
書

評

鬼
頭
清
明
著

『
日
本
古
代
都
市
論
序
説
』

櫛
　
木
　
謙
　
周

　
本
書
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
の
古
代
「
都

市
」
研
究
が
、
主
と
し
て
平
面
プ
ラ
ン
の
復
元
に
重
点
を
尊
い
て
き
た
の
に

対
し
、
社
会
構
成
史
的
視
点
（
と
り
わ
け
都
市
と
農
村
と
の
社
会
的
分
業
を

ふ
ま
え
た
）
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ン
研
究

が
考
古
学
的
発
掘
の
成
果
と
相
倹
っ
て
我
々
に
重
要
な
知
冤
を
提
供
し
て
き

た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
宮
町
の
文
化
財
と
し
て

の
保
存
は
か
か
る
研
究
の
み
で
は
不
十
分
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
京
内
部
の

社
会
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
実
践
的
に
も
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
と
い
う
。
本
書
は
か
か
る
現
状
を
ふ
ま
え
て
平
城
京
を
典
型
と

す
る
古
代
都
市
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
意
欲
作
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
は
じ
め
に
1
学
説
史
風
に
…

　
序
章
　
都
城
と
都
市

　
　
第
一
節
　
古
代
都
市
と
は
何
か

　
　
第
二
節
　
都
城
の
歴
史

　
　
第
三
節
　
平
城
京
の
概
要
（
1
）

　
第
四
節
　
平
城
京
の
概
要
（
2
）

〈
祷
論
1
＞
位
禄
の
支
給
額
と
課
了
数

第
一
章
　
高
屡
連
赤
万
呂
の
世
界

　
第
一
節
高
屋
連
赤
万
呂
と
皇
后
宮
職

　
第
二
節
　
写
経
司
の
仕
事
と
流
通
経
済

　
第
三
節
　
高
屋
連
赤
万
呂
の
終
焉

〈
補
論
工
〉
天
平
期
の
優
婆
塞
貢
進
の
社
会
的
背
景

〈
国
論
2
＞
奈
良
時
代
の
民
間
写
経
に
つ
い
て

第
二
章
　
安
都
雄
足
の
活
躍

　
第
一
節
越
前
と
奈
良

　
第
二
節
　
造
東
大
寺
礎
質
の
雄
足

　
第
三
節
　
安
都
雄
足
の
人
物
と
そ
の
背
景

〈
補
論
1
＞
平
城
宮
出
土
木
簡
と
下
級
官
人

第
三
章
　
上
馬
養
の
半
生

　
第
一
節
　
造
石
山
院
所
に
至
る
馬
繋
の
経
歴

　
第
ご
節
　
奉
写
一
切
承
所
の
財
政
と
銭
貨

　
第
三
節
　
上
馬
養
と
出
挙
銭

〈
補
論
1
＞
八
、
九
世
紀
に
お
け
る
出
挙
銭
の
存
在
形
態

終
章
　
平
城
京
の
歴
史
的
性
格

　
第
一
節
　
三
人
の
下
級
官
人

　
第
二
節
　
平
城
京
の
都
市
史
上
の
位
置

　
第
三
節
　
平
城
京
の
歴
史
的
概
観

付
論
　
文
化
財
保
存
問
題
と
歴
史
認
識

　
－
　
原
始
・
古
代
史
研
究
と
文
化
財
保
存
問
題

　
皿
　
文
化
財
保
護
行
政
史
ノ
ー
ト
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評霧

　
　
皿
　
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
の
覚
書

　
　
　
　
　
i
『
日
軍
の
想
望
又
3
　
奈
良
の
都
』
ノ
ー
ト
ー

　
　
　
　
　
　
　
＊

　
序
章
で
は
古
代
都
市
の
理
論
的
位
置
づ
け
（
第
一
節
）
と
、
中
国
（
第
二

節
）
及
び
日
本
（
第
三
・
四
節
）
の
都
誠
の
歴
史
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。

　
鬼
頭
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
主
義
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
　
（
以

下
『
諸
形
態
』
）
を
中
心
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
都
市
の
類
型
学
』
を
も
援

用
し
つ
つ
、
都
市
を
広
狭
二
義
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
狭
義

（
厳
密
）
に
は
、
送
梅
と
農
村
と
の
分
離
（
腫
そ
の
限
り
で
の
生
産
用
具
所
有

者
と
し
て
の
手
工
業
者
の
農
村
か
ら
の
自
立
・
都
市
へ
の
定
住
）
が
行
わ
れ

て
お
り
、
か
つ
囲
律
的
な
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
存
在
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
広
義
の
都
市
と
は
、
こ
れ
ら
両
者
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
成
立
の
契

機
と
し
て
含
む
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
し
あ
た
っ
て
問
題
と
数
る
ア
ジ
ア
の
都
市
に
つ
い
て
は
、
　
『
諸
形
態
』

で
い
う
「
王
侯
の
宿
営
地
』
と
し
て
の
性
格
を
本
質
と
見
、
そ
れ
は
先
の
広

狭
二
義
の
い
ず
れ
の
都
市
概
・
怠
に
も
含
ま
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
た
だ
、

都
市
と
し
て
の
萌
芽
的
要
素
と
し
て
、
『
諸
形
態
』
の
別
の
箇
所
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
、
対
外
貿
易
や
、
労
働
と
剥
余
生
産
物
の
交
換
が
行
わ
れ
る
と
い

う
点
に
も
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
節
で
ま
ず
考
え
さ
せ
ら
れ
た
点
は
、
一
七
世
紀
の
ム
ガ
ー
ル
帝
国
か

ら
マ
ル
ク
ス
が
描
き
え
た
イ
メ
ー
ジ
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
ア
ジ

ア
史
学
の
実
証
水
準
か
ら
か
な
り
無
理
を
伴
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
我
々
が
『
諸
形
態
』
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は
、
　
「
本
源
的
所
有
」

と
い
う
も
の
の
理
論
的
措
定
で
あ
り
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
マ
ル
ク
ス
以
後
の

実
証
的
成
果
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
豊
窟
な
都
布
の
概
念
規

定
に
向
か
う
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
鬼
頭
氏
は
都
市
と
農
村
の
分
業
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
手
工
業

（
者
）
の
分
離
を
中
心
に
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
周
知
の
「
物
質
的
労
働
と

精
神
的
労
働
と
の
最
大
の
分
業
は
都
市
と
燧
村
の
分
業
で
あ
る
」
　
（
『
ド
イ

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
合
同
新
書
版
一
〇
七
頁
）
と
い
う
規
定
を
無
視
さ
れ

た
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
特
に
、
早
期
に
お
い
て
文
明
の
段
階
に
入
り
国
家

を
形
成
し
た
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
労
働
編
成
や
交
易
（
特
に
外
国
と
の
）
が

「
総
括
的
統
一
体
し
を
介
し
て
行
わ
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
精
神
蛍
働
が
物
質

的
労
働
か
ら
分
離
さ
れ
、
一
種
の
分
業
が
成
立
し
、
そ
れ
が
ア
ジ
ア
の
都
市

を
規
定
す
る
一
つ
の
視
角
を
提
供
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
も
ち
ろ

ん
、
　
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
規
定
を
「
ア
ジ
ア
的
」
都
市
に
関
し

て
援
用
す
る
に
は
、
論
理
段
階
に
つ
い
て
厳
密
に
考
え
る
必
要
は
あ
る
が
。
）

　
第
二
節
で
は
、
前
節
の
理
論
的
検
討
を
ふ
ま
え
て
中
国
の
都
城
の
発
展
が

概
観
さ
れ
て
い
る
。

　
中
国
の
都
城
の
完
成
形
態
と
し
て
の
唐
長
安
城
は
、
㈹
王
宮
垂
雪
域
、
㈲

政
府
機
関
所
在
地
怪
皇
城
、
◎
一
般
居
住
地
域
一
難
（
日
本
で
い
う
京
の
部

分
）
、
㈲
市
、
の
整
然
た
る
区
分
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
至

る
ま
で
の
発
展
過
程
を
み
る
場
合
、
鬼
頭
氏
が
最
も
重
視
さ
れ
る
の
は
、
㈲

と
◎
の
分
離
で
あ
る
。
そ
の
画
期
と
し
て
は
、
轡
型
洛
陽
城
で
外
郭
が
設
け

ら
れ
、
内
城
歩
一
外
郭
内
の
部
分
に
居
住
区
と
し
て
里
が
設
定
さ
れ
て
、
日

本
で
い
う
京
的
部
分
が
成
立
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で

は
、
内
城
内
は
、
㈹
の
み
に
純
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
居
住
区
と
の
混
在
を
克

服
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
内
城
に
相
当
す
る
部
分
が
皇
域
と
し
て
整
備
さ

れ
る
の
は
階
唐
段
階
と
考
え
ら
れ
る
。
　
（
な
お
鬼
頭
氏
は
触
れ
て
お
ら
れ
な

い
が
、
宋
敏
求
の
『
長
安
志
』
巻
心
唐
上
腿
の
条
に
よ
れ
ば
、
　
「
皇
城
之
内
、
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唯
列
岨
面
寺
｛
不
レ
使
二
雑
人
居
止
こ
と
し
た
の
は
「
実
記
文
（
帝
）
新
曲
也
」

と
あ
る
。
）

　
こ
の
節
の
指
摘
で
重
要
な
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
都
城
制
の
発
展
過
程
を
、

全
国
的
農
民
支
配
の
進
展
と
の
関
連
で
捉
え
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
た
だ
、
実
際
の
指
摘
は
中
央
政
府
機
構
の
整
備
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る

点
に
物
足
り
な
さ
を
感
ず
る
。
　
「
北
魏
に
は
じ
ま
り
、
階
唐
で
完
成
す
る
全

国
的
な
農
村
支
配
」
　
（
三
一
頁
）
と
は
、
士
地
制
度
上
に
お
け
る
均
田
制
が

念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
農
村
に
お
け
る
土
地
均

分
思
想
と
都
城
に
お
け
る
里
坊
区
画
の
発
展
と
の
関
連
な
ど
は
、
少
し
具
体

的
な
論
及
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
都
城
制
と
の
比
較
を
考
え
る
場
舎
、
唐
令
で
「
図
説
」
に

お
け
る
自
然
区
分
と
し
て
の
く
坊
－
隣
〉
が
、
日
本
令
で
は
「
京
」
の
人
為

的
区
分
と
し
て
の
く
坊
－
保
〉
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
何
を
意
味
す

る
か
。
ま
た
、
都
城
の
行
政
管
轄
に
つ
い
て
も
、
日
本
で
は
京
内
が
「
京
職
」

と
い
う
官
司
に
よ
っ
て
、
一
般
の
「
国
」
と
区
別
し
て
統
治
さ
れ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
対
し
、
中
国
で
は
、
例
え
ば
唐
の
長
安
誠
で
は
、
城
外
を
も
含
め
て
統
治

す
る
京
兆
府
の
下
で
、
長
安
・
万
年
の
両
「
県
」
と
し
て
治
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
絹
違
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

「
首
都
」
と
し
て
の
み
の
比
較
か
ら
で
は
解
決
さ
れ
ず
、
特
に
中
国
に
お
け

る
集
住
体
と
し
て
の
邑
と
そ
の
囲
郭
構
造
の
歴
史
的
伝
統
（
い
わ
ゆ
る
「
城

郭
の
民
」
）
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
は
、
「
里
坊
を
域
内
に
設
定
し
た
こ
と
、
日
本
流
に
い
え
ば
京
を
設
定

し
た
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
」
（
二
五
頁
）

を
重
要
な
検
討
課
題
に
し
て
お
ら
れ
る
鬼
頭
氏
に
対
し
て
、
単
な
る
な
い
も

の
ね
だ
り
と
は
設
え
な
い
と
思
う
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
三
節
で
は
、
日
本
の
平
城
宮
の
構
成
を
、
㈲
天
皇
居
所
説
内
裏
、
㈲
天

皇
家
関
孫
密
司
、
⑥
朝
堂
、
㈹
官
衙
地
域
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
化
・
発

展
が
律
令
体
制
の
成
立
過
程
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
が
考
察
さ
れ
て
い

る
。　

そ
れ
に
よ
る
と
、
律
令
制
以
前
の
宮
の
原
型
と
し
て
は
⑧
＋
㈲
に
相
当
す

る
部
分
が
考
え
ら
れ
、
⑥
の
原
初
形
態
と
し
て
の
「
朝
議
」
は
推
古
朝
嵐
か

ら
文
献
に
見
え
始
め
る
。
そ
し
て
律
令
官
司
体
制
の
形
成
と
と
も
に
、
⑥
が

諸
官
人
の
「
朝
座
」
と
し
て
拡
大
発
展
し
、
ま
た
㈹
の
官
衙
地
域
が
整
備
さ

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
㈹
の
整
備
が
京
の
設
定
と
相
互
に
密
接
な
関
係
に
あ
る

と
い
う
注
週
す
べ
き
指
摘
も
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
節
の
分
析
視
角
は
、
前
節
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
へ

城
（
宮
人
）
を
各
構
成
部
分
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
の
分
化
・
発
展
を

重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
な
平
面
プ
ラ
ン
論

（
特
に
、
日
中
都
草
の
比
較
に
お
け
る
そ
れ
）
に
対
す
る
批
判
の
一
つ
の
具

体
化
と
見
な
し
う
る
。
し
か
し
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
都

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

城
の
各
構
成
部
分
を
機
能
せ
し
め
て
い
る
権
力
構
造
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
例
え
ば
目
時
の
宮
都
に
関
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
政
治
・
儀
礼
空
聾
が
、

朝
堂
・
曹
司
の
二
元
的
構
成
を
と
る
こ
と
で
、
特
に
日
本
で
独
自
に
発
達
し

た
朝
堂
は
注
意
を
要
す
る
。
そ
の
原
初
形
態
を
遡
っ
て
ゆ
け
ば
、
推
古
朝
頃

の
大
臣
・
大
夫
制
或
は
大
兄
制
の
よ
う
な
日
本
独
自
の
権
力
集
中
形
態
と
皇

権
の
あ
り
方
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
や
や
細
か
い
点
で
あ
る
が
、
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
挙
げ
て
お
く
。

そ
れ
は
、
唐
の
宮
城
・
皇
城
の
戯
然
た
る
分
割
と
日
本
の
宮
都
と
の
比
較
に

つ
い
て
、
　
一
方
で
、
⑥
官
衙
地
域
を
皇
城
的
部
分
に
比
定
さ
れ
つ
つ
（
四
一
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頁
）
、
一
方
で
、
節
の
前
半
で
は
、
内
裏
の
公
的
・
私
的
部
分
の
罰
り
つ
け

に
皇
城
・
宮
城
分
割
が
影
響
し
て
い
る
と
も
読
み
と
れ
る
よ
う
な
記
述
が
な

さ
れ
て
お
り
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
と
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
も
、
や
は
り
、
中
国
・
日
本
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
都
城
の
構
造
と
権

力
構
造
と
の
連
関
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
比
較
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
第
四
節
は
、
平
憂
欝
に
視
点
を
移
し
て
、
主
と
し
て
そ
の
入
口
（
住
民
）

構
成
・
経
済
構
造
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
前
春
に
つ
い
て
は
、
階
層
構
成
が
典
型
的
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
を
な
し
、
権

力
と
特
権
が
ご
く
少
数
の
老
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
官
人
の
人
口
の
上

で
は
下
級
官
入
が
圧
倒
的
な
数
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
構
成
は
経
済
構
造
を
も
規
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
央
財
政

の
支
出
と
し
て
、
禄
物
を
通
し
て
富
の
配
分
の
階
層
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
官
人
の
人
件
費
を
維
持
し
て
い
た
の
は
、
各
地
か

ら
送
ら
れ
て
く
る
調
庸
・
春
米
と
い
う
「
実
物
貢
納
経
済
」
に
基
づ
く
収
奪

物
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
方
で
は
平
城
京
の
東
西
市
の
存
在
や
そ
の
他
に
お
け
る
交
易

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
当
蒔
の
文
書
か
ら
知
ら
れ
、
ま
た
和
同
開

琢
を
は
じ
め
と
す
る
貨
幣
の
発
行
な
ど
、
都
城
を
中
心
と
す
る
非
農
村
的
経

済
の
発
展
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
経
済
の
質
を
ど
う

規
定
す
る
か
が
第
一
章
以
下
の
課
題
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。

　
〈
補
論
1
＞
で
は
、
禄
物
の
う
ち
の
位
禄
の
算
定
規
準
が
所
輸
丁
数
に
よ

っ
て
い
た
こ
と
を
、
養
老
令
（
及
び
大
宝
令
）
・
大
宝
元
年
格
に
わ
た
っ
て
論

証
し
た
も
の
で
あ
り
、
単
に
封
禄
制
度
上
の
発
見
に
止
ま
ら
な
い
重
要
な
論

点
を
提
供
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
論
評
を
省
略
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
第
一
輩
以
下
の
特
徴
は
、
高
屋
連
赤
万
呂
（
第
一
童
・
）
、
安
都
雄
足
（
第

二
章
）
、
上
馬
養
（
第
三
章
）
、
と
い
う
奈
良
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
前
・
中
・
後

期
を
中
心
に
活
躍
し
た
下
級
官
人
の
活
動
を
通
し
て
、
　
「
都
市
」
と
し
て
の

平
城
京
の
あ
り
方
を
探
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方

法
を
と
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
彼
ら
の
活
動
が
史
料
的
に
正
倉
院
文
書
と
し
て
豊
富
に
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
記
さ
れ
た
写
経
所
が
平
城
京
内
の
官
司
の
日
常
生
活
を
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
本
論
の
一
～
三
章
は
栢
互
に
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る

の
で
、
序
章
の
よ
う
に
節
ご
と
に
紹
介
と
コ
メ
ン
ト
を
付
す
と
い
う
方
法
を

と
ら
ず
、
全
体
の
論
点
を
ご
く
大
ま
か
に
紹
介
し
た
後
に
、
全
般
に
わ
た
る

間
着
点
を
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
一
章
で
は
、
天
平
期
（
七
三
〇
～
四
〇
年
代
）
を
中
心
に
写
経
翫
の
事

務
関
係
の
記
録
に
多
く
見
ら
れ
る
高
屋
連
赤
万
難
を
素
材
に
、
当
時
の
宮
司

の
経
済
と
都
城
の
関
係
に
論
及
し
て
い
る
。

　
彼
は
、
河
内
圏
古
市
郡
出
身
と
推
定
さ
れ
る
弱
小
豪
族
の
出
で
、
彼
が
最

初
に
出
仕
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
官
司
は
皇
贋
宮
職
で
あ
る
。
こ
の
皇
后

宮
職
は
、
他
の
国
家
行
政
を
執
行
す
る
律
令
諸
官
司
と
異
な
り
、
内
廷
的
・

家
産
宮
司
的
色
彩
が
濃
い
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ

の
皇
后
宮
職
下
に
あ
っ
た
写
経
司
が
泉
木
屋
駈
か
ら
材
木
の
購
入
を
行
っ
て

い
た
こ
と
で
あ
り
、
流
通
経
済
に
接
触
し
て
必
要
物
を
調
達
し
て
い
る
実
態

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
木
屋
所
の
あ
っ
た
泉
木
津
は
妾
時
の
材
木
の
集
散
地
と

し
て
、
交
易
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
流
通
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の
中
心
が
都
城
（
特
に
東
西
市
）
に
集
中
さ
れ
て
お
ら
ず
、
分
散
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
都
域
が
流
通
経
済
の
自
生
的
発
展
の

中
か
ら
生
み
繊
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
高
屋
赤
万
呂
が
姿
を
消
す
天
平
末
年
を
中
心
と
す
る
時
代
は
、
郷

里
制
の
廃
止
、
墾
田
永
年
私
財
法
の
施
行
、
仏
教
政
策
の
転
換
、
藤
原
広
嗣

の
乱
と
あ
い
次
ぐ
「
遷
都
」
等
々
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
奈
良
時
代
を
二
分

す
る
律
令
体
制
の
変
質
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
律
令
制
支
配
が
後
退
す
れ

ぱ
す
る
ほ
ど
流
通
経
済
と
律
令
財
政
と
の
関
わ
り
が
重
要
に
な
っ
て
い
く
、

と
い
う
指
摘
は
注
目
さ
れ
る
。

　
第
二
章
は
、
そ
の
指
摘
を
う
け
て
、
流
通
経
済
が
都
城
を
中
心
に
発
達
し

た
姿
を
分
析
す
る
が
、
そ
れ
を
体
現
し
て
い
る
存
在
と
し
て
安
都
雄
足
ほ
ど

適
当
な
人
物
は
い
な
い
。
彼
は
一
時
越
前
国
史
生
と
な
る
が
、
そ
こ
で
経
験

し
た
「
公
解
櫛
」
の
制
度
に
は
、
先
述
し
た
律
令
制
支
配
の
後
退
が
端
約
に

現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
国
蒙
の
財
政
の
建
て
直
し
を
偲
別
人
身

支
配
の
強
化
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
国
衙
官
人
の
財
政
運
用
（
出
挙
に
よ
る

増
殖
等
）
に
よ
っ
て
、
請
負
的
に
行
っ
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
当
時
都
響
を
中
心
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
、
官
衙
・

寺
院
・
貴
族
等
の
「
巨
大
な
消
費
」
と
し
て
の
造
営
事
業
の
中
に
も
み
ら
れ

る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
「
実
物
貢
納
経
済
」
に
依
存
し
た
農
村
か
ら
の
収

嚢
物
に
よ
っ
て
は
い
る
が
、
反
面
副
次
的
で
は
あ
れ
、
都
城
を
中
心
と
し
た

流
通
経
済
の
発
展
を
促
進
し
、
ま
た
そ
れ
に
依
存
し
て
い
る
点
も
無
視
で
き

な
い
。
そ
し
て
そ
の
流
通
経
済
の
現
実
の
近
い
手
と
し
て
は
、
安
都
雄
足
等

の
下
級
官
人
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
、

下
級
官
人
の
私
経
済
が
律
令
財
政
を
支
え
て
い
た
と
ま
で
い
う
の
は
言
い
す

ぎ
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
巨
大
な
需
要
に
基
づ
く
国
家
の
財
政
運
用
に
寄
生
し

つ
つ
私
富
を
蓄
積
す
る
の
が
か
か
る
下
級
官
人
の
本
質
で
は
な
か
っ
た
か
、

と
さ
れ
る
。

　
更
に
鬼
頭
氏
は
本
章
の
〈
叢
論
1
＞
で
こ
れ
を
下
級
官
人
の
出
身
階
層
の

問
題
と
関
連
し
て
捉
え
、
畿
内
中
小
豪
族
の
私
寓
蓄
積
活
動
の
特
徴
と
し
て

一
般
化
し
、
畿
外
豪
族
の
場
合
と
対
比
し
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

　
第
三
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
上
馬
養
も
、
こ
の
よ
う
な
畿
内
中
小
豪
族
の

一
員
と
し
て
同
様
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
箪
実
、
彼
の
経

済
的
実
務
能
力
が
買
わ
れ
て
、
安
都
雄
足
の
下
で
仕
事
に
当
た
っ
て
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
安
都
雄
足
が
姿
を
消
す
頃
の
平
城
京
は
、
巨
大
な
需
要
に
よ
っ

て
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
経
済
体
制
の
矛
盾
が
顕
在
化
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
具
体
的
に
分
析
す
る
の
に
鬼
頭
氏
は
銭
貨
に
よ
る
高
利
貸
が
八
世
紀

後
半
に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
か
か
る
状
況
を
生
み
出
し
た

歴
史
的
条
件
を
聞
題
に
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
官
司
の
側
の
条
件
と
し
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
都
城

を
中
心
と
す
る
臣
大
な
需
要
一
消
費
が
実
物
貢
納
経
済
に
危
機
を
も
た
ら
し
、

官
衙
自
体
が
銭
貨
獲
得
行
為
を
行
い
、
独
自
に
財
源
を
確
保
す
る
必
要
に
迫

ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
借
り
手
の
側
の
条
件
と
し
て
は
、
巨

大
な
需
要
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
一
般
京
戸
人
民
や
下
層
宮
人
の
生

活
を
圧
迫
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
出
挙
銭
（
月
借
銭
）
の
貸
し
乎
で
あ
る
官
衙
と
借
り
手
で
あ

る
下
級
官
人
と
の
間
に
介
在
し
た
の
は
、
上
馬
養
や
葛
井
荒
海
な
ど
の
畿
内

憲
豪
層
出
身
と
考
え
ら
れ
る
下
級
宮
人
で
あ
り
、
彼
ら
が
官
衙
（
造
東
大
拳

罵
）
の
銭
の
貸
出
し
を
請
負
っ
て
い
た
こ
と
は
、
月
借
銭
申
請
の
手
直
の
追
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評書

記
か
ら
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
く
写
経
所
で
働
く
下
級
官
人
の
中
に
も
、

請
負
貸
出
し
（
更
に
は
そ
れ
に
便
乗
し
て
の
私
案
貸
出
し
）
を
行
い
う
る
畿

内
富
豪
層
出
身
者
と
、
借
り
手
に
ま
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
一
般
白
丁
と
変
わ

ら
な
い
出
身
階
層
の
者
と
の
階
層
分
化
が
現
笑
に
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
高
利
貸
が
都
城
に
広
が
る
の
は
、
実
物
貢
納
経
済
の
危
機
が

進
行
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
高
利
貸
形
態
そ
の
も
の
は
律
令
体
制
に
寄

生
し
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
の
新
し
い
展
開
を
直
接
生
み
出
し
え
な
い
の
で

あ
る
。

　
以
上
は
、
都
城
に
お
け
る
銭
貨
の
あ
り
方
を
立
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
も

の
と
し
て
、
と
り
わ
け
第
三
章
の
〈
補
導
1
＞
で
展
開
さ
れ
た
出
挙
銭
（
月

借
銭
）
の
分
析
は
、
本
書
の
「
都
叢
論
」
と
し
て
の
構
想
が
実
は
こ
こ
か
ら

発
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
、
包
括
的
な
内
容
を
有
し
て

い
る
。

　
終
章
は
、
こ
れ
ま
で
三
つ
の
章
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
ま
と
め
で
あ

り
、
こ
こ
で
再
三
紹
介
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
思
う
。
た
だ
、
著
者
の
古
代

都
市
論
の
骨
組
み
を
表
す
「
実
物
貢
納
経
済
」
と
流
通
経
済
と
い
う
概
念
、

及
び
「
巨
大
な
消
費
（
需
要
）
」
と
い
う
基
本
的
な
動
因
に
つ
い
て
ま
と
め
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
平
城
京
は
基
本
的
に
は
実
物
貢
納
経
済
の
上
に
な
り
た
つ
、

政
府
官
衙
・
貴
族
の
集
住
地
と
し
て
の
都
城
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
平
期

を
中
心
に
、
造
寺
・
造
三
等
の
大
規
模
な
需
要
に
伴
う
流
通
経
済
の
発
展
は
、

平
城
京
の
非
農
村
的
な
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
し
か
し
、
平
城
京
自
体

の
経
済
構
造
の
基
盤
が
、
手
工
業
や
商
業
な
ど
に
は
な
か
っ
た
の
で
、
巨
大

な
消
費
は
律
令
財
政
の
基
礎
を
ゆ
る
が
す
こ
と
に
な
り
、
平
城
京
の
「
都
響

的
」
繁
栄
も
一
隠
的
な
も
の
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な

要
約
か
ら
、
著
者
は
平
城
京
を
都
市
の
前
史
と
し
て
位
心
づ
け
、
ア
ジ
ア
的

都
市
の
カ
テ
ゴ
リ
；
に
含
ま
れ
る
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
寧

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
一
～
三
章
の
叙
述
の
あ
と
を
追
っ
て
き
た
が
、

鬼
頭
氏
の
用
い
ら
れ
た
基
本
的
概
念
と
古
代
都
市
論
の
構
想
全
般
に
わ
た
る

意
見
を
以
下
述
べ
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
「
実
物
貢
納
経
済
」
と
「
流
通
経
済
」
、
と
り
わ
け
前
者
の
概
念
に

つ
い
て
吟
味
し
て
み
よ
う
。

　
「
実
物
貢
納
経
済
」
と
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
　
「
中
央
政
府
が
必
要
と
す

る
物
品
を
、
諸
国
か
ら
交
換
経
済
を
原
則
と
し
て
媒
介
す
る
こ
と
な
く
収
取

す
る
体
制
」
（
A
）
で
あ
り
、
そ
の
中
央
政
府
に
お
け
る
分
配
も
、
「
生
産
物

の
使
用
価
値
に
し
た
が
っ
て
、
各
官
司
に
分
配
、
支
出
す
る
こ
と
に
な
る
」

（
B
）
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
端
的
に
言
え
ば
、
　
「
自
然
経
済
を
背
景
と
す
る

貢
納
経
済
の
一
種
で
あ
る
」
（
以
上
五
三
頁
溢
（
1
0
）
、
な
お
A
・
B
の
記
号

は
評
者
）
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
さ
し
あ
た
り
（
A
）
の
部
分
で
あ
る
。
鬼
頭
氏

は
、
直
接
生
産
者
に
対
す
る
収
奪
の
過
程
を
も
含
み
込
ん
で
、
こ
れ
を
「
貢

納
経
済
」
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
当
然
問
題
に
な
る

の
は
、
そ
れ
を
支
え
る
生
産
様
式
が
原
始
共
同
体
的
、
或
は
「
ア
ジ
ア
的
」

生
産
様
式
な
の
か
、
そ
れ
と
も
国
家
的
奴
隷
制
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
等

々
に
よ
っ
て
大
き
く
そ
の
意
義
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
抜

き
に
し
て
の
規
定
で
あ
れ
ば
、
租
税
（
ま
た
は
地
代
）
が
現
物
で
政
府
に
集

中
さ
れ
て
く
る
と
い
う
形
式
的
な
概
念
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
歴
史
を
通
じ
て

多
か
れ
少
な
か
れ
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
歴
史
的
段
階
を
示
し
う

る
概
念
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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更
に
、
八
樵
紀
以
降
の
現
実
を
見
て
も
、
調
庸
等
の
収
奪
が
国
衙
及
び
京

に
お
け
る
流
通
経
済
に
依
存
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
通
り
で
あ
る
（
例
え
ば
、
栄
原
永
遠
男
「
律
令
制
下
に
お
け
る
流
通
経

済
の
歴
史
的
特
質
偏
窟
本
史
研
究
＝
二
一
）
。
従
っ
て
「
自
然
経
済
を
背
景

と
す
る
貢
納
経
済
」
が
基
本
で
あ
っ
た
段
階
と
単
純
に
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
鬼
頭
氏
自
身
も
、
実
際
の
分
析
の
対
象
と
し
て
、
　
「
流
通
経
済
」
と
対
置

し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
（
B
）
の
局
面
で
あ
り
、
私
も
（
B
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

規
定
を
（
A
）
か
ら
切
り
離
し
て
、
財
政
運
用
の
あ
り
方
の
現
物
主
義
と
い

う
意
味
で
の
使
用
に
は
一
定
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
と

も
あ
れ
、
生
産
と
そ
れ
に
対
す
る
収
奪
の
過
程
と
財
政
運
用
の
過
程
は
区
別

し
て
分
析
し
、
概
念
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鬼
頭
氏
が
敢
て
そ
れ
ら
両
過
程
を
一
体
的
に
表
親
し

よ
う
と
さ
れ
た
の
は
、
私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
財
政
運
用
の
あ
り
方
が
農

村
の
あ
り
方
に
も
反
作
用
を
及
ぼ
す
点
を
考
慮
さ
れ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
巨
大
な
需
要
が
収
奪
の
強
化
を
も
た
ら
し
、
農
村
を
疲
弊
さ
せ
、

律
令
体
制
を
掘
り
崩
す
点
ま
で
も
見
据
え
て
、
「
貢
納
」
1
1
収
奪
過
程
を
含
み

こ
ん
で
概
念
化
さ
れ
た
も
の
と
み
う
け
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
「
巨

大
な
需
要
」
の
一
面
的
な
評
価
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
も
つ
聞
題
点
は
後

述
し
た
い
。

　
さ
て
、
　
「
実
物
貢
納
経
済
」
に
対
置
さ
れ
る
の
は
「
流
通
経
済
」
で
あ
る

が
、
両
者
の
関
係
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
鬼
頭
氏
は
、
　
〃
勢
多
貢
納
経
済
は

流
通
経
済
を
補
完
物
と
し
て
必
要
と
す
る
”
点
を
随
所
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
　
「
実
物
貢
納
経
済
を
基
礎
と
す
る
律
令
権
力
が
、
社
会
的
分
業
の

発
展
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
流
通
経
済
と
を
規
定
し
て
い
る
側
而
」
　
（
二
三
竺

頁
注
（
1
9
）
）
を
重
視
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
　
「
流
通
経
済
」
と
い
う
概
念
は
、
実
物
経
済
に
規
定
さ
れ
、
そ

れ
を
補
完
す
る
と
い
う
関
係
で
の
み
な
り
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
よ
り
一
般
的
・
抽
象
的
に
は
、
生
産
過
程
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
流
通
過

程
に
基
づ
く
概
念
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
ま
た
、
よ
り
具
体
的
な
問
題
と
し
て
も
、
流
通
経
済
は
現
物
貢
納
経
済
に

よ
っ
て
の
み
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
官
司
な
ど
が
現
物

で
調
達
で
き
な
い
も
の
を
交
易
で
入
手
し
、
余
っ
た
も
の
を
市
場
に
出
す
、

と
い
う
あ
り
方
は
事
態
の
一
面
を
見
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

消
費
を
基
準
に
し
て
の
見
方
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
流
通
経
済
を
基

本
的
に
規
定
す
る
の
は
、
そ
の
社
会
の
生
産
様
式
で
あ
り
、
生
産
過
程
の
特

質
こ
そ
が
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
鬼
頭
氏
の
都
市

論
に
対
し
て
い
だ
く
素
朴
な
感
想
は
、
流
通
主
義
的
な
い
し
消
費
主
義
的
な

視
点
か
ら
の
性
格
づ
け
に
ほ
ぼ
終
始
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
ジ

ア
的
都
市
一
消
費
都
市
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易

に
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
分
析
の
結
果
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
方
法
的

に
転
倒
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
た
だ
、
本
書
で
生
産
過
程
に
つ
い
て
積
極
的
な
言
及
が
み
ら
れ
る
の
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
第
三
章
第
一
節
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
石
山
寺
造
営
に
お

け
る
労
働
編
成
を
例
と
し
て
、
そ
の
特
徴
を
石
母
田
正
氏
の
い
う
「
官
営
作

業
場
内
分
業
」
と
捉
え
、
諸
工
人
相
互
の
結
舎
は
、
在
地
の
社
会
的
分
業
の

結
果
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
権
力
的
に
諸
国
か
ら
微
集
し

た
老
を
官
僚
制
的
（
計
画
的
・
権
威
的
）
に
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
彼
ら
工
人
た
ち
は
農
村
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
非
農

村
的
世
界
を
形
成
す
る
が
、
そ
れ
の
都
市
的
発
展
へ
の
方
向
は
閉
ざ
さ
れ
て

104　（762＞



引書

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
聞
題
と
な
る
の
は
、
木
工
・
益
虫
葺
エ
・
土
工
・
鉄
工
・
仏
工
・

画
工
等
の
墨
入
の
立
場
を
す
べ
て
同
質
の
も
の
と
み
て
、
彼
ら
の
編
成
を
す

べ
て
「
官
営
作
業
場
内
分
業
」
に
の
み
帰
着
さ
せ
て
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
過
程
の
特
殊
性
や
需
要
と
の
関
係
な
ど

か
ら
、
そ
の
社
会
的
分
業
と
し
て
の
発
展
痩
や
そ
の
質
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

例
え
ば
、
特
殊
な
技
術
と
需
要
に
支
え
ら
れ
た
仏
工
・
画
工
の
よ
う
な
存
在

と
、
よ
り
一
般
的
な
需
要
の
存
在
を
想
定
し
う
る
木
工
・
土
工
等
と
で
は
労

働
編
成
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
工
人
を
都
城
に
集
中
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
、
農
村
か
ら
の

権
力
的
徴
発
と
、
作
業
場
に
お
け
る
官
瞭
制
的
編
成
の
み
を
強
調
す
る
こ
と

へ
の
疑
問
に
つ
な
が
る
。
労
働
編
成
に
お
け
る
い
ま
一
つ
の
形
、
す
な
わ
ち

和
雇
的
な
い
し
請
負
的
形
態
の
存
在
を
全
く
無
視
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

都
城
に
お
け
る
非
農
村
的
性
格
も
、
単
に
工
人
が
在
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
て

存
在
す
る
と
い
う
消
極
的
な
側
面
か
ら
で
は
な
く
、
都
城
の
一
般
的
需
要
形

態
に
応
じ
て
、
か
な
り
自
立
し
た
非
農
業
民
が
集
ま
っ
て
く
る
可
能
性
も
考

慮
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
い
ま
こ
れ
に
つ
い
て
多
く
を
述
べ
る
場
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
官
衙
・

寺
院
・
貴
族
等
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
般
京
戸
に
至
る
ま
で
の
広
範
な
需

要
を
想
定
し
う
る
建
築
生
産
者
が
、
都
城
（
及
び
そ
の
周
辺
）
に
全
く
自
立

的
に
存
在
せ
ず
、
官
衙
工
房
に
の
み
集
中
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ

と
は
か
え
っ
て
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
交
通
労
働
者
が
流
通
経

済
の
発
展
に
伴
う
一
般
的
需
要
に
支
え
ら
れ
て
交
通
の
要
所
に
存
在
し
た
こ

と
は
鬼
頭
氏
も
認
め
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
（
八
三
頁
）
。
彼
ら
を
編
成
す

る
場
合
、
や
は
り
雇
傭
と
い
う
契
機
を
重
視
せ
ざ
る
を
え
ず
、
嘗
司
に
よ
る

造
営
の
場
合
、
そ
こ
に
全
く
権
力
的
な
も
の
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

む
し
ろ
、
彼
ら
の
自
立
性
に
規
定
さ
れ
て
い
る
側
面
を
評
価
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
都
市
的
需
要
と
社
会
的
分
業
の
発
展
を

見
通
せ
ば
、
中
世
都
衛
へ
の
展
望
も
開
け
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
逆
に
、
　
「
官
営
作
業
場
内
分
業
」
の
解
体
の
論
理
の
み
か
ら
は
、
歴
史

的
発
展
の
方
向
は
説
明
し
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
都
市
論
を
構
築
す
る
基
礎
的
範

疇
を
、
生
産
過
程
。
流
通
過
程
・
分
配
（
消
費
・
運
用
）
過
程
に
即
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
と
連
関
を
明
確
に
し
な
が
ら
設
定
し
直
す
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
、
著
者
の
最
も
重
視
す
る
消
費
、
と
り
わ
け
都
城
や
農
村
の
経
済
に

規
定
的
に
作
用
す
る
と
さ
れ
る
「
臣
露
な
消
費
（
需
要
）
」
に
は
い
か
な
る
問

題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伺
呼
箭
要
の
主
体
と
内
容
（
量
的
に
は
無
理
に
し
て

も
、
特
に
そ
の
質
）
に
関
す
る
具
体
的
分
析
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
。
ま

ず
需
要
の
内
容
で
あ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
米
や
疏
菜
或
は
材
木

の
よ
う
に
比
較
的
広
範
な
需
要
を
想
定
し
う
る
も
の
と
、
一
部
政
府
・
貴
族

層
の
奮
移
的
な
櫓
脚
と
は
当
然
区
別
し
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
生
産
・

流
通
の
構
造
は
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
都
城
の
大
規
模
需
要
↓
農
村
か
ら
の
一
方
的
収
奪
↓
農
村
の

疲
弊
、
と
単
純
に
一
面
化
で
き
な
い
議
題
が
孕
ま
れ
て
い
る
と
思
う
が
い
か

が
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
問
題
は
「
巨
大
な
需
要
」
と
い
う
や
や

印
象
的
な
一
括
し
た
表
現
で
は
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
に
需
要
の
主
体
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
史
料
上
あ
る
程
度
や
む
を
え
な

い
と
は
い
え
、
官
衙
の
需
要
に
片
寄
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
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だ
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
皇
后
宮
職
の
家
産
官
司
的
性
格
と
流
通
経
済
と
の

関
係
に
関
す
る
指
摘
で
あ
る
（
第
＝
幕
第
一
節
）
。
し
か
し
、
そ
れ
が
一
般

官
衙
の
消
費
形
態
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
か
、
ま
た
一
般
貴
族
の
場

合
と
の
異
同
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
な
ど
に
つ
い
て
の
説
明
は
見
ら
れ
な
い
。

　
需
要
の
主
体
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
性
格
の
如
何
に

よ
っ
て
、
調
庸
等
の
記
号
物
を
食
い
つ
ぶ
す
と
い
う
首
魚
の
み
で
は
な
く
、

律
令
制
的
紋
奪
に
基
づ
か
な
い
新
し
い
生
産
基
盤
を
作
り
あ
げ
て
い
く
と
い

う
側
面
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
都
誠

が
荘
園
制
的
関
係
の
中
心
と
し
て
、
　
「
権
門
都
市
」
と
し
て
再
編
成
さ
れ
て

ゆ
く
方
向
が
そ
れ
で
あ
る
。
鬼
頭
氏
は
、
平
安
京
以
後
の
新
た
な
閥
題
は
今

後
の
課
題
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
八
世
紀
の
平
城
京
に
既
に
貴
族
・
穿
院
等

の
個
刷
領
有
へ
の
萌
芽
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
一
応
検
討
さ
れ
て
然
る
べ
き

で
は
な
か
っ
た
か
。

　
さ
て
、
最
後
に
、
都
市
と
農
村
の
交
通
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
か
ら
検
討

す
る
の
も
翼
壁
な
課
題
で
あ
る
。
本
書
で
は
第
一
章
の
二
つ
の
補
食
で
、
奈

良
時
代
の
仏
教
に
対
す
る
諸
階
層
の
関
わ
り
と
い
う
視
角
か
ら
、
優
婆
塞
貢

進
・
民
間
写
経
に
分
析
を
加
え
て
い
る
。

　
そ
の
結
論
と
し
て
艶
態
的
な
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
在
地
豪
族
の

役
割
を
き
わ
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
間
写
経

に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
優
婆
塞
貢
進
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
挙
げ
ら

れ
た
史
料
か
ら
先
の
結
論
を
出
す
の
は
少
し
無
理
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
貢

進
に
在
地
の
族
縁
関
係
が
利
用
さ
れ
る
場
合
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、

よ
り
基
本
的
に
は
都
誠
に
お
け
る
仏
教
と
の
結
び
つ
き
を
重
視
す
べ
き
で
あ

る
と
考
え
る
。
佐
久
間
龍
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
貢
進
解
に
み
え
る
被
貢
進

者
の
貢
壁
越
の
農
住
地
は
す
べ
て
平
城
京
と
そ
の
近
隣
と
考
え
ら
れ
、
特
に

彼
ら
の
本
貫
地
が
地
方
で
あ
る
場
合
に
は
、
師
主
や
里
人
と
の
関
係
か
ら
、

平
城
京
内
に
い
る
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
（
「
優
婆
塞
貢
進
解
の
人
々
」

信
濃
二
三
一
二
）
。

　
仏
教
の
民
間
受
容
に
お
け
る
地
方
豪
族
の
役
罰
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
認

め
た
と
し
て
も
、
最
も
大
き
な
疑
閥
と
し
て
残
る
の
は
、
彼
ら
が
ど
う
い
う

媒
介
を
経
て
仏
教
を
受
容
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
在
地
側
の
条
件
に
つ
い
て
は
ア
ジ
ア
的
共
同
体
の
変
質
か
ら
説
明
さ
れ

て
い
る
が
（
一
四
八
頁
）
、
仏
激
信
仰
を
も
ち
込
む
側
の
主
体
的
な
分
析
が
欠

け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
仏
教
と
都
城
と
の
密
接

な
関
係
に
注
倒
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
れ
ま
で
鬼
頭
氏
の
労
作
に
対
す
る
勝
手
な
意
見
を
述
べ
て
き
た
が
、
本

書
が
社
会
構
成
の
上
に
古
代
都
帯
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
画
期
的
な
試
み

で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
か
か
る
視
角
が
著

老
の
文
化
財
保
存
問
題
な
ど
へ
の
実
践
的
な
関
わ
り
と
無
関
係
で
は
な
い
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
本
書
の
「
付
論
」
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
評
者

の
力
量
と
紙
数
の
都
合
で
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

　
な
お
、
誤
解
や
著
者
の
意
図
か
ら
か
け
離
れ
た
贅
言
が
少
な
く
な
い
か
と

恐
れ
る
が
、
著
者
並
び
に
読
老
の
御
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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