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1
中
世
的
土
地
所
有
成
立
の
一
前
提
1

畑

井

弘

【
要
約
】
　
『
平
安
遺
文
』
に
収
め
ら
れ
た
田
券
類
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
林
田
何
段
」
と
い
う
よ
う
な
記
事
は
、
今
日
ま
で
林
田
と
呼
ば
れ
る
小
字
地

（
坪
）
の
田
畠
何
段
と
い
う
風
に
読
ま
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
本
来
は
林
田
農
法
と
い
う
特
殊
具
体
的
な
経
営
方
式
か
ら
起
っ
た
名
称
で
、
焼
畑

農
法
か
ら
発
達
し
た
切
替
え
輪
作
方
式
に
よ
る
田
畠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
像
は
本
文
で
述
べ
る
が
、
小
論
が
こ
の
林
田
農

業
に
着
目
す
る
所
以
は
、
山
林
原
野
の
開
発
で
占
め
た
そ
の
比
重
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
分
業
的
生
産
や
交
易
と
も
深
く
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
山
野

用
益
形
態
で
あ
り
、
小
農
経
営
の
展
開
は
も
と
よ
り
、
家
父
長
的
農
奴
主
層
の
地
主
的
土
地
所
有
の
展
開
の
基
盤
と
な
り
、
中
世
的
土
地
所
有
成
立
の
一

前
提
た
る
意
味
を
担
っ
た
こ
と
を
開
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
中
世
初
期
に
お
け
る
第
一
次
的
複
合
村
落
共
同
体
の
発
達

の
一
契
機
と
な
り
、
一
〇
世
紀
以
後
の
荘
園
領
主
的
な
領
域
的
土
地
所
有
の
端
緒
と
も
な
っ
て
い
く
様
子
を
垣
間
見
た
い
と
思
う
。

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

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

拙
稿
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
焼
畑
農
業
」

で
は
、
山
林
を
伐
採
し
て
火
入
れ
を
し
、
そ
こ
に
粟
や
稗
を
播
き
大
豆
や
小
豆
を
作
り
、
は
た
ま

た
里
芋
を
植
え
て
、
お
よ
そ
四
～
五
年
間
畑
地
と
し
て
使
う
と
放
棄
し
、
二
・
三
〇
年
間
「
ア
ラ
シ
コ
バ
」
　
「
ソ
ラ
ス
」
と
し
て
樹
木
の
自
然

成
育
を
待
っ
て
再
び
伐
採
・
火
入
れ
を
す
る
、
そ
う
い
う
山
地
系
の
焼
畑
農
業
が
大
化
前
代
か
ら
か
な
り
広
く
行
な
わ
れ
て
い
て
、

般
民
衆
の
自
立
的
・
個
別
的
弱
小
経
営
に
お
け
る
再
生
産
を
支
え
る
重
要
な
補
完
条
件
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
た
。

そ
れ
が
一
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こ
こ
で
は
、
農
法
と
し
て
は
そ
の
焼
畑
農
業
に
源
流
を
も
ち
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
や
テ
リ
ト
リ
ー
の
問
題
と
い
っ
た
空
間

的
な
条
件
の
変
化
と
、
農
業
技
術
そ
れ
自
身
の
発
達
と
い
う
歴
史
的
な
条
件
の
展
開
と
に
促
さ
れ
て
、
焼
畑
農
業
か
ら
一
歩
も
二
歩
も
進
歩
し

た
農
法
と
し
て
、
平
安
初
期
に
は
す
で
に
か
な
り
の
普
及
を
み
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
林
田
農
業
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
『
平
安
遺
文
』
（
第

一
巻
）
に
収
め
ら
れ
た
若
干
の
文
書
か
ら
、
考
察
し
て
み
た
い
。

　
①
大
阪
歴
史
学
会
二
五
周
年
記
念
論
文
集
・
第
二
巻
・
『
中
世
社
会
の
成
立
と
展
開
』
所
収
。

一
、
林
田
と
ハ
ン
ノ
キ
（
榛
）

　
林
照
農
法
と
い
う
の
は
、
簡
単
に
い
う
と
、
伐
採
し
た
あ
と
の
火
入
れ
を
し
な
い
で
、
切
株
を
徐
々
に
取
り
の
ぞ
き
な
が
ら
畑
地
と
し
、
一

〇
年
ぐ
ら
い
作
物
を
栽
培
し
、
ま
た
林
に
も
ど
す
農
法
で
あ
る
。
林
地
と
畑
地
の
切
り
替
え
輪
作
と
い
う
点
で
は
、
焼
畑
農
業
と
同
じ
で
あ
る

が
、
火
入
れ
を
し
な
い
と
い
う
点
と
、
お
よ
そ
一
〇
年
閲
ほ
ど
畑
地
と
し
て
用
益
で
き
る
と
い
う
点
で
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
宮
本
常
一
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
よ
れ
ば
、
こ
の
農
法
は
、
関
東
地
方
で
は
つ
い
二
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
、
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
農
法
と
し
て
は

高
度
で
安
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
農
法
が
発
達
し
た
理
由
と
し
て
、
お
よ
そ
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
地
力
恢
復
の
問
題
で
あ
る
。
焼
畑
農
業
で
は
、
豆
科

植
物
を
栽
培
し
て
土
中
の
チ
ッ
ソ
分
を
増
や
す
わ
け
で
あ
る
が
、
林
田
農
業
で
は
、
ハ
ン
ノ
キ
属
の
樹
木
を
植
え
て
地
力
の
恢
復
を
は
か
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
（
九
州
山
地
産
）
・
ミ
ヤ
マ
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
（
本
州
中
部
以
南
・
四
国
・
九
州
に
分
布
）
・
ヒ
メ
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
（
北
海

道
・
本
州
に
分
布
）
と
か
、
ヤ
マ
ハ
ン
ノ
キ
（
全
国
）
・
ヤ
ハ
ズ
ハ
ン
ノ
キ
（
本
州
亜
高
山
帯
）
・
ハ
ン
ノ
キ
（
全
国
）
な
ど
、
こ
の
種
の
樹
木
は
、
「
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
は
根
瘤
を
生
じ
マ
メ
科
植
物
と
同
じ
く
空
気
中
の
窒
素
分
を
固
定
す
る
の
で
肥
料
木
と
し
て
役
に
立
つ
」
の
で
あ
る
。
こ
の
農
法
で
は
ほ
ぼ

一
〇
年
間
畑
地
と
し
て
使
え
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
い
ま
一
つ
は
分
業
的
生
産
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
ハ
ン
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

キ
の
樹
皮
や
鱗
果
は
染
料
と
す
る
。
嵯
峨
女
の
黄
色
い
前
だ
れ
は
こ
の
ハ
ン
ノ
キ
で
染
め
た
も
の
だ
と
い
う
」
と
あ
る
よ
う
に
染
料
を
と
る
。
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そ
れ
ぽ
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
ハ
ン
ノ
キ
属
の
樹
木
は
各
種
の
家
具
や
器
具
の
用
材
に
適
し
、
　
「
高
木
と
な
る
も
の
は
建
築
材
、
器
具
材
等
に

　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

使
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
「
砂
防
植
栽
に
用
い
ら
れ
又
湿
地
性
の
も
の
は
湿
地
の
造
林
樹
種
と
し
て
利
用
」
さ
れ
る
。

　
ハ
ン
ノ
キ
属
の
樹
木
は
、
右
に
あ
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
ヤ
チ
ハ
ソ
ノ
キ
と
か
、
タ
ニ
ガ
ワ
ハ
ソ
ノ
キ
・
カ
ワ
ラ
ハ
ン
ノ
キ
・
サ
ク
ラ
バ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ソ
ノ
キ
な
ど
、
そ
の
仲
閾
が
と
て
も
多
い
。
ま
た
、
　
「
椎
茸
原
木
、
器
具
材
、
薪
炭
材
、
時
に
皮
を
は
い
で
磨
き
床
柱
に
つ
か
う
」
ク
マ
シ
デ

属
の
樹
木
や
、
材
質
が
堅
く
緻
密
な
の
で
「
建
築
材
、
器
具
材
、
機
械
材
等
種
々
に
つ
か
わ
れ
、
椀
、
盆
等
の
漆
器
木
地
と
し
て
よ
い
。
昔
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

弓
を
作
る
の
に
使
っ
た
」
ミ
ズ
メ
（
別
名
ア
ズ
サ
）
と
か
、
　
「
樹
皮
に
字
が
か
け
る
の
で
ソ
ウ
シ
（
草
紙
）
カ
ン
バ
と
も
い
う
」
ダ
ケ
カ
ン
バ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
（
斧
折
れ
）

「
建
築
材
、
器
具
材
、
機
械
材
、
船
舶
材
、
車
輌
材
に
用
う
」
オ
ノ
オ
ン
、
　
「
鵜
飼
に
つ
か
う
た
い
ま
つ
と
す
る
の
で
ウ
ダ
イ
カ
ン
バ
と
も
い

⑭う
」
マ
カ
ソ
バ
な
ど
の
シ
ラ
カ
ン
バ
属
の
樹
木
、
そ
れ
に
、
種
子
が
食
料
に
も
な
る
ハ
シ
バ
ミ
属
の
樹
木
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
ハ
ン
ノ
キ
属
の

樹
木
と
は
同
種
の
カ
バ
ノ
キ
科
の
樹
木
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
カ
バ
ノ
キ
科
の
樹
木
が
、
分
業
的
生
産
と
い
か
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
か
は
、
こ
と
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う

が
、
小
論
で
は
、
と
り
わ
け
そ
の
一
つ
で
あ
る
ハ
ン
ノ
キ
属
に
注
目
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
「
水
田
の
あ
ぜ
に
植
え
ら
れ
、
果
実
を
染

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

料
と
し
、
材
を
器
具
に
用
い
る
。
は
り
の
き
。
や
ち
は
ん
の
き
」
は
、
お
そ
ら
く
、
人
々
が
定
着
生
活
を
始
め
た
大
昔
か
ら
、
住
い
の
周
辺
に

求
め
ら
れ
た
植
生
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
「
ヤ
チ
ハ
ソ
ノ
キ
」
の
名
が
「
家
地
」
に
必
ず
植
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
く
る
の
な
ら
ば
、
そ

の
育
成
は
す
で
に
分
業
的
生
産
の
一
環
と
し
て
、
換
言
す
る
な
ら
ば
自
然
林
の
用
益
と
し
て
で
な
く
植
林
の
一
環
と
し
て
、
少
な
く
と
も
万
葉

時
代
か
ら
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
万
葉
歌
の
中
に
、

　
　
こ
こ
　
　
　
　

そ
が
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
き
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ろ
ば
ろ

　
　
此
閥
に
し
て
　
背
向
に
見
ゆ
る
　
わ
が
背
子
が
　
塩
内
の
難
に
　
明
け
さ
れ
ば
　
榛
の
さ
枝
に
　
夕
さ
れ
ば
　
藤
の
繁
み
に
　
幽
々
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
つ

　
　
鳴
く
穫
公
鳥
　
わ
が
屋
戸
の
　
植
木
橘
　
花
に
散
る
　
時
を
ま
だ
し
み
　
来
鳴
か
な
く
　
其
は
怨
み
ず
　
然
れ
ど
も
　
谷
片
就
き
て
　
家

　
　
居
せ
る
　
君
が
聞
き
つ
つ
　
告
げ
た
く
も
憂
し
（
四
二
〇
七
番
）

と
い
う
一
首
が
あ
る
が
、
黙
谷
に
近
い
垣
内
に
植
わ
っ
て
い
る
湿
地
こ
の
み
の
榛
（
ハ
ン
ノ
キ
）
の
様
子
が
見
ら
れ
て
、
一
つ
の
参
考
と
な
ろ
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う
。
ま
た
、

　
　
す
み
の
え
　
　
き
し
の
　
　
　
は
り
　
　
に
ほ

　
　
住
吉
の
岸
野
の
榛
に
染
ふ
れ
ど
　
染
は
ぬ
わ
れ
や
に
ほ
ひ
て
居
ら
む
（
三
八
〇
一
番
）

　
　
　
　
　
こ
ろ
も
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
り
は
ら

　
　
思
ふ
子
が
衣
摺
ら
む
に
に
ほ
ひ
こ
そ
　
島
の
榛
原
秋
立
た
ず
と
も
（
一
九
六
五
番
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぬ
　
　
す

　
　
古
に
あ
り
け
む
人
の
求
め
つ
つ
　
衣
に
摺
り
け
む
真
野
の
榛
原
（
＝
六
六
番
）

な
ど
は
、
自
然
に
植
わ
っ
て
い
る
ハ
ン
ノ
キ
か
ら
染
料
を
と
っ
て
衣
服
を
染
め
る
習
わ
し
が
、
遠
い
昔
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　
　
白
菅
の
真
野
の
榛
原
心
ゆ
も
　
思
わ
ぬ
わ
れ
し
衣
に
摺
り
つ
（
一
三
五
四
番
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
ど
は
、
「
木
に
寄
す
」
と
題
せ
ら
れ
て
い
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
万
葉
集
』
も
そ
の
補
注
で
考
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
榛
原
」

は
、
た
と
え
ば
ハ
ン
ノ
キ
属
の
中
で
も
丈
の
低
い
ミ
ヤ
マ
ハ
ソ
ノ
キ
な
ど
の
生
い
茂
る
原
野
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
一
1
榛
を
「
ハ
ギ
」

と
解
す
る
説
が
あ
る
が
一
。

　
　
い
ざ
児
ど
も
大
和
へ
早
く
白
菅
の
　
真
野
の
榛
原
手
折
り
て
行
か
む
（
二
八
○
番
）

　
　
白
菅
の
真
野
の
榛
原
往
く
さ
来
さ
　
君
こ
そ
見
ら
め
真
野
の
榛
原
（
二
八
一
番
）

な
ど
も
、
万
葉
び
と
の
生
活
感
覚
の
中
に
定
着
し
た
ハ
ン
ノ
キ
の
日
常
的
な
ま
で
の
あ
り
方
が
し
の
ば
れ
る
。
持
統
・
文
武
朝
の
歌
人
と
し
て

知
ら
れ
る
高
市
黒
人
と
そ
の
妻
の
作
と
い
う
こ
の
二
首
に
歌
い
こ
ま
れ
た
真
野
の
地
が
、
果
た
し
て
今
の
神
戸
市
長
田
区
東
尻
池
町
に
当
た
る

　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
な
ら
ば
、
後
年
、
池
大
納
言
家
領
と
な
っ
た
兵
庫
三
箇
荘
の
地
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
引
馬
野
に
に
ほ
ふ
榛
原
入
り
乱
り
　
衣
に
ほ
は
せ
旅
の
し
る
し
に
（
五
七
番
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
む
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
引
馬
野
が
、
愛
知
県
宝
飼
郡
御
津
町
御
器
・
下
佐
脇
・
新
田
付
近
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
後
世
の
御
津
庄
・
渡
津
荘
・
渡
瀬
荘
の
地
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
榛
原
が
開
発
さ
れ
て
荘
地
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
当
然
考
慮
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
あ
れ
、
人

び
と
が
日
常
親
し
ん
で
い
る
ハ
ン
ノ
キ
の
群
生
す
る
原
野
が
、
土
壌
そ
の
も
の
が
湿
潤
で
あ
る
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
こ
れ
を
開
い
て
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㌔

林
田
農
地
と
す
る
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

　
因
み
に
、
　
「
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
丼
流
記
資
材
帳
」
に
は
、
天
平
一
〇
（
七
三
八
）
年
に
賜
わ
っ
た
と
す
る
無
封
の
中
に
「
播
磨
国
揖
保
郡
林
田

郷
五
十
戸
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
宝
亀
一
一
（
七
八
○
）
年
の
「
西
大
寺
資
材
流
記
帳
」
に
は
、
　
「
田
薗
山
野
図
漆
拾
参
巻
」
の
中
に
「
武

蔵
国
入
間
郡
榛
原
留
置
中
国
射
森
榛
原
匡
な
ど
の
図
が
あ
る
と
い
齢
し
た
が
・
て
・
林
暴
と
か
榛
原
庄
と
い
う
よ
う
な
名
称
が

生
ま
れ
る
よ
う
な
人
々
の
営
み
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
観
取
し
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
そ
の
も
の
ず
ぼ
り
と
い
っ
た
直
接
的
な
史
料
こ
そ
挙
げ
得
な
か
っ
た
が
、
奈
良
時
代
に
ハ
ン
ノ
キ
属
の
樹
木
を
植
え
て
染
料
や
木
材

を
得
、

る
が
、

　
①

　
②

　
③

　
④

　
⑤

　
⑥

　
⑦

　
⑧

　
⑨

　
⑩

そ
の
伐
採
後
は
水
田
や
畑
地
と
し
て
用
益
す
る
林
田
農
業
が
、
す
で
に
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
し
た
わ
け
で
あ

以
下
、
　
『
平
安
遺
文
』
に
み
る
林
田
の
史
料
を
手
が
か
り
に
し
て
、
当
時
の
実
態
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

季
刊
『
人
類
学
』
4
・
2
・
一
三
穴
～
七
頁

『
原
色
目
本
樹
木
図
鑑
』
四
一
頁

同
右
、
照
四
頁

同
右
、
鶏
三
買

同
右
、
四
二
頁

同
右
、
三
八
頁

同
右
、
四
一
頁

同
右
、
四
〇
頁

同
右
、
照
一
頁

同
右
、
瞬
○
頁

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
金
田
一
京
助
編
『
辞
海
』
一
五
二
四
頁

日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』
巻
一
・
三
三
〇
頁

同
右
・
一
五
八
頁
・
頭
注

清
水
正
健
編
『
荘
園
志
料
』
上
巻
・
三
七
七
頁

右
掲
『
万
葉
集
』
巻
一
・
四
〇
頁
・
頭
注

右
掲
『
荘
園
志
料
』
上
巻
・
六
〇
七
、
六
〇
九
頁

『
寧
楽
遺
文
』
中
巻
・
芒
四
四
～
三
六
五
頁

同
右
、
三
六
四
頁

同
右
、
三
九
五
～
四
三
〇
頁

同
右
、
四
一
四
頁

64 （374）

二
、
片
白
甲
i
l
片
あ
ら
し
耕
地
の
相
対
的
安
定
化
一

今
日
、
古
代
農
業
の
実
態
を
考
え
る
場
合
に
、
必
ず
そ
の
念
頭
に
お
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
ら
の
一
つ
と
し
て
、
　
「
か
た
あ
ら
し
」
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の
閥
題
が
あ
る
。
荘
園
文
書
な
ど
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
山
荒
」
と
か
、
　
「
口
荒
」
と
か
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
聞
題
に
つ
い
て
は
、
戸
田

　
　
　
　
　
①

芳
実
氏
の
研
究
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
祖
述
は
し
な
い
。
ま
た
、
小
論
で
氏
の
見
解
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
だ
が
、

「
か
た
あ
ら
し
」
を
文
字
ど
お
り
の
「
荒
」
と
解
し
て
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
多
少
の
疑
念
が
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

稿
で
「
人
民
的
占
請
に
お
け
る
荒
田
・
閑
地
の
意
味
」
の
一
節
を
設
け
て
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
要
す
る

に
、
文
書
面
に
現
わ
れ
る
「
年
荒
」
地
の
す
べ
て
を
、
生
産
性
を
も
た
な
い
休
耕
地
と
見
て
、
当
時
の
生
産
力
的
限
界
や
農
業
事
情
の
不
安
定

性
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
見
作
耕
地
と
年
荒
が
各
誌
ご
と
に
混
在
し
て
い
た
こ
と
の
意
味
を
、
消
極
的
な
面
で
し
か
捉
え
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま

う
お
そ
れ
が
あ
る
。
確
か
に
「
か
た
あ
ら
し
」
現
象
は
、
古
代
～
中
世
の
農
業
事
情
の
不
安
定
牲
の
要
事
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の

よ
う
な
荒
閑
地
に
も
そ
れ
な
り
の
生
産
性
を
創
造
し
て
い
こ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
人
民
の
姿
で
あ
る
。
　
「
心
血
」
と
表
現
さ
れ
た
土
地
に
も
、

単
な
る
休
耕
地
以
上
の
積
極
的
な
意
味
が
あ
っ
た
、
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
因
み
に
、
有
名
な
黒
田
庄
の
事
例
を
挙
げ
る
と
、
長
承
二
（
一
一
三
三
）
年
の
「
伊
賀
国
矢
川
・
中
村
・
夏
見
条
田
畠
立
愚
案
」
に
見
る
中
村

条
の
畠
の
場
合
、

　
　
出
作
四
十
五
町
四
段
三
百
光
歩
又
加
青
蓮
轡
二
町

　
　
　
麦
畠
廿
九
町
一
段
光
歩
片
畠
十
六
町
三
段
三
百
歩

と
あ
る
が
、
こ
の
一
六
町
余
の
「
片
畠
」
を
ど
う
見
る
か
、
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
矢
川
条
に
も

　
　
出
作
拾
弐
町
捌
段
小

　
　
　
麦
白
田
七
町
二
段
小
　
臨
ハ
由
照
五
町
ニ
ハ
段

　
　
公
民
作
拾
弐
町
玖
段
新
庄
是
也
、

　
　
　
麦
畠
三
町
八
段
小
　
片
畠
九
町
大

と
あ
る
し
、
龍
口
山
に
は
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田
代
二
段
　
　
　
荒
畠
三
町
五
段
許
獄

と
い
う
記
載
さ
え
見
ら
れ
る
。
夏
見
条
に
も
同
様
の
「
片
畠
」
が
あ
る
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
こ
の
「
片
里
」
は
、
明
ら
か
に
「
荒
畠
」
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

区
別
さ
れ
た
安
定
耕
地
と
し
て
の
畠
で
あ
る
が
、
常
畑
化
し
た
完
全
な
安
定
耕
地
と
し
て
の
「
麦
畠
」
と
も
区
別
さ
れ
る
、
や
は
り
「
三
型
」
、

つ
ま
り
野
駈
制
的
切
替
え
畑
地
と
し
て
墨
型
的
な
安
定
耕
地
と
な
っ
て
い
る
畑
地
だ
、
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
鳥
羽
院
政
期
に
は
、
す
で

に
こ
う
し
た
「
片
畠
」
耕
地
が
伊
賀
国
で
も
広
く
一
般
化
し
て
い
た
と
観
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
を
「
林
田
」
農
法
の
一
環
と
し

て
捉
え
う
る
、
と
思
う
。
水
田
に
お
け
る
「
か
た
あ
ら
し
」
は
、
慈
円
の
「
拾
玉
食
」
に

　
　
早
苗
と
る
や
す
の
わ
た
り
の
か
た
あ
ら
し
　
こ
ぞ
の
か
り
田
は
さ
び
し
が
り
け
り

と
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
な
お
一
般
的
に
見
ら
れ
る
景
観
で
あ
っ
た
が
、
畑
地
に
お
け
る
場
合
は
、
そ
う
し
た
「
か
た
あ
ら
し
、
田
畠
の
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

交
に
出
る
」
を
い
ふ
と
い
へ
り
」
と
い
っ
た
「
年
荒
」
状
態
を
克
服
し
て
、
一
定
期
間
安
定
耕
地
と
し
て
用
益
さ
れ
る
、
し
か
も
な
お
二
圃
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

的
切
替
え
畑
と
し
て
の
属
性
を
保
ち
続
け
て
い
る
「
片
畠
」
耕
地
が
、
か
な
り
の
程
度
に
現
わ
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

一
定
期
閥
と
い
う
の
は
、
前
述
し
た
林
田
農
法
の
お
よ
そ
一
〇
年
間
が
、
一
つ
の
目
安
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
の
片
畠
と
対
に
な
っ
て

い
る
隣
接
切
替
え
地
に
育
て
ら
れ
て
い
る
樹
木
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
多
少
の
長
短
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
常
畑
と
し
て
の
麦
畠
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
耕
地
な
ら
ば
そ
う
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
む
し
ろ
「
片
畠
」
農
地
と
し
て
用
益
す
る
の
が
も
っ
と
も
好
都
合
な
土
地
に
は
、

休
耕
部
分
は
そ
れ
な
り
に
植
樹
し
て
分
業
的
生
産
の
資
を
享
け
る
用
益
を
は
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ハ
ン
ノ
キ
以
外
に
も
、
経
営
構
造
全
体
の

中
で
必
要
と
す
る
樹
木
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
「
片
贔
」
の
対
の
部
分
は
決
し
て
文
字
ど
お
り
の
「
荒
」
で
は
な
い

と
私
は
思
う
。

　
要
す
る
に
、
一
二
世
紀
の
黒
田
庄
文
書
が
示
す
「
片
畠
」
農
法
の
相
対
的
安
定
耕
地
の
源
流
に
、
前
述
し
た
焼
畑
農
法
の
発
展
形
態
と
し
て

の
林
田
農
法
の
発
達
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
理
解
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
も
っ
と
も
早
い
徴
証
は
平
安
初
期
の
大
同
年
間
に
発

見
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
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①
　
戸
田
芳
突
著
『
日
本
領
主
鰯
成
立
史
の
研
究
』
参
照
、
と
く
に
～
七
八
～
一
八

　
三
頁
。

②
　
前
掲
拙
稿
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
焼
畑
農
業
」
一
〇
三
～
～
〇
七
頁
参
照
。

三
、
林
田
の
沽
価

③
『
平
安
遺
文
』
二
二
八
二
号

④
『
倭
訓
栞
』
・
「
年
荒
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
大
同
元
（
八
〇
六
）
年
の
「
大
和
国
富
下
郡
軽
骨
」
に
よ
る
と
、
上
毛
野
朝
臣
弟
魚
子
が
懸
銭
一
二
貫
文
で
沽
却
し
た
墾
田
五
段
六
〇
歩
に
つ

い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
〔
努
点
筆
者
〕

　
　
在
京
南
二
条
一
村
国
里
十
七
林
田
二
百
六
十
歩
一
　
　
　
　
一
六
十
歩
十
九
瓶
田
三
段
三
条
一
品
田
里
下
士
田
□
□
□

と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
欠
蝕
部
分
が
あ
る
の
で
確
か
で
は
な
い
が
、
い
ま
そ
の
部
分
が
記
載
順
序
か
ら
推
し
て
十
八
坪
所
在
の
墾
田
を
記
し
た

も
の
と
す
る
と
、
十
七
・
十
八
・
十
九
と
相
接
す
る
三
厩
坪
の
中
で
、
そ
の
十
七
坪
に
あ
る
墾
田
二
六
〇
歩
が
「
林
田
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
景
観
か
ら
想
察
し
、
か
つ
「
墾
田
」
と
称
せ
ら
れ
「
常
地
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
の
工
臨
〇
歩
の
林
田
が
網
対

的
安
定
耕
地
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
か
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
地
積
に
現
わ
れ
て
い
な
い
部
分
が
林
で
あ
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
時
代
は
半
世
紀
ば
か
り
下
る
が
、
仁
寿
四
（
八
五
四
）
年
の
「
紀
伊
国
在
城
郡
司
解
」
で
見
る
と
、

門
田

垣
内
幡
田

高
苗
代
田

畠
田

野
田

家
地

段
別
八
0
束
（
四
石
）

段
別
九
〇
束
（
四
石
五
斗
）

段
別
八
○
束
（
四
石
）

段
別
八
○
束
（
四
石
）

段
別
五
〇
束
（
二
石
五
斗
）

段
別
五
〇
束
（
二
石
五
斗
）
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家
地
　
　
　
　
段
別
四
〇
束
（
二
石
）

　
　
畠
　
　
　
　
　
段
別
三
〇
束
（
一
石
五
斗
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
い
う
よ
う
な
、
地
種
に
よ
る
沽
価
の
相
違
が
窺
え
る
。
承
和
一
四
（
八
四
七
）
年
の
「
近
江
国
難
木
製
墾
田
売
券
」
で
は
、
　
「
窪
田
壱
段
」
が

三
石
五
斗
（
七
〇
束
）
で
売
ら
れ
て
い
る
が
、
窪
田
と
か
深
田
と
か
い
え
ば
、
当
時
は
良
田
と
さ
れ
た
水
田
で
あ
る
。
そ
れ
が
右
に
見
る
門
田

や
高
苗
代
田
の
八
○
束
と
、
原
野
に
墾
罪
し
た
野
田
の
五
〇
束
の
中
間
的
位
置
に
あ
る
と
す
る
と
、
普
通
の
墾
田
は
中
田
程
度
の
価
値
を
も
ち
、

五
〇
束
が
相
場
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
門
田
や
苗
代
田
が
上
田
で
八
○
束
、
垣
内
田
が
さ
ら
に
高
く
て
九
〇
束
と
い
う
の
も
肯
け
る
。
そ
れ
に

比
べ
る
と
、
単
な
る
皇
で
し
か
な
い
耕
地
が
三
〇
束
と
い
う
の
は
、
か
な
り
低
い
評
価
し
か
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
興
味
深
い

の
は
「
畠
田
」
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
、
水
便
の
あ
る
年
は
舞
ス
畔
あ
る
い
は
支
壁
）
を
作
っ
て
δ
①
《
o
募
σ
q
（
棚
田
）
と
し
、
畢
年
に
は
覧
｝
憎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

㈹
o
毒
（
畑
地
）
と
す
る
イ
ン
ド
の
ム
ソ
ダ
族
の
耕
地
利
用
形
態
に
類
似
す
る
水
・
陸
両
用
田
と
考
え
た
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
問
題

の
「
林
田
」
の
沽
価
を
推
定
し
て
み
な
け
れ
ば
、
先
へ
進
め
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
寛
平
年
間
（
元
五
八
八
九
）
の
「
東
大
寺
諸
国
管
物
来
納
帳
」
に
見
る
黒
米
沽
価
で
は
、
若
狭
・
播
磨
・
阿
波
・
讃
岐
の
非
力
国
を
通
じ
て
例

外
な
く
「
押
字
五
文
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
当
た
り
五
〇
〇
文
が
当
時
の
常
例
だ
っ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
い
ま
『
令
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

解
』
に
い
う
「
段
地
穫
稲
五
十
束
。
束
稲
春
得
米
五
升
也
」
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、

　
　
稲
一
束
“
米
五
升
1
1
銭
二
五
文
　
　
　
稲
四
〇
束
“
米
二
石
目
銭
一
貫

と
い
う
等
価
関
係
を
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
寛
平
年
間
の
「
別
升
五
文
」
が
九
世
紀
を
通
じ
て
の
目
安
に
な
る
か
ど
う
か
、

物
価
変
動
を
考
慮
外
に
お
く
こ
と
は
妥
当
性
を
欠
く
け
れ
ど
も
、
一
応
の
目
安
に
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
そ
う
す
る
と
、
問
題
の
林
田
二
六
〇
歩
を
含
む
墾
田
五
段
六
〇
歩
の
沽
価
が
一
一
一
貫
文
と
い
う
の
は
、
単
純
平
均
す
る
と
段
別
二
貫
三

男
時
文
強
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
段
捌
で
稲
な
ら
ば
九
二
束
八
把
強
、
米
な
ら
ぼ
磐
石
愚
母
四
升
四
合
強
と
い
う
計
算
に
な
り
、
件
の

五
段
余
の
墾
田
は
、
垣
内
田
な
み
の
高
価
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
し
、
林
田
を
低
い
沽
価
に
評
価
し
、
残
り
の
四
段
一
六
〇
歩
を
全
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部
水
田
だ
と
仮
定
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
四
段
一
六
〇
歩
は
い
っ
そ
う
高
い
多
価
で
売
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
林
田
二
百
六

十
歩
」
と
い
う
の
は
、
か
な
り
の
経
済
的
価
値
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
こ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
、
全
く
反
対
な
状
況
を
示
す
売
券
を
見
て
み
よ
う
。
貞
観
八
（
八
六
六
）
年
の
「
近
江
国
大
国
郷
墾
田
売
券
」
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
大
国
郷
戸
主
依
知
秦
千
嗣
解
　
申
依
正
税
稲
切
常
土
売
買
墾
田
立
券
文
事

　
　
　
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

　
　
十
二
条
七
里
廿
七
林
田
弐
循
陸
拾
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
升
三
林
田
壱
段
参
循
拾
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
錯
四
林
田
壱
段
個
捌
拾
歩

　
　
　
　
　
八
里
七
門
田
壱
段
弐
悟
柴
拾
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
右
件
墾
田
、
充
正
税
稲
壱
面
訴
拾
弐
束
価
値
、
切
論
土
与
売
物
郷
戸
主
従
八
位
下
依
知
秦
公
等
落
綿
詑
〔
下
略
、
傍
点
筆
者
〕

と
あ
る
。
廿
七
・
珊
三
・
冊
四
は
互
い
に
隣
接
す
る
一
ま
と
ま
り
の
三
二
坪
で
あ
る
。
こ
こ
に
三
筆
四
段
三
〇
歩
の
林
田
が
あ
り
、
少
し
離
れ

た
八
里
七
坪
の
門
田
一
段
二
七
〇
歩
と
合
わ
せ
て
、
四
筆
五
段
三
〇
〇
歩
の
墾
田
を
、
正
税
稲
一
八
二
束
に
充
て
る
た
め
に
沽
却
し
た
わ
け
で

あ
る
。

　
門
田
一
段
二
七
〇
歩
を
先
に
見
た
門
田
一
段
八
○
束
の
基
準
で
評
価
す
る
と
一
四
〇
束
の
沽
価
に
な
る
。
そ
こ
で
総
額
一
八
二
束
か
ら
こ
れ

を
差
引
く
と
、
林
田
の
三
筆
四
段
三
〇
歩
の
沽
価
は
四
二
束
と
な
る
。
つ
ま
り
、
林
田
は
一
段
で
一
〇
束
程
度
に
、
概
算
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
だ
と
、
畠
の
三
〇
束
と
比
べ
て
も
三
分
の
一
に
し
か
な
ら
ず
、
前
の
垣
内
照
に
も
匹
敵
す
る
場
合
と
は
、
雲
泥
の
差
で
あ
る
。
い
ま
、
門

田
も
林
田
も
区
別
せ
ず
四
半
五
段
三
〇
〇
歩
で
一
八
二
束
、
と
単
純
な
割
箕
を
し
て
も
、
段
別
沽
価
は
三
一
野
景
把
と
な
り
、
や
っ
と
畠
な
み

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
差
は
ど
う
し
て
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
窮
状
に
乗
じ
て
不
当
に
安
く
買
い
叩
い
た
な
ど
と
い
う
議
論
は
こ
れ
ほ
ど
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の
大
差
を
説
明
す
る
方
法
に
は
な
ら
な
い
。

＠＠＠o

『
平
安
遺
文
陳
二
九
暑

同
右
、
＝
五
号

同
右
、
八
七
考

前
掲
拙
稿
「
姦
小
畏
・
平
安
時
代
の
焼
畑
農
業
」

四
、
切
　
　
常
　
　
土

一
九
頁
、
七
五
頁
、
七
七
～
八

　
三
頁

⑤
　
『
平
安
遺
文
』
一
八
三
号

⑥
　
田
令
・
田
長
条

⑦
『
平
安
無
文
』
一
五
一
号
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そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
　
「
手
遠
土
」
と
い
う
文
字
で
あ
る
。
因
み
に
、
買
得
人
が
同
じ
大
国
郷
戸
主
従
八
位
上
依
知
秦
公
募
男
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

年
代
も
二
年
後
の
貞
観
一
〇
（
八
六
八
）
年
と
近
い
「
近
江
国
養
父
郷
墾
田
売
券
」
と
比
べ
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
　
養
父
郷
戸
主
平
群
広
人
戸
口
依
知
秦
公
広
成
解
　
申
依
所
負
革
予
土
売
墾
田
立
申
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
十
二
条
七
里
廿
八
林
田
南
壱
段
広
人
戸
依
知
秦
公
田
刀
自
女
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
右
、
件
墾
田
、
□
負
稲
難
拾
東
充
価
値
、
切
常
土
与
売
〔
下
略
、
傍
点
筆
者
〕

と
あ
っ
て
、
売
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
も
同
じ
よ
う
な
「
所
負
稲
」
に
あ
る
し
、
や
は
り
「
切
常
土
」
で
あ
る
の
に
、
こ
の
場
合
は
一
段
で
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

束
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
養
父
郷
の
例
に
、
天
安
元
（
八
五
七
）
年
の
「
近
江
国
養
父
郷
墾
田
売
券
」
で
は
、

　
　
愛
知
郡
養
父
郷
戸
主
平
群
夜
須
長
戸
依
知
秦
全
史
刀
自
女
解
　
申
軍
用
米
売
買
墾
田
立
券
文
事

　
　
　
合
弐
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
十
二
条
七
里
廿
一
林
田
壱
信
捌
拾
歩
　
直
米
染
斜
伍
升

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

　
　
　
　
　
　
廿
八
林
田
壱
段
壱
悟
捌
拾
歩
　
直
米
弐
斜
弐
斗
伍
升

　
　
右
件
墾
田
、
用
米
参
魁
充
価
値
、
切
常
土
売
与
〔
下
略
、
傍
点
筆
者
〕

ど
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
二
男
と
も
段
別
に
換
算
し
て
一
石
五
斗
、
つ
ま
り
三
〇
束
で
あ
る
。
と
く
に
注
意
し
た
い
の
は
第
二
忍
目
の
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「
廿
八
林
田
壱
段
壱
循
捌
拾
歩
」
は
一
一
年
後
の
売
券
に
見
る
「
廿
八
林
田
南
壱
段
」
と
同
一
坪
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
同
じ
坪
内

で
、
天
安
元
年
に
依
知
嚢
酒
富
刀
自
女
が
沽
却
し
た
林
田
が
段
別
王
0
束
の
浩
価
で
あ
り
、
貞
観
一
〇
年
に
依
知
嚢
公
広
成
が
売
却
し
た
林
田

南
の
一
段
が
四
〇
束
な
の
で
あ
る
。
後
者
を
林
田
の
南
に
あ
る
普
通
の
墾
田
で
林
田
で
は
な
い
と
解
す
る
な
ら
ば
話
は
別
だ
が
、
そ
う
い
う
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

合
は
一
般
に
「
林
田
南
田
（
畑
）
」
と
表
記
す
る
の
が
習
い
で
あ
る
i
「
東
大
寺
伊
賀
園
玉
露
多
書
第
二
国
郡
勘
定
天
平
神
戸
二
年
『
二
』
」
参

照
I
i
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
玉
響
は
、
林
田
の
内
、
南
寄
り
の
一
段
階
解
し
て
よ
い
。
さ
て
そ
う
な
る
と
、
同
じ
坪
内
で
沽
価
が
4
：
3
の

比
を
な
す
ほ
ど
違
う
林
田
が
あ
り
、
し
か
も
一
一
年
も
後
の
売
買
の
方
が
高
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
、
一
方
で
一
段
目
〇

束
程
度
の
場
合
を
見
て
き
た
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
物
価
が
上
っ
た
の
だ
な
ど
と
逃
げ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
そ
こ
に
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ

る
こ
と
を
、
つ
き
と
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
も
う
一
通
、
同
じ
場
所
で
照
合
し
て
み
よ
う
。
ち
ょ
う
ど
年
代
も
両
者
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

間
の
貞
観
六
（
八
六
四
）
年
の
も
の
で
、
　
「
近
江
国
大
国
費
墾
田
売
券
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
段
一
〇
束
の
例
を
見
た
同
じ
場
所
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ

　
　
愛
智
郡
大
国
郷
戸
主
依
知
秦
公
準
長
戸
同
姓
安
麿
解
　
申
依
所
負
官
稲
切
常
盤
売
買
墾
田
立
誓
文
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
十
二
条
七
里
廿
林
田
壱
信
陸
拾
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
廿
一
林
田
弐
個
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
へ

　
　
右
件
墾
田
、
己
之
所
負
官
稲
伍
拾
東
充
価
直
、
切
常
土
奉
売
〔
下
略
、
傍
点
筆
者
〕

と
い
う
一
段
五
〇
束
の
林
田
売
買
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
貞
観
六
年
遅
八
年
と
で
は
ほ
と
ん
ど
同
時
代
だ
し
、
位
置
も
廿
・
廿
一

と
廿
七
・
升
三
・
冊
四
と
で
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
場
所
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
隣
接
坪
で
あ
る
。
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
　
ω
、
天
安
元
年
　
養
父
郷
　
段
別
三
〇
束

　
　
⑭
、
貞
繍
工
ハ
年
　

大
国
郷
　
　
　
　
五
〇
束

　
　
の
、
貞
観
八
年
　
大
国
郷
　
　
　
一
〇
束
程
度

　
　
⇔
、
貞
観
十
年
　
養
父
郷
　
　
　
四
〇
束
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と
な
る
。
そ
し
て
忘
れ
て
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
「
切
領
土
し
と
い
う
形
で
売
ら
れ
た
林
函
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
④
と
⇔
で
は
同
じ
坪

内
と
い
う
事
惜
も
見
定
め
た
し
、
⑭
と
の
で
も
ほ
と
ん
ど
一
区
地
と
見
な
し
て
よ
い
隣
接
坪
の
間
で
見
ら
れ
た
事
例
で
あ
っ
た
。
と
な
る
と
、

言
え
る
こ
と
は
一
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
よ
そ
一
〇
年
用
益
す
る
と
放
棄
さ
れ
る
林
田
は
、
耐
用
年
数
が
幾
ら
残
っ
て
い
る
か
で
、
時
価
は

年
々
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
林
田
」
だ
け
を
「
切
予
土
」
と
し
て
切
り
離
し
て
売
買
す
る
場
合
は
、
不
安
定
な
一
般

的
墾
田
（
野
田
）
と
岡
じ
五
〇
束
が
高
い
方
で
、
用
益
年
数
が
残
り
少
な
く
な
る
と
一
〇
束
で
売
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
な
お
、
弘
仁
一
一
（
八
二
〇
）
年
の
「
近
江
国
蚊
野
郷
墾
田
売
券
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
〔
傍
点
籔
治
〕

　
　
十
二
条
八
長
田
里
廿
七
広
田
口
切
田
参
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
あ
り
、
こ
れ
を
「
切
虚
辞
二
輪
」
と
言
っ
て
い
る
し
、
密
漁
＝
一
（
八
四
五
）
年
の
「
紀
伊
国
那
賀
郡
司
解
」
に
は

　
　
墾
田
二
町

　
　
野
地
三
町
二
段

　
　
、
　
、
　
　
　
　
（
木
力
）

　
　
林
切
八
段
光
本

　
　
　
四
至
難
灘
袋
同
桀
道
魏
綴
地
北
語
路
〔
傍
点
筆
者
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
い
う
記
載
の
仕
方
の
「
三
無
八
段
」
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
承
和
八
（
八
四
一
）
年
の
「
近
江
盲
愛
智
郡
司
解
」
で
は

　
　
合
参
段
栢
弐
拾
歩
　
直
稲
壱
恒
弐
拾
束

　
　
　
十
二
条
九
里
六
新
治
田
者
今
益
｝
段
二
百
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
〔
勢
占
…
籔
甲
者
〕

の
売
買
に
つ
い
て
、
　
「
己
墾
田
、
限
常
土
用
稲
壱
伯
弐
拾
束
価
値
、
売
与
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
見
て
、
現
作

の
立
地
だ
け
を
切
り
離
し
て
売
る
場
合
に
「
切
重
土
」
と
い
い
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
未
墾
地
や
林
地
が
売
買
対
象
で
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

　
こ
う
い
う
と
、
常
地
化
さ
れ
熟
地
化
さ
れ
て
は
い
な
い
不
安
定
耕
地
が
売
れ
る
は
ず
は
な
か
ろ
う
、
と
い
う
反
問
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
確
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八～一〇世紀の林閏農業と家地経営（畑井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

か
に
、
当
時
一
般
に
「
下
田
以
下
無
人
買
作
。
然
則
田
麟
荒
廃
。
麹
足
可
待
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
し
、
第
一
、
　
「
墾
田
地
者
。
未
開
之
間
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

所
有
草
木
亦
三
共
採
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
　
「
切
下
土
」
で
は
じ
め
て
売
買
対
象
と
な
り
得
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
、
　
「
並
樹
為
林
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

井
周
二
三
十
急
歩
不
在
禁
限
」
や
、
　
「
但
元
来
相
伝
加
功
成
町
非
民
要
地
者
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
故
主
貴
賎
五
町
以
下
二
三
許
之
」
な
ど
の
律
令
法
に
見
る
林
地

に
対
す
る
規
定
を
想
起
す
る
と
、
　
「
切
常
土
」
に
は
、
そ
う
し
た
林
地
は
売
ら
な
い
の
だ
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
場
合
も
少
な
か
ら
ず

あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
考
え
て
は
じ
め
て
、
最
初
に
挙
げ
た
大
岡
元
年
の
事
例
の
、
段
別
九
〇
束
と
い
う
高
価
な
墾
田
五
段
六
〇

歩
の
実
態
が
窺
い
知
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
林
田
と
そ
の
切
替
え
地
と
し
て
の
林
地
と
が
一
ま
と
ま
り
に
な
っ
た

所
謂
「
一
区
の
家
地
」
と
い
っ
た
形
態
で
売
ら
れ
る
「
心
地
」
の
場
合
に
、
大
同
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
垣
内
田
な
み
の
価
値
に
評
価
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
推
論
だ
け
で
な
く
、
以
下
に
そ
の
実
際
を
示
す
史
料
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

＠＠＠＠＠＠o

『
平
安
遺
文
』
一
五
九
号

同
量
、
一
二
三
号

『
寧
黙
那
遺
文
』
中
巻
・
山
ハ
五
二
～
⊥
ハ
五
五
酬
員
参
昭
…

『
平
安
遺
文
』
一
四
四
号

同
右
、
四
七
号

同
右
、
七
九
号

同
右
、
五
〇
号

五
、
切
常
土
と
常
土
の
違
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
承
和
八
（
八
四
一
）
年
の
「
石
川
朝
川
家
地
売
券
」

お
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
と
も
あ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
外
力
）
　
　
　
　
　
　
（
段
二
）

　
　
□
在
五
条
上
堤
田
久
里
五
坪
三
□
百
歩

⑧
『
三
代
実
録
』
貞
観
穴
年
正
月
二
八
日
条

⑨
　
『
類
聚
三
代
格
』
延
贋
一
七
年
一
二
月
八
霞
付
官
符
「
寺
井
王
臣
百
姓
山
野
藪

　
沢
浜
嶋
尽
収
入
公
事
」

⑩
同
右
、
慶
雲
三
年
三
月
一
四
日
付
詔
、
「
禁
制
王
公
諸
臣
多
占
山
沢
不
事
耕
種

　
妨
百
姓
業
」

⑪
　
同
右
、
注
⑨
官
符

の
場
合
、
　
「
左
京
六
条
一
早
戸
主
従
五
位
下
石
川
朝
臣
」
の
家
地
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
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口
六
坪
一
段
百
八
十
歩
林
　
　
七
坪
二
段
林

　
　
（
八
坪
）

　
　
〕
二
段
三
百
茄
歩
撚
動
脚
鰍
畑
林
針
歩

　
　
　
　
四
至
蘇
舩
羅
鵜
馨
馳
舗
盤

　
　
　
　
在
物
鷺
糊
櫨
厳
導
徽
蝋
畷
『
關
在
徽
泥
鏑
甲
無
欄
醤
皮
麟
罎
を
鱒
酷
紹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
（
傍
点
筆
者
）

を
新
銭
（
承
和
手
筆
）
二
〇
貫
文
で
「
漫
芸
常
地
」
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
買
得
し
た
左
京
六
条
三
坊
戸
主
正
六
位
上
稲
城
壬
生

公
徳
継
戸
口
同
姓
物
主
が
、
六
年
後
の
承
和
一
四
年
に
左
京
三
条
二
坊
戸
主
従
五
位
下
百
済
王
永
仁
戸
口
従
五
位
上
筆
済
王
永
琳
に
転
売
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

際
の
「
山
城
国
宇
治
郡
司
解
」
に
よ
る
と
、
勢
至
記
事
の
「
制
限
古
諺
井
大
和
国
葛
上
郡
下
辺
郷
戸
主
賀
茂
朝
臣
真
継
戸
口
同
姓
世
継
家
地
井

東
大
寺
花
厳
院
」
に
変
化
が
見
ら
れ
る
の
と
、
　
「
在
物
三
間
檜
皮
葺
板
敷
東
屋
一
宇
已
破
」
と
あ
っ
て
、
石
川
宗
益
の
売
券
に
記
さ
れ
た
残
り

の
屋
倉
四
宇
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
ど
う
な
っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
一
「
已
破
」
の
板
敷
東
屋
一
宇
が
僅
か
に
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
他

は
取
り
払
わ
れ
て
耕
地
化
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
元
の
ま
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
判
断
し
か
ね
る
。
普
通
に
は
、
現
存
す
る
建
造
物

は
明
記
す
る
は
ず
だ
か
ら
、
前
者
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
が
、
現
存
す
る
四
宇
は
売
ら
な
か
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ

で
は
不
明
と
し
て
お
く
し
か
な
い
一
、
少
な
く
と
も
、

　
　
合
家
壱
区
地
壱
町
難
糠

　
　
　
在
五
条
上
堤
田
外
里
五
坪
三
段
二
百
歩
熟
地

　
　
　
　
　
六
坪
一
段
百
八
十
歩
林
　
七
坪
二
段
林

　
　
　
　
　
八
坪
二
段
三
百
滑
歩
騰
融
脚
鰍
栢
林
針
歩

に
つ
い
て
は
、
六
年
半
に
変
化
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
石
川
宗
益
－
↓
稲
城
壬
生
公
物
主
－
↓
百
済
王
永
琳
と
転
売
さ
れ
て
い

っ
た
こ
の
家
地
は
、
千
鳥
荒
骨
並
の
五
・
六
・
七
・
八
の
四
丁
黒
黒
町
歩
の
中
に
位
置
を
占
め
、
熟
地
五
段
と
林
五
段
か
ら
成
る
一
町
歩
の
家

地
で
あ
り
、
承
和
八
年
に
は
屋
倉
五
宇
を
設
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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八～一〇倣紀の林田農業と家地経営（畑井）

　
こ
こ
で
、
石
川
宗
益
の
売
券
が
、
「
切
愛
土
」
で
は
な
く
、
「
寒
土
」
と
し
て
沽
却
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
点
に
、
注
目
し

た
い
。
と
い
う
の
は
、
林
と
熟
地
そ
れ
ぞ
れ
五
段
、
屋
倉
五
宇
の
敷
地
を
加
算
し
て
も
、
四
力
坪
四
町
歩
の
地
積
と
の
間
に
は
、
か
な
り
の
開

き
が
あ
る
。
沽
価
二
〇
貫
文
と
い
え
ぼ
、
稲
八
○
○
束
、
米
四
〇
石
に
相
当
し
、
当
時
、
門
田
と
か
苗
代
田
と
か
い
っ
た
も
っ
と
も
上
等
の
耕

地
を
一
町
歩
買
え
る
値
段
で
あ
る
。
屋
倉
が
付
属
す
る
と
は
い
え
、
林
五
段
・
熱
地
五
段
の
一
町
歩
が
門
田
・
苗
代
田
の
一
町
歩
と
対
等
の
経

済
価
値
を
も
ち
得
る
は
ず
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
売
券
に
明
記
さ
れ
た
地
積
こ
そ
一
町
歩
で
あ
れ
、
実
質
に
売
買
転
伝
さ
れ
た
の
は
、

四
力
坪
四
町
歩
の
お
そ
ら
く
全
部
か
、
そ
う
で
な
く
と
も
か
な
り
の
部
分
を
占
め
た
家
地
一
i
当
然
、
片
あ
ら
し
状
態
で
樹
木
の
成
育
を
待
っ

て
い
る
「
荒
」
を
含
む
一
の
「
常
土
」
全
部
で
あ
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
。

　
な
お
、
こ
の
家
地
の
実
質
上
の
総
面
積
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
果
た
し
て
件
の
四
力
坪
四
町
歩
を
最
大
限
と
し
て
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
他
者
に
属
す
る
地
が
四
力
坪
内
部
に
入
り
く
ん
で
存
在
し
て
い
た
の
か
、
検
討
作
業
は
試
み
て
み
た
。
だ
が
結
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
触
れ
て
お
く
と
、
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
の
「
尼
証
摂
施
入
状
」
に
い
う
「
在
院
以
西
地
数
一
町
」

の
「
家
一
区
」
の
四
至
記
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
東
限
故
尼
信
海
家
地
　
南
限
公
田
井
県
氏
益
大
夫
家

　
　
西
限
大
路
井
公
畠
　
　
北
限
社
　
　
〔
傍
点
筆
者
〕

と
あ
っ
て
、
　
「
県
西
益
大
夫
家
」
を
軸
に
考
え
る
と
、
そ
の
東
側
に
百
済
王
永
琳
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
件
の
家
地
が
あ
り
、
北
側
に
尼
証
摂

が
東
大
寺
花
厳
院
に
施
入
し
た
家
地
一
町
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
故
尼
信
海
の
家
地
と
称
す
る
も
の
が
、
百
済
王
永
琳
買
得
の
件

の
家
地
の
北
側
に
当
た
っ
て
存
在
し
た
こ
と
も
窺
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
嘉
祥
二
（
八
四
九
）
年
に
、
そ
の
故
意
信
海
の
家
地
の
一
部
分
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
「
地
三
段
」
が
、
や
は
り
花
厳
院
に
施
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
三
年
後
の
仁
寿
エ
年
の
論
証
摂
の
施
入
状
に
「
面
素
故
尼
信
海
家
地
」
と
あ

る
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
施
入
の
「
地
三
段
」
は
「
在
院
西
辺
」
と
い
う
か
ら
、
花
厳
院
と
尼
証
摂
家
地
と
の
中
間
に
所
在
し
た
七
二
信
海
の
家

地
－
断
簡
の
た
め
、
地
積
・
四
馬
と
も
不
明
一
の
内
、
花
厳
院
に
東
接
す
る
一
部
分
の
三
段
だ
け
が
施
入
さ
れ
、
西
寄
り
に
は
な
お
「
故
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尼
信
海
家
地
」
と
称
せ
ら
れ
る
部
分
が
仁
寿
二
年
段
階
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
東
か
ら
順
に
、
花
厳
院
・
故
尼
信

海
家
地
・
尼
証
摂
家
地
と
並
ん
で
い
た
は
ず
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
聞
に
他
者
の
地
は
存
在
し
て
い
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
こ
に
一
つ
脇
に
お
ち
ぬ

闊
題
が
生
ず
る
。
と
い
う
の
は
、
百
済
王
永
琳
の
買
得
し
た
件
の
家
地
の
北
側
に
、
社
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
家
地
は
前
掲
四

至
記
事
が
示
す
ご
と
く
、
東
側
で
花
厳
院
と
接
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
故
尼
信
海
家
地
と
百
済
王
永
琳
買
得
家
地
と
は
、
承
和
一
四
年
段
階
で
、

互
い
に
「
東
限
花
厳
珍
し
と
い
う
状
況
の
中
で
、
北
と
南
の
位
置
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
石
川
同
質
や
稲

城
壬
生
公
物
主
の
二
通
の
売
券
に
「
北
限
社
」
と
あ
っ
て
、
社
の
存
在
が
疑
え
ぬ
以
上
、
こ
の
場
所
の
景
観
と
し
て
は
、
北
か
ら
順
に
、
故
尼

信
海
家
地
・
社
・
百
済
王
永
琳
買
得
家
地
（
詩
宗
益
家
地
・
前
物
主
家
地
）
と
並
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
正
課
摂
の
施
回
状
に
も
ま

た
、
　
「
北
限
社
」
と
あ
る
。
膀
に
お
ち
ぬ
と
い
う
の
は
、
こ
の
尼
証
摂
家
地
の
北
側
に
あ
る
社
と
、
百
済
王
永
琳
買
得
家
地
の
北
側
に
あ
る
社

と
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
は
全
く
別
女
の
二
つ
の
社
だ
と
解
す
る
な
ら
ば
、
疑
問
は
立
ち
ど
こ
ろ
に
氷
解
す
る
。
だ
が
、
果
し
て
そ
う
解
し
て

よ
い
だ
ろ
う
か
。
五
条
上
堤
田
外
里
の
現
地
比
定
を
試
み
ら
れ
た
岸
俊
男
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
ほ
ぼ
現
在
の
宇
治
市
五
ケ
庄
、
黄
壁
山
万
福
寺
の
西
北
、
木
幡
の
南
東
、
宇
治
陵
の
南
の
地
域
に
当
る
と
み
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
宇
治
華
厳
院
推
定
地
」
を
示
す
同
氏
作
成
の
条
里
復
元
図
に
よ
れ
ば
、
陸
測
地
図
（
二
万
五
千
分
の
一
、
「
宇
治
」
）
に
見
る
「
広
芝
」
の
東
部
を

措
定
し
て
お
ら
れ
る
。
尼
早
早
の
施
入
状
に
見
る
「
西
限
大
路
」
は
お
そ
ら
く
当
時
の
奈
良
街
道
を
指
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
問
題
の
こ
の
辺
り
に
、
当
時
尼
証
摂
の
家
地
一
町
の
北
と
南
至
に
接
し
て
二
つ
の
社
地
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
甚
だ
疑
わ
し
い
。
故
尼
信

海
の
家
地
に
関
す
る
四
号
記
事
が
欠
落
し
て
い
な
け
れ
ば
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
残
念
な
が
ら
断
簡
で
あ
る
以
上
、
前
述
の
ご
と
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

一
応
、
結
論
は
得
ら
れ
ず
、
と
し
て
お
く
よ
り
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。
岸
氏
も
「
的
確
に
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
、
相
互
の

位
置
関
係
に
つ
い
て
は
方
位
関
係
だ
け
を
示
す
簡
単
な
模
式
駒
を
掲
げ
る
に
と
ど
め
、
復
元
図
は
作
っ
て
お
ら
れ
な
い
。

　
要
す
る
に
、
闊
題
の
家
地
が
五
・
六
・
七
・
八
の
四
力
碁
四
町
歩
を
す
べ
て
含
む
か
ど
う
か
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
束
に

花
厳
院
お
よ
び
賀
茂
上
畳
家
地
並
び
に
公
畠
、
北
に
故
道
信
海
家
地
と
社
、
北
西
に
尼
証
摂
家
地
、
西
に
県
属
益
家
地
と
公
畠
、
南
に
道
と
い
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つ
た
景
観
の
中
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
う
し
た
周
囲
の
状
況
か
ら
推
測
し
て
、
少
な
く
と
も
林
五
段
・
熟
地
五
段
の
一
町

歩
と
五
宇
の
屋
倉
だ
け
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
件
の
四
力
立
の
か
な
り
の
部
分
…
一
場
合
に
よ
っ
て
は
四
町
歩
全
部
i
1
を
占
め
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
も
十
分
推
測
で
き
そ
う
な
の
で
あ
る
。

　
念
の
た
め
に
検
討
を
加
え
た
景
観
的
考
察
の
説
明
が
、
つ
い
長
く
な
っ
た
が
、
沽
価
二
〇
貫
文
の
価
値
が
、
林
五
段
・
熟
地
五
段
と
屋
倉
五

宇
の
価
値
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、
売
券
に
記
載
さ
れ
ぬ
部
分
を
含
ん
だ
、
換
言
す
る
な
ら
ば
「
常
土
」
の
値
段
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は

や
疑
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
　
「
平
常
土
」
売
買
と
「
紅
土
」
売
買
の
意
味
の
違
い
を
見
定
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
　
「
常
土
」
の
実
態
と
、

そ
の
経
営
形
態
を
見
定
め
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
端
的
に
い
っ
て
、
件
の
家
地
は
林
田
農
法
に
立
つ
家
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

＠＠＠＠

『
平
安
遺
文
』
七
〇
号

同
右
、
八
六
号

同
右
、
　
一
〇
一
号

岡
右
、
九
一
号

六
、
家
地
の
三
要
素
－
林
田
農
法
の
場
合
一

＠＠＠＠
岸
俊
男
「
家
・
戸
・
保
」
、
『
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
所
収
、

隙
國
右
、
二
四
六
百
ハ

同
右
、
二
四
五
頁

同
右
、
二
四
五
頁

二
瞬
七
頁

　
右
に
見
て
き
た
石
川
早
期
の
家
地
で
は
、
熟
地
と
し
て
用
益
さ
れ
て
い
る
耕
地
は
確
か
に
五
段
で
あ
り
、
し
か
も
三
坪
に
あ
る
三
段
二
〇
〇

歩
と
、
北
接
す
る
八
坪
に
あ
る
一
段
一
六
〇
歩
の
二
筆
で
五
段
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
仮
に
水
田
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る

稲
だ
け
で
は
、
単
婚
家
族
の
再
生
産
を
支
え
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
因
み
に
、
貞
観
八
（
八
六
六
）
年
の
「
伊
賀
国
阿
闇
福
子
一
入
状
」
に
よ
る
と
、

　
　
合
墾
田
陸
段
値
五
拾
陸
歩
　
総
地
子
米
弐
餅
染
升
伍
合

　
　
　
阿
拝
郡
弐
段
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十
二
条
一
里
十
九
坂
本
南
坪
　
地
子
米
伍
斗
染
升
伍
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
阿
閑
朝
臣
今
雄
手
買
得

　
　
　
山
田
郡
羅
段
価
伍
拾
陸
歩

　
　
　
　
十
一
条
六
毘
廿
六
三
田
西
弐
段
弐
値
拾
陸
歩
　
　
地
子
米
玖
斗
伍
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
京
戸
許
王
手
買
得

　
　
　
　
十
四
条
二
里
　
川
原
田
壱
段
参
個
歩
　
地
子
米
伍
斗
五
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
酒
見
真
浄
手
買
得

と
あ
る
。
段
別
で
は
そ
れ
ぞ
れ
二
斗
八
升
七
合
五
勺
・
三
斗
六
升
五
合
四
書
二
二
斗
と
い
う
計
算
に
な
る
が
、
お
よ
そ
、
当
時
の
段
別
地
子
で

こ
の
よ
う
な
端
数
に
及
ぶ
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
一
般
に
薫
掛
の
五
分
の
一
が
地
子
率
で
、
上
田
一
〇
束
（
五
斗
）
・
中
田
八
束
（
四
斗
）
・
下

田
六
束
（
三
斗
）
・
下
々
里
二
束
（
一
斗
五
升
）
と
い
う
の
が
標
準
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
買
得
墾
田
三
筆
は
、
中
田
か
下

田
な
み
で
、
端
数
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
積
に
チ
ェ
ッ
ク
を
つ
け
て
考
え
た
方
が
事
実
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
阿
拝
郡
に
あ

っ
た
二
段
は
熟
地
な
ら
ば
下
田
で
地
子
米
六
書
、
そ
れ
が
五
斗
七
升
五
合
と
い
う
の
は
、
二
升
五
合
（
五
把
）
分
に
相
当
す
る
三
〇
歩
の
地
積

が
「
荒
」
で
あ
っ
た
、
と
解
釈
す
る
見
方
で
あ
る
。
山
田
郡
に
あ
っ
た
一
段
三
〇
〇
歩
が
段
別
三
斗
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
そ
の
傍
証
に
な
ろ

う
。
山
田
郡
の
二
段
二
一
六
歩
を
中
田
と
見
る
と
、
熟
地
な
ら
ば
四
斗
代
で
地
子
米
一
石
四
升
、
そ
れ
が
九
斗
五
升
と
い
う
の
は
、
九
升
（
一

束
八
把
）
分
に
相
当
す
る
八
一
歩
の
地
積
が
や
は
り
地
子
収
取
の
対
象
と
な
ら
な
い
部
分
で
あ
っ
た
、
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

1
も
ち
ろ
ん
こ
の
想
定
は
、
右
に
あ
げ
た
標
準
獲
稲
量
と
標
準
地
子
率
を
前
提
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
　
「
の
ち
に
な
る
と
標
準
収
穫
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

減
額
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
」
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
必
ず
し
も
こ
う
だ
と
は
断
定
で
き
な
い
。
第
三
筆
囲
の
段
別
三
斗
の
事

例
を
支
点
に
、
標
準
は
一
応
有
効
と
見
て
の
想
定
な
の
で
あ
る
一
。
と
す
れ
ば
、
阿
閑
福
子
が
施
入
し
た
墾
田
六
段
一
五
六
歩
は
そ
の
内
一

一
一
歩
は
熟
地
で
は
な
く
、
地
子
収
取
の
対
象
外
と
さ
れ
た
部
分
1
た
と
え
ば
常
荒
1
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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「
東
大
寺
伊
賀
国
玉
滝
杣
券
第
三
羽
入
帳
貞
観
八
年
」
と
表
題
さ
れ
た
こ
の
施
万
状
か
ら
推
し
て
、
私
は
こ
の
墾
田
は
林
田
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地
子
収
取
の
対
象
外
と
さ
れ
た
三
〇
歩
と
八
一
歩
は
、
す
で
に
幾
年
間
か
の
用
益
期
間
が
経
過
し
て
放

棄
さ
れ
た
部
分
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
わ
け
で
あ
る
。
お
よ
そ
地
力
の
衰
え
た
林
田
は
周
囲
か
ら
の
雑
草
の
侵
入
が
激
し
く
な
っ
て
、
田
畠

と
し
て
の
地
積
を
外
側
か
ら
だ
ん
だ
ん
せ
ば
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
が
通
例
で
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
何
歩
常
夏
と
い
う
風
に
表
記
で
き
な
い
時
期
が

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
施
入
状
が
、
よ
く
見
ら
れ
る
熟
地
何
歩
、
荒
何
歩
と
い
う
内
訳
記
載
を
せ
ず
、
地
子
量
だ
け
で
そ
の
減
少
を
示
し
て
い

る
の
は
、
現
実
の
獲
稲
量
で
し
か
地
積
減
少
量
を
捉
え
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。
事
実
と
し
て
、
周
囲
か
ら
侵
入
し
て
く
る
雑
草
に

よ
っ
て
耕
地
と
し
て
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
ゆ
く
部
分
を
測
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
耕
地
と
し
て
の
地
積
を
維
持
し
て
い
る
と
仮
定
し

た
場
合
で
も
、
林
田
の
属
性
と
し
て
、
年
々
地
力
が
衰
え
て
、
収
量
が
低
下
し
て
ゆ
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
第
一
筆
で
の
地
子
量
二
升
五
合
減
、

第
二
筆
で
の
同
じ
く
九
升
減
は
、
そ
れ
な
り
の
説
明
が
つ
く
。

　
と
も
あ
れ
以
上
の
検
討
か
ら
、
こ
の
墾
田
は
玉
滝
壷
に
お
け
る
林
田
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
地
子
量
が
、

中
田
相
当
の
四
斗
代
（
第
二
筆
）
・
下
田
相
当
の
三
斗
代
（
第
一
・
三
筆
）
と
い
う
の
も
、
そ
し
て
第
一
・
第
二
の
二
筆
に
標
準
地
子
量
か
ら

の
逓
減
現
象
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
林
田
の
性
質
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
推
定
に
大
き
な

誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
例
を
傍
証
と
し
て
、
問
題
の
石
川
豊
漁
の
家
地
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
る
と
、
ど
う
い
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
熱
地
は
五
段
で
あ
る
。
中
田
と
み
な
し
て
そ
の
穫
稲
は
四
〇
束
標
準
に
照
ら
し
て
二
〇
〇
束
（
一
〇
石
）
で
あ
る
。
地
子
量
五
分
の
一

と
し
て
、
手
も
と
に
残
る
の
は
八
石
。
こ
れ
で
は
、
単
婚
家
族
の
再
生
産
を
支
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
で
近
世
の
五
段
百
姓
は
水
呑

と
い
う
通
念
を
援
用
し
よ
う
と
は
考
え
な
い
が
、
当
時
の
升
で
い
う
一
升
が
今
日
の
約
四
合
に
し
か
当
た
ら
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
こ

　
　
　
③

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
皿
石
は
今
日
の
三
石
二
斗
余
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
川
宗
益
（
↓
稲
城
壬
生
公
物
主
↓
百

済
王
永
琳
）
ら
の
地
主
に
地
子
を
納
め
て
こ
の
家
地
を
現
実
に
経
営
し
て
い
た
直
接
生
産
者
は
、
こ
の
五
段
の
熟
地
耕
営
以
外
に
、
自
ら
の
再
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生
産
を
支
え
る
何
ら
か
の
生
産
活
動
に
従
事
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
　
「
林
五
段
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
林
も
、
年
次
と
と
も
に
だ
ん
だ
ん
に
伐
採
さ
れ
て
黒
点
に
切
り
替
え
ら
れ
、

件
の
熟
地
五
段
か
ら
年
女
「
荒
」
化
す
る
分
だ
け
補
充
さ
れ
て
、
常
時
熟
地
五
段
の
耕
営
が
維
持
で
き
る
よ
う
な
輪
作
サ
イ
ク
ル
の
中
に
位
置

づ
け
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
林
と
し
て
用
益
さ
れ
て
い
る
期
間
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
そ
れ
が
ハ
ン
ノ
キ
属
の
樹
林
で

あ
る
な
ら
ば
、
器
具
用
材
や
染
料
を
と
る
こ
と
で
、
分
業
的
生
産
や
交
易
と
の
接
点
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ク
マ
シ
デ
属
の
樹
林
な
ら
ば
椎

茸
を
つ
く
り
、
炭
を
焼
く
の
に
役
立
て
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
椀
や
盆
な
ど
の
漆
器
木
地
に
適
し
、
弓
に
も
最
適
で
あ
っ
た
ア
ズ
サ
な
ど
も
植
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ハ
シ
バ
ミ
の
類
な
ら
ば
そ
の
種
子
が
食
料
に
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
貞
観
一
二
（
八
七
〇
）
年

　
　
　
　
　
　
④

の
「
某
郷
長
解
写
」
に
は
、

　
　
［
長
解
　
申
売
買
家
地
立
券
文
事

　
　
．
彫

　
　
　
立
物
板
倉
壱
宇
　
三
問
土
居
板
敷
板
屋
壱
間
誰
癬

　
　
　
地
四
段
百
八
十
歩
之
中
職
纏
薇
百
八
＋
歩

　
　
　
　
　
　
四
至
鹸
鰍
鋤
塩
輔
囎
妬
馴
欄
醐
翼
虫
地
井
紀
氏
神
地

　
　
　
　
在
平
群
東
条
一
平
群
里
十
三
十
四
両
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
う
例
も
見
ら
れ
、
＝
ご
・
一
四
の
ニ
カ
坪
に
あ
る
こ
の
一
区
の
家
地
は
、
熱
地
薫
段
と
栗
林
一
段
半
の
経
営
を
内
容
と
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
の
四
段
半
だ
け
が
売
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
ニ
ケ
坪
二
町
歩
の
全
部
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
か
な
り
の
部
分
を
含
ん
だ
家
地
と
し
て
売
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
沽
価
二
四
〇
束
か
ら
見
て
も
、
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
事
例
に
見
る
よ
う
な
「
栗
林
」
は
当
時

の
売
券
に
し
ば
し
ば
記
載
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
い
ち
い
ち
例
を
あ
げ
る
の
は
省
い
て
お
こ
う
。
要
す
る
に
、
習
慣
が
重
要
な
食
料
源

で
あ
っ
た
周
知
の
事
実
を
再
確
認
す
れ
ぱ
よ
い
の
で
あ
る
。
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入～一一一■○世紀の林田農業と家地経営（畑井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
な
お
、
因
み
に
同
じ
こ
ろ
の
事
例
と
し
て
、
元
慶
七
（
八
八
三
）
年
の
「
河
内
国
観
心
寺
縁
起
資
材
帳
」
に
記
さ
れ
た
「
諸
忍
事
」
の
記
事
を

見
る
と
、

　
　
同
郡
高
向
地
壱
町
伍
段

　
　
　
　
家
地
七
段
　
林
五
段
　
栗
林
三
段

　
　
　
四
至
藤
緊
齪
野
錦
部
叢
林

　
　
　
　
在
錦
部
郡
錦
部
郷
高
向
村

　
　
　
　
　
右
、
承
和
八
年
七
月
二
日
郡
判
券

と
あ
っ
て
、
四
至
記
事
と
合
わ
せ
て
そ
の
景
観
は
お
お
よ
そ
彷
彿
た
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
石
川
郡
の
庄
八
処
の
中
の
佐
備
庄
に
つ
い
て

　
　
一
佐
備
庄

　
　
　
　
在
物
萱
葺
三
閾
屋
一
間

　
　
　
　
水
田
壱
町
壱
段
百
五
十
歩

　
　
　
　
陸
田
壱
町
参
段

　
　
　
　
林
地
弐
町
染
段

　
　
　
二
条
市
原
里
十
坪
二
段
　
十
二
坪
二
段

　
　
　
　
杭
原
里
光
六
坪
三
段
　
佐
備
里
十
三
坪
一
段

　
　
　
　
楊
谷
里
廿
四
坪
二
段
百
五
十
歩

　
　
　
訟
で
粂
墓
…
廻
里
辮
山
ハ
坪
一
段

　
　
　
　
　
右
、
貞
観
十
一
年
六
月
九
日
民
部
省
施
入

と
あ
り
、
水
田
の
一
町
一
段
一
五
〇
歩
は
そ
の
六
筆
の
所
在
坪
を
は
っ
き
り
と
捉
え
て
い
る
の
に
、
陸
田
と
林
地
の
所
在
を
捉
え
て
い
な
い
。
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そ
れ
は
大
友
庄
の
水
田
七
段
三
一
八
歩
と
陸
田
一
町
・
林
四
町
と
の
捉
え
方
で
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
一
つ

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
陸
田
と
林
の
位
置
は
坪
付
の
上
で
捉
え
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ぼ
、
こ
の
佐
南

庄
や
大
友
庄
で
は
、
年
次
と
と
も
に
林
と
陸
田
の
位
麗
が
移
動
す
る
経
営
方
式
、
す
な
わ
ち
、
焼
畑
輪
作
の
切
り
替
え
畑
か
、
林
田
農
法
に
立

つ
陸
田
の
経
営
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
他
の
新
開
庄
と
か
田
舎
庄
と
か
の
場
合
は
陸
田
も
含
め
た
「
水
陸
田
拾
警
固
段
」
と

い
っ
た
方
法
で
、
陸
田
も
坪
付
の
上
で
は
っ
き
り
と
捉
え
て
い
て
、
同
じ
「
貞
観
十
一
年
六
月
九
日
民
部
省
符
野
饗
」
で
あ
り
な
が
ら
陸
田
の

捉
え
方
を
異
に
し
て
い
る
事
実
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
佐
備
庄
や
大
友
庄
の
陸
田
は
、
新
開
庄
や
田
舎
庄
の
陸
田
の
場
舎
と
違

っ
て
、
坪
付
の
上
で
捉
え
て
も
意
味
が
な
い
陸
田
、
す
な
わ
ち
年
次
と
と
も
に
所
在
が
移
動
す
る
切
替
え
畑
（
焼
畑
乃
至
林
畠
）
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
林
田
農
法
は
か
な
り
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

　
　
④
、
林
地
、
そ
こ
は
ハ
ン
ノ
キ
属
の
樹
木
が
育
て
ら
れ
て
い
て
、
分
業
的
生
産
や
交
易
と
い
っ
た
側
面
を
含
め
、
ま
た
食
料
の
補
充
源
と

　
　
　
い
う
側
面
を
伴
い
な
が
ら
、
直
接
生
産
者
の
再
生
産
を
支
え
る
重
要
な
補
完
条
件
を
成
し
、
そ
れ
だ
け
に
、
経
済
財
と
し
て
一
定
の
価

　
　
　
値
を
も
っ
て
い
た
。
樹
木
は
湿
潤
な
土
壌
な
ら
ば
ハ
ン
ノ
キ
属
が
も
っ
と
も
適
し
て
い
た
が
、
そ
う
で
な
い
土
壌
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ

　
　
　
の
他
の
樹
木
、
と
く
に
栗
と
か
桑
と
か
漆
と
か
、
と
も
か
く
有
用
度
の
高
い
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
性
と
適
地
性
の
度
合
に
応
じ
て
、

　
　
　
植
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
う
し
た
林
を
切
り
開
い
て
作
ら
れ
た
耕
地
は
、

　
　
⑭
、
林
畷
、
と
は
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
水
田
と
は
限
ら
ず
、
気
象
条
件
に
よ
っ
て
あ
る
年
は
畔
を
設
け
て
水
田
と
し
、
あ
る
年
は
畠
と

　
　
　
し
て
使
う
畠
田
の
よ
う
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
陸
田
と
し
て
し
か
適
し
な
い
林
田
、
つ
ま
り
林
畠
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
地

　
　
　
力
が
衰
え
、
周
囲
か
ら
の
雑
草
の
侵
入
も
激
し
く
な
っ
て
耕
地
と
し
て
の
用
益
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
と
、
　
ア
ラ
シ
コ
バ
・
ソ
ラ
ス

　
　
　
（
焼
畑
農
業
に
お
け
る
放
棄
耕
地
）
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
放
棄
さ
れ
、
田
券
上
な
ど
で
は
、

　
　
の
、
常
荒
、
な
ど
と
称
せ
ら
れ
て
、
樹
林
に
育
つ
ま
で
は
経
済
財
と
し
て
の
価
値
は
ほ
と
ん
ど
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
。
田
券
に
記
載
さ
れ
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八～一〇世紀の林田農業と家地経営（畑井）

　
　
　
な
い
場
合
す
ら
多
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
決
し
て
無
主
の
原
野
な
ど
で
は
な
く
、
家
地
の
一
部
分
に
は
相
違
が
な
か
っ
た
の
で

　
　
　
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
「
常
澄
」
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
従
来
「
片
あ
ら
し
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
「
年
荒
」
の
休

　
　
　
耕
田
と
は
い
さ
さ
か
質
を
異
に
し
、
単
に
地
力
の
自
然
恢
復
を
ま
つ
一
～
二
年
の
休
耕
田
と
は
違
っ
て
、
樹
林
の
育
成
地
と
し
て
の
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
貞
観
元
（
八
五
九
）
年
の
「
近
江
国
依
智
荘
魚
田
帳
」
に
、

　
　
　
　
（
九
条
…
筆
者
注
）

　
　
　
　
十
里
一
荒
木
田
百
辮
歩
下

　
　
　
　
　
　
右
坪
、
本
注
下
田
、
今
臨
地
為
上
田
、
即
進
地
子
、

　
　
　
　
　
五
利
爪
本
田
一
段
百
六
十
・
歩
中

　
　
　
　
　
　
右
坪
、
本
注
常
荒
、
今
醸
地
勘
、
巳
遠
江
橡
偽
善
秦
公
乙
長
治
田
（
中
略
）

　
　
　
　
十
一
条
七
里
廿
家
田
一
段
百
八
十
歩
下

　
　
　
　
　
　
右
坪
、
本
自
常
荒
、
今
勘
見
熟
（
下
略
）

　
　
　
と
あ
る
よ
う
に
、
　
「
右
坪
、
本
工
常
並
」
の
地
が
嘉
祥
元
（
八
四
八
）
年
か
ら
貞
観
元
年
ま
で
の
一
二
年
間
に
「
今
年
愈
愈
」
と
な
っ
た

　
　
　
り
、
　
「
本
注
下
田
」
が
「
今
臨
地
為
上
田
」
と
変
わ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
林
田
農
法
な
ら
ば
こ
そ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
常
荒
の
熟

　
　
　
田
化
や
田
晶
の
向
上
が
一
般
的
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
一
な
お
右
の
例
の
二
攻
口
の
、
中
略
に
し
た
文
中
に
あ
る
寺
使
と
依
知
安
雄

　
　
　
の
や
り
と
り
の
実
態
に
つ
い
て
も
、
私
は
私
な
り
の
解
釈
を
も
っ
て
い
る
が
こ
こ
で
は
省
略
し
て
お
く
t
。

と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
林
田
農
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
ω
、
林
地
・
㈲
、
林
田
・
の
、
心
霊
の
三
様
態
を
な
す
地
が
、
互
い
に
有
機
的
な
関
係
を
保
ち
な
が
ら
一
つ

の
用
益
サ
イ
ク
ル
を
形
成
す
る
形
で
、
い
わ
ゆ
る
「
家
地
一
区
」
を
構
成
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
買
券
な
ど
の
記
載
は
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
の

あ
る
時
点
に
お
け
る
静
態
的
状
態
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
、
経
済
財
と
し
て
の
価
値
を
評
価
し
う
る
熟
地
や

林
し
か
記
載
し
な
い
こ
と
が
普
通
で
あ
る
た
め
に
、
当
時
の
売
券
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
熟
地
や
林
の
地
積
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（
石
川
宗
益
の
場
合
な
ら
ば
合
わ
せ
て
一
町
）
は
家
地
の
全
貌
を
決
し
て
そ
の
ま
ま
示
す
も
の
で
は
な
く
、
所
在
地
の
坪
数
や
黒
糖
記
事
や
近

接
地
の
田
券
と
の
照
合
な
ど
で
、
地
積
の
全
体
を
推
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
同
じ
家
地
売

買
で
も
、
「
切
野
土
」
と
「
埴
土
」
（
家
地
全
体
）
と
の
明
確
な
区
別
や
沽
価
の
大
き
な
差
も
、
す
べ
て
こ
う
し
た
状
態
を
摘
ん
だ
上
で
見
直
し

て
み
る
と
、
そ
の
実
際
が
よ
く
の
み
こ
め
る
の
だ
と
思
う
。

　
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
分
析
を
ふ
ま
え
た
上
で
改
め
て
件
の
石
川
宗
益
の
家
地
を
見
つ
め
て
み
る
と
、
五
・
六
・
七
・
八
の
四
力
坪
に
わ
た

り
、
熟
地
五
段
・
林
五
段
を
中
核
と
す
る
こ
の
家
地
は
、
文
字
ど
お
り
「
家
壱
区
」
の
自
立
的
な
個
別
的
小
経
営
と
し
て
、
直
接
生
産
者
の
単

婚
家
族
の
再
生
産
を
、
豊
か
で
は
な
い
に
し
ろ
、
そ
し
て
十
分
に
安
定
的
だ
と
は
言
え
な
い
に
し
ろ
、
ま
が
り
な
り
に
も
支
え
得
た
で
あ
ろ
う

と
、
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
林
田
農
法
に
立
つ
家
地
経
営
の
実
態
を
考
察
し
、
そ
の
過
程
で
、
管
見
の
限
り
で
は
研
究
史
上
い
ま
だ
明
確
な
解
釈
を
見
て
い
る
と

は
思
え
ぬ
「
黒
土
」
や
「
切
髪
土
」
の
意
味
を
検
討
し
、
合
わ
せ
て
、
従
来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
見
す
ご
さ
れ
て
き
た
家
地
の
沽
価
の
大
き

な
相
違
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
私
な
り
の
分
析
を
試
み
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
先
に
簡
略
に
触
れ
た
だ
け
で
残
し
て
お
い
た
高
価
な
林
田
が

あ
っ
た
事
実
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
、
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
考
察
し
、
卑
論
の
傍
証
と
し
た
い
。

　
①
　
『
平
安
遺
文
』
一
四
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
『
平
安
遺
文
』
一
六
三
号

　
②
　
　
『
目
本
歴
史
大
辞
典
騒
九
巻
・
二
二
七
頁
、
竹
内
理
三
氏
解
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
同
右
、
…
七
四
号

③
沢
署
薯
・
餐
朝
時
代
鍛
・
数
的
研
甕
四
五
責
参
照
　
　
　
⑥
同
有
三
八
号
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七
、
紀
伊
国
名
草
郡
直
川
郷
に
見
る
林
田
農
業

　
次
に
掲
げ
る
貞
観
三
（
八
六
一
）
年
の

な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
紀
静
国
憲
州
郷
墾
田
売
券
」

に
見
る
林
田
の
場
合
は
、
周
囲
の
景
観
が
か
な
り
具
体
的
で
あ
る
。
す
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口
売
買
立
墾
田
券
文
事

　
［
目
U
弐
栢
染
拾
歩
在
紀
伊
国
名
草
郡
真
川
郷
酒
部
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
四
至
醸
囎
灘
田
　
傭
徽
灘
田
充
直
稲
参
個
伍
拾
束

□
壱
町
玖
段
弐
悟
染
拾
歩

　
（
上
田
九
段
七
十
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…

　
□
□
□
口
□
□
二
歩
　
　
充
直
稲
九
百
廿
束
段
別
百
束

　
（
中
田
八
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、

　
□
□
□
段
百
九
十
八
歩
　
充
直
稲
六
百
皿
川
東
段
別
八
十
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
下
田
二
段
　
　
　
　
　
　
充
直
稲
百
廿
束
段
溺
六
＋
束

□
図
二
里
八
三
田
圭
一
段
下

　
□
里
九
猪
壇
北
町
三
百
歩
中

　
一
二
里
十
六
□
利
南
…
圭
一
段
下

　
三
里
鑑
堅
田
二
段
中

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
三
里
二
林
田
西
圭
五
段
上

　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

　
三
里
三
林
田
西
圭
三
段
上

　
□
里
四
猪
垣
里
一
一
段
二
百
五
十
八
歩
中

七
図
二
里
量
服
織
田
二
段
中

六
図
二
田
阻
七
坂
太
u
田
一
段
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

［
目
二
里
冊
六
小
俣
七
十
二
歩
上

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

右
農
水
陸
田
、
充
日
直
稲
弐
任
参
拾
束
、

名
、
立
券
文
如
件
、

四
至
鯨
臨
蜥
田
楠
盤
騨
宵
川

四
議
欝
聡
輔
藩
宿
璽
呈
地

四
至
醸
難
瞬
古
規
輔
蕊
舩
田

四
至
醐
螢
曙
漁
聾
餅
田

四
巖
譲
麩
贈
田

四
至
馨
曝
盆
饗
櫻
。

　
　
　
　
四
至
猷
醗
欝
田
漁
蛭
購

四
至
馨
鋸
上
治
墾
緩
甑
辮

四
至
醸
藩
蔑
治
難
黙
成
地

　
四
至
醸
難
糊
遊
継
地
蒲
盤
舩
服

ぬ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
朝
地
下
郎
右
京
半
夏
四
坊
戸
主
従
八
位
上
紀
朝
臣
門
成
戸
同
姓
懸
守
巳
詑
、

銘
売
買
両
人
署
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
8
5



貞
観
参
年
二
月
廿
五
日

　
　
　
専
売
神
門
「
今
子
」

　
　
　
梱
売
橘
朝
臣
「
常
子
」

　
　
　
相
売
橘
朝
臣
「
茂
子
」

　
　
　
相
売
橘
朝
臣
「
塔
子
」

　
　
　
相
知
蕃
良
朝
臣
「
新
雄
」

　
　
　
買
人
蔭
孫
紀
朝
臣
h
氏
守
」

当
里
刀
禰
紀
朝
臣
「
乙
魚
」

　
　
　
〔
以
下
略
〕
　
（
傍
点
筆
者
）
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と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
神
門
今
子
は
、
承
和
一
五
（
八
四
八
）
年
に
外
従
五
位
下
を
賜
わ
っ
た
神
門
臣
当
継
、
嘉
祥
三
（
八
五
〇
）
年
に
外
正
五
位
下
を
賜
わ
っ
た
神
門

　
　
③

臣
富
継
と
同
族
で
、
　
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
右
京
神
別
上
　
天
孫
」
の
項
に
、
出
雲
臣
と
並
ん
で
「
天
穂
日
命
十
二
欝
欝
鵜
濡
淳
命
之
後
也
」

と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
神
門
臣
の
一
族
で
あ
る
か
ら
、
紀
伊
国
名
草
郡
に
土
着
し
て
い
た
往
古
か
ら
の
三
芳
氏
族
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
斉
衡
元

（
八
五
四
）
年
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
有
鳥
。
集
総
総
松
樹
。
俗
名
古
々
鳥
。
其
鳴
自
虐
。
勅
左
近
衛
将
曹
神
門
残
成
射
之
。
応
弦
界
雷
。
帝
甚
称
善
。
賜
絹
数
量
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
そ
の
射
術
の
神
妙
を
賞
せ
ら
れ
た
神
門
幾
成
は
、
貞
観
元
（
八
五
九
）
年
に
は
左
近
衛
将
監
で
外
従
五
位
下
を
賜
わ
っ
て
お
り
、
翌
工
年
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

下
総
介
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
軍
事
的
氏
族
た
る
面
影
を
伝
え
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
点
、
前
掲
拙
稿
の
中
で
詳
論
し
た
狩
猟
を

生
業
の
重
要
な
一
環
と
す
る
山
棲
み
型
の
焼
畑
農
業
文
化
の
中
で
育
っ
て
き
た
氏
族
と
奪
え
る
か
も
知
れ
ぬ
。

　
さ
て
、
そ
う
し
た
神
門
臣
疵
成
と
全
く
同
時
代
を
生
き
た
件
の
神
門
今
子
の
墾
田
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
以
下
に
検
討
す
る

わ
け
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
所
在
す
る
場
所
を
見
て
み
る
と
、
　
「
真
川
郷
酒
部
村
」
と
あ
る
。
こ
の
「
真
川
郷
」
は
、
件
の
売
券
に
も
そ
の
名
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を
発
見
し
う
る
紀
朝
臣
葛
成
が
、
承
和
一
五
（
八
四
八
）
年
に
そ
の
墾
田
を
売
却
し
た
際
、
そ
の
所
在
を

　
　
合
壱
段
　
在
直
川
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
四
至
離
鰯
墜
川
仏
、
田
趨
鰻

と
し
た
た
め
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
直
川
郷
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。
直
川
（
の
お
か
わ
）
と
い
え
ぱ
、
和
歌
山
市
内
に
属
し
、
国
鉄
阪
和
線
が

紀
の
川
を
渡
る
手
前
で
南
へ
方
向
を
転
ず
る
辺
り
、
ち
ょ
う
ど
カ
ー
ブ
し
始
め
る
付
近
に
当
た
っ
て
い
る
川
北
の
山
裾
の
地
で
あ
る
。
背
後
の

山
に
入
れ
ば
、
口
畑
・
奥
畑
の
集
落
を
過
ぎ
、
井
関
峠
を
越
え
て
泉
州
に
入
り
、
鳥
取
池
を
経
て
井
関
川
沿
い
に
尾
崎
へ
出
る
。
ま
た
、
目
前

の
大
和
街
道
を
東
へ
と
れ
ば
、
府
中
ま
で
ニ
キ
ロ
ぽ
か
り
で
あ
る
。
西
へ
と
れ
ば
四
キ
ロ
ば
か
り
で
伊
久
比
売
神
社
が
鎮
座
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
早
く
か
ら
開
発
の
進
ん
だ
地
帯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
周
知
の
ご
と
く
、
紀
の
川
は
し
ば
し
ば
そ
の
流
路
を
変
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

お
り
、
承
安
四
（
一
一
七
四
）
年
の
「
紀
伊
備
蓄
実
俊
申
文
」
に
も
「
東
則
田
井
田
屋
、
南
則
栗
栖
湯
橋
、
西
則
紀
三
所
神
宮
、
北
則
薗
部
六
十

谷
」
と
い
う
「
直
川
保
河
南
島
」
の
「
畠
本
作
叢
話
一
町
余
・
開
発
一
町
余
・
血
荒
二
町
余
薫
五
町
」
の
再
開
発
が
企
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

直
川
郷
・
直
川
保
の
地
は
し
ば
し
ば
「
為
洪
水
深
底
水
損
」
、
「
離
島
人
跡
希
通
地
」
と
い
う
状
態
に
な
る
地
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
神

門
今
子
の
墾
田
地
が
こ
の
直
川
の
ど
の
辺
り
に
あ
っ
た
か
は
計
り
が
た
い
が
、
東
南
を
起
点
と
し
て
、
東
か
ら
西
へ
図
（
条
）
、
南
か
ら
北
へ

里
を
数
え
る
こ
の
地
域
の
条
里
か
ら
察
し
て
、
売
券
に
見
る
二
里
・
三
里
の
文
字
が
示
す
か
ぎ
り
、
当
時
の
河
北
、
流
路
か
ら
二
・
三
里
の
や

は
り
山
裾
に
当
た
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
な
お
念
の
た
め
、
谷
岡
武
雄
氏
が
試
み
ら
れ
た
条
里
復
元
に
よ
れ
ば
、
　
「
紀
伊
村
田
屋
に
は
林
田
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
一

応
復
元
の
一
つ
の
決
め
手
と
し
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
こ
が
当
図
の
3
里
・
2
・
3
坪
に
な
る
よ
う
な
坪
並
お
よ
び
里
の
界
線
を
考
え
て
み
る
（
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぎ

略
）
。
同
じ
く
紀
伊
村
大
字
小
豆
島
に
は
、
5
の
坪
が
あ
り
、
　
そ
の
北
東
側
に
8
の
坪
、
　
ま
た
7
坪
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
に
椰
の
坪
が
あ
る
。

か
か
る
坪
並
は
東
南
隅
に
始
ま
り
、
第
1
列
が
西
行
す
る
連
続
式
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
か
く
て
図
里
の
界
線
を
引
け
ば
、
上
述
の
林
田
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
れ
の
西
北
隣
に
あ
る
里
の
所
定
の
位
置
に
収
ま
る
。
ま
た
古
川
と
か
川
と
か
は
、
現
在
の
高
川
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
判
断
の
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谷岡武影野氏による条理復元図

も
と
に
、
問
題
の
林
田
を
府
中
と
田
屋
の
集
落
の

中
間
に
措
定
し
、
そ
の
位
置
を
矢
印
↓
で
示
し
て

お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
準
拠
す
れ
ば
、
図
幅
二
万
五

千
分
一
地
形
図
「
淡
輪
」
（
国
土
地
理
院
）
の
標
高

10

告
?
が
走
る
水
田
地
帯
に
件
の
林
田
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
ま
た
服
部
昌
之
氏
の
試
み
ら
れ
た
復
元
図
で
も
、

問
題
の
「
目
図
三
里
二
林
田
・
三
里
三
林
田
」
に

当
た
る
位
置
は
、
谷
岡
氏
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
異

ら
な
い
。

　
こ
の
膠
嚢
に
よ
る
復
元
は
、
史
料
面
か
ら
私
が

推
定
し
て
い
た
立
地
条
件
と
は
か
な
り
違
う
の
で
窃

実
の
と
こ
ろ
当
惑
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
小
山

靖
憲
氏
に
よ
れ
ば
、
　
「
当
時
の
名
草
・
那
賀
両
郡

界
を
も
う
少
し
西
に
も
っ
て
く
る
べ
き
だ
と
考
え

⑫て
」
お
ら
れ
、
谷
岡
氏
も
「
右
の
復
原
は
単
な
る

試
案
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
、
将
来
い
ろ
い
ろ
の
面
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
の
で
、
私
は
私
な
り
に
次
の
よ
う
に
考
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え
た
い
。

　
当
時
「
林
田
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
坪
名
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
地
の
経
営
形
態
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
林
田
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
た

場
所
は
こ
こ
か
し
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
谷
岡
氏
が
復
元
の
決
め
手
と
さ
れ
た
現
在
の
「
林
田
」
の
位
置
を
、
文
書
面

に
見
る
「
口
図
三
里
二
林
田
・
三
里
三
林
田
」
の
位
置
だ
と
す
る
こ
と
は
、
も
し
か
す
る
と
大
き
な
早
合
点
を
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
谷
岡
氏
の
復
元
図
は
「
決
め
手
」
の
位
置
か
ら
動
い
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、

　
（
三
力
）

　
　
□
里
九
猪
垣
北
町

　
（
三
力
）

　
　
□
里
四
猪
垣
田

を
見
く
ら
べ
て
、
前
者
が
後
者
の
北
面
だ
と
解
す
る
な
ら
ば
（
こ
こ
で
の
坪
並
は
千
鳥
式
。
な
お
前
者
は
「
二
里
」
の
九
坪
で
あ
る
か
も
知
れ

ぬ
。
と
す
る
と
、
愛
川
寄
り
に
六
町
南
へ
動
く
が
、
猪
垣
の
目
的
か
ら
し
て
、
や
は
り
山
寄
り
の
三
里
に
措
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）
、
谷
岡
氏

の
復
元
図
は
参
考
に
と
ど
め
て
、
私
は
私
な
り
の
推
定
に
従
っ
て
、
西
隣
の
四
坪
が
「
猪
壇
田
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
山
添
い
の
三
里
に
件
の

林
田
が
あ
っ
た
と
理
解
し
、
十
六
坪
暗
岩
の
北
側
を
川
が
流
れ
る
よ
う
な
場
所
と
し
て
、
や
は
り
「
直
川
」
付
近
の
、
阪
和
線
よ
り
も
北
、
耳

鳴
か
ら
分
流
す
る
高
川
の
小
支
流
が
山
裾
に
沿
っ
て
東
か
ら
西
へ
走
る
辺
り
を
想
定
し
た
い
（
こ
の
小
支
流
も
し
ば
し
ば
流
路
を
変
え
た
で
あ

ろ
う
）
。
終
戦
ま
ぎ
わ
の
頃
、
工
兵
部
隊
の
一
兵
卒
と
し
て
こ
の
紀
伊
に
駐
屯
し
て
い
た
私
に
は
、
地
形
が
脳
裡
に
残
っ
て
い
る
が
、
猪
垣
を

設
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
辺
り
と
い
え
ば
、
決
し
て
谷
岡
氏
復
元
図
に
示
す
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
。
小
さ
な
起
伏
が
断
続
す
る
複
雑
な
地
形

の
山
裾
地
帯
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
専
門
外
の
こ
と
な
の
で
、
条
里
復
元
の
実
際
に
つ
い
て
は
よ
く
判
ら
ぬ
が
、
件
の
林
田
・
猪
富

田
の
位
置
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
谷
岡
氏
の
復
元
図
に
は
、
も
う
一
つ
、
納
得
が
ゆ
き
か
ね
る
と
だ
け
、
述
べ
て
お
こ
う
。

　
神
門
今
子
の
墾
田
、
わ
け
て
も
小
稿
の
主
題
た
る
「
林
田
」
の
位
置
を
直
川
郷
の
ど
の
辺
り
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
、
か
な
り
遠
回
り
な
手

数
を
要
し
た
が
、
林
田
農
業
の
実
態
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
以
上
の
手
続
き
は
一
応
や
む
を
得
な
か
っ
た
。
要
は
山
裾
の
起
伏
の
断
続
す
る

地
帯
で
あ
ろ
う
こ
と
を
見
定
め
た
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

89　（399）



20 21 22 23 24

・ユ7 16 15 14 工3

□利

苦
8 （川）

週 1段（下）

8 9　（公田） ユ0 11 ユ2

（紀制二地）

聾猪豊北町聾

300歩（中）

（地）
o

5 　　　　〆　　　　　’
S　　　　猪 3 2　　　　｝ 1

　　　　垣

{　　田
W鍛258歩
@　　　（中〉

向裏蚕
餓
）

林
i
田
　
1
5
段
｝
（
上
〉
｝
　
　
　
1

〆

…
量
＆

1 ’

32
　r　　　　　　　　，’　’”
R3 （公田） （治田） 36｛⊃　「　｝

里

〔注〕　1．　猪垣醗を中心にして出戸を考えた
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さ
て
、
こ
の
二
筆
の
林
田
は
、
二
と
三
の
坪
の
そ
れ
ぞ

　
　
か
ど

れ
西
圭
を
占
め
（
長
地
形
の
地
割
ら
し
い
）
、
記
事
に
も

と
づ
い
て
周
囲
の
状
況
を
復
元
し
て
み
る
と
図
の
よ
う
に

な
る
。
し
か
も
こ
の
林
田
は
「
段
捌
百
束
」
と
い
う
高
価

な
「
上
田
」
で
あ
る
こ
と
も
注
意
し
た
い
。

　
二
坪
の
林
田
五
段
の
南
に
あ
る
治
田
は
、
服
織
田
や
坂

本
田
の
四
至
記
事
中
に
「
紀
吉
上
治
」
　
「
紀
葛
成
治
」
と

い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
単
に
「
治
田
」
と
の
み
記

す
こ
の
治
田
は
、
神
門
今
子
自
身
の
治
田
と
推
定
さ
れ
る
。

つ
ま
り
二
里
三
五
坪
に
神
門
今
子
の
治
田
が
あ
っ
た
ら
し

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
林
田
は
耕
地
条
件
の
良
い
場
所

に
あ
っ
た
よ
う
で
、
決
し
て
一
一
地
帯
で
な
い
こ
と
が
窺

え
る
。
そ
れ
は
隣
の
三
坪
の
林
田
三
段
の
場
合
で
も
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
南
側
の
坪
（
二
里
三
四
坪
）
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に
「
公
田
」
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
南
側
に
公
田
や
自
己
の
治
田
が
あ
る
場
所
で
、
神
門
今
子
は
ニ
カ
坪
に
わ
た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
五
段
と
三
段

の
林
田
を
「
墾
田
」
と
し
て
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
し
か
も
図
に
見
る
よ
う
に
、
二
つ
の
林
田
の
間
を
占
め
る
三
坪
の
東
縄
本
七

段
に
、
公
田
と
神
門
今
子
地
が
あ
る
（
こ
の
「
地
」
も
先
の
「
治
田
」
同
様
、
他
人
の
所
有
で
な
い
か
ら
単
に
「
地
」
と
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
紀
宿
禰
吉
上
地
」
「
壷
坂
寺
地
」
「
紀
葛
成
地
」
が
傍
証
と
な
ろ
う
）
。
か
か
る
景
観
か
ら
し
て
も
、
「
林
田
」
な
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の

か
、
お
よ
そ
見
当
が
つ
こ
う
。
少
な
く
と
も
、
清
せ
こ
け
た
山
林
荒
野
を
切
り
開
い
て
、
辛
う
じ
て
耕
地
と
し
た
と
い
っ
た
風
の
も
の
と
は
、
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全
く
イ
メ
ー
ジ
を
異
に
す
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
け
だ
し
、
　
「
上
田
」
と
さ
れ
て
一
向
に
不
思
議
で
は
な
い
。

　
だ
が
、
小
稿
の
注
目
し
た
い
の
は
、
立
地
条
件
の
良
さ
の
み
に
よ
る
「
上
田
」
、
安
価
「
段
鋼
百
束
」
な
の
で
は
な
い
。
焦
点
を
合
わ
せ
た

い
の
は
、
図
示
し
た
三
坪
と
十
坪
に
あ
る
「
地
」
で
あ
る
。
ま
た
、
九
坪
に
あ
る
「
紀
宿
禰
吉
上
地
」
で
あ
る
。
こ
の
「
地
」
な
る
蓑
現
が
、

屋
倉
な
ど
の
建
造
物
の
敷
地
と
し
て
の
所
謂
「
家
地
」
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
　
田
券
一
般
の
常
態
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
墾
田
占
請
地
の
う
ち
の
未
開
部
分
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
林
地
で
も
な
い
。
ま
た
「
荒
」
で
も
な
い
。
そ
れ
は

「
地
」
と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
土
地
で
、
し
か
も
神
門
今
子
の
所
有
地
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
様
に
、
紀
宿
禰
吉
上
の
地
、
は
た
ま
た
壷

坂
寺
の
地
、
紀
一
風
の
地
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
所
有
対
象
の
「
地
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
土
地
で
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、
問
題
の
林
田
と

ど
う
い
う
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
点
に
注
目
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
前
掲
の
紀
続
成
の
墾
田
一
段
の
売
券
に
「
北
限
林
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
東
に
紀
朝
臣
長
川
の
治
田
、
南
に
野
、
西
に
池
井
び
に
田
と
い
う

状
況
の
中
で
、
そ
の
一
段
は
北
側
に
林
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
一
段
の
墾
田
が
直
川
郷
の
ど
の
辺
り
に
所
在
し
た
に
せ
よ
、
承
和
一
五
（
八
四

八
）
年
に
お
け
る
そ
の
景
観
と
し
て
、
林
に
接
続
す
る
一
段
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
の
神
門
今
子

の
売
券
で
、
こ
の
紀
蔦
成
が
「
六
図
二
里
七
坂
本
田
一
段
畑
」
の
西
に
治
田
、
北
に
地
を
所
有
し
て
い
た
事
実
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
上

田
」
に
西
接
す
る
治
田
で
あ
り
、
北
接
す
る
地
で
あ
る
。

　
か
か
る
「
紀
川
里
地
」
と
は
…
体
ど
の
よ
う
な
土
地
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
谷
岡
氏
は
「
紀
伊
村
手
彫
に
阪
本
が
あ
り
、
直
川
村
垂
井
南
方
の

溝
渠
は
古
川
と
俗
称
さ
れ
て
い
る
。
文
書
で
は
古
川
が
南
北
に
6
町
以
上
の
長
さ
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
直
川
村
の
古
川
で
は
な
い
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
。
阪
本
も
文
書
の
坂
本
田
と
は
同
一
視
を
揮
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
氏
の
復
元
図
で
は
、
弘
西
の
集
落
は
、
ち
ょ
う
ど
四
里
と
三
里
の

財
界
が
東
西
に
走
り
、
五
～
黒
光
と
六
～
七
里
の
塵
界
が
南
北
に
引
か
れ
る
、
謂
わ
ば
座
標
軸
の
原
点
に
当
た
る
部
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
六
図
二
里
七
坪
に
あ
る
坂
本
田
を
こ
の
買
継
の
阪
本
と
同
一
視
で
き
な
い
と
さ
れ
る
所
以
も
な
る
ほ
ど
と
思
わ
れ
る
が
、
氏
の
復
元
の

「
決
め
手
」
が
確
定
的
な
も
の
で
な
く
、
か
な
り
動
い
て
く
る
と
す
れ
ば
、
話
は
変
わ
っ
て
こ
よ
う
。
条
里
の
起
点
の
置
き
方
を
氏
の
場
合
よ
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り
も
う
少
し
西
北
に
動
か
す
べ
き
だ
と
仮
定
す
れ
ぱ
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
弘
西
の
辺
り
は
標
高
2
0
m
線
が
蛇
行
し
、
北
側
の
標
高
5
0
m
線
が
蛇

行
す
る
瀬
谷
の
集
落
と
の
間
は
起
伏
の
あ
る
入
り
組
ん
だ
地
形
で
あ
る
。
か
か
る
場
所
で
耕
地
づ
く
り
を
す
る
と
な
れ
ば
、
平
坦
な
沖
積
平
野

で
耕
地
を
作
る
よ
う
に
は
ゆ
か
な
い
。
小
さ
な
棚
田
や
林
や
凹
地
や
急
斜
面
な
ど
が
複
雑
に
点
綴
す
る
景
観
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
阪
本
に
坂
本
田
を
当
て
よ
う
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
所
在
が
ど
の
辺
り
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
立
地
条
件
を
谷
岡
氏

復
元
図
に
お
け
る
五
～
六
図
二
里
七
坪
（
西
田
井
の
集
落
西
端
に
当
た
る
）
や
六
～
蕪
蒸
二
里
七
坪
（
田
屋
集
落
と
小
豆
島
集
落
の
中
間
に
当

た
る
）
な
ど
の
沖
積
部
に
求
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
思
う
だ
け
で
あ
る
。
坂
本
田
と
い
う
呼
び
方
か
ら
し
て
も
そ
の
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
谷
岡
氏
の
条
里
復
元
図
は
そ
の
起
点
を
北
西
に
か
な
り
動
か
さ
な
い
と
、
納
得
い
た
し
か
ね
る
と
私
は
思
う
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
要
す
る
に
、
還
啓
の
「
地
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
結
論
か
ら
言
っ
て
、
起
伏
に
富
ん
だ
北
側
山
裾
地
帯
の
、
林
田
農
法

こ
そ
も
っ
と
も
相
応
し
い
傾
斜
地
地
帯
に
所
在
し
、
年
次
に
よ
っ
て
林
↓
林
田
↓
ソ
ラ
ス
（
休
閑
地
、
林
に
も
ど
し
つ
つ
あ
る
地
）
↓
林
と
そ

の
相
貌
を
変
え
る
輪
作
切
替
え
サ
イ
ク
ル
の
中
で
、
ソ
ラ
ス
の
状
態
に
あ
る
休
閑
地
の
こ
と
だ
と
、
私
は
考
え
た
い
。

　
北
側
に
林
が
続
く
墾
田
一
段
を
承
和
一
五
年
に
売
却
し
た
紀
玉
成
が
、
　
一
三
年
後
の
貞
観
三
年
に
、
同
じ
直
川
郷
で
、
神
門
今
子
売
却
地

「
細
図
二
里
七
坂
本
田
一
段
畑
」
の
西
に
治
田
を
、
北
に
か
か
る
休
閑
地
を
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
総
合

的
な
推
定
を
下
す
と
す
れ
ば
、
直
川
郷
に
お
け
る
林
田
農
業
の
広
範
な
存
在
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
い
ち
い
ち
復
習
す
る
の
は
省
く
が
、
神
門
今

子
の
売
券
と
紀
三
夕
の
売
券
に
見
る
「
地
」
の
周
囲
の
状
況
や
、
そ
れ
が
「
上
田
」
、
浩
価
「
段
別
百
束
」
の
「
林
田
」
や
「
林
」
に
接
続

し
て
い
る
事
実
か
ら
見
て
、
林
田
農
業
の
広
範
な
定
在
は
否
定
で
き
な
い
し
、
か
か
る
農
業
形
態
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
重
要
な
一
環
を
な
す

「
地
」
が
所
有
地
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
意
味
も
諒
解
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
紀
養
成
の
一
段
を
買
得
し
た
の
は
左
京
二
条
二
面
戸
主
散
位
従
樋
管
下
槍
朝
臣
氏
雄
で
あ
る
。
京
戸
の
彼
が
九
〇
束
と
い
う
高
価
を
投
じ
て

こ
の
一
段
を
買
得
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
投
資
に
見
合
う
有
利
な
買
得
地
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
単
な
る
穫
稲
五
分
一
の
地
子
収
取

だ
け
が
爵
的
だ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
あ
る
ま
い
。
私
見
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
北
接
す
る
林
の
用
益
権
を
即
自
的
に
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
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ろ
う
か
。

　
同
じ
こ
と
は
、
神
門
今
子
の
林
田
二
上
八
段
の
場
合
で
も
言
え
る
と
思
う
。
段
別
一
〇
〇
束
と
い
え
ば
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
門

田
・
高
苗
代
田
の
八
0
束
は
も
と
よ
り
、
垣
内
幡
田
の
九
〇
束
よ
り
も
高
価
な
の
で
あ
る
。
普
通
の
墾
田
（
野
田
・
家
地
）
の
五
〇
束
と
比
べ

る
な
ら
二
倍
に
当
た
り
も
す
る
。
買
得
者
紀
朝
臣
氏
守
は
右
京
三
条
四
単
語
主
従
八
位
上
紀
朝
臣
門
成
の
戸
口
で
あ
る
が
、
彼
は
猪
垣
田
な
ど

の
中
田
に
も
段
別
八
○
束
と
い
う
門
田
・
高
苗
代
田
並
の
価
稲
を
投
じ
て
い
る
し
、
下
田
に
も
段
別
六
〇
束
を
支
払
っ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
、

件
の
売
券
に
見
る
上
・
中
・
下
の
田
品
と
そ
の
沽
価
は
、
す
べ
て
、
普
通
の
墾
田
に
お
け
る
田
品
と
そ
の
沽
価
に
対
応
さ
せ
て
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
仁
寿
四
（
八
五
四
）
年
の
紀
儲
国
在
田
郡
と
貞
観
三
（
八
六
一
）
年
の
紀
伊
国
名
草
郡
の
間
に
、
そ
れ
ほ
ど
の
時
代
差
や

地
域
差
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
紀
氏
守
が
こ
う
い
う
高
価
を
投
じ
た
理
由
は
、
買
得
し
た
権
利
の
内
容
に
あ
る
こ
と
を
察
知
で

き
よ
う
。

　
端
的
に
私
見
を
述
べ
よ
う
。
紀
氏
守
は
一
〇
筆
一
町
九
段
二
七
〇
歩
の
水
陸
田
の
み
の
直
稲
と
し
て
二
〇
三
〇
束
を
支
払
っ
た
の
で
は
な
い
。

も
う
嚇
度
文
面
を
見
て
み
よ
う
。
上
・
中
・
下
田
一
町
九
段
二
七
〇
歩
の
直
稲
だ
け
だ
と
＝
ハ
八
○
束
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

　
　
四
至
醸
囎
瀦
田
纐
鵬
瀦
田
充
直
稲
参
傭
五
拾
束

と
あ
る
よ
う
に
、
一
町
九
段
二
七
〇
歩
に
含
ま
れ
な
い
部
分
に
対
し
て
、
三
五
〇
束
を
付
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
買
得
の
対
象
が
一
〇
筆
一

町
九
段
二
七
〇
歩
の
水
・
陸
田
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
明
白
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
も
売
券
と
し
て
は
、

　
　
（
唐
町
玖
段
力
）

　
　
［
H
］
弐
百
柴
拾
歩

の
墾
田
と
し
て
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
売
買
の
実
態
が
、
売
券
の
慣
い
と
し
て
は
現
実
の
耕
地
地
積
に
限
ら
れ
た

記
載
を
と
っ
て
い
て
も
、
そ
の
周
辺
に
所
在
す
る
「
地
」
の
現
実
的
所
有
権
（
勤
労
的
土
地
所
有
権
）
と
い
う
か
用
益
権
と
い
う
か
、
そ
う
し

た
権
利
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
律
令
法
上
、
そ
う
し
た
権
利
内
容
は
所
有
権
と
し
て
認
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
的
現
実
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
　
「
当
里
刀
禰
紀
朝
臣
定
量
」
ら
の
証
判
を
媒
介
と
し
て
郡
判
を
加
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え
、
四
至
書
き
に
よ
る
便
法
に
よ
っ
て
三
五
〇
束
の
付
価
売
買
を
承
認
す
る
立
券
が
な
さ
れ
て
い
る
の
も
、
法
と
行
政
的
要
請
の
問
を
埋
め
る

措
澱
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
し
て
、
そ
れ
な
ら
ば
こ
そ
、
一
〇
筆
一
町
九
段
二
七
〇
歩
だ
け
の
「
切
愈
愈
」
で
は
な
く
、
　
「
常
地
」

と
し
て
売
買
さ
れ
た
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
こ
そ
は
じ
め
て
、
件
の
一
〇
筆
が

い
ず
れ
も
非
常
な
高
価
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
解
け
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
三
五
〇
束
の
付
加
価
値
が
仕
払
わ
れ
た
上
な
お
か
つ
各
筆
の
価
稲

が
高
額
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
れ
ら
の
耕
地
が
林
田
農
業
に
固
有
の
地
子
稲
以
外
の
収
益
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ

う
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
林
田
で
の
農
耕
を
軸
と
す
る
直
接
生
産
者
の
全
生
産
活
動
を
包
み
こ
ん
だ
収
取
権
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
前
述
の
紀
蔦
成
の
売
券
の
場
合
で
も
、
件
の
沽
価
九
〇
束
と
い
う
高
価
な
一
段
に
北
接
す
る
「
林
」
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た

意
味
の
収
益
を
約
束
す
る
林
地
と
し
て
有
機
的
に
結
合
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
先
に
見
た
稲
城
壬
生
公
物
主
の
売
券
の

場
合
の
よ
う
に
、
熟
地
と
林
を
明
白
に
坪
付
表
記
し
て
い
る
の
と
比
べ
れ
ば
、
こ
の
場
合
は
薬
料
記
事
の
中
で
の
林
と
い
う
制
約
が
あ
る
の
で

断
定
的
な
こ
と
は
言
え
ぬ
。
し
か
し
、
神
門
今
子
の
売
券
で
の
「
南
至
治
田
」
「
西
尊
書
」
「
北
網
地
」
と
い
う
事
例
か
ら
見
て
、
同
じ
直
川
郷

で
の
、
二
心
成
の
立
券
で
あ
る
以
上
、
　
「
北
限
林
」
の
表
記
法
は
他
人
所
有
の
林
で
な
い
こ
と
を
示
す
と
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
紀
伊
国
直
川
郷
に
お
け
る
林
田
農
業
の
実
態
を
私
な
り
の
方
法
で
捉
え
、
林
田
の
沽
価
が
何
故
に
高
価
な
の
か
も
、
分
業
的
生
産
や

交
易
と
の
有
機
的
結
合
に
あ
る
こ
と
を
提
示
し
得
た
と
思
う
。
そ
こ
で
、

＠＠＠＠＠＠＠＠

『
平
安
遺
文
瞼
＝
二
〇
号

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
｝
五
年
正
月
八
日
条

『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
七
月
二
六
日
条

同
右
、
斉
衡
元
年
四
月
二
七
日
条

叫
三
代
実
録
』
貞
観
光
年
一
一
月
一
九
日
影

同
右
、
貞
観
二
年
二
月
一
四
日
条

『
平
安
遺
文
』
四
四
五
山
ハ
号

同
右
、
　
一
二
山
ハ
七
〇
・
｝
二
｛
ハ
七
一
号

今
一
つ
、
大
和
国
の
例
を
検
討
し
て
、
小
稿
を
閉
じ
よ
う
と
思
う
。

　
⑨
　
谷
岡
論
文
、
藤
岡
謙
二
郎
編
『
河
谷
の
歴
史
地
理
』
所
収
第
一
一
〇
図
参
照

　
⑩
岡
右
、
三
三
二
頁

　
⑪
　
服
部
昌
之
「
太
爾
・
黒
田
地
域
の
歴
史
地
理
的
環
境
」
第
一
図
、
和
歌
山
市
太

　
　
田
・
黒
田
地
域
綜
合
調
査
『
地
理
・
歴
史
調
査
概
報
』
所
収

　
⑫
　
和
歌
山
大
学
助
教
授
小
山
靖
憲
氏
謹
状
（
筆
者
宛
私
信
）

　
⑬
　
前
掲
谷
岡
論
文
。
一
三
一
　
二
頁

　
⑭
同
右
、
三
王
二
頁
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八
、
大
騨
国
平
群
郡
夜
麻
郷
に
見
る
林
田
農
業
と
地
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
延
長
六
（
九
二
八
）
年
の
「
内
供
奉
十
禅
師
禎
果
弟
子
等
解
」
に
よ
る
と
、
延
喜
二
二
（
九
二
二
）
年
に
遷
面
し
た
故
師
十
禅
師
が
寛
平
七
（
八
r

九
五
）
年
に
三
統
普
子
ら
の
手
よ
り
買
得
し
た
「
地
山
等
事
」
に
つ
い
て
、

　
　
合

　
　
　
熟
地
参
段
弐
栢
歩

　
　
　
　
　
四
至
懇
鶴
離
馨
緊
欝
欝
部
吉
瞥

　
　
　
　
在
八
条
九
里
辮
六
坪
井
十
里
一
坪
及
里
外

の
「
件
地
山
等
」
は
、
　
「
彼
此
互
請
作
之
間
、
誼
総
総
絶
、
謡
講
為
断
相
論
、
故
院
叢
談
永
年
興
行
文
也
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
無
間
以
去
延
喜
廿
二
年
二
月
廿
五
日
灌
去
、
其
後
諸
弟
子
等
、
以
彼
御
領
地
等
議
定
云
、
或
地
書
置
被
奉
造
御
首
莫
大
観
音
燈
油
料
、
件

　
　
地
山
定
置
御
関
日
料
老
、
望
請
所
由
所
司
明
解
、
如
弟
子
等
之
議
定
、
為
御
関
日
料
、
傍
為
後
、
請
明
験
訴
件
。

　
す
な
わ
ち
こ
の
一
件
は
、
占
師
七
回
忌
の
年
に
当
た
っ
て
、
御
関
日
料
に
定
め
置
く
と
い
う
こ
と
で
落
着
し
、
　
「
刀
禰
等
気
長
状
案
事
情
、

所
謂
地
山
等
、
従
故
院
御
存
日
領
掌
来
実
也
」
と
い
う
こ
と
で
、
平
群
郡
判
な
ら
び
に
大
和
国
母
を
得
て
よ
う
や
く
お
さ
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
の
解
文
か
ら
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
よ
う
。

　
問
題
の
焦
点
は
、
解
文
に
表
記
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
は
、
僅
か
に
「
熟
地
参
段
弐
個
歩
」
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
普
通
な
ら
ば
、
一
人
の
農
民

の
経
営
地
に
も
足
り
な
い
小
さ
な
熱
地
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
彼
此
互
請
作
之
間
、
誼
諜
不
評
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
第
一
に
、
刀
禰
ら
が
陳
状
に
も
と
づ
い
て
事
情
を
案
じ
た
と
い
う
そ
の
事
情
の
眼
目
が
「
所
謂
地
山
等
」
の
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
故
院
存
生
の
こ
ろ
か
ら
領
掌
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
注
が
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
段
二
〇

〇
歩
の
熟
地
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
の
所
在
す
る
「
地
山
等
」
の
領
掌
の
方
が
、
む
し
ろ
紛
争
の
焦
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
署
名
に
加
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わ
っ
た
刀
禰
は
八
名
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
一
統
宿
禰
元
典
・
同
絨
暢
の
両
名
が
い
る
か
ら
、
質
地
の
元
の
地
主
で
あ
っ
た
三
統
普
子
も
、
在

地
の
有
力
農
民
（
農
奴
主
）
層
に
属
す
る
三
統
宿
禰
の
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
が
A
そ
の
三
統
普
子
か
ら
買
得
し
た
「
件
地
山
等
」
が
何

故
に
、
故
師
（
買
得
人
）
存
生
の
と
き
以
来
の
領
掌
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
、
は
た
ま
た
、
故
師
存
生
の
と
き
す
で
に
そ
の
請
作
を

め
ぐ
っ
て
誼
諜
相
論
が
絶
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
事
態
を
生
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
方
法
は
一
つ
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
熱
地
三
段
二
〇
〇
歩
と
地
山
と
を
統
一
的
に
捉
え
て
、
そ
の
経
営
実
態
に
照

射
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ
幾
年
を
経
過
し
よ
う
と
そ
の
静
態
的
景
観
に
変
化
が
生
じ
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
紛

争
は
起
き
な
い
。
年
々
歳
々
、
熟
地
の
位
置
が
移
動
し
地
積
も
変
わ
る
、
そ
れ
に
伴
っ
て
地
山
の
様
子
も
変
貌
す
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
在
地
の

刀
禰
ら
さ
え
、
察
情
の
経
緯
を
案
じ
な
け
れ
ば
、
　
「
従
故
院
御
存
日
領
掌
来
実
」
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

母
地
は
切
替
え
輪
作
農
法
に
立
つ
経
営
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
一
年
交
替
に
切
り
替
え
る
二
圃
制
の
、
そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
安
定

的
な
と
言
っ
て
も
よ
い
「
片
あ
ら
し
」
方
式
の
四
至
明
白
な
輪
作
地
で
は
な
く
て
一
そ
れ
な
ら
ば
「
従
故
院
御
存
日
領
掌
来
宮
」
如
何
と
い

う
よ
う
な
問
題
、
つ
ま
り
領
域
的
問
題
は
起
き
て
こ
な
い
一
、
し
ば
ら
く
現
地
を
見
な
い
で
い
る
と
、
地
山
の
様
相
も
熟
地
の
位
置
も
す
っ

か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
焼
畑
方
式
の
輪
作
農
法
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
ど
大
き
な
変
貌
を
伴
わ
ぬ
が
、
や
は
り
、

か
な
り
の
景
観
変
化
が
生
じ
る
林
田
方
式
の
輪
作
農
法
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
経
営
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
四
至
記
事
を
見
て
み
よ
う
。
該
地
は
八
条
九
里
六
坪
と
十
里
一
坪
の
相
隣
接
す
る
ニ
カ
坪
と
、
　
お
そ
ら
く
そ
こ
か
ら
地
続
き
の

　
ヘ
　
　
へ「

里
美
」
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
「
地
山
等
」
で
あ
る
。
東
に
公
田
と
道
、
南
に
も
道
、
西
に
墓
田
中
池
と
谷
が
あ
っ
て
、
北
は
答
と
額
田
部

吉
雄
が
経
営
す
る
私
領
の
「
山
」
と
い
う
景
観
の
中
に
位
置
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
件
の
「
地
山
等
」
は
、
北
側
の
「
寄
」
に
属
す
る

「
里
外
」
部
分
を
含
み
、
南
側
に
開
い
た
地
形
の
そ
の
低
三
部
に
、
西
側
に
あ
る
慕
田
中
池
の
水
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
水
田
が
あ
っ
て
、

全
体
と
し
て
は
一
区
の
家
地
と
し
て
の
姿
を
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
東
と
南
を
道
で
区
切
ら
れ
、
西
が
谷
な
ら
ば
、
問
題
が
生
ず
る
と
す

れ
ば
北
側
の
里
外
の
地
、
し
か
も
「
塔
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
山
林
部
は
、
一
部
す
で
に
額
田
部
吉
雄
の
経
営
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
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そ
れ
に
接
続
す
る
三
宝
普
子
経
営
地
が
寛
平
七
年
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
三
笠
普
子
が
か
つ
て
ど
の
よ
う
に

そ
の
山
林
部
の
「
地
山
」
を
経
営
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
故
師
買
得
以
後
そ
の
経
営
方
法
が
が
ら
り
と
変
わ
っ
た
と
は
想
定

で
き
な
い
か
ら
、
往
時
も
現
在
も
、
そ
う
し
た
地
山
と
熱
地
三
段
二
〇
〇
歩
と
い
う
よ
う
な
山
林
部
と
水
田
と
が
有
機
的
に
結
び
つ
き
、
全
体

と
し
て
一
つ
の
家
地
経
営
を
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
の
経
営
の
内
部
で
、
　
「
彼
此
互
請
作
之
間
、
誼
講
不
絶
」
と
い
う
事
態
が
起
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
結
局
の
と

こ
ろ
、
請
作
地
の
帰
属
が
現
作
熱
地
の
よ
う
に
は
判
然
と
は
し
な
い
部
分
、
す
な
わ
ち
山
林
部
の
「
地
山
」
　
　
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
よ
う
や

く
林
地
と
し
て
用
益
対
象
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
「
荒
」
（
ソ
ラ
ス
）
の
旧
林
田
部
分
を
含
ん
だ
で
あ
ろ
う
山
林
部
一
に
お
け
る
請
作
者
相
互

問
の
利
害
の
衝
突
に
あ
っ
た
、
と
推
定
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
因
み
に
、
貞
観
一
五
（
八
七
三
）
年
の
「
広
隆
寺
資
材
帳
」
の
「
水
陸
田
章
」
を
見
る
と
、
山
城
国
葛
野
郡
の
五
条
市
川
里
に
属
し
た

　
　
十
三
上
麗
田
八
段
二
百
五
十
二
歩
炉
鰍
禰
杁
冴
赫
麟

　
　
十
四
下
鷹
田
八
段
二
百
三
十
一
歩
鵡
鰍
酉
杁
叶
赫
㈱
荒

と
い
う
曲
筆
が
目
に
と
ま
る
。
　
「
鷹
田
」
と
は
面
白
い
呼
称
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
つ
む
じ
風
が
吹
き
つ
け
る
場
所
だ
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
た
と

い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
　
「
鷹
」
は
「
鷹
泊
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
よ
う
に
「
さ
ま
よ
う
」
意
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
「
躍
田
」
が
年
次

に
よ
っ
て
熟
地
の
場
所
を
変
え
る
林
田
乃
至
焼
畑
に
与
え
ら
れ
た
呼
称
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
言
い
得
て
妙
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
下
註

の
割
書
き
が
示
す
実
態
か
ら
見
て
も
、
そ
の
感
が
深
い
。
熟
田
と
畠
と
白
馬
と
、
そ
し
て
不
明
の
二
段
二
三
七
歩
と
。
こ
の
ニ
カ
坪
は
、
少
な

く
と
も
貞
観
年
間
の
当
時
の
景
観
と
し
て
、
林
田
農
法
が
か
つ
て
は
行
な
わ
れ
て
い
た
面
影
を
残
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
五
条
の
立
屋
里
で
は

　
　
十
五
上
立
屋
畠
一
町
林
、
荒

　
　
十
七
下
立
屋
畠
一
町
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の
「
聖
堂
町
」
を
記
帳
し
て
い
る
。
こ
の
赦
罪
坪
の
聖
霊
町
は
、
間
の
十
六
坪
の
様
子
を
知
り
得
な
い
が
、
と
も
か
く
一
方
の
一
町
歩
の
畠
は

「
林
」
で
あ
り
、
し
か
も
現
在
「
荒
」
で
あ
る
一
そ
れ
と
も
、
林
と
荒
と
で
あ
ろ
う
か
一
。
こ
れ
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
林
田
農
法
の
畠

で
、
用
益
期
間
を
す
ぎ
て
林
に
も
ど
し
つ
つ
あ
る
部
分
が
．
「
荒
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
を
参
考
す
る
と
、
水
野
の
有
無
に
よ
っ
て
田
・
畠

い
ず
れ
の
耕
地
と
す
る
に
せ
よ
、
林
田
農
法
は
貞
観
年
間
の
嵯
峨
野
地
帯
で
現
実
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

　
し
た
が
っ
て
ま
た
、
右
に
見
て
き
た
大
和
国
平
群
郡
の
「
誼
講
不
信
」
の
事
例
で
も
、
そ
れ
こ
そ
「
圏
」
と
し
て
定
在
地
を
固
定
し
得
な
い

輪
作
用
益
地
を
め
ぐ
っ
て
請
作
上
の
利
害
衝
突
が
生
じ
た
の
は
、
け
だ
し
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
察
す
る
に
、
請
作
熟
地
と
一
体
関
係
に
あ
る
林
地
や
荒
の
帰
属
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
地
積
上
の
単
純
な
比
例
配
分
や
地
形
に
よ
る
区
分
け

で
は
片
付
か
ぬ
利
害
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
林
地
そ
の
も
の
の
経
済
的
価
値
が
均
等
・
公
平
に
な
る
よ
う
に
配
分
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
帰
属
で
林
田
に
し
た
場
合
の
耕
地
と
し
て
の
経
済
的
価
値
が
均
等
・
公
平
に
な
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
そ

の
上
、
切
替
え
を
行
な
う
た
び
に
熟
地
の
条
件
も
ま
た
変
化
す
る
。
と
す
れ
ば
、
毎
年
毎
年
、
熟
地
と
林
地
と
を
全
体
と
し
て
配
分
し
直
さ
ね

ば
、
請
作
者
相
互
の
利
害
を
調
節
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
努
力
は
な
さ
れ
た
に
違
い
な
い
が
、
複
雑
な
要
素
を
含
む
林

田
農
業
で
全
き
公
平
を
期
す
配
分
な
ど
、
も
と
も
と
で
き
よ
う
筈
は
な
か
ろ
う
。
か
く
て
こ
そ
、
「
因
藪
遮
断
相
論
、
故
院
被
鼠
害
年
之
行
文
」

と
い
う
、
謂
う
な
れ
ば
「
下
地
中
分
」
的
な
裁
定
を
下
し
て
、
請
作
契
約
を
改
め
た
永
年
の
行
文
を
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
る
こ
と
と
し
た
よ
う
で

あ
る
。

　
だ
が
、
事
が
ら
の
性
質
上
、
そ
れ
で
す
べ
て
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
故
師
の
置
去
後
、
問
題
は
新
た
な
要
素
を
含
ん
で
再
燃
し
よ
う

と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
諸
弟
子
の
議
定
の
結
果
、
件
の
地
山
を
難
関
写
料
に
定
め
置
い
た
と
い
う
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
問
題
の
解
決
に

つ
な
が
る
の
か
、
も
一
つ
よ
く
判
ら
な
い
。
故
師
買
得
の
遺
髪
に
つ
い
て
、
そ
の
地
子
を
関
日
の
料
に
宛
て
る
と
い
う
の
は
判
る
が
、
そ
れ
は

遺
著
が
諸
弟
子
ま
た
は
他
の
何
某
か
に
相
伝
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
請
作
関
係
に
お
け
る
問
題
に
は
直
接
つ
な
が
ら
な
い

と
思
う
が
、
こ
の
点
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
彼
此
互
請
作
之
間
、
誼
詳
不
磨
」
と
い
う
の
が
、
実
は
弟
子
た
ち
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
の
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な
ら
ば
一
こ
れ
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
寺
僧
ら
の
生
活
の
資
に
充
当
す
る
た
め
土
地
を
取
得
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
ら
耕
種
・
経
営
せ
し

め
る
事
例
は
、
中
世
で
も
地
方
寺
院
で
一
般
に
行
な
わ
れ
た
一
、
疑
問
は
た
ち
ま
ち
氷
解
で
あ
る
。
該
件
を
そ
う
理
解
す
る
こ
と
も
一
つ
の

ケ
ー
ス
と
し
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
考
察
と
し
て
は
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

も
一
つ
よ
く
判
ら
ぬ
と
い
う
の
は
そ
の
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
請
作
者
が
在
地
の
住
民
で
し
か
も
複
数
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
は

三
統
普
子
の
と
き
か
ら
続
い
て
い
た
事
情
で
あ
ろ
う
か
ら
、
御
関
日
面
云
々
は
「
誼
諜
不
絶
」
の
原
因
除
去
に
は
直
接
役
立
つ
は
ず
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
そ
こ
で
気
に
か
か
る
の
が
、
　
「
或
地
留
置
被
営
造
御
詠
寺
門
観
音
燈
油
料
」
と
あ
る
文
言
で
あ
る
。
こ
の
御
記
寺
と
は
、
　
『
大
和
志
料
』
に

　
　
法
輪
寿
　
一
二
法
琳
腰
磯
二
作
ル
。
富
郷
村
大
字
三
井
ニ
ア
リ
。
因
テ
三
井
城
価
醐
井
寺
ト
字
ス
。
推
古
天
皇
三
十
年
山
背
大
兄
・
由
義
ノ
ニ

　
　
　
王
其
ノ
御
父
聖
徳
太
子
ノ
為
二
創
立
ス
ル
所
ナ
リ
。

　
　
　
当
寺
資
財
雑
物
録
云

　
　
　
御
井
寺
訊
転
勘
録
寺
家
資
財
雑
物
等
事

　
　
　
名
法
琳
寺
繊
照
滋
雛
游
糊
繭
徽
欄
細
馳
堤

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
　
　
在
平
群
郷
夜
麻
郷

と
あ
る
法
隆
寺
末
寺
（
当
時
）
の
法
輪
寺
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
中
宮
寺
か
ら
歩
い
て
北
へ
ほ
ぼ
一
キ
ロ
で
あ
る
。
遺
跡
「
三
井
瓦
窯
跡
」
も
す

ぐ
近
く
に
あ
る
。
問
題
の
「
地
山
」
も
お
そ
ら
く
こ
の
法
輪
寺
往
昔
の
寺
域
の
「
西
限
板
垣
塔
」
の
辺
り
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
そ
の
法
輪
寺
の
灯
油
料
に
充
て
置
こ
う
と
い
う
議
が
出
さ
れ
た
「
野
地
」
が
気
に
な
る
。
こ
れ
を
「
或
は
曰
く
。
地
は
…
…
充
て

置
か
ん
と
。
」
と
読
め
ば
、
問
題
は
な
く
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
「
件
地
山
」
と
は
別
の
「
或
る
地
」
と
す
る
と
、
寛
平
七
年
買
得
時
の
立
券

文
が
い
う
「
地
山
」
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
請
作
老
た
ち
の
手
で
漸
次
開
発
さ
れ
た
北
側
の
「
黒
外
」
の
塔
の
、
し
か
も
地

積
を
町
段
で
は
捉
え
が
た
い
「
加
功
芸
林
」
式
の
林
地
な
に
が
し
と
い
う
意
味
の
「
薫
る
地
」
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
閥
題
が
き
わ
め

て
複
雑
な
様
相
を
帯
び
て
く
る
。
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元
来
こ
の
地
は
三
統
普
子
の
経
営
地
で
あ
っ
た
。
三
統
宿
禰
一
族
と
い
う
の
は
、
承
和
一
一
（
八
四
四
）
年
に
左
京
人
煙
宝
算
従
六
位
上
日
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

宿
禰
真
浄
を
は
じ
め
一
族
の
者
に
「
賜
姓
三
鼎
宿
禰
」
と
賜
わ
っ
た
の
が
起
こ
り
で
、
元
は
日
置
宿
禰
を
称
し
た
一
族
で
あ
る
。
真
浄
は
斎
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

元
（
八
五
四
）
年
に
従
五
位
下
で
「
為
次
侍
従
」
と
見
え
る
人
物
で
あ
る
。
真
浄
と
同
時
に
習
事
宿
禰
を
賜
わ
っ
た
一
人
に
「
造
輪
田
（
泊
）
使

　
　
（
継
、
此
上
恐
脱
字
）
⑥

主
典
大
初
位
上
・
継
」
が
い
る
し
、
　
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
、
大
和
国
諸
蕃
の
中
に
「
出
自
高
麗
国
人
俳
書
須
使
主
」
と
い
う
日
置
造
が

見
ら
れ
る
か
ら
、
渡
来
人
系
の
華
族
「
日
置
」
氏
の
一
族
で
、
古
く
か
ら
平
群
郡
に
住
ん
で
い
た
ら
し
い
。
玄
蕃
助
で
あ
っ
た
真
浄
は
職
掌
上
、

法
輪
寺
剃
頭
と
も
お
そ
ら
く
相
知
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
想
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
i
羅
宇
は
宮
廷
の
内
道
場
に
出
仕
す
る
内
供
奉
禅
師
の
一
人

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
没
年
か
ら
見
て
、
か
な
り
世
代
が
離
れ
る
の
で
、
真
浄
と
魚
鋤
が
互
い
に
相
知
る
間
柄
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
に

し
て
も
1
1
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
真
浄
自
身
は
左
京
に
貫
籍
し
て
い
て
も
、
そ
の
一
族
は
件
の
法
輪
寺
近
辺
の
「
地
山
」
の
あ
る
美
麻

郷
に
住
ん
で
勢
を
張
り
、
刀
禰
と
な
っ
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
真
浄
は
貞
観
三
（
八
六
一
）
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
従
五
位
上
行
皇
大
后
宮
亮
で
伊
勢
国
の
介
に
兼
任
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
三
五
年
後
の
寛
平
七
年
に
件
の
地
を
沽
却
し
た
普
子
は
、
世
代

の
違
い
は
あ
れ
、
お
そ
ら
く
真
浄
を
知
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
要
す
る
に
三
朔
宿
禰
（
日
慰
氏
）
は
、
在
地
の
刀
禰

と
し
て
延
長
六
年
の
解
文
に
証
判
を
加
え
る
人
物
が
二
名
い
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
こ
の
地
に
勢
力
を
張
る
有
勢
の
一
族
で
あ
り
、
都
に
真
浄

の
よ
う
な
人
物
を
送
り
こ
ん
で
い
た
氏
族
で
あ
る
こ
と
を
、
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
そ
の
三
統
宿
禰
の
一
族
で
あ
る
普
子
の
玉
響
に
お
け
る
家
地
経
営
を
推
測
す
る
と
一
延
長
年
間
の
刀
禰
で
あ
っ
た
元
典
や
絨
暢
ら

に
し
て
も
同
様
な
家
地
経
営
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
た
筈
で
あ
る
ー
ー
、
　
「
里
外
」
の
山
林
部
を
ど
れ
ほ
ど
か
私
領
に
手
繰
り
こ
み
、
そ
の
経
営

下
に
属
し
て
実
際
に
林
田
農
業
に
従
っ
た
「
彼
此
互
請
作
」
の
住
民
ら
一
1
そ
の
中
に
は
、
三
統
宿
禰
一
族
の
者
も
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
解
文
に
「
従
三
軍
普
子
握
手
所
買
得
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
そ
の
蓋
然
性
が
高
い
。
一
1
も
、
そ
の
習
い
を
当
然
と
考
え
て
一
向

に
あ
や
し
ま
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
先
に
想
察
し
た
「
或
地
」
の
ケ
ー
ス
な
ど
も
、
蓋
然
性
の
高
い
事
態
と
し
て
、
考
慮
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
請
作
農
民
ら
は
、
　
「
加
功
梅
林
」
式
の
林
地
を
ど
し
ど
し
広
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
熟
地
に
お
け

る
米
作
り
以
上
に
重
要
な
生
産
部
門
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
斑
鳩
の
里
と
呼
ん
だ
方
が
イ
メ
ー
ジ
の
は
っ
き
り
と
す
る

こ
の
地
域
の
住
民
は
、
法
隆
寺
を
は
じ
め
と
す
る
寺
塔
伽
藍
が
黒
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
建
築
資
材
・
器
具
調
度
資
材
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
分
業
的

生
産
物
の
生
産
・
交
易
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
著
名
な
三
井
窯
跡
は
瓦
の
生
産
地
と
し
て
栄
え
た
往
時
を
し
の
ば
せ
る
が
、

高
麗
系
氏
族
三
統
宿
禰
一
族
の
そ
れ
へ
の
関
係
も
十
分
考
慮
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
斉
衡
年
間
の
大
初
位
上
三
統
宿
禰
巳
継
は
時
に

造
輪
田
泊
使
の
主
典
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
彼
の
配
下
に
活
躍
し
た
多
く
の
工
人
た
ち
の
中
に
は
、
同
族
の
者
を
は
じ
め
こ
の
地
の
住
民
で

木
工
の
技
に
長
じ
た
者
が
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
推
測
は
さ
て
措
く
と
し
て
も
、
該
件
の
「
彼
此
互
請
作
」
す
る
人
び
と

が
i
同
様
に
し
て
、
額
田
部
吉
雄
の
私
領
の
山
で
働
く
人
び
と
が
一
、
自
ら
の
食
料
生
産
に
熟
地
耕
営
を
行
な
う
一
方
で
、
そ
の
労
働
力

の
多
く
を
「
縫
外
」
の
「
界
」
に
投
入
し
、
各
種
の
樹
木
を
育
て
て
そ
の
資
を
享
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
間
違
い
の
な
い
こ

と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
林
産
的
活
動
の
場
は
、
特
定
年
次
に
お
け
る
静
態
的
景
観
と
し
て
は
四
至
や
地
積
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き

て
も
、
歳
月
の
流
れ
の
中
で
は
「
或
地
」
と
し
か
表
し
よ
う
の
な
い
動
態
的
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
法
的
表
現
と
し
て
は
「
地
山
」

と
し
か
呼
び
よ
う
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
件
の
解
文
が
、
熱
地
三
段
二
〇
〇
歩
の
所
在
地
と
し
て
の
意
味
で
そ
の
四
聖
記
事
を
記
し
、
地
山

全
体
の
地
積
を
捉
え
て
い
な
い
の
も
、
そ
し
て
「
里
外
」
の
範
囲
も
不
明
確
な
ま
ま
、
た
だ
「
従
故
院
御
存
日
領
掌
来
実
也
」
と
い
う
在
地
刀

禰
ら
の
証
判
に
任
せ
て
郡
判
・
国
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
実
態
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
さ
て
そ
う
な
る
と
、
寛
平
七
年
の
買
得
時
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
故
院
存
生
の
間
に
新
た
に
「
加
功
為
林
」
し
、
確
か
に
「
領
掌

来
実
也
」
と
刀
根
ら
も
証
判
し
た
「
或
地
」
は
、
謂
わ
ば
新
開
墾
田
の
場
合
と
問
様
、
私
領
と
し
て
の
合
法
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
現
実
に
は
請
作
者
た
ち
の
生
産
活
動
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
故
院
存
生
当
時
も
た
え
ず
漸
増
し
、
且
つ

林
田
農
法
固
有
の
動
態
を
示
し
て
、
　
「
誼
謹
選
絶
」
の
原
因
と
な
っ
た
よ
う
に
、
故
院
遜
宏
以
後
も
同
じ
事
態
が
進
行
し
た
筈
で
あ
る
。
な
れ

ば
こ
そ
、
故
習
七
園
忌
の
年
に
当
た
っ
て
、
諸
弟
子
ら
の
議
定
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
将
来
に
わ
た
っ
て
梢
論
の
な
き
を
期
さ
ね
ば
な
ら
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な
か
っ
た
。
請
作
者
ら
に
も
そ
れ
な
り
の
権
利
意
識
や
主
張
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
一
先
に
、
　
「
問
題
が
複
雑
な
青
桐
を
帯
び
て
く
る
」
と
述

べ
た
の
は
、
　
「
或
地
」
を
「
或
る
地
」
と
読
ん
だ
場
合
に
、
以
上
の
よ
う
な
あ
れ
こ
れ
を
考
慮
し
、
こ
の
結
論
を
得
る
手
数
が
必
要
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
一
。

　
で
は
、
そ
う
し
た
「
或
地
」
を
御
櫛
寺
大
観
音
の
燈
油
料
に
充
て
置
く
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
問
題
の
解
決
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
私
な
り
の
推
測
を
述
べ
て
諸
賢
の
ご
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。

　
「
墨
黒
」
、
こ
の
歳
月
と
と
も
に
変
貌
し
成
長
す
る
、
そ
れ
故
に
「
或
地
」
と
し
か
表
現
し
よ
う
の
な
い
「
彼
御
領
地
」
を
、
御
井
寺
大
観

音
燈
油
料
に
充
て
無
く
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
該
地
を
名
刹
法
輪
寺
の
燈
油
料
所
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
寄
進
系
荘
園
と
し
て

の
外
被
を
ま
と
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
対
国
衙
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
は
三
二
の
私
領
権
を
永
久
に
安
定
さ
せ
る
意
味
を
も
つ
ば
か
り
で
な
く
、

直
接
生
産
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
領
主
的
庇
護
下
に
立
っ
て
「
里
外
」
の
「
雰
」
に
お
け
る
そ
の
生
産
活
動
の
拡
大
を
し
易
く
さ
せ
る
と
い
う

積
極
的
意
味
を
も
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
請
作
老
ら
の
権
利
意
識
や
主
張
を
吸
収
し
、
　
「
誼
詳
不
絶
」
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
い
る
請
作
者
相
互

間
の
利
害
対
立
を
緩
和
さ
せ
、
矛
盾
関
係
を
置
き
か
え
る
効
果
を
も
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
問
題
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
弟
子
ら
の
議
定
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
も
至
極
当
然
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
は
ま
た
言
う
。
　
「
件
地
山
」
は
故
師
の
御
関
日
料
に
定
め
置
こ
う
と
。
こ
の
「
或

地
」
と
「
件
地
山
」
の
使
い
わ
け
が
問
題
の
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。

　
察
す
る
に
、
こ
の
議
定
は
故
師
遷
去
以
来
の
措
置
を
再
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
延
長
六
年
の
現
時
点
で
、
請
作
者
ら
か
ら
収
取

す
る
故
師
御
薗
日
料
を
固
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
「
熟
地
参
段
売
価
歩
」
に
柏
応
ず
る
地
子
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
生
前
こ
の
地
を
買
得
し
た
故
師
の
意
志
を
保
全
し
、
合
わ
せ
て
故
師
の
供
養
と
す
る
意
味
に
お
い
て
、
弟
子
た
ち
に
と
っ

て
そ
れ
は
最
善
の
方
策
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
爾
後
の
問
題
は
、
遺
領
の
地
主
権
を
大
観
音
燈
油
料
所
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
法
輪
寺
が
、
対
園

衙
・
対
請
作
老
関
係
の
中
で
処
理
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
該
地
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
、
新
た
な
場
で
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
矛
盾
関
係
を
置
き
か
え
ら
れ
た
形
に
な
る
国
・
郡
衙
と
し
て
は
、
　
「
或
地
」
的
展
開
を
無
限
定
に
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

三
豊
普
子
や
内
供
奉
十
禅
師
禎
果
の
私
領
と
い
う
場
合
と
は
、
違
っ
た
意
味
あ
い
を
も
と
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
延
長
六
年
と
い
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

延
喜
格
～
二
巻
・
延
喜
式
五
〇
巻
の
完
成
し
た
延
長
五
年
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。
　
「
或
新
嘗
山
野
収
受
地
利
」
、
「
包
井
山
林
経
署
藪
沢
」
と

い
っ
た
動
向
が
厳
し
く
抑
え
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
厳
重
な
実
態
調
査
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、

　
　
刀
禰
等
依
陳
状
案
事
情
、
所
謂
地
山
等
、
従
故
院
御
存
日
領
掌
来
実
也
。

の
文
言
で
あ
る
。
故
師
生
前
の
領
掌
如
何
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
郡
判
・
国
判
が
加
え
ら
れ
る
決
め
手
と
な
っ
た
の
は
、
刀
禰
ら

の
証
判
で
あ
る
。
こ
こ
で
件
の
券
文
に
「
所
謂
地
山
等
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
「
所
謂
」
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
何
故
「
等
」
の
文
字
を
添
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
こ
の
点
に
こ
そ
該
件
の
複
雑
さ
と
政
治
的
解
決
の
集
約
が
見
て
と
れ

る
で
あ
ろ
う
。
故
師
買
得
時
の
寛
平
七
年
の
時
点
に
お
け
る
「
地
山
等
」
の
実
態
と
は
す
で
に
か
な
り
の
相
違
を
も
っ
て
い
た
内
地
を
、
窓
下

の
存
生
時
以
来
領
掌
し
来
た
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
い
う
理
由
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
法
性
を
も
た
せ
、
同
じ
「
地
山
等
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
つ

じ
つ
ま
を
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
新
粉
山
野
収
其
地
利
」
類
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
建
て
前
で
立
券
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
で
輿
地
が
法
輪
寺
領
と
な
っ
た
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。
熟
地
三
段
二
〇
〇
歩
は
元
の
地
主
で
あ
る
故
智
の
関
試
料

に
充
て
、
そ
れ
と
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
山
林
部
の
「
地
山
等
」
は
大
観
音
燈
油
料
に
充
て
る
と
い
う
こ
と
で
故
師
黄
点
を
法
輪
寺
に
寄

進
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
国
郡
と
し
て
こ
れ
を
承
認
せ
ぬ
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
か
か
る
政
治
的
処
理
が
行
な
わ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
一
〇

世
紀
以
降
、
法
網
を
く
ぐ
っ
て
寄
進
系
荘
園
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
予
言
の
場
合
で
も
、
か
か

る
方
策
が
一
定
の
問
題
解
決
策
と
な
っ
た
理
由
が
頷
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
か
る
動
き
の
中
で
、
三
統
宿
禰
元
典
ら
を
含
む
在
地
の
刀
禰
八
名
の
果
た
し
た
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
元
は
三
統
普
子
の
「
地
山
等
」
で

あ
っ
て
、
現
実
に
「
彼
此
互
請
作
」
す
る
在
地
住
民
の
生
産
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
件
の
「
地
山
等
」
の
法
輪
寺
領
化
を
助
け
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
法
輪
寺
の
た
め
だ
け
、
そ
し
て
請
作
者
の
た
め
だ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
配
下
住
民
を
組
織
し
て
農
奴
主
的
経
営
の
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拡
大
を
推
し
進
め
つ
つ
あ
っ
た
彼
ら
在
地
刀
禰
層
有
力
家
父
長
ら
の
階
級
的
利
害
に
も
、
直
接
結
び
つ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
け
だ
し
、
彼

ら
の
山
野
開
発
　
　
林
田
農
業
を
軸
と
し
た
分
業
的
生
産
と
交
易
の
発
展
の
基
盤
と
し
て
の
「
地
山
等
」
の
私
領
化
と
そ
の
「
或
地
」
軍
拡
大

一
を
保
障
し
て
ゆ
く
た
め
に
も
、
該
地
の
法
輪
寺
領
化
を
助
け
合
う
階
級
的
連
帯
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
律
令
制
的
古
代
村
落
が

解
体
し
、
中
世
的
な
第
一
次
的
複
合
村
落
共
同
体
が
山
野
用
益
を
一
つ
の
核
と
し
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
祖
源
的
状
況
を
、
こ
の
刀
禰
ら
八
名
の

連
署
に
壇
間
見
ら
れ
る
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
も
あ
れ
、
以
上
で
「
内
供
奉
十
禅
師
顧
果
弟
子
等
質
」
の
考
察
を
終
わ
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
解
文
の
一
見
理
解
に
苦
し
む
難
解
な
文

面
や
用
語
の
示
す
意
味
を
、
林
田
農
法
に
よ
る
山
野
用
益
形
態
の
特
質
と
い
う
背
景
を
置
い
て
、
動
態
酌
に
捉
え
て
み
る
な
ら
ば
、
意
外
に
ヴ

ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
（
乱
く
誌
）
な
動
き
を
観
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
一
〇
世
紀
初
期
に
お
け
る
刀
禰
層
・
家
父
長
的
農
奴

主
層
の
動
向
、
第
一
次
的
複
合
村
落
共
同
体
の
成
立
、
そ
う
い
っ
た
聞
題
に
か
ら
ま
せ
、
し
か
も
寄
進
地
系
荘
園
の
展
開
の
一
形
態
と
い
っ
た

論
点
を
含
ま
せ
て
、
こ
の
解
文
を
以
上
の
よ
う
に
読
み
と
ろ
う
と
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
読
み
す
ぎ
と
い
う
か
、
恣
意
的
と
い
う
か
、
そ
う
い

っ
た
懸
念
を
感
じ
な
い
で
も
な
い
し
、
誤
読
の
不
安
も
な
い
で
は
な
い
。

＠＠＠＠o

『
平
安
遺
文
』
二
三
｝
暑

同
右
、
　
一
六
八
号

『
大
和
志
料
』
・
中
巻
、
　
＝
二
八
頁

凹
続
艮
本
後
紀
』
承
禰
　
一
年
一
〇
月
跨
条

同
右
、
斉
衡
元
年
五
月
二
二
目
条

結
び
に
か
え
て

諸
賢
の
厳
し
い
批
判
を
切
に
懇
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
⑥
　
岡
右
、

　
⑦
『
三
代
実
録
』
貞
観
三
年
正
月
＝
二
日
条

　
⑧
　
『
類
聚
三
代
格
』
、
延
喜
二
年
三
月
＝
二
碍
付
冨
符
「
応
禁
断
諸
書
諸
宮
王
臣

　
　
家
仮
厩
私
宅
号
庄
家
貯
積
稲
穀
習
物
鱗
」

　
⑨
同
右
、
「
応
禁
制
諸
院
諸
宮
王
臣
家
再
三
山
川
藪
沢
事
」
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小
論
で
提
起
し
た
「
林
田
農
業
」
と
い
う
視
角
が
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
有
効
性
を
も
ち
得
る
の
か
、
わ
け
て
も
、
私
自
身
の
問
題
意
識
に

あ
る
「
中
世
的
土
地
所
有
成
立
の
前
提
」
と
し
て
の
平
安
初
期
に
お
け
る
小
経
営
の
展
開
と
家
父
長
的
農
奴
主
層
の
地
主
的
土
地
所
有
の
展
開
、



そ
し
て
そ
れ
ら
を
基
盤
と
し
た
荘
園
馬
上
土
地
所
有
の
形
成
や
第
一
次
的
複
合
村
落
共
同
体
の
成
立
、
そ
れ
と
深
く
結
合
し
た
長
者
的
大
経
営

の
展
開
、
そ
う
い
っ
た
中
世
史
研
究
上
の
諸
課
題
に
、
ど
れ
ほ
ど
具
体
的
な
接
点
を
も
ち
得
る
の
か
、
ま
だ
ま
だ
確
信
は
も
て
な
い
の
で
あ
る

が
、
一
つ
の
試
行
錯
誤
と
し
て
の
有
効
性
ぐ
ら
い
は
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
敢
え
て
結
論
を
綴
ら
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
、
素
材
の
ま

ま
で
、
幾
つ
か
の
林
田
農
業
の
観
察
結
果
を
提
示
し
、
諸
賢
の
ご
教
示
・
ご
批
判
を
得
て
、
さ
ら
に
考
え
進
め
て
み
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
甲
南
大
学
教
授
・
螢
中
市
刀

入～一〇世紀の林田農業と家地経鴬（畑井）
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The　House－shaped　Stone・co盤ns家形石棺in　Kinai畿内

by

Seigo　Wada

　　The　house－shaped　stone－cofins　are　well　found　in　Kinai　in　the　later

old　mound古墳per圭ods．　In　this　article，　I　analyse　them　as　to　the　type，

material，　geographica1　distribution　and　so　on，　classify　them　into　some

distinctive　groups　or　types　which　have　common　elements，　and　by

examining　the　mutual　re1ations　of　them，　1　investigate　the　political

movements　of　the　dynasties　of　Kinai．

　　Accordlng　to　my　examination，　the　house－shaped　stone－coffins　were

classified　to　five　‘types’，　and　three　‘groups’，　and　their　history　liad

three　turning　points　as　follows，　（1）　the　emergence　of　them　at　the　east

part　of　Nara　basin奈良盆地in　the　second　half　of　the丘fth　century，

（2）　the　beginning　of　producting　of　them　at　every　part　of　Kinai　i’n　the

first　half　of　the　sixth　century，　and　（3）　the　beginning　of　the　uniforma－

lization　of　them　from　the　end　of　the　sixth　century　to　the　fu－st　decades

of　the　seventh．　Therefore，　investigating　the　mutual　relations　of　the

types　at　every　period，　and　pursuing　the　meaning　of　the　relations，　this

article　concludes　that　the　change　of　the　house－shaped　stone－coMns

refiected，　in　the　aspect　of　the　funeral　ceremony，　the　political　movements

of　those　days　from　the　reign　of　empress　8％魏。推古and　the　Renovation

Of　Taika大化改新unto　the　Ritsaryo律令regime．

Die　Rinden－landwirtschaft　und　der　Yaki－betrieb

　　　　　　　vom　8．　bis　zum　IO．　Jahrhundert

　　　　　　　Ejne　V　oraussetzung　zur　Entstehung　des

　　　　　　　　mittelalterlichen　Grundbesitzes

von

Hiromu　Hatai

　　In　den　landwirtschaftlichen　Urkunden，　die　im　Archiv　“Heian　lbun”

平安遺文aufgenommen　werden，　finden　wir　oft　das　Wort“Rinden”林田

・als　das　FlachenmaB　der　Flur．　“Rinden”　kommt　ursprUnglich　von　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（498）



Rinden．1aRdwirtschaft，　d．　h．　der　eige11artigen，．　von　der．Yaflihata一焼畑

landwirtschaft　entwicl〈elten　Wechsellandwirtschaft．　her．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　In　dleser　Abhandlung　entvLrerfen　wir　nicht　nur　ein　greifbares　Bild

der　Rinden－landwirtschaft，　sondern　auch　prUfen　wir　ihre　Bedeutung　fUr

die　Entstehung　des　mittelalterlichen　Grundbesitzes　auf　Grund　der　fol－

genden　Fragestellungen　Uber：d．　h．　welche　Bedeutung　die　Rinden－fiur

von　der　Flachengr6Be　der　neuen　Waidurbarmachung　ausgemacht　hat，

wie　eng　und　organisch　sie　sich　mit　der　Arbeitsteilung　und　dem　Tausch－

handel　verbunden　hat’，　und　was　fUr　eine　Stellung　sie　fur　die　Entfaltung

des　kleinbauerlichen　Betriebs　und　der　patriarchalischen　Grundherrschaft

eingenommen　hat．

　　Daraus　ergibt　sich，　daB　die　Rinden－landwirtschaft　e1ne　wichtige　Ver－

anlassung　zur　Entstehung　der　fiaclien　Grundherrlichkeit，　sowohi　als

zur　Entwicklung　der　Dorfgemeinde，　seit　dem　10．　Jahrhundert　gegeben

hat．

Der　Btirgerkampf　in　Lttbeck　im　Spatmittelalter

VOII

Yoshihisa　Hattori

　　Der　sogenannte　Zunftl〈ampf　ist　ein　wichtiges　Ereignis，　das　einen

Wendepunkt　der　V　erfassungs一，　SoZial一；　und　Wirtschaftsstruktur　der

Stadt　im　Mittelalter　bezeichnet．　Trotzdem　haben　die　bisherigen　For－

schungen　seine　Wichtigk．　eit　nicht　genug　abgeschatzt．　．　ln　diesem　Auf－

satze　untersuche　ich　die　Aufst2nde　von　den　Handwerkern　und　Htindlern

gegen　den　Rat　in　LUbeel〈’　im　Spatniit’telalter　attS　dem　neuen　Standpunl〈’t．

　　Nach　dem　Stralsailder　Frieden　von　1370　kaMen　die　Tendenzen　der

Stagnation　im　LUbeckische’氏@Handel　zur　Erscheinung．　ln　dieser　fiauen

Konjunktur　um　ihren　Betrieb　zu　schtttzen，　schrankten　die　reichen　Han－

dler　den　Handwerkern　ihre　Rechte　auf　Betrieb　ein　und　erlegten　ihnen

willkUrliche　Steuern　durch　6ffentliche　Amtsgewalt　des　Rates　auf．　Am

Ende　des　14．　Jahrhunderts　standen　die　Handwerker　gegen　solche　Drticke

au£　Ferner，　seitdem　wurde　allmtihlich　ein　Teil　von　den　Handlern　zu

Rentner　durch　vielfaltige　GUterkaufe．　Bis　zum　Anfang・　des　15．　Jahr－

hunderts　hatten　sie　eine　geschlossene　patrizierhafte　Gruppe’zusarnmenge一
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