
書
　
　
評

周
藤
吉
之
回

申
国
土
地
制
度
更
研
究

　
中
国
の
宋
代
以
後
が
一
つ
の
旨
し
い
時
代
で
あ
る

こ
と
は
日
本
の
中
国
史
家
の
ひ
と
し
く
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
即
ち
、
政
治
権
力
の
窪
い
手
に
つ
い
て

い
う
な
ら
、
南
北
朝
・
階
。
唐
を
通
じ
て
門
閥
三
族

で
あ
っ
た
の
が
、
五
代
の
戦
乱
の
中
に
そ
れ
ら
は
没

落
…
し
、
新
た
に
地
方
の
豪
雨
が
勢
力
を
つ
ち
か
い
、

宋
朝
政
権
が
確
立
す
る
や
、
そ
れ
ら
は
君
主
独
裁
機

構
に
継
み
入
れ
ら
れ
て
筥
僚
階
級
と
な
る
。
政
治
権

力
の
担
い
手
の
こ
の
よ
う
な
変
化
の
下
部
構
造
と
し

て
、
庸
か
ら
宋
へ
か
け
て
の
生
産
舶
関
係
・
社
会
関
係

の
変
化
が
当
然
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

　
臼
添
の
中
国
史
家
は
す
べ
て
唐
・
宍
の
聞
に
時
代

区
分
の
線
を
引
く
。
し
か
し
宋
以
後
を
何
と
み
る
か

に
つ
い
て
は
周
知
の
如
く
二
つ
の
説
が
あ
る
。
簡
単

に
蓑
わ
す
な
ら
「
東
洋
的
近
世
」
対
「
封
建
主
義
へ

の
傾
斜
」
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
説
の
根
拠
を
つ
く

っ
た
学
者
は
、
前
者
は
東
都
の
内
藤
…
糊
南
先
生
、

後
者
は
東
京
の
加
藤
繁
先
生
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
内
藤
先
生
の
「
中
國
近
枇
愛
」
を
つ
ぐ
も
の
が

窟
崎
市
定
先
生
の
「
東
洋
約
近
世
」
で
あ
り
、
加
藤

先
生
の
「
支
那
経
済
史
考
証
」
を
つ
ぐ
も
の
が
こ
の

周
藤
吉
之
先
生
の
「
中
国
土
地
制
度
爽
研
究
」
で
あ

る
。
内
藤
∵
加
藤
爾
先
生
の
談
叢
学
風
の
相
異
が
そ

っ
く
り
そ
の
霞
寮
宮
鰭
・
周
藤
両
先
生
の
学
史
観
風

の
驚
異
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
ま
で
両
先
生

の
研
究
は
平
行
線
を
描
き
、
互
い
に
批
判
し
あ
う
こ

と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
宮
崎
先
生
は
「
宋
代
以
後

の
土
地
所
膚
形
体
」
　
（
東
洋
史
研
究
十
二
の
二
i
一

九
五
二
一
）
に
お
い
て
、
　
「
塞
論
文
の
臼
的
は
私
の

歴
史
の
体
系
を
述
べ
る
に
あ
っ
て
、
周
藤
教
授
の
所

説
に
反
苅
す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
」
と
い
い
つ
つ

も
周
藤
説
を
批
判
し
た
。
周
藤
先
生
は
お
そ
ら
く
は

．
こ
の
宮
崎
先
生
の
論
文
に
対
抗
す
べ
く
、
東
京
の
同

学
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
得
て
、
白
回
分
の
そ
れ
ま
で
の

研
究
の
主
力
を
挙
げ
て
一
書
に
ま
と
め
、
し
か
も
寓

崎
先
生
の
枇
判
に
対
す
る
反
論
を
中
心
と
す
る
論
文

に
よ
っ
て
こ
の
論
文
集
の
し
め
く
く
り
と
し
た
の
で

あ
る
。

　
さ
て
本
欝
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

収
め
ら
れ
て
い
る
序
と
十
二
篇
の
慶
庵
の
題
爵
を
列

記
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
（
カ
ッ
ユ
の
中
は

最
初
に
発
表
さ
れ
た
雑
誌
と
そ
の
論
文
の
書
か
れ
た

年
月
臼
、
カ
ッ
コ
を
つ
げ
て
な
い
も
の
は
太
田
慨
に
於

て
始
め
て
遜
表
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
〉

　
一
、
中
国
土
地
制
度
吏
研
究
序
説

　
　
　
　
　
　
　
　
－
問
題
の
所
在
一

　
一
一
、
唐
末
五
代
の
薯
園
翻

　
　
　
　
　
（
東
洋
文
化
＝
一
、
二
八
・
二
・
四
）

　
三
、
宋
代
荘
園
の
管
理

　
　
　
　
－
特
に
幹
入
を
中
心
と
し
て
一

　
（
東
洋
学
報
三
二
の
四
、
ご
三
。
一
〇
6
二
八
）

　
四
、
宋
代
の
佃
戸
捌

　
　
　
一
奴
隷
耕
作
と
の
閣
聯
に
於
い
て
一

　
　
　
　
　
（
歴
医
学
研
究
一
四
三
、
二
三
・
五
）

　
五
、
断
金
時
代
に
於
け
る
荘
園
と
佃
戸
の
一
考
察

　
　
　
一
特
に
長
繋
附
近
に
つ
い
て
i

　
　
　
　
　
　
（
東
方
学
二
、
二
五
・
｝
○
・
二
）

　
六
、
宋
代
荘
園
制
の
発
達

　
（
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
四
、
二
七
・
｝
○
・
こ

　
　
四
）

　
七
、
南
宋
に
於
け
る
屯
田
・
営
田
富
荘
の
経
営

　
　
　
一
宮
田
の
荘
園
制
発
展
と
し
て
一

　
　
　
　
二
八
・
八
上
コ

　
八
、
宋
代
官
田
の
佃
権
売
買

　
　
　
－
資
財
叉
は
酬
価
数
佃
に
つ
い
て
一

　
　
　
　
（
東
方
掌
七
、
…
　
八
・
七
・
九
）

　
九
、
五
代
に
於
け
る
均
税
法
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（
客
衆
清
博
士
還
暦
記
念
東
洋
輿
論
叢
、
二
六
・

　
　
丁
八
）

　
一
．
○
、
北
鮮
に
於
け
る
方
田
均
税
法
の
施
行
適
程

　
　
　
一
特
に
王
安
石
・
藥
京
の
新
法
と
し
て
の
一

　
（
日
本
学
士
院
紀
要
一
〇
の
二
・
三
、
二
七
・
五

　
　
・
二
六
）

　
一
一
、
密
命
の
両
税
負
担

　
　
　
　
t
特
に
無
主
の
両
税
額
に
つ
い
て
1

　
　
　
　
一
一
八
。
　
一
〇
・
一
一
一
一

　
一
二
、
南
扇
宋
の
公
田
法

　
（
東
洋
掌
報
ヨ
五
の
三
・
閥
・
五
、
二
七
・
一
一

　
　
・
二
四
）

　
一
ヨ
、
二
代
の
佃
戸
・
佃
僕
・
傭
人
制

　
　
　
　
一
特
に
「
盛
代
の
細
…
戸
制
」
の
補
正
を
中

　
　
　
　
　
心
と
し
て
一

　
　
　
　
二
八
・
　
一
　
一
　
・
竃
∩
）

　
こ
の
大
著
に
含
ま
れ
て
い
る
十
余
の
論
交
の
各
篇

に
つ
い
て
批
判
紹
介
す
る
こ
と
は
私
の
身
「
に
あ
ま
る

こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
紙
面
の
余
裕
も
な
い
。
ま
た

こ
の
申
の
多
く
は
す
で
に
発
表
さ
れ
、
批
評
も
さ
れ

て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
。
た

だ
最
後
の
濡
桶
の
み
を
と
り
あ
げ
、
特
に
周
藤
・
宮

崎
両
説
の
相
違
を
舗
勲
記
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
常
代
の
佃
戸
・
佃
僕
・
傭
人
制

　
一
、
序
説
略

　
二
、
佃
算
の
諸
階
厨
　
略

　．

O
、
佃
戸
の
…
一
重
の
小
作
関
係

　
営
崎
先
生
は
「
廉
潔
以
後
の
土
地
霞
幕
形
体
」
に
お

い
て
い
う
、
　
「
重
代
は
佃
戸
と
い
う
も
の
が
次
第
に

分
化
し
て
、
種
々
の
佃
戸
を
発
生
し
た
点
に
特
長
が

あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
を
最
も
よ
く
現
わ
す
の
は
、

偲
戸
の
申
に
業
主
と
い
う
も
の
が
出
現
し
た
愚
論
で

あ
る
。
業
主
は
も
と
も
と
田
主
と
同
じ
虚
空
で
あ
る

が
、
南
宋
に
な
っ
て
業
主
と
い
う
名
は
特
澗
な
意
昧

を
も
つ
て
、
地
主
と
小
作
労
働
者
と
の
肺
門
に
立
つ

経
営
者
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
…
…
…
…
ω
名
義
上

の
地
主
と
、
図
名
義
上
は
佃
戸
で
あ
る
が
実
質
上
の

土
地
経
嘗
者
と
、
⑧
実
質
上
の
小
作
人
と
三
種
類
の

人
が
同
一
の
土
地
に
利
讐
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
で
ω
を
田
主
、
図
を
業
主
、
㈲
を
種
…
月
と
い
う
風

に
区
別
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
愛
読
は
石
釜
末
に

な
っ
て
一
般
化
し
た
用
法
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
北
宋

時
代
か
ら
実
質
上
存
在
し
た
に
違
い
な
い
。
…
…
…

…
こ
の
農
村
に
お
け
る
業
主
な
る
中
聞
階
級
は
、
商

業
上
に
お
け
る
経
紀
、
政
治
上
に
お
け
る
膏
吏
と
共

に
、
答
訪
近
世
の
士
大
夫
を
し
て
±
大
夫
た
ら
し
め

些
二
大
支
柱
と
い
う
べ
く
、
岡
辺
に
ま
た
西
国
近
世

社
会
の
特
色
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
に
対
し
て
周
藤
先
生
は
い
う
、
　
「
私
は
宋
代

の
荘
園
で
は
ま
だ
唐
末
五
代
以
来
宋
代
に
互
っ
て
発

達
し
て
き
た
監
荘
。
遺
憾
・
幹
人
ら
に
よ
る
荘
園
管
理

が
支
配
的
形
態
で
あ
り
、
宮
漏
教
授
の
所
謂
業
主
制

即
ち
名
義
上
の
佃
戸
で
土
地
を
経
営
す
る
も
の
が
、

宋
代
の
『
士
大
夫
を
し
て
士
大
夫
た
ら
し
め
た
』
ほ
ど

重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。

…
…
…
…
北
宋
末
よ
り
南
面
・
元
に
い
た
る
ま
で
業

主
は
一
般
に
土
地
の
処
分
権
を
も
つ
土
地
所
三
者
を

指
し
て
い
る
よ
う
で
、
宮
騰
教
授
が
、
爾
宋
末
に
な

っ
て
名
義
上
は
二
戸
で
あ
っ
て
、
土
地
経
営
岩
で
あ

る
も
の
を
業
主
と
い
う
用
法
が
一
般
化
し
た
と
さ
れ

る
論
に
は
私
は
疑
問
を
抱
く
も
の
で
あ
る
」
と
。
そ

し
て
工
重
の
小
作
関
係
を
、
田
主
i
業
主
－
七
戸
と

す
る
宮
崎
説
を
否
定
し
、
官
i
田
主
i
種
戸
ま
た
は

業
主
一
佃
主
i
種
戸
と
い
う
関
係
で
あ
る
と
主
張
す

る
。　

四
、
田
税
と
私
租
と
の
関
係
　
略

　
五
、
地
主
と
佃
戸
と
の
従
属
関
係

　
こ
こ
に
お
い
て
は
周
藤
先
生
は
、
先
の
歴
研
の
論

文
に
新
資
料
を
つ
け
加
え
る
と
共
に
、
玉
石
先
生
の

批
判
に
答
え
て
い
る
。

　
ま
ず
佃
戸
の
移
転
が
自
由
で
な
か
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
「
宋
代
に
於
い
て
佃
戸
の
移
転
が
不
自
由
に
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な
っ
た
の
は
、
北
宋
の
宋
頃
で
あ
る
か
、
或
は
処
に

よ
っ
て
は
北
宋
の
初
期
以
来
の
慣
習
が
改
め
ら
れ
な

い
で
残
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
繭
宋
の

初
期
に
は
各
地
に
於
い
て
多
く
佃
戸
の
移
転
が
不
自

由
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
総
理
で
は

こ
れ
を
改
め
て
、
佃
戸
の
移
転
の
自
由
を
許
そ
う
と

し
た
が
、
こ
の
慣
習
は
容
易
に
や
め
ら
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
、
各
地
に
於
い
て
な
お
こ
の
慣
習
は
撰
強
く

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
。

　
ま
た
地
主
と
佃
戸
と
の
法
律
上
の
地
位
に
つ
い
て

も
「
北
宋
末
よ
り
繭
宋
末
に
至
り
地
主
と
佃
戸
と
の

法
律
上
の
地
位
は
益
々
不
平
等
と
な
り
、
地
・
王
と
佃

戸
と
の
間
に
は
上
下
の
辱
な
い
し
夕
煙
の
名
分
が
厳

存
す
る
も
の
と
し
て
、
地
主
の
佃
戸
に
対
す
る
犯
罪

は
軽
く
、
佃
戸
の
地
主
に
蔑
す
る
孝
恩
は
重
く
罰
せ

ら
れ
た
。
…
…
：
…
・
か
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
富
崎

教
授
の
よ
う
に
、
　
『
南
宋
に
な
っ
て
個
戸
の
身
分
的

拘
束
が
な
く
な
っ
た
』
と
い
い
き
れ
る
か
ど
う
か
閥

題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

　
六
、
地
主
と
佃
僕
・
奴
櫨
な
雇
傭
人
と
の
閲
係

　
営
騎
先
生
は
こ
う
鋤
判
ず
る
、
　
「
奴
と
か
僕
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
レ
じ
ヴ

い
う
文
字
が
、
い
つ
．
も
社
会
階
級
と
し
て
の
奴
隷
を

意
昧
す
る
か
。
例
え
ば
遺
習
と
い
う
時
、
申
国
入
は

こ
れ
を
佃
戸
と
い
う
の
と
、
ど
れ
だ
け
戸
倉
的
に
区

別
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
佃
戸
と
い
う
の
を
、
少

し
く
雅
に
書
け
ば
身
受
と
な
る
の
で
、
持
々
軽
蔑
的

な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
入
る
け
れ
ど
竜
、
‘
こ
の
文
牢
か
ら

だ
け
で
は
、
普
通
の
小
作
人
佃
戸
と
異
う
・
も
の
だ
と

は
云
い
き
れ
な
い
と
思
う
。
し

　
こ
れ
に
対
し
周
藤
先
生
は
い
う
、
「
露
崎
教
授
は

佃
戸
と
佃
僕
を
同
一
視
す
る
に
つ
い
て
少
し
の
資
料

を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
資

料
だ
け
で
佃
戸
と
記
憶
を
岡
｝
な
り
と
断
定
す
る
こ

と
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
。

そ
し
て
佃
僕
と
は
、
佃
戸
の
申
で
も
一
番
低
い
地
客

の
よ
う
な
身
分
で
あ
り
、
そ
の
あ
る
者
は
堂
堂
の
終

身
奴
の
子
孫
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
七
、
結
語
略

　
以
上
で
こ
の
大
著
の
ご
く
一
部
分
の
紹
介
を
終
る

が
、
こ
の
本
を
通
読
し
て
、
周
藤
先
生
の
論
丈
に
特

徴
的
な
ζ
と
は
、
宋
代
の
農
村
に
つ
い
て
の
極
め
て

豊
冨
な
資
料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先

生
は
恩
師
加
藤
博
士
を
つ
い
で
丹
念
に
集
め
た
お
そ

ら
く
は
無
数
の
資
料
カ
ー
ド
を
歎
罵
理
し
て
、
｛
木
代
の

土
地
制
度
の
構
想
を
埋
め
つ
つ
あ
る
。
こ
の
研
究
な

く
し
て
は
他
の
人
の
多
く
の
論
文
は
成
立
し
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
地
道
な
精
力
的
な
学
風
が

こ
の
書
に
満
ち
て
い
る
。

　
一
方
こ
の
こ
と
を
裏
か
ら
購
え
ば
、
こ
の
書
に
周

藤
先
生
の
抱
懐
す
る
中
国
史
の
体
系
が
明
ら
か
に
示

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
不
満
が
の
べ
ら
れ
よ
う
。
唐

末
か
ら
南
宋
に
か
け
て
の
中
国
土
地
…
制
度
が
申
歴
史

に
お
い
て
如
何
な
る
豫
義
を
も
つ
か
を
、
　
一
章
を
設

け
て
述
べ
て
欲
し
か
っ
た
。
先
生
の
追
求
し
て
い
る

も
の
は
歴
史
的
な
発
展
で
は
な
く
し
て
静
的
な
状
態

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
時
期
の
あ
る
状
態
の
研
究
な

く
し
て
体
系
を
論
ず
る
こ
と
は
空
中
…
櫻
閣
を
揺
く
こ

と
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
が
。
そ
も
そ
竜
農
業
全

会
と
い
う
も
の
は
宿
命
的
に
停
滞
性
循
環
牲
を
も
つ

も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
農
村
に
の
み
膜
を
む
け
る
上

り
、
申
国
に
於
て
は
お
そ
ら
く
は
つ
い
数
年
前
ま
で

　
も
　
　
も

は
古
さ
が
支
配
的
だ
っ
た
ろ
う
。
農
村
に
つ
い
て
の

資
料
カ
ー
ド
の
数
に
お
い
て
麦
配
的
な
毛
の
に
よ
っ

て
歴
輿
を
書
く
な
ら
ば
、
結
局
は
停
滞
性
を
強
調
す

る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。

　
あ
る
時
期
に
お
い
て
罎
現
し
て
く
る
淫
し
い
も

の
、
よ
し
そ
れ
が
支
配
約
で
な
い
に
せ
よ
今
ま
で
に

無
か
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
発
見
し
、
そ
の

生
長
に
眼
を
つ
け
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
講
じ
こ

と
の
く
り
か
え
し
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
中
．
国

農
村
に
竜
、
お
そ
ら
く
は
商
品
関
係
の
発
展
に
影
響

さ
れ
て
、
麗
し
い
芽
が
蘭
す
筈
で
あ
る
。
宮
綺
先
生
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は
「
地
主
と
小
作
労
働
者
と
の
巾
・
聞
に
立
つ
経
営
者
」

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
む

と
し
て
の
「
業
主
し
の
蔓
忍
に
注
目
す
る
の
に
反
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
り
　
　
も
　
　
じ
　
　
ロ
　
　
も

周
藤
先
生
は
そ
れ
が
支
配
的
で
な
い
と
主
張
す
る
。

両
方
と
も
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
は
立
場
の
相
違

と
い
う
べ
き
か
。

　
批
評
と
い
う
も
の
は
と
か
く
無
理
解
無
責
任
に
な

り
が
ち
で
あ
る
。
私
も
こ
の
弊
に
陥
っ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
は
私
の
無
学
の
せ
い
で
あ
る
。
周

藤
先
生
に
存
在
す
る
問
題
は
ま
た
私
自
身
の
問
題
で

も
あ
る
。
更
に
棄
洋
史
学
全
体
の
問
題
で
も
あ
る
。

今
後
唐
宋
の
時
代
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
周
藤
先
生

の
業
績
な
し
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
よ
り
深
く
先
生
の
業
績
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
を
私
は
痛
感
し
て
い
る
。

（
七
二
山
ハ
百
八
　
　
一
四
〇
〇
m
門
咀
東
｛
只
工
人
堂
丁
山
川
版
ム
歌
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
勝
　
藤
　
　
猛
一

竹
内
理
三
西

日
本
封
建
制
成
立
の
研
究

　
戦
後
め
ざ
ま
し
い
進
展
を
示
し
た
中
世
史
研
究

に
、
い
さ
さ
か
沈
滞
の
様
畑
…
が
見
ら
れ
る
時
、
竹
内

理
三
氏
を
は
じ
め
と
す
る
七
氏
の
研
究
論
集
が
上
梓

さ
れ
た
。
斯
学
の
泰
斗
と
し
て
令
名
高
い
竹
内
氏
は

さ
て
お
き
、
他
の
六
民
は
、
多
く
戦
後
の
中
世
史
研

究
の
申
で
、
自
ら
の
研
究
を
推
進
さ
れ
、
現
在
学
界

の
中
堅
と
し
て
夫
々
の
ユ
ニ
ー
ク
な
学
風
を
謳
わ
れ

て
い
る
。
さ
れ
ば
こ
の
論
集
を
寒
く
に
あ
た
っ
て
、

申
世
史
研
究
の
最
高
壁
灯
を
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
期

待
を
抱
か
ぬ
人
は
な
か
ろ
う
。
以
下
各
研
究
の
概
要

を
紹
介
し
、
併
せ
て
所
見
の
｝
端
を
述
べ
よ
う
。

　
巻
頭
竹
内
理
三
氏
の
「
在
庁
宮
入
の
武
士
化
」
は

腹
稿
「
武
士
発
生
史
上
に
於
け
る
在
庁
と
留
守
所
の

関
係
」
懸
盤
に
、
在
国
司
職
の
性
格
を
明
か
に
さ

れ
る
等
の
増
訂
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一

昔
半
を
経
た
今
、
美
酒
の
風
味
は
失
わ
れ
て
い
な

い
。
古
代
後
期
に
お
け
る
不
在
国
司
の
増
撫
に
伴
な

い
、
国
衙
に
常
住
の
官
人
は
、
在
庁
（
宮
人
）
と
し

て
國
務
の
実
際
を
行
う
様
に
な
る
。
一
方
国
守
は
私

吏
（
目
代
）
を
派
遣
し
、
露
骨
を
炉
心
に
留
守
所
が

構
成
さ
れ
在
庁
を
指
揮
す
る
形
式
が
一
般
化
す
る
。

遷
代
は
国
守
の
私
蓄
で
あ
っ
て
国
守
の
野
南
に
伴
な

っ
て
燈
替
す
る
結
果
、
笑
力
を
蓄
積
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
在
庁
は
武
宮
を
兼
帯
し

世
襲
化
し
て
武
士
と
な
り
、
更
に
鎌
倉
御
家
人
と
な

る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
様
な
場
合
、
在
庁
は
幕
府
に
、

饅
代
は
公
家
に
所
属
す
る
訳
で
あ
る
が
、
鄭
重
国
制

が
進
み
面
す
る
に
つ
れ
、
様
々
な
形
で
臼
代
と
在
庁

の
分
離
対
立
が
一
般
化
す
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
中
世
に
お
け
る
国
衙
に
つ
い
て
の
研
究
は
最
近
一

般
に
不
振
で
あ
っ
て
、
こ
の
論
稿
あ
た
り
か
ら
考
え

直
す
必
要
が
あ
る
。
氏
が
目
代
及
び
留
守
所
の
機
能

の
強
さ
を
國
守
と
の
関
係
か
ら
三
つ
の
一
憩
型
（
大

和
・
丹
波
・
豊
後
讃
鮫
）
に
分
類
さ
れ
た
点
等
、
分

類
の
基
準
も
正
鵠
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
、
古
代
国

家
権
力
と
の
関
係
に
お
い
て
武
士
の
成
立
を
考
え
る

妊
箇
の
手
掛
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
類
型
を
更
に
展
開

し
で
各
地
の
在
庁
の
古
代
末
一
雲
雨
初
期
に
お
け
る

動
向
を
綜
合
的
に
究
萌
す
れ
ば
、
要
撃
あ
る
事
実
が

明
か
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
い
で
飯
田
久
雄
氏
は
「
武
門
の
練
梁
と
古
代
政

権
一
京
都
に
於
け
る
場
合
i
」
に
お
い
て
、
平
氏
の

全
盛
よ
り
鎌
倉
政
権
成
立
に
至
る
過
程
に
お
け
る
武

門
の
棟
梁
（
溝
盛
・
義
仲
・
頼
朝
）
に
対
す
る
貴
族

履
の
理
解
乃
至
批
灘
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
外
戚
関

係
、
宙
位
、
蜘
行
国
、
庄
園
等
す
べ
て
古
代
国
家
機

構
に
寄
生
し
て
い
た
｝
半
弓
は
、
福
原
燈
已
後
の
慌
し

い
社
会
情
勢
の
展
開
の
中
で
、
畿
内
近
国
に
お
け
る

軍
纂
行
政
権
、
寺
社
本
所
領
庄
園
の
管
理
権
を
掌
握

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
軍
閥
政
権
を
樹
立
し
よ
う
と
す

る
が
、
照
勢
力
の
反
抗
に
逢
っ
て
孤
立
す
る
。
そ
し

て
旧
勢
力
に
よ
つ
て
平
氏
打
倒
の
為
に
、
迎
え
い
れ
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