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は
　
じ
　
め
　
に

　
一
九
九
五
年
に
朝
尾
直
弘
は
論
文
「
時
代
区
分
論
」
に
お
い
て
、
近
代
歴
史
学
の
問
題
と
し
て
、
「
国
」
を
単
位
と
す
る
時
代
区
分
論
の
弊

害
を
挙
げ
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
問
題
と
し
て
次
の
点
を
指
摘
し
た
。

　
　
　
一
方
で
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
「
神
々
の
時
代
、
英
雄
の
時
代
、
お
よ
び
人
間
の
時
代
」
か
ら
マ
ル
ク
ス
の
社
会
構
成
体
理
論
に
い
た
る
ま
で
、
区
分
さ
れ
た
時

　
　
代
は
、
｝
淫
し
て
前
進
し
発
展
す
る
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
経
済
の
側
面
に
お
い
て
、
そ
れ
は
い
ち
じ
る
し
い
。
近
代
が
み
ず
か
ら

　
　
を
位
置
づ
け
、
そ
の
延
長
線
上
に
未
来
像
を
描
き
だ
す
な
か
で
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
そ
の
も
の
が
歴
史
的
に
相
対
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
こ
う
し
た
　
面
的
で
身
勝
手
な
進
歩
に
つ
い
て
の
観
念
も
、
検
討
の
早
上
に
の
ぼ
せ
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
発
展
段
階
論
に
対
し
て
批
判
的
な
論
考
が
数
多
く
登
場
し
た
の
は
日
本
経
済
の
低
調
が
明
確
に
な
っ
た
九
〇
年
代

半
ば
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
時
期
か
ら
み
て
も
右
の
朝
尾
の
主
張
は
、
こ
の
よ
う
に
現
代
社
会
の
変
化
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
聞

違
い
な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
社
会
の
変
化
が
、
歴
史
研
究
者
に
根
強
く
残
っ
て
い
た
「
一
貫
し
て
前
進
し
発
展
す
る
過
程
と
し
て
」
の
理
解

を
容
易
に
追
い
越
し
て
し
ま
い
、
研
究
者
も
こ
の
問
題
を
自
覚
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
世
紀
を
迎
え
て
も
、
新
た
な
理
解
は
な

か
な
か
登
場
し
て
い
な
い
。
永
原
慶
二
が
「
…
…
研
究
が
多
角
化
し
、
細
分
化
し
た
状
況
や
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、

3 （3　）



ト
ー
タ
ル
な
日
本
歴
史
認
識
を
ど
の
よ
う
に
組
み
か
え
、
新
し
い
歴
史
像
を
提
起
す
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
今
日
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
満
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
て
く
れ
る
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
は
ま
だ
意
外
に
は
っ
き
り
し
な
い
。
」
と
述
べ
た
こ
と
は
、
や
は
り
中
世
後
期
の
研
究
に
お
い
て
も
妥
当
し

て
い
る
。

　
こ
こ
で
中
世
後
期
と
い
う
時
代
区
分
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
中
世
後
期
1
1
室
町
・
戦
国
期
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
の

時
代
区
分
論
が
取
り
上
げ
て
き
た
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
と
い
う
区
分
の
う
ち
の
、
中
世
を
さ
ら
に
後
期
に
区
分
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
ま
で
の
移
行
期
研
究
や
時
代
・
時
期
区
分
論
か
ら
す
れ
ば
、
一
二
り
小
さ
な
区
分
で
あ
る
。

　
こ
の
区
分
が
登
場
し
た
背
景
に
は
、
学
説
史
的
に
は
南
北
朝
期
に
画
期
を
求
め
た
松
本
新
八
郎
の
南
北
朝
封
建
革
命
説
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ

③る
が
、
研
究
の
実
際
的
側
面
と
し
て
は
、
七
〇
年
代
に
は
～
つ
の
頂
点
を
迎
え
た
院
政
～
鎌
倉
期
の
荘
園
制
、
鎌
倉
幕
府
研
究
に
比
較
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

室
町
期
の
研
究
が
こ
の
こ
ろ
よ
う
や
く
今
谷
明
に
よ
る
本
格
的
な
室
町
幕
府
研
究
が
端
緒
に
つ
い
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
両
時
代
の

余
り
の
研
究
状
況
の
相
違
が
、
中
世
後
期
と
い
う
区
分
を
実
態
化
し
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
一
四
～
一
六
世
紀
の
研
究
が
結
果
と
し
て
で
あ
れ
、
中
世
後
期
と
し
て
さ
ら
に
「
区
分
さ
れ
た
」
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
時
代
の

研
究
は
、
中
世
前
期
の
研
究
を
う
け
て
、
「
発
展
」
す
る
こ
と
が
暗
黙
の
前
提
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
朝
尾
が
示

唆
し
た
よ
う
に
と
り
わ
け
「
経
済
の
側
面
」
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
に
他
の
晴
代
と
比
べ
て
も
発
展
段
階
論
の
影
響
を
受
け
や
す
か
っ
た
と
い
え
る
中
世
後
期
の
社
会
経
済
史
研
究
の
軌
跡

を
た
ど
り
、
永
原
が
懸
念
し
た
状
況
の
克
服
を
目
指
し
つ
つ
、
翻
意
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

4　（4）

①
朝
尾
直
弘
「
時
代
区
分
論
」
（
『
朝
尾
直
弘
著
作
集
墨
入
巻
町
岩
波
書
店
、
二

　
〇
〇
四
年
、
初
出
は
一
九
九
五
部
門
。

②
永
原
慶
二
『
二
〇
世
紀
践
本
の
歴
史
学
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
三

　
一
四
頁
。

③
松
本
説
以
後
の
南
北
朝
史
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
上
島
有
「
南
北
朝
の
動

　
乱
と
名
の
解
体
し
の
「
は
じ
め
に
」
（
『
京
郊
庄
園
村
落
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九

　
七
〇
年
）
な
ど
に
雷
及
が
あ
る
。

④
今
谷
明
『
室
町
募
府
解
体
過
程
の
研
究
隔
（
岩
波
書
店
、
～
九
八
五
年
）
な
ど
。



中
世
後
期
社
会
経
済
史
研
究
の
軌
跡
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九
〇
年
代
以
降
に
、
中
世
社
会
経
済
史
の
研
究
は
か
っ
て
な
い
ほ
ど
の
盛
況
を
見
せ
た
。
中
世
前
期
で
は
一
般
に
社
会
経
済
史
研
究
と
い
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ば
、
荘
園
制
研
究
を
指
す
が
、
中
世
後
期
に
は
個
別
荘
園
研
究
は
あ
っ
て
も
、
南
北
朝
期
以
降
に
荘
園
制
は
解
体
す
る
と
い
う
永
原
慶
二
の
説

の
影
響
も
あ
っ
て
、
荘
園
制
研
究
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
こ
の
時
代
で
は
主
に
商
業
史
の
こ
と
を
指
す
。
九
〇
年
代
以
降
に
は
こ
の
商
業
史
に
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

え
て
、
海
運
も
含
め
た
流
通
史
や
貨
幣
史
が
新
た
に
一
つ
の
学
問
領
域
と
し
て
大
き
く
発
達
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
な
に
よ
り
も
近
年
の
社

会
経
済
史
の
興
隆
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
右
の
動
向
は
、
そ
れ
以
前
の
研
究
に
お
い
て
不
断
に
見
ら
れ
た
現
象
で
は
な
い
。
脇
田
晴
子
は
一
九
六
九
年
に
上
梓
し
た
『
日
本

中
世
商
業
発
達
史
の
研
究
』
の
序
論
冒
頭
で
、
当
時
の
商
業
史
を
巡
る
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
日
本
中
世
の
商
業
史
研
究
は
比
較
的
早
く
か
ら
開
拓
さ
れ
、
中
世
社
会
研
究
に
と
っ
て
は
重
要
な
分
野
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
の
中
世
社

　
　
会
経
済
史
の
研
究
に
お
い
て
は
、
挙
会
の
中
心
的
課
題
か
ら
外
れ
、
そ
の
研
究
は
あ
ま
り
か
え
り
み
ら
れ
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
世
商
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
史
不
振
、
研
究
の
肢
行
的
発
展
は
、
そ
れ
な
り
に
、
当
時
に
お
け
る
歴
史
の
把
握
の
仕
方
が
も
た
ら
し
た
必
然
的
な
表
現
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
こ
に
い
う
「
当
時
に
お
け
る
歴
史
の
把
握
の
仕
方
」
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
を
指
し
、
引
用
部
分
に
続
く
文
中
で
「
中
世
商
業
史

不
振
」
の
理
由
が
二
つ
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
に
お
い
て
商
業
資
本
が
否
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
、

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
中
世
社
会
が
専
ら
封
建
制
形
成
過
程
と
い
う
視
角
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
史
研
究
の
「
不
振
」
は
脇
田
に
先
行
す
る
小
野
晃
嗣
、
豊
田
武
の
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
看
取
さ
れ
る
。
佐
々
木
銀
弥

は
、
㏄
九
四
一
年
に
小
野
の
問
日
本
産
業
発
達
史
の
研
究
』
が
公
刊
さ
れ
た
際
の
書
評
、
紹
介
か
ら
、
「
当
時
の
学
問
的
雰
囲
気
は
む
し
ろ
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

野
ら
（
豊
田
も
含
む
・
早
島
註
）
の
よ
う
な
学
風
に
は
き
わ
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
行
間
か
ら
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
記
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
当
時
の
学
問
状
況
と
し
て
皇
国
史
観
の
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

5　（5）



　
社
会
経
済
史
研
究
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
現
在
の
よ
う
な
研
究
の
盛
況
が
、
こ
れ
ま
で
の
流
れ
の
上
で
、
む
し
ろ
特
異
で
あ
る
こ

と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
中
世
の
社
会
経
済
史
、
と
り
わ
け
中
世
後
期
の
そ
れ
が
こ
れ
ほ
ど
活
況
を
呈
す
る
に
至

っ
た
の
か
。
こ
こ
に
は
、
現
在
の
研
究
が
直
面
し
て
い
る
課
題
も
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
、
研
究
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、
ま
ず
は
こ

の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
い
。

2
）
　
戦
前
～
㎜
九
七
〇
年
代
の
研
究
史

　
二
〇
世
紀
前
半
に
出
さ
れ
た
研
究
に
は
長
命
な
も
の
が
あ
る
。
法
制
史
家
中
田
薫
の
仕
事
は
近
年
本
格
的
な
批
判
対
象
と
な
っ
た
寄
進
地
系

　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

荘
園
論
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
商
業
史
的
分
野
で
は
為
替
、
割
符
に
つ
い
て
も
独
自
の
二
系
統
の
区
分
を
挙
げ
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
加
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
な
が
ら
も
こ
の
区
分
は
現
在
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
ま
た
、
小
野
晃
嗣
の
商
業
史
研
究
の
う
ち
で
も
「
中
世
酒
造
業
の
発
達
」
な
ど
は
、
酒
田
の
形
状
な
ど
文
献
だ
け
に
限
ら
な
い
資
料
収
集
に

基
づ
き
酒
屋
業
全
般
に
分
析
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
小
野
の
学
風
を
よ
く
伝
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
古
典
の
枠
に
封
じ
込
め
ら
れ
る
こ

と
な
く
、
こ
の
分
野
の
基
本
的
文
献
の
位
置
を
占
め
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
般
に
中
世
後
期
の
社
会
経
済
史
研
究
は
史
料
が
断
片
的
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
体
像
の
構
築
が
困
難
な
研
究
分
野
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

分
野
の
体
系
化
を
は
じ
め
て
試
み
た
の
は
曲
豆
田
武
の
一
連
の
業
績
で
あ
る
。

　
豊
田
の
研
究
の
特
徴
は
第
一
に
膨
大
な
量
の
関
連
史
料
群
の
博
捜
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
研
究
の
対
象
、
分
野
は
多
岐
に
わ
た
る
わ

け
だ
が
、
そ
の
理
解
は
基
本
的
に
は
隷
属
か
ら
独
立
と
、
そ
れ
を
支
え
た
農
業
生
産
力
の
発
展
に
よ
る
独
立
小
農
民
の
算
出
と
い
う
発
展
段
階

的
な
理
解
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
以
上
の
考
え
方
が
実
証
と
乖
離
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
批
判
が
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
田
中
克
行
に
よ
る
豊
田
の
問
丸

　
　
⑪

説
批
判
を
挙
げ
る
と
、
田
中
は
、
豊
田
の
問
丸
理
解
を
荘
園
領
主
へ
の
隷
属
か
ら
独
立
へ
と
い
う
段
階
発
展
説
と
整
理
し
た
上
で
、
実
際
に
は

6　（6）
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荘
官
と
し
て
の
問
丸
と
貨
物
仲
介
・
運
送
業
者
と
し
て
独
立
営
業
す
る
問
丸
は
中
世
を
通
じ
て
併
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
と
時
系
列
に
そ
っ
て
時
代
を
見
通
す
中
で
、
段
階
発
展
的
理
解
と
い
う
も
の
は
最
も
馴
染
み
や
す
い
考
え
方
で
あ
る
。

が
、
現
実
に
は
田
中
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
史
料
的
に
破
綻
し
て
お
り
、
時
に
歴
史
の
実
際
と
整
合
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
豊
田
に
次
い
で
こ
の
分
野
の
総
括
を
試
み
た
の
は
脇
田
晴
子
で
あ
る
。
前
出
の
『
日
本
中
世
商
業
発
達
史
の
研
究
』
に
は
中
世
成
立
期
か
ら

そ
の
解
体
に
至
る
ま
で
の
様
々
な
論
点
が
盛
り
込
ま
れ
、
中
世
経
済
の
全
体
像
が
独
自
な
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
の

は
戦
国
期
の
畿
内
経
済
を
首
都
市
場
圏
と
包
括
的
に
と
ら
え
た
点
だ
ろ
う
。
脇
田
の
論
考
は
、
発
表
さ
れ
て
か
ら
既
に
三
〇
年
以
上
が
経
過
し

て
い
る
が
、
現
在
で
も
個
別
分
散
的
な
傾
向
の
強
い
戦
国
期
経
済
の
砺
究
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
総
体
的
把
握
を
試
み
た
と
い
う
点
に
学
説
史

的
意
義
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
現
在
の
研
究
状
況
か
ら
見
れ
ば
以
下
の
問
題
を
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
政
治
史
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
脇
田
説
以
後
に
今
谷
明
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

中
心
に
、
戦
国
時
代
の
畿
内
政
治
史
の
研
究
が
進
展
し
て
お
り
、
脇
田
の
業
績
が
発
表
さ
れ
た
頃
と
比
較
し
て
、
研
究
状
況
も
全
く
様
変
わ
り

し
て
お
り
、
研
究
の
現
況
と
仁
義
を
き
た
す
面
も
現
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
章
で
さ
ら
に
詳
し
く
展
開
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ

こ
で
は
政
治
史
と
の
関
連
に
限
っ
て
述
べ
る
と
、
脇
田
は
幕
府
の
衰
退
に
伴
い
禁
裏
、
寺
社
本
所
も
衰
退
し
て
座
商
人
も
衰
退
す
る
こ
と
を
指

摘
す
る
一
方
で
、
問
屋
商
人
が
台
頭
し
て
、
商
業
の
寡
占
が
進
み
、
畿
内
の
求
心
性
は
首
都
市
場
圏
と
し
て
維
持
さ
れ
る
と
す
る
が
、
こ
の
問

屋
商
人
の
活
動
基
盤
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
そ
の
社
会
経
済
史
的
背
景
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
室
町
幕
府
の
衰
退
と
と
ら
え

ら
れ
た
畿
内
の
政
治
状
況
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
脇
田
が
首
都
市
場
圏
の
確
立
と
し
た
畿
内
経
済
の
活
況
が
い
か
に
結
び
つ
く
か
が
不
明
瞭
で

あ
る
点
に
課
題
を
残
し
て
い
る
。

　
こ
の
点
を
脇
田
説
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
、
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
お
き
た
い
。
戦
国
期
経
済
に
関
す
る
脇
田
の
所
論
で
は
、
当
該
期
に

お
け
る
商
人
類
型
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
（
1
）
　
座
的
特
権
商
人
（
大
山
崎
油
神
人
）
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（
2
）
　
大
名
の
御
用
商
人

　
　
　
a
在
国
御
用
商
人
（
駿
河
松
木
）
　
b
在
京
御
用
商
人
（
越
後
の
青
苧
商
売
の
京
都
受
け
手
）

　
　
（
3
）
　
問
屋
商
人
（
角
倉
）

　
（
1
）
に
つ
い
て
例
示
さ
れ
る
の
は
大
山
崎
油
神
人
で
あ
り
、
室
町
幕
府
体
制
の
解
体
に
よ
り
、
勢
力
を
失
う
商
人
達
で
あ
る
。
（
2
）
に

つ
い
て
は
さ
ら
に
①
駿
河
松
木
な
ど
の
在
国
御
用
商
人
と
、
②
越
後
の
青
苧
商
売
の
京
都
受
け
手
な
ど
が
具
体
例
に
挙
げ
ら
れ
る
在
京
御
用
商

人
に
分
け
ら
れ
る
。
特
に
大
名
領
国
の
進
展
を
背
景
に
し
た
在
国
御
用
商
人
が
、
没
落
す
る
（
1
）
と
対
照
的
に
描
か
れ
、
ま
た
、
（
2
）
の

商
人
の
動
向
に
見
ら
れ
る
京
都
と
領
国
と
の
間
の
商
品
流
通
が
戦
国
期
の
特
質
で
あ
り
、
近
世
初
頭
の
畿
内
を
核
と
す
る
全
圏
市
場
の
前
提
で

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
首
都
市
場
圏
論
の
「
主
役
」
と
い
え
る
の
が
角
倉
に
代
表
さ
れ
る
（
3
）
の
問
屋
商
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
律
令
制
、
荘
園
制
の
伝
統

に
基
づ
く
京
都
の
集
権
的
・
求
心
的
位
置
を
背
景
に
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
出
現
し
た
農
村
経
済
も
支
配
化
に
組
み
込
ん
で
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
四
｝
五
頁
）
。
そ
し
て
彼
ら
の
活
動
に
基
づ
く
、
京
都
を
中
心
と
し
奈
良
・
堺
・
天
王
寺
な
ど
を
結
ぶ
市
場
圏
は
、
一
層
京
都
の

求
心
的
地
位
を
強
化
し
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
（
四
一
六
頁
）
。

　
先
に
指
摘
し
た
脇
田
説
の
問
題
点
を
右
の
商
人
類
型
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
（
3
）
の
商
人
の
活
動
基
盤
が
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
同
じ
京

都
商
人
で
も
（
2
）
b
と
の
関
わ
り
が
不
明
で
あ
る
。
戦
国
期
畿
内
商
人
の
多
様
な
活
動
基
盤
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
さ
て
、
首
都
市
場
圏
論
以
外
の
研
究
を
見
る
と
、
脇
田
以
前
に
地
方
経
済
に
関
す
る
研
究
が
佐
々
木
銀
弥
に
よ
り
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

年
代
に
は
佐
々
木
が
論
じ
残
し
た
戦
国
期
の
地
域
経
済
に
つ
い
て
は
三
浦
圭
一
の
業
績
が
驚
け
に
さ
れ
て
お
り
、
史
料
の
収
集
に
基
づ
き
、
戦

国
期
に
地
域
間
、
隔
地
間
の
流
通
が
発
展
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
近
年
に
お
い
て
も
戦
国
期
経
済
の
研
究
に
関
し
て
三
浦

の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
だ
が
、
こ
の
時
期
に
戦
国
期
の
経
済
状
況
に
関
す
る
研
究
の
空
白
が
し
っ
か
り
と
埋
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
七
〇
年
代
ま
で
に
都
鄙
間
や
隔
地
間
の
交
易
に
関
す
る
論
点
は
既
に
出
そ
ろ
っ
て
い
た
の
で
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（
二
）
　
網
野
都
市
論
の
登
場
と
地
方
史
研
究
の
活
性
化
1
［
九
八
○
年
代
一

　
研
究
状
況
が
大
き
な
変
化
を
見
せ
始
め
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
中
頃
で
あ
る
。
｝
九
七
五
年
、
黒
田
俊
雄
が
「
世
界
史
の
な
か
に
日
本
中
世

を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
西
欧
と
の
近
似
性
に
注
目
し
て
い
わ
ば
他
か
ら
与
え
ら
れ
た
単
系
的
な
「
世
界
史
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

基
本
法
則
」
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
時
代
は
、
も
は
や
過
ぎ
た
。
」
と
発
言
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
頃

に
、
中
世
史
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
影
響
力
も
か
げ
り
を
見
せ
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
七
八
年
に
網
野
善
彦
の
『
無

縁
・
公
界
・
楽
』
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
八
○
年
代
の
研
究
動
向
は
決
定
付
け
ら
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
八
○
年
代
に
は
社
会
史
が
隆

盛
を
見
せ
、
以
上
の
諸
条
件
が
複
合
し
て
日
本
史
研
究
全
般
に
多
角
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
社
会
経
済
史
研
究
に
も
そ
の
波
は
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
寄
せ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
は
異
な
る
視
角
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
代
表
が
網
野
の
都
市
論
で
あ
る
。

　
網
野
の
都
市
論
は
、
中
世
都
市
の
有
す
る
「
無
縁
」
的
原
理
、
す
な
わ
ち
領
主
支
配
だ
け
に
収
奪
さ
れ
な
い
要
素
を
指
摘
し
、
そ
れ
ま
で
京

都
や
自
治
都
市
、
城
下
、
門
前
町
の
み
を
素
材
に
展
開
さ
れ
て
き
た
都
市
史
研
究
に
、
無
縁
原
理
に
よ
る
「
都
市
的
な
場
」
を
加
え
て
都
市
研

究
を
活
性
化
さ
せ
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
圧
迫
か
ら
解
放
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
展
開
を
見
出
し
か

ね
て
い
た
社
会
経
済
史
研
究
に
薪
風
を
吹
き
込
む
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
明
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
網
野
都
市
論
が
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
思
想
的
衰
退
と
い
う
問
題
意
識
の
下
で
形
成
さ
れ
た
点
で
あ

る
。
～
九
七
九
年
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
網
野
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
強
い
て
い
え
ば
奴
隷
制
・
農
奴
制
・
資
本
制
と
い
う
進
歩
の
発
展
段
階
説
は
、
そ
れ
と
し
て
論
理
は
通
る
。
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
主
要
な
生
産
関
係
に
対

　
　
し
て
「
遅
れ
た
」
、
「
と
り
残
さ
れ
た
」
、
非
規
定
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
側
面
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
共
同
体
、
そ

　
　
の
成
員
で
あ
る
平
民
と
か
百
姓
と
か
い
わ
れ
て
い
る
人
々
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
面
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
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と
い
う
点
に
疑
問
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
実
際
、
前
近
代
で
は
、
広
範
な
庶
民
の
生
活
そ
の
も
の
の
場
で
あ
る
共
同
体
、
民
族
の
性
格
・
体
質
を
き
め
る

　
　
根
底
の
問
題
に
も
っ
と
屋
が
向
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
第
二
期
の
歴
史
学
に
、
な
に
か
ひ
か
ら
び
た
も
の
の
あ
る
の
は
そ
の
点
を
見
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
う
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
『
無
縁
・
公
界
・
楽
』
公
刊
の
翌
年
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
社
会
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
網
野
の
こ

の
発
言
か
ら
は
、
社
会
史
ブ
ー
ム
が
単
な
る
外
因
的
な
も
の
で
は
な
く
、
黒
田
と
も
問
題
意
識
を
共
有
し
た
、
当
時
の
中
世
史
研
究
に
内
在
し

て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
研
究
者
と
し
て
の
男
持
か
、
こ
の
よ
う
な
網
野
の
告
白
は
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
な

く
終
わ
り
、
『
無
縁
・
公
界
・
楽
』
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
は
十
分
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
社
会
史
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
そ
の
先
の
一
〇
年

を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
内
因
的
要
素
に
関
し
て
、
石
井
進
は
、
社
会
史
へ
と
到
る
網
野
の
研
究
の
歩
み
と
、
石
母
田
正
が
一
九
七
三
年

の
段
階
で
『
無
縁
・
公
界
・
楽
』
と
類
似
し
た
構
想
を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、
「
…
…
日
本
の
「
社
会
史
」
が
単
に
ア
ナ
ー
ル
派
の

輸
入
な
ど
に
よ
る
一
時
の
流
行
品
で
は
な
く
、
「
内
な
る
う
な
が
し
」
に
よ
っ
て
現
れ
た
動
向
で
あ
る
こ
と
が
、
よ
り
明
白
に
な
っ
た
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

あ
ろ
う
に
。
」
と
い
う
印
象
的
な
言
い
回
し
で
述
懐
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
外
在
的
要
因
が
内
在
的
要
因
を
圧
倒
す
る
か
た
ち
で
社
会
史
の
視
角
が
導
入
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
停
滞
と
い
う

歴
史
学
全
体
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
か
つ
て
社
会
経
済
史
の
う
け
て
い
た
圧
迫
感
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
網
野
に
よ
る
都
市
概
念
の
拡
大
や
、
社
会
史
的
研
究
手
法
の
導
入
に
よ
り
、
様
々
な
視
角
、
分
析
手
法
か
ら
研
究

を
進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
影
響
は
、
具
体
的
に
は
仁
木
宏
が
「
都
市
研
究
の
第
三
の
波
」
と
表
現
し
た
、
八
○
年
代
後
半
以
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
考
古
学
や
建
築
史
学
に
よ
る
都
市
空
間
を
巡
る
議
論
の
活
性
化
や
、
仁
木
自
身
が
主
導
し
た
都
市
共
同
体
研
究
に
現
れ
て
い
る
。
網
野
都
市

論
の
登
場
以
降
、
「
第
三
の
波
」
と
喩
え
ら
れ
た
都
市
研
究
の
波
状
的
展
開
が
、
続
く
九
〇
年
代
の
社
会
経
済
史
研
究
の
興
隆
を
準
備
し
た
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
一
方
で
、
こ
の
流
れ
を
先
導
し
た
網
野
の
都
市
論
は
、
政
治
構
造
と
乖
離
し
た
「
自
由
」
な
経
済
活
動
の
諸
相
を
説
い
た
も
の
で
あ

10 （10）
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つ
た
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
経
済
史
研
究
に
お
い
て
、
常
に
意
識
さ
れ
て
き
た
政
治
構
造
に
対
す
る
視
角
が
希
薄
化
し
た
点
も
指
摘
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
そ
の
後
の
社
会
経
済
史
研
究
に
お
い
て
、
政
治
構
造
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
関
心
を
著
し
く
低
下
さ
せ

る
一
因
と
な
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。

　
以
上
が
網
野
都
市
論
の
評
価
で
あ
る
が
、
八
○
年
代
の
社
会
経
済
史
研
究
を
考
え
る
上
で
網
野
説
を
と
り
あ
げ
る
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
不
十

分
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
露
わ
に
な
っ
て
い
た
も
う
～
つ
別
の
問
題
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
を
考
え
る

た
め
に
、
ま
ず
は
一
九
八
○
年
代
に
佐
々
木
銀
弥
、
鈴
木
敦
子
の
間
で
行
わ
れ
た
地
域
経
済
を
巡
る
論
争
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
鈴
木
敦
子
は
論
文
「
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
経
済
圏
の
構
造
」
で
、
中
央
の
み
に
求
心
化
し
な
い
「
地
域
経
済
圏
」
と
い
う
概
念
を
提
起

し
て
、
佐
々
木
の
地
域
経
済
論
や
脇
田
の
首
都
市
場
圏
論
が
中
央
と
の
関
わ
り
の
み
で
進
め
ら
れ
た
と
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
佐
々
木
は
、

「
地
域
経
済
圏
」
と
い
う
用
語
の
意
味
が
、
「
本
来
特
定
の
限
ら
れ
た
地
域
内
で
の
生
産
・
流
通
・
分
配
・
消
費
等
一
連
の
経
済
活
動
・
循
環

活
動
が
独
立
的
に
行
わ
れ
、
自
己
完
結
性
の
き
わ
め
て
強
い
経
済
地
域
を
意
味
し
て
い
る
」
と
し
、
そ
の
中
世
社
会
に
お
け
る
存
在
に
疑
念
を

　
　
⑬

呈
し
た
。
以
上
が
こ
の
論
争
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
近
年
公
刊
さ
れ
た
著
書
の
序
で
、
鈴
木
は
地
域
経
済
圏
が
自
己
完
結
性
を
意
図
し
な
い
と
あ
ら
た
め
て
反
論
を
加
え
て
お
り
、
確
か
に
、
こ

の
論
争
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
佐
々
木
の
批
判
は
形
式
的
に
過
ぎ
る
面
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
次
に
触
れ
る
よ
う
な
佐
々
木
の
研
究
の
軌
跡
や
、

鈴
木
批
判
が
出
さ
れ
た
八
八
年
と
い
う
時
期
の
研
究
状
況
を
想
起
す
れ
ば
、
鈴
木
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
示
し
た
、
自
己
完
結
的
な
地
域
経
済

研
究
へ
の
佐
々
木
の
危
惧
そ
の
も
の
は
極
め
て
真
っ
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
佐
々
木
を
高
く
評
価
す
る
の
も
、
同
じ
地
域
経
済
を
論
じ
て
い
て
も
佐
々
木
に
は
鈴
木
の
論
で
は
議
論
の
後
景
に
退
い
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

次
の
よ
う
な
視
点
が
堅
持
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
「
荘
園
に
お
け
る
代
銭
納
制
の
成
立
と
展
開
」
に
お
い
て
、

佐
々
木
は
代
銭
納
制
成
立
の
前
提
と
し
て
荘
園
領
主
側
の
銭
貨
要
求
と
い
う
上
か
ら
の
要
素
を
認
め
つ
つ
、
同
時
に
農
劇
的
商
品
流
通
の
萌
芽

と
い
う
下
か
ら
の
要
素
か
ら
も
そ
れ
を
と
ら
え
て
い
る
。
対
象
と
し
た
時
期
は
一
四
世
紀
ま
で
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
中
央
と
地
方
と
い
う
双
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方
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
地
方
商
業
の
展
開
を
見
出
そ
う
と
す
る
視
野
の
広
さ
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
佐
々
木
の
懸
念
は
杞

憂
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
各
地
経
済
の
分
析
に
お
い
て
、
中
央
、
な
い
し
は
隣
接
す
る
地
域
と
の
関
係
が
不
明
確
な
ま
ま
進
め
ら
れ
て
い
る
研

究
も
多
く
、
結
果
的
に
佐
々
木
の
「
自
己
完
結
性
の
強
い
経
済
地
域
」
と
い
う
批
判
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
研
究
も
多
く
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
同
様
の
問
題
点
は
永
原
慶
二
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
永
原
は
一
九
八
○
年
代
の
戦
圏
期
経
済
に
関
す
る
研
究
が
、
総
じ
て
戦
国
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
発
展
的
様
相
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
中
世
と
近
世
の
経
済
に
は
断
絶
が
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
批
判
し
た
。

永
原
が
こ
こ
で
求
め
て
い
る
の
は
前
代
、
後
代
と
い
う
時
間
軸
、
と
り
わ
け
近
世
と
の
比
較
だ
が
、
前
後
す
る
時
期
と
の
関
わ
り
も
不
明
確
な

ま
ま
、
戦
国
期
の
経
済
を
論
じ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
不
十
分
な
こ
と
で
あ
る
。
八
○
年
代
に
進
め
ら
れ
た
研
究
は
、
確
か
に
戦
国
期
の
社
会
経

済
史
研
究
に
多
様
性
と
い
う
広
が
り
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
佐
々
木
や
永
原
の
懸
念
の
通
り
、
隣
接
す
る
地
域
や
時
代
と
の

関
連
性
が
不
十
分
で
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
り
、
研
究
が
進
む
に
随
い
、
逆
に
全
体
像
が
見
え
に
く
く
な
る
問
題
も
抱
え
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
八
○
年
代
の
研
究
の
問
題
点
を
挙
げ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
起
こ
っ
た
原
因
と
し
て
は
、
関
連
史
料
の
希
少
さ
と
い
う
、

と
り
わ
け
地
域
史
研
究
が
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
一
般
に
社
会
経
済
史
、
特
に
商
業
史
の
そ
れ
は
断

片
性
が
著
し
い
が
、
特
に
地
方
に
な
る
と
そ
の
度
合
い
は
一
層
高
ま
り
、
あ
る
史
資
料
が
断
片
的
に
存
在
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
肉
付
け
・
帰

納
す
る
関
連
史
料
は
基
本
的
に
乏
し
い
。
こ
の
た
め
に
あ
る
学
説
に
依
存
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
へ
の
批
判
ま
で
は
生
ま
れ
に
く
い
の

で
あ
る
。
八
○
年
代
以
降
の
研
究
は
、
多
様
性
を
も
た
ら
し
た
反
面
、
と
り
わ
け
地
方
の
社
会
経
済
史
研
究
を
進
め
る
際
の
史
料
的
困
難
さ
も

浮
き
彫
り
に
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
八
○
年
代
後
半
に
盛
況
を
見
た
学
際
的
研
究
に
つ
い
て
も
、
そ
の
当
初
は
文
献
で
は
明
ら
か
に
で
き
な

い
様
々
な
事
柄
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
の
、
動
態
的
把
握
に
乏
し
く
、
現
在
、
閉
塞
状
況
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
仁
木
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い

る
。　

前
項
で
見
た
通
り
、
中
央
と
地
方
と
い
う
視
点
は
、
脇
田
、
佐
々
木
の
研
究
な
ど
に
よ
り
一
九
七
〇
年
代
に
は
既
に
出
揃
っ
て
い
た
。
そ
の

後
、
八
○
年
代
に
は
地
域
経
済
研
究
が
活
性
化
し
、
ま
た
、
都
市
概
念
の
拡
大
が
も
た
ら
さ
れ
、
九
〇
年
代
の
社
会
経
済
史
の
隆
盛
を
準
備
し
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た
が
、
社
会
史
研
究
で
も
学
際
的
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
は
、
中
央
と
地
方
を
包
括
す
る
試
み
や
、
都
市
の
社
会
経
済
的
背
景
を
把
握
す

る
動
向
に
乏
し
く
、
多
様
化
が
進
ん
だ
反
面
、
全
体
像
を
構
築
す
る
動
き
に
欠
け
て
い
た
と
い
え
る
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
は
、
既
述
し
た
史
料
の
残
存
が
研
究
の
多
様
化
を
裏
付
け
る
に
十

分
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
社
会
史
研
究
へ
と
向
か
う
中
世
史
研
究
の
「
内
な
る
う
な
が
し
」
が
、
議
論
の
後
景
に
退
く
よ
う

に
な
り
、
七
〇
年
代
の
研
究
と
の
一
種
の
断
絶
を
生
み
出
し
て
い
た
こ
と
に
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
七
〇
年
代
ま
で
に
提
起

さ
れ
て
い
た
論
点
の
批
判
的
継
承
が
十
分
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
見
た
よ
う
な
研
究
対
象
の
拡
散
と
そ
れ
に
付
属
す
る
史
料
の
不
十
分
さ
や
、
七
〇
年
代
以
前
の
研
究
と
の
あ
る
種
の
断
絶
は
、
従
来

の
議
論
へ
の
批
判
と
い
う
か
た
ち
に
つ
な
が
り
に
く
く
、
一
種
の
学
問
的
消
極
性
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
歴
史
掘
握

が
退
潮
を
見
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
純
な
発
展
段
階
的
理
解
を
残
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
付
け
加
え
て
い
え
ば
、
こ
の
状
態

の
な
し
く
ず
し
的
な
継
続
が
、
こ
の
学
問
に
お
け
る
仮
説
の
提
起
と
そ
の
検
証
と
い
う
人
文
科
学
と
し
て
の
基
礎
体
力
を
低
下
さ
せ
る
結
果
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
　
発
展
段
階
論
へ
の
懐
疑
の
登
場
　
　
一
九
九
〇
年
代
一

　
上
横
手
雅
敬
は
前
項
で
触
れ
た
黒
田
の
提
吉
に
対
す
る
学
会
の
反
応
を
「
こ
れ
ほ
ど
重
要
で
深
刻
な
反
省
と
提
案
に
対
し
、
学
会
の
反
応
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

驚
く
ほ
ど
冷
淡
で
あ
っ
た
。
」
と
回
顧
し
て
い
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
網
野
の
発
展
段
階
論
に
対
す
る
批
判
意
識
も
社
会
史
の
隆
盛
に
よ
り

忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
社
会
史
も
退
潮
し
、
ま
た
バ
ブ
ル
経
済
の
終
焉
と
い
う
日
本
経
済
の
変
化
は
、
一
〇
年
以
上
も
遅
れ
て

学
会
に
発
展
段
階
論
へ
の
懐
疑
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
朝
尾
の
発
言
を
冒
頭
で
引
用
し
た
が
、
さ
ら
に
九
〇
年
代
を
代
表
す
る
社
会
経
済
史
の
研
究
者
と
し
て
桜
井
英
治
の
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

琶
も
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
周
知
の
通
り
、
桜
井
は
考
古
学
と
の
協
業
や
網
野
の
職
人
論
の
継
承
な
ど
、
八
○
年
代
の
研
究
の
良
質
な
部
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⑳

分
を
継
承
し
、
割
符
、
折
紙
銭
と
い
う
中
世
の
信
用
経
済
論
を
も
と
に
、

一
六
世
紀
に
経
済
構
造
が
崩
壊
し
た
こ
と
を
主
張
し
た
研
究
者
で
あ
る
。

一
五
世
紀
後
半
に
、
中
世
経
済
が
発
展
の
到
達
点
を
迎
え
た
こ
と
と
、

14 （14）

経
済
史
に
断
絶
や
画
期
を
求
め
る
こ
と
を
最
近
の
研
究
は
あ
ま
り
好
ま
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
一
時
的
な
停
滞
や
後
退
は
あ
る
に
せ
よ
、
長
期
的
に
み
れ

ば
経
済
は
発
展
し
て
ゆ
く
も
の
だ
と
い
う
信
念
が
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
生
産
力
と
経
済
構
造
と
は
混
同
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
こ
う
。
生
産
力
が
緩
や
か
な
上
昇
ラ
イ
ン
を
描
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
の
組
織
の
仕
方
ま
で

が
安
定
的
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
生
産
力
が
安
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
治
や
社
会
観
念
な
ど
別
の
因
子
に
よ
っ
て
経
済
構
造
が
大
き
な
転

換
を
と
げ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
生
産
力
を
超
え
て
特
殊
な
経
済
シ
ス
テ
ム
が
発
達
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
一
五
世
紀
後
半
の
ピ
ー
ク
と
は
、

ま
さ
に
経
済
シ
ス
テ
ム
だ
け
が
異
様
な
膨
張
を
と
げ
た
時
代
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
あ
っ
け
な
く
沈

静
化
に
向
か
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
転
換
期
に
さ
い
し
て
次
代
に
継
承
さ
れ
る
の
は
可
塑
性
に
富
ん
だ
基
底
的
部
分
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
構
造

に
適
応
し
、
特
殊
化
し
す
ぎ
た
部
分
は
い
わ
ゆ
る
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
バ
ブ
ル
と
し
て
解
体
し
て
ゆ
く
運
命
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
新
し
い
も
の
が
つ
ね
に
そ
の
時
代
の
最
先
端
部
分
、
す
な
わ
ち
も
っ
と
も
複
雑
な
部
分
か
ら
生
み
落
と
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
は
か
ら
ず
も

進
化
生
物
学
が
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
、
原
始
的
な
も
の
、
単
純
な
も
の
こ
そ
が
次
代
の
に
な
い
手
と
し
て
は
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
ば
あ
い
も
あ
る

の
で
あ
る
。

　
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
バ
ブ
ル
」
と
い
う
表
現
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
の
発
言
の
背
景
に
は
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
社
会
経
済
の
状
況
が

あ
り
、
間
違
い
な
く
こ
の
変
化
が
研
究
者
の
歴
史
理
解
に
も
変
容
を
迫
っ
て
い
た
。
生
産
力
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
飢
言
論
が
登
場
し
て
い

な
か
っ
た
た
め
に
「
生
産
力
が
緩
や
か
な
上
昇
ラ
イ
ン
を
描
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
」
と
い
う
か
た
ち
で
保
留
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

明
確
に
経
済
の
発
展
と
い
う
図
式
へ
の
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
桜
井
が
保
留
し
た
生
産
力
の
上
昇
に
つ
い
て
も
、
同
じ
頃
、
飢
修
論
、
災
害
論
、
戦
争
論
と
い
う
か
た
ち
で
、
藤
木
久
志
、
峰
岸
純
夫
の
手

に
よ
っ
て
批
判
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
藤
木
は
著
書
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
研
究
の
動
機
を
率
直
に
告
白
し
て
い
る
。
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飢
謹
と
戦
争
に
は
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
予
感
を
確
か
め
る
た
め
に
、
私
は
ほ
ぼ
八
年
ほ
ど
を
か
け
て
、
中
世
の
飢
餓
を
ひ
こ

　
　
お
こ
す
災
害
に
か
ん
す
る
デ
～
タ
ベ
ー
ス
作
り
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は
、
あ
の
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
の
冷
夏
に
よ
る
東
日
本
の
大
凶
作

　
　
で
し
た
。
そ
の
衝
撃
の
な
か
で
私
は
、
自
分
が
乱
世
の
厳
し
い
凶
作
事
情
を
ま
っ
た
く
知
ら
ず
、
た
だ
無
事
安
泰
な
中
世
像
ば
か
り
描
い
て
き
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
反
省
し
、
そ
の
年
か
ら
私
は
、
日
本
申
世
の
災
害
情
報
を
集
め
る
作
業
を
は
じ
め
た
の
で
し
た
。

ま
た
、
峰
岸
純
夫
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
や
三
宅
島
噴
火
な
ど
の
近
年
の
自
然
災
害
に
つ
い
て
触
れ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
研
究
史
を
回
顧
す

る
。　

　
二
十
世
紀
後
半
の
歴
史
学
は
、
自
然
災
害
の
研
究
に
比
較
的
冷
淡
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
原
因
は
、
高
度
経
済
成
長
と
歩
み
を
と
も
に
し
、
自
然

　
　
に
対
す
る
人
間
の
優
位
性
の
ゆ
る
ぎ
な
い
確
信
と
自
然
は
人
並
の
開
発
の
対
象
で
し
か
な
い
と
い
う
観
念
が
支
配
的
で
、
自
然
や
自
然
災
害
を
軽
視
す
る

　
　
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
（
翼
翼
）
十
五
世
紀
前
半
ま
で
は
、
都
市
や
市
・
宿
・
町
な
ど
の
都
市
な
い
し
都
市
的
な
場
の
発
展
、
輸
入
貨
幣
に

　
　
よ
る
急
速
な
貨
幣
経
済
の
進
展
が
見
ら
れ
、
網
野
善
彦
氏
を
し
て
、
資
本
主
義
の
萌
芽
と
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
が
現
出
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
こ
と

　
　
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
動
向
は
ス
ム
ー
ス
に
展
開
さ
れ
て
は
い
か
ず
、
十
五
世
紀
申
葉
を
境
に
自
然
条
件
の
悪
化
を
基
軸
に
急
角
度
な
経
済
の
下
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
線
を
た
ど
る
。
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
と
い
っ
て
も
よ
い
現
象
で
あ
る
。

　
単
純
に
発
展
す
る
社
会
を
あ
る
種
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
も
根
強
く
支
え
て
い
た
の
は
、
農
業
生
産
力
の
発
展
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
飢

謹
論
、
災
害
論
の
登
場
に
よ
っ
て
生
産
力
の
上
昇
を
そ
の
ま
ま
社
会
、
経
済
の
発
展
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
生
産
力
の
上
昇
を

も
と
に
す
る
発
展
段
階
論
の
最
後
の
砦
も
こ
こ
に
崩
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
但
し
、
確
認
し
て
お
く
必
要
の
あ
る
の
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
中
世
社
会
を
単
純
に
飢
謹
の
時
代
と
し
て
把
握
す
る
の
も
正
し
く
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
極
端
な
論
旨
を
展
開
す
る
研
究
も
散
見
す
る
が
、
こ
れ
で
は
発
展
段
階
論
を
裏
返
し
た
だ
け
で
、
歴
史
把
握
の
平
板
さ
と
い

う
点
で
発
展
段
階
論
と
同
じ
問
題
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
世
後
期
最
大
の
飢
饒
と
し
て
知
ら
れ
る
寛
正
の
割
下
で
も
被
害
に
偏
差
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
た
こ
と
が
熱
田
公
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
研
究
成
果
や
近
世
か
ら
最
近
に
至
る
災
害
被
害
の
有
り
様
を
見
て
も
、
災
害
の
内
実
や
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被
害
範
囲
を
精
査
す
る
こ
と
な
し
に
、
す
べ
て
を
飢
饒
に
＝
兀
化
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
生
産
力
の
発
展
と
い
う
問
題
は
、
農
業
技
術
史
研
究
と
密
接
な
関
わ
り
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
発
展
段
階
論
に
収
敏
す
る
議

論
が
多
か
っ
た
に
せ
よ
、
個
々
の
成
果
は
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
を
軽
視
し
て
、
中
世
を
単
な
る
飢
謹
の
時
代
と
説
明
す
る
こ
と
は
、

飢
鰹
、
災
害
を
含
む
自
然
と
関
わ
り
合
い
、
そ
の
中
で
不
断
に
進
め
ら
れ
て
い
た
当
時
の
人
々
の
営
為
を
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
研
究
者
が
最
も
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
要
は
中
世
社
会
を
単
純
に
発
展
す
る
、
な
い
し
は
飢
謹
の
時
代
と
把
握
す
る
と
い
っ
た
安
易
で
平
板
な
歴
史
理
解
に
安
住
す
る
の
で
は
な
く
、

当
時
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
全
体
像
を
構
築
す
る
と
い
う
姿
勢
と
作
業
が
こ
れ
か
ら
の
研
究
で
は
特
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

①
永
原
慶
二
『
戦
国
期
の
政
治
経
済
構
造
扇
（
岩
波
書
店
、
｝
九
九
七
年
）
。

②
　
綿
貫
友
子
『
中
世
東
國
の
太
平
洋
海
運
扁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
、

　
宇
佐
見
隆
之
糊
日
本
中
世
の
流
通
と
商
業
漏
（
吉
摺
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
、
歴

　
画
学
研
究
会
編
開
越
境
す
る
貨
幣
』
（
青
木
書
店
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
。

③
脇
田
晴
子
買
本
中
枇
商
業
発
達
史
の
研
究
扁
（
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
九

　
年
）
三
頁
。

④
佐
々
木
銀
弥
「
解
説
」
（
小
野
晃
羅
『
日
本
産
業
発
達
史
の
研
究
』
法
政
大
学

　
出
版
会
、
一
九
八
　
年
再
刊
に
所
収
）
。

⑤
中
田
薫
「
王
朝
時
代
の
庄
園
に
関
す
る
研
究
」
（
朔
法
制
史
論
集
臨
二
、
岩
波
書

　
店
、
　
一
九
三
八
年
、
初
繊
は
㎝
九
〇
六
年
）
。
中
謡
説
の
批
判
に
つ
い
て
は
石
井

　
進
［
荘
園
の
領
有
体
系
」
（
『
講
座
曝
本
荘
園
史
二
　
荘
園
の
成
立
と
領
有
魅
吉
川

　
弘
文
館
、
…
九
九
｝
年
）
、
川
端
新
「
院
政
初
期
の
壷
皿
形
態
」
（
『
荘
園
制
成
立

　
史
の
研
究
肩
甲
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
繊
は
一
九
九
六
年
）
。

⑥
中
田
薫
「
徳
川
時
代
の
為
替
手
形
文
言
に
就
て
扁
（
嚇
法
制
史
論
草
除
三
上
、
岩

　
波
書
店
）
。

⑦
桜
井
英
治
「
割
符
に
関
す
る
考
察
」
（
咽
日
本
中
世
の
経
済
構
造
駈
岩
波
書
店
、

　
一
九
九
六
年
、
初
鵬
は
一
九
九
五
年
）
、
宇
佐
見
隆
之
「
割
符
考
」
（
糊
日
本
申
世

　
の
商
業
と
流
通
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
。

⑧
小
野
氏
の
業
績
と
し
て
は
、
前
出
の
『
日
本
産
業
発
達
史
の
研
究
隔
の
ほ
か
に
、

　
現
在
、
㎎
増
補
版
　
近
世
城
下
町
の
研
究
睡
（
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
二
年
、

　
初
版
は
一
九
二
八
年
）
、
『
日
本
中
鋸
商
業
繋
の
研
究
隔
（
法
政
大
学
出
版
会
、
一

　
九
八
九
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

⑨
前
掲
小
野
咽
日
本
産
業
発
達
史
の
研
究
臨
所
収
、
初
出
は
一
九
三
九
年
。

⑩
一
連
の
業
績
は
㎎
豊
田
武
著
作
集
団
全
八
巻
（
吉
潤
弘
文
館
、
　
九
八
二
～
八

　
～
二
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑪
霞
中
克
行
「
荘
園
年
貢
の
収
納
・
運
搬
と
問
丸
の
機
能
」
（
『
中
世
の
惣
村
と
文

　
書
臨
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
初
出
は
一
九
九
五
年
）
。

⑫
前
掲
脇
田
凹
日
本
中
世
商
業
発
達
史
の
研
究
撫
。

⑬
今
谷
明
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
暁
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
、
同

　
噸
守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
誌
（
法
政
大
学
出
版
会
、
　
【
九
八
六
年
）
。

⑭
佐
々
木
銀
弥
『
中
世
商
品
流
通
史
の
研
究
騙
（
法
政
大
学
出
版
会
、
～
九
七
二

　
年
）
。

⑮
三
浦
圭
一
「
戦
国
期
の
交
易
と
交
通
」
（
『
日
本
申
世
の
地
域
と
社
会
㎏
思
文
閣

　
出
版
、
｝
九
九
三
年
、
初
出
は
【
九
七
六
年
）
。
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⑯
黒
田
俊
雄
「
「
中
世
」
の
意
味
」
（
璽
…
田
俊
雄
著
作
集
第
五
巻
中
世
荘
園

　
制
論
』
法
蔵
館
、
一
九
九
五
年
、
初
出
は
「
中
世
史
序
説
」
と
し
て
一
九
七
五

　
年
）
。

⑰
網
野
善
彦
『
増
補
無
縁
・
公
界
・
楽
臨
（
平
凡
社
、
初
版
は
一
九
七
八
年
）
、

　
網
野
明
日
本
中
琶
都
市
の
世
界
一
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

⑱
網
野
善
彦
「
日
本
中
世
史
研
究
の
現
在
」
（
『
中
世
再
考
』
隣
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス

　
ク
…
ル
出
版
部
、
八
六
年
、
初
出
は
七
九
年
）
。

⑲
石
井
進
「
社
会
史
の
課
題
」
（
留
石
器
講
座
日
本
通
史
別
巻
一
歴
史
意
識
の

　
現
在
臨
　
一
九
九
五
年
）
。

⑳
仁
木
宏
『
空
間
・
公
・
共
同
体
暁
（
青
木
書
店
、
一
九
九
七
年
）
。

⑳
仁
木
宏
一
戦
図
・
織
韻
政
権
期
に
お
け
る
権
力
と
町
共
同
体
」
（
明
日
本
史
研

　
究
』
三
一
二
号
、
一
九
八
八
年
）
、
前
掲
仁
木
『
空
間
・
公
・
共
同
体
駄
な
ど
。

⑫
　
鈴
木
敦
子
『
日
本
中
世
社
会
の
流
通
構
造
幅
（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
所

　
収
、
初
出
は
一
九
八
○
年
。

⑬
　
佐
々
木
銀
弥
「
中
世
後
期
地
域
経
済
の
形
成
と
流
通
」
（
『
B
本
中
世
の
流
通
と

二
　
中
世
後
期
社
会
に
お
け
る
酋
都
の
位
置

　
対
外
関
係
』
吉
川
弘
文
館
、
｝
九
九
四
年
、
初
幽
は
｝
九
八
八
年
）
。

⑳
前
掲
鈴
木
『
日
本
中
世
社
会
の
流
通
構
造
顧
の
「
序
｝
。

⑳
　
佐
々
木
晶
則
掲
鰍
回
所
収
、
初
山
山
は
一
九
⊥
ハ
ニ
年
。

⑳
　
永
原
慶
二
門
戦
国
期
の
都
布
と
物
流
－
研
究
史
的
検
討
」
（
隅
戦
国
期
の
政
治

　
経
済
構
造
勲
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
初
出
は
一
九
九
五
年
目
。

⑳
　
上
横
手
雅
敬
「
封
建
制
と
主
従
制
」
（
『
岩
波
講
座
　
B
本
通
史
　
第
九
巻
　
中

　
世
三
睡
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
。

⑳
　
桜
井
英
治
岡
湘
本
中
世
の
経
済
構
造
臨
（
岩
波
書
店
、
｝
九
九
六
年
）
。

⑳
　
桜
井
英
治
「
折
紙
銭
と
十
五
世
紀
の
贈
与
経
済
」
（
勝
俣
鎮
夫
編
『
中
世
人
の

　
生
活
世
界
隔
山
川
鵬
版
社
、
　
一
九
九
六
年
）
。

⑳
　
藤
木
久
志
明
飢
餓
と
載
争
の
戦
国
を
行
く
馳
（
朝
B
選
書
、
二
〇
〇
一
年
）
。

⑳
　
峰
岸
純
夫
『
中
世
災
害
・
戦
乱
の
社
会
史
輪
（
吉
規
弘
文
館
、
二
〇
〇
｝
年
）
。

⑫
　
熱
田
公
「
寛
正
の
飢
煙
と
大
和
」
（
『
中
世
寺
領
荘
園
と
動
乱
期
の
社
会
』
思
文

　
閣
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
皿
九
八
五
年
）
。

　
こ
こ
ま
で
の
研
究
史
整
理
に
よ
り
、
発
展
段
階
論
へ
の
批
判
は
、
学
問
の
内
在
的
な
展
開
で
は
な
く
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
日
本
経
済
の
低
迷

と
い
う
外
在
的
な
要
素
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
た
。
次
に
行
う
必
要
が
あ
る
の
は
、
現
在
、
新
し
い
理
解
が
登
場
し

て
い
な
い
と
い
う
閉
塞
状
況
を
克
服
す
る
作
業
で
あ
る
。

　
右
の
問
題
関
心
を
共
有
す
る
も
の
と
し
て
、
近
年
相
次
ぐ
、
時
代
区
分
・
時
期
区
分
論
を
と
り
あ
げ
た
企
画
、
議
論
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
が
か
つ
て
「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
と
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
研
究
の
個
別
分
散
化

が
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
い
き
、
時
代
的
に
そ
し
て
空
間
的
に
隣
接
す
る
時
代
や
地
域
の
研
究
と
の
交
流
を
欲
し
て
、
か
つ
て
の
「
世
界
史
」
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的
な
広
が
り
を
求
め
て
い
る
こ
と
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
部
の
研
究
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
足
元
も
覚
束
な
い
性
急
な
議
論
が
生
産
的
で
は
な
い
こ
と
は
前
章
の
研
究

史
整
理
を
見
て
も
十
分
に
察
知
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
へ
の
有
効
な
処
方
箋
は
、
遠
回
り
に
見
え
る
が
、
研
究
の
現
況
に

鑑
み
つ
つ
、
研
究
史
を
洗
い
直
し
て
論
じ
残
さ
れ
た
問
題
を
再
検
討
す
る
作
業
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
中
世
後
期
社
会
経
済
史
研
究
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
八
○
年
代
以
降
、
十
分
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
脇
田
首
都
市
場
圏
論
の
再
検

討
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
説
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
前
章
で
述
べ
た
研
究
史
の
一
種
の
断
絶
状
況
も
あ
っ
て
、
十
分
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
首
都
市
場
圏
論
を

再
度
検
討
し
つ
つ
、
近
年
、
議
論
が
活
発
で
あ
る
外
交
論
や
戦
争
論
に
も
学
び
な
が
ら
、
研
究
の
薪
た
な
糸
口
を
探
り
た
い
。
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（［

j
着
都
の
求
心
性

　
首
都
市
場
圏
論
に
は
、
政
治
史
研
究
と
整
合
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
の
ほ
か
に
、
核
で
あ
る
首
都
京
都
の
状
況
が
明
ら
か
で
な
い
点
に
も

問
題
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
先
に
京
都
経
済
の
分
析
を
も
と
に
、
戦
国
期
の
京
都
は
室
町
期
と
比
較
し
て
冨
の
求
心
性
が
低
下
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
こ
と
を
指
摘
し
、
首
都
市
場
圏
論
を
批
判
し
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
そ
こ
で
十
分
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
首
都
市
場
圏
論
が
生
み
出
さ
れ
た

当
時
の
研
究
状
況
を
見
る
こ
と
で
、
首
都
市
場
圏
論
の
問
題
点
を
再
説
し
て
お
き
た
い
。

　
最
初
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
首
都
市
場
圏
と
い
う
学
術
用
語
に
胚
胎
す
る
問
題
点
で
あ
る
。
脇
田
も
註
で
触
れ
る
通
り
、
こ
の
用
語
は
大
塚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

久
雄
の
定
義
し
た
首
都
市
場
圏
．
、
ヨ
Φ
寝
。
℃
o
洋
藍
ヨ
9
慶
簿
窪
＄
．
、
を
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
用
語
は
当
初
か
ら
誤
解
を

得
や
す
い
邦
訳
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
大
塚
の
い
う
首
都
市
場
圏
は
欧
州
各
地
の
大
都
市
が
各
都
市
の
地
域
的
市
場
圏
か
ら
脱
し
て
梱
互
に
交

易
し
、
そ
れ
に
伴
い
形
成
さ
れ
た
広
域
市
場
圏
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
首
都
と
は
．
、
。
巷
欝
一
．
、
で
は
な
く
、
大
都
市
．
ぎ
Φ
け
8
鴛
瀕
、
．
と

し
て
理
解
す
べ
き
で
、
強
い
て
言
え
ば
「
大
都
市
間
交
易
圏
」
と
で
も
名
付
け
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



発展段階論と中世後期社会経済史研究（早島）

　
こ
れ
が
脇
田
説
で
は
「
京
都
を
中
心
と
す
る
集
権
的
な
商
品
流
通
に
触
発
さ
れ
て
成
立
し
た
畿
内
主
要
都
市
を
結
ぶ
か
か
る
市
場
圏
」
、
つ

ま
り
、
首
都
．
．
＄
窟
琶
、
．
京
都
を
基
軸
に
し
て
説
明
さ
れ
る
。
問
題
は
前
額
で
も
述
べ
た
よ
う
に
首
都
京
都
を
軸
と
し
た
市
場
圏
を
主
張
す
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
京
都
の
経
済
状
況
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
り
、
ま
た
、
戦
国
期
畿
内
の
経
済
状
況
の
イ

メ
ー
ジ
が
．
．
、
＄
鎧
戸
．
国
費
ざ
け
碧
＄
、
．
で
は
な
く
、
京
都
も
堺
も
天
王
寺
も
同
等
の
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
む
し
ろ
こ
の
部
分
に
関
し
て
は

大
塚
の
．
、
日
Φ
肯
δ
℃
○
職
掌
ヨ
飴
時
鳥
費
Φ
餌
、
．
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
で
把
握
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
が
脇
田
首
都
市
場
圏
論
を
捉
え
に

く
い
も
の
に
し
て
い
る
。

　
首
都
市
場
圏
論
成
立
の
背
景
を
論
じ
る
上
で
も
う
一
点
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
が
近
世
幕
藩
体
制
経
済
の
前
提
と
し
て
も
構
想

さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
近
世
経
済
が
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
、
卓
越
し
た
畿
内
経
済
を
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
が
当
時
の
研
究
で
指
摘
さ
れ

て
お
り
、
畿
内
経
済
の
求
心
性
は
自
明
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
こ
の
要
請
に
首
都
市
場
圏
論
が
極
め
て
適
合
的
で
あ
り
、
こ
の
た
め

に
長
く
通
説
と
し
て
の
位
置
を
占
め
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
首
都
市
場
圏
論
の
構
成
そ
の
も
の
を
見
る
と
、
総
論
と
各
論
と
の
問
の
翻
鶴
が
大
き
い
点
を
問
題
と
し
て
指
摘
で
き

る
。
前
章
で
三
つ
の
商
人
類
型
に
則
し
て
具
体
的
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
問
屋
商
人
の
台
頭
に
つ
い
て
は
政
治
社
会
的
背
景
の
分
析
が
不
明
瞭

で
あ
り
、
ま
た
、
在
京
御
用
商
人
に
つ
い
て
は
捨
象
さ
れ
る
な
ど
各
論
の
論
点
が
総
論
で
は
十
分
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
近
世
史

研
究
へ
の
接
続
の
問
題
や
、
総
論
を
く
み
上
げ
る
際
に
大
塚
説
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
結
果
的
に
脇
田
説
で
首
都
、
な

い
し
は
畿
内
の
求
心
性
は
中
世
を
通
じ
て
維
持
・
発
展
す
る
と
い
う
よ
う
に
発
展
段
階
的
理
解
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
脇
田
説
に
あ
っ
て
発
展
段
階
的
理
解
が
残
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
さ
ら
に
西
洋
中
世
都
市
論
と
の
比
較
と
い
う
問
題
も
挙
げ
て
お
き
た
い
。

脇
田
は
中
世
都
市
論
に
お
け
る
都
市
史
研
究
の
現
状
を
指
摘
す
る
中
で
「
要
す
る
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
都
市
を
モ
デ
ル
と
し
、
理
想
化
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

日
本
の
そ
れ
の
未
熟
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
当
時
の
状
況
を
回
顧
的
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
か
ら
は
、
当
時
の
都
市
史
研

究
へ
の
批
判
と
し
て
、
成
熟
、
な
い
し
は
発
展
し
た
都
市
像
の
提
示
が
最
も
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
首
都
市
場
宗
論
が
形
成
さ
れ
た
背
景
を
振
り
返
っ
て
わ
か
る
の
は
、
こ
の
著
名
な
学
説
が
、
当
時
の
実
に
複
雑
で
困
難
な
研

究
状
況
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
、
脇
田
や
先
述
の
網
野
の
奮
闘
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
圧
迫
を

感
じ
る
必
要
は
な
く
な
り
、
都
市
が
未
熟
か
発
達
し
て
い
た
か
∩
と
い
う
大
味
な
議
論
か
ら
我
々
は
解
放
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
個
別
実
証
研

究
も
着
実
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
当
時
と
比
較
し
て
研
究
条
件
は
お
お
い
に
改
善
さ
れ
て
い
る
。

　
後
者
の
点
で
特
に
顕
著
な
の
は
、
近
世
史
研
究
の
進
展
で
あ
る
。
近
年
の
研
究
で
は
織
豊
期
に
お
け
る
京
都
改
造
の
実
態
や
、
こ
れ
に
伴
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

人
口
増
加
の
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
近
世
成
立
期
に
お
け
る
飛
躍
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
も
踏
ま
え
る
と
、
戦
国
期
か
ら
近

世
へ
の
社
会
経
済
的
移
行
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
単
純
に
近
世
へ
と
接
続
す
る
畿
内
経
済
の
求
心
性
を
前
提
と
し
た
も
の
と
し
て
想
定
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
転
換
も
背
景
に
し
て
、
私
は
愚
稿
で
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
室
町
期
京
都
の
求
心
性
を
守

護
在
京
制
に
よ
る
交
通
の
活
発
化
と
そ
れ
に
伴
う
富
の
集
中
と
い
う
か
た
ち
で
説
明
し
、
一
六
世
紀
に
お
け
る
京
都
で
は
そ
れ
は
失
わ
れ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
京
都
と
そ
の
周
辺
都
市
の
関
連
も
含
め
た
求
心
姓
の
議
論
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
て
い
る
。
詳
細
は
別

の
機
会
に
展
開
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
首
都
と
周
辺
都
市
の
関
係
に
つ
い
て
の
私
の
基
本
的
考
え
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
と
、
一
般
に

戦
国
期
の
港
湾
都
市
と
し
て
堺
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ま
ず
堺
の
台
頭
と
い
う
現
象
自
体
が
前
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
変
化
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

戦
国
期
に
特
有
の
事
象
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
京
都
－
兵
庫
と
い
う
従
来
の
あ
り
方
の
変
化
を
端
的
に

示
し
、
室
町
時
代
の
状
況
と
比
較
す
れ
ば
大
き
な
相
違
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
京
都
の
位
置
に
つ
い
て
も
、
後
述
す
る
室
町
期
の
遣
明
船
派
遣

か
ら
戦
国
期
の
展
開
と
い
っ
た
外
交
の
あ
り
方
か
ら
見
通
す
と
、
随
分
と
様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
室
町
・
戦
国
期
を
通
じ
て
列

島
社
会
に
お
い
て
京
都
や
畿
内
の
位
置
は
重
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
や
有
機
的
連
関
に
は
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
の
で
あ

り
、
今
後
は
京
都
経
済
の
低
迷
と
い
っ
た
経
済
変
動
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
議
論
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
話
を
首
都
の
求
心
性
の
問
題
へ
と
戻
す
と
、
右
の
指
摘
を
受
け
て
気
付
か
さ
れ
た
の
は
戦
国
期
研
究
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
求

心
性
と
、
室
町
期
の
京
都
を
素
材
に
述
べ
た
求
心
性
と
は
、
岡
じ
言
葉
な
が
ら
意
味
す
る
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
私
が
論
じ
た
の
は
、
交
通
と
富
の
求
心
性
と
い
う
政
治
経
済
的
要
素
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
方
、
近
世
成
立
期
の
論
者
な
ど
が
想
定
す

る
求
心
性
は
、
例
え
ば
、
こ
れ
が
先
進
性
と
も
等
値
さ
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
る
種
、
経
済
文
化
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
こ
こ
に
至
り
、
よ
う
や
く
我
々
は
戦
国
期
の
京
都
や
畿
内
の
求
心
性
の
質
、
あ
る
い
は
内
容
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
段
階
に
到
達
し
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
現
在
、
再
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
途
上
で
は
あ
る
が
、
室
町
期
か
ら
戦
国
期
に
ま
で
時
間
軸

を
広
げ
て
求
心
性
と
い
う
も
の
を
見
て
み
る
と
、
室
町
期
の
そ
れ
と
戦
国
期
の
そ
れ
は
相
違
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。

（
二
）
首
都
と
外
交

　
そ
れ
で
は
、
時
に
振
幅
を
見
せ
る
求
心
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
か
。
前
稿
で
京
都
を
首
都
と
し
て
把
握
す
る
際
に
、
政

治
と
経
済
の
融
合
を
指
標
に
し
て
京
都
を
首
都
と
位
置
づ
け
た
が
、
首
都
を
論
じ
る
上
で
欠
か
せ
な
い
外
交
の
問
題
か
ら
、
右
の
課
題
に
接
近

し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
室
町
幕
府
と
外
交
、
対
外
交
渉
の
関
わ
り
で
著
名
な
の
は
、
義
満
の
権
力
を
「
日
本
国
王
」
と
し
て
叙
述
し
た
佐
藤
進
一
説
で
あ
る
。
佐
藤

の
「
室
町
幕
府
論
」
は
将
軍
の
全
国
支
配
は
京
都
を
拠
点
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
上
で
、
そ
の
過
程
を
王
朝
権
力
の
吸
収
と
明
に
よ

る
「
日
本
国
王
」
号
の
認
定
に
求
め
、
将
軍
義
満
期
に
一
つ
の
頂
点
を
迎
え
た
室
町
幕
府
将
軍
権
力
を
「
日
本
国
王
」
と
形
容
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
の
後
、
佐
藤
説
を
土
台
に
し
王
朝
権
力
の
吸
収
と
い
う
論
点
を
強
調
し
て
王
権
纂
奪
論
を
展
開
し
た
今
谷
明
説
が
あ
り
、
室
町
幕
府
を
論
じ

る
上
で
、
外
交
問
題
は
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
「
日
本
国
王
」
把
握
に
対
し
、
村
井
章
介
は
王
権
寡
奪
論
を
容
認
し
つ
つ
も
、
国
王
号
が
対
内
的
利
点
に
乏
し
か
っ
た
実
態
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⑨

を
挙
げ
、
佐
藤
説
を
批
判
す
る
。
ま
た
橋
本
雄
は
王
権
墓
奪
論
を
否
定
し
て
国
王
号
の
国
内
政
治
的
要
素
を
批
判
し
、
こ
れ
が
貿
易
利
潤
を
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

的
と
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
私
も
後
者
の
説
を
支
持
す
る
が
、
次
に
問
題
と
な
る
の
が
幕
府
権
力
と
貿
易
利
潤
の
具
体
的
な
関
係
で
あ
り
、
ま
た
義
満
の
権
力
を
単
純
に

「
日
本
国
王
」
と
呼
べ
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
を
室
町
幕
府
の
展
開
の
中
で
ど
の
よ
う
に
説
明
、
表
現
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
問
題
の
所
在
を
こ
の
よ
う
に
設
定
す
る
と
、
次
に
貿
易
利
潤
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
消
費
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
貿
易
利
潤
が
当
時
義
満
が
造
営
し
て
い
た
北
山
殿
建
築
費
用
に
充
て
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
北
山
殿
に
は
中
世
最
高
の
高
さ
を
誇
る
相
国
寺
大
塔
な
ど
も
移
築
さ
れ
て
お
り
、
義
満
の
権
力
を
荘
厳
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
遣
明
船
は

応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）
以
降
、
一
〇
、
＝
、
一
二
年
、
一
四
、
一
五
年
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
幕
府
の
自
発
的
意
志
で
な
く
、
回
礼
の
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

使
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
結
果
的
に
対
外
貿
易
の
利
潤
が
北
山
殿
へ
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
応
永
年
間
の
一
連
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

遣
明
船
は
結
果
的
に
「
北
山
殿
造
営
船
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
、
結
果
と
し
て
の
「
北
山
殿
造
営
船
」
の
史
的
意
義
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
前
代
の
状
況
と
比
較
し
て
お
き
た
い
。
遣
明
船
派
遣
が

日
元
交
通
の
こ
ろ
か
ら
造
営
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
だ
が
、
た
び
た
び
に
渡
る
寺
院
造
営
船
は
、
元
へ
の
痛
罵
に
よ

っ
て
得
た
富
を
鎌
倉
の
建
長
寺
な
ど
の
各
地
に
寺
院
建
築
と
し
て
具
現
化
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　
一
方
、
義
満
の
対
明
外
交
で
得
ら
れ
た
富
は
、
北
山
の
地
で
金
色
の
寺
院
や
、
造
営
中
な
が
ら
も
中
世
最
大
の
高
さ
を
誇
る
七
重
塔
と
い
う

か
た
ち
で
具
現
化
さ
れ
、
幕
府
権
力
を
荘
厳
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
鎌
倉
な
ど
様
々
な
土
地
に
寺
社
造
営
と
い
う
か
た
ち
で
還

元
さ
れ
て
い
た
対
外
貿
易
の
富
を
、
幕
府
所
在
地
の
京
都
に
一
元
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
京
都
が
首
都
と
し
て
の
姿
を
明
瞭
に
現
し
た
こ

と
も
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
義
満
の
志
向
が
後
の
幕
府
へ
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
継
承
さ
れ
た
わ
げ
で
な
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
そ
の
後
、
将
軍
回

持
は
対
明
外
交
を
中
断
し
、
貿
易
利
潤
に
よ
り
膨
張
し
た
北
山
殿
権
力
の
前
提
が
崩
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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前
景
で
述
べ
た
よ
う
に
、
対
明
外
交
の
途
絶
は
幕
府
財
政
の
都
市
依
存
型
財
政
へ
の
転
換
を
も
た
ら
し
、
将
軍
義
教
期
に
対
明
貿
易
は
再
開

さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
時
点
で
は
既
に
貿
易
利
潤
は
幕
府
財
政
に
お
い
て
一
構
成
要
素
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
義
持
期
以
降
の
幕

府
財
政
の
都
市
へ
の
集
中
は
～
方
で
地
方
と
の
関
わ
り
を
希
薄
に
し
、
分
権
化
が
促
進
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
首
都
京
都
に
凝
縮

す
る
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
た
北
山
殿
権
力
も
、
右
の
過
程
を
経
て
ス
リ
ム
化
し
、
以
後
は
、
北
山
殿
権
力
の
膨
張
部
分
を
取
り
払
っ
た
室
町
殿

権
力
を
中
心
に
幕
府
政
治
は
推
移
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
室
町
幕
府
の
基
本
的
な
あ
り
方
は
義
持
以
降
に
形
成
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
首
都
と
外
交
の
関
係
が
さ
ら
に
変
容
し
た
の
が
、
応
仁
の
乱
後
の
歴
史
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
を
伊
藤
幸
司
の
研
究

　
　
　
　
　
　
⑭

を
も
と
に
見
る
と
、
伊
藤
は
戦
国
期
の
遣
明
船
派
遣
の
実
態
を
、
従
来
の
細
川
・
堺
商
人
対
大
内
・
博
多
商
人
と
す
る
単
純
な
二
元
的
理
解
を

批
判
し
て
、
戦
国
期
の
展
開
は
単
純
に
戦
国
大
名
の
幕
府
、
畿
内
か
ら
の
独
立
を
招
来
し
た
の
で
は
な
く
、
外
交
機
能
を
獲
得
す
る
上
で
、
堺

や
京
都
と
結
び
つ
く
必
然
性
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
伊
藤
の
所
論
で
重
要
な
の
は
、
大
内
氏
が
自
ら
の
領
国
に
貿
易
利
潤
を
得
る
た
め
に
、
堺
や
京
都
と
の
交
渉
も
踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
見
ら
れ
る
大
内
氏
の
畿
内
へ
の
指
向
性
が
、
富
を
畿
内
へ
と
蓄
積
す
る
か
た

ち
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
京
都
は
、
堺
、
大
内
氏
か
ら
見
れ
ば
舞
台
の
後
景
に
退
い
て
い
る
こ

と
は
明
瞭
で
あ
り
、
か
つ
て
の
交
通
の
終
着
点
は
、
こ
こ
に
領
国
経
営
の
展
開
と
い
う
目
的
の
た
め
の
経
由
地
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

戦
国
期
の
地
域
権
力
が
こ
の
よ
う
な
迂
回
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
外
交
機
能
の
問
題
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
領
域
内
の

拠
点
が
天
皇
母
艦
所
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
保
証
を
畿
内
政
権
に
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
池
享
の
研
究
な
ど
が
参
考
に
な

　
　
　
⑮

る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
戦
国
期
幕
府
論
や
天
皇
家
論
と
い
っ
た
求
心
性
の
政
治
的
、
文
化
的
核
と
い
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
一
定
の
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
脇
田

が
各
論
で
指
摘
し
て
い
た
在
京
御
用
商
人
や
問
屋
商
人
と
い
っ
た
京
都
商
人
の
動
向
な
ど
も
今
後
さ
ら
に
議
論
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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政
治
、
経
済
、
社
会
を
含
め
た
求
心
性
の
中
身
に
つ
い
て
の
議
論
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
　
申
世
後
期
社
会
の
展
開
と
戦
後
復
興
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首
都
と
求
心
性
を
論
じ
る
際
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
が
、
こ
れ
が
平
安
京
以
来
の
伝
統
に
基
づ
く
と
い
っ
た
超
歴
史
的
で
抽
象
的
な
も
の

で
は
な
く
、
一
四
・
五
世
紀
と
い
う
時
期
的
特
質
や
、
こ
の
時
期
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
東
ア
ジ
ア
社
会
の
変
動
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
首
都
の
史
的
特
質
を
考
え
る
上
で
と
り
わ
け
重
要
な
の
が
、
南
北
朝
動
乱
と
応
仁
の
乱
と
い
っ
た
中
世
後
期
社
会
が

直
面
し
た
二
つ
の
大
き
な
戦
争
と
そ
の
後
の
復
興
の
問
題
で
あ
り
、
以
下
で
は
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
右
の
観
点
か
ら
中
世
後
期
社
会
の
展
開

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

中
世
史
研
究
で
戦
争
に
注
目
し
て
覇
的
な
成
果
を
挙
げ
た
の
が
川
合
康
の
「
治
承
寿
水
の
「
撃
」
と
鎌
倉
幕
腕
し
で
あ
る
・
こ
こ
で

は
戦
争
を
軸
に
鎌
倉
幕
府
の
成
立
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
以
後
、
盛
況
を
見
せ
た
戦
争
論
の
噛
矢
と
い
え
る
業
績
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
後
の
戦
争
論
は
戦
争
そ
の
も
の
の
分
析
が
中
心
と
な
り
、
川
合
の
提
示
し
た
動
態
的
制
度
史
研
究
と
し
て
の
戦
争
と
い
う
把
握

の
仕
方
は
議
論
の
後
景
に
退
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
確
か
に
戦
争
そ
の
も
の
の
分
析
も
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
争
は
戦
争
以
前
に
発
生
し
て
い
た
変
質
を
加
速
、
顕
在
化
さ
せ
る
も
の
で
は

あ
る
が
、
そ
の
後
の
社
会
の
あ
り
方
は
、
戦
後
の
復
興
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
変
化
を
考
え
る
際
に
は
、
戦
争

の
前
提
と
な
っ
た
社
会
の
変
質
や
戦
後
復
興
の
実
態
を
分
析
す
る
ほ
う
が
分
析
視
角
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
川
合
は
『
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研

究
騒
の
序
章
に
お
い
て
、
「
戦
争
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
武
芸
や
戦
闘
の
復
元
に
ど
う
し
て
も
傾
き
が
ち
で
あ
る
が
、
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
観
点

か
ら
す
れ
ば
、
戦
後
処
理
1
1
平
和
政
策
の
在
り
方
も
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
戦
後
処
理
が
行
わ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
戦

後
に
出
現
す
る
権
力
の
歴
史
的
特
質
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
存
続
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
指
摘
は
単

に
鎌
倉
幕
府
の
問
題
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
他
の
時
代
に
お
い
て
も
共
通
す
る
分
析
視
角
で
あ
る
と
い
え
る
。
但
し
、
こ
の
「
処
理
」
と
い
う
言



い
方
は
、
政
権
側
の
動
向
の
み
を
指
す
と
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
分
析
視
角
を
こ
こ
で
は
戦
後
復
興
と
表
現
し
て
お
く
。

　
こ
の
戦
後
復
興
と
い
う
考
え
方
は
、
成
立
期
研
究
の
み
に
有
効
な
の
で
は
な
い
。
中
世
後
期
社
会
は
、
南
北
朝
の
動
乱
と
応
仁
の
乱
と
い
う

二
つ
の
大
乱
を
経
験
し
て
お
り
、
前
者
に
お
い
て
は
、
室
町
幕
府
体
制
の
確
立
へ
と
帰
結
し
、
後
者
で
は
そ
の
解
体
を
招
来
し
て
い
る
。
な
ぜ

同
じ
戦
後
と
い
っ
て
も
そ
の
後
の
展
開
の
明
暗
が
分
か
れ
た
の
か
、
戦
争
の
内
実
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
復
興
の
あ
り
方
に
目
を
配
る
こ

と
で
、
こ
の
時
代
の
歴
史
の
波
動
を
的
確
に
把
握
で
き
る
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
後
者
に
つ
い
て
は
、
応
仁
の
乱
を
戦
国
期
へ
の
幕
開
け
と
し

て
位
置
づ
け
る
の
で
は
十
分
で
は
な
く
、
室
町
社
会
が
戦
国
社
会
へ
変
化
し
た
道
程
に
つ
い
て
は
、
単
純
な
応
仁
の
乱
還
元
論
だ
け
で
は
な
く
、

そ
ろ
そ
ろ
し
っ
か
り
と
し
た
議
論
を
進
め
て
も
よ
い
頃
で
あ
る
。
そ
し
て
、
首
都
と
そ
の
求
心
性
と
い
う
分
析
視
角
も
あ
わ
せ
て
導
入
す
る
こ

と
で
、
他
の
時
代
の
よ
う
な
政
治
・
社
会
体
制
論
が
不
在
、
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
体
制
論
で
は
把
握
し
に
く
い
中
世
後
期
社
会
の
展
開
を
、

動
態
的
に
検
討
す
る
余
地
が
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

発展段階論と中枇後期社会経済史研究（早島）

　
以
上
、
本
稿
で
は
現
在
の
研
究
の
閉
塞
状
況
を
打
開
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
中
世
後
期
社
会
経
済
史
の
研
究
史
を
概
観
し
、
そ
こ
で
明
ら
か

に
な
っ
た
問
題
点
を
も
と
に
、
簡
単
で
あ
る
が
、
首
都
京
都
を
核
と
す
る
中
世
後
期
社
会
像
を
説
明
し
て
き
た
。
論
点
は
お
お
よ
そ
以
上
の
通

り
で
あ
り
、
最
後
に
本
文
で
は
触
れ
て
い
な
い
最
近
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
述
べ
て
、
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
近
年
の
研
究
動
向
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
室
町
期
荘
園
制
論
で
あ
る
。
こ
の
研
究
動
向
自
身
、
た
と
え
ば
南
北
朝
期
以
降
を
荘
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

制
の
解
体
過
程
と
し
た
永
原
説
と
関
連
が
不
明
で
あ
る
こ
と
や
、
従
来
の
東
寺
領
研
究
な
ど
の
蓄
積
を
十
分
に
組
み
込
め
て
い
な
い
点
に
問
題

が
あ
る
と
い
え
る
が
、
一
方
で
、
荘
園
制
研
究
と
い
う
か
た
ち
で
、
か
つ
て
研
究
の
実
際
レ
ベ
ル
で
断
絶
し
て
い
た
前
期
と
後
期
の
研
究
を
接

続
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
中
世
の
社
会
経
済
と
同
様
、
研
究
史
も
必
ず
し
も
直
線
的
に
進
ん
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
ヨ
本
経

済
の
低
迷
を
う
け
て
研
究
状
況
が
厳
し
さ
を
増
す
中
に
あ
っ
て
も
、
新
し
い
研
究
を
生
み
だ
そ
う
と
い
う
衝
動
か
ら
す
れ
ば
、
中
世
前
期
と
後
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期
と
い
う
、
過
去
の
事
情
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
区
分
は
も
は
や
窮
屈
で
あ
る
。
新
し
い
世
紀
の
研
究
動
向
は
、
一
つ
に
は
こ
の
よ
う
な
区
分
を

実
際
的
に
解
消
す
る
か
た
ち
で
進
ん
で
い
け
ば
と
思
う
。

　
①
　
早
島
大
祐
「
中
世
後
期
国
会
の
展
開
と
首
都
」
（
隅
日
本
史
研
究
』
四
八
七
号
、

　
　
二
〇
Ω
二
年
）
。
以
下
、
前
稿
と
は
本
論
文
を
指
す
。

　
②
大
塚
久
雄
㎎
欧
州
経
済
史
酷
（
岩
波
現
代
文
庫
、
初
版
は
一
九
五
六
年
）
。

　
③
脇
田
晴
子
「
中
世
史
研
究
と
都
市
論
」
（
『
日
本
中
世
都
市
論
駄
東
大
出
版
会
、

　
　
～
九
八
一
年
）
。

　
④
横
田
冬
彦
「
城
郭
と
権
威
」
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
第
＝
巻
近
世
；

　
　
　
（
一
九
九
三
年
）
、
同
「
近
世
社
会
の
成
立
と
京
都
扁
（
『
日
本
史
研
究
』
四
〇
四

　
　
号
）
。
ま
た
、
杉
森
哲
也
は
統
一
政
権
入
京
後
の
人
口
増
加
を
指
摘
し
て
い
る

　
　
　
（
「
近
世
京
都
町
組
発
展
に
関
す
る
一
考
察
」
『
日
本
史
研
究
㎞
二
五
四
号
、
一
九

　
　
八
三
年
）
。

　
　
　
牌
女
子
「
↑
」
、
ム
ロ

⑤
黍
誹
募
2
「
コ
メ
ン
ト
」
（
『
日
本
史
研
究
葱
四
八
七
号
、
一
δ
〇
三
年
）
、
市

　
村
高
男
「
中
世
西
日
本
に
お
け
る
流
通
と
海
運
」
（
噸
中
世
西
日
本
の
流
通
と
交

　
通
隠
高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。

⑥
こ
の
点
に
つ
い
て
は
朝
尾
直
弘
「
十
六
・
十
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
と
B
本
」

　
（
『
朝
尾
直
弘
著
作
集
第
八
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
一
九
六

　
六
年
）
を
参
昭
…
。

⑦
佐
藤
進
一
門
室
町
幕
府
論
」
（
『
臼
本
中
世
史
論
集
臨
岩
波
上
議
、
一
九
九
〇
年
、

　
初
出
は
一
九
六
甥
一
年
）
。

⑧
今
谷
明
噸
室
町
の
王
権
』
（
中
公
田
轡
、
一
九
九
〇
年
）
。

⑨
村
井
章
介
「
易
姓
革
命
の
思
想
と
天
皇
鋼
」
（
『
講
座
前
近
代
の
天
皇
五
一
青
木

　
書
店
、
一
九
九
五
年
）
。

⑩
橋
本
雄
「
室
町
・
戦
国
期
の
将
軍
権
力
と
外
交
漁
期
（
魍
歴
史
学
研
究
』
七
〇
八

　
号
）
、
一
九
九
八
年
、
同
門
室
町
幕
府
外
交
は
王
権
論
と
い
か
に
関
わ
る
の
か
？
扁

　
（
『
人
民
の
歴
史
学
㎞
　
｝
四
五
号
、
一
一
〇
〇
〇
年
）
。

⑪
臼
井
信
義
『
足
利
義
満
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）
、
小
葉
田
淳
「
勘
合

　
貿
易
と
倭
鬼
」
（
『
日
本
歴
史
七
　
中
世
三
隔
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
。

⑫
橋
本
雄
「
遣
明
船
の
派
遣
契
機
扁
（
『
日
本
史
研
究
』
四
七
九
号
、
二
〇
〇
二
年
）
。

⑬
応
永
一
〇
年
に
足
利
義
満
は
、
焼
亡
し
た
相
国
寺
七
重
塔
の
北
山
殿
へ
の
再
建

　
を
決
定
し
て
お
り
、
同
年
以
降
、
頻
繁
に
派
遣
さ
れ
た
遣
明
船
の
利
益
は
、
規
模

　
を
拡
大
す
る
一
方
で
あ
っ
た
北
山
殿
造
営
の
重
要
な
財
源
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

　
る
。
こ
の
よ
う
に
計
画
的
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
結
果
的
に
好
転
し
た
と
も
い

　
え
る
義
満
期
の
財
政
に
つ
い
て
、
先
に
私
は
「
巨
大
だ
が
制
度
的
に
は
未
成
熟
で

　
あ
り
、
そ
の
意
味
で
い
ま
だ
過
渡
期
の
財
政
」
と
評
価
し
た
（
前
掲
早
島
「
中
世

　
後
期
社
会
の
展
開
と
首
都
」
）
。
な
お
、
相
国
寺
七
重
塔
に
つ
い
て
は
、
冨
島
義
幸

　
「
相
国
寺
七
重
塔
」
（
『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
五
－
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）
を

　
参
照
。

⑭
伊
藤
幸
司
「
大
内
氏
の
日
明
貿
易
と
堺
」
（
㎎
中
世
日
本
の
外
交
と
禅
宗
』
吉
川

　
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
は
一
九
九
八
年
）
。

⑮
池
黒
門
大
名
領
国
制
の
展
開
と
将
軍
・
天
皇
」
（
魍
戦
国
織
豊
期
の
武
家
と
天

　
皇
瞼
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
は
一
九
八
五
年
）
。

⑱
脇
田
晴
子
『
天
皇
と
中
世
文
化
撫
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
。

⑰
　
摺
合
康
「
治
承
・
寿
永
の
「
戦
争
」
と
鎌
倉
幕
府
偏
（
㎎
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研

　
究
』
校
倉
害
店
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
一
九
九
一
年
）
。

⑱
「
共
同
研
究
室
晩
期
荘
園
制
の
研
究
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

　
告
隔
一
〇
四
集
、
二
〇
〇
三
年
）
。

⑲
前
掲
永
原
陸
戦
二
期
の
政
治
経
済
構
造
』
。

⑳
葡
掲
上
島
隅
京
王
庄
園
村
落
の
研
究
』
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
助
手
）
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