
書

評

泉
　
谷
　
康
　
夫
著

『
律
令
制
度
崩
壊
過
程
の
研
究
』

戸
　
田
　
芳
　
実

　
本
書
は
、
平
安
時
代
研
究
の
中
堅
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
著
者
が
、
一
九

五
八
年
の
処
女
論
文
「
現
存
平
安
蒋
代
戸
籍
の
考
察
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三

九
号
）
い
ら
い
、
七
二
年
の
本
書
刊
行
ま
で
の
長
期
に
わ
た
っ
て
、
律
令
制

度
の
崩
壊
過
程
と
直
接
に
関
係
す
る
平
安
時
代
の
土
地
制
度
・
租
税
制
度
な

ど
、
　
「
普
遍
的
諸
制
度
」
の
変
化
の
過
程
を
研
究
し
て
き
た
成
果
を
収
め
た

論
集
で
あ
る
。
著
者
は
本
書
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
、
既
発
表
論
文
一
三
編

を
も
と
に
し
な
が
ら
、
新
た
な
論
文
三
編
を
加
え
、
次
の
よ
う
な
、
本
論
一

〇
編
、
余
論
五
指
、
付
録
一
編
の
構
成
を
も
つ
著
作
に
仕
上
げ
た
。

　
　
序
章
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
第
一
部
本
　
論

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

魚
五
章

第
市
章

第
七
章

翼
翼
と
在
家

戸
籍
制
度
の
崩
壊
過
程

氷
馬
役
に
つ
い
て

調
諭
告
の
変
質
に
つ
い
て

延
喜
庄
園
整
理
令
に
つ
い
て

公
田
変
質
の
一
考
察

奈
良
・
平
安
時
代
の
愚
制
度

（9）　（8）　（i）　（7（4）　（2）

　
　
第
八
章
　
中
世
的
土
地
制
度
の
成
立

　
　
第
九
章
　
作
手
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
第
十
章
　
中
世
水
田
の
経
営
形
態
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
第
二
部
　
余
　
論

　
　
第
一
章
　
現
存
平
安
時
代
　
戸
籍
の
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
第
二
章
　
公
田
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
第
三
章
　
公
田
再
論

　
　
補
論
　
天
平
八
年
三
月
庚
子
条
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
第
四
章
　
国
掌
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
付
録
　
畿
内
の
庄
園
と
農
民
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
右
の
目
次
の
下
段
に
⇔
で
示
し
た
数
字
は
、
既
発
表
論
文
の
発
表
の
順
番

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
な
い
も
の
は
本
書
で
は
じ
め
て
潜
け
に
さ
れ
た
論
文
で

あ
る
。
な
お
本
論
第
二
章
は
、
も
と
処
女
論
文
に
含
ま
れ
て
い
た
の
を
、
全

面
的
改
稿
の
さ
い
余
論
第
一
章
と
分
離
独
立
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
序
章
に
よ
る
と
泉
谷
馬
の
平
安
時
代
研
究
に
関
す
る
問
題
関
心
と

方
法
は
、
お
よ
そ
次
の
点
に
あ
る
。
古
代
史
お
よ
び
中
世
史
の
側
か
ら
の
個

別
的
制
度
史
（
例
え
ば
班
田
制
消
滅
過
程
や
庄
園
制
成
立
過
程
な
ど
を
全
体

と
切
り
は
な
し
そ
れ
自
体
の
変
遷
を
考
証
す
る
も
の
）
で
は
、
古
代
史
と
中

世
史
の
研
究
成
果
は
う
ま
く
結
び
つ
か
な
い
。
そ
れ
を
実
証
的
に
結
合
し
う

る
「
普
遍
的
諸
制
度
（
土
地
制
度
・
地
方
行
政
制
度
あ
る
い
は
租
税
制
度
な

ど
）
の
変
化
の
過
程
の
考
察
」
こ
そ
が
先
ず
必
要
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
実

態
」
の
考
察
も
、
こ
れ
ら
諸
制
度
と
の
関
連
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ

う
し
て
泉
谷
氏
は
、
「
古
代
史
あ
る
い
は
中
世
史
と
い
っ
た
枠
に
と
ら
わ
れ

な
い
広
い
制
度
史
的
視
点
」
と
研
究
方
法
に
そ
っ
た
か
た
ち
で
本
書
の
諸
論

文
（
と
く
に
本
論
の
）
を
書
い
て
き
た
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
氏
の
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評

研
究
の
足
ど
り
は
、
前
掲
の
屋
次
の
下
に
つ
け
た
論
文
発
表
の
順
序
の
と
お

り
で
、
戸
籍
－
公
田
一
畠
制
度
－
「
名
」
1
調
庸
制
…
作
半
－
作
手
と
研
究

対
象
を
発
展
さ
せ
、
本
書
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
さ
ら
に
延
窟
荘
園
整

理
令
と
私
領
（
1
1
中
世
的
土
地
制
度
）
の
成
立
の
研
究
を
加
え
て
、
泉
谷
氏

の
全
体
的
構
想
を
体
系
化
し
て
い
る
。

　
泉
谷
氏
の
研
究
の
大
ま
か
な
特
徴
を
私
な
り
に
列
挙
し
て
み
る
と
、
平
安

時
代
プ
ロ
パ
ー
の
制
度
研
究
に
最
重
点
を
お
き
、
そ
の
た
め
に
先
行
す
る
律

令
制
の
諸
制
度
を
熱
心
に
研
究
し
て
そ
れ
と
の
連
関
性
の
証
明
に
つ
と
め
る

こ
と
、
ま
た
大
和
国
を
主
な
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
そ
の
　
貫
し
た
追

求
を
続
け
、
従
来
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
諸
問
題
を
発
掘
し
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
五
〇
年
代
末
い
ら
い
日
本
史
研
究
会
中
世
史
部
会
を

中
心
に
研
究
さ
れ
て
き
た
「
王
朝
国
家
」
論
の
論
拠
を
批
判
し
、
後
で
ふ
れ

る
よ
う
に
、
茂
独
自
の
一
一
世
紀
初
期
中
世
的
土
地
制
度
成
立
説
を
提
起
し

て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
第
一
章
「
玉
名
と
在
家
」
は
、
平
安
時
代
国
衙
の
収
取
の
基
礎
単
位
に
関

す
る
研
究
で
、
氏
に
よ
る
と
本
論
の
総
説
を
な
す
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
泉

谷
氏
は
、
ま
ず
私
が
か
つ
て
提
出
し
た
襲
名
睦
公
田
請
作
者
説
を
否
定
し
て

租
税
田
（
お
よ
び
地
子
田
）
耕
作
者
説
を
立
て
、
そ
れ
が
芦
籍
制
度
を
前
鍵

に
し
た
制
度
で
あ
る
と
主
張
し
、
次
に
負
名
を
単
位
と
し
た
国
役
が
在
家
役

に
変
わ
る
の
は
、
公
田
の
私
領
化
に
よ
っ
て
負
名
制
度
が
崩
壊
し
た
た
め
で

あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
負
名
を
戸
籍
（
と
く
に
そ
の
定
姓
機

能
）
と
、
ま
た
在
家
を
私
領
の
体
制
的
成
立
と
結
合
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す

る
氏
の
観
点
は
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
私
に
も
興
味
が
あ
る
が
、
そ

の
反
論
は
あ
と
に
し
て
、
氏
の
構
想
が
馬
取
体
制
の
基
礎
構
造
に
そ
く
し
て

よ
く
示
さ
れ
て
い
る
論
文
で
あ
る
。

　
第
二
童
・
コ
戸
籍
制
度
の
崩
壊
過
程
」
は
、
戸
籍
の
機
能
が
延
喜
以
後
も
な

お
働
い
て
い
た
こ
と
を
証
心
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
定
姓
の
機
能
は

一
〇
世
紀
の
中
頃
ま
で
、
班
田
台
…
脹
の
機
能
（
平
田
群
口
帳
作
成
）
は
一
一

世
紀
の
中
頃
ま
で
果
た
さ
れ
て
い
た
と
し
、
緯
令
制
的
人
身
支
配
の
原
理
は

毒
血
機
能
が
消
滅
す
る
ま
で
は
生
き
て
い
た
と
み
て
い
る
。
氏
の
考
え
で
は
、

前
述
の
線
名
制
度
の
成
立
は
九
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
か
ら
、
両
岩
は
対
立
せ

ず
に
結
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
三
章
「
氷
馬
役
に
つ
い
て
」
は
、
第
四
章
「
調
庸
制
の
変
質
に
つ
い
て
」

と
と
も
に
、
氏
の
中
世
的
税
制
成
立
過
程
の
研
究
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
は
氷
室
の
氷
を
主
水
司
へ
運
搬
す
る
夫
役
と
し
て
の
氷
壁
役

が
、
最
初
昂
部
の
氷
芦
の
役
か
ら
雑
藩
に
転
化
さ
れ
、
さ
ら
に
負
名
の
臨
晴

雑
役
か
ら
在
家
役
へ
と
変
化
す
る
過
程
と
条
件
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
れ
を

一
般
化
す
れ
ば
第
一
章
総
論
「
負
名
と
書
聖
」
の
論
旨
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
第
四
章
「
調
庸
制
の
変
質
に
つ
い
て
」
は
、
ま
ず
中
央
と
国
司
の
間
の
調

帳
雑
物
貢
納
形
態
の
変
化
を
、
縄
帳
と
課
丁
数
減
少
対
策
お
よ
び
未
進
微
率

（
正
蔵
徳
分
）
の
制
度
か
ら
考
察
し
て
、
延
嘉
式
的
国
家
財
政
構
造
の
崩
壊

を
見
通
し
、
次
に
農
民
か
ら
の
収
取
形
態
に
つ
い
て
、
一
〇
世
紀
前
半
に
は

な
お
行
わ
れ
て
い
た
課
丁
か
ら
の
収
取
に
加
え
て
、
生
名
の
臨
時
雑
役
と
し

て
の
調
網
賦
課
が
出
現
し
た
こ
と
、
や
が
て
籍
帳
制
度
の
崩
壊
に
よ
っ
て
調

尋
物
が
完
全
に
田
率
賦
課
に
変
わ
り
、
公
濁
官
物
率
法
の
中
に
発
展
的
解
消

を
と
げ
る
こ
と
を
論
じ
、
最
後
に
調
庸
運
上
組
織
の
変
遷
を
扱
っ
て
、
九
世

紀
宋
以
後
の
専
当
郡
司
に
よ
る
全
盤
的
収
納
・
運
上
の
体
制
、
調
物
使
（
弁

済
使
）
の
出
現
と
国
司
に
よ
る
組
織
化
、
＝
憶
紀
に
お
け
る
納
所
の
主
が

綱
丁
と
し
て
運
上
す
る
体
制
と
、
そ
の
諸
段
階
を
具
体
的
に
研
究
し
て
い
る
。
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第
五
章
「
延
喜
庄
園
整
理
令
に
つ
い
て
」
は
、
坂
本
藁
箒
氏
の
一
〇
世
紀

王
朝
国
家
体
制
成
立
論
の
否
定
、
と
く
に
坂
本
氏
の
い
う
基
準
国
図
作
成
説

の
否
定
を
主
眼
と
し
て
、
同
整
理
令
は
新
し
い
土
地
制
度
を
生
み
出
し
た
の

で
は
な
く
、
公
地
公
民
制
維
持
の
た
め
で
き
る
だ
け
多
く
の
農
民
に
律
令
制

記
田
主
権
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
効
果
は
寄
進
地
山
荘
園
の
一

般
的
成
立
を
一
一
世
紀
ま
で
引
き
の
ば
し
た
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
見
解
を

示
し
て
い
る
。

　
第
穴
章
門
公
田
変
質
の
一
考
察
」
は
、
大
和
国
関
係
史
料
に
み
ら
れ
る
便

宜
要
門
田
の
制
度
の
考
察
か
ら
公
田
の
私
領
化
の
内
容
と
時
期
を
と
ら
え
よ

う
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
和
で
は
「
土
風
例
」
と
し
て
家
地

に
付
属
す
る
権
利
と
し
て
公
田
に
「
園
田
」
を
設
定
す
る
制
度
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
公
田
の
私
的
占
有
権
も
し
く
は
耕
作
権
が
保
障
さ
れ
、
負
田
よ

り
も
公
田
私
領
化
の
要
因
を
多
く
内
包
し
て
い
た
が
、
一
一
世
紀
中
頃
に
は

油
田
が
家
地
と
同
様
に
売
買
梢
伝
の
対
象
と
な
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
大
和
守

源
頼
親
の
在
任
中
が
便
田
一
公
田
の
私
領
化
の
時
期
と
推
定
し
て
、
そ
れ
を

一
〇
二
〇
～
三
〇
年
の
間
に
求
め
て
い
る
。
第
八
章
「
中
世
的
土
地
所
有
の

成
立
」
で
は
、
こ
れ
が
一
般
化
さ
れ
て
、
一
一
世
紀
初
め
の
私
領
の
体
制
的

成
立
一
中
世
的
土
地
制
度
の
成
立
と
い
う
主
張
に
な
る
。

　
そ
の
前
の
第
七
章
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
畠
制
度
」
は
、
従
来
盛
衰
さ
れ

て
い
た
畠
の
制
度
の
一
貫
し
た
研
究
を
め
ざ
す
も
の
で
、
律
令
国
家
が
園
地

と
別
に
雑
穀
を
栽
培
す
る
陸
田
か
ら
直
接
に
地
子
を
収
取
す
る
制
度
を
養
老

三
年
以
降
に
行
っ
て
い
た
が
、
こ
の
陸
田
制
度
は
一
〇
世
紀
に
変
化
し
て
、

陸
田
以
外
の
園
地
か
ら
も
地
子
が
徴
集
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
一
世
紀
に

は
そ
れ
ま
で
畠
の
私
有
権
を
制
約
し
て
い
た
国
家
公
権
が
「
消
滅
」
し
（
公

畠
に
対
す
る
名
主
・
私
領
主
の
勧
農
権
確
立
）
、
　
私
有
権
に
重
大
な
変
化
が

お
こ
る
と
し
、
最
後
に
庄
園
内
の
畠
が
す
べ
て
不
輸
と
な
る
経
過
を
扱
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
も
柱
は
結
局
＝
世
紀
初
め
公
田
（
畠
）
私
領
化
説
で
あ
る
。

　
第
八
章
「
中
憔
的
土
地
制
度
の
成
立
」
の
中
心
的
見
解
は
す
で
に
紹
介
し

た
よ
う
な
私
領
成
立
論
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
き
わ
め
て
断
定
的
に
一
般

化
さ
れ
、
「
一
一
世
紀
の
初
に
学
田
（
謄
公
田
）
が
す
べ
て
私
領
化
し
て
い

っ
た
」
と
い
う
主
張
に
な
っ
て
お
り
、
私
領
化
は
す
す
ん
だ
が
公
田
の
ま
ま

持
続
し
た
田
地
も
少
な
く
な
い
と
み
る
坂
本
賞
三
氏
や
石
塚
栄
氏
の
意
見
は

簡
単
に
退
け
ら
れ
て
い
る
。

　
第
九
章
「
作
手
に
関
す
る
一
考
察
」
は
、
本
来
、
田
主
権
の
所
有
者
か
ら

与
え
ら
れ
た
耕
作
権
的
権
利
で
あ
る
作
者
か
ら
、
あ
た
か
も
私
領
・
田
主
権

の
ご
と
き
永
作
手
が
成
立
す
る
事
情
を
、
公
田
の
私
領
化
に
代
表
さ
れ
る
一

般
的
な
私
領
形
成
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
泉

谷
氏
は
、
嶺
時
の
土
地
に
関
す
る
権
利
の
重
層
性
を
あ
げ
て
、
　
「
永
続
性
の

認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
権
利
は
す
べ
て
一
領
家
職
・
領
主
職
も
、
ま
た
地

主
職
も
、
は
た
ま
た
永
作
手
も
私
領
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
す

べ
て
が
同
様
の
権
利
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
」
と
結
論
し
た
う
え
で
、
農

民
的
権
利
で
あ
る
中
世
の
作
職
の
成
立
を
展
望
し
て
い
る
。

　
第
十
章
「
中
世
水
田
の
経
営
形
態
」
は
、
苅
分
け
小
作
と
み
な
さ
れ
る
作

半
の
考
察
で
、
氏
は
こ
れ
を
佃
経
営
の
崩
壊
過
程
に
一
暗
的
に
あ
ら
わ
れ
る

経
営
形
態
と
し
、
吉
田
晶
氏
の
佃
経
鼻
の
類
型
論
と
結
び
つ
け
て
、
初
期
作

半
・
請
作
々
半
・
名
役
作
半
の
三
類
型
を
考
え
、
鎌
倉
重
代
で
は
高
度
な
農

民
自
立
化
の
達
成
に
よ
り
、
作
画
は
劣
悪
な
水
田
に
し
か
み
ら
れ
な
く
な
る

と
論
じ
て
い
る
。

以
上
が
本
書
の
約
三
分
の
二
を
占
め
る
本
論
の
諸
論
文
の
要
旨
で
あ
る
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評書

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
泉
谷
氏
が
律
令
制
的
土
地
制
度
か
ら
私
領
の
体
制
的

成
立
を
指
標
と
す
る
中
世
的
土
地
制
度
へ
の
転
換
の
画
期
を
平
安
中
期
、
一

一
世
紀
初
め
に
設
定
し
、
そ
れ
と
の
連
関
で
税
制
の
変
化
の
諸
段
階
や
耕
作

権
・
経
営
形
態
の
あ
り
方
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
閣
ら
か
で
あ

る
。
養
否
は
別
と
し
て
も
、
そ
れ
は
体
系
的
な
制
度
史
的
研
究
の
一
つ
の
新

見
解
で
あ
っ
て
、
そ
の
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
私
自
身
に
も
、
薪
た
な

問
題
の
所
在
を
数
え
刺
戟
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
の
氏
の
見
解
の
か
な
め
を
な
し
て
い
る
一
一
世
紀
初
め
の

私
領
の
体
制
的
成
立
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
証
関
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
率
直
な
読
後
感
で
あ
っ
た
。
泉
谷
氏
が
具
体
的
証
明
の
た

め
に
第
六
章
で
考
察
し
た
史
料
は
、
す
べ
て
黒
田
・
公
田
・
負
田
を
私
領
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
た
大
小
の
私
領
主
の
欄
別
事
例
で
あ
っ
て
、
嚢
時
公
田
が
私
領
化
し
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
み
と
め
ら
れ
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
す
べ
て

へ

の
公
田
が
現
実
に
公
験
を
も
つ
私
領
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
証
明

に
は
な
ら
な
い
。
と
く
に
一
七
三
頁
以
下
の
大
和
守
源
頼
親
の
私
領
・
便
田

関
係
史
料
（
嘉
応
元
年
一
一
月
一
九
日
勧
学
院
政
所
下
文
）
の
考
察
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
公
田
の
一
般
的
私
領
化
の
時
期
を
定
め
て
い
る
点
で
と
く
に
検

討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
史
料
は
一
二
批
紀
の
相
論
文
書
で
あ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
が
、
そ
こ
で
対
立
し
て
い
る
東
大
寺
と
東
西
喜
殿
庄
住
人
の
主
張
の
円
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

を
と
り
出
し
て
無
媒
介
に
結
合
し
、
相
論
の
対
象
に
つ
い
て
東
大
寺
が
「
便

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
モ

田
」
と
い
い
、
貴
殿
庄
学
人
が
「
当
庄
之
当
初
領
主
源
前
司
私
領
」
と
い
っ

て
い
る
か
ら
、
　
「
私
領
は
便
田
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
」
と
氏
が
結
論
す
る
の

は
、
関
係
者
の
主
張
が
食
い
ち
が
う
相
論
史
料
の
扱
い
方
と
し
て
い
さ
さ
か

不
用
意
で
あ
ろ
う
。
次
に
も
っ
と
重
要
な
こ
と
は
、
か
り
に
氏
の
見
解
を
み

と
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
国
司
頼
親
と
い
う
特
定
の
人
物
が
在
任
中
に
一

定
面
積
の
蟹
田
を
自
己
の
私
領
化
し
た
こ
と
を
示
す
だ
け
で
、
大
和
一
国
の

竹
田
・
公
田
の
す
べ
て
が
そ
の
期
間
中
に
私
領
化
し
た
こ
と
を
何
ら
証
明
す

る
も
の
で
は
な
い
。
泉
谷
氏
が
「
彼
の
大
和
琴
在
任
申
に
公
田
私
領
化
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

じ
た
」
と
私
領
化
の
主
体
を
ボ
カ
し
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
　
「
彼
に
よ

へる
公
田
私
領
化
が
生
じ
た
」
と
正
確
な
表
現
に
改
め
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
だ
か
ら
頼
親
の
在
任
の
時
期
を
考
証
し
て
「
公
田
私
領
化
の
生
じ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
十
一
世
紀
の
二
十
年
代
」
な
ど
と
結
論
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
ず
、

そ
れ
以
上
の
具
体
的
証
明
は
見
当
ら
な
い
か
ら
、
氏
の
見
解
の
か
な
め
で
あ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
一
｝
世
紀
初
め
の
私
領
体
制
的
成
立
説
は
、
本
書
で
は
成
立
し
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
泉
谷
氏
は
一
一
世
紀
初
め
の
寛
弘
九
（
一
〇
＝
一
）
年
和
豊
国
符
で
、
圏

司
源
経
頼
が
「
既
謂
公
田
、
何
有
私
領
」
と
述
べ
た
こ
と
を
も
っ
て
「
寛
弘

年
間
は
…
…
ま
だ
公
田
が
私
領
化
し
た
と
は
い
え
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。

一
〇
一
二
年
に
ま
だ
私
領
化
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
一
〇
二
〇
年
代
に
な

っ
て
突
如
と
し
て
す
べ
て
の
公
田
が
私
領
化
す
る
と
い
う
の
は
、
私
な
ど
想

像
を
絶
す
る
激
変
で
あ
る
。
太
政
官
や
国
司
が
命
令
を
発
し
て
公
的
に
公
田

一
般
の
私
領
化
を
認
め
た
と
い
う
ご
と
き
事
実
を
証
明
で
き
れ
ば
別
で
あ
る

が
。　

以
上
と
密
接
に
関
連
す
る
問
題
は
、
本
書
に
お
い
て
泉
谷
氏
が
私
の
負
心

紅
公
田
講
作
者
説
を
強
硬
に
批
判
し
否
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が

本
書
の
中
で
一
〇
ヵ
所
近
く
も
く
り
か
え
し
出
て
く
る
の
で
、
読
み
な
が
ら

い
さ
さ
か
う
ん
ざ
り
さ
せ
ら
れ
た
。
だ
か
ら
こ
の
さ
い
最
低
必
要
な
反
批
判

を
し
て
お
き
た
い
。
私
は
私
領
化
し
て
い
な
い
公
田
請
作
（
有
期
的
占
有
用

益
）
関
係
を
、
一
一
世
紀
半
ば
の
伊
賀
国
国
衙
領
関
係
史
料
で
明
ら
か
に
し

た
が
、
そ
れ
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
泉
谷
氏
の
公
田
私
領
化
説
は
も
ち
ろ
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ん
崩
壊
す
る
。
琉
が
否
定
に
つ
と
め
る
の
は
巌
然
で
あ
る
。

　
か
つ
て
私
は
、
負
名
に
よ
る
公
田
の
耕
作
関
係
を
、
「
春
の
耕
作
開
始
に

当
た
っ
て
公
田
を
申
し
請
け
て
国
衙
の
承
認
に
よ
っ
て
耕
作
」
す
る
「
耕
地

の
有
期
的
占
有
用
益
1
1
請
作
関
係
で
あ
る
』
と
し
た
　
（
「
国
衙
領
の
名
と
在

家
に
つ
い
て
」
）
。
こ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
、
五
七
年
に
村
井
康
彦
氏
が
論
文

「
田
堵
の
存
在
形
態
扁
で
明
ら
か
に
し
た
田
堵
一
庄
田
講
作
者
説
に
灘
か
れ
、

氏
虞
身
が
示
齢
し
て
い
た
よ
う
に
国
衙
領
の
公
田
で
も
同
様
の
関
係
が
存
在

し
た
こ
と
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
村
井
氏
自
身
は
間
も
な
く
、
公
田
講
細
説
を
撤
回
し
、
庄
田
と

ち
が
っ
て
公
田
の
「
名
」
は
「
占
有
権
の
確
立
し
た
田
地
」
で
あ
る
と
主
張

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
二
点
で
、
第
一
は
、
班
田
制
が
崩
壊
し

た
当
時
、
国
衙
が
公
民
に
毎
年
請
文
を
提
出
さ
せ
る
よ
う
な
煩
環
な
事
務
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

続
き
を
一
々
行
っ
た
と
は
思
え
な
い
こ
と
、
第
二
は
、
戸
田
の
挙
げ
た
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
出
作
公
田
の
開
発
と
か
荒
廃
公
田
の
再
興
と
か
特
殊
な
場
合
で
あ
る
こ
と
、

で
あ
っ
た
。
本
書
に
お
け
る
泉
谷
氏
の
批
判
も
村
井
氏
の
批
判
に
そ
の
ま
ま

依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
村
井
氏
の
第
一
の
理
由
で
あ
る
班
田
制
崩
壊
か
ら
推
測
し
た
国
衙
事
務
能

力
低
下
説
は
、
六
六
年
三
月
の
日
本
史
研
究
会
中
世
史
部
会
で
の
同
氏
著

『
古
代
國
家
解
体
過
程
の
研
究
』
書
評
会
で
私
の
批
判
に
対
し
て
氏
自
身
が

撤
回
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
す
で
に
解
決
ず
み
と
考
え
て
い
る
。
要
す
る
に
、

平
安
時
代
の
国
衙
機
構
の
機
能
と
役
割
が
研
究
上
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
て
き

て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
時
の
国
衙
（
在
庁
・
郡
司
の
機

樽
）
は
そ
の
必
要
と
す
る
特
定
の
行
政
的
実
務
能
力
と
諸
手
段
を
備
え
て
い

た
（
必
要
な
ら
ば
煩
墳
な
事
務
手
続
き
も
と
る
こ
と
が
で
き
た
）
の
で
あ
っ

て
、
食
時
の
利
田
超
文
を
提
出
さ
せ
る
「
勧
襲
」
は
、
検
田
・
収
納
と
な
ら

ん
で
主
要
な
国
衙
行
政
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
事
務
能
力
低
下
論
に
よ

る
否
定
は
論
外
で
あ
る
。

　
第
二
の
理
由
l
J
出
作
公
田
開
発
・
荒
廃
公
田
再
興
に
限
ら
れ
る
ー
ー
も
、

私
自
身
の
使
用
し
た
伊
賀
国
黒
田
庄
・
国
衙
領
関
係
史
料
の
内
容
を
分
析
し

な
い
で
、
土
地
の
制
度
上
の
名
目
だ
け
で
機
械
的
に
区
別
し
た
臆
説
で
あ
っ

た
。
か
の
著
名
な
黒
田
庄
の
「
出
作
公
田
」
な
る
も
の
が
、
多
く
の
場
合
実

は
同
級
の
杣
工
・
嵜
人
と
し
て
身
を
よ
せ
た
国
衙
領
公
民
百
姓
の
耕
作
す
る

塞
来
的
な
公
田
で
あ
っ
た
こ
と
（
「
居
住
庄
外
、
請
作
公
田
、
号
出
作
」
）
は
、

戦
前
の
研
究
い
ら
い
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
私
が
使
用
し
た
史
料
は
伊
賀
国

司
の
解
や
愛
心
や
書
状
だ
が
、
そ
こ
に
お
い
て
国
司
が
「
柚
工
と
し
て
半
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

庄
民
化
し
た
怯
民
を
依
然
と
し
て
公
民
と
み
な
し
、
そ
の
耕
作
地
を
す
べ
て

ゐ
　
　
　
ゐ

公
地
と
し
て
、
当
時
に
お
け
る
公
地
公
民
の
一
般
原
理
を
そ
こ
に
適
用
し
た
。

し
た
が
っ
て
そ
の
関
係
史
料
に
お
け
る
国
衙
の
発
言
は
、
当
時
の
国
衙
領
の

一
般
支
配
原
理
を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
扁
と
い
う
よ
う
に
、
そ

の
史
料
の
性
格
を
た
し
か
め
た
上
で
、
さ
き
の
見
解
を
提
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
・

　
村
井
氏
・
泉
谷
氏
の
論
旨
に
よ
る
と
、
例
え
ば
こ
こ
に
本
来
の
公
田
を
耕

作
し
て
い
る
公
民
1
1
負
名
が
い
て
、
彼
が
東
大
寺
の
杣
工
・
寄
人
身
分
を
獲

得
し
、
そ
の
耕
作
す
る
公
田
を
黒
困
庄
の
「
出
作
」
と
称
し
た
場
合
（
単
解

こ
れ
が
一
般
的
で
あ
っ
た
）
、
彼
は
と
た
ん
に
旧
口
分
田
い
ら
い
の
「
占
有

権
の
確
立
し
た
田
地
」
　
（
泉
谷
氏
の
場
合
は
私
領
）
を
喪
失
し
、
毎
春
請
文

を
出
す
不
安
定
・
無
権
利
な
耕
作
・
占
有
状
態
に
転
落
す
る
こ
と
に
な
る
。

本
当
に
そ
う
だ
っ
た
ら
、
あ
の
公
民
の
大
量
的
杣
工
・
寄
人
化
現
象
が
ど
う

し
て
趨
こ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
一
般
化
す
れ
ば
、
庄
田
一
請
作
、
公

田
一
占
有
権
確
立
・
私
領
と
い
う
な
ら
、
公
田
を
割
い
て
立
歯
す
る
之
と
は
、
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公
民
の
土
地
占
有
権
・
私
領
主
権
剥
奪
に
な
る
が
、
そ
う
い
う
事
実
が
あ
り
、

え
た
の
か
。
ま
た
毎
年
見
作
田
が
変
動
す
る
「
か
た
あ
ら
し
し
が
広
く
行
わ

れ
た
当
時
の
耕
作
形
態
と
、
国
衙
の
見
作
田
中
心
主
義
の
も
と
で
、
負
名
の

「
占
有
権
の
確
立
し
た
田
地
」
の
存
在
形
態
を
ど
う
説
明
で
き
る
の
か
。
以

上
の
よ
う
な
疑
問
の
解
答
を
両
氏
に
う
か
が
い
た
い
と
思
う
。

　
泉
谷
氏
の
私
領
成
立
論
は
、
便
宜
要
門
田
ま
で
は
説
得
性
が
あ
り
、
私
も

同
感
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
そ
の
あ
と
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
ち
が
っ
て
く
る
の

か
、
私
に
も
少
々
不
思
議
で
あ
る
が
、
結
局
泉
谷
氏
の
い
う
普
遍
的
な
制
度

史
の
研
究
方
法
が
理
解
し
に
く
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
氏
の
「
私
領
」
概
念
は
、

基
本
概
念
で
あ
る
の
に
意
外
と
抽
象
的
・
形
式
的
で
、
実
は
土
地
制
度
と
し

て
も
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
領
を
土
地
制
度
と
し
て

扱
う
た
め
に
は
、
そ
れ
を
承
認
・
保
障
し
、
規
制
・
制
限
し
、
そ
れ
に
負
担

を
課
し
た
り
免
除
し
た
り
、
没
収
し
た
り
す
る
、
政
治
的
・
法
的
・
社
会
的

構
造
を
実
質
的
・
立
体
的
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
な
ぜ
か
そ
の
よ
う

な
方
向
に
進
ま
ず
、
抽
象
的
な
「
私
領
化
」
の
用
語
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
切

札
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
済
ん
で
し
ま
う
の
が
い
か
に
も
残
念
で
あ
る
。
例
え

ば
、
私
領
が
体
制
的
に
成
立
し
た
一
一
琶
紀
以
降
、
　
「
国
家
に
よ
る
勧
農
権

の
全
面
的
放
棄
が
み
ら
れ
」
（
一
九
八
頁
）
、
そ
の
事
態
は
「
國
家
公
権
の
消

滅
を
意
味
す
る
」
　
（
一
九
九
頁
）
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
国
制
軽
視

の
構
想
・
位
置
づ
け
方
は
、
制
度
史
的
方
法
以
前
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
意
味
で
も
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行
期
で
国
家
独
自
の
階
級
的
役
割

（
国
忌
改
革
、
改
良
政
策
な
ど
に
具
体
化
さ
れ
る
）
を
、
制
度
を
通
し
て
究

明
し
よ
う
と
す
る
方
法
を
も
つ
王
朝
国
家
体
制
論
は
、
氏
の
批
判
に
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
有
効
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
A
5
籾
　
四
七
三
頁
、
一
九
七
二
年
三
月
　
鳴
鳳
社
　
四
六
〇
〇
円
）
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学
教
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・
京
都

削孔

151 （783）




