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〔
要
約
〕
初
期
庄
園
の
典
型
と
さ
れ
る
奈
良
時
代
の
越
前
隔
東
大
寺
領
無
漏
園
経
営
の
実
態
を
藩
論
の
政
治
過
程
と
違
関
せ
し
め
て
具
体
的
に
考
察
す
る
た

め
、
ま
ず
造
東
大
寺
司
の
官
需
で
あ
っ
た
安
都
雄
兄
や
生
江
葉
人
が
越
前
国
史
生
・
足
羽
郡
大
領
と
し
て
赴
任
し
た
こ
と
か
ら
造
東
大
寺
司
に
よ
る
東
大
寺

領
の
官
司
的
経
鴬
の
特
性
を
把
握
し
、
こ
こ
か
ら
桑
原
庄
の
賃
租
経
鴬
の
実
態
は
公
田
（
乗
田
）
賃
租
と
相
似
の
關
係
に
あ
る
も
の
と
認
め
、
惹
て
越
前
は

造
東
大
寺
司
の
一
経
済
源
を
構
成
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
考
し
た
。
次
に
品
、
遅
部
広
耳
・
生
江
東
入
等
の
地
方
豪
族
の
審
進
墾
田
に
よ
り
成
立
し
た

鯖
田
国
欝
庄
や
道
守
庄
の
経
営
に
み
る
賃
租
は
直
接
耕
作
民
と
の
関
係
を
示
す
も
の
で
な
く
、
常
に
地
方
豪
族
を
媒
介
と
し
て
経
霞
さ
れ
、
こ
こ
に
桑
原
庄

が
早
く
荒
廃
し
た
に
対
し
、
後
備
が
平
安
中
期
ま
で
存
続
し
た
要
因
を
求
め
た
。
雲
影
東
大
弄
司
を
通
じ
た
庄
園
経
慧
は
越
前
に
勢
力
を
耕
植
し
て
い
た
藤

原
仲
麻
・
の
蕎
を
契
重
て
、
東
大
寺
三
綱
の
歪
贅
私
業
領
主
化
せ
ん
・
す
亀
嚢
・
の
闘
騒
が
生
結
　
　
　
へ
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陶
、

　
古
代
社
会
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
初
期
庄
園
の
経
営
形
態
を
め
ぐ
っ

て
は
、
既
に
早
く
か
ら
数
々
の
論
考
が
よ
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
古
代
奴

隷
制
的
労
働
力
の
存
在
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
、
庄
園
領
主
滝
属
の

奴
隷
的
労
働
力
に
よ
る
薩
接
経
営
を
実
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
か
ら
、

或
は
こ
れ
に
対
し
て
蟄
料
の
上
に
抽
象
的
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
賃
租

　
　
　
　
越
前
關
東
大
寺
領
庄
剛
の
繰
…
営
（
鷺
じ

経
営
に
璽
点
を
お
い
て
、
班
田
農
民
に
よ
る
比
較
的
霞
由
な
小
作
的

経
営
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
至
る
迄
、
そ
の
閥
極
め
て
多
岐

に
わ
た
る
所
説
が
聡
慧
さ
れ
て
今
口
に
蓋
っ
て
い
る
。
中
で
も
藤
朋

生
大
氏
が
そ
の
論
署
「
日
本
庄
園
史
」
に
於
て
精
緻
な
分
析
と
透
徹
、

し
た
理
論
を
以
て
述
べ
ん
と
意
図
さ
れ
た
論
点
は
前
者
に
属
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
に
対
し
て
よ
せ
ら
れ
た
舟
越
康
寿
・
竹
内
理

　
　
　
　
　
①

三
氏
ら
の
批
判
は
後
考
の
見
解
に
重
き
を
置
こ
う
と
し
た
竜
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



　
　
　
　
越
箭
國
東
大
寺
領
庄
繍
の
経
営
（
岸
）

ろ
う
．
こ
の
よ
う
に
し
て
初
期
庄
園
の
経
営
に
つ
い
て
は
既
に
多
く

の
貴
重
な
研
究
が
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
学
界
に
於
て
は

未
だ
こ
の
問
題
に
最
後
的
な
結
論
を
与
え
う
る
段
階
に
は
到
達
し
て

お
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
社
会
に
お
け
る
初
期
庄
園
経
営
の

勢
働
力
を
社
会
の
発
展
段
階
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
の

問
題
は
甥
と
し
て
も
、
そ
の
経
営
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
の

は
、
要
す
る
に
庄
園
の
直
接
耕
作
者
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
示
す
適

確
な
史
料
が
不
足
で
あ
る
た
め
に
そ
れ
を
実
証
化
し
え
な
い
、
と
い

う
大
き
な
困
難
に
当
面
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
制
約
を
も
つ
た
初
期
庄
園
研
究
の
史
料
の
中
に
あ
っ
て
も

比
較
的
整
っ
て
い
る
故
に
専
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
奈
良
時
代

に
お
け
る
越
前
国
東
大
寺
領
庄
園
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
に
掲

げ
た
藤
禰
氏
の
論
著
の
主
題
を
構
成
し
た
も
の
竜
実
に
こ
の
越
前
国

東
大
寺
領
庄
園
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
ぼ
う
に
数
女
の
先
学
の
業
績
が
存
し
、
而
も
そ
の
研
究
が
史

料
的
に
あ
る
行
詰
り
に
到
達
し
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
私
が
敢
て
所
知

の
論
題
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
試
み
る
に
蓋
つ
た
の
は
次
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

点
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
研
究
上
の
困
難
を
除
去
す
る

一
つ
の
手
が
か
ウ
が
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
即
ち
そ
れ
は
こ
と
新
し
い
竜
の
で
は
な
い
が
従
来
の
研
究
が
一

般
的
に
初
期
庄
園
と
し
て
取
扱
っ
て
い
た
竜
の
を
、
個
別
の
庄
園
に

つ
い
て
而
も
僅
か
の
間
に
竜
時
代
の
推
移
を
考
え
て
、
禺
来
る
だ
け

具
体
的
に
考
察
し
て
そ
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
そ
の

た
め
に
も
特
に
そ
の
背
景
に
存
す
る
政
治
過
程
に
注
視
し
、
か
か
る

政
治
過
程
と
庄
園
構
造
と
を
か
ら
み
合
わ
せ
る
こ
と
の
中
に
《
来
解

決
な
初
期
庄
園
経
営
の
実
態
を
把
握
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
そ

の
た
め
先
に
越
前
麗
東
大
寺
無
庄
園
を
め
ぐ
る
政
治
的
動
向
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
考
察
し
、
こ
れ
を
掛
算
と
し
た
。
本
論
は
そ
れ
に
よ
っ
て
え
た
結

果
を
従
来
の
初
期
庄
園
経
営
の
構
造
的
研
究
の
中
に
組
込
竜
う
と
い

う
意
図
を
も
つ
た
一
試
論
で
あ
る
。
竜
と
よ
り
言
葉
通
り
の
試
論
で

あ
り
、
し
か
も
こ
こ
で
は
闇
題
を
出
来
る
限
り
越
前
国
東
大
寺
領
の

個
々
の
庄
園
に
限
り
、
そ
こ
か
ら
初
期
庄
園
経
営
の
一
般
的
課
題
に

つ
い
て
の
最
後
的
な
結
論
を
今
薩
ち
に
抽
出
　
す
る
こ
と
は
敢
て
な
さ

な
か
っ
た
。
性
急
な
問
題
意
識
か
ち
来
る
結
…
論
よ
り
竜
一
つ
で
も
多

く
の
実
証
さ
れ
た
個
々
の
史
実
の
方
が
学
問
を
真
に
進
歩
せ
し
め
る

（　10．？．　）



所
以
で
あ
る
と
信
ず
る
が
故
で
あ
る
。

①
　
舟
町
㎝
康
寿
「
初
期
荘
園
の
労
働
…
力
に
つ
い
て
し
横
浜
大
弓
ザ
論
簸
脳
一
ノ
一

　
　
・
二
・
三
合
併
暑
（
昭
廿
四
）
竹
内
理
露
「
荘
園
不
輸
性
の
根
源
」
碍

　
　
本
麻
μ
史
閃
［
山
ハ
号
　
（
昭
二
七
）

②
　
拙
稿
「
越
罪
名
廉
大
寺
領
庄
圃
を
め
ぐ
る
政
治
的
動
向
」
・
近
刊
古
代

　
　
鱒
†
第
り
一
巻
第
瞬
隠
凱
掲
載
予
・
定
、
　
そ
の
亜
あ
門
並
は
昭
　
和
銚
館
山
ハ
年
十
月
の
｛
尽
都

　
　
大
滋
ず
続
史
会
例
会
に
於
て
発
表
し
た
。

二
、

　
越
前
を
始
め
と
す
る
北
陸
地
方
に
東
大
寺
領
占
定
が
大
規
模
に
行

わ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
陸
奥
国
か
ら
黄
金
が
献
ぜ
ら
れ
、
宇
佐
八

幡
が
上
京
し
て
、
漸
く
東
大
寺
大
仏
が
ほ
ぼ
完
成
に
近
づ
い
た
天
平

勝
宝
元
年
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
年
他
の
諸
大
寺
と
共
に
東
大
寺
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

墾
隅
地
百
町
が
勅
叢
叢
さ
れ
、
五
月
寺
家
斜
高
使
と
し
て
僧
綱
佐
官

法
師
平
様
が
造
寺
司
の
史
生
生
江
臣
東
入
を
帯
同
し
て
北
陸
に
下
り

（
大
聖
本
古
文
書
五
ノ
五
四
三
）
、
越
前
か
ら
越
中
に
及
ん
で
寺
家
の

野
地
占
定
を
行
っ
た
。
こ
の
騨
鳥
媒
と
共
に
奈
良
か
ら
遣
わ
さ
れ
て

来
た
生
江
臣
東
入
と
は
、
即
ち
の
ち
に
越
前
国
足
羽
郡
大
領
と
な
り
、

以
後
永
く
越
前
東
大
寺
領
庄
園
経
営
に
中
心
的
∵
な
役
割
を
演
じ
た
こ

　
　
　
　
越
前
國
東
大
寺
領
庄
園
の
経
鴬
（
岸
）

の
地
方
の
豪
族
で
あ
る
。
彼
が
中
央
の
造
寺
司
塑
生
で
あ
っ
た
当
縛

の
足
羽
郡
大
領
は
正
五
落
下
生
江
臣
安
麻
呂
で
あ
っ
た
が
（
五
ノ
五

四
三
）
、
東
人
は
天
平
勝
宝
六
年
初
に
は
足
羽
鄭
大
領
と
し
て
、
大

伴
宿
禰
麻
呂
か
ら
東
大
寺
に
売
進
さ
れ
た
坂
井
郡
堀
江
郷
の
地
、
即

ち
い
わ
ゆ
る
桑
原
庄
の
経
営
に
田
平
曾
禰
連
覇
麻
呂
や
、
次
に
述
べ

る
越
前
国
史
生
安
都
宿
蘭
雄
足
と
共
に
参
劃
し
て
い
る
か
ら
（
四
ノ

五
八
）
、
明
確
な
年
次
は
知
り
え
な
い
が
、
先
の
占
地
に
3
1
き
つ
ず

く
四
、
五
年
の
闇
に
奈
良
か
ら
越
前
に
帰
任
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
安
麻
呂
と
東
人
が
交
代
し
た
事
情
や
、
両
者
の
開
係
な
ど
に
つ

い
て
は
確
知
し
え
な
い
が
、
彼
が
足
羽
郡
大
領
と
し
て
選
任
さ
れ
た

こ
と
と
越
前
に
お
け
る
広
大
な
東
大
寺
領
の
占
定
と
は
決
し
て
無
関

係
で
は
な
か
ろ
う
。
当
時
東
大
寺
造
営
を
専
忘
す
る
た
め
に
設
け
ら

れ
て
い
た
造
東
大
寺
司
に
と
っ
て
、
そ
の
経
済
的
基
礎
た
る
越
前
の

庄
園
経
営
を
促
進
す
る
た
め
、
現
地
浮
身
で
あ
り
、
且
つ
所
属
空
論

で
あ
っ
た
東
人
が
そ
の
地
の
大
領
と
な
る
こ
と
は
極
め
て
好
都
含
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
否
む
し
ろ
私
は
そ
こ
に
造
東
大
寺
司
側
の
積

極
的
意
図
を
認
め
よ
う
と
恩
う
。

　
と
い
う
の
は
や
は
り
桑
原
庄
経
営
に
東
人
・
乙
麻
鼠
と
共
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕊
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越
請
翻
東
穴
寺
領
焦
國
の
経
営
（
簿
）

収
支
勘
定
に
立
会
い
、
中
央
へ
の
報
告
書
に
運
署
し
、
且
つ
越
前
の

庄
園
経
営
企
般
に
も
深
く
関
与
し
、
中
央
と
の
交
渉
に
も
主
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

任
じ
て
い
た
越
前
国
乱
心
安
都
宿
禰
人
足
の
場
之
に
つ
い
て
屯
嘉
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
な
論
証
は
別
稿
に

ゆ
ず
る
が
、
こ
こ
に
越
前
国
史
生
と
し
セ
現
れ
て
く
る
安
都
宿
禰
鷺

足
こ
そ
は
、
正
楷
院
文
書
に
造
東
大
寺
司
主
典
と
し
て
篭
写
そ
の
名

が
見
え
、
特
、
に
天
平
宝
字
三
年
夏
か
ら
翌
年
中
に
か
け
て
の
法
華
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

阿
彌
陀
浄
土
院
の
造
営
に
当
っ
て
は
造
金
堂
所
の
別
当
を
兼
ね
、
叉

天
平
宝
字
六
年
の
か
の
石
山
寺
の
造
営
に
は
や
は
り
造
石
山
寺
所
別

　
　
　
⑤

当
を
務
め
、
何
れ
も
そ
の
経
営
の
直
接
責
任
者
と
し
て
璽
要
な
役
割

を
果
し
て
い
る
安
都
宿
禰
雄
足
と
拓
く
同
一
人
物
と
推
考
さ
れ
、
更

に
愛
料
に
現
れ
る
彼
の
越
前
国
史
生
。
造
東
大
寺
駕
主
典
と
し
て
の

そ
れ
ぞ
れ
の
在
任
期
を
検
討
す
る
と
、
恐
ら
く
彼
は
天
平
宝
字
二
年

二
月
初
か
ら
三
湾
初
頃
ま
で
の
期
間
に
越
前
三
竿
生
か
ら
造
東
大
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

司
主
典
に
転
じ
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
併
し
彼
を
め
ぐ
る
越

前
と
造
東
大
寺
司
と
の
闘
係
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
一
史
料
（
十

一
ノ
三
六
六
）
は
彼
が
天
平
勝
宝
二
年
八
薄
東
大
寺
大
仏
殿
関
係
の

　
　
　
　
　
⑦

建
造
物
の
礎
石
を
作
る
入
女
の
功
賃
及
び
食
料
を
請
う
文
書
に
自
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曝

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
彼
は
越
前
国

典
生
と
し
て
転
出
す
る
以
前
、
や
は
り
造
東
大
寺
認
に
所
属
す
る
あ

る
官
人
の
地
位
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
彼
も
ま
た

東
人
と
同
様
天
平
勝
宝
二
年
か
ら
六
年
ま
で
の
い
つ
か
の
時
に
造
東

大
寺
司
の
官
人
か
ら
越
前
國
史
生
と
し
て
転
ぜ
ら
れ
、
彼
地
に
於
て

専
ら
東
大
寺
領
庄
園
の
経
営
に
つ
と
め
、
の
ち
再
び
造
東
大
寺
司
主

典
と
し
て
抜
擢
さ
れ
中
央
に
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
雄
足
が
東
人
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

う
に
越
前
の
綴
身
で
あ
っ
た
か
否
か
は
間
わ
ず
と
も
、
と
も
か
く
彼

が
先
に
述
べ
た
よ
う
な
経
歴
を
も
つ
に
至
っ
た
そ
の
背
景
に
は
ど
う

し
て
も
越
前
国
東
大
寺
領
と
い
う
も
の
を
鐙
か
ず
に
は
考
え
え
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
造
東
大
寺
司
は
越
前
地
方
の
所
領
経
営
の
た

め
に
＝
カ
で
は
造
寺
司
典
生
生
江
臣
東
人
を
足
羽
郡
大
領
と
し
て
帰

任
せ
し
め
る
と
共
に
、
他
方
で
は
や
は
り
所
属
官
人
で
あ
っ
た
安
都

宿
禰
雄
足
を
越
前
岳
漆
生
と
し
て
転
出
せ
し
め
る
に
至
っ
た
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
れ
、
の
ち
雄
足
が
正
八
位
上
と
い
う
異
例
の
低
い
身
分
で
造
東
大

寺
司
主
典
に
栄
転
し
た
の
も
一
に
後
の
彼
の
活
躍
が
示
す
よ
う
な
手

腕
と
、
彼
の
経
歴
に
み
た
よ
う
な
越
前
東
大
寺
領
と
造
東
大
寺
司
と

の
閣
係
を
高
く
評
価
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
思
う
。

（　le4　）



　
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
に
我
た
が
越
前

国
東
大
寺
領
庄
園
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
竜
の
を
、
単
に
一
寺
院

と
し
て
の
東
大
寺
の
庄
剛
と
理
解
す
る
こ
と
も
、
文
一
歩
進
ん
で
総

国
分
寺
と
し
て
の
宮
殿
寺
の
所
領
と
認
識
す
る
こ
と
も
、
共
に
そ
の

性
格
を
把
握
す
る
に
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
律
令
制
諸
官

司
に
準
ず
べ
き
も
の
と
し
て
の
造
東
大
寺
司
と
の
深
い
つ
な
が
り
が

潜
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
想
到
す

る
で
あ
ろ
う
。
初
期
庄
園
が
古
代
国
家
の
権
力
を
背
景
と
し
て
い
る

こ
と
は
漠
然
と
理
解
さ
れ
て
い
て
竜
、
そ
の
実
態
は
先
ず
こ
の
造
東

大
寺
司
と
の
具
体
的
な
関
係
を
通
し
て
分
析
さ
れ
て
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
造
寺
司
と
は
寺
院
の
造
営
及
び
そ
の
附
属
物
の
製

作
等
の
目
的
を
以
て
臨
時
に
設
け
ら
れ
る
令
制
外
の
官
衙
で
、
推
古

四
年
の
法
興
寺
司
に
始
る
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
以
後
百
済
大
寺
・
薬

師
寺
・
大
安
寺
・
観
世
音
寺
・
東
大
寺
・
弘
福
寺
・
西
火
寺
・
法

華
寺
。
西
諸
寺
詣
の
造
営
に
際
し
、
相
次
い
ぞ
設
置
さ
れ
、
特
に
天

平
末
年
か
ら
宝
亀
初
年
に
か
け
て
が
一
つ
の
頂
点
を
形
成
し
て
い

た
、
こ
れ
ら
の
中
で
薫
製
も
大
規
模
で
あ
ゴ
た
の
は
造
東
大
寺
司
で
、

　
　
　
　
慧
飾
麟
東
大
寺
領
庫
繭
の
経
営
（
岸
）

天
平
十
鬼
年
頃
に
始
り
、
最
初
は
玄
蕃
頭
市
原
王
が
長
官
を
蕪
ね

て
い
て
、
寮
に
准
ぜ
ら
れ
る
賞
司
で
あ
っ
た
が
、
次
算
に
そ
の
官
制

機
構
も
整
備
さ
れ
、
天
平
勝
宝
七
年
に
は
佐
伯
論
客
二
毛
入
が
造
東

・
大
寺
司
長
窟
に
任
ぜ
ら
れ
、
遂
に
は
四
位
の
長
官
以
下
の
四
等
嘗
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
も
っ
た
省
相
等
の
堂
女
た
る
官
衙
に
発
話
し
て
い
っ
た
。
こ
の
造

寺
鋼
が
殆
ど
俗
人
で
あ
る
番
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
に
対

し
、
別
に
各
寺
院
に
は
僧
侶
を
統
制
し
、
寺
號
を
管
理
す
る
た
め
、

い
わ
ゆ
る
上
座
。
寺
主
。
都
維
那
か
ら
な
る
ヨ
綱
が
存
羅
さ
れ
、
こ

れ
は
金
く
僧
侶
に
よ
っ
て
構
成
．
さ
れ
て
い
た
。
三
綱
に
つ
い
て
は
既

に
僧
尼
令
に
詳
緬
な
規
定
が
あ
り
、
東
大
寺
に
於
て
も
天
平
勝
宝
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

年
頃
に
は
そ
の
制
が
完
備
し
て
い
た
こ
と
が
史
料
に
窺
わ
れ
る
。
さ

て
こ
の
造
寺
司
と
ヨ
綱
、
即
ち
当
面
の
問
題
と
し
て
は
造
東
大
寺
司

と
東
大
寺
一
二
綱
と
が
網
互
に
ど
の
よ
う
な
踊
係
に
立
っ
て
い
た
か
、

特
に
寺
院
の
経
済
面
に
於
て
具
体
的
に
両
者
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ

り
あ
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
に
も
非
常
に
重
要
な

意
昧
を
も
っ
て
く
る
の
で
…
明
ら
か
に
知
り
た
い
の
で
あ
る
が
、
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
学
界
の
知
識
に
お
い
て
は
未
だ
不
明
確
な
点
が
多
く
、
他
臼
の
詳

細
な
研
究
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
私
は
造
寺
罵
が
奈
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

（　105　）



　
　
　
　
越
離
陥
幽
東
大
聾
す
領
窪
鮮
國
の
経
営
（
雛
月
）

末
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
恰
も
律
令
制
の
崩
壊
と
相
応
ず
る
か
の

如
く
次
第
に
衰
退
し
た
の
に
対
し
、
三
綱
は
爾
後
も
専
ら
寺
院
．
経
営

の
中
核
と
し
て
中
世
に
存
続
し
て
行
っ
た
と
い
う
一
般
的
な
傾
向
を

頭
に
お
き
、
対
象
を
越
前
国
東
火
寺
領
の
経
営
に
限
っ
て
、
二
、
三

の
事
項
に
つ
き
両
者
の
闘
係
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
越
前
東
大
寺
領
庄
園
に
田
二
叉
は
庄
使
と
し
て
中
央
か
ら
派

遣
さ
れ
て
来
た
者
を
時
代
を
追
っ
て
閣
係
史
料
か
ら
掲
出
す
る
と
次

の
如
く
で
あ
る
。

馨
諜
淋
、
七
、
八
｝
（
坂
井
郡
桑
原
庄
）
提
帯
大
挙
曾
彊
乙
麿

〃
　
二
　
　
（
坂
井
郡
桑
原
庄
）
田
使

〃
二
　
（
坂
井
郡
？
庄
）
使

　
〃
　
二
、
三
（
足
羽
郡
道
犬
死
）
照
使

、
1
1
　
三
、
四
（
艮
羽
隠
道
守
庄
）

天
平
神
護
二
　
（
足
羽
郡
栗
川
庄
）
使

　
〃
　
二
　
　
（
江
沼
郡
幡
生
庄
）
庄
司

lt11

二
　
　
（
坂
井
郡
溝
江
庄
）
個
使

ニ
　
　
パ
坂
井
郡
子
見
庄
）
庄
使

散
位
正
六
位
下

　
　
正
七
脚
下

　
正
六
位
下

尾
．
張
連
古
田
呂

霞
辺
史
□
業

尾
張
連
古
麻
呂

秦
忌
寸
広
人

．
倭
画
師
池
守

僧

　　　　　　　　　　
　　　少　　少
　　　都　　都
　　　維　　維
　　　那　　那
　　　）　　　　　）

僧重三僧団僧

花並行悔行術

鳳福絢教課教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

即
ち
天
平
勝
宝
・
宝
字
頃
の
田
使
が
す
べ
て
俗
入
で
あ
る
に
対
し
、

天
平
神
護
に
至
る
と
各
庄
と
も
急
に
僧
侶
に
変
っ
て
い
る
こ
と
が
顕

著
な
事
実
と
し
て
注
意
さ
れ
よ
う
。
こ
の
網
異
を
私
は
前
者
は
造
東

寺
司
か
ら
、
後
者
は
東
大
寺
三
’
綱
か
ら
派
遺
さ
れ
て
来
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
る
。
桑
原
庄
田
使
道
禰
連
乙
麻
呂
が

左
大
舎
人
で
あ
っ
て
　
（
四
ノ
一
ご
二
）
、
当
時
造
東
大
寺
司
に
は
中

宮
職
や
こ
の
大
舎
人
寮
な
ど
の
他
の
官
司
か
ら
下
級
官
吏
が
多
数
臨
…

時
に
配
属
さ
れ
て
来
る
こ
と
が
多
く
、
彼
も
こ
の
例
に
も
れ
な
い
ぞ

あ
ろ
う
こ
と
も
か
く
考
え
る
一
町
ぞ
あ
る
が
、
次
に
検
田
使
の
構
成

や
、
現
存
越
前
東
大
寺
領
関
係
文
書
の
当
聴
に
お
け
る
往
復
状
態
を

み
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
、
れ
る
か
ら
ぞ
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
越
前
に
派
遣
さ
れ
た
検
田
使
に
つ
い
て
み
る
と
、
後
註
の
示
す
よ

う
に
常
に
官
入
を
代
表
す
る
造
東
大
寺
司
側
と
僧
侶
を
代
表
す
る
僧

綱
・
三
綱
の
双
方
の
人
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
仔
縮
に

．
老
察
す
る
と
時
代
の
降
る
に
従
っ
て
次
第
に
三
綱
の
勢
力
が
強
く
な

っ
て
来
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
越
前
東
大
寺

領
関
係
現
存
文
書
に
つ
い
て
み
て
も
、
例
え
ば
天
平
窒
字
元
年
関
八

月
十
一
日
付
の
越
前
国
司
解
（
一
一
五
ノ
ニ
一
四
縁
　
同
年
十
二
月
廿

（le6）



三
口
付
の
越
前
国
使
等
解
（
四
ノ
ニ
五
四
）
、
　
同
二
年
一
月
十
コ
転

付
の
越
前
国
坂
井
郡
司
解
．
（
四
ノ
コ
五
七
）
、
同
年
三
月
翠
霞
付
の

越
前
国
田
使
解
（
四
ノ
ニ
六
二
）
等
は
い
ず
れ
も
そ
の
・
奥
に
造
東
大

寺
司
の
長
官
・
次
官
・
判
官
。
主
典
等
が
検
判
を
加
え
て
い
る
の
で
、

そ
れ
が
造
東
大
寺
司
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
ぞ
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

叉
天
平
宝
字
二
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
越
前
国
田
使
秦
忌
寸
広
人

解
（
四
ノ
ニ
七
五
）
、
生
江
臣
息
鳩
解
（
四
ノ
三
五
九
）
思
弁
郡
司
解
（
四

ノ
瓢
　
六
四
）
、
　
足
羽
郡
下
任
道
守
徳
太
理
啓
　
（
四
ノ
三
六
四
。
四
一

五
）
、
足
羽
鄭
少
領
生
江
臣
国
立
解
（
四
ノ
三
六
六
）
、
足
羽
灘
書
生

解
（
四
ノ
…
徽
六
六
）
等
の
越
前
庄
園
関
係
の
一
連
の
文
書
の
紙
背
が

い
ず
れ
も
造
東
大
寺
司
の
所
管
に
属
し
た
造
石
山
寺
所
に
お
け
る
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

濡
雪
字
六
年
の
諸
種
の
記
録
を
記
載
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
の
宛
先
が
造
東
大
寺
司
ぞ
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
天
平
宝
字
四
年
頃
迄
の
越
前
東
大
寺
領
に
関
す

る
文
書
が
殆
ど
造
東
大
寺
司
に
対
し
て
湿
せ
ら
れ
た
ら
し
い
の
に
対

し
、
天
平
宝
字
八
年
に
は
坂
井
郡
悪
闘
庄
地
の
買
得
に
つ
き
東
大
寺

蝋二

m
が
鳳
輿
置
剛
国
に
…
簾
を
送
り
h
五
ノ
四
七
六
）
、
温
く
噌
半
神
護
遅
出
や
に
は

東
大
寺
鎮
三
綱
が
越
前
国
閏
使
僧
勝
緯
等
の
状
に
つ
き
太
政
官
に
牒

　
　
　
　
越
騎
園
東
穴
寿
領
庄
園
の
経
贈
（
樺
）

回
し
て
お
り
（
五
ノ
五
五
四
）
、
更
に
天
平
神
護
三
年
の
越
前
・
伊

賀
・
越
中
の
寺
田
改
正
に
つ
い
て
の
昆
部
省
牒
は
東
大
寺
三
綱
所
に

あ
て
ら
れ
て
い
て
（
五
ノ
六
五
二
）
、
　
こ
こ
に
も
先
と
同
様
な
傾
向

が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
注
意
す
べ
き
変
化
は
或
は
東
大
寺
三

綱
そ
の
も
の
の
成
立
過
程
を
反
映
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

先
に
も
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
東
大
寺
の
奴
碑
関
係
交
書
に
よ
れ
ば
早

く
天
平
勝
宝
一
一
年
頃
に
既
に
三
綱
の
制
が
東
大
寺
に
於
て
も
確
立
し

て
い
る
の
で
こ
の
推
定
は
当
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
右
の
事
実
は
即
ち

越
前
所
領
の
経
営
の
主
体
が
当
初
造
東
大
寺
司
で
あ
っ
た
も
の
が
、

天
平
勝
宝
末
年
頃
か
ら
次
第
に
東
大
寺
三
綱
の
手
に
移
る
よ
う
に
な

っ
て
来
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
こ
の
よ
う

に
考
え
て
来
る
と
従
来
一
律
に
初
期
庄
園
と
し
て
把
握
し
て
来
た
奈

良
時
代
の
越
前
国
東
大
寺
領
の
経
営
に
つ
い
て
竜
、
天
平
宝
字
末
年

を
一
つ
の
劃
期
と
し
て
そ
の
前
後
に
よ
り
自
ら
そ
の
性
格
に
網
異
の

存
す
る
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
と
共
に
、
三
綱
と
造
寺
司
の
か
か
る

対
照
的
把
握
に
よ
っ
て
、
律
令
制
官
僚
機
構
と
し
て
の
造
東
大
寺
司

に
よ
り
主
体
的
に
経
営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
初
期
の
越
前
国
東
大

寺
領
庄
園
の
実
態
を
理
解
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
が
え
ら
れ
そ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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越
篤
國
東
大
寺
領
床
圃
の
凝
営
（
洋
）

な
っ
た
の
で
、
次
に
具
体
．
的
に
そ
の
典
型
と
し
て
の
桑
原
庄
の
場
合

に
つ
い
．
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

＠o＠＠＠＠＠＠

続
日
本
紀
天
平
勝
裳
元
年
閨
五
月
骨
日
条

例
え
ば
大
臼
本
曇
愚
書
四
ノ
五
八
・
二
四
九
二
一
五
二
・
二
五
三
。
二

五
五
。
二
五
八
等

離
掲
拙
稿
「
越
前
国
東
大
尊
黙
黙
圃
を
め
ぐ
る
政
治
的
動
向
」

樒
由
厚
敏
M
男
「
奈
良
時
餓
代
に
於
け
る
法
言
寺
の
造
鴬
」
　
（
日
本
建
築
史
の

研
究
藤
西
）

福
出
目
m
男
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
石
山
寺
の
造
営
」
　
（
同
前
）

こ
の
雄
足
の
越
荊
国
史
生
と
造
東
大
寺
司
主
典
と
の
関
係
に
つ
き
、
竹

内
氏
は
棚
田
難
論
開
文
「
一
堂
園
不
齢
…
性
の
根
源
」
に
お
い
て
、
　
「
天
平
宝
字

元
年
に
造
東
大
寺
司
主
典
で
あ
っ
た
安
都
宿
輔
雄
足
は
、
隅
じ
年
に
越

前
國
史
生
と
し
て
東
大
寺
の
墾
田
経
営
に
参
加
し
て
い
る
」
と
し
て
お

ら
れ
る
が
、
管
見
に
よ
わ
ば
三
鼎
剛
国
奥
生
と
し
て
史
料
に
み
え
る
最
甜
傑

は
釆
平
宝
字
ご
年
一
月
骨
九
欝
（
四
ノ
ニ
五
八
）
で
あ
り
、
遊
東
大
寺

司
主
典
と
し
て
み
え
る
嫉
初
は
天
平
宝
字
二
年
三
月
三
日
（
四
ノ
　
一
六

画
）
で
あ
る
。

贈
禍
山
紺
敏
剛
男
・
「
奈
良
翻
甥
の
甫
小
大
寺
」
一
一
一
八
一
貝
参
照

竹
内
氏
は
距
剛
掲
臨
㈱
丈
に
お
い
て
「
こ
の
安
都
籍
嗣
禰
W
は
そ
の
本
貫
が
越
晶
剛

で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
天
平
三
年
の
越
前
国
史
生
に
阿
刀
造

佐
美
麻
呂
が
あ
り
、
纒
足
と
間
じ
頃
坂
井
郡
散
仕
に
阿
臨
監
（
法
師
）

が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
岡
旋
と
考
え
ら
れ
る
レ
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

⑨⑩⑪＠＠

八

例
え
ば
天
平
宝
宇
六
年
の
主
典
と
し
て
窟
径
し
た
彌
努
連
奥
麻
呂
。
志

斐
連
麻
影
は
正
編
ハ
位
レ
湖
、
　
阿
刀
連
酒
…
主
は
従
山
ハ
位
ト
一
で
市
の
つ
た
。

竹
内
理
蕊
「
搭
本
上
代
寺
院
経
済
更
の
研
究
し
第
一
篇
　
造
寺
司
の
社

会
経
済
史
的
考
察

例
え
ば
誰
甲
乙
窯
幽
ナ
ニ
年
頃
の
東
大
山
守
奴
伽
門
経
係
エ
久
書
（
三
ノ
三
九
四
・

四
〇
九
・
四
五
九
・
四
六
〇
・
四
六
二
・
匹
九
〇
蝶
・
）

前
掲
竹
内
氏
「
日
本
上
代
寺
院
経
済
史
の
研
究
」
六
五
頁
参
照

天
霧
島
．
鷲
蒙
醤
使
｛
奪
三
三
雛
鐸
江
懸
人

天
平
宝
字
一
丁
二

天
平
宝
字
三
・
十
二

天
平
神
護
二
・
十

當
墨
　
造
雑
言
聾
巌
昊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賓
法
師
平
　
栄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
維
那
鍋
墨
　
主

　
　
　
　
　
　
　
知
墾
田
地
道
僧
承
　
天

　
　
　
　
造
寺
判
官
外
従
五
位
下
上
肺
野
公
真
人

　
　
　
　
　
算
師
数
位
正
八
位
下
小
橋
日
石
正

一
藻
欝
欝
鍵
盤

⑭
　
　
瓢
ハ
平
｛
玉
幽
Ψ
山
ハ
年
造
石
田
寺
所
癬
幅
物
田
川
帳
・
公
丈
案
帳
・
御
町
充
合
作
上
縣
匝

三
、

　
桑
原
庄
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
大
伴
宿
禰
麻
呂
が
坂
井
郡

堀
江
郷
の
地
名
町
を
銭
一
八
○
貫
丈
を
以
て
東
大
寺
に
売
棄
し
た
こ
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と
に
よ
り
成
立
し
、
天
平
勝
宝
七
歳
三
月
九
臼
越
前
国
司
め
公
験
が

猷
さ
れ
て
い
る
（
四
ノ
四
・
九
）
。
　
こ
の
売
進
者
た
る
大
伴
宿
禰
麻
呂

に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
天
平
勝
宝
六
年
正
罵
七
言

孝
謙
天
皇
が
東
密
に
御
し
、
五
位
巳
上
を
饗
宴
し
た
時
、
勅
に
よ
り

正
五
位
下
多
治
比
真
入
家
主
と
共
に
御
前
に
召
さ
れ
、
特
に
四
位
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

当
番
を
賜
い
、
四
位
に
列
せ
わ
れ
、
従
四
位
下
を
授
け
ら
れ
た
大
伴

宿
禰
麻
呂
そ
の
入
で
あ
ろ
う
し
、
私
は
或
は
彼
が
こ
の
よ
う
に
特
旨

を
以
て
叙
位
さ
れ
た
こ
と
と
、
越
蘭
の
墾
田
地
を
東
大
寺
へ
売
嘉
し

た
こ
と
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
竜

推
考
し
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
庄
の
立
券
の
日
付
は
今
．
述
べ
た

よ
う
に
天
平
勝
宝
七
歳
で
あ
る
が
、
実
際
は
既
に
そ
の
前
年
に
大
伴

宿
禰
麻
呂
が
治
開
し
て
い
た
九
町
が
賃
租
に
出
さ
れ
、
更
に
廿
三
町

が
」
新
し
く
開
墾
さ
れ
て
お
b
！
（
四
ノ
五
二
）
、
　
且
つ
田
使
二
心
連
乙

麻
呂
と
生
江
臣
東
入
は
そ
の
庄
の
経
営
に
つ
い
て
互
に
協
力
し
、
乙

麻
呂
に
専
妻
せ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
造
東
大
寺
司
の
符
も
天
平

勝
宝
六
年
の
二
月
七
口
と
五
月
十
四
研
の
再
度
に
わ
た
り
申
送
さ
れ

て
い
て
（
四
ノ
ニ
懸
九
）
、
　
既
に
実
際
に
は
六
年
初
か
ら
東
大
寺
の

手
に
入
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
こ
の

　
　
　
　
越
驚
W
國
癒
ρ
大
論
饗
領
窪
犀
融
の
経
営
（
岸
）

地
に
百
町
も
の
墾
田
を
所
有
し
て
い
た
の
は
大
伴
氏
の
一
族
が
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
の
頃
越
前
国
司
と
し
て
赴
任
し
て
来
て
い
た
と
い
う
事
実
と
相
連

関
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
既
述
の
纂
梼
か
ら
推
し
て
造
進
当

時
彼
が
在
地
し
て
自
ら
経
営
に
当
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
桑
原
庄
の
経
営
．
が
専
ら
売
田
、

即
ち
い
わ
ゆ
る
賃
租
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
9
、
桑
原
庄
島
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
庄
園
経
蛍
の
収
支
決
算

　
③

報
告
書
に
は
例
年
遠
田
の
加
数
と
町
別
六
十
束
と
八
十
束
の
直
稲
束

数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
藤
聞
氏
が
主
張
し
よ
う

と
さ
れ
た
開
田
に
際
し
使
用
さ
れ
た
庄
園
翻
意
の
奴
隷
労
、
働
力
が
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

き
つ
ず
き
耕
作
に
も
使
用
さ
れ
た
と
い
う
見
解
は
諸
氏
の
批
判
の
示

す
よ
う
に
、
も
は
や
そ
の
ま
瓦
の
謡
扇
に
於
て
は
支
持
さ
れ
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
併
し
史
料
ぼ
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
の
賃
租
の
実
態
を
め
ぐ
り
種
々
の
場
合
が
考
え
ら
れ
、

そ
の
解
釈
の
有
事
に
よ
っ
て
初
期
山
比
園
経
営
形
態
の
把
握
も
左
右
さ

れ
る
と
い
う
状
況
を
呈
し
て
い
る
。

　
即
ち
例
え
ば
令
書
の
記
載
の
上
．
て
は
一
般
直
接
耕
作
者
と
の
賃
租
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越
前
關
東
大
響
領
庫
圃
の
経
憎
（
岸
）

の
形
態
の
如
く
表
現
さ
れ
て
い
て
・
も
、
そ
の
実
態
は
土
地
の
劇
所
有

者
（
こ
の
場
合
は
売
勲
者
た
る
大
伴
宿
禰
麻
呂
）
、
　
或
は
そ
の
土
地

に
特
殊
の
関
係
を
も
つ
た
地
方
豪
族
（
こ
の
場
合
は
生
江
願
東
人
）

と
庄
’
園
領
主
（
こ
の
場
合
は
策
大
寺
）
と
の
閤
の
賃
租
契
約
に
過
ぎ

ず
、
　
鼠
接
耕
作
者
の
黒
地
に
対
す
る
結
び
つ
き
は
叉
別
個
の
電
の
と

考
え
、
、
そ
の
一
つ
の
場
禽
と
し
て
旧
所
有
者
文
は
地
方
豪
族
に
よ
る

奴
隷
的
労
働
力
に
よ
る
経
営
を
認
め
よ
う
と
す
る
こ
と
も
出
来
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
藤
闇
氏
が
桑
原
庄
・
設
置
当
初
の
一
一
年
開
生
江
臣
東
人

が
四
七
〇
八
束
（
四
ノ
五
二
）
と
三
｝
三
〇
東
（
四
ノ
一
　
一
）
を
進

め
て
い
る
事
実
に
着
目
し
、
こ
れ
は
東
人
が
庄
地
を
借
り
、
彼
の
も

っ
て
い
る
直
属
の
労
働
力
と
、
東
大
寺
の
力
を
か
り
強
制
的
に
結
集

し
た
周
辺
の
一
部
班
田
農
民
の
労
働
力
に
よ
っ
て
耕
作
す
る
以
外
に
、

開
田
。
築
堤
に
使
用
し
た
下
級
の
東
大
寺
庄
園
の
労
働
力
を
借
用
し

併
せ
使
用
し
た
そ
の
代
償
で
あ
る
と
考
え
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
賃
租

圏
係
と
は
桑
原
庄
が
買
わ
れ
る
と
薩
ち
に
つ
れ
て
来
ら
れ
た
東
大
寺

直
属
の
労
働
量
の
み
で
は
耕
作
及
び
新
な
開
田
に
不
足
す
る
の
で
、

か
か
る
労
働
力
に
新
な
労
働
力
を
添
付
し
て
庄
園
の
労
働
力
を
充
実

さ
せ
る
た
め
に
、
労
り
に
現
地
の
豪
族
の
生
江
臣
東
人
に
賃
租
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
○

た
も
の
ぞ
、
そ
れ
は
コ
果
大
寺
に
よ
る
奴
隷
制
的
な
直
接
経
営
の
崎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

形
的
現
象
」
で
あ
る
と
解
し
た
の
も
一
つ
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
藤

聞
氏
の
所
「
説
は
東
大
寺
・
生
江
氏
双
方
に
属
す
る
奴
隷
的
労
働
力
の

存
在
を
霊
翻
し
よ
う
と
試
み
た
竜
の
で
あ
ろ
う
が
、
生
江
臣
東
人
と

造
東
大
寺
司
と
の
問
に
は
特
殊
な
関
係
が
伏
在
す
る
こ
と
、
叉
桑
原

庄
に
溝
を
掘
開
す
る
こ
と
を
願
っ
た
越
前
国
使
等
解
に
よ
る
と
、
庄

の
既
墾
閏
は
溝
低
く
田
高
き
故
に
荒
れ
、
　
「
不
買
百
姓
」
と
あ
る
こ

と
（
四
ノ
ニ
五
二
）
、
　
及
び
田
誤
謬
麻
呂
自
ら
が
賃
租
せ
る
逃
亡
百

姓
の
直
稲
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
（
四
ノ
ニ
四
六
）

な
ど
か
ら
百
姓
の
直
接
賃
租
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
解
釈
は
少
し
く
無

理
な
よ
う
で
あ
る
。
上
等
進
者
大
伴
宿
墨
麻
呂
が
賃
租
を
媒
介
と
し

て
旧
所
有
地
に
対
す
る
関
係
を
持
続
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
、
本
主

た
る
彼
の
開
い
た
九
町
の
部
分
が
既
に
早
く
天
平
宝
字
元
年
二
月
の

庄
券
で
は
荒
廃
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
四
ノ
一
二
九
）
や
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
彼
の
そ
の
当
時
の
越
訴
に
お
け
る
在
地
性
の
疑

わ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
こ
れ
ま
た
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。

　
但
し
こ
の
よ
う
な
旧
所
有
者
と
の
賃
租
関
係
成
立
否
定
は
こ
の
桑

原
庄
の
場
合
に
限
っ
て
の
こ
と
ぞ
あ
り
、
天
平
宝
字
元
年
関
八
月
坂
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井
郡
大
領
品
遅
部
君
広
耳
が
東
火
寺
に
寄
進
し
た
墾
田
百
町
の
経
蛍

に
つ
い
て
は
異
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
（
二
五
ノ
一
＝
四
）
。
　
こ

の
広
覧
寄
進
田
に
お
い
て
も
東
大
寺
と
の
間
の
賃
租
の
存
在
が
認
め

ら
れ
る
が
、
そ
の
契
約
対
象
は
直
接
耕
作
者
で
な
く
、
寄
進
者
た
る

広
耳
ぞ
あ
っ
た
こ
と
が
、
寄
進
当
年
の
地
子
を
そ
の
年
は
藤
子
を
下

す
機
会
に
遅
れ
た
た
め
進
上
し
え
な
い
旨
の
交
渉
の
広
耳
と
造
東
大

寺
司
と
の
闇
に
於
て
行
わ
れ
て
い
る
事
実
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
（
四

ノ
ニ
五
七
）
。
　
そ
し
て
こ
の
晶
遅
部
君
広
覧
の
東
大
寺
へ
の
墾
田
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

進
は
赤
松
俊
秀
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
方
豪
族
患
身

の
郡
司
で
あ
っ
た
彼
が
部
内
の
空
閑
地
を
開
墾
し
て
所
有
し
た
広
大

な
私
田
を
、
天
平
十
六
年
の
墾
田
永
久
私
有
公
認
に
伴
う
大
領
三
十

町
と
い
う
私
有
面
積
の
制
限
に
よ
り
、
そ
の
所
有
権
を
否
定
収
公
さ

れ
る
こ
と
か
ら
免
れ
よ
う
と
し
た
目
的
を
も
つ
た
も
の
で
、
形
式
的

に
東
大
寺
に
寄
進
す
る
と
い
う
面
を
多
分
に
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
従
っ
て
上
述
の
よ
う
な
表
面
的
な
賃
租
関
係
を
東
大
寺
と
結

び
、
実
際
ユ
、
の
旧
所
有
地
に
対
す
る
関
係
は
旧
来
の
状
態
を
保
持
し

た
と
い
う
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
場
合
こ
れ
ら
地
方
豪
族
の
所
領
経
営
が
ど
の
よ
う
な
形
態
を

　
　
　
　
越
煎
即
騰
一
獅
階
大
轟
V
領
露
伊
圃
の
経
懲
（
撮
川
）

と
っ
た
か
は
、
系
譜
的
に
は
大
化
前
代
の
田
荘
経
営
に
も
つ
な
が
る

古
代
社
会
経
済
史
上
の
重
要
な
課
題
と
関
聯
し
、
簡
単
な
推
論
を
下

す
こ
と
は
轟
来
な
い
が
、
こ
の
広
耳
の
墾
墨
田
の
場
合
は
、
の
ち
に

一
円
地
化
さ
れ
て
か
ら
は
と
も
か
く
、
そ
の
条
里
坪
付
に
示
さ
れ
た

所
在
に
み
る
如
く
極
め
て
広
範
囲
の
散
在
形
態
を
な
し
て
い
て
（
二

五
ノ
十
一
四
）
、
　
そ
こ
に
は
家
父
長
制
大
家
族
を
構
成
す
る
地
方
豪

族
の
直
属
労
働
力
に
よ
る
直
接
経
営
を
考
え
難
く
、
こ
の
場
合
に
も

か
の
書
紀
大
化
元
年
九
H
条
に
「
勢
有
る
者
は
水
陸
を
分
割
き
、
以

て
私
地
と
な
し
、
百
姓
に
売
玉
へ
、
年
ご
と
に
難
路
を
臨
む
」
と
い

う
大
土
地
所
有
者
の
賃
租
的
経
営
法
を
考
慮
す
る
の
が
妥
当
で
は
あ

る
ま
い
か
。
然
し
私
は
か
く
解
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

地
方
豪
族
の
賃
租
的
経
営
法
が
一
般
農
民
と
の
金
く
自
由
な
契
約
に

よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
云
お
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
農
民
の
庄
地

の
実
際
経
営
に
は
地
方
豪
族
に
対
す
る
農
民
の
古
代
的
隷
属
蘭
係
、

及
び
豪
族
の
農
民
に
対
す
る
規
制
が
何
ら
か
の
形
で
作
用
し
て
い
た

こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
具
体
的
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

形
態
と
な
っ
て
経
営
面
に
現
れ
て
来
た
か
は
別
に
考
え
る
こ
と
と
し
、

こ
こ
で
は
選
挙
の
墾
進
田
に
み
る
よ
う
な
形
式
的
賃
租
に
よ
る
初
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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鱈
醗
國
策
大
堺
領
座
購
の
経
賞
（
岸
）

庄
‘
園
の
経
営
形
態
が
確
か
に
一
つ
の
場
合
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と

い
う
事
実
を
提
起
す
る
に
止
め
よ
う
。

①
　
　
僧
観
口
H
本
畠
縄
苫
く
平
眺
酬
歎
六
年
正
月
七
貰
乳
、
　
な
お
練
蹴
紀
に
よ
れ
ば
彼
は
天
だ

　
　
平
六
・
正
・
十
七
正
六
位
上
よ
り
外
二
五
三
下
、
　
問
十
・
閏
四
七
・
七
山

　
　
京
亮
、
同
十
八
・
四
・
骨
二
従
五
位
下
と
な
り
、
天
平
・
堂
宇
三
・
十

　
　
二
・
七
散
位
従
四
位
下
で
卒
し
て
い
る
。

②
　
例
え
ば
天
平
三
年
頃
の
守
大
伴
宿
禰
邑
瀞
麿
、
天
平
十
八
年
頃
の
守
大

　
　
伴
宿
翻
…
駿
河
麻
川
呂
、
夫
平
醐
勝
宝
六
年
頃
の
橡
山
八
庸
伴
宿
．
醐
臨
池
主
、
同
［
七
年

　
　
頃
の
漁
…
大
伴
宿
醐
…
潔
足
等

③
天
平
勝
宝
七
・
五
・
三
（
四
ノ
五
二
）
開
八
・
二
・
ズ
四
ノ
一
二
）

　
　
醐
九
・
二
・
一
（
四
ノ
ニ
一
九
）
天
平
宝
字
元
・
十
一
・
＋
二
（
四
ノ

　
　
ニ
閥
六
）

④
藤
問
生
大
「
日
本
庄
國
史
」
二
三
七
頁

⑤
同
前
二
四
三
－
五
買

⑥
赤
松
俊
秀
・
柴
田
実
「
古
代
国
家
の
展
開
」
（
京
大
臼
本
史
二
）
五
四

　
　
頁

四
、

　
そ
れ
で
は
当
面
の
問
題
で
あ
る
桑
原
庄
の
賃
稲
は
ど
の
よ
う
に
理

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
　
そ
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
　
こ
こ

で
初
め
に
考
察
し
て
お
い
た
そ
の
造
東
大
寺
司
と
の
聞
に
存
し
た
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一

期
の
越
前
東
大
寺
領
と
の
特
殊
関
係
を
想
起
し
て
み
よ
う
。
桑
原
庄

の
経
営
が
専
ら
造
東
大
寺
司
を
主
体
と
し
て
行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と

に
つ
い
て
の
徴
表
は
初
め
に
屯
ふ
れ
た
が
、
最
も
端
的
に
は
そ
の
経

営
に
主
と
し
て
参
劃
し
た
三
人
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
田

使
左
大
舎
人
曾
禰
連
乙
麻
呂
は
造
東
大
寺
司
に
臨
時
に
配
さ
れ
た
官

人
と
考
え
ら
れ
、
大
領
生
江
愛
東
入
と
国
史
生
禅
都
宿
禰
雄
足
は
共

に
最
近
造
東
大
寺
謀
議
入
か
ら
特
に
選
ば
れ
て
こ
の
地
の
そ
れ
ぞ
れ

の
地
位
に
転
出
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に

桑
原
庄
が
造
東
大
寺
司
と
い
う
律
令
制
的
官
司
に
よ
り
経
営
さ
れ
た

と
考
え
る
縛
、
そ
の
宮
司
所
属
の
所
領
と
い
う
面
か
ら
、
そ
の
方
法

と
し
て
当
博
畿
内
に
設
概
さ
れ
た
供
御
食
料
田
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る

宮
田
（
屯
田
叉
は
御
田
）
の
経
営
法
が
先
ず
顧
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
毎
年
宮
内
省
は
所
管
の
請
罰
判
部
使

部
等
を
田
司
に
任
命
派
遣
し
、
国
司
は
雑
鑑
と
し
て
公
民
を
動
員
し

て
耕
作
を
行
わ
し
め
、
そ
の
町
別
五
百
東
の
獲
稲
の
全
部
を
官
が
収

　
　
①

公
す
る
。
そ
し
て
田
令
に
「
式
に
依
っ
て
功
を
料
り
、
官
に
申
し
て

支
配
せ
よ
し
と
あ
る
に
対
す
る
令
集
解
古
記
の
註
釈
に
は
「
式
に
依

っ
て
功
を
料
る
と
は
、
謂
は
一
町
を
作
る
人
垢
を
若
干
と
定
申
す

（12）



也
。
」
　
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
農
民
の
労
働
に
対
し
て
は
一
定
の
功

賃
が
支
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
経
営
に
お
け
る

功
賃
の
支
給
は
桑
原
庄
に
お
い
て
も
、
開
田
や
築
島
の
労
働
力
に
対

し
て
功
罪
が
支
払
わ
れ
て
い
る
事
実
と
通
ず
る
電
の
で
あ
る
が
、
次

の
一
史
料
一
賀
茂
朝
臣
営
養
啓
（
十
五
ノ
一
二
四
）
に
記
さ
れ
た

事
項
は
こ
れ
に
関
聯
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
謹
啓
　
可
苅
御
田
事

　　

@
二
二
町
畜
糠
脚
飼
灘
響
四
段
荒

　
右
今
明
日
聞
ホ
、
越
特
子
可
苅
、
故
功
銭
付
東
人
門
下
、
依
注
以

　
申
上

賀
黄
馬
前
が
造
東
大
寺
司
所
属
官
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
推
察
さ

　
　
　
　
②

れ
る
の
で
、
こ
の
建
地
が
造
東
大
寺
飼
に
関
係
す
る
竜
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
以
外
、
こ
の
交
書
は
な
お
明
ら
か
に
す
べ
き
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

く
の
興
昧
あ
る
点
を
も
つ
て
い
る
が
、
と
も
か
く
屯
そ
こ
で
稲
の
紋

獲
を
功
銭
を
支
給
し
て
行
う
と
い
う
官
田
的
経
営
法
が
実
施
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
宜
田
的
経
営
法
が
妾
時

の
官
司
的
色
彩
の
強
い
越
前
諸
庄
園
に
於
て
も
或
は
場
合
に
よ
り
行

わ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
当
面
の
桑
原
庄
の
賃
租
経
蛍
は
勿

　
　
　
　
誠
簿
榔
購
欝
果
大
寺
緬
鐙
比
闘
の
経
営
（
洋
）

論
こ
れ
に
よ
っ
て
は
説
明
し
え
な
い
。

　
そ
こ
で
次
に
官
司
的
経
営
に
お
け
る
賃
租
と
し
て
注
目
す
べ
き
も

の
に
、
令
に
規
定
さ
れ
た
公
田
、
即
ち
乗
田
の
寝
惚
が
あ
る
こ
と
を

こ
の
際
顧
み
て
み
よ
う
。
田
令
の
規
定
に
よ
れ
ば
口
分
田
・
職
分

田
・
位
田
。
賜
田
な
ど
に
斑
給
さ
れ
た
残
り
の
乗
田
は
国
守
が
郷
土

の
沽
価
に
随
い
、
一
年
を
限
っ
て
賃
租
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

価
獲
は
太
致
官
に
送
っ
て
雑
用
に
充
て
ら
れ
た
。
こ
の
養
老
令
の
規

定
に
つ
い
て
令
集
解
所
収
の
古
記
は
「
販
・
売
と
は
謂
は
売
卜
。
公
瞬

料
に
供
す
と
は
、
謂
は
官
人
に
供
給
す
る
也
。
以
て
雑
用
に
充
つ
と

は
、
謂
は
臨
噂
の
雑
用
の
み
。
」
と
記
し
、
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
大
宝
令

に
於
て
は
販
売
・
…
供
公
仁
心
・
以
充
雑
用
の
竿
句
が
用
い
ら
れ
て
い

た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
、
乗
田
賃
租
に
よ
り
え
ら
れ
た
価
稲
は
公

癬
料
と
し
て
官
人
に
支
給
さ
れ
、
叉
一
司
内
の
臨
時
の
雑
用
に
充
て

ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
公
田
賃
租
は
恐
ら
く
媒
介
者
な
し
に
直
接
班
田
農
民

と
の
聞
に
一
年
を
隈
っ
て
契
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
桑
原

庄
の
賃
租
の
実
態
、
そ
の
農
民
に
対
す
る
閣
係
は
こ
の
公
園
賃
租
の

場
合
と
相
似
の
竜
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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越
前
國
東
大
寺
甑
窪
磯
の
経
鴬
（
洋
）

に
考
え
る
第
一
の
理
由
は
、
そ
れ
は
東
大
寺
領
と
は
称
し
な
が
ら
も

鷹
述
の
如
く
そ
の
実
質
に
於
て
は
造
東
大
寺
司
と
い
う
官
的
色
彩
が

濃
厚
に
認
め
ら
れ
、
更
に
そ
の
経
営
に
は
国
司
の
管
理
権
が
強
く
及

ん
で
い
る
こ
と
ぞ
あ
る
。
安
全
宿
禰
画
塾
が
国
巣
窟
と
し
て
経
営
に

参
嘉
し
、
東
入
と
共
に
田
鼠
よ
り
も
強
力
な
発
言
権
を
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
雄
足
・
來
人
の
署
名
し
な
い
決
算
報
告
書
が
造
東
大
寺

罵
か
ら
還
却
さ
れ
て
い
る
事
実
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
（
四
ノ
ニ
五

〇
）
、
叉
造
東
大
寺
司
が
桑
原
庄
産
業
帳
四
巻
を
二
重
し
た
こ
と
を
雄

足
に
翻
し
た
文
書
に
は
、
田
量
感
．
禰
布
晒
麻
呂
の
責
任
の
下
に
収
納

し
た
米
を
・
中
央
の
検
校
使
を
待
た
ず
国
司
に
託
て
勘
取
す
べ
き
を
令

し
て
い
る
（
四
ノ
一
．
一
五
四
）
。
　
こ
の
よ
う
な
宮
的
機
構
を
背
景
に
も

っ
た
中
で
、
而
も
国
司
に
売
饅
直
稲
の
収
納
を
委
ね
る
と
い
う
よ
う

な
場
合
に
行
わ
れ
た
賃
租
の
形
態
は
、
ど
う
し
て
艶
福
の
国
司
が
郷

土
の
沽
価
に
応
じ
て
許
し
た
と
い
う
乗
田
賃
租
の
傾
向
を
考
え
な
い

わ
け
に
は
行
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
共
に
次
の
一
連
の
皮
料
が

示
す
事
実
も
こ
の
問
題
と
関
聯
し
て
注
目
す
べ
き
竜
の
を
も
っ
て
い

る
。
即
ち
正
倉
醗
交
書
続
肉
修
四
十
三
秩
三
巻
の
「
雑
物
収
納
」
の

題
籔
を
有
す
る
一
巻
に
は
天
平
勝
宝
六
年
潤
十
月
の
越
前
国
公
倉
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

残
量
に
つ
い
て
の
検
米
使
解
（
四
ノ
ニ
九
）
、
　
同
七
歳
九
’
垂
込
六
研

付
の
越
前
国
直
心
米
残
稲
に
つ
い
て
の
恐
ら
く
検
米
使
と
考
え
ら
れ

る
村
部
豊
嶋
解
（
四
ノ
七
六
）
、
　
及
び
年
次
不
明
で
あ
る
が
そ
の
丈

筈
配
列
の
状
態
よ
り
推
し
て
先
の
コ
通
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
三
月
廿
一
日
伊
香
良
友
に
付
し
た
越
前
国
加
賀
都
司
の
年
料
春
闘

に
つ
い
て
の
解
（
四
ノ
七
九
）
等
が
混
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
．

文
書
の
内
容
を
今
適
確
に
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
問
題

は
何
故
こ
の
よ
う
な
一
見
他
の
文
書
と
無
幡
羅
の
よ
う
な
越
前
国
衙

の
公
訴
収
支
に
関
す
る
文
書
が
正
倉
院
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
以
上
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

通
の
交
書
の
紙
背
を
調
査
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
す
べ
で
天
平
宝
字
六

年
の
造
石
山
寺
所
の
食
物
用
帳
（
十
五
ノ
閲
二
一
六
）
の
記
載
に
利
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
先
に
越
晶
型
果
大

寺
領
庄
園
関
係
交
書
…
数
通
の
紙
背
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
と
同
様
そ

こ
に
造
東
大
寺
司
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
交
書

の
年
次
が
天
平
勝
宝
六
。
七
年
と
桑
原
庄
が
創
設
さ
れ
た
当
時
の
竜

の
で
あ
る
こ
と
、
及
び
そ
の
中
の
加
賀
郡
．
事
解
に
は
特
に
安
都
愛
生

料
稲
と
し
て
四
〇
〇
〇
束
（
用
四
〇
〇
束
六
把
四
分
、
残
三
五
九
九

（　II4　）



東
三
把
六
分
、
得
米
一
四
六
石
六
斗
四
升
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
四
ノ
八
○
）
な
ど
の
諸
点
か
ら
、
こ
れ
は
造
石
山
寺
所
別
当
と
な

っ
た
雄
足
が
越
前
国
葭
生
で
あ
っ
た
当
時
の
文
書
の
紙
背
を
造
石
山

寺
所
に
於
て
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
切
妻

加
賀
郡
司
解
に
は
「
売
田
直
米
一
四
〇
一
一
石
一
斗
」
と
「
地
子
米
六

一一

ﾜ
石
四
斗
九
’
升
、
加
売
田
直
達
＝
二
九
石
、
井
七
六
四
石
山
斗
九

升
」
の
記
載
が
あ
り
（
四
ノ
七
九
）
、
　
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
郡
．
内
の
公

田
賃
租
の
直
米
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
収
納
も
ま
た
前
述

の
文
書
の
性
質
か
ら
推
し
て
雄
蕊
の
所
管
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ

の
彼
が
桑
原
庄
の
賃
租
直
稲
の
収
納
に
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
か
ら
桑
原
庄
の
賃
租
が
加
賀
郡
と
同
様
な
公
田
的
賃
租
の

性
格
を
多
分
に
帯
び
て
い
た
こ
と
が
類
…
推
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
先
の

乗
田
の
賃
租
価
稲
が
官
人
の
公
解
料
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
大
宝
令

の
規
定
も
、
こ
こ
に
賃
租
直
米
と
共
に
公
楽
楽
の
残
稲
が
網
連
関
し

て
現
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
ろ
う
し
、
更
に
同
様
諸

司
の
臨
時
雑
物
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
他
の
規
定
は
こ
れ
ら
越
前
諸

庄
園
と
造
東
大
寺
司
と
の
特
殊
関
係
を
解
明
す
る
．
一
つ
の
手
が
か
り

と
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
越
蜘
即
願
悶
齋
継
大
場
が
領
庫
園
の
経
庸
阿
（
岸
）

　
即
ち
桑
原
庄
を
始
め
越
前
に
嘗
て
は
か
か
る
公
田
的
賛
租
が
広
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

囲
に
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
竹
内
氏
竜
指
示
さ
れ
た
如
く
、

　
　
　
　
　
　
　
⑧

天
平
勝
宝
五
年
以
前
、
恐
ら
く
天
平
勝
宝
初
年
頃
と
み
ら
れ
る
造
東

大
寺
司
所
属
の
あ
る
宮
人
の
告
朔
解
に
「
遣
使
十
一
度
運
田
直
米
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

越
前
国
之
類
」
と
み
え
る
こ
と
に
竜
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
（
】
一
五

ノ
七
六
）
、
こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
越
前
の
公
田
的
賃
租
直
稲
は

多
く
令
の
規
定
に
あ
る
よ
う
に
造
東
大
寺
司
な
る
官
衙
に
供
せ
ら
れ
、

そ
の
諸
種
の
費
用
に
充
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
ぞ
あ
ろ
う
か
。
越
前

と
造
東
大
寺
司
と
の
特
殊
関
係
を
示
す
輿
料
は
他
に
も
多
く
散
見
す

　
　
　
　
　
⑩

る
の
で
あ
っ
て
、
造
東
大
寺
司
が
経
済
的
に
強
く
越
前
に
依
存
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
充
分
に
窺
え
る
の
ぞ
あ
る
。

　
さ
て
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
桑
原
庄
の
賃
租
経
営
が
公
田
的
賃
租

の
性
格
…
を
強
く
3
3
び
て
い
た
こ
と
を
知
り
え
た
の
で
あ
る
が
、
然
し

そ
れ
が
根
本
的
に
は
東
大
寺
に
売
進
さ
れ
た
寺
領
な
る
点
に
裁
て
、

そ
こ
に
公
田
と
自
ら
異
る
点
の
存
し
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
即
ち
そ
れ
は
公
田
が
不
輸
急
な
る
に
対
し
、
こ
の
寺
田
が
輸
租

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

田
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
桑
原
庄
券
に
は
売
田
価
稲
と
共
に
町
鋼
十

五
束
の
租
穏
の
納
め
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
、
し
か
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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越
蘭
騨
東
大
寺
領
庄
園
の
経
営
（
難
）

お
”
て
の
租
稲
蝉
か
令
権
米
解
国
門
令
轟
ハ
年
一
班
条
所
収
斎
記
に
［
「
並
（
神
田
・

・
寺
田
）
輸
す
。
各
本
主
に
入
る
」
と
あ
る
よ
う
に
国
家
の
も
の
と

し
て
別
納
す
べ
き
・
も
の
と
区
別
さ
れ
ず
、
匹
田
直
穏
と
同
様
に
そ
の

収
入
と
し
て
集
計
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
所
領
が
名
口
的
に
は
寺
田

で
あ
り
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
造
東
大
寺
司
と
い
う
律
令
制
的
官
司

を
媒
介
と
し
た
公
田
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
示
し

て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

①②⑤CD　＠④

」
令
集
解
巻
十
二
嘱
令
役
丁
条
、
　
な
お
前
掲
赤
松
氏
　
「
古
代
国
家
の
簾

開
し
三
囚
頁
参
照

賀
茂
馬
擁
健
に
つ
い
て
は
天
平
霊
字
五
・
正
・
六
の
奉
写
一
切
経
所
解
に

は
「
召
継
：
・
：
・
散
位
正
八
宣
下
賀
茂
蘭
判
目
塗
難
蝦
霜
三
入
雄
使
」
　
（
十
五

ノ
ニ
）
ハ
　
又
天
平
巡
合
四
・
八
・
三
後
一
切
経
料
雑
物
納
帳
に
は
「
領

賀
茂
馬
農
」
　
（
十
五
ノ
八
六
）
な
ど
と
み
え
る
。

越
二
子
と
は
稲
の
種
類
を
さ
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
が
安
藤
広
太

鄭
「
臼
本
古
代
稲
作
史
観
考
」
一
六
四
頁
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
越
国
と
の
関
遠
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
問
題
と
な
ろ
う
。

今
集
解
巻
十
二
闘
令
公
田
条

伊
香
勇
み
メ
は
天
．
平
神
　
護
二
。
十
・
十
の
足
羽
郡
司
解
に
「
圏
使
」
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
。
　
（
五
ノ
五
五
一
）

正
倉
院
古
文
書
寝
録
（
奈
良
帝
蜜
博
物
館
正
倉
院
掛
昭
和
四
刊
）
に
よ

る
。

（D　（D⑨＠　op

一
六

癖
渦
螺
桝
竹
内
飛
「
な
目
黒
［
不
一
継
当
の
根
　
源
し

こ
の
文
嘗
は
丹
毎
紙
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
中
の
丹
の
計
鼠
が

果
平
勝
宝
五
年
六
月
十
五
口
に
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
次
に
坂
∴
不
劃
一
参
入
上
に
つ
い
て
「
遣
使
十
度
絵
…
山
作
物
口
熱
幡
磨

岡㎜

i
牒
領
」
と
あ
り
、
そ
れ
は
大
仏
殿
の
大
権
を
う
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
彼
此
対
照
す
る
と
越
前
賦
直
米
の
有
す

る
慧
荊
戒
の
霊
要
性
が
一
晒
明
ら
か
と
な
る
。

前
掲
拙
稿
「
越
前
圏
東
大
寺
領
荘
園
を
め
ぐ
る
政
二
三
動
向
」
参
照

令
集
解
巻
＋
二
瞬
命
公
照
条
所
収
古
記
及
岡
六
年
一
襲
条
所
収
古
罷

五
、

　
以
上
初
期
に
お
け
る
奈
良
時
代
越
前
国
東
大
寺
領
庄
園
と
し
て
の

桑
原
庄
に
就
い
て
そ
の
公
田
的
経
営
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
に
そ
の
庄
園
が
名
目
的
に
は
東
大
寺
領
で
あ
る
と
は
云
え
、

実
は
造
東
大
寺
司
を
媒
介
と
し
た
公
田
的
性
格
を
も
つ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
耕
作
農
民
と
、
領
主
と
の
結
合
も
比
較
的
霞
歪
な
、
し
か

も
一
年
限
り
の
賃
租
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
弱
い
竜
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
か
か
る
庄
園
が
造
東
大
寺
司
の
消
長
、
更
に
は
律
令
体
制

の
漸
次
的
崩
壌
に
伴
っ
て
、
い
ち
早
く
耕
作
入
と
の
賃
租
契
約
に
よ

っ
て
結
ば
れ
た
紐
帯
が
弛
緩
し
、
次
第
に
荒
廃
に
赴
い
て
行
っ
た
で

（　i16　）



あ
ろ
う
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
に
難
く
な
ρ
。
天
平
宝
字
二
年
三
月

二
日
個
使
尾
張
連
語
麻
呂
が
桑
原
庄
の
水
田
雑
物
等
の
官
物
を
詳
録

に
従
っ
て
勘
受
し
た
こ
と
に
つ
き
造
東
大
寺
司
に
解
を
送
っ
て
い
る

の
は
（
四
ノ
工
六
二
）
、
　
恐
ら
く
薗
の
田
素
首
禰
連
乙
麻
．
呂
と
の
交

替
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
正
に
そ
の
時
期
が
初
め
に
述
べ
た

よ
う
に
安
意
気
．
禰
雄
足
が
造
東
大
寺
司
主
典
に
転
じ
、
越
前
を
離
れ

た
縛
に
相
当
し
て
い
る
の
も
意
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
果
し
て
桑
原

庄
は
そ
の
創
設
経
営
に
璽
要
な
役
割
を
糧
っ
て
い
た
雄
足
と
乙
麻
．
呂

の
工
人
が
現
地
を
去
っ
て
そ
の
経
営
か
ら
手
を
ひ
く
と
共
に
庄
園
と

し
て
次
第
に
衰
退
に
向
つ
た
も
の
の
如
く
、
史
料
の
上
か
ら
も
桑
原

庄
の
名
は
以
後
姿
を
み
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
公
田
的
経
営
を
も
つ
た
庄
園
で
あ
っ
た
桑
原
庄
に
対

し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
寺
家
と
形
式
的
・
な
賃
租
関
係
冊
を
結
ん
だ
だ

け
で
、
依
然
と
し
て
そ
こ
に
富
麗
者
た
る
大
領
品
遅
部
鴛
広
耳
が
介

在
し
た
彼
の
墾
進
地
百
町
は
、
同
様
な
賃
租
関
係
が
広
耳
と
農
民
と

の
開
に
結
ば
れ
た
ど
し
て
竜
、
そ
れ
は
桑
原
庄
の
場
合
と
は
異
っ
た

地
方
豪
族
と
そ
の
支
配
下
に
あ
る
農
晟
と
い
う
隊
舎
に
よ
り
強
制
的

な
耕
作
が
続
け
ら
れ
て
行
っ
た
た
め
に
、
そ
の
東
大
寺
領
脚
」
園
と
し

　
　
　
　
越
前
國
恋
拠
大
寺
領
庄
…
剛
の
経
営
（
雛
U
）

て
の
早
立
も
保
ち
つ
ず
け
ら
れ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
更
に
天
平
神
護

一一

N
に
は
そ
の
一
円
所
領
佑
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
（
五
ノ
六

一
八
）
、
庄
園
と
し
て
一
層
強
化
さ
れ
た
も
の
の
如
く
、
奈
良
時
代
に

存
在
し
た
多
数
の
越
前
蟹
東
大
寺
領
庄
園
が
閥
も
な
く
荒
廃
し
去
っ

た
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
庄
園
は
よ
く
平
安
中
期
迄
存
続
し
た
よ
う
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
る
。
天
暦
四
年
の
東
大
寺
封
戸
荘
園
井
寺
用
帳
に
は
当
時
東
大
寺

荘
園
と
し
て
存
在
し
た
越
前
国
田
総
数
七
六
八
町
九
九
歩
の
中
、
広

耳
寄
進
田
の
後
身
と
思
わ
れ
る
坂
井
粥
，
国
蜜
大
庄
照
四
七
町
七
段
四

〇
歩
、
国
富
小
庄
田
三
六
町
一
段
一
八
○
歩
、
鯖
田
庄
田
一
七
町
端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

綬
二
九
〇
歩
、
計
約
嶺
町
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
坂
井
郡
に
は

他
に
小
榛
庄
と
溝
江
庄
が
存
す
る
の
み
で
桑
原
庄
の
名
は
既
に
見
え

て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
著
し
い
相
異
と
変
貌
は
正
に
一
方
が
宮
司

に
よ
る
公
田
的
賃
租
経
営
で
あ
っ
た
に
対
し
、
他
方
が
在
地
土
豪
の

旧
所
領
に
お
け
る
そ
の
媒
介
に
よ
る
経
営
で
あ
っ
た
と
い
う
桐
互
の

経
営
上
の
性
格
の
桐
異
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
坂
井
郡
大
領
轟
遅
部
凪
君
広
耳
に
お
け
る
鯖
田
国
富
庄
と
同
様

な
…
場
合
が
、
足
羽
郡
に
お
け
る
火
領
生
江
臣
東
人
の
道
守
庄
の
経
営

ぞ
あ
ろ
う
。
同
じ
天
磨
の
記
録
に
は
足
羽
郡
道
守
庄
田
と
し
て
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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越
晶
削
圃
門
東
大
寺
稲
〔
庄
園
の
経
庸
臓
（
襟
目
）

六
町
一
一
段
五
五
歩
と
当
縛
の
越
前
東
大
寺
領
荘
園
中
最
大
の
面
積
を

示
し
て
い
る
こ
の
道
守
庄
の
成
立
は
、
生
江
臣
東
人
が
郡
領
に
任
ぜ

ら
れ
る
以
前
私
の
功
力
を
以
て
治
黙
し
た
墾
田
百
町
を
功
徳
料
と
し

て
東
大
寺
に
審
託
し
た
に
始
ま
る
も
め
で
あ
り
（
五
ノ
五
五
一
）
、
そ

の
寄
進
も
ま
た
先
の
広
耳
の
場
合
に
考
察
し
た
と
同
様
算
筆
を
ま
ぬ

が
れ
る
た
め
の
一
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
道
守
庄
の
経
営
の
実
態
に
つ
い
て
は
拶
く
の
問
題
を
含
ん
で

い
る
が
、
既
に
予
定
の
紙
数
も
尽
き
た
た
め
そ
の
詳
論
は
他
稿
に
滞

る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
ぞ
は
た
だ
次
の
諸
点
を
指
摘
す
る
に
止
め
て

お
こ
う
。
道
守
庄
に
嘗
て
竜
桑
原
庄
と
同
様
、
例
え
ば
天
平
宝
字
三

年
五
月
十
臼
の
道
守
徳
太
六
義
に
よ
れ
ば
田
に
溝
を
通
ず
る
相
談
の

た
め
現
地
に
越
前
橡
（
内
界
人
魚
麻
呂
叉
は
平
群
朝
二
言
麻
呂
）
と

足
羽
郡
下
任
道
守
床
足
、
及
び
田
使
秦
忌
寸
広
人
の
三
人
が
立
会
つ

た
場
合
の
例
の
よ
う
に
（
四
ノ
三
六
四
）
、
　
そ
の
経
営
に
は
国
翻
・

郡
司
・
田
上
が
網
関
係
し
て
い
る
。
然
し
そ
の
各
々
が
こ
の
庄
園
経

営
に
於
て
占
め
る
役
割
の
重
要
性
の
比
重
は
細
異
り
、
郡
司
大
領
生

江
臣
東
人
の
配
下
に
属
す
る
道
守
床
足
や
一
族
の
生
江
臣
息
嶋
・
長

浜
ら
が
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
お
り
、
田
使
と
し
て
秦
忌
寸
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

人
や
倭
画
師
池
守
が
在
任
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
彼
等
は
単
な
る
経

営
の
監
督
者
の
地
位
に
止
り
、
天
平
宝
掌
三
年
四
月
八
日
の
生
江
臣

息
嶋
解
が
示
す
よ
う
に
、
黒
田
使
の
収
納
し
た
稲
・
も
生
江
患
嶋
の
許

で
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
が
中
央
に
報
告
さ
れ
て
い
る
の
を
は
じ

め
（
四
ノ
三
五
九
）
、
そ
の
庄
園
の
経
営
蘭
係
交
書
の
殆
ど
す
べ
て

が
郡
司
の
署
判
の
下
に
隠
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
道
守
庄
の
経
営
に
は
足
羽
郡
、
郡
司
と
し
て
の
生
江
氏

一
族
の
勢
力
が
強
く
表
面
に
患
て
い
る
の
に
対
し
、
国
司
に
つ
い
て

も
考
う
べ
き
重
要
な
問
題
が
存
し
て
い
る
。
天
平
勝
宝
か
ら
宝
字
の

末
年
に
か
け
て
中
央
の
政
権
を
掌
握
し
た
恵
美
押
勝
、
即
ち
藤
原
仲

麻
呂
一
派
の
勢
力
が
国
司
の
地
位
を
中
心
と
し
て
深
く
越
前
に
滲
透

し
て
来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
仲
麻
呂
一
派
の
越
前
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

勢
力
の
伸
長
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳
細
を
や
は
り
別
稿
に
記

し
た
の
で
こ
こ
で
は
一
切
を
省
略
す
る
が
、
ま
ず
仲
麻
呂
に
反
抗
し

た
橘
奈
良
麻
呂
乱
の
起
因
と
な
っ
た
橘
諸
兄
の
反
騰
を
密
告
し
た
佐

味
朝
臣
宮
守
が
当
時
越
前
介
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
越
前

守
佐
伯
宿
禰
美
濃
麻
呂
が
喚
問
を
受
け
た
の
も
同
じ
国
司
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る
が
、
美
濃
麻
呂
に
次
い
で
は
仲
麻
呂
の
子
嚢
雄
、
辛
加
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知
が
縮
つ
い
で
越
前
国
守
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
天
平
宝
字

八
年
の
恵
美
押
部
乱
に
際
し
彼
の
謀
反
を
密
告
し
た
の
は
越
前
介
．
て

あ
っ
た
高
丘
連
比
良
麻
呂
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
仲
麻
呂
が
反
旗
を

翻
す
や
ま
ず
そ
の
退
路
を
近
江
か
ら
越
前
に
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
隔

こ
の
乱
に
藩
士
…
し
た
た
め
没
官
さ
れ
た
回
診
及
び
田
辺
来
女
の
墾
田

が
足
羽
灘
岬
に
存
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
田
辺
来
女
は
越
前
少
目
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
上
毛
野
公
奥
麻
呂
の
戸
口
で
あ
る
こ
と
、
叉

仲
麻
呂
の
越
前
の
所
領
二
百
町
が
乱
後
西
隆
寺
に
寄
進
さ
れ
た
こ
と

な
ど
の
諸
事
実
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
越
荊
に
お
け
る
仲
麻
呂
一
派
の
強
大
な
政
治

的
勢
力
は
必
ず
や
何
ら
か
の
形
で
こ
の
越
前
諸
庄
園
の
経
営
に
影
響

を
及
し
た
で
あ
ろ
う
。
今
迄
考
察
し
て
来
た
造
東
大
寺
司
と
越
前
と

の
特
殊
関
係
の
中
に
亀
充
分
そ
の
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
は
彼
が
没
落
し
た
天
平
宝
享
八
年
を
境
と
し
て
越
前
の
庄

園
経
営
に
顕
著
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
さ
れ
よ
う
。

即
ち
中
央
の
造
東
大
寺
司
に
お
い
て
は
仲
麻
呂
勢
力
が
衰
退
の
兆
を

み
・
せ
た
天
平
宝
字
七
年
末
か
ら
八
年
に
か
け
．
て
、
そ
の
主
要
人
事
に

署
し
い
変
動
が
行
わ
れ
、
永
く
造
東
大
寺
司
に
在
任
し
た
判
官
葛
井

　
　
　
　
越
荊
国
東
大
寺
領
寵
園
の
経
営
（
岸
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

連
根
調
が
点
畢
に
座
し
て
隠
岐
に
流
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
主
典
安
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

宿
爾
雄
足
も
こ
の
頃
か
ら
姿
を
消
し
、
面
内
に
お
け
る
親
仲
麻
呂
的

勢
力
の
一
掃
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
事
え
る
程
の
蘇
蜜
が
行
わ
れ
た

の
ぞ
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
政
治
的
状
勢

の
変
化
と
、
爾
後
の
政
界
に
お
け
る
道
鏡
の
塔
頭
に
よ
っ
て
象
徴
さ

れ
る
如
き
僧
侶
階
級
の
勢
力
の
伸
長
と
は
、
越
前
東
大
寺
領
経
営
に

お
い
て
天
平
宝
字
末
年
を
限
っ
て
そ
の
経
営
の
主
休
が
造
東
大
寺
司

か
・
り
一
宇
ふ
八
寺
ご
一
綱
へ
移
行
す
ワ
O
と
い
・
り
最
初
に
考
察
し
た
よ
・
う
山
な
注

目
す
べ
き
事
態
の
変
化
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
．
天
平
神
護
二
年

越
前
始
め
北
陸
道
に
中
央
か
ら
細
田
使
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ

の
新
し
い
事
態
に
応
じ
た
寺
領
の
再
建
と
い
う
意
味
を
も
つ
て
い
た

も
の
ぞ
あ
ろ
う
し
、
そ
の
際
足
羽
郡
大
領
生
江
臣
東
人
や
少
領
阿
仁

波
臣
束
麻
呂
が
厳
し
く
そ
の
過
状
を
勘
問
さ
れ
た
ら
し
い
事
実
（
五

ノ
五
五
一
・
五
五
三
）
の
中
に
も
寺
家
の
そ
の
よ
う
な
新
し
い
強
い

態
度
が
汲
み
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
逆
に
考
察
す
れ
ば
上

に
述
べ
た
よ
う
な
著
し
い
政
治
的
変
動
の
中
に
あ
っ
て
も
庄
園
経
営

に
ゆ
る
が
な
い
地
歩
を
薦
め
て
来
た
在
地
豪
族
と
し
て
の
生
江
氏
の

根
深
い
勢
力
に
対
す
る
領
主
た
る
東
大
寺
の
対
抗
で
あ
り
、
叉
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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越
鶴
園
策
穴
寺
領
庄
幽
の
経
営
（
岸
）

は
道
守
庄
近
接
田
地
の
買
得
に
も
専
ら
生
江
氏
一
族
が
当
っ
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
直
稲
を
潜
入
に
支
払
っ
て
い
る
と
い
う
、
生
江
氏
の
私
営
田
領
主

化
へ
の
傾
向
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
寺
家
の
意
図
な
示
し
た
も
の
で

は
の
占
い
ノ
し
あ
ろ
・
り
か
。
　
そ
の
…
詳
起
掛
な
る
弧
礪
究
は
・
ず
べ
て
茄
佼
二
藍
に
ゆ
ノ
ず

り
た
い
と
思
う
。

＠o③（｝　＠⑥

東
南
院
丈
書
（
平
安
遺
交
第
｝
巻
藁
七
二
頁
）

餓
棚
田
・
醒
轡
鷺
比
が
三
三
寄
進
田
を
も
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

天
平
言
置
概
二
・
十
・
廿
一
の
越
凶
剛
願
枯
三
等
解
に
講
ざ
れ
た
そ
の
条
里
芝

付
中
に
策
二
六
条
一
望
…
畷
里
の
あ
る
こ
と
に
よ
り
知
μ
ら
れ
、
又
｛
限
大
国

史
研
究
笑
二
歳
の
天
平
室
字
三
・
十
一
・
二
八
の
誠
恐
剛
圏
塚
井
郡
東
大

寺
墾
田
図
と
記
さ
れ
た
文
堂
目
断
簡
に
憲
佐
波
霞
国
富
庄
の
名
が
み
え
る
。

醜
掲
翻
稿
「
整
隅
園
東
大
寺
領
庄
関
を
め
ぐ
る
政
治
的
鋤
向
し
、
な
お

薩
脚
賜
鴫
八
「
買
R
本
庄
二
二
」
竹
内
氏
「
非
壮
剛
麟
不
三
脚
性
の
根
源
」
亀
目
千
こ

の
点
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
ら
江
る
か
ら
参
照
さ
れ
た
い
。

続
臼
本
祀
天
平
璽
宇
七
年
＋
こ
廻
廿
九
鷺
粂

維
昆
が
豊
想
東
ふ
八
距
響
司
主
典
と
し
て
文
書
に
み
え
る
の
は
天
平
室
幽
牢
八
年

一
月
四
口
が
最
後
で
あ
る
。

例
え
ば
五
ノ
六
四
六
・
六
四
［
七
◎
鵡
ハ
三
八
・
六
四
九
・
六
五
〇
・
六
五

一
・
六
五
六

　
（
附
記
）
本
稿
は
京
都
大
学
赤
松
俊
秀
助
教
授
を
中
心
に
行
っ
た
昭

　
和
「
廿
六
年
度
丈
長
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
つ
東
大
寿
領
の
研
究
」
の

　
｝
部
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
二
・
六
）

二
〇

資
麟
紹
分
　
　
大
和
大
阿
太
発
見
の
墓
誌
銘
に
つ
い
て

　
祭
良
県
宇
皆
鄭
大
墨
太
村
夷
阿
太
の
小
下
校
校
舎
床
下
よ
り
発
見
さ

れ
た
鍍
金
難
件
型
の
銅
板
纂
誌
が
虫
る
五
月
奈
良
県
教
奮
委
員
会
文
化

財
保
存
課
に
届
出
ら
れ
た
。
縦
二
八
糎
、
横
五
。
七
糎
、
厚
三
粍
、
表

画
は
周
緑
に
魚
子
を
う
ち
、
界
線
を
以
て
三
行
に
区
劃
し
、
次
の
銘
ガ
ハ

が
刻
さ
れ
て
い
る
。

　
所
知
天
下
自
軽
天
稟
御
世
以
来
至
干
四
継
仕
翠
雲
人
河
内
国
石
川
郡

　
山
代
’
郷
従
山
隠
位
上
出
代
己
心
寸
宣
バ
”
作
　
戊
一
一
灰
十
一
月
苛
一
二
浸
〔
口
［
ロ
陰
影

　
劉
ス
岬
婁
一
二
人
同
濁
郡
郷
一
移
蚊
屋
争
心
寸
秋
庭
　
　
∫
瀞
戌
山
ハ
日
P
十
四
胃
口
口
［
｝
口

こ
の
訴
求
に
は
筆
者
も
無
つ
た
が
、
結
局
戊
辰
ほ
袖
亀
五
年
、
壬
戌
は

曲
焚
鋼
一
山
一
年
、
継
一
天
白
鷲
は
文
武
、
　
四
二
と
は
文
武
・
ニ
ル
醐
・
ニ
ル
正
・
三
里
武

の
沓
天
皇
を
指
す
と
す
る
説
が
最
も
妥
当
で
、
こ
の
推
矩
は
墓
誌
の
主

山
代
忌
寸
真
作
の
名
が
鶴
然
正
倉
院
碧
裏
文
書
天
平
勝
宝
一
一
年
三
月
廿

三
臼
の
出
代
併
美
吉
大
尉
の
勘
籍
（
大
日
本
古
文
思
量
五
ノ
六
四
）
に

コ
糞
墨
色
五
年
窺
諏
出
代
郷
一
戸
主
一
山
ハ
位
上
出
代
い
併
雑
炎
士
麟
宵
バ
作
一
コ
口
｝
出
代
伊

美
吉
大
山
　
年
廿
四
注
」
と
見
え
る
こ
と
に
よ
り
確
髭
的
と
な
っ
た
。
こ

の
勧
籍
は
戸
口
の
移
動
塑
料
と
し
て
興
鎌
深
い
も
の
な
の
で
、
右
の
墓

誌
銘
ほ
こ
の
点
か
ら
も
貴
重
で
あ
り
、
ま
た
婦
化
入
系
の
文
化
考
察
上

か
ら
も
重
要
資
料
で
あ
る
が
、
真
作
の
本
籍
地
と
墓
誌
の
発
見
馳
と
の

関
係
の
聞
題
は
遺
憾
な
が
ら
七
宇
ほ
ど
判
読
困
難
で
、
且
つ
出
土
状
況

が
聴
唖
で
な
い
た
め
今
後
の
闇
四
題
と
な
ろ
う
。
　
（
奈
良
県
教
育
委
騒
ハ
会

編
、
嵐
不
｛
艮
県
文
化
財
要
鷺
（
沼
廿
山
ハ
。
七
）
あ
夢
照
）
　
（
岸
俊
男
）
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豊℃撮this　1．）（．｝1icy　of亡hピ1’emple．　This　ftlct　is，　ill　it．selt　enα1ghむ。　ex一

「1＞ltしk）the　1職110r1ttl．　intLntしgem．eDt一一the　chinSO（賃租）1照猟gei1紅．lel｝t

similar　、、纏th　th乙tt　of　the　kodeD　（公田），　tmd　 亡htしt　t｝／e　 F二C｝ユizen　 （iistrict　NVtLS

one　of　tiie　yixost　knporttLnt　financlttl　sources　of　the　Zotoclaijishi．　Second－

ly，　n｝y　attention　v，ras　c／irected　to　those　nianors　of　Sabatakunitonii－no一

曲（臨奪田匿1憲’．駐三）こしi聖く1Chipnoi’i－iio－sho　（道‘苧、庄），　which　oris・il〕ごししed　frOin

t”he　ctdtii，Tation’b’　ancJ　contr；LI）utions　r．endiereCt　1）y　such　local　vnagnet＄　as

．H．unch’tl）f’tu－no－1’liroiuinii　ancl　1．kue－no－ttXzuniando．　Se　“re　see　here　a　differ－

ent　t．ypL’　of　t¢nure－th｛一’．　seignettrittl　relationship　not　Nvith　the　uiirect　pro－

duicers，　1．）tit　with　the　intts，llets，　ancl　herein　lies　the　poxyerf｛il　reasons　why

tilese　 ！1三二毛ll（〉工闇S　Sしll’Vま～γed　 ftしr　 三正〕亡。　 t’he　 墨．．Zthittn　 e正・乙し●　　13ζこ亡　IV量亡1工　t丑ユe　 fし1正　of　＆1－

jiharano一！　’aktu“are　“rho　had　s“rayecl　these　estt・ttes　the　gov・ernnie“nt　of　the

Echl罵n　mtmors．was　t三Uken　into　tl｝e「1’od乙しiji－Sanftro（東大．寺三二），乙md

there　sktvte）（1　the　strug，g’ies　xvith　the　locta！　niagnets．

　　　　　　　X・Vater　Distribution　and　1］｝．t’ii“al　ConMnunity

　　　　　　　　　　’in　the　｝x’ecevoir　Xrrigation・　Dlscricts

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「．r．　1｛i亡乙しllMll’a

　　「｝’he　R．ecevoir　of　Kこし｛dα　童s　situzしted　重n　the　central　region　of　the三N｛乙しru－

s．arue　1’／：ti．n　：tnCl　tincler　the　）．vi［t．　N．　Tyoi，　｝〈：tgawa　’Prc’fecture．　lts　establish－

in，en．t　fttll：　iii　the　．1〈ei．cho　ertL，　｛L　litt’le　earli．er　than　th．e　rec．onstriiction　of　t’he

L＞t’1；tnno　l！ecevoir．　，’ALmon／／r　the　ciiistricts　of　it．s　wa．ter　diFitril）！itiion．　tl｝e　Kaic3a

（／）onitts　s¢ven　v・iiltts’re．s　ttnd　gtti，re　rlse　to　a　peculip．r　rLiyttl　cotninnnity’　dis一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）


