
ミ
ヤ
ケ
の
史
的
位
羅
（
門
脇
）

三
四

ミ
　
ヤ

ケ
の
史
的
位
置

弓ド

脇

禎

二

W
　
〔
要
約
〕
　
ミ
ャ
ケ
と
云
え
ば
屯
倉
の
み
を
学
兄
が
ち
で
あ
る
が
、
本
来
的
な
姿
と
し
て
は
、
屯
出
・
屯
倉
・
密
訴
の
三
形
態
が
定
立
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
形
態
の
違
い
の
み
で
な
く
、
歴
史
的
な
成
立
纂
傭
と
、
そ
の
担
っ
た
史
酌
意
義
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
画
角
か
ら
考
察
し
て
ゆ
く
と
、
屯

　
田
は
大
和
の
部
族
連
合
國
家
の
主
権
1
1
天
皇
の
地
位
の
、
屯
倉
は
厨
家
朗
支
配
の
、
官
爵
は
対
外
亥
配
の
軍
事
的
な
暴
礎
と
し
て
、
統
一
的
な
奴
隷
制
支
配

　
に
道
を
ひ
ら
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
た
過
程
は
同
時
に
階
級
支
配
の
矛
盾
を
激
化
し
、
五
世
紀
末
i
六
世
紀
言
い
ら
い
、
対
外
支
配
の
薩
迭
、
多
く

　
の
国
内
の
叛
乱
な
ど
を
招
来
し
た
が
、
蘇
我
氏
の
吉
備
地
方
に
お
け
る
屯
倉
経
営
い
ら
い
一
般
的
な
支
配
形
態
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
律
令
制
的
支
配
体
系
に

　
の
び
て
い
っ
た
。
か
く
て
ミ
ヤ
ケ
は
大
化
改
新
に
お
い
て
、
律
令
制
的
支
配
体
系
の
な
か
に
揚
棄
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
ミ
ヤ
ケ
論
は
主
と
し

　
て
類
型
論
・
構
造
論
的
に
考
察
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
政
治
愛
器
に
お
い
て
発
展
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
っ
た
。

　
ミ
ヤ
ケ
と
云
え
ば
、
ふ
つ
う
竜
倉
を
想
い
起
す
で
あ
ろ
う
（
従
来

の
ミ
ヤ
ケ
研
究
は
こ
れ
を
主
な
対
象
に
し
て
き
た
）
。
　
し
か
し
、
ミ

ヤ
ケ
と
い
う
臼
本
古
語
に
は
い
ろ
ん
な
漢
字
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
屯
倉
（
落
籍
紀
以
下
）
、
屯
家
（
記
仲
哀
段
）
、
官
家
（
神

功
紀
以
下
）
、
三
宅
（
仁
徳
紀
以
下
）
、
屯
宅
（
安
康
紀
以
下
）
、
　
弥

移
屠
（
欽
明
紀
以
下
）
、
御
宅
（
播
磨
風
土
記
志
深
里
条
、
中
川
里

条
以
下
）
、
三
家
（
同
多
陀
塁
条
下
）
、
正
倉
（
画
雲
風
土
紀
以
下
）
、

そ
し
て
ミ
ヤ
ケ
に
附
属
す
る
田
と
し
て
の
ミ
タ
に
は
、
屯
田
（
垂
仁

紀
以
下
）
、
官
田
（
田
令
）
、
御
田
（
正
倉
院
文
書
）
、
御
宅
田
（
内

裏
式
、
貞
観
意
訳
第
十
）
な
ど
の
宰
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ミ
ヤ
ケ
と
い
う
欝
本
古
今
に
、
記
録
乃
至
交
書
の
執

筆
者
が
漢
字
を
適
宜
宛
済
し
た
こ
と
と
共
に
、
ミ
ヤ
ケ
じ
た
い
の
歴
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奥
的
変
化
を
示
し
て
い
る
。
ミ
ヤ
ケ
を
漢
字
で
表
現
す
る
場
合
の
こ

の
多
様
性
は
、
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
い
ま
ミ
ヤ
ケ
を
せ
ま
く
屯
倉
に
限
ら
ず
、
資
料
に
益
し
て
み
て
ゆ

け
ば
、
ミ
ヤ
ケ
の
諸
形
態
は
、
典
型
的
に
は
ω
屯
田
㈲
屯
倉
③
評
家

の
三
つ
に
定
立
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
ミ
ヤ
ケ
を
た
ん
に
倉
庫
の
み

で
な
く
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
社
会
的
諸
関
係
を
も
含
め
て
考
え
て
い
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
一
般
に
は
、
・
＼
ヤ

ヶ
と
表
現
し
、
漢
字
の
表
現
を
と
る
場
合
に
は
、
と
く
に
そ
の
厩
史

的
内
容
を
意
識
し
て
い
る
の
は
、
叙
上
の
配
慮
に
も
と
っ
く
の
で
あ

る
。

二

　
天
皇
氏
は
、
お
そ
ら
く
、
南
大
和
・
南
河
内
あ
た
り
を
本
貫
と
し

　
　
　
　
　
①

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
氏
族
共
同
体
の
段
階
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

土
民
（
ツ
チ
グ
モ
・
ク
ズ
な
ど
）
ら
と
た
た
か
い
、
か
れ
ら
を
征
服

し
て
、
磯
城
県
主
・
十
市
県
主
・
春
口
県
主
ら
の
祖
先
た
ち
と
と
も

に
大
和
地
方
を
申
心
と
す
る
最
初
の
国
譲
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
こ
の

国
籔
が
部
族
連
合
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
ぼ
、
右
代
奥
の
新
ら
し
い
定

　
　
　
　
　
ミ
ヤ
ケ
の
典
的
位
羅
一
（
門
脇
）

⑨説
で
あ
る
。
こ
の
新
ら
し
い
国
家
を
構
成
し
た
族
長
た
ち
が
ふ
ま
え

て
い
た
共
同
体
の
内
部
に
お
い
て
は
、
土
地
占
有
の
主
棒
と
し
て
の

世
帯
共
圃
体
が
生
れ
、
か
つ
共
同
体
内
部
の
分
業
が
、
家
内
奴
隷
を

ふ
く
む
家
父
長
制
の
繭
　
芽
を
生
み
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

ぞ
あ
ろ
う
。
こ
の
部
族
連
合
国
家
の
中
心
的
地
位
を
天
皇
氏
が
獲
得

し
た
の
は
、
そ
の
天
豊
の
記
纂
か
ら
次
第
に
歴
史
的
真
実
性
を
も
ち
、

実
年
代
は
三
世
紀
前
半
に
当
る
こ
と
に
諸
説
の
日
致
し
て
い
る
ハ
ツ

ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
（
御
難
国
天
皇
）
、
　
す
．
な
わ
ち
崇
神
　
天

皇
の
頃
か
ら
ぞ
あ
ろ
う
。
こ
の
国
家
を
代
蓑
す
る
天
皇
の
地
位
は
、

部
族
会
議
を
経
て
決
定
さ
れ
る
擁
立
的
な
竜
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
さ

　
③

れ
る
よ
う
に
、
多
分
に
共
同
体
的
閣
係
に
規
制
さ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
新
ら
し
い
国
家
的
集
団
が
、
同
時
に
新
ら
し

い
国
家
権
力
と
し
て
動
き
始
め
た
こ
と
を
看
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
職
神
紀
か
ら
次
の
血
止
紀
に
か
け
て
は
、
従
来
の
個
々
の
族
長

や
共
同
休
の
力
を
以
て
し
て
は
、
そ
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
池
魚
開
溌
の
記
纂
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
園
家
的
集
団
の
中
核
に
、
従
来
と
は
異
る

漸
ら
し
い
カ
が
生
ま
れ
つ
翼
、
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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ミ
ヤ
ケ
の
典
三
位
澄
（
門
臨
脚
）

　
こ
の
大
和
の
部
族
連
合
国
家
の
国
寂
機
構
は
よ
く
分
ら
な
い
の
で

あ
る
が
、
大
和
に
は
屯
田
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
勅
旨
す
ら
く
、
凡

そ
倭
の
屯
田
は
、
毎
に
御
宇
帝
皇
之
屯
田
な
り
、
其
れ
膏
皇
之
子
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

難
亀
、
御
宇
に
非
ん
ば
掌
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
去
わ
れ
る
よ
う
に
、

倭
の
屯
田
は
ミ
ヨ
シ
ロ
シ
メ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
の
地
位
に
結
怨
し
た

屯
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
特
定
の
具
体
的
な
駕
篭
の
所
有
に
か
か
る

も
の
で
は
な
く
、
こ
の
社
会
か
ら
発
生
・
し
外
見
上
こ
の
社
会
の
上
に

立
っ
て
、
階
級
的
矛
盾
を
最
初
の
国
家
的
「
秩
序
」
の
庄
内
に
拘
束

す
べ
き
権
威
と
し
て
の
、
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
（
一
天
皇
）
の
地
位
の
直

接
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
和
の
屯
田
を
、
す
べ
て

完
金
に
復
原
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
天
平
二
年
の
大
倭
正

税
帳
に
よ
る
と
、
倭
屯
田
は
十
市
郡
や
城
下
郡
に
轍
在
し
て
い
た
ら

　
　
　
　
　
　
⑤

し
い
こ
と
が
分
る
。
し
た
が
っ
て
、
磯
城
県
主
・
十
市
県
主
の
先
祖

な
ど
の
支
配
圏
の
な
か
に
、
倭
の
屯
田
が
散
在
し
て
い
た
こ
と
は
、

こ
の
地
方
の
窟
u
力
族
長
で
あ
り
、
且
つ
大
和
連
合
政
権
の
主
要
構
成

者
と
な
っ
た
族
長
た
ち
が
、
自
分
の
支
配
圏
の
う
ち
か
ら
、
も
っ
と

竜
大
切
な
生
産
手
毅
と
し
て
の
土
地
、
そ
れ
も
良
田
を
、
連
合
政
権

の
政
治
的
代
表
者
と
し
て
の
天
皇
の
地
位
の
経
済
納
基
礎
に
醜
い
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
屯
田
は
、
断
節
に
述
べ
る

よ
う
に
、
四
枇
紀
中
葉
か
ら
五
枇
紀
中
葉
に
か
け
て
大
和
の
部
族
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

合
国
家
が
飛
躍
的
な
発
展
を
と
げ
た
時
に
は
、
す
で
に
屯
田
司
が
お

か
れ
て
い
た
か
ら
、
や
が
て
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
屯
閏
の
耕
作
形
態
は
、
律
令
制
下
の
官
田
の
な
か
に
遺
っ
た

が
、
そ
こ
で
は
コ
町
毎
に
有
力
家
族
に
一
頭
つ
つ
配
置
せ
ら
れ
た
牛

耕
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
牛
耕
は
歯
答
時
代
後
期
か
ら
や
や
一
般
化

　
　
⑦

し
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
一
例
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
耕
作
の
主
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

蛍
働
力
は
附
近
か
ら
篠
丁
が
徴
発
せ
ら
れ
た
。
し
か
も
そ
の
径
役

は
、
営
料
稻
∵
も
農
艮
の
負
担
で
あ
り
、
獲
稻
は
年
・
ご
と
の
出
来
高
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

応
じ
て
可
能
な
か
ぎ
り
無
制
限
に
宮
倉
に
収
納
し
て
、
農
民
に
は
な

は
だ
し
い
負
担
を
・
与
え
た
ら
し
い
。
こ
の
宜
田
の
…
櫓
役
労
働
が
、
現

地
の
監
督
者
と
し
て
一
年
交
替
の
下
級
官
人
が
至
る
屯
田
司
の
監
督

　
　
　
⑩

を
う
け
る
こ
の
よ
う
な
古
代
的
奴
隷
制
的
性
格
で
あ
っ
た
こ
と
を
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
き
り
認
識
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
官
倉
－
屯

田
か
ら
の
戒
食
稲
を
収
め
る
こ
の
倉
鷹
に
よ
る
版
納
形
式
は
、
は
じ

め
て
生
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
古
墳
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

倉
庫
埴
輪
の
例
は
多
い
。
さ
ら
に
倉
廊
は
、
弥
生
式
土
器
。
銅
鐸
・
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⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

家
屋
紋
鏡
の
図
様
に
、
あ
る
い
は
丈
献
史
料
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
愈
庫
は
、
こ
の
時
代
の
発
生
に
か
か
る
竜
の
で
は
な
く
、

西
暦
一
世
紀
前
後
の
住
居
遺
蹟
と
さ
れ
る
登
呂
遺
跡
に
は
、
水
田
地

域
と
は
別
に
住
居
地
区
の
西
方
の
森
林
地
帯
の
中
に
、
す
で
に
倉
庫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

鮭
ら
し
い
も
の
の
存
在
さ
え
報
告
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
倉
魔
の
性
格
は
、
共
同
体
員
の
必
要
生
産
物
を
貯
蔵
し
か

れ
ら
の
共
有
に
か
か
る
倉
庫
と
い
う
設
階
に
属
す
る
よ
り
、
多
分
に

族
長
の
所
有
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ミ
ヤ
ケ

は
、
本
来
的
に
は
皇
室
の
稲
を
奴
納
し
た
倉
庫
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

恥
そ
れ
は
墨
と
い
う
吉
国
鋳
震
の
基
礎
で
脅
・
さ
ら

に
屯
田
の
稲
を
収
納
す
る
官
倉
が
、
こ
の
よ
う
な
諸
共
同
体
の
そ
れ

以
前
か
ら
の
賠
蔵
形
式
を
う
け
つ
い
で
い
る
こ
と
が
ま
つ
注
意
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
形
式
を
う
け
つ
ぎ
な

が
ら
竜
、
こ
の
倉
庫
が
国
家
権
力
の
基
礎
と
し
て
の
皮
的
意
義
が
附

与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
屯
田
に
は
倉
庫
を
め
ぐ
っ
て
、
す
で
に
明
確
な
奴
隷
心

的
な
支
配
・
被
支
配
の
関
係
が
打
ち
轟
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
嚢

過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．

ミ
ヤ
ケ
の
史
三
位
糊
斑
（
門
脇
）

①
天
皇
氏
の
鴫
小
貫
に
つ
い
て
は
ま
だ
定
論
は
な
い
が
、
藷
墓
陵
の
分
布
や
、
神

　
代
紀
の
物
義
㎎
な
ど
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
糾
る
の
で
は
な
い
か
と
思

　
つ
て
い
る
。

②
藤
間
生
大
氏
「
欝
本
古
代
国
家
」

　
井
上
光
学
氏
「
古
代
天
皇
制
の
諸
問
題
し
　
（
思
想
三
三
六
号
）
八
七
頁

③
同
前
④
仁
徳
即
位
前
紀

（回

R人

q
〔
本
串
自
丈
三
一
の
四
〇
一
　
－
四
〇
轟
ハ

⑥
仁
徳
即
位
前
事
に
、
屯
田
司
三
雲
泌
宇
宿
弥
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。

⑦
森
本
六
爾
氏
「
日
本
農
耕
文
化
の
起
源
」
二
七
七
一
二
七
八
頁
．

⑥
薦
命
、
澄
官
田
条
お
よ
び
役
丁
条

⑨
類
聚
国
史
一
五
九
・
元
慶
五
年
二
月
八
口
条
。
こ
わ
に
よ
つ
て
官
圃
の
古

　
代
的
経
紬
営
法
の
山
崩
鏑
…
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
逆
維
　
す
れ

　
ば
、
こ
の
よ
う
な
古
代
的
経
営
法
が
わ
か
る
。

⑩
田
今
、
役
丁
条
お
よ
び
同
条
集
解
釈
説
・
古
託
説

⑪
官
蹟
の
筏
役
労
働
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
井
上
光
貞
氏
も
指
摘
し
て
お
ら

　
れ
る
（
「
H
本
古
代
史
の
譲
…
問
題
」
五
〇
頁
）
。
し
か
し
そ
の
徳
役
労
働
が

　
封
建
社
会
の
そ
れ
と
與
る
古
代
的
性
絡
に
ま
で
及
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
は

　
遺
憾
で
あ
っ
た
。

⑫
小
林
行
一
維
氏
の
御
召
教
示
に
よ
る
。

⑬
大
和
唐
古
出
↑
土
の
弥
生
式
土
器
破
片
（
京
大
蔵
）
伝
欝
暇
重
出
｝
土
の
銅
鐸
、

　
大
和
佐
味
瞬
常
砿
塚
画
土
の
家
屋
文
舗
鱗
窪
そ
の
一
例
と
す
る
。

⑭
松
本
清
氏
「
日
本
倉
魔
典
」
三
頁

⑱
大
場
盤
鑑
氏
「
古
代
農
村
の
復
原
」
五
四
…
五
五
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
嵩
七
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⑯

　
　
　
ミ
ヤ
ケ
の
典
的
位
鷺
（
門
脇
）

こ
匙
は
駅
日
本
紀
一
〇
述
義
、
倭
訓
葉
前
編
三
〇
、
古
約
転
伝
二
六
な
ど

い
ら
い
現
在
に
い
た
る
通
説
で
あ
る
。

三

　
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
ず
で
に
奴
隷
制
国
家
へ
の
確
か
な
道
を
ひ

ら
い
た
大
和
の
部
族
連
合
国
家
の
施
策
に
お
い
て
、
三
世
紀
後
半
い

、
ら
い
き
わ
め
て
特
徴
的
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
大
和
。
河
内
の
池
溝

開
発
で
あ
る
。
仮
え
ば
大
和
の
寒
湿
池
・
反
折
池
（
高
市
郡
P
）
狭

城
池
（
添
下
郡
常
器
寺
村
）
、
遊
至
急
（
山
下
電
池
内
村
）
、
坂
手
池

（
磯
城
郡
川
東
村
）
、
劔
池
（
高
市
郡
石
川
村
）
、
黒
甜
（
同
署
大
歌

留
村
）
、
鹿
垣
池
（
同
堅
忍
鳥
村
）
、
厩
坂
池
（
同
郡
厩
坂
）
、
河
内

の
狭
山
池
（
丹
南
郡
狭
山
村
）
、
三
綱
池
（
住
吉
郡
依
綱
村
）
、
高
石

池
（
瀦
泉
国
大
鳥
郡
）
、
茅
萱
池
（
和
泉
国
日
根
郡
）
な
ど
の
池
の

名
が
、
崇
神
紀
か
ら
応
神
紀
に
か
け
て
み
え
て
い
る
。
そ
れ
は
人
々

が
、
自
然
的
諸
条
件
に
多
大
の
制
約
を
う
け
て
原
始
農
業
を
営
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
る
い
は
た
か
だ
か
谷
頭
水
田
と
い
っ
た
か
た
ち
で
順
応
し
て
い
た

段
階
か
ら
ぬ
け
出
し
て
、
よ
り
積
極
的
に
水
風
耕
作
の
た
め
に
自
然

へ
の
幽
い
と
克
服
の
道
に
歩
み
込
ん
だ
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
灌

概
技
術
の
末
発
達
な
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
事
業
が
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

め
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
大
規
模
な
人
的
劣
働
力
の
動
員
を
必
要
と
し

た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
お
し
進
め
ら
れ
て
い
る
事
実

は
、
従
来
の
狭
隆
な
共
同
体
の
枠
を
う
ち
や
ぶ
っ
て
い
く
連
合
国
家

を
講
成
し
た
族
長
た
ち
の
指
導
的
な
力
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
う
し
た

時
期
に
「
屯
禽
を
興
す
」
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
屯
倉
に
関
す
る
史

　
　
　
　
　
　
　
②

料
が
初
見
し
て
く
る
の
は
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。
倉
庫
に
よ
る
生

産
物
の
貯
蔵
形
式
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
そ
れ
以
前
か
ら
の
も
の
を

う
け
つ
い
で
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
表
現
の
裏
に
は
、
従
来
の

共
同
体
の
内
部
か
ら
の
自
然
生
的
な
も
の
と
異
り
、
新
ら
た
な
国
家

体
制
の
た
め
の
倉
庫
を
設
置
す
る
動
き
の
串
て
き
た
ら
し
い
こ
と
が

考
え
わ
れ
る
。
屯
璃
に
み
た
よ
り
は
、
は
る
か
に
積
極
的
な
、
国
家

の
経
済
的
基
礎
を
う
ち
出
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
政
治
的
社
会
へ
の
動

き
の
息
吹
き
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
．

　
こ
う
し
た
動
き
は
急
テ
ン
ポ
で
あ
っ
た
。
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世

紀
の
時
期
に
な
る
と
、
大
和
連
合
政
権
は
、
池
溝
開
発
と
な
ら
ん
で
、

さ
ら
に
河
内
平
野
の
干
拓
に
の
り
だ
し
て
い
る
。
　
「
横
車
を
決
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

海
に
通
し
、
逆
流
を
塞
ぎ
て
、
以
て
田
宅
を
全
う
し
す
る
た
め
に
「
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

北
の
郊
原
を
掘
り
て
、
　
南
の
水
を
引
き
、
　
以
て
西
の
海
に
入
」
れ
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⑤

「
北
の
河
の
湧
を
防
が
む
と
し
て
、
以
て
茨
田
堤
を
築
」
こ
う
と
す

る
こ
の
計
画
は
、
現
在
で
云
え
ば
茨
顧
町
か
ら
大
和
川
横
谷
に
わ
た

る
広
大
な
開
発
計
画
で
あ
る
。
こ
の
大
規
模
な
計
画
は
、
依
重
池
の

近
く
に
依
網
屯
倉
が
あ
っ
た
こ
と
、
茅
淳
池
の
近
く
に
v
茅
淳
山
屯

愈
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
、
屯
倉
の
耕
地
を
開
拓
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
闇
違
い
な
い
と
思
う
。
こ
の
事
業
が
、

現
地
の
諸
族
長
を
通
し
て
、
附
近
の
共
同
体
威
員
を
大
規
模
に
徴
発

し
、
さ
ら
に
凡
ら
く
か
れ
ら
の
進
ん
だ
灌
瀧
技
術
を
期
待
し
た
の
で

あ
ろ
う
が
多
数
の
帰
化
人
を
も
徴
用
し
て
押
し
進
め
ら
れ
た
。
由
麓

の
扇
状
地
地
帯
か
ら
低
地
に
対
し
て
次
第
に
進
禺
分
布
し
て
い
た
諸

　
　
④

共
同
体
は
、
族
長
を
先
頭
と
し
て
薪
ら
し
い
耕
地
を
求
め
て
こ
の
事

業
に
参
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
当
地
方
の
狭
隙
…
な
生
活
圏
を
も
つ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い

諸
聚
落
は
、
耕
作
の
新
ら
し
い
原
野
と
し
て
河
内
平
野
を
眼
前
に
も

っ
こ
と
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
広
大
な
平
野
は
、
す
で
に
か

れ
ら
の
自
由
に
委
ね
ら
た
自
然
の
原
野
で
は
な
か
っ
た
。
志
紀
屯
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
稲
を
確
保
す
る
た
め
に
は
高
向
堤
が
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
茨
鴎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

堤
の
完
成
に
よ
っ
て
、
そ
の
翌
々
年
に
は
茨
田
屯
倉
が
た
て
ら
れ
た

　
　
　
　
　
ミ
ヤ
ケ
の
愛
的
位
鷹
（
門
脇
）

よ
う
に
、
そ
こ
に
は
や
が
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
大
和
国
家
の
屯
倉
が
た

て
ら
れ
た
。
河
田
平
野
に
は
、
初
期
の
屯
倉
が
濃
厚
な
密
度
を
以
て

分
布
し
て
い
る
。
難
波
屯
倉
（
大
阪
市
旧
高
津
宮
地
）
、
　
茅
裏
山
屯

倉
（
泉
南
郡
山
　
町
）
、
子
代
屯
倉
（
大
阪
市
西
成
区
）
、
竹
村
屯
倉

（
三
島
郡
三
宅
村
）
、
茨
田
屯
倉
　
（
北
河
内
野
茨
田
町
）
、
　
三
宅
郷

（
北
河
内
郡
枚
方
市
）
、
桜
井
屯
禽
（
中
河
内
郡
三
宅
村
）
、
大
宅
郷

（
中
河
内
瞳
孔
舎
衙
）
、
大
戸
屯
倉
（
中
河
内
郡
大
戸
村
）
、
三
宅
郷

（
中
河
内
郡
高
安
村
）
、
依
羅
屯
倉
　
（
中
河
内
郡
三
宅
村
）
、
豪
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

屯
倉
　
（
旧
志
貴
郡
内
）
、
　
志
紀
屯
倉
　
（
志
紀
村
）
等
が
そ
れ
で
あ

る
。
こ
う
し
て
河
内
平
野
に
大
和
国
家
の
屯
倉
が
広
汎
に
設
置
さ
れ

て
く
る
と
、
当
地
方
の
諸
共
同
体
は
、
す
で
に
こ
う
し
た
政
治
的
環

境
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
ま
ず
諸
共
同
体
の
族
長
た
ち
は
、

依
羅
連
（
依
綱
屯
倉
〉
　
。
狭
山
連
（
狭
山
屯
倉
）
大
戸
首
（
大
戸
屯

⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

倉
）
・
桜
井
田
部
連
（
桜
井
屯
倉
）
の
よ
う
に
、
　
「
屯
倉
之
税
」
を

．
管
掌
す
る
も
の
と
し
て
、
大
和
国
家
の
権
力
機
構
に
つ
ら
な
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
反
面
に
お
い
て
、
か
れ
ら
の
共
岡
体

に
お
け
る
地
位
を
、
閉
確
な
階
級
的
支
配
者
に
決
定
づ
け
る
も
の
で

あ
っ
た
、
大
黒
国
家
の
西
方
の
門
戸
と
し
て
、
今
ま
た
そ
の
経
済
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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ミ
ヤ
ケ
の
史
的
佼
響
…
（
門
脇
）

基
礎
と
し
て
、
河
内
平
野
は
璽
酷
な
意
義
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
。
大

伴
氏
も
こ
の
地
方
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
が
、
仁
徳
朝
末
期
か
ら
履
中

朝
に
か
け
て
物
部
伊
菖
仏
を
大
連
と
し
て
次
第
に
櫨
記
し
て
き
た
物

部
氏
は
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
当
時
方
の
族
長
燭
の
、
と
う
し
た
動

き
を
土
台
に
し
た
ら
し
い
。
河
内
に
本
貫
を
・
も
つ
依
星
置
・
臣
・
依
羅

連
・
多
芸
宿
禰
・
多
芸
連
。
匝
瑳
宿
禰
。
志
陀
連
・
中
原
宿
禰
。
射

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

園
連
・
飛
鳥
連
な
ど
は
何
れ
も
物
部
氏
と
同
族
関
係
に
あ
っ
た
が
、

こ
の
地
方
は
六
世
紀
末
ま
で
当
地
方
の
支
配
者
で
あ
っ
た
物
部
氏
の

　
　
　
　
　
⑧

三
四
皿
で
あ
っ
た
。
　
物
部
氏
は
、
蘇
我
氏
と
貯
比
べ
ら
津
山
ル
ワ
Φ
場
A
口
、
　
大
伴

氏
と
同
様
に
古
い
性
絡
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
以
下
に
の
べ

る
当
地
方
の
生
産
関
係
を
み
れ
ば
、
大
伴
氏
と
物
部
氏
の
段
階
的
轟

ユ
ア
ン
ス
は
明
確
に
峻
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
政
界
に
お

け
る
大
伴
氏
と
物
部
氏
の
交
替
の
背
後
に
は
、
河
内
平
野
を
舞
台
と

す
る
激
し
い
眠
い
も
そ
の
日
因
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
け
れ
ど
竜
、
麦
配
階
級
を
析
出
し
た
反
面
に
は
、
当
地
方
の
諸
共

同
体
の
共
同
休
成
員
は
逆
に
そ
の
階
級
支
配
の
下
積
に
さ
れ
て
い
っ

た
。
こ
と
に
こ
れ
ら
の
屯
倉
の
田
を
恒
常
的
に
耕
す
部
民
（
部
”
田
）

が
で
き
て
直
た
。
畿
内
及
び
そ
の
周
辺
地
域
で
は
諸
戸
籍
残
簡
。
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瞬
0

二
等
か
ら
推
す
に
、
辺
境
の
よ
う
に
村
落
全
体
が
部
民
に
な
る
こ
と

ー
ー
例
え
ば
下
総
大
島
郷
の
よ
う
に
一
は
、
ご
く
叢
れ
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
塊
方
が
、
大
和
国
家

の
申
心
的
位
置
に
あ
っ
て
、
国
家
形
成
期
の
激
し
い
歴
皮
過
程
の
舞

台
に
な
っ
た
た
め
に
階
級
の
分
化
、
す
・
な
わ
ち
家
父
長
制
家
族
の
成

長
が
相
対
的
に
進
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
村
落
内
部

に
お
け
る
家
父
長
制
の
成
長
の
た
め
に
、
階
級
分
化
が
進
行
し
た
と

こ
ろ
で
は
、
土
地
占
有
を
根
幹
と
し
て
相
対
的
に
強
い
独
立
性
を
獲

得
し
た
家
父
長
制
家
族
を
部
民
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
家
族
に
対
抗
し
え
な
い
共
同
体
内
部
の
劣

弱
家
族
が
田
部
に
さ
れ
て
い
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
当
地

方
の
屯
倉
の
耕
作
に
は
、
恒
常
的
に
屯
倉
の
田
を
耕
作
し
た
部
曲
と

は
別
に
、
農
繁
期
で
あ
る
春
秋
二
季
に
は
、
近
在
の
族
長
が
臨
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

篠
丁
を
出
し
た
。
こ
れ
は
鑓
丁
と
呼
ば
れ
た
。
当
地
方
に
濃
厚
な
密

凌
を
以
て
激
在
す
る
屯
倉
の
圏
の
耕
作
は
、
農
繁
期
に
は
部
民
だ
け

で
は
不
足
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
屯
倉
の
田
は
、
条
里
制
の
地
割
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ほ
ん
ら
い
無
関
係
で
あ
り
（
補
説
参
照
）
、
　
現
在
の
田
図
か
ら
推
考

で
き
る
よ
う
に
零
細
な
閏
圃
の
集
積
で
あ
っ
た
か
ら
、
平
常
は
従
前

（　250　）



通
り
の
農
業
生
産
力
の
低
位
性
と
農
業
経
営
の
粗
放
性
に
よ
る
共
同

体
の
剃
余
労
働
力
で
こ
と
足
り
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
徴
発
は
、
ま
だ
従
前
の
共
同
体
的
諸
関
係
を
破
壊
す
る
ほ
ど
の
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
鑓
丁
と
い
っ
た
支
配

形
態
の
意
義
を
過
小
嫁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
形
ぞ
、
当
地
方
の
農
民
全
体
に
人
身
支
配
の
方
式
は
次
第
に

広
く
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
っ
て
い
る
。
こ
と
に
そ
が
「
鄭
．
ご
と
の

　
⑭

鑓
丁
」
と
い
っ
た
か
た
ち
ぞ
、
次
第
に
広
汎
に
豪
族
乃
至
族
長
に
強

制
徴
用
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
こ

の
人
身
の
直
接
的
な
支
配
と
把
握
で
あ
る
船
役
労
働
が
、
決
定
的
に

大
和
国
家
の
奴
隷
制
的
支
配
と
、
諸
共
同
体
の
分
業
の
発
展
に
と
屯

な
う
階
級
分
化
に
道
を
ひ
ら
い
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
。

　
こ
の
時
期
の
多
く
の
築
堤
造
池
溝
の
記
纂
は
、
簿
内
平
野
の
み
・
な

ら
ず
、
開
発
が
、
道
路
河
川
に
そ
っ
て
大
和
東
北
部
。
山
背
南
部
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

向
に
も
押
し
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
の
背

後
に
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
自
然
的
に
恵
ま
れ
た
諭
代
か
ら
の
聚
落

立
地
壷
踏
襲
し
乍
ら
、
　
一
方
に
ま
た
叙
上
の
よ
う
な
政
治
的
社
会
的

　
　
　
　
　
ミ
ヤ
ケ
の
輿
約
位
鷺
（
門
脇
）

背
景
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

変
化
を
も
た
ら
し
た
力
は
、
い
ま
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

地
方
の
諸
共
同
体
が
、
自
然
的
統
一
休
と
し
て
の
出
城
川
、
大
和
川

を
…
簸
る
亭
々
事
業
に
媒
介
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
設
置
さ
れ
る
屯
倉
を
め

ぐ
っ
て
大
和
政
権
に
奴
隷
制
的
に
統
一
せ
ら
れ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に

生
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
屯
倉
は
、
諸
族
長
の
結
合
的
統
一
体
ぞ

あ
る
最
高
の
土
地
所
有
者
一
国
家
と
い
う
集
団
そ
れ
自
体
の
譲
費
用
、

す
な
わ
ち
奴
隷
制
的
支
配
の
形
成
と
い
う
政
治
過
程
、
次
節
に
の
べ

る
対
外
関
係
に
み
る
戦
争
、
書
癖
・
傘
寿
紀
に
み
る
国
家
的
祖
神
の

祭
祀
等
な
の
費
用
を
支
弁
す
る
た
め
の
役
割
を
担
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。

大
当
の
部
族
連
合
国
家
は
、
ま
さ
に
ア
ジ
ア
的
な
デ
ィ
ス
ポ
イ
ズ
ム

へ
魚
一
塁
に
［
飛
躍
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
ワ
0
。

　
ミ
ヤ
ケ
き
籐
至
重
の
起
源
　
屯
嘗
経
営
と
条
里
制
の
起
源
と
が
、
相
関
々

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

係
に
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
、
こ
の
説
に
歯
し
て
は
極
め

て
懐
疑
的
で
あ
る
。

　
本
節
で
述
べ
た
よ
う
に
河
内
平
野
や
山
城
盆
地
な
ど
の
低
地
帯
の
覇
発
地

城
で
も
、
条
里
遺
構
は
、
中
央
低
地
に
見
ら
れ
る
山
［
麓
に
近
き
離
分
や
盆
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閥
一
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、
ミ
ヤ
ヶ
の
典
的
位
舐
（
門
脇
）

周
辺
部
に
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
天
平
七
年
越
讃
鮫
國
山
田
郡

弘
福
寺
領
田
図
や
、
天
平
勝
宝
八
歳
の
摂
津
国
水
無
瀬
絵
図
に
よ
る
と
、
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

庫
獣
麗
や
酉
姓
家
と
別
に
、
倉
麗
令
の
規
定
に
則
っ
て
井
戸
の
近
く
又
は
高

地
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
殊
に
前
者
に
み
る
三
宅
田
は
、
条
里
と
は
無
関
係

に
、
耕
地
の
自
然
的
形
態
を
反
映
し
て
い
る
。
律
令
制
下
に
遺
っ
た
ミ
ヤ
ケ

と
し
て
の
、
出
璽
風
土
詑
に
み
え
る
多
く
の
正
倉
に
つ
い
て
も
こ
の
こ
と
は

云
え
る
の
で
あ
っ
て
、
、
・
・
ヤ
ケ
（
屯
倉
）
と
条
里
制
の
関
係
は
ま
だ
こ
の
時

期
に
お
い
て
は
高
く
評
価
で
き
な
い
。

　
長
地
形
地
割
の
支
配
的
な
わ
が
国
膚
数
の
条
里
制
遺
構
の
中
に
あ
る
近
江

国
野
州
郡
の
三
宅
部
落
は
、
野
…
州
川
旧
河
道
の
自
然
堤
防
上
に
発
達
し
た
聚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

落
で
あ
り
、
他
の
条
里
制
村
落
と
比
較
す
る
と
、
条
里
澗
に
先
行
す
る
形
態

を
と
ど
め
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
地
方
豪
族
所
営
の
屯
倉
と
し
て
、
紀
、
播

磨
風
土
記
の
双
方
に
比
較
的
豊
富
な
旧
事
を
遣
す
播
磨
国
葵
嚢
郡
和
深
（
智

見
）
屯
倉
は
現
在
の
兵
庫
県
美
礪
郡
志
深
村
に
当
る
。
こ
の
地
は
先
行
性
河

川
で
あ
る
志
深
川
に
沿
っ
て
、
丘
陵
性
肉
賑
の
間
に
介
在
す
る
東
西
約
一
里

の
細
長
い
地
域
で
あ
る
が
、
こ
5
し
た
景
観
か
ら
い
っ
て
も
亦
各
部
落
の
地

籍
図
に
も
条
里
制
の
痕
跡
は
全
く
な
い
。
二
期
弥
生
式
土
器
や
土
師
器
を
多

く
だ
す
が
実
際
に
踏
査
し
た
印
象
か
ら
云
っ
て
、
縮
見
屯
倉
は
当
地
方
の
小

豪
族
の
支
配
し
て
い
た
田
荘
の
屯
倉
化
し
た
も
の
と
し
て
、
前
述
の
近
江
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

鍵
田
の
三
宅
と
全
く
対
面
的
で
は
あ
る
が
、
原
始
約
な
噸
倉
の
姿
を
よ
く
5

か
が
う
に
足
る
。

①
古
齢
敏
癖
｝
氏
　
「
口
H
本
盤
業
技
…
術
史
」
　
上
巻
、
　
七
点
ハ
i
七
七
「
貝
、
　
裏
“
κ
谷
礪
蝋

　
水
田
に
つ
い
て
は
、
主
に
近
蘇
い
義
郎
鴛
の
甜
教
示
を
え
た
。

②
垂
仁
紀
二
七
二
条
、
景
行
紀
五
七
二
条
　
　
　
　
　
　
．

③
仁
徳
紀
一
一
年
闘
月
条

①
⑤
仁
徳
紀
一
一
年
一
〇
超
条

⑥
藤
岡
誰
二
郎
氏
「
地
理
と
古
代
文
化
二
四
一
二
七
頁

⑦
佐
吉
神
社
神
代
寵
纂
（
神
概
全
書
三
の
六
五
一
頁
）

⑧
仁
徳
紀
一
一
年
冬
一
〇
月
条

⑨
竹
内
理
三
氏
「
条
墨
制
の
起
源
」
（
日
本
騒
史
二
三
号
九
頁
）
お
よ
び
前

　
掲
麓
吉
神
代
藍
建
に
よ
る
。

⑩
粟
田
皆
湘
「
新
撚
伊
姓
氏
録
考
証
」
の
一
〇
四
工
頁
。
一
〇
六
一
頁
・
四
九
匹

　
貰

⑲
安
閑
紀
二
年
九
月
条

⑫
新
撰
姓
氏
録

⑧
荒
削
寺
縁
起
（
続
群
書
類
従
二
七
卑
下
）

⑭
錘
ア
は
、
農
業
興
同
体
が
そ
の
ま
ま
屯
倉
耕
作
昆
と
さ
れ
た
も
の
か
ら
、

　
入
絡
一
的
杷
握
に
よ
る
田
部
へ
の
過
渡
的
形
態
と
か
（
渡
部
義
通
氏
「
古
代

　
妊
【
会
の
縫
黒
値
」
四
九
一
五
〇
頁
）
、
　
あ
る
い
は
田
部
と
桂
会
的
三
三
を
柵
共

　
に
し
な
い
屯
腎
耕
伶
民
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
（
井
上
光
貞
氏
「
研
本
古
代

　
史
の
譜
問
題
」
四
六
一
五
〇
頁
）
。
　
鍵
丁
の
資
料
は
安
閣
紀
一
〇
四
条
と

　
　
一
二
月
条
に
「
毎
郡
醐
礎
丁
」
と
し
て
二
例
だ
け
で
あ
る
。
荷
も
と
も
に
河
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内
平
野
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
本
論
に
み
た
よ
う
に
、
当

　
地
域
に
特
篠
｝
的
な
存
在
し
た
屯
倉
の
耕
侮
〃
民
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
平
常
の

　
耕
作
を
し
た
田
部
が
、
聯
秋
二
季
に
労
働
力
が
不
足
す
る
と
補
足
的
に
徴

　
発
さ
れ
た
農
罠
た
ち
で
あ
っ
た
と
思
う
。

⑱
天
平
七
年
讃
岐
山
順
郡
弘
櫃
寺
領
田
閣
（
大
臼
本
古
文
醤
七
の
賜
七
一
四

　
九
・
集
古
裂
）

⑯
註
⑭

⑪
藤
同
氏
、
簡
掲
書
、
第
四
章
第
三
節

⑲
矢
島
栄
一
氏
「
古
代
｝
史
に
於
け
る
ミ
ヤ
ケ
の
意
義
」
（
歴
史
単
研
究
六
の
一

　
二
）
竹
内
理
三
氏
「
み
來
里
痂
制
の
起
源
」
（
臼
本
歴
史
二
三
の
一
）

⑲
藤
岡
氏
、
前
掲
書
一
六
五
頁

⑳
嘱
茄
そ
倉
は
皆
高
く
燧
し
嚢
処
に
澄
け
、
側
に
池
渠
を
間
き
、
倉
を
表
る

　
こ
と
五
〇
丈
の
・
内
に
は
、
館
舎
を
置
く
こ
と
を
え
ざ
細
」

⑳
米
倉
二
郎
氏
「
律
命
時
代
初
期
の
村
落
」
（
京
大
地
理
論
叢
第
二
輯
）

　
谷
岡
武
雄
氏
「
よ
百
代
村
落
…
に
於
け
る
条
里
捌
の
藩
…
欄
μ
題
」
　
（
立
命
｛
獺
五
十

　
周
年
記
念
論
叢
文
挙
篇
）

四

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
口
本
・
が
す
で
に
統
一
的
な
国
家
権

力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き
、
南
鮮
は
ま
だ
部
族
国
家
の
段
階
に

あ
っ
た
。
冴
本
は
南
鮮
に
重
出
し
、
と
く
に
弁
韓
諸
族
を
支
配
し
て

い
た
。

　
　
　
　
，
ミ
ヤ
ケ
の
輿
贈
位
概
（
門
脇
）

　
こ
の
a
本
・
百
済
の
同
盤
、
す
な
わ
ち
墨
書
の
南
鮮
支
配
の
現
地

に
お
け
る
根
麺
地
と
な
っ
た
も
の
は
加
羅
の
多
沙
津
（
胆
津
江
浴
岸
）

に
お
か
れ
て
い
た
三
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
任
那
官
家
が
、
ど
の
よ
う

な
体
制
を
以
て
、
半
島
支
配
に
当
っ
て
い
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か

で
な
い
。
し
か
し
後
の
ご
と
に
な
る
が
、
四
七
二
年
（
雄
略
一
六
年
）

に
高
句
麗
長
寿
王
に
潰
滅
的
打
撃
を
う
け
た
任
那
官
家
が
、
の
ち
に

再
興
が
計
ら
れ
た
時
の
百
済
聖
明
王
の
献
策
の
一
に
、
宮
家
の
機
構

を
推
し
得
る
手
掛
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
ひ
そ
か
に
聞
く
に
、
新
羅
・

安
羅
両
国
の
境
に
は
大
江
水
（
洛
東
江
一
引
用
者
注
）
あ
り
て
要

害
之
地
な
り
、
吾
れ
此
に
拠
り
て
六
城
を
修
繕
せ
ん
と
欲
す
、
謹
ん

で
天
皇
に
三
千
の
兵
士
を
請
い
、
城
ご
と
に
五
百
を
充
て
、
我
が
兵

士
に
遷
せ
て
、
作
田
し
て
わ
ず
ら
わ
し
む
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
久
礼

山
之
五
城
は
鷹
く
自
ら
兵
を
投
じ
て
降
り
し
た
が
は
ん
…
…
（
下
略
）

　
①

…
：
」
　
（
傍
点
引
胴
者
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
任
那
宮

家
の
管
轄
地
域
に
お
け
る
重
要
地
に
は
城
が
あ
り
、
そ
の
城
に
駐
屯

す
る
兵
士
た
ち
は
、
平
時
に
は
農
耕
を
や
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

官
家
は
、
こ
う
し
た
自
給
自
足
の
体
制
を
そ
な
え
た
軍
事
的
前
進
根

拠
地
を
管
轄
す
る
出
先
官
庁
で
あ
っ
た
、
こ
の
官
蒙
の
性
格
を
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
謎
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ミ
ヤ
ケ
の
史
的
位
燈
（
門
脇
）

に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
さ
ら
に
進
ん
で
考
え
て
お
い
た

方
が
便
利
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
官
家
の
実
態
は
（
後
述
す
る
磐
井

の
乱
後
に
建
て
ら
れ
た
那
潔
官
｛
菰
に
う
け
つ
が
れ
、
防
入
鷺
宮
の
中

に
よ
く
遺
っ
た
。
那
津
は
現
在
の
博
多
湾
で
あ
り
、
防
人
所
管
の
太

宰
府
は
す
ぐ
そ
の
南
方
に
お
か
れ
た
が
、
こ
の
太
宰
府
の
防
諜
正
の

撃
は
房
人
の
複
義
具
．
及
び
食
醤
の
鞠
」
で
あ
っ
た
・

そ
し
て
そ
の
食
料
田
は
「
凡
そ
防
人
防
に
在
り
て
は
婦
徳
の
外
に
、

各
々
附
人
の
多
少
を
量
り
て
当
処
の
附
近
に
於
い
て
空
閑
…
地
を
給
え
、

水
陸
の
宣
し
き
所
を
逐
い
樹
隠
し
て
管
轄
せ
よ
、
併
し
て
雑
菜
は
以

　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
防
人
の
食
に
供
せ
よ
」
と
あ
る
通
り
、
防
人
も
平
時
は
食
料
田
の

耕
作
に
従
事
し
て
自
給
生
活
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
。
そ
れ
は

先
述
し
た
任
那
官
家
と
何
ら
異
る
も
の
で
は
な
い
。

　
つ
ま
り
、
園
籏
権
力
を
背
景
に
し
た
こ
の
よ
う
な
軍
事
的
体
制
、

こ
れ
が
塗
家
で
あ
っ
た
。
国
家
的
権
力
に
よ
っ
て
、
諸
地
域
の
共
同

体
か
ら
引
き
抜
か
れ
た
人
員
を
以
て
構
成
さ
れ
た
こ
の
軍
隊
は
、
そ

れ
じ
し
ん
奴
隷
制
的
組
織
で
あ
る
。
兵
士
達
が
生
産
す
る
生
産
物
の

か
れ
ら
へ
の
分
配
は
、
そ
の
生
命
の
再
生
産
に
対
す
る
必
要
量
を
超

え
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
生
産
労
働
と
つ
最
も
原
始
的
な
労
働
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
馳

と
し
て
の
戦
争
に
対
す
る
生
命
の
危
険
。
宮
蒙
に
お
け
る
兵
士
逮
は
、

こ
の
二
つ
の
竜
の
を
強
制
さ
れ
搾
取
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
高
句
麗
族
が
楽
浪
郡
（
三
＝
二
年
）
つ
い
で
帯
方
郡
（
四

世
紀
半
ば
）
を
う
ち
破
っ
て
、
中
国
の
権
力
を
半
島
か
ら
叢
記
し
、
朝

鮮
鴫
譜
族
の
宿
主
的
発
展
が
可
能
に
な
る
と
、
南
鮮
で
は
百
済
が
馬
韓

を
、
新
羅
が
辰
韓
を
統
一
し
て
、
a
本
と
対
抗
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

も
っ
と
屯
百
済
は
、
長
期
に
わ
．
た
る
中
国
の
支
配
の
た
め
に
族
長
的

秩
序
と
結
合
は
く
ず
れ
、
部
族
を
母
体
に
し
て
団
結
ず
る
こ
と
は
困

難
で
あ
り
、
名
望
あ
る
「
挟
余
」
の
王
族
、
ま
た
は
王
族
と
称
す
る

竜
の
を
王
家
と
し
て
、
異
種
族
の
力
に
よ
っ
て
馬
韓
を
追
憶
し
て
い

た
た
め
に
、
終
始
日
本
と
密
接
な
同
盟
を
結
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

巾
難
蓮
れ
た
体
製
が
ら
藷
喬
蓼
も
つ
浸
撃
の
中

心
に
た
っ
た
。
し
か
も
こ
の
頃
に
な
っ
て
、
と
く
に
デ
ィ
ス
ポ
テ
イ

ズ
ム
の
成
長
を
め
ぐ
っ
て
、
国
内
支
配
階
級
内
部
の
紛
争
が
起
き
て

く
る
と
、
朝
鮮
支
配
は
、
国
内
の
政
治
問
題
と
鋭
敏
に
反
応
し
あ
っ
た
。

賦
本
か
ら
現
地
に
派
遣
さ
れ
る
官
入
は
、
云
お
ば
政
権
か
ら
の
締
出

し
、
あ
る
い
は
左
遷
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
吉
備
下
道

臣
比
津
麗
の
事
件
の
の
ち
、
吉
備
田
狭
が
任
那
国
濁
に
さ
れ
た
の
は
、
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⑤

そ
れ
を
語
っ
て
い
る
。
こ
と
に
新
羅
を
先
頭
と
し
た
民
族
的
結
集
が

強
く
な
る
と
韓
入
に
と
っ
て
、
異
民
族
で
あ
る
日
本
人
に
よ
る
極
端

な
奴
隷
制
的
支
配
は
耐
え
が
た
い
掻
桔
ぞ
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

日
本
の
官
医
経
輪
は
行
詰
つ
た
。
朝
鮮
民
族
の
反
撃
は
、
は
げ
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

遂
に
は
大
伴
談
や
紀
嵩
前
平
自
連
は
戦
死
し
た
棄
し
て
犠
牲
は
大
き

か
っ
た
。
吉
備
が
や
が
て
叛
乱
を
起
も
、
大
伴
金
村
も
消
極
策
に
傾

き
、
五
一
二
年
に
は
任
那
隣
県
を
、
現
地
に
あ
っ
た
穂
積
臣
押
山
と

　
　
　
　
　
　
⑦

・
と
も
に
割
譲
し
た
の
竜
そ
ん
な
と
ろ
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ろ
う
か
、
こ
う
し
た
一
般
的
な
傾
向
の
も
と
に
雄
略
天
豊
の
悪
評
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

伊
勢
の
朝
嵐
郎
の
叛
乱
な
ど
竜
猷
現
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
こ
の
よ
・
ワ
に
官
蒙
を
考
察
し
て
き
て
想
起
す
る
の
は
、
こ
れ
が
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

り
に
も
曹
魏
の
屯
田
に
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
屯
田
制
は
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

團
古
代
帝
国
の
朝
鮮
支
配
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
に
も
導
入
さ
れ
て
い
た

が
、
以
上
に
み
て
き
た
a
本
の
墨
家
が
、
こ
れ
ら
の
屯
田
と
全
く
間

じ
体
制
ぞ
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
口
本
は
朝
・
鮮
と
の
接
触
に
よ
っ

て
こ
う
し
た
体
制
を
し
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
体
制
は
激
し
い
黒
い
と
動
揺
に
充
ち
て
く
る
当
時
の
国

　
　
　
　
　
ミ
ヤ
ケ
の
漁
｛
的
佼
置
（
門
脇
）

内
事
椿
に
対
し
て
も
、
極
め
て
重
要
適
切
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ

っ
て
、
先
述
し
た
那
津
津
家
に
障
み
た
通
り
、
次
第
に
国
内
に
も
導

入
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
場
合
、
応
神
聖
に
帰
化
し
た
百
済
人
（
川

辺
璽
の
三
家
人
、
夜
代
等
の
祖
父
た
ち
）
が
、
　
「
其
の
俗
に
随
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

城
を
造
っ
て
こ
こ
に
画
す
」
と
あ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
国
内
に
も

次
第
に
一
部
に
伝
来
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
愚
筆
は
六
世
紀
の
初
頭
に
は
す
で
に
、
大
和
政
権
の

　
　
　
　
　
　
　
⑲

手
で
諸
国
に
「
華
々
し
と
し
て
お
か
れ
、
大
和
政
権
の
国
内
支
配
の

方
式
に
、
と
り
入
れ
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
監
督
は
国
造
、

伴
造
、
県
主
等
の
大
和
政
権
に
駆
る
地
方
豪
族
に
委
ね
ら
れ
た
が
、

そ
れ
は
宮
司
制
の
形
成
と
と
も
に
、
地
方
官
樗
と
な
っ
て
い
っ
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

う
で
あ
る
。
そ
し
て
七
世
紀
に
な
る
と
「
官
司
処
々
の
屯
田
」
と
い

わ
れ
た
よ
う
に
そ
の
附
属
頃
を
屯
田
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。

火
和
政
権
の
奴
隷
制
的
支
配
の
進
展
に
伴
う
地
方
豪
．
族
の
階
層
的
支

配
は
支
配
階
級
間
の
対
立
を
は
げ
し
く
し
て
い
た
か
ら
、
現
実
に
は
、

軍
事
力
と
政
治
権
力
を
分
ち
が
た
く
な
っ
て
き
て
い
た
か
ら
で
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
⑰

う
。
そ
の
律
令
制
下
へ
の
遺
制
を
官
田
や
和
泉
宮
御
田
や
越
薗
国
父

　
　
　
　
⑭

羽
瓢
．
の
御
田
に
確
認
す
る
こ
と
が
ぞ
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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ミ
ヤ
ケ
の
史
的
狩
一
置
（
門
脇
）

①
欽
明
紀
五
年
＝
月
齢

②
職
員
命

⑤
軍
防
金

④
唱
言
魏
氏
「
朝
鮮
史
」
三
二
頁

⑤
雄
略
紀
七
年
条

⑥
雄
略
紀
九
年
条

⑦
継
体
記
六
年
条

③
雄
略
龍
二
年
条
「
天
下
誹
り
回
り
て
爾
く
、
は
な
は
だ
屯
し
く
窪
し
ま
す

　
天
皇
な
り
」
と
あ
る
。

⑨
雄
略
紀
一
七
年
条

⑨
井
上
黒
一
二
「
讐
洞
駿
脚
の
電
田
に
就
　
て
』
　
（
輿
観
一
六
班
）

⑩
林
光
澱
氏
「
翻
…
鮮
…
歴
史
読
本
し
八
九
頁

⑫
播
磨
風
土
罷
、
多
陀
里
条

⑭
継
体
紀
六
年
条

⑭
牽
徳
紀
大
化
二
年
二
月
条

⑭
田
令
、
置
官
田
条
集
解

⑯
大
日
本
賓
丈
書
　
こ
の
七
八
頁

⑯
大
日
本
士
H
雪
暗
　
五
の
五
五
三
一
五
五
四
頁

五

　
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ミ
ヤ
ケ
は
従
・
来
い
わ
れ
る
よ
う
に

た
ん
に
皇
室
の
経
済
的
基
礎
と
し
て
、
諸
豪
族
の
田
庄
と
対
置
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

る
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
古
代
国
家
の
統
一
過
程
に
お
け
る
国
難
的

な
経
済
的
軍
事
的
基
礎
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
本
来
的
に
は
、
屯
田

は
國
家
主
権
の
直
擾
的
墓
礎
と
せ
ら
れ
、
屯
倉
は
国
内
の
奴
隷
制
的

支
配
の
基
礎
を
、
官
家
は
対
外
軍
事
暴
地
の
役
割
を
果
し
た
と
云
え

る
。
け
れ
ど
も
、
前
節
ま
で
の
叙
述
に
お
い
て
、
不
十
分
な
が
ら
特

に
留
意
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
ミ
ヤ
ケ
の
諸
形
態
が
、
相
互

に
無
闘
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
屯
田
は
屯
倉
に
み
た
奴
隷
制
的

支
配
へ
の
道
を
拓
き
、
そ
う
し
た
力
で
進
患
し
た
朝
鮮
支
配
に
お
い

て
は
、
逆
に
中
国
の
軍
屯
的
支
配
の
方
式
を
う
け
い
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
ミ
ヤ
ケ
の
諸
形
態
は
網
互
に
関
連
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
。

　
け
れ
ど
竜
考
ん
で
み
れ
ば
、
古
代
貴
族
が
そ
の
階
級
的
帰
結
ど
し

て
国
家
の
形
成
過
程
に
入
り
な
が
ら
、
奴
隷
制
へ
の
道
を
拓
い
た
ミ

ヤ
ケ
に
叙
上
の
よ
う
な
多
様
な
形
態
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
豊
岡

体
的
諸
関
係
の
広
汎
な
存
在
に
よ
る
制
約
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ミ
ヤ
ク
と
い
う
支
配
の
形
態
が

五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
、
国
内
に
お
け
る
対
立
矛
盾
の

激
化
に
と
」
も
な
っ
て
、
次
第
に
そ
の
機
能
を
重
複
し
錯
雑
し
て
く
る

こ
と
の
基
礎
に
は
、
共
同
体
的
諸
関
係
の
崩
壊
し
家
父
長
制
家
族
の
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生
長
と
い
う
一
般
的
な
事
実
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
憲
過
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
節
に
述
べ
た
最
初
の
大
憩
政

権
に
対
す
る
大
規
模
な
叛
乱
の
舞
台
に
な
っ
た
吉
備
…
地
方
の
考
古
学

的
所
見
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
六
世
紀
い
ら
い
の
家
父
長
制
家
族
の
生

長
は
広
汎
で
あ
り
、
こ
の
事
実
は
畿
内
に
竜
通
ず
る
も
の
で
あ
る
と

　
①

い
う
。
こ
う
し
た
情
勢
の
な
か
で
、
大
和
政
権
は
さ
ら
に
朝
鮮
遠
征

を
強
行
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
こ
に
よ
り
深
刻
な
磐
井
め
叛
乱
に
直

面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
叛
乱
を
詳
述
す
・
る

余
祐
は
な
い
が
、
吉
備
の
叛
乱
と
比
べ
る
と
、
吉
備
の
叛
乱
は
大
霜

の
中
央
権
力
を
奪
取
し
よ
う
と
し
た
点
で
、
磐
井
の
叛
乱
は
北
九
州

に
独
自
の
政
治
権
力
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ

ア
ン
ス
は
あ
る
が
、
大
和
政
権
の
階
級
的
支
配
が
朝
鮮
経
略
の
た
め

に
、
か
れ
ら
の
支
配
圏
に
過
重
な
負
担
を
強
制
し
、
か
え
っ
て
新
羅

と
通
じ
さ
せ
た
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
和
国
家

の
階
級
支
配
の
矛
盾
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
政
策
の
磋
迭
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
大
瀦
政
権
内
部
に
も
深
刻
な
動
揺
、
す
な
わ
ち
継
体
、
欽
明

　
　
　
◎

朝
の
内
乱
を
ひ
き
起
し
た
程
の
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
古
代
国
家

の
統
一
過
輌
慢
は
一
度
つ
ま
つ
い
た
が
、
す
で
に
静
就
一
国
家
へ
の
道
は

　
　
　
　
　
ミ
ヤ
ケ
の
典
的
伎
澄
（
門
脇
）

ひ
ら
か
れ
て
い
た
。
諸
族
長
の
統
一
は
大
伴
氏
が
政
権
か
ら
し
め
繊

さ
れ
、
物
部
氏
と
並
ん
で
、
蘇
我
氏
が
進
繊
の
機
を
つ
か
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
一
歩
前
進
し
た
。

　
か
く
て
大
和
政
権
は
朝
鮮
経
営
の
消
極
化
、
国
内
支
配
の
充
実
と

い
う
ふ
う
に
政
策
転
換
を
行
っ
た
た
め
に
、
ミ
ヤ
ケ
を
め
ぐ
る
乱
政

朝
以
後
の
大
和
政
権
の
支
配
様
式
は
あ
ら
た
な
展
開
を
は
じ
め
た
。

六
世
紀
の
初
期
か
ら
申
期
に
か
け
て
急
激
に
ミ
ヤ
ケ
の
拡
大
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

1
屯
倉
の
拡
大
設
置
と
那
津
官
家
の
設
甲
i
が
み
ら
れ
る
。
こ

の
場
合
、
さ
ら
に
贈
呈
と
い
う
形
式
を
以
て
、
地
方
豪
族
か
ら
奪
っ

た
も
の
が
多
い
が
、
こ
の
契
機
と
な
っ
た
亀
の
は
、
吉
備
の
叛
乱
と

磐
井
の
叛
乱
、
と
く
に
後
者
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
と
く

に
留
意
す
べ
き
は
、
古
代
家
族
的
な
構
成
に
た
つ
豪
族
で
あ
る
と
と

も
に
官
人
的
性
癖
を
明
確
に
し
て
中
央
に
重
き
を
な
し
て
か
つ
、
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

辰
爾
を
介
し
て
取
肴
貿
易
を
管
理
し
て
い
た
蘇
…
我
氏
の
吉
備
に
お
け

る
屯
倉
経
営
の
方
式
で
あ
る
。
畿
内
の
屯
倉
経
営
の
主
導
権
を
握
っ

て
い
た
の
は
物
都
氏
で
あ
っ
た
の
ぞ
蘇
我
氏
は
遠
隔
の
地
に
屯
倉
の

地
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
…
場
合
、
蘇
我
氏
が
吉
備
地
方

遊
選
ん
だ
の
は
甚
だ
微
妙
で
あ
る
．
お
そ
ら
く
大
腰
政
権
の
国
家
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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ミ
ヤ
ケ
の
史
的
位
灘
（
門
臨
…
）

濤
的
か
ら
云
え
ば
叛
乱
後
間
も
な
い
こ
の
地
方
に
対
す
る
政
治
的
圧

迫
、
蘇
…
我
命
じ
し
ん
に
と
っ
て
は
日
歯
貿
易
の
通
路
の
確
保
、
こ
の

二
つ
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
に
経
営
せ
ら
れ
た
屯
倉

は
従
来
の
勉
禽
よ
り
一
画
進
ん
ぞ
い
た
。
　
す
な
わ
ち
、
　
田
令
葛
城

山
田
直
瑞
子
の
下
に
派
遣
し
た
帰
化
人
の
王
胆
津
に
よ
っ
て
、
田
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
名
籍
麗
戸
籍
が
造
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
常
に
指
摘
さ

れ
て
き
た
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
従
前
に
お
い
て
は
、
田
部
は
伴

造
を
介
し
て
、
つ
ま
り
購
来
の
族
長
層
を
介
し
て
共
同
体
あ
る
い
は

家
族
単
位
に
収
奪
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
遠
隔
の
屯
倉
の
耕
作
民
を

直
接
巾
央
に
あ
っ
て
把
握
す
る
こ
の
方
式
は
、
欄
々
の
人
聞
を
労
働

力
と
し
て
把
握
し
た
き
わ
め
て
徹
底
的
な
支
配
方
式
で
あ
っ
た
。
し

か
竜
す
で
に
、
、
、
ヤ
ケ
は
永
い
魚
皮
を
以
て
、
広
く
大
和
政
権
の
基
礎

に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
は
直
ち
に
他
の
ミ
ヤ
ケ
に
も
及
ぼ
さ
れ
、

こ
れ
が
そ
の
ま
ま
律
令
制
的
支
配
方
式
へ
の
道
を
拓
く
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
評
価
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
叛
乱
の
歴
隻
の
豊
か
な

こ
の
地
方
に
、
蘇
我
氏
が
こ
う
し
た
新
ら
し
い
支
配
の
形
態
を
伸
ば

し
た
こ
と
は
、
そ
の
政
治
的
手
腕
の
す
る
ど
さ
を
想
わ
せ
る
。
蘇
我

氏
が
、
新
ら
し
い
官
人
的
性
格
を
も
つ
て
こ
の
地
に
の
ぞ
ん
だ
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
r

　
形
態
は
、
旧
く
か
ら
の
在
地
の
共
同
体
的
関
係
に
系
譜
を
も
つ
族
長

　
と
共
岡
三
と
の
罵
り
の
聞
に
A
国
家
権
力
に
よ
る
奴
隷
制
的
支
配
を

●

　
打
ち
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
吉
備
屯
倉
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ

　
て
い
る
よ
う
に
、
直
接
生
産
者
を
大
和
に
直
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、

　
当
地
方
の
豪
族
に
と
っ
て
は
共
同
体
と
分
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。
デ

　
ィ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
を
葡
惟
立
さ
せ
る
官
【
僚
酬
制
成
立
の
燃
削
提
に
は
、
そ
の

　
生
産
関
係
に
お
い
て
豪
族
あ
る
い
は
族
長
属
が
共
問
体
或
は
共
同
体

　
成
員
と
分
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
豪
族
は
官

　
僚
制
機
構
に
つ
な
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
四
t
七
世
紀

　
に
お
い
て
、
中
央
に
お
い
て
は
氏
族
制
的
な
分
業
組
織
か
ら
宵
素
建

　
へ
、
地
方
に
対
し
て
も
部
族
国
蒙
を
県
と
し
そ
の
上
に
法
的
擬
制
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
な
国
が
次
第
に
作
疹
れ
つ
つ
あ
っ
た
事
情
と
併
考
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
大
和
政
権
の
政
策
的
磋
迭
と
国
内
矛
盾
の
激
化
は
、
こ
の
よ
う
に

　
屯
倉
支
配
に
も
新
ら
し
い
方
式
を
う
ち
黒
し
た
が
、
こ
う
し
た
鋤
き

　
は
皇
室
及
び
諸
豪
族
じ
し
ん
の
支
配
組
織
と
紀
年
係
で
は
な
い
の
で

　
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
部
民
の
獲
得
に
奔
走
し
、
田
荘
の
拡
大
に
狂

　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
奔
し
た
の
で
あ
っ
た
。
皇
室
が
大
和
に
直
轄
領
と
し
て
酷
評
を
お
き
、

　
そ
の
一
族
に
、
名
代
・
子
代
と
つ
い
た
形
で
屯
倉
を
固
定
し
て
い
つ
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た
こ
と
が
多
く
な
る
の
は
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
動
き
は
激
し
か
っ
た
、
そ
れ
は
薩
接
生
塵
者
の
立
場
か
ら
云
え
ば
、

家
父
長
制
家
族
の
維
持
乃
盃
発
展
に
と
っ
て
き
び
し
い
桂
楼
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
農
民
大
衆
を
、
次
第
に
難
役
軽
減
の
斗
争
に

か
り
た
て
て
お
の
、
そ
れ
を
反
映
し
て
支
配
階
…
級
内
部
の
斗
争
・
紛

争
の
度
も
し
げ
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
こ
う
し
た
全
社
会
的
緊
張
の
な
か
に
そ
の
後
の
ミ
ヤ
ケ
は
軍
事
的

性
格
な
き
わ
め
て
明
確
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
壬
申
乱
の
時
に
倭
屯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

田
が
、
天
武
側
に
兵
線
を
供
し
た
こ
と
や
「
…
…
中
衛
府
ノ
作
ル
御
国

　
　
　
　
⑩

三
町
…
…
」
の
よ
う
に
、
屯
田
を
な
が
く
天
皇
親
衛
軍
が
耕
作
し
て

い
る
事
実
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
倭
の
屯
田
は
天
皇
親

衛
軍
の
経
済
的
基
礎
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
屯
倉
も
戦
乱

、
・
に
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

庫
が
た
て
ら
れ
た
小
屯
田
屯
倉
、
あ
る
い
は
深
草
屯
倉
等
の
例
に
明

ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
地
方
官
衙
で
あ
り
、
現
実
に
は
地
方
族
長
の

支
配
を
う
け
た
官
家
に
は
、
刀
甲
弓
矢
等
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
ら
に
よ
っ
て
、
支
配
階
級
は
互
に
武
装
し
た
私
兵
を
以
て
斗
つ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
斗
い
の
過
程
の
な
か
か
ら
、
政
治
的
対
立
と

　
　
　
　
　
　
ミ
ヤ
ケ
の
史
約
位
澄
（
門
脇
）

階
級
対
立
は
単
純
化
し
て
き
た
。
さ
い
ご
に
蘇
我
氏
を
打
倒
し
た
中

大
兄
皇
子
ら
に
よ
っ
て
、
推
古
［
朝
に
打
ち
出
さ
れ
た
政
治
的
動
陶
の

上
に
、
ミ
ヤ
ケ
と
い
う
支
配
形
態
は
、
大
化
改
新
に
お
い
て
律
令
制

の
一
般
的
な
支
配
形
態
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

①
近
生
州
義
郎
君
の
細
教
示
に
よ
る
。
近
く
「
佐
良
山
古
説
の
研
究
第
一
冊
」
に

　
紺
群
細
な
報
告
が
繊
る
予
定
［
と
蓄
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
、

②
林
羅
辰
三
郎
氏
「
継
体
・
欽
明
朝
の
内
乱
」
　
（
立
・
館
舘
押
丈
学
八
八
号
）

③
安
閥
紀
元
年
三
一
二
月
条
お
よ
び
二
年
五
月
条

④
林
屋
氏
、
前
掲
論
女

⑤
井
上
光
貞
氏
「
大
化
改
薪
論
」
一
〇
頁

⑥
欽
明
紀
一
四
年
条
お
よ
び
三
〇
年
疋
月
条

⑦
井
上
光
熱
貝
氏
「
部
昆
の
研
究
」
（
「
欝
本
妻
ハ
代
史
の
諮
…
賄
μ
題
」
）
お
よ
び
「
圃
［

　
造
寺
の
成
立
」
（
巌
壁
維
雑
勤
浜
山
ハ
○
の
　
一
　
一
）

⑧
石
母
田
正
氏
「
天
平
十
一
年
畠
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
に
つ
い
て
」
（
歴

　
　
史
滋
ザ
研
究
八
の
六
、
八
、
一
一
）
に
そ
の
騰
バ
体
的
研
究
が
あ
る
。

⑨
天
武
紀
元
年
夏
五
月
条
、

⑲
大
口
本
一
三
丈
墨
田
の
四
国
一
頁

⑧
天
武
紀
元
年
条

⑫
皇
趣
紀
二
年
一
一
月
条
・

⑱
北
［
山
茂
晶
大
氏
「
壬
由
」
の
乱
」
（
立
命
館
斜
立
五
十
周
年
記
愈
論
脚
過
法
滋
瓢
篇
）

　
　
に
私
兵
の
問
題
は
き
わ
め
て
精
細
に
口
上
か
れ
て
い
る
。

瑚
九
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ミ
ヤ
ケ
の
輿
的
位
置
（
門
脇
）

幽ts

　
ミ
ヤ
ケ
は
、
古
代
国
家
の
形
成
過
程
に
お
い
て
多
様
な
、
そ
し
て

三
世
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
最
も

端
的
に
…
階
級
支
配
の
矛
贋
を
屯
内
包
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
大

化
濃
墨
の
基
底
に
、
対
ミ
ヤ
ケ
策
が
一
貫
し
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と

は
、
こ
う
し
た
視
角
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
く

に
造
籍
。
里
制
を
媒
介
と
し
て
、
農
民
の
人
身
を
直
擾
的
に
把
握
す

る
藩
役
覚
働
を
根
幹
と
す
る
奴
隷
綱
的
支
配
の
体
系
は
、
ミ
ヤ
ケ
に

お
け
る
支
配
形
態
を
お
し
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
律
令
的
な
官
僚

制
へ
の
諸
豪
族
・
族
長
層
の
編
入
竜
こ
の
点
を
着
過
し
て
は
、
そ
の

必
然
性
は
解
き
難
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
改
薪
に
お
い
て
、
、
古
代

国
蒙
の
支
配
体
系
が
完
成
し
た
と
み
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
煙
毒
の

土
地
問
題
に
関
す
る
措
置
に
お
い
て
は
、
屯
田
②
屯
倉
。
密
家
に
つ

い
て
ま
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
轟
ユ
ア
ン
ス
を
の
こ
し
て
い
る
。
改
已
後
に

官
田
あ
る
い
は
食
封
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
特
殊
な
領
有
関
係
が
遺

さ
れ
た
の
ぼ
、
統
一
の
不
十
分
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
、

官
家
か
ら
特
に
そ
の
軍
事
的
性
格
を
抽
出
捨
象
す
る
た
め
に
、
兵
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

を
官
営
の
兵
庫
に
版
め
た
こ
と
は
璽
要
ぞ
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
国
家

を
そ
れ
以
前
の
社
会
か
ら
区
別
づ
け
る
公
的
権
力
と
し
て
の
軍
事
組

織
を
、
国
家
の
手
中
に
独
占
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
ρ
諸
豪
族
・

．族

ｷ
の
も
と
に
あ
っ
て
武
装
し
て
い
た
農
民
の
手
か
ら
武
器
は
と
り

上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
奴
隷
制
的
支
配
は
お
し
進
め
ら
れ
つ

つ
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
激
し
い
奴
奪
は
、
さ
ら
に
全
社
会
的
な
規

模
に
お
い
て
壬
申
の
乱
の
激
発
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　
ミ
ヤ
ケ
は
、
律
令
制
下
に
、
本
稿
の
町
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
か
げ
を
と
ど
め
て
い
る
が
、
そ
の
多
様
な
形
態

の
本
質
は
、
三
世
紀
中
葉
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
の
古
代
国
家
の
統

一
過
程
に
ま
で
逆
忙
し
て
、
は
じ
め
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
小
論
脚
は
、
紙
い
数
の
耐
綱
限
F
電
あ
っ
て
、
や
工
警
部
的
考
察
の
叙
述
を
省
【

　
逡
す
ぎ
た
よ
う
に
愚
う
。
そ
の
占
蒲
に
つ
い
て
は
、
昨
年
末
よ
り
近
江
野
州
郡

　
の
三
宅
の
調
査
を
少
し
づ
工
進
め
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
更
め
て
三
塁
制
村

落
と
の
闘
係
に
お
い
て
ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
附
冠
し
馳
て
こ

　
の
小
論
を
閉
ぢ
た
い
と
思
う
。
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The　English　Peasantry　in　the　Enclosure　Movement

　　　　　　　　A　Stucly　of　the　Sixteenth　Century　Yeomanry

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”r．　Ochi　’

　　This　essay童s乙m　atte皿pt　to　prov量de　a　more　fundamenta王亡re乱tment

than　has　been　found　hitherto　of　the　F．nclosure　Movement　in　our　acaL－

demic　circle．　lt　is　an　attempt　to　restate　the　essence　of　the　movement

not　in　the　mere　typological　difference，　periodical，　geographical　and

administrative，　that　has　been　discussed　even　among　us　to　sorne　degree，

but　in　that　dynamic　process　of　the　disintegration　of　the　feudal　tenure．

Accordingly　the　question　of　the　statistical　estimate　of　the　areas　enclos－

ed　and　of　the　number　of　thc　tenants　displ，iced　is　not　here　so　concern一一

e（：・　with．　The　most　in｝portant　is，　after　a11，　to　get　the　general　vlew　of

tlie’　economic　forces　at　worlsc　and　of　the　structure　of　the　leagal　rela－

stonships　upon　which　they　operated．　IVIiile　the　agricultural　revolution

of　the　sixteenth　¢etury　was　in　process，　legal　considerations　were　largely

the　determining　factor．　’II’he　legal　status　of　the　tena．　nts　was　not　the

artificial　discriinination　of　the　lawyers，　but　was　often　all　that　lay　bet－

ween　prosperity　and　destittition．　ln　this　connection　the　decisive　cause

of　the　decay　of　the　feudal　society　is　to　be　found　not　in　the　realm　of

economics　but　in　tl｝e　legal　insecurity　of　the　peasantry，　especially　of　the

customayy　tenants　who　constituted　the　greatest　part　of　the　rura1　popuL

Iation　anct　that　s！ibstantial　Eng！ish　yeomanry．

Miyal〈e：　lts　History　and　its　Significance

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．　Kadowaki

　　The　term　mziral．．e　has　been　the　sotu’ce　of　much’confttsion，　but　it

must　be　applied，　in　iny　view，　to　three　distinct　forims　of　institution

tonden　（屯田），　tonso　（屯倉）　and　kanke（官家）　　　　which　di｛ffered　f］〔oエn

each　other　in　its　historical　development　and　its　histori¢al　significai3ce．　ln

the　forinative　period　of　the　ancient　state　of　］apan　it　provided　a　military



and蝕ancial　basis　tap・1・which　the　slavery　was　firin1アestablished．

Sach　a　government，　however，　gave　rise　to　the　severe　tension　between

the　c．lasses　and　they　wihiessed　many　c．olisions　and　civil　wars　since　the

latter　part　of　tke　fifth　century．　’1”hrough　these　turbulent　ages　which

gave　statesmen　sleepless　nights　the　miyake　was皿etamorphosed　as　we11，

uIlt圭1　with　the　drastic　experiments　of　the　Sogas，（蘇我）we　enter　upon

anew　phase　of　its　development．　Th6　so－called　Ritsuryo（律令）r6gime

is　nothing　but　the　ages　which　were　heralbed　by　such　an　iron　h［tnd　of

the　great　lord．

A　Study　of　the Dragon

　　　　by

M．　Hayashi

　　One　of　the　most　popular　pft，　tterns　of　animal　in　ancient　China　was　the

dragon．　But　the　studies　in　its　ori．crins　and　substance　have　heretofore　ma－

de　not　a　few　mistakes．　ln　such　a　stttdy　it　goes　without　saying　that　we

have　to　be　aware　of　the　nearest　form　to　the　original．　On　the　pre－E［an

vessels　and　other　remains，　we　find　various　kinds　of　dragon－like　figures，

but　hoNsr　can　we　distinguish　them　from　other　tiger－like　monsters　or

from　tlie　will－o－the－wisps　？　E［ence　the　archaeological　methods　becoixie

availa1）1e　and　工atte皿pted　at　the　iconographical　arrεmgeme獄t　of　dragons

in　order　to　be　understandable　to　the　significa，nce　of　the　ornaments　oR

the　bronzes　of　the　Yii｝一Chou　era．　Mentions　will　be　made　one　after　the

otlier　on　those　remains　：　the　ste｝e　of　the　Eastern　IE［an．　the　mirrors　with
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

four　sacred　animals　of　ct｝rdinal　points　around　the　beginning　of　the　Ch－

ristian　era，　the　mirrors　frorn　the　Shou－Cliou　（geSvbD　district　at　the　begi－

nn沁g　of　the　H鋤period，　the　materials　from　the　graves　of　Kiぬ一ts‘un（金

村）il｝the　latter　part　of　the　period　o｛Warring　S亡ates，　the　Li－yu（李；励

finds　toward　the　ei］d　of　the　Ts‘iun－Ch‘iu　era　and　the　objects　found　a．　t

Sill－Ch‘eng　　（新鄭）　which　be16ng　to　a　little　e批rlier　period・　Though　I

could　not　disctiss　more　in　detail　in　this　brief　essay，　still　it　remains　for

me　to　confess　my　contentment　that　1　have　become　awar¢　of　the　form

of　the　drasron　duri．nst　the　Ts‘itm－Ch‘iu　and　thosL’i　turbulent　a．cres　on　the

Continent．


