
奈

良

と

堺

－
i
l
荘
園
領
主
都
市
と
港
湾
都
市
と
の
関
係
－

永
　
島

福

太
　
郎

ハ
ニ
要
約
〕
森
博
仲
、
藷
毒
麦
び
そ
の
達
都
市
と
港
湾
難
弔
と
の
潔
霧
、
特
髭
籔
票
そ
の
相
懸
係
と
選
入
勢
力
の
癸
と
渓
っ
て
、

　
近
世
的
封
建
都
市
へ
転
化
す
る
過
程
を
、
奈
良
と
堺
に
例
を
と
っ
て
実
証
的
に
究
明
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
往
吉
祉
の
荘
園
で
あ
っ
た
堺
浦
は
、
仁
治

一　頃
よ
り
荘
園
領
主
春
臼
祉
興
福
寺
の
勢
力
を
背
景
に
漁
港
に
炎
解
し
た
。
此
の
場
含
、
堺
は
荘
園
領
主
の
愛
住
都
市
の
従
属
綿
市
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
南

…
北
鑑
乱
期
に
至
重
の
兵
魏
と
し
て
誇
に
誕
し
た
の
を
笙
羅
慮
奨
乱
を
第
二
羅
の
撰
と
し
で
錦
嚢
雲
叢
糊
・
欝
と

～
し
て
堺
が
発
達
す
る
時
、
荘
陶
磁
封
鎖
機
に
対
し
て
驕
放
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
共
に
消
費
都
市
化
し
、
更
に
領
主
権
圧
力
の
稀
薄
さ
に
対
す
る
町
人
勢
力

　
の
増
大
に
よ
っ
て
都
市
自
治
の
発
展
等
、
そ
こ
に
堺
の
近
世
的
封
建
都
市
霧
の
道
が
開
か
れ
た
。
こ
こ
に
奈
良
と
堺
と
の
関
係
は
、
経
済
約
に
は
堺
が
奈
良

へ
寵
塁
泥
・
、
そ
の
町
人
勢
力
轟
轟
髪
化
交
響
爆
一
す
る
と
斐
、
餐
竃
誕
的
鍵
塑
鴫
へ
零
せ
・
め
・
Φ
・
と
に
な
っ
た
。
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
港
町
と
し
て
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
頃
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
著

　
　
　
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
く
開
放
的
に
な
っ
て
来
る
。
港
町
の
開
放
性
は
そ
れ
が
発
展
の
為

　
荘
園
制
下
に
於
い
て
港
町
は
、
荘
園
領
主
の
居
住
地
を
指
向
し
つ

つ
数
的
に
竜
質
的
に
も
発
展
す
る
。
港
湾
地
が
単
一
の
蠕
園
と
い
う

閣
係
に
立
つ
竜
の
も
あ
る
が
、
そ
の
港
湾
が
特
に
軍
要
な
も
の
で
あ

れ
ば
、
鞍
園
的
封
鎖
性
は
次
第
に
減
少
し
て
行
く
。
漕
湾
地
が
発
達

　
　
　
　
奈
良
と
堺
（
永
島
）

に
は
必
然
的
に
将
来
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
港
町
は
そ
れ
自

体
消
費
都
市
化
す
る
。
特
に
輸
入
を
主
と
す
る
港
町
に
於
い
て
著
し

い
。
申
世
に
於
い
て
こ
の
輸
入
港
町
は
、
畿
内
に
限
定
し
て
い
え
ば
、

京
都
奈
良
の
一
一
大
荏
園
領
主
都
市
の
門
戸
た
る
兵
庫
・
淀
。
木
津
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餌
五

（　14E　）



　
　
　
　
奈
喪
と
堺
（
永
齢
）

坂
．
本
・
大
津
及
び
堺
で
あ
る
。
地
方
の
港
町
は
こ
れ
ら
の
い
は
ば
従

属
的
な
も
の
と
い
う
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
、
外
国
貿
易
と
い

う
側
面
的
援
助
も
あ
っ
て
、
兵
庫
及
び
堺
が
異
常
な
発
展
を
為
す
。

な
ほ
年
貢
物
の
金
納
化
よ
り
進
ん
で
、
荘
園
棚
の
動
揺
に
よ
っ
て
生

じ
た
商
晶
化
も
こ
れ
を
助
長
す
る
。
し
か
も
年
貢
物
輸
送
も
全
く
そ

の
跡
を
絶
つ
た
竜
の
で
は
な
く
、
ま
た
現
物
輸
送
演
算
の
園
的
も
生

じ
て
依
然
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
延
徳
二
．
年
に
腸
内
新
介
は
中
国
よ
り

三
千
入
の
手
兵
を
率
い
て
上
洛
す
る
が
、
そ
の
為
に
團
許
よ
り
米
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

万
八
千
石
を
輸
送
し
た
如
く
で
あ
る
。

　
京
都
及
び
奈
良
に
於
け
る
荘
園
領
主
は
、
説
く
迄
も
な
く
そ
の
数

は
多
い
。
朝
廷
と
い
い
将
軍
と
い
い
、
こ
れ
亦
一
個
の
荘
園
領
主
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
荘
園
領
主
は
、
要
衝
に
位
置
す
る
港
町
に
つ
い
て

は
関
心
を
注
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
最
上
の
意
歓
は
、
そ
れ
の
領
有

で
あ
ろ
う
が
、
開
発
領
主
で
あ
っ
て
さ
え
も
、
こ
れ
を
保
持
す
る
に

は
園
難
を
生
ず
る
。
荘
園
領
主
は
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
年
貢
物
輸
送
に

は
、
そ
の
被
官
を
港
湾
に
派
遣
し
、
ま
た
直
属
の
接
取
等
を
擁
し
て

　
　
　
　
⑨

い
た
訳
だ
が
、
次
第
に
羅
切
の
聞
と
結
び
、
こ
れ
に
輸
送
を
一
任
す

る
こ
と
に
な
る
。
問
は
早
く
商
業
機
能
を
具
え
た
も
の
で
あ
．
る
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
墜
ハ

単
一
の
領
主
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
実
力
に
よ
っ
て
は
数
緬
の
領
主
と

契
約
を
為
す
に
至
る
の
が
常
で
あ
る
。
始
め
は
身
分
関
係
を
も
伴
っ

て
い
た
も
の
が
、
単
に
契
約
の
形
に
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
始
め
荘

園
領
∵
王
の
港
町
領
有
の
意
欲
は
、
そ
の
港
湾
地
帯
へ
の
進
出
を
計
り
、

領
分
港
町
の
建
設
と
な
っ
て
現
れ
た
。
兵
庫
に
於
け
る
如
く
、
こ
れ

を
擁
す
る
福
原
荘
は
、
早
く
天
平
年
聞
に
は
東
大
寺
領
で
あ
り
、
次

い
で
平
家
所
領
と
し
て
顕
れ
、
こ
れ
が
源
頼
朝
の
妹
た
る
藤
原
能
保

室
．
家
領
と
な
り
、
転
じ
て
九
条
兼
実
領
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
福

原
荘
は
輪
田
荘
や
兵
庫
三
箇
荘
を
内
包
し
て
お
9
、
そ
れ
ぞ
れ
に
本

蒙
領
家
の
存
在
が
指
摘
出
来
る
。
室
町
時
代
と
な
れ
ば
、
将
軍
家
は

兵
庫
下
荘
を
喧
轄
領
と
し
て
お
り
、
ま
た
外
国
貿
易
の
関
係
も
あ
っ

て
将
軍
家
御
蔵
を
擁
し
て
躍
る
程
で
あ
っ
て
、
兵
庫
は
事
実
上
、
将

軍
直
領
の
槻
が
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
に
於
い
て
も
、
こ
れ
が
無
意
味

に
将
軍
家
よ
り
手
離
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
即
ち
兵
魔

は
、
多
形
的
に
は
幕
府
勢
力
の
下
に
寺
社
本
所
の
勢
力
が
伸
び
て
居

る
が
、
次
第
に
そ
れ
は
得
分
関
係
の
も
の
と
な
り
、
内
容
的
に
は
始

め
寺
社
本
所
ら
に
育
．
贋
せ
ら
れ
た
港
町
が
、
次
第
に
自
立
的
傾
向
を

示
し
て
い
た
と
い
え
る
。
鎌
倉
末
期
か
ら
菓
大
寺
魁
ハ
福
寺
が
兵
庫
島

（　146　）



の
南
北
両
闘
を
拒
す
る
が
、
こ
れ
は
関
税
収
益
を
主
目
的
と
し
た
に

は
相
違
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
港
跡
進
欝
の
意
欲
が
あ
っ
た
と
考
え

　
　
　
　
⑤

て
よ
か
ろ
う
。
堺
は
始
め
京
都
か
ら
は
見
棄
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ

が
漸
く
彼
の
視
野
に
入
っ
た
曖
は
、
荘
園
的
港
町
の
域
を
脱
し
て
い

た
、
こ
こ
も
将
軍
家
直
領
の
形
態
を
と
る
。
将
軍
家
直
領
と
い
う
こ

と
は
足
利
幕
府
な
ど
で
は
、
実
は
そ
の
こ
と
が
領
主
権
の
脆
弱
を
意

味
し
て
い
る
。
た
と
い
根
国
寺
豪
寿
院
領
と
い
う
た
と
こ
ろ
で
、
既

に
兵
鷹
の
項
で
説
い
た
如
き
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
に
都
市
発
展
の
進

路
が
開
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
都
市
自
治
が
憩
速
に
発
達
す
る

の
で
あ
る
。

　
兵
鷹
が
応
仁
大
乱
障
の
争
覇
寝
た
る
を
免
れ
た
な
ら
ば
、
或
は
…
堺

に
そ
の
地
歩
を
譲
ら
な
く
と
も
済
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
。
兵
庫
・
堺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
勢
力
消
長
に
関
す
る
詮
議
立
は
一
切
止
め
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ

の
時
に
堺
が
比
較
的
平
和
で
あ
り
、
背
後
に
戦
時
疎
開
地
た
る
奈
良

を
有
し
、
ま
た
自
ら
も
疎
開
地
と
な
っ
た
こ
と
は
こ
れ
に
一
歩
先
ん

ず
る
を
得
た
要
因
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
堺
は
既
に
こ
の
頃
に

は
奈
良
の
属
位
を
棄
て
、
こ
れ
と
対
等
の
閣
係
に
あ
9
、
む
し
ろ
徐

六
に
奈
良
を
そ
の
従
属
都
・
市
化
せ
し
め
ん
と
す
る
気
配
が
生
じ
て
い

　
　
　
　
奈
良
と
堺
（
永
島
）

た
。

　
…
港
町
は
領
主
権
圧
力
の
稀
二
割
さ
に
乗
じ
て
都
市
自
治
を
進
め
る
。

都
市
自
治
は
港
町
、
こ
れ
に
次
い
で
古
い
章
動
的
宗
教
都
市
に
於
い

て
発
達
す
る
。
特
に
港
町
は
そ
の
町
人
勢
力
を
以
て
荘
園
領
主
都
市

へ
の
反
撃
に
禺
つ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
自
己
及
び
闘
係
都
市
の

近
世
的
封
建
都
市
化
を
促
す
に
至
っ
て
い
る
。
荘
園
領
主
都
市
と
港

湾
都
市
と
の
転
位
が
見
ら
れ
る
。
以
上
の
観
点
に
立
ち
、
こ
こ
に
奈

良
と
堺
と
の
閥
係
を
説
述
し
て
見
よ
う
と
思
う
。

①＠＠＠＠⑥

港
町
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
更
轡
＋
二
手
四
四
号
酉
岡
虎
之
助
氏
「
藻
園

制
に
於
け
る
倉
…
庫
の
経
酬
當
と
琳
悔
湾
の
発
達
と
聞
…
係
一
」
及
び
り
駅
徳
風
第
一

愚
迷
「
中
世
に
於
け
る
水
運
の
発
達
」
参
暗
。

薩
掠
軒
既
録
延
徳
三
　
十
二
　
旨
旨
、
四
　
七
　
十
三

春
研
社
で
神
人
を
下
向
せ
し
め
た
例
は
備
後
尾
道
浦
に
永
仁
三
年
五
月
、

兵
庫
島
に
同
四
年
七
月
（
鮪
奪
記
）
が
あ
り
、
弓
取
は
東
大
寺
領
周
防

碓
井
封
の
例
が
あ
る
。
　
（
東
大
寺
女
嘗
暦
応
四
五
）

神
戸
市
史

河
上
五
二
の
如
き
も
一
連
の
関
係
に
あ
り
、
永
仁
嚥
に
興
福
寺
が
淀
関

を
獲
得
す
る
の
も
、
淀
の
地
及
び
港
湾
桟
灘
…
へ
の
意
歓
と
考
え
た
い
。

三
一
甲
史
や
紳
u
鷲
臨
甲
史
に
説
選
尽
さ
，
れ
て
い
る
。

四
七
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奈
　
良
　
と
　
堺
（
永
島
）

＝

　
堺
が
荘
園
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
堺
市
史
の
考
証
す
る
如
く
、

鎌
倉
時
代
の
建
長
頃
で
あ
ろ
う
。
堺
は
南
北
両
荘
に
分
れ
る
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
巌
逆
な

区
別
の
要
も
な
い
の
で
暫
く
併
合
し
て
記
述
を
進
め
て
見
よ
う
。
堺

は
そ
の
地
理
的
関
係
か
ら
、
早
く
住
吉
社
と
の
関
係
を
有
し
て
い
る
。

堺
市
史
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
延
元
々
年
四
月
に
社
領
と
し
て
再
確
認

さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
伝
説
的
に
は
な
ほ
古
く
に
遡
る
と
い

う
て
存
疑
し
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
の
伝
説
を
私
の
寓
帯
し
た
史
料
か

ら
検
討
し
て
見
よ
う
。
そ
の
一
つ
と
し
て
住
吉
大
神
宮
年
中
行
事
を

見
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
拾
芥
抄
に
も
所
載
す
る
九
月
同
社
細
撲

会
の
説
明
で
あ
る
。

　
密
会
天
下
安
全
之
御
願
、
当
社
厳
重
之
大
会
也
、
致
種
々
之
礼
奥
、

　
表
三
韓
退
治
之
義
、
不
可
不
厳
重
行
之
神
事
也
、
昔
此
研
於
堺
浦
、

　
以
三
韓
所
貢
珍
財
、
交
易
成
業
、
名
浜
市
、
本
朝
市
之
始
也
、
是

　
以
罹
浜
浦
使
、
開
霞
下
司
、
小
塩
穴
刀
称
言
網
結
、
浜
御
母
座
使
、

　
治
堺
浦
、
取
賦
税
勤
仕
神
園
、
延
元
年
中
熊
代
弾
正
於
堺
、
野
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鍛
八
　
　
　
　
－

　
籍
、
循
被
加
制
止
、
厳
密
可
致
其
沙
汰
之
由
被
仰
下
、
又
正
平
十

　
五
年
十
月
九
日
堺
庄
如
元
被
返
付
讃
社
、
然
凶
盗
蜂
起
、
掠
略
神

　
領
、
帯
毎
会
衰
微
、
職
此
之
由
也
、
今
神
輿
雌
御
、
宿
院
設
虚
語
、

　
師
子
難
事
無
舞
楽
、
勅
使
聞
縫
存
礎
石
、
綴
撲
競
馬
続
々
立
聞
、

　
宿
院
’
辺
婦
女
売
小
三
瀬
小
児
玩
、
空
珍
宝
市
之
名
、
懐
古
者
嬉
野

　
①

　
無
窮
、

　
こ
れ
は
恐
ら
く
住
吉
社
と
堺
と
の
関
係
が
稀
薄
と
な
っ
た
宝
町
初

期
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
延
元
年
中
の
熊
取
弾
正
の
狼
籍
と
い
ら
こ
と

は
、
既
述
の
後
醍
醐
天
皇
の
安
堵
と
連
閣
さ
れ
る
が
、
こ
の
熊
取
弾

正
の
乱
妨
は
、
正
平
十
三
年
八
月
に
守
護
楠
木
正
儀
に
命
じ
て
こ
れ

を
停
正
せ
し
め
ん
と
し
た
村
上
天
皇
の
論
旨
と
正
し
く
合
致
す
る
も

　
　
　
　
②

の
ぞ
あ
っ
て
、
こ
の
時
に
そ
れ
が
成
功
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

十
五
年
と
あ
る
の
は
十
三
年
の
誤
り
と
し
て
も
よ
い
し
、
そ
れ
ま
で

か
か
っ
て
再
び
か
か
る
こ
と
の
な
き
旨
の
安
堵
が
な
さ
れ
た
と
見
て

よ
い
。
こ
の
点
で
は
概
ね
儒
を
お
け
る
本
書
の
記
載
に
於
い
て
、
相

撲
会
に
当
っ
て
の
市
の
興
行
が
興
味
を
3
1
く
。
堺
浦
に
は
住
吉
社
の

供
婦
人
が
早
く
か
ら
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
浜
面
四
座
使
と
い
う

の
竜
、
南
北
朝
頃
に
は
同
地
に
進
出
す
る
大
山
崎
湘
座
神
人
と
の
抗
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争
が
あ
る
か
ら
、
こ
蜘
も
”
て
の
蹴
以
前
に
そ
の
存
在
が
指
嫡
出
来
そ

　
　
　
③

う
で
あ
ろ
。
ま
た
宿
院
は
住
吉
社
の
宿
院
で
既
に
平
安
期
に
掬
目
原

の
地
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
住
吉
　
塾
主
の
小
堂
が
永
保
元
年
の
為
房

　
　
　
　
　
　
　
①

郷
倉
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
本
朝
衝
の
始
め
と
い
う
よ

う
な
平
安
期
ま
で
は
遡
れ
な
い
で
あ
ろ
う
ボ
、
既
の
辺
が
住
吉
社
の

勢
力
圏
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
時
代
も
か
な
り
遡
る
の
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
、
か
の
伝
説
も
強
ち
否
定
さ
れ
ぬ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
開

口
神
社
の
末
社
化
竜
鎌
倉
時
代
に
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
上

代
か
ら
そ
の
当
時
に
か
け
て
は
、
堺
の
地
は
闘
題
に
な
る
ほ
ど
で
な

く
、
堺
浦
が
注
降
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
堺
の
地
が
開
題
と
な
る
の

は
、
店
懸
宋
か
ら
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
堺
の
近
辺
は
鼠
害
祉
の
勢
力
翻
と
い
う
た
が
、
明
証
は
欠
く
け
れ

ど
も
、
和
泉
繭
は
平
安
中
期
騨
か
ら
は
摂
…
謝
家
領
と
な
っ
て
い
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
．
近
術
家
領
田
録
に
よ
る
と
、
和
愛
国
は
そ
の
穴

番
雨
隠
の
国
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
関
係
に
よ
る
も
の
か
、
寒
．
a
社

鰍ハ

沁
尢
ﾌ
の
轄
園
が
、
摂
関
家
領
の
所
職
を
得
て
か
な
り
数
多
く
見

え
る
。
ま
た
堺
浦
近
辺
の
漁
民
は
鳶
口
社
の
供
業
の
為
の
魚
艮
の
採

集
に
巌
っ
て
い
る
。
嘉
繭
一
一
年
十
月
に
容
口
社
祠
嘗
等
は
、
　
「
道
に

　
　
　
　
奈
良
と
堺
（
永
島
）

守
護
武
．
士
通
わ
ざ
る
の
潤
、
和
衆
国
の
a
次
の
畿
沿
喪
魚
貝
等
、
望
月

下
蔭
よ
9
濠
浸
に
至
う
ま
で
進
上
せ
ざ
る
に
依
っ
て
、
彼
供
藁
物
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

悉
く
皆
霧
如
せ
し
め
了
ん
ぬ
」
と
訴
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
に
建

武
四
年
六
月
、
足
剥
尊
氏
が
・
吉
野
通
達
の
疑
あ
り
と
し
て
禁
止
せ
ら

れ
た
葎
口
社
財
菜
備
進
の
霧
心
神
入
に
留
浦
魚
員
売
賢
を
許
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
の
あ
る
の
と
考
え
合
せ
て
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
が
夕
照
…
の

そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
供
身
躯
入
は
春
研
社
で

は
他
の
油
衆
神
入
が
散
在
神
人
と
し
て
白
人
神
人
と
称
さ
れ
る
の
に

関
ら
ず
に
責
場
神
入
と
さ
れ
、
本
社
神
人
と
．
同
様
の
待
遇
を
与
え
ら

　
　
①

れ
て
い
る
。
撫
観
社
に
し
て
見
れ
ば
、
海
面
の
最
短
の
も
の
は
当
地

で
あ
る
か
ら
、
特
に
重
要
視
し
て
恐
ら
く
平
安
期
か
ら
漁
民
を
神
人

の
身
発
と
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
応
長
元
年
に
興
福

寺
一
乗
院
鼠
薪
…
座
寄
入
四
郎
．
男
が
和
泉
国
の
住
人
千
手
王
次
郎
か
ら

二
百
六
牽
貫
文
を
借
9
、
鍬
を
購
入
し
て
信
濃
地
方
へ
売
捌
に
出
か

け
て
い
る
が
、
こ
の
貝
母
廃
位
入
は
こ
の
堺
浦
の
供
菜
神
人
か
或
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
れ
を
扱
っ
た
混
入
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
助
長
し
た
も
の
と
し
て
、

嘉
頑
一
一
年
の
森
a
社
造
替
に
は
造
国
司
と
し
て
和
泉
守
藤
原
顕
方
の

任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
仁
治
一
一
年
に
顕
方
が
造
国
司
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騨
九
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楽
　
良
　
と
　
堺
（
永
島
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
阿
波
守
と
な
る
ま
で
和
泉
国
は
春
雲
社
の
造
國
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
見
る
と
、
堺
浦
近
辺
に
於
い
て
、
猛
奥
社
に
並
ん

で
春
研
社
勢
力
が
延
び
、
或
は
住
吉
社
を
圧
倒
し
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
世
良
親
王
家
御
遣
跡
臨
川
寺
領
筆
、
賛

録
に
よ
る
と
、
堺
南
庄
の
前
身
た
る
塩
穴
庄
は
本
家
が
春
惣
社
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

つ
た
と
見
え
て
居
り
、
堺
の
地
に
謙
概
社
は
そ
の
手
足
を
既
に
伸
し

て
い
る
。
こ
れ
は
南
北
朝
の
初
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
が
、
春
日
社

が
塩
辛
庄
を
領
し
た
の
は
、
更
に
一
遡
る
屯
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
推

…縄

ｷ
れ
ば
住
吉
社
は
北
方
、
地
異
社
は
南
方
の
地
に
進
出
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
堺
浦
及
び
堺
の
発
展
の
初
期
に
は
、
私
は
春
区
社
興
」
福

寺
の
荘
園
領
主
と
し
て
の
存
在
が
あ
っ
た
と
い
い
た
い
。

　
し
か
し
こ
こ
ま
で
の
堺
は
漁
港
的
存
在
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
港
町

で
は
な
い
、
奈
良
の
領
主
側
で
も
西
国
物
資
は
な
ほ
兵
庫
に
頼
9
、

兵
庫
へ
の
進
出
に
腐
心
し
て
い
た
頃
で
あ
る
。
し
か
し
た
ま
た
ま
南

北
朝
の
争
乱
が
勃
発
し
、
吉
野
朝
廷
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、

漁
…
港
堺
に
軍
港
た
る
価
値
が
生
じ
て
来
た
。
営
方
で
は
熊
野
四
国
の

救
援
を
此
の
港
に
於
い
て
求
め
た
し
、
武
家
方
は
こ
れ
を
阻
止
す
る

為
に
も
此
の
…
港
を
心
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
こ
に
於
い
て
堺
が
兵
靖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

地
と
な
り
・
、
延
い
て
港
町
と
し
て
急
速
に
発
展
し
た
。
商
船
の
来
港

も
次
第
に
多
く
な
っ
た
と
見
え
、
こ
れ
に
着
目
し
た
の
が
東
大
寺
で

あ
り
、
留
浦
泊
船
目
上
を
造
東
大
寺
八
幡
宮
料
と
し
て
獲
得
す
る
に

至
っ
た
。
応
安
六
年
五
月
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
南
荘
に
於
い
て
向
う

三
箇
年
を
限
っ
て
い
る
。
東
大
寺
は
北
朝
か
ら
こ
れ
を
得
た
の
で
あ

っ
て
、
既
に
堺
は
北
朝
方
と
な
ひ
、
爾
朝
方
に
組
し
た
住
吉
社
津
守

氏
勢
力
は
一
掃
さ
れ
、
た
と
い
住
吉
社
に
北
朝
系
の
も
の
が
あ
っ
た

に
せ
よ
そ
の
勢
力
は
衰
退
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
豪
大
寺
は

三
年
後
の
永
和
二
年
六
月
に
至
っ
て
再
び
目
銭
の
三
年
延
長
に
成
功

し
て
い
る
。
こ
の
時
は
導
管
の
そ
れ
に
か
え
ら
れ
た
。
し
か
し
東
大

寺
の
は
浦
泊
目
銭
で
あ
っ
て
、
堺
は
募
府
の
擁
す
る
と
こ
ろ
と
な
ひ
、

そ
の
港
湾
が
整
備
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
港
町
も
発
達
し
、
町
人
に

し
て
論
語
覆
刻
を
臥
す
者
さ
え
現
れ
た
ほ
ゼ
で
、
こ
こ
に
幕
府
領
と

し
て
確
立
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
圧
巻
は
堺
を
聾
し
て
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

内
義
弘
が
応
永
六
年
に
こ
こ
で
叛
し
た
こ
と
で
あ
る
。
南
北
両
荘
の

区
分
は
あ
っ
て
、
各
個
そ
れ
ぞ
れ
の
領
麿
関
係
の
椙
違
は
あ
っ
た
け

れ
ど
も
、
幕
府
領
と
し
て
の
本
質
は
後
代
に
ま
で
等
し
く
及
ぶ
の
で

あ
る
。
そ
の
下
に
あ
っ
て
、
堺
町
人
の
発
展
が
あ
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
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そ
れ
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
こ
こ
で
は
堺
に
は
蓉
鼠
社
興
福
寺
の

領
主
と
し
て
の
勢
力
が
紳
び
て
お
り
、
麗
税
収
納
と
は
い
え
そ
れ
は

土
地
え
の
連
関
性
も
あ
る
東
大
寺
勢
力
の
禰
っ
て
い
た
こ
と
を
示
さ

ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（D　＠O⑥
〈’fi：’〉　tw／“　（li）　as）　＠

東
賠
御
文
庫
記
録

③
①
堺
市
史

春
臼
祉
家
妻
茂
記
。
こ
の
瀞
剛
後
事
惰
に
つ
い
て
は
拙
轍
落
「
春
日
国
家
日

記
」
滲
矯
。

奪
瞬
神
高
文
灘
雛
錐
参
。
毒
二
三
’
の
座
は
虫
食
で
庄
と
も
よ
め
番
。
闘
μ
占
二
三
坪

刊
本
で
は
庄
と
し
て
お
い
た
が
、
座
の
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。

藤
春
記
一
鎌
一
兀
山
ハ
年
山
ハ
月
Q

筒
弁
氏
本
東
大
寺
文
書
．
、

馳
駅
認
。

天
龍
寺
文
書
。

堺
市
史
。三

　
堺
の
都
市
は
既
揚
の
住
吉
社
年
中
行
事
に
よ
っ
て
推
測
す
れ
ば
、

農
漁
村
の
市
か
ら
発
織
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
南
都
領
主
の
保
護

　
　
　
　
奈
良
と
綴
（
永
齢
）

を
受
け
て
徐
々
に
発
達
し
来
た
の
が
、
常
北
朝
の
動
乱
を
契
機
と
し

て
飛
躍
的
に
発
達
し
た
。
そ
し
て
南
…
都
と
の
領
有
関
係
は
絶
た
れ
た

が
、
依
然
そ
の
地
理
的
関
係
か
ら
講
者
の
関
係
は
絶
た
れ
な
い
。
し

か
し
そ
れ
が
相
対
関
係
に
変
化
す
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
堺
が
港

町
と
し
て
発
達
し
来
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
は
兵
輝
に
頼
っ
て

い
た
爾
国
領
地
か
ら
の
年
貢
物
輸
送
の
一
部
を
堺
に
頼
る
こ
と
に
な

っ
た
。
康
暦
コ
年
の
東
大
寺
領
周
防
仁
井
，
令
地
頭
職
請
交
案
に
は
、

年
貢
一
一
十
賞
文
を
為
替
に
組
み
、
兵
庫
或
は
堺
に
於
い
て
こ
れ
を
現

金
に
換
え
、
東
大
寺
に
納
入
す
べ
き
を
約
し
た
こ
と
が
見
え
、
そ
の

趨
勢
を
見
る
こ
と
が
綴
来
る
し
、
兵
庫
よ
り
は
堺
の
方
が
奈
良
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
は
便
利
で
あ
っ
た
ろ
う
。
時
代
が
下
れ
ば
、
奈
良
と
堺
と
の
間
に

於
い
て
、
問
歴
取
引
閣
係
が
生
押
ア
る
が
、
そ
れ
も
或
い
は
か
な
り
早

い
時
期
に
も
見
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
魚
貝
の
類
も
、
淀
或
は
木

津
に
一
部
は
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
堺
に
頼
っ
た
も
の

で
あ
る
。
ま
た
既
述
の
如
く
、
京
都
と
堺
と
の
開
係
が
密
接
と
な
る

の
で
、
京
都
・
奈
良
・
堺
が
三
角
形
の
頂
点
的
存
在
と
な
り
、
社
会
経

済
を
は
じ
め
、
文
化
の
交
流
が
生
じ
て
来
る
。
特
に
応
仁
以
後
と
な

る
と
、
群
雄
の
畿
内
覇
権
の
争
奪
戦
が
こ
の
三
都
市
を
忌
ん
で
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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楽
　
良
　
と
　
堺
｛
（
永
縫
）

れ
る
よ
う
に
な
る
、
。
例
え
ば
験
閣
武
将
の
緯
、
尾
と
も
い
う
。
へ
き
松
永

久
秀
は
、
堺
に
入
り
奈
良
に
転
じ
、
両
者
を
是
場
と
し
て
京
榔
に
出

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
三
都
の
う
ち
で
は
、
外
愛
馬
購
　
場

と
い
う
利
点
も
加
わ
9
、
堺
が
滑
気
を
呈
す
る
。
郷
に
集
め
ら
池
た

上
級
轍
醤
隙
が
京
都
・
奈
・
艮
へ
と
漉
入
し
、
そ
の
上
流
旧
訳
へ
無
の
濱
悶
費
「
生
活

を
満
す
に
至
る
の
．
て
あ
る
。
麿
物
は
勿
論
で
あ
る
が
、
蔑
常
贔
で
は

医
薬
織
醐
衣
類
な
ど
が
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
堺
が
応
仁
の
翫
後

急
速
に
発
展
し
た
の
は
、
奈
良
と
醐
じ
く
塀
が
京
都
町
人
等
の
疎
附

馳
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
．
、
．
藤
闘
地
と
し
て
奈
良
と
堺
と
の
根
違
は
、

窓
船
民
へ
は
摂
囎
圓
葱
丁
の
出
汁
族
が
喬
峯
慮
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
曲
へ
は

は
、
天
心
そ
れ
は
町
人
が
多
か
っ
た
。
奈
良
で
法
輩
宗
徒
が
参
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
た
の
は
、
京
都
の
町
人
が
入
り
．
込
ん
だ
か
わ
だ
と
い
う
て
い
る
が
、

堺
に
も
法
傷
寒
の
僧
侶
叉
び
町
人
が
多
く
入
り
込
み
、
こ
れ
ら
は
浜

近
く
の
控
家
に
あ
っ
た
も
の
で
、
そ
の
申
に
大
会
入
織
手
師
が
あ
っ

　
　
　
　
　
◎

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
織
手
師
が
堺
に
土
厳
し
て
し
ま
っ
た
関
係
か

ら
か
、
交
明
七
年
に
維
膳
会
講
師
と
な
っ
た
火
難
院
股
覚
の
婆
束
を
、

そ
の
師
父
た
る
尋
尊
は
又
醐
「
影
干
を
使
と
し
て
堺
に
責
め
て
い
る
①

こ
の
叉
四
郎
は
始
め
十
市
町
の
｝
・
－
人
と
し
て
売
ら
れ
、
転
じ
て
緊
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

良
の
大
乗
院
門
麟
に
松
じ
、
そ
の
子
の
愛
満
丸
は
戦
評
の
小
姓
と
な

り
、
そ
の
兄
の
文
六
は
堺
に
居
を
占
め
て
い
た
。
従
っ
て
叉
四
郎
は

奈
良
と
堺
と
を
し
ば
し
ば
往
復
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
が
門
跡
の
堺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

へ
の
煮
物
黒
い
と
な
っ
た
の
は
慶
鳶
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
門
跡
に

は
恐
わ
く
愛
満
丸
の
後
任
と
思
わ
れ
る
愛
千
代
丸
と
い
う
小
姓
が
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

た
が
、
こ
の
父
骨
は
堺
に
住
し
て
い
た
。
か
よ
う
に
堺
と
関
係
深
い

訊
鷺
が
門
一
議
冨
門
に
一
点
わ
れ
て
い
た
と
い
・
り
こ
と
は
、
奈
由
艮
と
乱
捕
と
の
山
父

流
が
深
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
野
晒
な
ど
の
生
活
に
堺

に
仰
ぐ
も
の
が
物
心
両
面
に
亘
っ
て
多
く
な
っ
た
こ
と
を
慧
味
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
扁
1
5

も
の
．
て
あ
ろ
う
。
丈
明
十
五
年
に
大
乗
院
門
跡
で
は
そ
の
釜
居
殿
の
　
（

作
事
に
当
っ
て
、
層
材
は
寝
て
堺
の
材
木
屋
道
久
方
よ
り
購
入
し
た
。
．

そ
の
買
物
に
は
門
跡
の
被
官
で
堺
と
往
来
を
事
と
し
て
い
る
泰
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
使
走
り
を
し
て
い
る
。
　
一
万
蔵
千
支
の
用
材
を
運
送
し
た
も
の
で

こ
こ
に
門
跡
の
如
き
荘
園
露
語
が
材
木
を
商
品
と
し
て
購
入
し
た
こ
．

と
は
頗
る
注
鱗
す
べ
き
転
機
で
あ
り
、
こ
の
後
も
例
え
ば
交
．
明
十
九

年
の
融
輝
欝
嘱
穫
造
田
瞥
に
は
堺
へ
の
用
材
代
未
払
金
五
百
淋
員
丈
と
い
・
り
如

③く
、
堺
商
晶
の
材
木
が
奈
良
に
入
っ
て
来
て
い
る
の
は
、
所
領
橘
の

離
説
と
共
に
、
堺
に
於
い
て
材
木
が
彊
富
で
、
し
か
も
廉
価
で
あ
っ



た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
．
こ
れ
ら
’
は
＝
一
の
例
に
過
ぎ
な
い

が
、
貨
幣
経
済
の
発
展
と
共
に
、
奈
良
で
は
撰
に
於
い
て
物
資
を
調

遮
ず
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
奈
艮
の

薦
人
に
し
て
も
、
商
品
を
堺
に
得
て
こ
れ
を
販
轟
死
す
る
に
至
る
は
当

然
で
あ
ろ
う
．
文
明
三
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
大
乗
院
寺
社
雑

粟
記
に
「
近
鷺
・
湘
泉
の
堺
と
此
方
公
喜
之
あ
り
、
惑
取
沙
汰
云
六
｝
と

あ
る
の
は
そ
の
詳
網
は
分
ら
ぬ
が
、
商
取
引
聖
跡
の
粉
擾
で
あ
っ
て
、

爾
鳳
嶺
の
経
‘
済
闘
係
の
深
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
越
え
て
醸
…
の
解
体

期
に
入
っ
て
橿
る
か
ら
、
恐
・
り
く
こ
の
趨
勢
を
助
長
し
た
も
の
で
も

あ
ろ
う
が
、
堺
商
灯
隅
が
奈
良
市
民
、
の
上
下
に
轍
迎
せ
ら
れ
た
も
の
と

湿
嚇
え
・
b
れ
る
。
逆
に
訳
亦
艮
∵
か
ら
堺
へ
は
、
聞
一
扇
・
入
形
。
刀
舗
騨
・
蒔

絵
な
ど
が
送
わ
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
部
は
外
照
貿
易
晟
と
も
な
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
堺
の
極
盤
期
た
る
職
国
末
あ
た
り
に
な
る
と
、
奈

良
は
経
済
的
に
は
堺
の
従
属
都
市
の
如
き
に
至
っ
た
。
奈
良
に
も
富

祷
町
人
が
霞
立
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
堺
と
の
悪
闘
に
於
い
て
増
大
し

た
も
の
と
見
ら
湛
る
。
茶
会
記
な
ど
か
ら
そ
の
往
来
を
探
っ
て
見
る

－
『
袈
齎
的
に
は
茶
の
交
徹
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
商
取
引
の
具

に
供
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
…
｝
へ
正
年
臨
…
に
奈
良
の
戸
数

　
　
　
　
奈
良
と
堺
（
永
島
）

寄
山
署
と
し
て
、
北
野
茶
会
に
も
出
仕
し
た
子
守
道
六
と
い
う
も
が
あ

り
、
堺
か
ら
刹
休
。
津
田
朱
及
。
今
井
宗
久
な
ど
が
奈
良
へ
来
た
時

の
宿
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
奈
良
の
坂
東
屋
と
い
う
豪
商
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

使
丁
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
堺
と
の
商
用
に
便

が
あ
っ
た
為
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
松
屋
三
名
物
を
有
名
な
奈

、
艮
の
松
屋
瀕
三
郎
は
漆
師
屋
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
そ
の
堺
訪
問
は
塗

物
商
品
の
所
驚
を
か
ら
ん
で
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
堺
へ
は
穴
和
の
武
将
の
亡
命
す
る
も
の
も
あ
っ
た
し
、
甚
だ
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
田
券
を
堺
に
お
い
て
秘
蔵
し
て
も
ら
っ
た
例
す
ら
あ
る
。
交
化
人

の
場
A
欝
は
出
4
を
別
に
し
て
述
べ
る
が
、
奈
｛
艮
か
ら
堺
［
に
嵐
て
由
閥
叢
衆
を

営
む
も
の
や
、
堺
か
ら
奈
良
に
移
往
し
て
営
業
す
る
も
の
な
ど
は
枚

挙
に
蓬
が
な
い
。
本
店
支
店
或
は
蟹
族
店
の
関
係
に
あ
っ
た
も
の
も

あ
ろ
緬
ま
た
委
廿
二
年
晋
の
＋
三
県
皐
腎
虚
っ
て

そ
の
三
分
の
二
を
焼
い
た
と
い
う
堺
の
大
火
の
際
に
は
、
堺
市
罠

の
乞
食
の
鉢
と
、
3
℃
い
え
る
姿
で
奈
良
に
遁
れ
来
た
も
の
は
、
数
知
れ

ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
火
膨
の
今
井
宗
久
が
堺
に
於
け

る
豪
商
兼
茶
入
に
な
っ
た
こ
と
も
そ
の
一
例
～
の
る
。
奈
良
の
薬
屋

宗
舶
万
と
い
う
も
の
な
ど
堺
か
ら
奈
良
に
来
り
、
堺
を
本
拠
に
仰
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三

（　153　）



　
　
　
　
奈
良
と
堺
（
永
齢
）

営
業
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
考
え
ね
ば
な

ら
ぬ
こ
と
は
、
堺
商
品
が
奈
良
で
販
売
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
売
価
が

か
な
り
上
る
の
で
、
便
の
あ
る
も
の
は
堺
に
直
接
購
買
に
赴
い
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
天
正
八
年
正
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
興
福
寺
多
聞

院
英
俊
は
、
与
一
を
使
と
し
て
堺
で
蜜
三
二
五
十
瞬
を
鍵
銭
一
雨
四

夏
養
入
れ
た
．
ユ
、
れ
は
奈
良
で
軍
つ
吉
悲
巾
熱
く
螺
ノ

薬
種
モ
奈
良
ト
ハ
一
倍
ニ
ア
マ
リ
テ
安
キ
也
」
と
い
う
て
い
る
。
こ

れ
は
奈
良
の
商
業
が
現
在
に
及
ん
で
発
「
擁
せ
ぬ
由
と
し
て
見
る
こ
と

が
鐵
来
よ
う
。
こ
れ
も
奈
良
を
堺
の
従
属
都
市
と
見
る
一
理
由
で
あ

る
。
最
後
に
天
正
二
十
年
に
起
つ
た
奈
良
。
京
都
・
大
坂
。
堺
の
金

商
人
即
ち
金
借
に
対
す
る
豊
臨
秀
吉
の
弾
圧
纂
件
が
生
じ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
掻
く
が
、
そ
れ
は
奈
良
に
お
い
て
も
最
も
酷
し
く
、

そ
れ
が
堺
商
人
の
告
発
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
奈
・
・
艮
の
金

融
業
者
が
堺
な
ど
に
於
い
て
経
済
掩
乱
行
為
を
行
っ
た
為
で
あ
ろ
う

し
、
堺
と
奈
良
と
の
経
済
閣
係
が
密
接
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。

①
堺
市
史
に
文
書
写
真
が
見
え
る
。

②
　
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
文
明
三
　
閏
八

九

G）　＠　Gl）　（D　（q）　O　（D　（1）＠　＠．　＠

tt 11　　　 ’ノ　　　 If　　　 ’t　　　ノ’

文
二
七
　
八
　
＋
九

維
摩
会
講
師
方
粂
々

赤人

ｾ
山
ハ
　
噺
　
　
三

差
明
十
二
　
九
　
十

文
明
十
五
　
十
二
　
廿
一

時
明
＋
九
三
野
手

五
四

松
髭
名
物
集

東
大
寺
法
花
堂
文
書
永
鰍
ヤ
三
　
四
　
廿
四
売
券
、
　
「
是
本
券
丈
唯
今

虞
一
乱
二
二
刀
灘
　
へ
隠
串
候
問
、
重
蔵
罰
尋
出
渡
可
由
丁
候
」
と
あ
る
。

興
福
寺
良
三
二
筆
大
般
若
二
二
書

多
聞
院
口
紀

史
雌
牢
雑
誌
五
九
之
四
拙
稿
「
豊
臣
秀
店
口
の
都
市
政
策
一
斑
」

　
堺
は
南
北
朝
動
乱
を
第
二
段
階
、
応
仁
大
乱
を
第
二
段
階
の
契
機

と
し
て
落
様
的
に
発
展
し
た
。
し
か
も
南
｛
響
交
逓
か
ら
対
琉
球
及
び

大
陸
貿
易
の
零
点
と
な
っ
た
。
こ
の
飛
躍
的
発
展
は
、
他
の
先
進
都

市
が
歴
史
的
剥
約
に
縛
せ
ら
れ
て
発
展
の
歩
み
が
徐
肉
な
る
に
反
し
、

港
町
で
あ
り
、
し
か
も
国
際
貿
易
港
た
る
性
格
を
加
え
て
、
い
わ
ゆ

る
都
市
と
し
て
の
発
展
を
軌
道
に
乗
せ
、
都
市
自
治
の
如
き
は
我
が

国
未
曾
有
の
段
階
に
ま
ぞ
発
展
し
た
。
市
民
盛
会
の
構
成
竜
可
能
に

（　15〈L　）



見
え
始
め
、
市
民
生
活
の
厚
み
も
禺
て
来
た
。
文
化
の
颪
に
お
い
て

は
、
奈
良
・
京
都
の
そ
れ
を
受
入
れ
る
。
奈
良
・
京
都
の
文
化
は
質

的
に
は
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
同
一
文
化
と
見
て
よ
く
、
奈
良
か
ら

も
京
都
か
ら
も
注
入
し
た
。
地
理
に
し
て
も
そ
の
史
的
関
係
か
ら
い

う
て
竜
、
奈
良
か
ら
の
そ
れ
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
応
仁

大
乱
以
後
の
堺
の
盛
期
に
至
っ
て
は
、
こ
こ
国
際
港
で
新
成
せ
ら
れ

た
丈
化
の
京
都
及
び
奈
良
に
注
入
し
た
も
の
が
勘
か
ら
ざ
る
も
の
と

愚
わ
れ
る
。

　
京
都
文
化
流
入
の
例
は
仏
教
の
堺
に
於
け
る
流
通
な
ど
も
あ
ザ
ら

れ
よ
う
が
、
奈
良
文
化
流
入
の
乱
篭
の
例
は
、
堺
市
民
が
春
狂
若
宮

祭
を
摸
し
た
風
流
を
為
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
堺
は
永
正
五
年
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

月
に
は
千
余
聞
の
熱
す
る
大
火
が
あ
り
、
ま
た
大
永
六
年
八
月
に
は

二
千
七
百
間
も
焼
失
し
た
が
、
奈
斑
で
は
そ
れ
ら
は
両
度
と
竜
風
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
し
た
神
罰
だ
と
い
う
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
堺
市
民
生
活
の
躍
進

を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
風
流
で
は
面
膚
い
こ
と
が
あ
る
。
延
徳

董
年
二
月
に
夜
盗
が
狸
々
と
な
っ
て
豪
商
の
家
に
押
入
り
、
財
宝
を

悉
く
奪
い
ま
っ
た
と
い
う
噂
が
京
都
に
伝
わ
っ
た
。
実
を
よ
く
尋
ね

る
と
、
狸
々
で
は
な
く
、
弁
才
天
に
変
装
し
て
石
橋
の
藤
右
衛
門
方

　
　
　
　
禁
良
と
堺
（
永
島
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
押
入
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
謙
譲
が
福
神
入
来
と

喜
ん
で
迎
え
入
れ
た
当
時
の
町
人
思
想
が
髪
髭
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

奈
良
に
発
達
し
た
能
楽
。
茶
道
は
堺
に
流
入
し
た
。
こ
れ
は
奈
良
に

発
生
し
た
と
い
う
て
亀
過
言
で
は
な
い
程
の
も
の
で
あ
る
が
、
奈
良

で
の
発
達
に
は
限
度
が
あ
っ
た
。
京
都
或
は
堺
に
出
る
こ
と
に
よ
つ

て
そ
の
発
展
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
詳
述
は
避
け
る
が
、
茶

．
道
の
珠
光
の
如
き
、
堺
に
そ
の
住
居
を
ト
し
た
こ
と
が
あ
る
と
も
伝

　
　
④

え
ら
れ
、
奈
良
茶
人
で
堺
で
名
を
あ
げ
た
も
の
も
多
い
し
、
堺
で
茶

道
は
洗
錬
さ
れ
、
こ
れ
が
奈
良
へ
逆
輸
入
さ
れ
る
と
い
う
た
形
に
も

な
っ
て
い
る
。
歌
道
に
於
い
て
も
奈
良
か
ら
堺
に
向
つ
た
も
の
も
あ

る
が
、
牡
丹
花
器
柏
の
堺
止
住
に
よ
っ
て
、
堺
か
ら
奈
良
伝
授
の
一

流
が
送
ら
れ
た
の
も
同
種
で
あ
る
。
永
隷
二
年
か
ら
元
亀
二
年
に
至

る
ま
で
畿
内
の
覇
将
松
永
久
秀
が
奈
良
多
聞
由
城
に
あ
っ
た
こ
と
も
、

奈
良
∵
堺
の
文
化
交
流
を
増
進
せ
し
め
た
所
以
で
も
あ
ろ
う
。
堺
に

来
っ
た
宣
教
師
が
松
永
久
秀
に
宣
教
の
許
可
を
求
め
に
奈
良
に
装
入

し
た
こ
と
も
そ
の
大
和
伝
道
の
端
黒
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
久

秀
の
臣
と
し
て
高
山
右
近
が
在
駕
し
、
ま
た
大
和
沢
城
に
あ
っ
た
こ

と
が
閣
瀕
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷲
薫
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肇
　
爽
　
と
　
堺
（
永
島
、
）
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
申
献
画
尺
と
蝋
凱
、
詣
黒
都
9
℃
考
贈
心
に
入
れ
て
、
帯
抵
族
文
ル
山
の
町
人
・
文
化
へ

の
取
入
れ
、
町
入
文
慮
の
上
洛
胤
ど
が
こ
れ
ら
の
関
係
の
う
ち
に
見

出
さ
れ
、
次
代
の
陶
人
文
化
発
展
の
墓
礎
を
形
づ
く
っ
た
も
の
で
あ

「
る
。
ま
た
芸
道
と
捌
せ
ら
れ
る
も
の
の
多
く
は
、
こ
の
関
係
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
育
く
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
奈
良
と
堺
と
の
七
化
関
係
は
、
そ

め
社
会
経
済
関
係
を
基
と
し
て
密
接
に
展
開
し
た
。
い
ま
春
口
社
頭

に
堺
の
魚
屋
．
彌
次
郎
寄
進
の
石
燈
籠
が
厳
存
し
て
い
る
の
は
、
そ
の

鱗
膿
血
を
瓢
㎜
る
曳
く
慾
．
碑
∵
¢
い
《
ノ
，
へ
き
。
て
あ
・
Φ
。
　
欄
勿
の
衡
…
屋
と
い
え
げ
…
、

こ
れ
は
い
つ
に
変
ら
ぬ
奈
良
へ
の
魚
貝
供
給
量
で
あ
9
、
そ
の
魚
売

な
ど
各
地
及
び
外
国
の
風
臨
な
ど
を
細
や
か
に
伝
え
て
く
れ
る
ニ
ュ

…
ス
供
給
者
で
で
も
あ
っ
た
。

　
①
②
　
　
靡
鶉
隆
公
記
号
一
止
五
二
志
i
山
ハ
、
　
融
…
離
鵬
工
大
・
泳
山
ハ
九

　
）（tr　＠　G｝　o　tt・

蔭
涼
軒
臼
録
延
徳
…
ニ
二
十
一
、
同
十
三

松
屋
名
物
集

耶
蘇
会
士
通
信

こ
の
章
は
拙
盤
墳
「
申
世
‘
鮎
掛
云
の
源
流
」
に
臨
脚
徹
す
る
。

柳
∵
凡
ば
元
慎
旧
二
年
の
一
乗
院
坊
脚
四
一
ア
莱
宴
乗
認
十
一
月
八
二
の
条
に
、

「
魚
ウ
リ
堺
よ
り
四
玉
口
以
徳
二
罷
上
由
申
之
繭
、
高
量
表
様
三
田
豫

々
」
と
あ
り
、
三
好
三
人
衆
及
び
松
永
久
秀
が
畠
山
昭
高
を
河
内
高
灘

強
に
攻
め
た
様
子
の
語
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

五

五
六

　
奈
良
と
堺
と
は
大
下
川
に
沿
う
て
亀
瀬
越
を
し
一
日
行
程
に
あ
る
。

中
世
で
は
大
和
川
は
大
坂
湾
に
注
い
で
い
た
が
、
奈
良
と
堺
と
は
そ

れ
に
殆
ん
ど
沿
う
て
上
下
に
位
置
し
て
い
た
。
ま
た
奈
良
ぞ
海
上
に

到
達
し
得
る
最
短
地
点
が
堺
で
あ
っ
た
。
か
か
る
地
理
的
関
係
が
あ

る
上
に
、
奈
良
が
そ
の
魚
貝
を
こ
こ
に
得
、
奈
良
の
貴
族
社
寺
が
こ

れ
を
寝
園
化
し
だ
こ
と
も
そ
の
三
聖
を
密
な
ら
し
め
る
も
の
が
あ
っ

た
。
両
者
の
申
問
に
は
信
貴
山
寺
が
あ
9
、
こ
れ
が
そ
の
中
継
と
な

　
　
　
　
　
　
①

つ
た
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
も
…
堺
は
全
く
幸
運
に
恵
ま
れ
て
そ
の
港

湾
が
拡
充
さ
れ
、
港
町
が
飛
躍
的
に
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
奈
良
と

は
相
対
関
係
と
な
り
、
更
に
堺
は
飛
躍
し
て
奈
良
を
殆
ん
ど
従
属
的

位
地
に
転
位
せ
し
め
た
。
近
世
に
於
い
て
も
火
回
に
次
第
に
そ
の
位

地
は
譲
る
が
、
な
お
関
係
は
絶
た
れ
な
い
。
奈
良
は
荘
園
領
主
都
市

に
始
っ
て
、
終
始
生
産
都
市
へ
の
転
進
は
見
ら
れ
ず
、
消
費
都
市
た

る
a
位
地
に
止
っ
た
の
で
、
．
遂
に
港
町
に
し
て
遠
国
外
国
商
晶
の
集

散
地
た
る
堺
の
発
展
に
つ
れ
、
こ
れ
が
従
的
位
地
に
陥
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
江
は
丈
化
面
に
於
い
て
も
或
盤
度
ま
で
は
同
様
と
い
え
6
。
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し
か
も
購
者
の
社
会
経
済
丈
化
の
交
流
は
、
い
て
れ
そ
れ
そ
の
市
民
社

　
　
　
　
　
　
　
　
②

会
の
威
立
を
促
進
せ
し
め
る
。
そ
れ
塗
旦
は
封
建
君
主
の
綱
約
に

は
進
う
が
、
ま
た
そ
の
枠
内
で
成
長
を
遂
げ
る
も
の
ぞ
あ
る
。
荘
園

領
主
及
び
そ
の
居
住
都
市
と
試
漕
都
市
と
の
閣
係
推
移
の
一
類
型
と

し
て
本
稿
を
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

①◎

例
え
ば
文
明
十
二
年
に
一
鼻
塞
家
は
作
鄭
を
す
る
の
に
燃
男
甕
課
側
の
材
太
叩
を

使
用
す
る
が
、
堺
に
勢
力
の
及
ん
だ
畠
由
氏
が
違
侃
す
る
の
で
、
大
諏
小

院
轟
尊
は
畠
山
氏
に
串
逓
じ
、
左
窟
の
返
鐵
を
信
貨
由
寺
ま
で
瀧
事
し

て
歓
し
い
と
い
う
て
い
る
し
（
雛
事
記
丈
闘
十
ニ
ニ
十
二
）
、
　
塀
か

ら
奈
良
に
入
っ
た
松
永
久
秀
は
先
づ
信
貴
煎
坤
、
を
築
き
、
次
い
で
豪
良

を
居
媛
と
し
て
か
ら
も
こ
れ
凌
亥
城
と
し
て
範
し
て
い
る
。
な
お
儀
★

山
越
が
堺
選
良
の
街
珊
阻
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
鞘
粥
「
都
市
霞
門
治
の
限
螺
弾
」
が
社
合
漏
強
済
一
史
祥
雫
に
…
祐

変
さ
れ
る
予
言
で
あ
る
．
、

奈
　
良
　
と
　
堺
（
永
欝
）
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