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『
荘
園
の
考
古
学
』

（
シ
リ
ー
ズ
日
本
史
の
な
か
の
考
古
学
）

服
　
部
　
英
　
雄

　
荘
園
が
考
古
学
の
対
象
に
な
る
。
荘
園
は
土
地
制
度
で
あ
る
が
、
ま
た
村

落
・
耕
地
・
山
野
を
含
む
生
活
の
場
で
も
あ
る
。
従
来
荘
園
は
主
と
し
て
文

献
史
学
の
側
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
で
は
地
理
、
民
俗
も
あ

わ
せ
た
総
合
調
査
に
よ
る
荘
園
の
解
明
が
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
。
本
書
は

ま
さ
し
く
そ
う
し
た
新
し
い
潮
流
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
、
考
古
学
の
側

か
ら
荘
園
に
住
む
民
衆
・
支
配
者
層
た
ち
の
像
を
あ
き
ら
か
に
す
る
試
み
で

あ
る
。
ま
さ
し
く
待
望
の
書
と
い
え
る
。
本
書
が
検
討
す
る
荘
園
（
荘
所
）

は
木
簡
、
墨
書
土
器
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
が
多

い
。
さ
ま
ざ
ま
に
期
待
が
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
書
評
子
は
文
献
に
足
場

を
置
き
つ
つ
も
、
現
地
調
査
・
荘
園
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
発
掘
現
場
を
み

る
機
会
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
論
評
を
加
え
て
み
た

い
。
考
古
学
は
、
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
荘
園
を
解
明
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
目
次
を
示
そ
う
。

は
じ
め
に

工
章
　
荘
園
入
門

E
章
　
古
代
荘
園
遺
跡
の
諸
相

猛
章

終
章

1
　
荘
所
と
各
種
経
営
拠
点
の
型

2
　
生
産
と
流
通

3
　
宗
教

4
　
古
代
荘
園
の
景
観
と
営
み

中
世
荘
園
遺
跡
の
諸
相

1
　
荘
所
と
各
種
経
営
拠
点
の
型

2
　
生
産
と
流
通

3
　
宗
教

4
　
中
世
荘
園
の
景
観
と
営
み

荘
園
遺
跡
に
み
る
古
代
・
中
世
の
考
古
社
会
史

　
甲
子
で
の
古
代
、
猛
章
で
の
申
世
を
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
で
対
比
さ
せ
る
整

然
と
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
最
初
に
「
入
門
」
が
あ
る
。
じ
つ
は
書
評
子
は
書
評
に
先
立
ち
、
考

古
学
を
専
攻
す
る
大
学
院
煮
た
ち
と
、
合
評
会
の
場
を
持
っ
た
。
「
入
門
」

が
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
が
想
定
し
た
読
者
は
ま
さ
し
く
こ
う
し

た
若
い
研
究
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
入
門
」
者
と
な
っ
た
院
生
た
ち

の
報
告
は
本
晋
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
適
宜
抜
き
書
き
し
、
そ
れ
を
つ
な
い
だ
も

の
で
、
か
た
ち
に
な
っ
て
は
い
て
も
、
十
分
内
容
が
消
化
さ
れ
た
と
は
い
い

が
た
い
も
の
だ
っ
た
。
院
生
の
力
量
の
せ
い
も
あ
る
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
書

評
子
も
最
初
に
読
ん
だ
と
き
は
そ
れ
に
近
い
状
態
に
陥
っ
た
。
し
か
し
そ
れ

で
は
こ
の
労
作
に
対
し
、
書
評
の
任
が
は
た
せ
な
い
。
そ
こ
で
つ
ぎ
の
二
点

を
「
切
り
口
」
と
し
て
用
意
し
つ
つ
、
再
度
読
み
返
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

「
切
り
ロ
・
そ
の
こ
は
建
物
の
寿
命
で
あ
る
。

　
　
1
　
建
物
の
存
続
期
間
と
遺
構
の
関
係
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評書

　
荘
園
遺
跡
の
建
物
は
掘
立
て
柱
建
物
か
、
な
い
し
は
竪
穴
住
居
で
あ
る
。

前
者
で
の
柱
は
一
本
で
も
立
つ
簡
単
な
建
築
工
法
で
あ
る
。
し
か
し
耐
用
年

数
は
短
い
。
た
と
え
ば
二
、
三
〇
年
前
ま
で
電
信
柱
は
木
柱
で
掘
立
て
柱
だ

つ
た
が
、
い
っ
た
い
ど
れ
く
ら
い
も
っ
た
の
か
。
電
力
会
社
に
問
い
合
わ
せ

て
み
た
と
こ
ろ
、
法
定
耐
用
年
数
は
一
五
年
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
一
五
年
で

減
価
償
却
す
る
も
の
と
し
て
原
価
計
算
を
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
土
地
の
条
件
、
木
質
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
ら
し
い
。
い
ま
は

木
柱
電
柱
は
な
い
か
ら
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
規
則
で
は

毎
年
点
検
を
し
、
特
に
五
年
に
一
度
は
根
本
（
ね
も
と
）
検
査
を
し
た
。
そ

こ
で
不
良
が
あ
れ
ば
取
り
替
え
た
。
新
品
で
も
五
年
目
か
ら
検
査
を
し
た
と

い
う
こ
と
だ
。
考
え
て
み
れ
ば
我
が
家
に
あ
っ
た
物
干
し
竿
の
柱
も
、
ト
タ

ン
塀
の
柱
も
、
み
な
こ
の
掘
立
て
柱
だ
っ
た
け
れ
ど
、
～
○
年
は
お
ろ
か
四
、

五
年
で
グ
ラ
グ
ラ
に
な
っ
た
記
憶
し
か
な
い
。
腐
る
し
、
猛
烈
に
ア
リ
に
食

わ
れ
た
柱
も
あ
っ
た
。
土
の
中
に
あ
る
掘
立
て
柱
で
あ
る
か
ぎ
り
、
寿
命
は

～
五
年
程
度
で
あ
る
。
む
ろ
ん
用
意
さ
れ
た
木
材
の
樹
種
・
年
輪
な
ど
に
よ

っ
て
も
相
当
に
異
な
り
は
す
る
だ
ろ
う
。
電
信
柱
は
杉
材
だ
が
、
万
～
倒
壊

す
れ
ば
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
。
管
理
は
も
っ
と
も
厳
正
で
あ
っ
た
。
掘

立
て
柱
建
物
で
あ
れ
ば
、
多
少
の
腐
朽
は
あ
っ
て
も
つ
っ
か
い
棒
な
ど
で
延

命
措
置
が
と
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
若
干
寿
命
は
長
か
っ
た
。
伊
勢
神
宮
の

二
〇
年
毎
の
式
年
遷
宮
が
有
名
で
あ
る
が
、
材
は
檜
で
あ
る
。
よ
ほ
ど
に
太

い
材
で
、
質
も
吟
味
し
、
根
本
を
焼
く
な
ど
の
防
腐
措
置
を
行
っ
て
、
そ
れ

で
も
二
〇
年
程
度
が
限
界
だ
っ
た
。

　
十
数
年
を
経
て
の
再
建
に
当
た
り
、
同
じ
よ
う
な
建
物
を
同
じ
場
所
に
建

て
、
そ
れ
が
く
り
返
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
遺
跡
に
は
無
数
の
柱
穴
が
残

る
は
ず
だ
が
、
案
外
に
そ
う
し
た
遺
跡
は
少
な
い
。
遺
構
が
単
純
な
も
の
は

臨
時
性
の
強
い
建
物
で
あ
ろ
う
。
巻
頭
グ
ラ
ビ
ア
の
金
沢
市
上
荒
屋
遺
跡
の

遺
構
（
S
B
1
1
0
）
は
、
ほ
と
ん
ど
～
五
分
の
柱
痕
跡
し
か
な
い
。
い
か

に
も
シ
ン
プ
ル
で
可
視
的
で
、
訴
え
る
力
が
強
い
の
だ
が
、
逆
に
い
え
ば
そ

の
土
地
が
建
物
敷
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
し
て
も
い
る
。
こ
の
地
の
荘
園
時
代
を
か
り
に
七
五
〇
年
か
ら
一
六

〇
〇
年
と
し
て
、
こ
の
土
地
が
建
物
敷
地
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
は
一
〇
年

あ
ま
り
に
す
ぎ
ず
、
あ
と
の
八
四
〇
年
は
畑
か
広
場
か
原
野
か
、
と
に
か
く

空
閑
地
だ
っ
た
。
細
い
柱
穴
も
検
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
文
字
通
り
の
掘
っ
立

て
小
屋
が
一
、
二
回
建
て
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
八
○
○
年
以
上
は

建
物
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
土
地
利
用
密
度
の
蒲
薄
な
場
所
が

荘
園
の
中
心
・
荘
所
に
な
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
文
献
史
学
や
歴
史
地
理

学
の
感
覚
か
ら
は
な
じ
み
の
薄
い
も
の
で
あ
る
が
、
近
傍
よ
り
荘
所
を
示
す

と
考
え
ら
れ
る
墨
書
土
器
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
荘
所
建
物
は
荘
官
の
任

一
度
に
限
ら
れ
た
も
の
で
、
一
〇
～
二
〇
年
ご
と
に
新
任
荘
宮
の
赴
任
時
に
、

場
所
も
建
物
も
更
新
さ
れ
た
。
荘
所
は
転
々
と
し
、
荘
官
が
赴
任
す
る
た
び

に
広
大
な
荘
園
内
の
適
地
に
移
転
し
た
。
荘
官
一
代
の
勤
務
期
間
が
一
〇
～

二
〇
年
だ
っ
た
と
す
る
と
、
短
い
と
も
い
え
る
が
、
逆
に
長
い
と
も
い
え
る
。

熟
年
代
三
〇
歳
か
ら
五
〇
歳
ま
で
～
つ
の
家
屋
（
主
屋
）
に
住
ん
で
、
執
事

し
支
配
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
文
献
史
学
で
は
譲
状
に
「
堀
之
内
」
と
あ
れ
ば
、
荘
官
・
地
頭
は
長
く
そ

の
拠
点
を
継
承
（
相
伝
）
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
い
た
。
考
古
学
（
本

書
）
が
示
す
も
の
は
、
動
き
ま
わ
る
荘
所
で
あ
る
。
文
献
史
学
が
考
え
て
き

た
動
か
な
い
荘
所
・
政
所
と
は
、
ど
ち
ら
が
一
般
的
な
姿
で
、
ど
ち
ら
が
多

数
派
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
し
た
の
か
否

か
。
こ
れ
が
「
第
一
の
切
り
口
」
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
「
第
二
の
切
り
口
」
は
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建
物
の
規
模
で
あ
る
。

　
　
2
　
遺
構
の
建
物
規
模
　
　
梁
は
二
間

　
平
安
期
・
鎌
倉
初
期
の
建
物
に
関
し
て
「
間
薗
記
法
」
と
い
う
表
記
法
が

あ
る
。
建
物
規
模
を
三
間
四
蒲
、
折
壁
四
面
の
よ
う
に
表
記
す
る
が
、
間
は

桁
行
を
表
し
、
面
は
庇
面
の
数
を
意
味
し
た
。
遊
行
は
表
記
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
は
当
時
、
梁
は
二
間
に
定
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
足
立
康

「
申
古
に
於
け
る
建
築
平
面
の
記
法
」
欄
考
古
学
雑
誌
』
二
三
－
八
、
昭
和

八
）
。
例
外
的
に
寺
院
建
築
な
ど
に
胸
間
の
梁
も
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
一
般
家
屋
で
は
複
数
の
本
数
を
必
要
と
す
る
梁
は
二
間
に
決
ま
っ
て

い
た
。

　
重
い
梁
を
頭
上
高
く
柱
頂
部
ま
で
入
力
で
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

ど
の
よ
う
に
し
た
の
か
。
　
般
民
衆
は
あ
ら
か
じ
め
小
屋
組
を
組
ん
で
お
い

て
、
そ
の
ま
ま
数
人
が
か
り
で
頭
上
に
あ
げ
て
人
力
の
み
で
柱
に
乗
せ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
イ
ヌ
住
居
の
建
築
技
法
か
ら
の
類
推
だ
が
、

「
真
如
堂
縁
起
絵
巻
」
（
㎎
歴
博
腫
一
一
四
）
に
み
る
陣
の
建
築
も
か
な
り
似

て
い
る
。
手
の
届
く
と
こ
ろ
ま
で
だ
か
ら
、
屋
根
の
高
さ
は
低
か
っ
た
。
し

か
し
支
配
者
層
の
家
は
そ
の
よ
う
な
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
滑
車
や
韓
輔

の
利
用
は
呪
法
然
上
人
絵
伝
』
で
鎌
倉
期
に
は
確
認
で
き
る
。
だ
が
こ
れ
は

東
大
寺
建
立
と
い
う
特
殊
で
巨
大
な
建
築
現
場
で
の
こ
と
だ
か
ら
、
ど
こ
ま

で
一
般
化
で
き
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
横
に
描
か
れ
た
三
角
に

組
ま
れ
た
ミ
ツ
マ
タ
が
有
効
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
少
し
ず
つ
順
次
高
い
ミ
ツ
マ

タ
に
柱
を
移
し
て
い
け
ば
、
足
場
と
の
併
用
で
、
人
力
で
の
架
上
も
可
能
だ

っ
た
と
は
思
わ
れ
る
。

　
柱
は
あ
く
ま
で
土
に
堀
込
ん
だ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
梁
・
桁
を
か
け
て
、

は
じ
め
て
四
本
柱
と
し
て
安
定
し
た
。
構
造
的
な
安
定
を
欠
く
建
築
途
上
の

二
本
柱
に
大
き
な
荷
重
の
梁
を
載
せ
る
こ
と
は
、
危
険
き
わ
ま
る
作
業
だ
っ

た
。
本
書
掲
載
の
多
く
の
遺
構
図
を
見
る
と
当
晴
の
一
間
は
八
尺
で
あ
る
。

二
間
（
四
・
八
メ
ー
ト
ル
）
を
三
間
（
七
・
ニ
メ
ー
ト
ル
）
に
伸
ば
し
た
な
ら

ば
建
築
の
困
難
性
、
危
険
性
は
倍
以
上
に
増
し
た
。
梁
を
継
い
だ
と
し
て
も

同
様
で
あ
ろ
う
。
発
表
以
来
八
○
年
を
経
過
し
、
多
く
の
歴
史
辞
典
に
採
用

さ
れ
て
い
る
足
立
の
古
典
学
説
は
、
古
代
の
一
般
建
物
は
梁
行
二
間
が
限
界

で
あ
っ
て
、
あ
と
は
庇
を
継
ぎ
足
す
構
造
だ
っ
た
と
い
う
説
に
読
み
替
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
『
建
築
大
辞
典
』
（
も
や
）
の
項
に
も
「
梁
行
2
間
を
原

則
」
と
あ
る
。
中
世
前
期
ま
で
の
建
築
技
術
の
水
準
を
示
す
も
の
と
し
て
、

き
わ
め
て
説
得
的
で
あ
る
と
書
評
子
は
考
え
る
。

　
そ
こ
で
以
上
の
二
つ
の
「
切
り
口
」
を
準
備
し
つ
つ
、
本
書
の
書
評
に
取

り
組
も
う
。
ま
ず
荘
所
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
の
重
要
フ

ィ
ー
ル
ド
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
前
掲
の
上
荒
屋
遺
跡
（
金
沢
市
）
で
あ
る
。

著
者
は
古
代
荘
園
に
お
け
る
置
所
を
1
民
衆
の
経
営
拠
点
型
、
2
在
地
有
力

層
主
導
型
、
3
有
力
寺
社
主
導
型
、
4
民
衆
の
屋
敷
・
在
地
有
力
層
の
居
館

型
に
分
類
す
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
上
荒
屋
遺
跡
の
各
段
階
が
モ
デ
ル

化
さ
れ
て
い
る
。
他
の
遺
跡
に
よ
る
モ
デ
ル
化
も
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、
む

く
ま
で
基
本
に
は
上
荒
屋
遺
跡
が
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
上
荒
屋
遺
跡
を
書
評

の
中
心
に
し
た
い
。

　
こ
の
遺
跡
で
の
一
は
八
世
紀
第
3
四
半
期
（
す
な
わ
ち
七
五
〇
～
七
七
四

年
）
で
、
本
書
で
は
「
田
宮
」
期
と
さ
れ
る
。
2
は
八
世
紀
末
か
ら
露
盤
紀

は
じ
め
（
七
九
〇
～
八
～
○
年
か
）
で
、
本
書
で
は
「
綾
庄
」
期
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
一
の
時
期
の
主
屋
が
S
B
2
1
6
で
、
本
書
に
よ
れ
ば
「
3
間
×

2
間
の
側
柱
建
物
」
（
三
八
頁
）
で
あ
る
。
側
柱
と
は
建
物
の
外
周
に
並
ぶ

柱
（
『
建
築
大
辞
典
』
）
の
こ
と
だ
が
、
S
B
2
1
6
は
図
を
見
る
限
り
は
本
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評書

柱
（
身
舎
）
三
間
×
二
間
の
み
で
側
柱
は
な
い
し
、
か
つ
東
側
の
三
間
は
中

間
の
二
本
の
柱
を
欠
く
の
で
あ
る
。
図
版
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
か
、
説
明

が
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
か
。
書
評
子
に
は
こ
の
柱
構
造
で
上
部
に
梁
が
架
か

る
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
。
建
物
と
し
て
は
不
完
全
で
、
「
主
屋
」

と
み
る
に
は
説
明
不
足
で
あ
る
。
著
者
は
ど
の
よ
う
な
建
物
構
造
、
遣
構
の

解
釈
を
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
つ
ぎ
に
「
田
宮
」
期
、
「
綾
庄
」
期
と
い
う
時
期
区
分
に
つ
い
て
。
あ
ざ

や
か
な
見
解
と
は
思
う
の
だ
が
、
根
拠
と
な
る
墨
書
土
器
の
分
布
状
況
も
、

土
器
編
年
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
分
布
に
つ
い
て
は
別
の
遺
跡
の
状
況
、

す
な
わ
ち
五
四
頁
、
五
五
頁
の
埼
玉
県
上
里
町
中
堀
遺
跡
あ
る
い
は
長
野
県

松
本
市
下
神
遺
跡
の
墨
書
土
器
分
布
図
か
ら
類
推
す
る
ほ
か
な
い
が
、
　
つ

の
文
字
が
書
か
れ
た
土
器
は
、
特
定
の
建
物
か
ら
集
申
し
て
出
土
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
遺
跡
全
体
か
ら
あ
ま
ね
く
出
土
す
る
。
「
田
宮
」
が
S
B
2
1

6
か
ら
、
「
綾
庄
」
が
S
B
1
1
0
（
四
一
頁
）
の
周
囲
の
み
か
ら
出
土
す

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
四
三
頁
の
第
9
図
を
見
る
と
、
「
綾
庄
」

と
い
う
墨
書
は
必
ず
し
も
卓
越
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
三
宅
」
、
「
宅
」
、

「
道
」
、
「
庄
」
、
「
館
」
、
「
東
字
」
（
四
九
頁
図
版
か
ら
判
断
す
る
と
、
字
は

庄
の
異
体
字
か
）
な
ど
の
数
種
の
笹
書
の
一
つ
の
よ
う
だ
。
こ
の
時
期
区
分

の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
詳
し
い
説
明
を
要
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

3
の
有
力
寺
社
指
導
型
で
も
こ
の
遺
跡
が
登
場
す
る
。
た
だ
し
こ
の
タ
イ

プ
は
1
型
か
ら
3
型
ま
で
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
上
荒
屋
遺
跡
は
1

型
の
モ
デ
ル
で
も
あ
り
、
2
型
の
モ
デ
ル
で
も
あ
る
（
四
六
、
四
八
頁
）
。

つ
ま
り
一
つ
の
遺
跡
を
も
と
に
し
て
二
つ
の
モ
デ
ル
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
あ
た
り
は
や
は
り
当
惑
す
る
が
、
じ
つ
は
2
型
の
方
は
1
型
を
含
む
総

合
型
で
あ
る
。
1
型
は
道
守
庄
開
田
図
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
で
、
公

的
施
設
で
は
あ
る
が
家
屋
は
密
集
し
な
い
。
2
型
は
そ
の
1
型
が
い
く
つ
か

緩
や
か
に
集
合
し
た
も
の
で
、
別
に
倉
庫
院
が
形
成
さ
れ
、
仏
寺
も
設
置
さ

れ
る
。
1
型
は
2
型
の
一
隻
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
2
型
モ
デ
ル
（
統
合
タ
イ
プ
）
で
は
上
荒
屋
遺
跡
を
「
東
庄
」
庄
家
と
す

る
。
位
置
は
1
田
宮
、
2
綾
庄
と
同
じ
坪
の
な
か
、
つ
ま
り
ほ
ぼ
同
　
地
点

で
あ
る
が
、
施
設
は
前
段
階
の
も
の
を
引
き
継
ぐ
こ
と
は
な
く
、
東
に
移
動

し
た
と
す
る
。
時
期
は
横
江
庄
が
施
入
さ
れ
た
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
以
後

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
2
綾
庄
時
期
（
七
九
〇
～
八
一
〇
年
か
）
の
直
後
で

あ
る
。
「
東
庄
」
は
横
江
庄
の
一
部
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
「
東
庄
」
の
位

置
づ
け
の
根
拠
と
命
名
は
出
土
し
た
多
数
の
墨
書
銘
に
よ
っ
て
い
る
。
い
っ

ぽ
う
墓
谷
川
を
挟
み
、
さ
ら
に
西
方
の
蟹
川
に
近
い
地
区
（
こ
ん
に
ち
で
は

松
任
市
域
）
が
、
も
う
一
つ
の
庄
家
と
さ
れ
、
「
西
庄
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
墨
書
に
は
「
生
写
」
な
る
文
字
は
な
く
、
「
本
」

「‘

p
i
ナ
」
な
ど
で
あ
る
。
上
荒
屋
遺
跡
か
ら
は
大
壷
の
東
庄
文
字
の
ほ
か
、
西

田
、
北
庄
、
爾
庄
、
東
中
庄
の
文
字
も
鵬
馨
し
て
い
る
。
著
者
は
北
庄
、
爾

庄
、
東
中
庄
は
調
査
範
囲
外
だ
と
し
た
。
し
て
み
れ
ば
一
腰
に
つ
い
て
も
調

査
区
外
の
可
能
性
も
あ
る
は
ず
だ
。
著
者
が
こ
の
遺
跡
を
「
西
庄
」
に
比
定

さ
れ
た
根
拠
は
、
方
位
関
係
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
墓
谷
川
で
隔
て

ら
れ
、
近
代
に
至
る
ま
で
行
政
界
を
異
に
し
た
両
遺
跡
は
は
た
し
て
こ
の
時

期
、
一
体
の
も
の
（
「
横
江
庄
」
）
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
が
「
頭
庄
」

と
さ
れ
た
「
庄
」
銘
墨
書
土
器
の
出
土
を
欠
く
遺
跡
こ
そ
が
「
横
江
庄
」
と

い
う
荘
園
で
、
「
東
庄
」
「
西
庄
」
は
と
も
に
「
横
江
庄
」
と
は
別
の
地
域
に

存
在
し
た
別
荘
園
だ
っ
た
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
西
翠
」
荘
所
と
は
別
に
一
区
画
を
倉
庫
院
と
み
な
す
案
が
提
唱
さ
れ
る
。
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炭
化
米
の
出
土
を
み
る
か
ら
こ
こ
に
倉
庫
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
し
か

し
倉
庫
は
庄
家
と
独
立
し
て
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
倉
に
は
そ
れ
ぞ
れ
不

寝
番
が
必
要
だ
っ
た
し
、
武
力
が
な
け
れ
ば
倉
庫
院
は
守
れ
な
い
。
倉
庫
の

あ
る
区
域
の
北
西
に
は
、
多
数
の
墨
書
土
器
を
出
土
す
る
総
柱
建
物
を
持
つ

居
往
区
域
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
書
評
子
は
こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
、
倉
庫
院
こ

そ
薪
し
い
庄
家
（
政
所
）
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

　
す
な
わ
ち
著
者
は
在
地
有
力
層
主
導
型
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
（
四
二
頁
）
。

そ
の
構
成
は
主
屋
、
付
属
棟
、
広
場
、
船
着
き
場
で
あ
る
。
つ
づ
く
有
力
寺

社
主
導
1
型
モ
デ
ル
も
、
そ
の
構
成
は
主
屋
、
付
属
棟
、
広
場
、
船
着
き
場

で
あ
っ
て
、
金
く
同
じ
で
あ
り
、
竪
穴
工
房
が
増
え
た
点
だ
け
が
ち
が
う
。

さ
ら
に
こ
の
1
型
モ
デ
ル
が
複
数
集
ま
っ
て
、
岡
2
型
モ
デ
ル
と
な
る
。
倉

庫
院
は
新
設
さ
れ
る
が
、
中
核
と
な
る
荘
所
は
1
型
モ
デ
ル
に
同
じ
と
い
う

の
で
あ
る
の
な
ら
、
有
力
寺
社
主
導
の
段
階
に
な
っ
て
も
、
在
地
構
造
自
体

は
在
地
有
力
層
主
導
型
の
段
階
と
本
質
的
に
は
侮
ら
、
ち
が
わ
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
は
書
評
子
と
し
て
も
大
い
に
首
肯
で
き
る
部
分
が

あ
る
。
東
大
寺
領
荘
園
の
成
立
と
い
っ
て
も
、
在
地
の
実
態
は
さ
ほ
ど
に
変

わ
ら
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
中
心
に
な
る
荘
所
の
位
置
、
構
造
ま
で
が
同
じ
だ
っ
た
と
は
い
え

ま
い
。
東
大
寺
の
資
本
を
導
入
し
た
新
展
開
に
対
応
す
る
形
態
の
変
化
は
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
そ
れ
は
河
川
に
面
し
た
倉
庫
髪
型
荘
所
の
出
現

に
現
れ
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
段

階
で
、
か
つ
て
の
荘
所
は
「
領
主
私
宅
」
に
な
っ
て
、
領
主
は
倉
庫
院
た
る

新
「
梅
里
」
に
通
勤
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
書
評
子
は
著
者
の
モ
デ

ル
を
そ
の
よ
う
に
読
み
替
え
て
み
た
い
。

　
1
、
2
、
3
相
互
の
時
期
と
継
続
関
係
に
つ
い
て
。
著
者
は
一
（
七
五
〇

～
七
七
四
年
）
が
「
短
期
で
廃
絶
」
（
三
九
頁
）
、
「
廃
絶
し
て
後
に
再
開
発
」

（
四
〇
翼
）
さ
れ
て
、
2
綾
庄
（
七
九
〇
～
八
一
〇
年
）
に
な
っ
た
と
強
調

す
る
。
さ
ら
に
こ
の
2
綾
庄
は
3
東
庄
（
八
一
八
年
～
）
に
は
「
引
き
継
が

れ
な
か
っ
た
」
と
も
い
う
（
四
八
頁
）
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
ご
と
の
廃
絶
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
述
べ
た
よ
う
に
掘
立
て
柱
建
物
は
も
と
も
と
十
数

年
で
「
廃
絶
」
す
る
。
1
の
段
階
の
遺
跡
～
帯
に
は
、
本
書
に
言
及
の
な
い

S
B
1
2
0
、
5
0
、
6
0
な
ど
の
大
型
建
物
が
ま
だ
い
く
つ
も
あ
る
。
こ

う
し
た
建
物
を
経
磁
し
て
機
能
は
継
続
し
、
更
新
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
ま
し
て
時
閥
差
の
ほ
と
ん
ど
な
い
2
～
3
の
移
行
期
に
は
、
人
的
に
も

機
能
的
に
も
荘
所
（
東
庄
）
は
継
承
さ
れ
た
と
み
た
い
。
こ
の
遺
跡
は
運

河
・
河
川
に
面
し
た
立
地
に
特
色
が
あ
る
こ
と
は
、
著
者
が
強
調
す
る
と
お

り
で
あ
る
。
十
年
を
経
て
新
任
荘
官
が
着
任
し
、
隣
地
に
新
築
が
な
さ
れ
る
。

母
屋
は
つ
っ
か
い
棒
を
あ
て
が
わ
れ
て
、
倒
れ
る
ま
で
は
物
置
と
し
て
使
わ

れ
た
。
伊
勢
遷
宮
で
も
隣
地
に
新
社
殿
が
再
建
さ
れ
る
。
建
物
機
能
を
申
断

さ
せ
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
風
に
し
て
更
新
が
く
り
返
さ
れ
る
。
隣

地
へ
の
移
動
こ
そ
あ
っ
た
も
の
の
、
運
河
、
河
川
に
強
し
た
荘
所
・
倉
庫
と

し
て
経
営
が
維
持
さ
れ
続
け
た
。
そ
の
間
、
「
廃
絶
」
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
と
考
え
た
い
。

　
著
者
は
別
箇
所
で
、
「
短
期
型
の
盤
敷
」
門
代
々
、
短
期
型
の
小
規
模
屋
敷

を
営
ん
で
き
た
し
と
表
現
す
る
（
六
七
頁
）
。
掘
立
て
柱
建
物
は
近
接
地
で

再
建
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
一
代
で
廃
絶
さ
れ
る
か
、
二
つ
に
…
つ
し
か
な
い
。

前
者
は
長
期
・
連
続
型
で
、
後
者
だ
け
が
短
期
に
な
る
と
書
評
子
は
考
え
る
。

著
者
の
い
う
「
短
期
」
と
は
一
体
ど
れ
ぐ
ら
い
の
期
間
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
掘
立
て
柱
建
物
に
お
け
る
「
長
期
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
る
の
か
。
「
代
々
・
短
期
型
」
と
い
う
が
、
ふ
つ
う
「
代
々
」
な
ら
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田川

ば
長
期
で
あ
ろ
う
。
「
代
々
」
か
つ
「
短
期
」
で
は
形
容
矛
盾
で
あ
る
。
書

評
子
の
い
う
前
者
（
「
長
期
」
）
の
意
味
に
ち
が
い
な
い
が
、
タ
ー
ム
・
記
述

は
極
力
、
誤
解
の
な
い
こ
と
ば
・
文
章
を
使
用
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
著
者
は
つ
づ
く
民
衆
の
屋
敷
・
在
地
有
力
層
の
居
館
型
の
段
階
に
な
っ
て
、

火
災
な
ど
に
よ
っ
て
中
央
の
力
が
衰
退
す
る
な
か
で
、
在
来
勢
力
が
力
を
蓄

え
て
、
大
型
建
物
が
同
じ
場
所
で
建
て
替
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
す
る

（
五
七
～
六
〇
頁
）
。
興
味
深
い
記
述
な
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
具
体
的
な

「
建
て
替
」
に
関
す
る
記
述
を
欠
く
た
め
、
当
否
に
言
及
で
き
な
い
。

　
こ
の
あ
た
り
で
は
、
た
と
え
ば
中
堀
遺
跡
を
説
明
す
る
の
に
、
本
文
中
に

主
屋
の
S
B
表
示
が
な
か
っ
た
り
（
五
三
頁
、
本
文
に
「
東
の
3
町
強
」
と

あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
「
主
屋
」
が
つ
づ
く
た
め
、
主
屋
と
は
S
B
1
で
は

な
く
、
S
B
4
2
の
こ
と
か
と
当
初
は
考
え
た
）
、
本
文
中
の
S
B
番
号
が

図
題
に
な
か
っ
た
り
し
て
（
五
七
頁
、
S
B
3
5
と
は
S
B
4
5
の
誤
り

か
）
、
ち
ぐ
は
ぐ
で
、
と
て
も
読
み
づ
ら
か
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
。
ま
た

屋
敷
を
荘
所
と
し
て
寄
進
地
系
荘
園
を
主
張
し
た
と
も
あ
る
が
（
六
〇
頁
）
、

二
百
丁
に
も
近
い
規
模
の
荘
園
成
立
を
一
丁
程
度
の
屋
敷
保
有
で
説
く
説
明

は
苦
し
い
。

　
「
切
り
口
」
の
第
二
と
し
て
用
意
し
た
建
物
規
模
に
関
し
て
い
え
ば
、
六

七
頁
で
東
京
都
日
野
市
落
川
遺
跡
を
素
材
に
五
間
×
四
間
あ
る
い
は
七
間
×

四
間
の
大
型
建
物
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
も
S
B
の
番
号
表
示
が
な

い
た
め
、
図
上
の
ど
の
建
物
を
指
し
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
中
央

の
S
B
1
3
3
な
ど
は
身
舎
三
問
×
二
間
に
三
方
庇
が
つ
い
た
だ
け
の
建
物

な
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
柱
穴
の
存
在
し
な
い
外
構
線
を
建
物
の
一
部
と
し
て
五

間
X
五
間
の
建
物
に
し
て
い
る
。
あ
き
ら
か
に
拾
い
す
ぎ
で
あ
る
。
あ
と
の

方
に
な
る
が
一
二
二
頁
・
埼
玉
県
本
庄
市
大
久
保
山
遺
跡
で
の
掘
立
5
と
い

う
建
物
は
身
舎
業
間
×
五
問
に
四
面
庇
の
建
物
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

実
際
に
は
西
側
の
～
部
し
か
検
概
し
て
い
な
い
。
東
側
（
五
間
×
五
問
の
大

半
）
は
未
発
掘
地
区
で
、
一
つ
の
柱
穴
も
検
出
し
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
こ
の
よ
う
な
巨
大
な
建
物
が
復
元
さ
れ
る
こ
と
は
何
と
も
不
思
議
で
あ

る
。
す
ぐ
南
の
掘
立
8
1
は
八
間
の
庇
列
を
持
つ
が
、
身
舎
は
七
間
X
二
間

で
あ
る
。
他
も
同
様
で
、
こ
の
遺
跡
で
は
二
間
同
行
の
建
物
ば
か
り
で
、
間

面
記
法
の
考
え
方
ど
う
り
な
の
に
、
未
発
掘
地
区
を
含
む
推
定
復
原
で
は
大

型
建
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
考
古
学
が
建
物
を
大
型
化
さ
せ
る
傾
向

に
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
み
た
。
著
者
は
先
行
す
る
著
書
（
魍
考
古

資
料
に
み
る
古
代
と
中
世
の
歴
史
と
社
会
』
）
で
は
、
二
間
梁
行
の
建
物
が

一
般
的
で
あ
る
と
す
る
岸
本
雅
敏
氏
の
見
解
を
引
用
し
て
い
た
よ
う
な
記
憶

が
あ
る
の
だ
が
。

　
概
し
て
本
書
で
は
建
築
技
法
一
般
に
つ
い
て
の
説
明
が
少
な
す
ぎ
る
。
い

わ
ゆ
る
唐
車
建
物
を
著
者
は
床
張
り
建
物
と
み
る
（
五
一
、
五
九
頁
）
。
倉

庫
も
床
張
り
建
物
も
、
遣
構
と
し
て
は
同
じ
総
柱
に
な
る
が
、
ど
う
や
っ
て

そ
れ
を
区
別
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
な
ぜ
床
張
り
に
総
柱
が
必
要
な

の
か
。
梁
を
架
上
す
る
の
に
使
わ
れ
た
足
場
や
、
補
強
用
の
柱
な
ど
は
考
古

学
的
な
痕
跡
を
残
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
も
初
学
者
に
は

わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
豆
章
2
は
生
産
と
流
通
で
あ
る
。
上
荒
屋
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
よ

っ
て
、
多
く
の
稲
の
品
種
が
わ
か
る
。
紙
に
残
さ
れ
た
文
献
史
料
の
み
で
は

わ
か
ら
な
い
細
部
に
い
た
る
記
述
で
あ
る
。
七
〇
息
遣
に
は
「
品
分
部
君
足

墨
五
斗
二
升
」
と
読
ま
れ
て
い
る
が
（
ほ
か
～
点
も
「
夏
菊
斗
二
升
」
の
部

分
は
同
じ
）
、
図
を
見
る
と
「
墨
」
で
は
な
く
「
里
…
」
で
は
な
い
か
と
思
う
。

『
田
植
草
紙
』
な
ど
に
「
め
く
ろ
の
い
ね
」
「
ふ
し
ぐ
ろ
の
稲
」
と
い
う
品
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種
が
み
え
る
。
そ
の
な
か
ま
で
あ
ろ
う
。
彙
は
「
五
斗
二
升
」
「
一
石
二
斗
」

な
ど
。

　
広
島
県
に
は
「
何
丁
丁
」
と
い
う
地
名
が
多
か
っ
た
。
書
評
子
の
聞
き
取

り
調
査
で
は
一
斗
蒔
は
八
畝
だ
っ
た
。
太
閤
検
地
前
の
度
量
衡
に
換
算
し
て

七
畝
弱
（
六
・
六
野
）
。
望
地
の
肥
後
国
阿
蘇
湯
浦
郷
で
も
一
反
は
一
、
五
斗

蒔
か
ら
二
斗
蒔
だ
っ
た
（
阿
蘇
神
社
文
書
）
。
「
籾
・
一
石
二
塁
」
は
お
よ
そ

八
反
に
対
応
す
る
も
の
で
、
莫
大
な
播
種
量
で
あ
る
。
田
植
草
紙
は
「
三
合

ま
い
て
は
三
石
」
と
一
〇
〇
〇
倍
に
増
え
る
と
い
っ
た
。
発
芽
効
率
、
籾
と

玄
米
の
差
、
直
播
と
田
植
の
差
等
を
考
慮
し
て
、
私
案
に
よ
る
と
、
こ
の
木

簡
の
付
い
た
俵
な
い
し
麻
袋
は
～
年
後
に
少
な
く
と
も
四
十
石
、
現
在
の
価

値
に
し
て
六
〇
〇
万
円
の
価
値
を
生
ん
だ
。
木
簡
は
単
な
る
付
札
と
は
い
え
、

そ
れ
自
体
も
さ
ほ
ど
粗
末
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
さ
て
倉
庫
院
で
は
焼
失
し
、
炭
化
し
た
穎
稲
（
穂
付
き
）
が
出
土
し
て
い

る
。
い
っ
ぽ
う
著
者
は
こ
の
種
籾
木
簡
が
「
東
庄
」
地
点
で
出
土
し
た
こ
と

を
受
け
て
、
倉
庫
院
に
て
穎
稲
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
運
搬
さ

れ
、
「
荘
所
」
（
私
見
で
は
領
主
私
宅
）
で
配
布
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
籾
が

発
掘
さ
れ
た
倉
庫
院
か
ら
の
も
の
か
ど
う
か
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、

ど
こ
か
の
倉
庫
か
ら
運
ば
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
穎
稲
は

「
籾
」
に
さ
れ
た
。
籾
に
し
て
出
挙
す
る
行
為
は
倉
庫
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

広
場
に
運
ば
れ
て
行
わ
れ
た
ら
し
い
。
た
だ
し
著
者
は
「
種
籾
を
農
民
に
分

与
し
、
種
籾
札
を
廃
棄
し
た
」
と
す
る
。
困
弊
は
出
挙
時
に
一
括
し
て
そ
れ

を
廃
棄
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
不
必
要
に
な
っ
て
廃
棄
す
る
の

な
ら
、
個
々
の
農
民
が
俵
・
麻
袋
の
ま
ま
苗
代
に
運
び
、
そ
こ
で
廃
棄
し
た

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
遺
物
は
拡
散
さ
れ
、
荘
所

で
の
出
土
に
つ
な
が
ら
な
い
。

　
配
布
を
受
け
た
農
民
は
多
く
文
盲
で
あ
る
。
配
布
す
る
籾
も
「
黒
」
の
ほ

か
「
大
根
子
」
「
富
子
」
「
蓮
花
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
品
種
が
あ
っ
た
。
落
種

が
ち
が
え
ば
、
播
種
・
収
穫
時
期
も
ち
が
っ
て
こ
よ
う
。
品
種
管
理
は
目
視

だ
け
で
十
分
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
穂
付
き
の
保
存
で
そ
れ
が
可
能
だ

っ
た
と
い
う
見
解
の
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
書
評
子
は
目
視
は
不

可
能
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
同
じ
水
田
内
に
実
る
、
同
一
の
種
か
ら
の
稲

の
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
を
観
察
し
、
早
生
の
も
の
の
み
、
あ
る
い
は
病
害
虫
に

強
い
も
の
の
み
を
選
択
し
て
種
籾
と
し
て
保
存
し
、
品
種
改
良
す
る
わ
け
だ

か
ら
、
外
見
上
は
さ
し
た
る
ち
が
い
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
品
種
の
管
理
は

荘
所
の
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
た
が
、
い
ち
い
ち
照
合
す
る
必
要
が
な
い
よ

う
に
、
備
忘
の
た
め
農
民
に
も
収
納
時
ま
で
の
木
簡
保
管
を
義
務
づ
け
た
の

で
は
な
い
か
。
晶
種
の
適
正
管
理
を
考
え
る
と
、
収
納
時
の
計
量
の
際
に
こ

そ
、
前
年
分
の
木
簡
は
こ
の
広
場
で
廃
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て

そ
の
行
為
巨
収
納
が
倉
庫
（
書
評
子
の
い
う
荘
所
）
で
は
な
く
、
書
評
子
の

い
う
「
領
主
私
宅
」
（
著
者
の
い
う
「
荘
所
」
）
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
こ
そ
意

義
が
あ
ろ
う
。
出
挙
も
収
納
も
在
地
の
領
主
・
支
配
者
が
担
う
根
本
的
な
統

治
・
支
配
行
為
だ
っ
た
。
か
く
し
て
出
挙
木
簡
は
領
主
私
宅
で
廃
棄
さ
れ
て
、

一
括
出
土
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
た
。
試
案
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
後
、
古
代
荘
園
に
関
し
て
手
工
業
、
漁
業
、
交
易
、
宗
教
、
景

観
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
紙
数
の
都
合
上
、
検
討
は
割
愛
さ
せ
て
も
ら
う
。

　
つ
づ
い
て
無
章
は
中
世
荘
園
が
扱
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
荘
所
－
型
、
2
型
、

方
形
居
館
1
型
、
2
型
、
3
型
が
モ
デ
ル
化
さ
れ
る
。
ま
た
商
工
業
の
観
点

で
も
定
期
市
・
葬
地
煙
、
定
期
市
・
港
町
1
型
、
常
設
市
港
町
1
型
、
定
期

市
・
港
町
2
型
な
ど
の
モ
デ
ル
も
設
定
さ
れ
る
。
し
か
し
本
書
全
体
の
印
象

で
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
モ
デ
ル
タ
イ
プ
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
る
有
効
性
、
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評書

平
面
配
置
の
特
色
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
発
展
性
の
説
明
な
ど
が
、
い
ま
ひ

と
つ
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
主
と
し
て
権
力
編
成
と
の
か
ら
み
で
説
明
が
な
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
　
四
二
頁
に
港
町
1
型
は
寺
院
が
主
導

し
、
2
型
は
寺
院
と
武
家
居
館
が
拮
抗
し
、
3
型
は
武
家
居
館
が
主
導
、
あ

る
い
は
一
五
五
頁
で
方
形
居
館
2
、
3
型
の
増
加
は
武
家
政
権
の
影
響
の
強

ま
り
を
示
す
、
と
あ
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
と
、
遺
構
配
置
の
特
色
と
の
関

連
づ
け
が
稀
薄
に
思
わ
れ
た
。
説
明
に
割
か
れ
る
部
分
が
少
な
す
ぎ
よ
う
。

　
さ
て
中
世
荘
園
で
は
建
物
が
巨
大
化
す
る
。
主
屋
と
し
て
六
間
×
五
間

（
四
面
庇
）
（
加
賀
帯
三
木
だ
い
も
ん
遺
跡
、
平
衡
）
、
塩
釜
×
五
問
・
南
庇

（
大
内
城
）
、
手
間
×
四
聞
・
西
庇
（
宮
久
保
遺
跡
、
渋
谷
庄
）
、
五
問
×
四

間
、
庇
は
持
た
な
い
（
小
矢
部
市
北
反
畝
遺
跡
）
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る
。
し

か
し
＝
一
世
紀
で
あ
れ
ば
、
禅
宗
様
（
唐
様
）
、
大
仏
様
（
天
竺
様
）
の
普

及
以
前
で
、
貫
の
よ
う
な
革
新
的
技
術
の
導
入
以
前
で
あ
る
。
農
村
で
の
建

築
技
術
は
前
時
代
と
大
差
は
あ
る
ま
い
。
述
べ
て
き
た
考
え
方
に
従
え
ば
、

こ
れ
ら
は
四
間
×
二
間
・
四
面
庇
に
一
面
孫
庇
、
四
間
×
二
間
・
四
面
庇
に

南
一
部
に
孫
庇
、
三
間
×
二
間
・
四
衝
庇
、
一
面
に
孫
庇
、
三
間
×
二
間
に

四
面
庇
で
あ
る
。
そ
う
み
た
方
が
建
物
と
し
て
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
間
面
記

法
な
ら
そ
れ
ぞ
れ
四
間
四
面
、
四
間
四
面
、
三
問
四
面
、
三
間
四
面
で
あ
る
。

と
く
に
宮
久
保
遺
跡
の
場
合
、
図
か
ら
は
読
む
か
ぎ
り
で
は
報
告
書
自
身
も

S
B
2
4
を
一
棟
で
は
な
く
、
二
棟
と
み
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
な
お
草
戸
千
軒
遺
跡
に
お
け
る
葬
地
の
説
明
が
あ
る
。
犬
が
瑠
つ
た
痕
跡

の
あ
る
遊
離
し
た
成
入
人
骨
が
、
寺
院
的
な
空
間
に
あ
る
池
の
最
下
層
か
ら

出
土
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
著
者
は
骨
を
集
め
て
池
に
供
養
し
た
と
い
う
の

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
供
養
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と

庭
の
池
と
は
住
僧
に
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
一
四
三
頁
に

は
寺
院
的
な
空
間
に
付
属
す
る
屋
敷
と
と
も
に
、
骨
細
工
の
出
土
が
記
さ
れ

て
い
る
。
骨
細
工
と
は
何
で
、
さ
き
の
人
骨
と
ど
う
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
文
に
説
明
が
な
い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
ほ
か
こ
こ
で
も
｝
四
〇

頁
・
池
S
G
3
4
9
5
が
図
中
の
番
号
に
見
え
な
い
。
本
文
と
、
図
が
一
体

と
な
っ
た
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
箇
所
が
か
な
り
目
に
付
い
た
が
、
編
集
者

の
目
配
り
も
不
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
本
書
の

暇
瑛
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
さ
て
す
で
に
所
与
の
紙
数
も
尽
き
か
け
た
。
本
書
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
荘

園
遺
跡
は
墨
書
土
器
や
木
簡
を
出
土
す
る
な
ど
文
字
史
料
に
も
恵
ま
れ
、
イ

メ
ー
ジ
が
ゆ
た
か
で
、
そ
れ
ま
で
の
荘
園
像
を
再
検
討
す
る
素
材
を
提
供
し

て
く
れ
る
。
本
書
の
功
績
の
第
一
は
そ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
後
学
も
こ
れ
に

な
ら
っ
て
、
多
く
の
報
告
書
を
手
に
取
り
、
検
討
作
業
を
進
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
実
感
す
る
。
本
書
は
い
く
つ
も
の
モ
デ
ル
を
提
案
し
て
い
る
。
モ

デ
ル
の
有
効
性
、
ま
た
モ
デ
ル
化
の
適
切
さ
な
ど
に
つ
い
て
は
、
い
く
ぶ
ん

異
な
る
案
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
書
の
よ
う
に
大
胆
に
勇
敢
に
、

遺
跡
か
ら
歴
史
像
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
、
ま
ず
第
一
に
学
ば
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
こ
と
が
読
後
の
印
象
に
強
く
残
っ
た
。

　
な
お
本
書
は
入
門
の
章
を
用
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
読
者
層
と
し
て
初
学

者
を
対
象
と
し
た
は
ず
だ
が
、
本
文
自
体
は
初
学
者
に
は
難
解
な
も
の
が
あ

っ
た
。
雷
氏
子
が
疑
問
と
し
た
よ
う
な
こ
と
は
、
考
古
学
界
で
は
自
明
・
既

定
の
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
が
、
や
は
り
基
本
的
な
こ
と
が
ら
は
入
門
の

項
で
ふ
れ
て
ほ
し
か
っ
た
。
た
と
え
ば
遺
構
と
建
物
の
関
係
、
建
物
の
規
模
、

高
さ
、
建
て
方
の
技
法
、
使
用
で
き
た
道
具
な
ど
。
あ
る
い
は
論
理
上
柱
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
柱
が
検
出
さ
れ
な
い
場
合
の
判
断
基
準
な
ど
、

柱
跡
か
ら
上
部
の
建
築
構
造
を
推
定
す
る
場
合
の
ル
ー
ル
を
説
明
し
て
ほ
し
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か
っ
た
。
ま
た
限
ら
れ
た
発
掘
調
査
区
内
の
成
果
か
ら
、
遣
構
の
消
長
、
発

展
を
論
ず
る
場
合
の
留
意
点
、
ど
の
よ
う
に
発
掘
調
査
区
域
外
の
遺
構
を
推

定
し
て
い
く
の
か
、
な
ど
に
も
書
及
が
ほ
し
か
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
を
ま

ず
入
門
に
書
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
部
外
者
が
荘
園
考
古
学
の
門
を
く
ぐ

る
こ
と
は
、
著
し
く
む
ず
か
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
読
後
感
が

残
っ
た
。

　
以
上
基
本
的
知
識
を
欠
く
ま
ま
に
、
疑
問
に
思
っ
た
点
を
羅
列
し
て
し
ま

っ
た
。
し
か
し
本
書
の
よ
う
な
試
み
、
挑
戦
が
大
い
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
十
分
理
解
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
書
評
子
に
は
書
評
に
従
事
し
た
心

地
よ
い
満
足
感
が
残
っ
た
。
本
書
に
な
ら
っ
て
考
古
学
と
文
献
史
学
、
建
築

史
学
、
民
俗
学
な
ど
の
隣
接
諸
学
が
今
後
積
極
的
に
対
話
を
進
め
て
い
け
ば
、

あ
た
ら
し
い
荘
園
図
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
た
め
て
本
書
刊

行
の
意
義
の
深
さ
を
実
感
す
る
。
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