



一〇世紀における庄園の形成と展開（丸出）

っ
て
農
民
に
規
制
さ
れ
、
基
本
的
に
領
主
化
な
し
え
な
か
っ
た
」
（
「
刀
繭
の
成
立

と
展
開
」
待
兼
山
論
集
四
号
）
と
さ
れ
、
義
江
氏
の
い
う
刀
禰
の
在
地
領
主
へ
の

転
換
は
疑
問
と
し
、
刀
禰
の
農
民
層
に
規
制
さ
れ
る
側
颪
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
私
は
井
上
氏
の
義
江
氏
批
判
は
基
本
的
に
は
正
し
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
と
な

ら
ん
で
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
井
上
氏
は
刀
翻
へ
の
農
翠
雲
よ
り
す
る

上
欄
を
重
視
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
亡
羊
が
農
厩
と
と
も
に
行

動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
、
す
な
わ
ち
大
土
地
所
有
者
”
庄
園
領
主
の
上

よ
り
す
る
厩
力
の
存
在
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
義
江
氏
の
場
合
、

こ
の
上
よ
り
す
る
刀
爾
層
へ
の
規
制
と
い
う
面
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、
義
江
氏
は
康
保
元
年
の
朝
成
家
の
薦
生
牧

立
券
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
刀
翻
磨
が
朝
成
家
を
動
か
し
て
立
券
さ
せ
た
も
の
、
立

券
の
実
質
的
な
主
体
は
刀
爾
と
い
う
把
握
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す

で
に
み
た
よ
う
に
事
態
は
逆
で
あ
り
、
朝
成
家
は
在
地
の
刀
爾
を
含
む
悪
意
諸
層

と
対
決
し
、
そ
の
抵
抗
を
排
除
し
て
立
湿
し
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
「
浪
人
」
と

い
う
名
目
で
直
属
労
働
力
を
組
織
し
て
い
る
。
こ
の
浪
人
の
中
核
は
在
地
刀
爾
暦

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
刀
翻
が
在
地
領
主
に
転
化
し
て
い
く
と
い
う
場
合
、

こ
の
よ
う
な
大
土
地
所
有
者
へ
の
従
属
の
な
か
か
ら
、
そ
れ
か
ら
の
規
制
を
う
け

な
が
ら
進
展
し
て
い
く
側
面
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

む

す

び

　
　
義
江
氏
の
場
合
、
全
般
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
大
土
地
所
有
者
か
ら
の
規
制
、

　
お
よ
び
農
民
か
ら
の
規
制
と
い
う
諸
側
面
を
欠
落
さ
せ
た
形
で
刀
嗣
か
ら
在
地
領

　
主
へ
の
直
線
的
な
発
展
過
程
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
欠
点
が

　
で
て
く
る
の
は
、
在
地
領
主
の
形
成
過
程
を
農
民
諸
点
お
よ
び
大
土
地
所
有
者
の

　
原
野
の
私
的
分
割
の
運
動
の
展
開
の
な
か
に
正
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ

　
と
、
さ
ら
に
、
大
土
地
所
有
者
が
在
地
領
主
の
上
部
に
存
在
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

　
利
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
し
か
位
置
ず
け
ら
れ
ず
、
大
土
地
所
有
者
1
1
庄
園
領
主

　
の
独
自
な
支
署
論
理
お
よ
び
そ
の
在
地
領
主
に
お
よ
ぼ
す
規
制
力
が
考
慮
さ
れ
て

　
い
な
い
こ
と
、
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
今
後
の
全
体
の
諜
題
と
し
て
追
求

　
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

⑱
「
高
野
山
御
手
印
縁
起
に
つ
い
て
」
（
同
氏
著
「
続
鎌
倉
仏
教
の
研
究
」
所
収
）
。

⑲
　
こ
の
文
書
が
偽
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
官
省
符
と

　
基
準
國
図
」
（
「
小
葉
田
教
授
退
官
記
念
国
史
論
集
」
所
収
）
お
よ
び
便
藤
邦
彦
氏

　
「
大
山
荘
・
承
和
一
二
年
「
民
部
省
絶
美
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
月
刊
歴
史
二
九
号
）

　
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
　
大
日
本
古
文
書
四
、
八
四
頁
所
収
。

⑳
　
同
氏
前
掲
書
一
七
頁
。

⑫
　
主
一
七
一
七
。

以
上
、
第
H
期
を
中
心
に
し
て
板
蝿
杣
の
変
遷
を
み
て
き
た
。
要
約
す
る
な
ら
ば
、
一
〇
世
紀
中
期
以
前
は
笠
間
川
以
西
に
限
定
さ
れ
て
い

た
板
蝿
杣
を
、
別
当
光
智
は
天
暦
年
間
に
そ
の
四
至
を
東
に
拡
張
し
薦
生
牧
・
焼
亡
杣
の
か
こ
い
こ
み
を
企
て
た
。
薦
生
家
の
包
摂
は
失
敗
す

る
も
の
の
、
遺
事
柚
に
つ
い
て
は
足
が
か
り
を
残
し
、
そ
れ
以
後
こ
の
杣
の
板
蝿
柚
内
く
り
こ
み
を
貫
徹
す
べ
く
東
大
等
は
全
力
を
あ
げ
て
い

①く
。
そ
の
意
味
で
、
後
の
黒
田
庄
の
前
身
と
し
て
の
板
蝿
杣
の
歴
史
と
は
、
一
〇
世
紀
中
葉
に
杣
内
に
く
り
ま
こ
れ
た
藤
原
杣
の
不
輸
・
不
入

65　（837）



化
が
達
成
さ
れ
て
い
く
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
．
焼
原
柚
と
い
う
一
定
の
広
が
り
を
も
っ
た
原
野
に
お
い
て
、
東
大
寺
が
農
民
や
鞘
尻
と
た
た

か
い
つ
つ
、
別
名
の
権
利
の
獲
得
に
よ
る
原
野
の
排
他
的
支
配
権
の
確
立
、
正
税
免
・
官
物
便
補
の
獲
得
を
媒
介
に
し
た
不
輸
租
田
の
領
域
内

で
の
拡
大
、
直
属
労
働
力
を
核
と
し
た
領
域
内
の
共
同
体
的
規
制
の
支
配
論
理
内
部
へ
の
吸
収
、
お
よ
び
そ
れ
ら
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
で
正
当

化
す
る
た
め
の
文
書
の
偽
造
な
ど
の
手
段
で
、
新
ら
た
に
支
配
を
確
立
し
て
い
く
歴
史
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
元
年
間
に
い
た
り
曹
7
5
成
し
、

こ
れ
を
も
っ
て
幽
艶
杣
は
不
輸
・
不
入
制
を
獲
得
し
た
黒
田
本
庄
に
転
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
焼
原
杣
内
部
で
中
世
庄
園
綱
支
配
の
原
基
的
形

態
が
、
後
に
黒
田
新
庄
で
東
大
寺
が
展
開
す
る
支
配
論
理
の
原
基
形
態
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

66 （838＞

①
　
石
母
田
氏
は
「
天
暦
年
間
東
大
寺
別
当
光
智
が
板
蝿
杣
に
入
冒
し
て
四
至
内
に

　
筆
生
牧
を
含
ま
し
め
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
企
図
が
挫
折
す
る
や
東
大
寿
は
一
歩

　
後
退
し
て
長
元
六
年
杣
そ
の
も
の
を
立
券
し
た
」
　
（
同
氏
前
掲
書
舗
；
貝
）
と
め

　
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
や
ま
つ
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。
石
筆
田
川
が

　
こ
の
よ
う
な
把
握
を
す
る
の
は
、
氏
が
板
野
杣
の
領
域
は
別
当
光
智
の
入
試
以
前

　
も
以
後
も
一
貫
し
て
変
ら
ず
、
後
の
気
圏
本
庄
の
地
も
奈
良
時
代
以
来
板
子
杣
内

　
部
の
地
で
あ
る
と
い
う
東
大
寺
の
不
法
な
主
張
に
そ
の
ま
ま
立
脚
し
て
論
を
立
て

　
て
い
る
ゆ
え
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
氏
は
二
つ
の
面
で
誤
哀
り
を
お
か
す
こ
と
に

　
な
る
。
そ
の
一
つ
は
「
板
蝿
杣
の
田
轟
は
後
に
本
免
田
と
い
わ
れ
る
如
く
、
本
来

　
国
衙
の
課
役
免
を
除
さ
れ
て
い
た
土
地
で
、
あ
ら
た
め
て
不
輸
不
入
の
特
権
を
得

　
る
必
要
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
」
　
（
同
氏
前
掲
書
六
二
頁
）
と
の
べ
て
い
る
よ
う

　
に
、
本
免
田
を
奈
良
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
免
除
地
と
し
て
位
置
ず
け
、
こ
の
本

　
免
田
月
焼
原
杣
が
一
〇
世
紀
中
期
以
後
在
地
の
農
民
諸
贋
と
の
た
た
か
い
の
な
か

　
で
獲
得
さ
れ
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
欠
落
さ
せ
た
こ
と
で

　
あ
る
。
黒
田
庄
本
免
田
が
律
令
制
の
所
産
な
の
で
は
な
く
、
律
令
制
の
崩
壊
過
程

　
の
な
か
か
ら
新
ら
た
に
板
蝿
杣
の
「
出
作
地
」
の
上
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
庵
の

・
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
本
免
田
と
密
接
に
関
連
す
る
柚
工
に
つ
い
て
、
氏
は
「
東
大
寺
に
と

っ
て
は
杣
工
は
単
に
寺
家
に
材
木
を
貢
進
ず
る
奴
隷
の
集
団
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
保
有
地
を
有
し
家
族
を
形
成
す
る
農
民
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る

の
で
は
な
い
」
　
（
岡
氏
前
掲
書
五
三
頁
）
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
杣

工
は
杣
に
本
来
的
に
附
屈
す
る
奴
隷
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
康
保
年
間
に

東
大
寺
の
薦
生
・
焼
原
の
か
こ
い
こ
み
に
反
対
し
て
い
る
女
生
村
刀
禰
の
な
か
に

　
「
東
大
寺
杣
司
」
が
い
る
（
康
保
二
年
四
月
二
日
夏
見
郷
刀
禰
等
解
状
、
一
一
二

八
九
）
こ
と
に
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
、
韻
語
の
主
力
は
板
蝿
杣
周
辺
の
寸
々
の
自

立
化
し
つ
つ
あ
る
農
民
諸
繕
な
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
農
業
以
外
の
社
会
的
分
業
に

従
購
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
石
場
田
荘
の
場
合
、
杣
工
1
1
奴
隷

と
し
た
た
め
に
、
東
大
寺
が
自
立
化
し
つ
つ
農
民
を
直
属
の
「
杣
山
」
身
分
に
強

行
転
化
さ
せ
、
法
的
・
経
済
的
に
彼
ら
を
隷
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
側
面
、
こ
の
過

程
で
東
大
寺
の
「
電
工
」
亥
配
の
論
理
が
新
ら
た
に
形
成
さ
れ
て
い
く
側
画
、
の

分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
島
大
学
露
店
授
　



Ephialtes

von

O．　Shibakawa

　　Im　Jahre　462／1　entzog　Ephlaltes　dem　Areiopag　einige　Kompetenzen．

Darttber，　welche．．Korp．．p．　etenzege　er　ihrp　entzog，，i＄t’　seit　langem　stark

umstritten．　Aber，．’Wa＄’．den　Sihn　der　sogenalmten　ephialtischen　Reform

in　der　athenisbh6鍛G66chichte　betriffti．＝．　ttbe士eiエ1stirh．mend量n　der　For．

schungsgeschichte　gilt　sie／als　，，Revo｝utioh　f‘，　als　，，　Wendepunkt　der　athenl－

schen　Verfassungsgesckicltte“，　als　，，grundlegende　Verfassungsanderung“，

als　，，　Beginn　der　radikalen　Demokratie“．　Solche　Theorie　doch　enthtilt　in

sich　viele　Schwierigkeiten．　Hier　wird　die　sog．　ephialtische　Reform

erforscht　nicht　von　dem　Standpunkt　der　Entwicklungsgeschichte　der

athenischen　Den｝okratie，　sondern　von　dem　der　athenischen　AuBenpolitik

der　60　er　Jahre　aus．

The　Making　Process　of　・・　Manors　・in　the　10　th．　Century

　　　　　　　　　Taking　the　Case　of　the　Itabae　Manor板：蝿杣

　　　　　　　　　Belonging　to　7104α読東大寺TemPle

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y．　Maruyama

　，ln　this　article　I　would　like　to　clarify　the　making　process　of　．the

medieval　manors　by　exami捻ing　the　case　of　Yakihara　estate畑原杣which

belonged　to　the　itabae　manor　of　Todaiv’i　temple．　1　would　pay　special

atteRtion　to　the　economlc　and　legal　immunity　of　the　manor．　Todai－1’i

temple　formed　Yakihara　estate　．by　marking　off　．　the　field　un！awfully　in

the　middle　of　the　10　th．　century，　and　since　then　Todaiv’i　temple，　insistiBg

on　its　cultivating　right　to　the　estate，　had　got　the　exclusive　right　to

control　the　wasteland．　Fierce　resistance　of　the　peasants’圭n　2物∂α擁名張

county　was　removed　and　Todaiv’i　temple　turned　Yaleihara　estate　into　its

perfect　property．　Making　use　of　the　exemption　from　she’zei正税main

tax，　it　got　the　complete　econom2c　and　financial　burdens　which　had　been

imposed　upon・　the　peasants．　ln　order　to　intensify　the　manor　control

Todaiv’i　temple　gathered　the　dependent　farmers　and　made　use　of　the
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rural　community．　ln　this　way　Todai－ji　temple　intensified　the　control

over　Yakihara　estate，．which　had　completed　in　Chog’en長元era，　in　the

middle　of　the　11　th．　century．　Yaleih．ara　estate　turned　into　Ku”ioda　main

manor黒田本庄，　which　is　a七ypica｝　Medieval　manor，

ff・taln・t・Territ・・y旗本領．・・4ρ吻郷荘＝i・．　t与・．

　　Modern　Ages　；　A　qase　Study．of．　lidani　・　Kega

　　　　　　井伊谷・気賀District．　in　Enshu遠州

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　H．　Yamazumi

　　There　spread　a　Hatamoto　Territory　called　Iidani．一Go－Kondo．井伊谷五

近藤in　Iidani・Kega井伊谷・気賀district　which　was　situated　in　the

region　to　the　north　of　Lake　Hamana浜名湖and　had　been　he｝d　by

famous万井伊family，　Kondo　fam圭1y　had　resided　in　Jidani白血谷

and　was　promoted．　to　the　substan七ial　i）aimyo．大名．　status　by　play2ng

the　SCOUting　rOle　SUCCeSSfUlly　in　TOflUgaWa勿αs％’S徳川家康inVaSiOn

into　Enshu遠州in　the　eleventh　year．．　of　Eiroku永禄（1568），　and　built

Jinya陣屋in　its　home　territory，　lidani　in　the　fifth　year　of　Genna元

和（1619），but　soon　d圭vided　itself　into　five　Hatamoto　Terrkories，　that　is，

Kanasashi金指，　fidani・Kega，　Ohtani．大谷l　Ishioka石岡．　Th呈s　case　was

very　peculiar　one　compared　with　many　downfalls　of　Daimyos．

　　In　this　article，　1　would　like　to・　follew　the’distribution　and　clianging

process　of　the　territories　of　the　five　families，　and　show　that　this　divi－

sion　into　five　Hatamoto　Territories　was　deeply．connected　wlth　the，　ad－

min三strat圭on．　of　important　Kega・btZrrier気賀関．　in・the　way　of紐彫6－

KaidO姫街道，　moreover，　I　would　like　to　show　that，．　after　the　division，

the　bondage　among．the　old・　Kondo　family　was　so　strong，　and　refiected

in　the　sphere　of　Suleego助郷of　Kega－barrier．

　　Among．　．these　five　territories，　taking・・the　case　Of　important　Kega　Terri－

tory　where　the　bart’ier　and　innS　were　set　up，　1・　would　like　to　analyze

the　system　of　a　modern　village．　．・Administratively　this　territory　was

regarded　as　one　village　a£王arge，・．but．was　divided　implicitly内証わけ

and　composed，　of　seven　small　villages，’One．　town　and　Rogatani－Shinden

老ケ谷新田．　By　the　ana玉ysis　of　the　right　of　1万漉入会権，．the　develop一
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