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場
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一
〔
要
約
】
　
越
前
国
坂
井
郡
桑
原
庄
な
ど
、
八
世
紀
中
期
の
東
大
寺
の
越
前
諸
庄
の
経
営
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
は
そ
の
経
営
は
賃
租
の
方
式
に
よ
っ
て

　
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
に
な
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
桑
原
庄
の
場
合
、
分
析
素
材
と
し
て
の
桑
原
庄
券
を
田
使
が
造
東
大

　
寺
司
へ
提
出
し
た
経
営
報
告
書
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
報
告
書
に
お
け
る
年
度
ご
と
の
田
地
お
よ
び
稲
の
動
き
を
分
析
す
る
こ
と
で
こ
の
庄
の
経
営
は
賃

　
租
経
営
と
い
う
範
疇
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
営
田
（
黙
黙
）
経
営
の
範
疇
で
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
同
じ

　
こ
と
が
道
守
庄
な
ど
足
羽
郡
の
東
大
寺
諸
庄
で
も
い
え
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
寸
言
の
開
発
・
経
営
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
「
所
」
に
お
け
る
開
発
・
経

…　営
で
は
、
営
田
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
坂
井
郡
の
在
地
豪
族
広
耳
の
大
規
模
墾
田
の
経
営
も
営
田
方
式
と
し
て
と
ら
え
う
る
の
で
あ

…猷

ｪ
世
紀
中
期
の
諸
庄
園
（
初
期
庄
園
）
の
経
営
は
全
体
と
し
て
営
田
経
営
の
方
式
を
と
。
て
い
魚
と
把
握
曇
選
る
ざ
三
月

辱
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

は
　
じ
　
め
　
に

八
世
紀
中
期
の
東
大
寺
の
越
前
諸
掛
に
お
い
て
、
東
大
寺
が
い
か
な
る
形
で
諸
等
を
経
営
し
て
い
る
の
か
、
に
つ
い
て
従
来
多
く
の
研
究
が

な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
諸
庄
の
経
営
は
賃
租
の
方
式
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
に
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
賃
租
経
営

に
は
二
つ
の
こ
と
な
っ
た
形
の
経
営
が
あ
る
、
と
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
つ
の
タ
イ
プ
は
桑
原
庄
の
経
営
に
代
表
さ
れ
る
経
営
の

あ
り
方
で
あ
り
、
造
東
大
寺
司
が
在
地
農
民
を
直
接
に
組
織
す
る
公
田
賃
租
的
な
性
格
を
も
っ
た
経
営
で
あ
る
。
他
の
一
つ
の
タ
イ
プ
は
越
前



初期庄園の経鴬（：丸山）

国
坂
井
郡
大
領
品
等
部
公
広
耳
寄
進
田
（
鯖
田
国
富
庄
）
に
代
表
さ
れ
る
経
営
の
あ
り
方
で
あ
り
、
在
地
豪
族
が
造
東
大
等
司
と
在
地
農
民
と

の
間
に
介
在
し
、
こ
の
在
地
豪
族
が
庄
田
を
一
括
賃
租
す
る
と
い
う
方
式
の
経
営
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
以
上
の
考
え
方
は
岸
俊
男
氏
が
そ
れ
ま
で
の
諸
説
を
批
判
的
に
集
大
成
す
る
形
で
打
だ
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
以
後
定
説
と
し
て
ひ
き
つ

が
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
の
桑
原
庄
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
一
九
七
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
い
く
つ
か
の
批
判

が
だ
さ
れ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
増
田
弘
邦
氏
は
口
分
田
班
給
の
乗
田
と
し
て
の
公
田
と
、
野
地
を
開
発
し
た
庄
田
と
で
は
そ
の
土
地
所

有
の
質
が
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
造
東
大
寺
司
が
律
令
制
官
司
で
あ
る
こ
と
な
ど
行
政
組
織
の
面
か
ら
の
み
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
評
価
し
て
い
る
の
は
問
題
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
岸
説
を
批
判
し
、
ま
た
藤
井
一
二
氏
は
岸
説
で
は
賃
租
主
体
と
菓
大
寺
と
の
閲
の
賃
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

契
約
関
係
な
ら
び
に
賃
租
主
体
と
直
接
耕
作
老
と
の
関
係
な
ど
が
十
分
に
論
証
さ
れ
え
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

　
ま
た
第
二
の
広
耳
寄
進
田
の
経
営
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
古
く
吉
田
晶
属
は
東
大
寺
支
配
下
に
お
け
る
広
帯
の
一
括
賃
租
は
考
え
が
た
い
と

　
　
　
④

し
て
お
り
、
ま
た
一
九
七
〇
年
代
に
な
っ
て
室
野
信
男
幾
も
吉
田
氏
の
論
を
う
け
て
こ
と
な
っ
た
二
つ
の
タ
イ
プ
の
賃
租
経
営
の
存
在
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
に
疑
聞
を
だ
し
て
い
る
。

　
以
上
の
諸
批
判
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
と
な
っ
た
二
つ
の
タ
イ
プ
の
賃
租
経
営
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
根
本
的
な
見
な
お
し
を

お
こ
な
う
必
要
が
で
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
で
は
八
世
紀
中
期
の
越
前
諸
学
の
経
営
に
つ
い
て
、

二
つ
の
こ
と
な
っ
た
タ
イ
プ
の
賃
租
経
営
と
い
う
考
え
方
が
成
り
た
ち
う
る
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
こ
の
時
点
の
庄
経
営
を
賃
租
経
営
と
い
う

範
疇
で
と
ら
え
る
こ
と
自
体
が
た
だ
し
い
の
か
ど
う
か
、
に
立
も
ど
っ
て
検
討
を
く
わ
え
て
み
る
。

　
よ
り
具
体
的
に
い
う
と
、
ま
ず
第
一
に
桑
原
庄
に
つ
い
て
、
庄
券
を
ふ
く
め
た
関
係
文
書
全
体
の
再
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
の
な
か
で
、
庄

券
の
性
格
を
明
確
に
さ
せ
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
こ
の
庄
の
経
営
の
特
質
を
考
え
た
い
。
岸
氏
は
こ
の
一
連
の
庄
券
に
つ
い
て
「
史
料
（
庄
券
の
こ

と
、
筆
者
注
）
は
こ
の
賃
租
が
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
確
に
示
し
て
お
ら
な
い
た
め
、
従
来
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
賃
租
の
実
態
を
め
ぐ
っ
て
種
々
の
場
合
が
考
え
ら
れ
」
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
＠
藤
間
疵
は
庄
券
面
で
は
一
般
直
接
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耕
作
者
と
の
賃
租
の
形
態
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
も
そ
の
実
態
は
土
地
の
旧
所
有
者
な
い
し
は
地
方
豪
族
と
の
間
の
賃
租
契
約
に
す
ぎ
ず
、
直

接
耕
作
者
の
庄
地
に
た
い
す
る
結
び
つ
き
は
こ
の
庄
券
面
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
別
個
の
も
の
と
す
る
見
方
に
た
っ
て
、
こ
の
庄
の
経
営
は
生
江

東
人
が
庄
田
を
東
大
寺
か
ら
一
括
し
て
賃
租
す
る
と
い
う
こ
と
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
経
営
の
本
質
は
東
大
寺
に
よ
る
奴
隷
制
的
な
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

接
経
営
の
優
形
的
現
象
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
⑤
こ
の
よ
う
な
藤
間
氏
の
見
方
に
た
い
し
岸
氏
は
、
桑
原
庄
の
お
か
れ
て
い
る
情
況
か
ら
み
て

罪
人
の
一
括
賃
租
は
考
え
ら
れ
ず
、
間
接
的
な
賃
租
関
係
を
想
定
す
る
の
は
無
理
で
あ
り
、
こ
の
庄
券
は
東
大
寺
と
着
荷
（
在
地
の
豪
族
・
農

民
）
と
の
直
接
賃
租
関
係
を
し
め
し
て
い
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
公
田
賃
租
的
経
営
論
を
打
ち
だ
し
た
。

　
そ
し
て
研
究
史
上
で
は
岸
辺
の
公
田
賃
租
的
経
営
論
が
妥
当
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
こ
の
蘭
曲
の
読
み
方
も
④
の
よ
う
な
東
大
寺
と
百
姓
と

の
賃
租
関
係
を
し
め
す
も
の
で
は
な
い
と
す
る
読
み
方
は
否
定
さ
れ
、
⑤
の
東
大
寺
と
百
姓
と
の
直
接
的
賃
租
関
係
を
し
め
す
も
の
と
す
る
読

み
方
が
定
着
し
て
い
る
。

　
＠
⑤
い
つ
れ
の
読
み
方
が
た
だ
し
い
の
か
、
は
公
田
賃
租
的
経
営
論
が
成
り
た
つ
か
否
か
を
ふ
く
め
、
桑
原
庄
経
営
の
あ
り
方
全
体
を
み
る

う
え
で
、
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
、
＠
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
立
脚
す
る
藤
間
氏
説

に
不
自
然
な
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
庄
券
そ
の
も
の
に
そ
く
し
て
こ
の
読
み
方
が
成
り
た
た
な
い
と
い
う
明
確
な
根
拠
は
し
め
さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
逆
に
⑤
の
読
み
方
が
た
だ
し
い
と
い
う
こ
と
も
亡
妻
に
そ
く
し
て
証
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
そ
の
点
で
、
④
⑤
ど

ち
ら
の
読
み
方
を
と
る
べ
き
か
を
、
従
来
の
研
究
史
で
は
無
視
さ
れ
て
い
る
庄
券
の
作
成
目
的
、
性
格
そ
の
他
の
検
討
、
す
な
わ
ち
庄
券
そ
の

も
の
の
批
判
的
検
討
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
お
こ
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
第
二
に
、
東
大
寺
の
越
前
諸
庄
の
う
ち
で
大
き
な
比
重
を
し
め
る
天
平
勝
宝
元
（
七
四
九
）
年
の
一
斉
野
占
に
よ
り
成
立
し
た
諸
庄
に
つ
い
て
、

そ
の
う
ち
で
も
史
料
の
あ
る
足
羽
郡
諸
庄
の
経
営
を
と
り
あ
げ
、
桑
原
庄
の
庄
経
営
と
の
対
比
の
な
か
で
、
そ
の
特
質
に
つ
い
て
分
析
を
し
て

い
き
た
い
。

　
第
三
に
、
心
耳
寄
進
田
に
つ
い
て
、
桑
原
庄
庄
経
営
に
つ
い
て
の
検
討
の
結
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
と
の
対
比
の
な
か
で
は
た
し
て
広
耳
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寄
進
田
が
岸
蹄
の
い
う
よ
う
に
一
括
賃
租
と
い
う
、
桑
原
庄
の
経
営
と
は
異
質
な
経
営
で
あ
ウ
た
か
ど
う
か
圏
す
な
わ
ち
庄
経
営
に
お
け
る
こ

と
な
っ
た
二
つ
の
タ
イ
プ
の
存
在
と
い
う
こ
と
が
成
り
た
ち
う
る
か
ど
う
か
、
を
み
て
い
ぎ
だ
い
。
そ
の
さ
い
、
広
耳
寄
進
田
関
係
史
料
の
検

討
を
桑
原
庄
庄
券
と
の
対
比
で
お
こ
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
の
三
点
の
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
八
世
紀
中
期
の
東
大
寺
の
越
前
潮
田
に
お
け
る
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
賃
租
方
式
に
よ
る

経
営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
大
前
提
に
立
脚
し
た
二
つ
の
タ
イ
プ
の
賃
租
経
営
の
存
在
と
い
う
論
を
の
り
こ
え
た
次
元
で
の
新
た
な
庄

園
経
営
像
の
形
成
に
近
づ
き
う
る
も
の
と
考
え
る
。

①
　
　
「
越
前
国
東
大
寺
領
庄
園
の
経
営
」
　
（
阿
築
島
『
臼
本
古
代
政
治
史
研
究
』
所

　
収
）
。

②
　
　
「
八
世
紀
に
お
け
る
私
的
火
土
地
所
有
と
庄
田
経
営
」
（
『
前
近
代
史
研
究
』
【

　
母
）
。

③
　
　
「
初
期
庄
園
の
経
営
構
造
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
一
九
五
号
）
。

④
　
　
「
東
大
寺
領
越
前
庄
園
に
つ
い
て
」
　
（
㎝
．
歴
史
学
研
究
』
…
穴
一
…
号
）
。

⑤
　
「
初
期
庄
國
の
経
石
と
私
讐
挙
…
東
大
寺
領
越
前
醐
諸
庄
園
を
中
心
に
i
」

　
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
穴
七
号
）
。

⑥
岸
氏
註
①
論
文
、
三
ぬ
会
頁
。

⑦
藤
間
氏
の
論
に
つ
い
て
は
、
岸
氏
が
前
掲
論
文
で
適
確
に
要
約
し
て
い
る
が
、

　
よ
り
く
わ
し
く
は
藤
間
氏
『
日
本
庄
園
史
』
第
二
章
第
二
節
二
「
北
陸
型
庄
園
機

　
横
…
の
性
格
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

初期庄園の経営（丸山）

第
剛
章
桑
原
庄
の
経
営

　
本
章
で
は
桑
原
庄
の
経
営
に
つ
い
て
分
析
を
お
こ
な
う
。

　
最
初
に
関
係
文
書
の
整
理
を
お
こ
な
っ
て
お
く
。
仁
平
三
（
一

と
し
て
、
次
の
諸
文
書
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
’

　
　
　
桑
原
庄

　
　
　
一
巻
四
枚
　
勝
宝
七
年
郡
家
田
地
雑
物
注
文
　
…
…
…
ω

　
　
　
一
巻
二
枚
　
勝
宝
八
年
国
使
解
田
地
雑
物
注
文
…
…
…
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
五
三
）
二
四
年
歯
九
日
東
大
寺
諸
庄
園
文
書
目
録
に
は
、

桑
原
庄
関
係
文
書
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一
巻
二
枚
　
勝
宝
九
年
國
使
解
田
地
雑
物
注
文
…
…
…
㈲

　
　
一
巻
一
夜
　
宝
字
元
年
国
使
解
田
地
雑
物
注
文
…
…
…
ω

　
　
一
巻
五
枚
　
宝
字
元
年
雑
文
書
　
　
　
　
　
　
…
…
…
㈲

　
つ
ま
り
仁
平
の
時
点
で
桑
原
庄
関
係
文
書
は
五
巻
に
寝
巻
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
現
存
情
況
を
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ω
に
つ
い
て
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
の
文
書
が
該
当
す
る
。
表
題
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
「
東
大
寺
越
前
国
桑
原
庄
券
第
一
畑
㈱
纏
物
天
平
勝
宝
七
年
」

②
に
つ
い
て
・
東
大
護
糞
婁
鋸
が
該
当
す
る
・
遜
に
次
の
よ
う
に
あ
る
・

　
「
東
大
寺
越
前
国
桑
原
庄
券
第
二
田
地
雑
物
天
平
勝
宝
八
年
」

㈲
に
つ
い
て
・
藁
大
護
巻
蕃
号
外
卸
該
当
す
る
・
表
題
に
次
の
よ
う
に
あ
る
・

　
「
菓
大
寺
越
前
国
桑
原
庄
券
第
三
旧
地
雑
物
天
平
勝
宝
九
年
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
庄
所
雑
物
）

㈲
に
つ
い
て
、
東
南
院
文
書
第
三
櫃
第
十
一
巻
が
該
当
す
る
。
表
題
に
つ
い
て
、
大
日
本
古
文
書
の
編
者
は
「
東
大
寺
越
前
国
桑
原
□
□
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

田
地
□
□
天
平
宝
掌
元
年
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
奥
田
尚
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
庄
券
第
四
）
　
　
へ
雑
物
）

　
「
東
大
寺
越
前
国
桑
原
□
□
［
］
□
田
地
□
□
天
平
宝
字
発
年
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

⑤
に
つ
い
て
、
葉
南
院
文
書
第
三
櫃
第
十
二
巻
が
該
当
す
る
。
表
題
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
「
東
大
寺
越
前
国
桑
原
庄
券
雑
文
需
五
通
天
平
宝
一
7
6
一
ご

　
以
上
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
仁
平
蒋
点
で
藤
巻
さ
れ
た
五
巻
の
関
係
文
書
は
す
べ
て
現
存
す
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
仁
平
文
書
目
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
桑
原
庄
関
係
文
書
と
し
て
、
天
平
勝
宝
七
（
七
五
五
）
歳
三
月
九
日
越
前
国
司
判
が
あ
る
。
分
析
に
さ
い
し
、
こ
れ
ら
文

書
を
一
連
の
も
の
と
し
て
き
り
は
な
す
こ
と
な
く
全
体
的
に
と
ら
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
五
巻
の
う
ち
四
巻
を
し
め
る
桑
原
庄
券
第
一
～
第
四
は
天
平
勝
宝
六
（
七
五
四
V
年
度
、
七
年
度
、
八
年
度
、
九
年
度
の
連
続
す
る
各
年
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度
に
つ
い
て
桑
原
庄
田
使
が
造
東
大
寺
司
に
提
出
し
た
経
営
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
庄
券
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
で
は
次
の
二
点
で
不
十
分
さ

が
あ
る
。
そ
の
第
～
は
、
庄
券
四
枚
は
四
年
間
に
わ
た
り
連
年
だ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
き
り
は
な
す
こ
と
な
く
統
一
的
に
み
て
い
か
ね
ぱ

な
ら
ぬ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
十
分
留
意
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
枚
一
枚
の
庄
券
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
あ
っ

か
わ
れ
、
相
互
の
関
連
性
や
四
号
券
全
体
と
し
て
の
記
載
の
特
質
な
ど
に
つ
い
て
の
ほ
り
下
げ
が
十
分
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
田

使
が
こ
の
築
紫
を
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
成
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
ほ
り
下
げ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
の
ち
に
も
の
べ
る
よ

第一表
⑤本年度
　荒廃照

0

0

9．7

4．9

④当年度
　売田

　9町

32

32

③年度末既耕
　田（①十②）

32町

32

②当年度
　開発［ヨ

23町

①前年度来
　既耕N

年　度
（天平勝宝）

0

32．3

42

37．2

10

4．9

g町

32

32

32．3

6

7

8

9

う
に
、
庄
券
面
に
虚
偽
記
載
と
考
え
ら
れ
る
部
分
の
あ
る
こ
と
は
研
究
史
の
上
で
も
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
田
使
が
何
を
皇
胤
と
し
て
馬
券
を
作
成
し
て
い
る
か
を
ふ
く
め
た
庄
券
そ
の

も
の
に
つ
い
て
の
ほ
り
下
げ
の
必
要
性
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
の
た
め
に
、
装
置
を
庄
園
に
お
け
る
経
営
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
み
る
か
（
藤
間
説
）
、
　
田
使
が
農
民
を
賃
租
と
い
う
形
で
組
織
し
て
い
る
情
況
を
そ
の
ま
ま
し
め
す
と
み
る

　
　
　
⑭

か
（
岸
説
）
、
に
つ
い
て
も
明
確
な
答
が
で
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
そ
の
よ
う
な
患
畜
分
析
の
問
題
点
を
ふ
ま
え
て
、
第
一
に
庄
田
の
面
積
変
動
を
手
が
か
り
に
田
使
の

作
成
す
る
薄
畳
の
性
格
を
あ
き
ら
か
に
し
、
第
二
に
以
上
の
薄
野
の
性
格
を
ふ
ま
え
て
収
穫
稲
の
年
度
毎
の
変

動
を
て
が
か
り
に
庄
経
営
の
実
態
の
一
端
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
第
一
の
庄
券
の
性
格
に
つ
い
て
、
庄
券
面
に
お
け
る
庄
田
面
積
の
変
動
を
年
次
ご
と
に
整
理
し
た
の
が

　
　
　
　
　
⑪

第
一
表
で
あ
る
。
こ
の
第
一
表
帯
の
庄
田
面
積
の
変
動
を
年
度
ご
と
の
連
続
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
さ
い
、

次
の
三
点
に
つ
い
て
作
為
な
い
し
疑
点
を
感
ず
る
。

　
①
新
規
開
田
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
年
度
か
ら
九
年
度
に
か
け
て
の
売
溜
面
積
（
地

子
を
収
納
で
き
る
現
開
田
面
積
）
が
ほ
と
ん
ど
不
変
で
あ
り
、
そ
こ
に
作
為
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、
②
八
年
度
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か
ら
九
年
度
に
か
け
て
の
荒
廃
田
の
処
理
に
不
自
然
さ
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
八
年
度
末
に
は
年
度
当
初
に
麗
麗
に
だ
さ
れ
た
三
二
町
か
ら

地
子
が
き
ち
ん
と
入
っ
て
お
り
、
八
年
度
の
年
度
途
中
に
お
け
る
荒
廃
（
耕
作
放
棄
）
は
な
か
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
翌
九

年
度
の
年
度
当
初
に
は
九
町
七
段
が
荒
廃
田
と
し
て
処
理
さ
れ
て
お
り
、
八
定
度
末
に
計
画
的
な
荒
廃
化
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
る
と
い
う
不

自
然
な
事
態
が
お
こ
っ
て
い
る
、
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
③
八
年
度
、
九
年
度
に
お
い
て
、
当
年
度
開
発
照
と
当
年
度
荒
廃
田
の
面
積
が

基
本
的
に
一
致
し
て
お
り
②
の
計
爾
的
な
荒
廃
化
と
い
う
措
置
と
の
関
連
で
作
為
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
。

　
研
究
史
の
上
で
は
こ
こ
に
か
か
げ
た
作
為
な
い
し
疑
点
を
め
ぐ
っ
て
、
す
で
に
奥
田
尚
、
増
田
弘
邦
両
氏
が
と
り
あ
げ
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

論
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
ず
奥
田
氏
は
②
に
着
毒
し
た
。
氏
は
こ
の
九
町
七
反
が
勝
宝
八
年
度
に
耕
作
さ
れ
て
お
り
、
翌
九
年
度
に
そ
れ
が
八

年
度
荒
廃
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
勝
宝
八
年
の
農
作
期
を
終
え
た
後
、
r
計
画
的
に
九
町
七
反
を
荒
地
と
し
た
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
と
し
、

こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
九
町
七
反
が
ま
と
ま
っ
た
大
面
積
を
一
単
位
と
す
る
賃
租
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
し
て
い
る
。
増
田
氏
は
①

　
　
　
　
⑬

に
着
目
し
た
。
　
氏
は
売
田
面
積
が
七
～
九
年
度
は
ほ
と
ん
ど
不
変
で
あ
る
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
、
　
現
地
で
開
発
・
経
営
に
あ
た
っ
た
田
使

（
瞥
称
連
乙
麻
呂
）
が
独
断
専
行
を
お
こ
な
い
、
庄
経
営
を
積
極
的
に
発
展
さ
せ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
田

使
は
私
腹
を
こ
や
す
た
め
や
り
も
し
な
い
開
発
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
虚
偽
記
載
を
お
こ
な
っ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。

　
両
氏
と
も
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
問
題
は
そ
れ
が
個
々
に
き
り
は
な
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
①
～
③
全
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
で
両
民
が
と
り
あ
げ
て
い
な
い
③
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
と
の
関
連
で
平
民
の
論
に
つ
い
て
さ
ら
に
ほ
り
下

げ
て
み
る
。

　
ま
ず
①
③
の
関
連
に
つ
い
て
、
開
発
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
七
年
度
以
降
の
野
田
面
積
が
一
定
し
て
い
る
の
は
、
八
・
九

両
年
度
に
お
い
て
開
発
田
と
ま
っ
た
く
同
面
積
か
あ
る
い
は
非
常
に
近
似
し
た
面
積
の
荒
廃
田
が
記
載
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
で
あ
る
。
具
体
的
に

八
年
度
に
つ
い
て
み
る
。
こ
の
年
度
、
荒
廃
田
は
九
町
七
段
、
新
開
田
は
一
〇
町
、
と
な
っ
て
い
る
（
第
一
蓑
）
。
ま
ず
、
新
開
田
面
積
と
荒
廃

田
面
積
が
ま
っ
た
く
問
一
で
は
な
い
が
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
次
に
注
意
さ
れ
る
の
が
荒
廃
田
の
潤
品
で
あ
る
。
八
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第二衷
1勝宝・年陰・年陰・年晦・年

町別8・刺9町 12町 12町 工2町

町脇・束1・ 20 20 20，3

計 9 32　1　32 32．3

な
っ
た
こ
と
に
し
て
そ
の
開
田
功
稲
で
欠
損
を
う
め
、

わ
れ
も
し
な
い
新
開
が
一
〇
町
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
氏
の
指
摘
は
た
だ
し
い

え
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
九
町
七
反
の
荒
廃
は
現
実
に
お
こ
っ
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
こ
と

存
在
が
現
実
の
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、

年
度
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
基
本
的
に
同
じ
こ
と
が
翌
九
年
度
で
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

年
度
で
は
な
く
複
数
年
度
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

お
こ
な
わ
れ
も
し
な
い
新
開
、

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

年
度
庄
券
に
「
荒
九
町
七
段
凱
駒
弓
丈
㎜
」
と
朱
註
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
本
主
大
伴
氏
開
田
が
そ
の
大
半
を
し
め
て
い
る
。

こ
の
本
主
開
田
の
田
品
に
つ
い
て
、
年
度
ご
と
の
売
止
の
田
品
分
布
は
第
二
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
六
年
度
の
九

町
が
本
前
開
闘
で
あ
り
、
こ
れ
は
町
別
荘
○
束
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
七
、
八
両
年
度
で
も
変
化
は
な
か
っ
た
と
み

て
よ
い
。
つ
ま
り
八
年
度
末
の
荒
廃
田
の
大
部
分
を
し
め
る
本
主
開
田
は
心
室
の
高
い
八
○
束
分
の
田
地
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
八
年
度
の
場
合
田
晶
の
高
い
町
心
密
○
束
の
田
地
一
二
町
の
う
ち
少
く
と
も
九
町
は
荒
廃
し
、
田
品
の
低
い
町

別
六
〇
束
の
田
地
は
全
体
と
し
て
二
〇
町
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
ず
か
七
段
が
荒
廃
し
た
か
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
荒

廃
し
な
か
っ
た
か
（
荒
廃
臓
九
町
七
反
の
う
ち
七
反
の
田
品
は
不
明
で
あ
る
）
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
一
般
的
に
い
っ
て
、
間
一
年
度
に
お
い
て
新
た
に
開
発
さ
れ
た
田
地
と
ほ
と
ん
ど
同
量
の
概
耕
田
の
荒
廃
が
あ
り
、

し
か
も
そ
の
荒
廃
が
地
味
の
良
い
田
地
で
集
中
し
て
お
こ
る
、
と
い
う
こ
と
は
現
実
的
に
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
こ
と
か
ら
い
っ
て
八
・
九
両
年
度
の
新
開
田
、
荒
廃
田
記
載
に
は
何
ら
か
の
作
為
が
あ
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
増
田
氏
は
こ
の
作
為
に
つ
い
て
、
九
町
七
反
が
荒
廃
し
地
子
が
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
一
〇
町
の
新
開
を
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
そ
の
差
額
分
を
着
服
し
た
と
い
う
操
作
の
結
果
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
お
こ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
た
だ
、
厩
が
こ
れ
を
八
年
度
単
年
度
の
問
題
と
し
て
と
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
に
つ
い
て
は
し
た
が
い
え
な
い
。
新
開
田
の

　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
と
同
量
の
荒
廃
田
の
存
在
も
現
実
の
も
の
で
は
な
い
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
こ
と
か
ら
い
っ
て
庄
券
上
の
操
作
は
、
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
の
収
支
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
り
田
畑
が
そ
れ
を
ご
ま
か
す
た
め
に
、

　
　
　
お
き
て
い
な
い
完
全
荒
廃
を
庄
券
上
に
記
載
し
、
表
面
的
な
つ
じ
つ
ま
あ
わ
せ
を
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
て

　
は
確
認
で
き
る
と
考
え
る
。
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次
に
②
③
の
関
連
に
つ
い
て
、
奥
田
氏
が
九
町
七
反
は
八
年
末
に
計
画
的
に
荒
地
に
さ
れ
た
と
し
て
い
る
の
は
、
八
・
九
両
年
度
の
庄
券
を

連
続
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
観
点
に
た
て
ば
、
た
だ
し
い
。
し
か
し
、
氏
の
場
合
こ
の
九
町
七
反
の
荒
廃
記
載
が
一
〇
町
の
新
開
記
載
と
密
接

に
結
び
つ
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
を
見
お
と
し
て
い
る
。
中
田
で
町
別
八
○
束
を
収
納
し
て
い
る
田
が
そ
の
大
半
を
し
め
て
い

る
九
町
七
反
を
農
作
終
了
後
に
一
挙
に
荒
廃
田
に
し
て
い
る
こ
と
、
九
年
度
に
つ
い
て
も
九
町
七
反
の
荒
廃
化
の
か
わ
り
に
八
年
度
の
新
開
一

〇
町
を
田
田
に
だ
し
、
し
か
も
第
二
表
に
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
八
年
度
に
そ
の
大
半
が
荒
廃
化
し
た
は
ず
の
地
子
町
二
八
○
束
の
田
地
が
八
年

度
と
ま
っ
た
く
同
面
積
疋
田
に
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
は
い
つ
れ
を
と
っ
て
も
不
自
然
で
あ
り
、
現
実
に
お
こ
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
い
つ
れ
も
庄
券
面
上
で
の
机
上
操
作
と
み
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
点
で
九
町
七
反
の
荒
廃
を
現
実
に
お
こ
っ
た
こ
と
と
し
、
そ
れ
を

ふ
ま
え
て
大
面
積
を
一
単
位
と
す
る
賃
粗
関
係
が
桑
原
庄
に
現
実
に
存
在
す
る
と
し
て
い
る
奥
田
氏
の
論
は
根
本
的
に
考
え
な
お
す
必
要
が
あ

⑭
る
。　

以
上
増
田
、
奥
田
暴
走
の
論
の
ほ
り
下
げ
を
通
じ
て
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
八
・
九
両
年
度
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
ま

ず
第
一
に
、
両
氏
と
も
に
疑
っ
て
い
な
い
八
年
度
の
九
町
七
反
の
荒
廃
に
つ
い
て
、
現
実
に
こ
の
荒
廃
が
お
こ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ

れ
は
同
年
度
の
新
開
田
記
載
と
同
様
に
机
上
操
作
で
生
み
だ
さ
れ
た
荒
廃
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
翌
九
年
度
の
四
町
九
反
の
荒
廃
に
つ
い
て
は

そ
れ
自
体
で
は
さ
ほ
ど
の
不
自
然
さ
は
な
い
が
決
定
的
な
の
は
九
年
度
の
開
発
田
が
四
町
九
反
と
荒
廃
田
と
同
一
面
積
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
も
机
上
操
作
に
よ
る
虚
偽
記
載
と
み
た
い
。
第
二
に
、
勝
宝
九
年
秋
に
庄
の
荒
廃
化
の
進
行
の
指
摘
と
溝
建
設
に
よ
る
根
本
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

庄
田
改
造
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
、
八
・
九
両
年
度
と
も
、
大
伴
氏
か
ら
ひ
き
つ
い
だ
田
地
、
六
年
度

に
開
発
し
た
田
地
の
荷
者
を
ふ
く
め
た
全
体
的
な
庄
田
荒
廃
化
が
進
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
八
・
九
両
年
度
に
記

載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
新
開
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
荒
廃
田
記
載
が
机
上
操
作
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
く
虚
偽
に
記
載
さ

れ
た
も
の
、
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
荒
廃
田
お
よ
び
新
開
田
の
記
載
は
密
接
に
関
連
さ
せ
ら
れ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、
庄
田
荒
廃
の
進
行
の
な
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か
で
田
使
は
八
年
度
に
お
い
て
二
つ
の
方
向
で
そ
れ
を
き
り
ぬ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
一
つ
は
当
年
度
の
新
開
田
、
荒
廃
田
の
面
積
を
非
常
に

近
似
し
た
も
の
に
す
る
と
い
う
虚
偽
記
載
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
売
田
面
積
を
動
か
す
こ
と
な
く
町
当
り
一
〇
〇
束
の
開
発

営
料
を
う
か
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
荒
廃
の
進
行
の
な
か
で
増
大
し
て
い
る
地
子
な
ど
の
未
収
分
の
補
環
に
計
算
上
で
ま
わ
す
こ
と
が
で
き

る
。
他
の
一
つ
が
増
田
氏
も
指
摘
し
て
い
る
上
納
分
へ
の
く
い
こ
み
、
す
な
わ
ち
上
納
の
一
部
な
い
し
全
部
の
停
止
で
あ
る
。
さ
ら
に
九
年
度

の
場
合
も
開
発
田
、
新
開
閉
の
同
面
積
記
載
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
上
納
の
停
止
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
八
年
度
と
基
本

的
に
同
じ
情
況
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
第
一
～
第
三
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
八
・
九
両
年
度
の
場
合
、
庄
の
荒
廃
化
の
進
行
に
よ
る
未
進
の
発
生
を
年
度
末
の
庄
券
上
に

お
け
る
机
上
操
作
で
粉
飾
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
庄
券
の
性
格
に
つ
い
て
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
庄
券
と
東
大
寺
が
耕
作
農
民
を
組
織
す
る
そ
の
あ
り
方
を
直
接
に
反
映
し
て
い
る
も

の
と
し
て
把
握
す
る
説
（
岸
氏
）
と
、
反
映
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
把
握
す
る
説
（
藤
間
氏
）
と
の
対
立
の
問
題
に
た
ち
か
え
る
。
前
老
の

説
の
根
拠
は
各
庄
券
面
で
庄
田
か
ら
の
収
入
が
地
子
で
計
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
田
使
が
庄
田
の
耕
作
者
を
組
織
す
る
さ
い

の
方
式
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
庄
経
営
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
数
字
の
操
作
で
ご
ま
か
し
う
る
と

い
う
こ
と
は
、
地
子
は
挙
挙
が
耕
作
農
民
か
ら
上
っ
て
き
た
収
穫
稲
の
な
か
か
ら
造
東
大
寺
司
へ
上
納
す
べ
き
責
任
鐙
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
耕
作
農
民
か
ら
の
収
穫
稲
の
減
少
が
お
こ
っ
た
場
合
、
そ
の
責
任
上
納
分
を
確
保
で
き
な
く
な
っ

た
田
使
が
あ
り
も
し
な
い
田
地
の
完
全
荒
廃
や
新
規
開
発
と
い
う
項
目
を
作
為
す
る
こ
と
で
造
策
大
寺
司
へ
の
総
上
納
額
を
減
少
さ
せ
る
と
い

う
よ
う
な
操
作
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
庄
券
面
上
の
地
子
は
田
使
の
造
東
大
寺
司
へ
の
上
納
分
を
し
め
す
も

の
で
あ
り
、
耕
作
農
民
の
国
使
へ
の
上
納
分
を
し
め
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
田
使
が
造
東
大
寺
司
に
上
納
す
べ
き
地
子
分

を
確
保
す
る
た
め
に
耕
作
農
民
を
い
か
な
る
方
式
で
組
織
し
て
い
る
の
か
は
こ
の
糧
券
面
上
に
は
直
接
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
、
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
前
者
の
説
の
欠
陥
は
庄
券
の
以
上
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
十
分
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
結
果
と
し
て
庄
券
面
上
の
地
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子
は
耕
作
農
民
が
田
使
に
上
納
す
る
も
の
と
し
て
把
握
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
前
者
の
説
が
成
り
た
た
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
後
者
の
藤
間
説
す
な
わ
ち
庄
券
は
庄
経
営
の
実
態
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る

の
で
は
な
い
と
す
る
説
が
た
だ
し
い
も
の
と
し
て
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
た
だ
藤
壷
説
の
欠
陥
は
造
東
大
寺
司
と
在
地
豪
族
と
の
間
に
一
括
賃

租
関
係
を
想
定
し
た
こ
と
に
あ
る
。
庄
券
面
に
は
耕
作
農
民
の
組
織
の
さ
れ
方
が
直
接
的
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
介
護
民
の
指
摘
の
通

表三第

三宝6年1勝宝7年1勝宝8年1勝宝9年

　　　e

5，069．4

5，069．4

2，178

　484．5

2，662，5

　　　　　0

6，069．4

6，069．4

2，160

　480

2，64e

4，708束

　　　e

4，708

720

135

855

3，130

1，085．4

4，215．4

2，160

　480

2，640

年度蜜初　i：東人投入稲

　　　i前年度庄内残稲
庄内稲
　　　i小計①

年度末
売田価
租稲

緬
i租

；小計②

庄内年間｝開田功稲

x　嵩　　雑支　出
@　　　　　小計　③

2β00

Q，177．6

S，《77．6

　0　　　1，000

V86　　　　　0

V86　　　1，000

490

X8

T88

（未確定）2，6400G④

（7場9）5，069．46，069．41，085．4

（o＋＠）一

（＠　一一　＠）

上納分
（駐米）

年度末
庄内二毛

り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
在
地
豪
族
が
一
括
賃
租
し
て
い
る
か
ら
そ
う
な
る
の
で
は

な
く
、
田
使
が
耕
作
農
民
の
組
織
の
あ
り
方
を
捨
象
し
て
庄
田
全
体
と
し
て
の
収

支
を
造
東
大
寺
司
に
報
告
し
て
い
る
か
ら
そ
う
な
る
、
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
た
だ
、
以
上
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
、
桑
原
庄
に
お
い
て
庄
田
耕
作
に
農
民
が

い
か
な
る
形
で
組
織
さ
れ
て
い
た
か
を
こ
の
丁
丁
か
ら
は
ま
っ
た
く
あ
き
ら
か
に

し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
以
下
、
庄
券
面
上
の
稲
の

動
き
（
第
三
表
）
を
追
う
と
い
う
こ
と
を
て
が
か
り
に
、
田
使
が
い
か
な
る
方
式
で

農
民
を
耕
作
に
組
織
し
て
い
た
か
、
に
つ
い
て
解
明
し
た
い
。

　
第
三
表
の
う
ち
、
ま
ず
注
意
し
た
い
の
は
勝
宝
七
年
度
で
あ
る
。
こ
の
年
は
新

規
開
田
が
な
く
既
耕
躍
の
経
営
の
み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
既
耕
田
経
営
が

い
か
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
を
み
る
良
い
て
が
か
り
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
勝
宝
七
年
度
春
に
は
前
年
度
残
響
に
東
人
投
入
の
稲
が
く
わ
え
ら
れ
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

二
〇
〇
束
余
の
稲
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
年
度
の
支
出
、
す
な
わ
ち

春
以
降
秋
収
に
い
た
る
ま
で
の
期
間
に
要
し
た
費
用
は
開
発
が
お
こ
な
わ
れ
て
お

ら
ず
し
た
が
っ
て
開
田
功
稲
の
必
要
が
な
い
か
ら
雑
用
稲
の
七
八
0
束
余
の
み
で
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あ
る
。
そ
う
な
る
と
四
二
〇
〇
余
束
か
ら
七
八
○
余
束
を
さ
し
ひ
い
た
三
四
〇
〇
余
束
は
一
体
何
に
も
ち
い
ら
れ
た
の
か
が
問
題
に
な
る
。
も

し
年
無
必
要
支
出
が
雑
用
稲
の
み
で
あ
る
な
ら
前
年
度
残
稲
の
み
で
ま
に
あ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
春
晴
東
人
の
稲
が
大
量
に
投
入
さ
れ
全
体

と
し
て
四
二
〇
〇
束
の
稲
が
準
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
雑
用
稲
を
の
ぞ
い
た
三
四
〇
〇
余
束
は
不
必
要
な
浮
い
た

稲
で
は
な
く
、
い
い
か
え
れ
ば
倉
に
つ
ま
れ
た
ま
ま
に
終
っ
た
稲
で
は
な
く
、
こ
の
年
度
の
春
な
い
し
夏
に
何
か
の
費
用
に
支
出
さ
れ
秋
に
地

子
と
と
も
に
倉
に
も
ど
っ
た
稲
と
み
な
す
以
外
に
な
く
な
る
。
こ
の
費
用
の
内
容
で
あ
る
が
既
耕
田
三
二
町
を
耕
作
す
る
農
民
た
ち
に
農
料
1
1

質
料
と
し
て
か
し
だ
さ
れ
た
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
勝
宝
七
年
度
の
場
合
三
二
町
の
既
耕
田
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
年

度
当
初
に
三
四
〇
〇
束
は
最
低
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
耕
田
一
町
当
り
ほ
ぼ
一
〇
五
束
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

数
字
は
弘
仁
公
営
田
、
近
江
国
愛
智
庄
庄
佃
、
と
い
っ
た
九
世
紀
に
お
い
て
営
田
経
営
の
方
式
を
と
っ
て
い
る
経
営
の
営
料
が
町
別
一
〇
〇
～

＝
一
〇
東
で
あ
る
の
と
ほ
ぼ
同
一
の
数
字
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
以
上
の
勝
宝
七
年
度
の
稲
の
動
き
の
解
釈
が
た
だ
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
経
営
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
田
使
が

耕
作
農
民
を
組
織
す
る
そ
の
あ
り
方
は
、
耕
作
岩
が
み
つ
か
ら
営
料
を
準
備
し
秋
時
に
地
子
を
田
使
に
上
納
す
る
と
い
う
経
営
（
一
般
的
に
賃

租
経
営
と
い
わ
れ
て
い
る
）
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
た
異
質
の
経
営
す
な
わ
ち
駆
使
が
予
料
を
準
備
し
そ
れ
を
投
入
し
て
耕
作
農
民
を
組
織

す
る
と
い
う
経
営
（
二
般
的
に
営
田
経
営
と
い
わ
れ
て
い
る
）
と
し
て
把
握
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
勝
宝
七
年

度
以
外
の
年
度
で
こ
の
見
方
が
成
り
た
ち
う
る
か
否
か
で
あ
る
。
以
下
第
三
表
に
そ
く
し
て
、
そ
れ
を
み
て
い
ぎ
だ
い
。

　
1
　
勝
宝
六
年
度

　
東
大
寺
は
勝
宝
六
年
度
に
大
伴
氏
よ
り
、
内
部
に
既
耕
田
を
ふ
く
ん
だ
一
〇
〇
町
の
地
を
買
得
す
る
。
東
大
寺
の
庄
園
に
な
っ
た
初
年
度
の

勝
宝
六
年
に
は
初
年
度
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
評
言
、
大
規
模
な
開
発
の
た
め
の
費
用
、
お
よ
び
庄
経
営
遂
行
の
た
め
の
諸
設
備
を
確
保
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
め
の
庄
内
雑
用
稲
、
を
大
量
に
必
要
と
し
た
が
、
そ
れ
に
は
東
人
の
投
入
し
た
稲
四
七
〇
〇
束
が
も
ち
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
年
度
の
秋

収
時
に
は
田
田
に
だ
さ
れ
た
九
町
分
の
租
と
地
子
が
確
保
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
上
納
さ
れ
る
こ
と
な
く
次
年
度
営
料
と
し
て
庄
内
に
留
保
さ
れ
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る
。　

2
　
勝
宝
七
隼
度

　
こ
の
年
度
は
前
年
度
の
開
発
の
成
果
が
あ
っ
て
、
黒
田
は
三
二
町
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
前
年
度
残
稲
の
み
で
は
営
料
が
不
足
す

る
の
で
あ
り
、
年
度
当
初
に
再
び
東
人
の
稲
が
投
入
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
投
入
さ
れ
た
東
人
の
稲
と
先
年
度
質
料
と
を
あ
わ
せ
た
四
二
〇
〇

束
余
で
は
三
二
町
に
達
し
て
い
た
庄
田
を
維
持
し
て
い
く
だ
け
で
精
一
杯
で
あ
り
、
開
田
功
稲
を
支
出
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の

た
め
に
こ
の
年
度
は
開
発
が
ま
っ
た
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
秋
収
時
に
は
、
年
度
当
初
に
投
入
さ
れ
た
営
料
の
圏
収
と
租
・
地
子

分
の
確
保
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
田
津
の
も
と
に
六
〇
〇
〇
東
口
の
稲
が
確
保
さ
れ
た
が
、
勝
宝
六
年
度
と
同
様
に
租
・
地
子
の
上

納
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
収
穫
が
あ
れ
ば
、
次
年
度
の
予
定
売
建
増
三
二
町
の
営
料
三
三
〇
〇
～
三
四
〇
〇
束
を
確
保
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

租
・
地
子
分
の
一
部
は
上
納
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
上
納
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
立
論
後
間
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
営
田
経
営
を
安

定
的
に
お
こ
な
い
う
る
だ
け
の
庄
内
蓄
稲
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

　
3
　
勝
宝
八
年
度

　
勝
宝
六
・
七
両
年
度
は
庄
の
創
設
期
と
い
う
こ
と
で
、
東
入
の
稲
が
計
七
八
○
○
束
余
庄
外
か
ら
投
入
さ
れ
、
ま
た
こ
の
両
年
度
の
地
子
・

租
は
上
納
さ
れ
る
こ
と
な
く
庄
内
に
留
保
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
新
開
田
の
増
加
、
そ
れ
に
み
あ
う
耕
作
営
料
の
庄
内
蓄
積
、
と
い
う

庄
経
営
の
安
定
・
発
展
の
た
め
の
基
盤
づ
く
り
は
い
ち
お
う
完
成
し
た
と
し
て
よ
い
。
そ
の
結
果
が
、
こ
の
八
年
度
妾
初
に
お
け
る
既
耕
田
面

積
三
二
町
、
開
発
・
耕
作
営
三
六
〇
〇
〇
東
、
の
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
立
庄
三
年
目
に
し
て
外
部
か
ら
の
稲
に

た
よ
る
こ
と
な
く
、
庄
内
蓄
積
稲
の
み
で
開
発
・
耕
作
営
料
を
ま
か
な
い
う
る
体
綱
が
で
き
上
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
み
あ
っ
て
、

秋
収
時
に
は
は
じ
め
て
租
分
と
地
子
分
の
上
納
が
な
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
外
面
的
に
は
庄
経
営
は
軌
道
に
の
っ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
際
上
は
庄
全
体
の
荒
廃
化
が
す
で
に
明
確
に
あ
ら
わ

れ
は
じ
め
て
い
る
。
こ
の
八
年
度
か
ら
翌
九
年
度
に
か
け
て
、
庄
山
面
上
で
の
不
自
然
な
操
作
お
よ
び
上
納
分
の
未
進
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
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初期庄園の経営（丸山）

は
す
で
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
立
庄
初
年
度
の
勝
宝
六
年
に
お
け
る
急
激
な
耕
地
拡
大
に
き
わ
め
て
無
理
が
あ
り
（
の
ち
に

溝
の
大
規
模
改
修
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
水
利
系
統
に
無
理
な
負
担
が
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
、
そ
れ
が
六
年
度
新
開
田

の
み
な
ら
ず
大
伴
氏
以
来
の
田
地
に
も
否
定
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
庄
全
体
の
収
量
低
下
を
ま
ね
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
糊
塗
す
る
た

め
の
操
作
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
収
量
低
下
の
程
度
で
あ
る
が
、
九
町
七
反
の
荒
廃
と
い
う
庄
券
面
で
の
記
載
を
て
が
か
り
に
推

定
し
て
み
る
と
、
九
町
七
反
か
ら
上
納
さ
る
べ
き
租
と
地
子
は
ほ
ぼ
九
一
〇
束
で
あ
り
、
そ
れ
に
投
入
さ
れ
た
営
料
は
｛
〇
二
〇
束
ほ
ど
で
あ

⑲る
。
つ
ま
り
両
者
の
合
計
一
九
〇
〇
束
余
が
こ
の
年
度
の
庄
全
体
で
お
こ
っ
た
減
収
分
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
田
使
（
蛍
称
乙

麻
呂
）
は
こ
の
減
収
分
を
庄
面
上
の
荒
廃
田
・
新
開
田
同
面
積
記
載
と
い
う
虚
偽
記
載
で
一
〇
〇
〇
束
、
上
納
分
の
一
部
未
進
で
九
〇
〇
束
余

を
う
か
す
こ
と
で
カ
バ
ー
し
、
な
ん
と
か
次
年
度
営
子
分
五
〇
〇
〇
証
言
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
4
　
勝
宝
九
年
度

　
勝
洋
弓
～
八
年
度
の
庄
の
年
間
収
支
決
算
は
、
年
の
あ
け
た
二
月
に
庄
券
作
成
と
い
う
形
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
勝
宝

九
（
宝
字
元
）
年
度
の
場
合
、
年
内
の
一
一
月
つ
ま
り
耕
作
農
民
か
ら
の
収
納
完
了
直
後
に
庄
券
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
聖
堂
に
は
造

東
大
寺
司
へ
の
上
納
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
年
度
の
上
納
が
す
ん
で
い
な
い
時
点
で
の
仮
報
告
と
い
う
異
例
の
形
を
と
っ
て
い
る
。

収
納
情
況
に
つ
い
て
み
る
と
、
荒
廃
・
新
開
と
も
に
四
町
九
反
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
年
度
の
場
舎
も
、
お
そ
ら
く
煕
町
九
反
分
程
度
の
減
収

が
あ
り
、
そ
れ
を
第
一
に
庄
券
面
に
お
け
る
荒
廃
田
と
新
開
田
の
同
面
積
記
載
に
よ
り
、
第
二
に
「
依
負
百
姓
逃
走
、
進
器
品
自
使
曽
称
連
乙

　
　
⑳

万
呂
身
」
と
あ
る
よ
う
に
田
使
自
身
の
負
担
に
よ
り
補
填
し
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
一
一
月
を
も
っ
て
、
乙
万
呂
は
桑
原
庄
か
ら
姿
を
け
す
。
勝
愚
答
・
九
両
年
度
の
庄
経
営
の
不
振
の
着
任
を
と
わ
れ
、
減
収
分

の
一
部
を
負
担
さ
せ
ら
れ
た
う
え
で
田
使
を
解
任
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
乙
万
呂
解
任
の
の
ち
の
処
理
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
が
安
都

雄
足
と
生
江
東
人
で
あ
る
。
雄
足
は
ま
ず
九
年
度
の
租
・
地
子
の
上
納
を
な
す
必
要
が
あ
っ
た
。
上
納
は
庄
に
集
積
さ
れ
て
い
る
七
一
〇
〇
束

の
稲
の
う
ち
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
次
年
度
営
料
を
控
除
し
て
も
、
上
納
分
に
必
要
な
量
は
存
在
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
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＝
一
月
に
な
っ
て
雄
足
は
解
を
造
東
大
寺
司
に
お
く
り
、
　
「
今
年
秋
節
雨
風
頻
起
、
所
佃
之
田
、
悉
皆
叢
書
、
収
穫
之
稲
、
錐
有
数
員
、
不
健

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

其
実
、
一
束
古
米
四
升
以
下
三
升
以
上
　
、
傍
不
便
春
挙
」
と
し
て
上
納
に
た
え
ら
れ
な
い
情
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
表

面
的
に
み
る
と
、
こ
の
年
度
は
四
町
九
反
分
の
荒
廃
を
計
上
す
る
こ
と
で
庄
の
収
支
が
と
に
も
か
く
に
も
つ
り
あ
っ
て
お
り
、
九
町
八
反
の
荒

廃
を
計
上
し
た
前
年
度
に
く
ら
べ
荒
廃
化
に
　
定
の
歯
ど
め
が
か
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
現
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
荒
廃
化
は
む
し

ろ
庄
域
全
体
に
広
が
り
、
収
納
稲
の
黒
質
が
お
ち
こ
む
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
営
門
を
投
入
し
開
発
・
耕
作
を

組
織
し
て
も
、
耕
田
の
荒
廃
化
が
進
行
し
十
分
な
収
穫
は
あ
げ
ら
れ
ず
、
投
入
さ
れ
た
東
人
私
稲
を
く
い
つ
ぶ
し
つ
つ
縮
少
再
生
産
が
進
む
と

い
う
情
況
が
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
雄
足
は
上
掲
の
解
で
、
こ
の
九
年
度
の
荒
廃
情
況
を
秋
の
雨
風
と
い
う
一
時
的
要
因
に
い
ち
お
う
は
帰
し
て
い
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
の
よ

う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
庄
成
立
以
来
の
庄
田
の
あ
り
方
に
根
ざ
し
た
構
造
的
な
荒
廃
化
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

九
年
度
の
庄
券
の
だ
さ
れ
た
の
と
同
じ
日
付
で
、
蛸
足
は
東
人
と
の
連
署
で
、
溝
の
大
規
模
造
成
を
柱
と
し
た
根
本
的
な
庄
の
再
編
計
画
を
提

　
　
　
　
⑫

出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
溝
が
十
分
に
機
能
し
な
い
こ
と
に
も
と
つ
く
庄
全
域
で
の
荒
廃
の
進
行
に
庄
の
根
本
的
な
欠
陥
を
認
め
た
二
人
の
庄
再

建
策
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
5
　
宝
字
二
年
以
降

　
宝
宇
二
年
以
降
の
桑
原
庄
の
動
向
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
も
し
雄
足
ら
の
再
建
が
成
功
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
桑
原
庄
に
つ
い
て
の
何
ら

か
の
記
録
が
残
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
再
建
は
失
敗
し
、
庄
は
短
期
問
に
完
全
に
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
と

み
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
東
人
国
譲
を
七
〇
〇
〇
束
も
投
入
さ
せ
て
庄
の
開
発
・
耕
作
を
お
こ
な
っ
た
が
、
結
局
そ
れ
に
み
あ
う

収
穫
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
勝
宝
六
年
度
か
ら
宝
字
二
年
度
に
か
け
て
の
動
陶
を
ふ
ま
え
て
、
桑
原
庄
経
営
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
。
ま
ず
桑
原
庄
経
営
は
、

円
葉
大
寺
司
－
田
画
一
耕
作
農
民
と
い
う
形
で
の
組
織
が
な
さ
れ
、
そ
の
う
ち
田
使
は
耕
作
農
民
の
組
織
化
の
中
心
に
す
わ
る
と
と
も
に
、
庄
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初期庄園の経営（丸山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

田
の
地
子
分
と
国
分
と
を
最
低
限
確
保
し
て
上
納
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
そ
し
て
桑
原
下
庄
券
と
は
各
年
度
ご
と
に
田
使
が
地
子
分
・
租

分
確
保
の
情
況
に
つ
い
て
造
東
大
寺
司
に
報
告
し
た
文
書
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
庄
券
を
一
連
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
桑
原
庄
の
経

営
が
外
部
か
ら
の
大
量
の
現
稲
投
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
順
調
に
い
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
質
券
藤
の
虚
偽
記
載
に
よ
る
収
量
低
下
の

つ
じ
つ
ま
合
せ
、
上
納
分
の
未
納
と
い
っ
た
形
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
、
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
以
上
の
庄
券
の
性
格
か
ら
み
て
、
耕
作

農
民
が
い
か
な
る
形
で
庄
田
耕
作
に
組
織
さ
れ
て
い
る
か
は
直
接
的
に
は
庄
券
面
上
に
は
し
め
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
大
量
の
現
稲
が
田
使

の
も
と
に
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
現
稲
が
春
に
庄
田
耕
作
農
民
に
投
入
さ
れ
、
秋
収
時
に
租
・
地
子
分
と
と
も
に
回
収
さ
れ
て
い
る
と

み
て
よ
い
こ
と
、
か
ら
み
て
田
々
の
責
任
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
現
実
の
庄
経
営
は
、
一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
賃
租
経
営
で
は
な
く
、

田
主
側
が
営
料
を
準
備
す
る
営
鑓
経
営
の
範
疇
で
と
ら
え
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
庄
券
が
直
接
的
に
は
田
使
の
耕
作
農
民
の
組

織
の
あ
り
方
を
し
め
し
て
い
る
の
で
は
な
い
以
上
、
筆
使
が
す
べ
て
の
庄
田
耕
作
農
民
を
営
田
方
式
で
動
員
し
て
い
る
と
は
確
認
で
き
な
い
の

で
あ
り
、
営
料
を
う
け
ず
自
力
で
庄
田
耕
作
を
お
こ
な
う
農
民
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
勝
宝
七
年
度
の
ケ
ー
ス
で

要
旨
ほ
ぼ
一
〇
五
束
の
現
態
が
準
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
九
世
紀
の
営
田
経
営
（
公
営
田
・
元
慶
官
田
な
ど
）
の
町
共
営
料
が
一
〇
〇
～

＝
一
〇
束
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
個
々
の
ケ
ー
ス
は
別
と
し
て
、
全
体
的
に
田
使
は
営
田
経
営
の
体
制
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
よ
い
も
の
と

考
え
る
。

＠＠＠＠＠＠＠o
『
鮮
†
安
遺
文
隠
六
一
二
七
八
三
。

『
寧
楽
脇
児
文
』
よ
甲
巻
経
溶
踏
鞠
上
、
六
九
〇
頁
。

『
大
日
摩
古
文
露
東
大
寺
文
書
之
九
』
号
外
一
。

『
大
日
本
古
文
需
東
大
寺
文
書
之
九
』
号
外
一
　
。

『
大
日
本
古
文
雷
東
大
寺
文
書
之
二
』
五
〇
〇
。

「
越
前
国
桑
原
庄
券
を
め
ぐ
る
二
・
並
の
聞
取
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
九
五
号
）
。

『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺
文
欝
之
二
』
五
〇
一
。

『
大
日
本
古
文
書
編
年
文
需
陣
四
－
四
九
頁
。
大
伴
氏
か
ら
東
大
寺
へ
の
土
地

　
の
売
却
の
確
認
文
書
。

⑨
は
じ
め
に
譲
⑦
著
書
参
照
。

⑩
　
は
じ
め
に
識
①
論
文
参
照
。

⑪
第
一
表
に
つ
い
て
、
九
年
度
（
庄
券
第
四
）
に
は
欠
字
が
お
お
い
が
、
そ
の
復

　
元
は
奥
田
氏
論
文
（
本
章
註
⑥
）
に
し
た
が
っ
た
。
ま
た
、
八
年
度
に
つ
い
て
は
、

　
記
載
数
字
に
く
い
ち
が
い
の
あ
る
部
分
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
奥
田
氏
論

　
文
に
も
と
づ
き
処
理
を
し
た
。

⑫
　
本
章
註
⑥
論
文
。
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⑬
は
じ
め
に
註
②
論
文
。

⑭
こ
の
点
に
つ
い
て
、
か
つ
て
筆
者
自
身
が
こ
の
奥
田
氏
の
論
に
も
と
づ
き
、
五

　
〇
〇
〇
束
の
蓄
積
さ
れ
た
現
稲
は
大
面
積
の
経
営
単
位
ご
と
に
投
入
さ
れ
、
そ
れ

　
を
営
料
と
し
て
大
規
模
分
割
経
営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
し
た
（
拙
稿
「
初
期

　
庄
園
の
形
成
と
展
開
」
第
一
章
、
『
日
本
史
研
究
隔
一
六
四
号
）
。
し
か
し
大
面
積

　
の
経
営
単
位
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
九
町
七
反
の
荒
廃
が
作
為
の
な
か
で
生
れ
た

　
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
こ
と
か
ら
み
ち
び
き
だ
す
の
は
誤
り
で
あ
っ
た
。

⑮
宗
章
註
⑫
参
照
。

⑭
　
爽
人
の
稲
三
＝
二
〇
束
が
勝
宝
七
年
度
の
ど
の
時
点
で
投
入
さ
れ
て
い
る
か
は

　
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
年
度
の
経
営
に
必
要
で
あ
る
か
ら
投
入
さ

　
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
春
時
す
な
わ
ち
耕
作
の
は
じ
ま
る
前
の
一
～
雀
月
段

　
階
で
投
入
さ
れ
た
と
み
る
以
外
は
な
い
。

⑰
　
こ
の
東
人
の
投
入
し
た
稲
に
つ
い
て
原
秀
三
郎
氏
は
東
人
が
あ
っ
か
る
官
稲
、

　
郡
稲
あ
る
い
は
造
東
大
寺
司
の
営
食
費
用
の
一
部
を
東
人
の
貴
任
で
支
出
し
た
も

　
の
と
さ
れ
る
（
問
氏
「
号
令
国
家
と
地
方
豪
族
」
同
氏
著
『
日
本
古
代
三
家
史
研

　
究
』
二
三
七
頁
）
。
　
し
か
し
も
し
宮
室
、
郡
稲
な
ど
が
投
入
さ
れ
て
い
る
の
な
ら

　
ぽ
、
九
世
紀
の
公
営
田
、
官
田
の
例
か
ら
み
て
も
返
却
が
何
ら
か
の
形
で
な
さ
れ

　
る
は
ず
で
あ
る
が
、
庄
券
面
か
ら
み
て
返
却
の
形
跡
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
の

　
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
稲
は
爽
人
の
私
擬
で
あ
っ
た
と
し
た
方
が

　
妥
当
と
考
え
る
。

⑱
　
三
二
町
の
租
、
地
子
の
分
は
三
二
四
〇
束
（
一
二
町
×
〔
八
○
東
（
地
子
）
＋

　
一
五
条
（
租
）
〕
＋
二
〇
町
x
〔
六
〇
束
（
地
子
）
＋
一
五
束
（
租
）
〕
）
で
あ
る
。

　
そ
の
う
ち
二
六
〇
〇
束
ほ
ど
の
上
納
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る
（
六
〇
〇
〇
東
一
三

　
四
〇
〇
束
）
。

⑲
租
・
地
子
に
つ
い
て
は
、
九
町
を
中
田
、
七
反
を
下
田
と
し
て
計
算
す
る
と
ほ

　
ぼ
九
一
〇
束
に
な
る
。
そ
し
て
営
料
は
町
別
…
〇
五
束
と
し
て
計
算
す
る
と
ほ
ぼ

　
一
〇
二
〇
束
に
な
る
。

⑳
第
四
庄
券
、
本
章
譲
⑤
。

⑳
　
天
平
宝
字
元
年
十
二
月
廿
三
日
越
前
国
使
等
解
　
（
『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺
文

　
磯
之
一
食
五
〇
二
）
。

⑫
　
天
平
宝
字
元
年
十
一
月
十
二
日
越
前
国
使
等
解
　
（
『
大
日
本
古
文
書
東
大
寿
文

　
欝
之
二
』
五
〇
一
）
。

⑱
　
現
存
の
史
料
に
よ
る
と
、
桑
原
庄
関
係
文
書
の
最
後
の
も
の
は
天
平
宝
字
二
年

　
三
月
二
日
越
前
国
司
夢
解
（
『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺
文
無
之
二
』
五
〇
五
）
で

　
あ
る
。
こ
の
文
書
は
官
物
勘
受
に
関
す
る
簡
単
な
文
書
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
不

　
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
前
年
宝
字
元
年
（
勝
宝
九
年
）
度
の
処
理
に
関
す
る
文

　
書
と
み
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
書
以
降
桑
原
庄
に
関
す
る
文

　
需
は
ま
っ
た
く
あ
ら
わ
れ
な
く
な
る
。

⑳
　
二
二
と
耕
作
農
厩
と
の
間
に
現
実
の
経
営
の
単
位
と
し
て
「
所
」
が
存
在
す
る

　
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
分
析
す
る
。

48 （224）

第
二
章
　
足
羽
郡
諸
庄
の
経
蛍

　
以
上
、
公
田
賃
租
的
経
営
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
た
経
営
方
式
を
と
る
も
の
と
し
て
桑
原
庄
経
営
を
と
ら
え
な
お
し
て
み
た
。
次
に
問
題

に
な
る
の
は
そ
れ
以
外
の
東
大
寺
諸
庄
の
経
営
の
あ
り
方
い
か
ん
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、
勝
宝
元
（
七
四
九
）
年
の
一
斉
野
瀬
で
成
立
し
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た
い
わ
ゆ
る
寸
秒
記
載
諸
庄
、
お
よ
び
坂
井
郡
の
早
耳
寄
進
墾
田
、
で
の
経
営
の
あ
り
方
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
次
章
で
み
る
こ
と
に
し
て
前
者
に
つ
い
て
、
道
守
、
栗
川
な
ど
足
羽
郡
に
あ
る
諸
庄
を
と
り
あ
げ
て
桑
原
庄
の
庄
経
営
と
の

対
比
で
み
て
い
ぎ
だ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
東
南
雄
文
書
中
に
あ
る
一
連
の
初
期
庄
園
関
係
文
書
中
に
は
足
羽
郡
諸
庄
の
経
営
の
あ
り
方
を
し
め
す
史
料
は
な
い
。
た
だ
、
正
倉
院
文
書

申
に
あ
る
宝
雪
見
（
七
五
八
）
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
一
連
の
文
書
（
造
石
山
嵐
所
関
係
の
紙
背
文
書
）
が
こ
れ
ら
諸
費
の
経
営
の
一
端
を
し
め
す

も
の
と
し
て
研
究
史
上
注
目
さ
れ
、
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
て
い
る
。
と
く
に
焦
点
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
　
「
所
」
ま
た
は
「
人
名
＋
所
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
④

に
つ
い
て
で
あ
り
、
近
時
で
は
室
野
信
男
、
松
原
弘
宣
、
藤
井
＝
一
諸
氏
の
分
析
が
あ
る
。
諸
茂
は
こ
の
一
連
の
文
書
に
あ
ら
わ
れ
る
秦
広
人

所
、
倭
画
師
池
守
所
、
な
ど
に
つ
い
て
、
耕
作
農
民
よ
り
地
子
稲
を
収
納
す
る
賃
租
経
営
の
主
体
と
し
て
と
ら
え
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
「
所
」
の

複
数
を
統
轄
す
る
「
産
業
所
」
な
い
し
「
庄
所
」
が
存
在
す
る
、
と
し
て
い
る
。

　
諸
氏
が
「
所
」
は
請
負
的
経
営
の
主
体
で
あ
り
、
か
つ
「
所
」
を
単
位
に
庄
園
の
経
営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
の
は
、
た
だ
し

い
と
考
え
る
。
た
だ
諸
氏
が
、
こ
の
一
連
の
史
料
を
八
世
紀
中
期
の
初
期
庄
園
に
お
け
る
経
営
形
態
は
賃
租
経
営
で
あ
る
と
い
う
通
説
的
前
提

に
た
っ
て
「
所
」
を
単
位
に
し
た
経
営
も
賃
租
方
式
で
あ
る
と
い
う
角
度
か
ら
一
貫
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
結

論
的
に
い
う
と
、
い
ま
ま
で
み
て
き
た
桑
原
庄
の
経
営
と
ま
っ
た
く
同
様
な
経
営
が
こ
こ
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
、
と
す
べ
き
で
あ
る
。
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

下
そ
の
観
点
か
ら
宝
字
三
（
七
五
九
）
年
四
月
八
日
生
江
息
難
解
を
中
心
的
な
素
材
に
、
こ
の
一
連
の
史
料
の
見
な
お
し
を
、
第
一
に
「
所
」
に

お
け
る
経
営
の
内
容
お
よ
び
そ
の
よ
う
な
内
容
に
規
制
さ
れ
る
「
所
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
第
二
に
「
所
」
と
庄
園
全
体
と
の
関
連
に
つ
い
て
、

の
二
点
か
ら
お
こ
な
っ
て
い
き
た
い
。

　
　
　
生
江
息
嶋
解
　
申
入
≧
所
物
勘
事

　
　
④

　
　
　
一
　
秦
廣
人
駈
勘
物
参
任
参
栢
染
拾
束
壱
把
騨
分
見
受
稲
単
寧
参
事
参
拾
参
東

　
　
　
　
　
代
物
板
屋
一
問
服
セ
敵
三
尺
薩
稲
弐
拾
束
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＠＠＠

碓
弐
要
戴
胴
蹴
棘
樋
壱
隻
服
㌔
一
敵
珊
択
　
直
稲
玖
束
壱
把
璋
分

廣
人
、
ま
年
米
壱
拾
表
、
此
者
稲
税
霊
入
且
申
最

借
貸
稲
弐
値
束
給
鼓
之
利
百
束
、
御
書
無
不
勘

倭
甕
師
池
守
所
物
勘
受
稲
弐
任
壱
傭
壱
拾
壱
束
、
見
受
、
　
但
御
宿
無
三
蓋
不
知
、

自
余
人
未
進
上

　
　
天
平
字
字
三
年
・
四
月
八
日
生
江
臣
息
嶋

更
解

池
守
所
稲
悪

佃
玖
町

蒔
種
取
十
斤
、
籾
七
斗
二
升
得
、
以
春
十
一
斤
、
米
得
四
斗
五
升
、
黄
砂
縣
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ま
ず
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
息
嶋
解
に
あ
ら
わ
れ
る
広
人
所
、
池
守
所
な
ど
「
所
」
に
そ
く
し
て
具
体
的
に
み
て
い
ぎ
だ
い
。

　
池
　
　
守
　
　
所

　
史
料
の
㊥
項
で
二
＝
一
束
の
稲
が
勘
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
の
関
連
で
桑
原
庄
券
勝
宝
九
年
度
（
第
四
庄
券
）
に
は
三
個
の
倉
（
そ

の
性
格
に
つ
い
て
は
後
述
）
に
蓄
積
さ
れ
た
稲
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
勝
宝
九
年
度
の
稲
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
他
の

年
度
に
く
ら
べ
や
や
異
例
で
あ
り
、
租
・
地
子
と
し
て
そ
の
年
度
に
上
納
す
べ
き
分
と
次
年
度
の
営
料
に
ま
わ
す
べ
き
分
と
の
両
者
を
ふ
く
ん

で
い
た
。
池
守
所
2
＝
＝
束
も
こ
れ
と
同
様
に
、
そ
の
な
か
に
当
年
度
租
・
地
子
分
と
次
年
度
営
々
と
を
ふ
く
ん
だ
稲
、
秋
収
時
に
耕
作

農
民
が
納
め
た
稲
全
体
と
み
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
は
史
料
末
尾
の
「
更
解
」
に
池
守
所
に
つ
い
て
「
蒔
種
取
」
と
「
西
春
」
と
が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
裏
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
が
籾
の
形
に
さ
れ
次
年
度
営
料
に
ま
わ
さ
れ
る
も
の
、
後
者
が
桑
原
庄
で
「
春

米
」
が
東
大
寺
へ
の
上
納
分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
も
租
・
地
子
分
と
み
て
よ
く
、
　
「
更
解
」
は
宝
字
二
年
度
勘
受
身
を
三
年
春
に
「
以

春
」
　
（
宝
字
二
年
度
租
・
地
子
分
）
と
「
蒔
種
取
」
　
（
三
年
度
営
料
）
と
に
区
分
し
た
段
階
で
、
二
年
度
収
穫
稲
（
軸
受
稲
）
の
品
質
の
予
想
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外
の
悪
さ
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
よ
う
に
み
た
場
合
、
　
「
曲
解
」
に
「
細
九
町
」
と
あ
る
の
も
注
意
さ
れ
る
。
結
論
的
に
い
っ
て
、
こ
れ
は
池
守
所
内
の
宝
字
二

年
度
魚
田
面
積
を
さ
す
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
で
あ
る
が
、
池
守
所
の
売
田
面
積
を
九
町
と
仮
定
し
、
桑
原
庄
の
経
営
に
お
け
る
支
出
の

計
算
式
を
適
用
す
る
と
、
編
曲
稲
一
＝
＝
束
1
1
「
以
春
」
八
五
五
束
（
宝
字
二
年
度
の
租
・
地
子
分
、
中
田
地
子
を
基
準
に
し
て
九
町
x
九

五
束
）
＋
「
蒔
種
取
」
一
二
五
六
束
（
翌
三
年
に
耕
作
農
民
に
営
料
と
し
て
支
出
す
べ
き
稲
が
九
四
五
束
〔
こ
れ
は
桑
原
庄
に
お
け
る
投
入
営

料
が
町
別
約
一
〇
五
束
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
求
め
た
〕
と
同
じ
く
翌
三
年
度
に
営
料
以
外
に
「
所
」
全
体
と
し
て
必
要
と
す
る
開
発
費
を
ふ
く

め
た
雑
費
三
一
一
束
と
を
合
計
し
た
も
の
）
、
と
い
う
あ
ま
り
無
理
の
な
い
計
鋒
式
が
成
り
た
ち
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
池
守
所
は
営
田
方
式
に
も
と
づ
い
て
経
営
が
な
さ
れ
て
い
る
一
個
の
経
営
単
位
で
あ
り
、
そ
の
内
部
に
は
既
耕
田
九
町
が
ふ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
把
握
し
う
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
次
の
史
料
も
み
て
お
き
た
い
。

　
　
謹
解
　
申
乞
納
未
上
稲
事

　
　
　
合
富
＝
白
十
六
束
六
把

　
　
　
　
見
定
七
十
五
束

　
　
　
　
未
二
首
一
紐
＝
果
六
把

　
　
　
　
右
稲
、
民
身
中
且
乞
納
井
未
令
乞
上
耳
、
具
状
、
謹
以
解
、

　
　
　
　
　
　
宝
字
四
年
三
月
廿
霞

　
　
　
　
　
　
　
豊
師
池
守

r
こ
れ
は
上
掲
史
料
の
一
年
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
宝
字
三
年
度
の
池
守
所
の
収
支
計
算
の
一
端
を
し
め
し
た
も
の
、
と
み
て
よ
か

ろ
う
。
内
容
は
一
三
六
束
が
上
納
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
手
も
と
に
は
七
五
東
の
み
が
あ
り
、
残
り
二
四
一
束
は
「
民
身
中
」
に
あ
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
宝
字
三
年
度
池
守
所
に
お
い
て
営
食
分
お
よ
び
租
・
地
子
分
の
未
収
が
発
生
し
、
決
算
晴
に
そ
れ
に
と
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も
な
う
上
納
分
の
不
足
が
三
一
六
東
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
、
そ
の
う
ち
の
七
五
束
は
上
納
し
う
る
が
残
り
は
十
三
収
の
ま
ま
耕
作
農
民
の
負

債
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
宝
字
二
年
度
で
は
収
穫
稲
の
品
質
の
悪
さ
が
問
題
に
な
り
、
ひ
き
つ
づ
い
て
三
年
度
に
は

未
進
が
生
ず
る
と
い
う
、
桑
原
庄
の
経
営
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
池
守
所
の
経
営
も
安
定
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
広
　
　
入
　
　
所

　
史
料
の
④
項
に
み
ら
れ
る
「
見
受
稲
」
は
池
守
所
に
お
け
る
「
勘
受
稲
」
す
な
わ
ち
宝
字
二
年
度
の
広
人
所
の
収
納
稲
に
該
当
す
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

あ
ろ
う
。
そ
し
て
池
守
所
を
基
準
に
す
る
な
ら
ば
、
広
人
所
の
宝
庫
二
年
度
の
売
田
面
積
は
お
よ
そ
一
四
、
二
町
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た

＠
項
に
つ
い
て
、
④
項
と
の
関
連
か
ら
み
て
次
の
◎
項
と
と
も
に
広
人
所
に
つ
い
て
の
項
目
で
あ
る
。
や
や
難
解
で
あ
る
が
、
こ
の
＠
項
に
つ

い
て
池
守
所
の
あ
り
方
と
対
比
さ
せ
つ
つ
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
る
。
ま
ず
「
去
年
米
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
前
年
度
す
な
わ
ち
宝
藤
野
年
度

の
米
を
さ
す
。
つ
ま
り
、
宝
字
二
年
度
の
広
人
所
の
収
支
決
算
に
際
し
、
宝
字
元
年
度
の
米
の
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
「
重
税
転
入
」

す
な
わ
ち
「
稲
税
」
に
す
べ
て
入
れ
た
、
と
し
て
い
る
で
あ
る
。
　
「
稲
税
」
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
池
守
所
の
場
合
と
合
せ
考
え
る

と
、
広
人
所
に
お
い
て
も
宝
髄
質
年
度
に
未
進
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
未
進
は
い
ち
お
う
翌
二
年
度
に
解
消
さ
れ
、
米
十
俵
を
「
稲
税
」

（
前
年
度
に
国
衙
な
い
し
造
東
大
寺
司
に
出
す
べ
き
分
の
意
味
で
あ
ろ
う
）
に
補
饗
し
た
こ
と
、
を
し
め
す
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以

上
の
推
測
が
た
だ
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
＠
項
か
ら
広
人
所
も
池
守
所
と
同
様
に
そ
の
経
営
は
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
⑳
項
に
つ
い
て
、
こ
の
「
借
貸
稲
」
に
つ
い
て
は
い
か
に
把
握
す
べ
き
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
あ
る
が
、
室
野
氏
の
主
張
の
よ
う

晦
造
東
大
寺
票
広
人
に
署
し
だ
し
た
も
の
（
形
の
う
え
で
）
で
あ
軌
そ
れ
を
広
人
が
出
挙
運
営
し
て
い
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
先

そ
れ
は
さ
ら
に
い
う
と
、
営
田
経
営
の
サ
イ
ク
ル
（
営
田
主
は
営
料
を
準
備
し
て
耕
作
を
組
織
し
、
収
穫
時
に
租
・
地
子
分
を
取
得
し
か
つ
画

料
を
も
回
収
し
次
年
度
営
料
に
ま
わ
す
と
い
う
サ
イ
ク
ル
）
と
な
ら
ん
で
、
現
地
の
庄
経
営
責
任
岩
に
借
貸
と
い
う
形
で
稲
を
あ
た
え
そ
れ
を

　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

出
挙
運
用
せ
し
め
る
サ
イ
ク
ル
も
存
在
し
そ
れ
が
⑳
項
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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勝
部
鳥
所

上
掲
の
息
註
解
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
が
、
　
「
所
」
の
一
つ
の
側
面
を
し
め
す
も
の
と
し
て
、
勝
部
忍
所
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
（
前
略
）

　
勝
部
烏
　
収
納
稲
四
百
束

　
　
右
、
件
稲
与
商
布
直
井
合
而
、
音
太
部
烏
万
呂
与
生
江
田
明
春
野
営
分
付
、
但
白
米
五
十
石
、
敦
賀
善
進
料
一
千
二
百
束
、
又
其
野
送
干
割
用
穎
稲
一

　
　
　
百
五
十
束
、
又
鳥
弾
倉
著
世
論
状
、
先
日
憶
意
已
詑
、
勿
推
問
宣
被
命
懸
志
加
婆
頗
新
田
買
、
頗
未
進
申
支
、
衡
如
此
報
尊
公
詑
、
滋
患
嶋
後
年
勘
知
已

　
　
　
謝
、
更
床
足
之
所
無
束
把
、

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
　
　
天
平
宝
字
四
年
三
月
廿
一
厩
道
守
徳
太
理

　
徳
太
理
（
床
飾
）
は
息
音
と
同
様
に
足
羽
郡
の
在
地
豪
族
で
あ
り
、
息
嶋
と
な
ら
ん
で
足
羽
郡
諸
庄
に
お
け
る
田
使
的
な
経
営
責
任
老
と
し

て
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
も
の
、
と
み
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
勝
部
烏
の
収
納
稲
と
い
つ
の
は
、
こ
の
文
書
自
体
が
宝
字
四
年

三
月
に
だ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
烏
が
三
年
度
分
と
し
て
上
納
し
た
稲
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
文
書
の

傍
線
部
分
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
は
勝
部
鳥
所
の
収
納
倉
が
虚
器
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
事
態
の
お
こ
っ
た
原
因
と
し
て
、
新
田
の
買
い
入
れ
費
用
の
多
さ
と
未
進
の
発
生
と
の
二
点
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
滞
納
と
は

形
の
上
で
は
収
納
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
せ
か
け
ら
れ
て
い
る
が
、
事
実
上
そ
れ
に
見
あ
う
だ
け
の
現
稲
が
確
保
で
き
て
い
な
い
と
い
う

事
態
を
さ
す
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
虚
誕
に
つ
い
て
は
、
先
に
み
た
桑
原
庄
の
場
合
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
数
字
操
作
な
ど
で
あ
る

程
度
ま
で
は
ご
ま
か
し
う
る
し
、
勝
部
鳥
も
そ
れ
を
お
こ
な
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
宝
字
四
年
春
に
三
年
度
分
四
百
束
を
上
納
し
た
と
こ
ろ
で

ど
う
し
て
も
四
年
度
営
営
が
確
保
で
き
な
く
な
る
と
い
う
事
態
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
不
審
に
お
も
っ
た
息
嶋
ら
の
尋
問
で
そ
の
ご
ま
か

し
が
あ
か
る
み
に
で
た
、
と
い
う
の
が
史
料
傍
線
部
分
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
勝
部
鳥
所
で
も
営
料
を
投
入
し
て
の
開
発
・
耕
作
は
順
調
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⑫

に
い
か
ず
、
ま
た
新
田
の
買
入
れ
も
お
こ
な
う
が
十
分
な
効
果
を
あ
げ
ず
、
営
料
の
未
回
収
や
地
子
の
未
納
と
い
う
事
態
が
お
こ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
以
上
、
池
守
、
広
人
、
鳥
な
ど
の
「
所
」
の
あ
り
方
を
み
て
き
た
。
全
体
と
し
て
、
足
羽
郡
諸
腰
に
お
い
て
、
支
配
取
綱
と
し
て
「
庄
所
」

1
「
所
」
と
い
う
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
の
関
連
で
坂
井
郡
桑
原
庄
に
つ
い
て
も
み
て
お
き
た
い
。

勝
宝
九
年
度
庄
券
に
よ
る
と
こ
の
年
の
収
納
稲
七
千
余
束
が
「
庄
所
西
一
板
倉
」
に
二
千
束
、
　
「
南
板
屋
」
に
三
千
八
百
東
、
　
「
北
板
屋
」
に

千
三
百
命
尽
、
分
散
収
納
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
足
羽
郡
諸
庄
が
庄
所
…
所
と
い
う
体
制
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
対
比
し
た
場
合
、

桑
原
庄
で
も
複
数
の
「
所
」
が
現
実
の
経
営
単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
当
然
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
「
板
屋
」
「
板
倉
」

は
庄
所
に
設
置
さ
れ
た
倉
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
倉
は
桑
原
庄
を
構
成
す
る
「
所
」
か
ら
あ
が
っ
て
く
る
稲
を
収
納
す
る
倉
と
し
て
の
機
能

を
も
っ
て
い
た
、
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
も
し
、
以
上
の
推
測
が
た
だ
し
け
れ
ば
、
桑
原
庄
は
既
耕
田
を
そ
れ
ぞ
れ
、
九
、
一
町
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

七
、
一
町
、
七
、
　
一
町
ふ
く
む
と
こ
ろ
の
三
箇
の
「
所
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
足
羽
郡
諸
国
と
桑
原
庄
と
は
基
本
的
に
同
一
構
造
を
も
つ
庄
園
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
両
者
に
お
け
る
庄
所
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

所
と
の
関
係
は
収
稲
機
構
一
所
と
そ
の
う
え
に
た
つ
統
～
的
な
勘
受
機
能
を
も
っ
た
輝
々
機
構
1
1
寸
翰
と
の
関
係
と
し
て
把
握
す
る
の
が
た
だ

し
い
も
の
と
考
え
る
。
さ
き
に
か
か
げ
た
生
江
息
嶋
解
に
も
ど
る
と
、
こ
の
解
は
庄
貴
任
者
の
一
人
（
桑
原
庄
と
ち
が
い
田
使
的
存
在
は
複
数

存
在
し
た
）
と
し
て
の
彼
が
各
年
度
の
庄
の
収
支
報
告
を
年
が
あ
け
て
次
年
度
耕
作
が
組
織
さ
れ
る
前
後
に
お
こ
な
っ
た
も
の
（
こ
の
点
で
は

桑
原
庄
と
ま
っ
た
く
同
じ
）
な
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
研
究
史
上
で
も
決
着
の
つ
い
て
い
な
い
問
題
の
一
つ
、
こ
れ
ら
一
連
の
文
書
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
ど
の
庄
園
で
あ
る
か
、
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

つ
い
て
み
て
お
く
。
従
来
、
①
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
道
守
庄
と
す
る
説
、
②
道
守
庄
を
ふ
く
め
た
東
大
寺
の
足
羽
諸
刃
全
体
と
す
る
説
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

③
東
大
寺
の
支
配
す
る
庄
園
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
安
都
雄
足
の
支
配
す
る
庄
園
と
す
る
説
が
だ
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
①
説
は
「
所
」
が
賃
租
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
　
「
所
」
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
稲
を
そ
の
年
度
の
租
・
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地
子
分
と
み
な
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
広
人
所
の
既
耕
田
面
積
三
五
町
、
池
守
所
二
二
町
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
だ
け
の
既
耕
田
面
積
を
も
つ
の
は

道
守
庄
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
広
人
所
と
池
守
所
の
既
耕
田
面
積
は
一
五
町
～
九
町
と
み
な
す

べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
な
ら
ぼ
必
ず
し
も
道
守
庄
で
は
な
い
他
の
庄
園
で
も
あ
り
う
る
面
積
で
あ
り
、
①
説
の
論
拠
は
な
り
た
ち
え
な
い
。
ま
た

③
説
に
つ
い
て
、
田
使
が
造
東
大
等
司
に
提
出
し
た
桑
原
庄
券
と
こ
の
息
嶋
解
が
こ
と
な
っ
て
お
り
、
と
く
に
同
じ
経
営
情
況
の
報
告
で
あ
る

と
は
い
え
、
桑
原
庄
券
が
全
庄
を
一
括
し
て
計
算
し
て
い
る
の
に
た
い
し
、
息
嶋
解
は
「
所
」
を
単
位
に
し
た
計
算
を
し
て
お
り
、
息
嶋
解
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
庄
園
が
東
大
寺
諸
庄
で
は
な
い
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
桑
原
庄
券
方
式
の
収
支
報
告
が
菓
大
寺
諸
豪
で
一
般

的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
愚
答
解
方
式
の
収
支
報
告
が
東
大
寺
諸
庄
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
し
、
さ

ら
に
息
男
解
以
下
こ
の
一
連
の
文
書
に
あ
ら
わ
れ
る
人
々
が
い
つ
れ
も
東
大
寺
諸
庄
に
ふ
か
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
か
ろ
う
。

さ
ら
に
②
説
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
難
点
は
な
い
が
き
め
手
は
や
は
り
な
い
。

　
全
体
と
し
て
ど
の
説
が
妥
当
で
あ
る
か
、
き
め
手
が
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
ぬ
。
し
か
し
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
一
連
の
史
料
で
し
め
さ

れ
る
庄
園
と
桑
原
庄
と
の
経
営
の
あ
り
方
は
、
営
田
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
　
「
所
」
を
単
位
に
し
た
経
営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

で
は
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
た
と
え
③
説
を
と
っ
た
に
せ
よ
、
道
守
庄
な
ど
を
ふ
く
ん
だ
足
羽
郡
の

東
大
寺
諸
庄
で
も
、
庄
所
－
所
と
い
う
支
配
体
舗
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
「
所
」
を
単
位
に
し
た
経
営
で
は
営
田
方
式
が
と
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
に
つ
い
て
は
動
か
な
い
も
の
と
み
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。

　
①
　
桑
原
庄
券
を
ふ
く
む
一
連
の
初
期
庄
園
関
係
文
書
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
　
　
　
　
⑥
　
　
『
記
録
本
古
文
書
編
年
文
欝
』
四
i
三
五
九
頁
。

　
「
八
世
紀
に
お
け
る
庄
園
の
形
成
と
展
開
一
東
大
寺
里
庄
の
場
合
1
」
（
『
徳
島
大

　
学
学
芸
紀
要
』
二
九
号
）
で
整
理
し
た
。

②
は
じ
め
に
譲
⑤
。

③
「
越
前
国
東
大
寺
領
荘
園
に
お
け
る
「
所
」
1
産
業
所
を
中
心
に
し
て
一
」
（
『
礒

　
本
史
研
虎
九
』
　
…
六
六
〔
号
）
。

④
は
じ
め
に
註
③
。

⑥
　
宝
字
四
年
三
月
廿
日
画
師
池
守
解
（
岡
四
一
四
一
四
頁
。
）

⑦
（
三
三
ゴ
～
三
束
・
工
二
一
一
束
）
x
九
町
。

⑧
　
室
野
氏
前
掲
論
文
。

⑨
　
こ
の
出
挙
の
対
象
は
か
な
ら
ず
し
も
当
該
の
田
地
に
か
か
わ
る
も
の
で
な
く
て

　
よ
い
。

⑩
　
こ
の
出
挙
稲
運
用
に
つ
い
て
は
恒
常
的
な
も
の
で
は
な
く
、
運
用
す
べ
き
稲
が
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現
地
に
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
た
と
え
ば
営
料
が
予
定
以
下
し
か
必
要
と
せ
ず

　
現
計
に
余
裕
が
で
き
た
場
合
に
の
み
、
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
可
能
性

　
が
あ
る
。
瓜
人
所
で
あ
ら
わ
れ
る
出
挙
稲
運
用
が
池
守
所
で
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い

　
の
も
、
そ
の
こ
と
を
し
め
す
。

⑪
　
同
四
一
四
一
五
百
ハ
～
四
一
六
｝
貝
。

⑫
こ
こ
で
の
新
田
買
入
れ
は
、
当
該
「
所
」
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
存
す
る
第
三

　
者
の
墾
田
の
買
入
れ
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
費
用
を
投
入

　
し
た
新
田
開
発
や
買
入
れ
も
灌
概
設
備
が
不
十
分
な
場
合
は
従
来
か
ら
の
田
地
を

　
も
ふ
く
め
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
桑
原
庄
で
み
た
通
り
で
あ
る
。

⑬
宝
字
元
年
度
の
桑
原
受
売
田
（
既
耕
田
）
を
三
二
、
三
町
と
し
て
計
算
し
た
。

⑭
　
藤
井
幾
前
掲
論
文
三
㈲
「
収
取
構
造
と
人
的
構
成
」
を
参
照
。

⑮
室
野
信
男
氏
、
藤
井
ご
一
氏
。

⑯
松
原
弘
宣
氏
。

⑰
　
小
口
雅
史
氏
「
安
都
雄
足
の
私
田
経
営
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
九
編
一
二
号
史
学

　
会
大
会
墾
口
記
事
）
。
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第
三
章
広
耳
寄
進
墾
田
の
経
営

　
次
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
広
耳
寄
進
墾
田
の
経
営
の
あ
り
方
で
あ
る
。
岸
氏
は
寄
進
以
後
の
広
耳
墾
照
で
は
広
耳
に
よ
る
一
括
賃
租
が
r

お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
造
東
大
寺
司
－
広
耳
－
耕
作
農
民
と
い
う
体
制
の
う
ち
広
耳
と
耕
作
農
民
と
の
聞
の
関
係
も
賃
租
の
関
係
と
み
な

し
う
る
の
で
あ
り
、
桑
原
庄
の
経
営
が
東
大
寺
が
耕
作
農
民
を
直
接
に
藻
貝
賃
租
方
式
で
組
織
し
て
い
る
の
と
対
照
的
な
経
営
方
式
を
と
っ
て

い
る
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
桑
原
庄
経
営
が
賃
租
方
式
を
と
っ
て
い
る
と
は
い
い
え
な
い
こ
と
は
さ
き
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ

ら
た
め
て
広
耳
寄
進
墾
田
の
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
み
な
お
し
て
い
き
た
い
。

　
広
耳
寄
進
墾
田
は
坂
井
郡
大
領
品
治
部
公
広
耳
が
宝
字
元
年
に
東
大
寺
に
寄
進
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
関
連
史
料
に
は
、
①
寄
進
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

際
の
田
地
坪
付
、
宝
字
元
年
閏
八
月
一
一
日
越
前
国
司
解
、
②
神
護
二
年
の
東
大
寺
諸
国
の
大
規
模
再
編
に
さ
い
し
こ
の
寄
進
田
が
一
円
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
た
と
き
の
坪
付
、
神
護
二
年
一
〇
月
二
日
越
前
国
司
井
東
大
寺
田
使
等
難
平
、
③
桑
原
庄
関
係
文
書
の
な
か
に
混
在
し
て
い
る
寄
進
時
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
地
子
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
文
書
、
宝
孚
二
年
正
月
＝
一
日
坂
井
郡
司
解
、
の
三
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
③
を
中
心
に
こ
の
一
〇
〇
町
に
の
ぼ
る
墾
田
の
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

　
　
右
、
被
虫
天
平
宝
字
元
年
九
月
十
四
日
豊
儒
、
寺
家
二
進
墾
田
一
百
町
之
地
子
進
上
蒲
、
謹
依
符
旨
可
進
、
錐
然
、
以
同
年
四
月
廿
臼
駈
進
、
此
以
同
年
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閏
八
月
廿
日
寺
使
所
遣
子
細
、
校
寺
家
田
定
畢
、
今
営
田
貴
賎
、
元
春
三
箇
月
之
問
、
苗
子
下
共
営
作
為
常
、
而
所
富
田
一
百
町
、
此
者
苗
子
下
畢
、
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
競
作
階
後
進
、
亦
寺
財
校
治
賜
時
後
、
以
是
元
年
之
地
子
所
進
不
堪
、
望
請
、
始
学
年
将
進
地
子
－
…
…
…
…
…
…
・
…

　
こ
の
解
状
は
造
東
大
寺
司
が
寄
進
田
の
宝
字
元
年
度
の
地
子
を
進
め
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
に
た
い
す
る
広
耳
の
返
答
と
し
て
だ
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
⑥

で
あ
る
。
従
来
の
研
究
史
を
み
る
と
、
吉
田
晶
、
吉
村
武
彦
、
荒
木
敏
夫
の
諸
琉
は
b
部
分
に
つ
い
て
、
東
大
寺
に
寄
進
が
な
さ
れ
た
宝
字
元

年
に
お
い
て
は
、
寄
進
以
前
で
あ
る
春
三
ヵ
月
の
間
に
田
主
た
る
広
帯
に
耕
作
農
民
が
対
価
を
支
払
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
姫
始
」
に
よ
る

耕
作
労
働
の
組
織
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
d
部
分
で
広
耳
は
宝
字
元
年
度
の
地
子
を
造
東
大
寺
司
に

上
納
で
き
な
い
、
と
の
べ
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
吉
村
氏
は
こ
れ
を
発
展
さ
せ
、
一
〇
〇
町
の
墾
田
に

つ
い
て
は
広
耳
時
代
に
は
賃
方
式
で
の
経
営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
が
東
大
寺
に
寄
進
さ
れ
て
か
ら
は
地
子
方
式
（
収
穫
後
に
収
穫
の
一
部

を
支
払
う
）
に
変
化
し
た
、
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
以
上
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
b
部
分
と
d
部
分
と
を
む
す
び
つ
け
て
解
釈
し
、
c
部
分
の
も
つ
意
味
お
よ
び
。
部
分
と
b
・

d
部
分
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
十
分
注
意
を
は
ら
っ
て
い
な
い
こ
と
、
第
二
に
こ
の
墾
田
は
賃
租
の
方
式
で
経
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
大
前
提

に
拘
束
さ
れ
て
い
る
た
め
も
あ
っ
て
b
・
c
両
部
分
に
あ
ら
わ
れ
る
「
寺
財
」
　
「
競
作
」
な
ど
の
用
語
の
意
味
の
ほ
り
さ
げ
と
い
う
点
で
不
十

分
さ
が
あ
る
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
以
下
、
こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
解
状
の
内
容
を
み
て
い
く
が
、
ま
ず
「
競
作
」
　
「
寺
財
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
c
部
分
を
と
り
あ
げ
、
ほ
り
さ

げ
て
み
た
い
。
最
初
に
「
競
作
」
に
つ
い
て
。
こ
の
用
語
は
b
部
分
に
も
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ
の
b
部
分
の
「
競
作
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、

　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

荒
木
・
吉
村
両
氏
は
耕
作
地
を
借
耕
す
る
に
あ
た
っ
て
の
耕
作
者
相
互
の
争
い
と
す
る
の
に
た
い
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
田
氏
は
営
田
主
体
相
互
の
耕
作
労
働

力
確
保
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
営
田
の
貴
賎
が
競
作
を
常
と
な
す
、
と
な
っ
て
お
り
、
営
田
の
貴
賎
と
い
う
表

現
か
ら
い
っ
て
こ
れ
を
借
耕
者
と
み
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
b
部
分
・
c
部
分
と
も
、
増
田
説
で
し
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
諸
礼
（
貴
賎
）
か

ら
成
り
た
つ
営
田
主
が
鼻
薬
者
の
確
保
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
る
、
と
す
る
の
が
「
競
作
」
の
内
容
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
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次
に
「
野
卑
」
に
つ
い
て
。
a
部
分
に
は
、
一
〇
〇
町
の
墾
田
に
広
覧
が
宝
字
元
年
の
一
～
三
月
段
階
で
借
馬
者
の
組
織
を
し
終
わ
っ
た
後

の
四
月
に
そ
の
田
地
の
東
大
寺
へ
の
寄
進
と
い
う
話
が
は
じ
ま
り
、
そ
の
年
の
八
月
に
確
定
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
。
部

分
は
こ
の
よ
う
に
中
途
の
時
期
に
寄
進
が
な
さ
れ
た
た
め
に
、
寄
進
対
象
に
な
っ
た
田
地
に
は
す
で
に
「
苗
子
」
が
く
だ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
、
さ
ら
に
「
早
旦
」
を
「
校
治
」
し
そ
れ
が
在
地
に
お
り
て
く
る
の
も
「
競
作
」
を
す
ぎ
た
後
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
C
部
分
に
あ
ら
わ
れ
る
「
寺
財
」
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
史
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
　
「
財
」
と
あ
る
の
で
田
地

耕
作
に
必
要
な
な
に
か
具
体
的
な
も
の
を
さ
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
　
「
寺
財
」
が
在
地
に
お
り
て
く
る
の
は
「
苗
子
」
を
く
だ
す
こ
と

が
完
了
し
た
後
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
か
ら
み
て
、
造
東
大
寺
司
が
寄
進
さ
れ
た
一
〇
〇
町
の
墾
田
を
営
田
方
式
で
経
営
し

て
い
く
際
に
必
要
な
経
費
一
年
間
営
料
、
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
　
「
校
讐
」
は
一
〇
〇
町
に
ど
れ
だ
け
の
営
田
が
必
要
か
を

確
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
墨
壷
」
を
営
田
経
営
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
し
た
場
合
、
C
部
分
全
体
の
意
味
は
無
理
な
く
把
握
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
C

部
分
で
広
耳
は
、
こ
の
墾
田
一
〇
〇
町
に
つ
い
て
は
、
営
田
方
式
つ
ま
り
営
料
を
準
備
し
て
そ
れ
で
耕
作
労
働
を
組
織
す
る
と
い
う
方
式
で
一

～
三
月
段
階
に
他
の
営
田
主
と
競
合
し
つ
つ
耕
作
を
組
織
（
「
聖
子
」
を
く
だ
す
）
し
お
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
東
大
寺
へ
の
田
地
寄
進
お

よ
び
造
東
大
寺
司
に
よ
る
営
料
の
準
備
と
投
入
は
、
退
蔵
の
こ
の
よ
う
な
組
織
化
完
了
の
後
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
c
部
分
を
以
上
の
よ
う
に
把
握
す
れ
ば
、
b
・
d
両
部
分
の
意
味
も
よ
り
明
確
に
な
る
。
ま
ず
b
部
分
は
墾
田
耕
作
は
田
主
が
王
臣
家
・
寺

社
で
あ
る
と
在
地
の
豪
族
、
農
民
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
春
三
箇
月
の
間
に
耕
作
労
働
力
を
営
料
を
投
入
し
て
組
織
す
る
の
で
あ
り
、
耕
作
労
働

力
の
確
保
を
め
ぐ
っ
て
は
営
田
主
相
互
の
間
に
競
合
状
態
が
発
生
す
る
の
を
常
と
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
広
耳
の
主
張
の
根
幹
を

な
す
の
が
d
部
分
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
造
東
大
等
司
の
営
料
準
備
以
前
に
自
か
ら
が
営
料
を
投
入
し
て
耕
作
労
働
を
組
織
し
た
以
上
そ
の
秋

に
お
い
て
室
料
を
回
収
す
る
の
は
も
と
よ
り
、
利
潤
分
で
あ
る
地
子
も
広
耳
に
取
得
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
造
東
大
寺
司
が
地
子
を
取
得
す
る
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の
は
、
造
東
大
寺
司
が
現
実
に
営
料
を
投
入
し
て
耕
作
を
組
織
す
る
こ
と
に
な
る
宝
鏡
二
年
度
か
ら
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
b
、

c
部
分
を
ふ
ま
え
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
③
史
料
の
分
析
か
ら
、
広
告
の
墾
田
に
つ
い
て
も
賃
租
方
式
に
よ
る
経
営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
み
る
の
で
は
な
く
、
桑
原
庄
や

足
羽
郡
諸
表
と
同
じ
よ
う
に
営
田
方
式
に
よ
る
経
営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
み
る
方
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
の

こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
寄
進
以
前
に
お
け
る
こ
の
墾
田
す
な
わ
ち
八
世
紀
中
期
の
在
地
豪
族
の
私
墾
田
、
の
経
営
情
況
、
お
よ
び
寄
進
以
後
の
造

東
大
寺
司
に
よ
る
経
営
情
況
に
つ
い
て
、
そ
の
特
質
を
み
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
ま
ず
広
耳
時
代
の
清
況
に
つ
い
て
、
史
料
①
に
記
さ
れ
た
一
〇
〇
町
の
墾
田
は
坂
井
郡
一
円
に
散
在
し
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
注
意

す
べ
き
は
、
そ
の
分
布
情
況
を
仔
細
に
み
れ
ば
、
一
定
以
上
の
虚
数
が
同
一
地
域
に
集
中
し
て
い
る
場
合
が
お
お
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

初期庄園の経営（丸山）

積

第四表⑨

所 i筆一面場

24町3反310歩44

11．　9．　03422

3．　5．　1257

5．　8．　058

　　　　　　　　鱒

13

西北二条九里を中心とし
た地域

西北十一条十四里を中心
とした地域

西北七条四黒および三里
の地域

東北二条五里六里および
三条五黒六黒地域

①

②

③

④

3．　5．　009

　　　　￥，

10西南一条四里の地域⑤

6．　4．　27610

3．　9．　1847

細枳村ご条三里四里の地
域　　　　　　　　＊＊

細枳下三条ご1里二黒の地
域　　　　　　　　＊＊

⑥

⑦

59．　5．　276工13計

な
わ
ち
、
西
北
二
条
九
里
を
中
心
に
し
た
一
地
域
に
四
四
筆
二
四
町
三
反
余
が

集
中
し
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
筆
数
に
し
て
七
筆
以
上
面
積
に
し
て
三

町
以
上
の
墾
田
が
集
中
し
て
い
る
箇
所
が
七
箇
存
在
し
、
そ
れ
ら
に
約
六
〇
町

の
墾
田
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
四
表
）
。
お
そ
ら
く
広
戸
墾
田
の
経
営

は
こ
れ
ら
の
墾
田
集
中
地
区
一
つ
一
つ
を
基
本
単
位
に
し
、
そ
の
基
本
単
位
ご

と
に
営
料
の
準
備
と
耕
作
農
民
の
組
織
化
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
散
在

墾
田
は
基
本
単
位
の
い
つ
れ
か
に
く
み
こ
ま
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
も
の
と

み
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
数
町
か
ら
二
十
町
程
度
ま
で
の
広
が
り
を
も
つ
一
つ
の
地
域
を

単
位
と
し
た
墾
田
の
開
発
と
経
営
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
坂
井
郡
で
は
広
耳

墾
田
に
か
ぎ
ら
ず
広
く
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
例
が
東
大
寺
寺
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三塁

雛一図

五里　　匹隠六里

七条

六条

五条

回 B
A

A

日
・

囚

斜線部分……口分田集中地域

A部分……東大寺寺田
B部分……広耳墾田

（子見学域）

図
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
北
六
条
五
里
を
中
心
に
口
分
田
と
寺
田
が
集
中
的
に
存
在
し
、

耳
墾
田
（
第
四
表
③
地
区
）
と
東
大
寺
寺
田
が
集
中
し
て
存
在
す
る
。

発
し
た
も
の
を
買
得
・
寄
進
な
ど
で
東
大
寺
が
手
に
い
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
か
ら
、

っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
前
掲
第
四
表
の
七
箇
の
地
域
も
奥
耳
単
独
で
は
な
く
、

農
民
暦
が
一
面
で
協
力
し
一
面
で
競
合
し
つ
つ
作
り
あ
げ
て
い
っ
た
臓
地
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

磁
で
あ
る
。
こ
の
寺
田
は
神
護
二
年
に
田
宮
庄
内
の
口
分
田
と
相
博
さ
れ
る
闘

で
、
勝
宝
元
（
七
四
九
）
年
か
ら
神
護
二
年
に
い
た
る
ま
で
の
間
に
在
地
の
豪
族

・
農
民
が
開
発
し
た
田
地
を
東
大
寺
が
買
得
、
寄
進
に
よ
り
手
に
い
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
八
箇
坪
四
町
二
反
余
の
集
中
し
た
墾
田
群
を
な
し

　
　
　
　
　
　
⑩

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
た
ん
な
る
切
り
そ
え
式
の
開
発
も
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
に
せ
よ
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
集
中
七
た
規
模
の
大
き
い
墾
田
開
発
が
公
田

部
分
外
部
で
在
地
の
豪
族
・
農
民
を
担
い
手
に
広
汎
に
進
行
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　

さ
ら
に
そ
れ
と
の
関
連
で
、
第
四
表
の
③
地
区
に
つ
い
て
も
注
輿
し
た
い
。

こ
の
地
区
は
東
大
寺
の
子
見
庄
に
近
接
し
て
存
在
す
る
。
子
見
庄
は
勝
宝
元
年

の
一
斉
野
占
に
よ
り
成
立
し
神
護
二
年
に
再
編
を
う
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

間
そ
の
庄
域
内
に
口
分
田
が
多
く
存
在
し
、
神
護
二
年
に
そ
れ
ら
口
分
田
が
庄

内
外
の
東
大
寺
寺
田
と
相
替
さ
れ
寺
田
化
す
る
こ
と
で
一
円
化
が
完
成
す
る
の

は
田
宮
庄
と
同
じ
で
あ
る
。
第
一
図
は
神
護
二
年
直
前
の
子
寸
寸
周
辺
の
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
か
ら
や
や
は
な
れ
た
七
条
三
里
、
四
里
に
広

　
　
そ
し
て
七
条
四
里
に
あ
る
東
大
寺
寺
照
は
在
地
の
豪
族
、
上
層
農
民
が
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
地
域
の
墾
田
開
発
は
少
く
と
も
二
つ
の
主
体
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
複
数
の
在
地
豪
族
・
上
層
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そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
公
田
部
分
外
部
に
お
け
る
開
発
・
経
営
の
展
開
を
さ
さ
え
る
労
働
力
は
共
同
体
内
の
一
般
班
田

農
民
層
が
主
力
を
な
し
て
お
り
、
彼
ら
は
開
発
・
営
照
の
労
働
力
と
し
て
動
員
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
共
同
体
内
の
か
ぎ
ら

れ
た
労
働
力
を
組
織
し
て
の
開
発
・
営
田
が
広
汎
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
労
働
力
の
確
保
を
め
ぐ
っ
て
組
織
す
る
側
一
開
発

・
営
田
主
体
の
側
、
相
互
に
対
立
も
あ
ら
わ
れ
る
し
、
ま
た
少
な
い
労
働
力
を
徹
底
的
に
利
用
し
よ
う
と
し
て
口
分
田
耕
作
に
も
支
障
を
き
た

す
よ
う
な
情
況
が
お
こ
っ
て
く
る
こ
と
が
当
然
考
え
ら
れ
る
。
ま
し
て
七
五
〇
年
代
に
な
る
と
中
央
の
王
臣
家
・
寺
社
が
在
地
の
豪
族
・
上
層

農
民
層
の
開
発
成
果
を
吸
収
す
る
形
で
進
出
し
て
き
て
お
り
、
以
上
の
よ
う
な
情
況
は
ま
す
ま
す
増
幅
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
史
料

③
の
b
部
分
に
み
ら
れ
る
営
田
主
相
互
の
緊
張
関
係
と
い
う
こ
と
は
そ
の
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
ま
た
神
護
元
（
七
六
五
）
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
律
令
政
府
は
墾
田
開
発
の
禁
止
令
を
だ
す
が
、
そ
の
な
か
で
「
天
下
諸
人
競
為
墾
田
、
勢
力
之
家
駈
使
百
姓
、
貧
窮
国
民
無
暇
自
存
」
と
い

う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
貴
賎
す
な
わ
ち
幅
広
い
諸
層
に
よ
る
開
発
と
営
田
の
展
開
が
従
来
の
共
同
体
内
の
班
田
を
中
心
と
し
た
労
働
力

配
置
を
変
質
さ
せ
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
態
が
坂
井
郡
だ
け
で
な
く
、
全
国
的
な
規
模
で
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
律
令
政
府
は
気
づ
き
、
そ
れ
へ

の
対
応
策
を
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
寄
進
以
後
に
お
け
る
広
々
墾
田
の
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
。
史
料
③
の
分
析
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
寄
進
直
後
に
東
大
寺
が
営
料

を
準
備
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
菓
大
寺
の
経
営
も
営
田
方
式
で
お
こ
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
さ

ら
に
い
う
と
、
寄
進
後
の
蛇
革
墾
田
の
経
営
に
つ
い
て
も
、
造
菓
大
寺
司
－
広
耳
－
耕
作
農
民
と
い
う
関
係
を
想
定
し
、
か
つ
造
東
大
寺
司
－

広
耳
の
関
係
を
一
括
賃
租
の
関
係
、
広
単
一
耕
作
農
民
の
関
係
も
賃
租
関
係
と
し
て
把
握
し
た
崇
氏
の
説
が
成
り
た
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

お
そ
ら
く
、
寄
進
後
に
は
田
使
が
任
命
さ
れ
、
造
東
大
寺
司
一
田
使
一
耕
作
農
民
と
い
う
体
制
が
、
広
耳
時
代
の
営
田
経
営
体
制
を
そ
の
ま
ま

ひ
き
つ
ぐ
形
で
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
田
使
は
営
料
を
投
入
し
て
農
民
を
組
織
し
、
造
東
大
寺
司
に
は
地
子
分
を
上
納
す
る
と
い
う
体

制
を
と
っ
た
も
の
、
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
①
　
『
寧
楽
遺
文
』
中
巻
七
〇
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
『
大
瞬
本
古
文
譲
東
大
寺
文
書
』
二
一
五
一
四
。
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③
『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺
文
書
睡
ニ
ー
五
〇
四
。

④
　
「
東
大
寺
領
越
前
庄
園
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
六
二
号
）
。

⑤
　
「
初
期
庄
園
に
お
け
る
労
働
力
編
成
に
つ
い
て
」
（
『
原
始
古
代
社
会
研
究
1
』
）
。

⑥
　
　
「
八
・
九
世
紀
の
在
地
社
会
の
構
造
と
人
民
」
（
『
歴
史
学
研
究
一
九
七
四
年
度

r吠

?
報
告
特
集
号
』
）

⑦
増
重
氏
は
じ
め
に
註
②
論
文
。

⑧
　
史
料
①
は
前
半
部
分
が
欠
失
し
て
お
り
、
現
実
に
は
一
七
二
筆
八
五
町
余
の
坪

　
付
が
遡
明
す
る
。

⑨
こ
の
表
は
岸
俊
男
氏
の
坂
井
郡
条
里
復
元
麟
（
暴
民
前
掲
霜
三
六
三
頁
）
に
準

　
拠
し
て
史
料
①
の
各
筆
の
分
布
情
況
を
確
定
し
、
計
算
を
お
こ
な
っ
た
（
復
元
図

　
の
図
示
は
省
略
）
。
な
お
表
中
の
＊
、
＊
＊
に
つ
い
て
、

　
＊
　
虫
損
の
た
め
面
積
の
よ
め
な
い
筆
が
多
く
、
こ
の
二
地
区
の
実
面
積
は
こ
れ

　
　
を
糟
当
上
ま
わ
る
。

　
＊
＊
　
細
枳
村
と
い
う
独
自
条
里
は
岸
氏
の
復
元
図
上
に
は
位
醗
づ
け
え
な
い
が
、

　
　
こ
の
両
地
区
が
そ
れ
ぞ
れ
一
群
の
墾
田
群
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い

　
　
な
い
。

⑩
前
掲
拙
稿
第
二
図
「
田
宮
庄
概
念
図
」
を
参
照
。

⑪
『
配
賦
ホ
紀
』
天
平
神
護
元
年
三
月
五
日
条
。
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第
四
章
　
初
期
庄
園
と
営
田
経
営
…
む
す
び
に
か
え
て
一

　
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
、
八
・
九
世
紀
の
庄
園
経
営
に
は
賃
租
経
営
と
営
田
（
直
営
）
経
営
と
の
二
つ
の
型
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
具

体
的
に
は
、
賃
租
経
営
と
は
耕
作
者
が
み
つ
か
ら
至
尊
を
準
備
す
る
こ
と
で
収
穫
の
大
半
を
取
得
し
、
収
穫
の
五
分
一
程
度
の
価
稲
を
耕
地
所

有
者
に
上
納
す
る
経
営
で
あ
り
、
営
田
経
営
と
は
「
経
営
の
主
体
が
耕
地
所
有
者
で
あ
っ
て
、
全
収
幣
物
が
彼
に
帰
し
、
耕
作
者
は
…
…
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

剰
余
分
を
耕
地
所
有
者
に
よ
っ
て
直
接
収
取
さ
れ
る
」
経
営
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
八
世
紀
申
期
の
東
大
寺
の
越
前
諸
庄
の
経
営

は
こ
の
二
つ
の
う
ち
賃
租
経
営
の
方
式
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
み

た
通
り
で
あ
る
。

　
し
か
し
前
章
ま
で
の
分
析
で
、
越
前
諸
庄
お
よ
び
広
耳
墾
田
の
経
営
の
特
質
は
営
田
主
側
の
津
料
準
備
に
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
に
な
っ
た

と
考
え
る
。
そ
の
点
で
こ
れ
ら
経
営
を
賃
租
の
方
式
と
い
う
こ
と
で
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
直
営
（
営
田
）
方
式
と
し
て
と

ら
え
る
以
外
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
田
主
側
の
営
料
負
担
と
全
収
穫
物
の
田
主
側
取
得
と
の
二
点
を
指
標
に
し
た
直
営
方
式
の
範
疇
の
み
で

は
、
営
田
主
が
営
料
を
準
備
し
そ
の
思
料
を
も
ち
い
て
個
別
経
営
が
欝
欝
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
れ
ら
の
諸
庄
の
経
営
を
と
ら
え
き
れ
な
い
こ
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と
も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
み
て
お
き
た
い
の
は
吉
田
黒
氏
の
佃
（
営
田
）
経
営
論
で
あ
る
。

　
吉
照
氏
は
「
佃
経
営
の
本
質
的
形
態
を
、
佃
所
有
者
乃
至
そ
の
代
理
者
に
よ
る
監
督
の
も
と
に
単
純
協
業
を
中
心
と
し
て
営
む
も
の
と
規
定

し
、
こ
れ
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
佃
耕
作
者
の
自
家
労
働
力
を
中
心
と
し
た
個
別
経
営
を
考
え
、
両
者
の
矛
盾
の
展
開
の
い
く
つ
か
の
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
類
型
的
に
把
握
す
る
」
と
し
た
う
え
で
、
佃
を
初
期
佃
、
請
作
佃
、
書
役
佃
、
平
田
佃
の
四
段
階
に
区
分
す
る
。
そ
し
て
、
初
期
偬
に
つ
い

て
、
そ
の
典
型
を
弘
仁
公
営
田
に
も
と
め
「
正
長
の
監
督
下
に
単
純
協
業
を
主
と
す
る
経
営
が
い
と
な
ま
れ
、
労
働
力
に
た
い
し
て
は
食
料
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

び
佃
功
を
給
し
、
全
収
祝
物
に
対
す
る
佃
所
有
者
の
所
有
管
理
権
を
み
と
め
る
し
経
営
で
あ
る
と
し
、
請
作
佃
に
つ
い
て
は
そ
の
典
型
を
元
慶

官
田
に
も
と
め
「
佃
経
営
が
個
別
経
営
に
委
ね
ら
れ
、
佃
経
営
主
は
営
料
を
支
給
し
て
一
定
の
収
入
を
得
る
に
止
ま
り
、
公
定
穫
稲
数
と
の
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

額
は
個
別
経
営
主
の
所
有
に
帰
す
る
」
経
営
で
あ
る
と
す
る
。

　
吉
国
民
の
こ
の
と
ら
え
方
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
営
田
（
佃
）
経
営
に
つ
い
て
営
田
主
側
の
撮
要
準
備
を
営
田
主
側
の
全
収
博
物
取
得
に

そ
の
ま
ま
結
び
つ
け
る
、
す
な
わ
ち
耕
営
主
体
は
営
田
主
で
あ
り
、
そ
こ
で
働
く
農
民
は
た
ん
に
駆
使
さ
れ
る
労
働
力
（
有
償
・
無
償
い
つ
れ

に
せ
よ
）
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
固
定
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
否
定
し
、
営
料
を
営
田
主
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
個
別
経
営
が
そ
の
営
料

を
も
ち
い
て
耕
営
の
主
体
と
な
る
よ
う
な
経
営
の
方
式
、
そ
の
際
経
営
の
結
果
と
し
て
生
み
だ
さ
れ
る
収
穫
稲
に
つ
い
て
も
「
佃
所
有
者
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

元
的
な
所
有
管
理
権
も
存
在
し
な
い
」
方
式
、
を
も
営
田
方
式
の
一
環
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
営
田
方
式
を
よ
り
幅
の
広
い
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
従
来
の
賃
租
・
営
田
（
直
営
）
の
二

区
分
法
の
枠
の
な
か
に
は
お
さ
ま
り
き
れ
な
か
っ
た
越
前
諸
念
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
経
営
の
方
式
を
営
田
方
式
の
な
か
に
位
置
づ
け
う
る
（
吉

田
氏
の
い
う
請
作
佃
）
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
越
前
諸
善
の
経
営
方
式
を
営
閣
方
式
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
吉

田
氏
説
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
で
て
く
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
分
析
し
、
か
つ
そ
れ
を
通
し
て
八
・
九
世
紀
の
営
田
経
営
の
あ
り
方
全
体

に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
吉
田
愚
説
の
第
一
の
問
題
点
は
、
八
世
紀
中
期
の
庄
園
経
営
は
賃
租
方
式
を
主
軸
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
営
田
方
式
は
八
世
紀
宋
に
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な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
定
説
を
そ
の
ま
ま
ひ
き
つ
い
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
八
世
紀
中
期
の
庄
園
経
営
は
吉
田
氏
の
観
点
か
ら
い
っ
て
営

温
方
式
の
範
疇
に
ふ
く
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
営
田
経
営
は
八
世
紀
末
に
な
っ
て
は
じ
め
て
展
開
し
て
い
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
は

今
ま
で
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

　
吉
田
氏
説
の
第
二
の
問
題
は
、
初
期
佃
を
九
世
紀
前
半
の
弘
仁
公
営
田
で
代
表
さ
せ
、
請
作
佃
を
九
世
紀
後
半
の
元
慶
官
田
で
代
表
さ
せ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
弘
仁
公
営
田
に
つ
い
て
い
う
と
、
太
宰
府
は
公
営
田
の
計
画
に
さ
い
し
中
田
の
標
準
穫
稲
量
で
あ
る
町
雨
落
〇
〇
東
（
肥

後
国
は
四
六
〇
束
）
の
収
奪
と
い
う
こ
と
を
設
定
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
太
宰
府
が
全
収
重
心
の
収
奪
を
前
提
と
し
た
営
田
計
画
を

た
て
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
官
田
（
屯
蘭
）
経
営
の
推
移
と
の
対
比
で
考
え
て
み
る
。

　
官
田
は
畿
内
に
設
置
さ
れ
た
供
御
食
料
田
で
あ
る
。
そ
の
経
営
法
は
養
老
田
令
馬
丁
条
に
は
「
凡
官
闘
応
レ
役
レ
丁
隠
処
、
毎
レ
縦
笛
内
省
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

預
准
二
来
年
所
レ
種
色
目
、
及
増
段
多
少
↓
依
レ
式
料
レ
功
、
申
レ
官
支
配
、
…
…
其
田
司
、
年
別
相
替
、
年
終
省
校
訓
量
収
穫
多
少
貼
附
レ
考
選
疑
」

と
な
っ
て
お
り
、
宮
内
省
が
直
接
田
司
を
派
遣
し
経
営
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
経
営
方
式
は
神
護
景
雲
二
（
七

六
八
）
年
を
境
に
変
化
す
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
集
解
』
役
丁
条
の
釈
説
に
引
用
さ
れ
て
い
る
同
年
二
月
二
八
日
官
符
に
「
営
⇒
造
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

田
↓
令
三
当
時
長
官
一
人
↓
主
当
為
か
佃
、
町
別
定
二
稲
五
百
束
一
也
」
と
あ
る
。
こ
の
官
符
に
よ
り
、
こ
の
年
に
官
田
経
営
の
主
体
が
国
司
に

移
行
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
よ
り
注
意
し
た
い
の
は
営
田
主
側
が
取
得
す
べ
き
稲
が
五
百
束
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
そ
れ
と
関
連
し
て
、
延
喜
民
部
省
式
に
「
凡
官
田
者
…
…
薄
紅
種
掛
稲
量
産
一
百
五
十
束
、
所
獲
連
子
五
百
束
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
営
料

も
固
定
し
て
い
る
。
こ
の
営
料
の
固
定
化
の
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
収
穫
稲
の
固
定
化
と
同
時
期
と
み
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、

景
雲
二
年
以
後
の
官
田
経
営
に
お
い
て
は
、
経
営
責
任
者
は
国
司
で
あ
り
、
か
つ
薬
料
と
収
穫
稲
は
固
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
問
題
は
景
雲
二
年
以
前
の
経
営
方
式
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
で
あ
る
。
ま
ず
収
穫
稲
に
つ
い
て
は
収
量
の
多
少
が
獄
司
の
考
課
の
対
象
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
、
諸
要
因
に
よ
り
収
蚤
は
変
動
す
る
が
収
穫
稲
の
す
べ
て
が
営
田
主
側
に
取
得
さ
れ
る
体
欄
に
な
っ
て

い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
種
料
に
つ
い
て
は
「
依
式
地
盛
」
と
あ
り
こ
れ
に
つ
い
て
『
集
解
』
所
引
の
古
記
で
は
「
依
レ
式
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料
レ
功
、
農
作
二
一
画
一
人
功
若
干
、
定
義
也
」
（
町
別
の
人
功
が
若
干
と
き
め
ら
れ
て
い
る
）
、
釈
説
で
は
「
依
レ
式
料
レ
功
、
式
別
式
也
」
（
式
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

別
式
を
さ
す
）
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
景
雲
二
年
以
後
に
お
け
る
よ
う
に
明
確
に
営
料
が
固
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
定

の
範
囲
は
規
定
さ
れ
て
い
た
に
せ
よ
必
要
に
応
じ
た
営
料
の
投
入
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
全
体
と
し
て
、
景
雲
二
年
を
境

に
官
田
の
経
営
は
必
要
に
応
じ
た
営
料
の
投
下
と
全
収
穫
物
の
収
奪
と
い
う
体
制
か
ら
、
固
定
的
な
営
料
の
投
下
と
固
定
的
な
穫
稲
の
収
奪
と

い
う
体
制
に
移
行
し
た
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
景
雲
二
年
以
後
に
お
け
る
五
〇
〇
束
の
穫
稲
と
い
う
の
は
、
上
田
の
標
準
穫
稲
量
に
同
じ
で
あ
り
、
耕
作
者
は
全
収
穫
物
を
ほ
ぼ
全
部
営
蹟

勘
弁
に
取
得
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
点
で
は
景
雲
二
年
以
前
と
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
情
況
で
あ
っ
た
可
能
性
が
つ
よ
い
。
し
か
し
、

重
要
な
の
は
高
い
と
は
い
え
耕
作
者
の
上
納
す
べ
き
量
が
固
定
し
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
耕
営
の
主
体
が
個
別
経
営
に
移
行
す
る
条
件
を
作

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
固
定
化
が
営
料
の
固
定
化
お
よ
び
営
田
主
体
の
国
衙
へ
の
移
行
と
あ
わ
せ
て
お
こ
っ
て
い
る
と
こ
ろ

が
ら
み
て
、
こ
の
景
雲
二
年
の
段
階
で
県
営
主
体
の
個
別
経
営
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
初
期
佃
の
方
式
か
ら
畑
作
佃
の
方
式
へ
の
移
行
が
な
さ

れ
た
も
の
、
と
み
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。

　
弘
仁
公
営
国
に
も
ど
る
と
、
こ
こ
で
の
情
況
は
神
護
二
年
以
降
の
官
田
と
基
本
的
に
同
じ
清
況
に
あ
る
と
考
え
る
。
太
宰
府
が
穫
熱
量
を
四

〇
〇
束
と
い
う
こ
と
で
固
定
的
に
計
算
し
て
い
る
の
は
、
公
営
四
の
耕
鋤
は
個
別
経
営
に
ゆ
だ
ね
、
そ
こ
か
ら
高
躍
層
の
穫
稲
を
収
奪
す
る
こ

と
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
の
で
あ
り
、
決
し
て
全
収
腰
物
の
収
奪
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
公
営

田
の
経
営
も
講
作
佃
の
範
疇
で
と
ら
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
吉
野
氏
説
の
第
三
の
問
題
は
、
第
一
第
二
の
問
題
と
深
く
か
か
わ
る
が
、
八
世
紀
中
期
段
階
の
営
田
経
営
の
よ
り
豊
か
な
展
開
を
見
落
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、
景
雲
二
年
以
前
の
官
田
経
営
は
初
期
佃
の
方
式
と
し
て
把
握
し
う
る
。
ま
た
そ
れ
以
後
の
宮
田
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
営
料
・
上
納
量
が
固
定
化
し
て
い
る
点
で
請
作
佃
の
一
つ
の
形
態
と
し
て
把
握
し
う
る
。
さ
ら
に
八
世
紀
中
期
の
越
前
の
初
期
庄
國
に
お
い

て
は
営
田
主
は
営
料
を
投
入
し
て
地
子
分
を
取
得
し
て
お
り
、
こ
れ
を
諸
作
佃
の
一
つ
の
形
態
と
し
て
把
握
し
う
る
。
つ
ま
り
、
八
世
紀
中
期
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に
は
営
田
経
営
は
よ
り
豊
か
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
全
収
要
物
の
収
奪
と
い
う
方
式
を
と
る
初
期
佃
か
ら
、
標
準
穫
稲
量
の
収
奪
か
ら

地
子
分
収
奪
に
い
た
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
を
ふ
く
ん
で
い
る
請
作
佃
に
い
た
る
ま
で
が
、
同
時
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
吉
田
評
説
を
ふ
ま
え
て
営
田
経
営
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
①
営
田
経
営
は
営
田
主
が
営
料
を
投
入
し
、
し
た
が
っ
て
秋
収
時
に
は

そ
の
営
名
分
を
ふ
く
め
て
耕
作
農
民
か
ら
収
奪
す
る
経
営
で
あ
る
。
②
吉
田
氏
を
の
ぞ
く
と
一
般
的
に
種
子
農
料
の
営
田
主
側
負
担
と
全
収
唐

物
の
営
田
主
側
の
取
得
と
を
営
田
経
営
の
指
標
と
し
て
い
る
が
、
営
田
経
営
の
指
標
は
種
子
農
料
（
営
料
）
の
営
田
主
側
負
担
と
い
う
点
に
の

み
も
と
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
③
収
穫
物
の
営
田
主
側
取
得
に
つ
い
て
は
、
全
収
黒
物
の
取
得
か
ら
地
子
分
取
得
に
い
た
る
ま
で
大
き

な
幅
が
あ
り
、
こ
れ
は
吉
田
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
営
田
主
と
そ
の
も
と
に
お
け
る
耕
作
農
民
と
の
矛
盾
の
展
開
と
し
て
と
ら
え
う
る
。
④
吉
田

氏
の
営
田
経
営
の
四
段
階
区
分
の
う
ち
、
初
期
佃
と
請
作
佃
が
営
田
経
営
の
本
来
的
な
段
階
の
経
営
で
あ
り
、
理
念
的
に
は
前
者
か
ら
後
者
へ

の
展
開
と
い
う
こ
と
が
貫
ぬ
か
れ
る
が
、
現
実
の
問
題
と
し
て
は
八
世
紀
中
期
に
は
後
者
が
広
汎
に
展
開
し
て
お
り
、
し
か
も
営
田
主
の
取
得

分
が
前
者
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
も
の
か
ら
地
子
分
相
当
取
得
に
い
た
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
存
在
す
る
。
⑤
八
世
紀
中
期
の
東
大
寺

の
越
前
諸
庄
、
お
よ
び
広
耳
な
ど
在
地
豪
族
の
大
規
模
墾
田
も
賃
租
の
方
式
で
は
な
く
、
営
田
の
方
式
そ
の
う
ち
で
も
請
作
佃
の
方
式
で
経
営

さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
営
田
経
営
を
規
定
し
た
う
え
で
、
八
世
紀
中
期
段
階
の
越
前
諸
庄
お
よ
び
広
耳
墾
田
の
経
営
に
つ
い
て
ま
と
め

を
お
こ
な
っ
て
お
き
た
い
。

　
①
、
桑
原
庄
お
よ
び
足
羽
郡
諸
鐙
（
そ
れ
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
勝
宝
元
年
の
一
斉
野
占
で
成
立
し
た
諸
庄
）
に
つ
い
て
は
、
④
各
庄
園
に
お

け
る
経
営
お
よ
び
収
納
の
基
本
単
位
は
「
所
」
で
あ
り
、
　
「
所
」
は
そ
の
内
部
に
墾
田
、
乗
開
地
、
他
者
墾
陽
を
ふ
く
み
、
そ
の
責
任
者
に
は

在
地
の
豪
族
な
い
し
は
中
央
派
遣
の
下
級
宮
僚
が
な
っ
て
い
る
。
◎
「
所
」
を
単
位
と
し
た
開
発
・
経
営
は
営
田
主
で
あ
る
東
大
寺
が
営
料
を

準
備
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
個
別
経
営
と
し
て
の
農
民
を
開
発
・
経
営
に
組
織
し
て
い
く
、
と
い
う
方
式
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
⑳
各
「
所
」

内
の
既
耕
田
は
判
明
す
る
か
ぎ
り
で
は
九
～
一
七
町
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
開
発
な
い
し
は
他
者
墾
田
の
買
入
れ
と
い
う
こ
と
で
蓄
積
さ
れ
て
い
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初期庄園の経営（丸肉）

く
。
㊥
各
「
所
」
を
庄
園
全
体
と
し
て
統
轄
し
て
い
る
の
は
庄
所
で
あ
り
、
庄
所
の
責
任
者
が
田
使
（
複
数
の
場
合
も
あ
る
）
で
あ
り
．
田
使

は
「
所
」
を
通
じ
て
耕
作
農
民
を
組
織
し
、
造
東
大
寺
司
に
た
い
し
て
庄
田
の
地
子
を
上
納
す
る
義
務
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
四
点
に
ま
と

め
う
る
体
制
を
と
っ
た
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
②
、
広
耳
墾
田
に
つ
い
て
、
寄
進
以
前
の
広
聴
墾
田
は
共
同
体
内
部
に
お
け
る
在
地
豪
族
の
大
規
模
墾
田
経
営
の
典
型
例
と
し
て
把
握
し
う

る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
経
営
は
営
田
経
営
の
形
を
と
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
寄
進
後
に
お
い
て
も
、
傍
耳
に
か
わ
っ
て
営
田
主
に
な
っ

た
東
大
寺
が
十
時
に
営
料
を
準
備
す
る
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
寄
進
後
の
体
制
も
、
造
西
大
寺
司
一
田
使
（
庄
所
）
一
所
i
耕
作
農
民

と
い
う
、
桑
原
庄
、
足
羽
郡
諸
庄
に
み
ら
れ
る
の
と
基
本
的
に
は
同
じ
体
制
を
と
っ
て
い
た
、
と
み
て
よ
い
。

　
③
、
以
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
経
営
形
態
で
は
、
営
田
主
（
ま
た
は
そ
の
代
理
人
と
し
て
の
駆
使
）
は
準
備
し
た
営
料
を
も
ち
い
て
個
別
経

営
を
耕
作
に
組
織
し
、
次
年
度
分
の
営
料
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
出
品
に
対
応
す
る
地
子
相
当
額
を
利
潤
と
し
て
確
保
す
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
。
こ
の
経
営
は
営
田
経
営
、
と
く
に
請
作
佃
段
階
の
営
田
経
営
と
し
て
把
握
し
う
る
。
従
来
の
研
究
史
が
越
前
諸
庄
や
広
耳
墾
田
に

代
表
さ
れ
る
八
世
紀
中
期
の
初
期
庄
園
お
よ
び
在
地
豪
族
の
墾
田
の
経
営
方
式
を
賃
稚
の
方
式
と
し
て
把
握
し
て
き
た
こ
と
は
、
以
上
の
こ
と

か
ら
い
っ
て
あ
や
ま
り
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
④
、
以
上
の
よ
う
に
み
る
こ
と
で
、
従
来
八
世
紀
中
期
の
庄
園
の
経
営
は
賃
組
の
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
夕
照
経
営
の
方
式
を
と

っ
て
い
る
九
世
紀
の
庄
園
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
両
者
き
り
は
な
さ
れ
て
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
根
本
的
な
見
な
お
し
を
せ
ま

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
研
究
史
で
は
八
世
紀
の
庄
園
か
ら
九
世
紀
の
庄
園
へ
の
移
行
は
、
経
営
面
に
お
い
て
は
賃
租
経
営
か
ら
営
照
経

営
へ
の
移
行
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
把
握
す
る
と
、
営
田
経
営
は
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
庄
園
経
営

上
で
は
成
立
し
て
く
る
と
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
（
事
実
研
究
史
上
で
は
そ
う
な
っ
て
い
る
）
、
　
そ
れ
は
原
秀
三
郎
琉
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
「
（
農
民
に
と
っ
て
）
す
で
に
よ
り
有
利
な
関
係
と
し
て
の
賃
租
が
権
利
と
し
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
以
上
、
逆
行
的
な
も
の
と
い

　
　
　
　
　
　
⑪

わ
ざ
る
を
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
八
世
紀
中
期
以
後
九
世
紀
に
か
け
て
は
、
百
姓
墾
田
の
蓄
積
（
開
発
の
進
行
）
お
よ
び
塩
・
材
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木
な
ど
社
会
的
分
業
面
で
の
諸
生
産
活
動
が
め
ざ
ま
し
く
な
っ
て
い
く
時
点
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
一
般
的
に
農
民
高
層
が
庄
田
耕
作
に
さ
い

し
自
分
で
営
料
を
準
備
で
き
て
い
た
の
に
で
き
な
く
な
り
、
津
料
を
営
田
主
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
逆
行
現
象
の
存
在
を
想
定
す

る
の
は
い
か
に
も
無
理
が
あ
る
。
そ
の
点
で
八
世
紀
中
期
の
庄
園
の
経
営
を
営
田
経
営
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
こ
の
展
開
過
程
を
賃
租
経

営
か
ら
営
照
経
営
へ
の
移
行
と
い
う
不
自
然
な
過
程
と
し
て
で
は
な
く
、
営
田
経
営
そ
の
も
の
の
展
開
過
程
と
し
て
と
ら
え
う
る
こ
と
に
な
り
、

不
自
然
な
事
態
を
想
定
す
る
必
要
は
な
く
な
る
し
、
か
つ
そ
の
こ
と
が
八
世
紀
庄
園
と
九
世
紀
庄
園
と
の
統
一
的
な
把
握
の
不
十
分
さ
を
克
服

す
る
第
一
歩
に
な
り
う
る
も
の
と
考
え
る
。

　
そ
の
よ
う
に
み
て
き
た
場
合
、
当
然
こ
の
展
開
過
程
す
な
わ
ち
開
発
・
社
会
的
分
業
満
面
で
の
活
動
の
展
開
の
な
か
で
の
耕
作
農
民
の
個
別

経
営
と
し
て
の
成
長
に
も
と
つ
く
営
田
主
（
庄
園
主
）
と
耕
作
農
民
と
の
間
の
矛
盾
の
展
開
、
の
具
体
的
な
清
況
が
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
八
世
紀
中
期
の
庄
園
経
営
が
営
田
経
営
と
し
て
把
握
し
う
る
こ
と
の
確
認
に
と
ど
め
、
そ
れ
以
後
に
つ
い

て
は
別
に
考
え
た
い
。
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①
　
菊
地
康
明
氏
『
臼
本
古
代
土
地
所
有
の
研
究
騙
五
一
～
五
二
頁
。

②
　
　
「
佃
経
営
に
関
す
る
一
∵
三
の
聞
題
」
（
『
魚
澄
先
生
古
稀
記
念
国
史
学
論
叢
』

　
所
…
収
）
七
六
＝
貝
。

③
　
同
上
論
文
七
七
一
頁
。

④
　
同
上
細
濁
文
七
六
九
｝
貴
。

⑤
同
上
論
文
七
六
七
頁
。

⑥
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
律
・
令
義
解
』
一
一
四
頁
。

⑦
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
令
集
解
躁
三
七
九
頁
。

⑧
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
交
替
式
弘
仁
式
延
葛
式
』
五
七
四
頁
。

⑨
本
章
註
⑦
に
岡
じ
。

⑩
宮
田
（
屯
田
）
お
よ
び
初
期
庄
園
の
経
営
と
関
連
し
て
、
公
田
の
経
営
に
つ
い

　
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
　
鎌
田
元
一
氏
は
「
公
田
賃
租
制
の
成
立
」
　
（
『
日
本
史
研

究
脳
　
～
三
〇
号
）
に
お
い
て
、
養
老
田
子
公
田
条
の
大
宝
令
文
に
は
蝋
送
太
政

官
」
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
公
田
賃
租
の
地
子
稲
は
令
鋼

当
初
よ
り
一
貫
し
て
太
政
官
の
費
用
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ

る
こ
と
を
論
じ
て
い
く
な
か
で
、
大
倭
国
正
税
帳
を
も
ち
い
て
、
確
保
さ
れ
た
地

子
稲
穀
が
太
政
宮
に
納
め
ら
れ
る
に
い
た
る
ま
で
の
全
体
的
な
動
き
を
、
屯
田
稲

穀
の
動
き
と
対
比
さ
せ
つ
つ
分
析
し
、
①
毎
年
の
地
子
稲
は
収
納
と
阿
隣
に
す
べ

て
軽
貨
に
交
易
し
、
あ
る
い
は
春
米
と
し
て
太
致
官
に
送
進
ず
る
の
で
は
な
い
こ

と
、
②
双
納
さ
れ
た
地
子
稲
は
魍
司
の
管
理
の
も
と
に
お
か
れ
、
一
定
の
必
要
量

に
応
じ
て
京
進
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
そ
の
湯
翻
は
属
衙
に
お
い
て
正
税

と
は
区
別
さ
れ
て
貯
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に

み
ら
れ
る
地
子
稲
の
動
き
、
す
な
わ
ち
一
旦
国
司
の
も
と
に
蚊
国
育
が
集
中
さ
れ

る
こ
と
、
お
よ
び
残
稲
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
燭
司
（
個
衙
）
を



田
使
（
庄
所
）
と
読
み
か
え
て
み
れ
ば
あ
ぎ
ら
か
な
よ
う
に
、
東
大
寺
の
越
前
諸

庄
に
お
け
る
収
穫
稲
の
動
き
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
官
（
屯
）
田
の

経
営
方
式
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
鎌
田
氏
は
大
倭
国
正
翌
旦
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

竜
田
曇
霞
に
関
し
て
、
①
屯
田
の
稲
穀
は
収
穫
後
ひ
と
ま
ず
国
衙
の
倉
に
駁
納
さ

れ
る
こ
と
、
②
京
進
は
太
政
官
符
を
う
け
た
厩
部
省
の
命
令
で
お
こ
な
わ
れ
る
が

稲
田
の
す
べ
て
が
善
進
さ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指

摘
に
も
と
つ
く
と
、
官
（
屯
）
国
経
営
は
、
田
使
が
営
料
の
投
下
、
段
収
お
よ
び

京
進
の
結
節
点
に
位
置
す
る
と
い
う
基
本
的
に
は
初
期
庄
園
と
同
じ
方
式
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
初
期
庄
園
、
官
（
屯
）
国
、
公
圃
が
同
じ
経
営
方

式
を
と
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
公
国
の
経
営
も
現
実
に
は
営
田

の
方
式
を
と
っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
の
可
能
性
が
浮
び
上
っ
て
く
る
。
系
譜
的
に

み
て
も
公
田
と
官
（
屯
）
田
の
起
源
は
令
制
前
の
屯
倉
・
園
荘
に
も
と
め
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
か
つ
鎌
田
氏
が
大
宝
二
（
七
〇
二
）
年
以
前
の
公
国
に
つ
い
て
は
田

　
頒
が
中
央
か
ら
派
過
さ
れ
経
営
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
が
、
そ
れ
以
後
つ
ま
り
大

　
宝
令
に
よ
り
そ
の
任
務
が
國
司
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
「
直
中
と
賃
租

　
経
営
と
の
差
は
あ
れ
、
　
（
大
宝
令
制
下
の
屯
田
と
）
同
様
な
形
態
が
浄
御
原
令
舗

　
下
の
公
田
に
お
い
て
も
存
在
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
　
（
同
上
論
文
八
八
頁
）

　
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
の
組
織
形
態
の
親
近
性
も
存
在
す
る
。

　
　
以
上
の
点
か
ら
、
公
田
の
経
欝
は
令
制
下
に
お
い
て
は
官
（
屯
）
田
経
営
と
収

　
納
量
で
は
大
き
な
差
異
を
も
ち
つ
つ
も
、
現
実
の
経
営
で
は
営
田
方
式
を
と
っ
て

　
い
た
こ
と
で
は
共
通
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
を
否
定
で
き
え
な
い
も
の
と
考
え

　
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
賃
租
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
よ
り
多
角
的
な
分
析

　
を
し
な
い
と
結
論
は
で
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
可
能
性
の
指
摘
の
み
に
と
ど

　
め
、
後
考
を
ま
ち
た
い
。

⑪
　
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
農
民
の
動
向
」
（
『
賑
本
史
研
究
』
六
五
号
）
七
頁
。
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　　　　　　　　　　　　The　ldea　and　the　Reality　on　the　Turn

　　　　　　from　the　y磁鋸元Dynasty　to　the　Ming明Dynasty：

　　　　　　　　　the　case　of　the　Yimen　Zheng’fami正y義「τ！ゴ賃区氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　Danjo

　　In　1366，　disentangling　the　chaos　at　the　ekd　of　the　Yuan　Dynasty，

Zhbl　Yuan－xhang朱元璋founded　the　M圭ng　Dynasty．　He　depended　upolI

the　landlord　class　inノ’iangnan江南．　They　supPlied　the　human　resources

and　the　materiai　support　for　the　birth　of　Ming　Dynasty．　But　after

that，　in　order　to　affirm　the　power　of　the　Dynasty，　the　government

oppressed　the　landlords．　ln　five　scandals，　tliousands　of　landlords　were

purged．

　　Nevertheless，　it　was　indispensable　condition　for　the　rule　to　cooperate

with　landlords．　So　whole　of　the　landlords　could　not　be　neglected．

There　existed　the　coltfiict　between　the　idea　and　t’ne　reality　of　the

Ming　Dynasty，　represented　by　Zhu　YuaR－zhang．

　　Taking　up　the　Yi立nen　Zheng　family　ih　JinhMa金華，　we　examine　what

the　landlord’in　J2angnan　w．　as　and　how　it’　reflected　on　the　regime

gf　MiBg　Dynasty　in　the　goursg　of　the　change　from’Yuan　to　’IV（ing

Dynasty．

　　　　　　The　Management　of．　Early．Manors　：　tlie．case　of　the

　　　　　　　　　　　Manors　・ef　T∂4σ甥東大寺in．Echizen越前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yukihiko　Maruyama

　　It　has　been　so　far　said　that　the　manors　of　T6daiji　in　Echizen　ln　．the

Mid－8th　century　were　sharecropped　lands．　But　we　can　regard　the

management　of　Kuwabara－no－sh6桑原庄in　Sakai一．aun坂井郡as　the　direct

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（326）



oRe，　if　we　investigate　tke　management　reports　which　were　drawn　up

by　Tatsuhai田町，　the　agent　of　T6daljl，　and　tell　us　the　fiuctuation　of

the　yleld　and　of　the　number　of　rice　fields　owned　by　T6daijl．　This　is

true　of．the　manors　of　T6daiji　in　Asuwa－gun足羽郡，　such　as　Chimori－

no－sh6道守庄，　because　the　Sho所，　the　unit　of　exploitation　and　manage－

ment　of　those　manors，　was　managed　directly．　Furthermore，　the　manors

of　Hiromimi広耳，　a　powerful　family　in　Sakai・gun，　were　also　under

Hlromini’s　direct　control．

　　Consequently，　it　may　be　said　the　early　manors　in　the　mid－8th　century

were　on　the　whole　managed　directly．

Luthers　Auffassung　vom　laRdesfUrstlichen

　　　Widerstandsrecht　gegen　den　Kaiser

von

Ryoichi　Nagata

　　Das　verfassungsgeschichtliche　Ergebniss　der　deutschen　Reformation

ist　die　Entstehung　des　Landeskirchentums．　lm　Verlauf　von　der　landes－

fUrstlichen　EinfUhrung　der　Reformation　＄tand　Luther，　der　sich　immer

als　fuhrendester　Theolog　mit　ihren　theologischen　BegrUndung　befaBte，

drel　groBe　theoretlsche　Probleme　bevor　：　1）　die　Ablehnung　des　Papsttums，

2）　die　Gewahrung　des　landesfUrstllchen　Kirchenregiments　und　3）　die

Bewilligung　seiner　Landeshoheit　gegen　den　Kaiser．　Obwohl　“ihm　die

“Allerpriestertums一”　und　“Notblschofstheorle”　bald　leicht　die　erste

und　zweite　Schwierigkeiten　beseit2gte，　blieb　doch　die　dritte　noch　langer

unge16st　Es　ist　unsere　Aufgabe，　vom　oben　erwtihnten　Gesichtspunkt

aus　zu　er6rtern，　wie　sich　Luthers　Auffassung　vom　landesfttrstlichen

Widerstandsrecht　gegen　den　Kaiser　verwandelte，　entsprechend　der

Forderung　der　ReformatioBspolitlk．　Trotz　seiner　fritheren　Absage　hat

er　das　Widerstandsrecht　im　Jahr　1530　stillschw’eigend　geduldet　und

schlieBlich　im　Jahr　1539　init　der　theologischen　Erklarung　begrUndet．

Die　Verspatung　seines　Begrtindungsprozesses　liegt　vornehmlich　die

Eigenartigkeit　der　Gedankenstruktur　Luthers　als　“　Zwei－Reiche－Lehre　”

zugrunde．
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