
田
堵
の
存
在
形
態

と
く
に
散
田
と
請
作
に
つ
い
て

村

井

康

彦

　
　
〔
婆
約
］
従
来
筆
下
の
基
本
的
特
質
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
庄
園
領
主
に
た
い
す
る
強
固
な
力
役
奉
仕
1
1
入
身
約
隷
属
関
係
、
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

　
　
わ
た
く
し
に
は
、
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
愛
料
を
見
る
と
き
に
、
む
し
ろ
否
箆
的
な
解
釈
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
田
堵
が
地
子
弁
進
者
と
し
　
…

　
　
て
史
料
に
頻
禺
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
田
堵
と
地
子
田
経
営
の
関
係
に
着
目
し
た
。
そ
の
結
果
、
平
安
期
に
お
け
る
庄
園
は
散
田
体
擬
一
…
庄
田
（
領
主
藏
属
　
｝

…
地
）
を
宛
行
っ
て
葎
・
芸
地
孟
欝
ふ
基
本
約
あ
・
方
で
萱
畢
は
そ
岳
の
請
作
幽
蓑
含
と
が
馨
麹
．
・
の
群
系

…　
　
か
ら
、
田
堵
と
名
主
、
名
と
蓋
置
の
差
異
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
講
作
者
と
し
て
の
田
堵
の
存
在
が
不
安
定
な
の
は
、
む
し
ろ
田
堵
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
に
た
い
す
る
領
主
の
緊
縛
が
弱
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
却
っ
て
名
主
H
名
越
段
階
に
至
っ
て
緊
縛
が
強
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
た
。
本
稿
は

…
そ
の
・
う
な
関
心
か
・
・
影
響
め
ぐ
・
蕩
題
を
わ
た
毛
誉
真
塗
て
み
た
も
の
で
あ
…
た
が
っ
て
・
毒
口
蟹
た
℃
轟
の
町
田

一
雫
し
蕪
も
多
い
が
、
；
の
試
論
・
し
て
諄
・
つ
て
頂
け
れ
愛
い
で
あ
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

二の存在形態・（村弁）

一
、
は
　
じ
　
め
　
に

二
、
地
子
碑
経
営
の
成
立
と
瞬
堵

三
、
諮
…
作
の
二
形
態

　
借
W
　
敬
岡
の
原
義
と
講
作

　
㎞
圃
　
散
霞
と
有
期
約
請
作

　
　
幻
講
作
の
原
則

　
　
B
　
請
作
と
負
名

　
　
《

　
　
◎
均
等
名
の
意
味

　
　
①
名
周
堵
と
名
主

　
㈲
　
治
照
と
永
年
請
作
一
補
説

　
　
勾
伶
手
の
意
味

　
　
剛
治
碑
請
作

四
、
む
　
　
す
　
　
び
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騨
、
は
　
じ
　
め
　
に

　
古
代
に
お
け
る
名
聞
制
の
研
究
は
、
そ
の
長
い
歴
臭
と
そ
の
闇
に

蓄
積
さ
れ
た
幾
多
の
す
ぐ
れ
た
成
果
を
竜
ち
な
が
ら
、
な
お
多
く
の

未
解
決
の
問
題
を
の
こ
し
て
い
る
。
そ
の
究
明
が
、
古
代
・
封
建
の

調
期
を
ど
の
時
点
に
求
め
る
か
、
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
時
代
区
分
論

の
前
提
で
あ
る
こ
と
は
言
を
倹
た
な
い
が
、
現
状
は
理
論
的
に
も
実

証
的
に
も
、
研
究
の
よ
り
哺
層
の
深
化
が
望
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、

も
と
よ
の
充
分
に
そ
の
要
請
に
応
え
る
竜
の
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、

田
堵
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
名
田
制
理
解
へ
の
手

掛
り
を
え
よ
ケ
と
・
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
主
題
に
関
係
あ
る
従
来
の
見
解
に
た
い
し
て
二
・
三
の
疑

問
点
を
列
挙
し
、
あ
わ
せ
て
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。

　
コ

　
一
庄
園
の
構
造
と
そ
の
本
質
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
・
内
部
に
成
立

　
〔

す
る
名
田
制
の
評
価
i
そ
の
土
地
所
有
の
あ
り
方
が
、
古
代
的
な

竜
の
で
あ
る
か
封
建
的
な
竜
の
か
と
い
う
一
が
、
最
も
基
本
的
問

讐
さ
れ
て
い
ゑ
灘
難
藥
響
）
。
し
た
が
っ
て
を
え
ば
、

永
原
慶
二
氏
が
「
蹟
本
封
建
社
会
論
」
へ
鍬
三
）
で
、
こ
れ
を
庄
園
駐

「
名
」
体
制
の
難
（
こ
の
場
含
名
が
名
概
の
憲
で
あ
る
こ
と
は
前
後
の
丈
章
か
ら
み
て
…
明
ら
か
で
あ
る
）
と
さ
れ

た
の
は
、
右
の
書
物
が
そ
れ
ま
ぞ
の
研
究
成
果
を
集
大
成
さ
れ
た
竜

の
で
あ
る
以
上
、
当
然
の
整
理
の
仕
方
ぞ
あ
る
と
言
え
よ
う
。
だ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
に
、
庄
園
と
は
名
田
だ
け
で
形
成
さ
れ
て
い

た
・
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
一
見
突
飛
と
竜
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
の
疑

問
は
、
じ
つ
は
き
わ
め
て
単
純
な
る
纂
実
に
も
と
つ
く
。
す
な
わ
ち

永
原
氏
は
右
の
よ
う
な
項
目
を
立
て
な
が
ら
、
そ
の
本
文
で
次
の
ご

と
く
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
既
三
）
。

　
律
令
欄
・
荘
國
制
下
に
お
い
て
水
照
以
外
の
望
地
に
対
す
る
追
求
は
比
較

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
わ
　
　
　
わ
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
も

約
ル
ー
ズ
で
あ
る
の
で
、
名
主
の
現
実
の
経
営
規
摸
を
考
え
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
も

　
か
か
る
意
昧
で
荘
園
傾
主
の
薩
接
把
梶
し
て
い
る
以
外
の
畠
地
部
分
も
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
コ

リ
ー
般
的
に
鋤
考
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
名
田
以
外

　
の
耕
地
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
…
…
紅
雲
庄
…
…
の
場
合
、

　
つ
　
　
ゆ
　
　
な
　
　
も
　
　
む
　
　
も
　
　
む
　
　
ね
　
　
コ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
ね
　
　
う
　
　
わ
　
　
も
　
　
カ
　
　
セ
　
　
も
　
　
り
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も

全
町
四
三
町
五
反
の
う
ち
、
　
百
姓
名
は
工
一
町
五
反
余
に
す
ぎ
ず
、
　
預
所

田
・
下
謂
田
・
職
薯
田
等
が
大
き
な
比
露
を
も
つ
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
の

経
営
に
名
主
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（傍

縺
j

　
名
主
の
経
営
規
模
を
考
え
る
揚
合
、
た
ん
に
検
濫
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
る
各
名
田
面
積
だ
け
ぞ
は
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
右
の
永

原
氏
の
指
摘
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
わ
た
く
し
が
こ
こ
で
問
題
に

し
て
い
る
の
警
し
ろ
、
詣
部
分
が
全
愚
息
の
吾
％
（
齢
）

2　（90）



燐の存：在形態（村井）

に
満
た
な
い
よ
う
夢
境
で
、
な
お
か
つ
庄
園
茗
（
じ
つ
は
名
囹
）
籍

　
も
　
　
へ

と
等
聾
し
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
ぞ
あ
る
。
む
ろ
ん
名
田
以
外

の
土
地
が
全
く
第
二
義
的
。
副
次
的
意
味
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
れ

ば
問
題
は
な
い
が
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
整
理
に

よ
っ
て
庄
園
の
具
体
的
景
観
が
見
失
わ
れ
、
そ
れ
以
上
に
、
本
質
的

な
問
題
が
切
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
も
言
え
る
か
ら
ぞ
あ
る
。
わ

た
く
し
の
抱
く
疑
問
は
、
ま
ず
こ
の
点
に
あ
る
。

　
コ

　
■
庄
園
“
名
田
体
制
と
い
う
整
理
の
仕
方
は
、
た
ん
に
庄
園
の
景

　
こ

観
的
問
題
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
庄
園
お
よ
び
名
田
の
歴
史
的
発

展
と
い
う
点
ぞ
も
、
同
…
様
次
危
険
性
を
も
つ
て
い
る
と
考
え
る
α
な

ぜ
な
ら
、
庄
園
内
の
土
地
は
最
初
か
ら
名
田
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
も

な
け
れ
ば
、
名
田
と
呼
ば
れ
る
土
地
も
最
初
か
ら
名
田
と
し
て
そ
の

私
有
権
を
認
め
ら
れ
た
も
の
ぞ
屯
・
な
い
か
ら
ぞ
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

毒
塁
象
「
申
世
的
土
地
所
有
権
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
難
弾

細
六
）
ノ
・
、
「
萎
時
代
の
百
姓
名
は
、
律
令
制
の
戸
か
畠
世
の

名
主
1
1
名
田
へ
の
過
渡
的
形
態
」
ぞ
あ
る
と
し
て
、
名
主
H
名
田
に

先
行
す
る
段
階
と
し
て
の
百
姓
名
な
る
概
念
を
定
立
さ
れ
た
の
は
、

そ
の
限
り
ぞ
は
当
を
え
た
指
摘
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
わ
た
く
し
は
、

こ
の
両
者
の
差
異
を
た
ん
に
土
地
所
有
権
一
の
強
弱
度
か
わ
の
み
論
ず

る
の
で
は
な
く
、
大
局
的
に
、
庄
園
体
制
お
よ
び
そ
れ
に
も
と
つ
く

庄
園
経
営
そ
の
も
の
竜
の
の
転
換
、
と
い
う
面
か
ら
も
考
え
る
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
要
す
る
に
、
従
来
無
雑
作
に
用
い
ら
れ
て
い

　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
お
　
　
セ
　
　
し

る
名
（
時
期
と
し
て
は
石
母
田
氏
の
百
姓
名
が
こ
れ
に
当
る
）
お
よ
び
畜
を
で
・
言
萎
、
轟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も

的
に
は
峻
別
ぞ
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
段
階
の
差
を
示
す
異
な
つ

へ
　
　
も
　
　
も

た
概
念
と
し
て
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
こ
と
の
考
慮
な
く
し
て
は
、
田
堵
や
名
主
の
歴
輿
的
性
格
と
そ

の
差
異
は
理
解
で
き
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
コ

　
皿
い
わ
ゆ
る
名
田
制
の
研
究
上
、
田
堵
お
よ
び
名
主
の
存
在
が
当

　
こ

然
問
題
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
し
ば
し
ば
、
田
堵
1
1
名
主
層
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

る
い
は
田
堵
・
名
主
層
、
と
い
っ
た
等
置
も
し
く
は
連
称
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
周
知
の
事
笑
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
両
者
が
同
一
の
階
層
に
属
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

兆
皇
ば
毒
畏
楚
跨
れ
た
ご
と
き
（
島
藻
雲
量
磯

態
L
嶺
鳶
の
一
融
と
し
霧
え
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
の

だ
が
、
そ
の
た
め
に
、
両
者
の
も
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
性
格
と
意

義
が
全
く
捨
象
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

田
堵
と
い
い
名
主
ど
い
い
そ
の
言
葉
が
黒
皮
的
産
物
ぞ
あ
る
以
上
、

両
者
が
自
わ
そ
の
歴
歴
的
役
割
に
差
異
を
も
つ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

f，　（91）



と
は
、
け
だ
し
自
明
の
理
に
属
す
る
か
シ
で
あ
る
。
結
論
を
亮
に
雷

え
ば
、
名
と
名
田
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
も
の
が
、
田
堵
お
よ

び
名
主
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
コ

　
W
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
田
堵
と
名
主
と
の
差
異
が
全
く

　
こ

等
閑
に
附
せ
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
と
く
に
そ
れ
は
、

漿
三
男
氏
に
よ
つ
章
く
指
摘
さ
れ
（
舞
の
の
畿
糖
本
）
、
最
近

に
お
い
て
は
渡
辺
澄
夫
氏
が
清
水
氏
の
見
解
を
さ
ら
に
批
判
的
に
展

開
さ
れ
て
い
ゑ
誕
禽
獣
の
）
。
罠
の
所
説
に
渇
す
・
点
は
、

田
堵
が
そ
の
領
主
に
た
い
し
て
・
も
つ
力
役
奉
仕
“
人
・
身
的
隷
属
関
係

の
強
調
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
渡
辺
氏
は
こ
れ
を
田
堵
役
と
し
て
重
視

し
て
お
ら
れ
る
。
だ
が
は
た
し
て
、
田
堵
と
名
主
と
の
ち
が
い
を
、

負
担
の
人
別
賦
課
と
土
地
賦
課
の
差
黒
ハ
に
見
出
し
う
る
も
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヵ
　
　
セ

う
か
。
r
す
な
わ
ち
そ
の
変
化
を
、
　
「
人
か
ら
土
地
へ
、
換
言
す
れ
ば

露
か
ら
愈
へ
の
転
婆
あ
る
」
（
渡
辺
氏
前
掲
轡
三
三
六
百
ハ
）
と
葬
る
の
ぞ

あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
畿
内
庄
園
に

特
徴
的
な
均
等
名
の
成
立
を
、
渡
辺
氏
の
主
張
さ
れ
る
ご
と
く
、
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
カ
　
　
　
リ
　
　
　
へ
　
　
　
も

率
な
る
田
堵
役
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
の
田
堵
役
が
土
地
に
換
算

も
　
　
も

転
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
見
串
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

な
ら
擢
、
田
堵
の
津
料
を
検
討
す
る
時
に
、
人
身
的
負
担
の
面
に
お

け
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
地
子
一
地
代
負
撞
関
係
の
記
事
を
多
く
見
か

け
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
も
再
検
討
を

要
す
る
問
題
と
考
え
る
。

　
コ

　
V
さ
て
そ
の
田
堵
と
土
地
と
の
関
係
に
つ
い
て
ノ
し
あ
る
が
、
清
水

　
こ

氏
は
「
田
堵
の
性
篁
（
舗
掲
）
に
お
い
て
、
宙
堵
は
－
・
そ
の
所
有

田
地
を
領
主
よ
り
保
護
保
証
さ
れ
た
者
を
い
う
の
ぞ
あ
っ
て
、
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

は
小
作
人
で
も
な
く
、
叉
単
な
る
自
作
農
ぞ
も
な
く
、
地
主
で
あ
っ

た
」
（
霊
＝
六
頁
）
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
蟻
と
人
と
霧
び

つ
き
が
未
だ
強
固
な
ら
ず
…
も
と
田
堵
の
有
す
る
十
地
は
い
て
の
所
在

の
豪
確
か
集
ま
っ
て
醤
ず
欝
響
も
つ
」
（
竃
と
謬

る
（
雛
」
。
碧
か
に
・
れ
は
矛
盾
す
る
轟
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
わ
た
く
し
は
、
氏
の
所
論
の
矛
盾
は
欠
陥
ぞ
は
な
く
し
て
、

以
後
に
お
け
る
蹟
宿
碩
究
者
の
M
人
と
し
て
気
付
か
な
か
っ
た
事
実

の
、
す
ぐ
れ
た
指
摘
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
そ
れ
が
充
分
整
理
さ

れ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
裏
合
の
根
拠

と
さ
れ
て
い
る
無
料
の
解
釈
は
も
と
よ
り
正
し
い
。
だ
と
す
れ
ば
こ

　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ
　
　
ち
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ
　
　
つ
　
　
あ
　
　
も
　
　
り
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
リ
　
　
へ

れ
は
、
田
堵
の
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
た
い
す
る
関
係
の
仕
方
に
、
本

来
異
っ
た
勘
合
の
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
田
堵
は
地
主
で
あ
る
と
と
竜
に
、
他
方
そ
れ
以
外
の
土
地

4　（92）
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に
つ
い
て
は
浮
動
す
る
権
利
関
係
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
コ

　
W
以
上
の
諸
点
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
な
お
問
題
は

　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

あ
る
に
し
て
も
、
渡
辺
氏
に
よ
る
一
色
田
1
1
庄
園
領
主
直
属
地
の
指

璽
し
あ
る
（
前
掲
書
）
。
不
遜
書
劣
で
は
あ
る
が
、
も
し
票
・
の

問
題
を
平
安
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
均
等

名
論
は
も
っ
と
変
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
平
安
子
代
に
お
け
る
一
色
田
の
経
営
の
実
態
を
解
明
す

る
こ
と
が
、
均
等
名
形
成
の
前
提
た
る
田
堵
と
密
接
な
関
係
を
有
す

る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
庄
園
に
お
け
る
田
堵
は
、
そ
の
一
色

田
H
地
子
田
の
請
作
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

の
意
味
で
、
従
来
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
散
田
す
な
わ
ち

ヤ
　
　
セ
　
　
も
　
　
り

請
作
経
営
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
以
上
列
挙
し
た
諸
点
を
解
決
す
る

も
　
　
　
も

前
提
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
一
応
現
在
抱
い
て
い
る
疑
問
点
な
り
問
題
点
な
P
を
列
挙
す
れ
ば

以
上
の
ご
と
く
ぞ
あ
る
。
そ
の
発
想
の
仕
方
は
極
め
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
か
か
る
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
表
題
た
る
田

堵
の
存
在
形
態
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
々
花
え
る
。

な
3
3
「
平
安
遺
事
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
交
書
は
、
紙
数
の
関
係
か
ら
猛

孤
内
に
番
号
の
み
を
記
す
に
と
ど
め
た
が
、
そ
れ
で
通
用
す
る
の
は
全
く
編

者
竹
内
理
三
氏
の
御
努
力
の
御
蔭
で
あ
る
。
平
安
時
代
を
研
究
す
る
上
で
こ

の
「
遺
文
」
の
果
す
役
割
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。

最
初
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

二
、
地
子
田
経
営
の
成
立
と
田
堵

　
律
令
的
収
取
体
　
系
の
弛
緩
が
、
　
「
入
1
，
仇
り
・
土
地
へ
」
、
　
す
な
わ
ち

「
人
別
餅
賦
諜
一
よ
り
土
地
賦
課
へ
」
、
　
と
い
・
り
転
換
を
将
｛
米
ん
だ
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
本
来
人
別
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
調
庸
や
嵩

挙
は
、
あ
き
ら
か
に
平
安
時
代
十
世
紀
末
に
は
、
土
地
を
単
位
と
し

土
地
轟
介
・
、
し
て
賦
課
さ
れ
て
き
1
・
い
ゑ
謹
辞
顯
嚢
賭

D
獅
穴
ふ
祉
歩
）
。
　
「
囲
米
な
ら
び
に
田
率
米
色
々
雑
物
を
付
負
わ
せ

警
」
（
四
六
八
号
）
す
る
と
か
三
三
綿
は
国
票
町
別
三
璽
禿
薯

薮
取
」
（
訟
瓠
）
さ
れ
る
、
と
い
う
表
謬
そ
れ
集
す
。
東
大
寺

御
油
免
田
や
香
菜
免
田
・
白
米
免
田
な
ど
が
、
い
ず
れ
も
「
町
別
」

に
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（側

｣
無
熱
）
。

　
し
か
し
吉
田
氏
（
前
掲
論
丈
）
が
、
人
か
ら
土
地
へ
賦
課
が
変
っ
た
際
、

ま
つ
耕
田
数
1
1
反
別
“
土
地
別
に
賦
課
さ
わ
海
こ
と
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
つ
　
　
ヤ
　
　
む
　
　
り
　
　
し

が
、
反
別
と
は
馬
櫛
上
の
単
位
で
あ
っ
て
、
土
地
へ
賦
課
さ
痴
た
と
い
う
こ

r
，

（　9，　P，　）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
う
　
　
も
　
　
む
　
　
む

・D

ｵ
は
示
す
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
賦
課
の
単
位
と
は
次
元
の
墨
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
セ
　
　
む

概
念
で
あ
る
。
だ
か
ら
耕
田
数
q
反
別
（
町
別
）
と
等
置
す
る
こ
と
は
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

な
い
し
、
ま
た
こ
れ
を
名
屠
に
先
行
す
る
段
階
と
考
え
る
の
も
正
し
く
な
い

と
思
う
。

　
た
し
か
に
現
象
的
に
は
そ
う
な
の
だ
が
、
調
庸
や
繊
麗
が
人
別
か

ら
土
地
単
位
に
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘

す
る
だ
け
ぞ
は
、
じ
つ
は
そ
れ
程
の
意
味
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
租

に
ノ
＼
・
リ
ベ
・
〈
の
比
孟
里
日
か
大
ノ
L
あ
7
つ
た
調
庸
。
…
禺
挙
は
、
　
碑
て
山
ル
だ
け
・
な

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

ら
ば
単
に
賦
課
の
方
法
な
り
墓
準
な
り
が
変
っ
た
だ
け
で
依
然
と
し

て
存
続
し
、
し
た
が
っ
て
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
律
令
的
負
担
体
系

は
本
質
的
変
化
を
示
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
ぞ
あ
る
。
そ
の

際
、
量
的
な
変
化
は
直
接
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
転

換
が
じ
つ
は
そ
れ
ま
．
て
の
主
要
な
負
担
ぞ
あ
る
調
庸
。
禺
挙
よ
り
も

（な

ｭ
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
）
、
土
地
生
産
物
莱
が
基
本
的
な
叢
の
対
象
と

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
、
と
い
う
こ
と
の
指
摘
の
方
が
重
大
で
あ

る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
頻
出
す
る

「
地
子
」
と
い
う
書
聖
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
地
子
は
、
租
に

か
わ
る
新
た
な
土
地
単
位
の
土
地
へ
の
負
担
擁
現
物
地
代
ぞ
あ
っ

た
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
つ
百
姓
名
1
1
名
は
、
む
し
ろ
こ
こ

に
こ
い
て
い
て
の
成
立
の
晶
剛
提
と
音
心
義
と
を
口
兄
越
す
。
へ
き
ノ
」
け
サ
な
か
・
つ
・
り

か
ひ
多
く
の
論
管
は
、
こ
の
点
の
認
識
が
不
充
分
．
て
あ
っ
た
よ
う
に

思
う
。八

八
＝
元
三
）
年
の
骨
巴
経
嘗
関
す
・
官
箕
蚕

胴黒

e
月
）
は
、
石
母
田
氏
が
「
古
代
末
期
の
政
治
過
程
お
よ
び
政
治

露
華
（
解
論
成
ソ
商
気
に
さ
れ
て
以
来
、
律
令
体
制
の
変
装

示
す
史
料
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
官
符
に
よ

れ
ば
、
　
「
今
こ
と
ご
と
く
営
田
（
直
営
）
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
漁
民
の

堪
え
が
た
き
を
慮
り
、
全
く
地
子
と
な
さ
ば
恐
ら
く
は
公
家
の
利
少

し
」
　
と
い
う
矛
盾
の
解
決
方
法
と
し
て
、
官
田
を
折
半
し
、
　
半
直

営
。
半
地
子
経
営
と
い
う
併
用
策
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
直
営
田
経
営
の
行
き
づ
ま
り
と
、
そ
の
解
決
が
地
子
田
経
営
の

採
用
に
求
め
ら
れ
て
き
た
、
そ
の
転
換
点
に
お
け
る
事
情
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
が
決
定
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
早

く
も
二
年
後
の
八
八
三
（
元
慶
五
）
年
に
、
大
和
国
ぞ
は
宮
田
七
三

二
町
余
の
直
営
を
停
止
し
て
地
子
方
式
に
移
す
こ
と
が
申
請
さ
れ
許

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
以
後
官
田
の
記
録
に
地
子
に
関
す
る
記
載
し
か

み
ら
紮
い
・
と
（
石
母
国
氏
前
掲
書
二
三
頁
）
、
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
官
田
に
お
け
る
と
同
様
の
事
情
は
、
皇
室
煮
た
る
勅
旨
田
に
お
い

ノし

烽
ﾝ
ら
れ
た
。
九
〇
二
（
延
喜
二
）
年
の
官
至
善
蘂
）
す

6（お4）
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な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
延
喜
の
庄
園
整
理
令
に
よ
っ
て
、
勅
旨
田
は
人
民

の
産
業
の
便
を
奪
う
も
の
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
以
後
民
を
し
て

「
武
鑑
」
せ
し
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
官
符
は
、
勅

旨
田
の
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
当
代
以
後
（
八
九
七

年
以
後
）
の
開
田
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ

る
が
、
逆
に
そ
の
こ
と
は
、
本
来
の
直
営
方
式
で
は
当
時
隔
も
は
や

勅
旨
田
を
新
規
に
開
発
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
事
情
を
物
語
っ

て
い
る
。
実
作
が
地
子
田
経
営
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

　
以
上
の
二
例
に
よ
っ
て
も
、
地
子
田
経
営
の
一
般
化
す
る
時
期
が
、

九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
か
し
こ
れ
ら
は
、
宮
田
や
勅
旨
田
と
い
う
い
わ
ば
特
殊
な
終
戦
で

あ
っ
た
。
問
題
は
、
そ
れ
が
一
．
般
の
国
衙
領
や
庄
園
で
も
見
ら
れ
た

か
、
否
か
、
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ら
の
土
地
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
三
一
ケ
条
に
わ
た
り
国
司
藤
原
元
命
の
非
法
を
訴
え
た
、
九
八
八

（
永
延
二
）
年
の
尾
張
国
響
百
姓
毒
交
（
陀
罷
）
の
第
二
条
に
は
、

次
の
ご
と
き
注
目
す
べ
き
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当

時
国
衙
領
の
水
田
は
租
税
田
と
地
子
田
の
二
種
に
分
け
ら
れ
、
租
税

田
は
田
租
の
他
に
官
物
加
徴
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
地
子
田
に
た
い

し
て
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
地
子
田
に
元
命

が
官
物
を
加
徴
し
た
た
め
、
地
子
田
の
耕
作
者
で
あ
る
田
堵
百
姓
ら

が
そ
の
非
法
を
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
か
ら
、
地
子
田
に

は
官
物
加
徴
が
な
く
一
し
た
が
っ
て
地
子
弁
進
の
み
が
必
要
条
件
ぞ

あ
り
、
そ
の
耕
作
考
が
田
堵
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
知

ら
れ
よ
う
。
而
し
て
そ
の
実
態
か
ら
考
え
る
に
、
右
の
租
税
田
が
口

分
田
、
地
子
田
が
剰
田
1
1
公
田
（
賃
租
田
）
に
相
当
す
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
租
税
田
。
地
．
子
田
と
は
、
口
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

田
・
公
田
の
内
容
を
も
と
と
す
る
別
表
現
に
す
ぎ
な
い
と
も
み
ら
れ

る
が
、
す
で
に
班
田
制
が
完
全
に
崩
壊
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な

ら
ば
（
今
宮
新
約
「
班
国
収
授
制
の
研
究
」
）
、
か
か
る
表
裏
む
し
ろ
、
土
地
重
視
さ

れ
て
き
た
が
故
に
、
土
地
へ
の
賦
課
で
あ
る
租
や
地
子
が
表
面
に
出

さ
れ
た
も
の
と
す
べ
き
ぞ
あ
ろ
う
。
と
く
に
後
者
の
盛
合
、
該
地
に

　
　
　
つ
　
　
う
　
　
も

つ
い
て
す
で
に
剰
田
・
公
田
あ
る
い
は
内
容
的
表
現
と
し
て
賃
租
田

と
い
う
言
葉
が
あ
る
以
上
、
そ
こ
ぞ
の
地
子
が
強
く
意
識
さ
れ
て
き

た
事
情
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
地
子
田
と
い
う
言
葉
を
理
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
だ
か
ら
十
世
紀
以
降
に
お
け
る
口
分
田
の

盆
化
・
い
う
現
象
（
松
本
新
八
郎
氏
「
申
世
社
会
の
研
究
」
一
四
〇
頁
阿
部
猛
氏
「
名
の
発
生
に
つ
い
て
」
史
欄
…
五
五
号
）
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は
、
公
田
に
お
け
る
賃
租
経
営
方
式
の
拡
大
普
及
を
思
掛
す
る
と
言

え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
国
衙
領
に
お
い
て
電
、

地
子
田
経
営
が
一
般
化
す
る
事
情
を
み
る
こ
と
が
ぞ
き
る
と
思
う
。

而
し
て
先
に
指
摘
し
て
お
い
た
ご
と
く
、
こ
の
地
子
田
の
耕
作
者
が

田
堵
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
わ
た
く
し
は
、
田
堵
と
地
子
田
経
営

と
の
関
係
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
と
く
に
強
調
し
て
お
き

た
い
。
そ
の
観
点
か
ら
庄
園
の
場
合
を
み
る
と
、
田
刀
（
堵
）
の
初

見
史
料
た
る
八
五
九
（
貞
観
元
）
年
の
有
名
な
近
江
国
依
（
愛
）
智

庄
計
帳
（
＝
　
八
号
）
に
嘉
ば
、
そ
・
ノ
・
受
腰
な
っ
て
い
る
の
は
、

や
は
り
地
子
に
関
わ
る
田
刀
の
不
正
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
田
刀
は
、
預
作
1
1
地
子
田
耕
作
し
て
い
る
寺
田
目
庄
田
を
、

欝
し
て
自
己
の
治
田
と
称
し
、
あ
る
い
は
田
品
を
偽
称
し
て
、
地
子

の
未
進
や
減
納
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
八
七
六
（
貞
観
十
八
）
年
に

は
、
全
町
一
二
町
の
申
二
町
の
佃
を
の
ぞ
く
十
町
の
庄
田
は
、
町
別

四
石
八
囲
の
地
子
未
進
と
い
う
条
件
ぞ
経
営
耕
作
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
（
華
。
当
庄
の
讐
に
つ
い
て
は
、
最
近
高
書
彦
氏

が
「
平
悪
事
の
魔
羅
鴬
つ
い
て
」
（
「
日
本
更
研
究
」
三
〇
号
）
で
す
ぐ
れ

た
解
釈
と
歴
塾
的
意
義
づ
け
を
さ
れ
て
お
り
、
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
上

に
附
擁
す
る
も
の
を
も
た
な
い
が
、
結
局
こ
う
し
た
田
堵
に
よ
る

庄
・
公
田
の
地
子
田
経
営
は
、
根
本
的
に
は
農
業
生
産
力
の
向
上
に

よ
り
土
地
生
産
物
へ
の
賦
課
が
よ
り
有
利
な
収
取
形
態
と
考
え
ら
れ

て
き
た
こ
と
、
こ
れ
が
他
方
に
お
け
る
そ
の
耕
作
者
た
る
田
堵
層
、

す
な
わ
ち
書
共
¢
蜘
）
と
よ
ば
れ
る
ご
と
き
右
力
曲
葦
の
盛
に

即
応
し
、
そ
の
結
節
点
と
し
て
成
立
し
た
経
営
方
式
で
あ
る
、
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

　
田
堵
が
・
王
体
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
田
堵
経
営
と
呼
ぶ
こ
と
も
で

き
・
で
あ
ろ
久
羅
駈
講
弦
断
）
が
、
た
芒
わ
た
く
・
は
、
爵

　
　
　
　
　
　
や
　
　
セ

　
（
主
）
経
営
に
先
行
す
る
形
態
で
あ
る
と
区
別
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
吉

田
民
は
先
の
尾
張
三
図
交
か
ら
、
醗
堵
は
庄
園
に
し
か
存
在
し
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
た
旧
説
（
駿
銚
聖
運
鯨
題
謬
縮
猷
於
過

密
藪
ハ
賄
）
碧
い
・
、
畢
は
公
領
に
も
存
在
・
を
の
塁
墾
剛
掲
）

を
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
指
摘
自
体
は
貴
重
で
あ
る
と
し
て
も
、
以
上
述
べ

て
き
た
地
子
田
経
営
の
　
般
化
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
存
在
が
田
堵
で
あ
る
、

と
い
う
歴
史
的
背
景
を
基
本
に
し
て
考
え
な
け
れ
ば
i
氏
も
一
応
留
意
し

て
お
ら
れ
る
が
一
公
領
の
田
捲
の
存
在
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
、
不
充
分

で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
田
堵
と
地
子
田
経
営
と
が
対
応
関
係
に

あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
ぞ
あ
る
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
地
子
田

経
営
の
内
容
を
考
え
る
こ
と
が
、
ま
た
同
時
に
田
堵
の
実
態
を
明
ら
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田海綬の宥：在形態（村井）

か
に
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
而
し
て
先
の
愛
智
庄
の
揚
合
を
考
え

て
も
、
そ
こ
で
は
田
刀
が
寺
田
を
治
田
化
す
る
こ
と
や
田
品
を
詐
称

す
る
こ
と
が
、
地
子
の
減
収
を
も
た
ら
す
意
味
で
も
つ
と
も
不
正
行

為
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
　
こ
れ
は
言
う
ま
ぞ
も
な
く
、
　
寺
田

　
（
庄
田
）
を
地
子
田
と
し
て
完
全
に
支
配
・
経
営
し
よ
う
と
す
る
庄

園
領
主
側
の
意
図
を
示
し
て
い
る
。
東
寺
領
丹
波
国
大
山
郷
に
お
い

て
一
一
一
五
（
永
久
三
）
年
、
田
堵
住
人
ら
が
「
お
の
お
の
庄
内
の

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

田
畠
を
請
作
し
、
偏
え
に
私
領
と
称
し
所
役
を
葉
叢
」
し
た
の
に
対

し
、
東
寺
が
忍
領
毒
止
し
し
た
の
も
そ
れ
で
あ
る
（
一
八
三
〇
号
）
。

地
子
田
経
営
の
強
化
が
、
こ
の
段
階
…
に
お
け
る
庄
園
領
主
の
主
眼
ノ
し

あ
っ
た
・
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
（
黙
縣
謙
甑
珊
押
競
矯
鷺

嘆
）
。
・
の
地
子
田
経
営
は
、
当
時
の
用
語
に
従
え
ば
一
般
に
請

作
と
か
預
作
・
盗
作
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
請
作
の
語
を

用
い
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
田
堵
と
こ
の
請
作
と
の
関
係

が
ほ
と
ん
ど
留
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
だ
か
ら
請
作

と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
「
散
田
」
と
い
う
言
葉
と
そ
の
実
態
が
、

同
様
に
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
散
田
の
も
つ
意
義
を
は
じ
め
て
本
格
的
に
取
上
げ
ら
れ
た
の
は
、

、
最
近
に
お
け
る
渡
辺
澄
夫
氏
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

三
、
請
作
の
二
形
態

　
　
　
ω
　
散
田
の
原
義
と
請
作

こ
こ
ろ
み
に
紫
藍
ハ
（
今
井
林
太
郎
氏
執
筆
）
盲
嚢
済
史
奮
ハ
（
満
票
）

の
「
散
田
」
の
項
を
開
い
て
み
る
と
、
散
田
と
は
、
没
収
ま
た
は
農

民
の
死
亡
・
逃
亡
な
ど
に
よ
っ
て
…
耕
作
者
の
い
な
く
な
っ
た
土
地
、

あ
る
い
は
荒
廃
地
な
ど
の
軽
税
地
、
と
い
う
ふ
う
に
解
説
さ
れ
て
い

る
。
要
す
る
に
、
無
主
地
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
の
本
質
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

中
世
の
宗
義
書
に
「
食
年
」
（
算
圃
帳
と
も
書
か
れ
る
。
算
は
散
に
通
ず
る
。
）
な
る

庄
田
注
訴
状
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
庄
園
が
い
わ
ゆ
る
名
田
だ

け
で
は
な
く
、
散
田
と
か
聞
田
（
本
質
的
に
は
散
国
と
岡
↑
じ
も
の
、
以
下
本
稿
で
は
当
面
区
別
し
な
い
）
と

呼
ば
れ
る
土
地
を
含
み
、
時
に
は
名
田
以
上
の
面
積
を
も
ち
、
し
か

も
対
立
す
る
意
味
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
の
庄
園
研
究
者
が
全
く
知
ら
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、
最

初
に
あ
げ
た
解
釈
以
上
の
意
昧
を
付
加
し
見
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

先
に
も
述
べ
た
如
く
、
こ
れ
を
庄
園
体
制
と
の
関
連
に
お
い
て
注
目

さ
れ
た
り
は
、
渡
辺
澄
夫
氏
の
研
究
を
も
つ
て
始
め
と
す
る
。

　
す
な
わ
ち
氏
は
、
散
田
と
は
、
名
主
の
逃
散
・
死
闘
或
は
不
法
対
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搾
な
ど
に
よ
っ
て
關
…
所
と
せ
ら
れ
た
名
田
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

「
庄
園
領
主
の
直
属
地
と
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
耕
作
に
は
新
ら
た

に
名
主
を
入
れ
る
か
、
叉
は
残
り
の
名
主
の
請
負
な
い
し
は
名
主
の

共
同
の
責
任
と
し
村
預
け
と
し
て
配
分
耕
作
さ
せ
る
の
が
普
通
で
あ

っ
た
」
（
前
掲
書
記
〇
二
頁
）
と
さ
れ
、
単
に
茎
が
い
な
い
田
、
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
散
田
n
庄
園
領
主
直
属
地
（
一
色
田
）
ぞ
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
、
こ
れ
が
寄
地
と
い
う
形
で
名
田
に
付
加
さ
れ
そ
の
均
等
化

が
図
ら
れ
る
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
均
等
名
形
成
の
重
要
な
一
モ
メ
ン

ト
と
さ
れ
た
の
ぞ
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
氏
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
領

主
直
属
地
の
存
在
は
畿
内
型
庄
園
に
お
い
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
渡
辺
氏
の
こ
の
指
摘
は
、
従
来
の
研
究
の
欠
陥
を
つ
い
た
も
の
と

し
て
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

氏
が
か
か
る
直
属
地
を
も
つ
て
「
庄
園
内
に
お
け
る
庄
園
外
的
な
田

地
」
で
あ
り
、
「
庄
園
制
の
基
本
構
造
で
あ
る
名
田
及
び
名
主
」

（同

�
ﾅ
）
に
従
属
す
る
第
二
義
的
艶
味
と
地
位
し
か
与
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
は
、
考
察
の
対
象
が
鎌
倉
以
降
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
が
（
し
た
が
っ
て
そ
の
限
り
で
は
氏
の
説
は
承
認
し
て
よ
い
が
）
、
名
田
の
発
生
と
い
う
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

に
立
つ
時
、
や
は
り
従
来
の
見
解
の
わ
く
内
に
あ
る
、
と
切
口
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
は
た
し
て
一
色
田
の
存
在
は
、
氏
の
言
わ
れ
る
ご
と
く

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

庄
園
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

わ
た
く
し
は
こ
の
一
色
田
体
制
こ
そ
が
も
っ
と
も
本
来
的
な
庄
園
体

へ制
で
あ
っ
た
、
と
考
え
た
い
の
ノ
し
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

　
さ
て
そ
れ
に
し
て
も
、
散
田
と
い
う
言
葉
か
ら
は
直
接
、
無
主
地

と
か
庄
園
領
主
直
属
地
と
い
う
意
味
は
田
て
来
な
い
、
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
散
田
と
は
、
本
来
ど
う
い
う
意
味

を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
文
字
通
り
そ
れ
は
、
　
「
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

を
散
ら
す
」
　
「
散
田
す
る
」
と
い
う
動
詞
な
の
ぞ
あ
る
。
た
と
え
ば
、

九
三
二
（
承
平
二
）
墨
東
寺
領
伊
勢
国
川
合
肥
に
お
い
て
、
東
寺
使

嚢
蓬
田
を
苓
・
散
⇒
畏
蕾
攣
L
（
↓
供
国
労
言
論
翫

袈
）
は
じ
め
た
き
ろ
、
田
堵
ら
は
地
子
弁
進
拒
否
の
態
度
露

た
、
と
い
う
事
実
（
二
四
二
号
）
か
ら
誉
れ
る
よ
う
に
、
瞥
（
動
詞
）

と
は
、
竹
内
理
三
氏
が
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
、
庄
田
を
「
わ
り
当
て

る
・
充
行
う
」
、
と
い
う
・
と
を
意
味
し
て
い
る
（
「
寺
領
庄
園
の
研
究
」
四
一
四
頁
）
。

と
す
れ
ば
さ
ら
に
、
次
の
二
点
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
そ
の
一
は
、
土
地
を
わ
り
当
て
る
と
は
庄
園
の
経
営
上
ど

の
よ
う
な
胆
心
味
を
も
つ
の
か
、
第
二
は
、
か
く
わ
り
当
て
ら
れ
る
土

地
と
は
ど
の
よ
う
な
土
地
な
の
か
、
と
い
う
点
ぞ
あ
る
。
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堵の存在形態（村井）

　
ま
ず
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
如
き
史
料
を
あ
げ
た
い
。
①
九

八
七
（
寛
和
三
）
年
東
大
寺
領
阿
波
国
新
身
庄
で
、
本
寺
1
1
“
D
使
者

を
下
向
さ
せ
て
地
子
物
の
徴
集
を
行
う
と
と
も
に
、
　
「
当
年
散
田
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

の
務
を
行
い
そ
の
際
「
当
年
春
時
に
各
々
請
丈
を
進
」
め
さ
せ
て
い

る
箋
（
三
二
〇
号
）
、
②
一
コ
一
（
天
永
二
）
年
伊
勢
国
三
轟
河
後

身
蟹
田
に
お
い
て
、
良
田
と
悪
田
と
を
栢
交
え
て
「
散
田
」
を
行
い

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
例
作
人
に
請
作
」
ざ
せ
た
が
、
帯
革
郷
司
の
舎
弟
ら
が
良
田
だ
け

一
町
八
反
大
を
撰
び
と
っ
て
押
狭
し
、
た
め
に
例
作
人
が
請
作
し
な

い
、
と
い
う
葎
を
起
し
て
い
る
事
実
、
（
一
七
四
八
号
）
、
ノ
」
あ
る
。
と
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
後
者
の
揚
合
、
　
「
相
同
交
能
悪
（
田
）
一
行
二
散
田
一
之
日
、
砦
以
所
二

も
　
　
へ
　
　
　
　
も

請
作
一
也
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
散
田
が
、
庄
田
を
宛
行
い
そ
の

「
請
作
」
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
こ
れ
が
、
前
章
で
述
べ
た
地
子
田
経
営
に
他
な
ら
な
い
。
而
し
て

こ
の
地
子
田
門
請
作
地
は
、
先
の
川
合
庄
で
は
そ
の
前
年
東
寺
使
真

演
が
公
田
・
私
治
田
を
収
魅
し
て
寺
領
に
編
入
し
た
土
地
ぞ
あ
っ
た

・
と
（
こ
の
こ
と
が
当
庄
で
は
の
ち
の
ち
ま
で
問
題
と
な
り
、
　
一
一
世
紀
後
半
の
約
五
〇
愚
問
、
東
寺
と
成
願
寺
と
の
聞
に
領
有
争
い
が
起
る
。
）
、

を
み
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
散
田
す
る
土
地
は
庄
園
領
主
直
属
陣

す
な
わ
ち
当
時
歯
・
か
岳
と
呼
ば
れ
た
土
地
ぞ
あ
っ
た
（
爆
塒

勘
煮
謡
墜
譜
遡
簸
禁
誹
編
蝋
購
）
。
だ
か
ら
、
難
国

猪
名
馬
に
お
い
て
一
〇
五
五
（
天
喜
三
）
年
、
田
堵
の
秦
重
成
が

庄
田
九
町
を
「
隠
田
」
し
、
地
図
米
九
十
石
O
未
進
を
行
っ
て
訴
え

ら
れ
ノ
、
い
る
が
（
七
二
八
号
）
、
養
す
る
土
地
が
笙
職
地
妄
る
以

上
、
隠
田
が
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
時
代
が
下
っ
て
室
町
時
代
に
な
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

「
長
屋
庄
・
九
条
庄
散
田
の
時
、
方
女
運
田
分
出
来
す
べ
き
も
の
也
、

・〆

A
の
時
両
軍
反
銭
増
し
進
む
べ
き
也
」
（
叡
棘
讐
肘
繕
嬰
と

い
う
ご
と
く
、
散
田
が
摘
発
な
り
検
注
な
り
の
意
味
に
も
と
れ
る
言

葉
乏
し
て
用
い
ら
れ
て
も
く
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
散
田
の
根
拠
と

し
て
そ
の
土
地
が
直
属
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
、
変
質
し
た

用
法
と
書
う
べ
き
も
の
ぞ
あ
る
。
丹
波
国
大
山
気
ぞ
、
　
「
私
領
を
停

止
す
る
」
と
か
「
私
領
主
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
わ
れ
た
の
も
、
要

は
か
か
る
庄
田
の
支
配
・
経
営
の
あ
り
方
か
ら
く
る
庄
園
領
主
の
一

般
的
論
理
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
隠
田
と
は
、
具
体
的
に
は
請
作
者

の
地
子
未
進
を
意
味
し
、
地
子
未
進
者
に
は
散
田
巨
宛
行
い
の
停
止

が
行
わ
れ
も
す
る
。
一
〇
六
〇
（
康
平
三
）
年
の
近
江
威
武
智
庄
司

等
解
（
九
五
四
号
）
は
、
三
ケ
条
に
わ
た
つ
函
堵
の
地
柔
拳
減
納
を

訴
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
「
如
何
が
即
時
の
起
請
を
承

　
　
　
し

引
し
て
（
諦
瞭
矧
祉
肋
鍋
が
）
寺
領
田
田
朗
を
作
り
な
が
ら
、
秋
時
に
至
つ
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て
（
地
子
を
）
遁
避
し
本
寺
の
所
勘
に
随
は
ざ
る
か
」
　
「
今
春
以
後

田
堵
ら
寺
領
田
霞
目
一
反
一
歩
も
耕
作
す
’
。
へ
か
ら
ず
：
↓
鷲
領
の
湿
地
を

犯
乾
す
べ
か
ら
ず
」
と
訴
え
ら
れ
、
寄
食
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て

い
る
の
ぞ
あ
る
。

　
か
く
て
、
　
「
散
田
」
を
庄
園
領
主
直
属
地
の
意
と
さ
れ
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
も

じ
つ
は
そ
れ
が
散
田
ロ
請
作
の
根
拠
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
ず
、

そ
れ
が
ま
た
「
無
主
地
」
と
さ
れ
た
の
も
、
」
宛
行
い
に
よ
る
請
作

　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

で
あ
る
以
上
本
来
特
定
の
作
人
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
問
題
竜
起
っ
て
く
る
。
た

と
え
ば
、
先
に
あ
げ
た
伊
勢
町
河
後
御
厨
田
に
お
い
て
田
堵
が
請
作

地
の
沈
丁
田
の
み
を
撰
び
取
る
と
か
、
愛
智
庄
で
「
或
る
坪
は
百
姓

の
聞
に
指
換
え
、
そ
の
沃
壊
地
を
方
取
9
以
て
薄
薗
の
処
を
移
す
」

（
婁
）
と
い
う
男
（
堵
）
の
芳
付
指
換
」
の
行
為
も
、
も
と
も

と
国
堵
の
請
作
す
る
土
地
が
定
ま
っ
て
お
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
基
づ

く
。
方
付
と
は
、
請
作
地
の
坪
付
な
い
し
場
所
指
定
の
意
に
他
な
ら

な
い
。
そ
の
意
味
ぞ
、
　
「
浮
免
は
散
田
な
り
」
と
あ
る
「
建
内
記
」

の
記
異
譲
謄
錨
）
は
、
け
だ
し
奮
に
値
暫
指
摘
と
　
・
・
わ
ね

ば
な
・
り
ぬ
。
な
訟
松
岡
久
人
氏
は
、
先
に
あ
げ
た
川
合
庄
∵
新
宅
庄

や
河
後
御
厨
懸
に
お
け
る
散
絹
の
事
実
を
も
つ
て
、
庄
園
や
御
厨
に

浮
る
霧
田
し
の
例
ノ
、
あ
る
と
し
て
書
れ
る
が
（
鰭
幾
脇

野
魏
議
雛
立
）
、
誓
と
散
田
と
は
そ
婁
警
蟹
的
格

に
お
い
て
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
9
、
当
を
え
た
解
釈
と
は
言
え
な

い
。

　
　
　
②
　
散
田
と
有
期
的
請
作

　
A
請
作
の
原
則

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

　
散
田
の
原
義
は
、
庄
田
の
宛
行
逆
に
言
え
ば
請
作
行
為
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
無
主
地
と
か
庄
園
領
主
直
属
地
な
ど
の
意
味
は
含
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

で
お
ら
ず
、
そ
れ
は
全
く
現
象
の
説
明
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
以
上

の
考
察
か
ら
も
明
ら
か
ぞ
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
渡
辺
氏
の

そ
れ
を
含
め
て
、
散
田
の
原
義
を
忘
れ
て
本
末
懸
倒
し
た
と
こ
ろ
に
、

そ
の
致
命
的
欠
陥
が
あ
る
。

　
尤
も
散
閏
の
内
容
は
歴
史
的
に
変
化
す
る
。
後
述
す
る
ご
と
く
散
田
部
分

は
次
第
に
名
田
化
し
、
平
安
末
鎌
倉
初
期
を
～
般
的
劃
期
と
し
て
、
以
後
申

世
に
お
い
て
は
、
散
岡
は
照
園
田
と
か
小
荒
廃
地
し
た
が
っ
て
軽
任
地
・
散
在
閏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

と
い
う
風
な
内
容
と
景
観
を
も
つ
も
の
に
限
定
［
さ
れ
て
く
る
し
、
そ
の
意
曲
義

も
う
す
れ
て
く
る
。
だ
が
ら
現
象
の
説
明
と
し
て
は
、
従
来
の
見
解
を
否
定

し
去
る
つ
も
η
は
な
い
、
ま
k
歎
田
が
佃
と
か
絵
田
な
ど
と
さ
れ
る
場
合
が

あ
る
の
も
、
践
属
地
で
あ
れ
ば
瑚
に
不
思
議
て
も
な
い
し
、
ま
た
そ
の
部
分

が
上
田
で
あ
る
の
も
当
熱
で
あ
ろ
う
．
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堵の存在形態（村井）

前
章
で
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
述
べ
た
が
、
右
の
ご
と
き
観
点
か
ら
、
散

田
随
請
作
経
営
の
内
容
を
今
少
し
く
考
察
し
そ
の
実
態
と
意
淺
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

　
ま
つ
請
作
の
典
型
的
な
工
料
を
あ
げ
よ
う
（
一
二
三
二
号
）
。

　
　
注
請
川
会
御
厨
田
一
町
宴

　
　
　
　
在
三
岡
前
里
廿
二
坪
、
字
久
津
条
老

　
右
件
田
、
定
二
当
年
作
毛
一
穴
国
御
庄
所
二
三
申
一
如
レ
件
、
但
至
二
所
当
官
物
一

　
者
収
納
之
時
可
『
弁
進
↓
乃
注
晶
子
三
一
請
文
以
解
、

　
応
徳
弐
年
四
月
仕
日

　
　
　
　
　
　
　
権
醐
蹴
大
物
忌
荒
木
田
（
花
押
）

ち
な
み
に
請
作
者
権
禰
宜
荒
木
田
は
、
正
式
の
名
前
と
身
分
は
「
太

神
宮
（
宮
内
）
権
璽
従
五
位
上
荒
奮
籠
」
（
厘
製
靴
）
、
通
称
を

扁
木
炎
L
（
一
〇
二
三
・
　
二
一
三
号
な
ど
）
と
い
・
・
、
伊
羅
宮
の
下
灘
官

で
も
あ
っ
た
田
堵
で
あ
る
。
か
れ
は
膚
の
論
文
を
東
寺
庄
政
所
に
提

出
し
て
該
地
（
川
合
庄
田
）
一
町
を
宛
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
他

の
文
書
に
暴
時
の
請
吝
（
ξ
と
か
「
馨
の
申
謹
（
藁

蓑
時
の
起
請
」
（
九
五
四
号
）
奮
と
あ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
か
か
る
請

文
も
し
く
は
そ
の
提
出
行
為
を
意
味
す
る
。
稲
木
大
夫
は
こ
の
他

に
も
同
里
内
に
ニ
ケ
二
二
町
、
計
三
町
の
庄
田
を
請
作
し
て
お
り

（た

k三

x
套
そ
給
の
日
量
つ
い
て
の
婁
で
あ
る
。

　
こ
の
請
文
に
お
い
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
　
「
当
年
の
作
毛
を

定
め
」
て
請
作
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
は
別
の
文
書
へ
隼

帆
㌢
、
コ
年
の
（
作
）
毛
を
墜
コ
、
と
套
解
釈
し
！
」
い
る
ご

と
く
、
㎝
請
作
が
一
年
忌
に
更
新
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、

こ
の
一
年
毎
の
契
約
更
新
は
、
公
田
の
賃
租
経
営
に
そ
の
系
譜
を
引

く
も
の
で
あ
る
・
と
は
明
ら
か
ぞ
あ
る
（
申
凹
曲
芸
氏
「
庄
園
の
研
如
九
」
　
一
六
一
…
貝
以
下
）
。
だ

か
ら
先
述
し
た
ご
と
く
国
衙
領
（
公
田
）
で
も
、
た
と
え
ば
板
玄
妙

住
入
ら
が
公
田
を
春
に
申
請
し
て
耕
作
し
て
い
る
よ
う
に
（
八
二
〇
号
）
、

同
様
の
形
で
請
作
経
営
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
て
こ
の
請
作
は
、
請
作
者
巨
田
堵
が
地
子
を
弁
進
ず
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も

と
、
請
文
を
提
出
す
る
こ
と
一
こ
れ
に
た
い
し
庄
政
所
よ
り
充
文

が
出
さ
れ
る
（
炉
奄
軌
婁
七
了
が
前
難
件
と
さ
れ
て
い
ξ

荒
凶
）
。
先
に
あ
げ
た
誕
庄
（
三
二
〇
号
）
や
愛
窪
（
蹴
駐
）
の
例
豊
・

れ
で
あ
る
。
そ
し
て
右
の
二
条
件
を
履
行
す
れ
ば
「
是
非
を
論
ぜ
ず

充
行
わ
れ
」
（
ご
一
三
九
号
）
た
が
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
コ
反
一
歩
の
庄
田

美
行
茎
か
ら
L
（
＝
八
八
号
）
ざ
る
璽
か
原
則
で
あ
っ
た
（
雛
箪
．

し
か
る
に
稲
木
大
夫
の
二
合
、
連
年
か
れ
は
地
子
米
の
未
進
を
行
い

か
つ
請
文
を
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
〇
八
五
（
応
徳
二
）

年
請
作
地
薄
町
の
中
二
町
は
他
に
箸
わ
れ
て
し
ま
っ
た
（
一
二
一
二
九
号
）
。
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同
様
の
例
は
他
に
も
見
ら
れ
、
東
寺
末
讃
岐
国
訴
茶
器
寺
で
は
．
そ

の
免
田
の
本
作
人
が
年
々
地
利
未
進
を
行
っ
た
た
め
、
　
一
〇
六
九

（
懲
五
）
年
・
れ
を
他
人
に
充
作
ら
し
め
て
㌢
・
・
と
（
陣
脱
三
）
、

興
福
寺
領
大
和
国
若
槻
庄
内
無
主
位
田
で
は
一
〇
〇
三
（
長
保
五
）

年
、
　
「
漂
浪
の
民
好
ん
で
権
勢
を
募
り
と
竜
す
れ
ば
拒
桿
を
な
す
。

春
時
撮
管
と
称
し
、
　
（
領
主
側
が
）
他
人
に
宛
つ
る
を
も
っ
て
愁
と

な
し
、
秋
収
軒
並
を
致
し
徴
使
に
逆
ら
う
を
も
っ
て
事
と
な
す
」
と

い
う
事
実
（
渡
辺
氏
前
掲
書
一
七
六
頁
）
な
ど
・
〆
、
れ
ノ
」
あ
る
。
と
く
に
愛
妾
ノ
し
は
、

「
か
か
る
（
地
子
未
進
の
）
輩
は
、
耕
作
居
住
を
停
止
」
（
心
髄
）
す

べ
き
で
あ
る
と
ま
で
非
難
さ
れ
て
い
る
。
稲
木
大
夫
も
、
そ
の
請
作

地
が
「
古
作
庄
田
」
で
あ
り
「
五
代
相
伝
の
作
」
で
あ
る
、
と
し
て

そ
の
権
利
を
主
張
し
て
い
る
の
ぞ
あ
る
が
、
結
局
そ
の
要
求
は
損
否

せ
ら
れ
、
翌
年
よ
り
あ
ら
た
め
て
宛
行
う
と
い
う
東
寺
の
主
張
に
承

服
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
ノ
し
あ
る
（
一
二
四
〇
暑
）
。
呈
、
請
作
は
原

則
的
に
一
年
更
新
（
有
期
的
請
作
）
で
あ
り
、
領
主
に
よ
る
そ
の
停

止
・
改
易
さ
ら
に
は
居
住
の
禁
止
す
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
事
実
に
基
づ
く
限
り
、
請
作
者

と
し
て
の
田
堵
の
地
位
は
、
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね

ば
な
る
ま
い
。
田
堵
の
こ
の
不
安
定
さ
は
、
前
述
し
た
そ
の
請
作
地

が
一
定
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
こ

こ
で
わ
た
く
し
は
、
田
堵
の
も
つ
土
地
は
「
浮
動
性
」
を
有
し
て
い

た
、
と
い
う
清
水
氏
の
指
摘
を
想
起
し
た
い
。

　
B
　
請
作
と
負
名

（　
清
水
氏
が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
肥
前
国
武
雄
神
社
の
上
分

田
が
、
一
一
七
六
（
安
元
二
）
年
に
定
免
化
す
る
ま
で
は
、
庄
内
に

自
名
の
田
が
な
く
得
田
を
も
つ
て
田
堵
が
浮
免
に
募
っ
て
い
た
、
と

い
う
事
実
に
あ
っ
た
（
前
掲
書
三
一
五
頁
）
。
玄
翁
と
は
藷
（
漿
顧
は
）
の
坪

付
が
定
っ
て
い
な
い
こ
と
を
い
い
、
そ
の
坪
付
が
固
定
さ
れ
る
の
を

定
免
化
す
る
と
い
う
が
、
わ
た
く
し
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、

田
堵
が
そ
の
免
田
の
請
作
者
で
あ
る
事
実
で
あ
る
。

　
免
田
の
史
料
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
東
大
寺
の
密
男

免
田
・
御
油
免
田
・
香
葉
免
田
な
ど
で
あ
ろ
う
が
、
白
米
免
田
が
黒

田
（
所
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
免
田
と
負
田
と
は
、
同
一

実
態
の
別
側
面
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
墨
田
と
い
う

い
い
方
は
、
笙
に
特
定
の
課
役
（
油
・
白
米
・
香
寺
な
ど
）
を
誉
田
、
と
い
う

意
味
で
あ
り
、
免
田
と
は
、
そ
の
際
負
田
部
分
に
国
衙
よ
り
の
雑
公

事
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
よ
り
す
る
呼
称
で
あ
っ
て
、
特
定
課
役
の
負

担
が
雑
公
事
の
免
除
か
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
を
強
調
し
た
い
い
方
で
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あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
負
田
（
免
田
）
が
負
（
所
）
名

と
も
記
載
さ
れ
、
そ
の
負
担
者
で
あ
る
田
堵
の
名
が
冠
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
よ
く
引
用
さ
れ
る
一
〇
九
六
（
嘉
保
三
）
年
の
黒
田
杣

出
作
負
名
愚
妻
（
二
一
一
六
〇
暑
）
に
よ
齪
、
一
三
町
の
稲
烹
は
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

衙
領
簗
瀬
村
に
あ
り
、
も
と
下
司
是
頼
の
負
田
ぞ
得
…
盛
名
と
い
い

（是

ﾅ
、
実
質
約
な
請
作
者
が
得
丸
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
）
、
是

頼
の
死
後
稲
吉
名
と
改
号
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ

に
国
衙
よ
り
の
雑
公
事
が
課
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
顧
堵
稲
吉
は
そ
の
停

止
方
を
訴
え
結
局
免
除
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
稲
吉
が
下
司
葦

穂
よ
り
そ
の
地
を
う
け
つ
ぎ
自
己
の
名
を
付
し
て
い
る
事
実
を
も
つ

て
、
稲
吉
は
そ
の
地
に
つ
い
て
の
占
有
権
な
り
私
有
権
を
表
示
し
て

い
ゑ
駈
落
挙
齪
攣
欝
癬
町
立
）
、
あ
る
い
は
、
・
の
画

名
は
寄
人
の
徐
で
あ
ゑ
鶴
顯
謙
’
蘇
）
と
い
え
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

う
か
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
出
作
負
名
（
稲
吉
名
）
が
寺
家
負
田
と

　
へ
　
　
も

か
是
頼
豊
田
と
も
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
つ
ま
り
寺

家
負
田
と
い
う
揚
合
は
、
こ
の
地
が
東
大
寺
の
便
補
地
で
あ
る
こ
と

蓬
馴
し
（
鞭
舐
認
）
、
是
頼
畠
と
い
う
書
方
は
、
直
奮

も
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ド
で
フ

覇
者
の
名
を
記
し
た
寄
合
ぞ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
名
は
、

そ
の
負
担
考
の
責
任
を
明
示
す
る
意
味
で
の
、
換
言
す
れ
ば
、
課
役

収
取
の
単
位
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
そ
の
土
地
に
た
い
す
る

占
有
権
。
私
有
権
の
概
念
を
内
包
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。
某
京
田

と
い
い
某
名
と
も
い
う
一
定
し
な
い
表
現
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
の
音
心
痛
で
次
の
事
実
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
長
福

寺
縁
起
に
よ
る
と
、
雑
役
を
負
う
田
堵
が
「
件
の
響
町
ら
」
と
呼
ば

れ
て
い
き
と
（
赤
松
俊
秀
氏
「
長
福
寺
」
京
都
府
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
第
二
〇
勝
）
、
一
〇
三

（
寛
弘
九
）
年
の
和
泉
国
事
案
（
野
駈
）
に
、
吉
作
公
田
を
開
発
せ
し

め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
荒
廃
し
て
い
た
な
ら
ば
た
と
え
大
名

（
堵
）
害
作
（
齢
蜘
堵
ソ
・
あ
っ
て
も
小
A
紫
黒
）
の
申
請
を
許
し
、

そ
の
本
善
書
耀
爺
脚
額
躇
）
杢
相
っ
て
（
諾
苛
い
）
黒
作

地
も
荒
れ
て
い
な
か
っ
た
奮
、
他
名
（
鞘
鷲
澱
灘
騰
舘
聯

抑
．
」
）
の
申
請
を
許
さ
な
い
、
と
あ
る
・
と
な
三
・
あ
る
。
ま
ず
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
つ
い
て
言
え
ば
、
開
墾
の
申
請
と
は
請
作
の
意
で
あ
る
こ
と
は
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し

ら
か
だ
が
、
こ
こ
ぞ
の
本
名
。
尊
名
と
い
う
表
現
に
は
、
土
地
の
概

た念
を
含
ん
で
お
ら
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
の
負
名
ら
と
い

う
い
い
方
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
例
か
ら
、
名

（
違
名
）
と
は
慰
瀞
馨
濤
静
象
（
禦
講
習
Y
つ
齢
身

　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

（
人
聞
）
を
意
味
し
、
直
接
土
地
ま
し
て
や
そ
の
権
剥
内
容
を
表
現
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す
る
言
葉
で
ば
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
〔
迫
記
〕
　
本
鞘
揃
で
は
い
ま
だ
充
分
考
え
が
熟
さ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
幡
隅
密

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

な
使
い
わ
け
は
し
て
い
な
い
が
（
と
く
に
第
二
章
）
、
　
入
身
的
負
担
と
負
枢

　
　
も
　
　
む

　
の
人
別
賦
課
と
は
ち
が
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
律
倉
的
負
担
は
前

者
で
あ
り
、
岡
堵
の
負
抵
は
後
者
で
あ
る
。
名
（
負
名
）
が
人
問
詑
慧
味
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
わ

　
て
い
て
も
、
そ
の
負
担
は
土
地
を
め
ぐ
る
そ
れ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
名
は
本
来
か
か
る
意
味
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て

も
、
こ
れ
が
負
担
者
の
名
を
冠
し
て
某
名
と
さ
れ
る
時
、
そ
の
名
が

某
の
負
担
地
1
1
請
作
地
を
も
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
当
然

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
述
稲
吉
名
の
揚
合
は
、
明
ら
か
に

　
　
ヘ
　
　
へ

名
が
土
地
を
意
味
し
て
い
る
．
だ
か
ら
こ
の
名
は
、
稲
吉
の
も
つ
占

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

有
権
・
私
有
権
の
対
象
と
し
て
の
土
地
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
請
作

ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
対
象
ぞ
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
わ
た
く
し
の
い
う
名
田
に
先
行
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

概
念
と
し
て
の
「
名
」
と
は
、
如
上
の
意
味
を
も
つ
土
地
ぞ
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　

ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　

お
　
　
セ
　
　
　
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

へ
　
　
も

と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
田
堵
段
階
で
は
、
権
利
関
係

へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
わ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
お
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ち
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
お
い
て
は
土
地
と
人
と
が
（
未
分
化
な
の
で
は
な
く
）
密
着
し
て

へ
　
　
あ
　
　
も

い
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
「
名
」
を
そ
の
意
昧
で
用
い
る
。
だ
か
ら

稲…

g
名
も
、
是
頼
が
死
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
負
担
者
が
、
お
そ

わ
く
そ
れ
迄
そ
の
土
地
に
何
の
関
係
竜
な
か
っ
た
ぞ
あ
ろ
う
田
堵
稲

吉
に
変
え
わ
れ
た
ま
で
で
あ
り
、
ま
た
稲
吉
名
に
の
み
雑
公
事
が
課

せ
ゆ
れ
た
と
い
う
○
も
、
そ
の
負
担
考
交
替
に
つ
い
て
の
、
東
大
寺

と
国
管
と
の
聞
の
事
務
的
連
絡
が
不
充
分
で
あ
っ
た
た
め
と
思
う
。

　
負
名
が
か
か
る
意
味
を
も
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
・
石
の
・
文
書
。
て
む
し

ろ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
指
診
（
名
）
が
撮
作
地
で
あ
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
へ

強
調
し
た
の
ち
、
　
「
平
民
公
田
の
負
名
」
ぞ
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

い
る
事
実
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
が
一
般
的
意
昧
で
の
旧
名

　
し（

名
）
ぞ
あ
る
と
思
う
Q
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
負
名
は
明
ら
か
に
公
田

の
課
役
負
響
藷
作
者
を
意
味
し
て
い
る
か
皇
」
あ
る
（
繭
醸

畑
論
）
。
し
た
が
っ
て
わ
た
く
し
は
、
い
わ
ゆ
る
薯
（
免
閏
）
は
、

右
の
ご
と
き
負
名
（
名
）
の
特
殊
形
態
一
雑
公
事
が
免
除
さ
れ
る

ヘ
　
　
へ

免
田
で
あ
る
一
と
考
え
る
。
だ
か
ら
さ
ら
に
言
え
ば
、
課
役
の
内

容
と
国
衙
と
の
関
係
を
捨
象
す
れ
ば
、
　
一
般
負
名
（
い
わ
ゆ
る
名
）

と
免
田
補
益
と
は
、
負
担
者
の
名
が
そ
の
土
地
に
付
さ
れ
て
い
る
と

い
う
限
り
に
お
い
て
、
同
一
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
。
と
す
・

れ
ば
こ
こ
で
は
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
が
、
有
名
な
一
一
〇
四
（
康

和
六
）
年
の
小
東
稟
蔓
擬
所
領
多
病
（
一
五
三
二
夢
）
は
、
「
請

申
す
所
件
の
如
し
」
と
あ
る
奥
書
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
所
当

弁
済
の
責
薯
響
か
に
し
た
婁
（
阿
部
氏
前
掲
論
丈
）
ノ
、
脅
、
し
た
が
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つ
て
そ
こ
に
謁
し
て
あ
る
九
名
は
、
た
ん
に
請
作
者
の
名
が
記
さ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
そ
の
土
地
の
面
積
は
、
名
田
の
経
営
規
模

で
は
な
く
し
て
請
作
の
単
位
。
規
模
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
か
く
て
、
名
（
負
名
）
と
は
そ
の
ま
ま
で
は
占
誉
権
。
私
有
権
を

意
腫
せ
ず
、
ま
た
経
営
の
規
模
を
示
す
竜
の
で
も
な
く
、
あ
く
ま
て

　
　
　
　
　
　
　
な

も
貢
納
責
任
者
の
名
そ
の
も
の
、
そ
れ
故
そ
の
名
が
付
せ
わ
れ
ノ
し
い

る
収
納
｝
の
湿
導
位
、
い
い
か
え
れ
ば
請
作
地
の
W
譲
位
・
規
模
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
小
東
庄
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
負
名
ロ
請
作
地
の
均
等
性
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
ぞ

あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
〇
八

照
（
応
徳
兀
）
年
東
寺
領
川
合
庄
町
別
所
当
鉦
蕩
状
（
婁
　
）
で

あ
る
。

①
均
等
名
の
意
味

（　
こ
の
結
解
状
は
、
川
合
庄
田
を
請
作
す
る
田
堵
十
王
が
見
納
。
未

進
し
た
一
〇
八
一
・
三
（
永
保
元
・
三
）
年
度
分
の
所
当
髄
鞘
を
注

進
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
か
れ
ら

畢
の
所
業
額
蒔
型
ハ
斗
（
選
管
竪
肌
難
諜
弊
無
題
）

か
ら
計
算
す
る
と
、
高
吉
。
稲
吉
大
夫
二
．
名
の
み
が
三
町
で
、
他
の

八
名
は
一
率
に
一
晦
を
講
坐
し
て
い
る
事
実
に
あ
る
。
こ
の
請
作
面

無
難
ぞ
あ
る
窪
、
炎
炎
の
請
作
巣
欄
熱
讃
艶
ユ

殉姪

?
）
か
ら
推
定
さ
れ
る
セ
“
う
に
、
条
里
制
に
基
づ
く
一
坪
全
体

⊥
町
（
瀞
黙
牽
六
）
が
宛
誓
の
単
位
と
さ
れ
た
・
た
よ

る
。
三
町
の
場
合
は
三
ケ
坪
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
結
局
、
講
作
の

蕪
本
単
位
は
す
べ
て
一
町
と
い
う
完
全
均
等
性
を
有
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
東
寺
は
川
合
庄
田
一
顯
町
（
旙
阯
献

言
鑓
麟
騨
騰
脇
尿
器
）
を
一
町
単
位
浄
蔽
濁
”
宛
行
い
、

＋
名
の
畢
豊
作
喜
て
い
た
わ
け
ゴ
曹
・
（
鶴
野
誌
辞

髄
欝
順
順
散
）
。
・
三
、
わ
た
く
し
は
、
渡
畏
の
表
さ

れ
た
均
等
名
論
に
善
繭
及
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

　
渡
辺
氏
の
齎
論
は
要
す
る
に
、
畿
内
庄
園
ノ
し
特
徴
的
な
一
～
二
町

前
後
の
均
等
な
る
名
顧
は
、
平
安
末
期
の
一
律
な
田
堵
役
”
雑
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
へ
　
　
も

事
・
夫
役
が
先
行
し
、
こ
れ
に
名
田
面
積
が
平
均
化
さ
れ
た
も
の
、

換
言
す
れ
ば
、
一
律
の
人
身
的
賦
課
“
田
堵
役
を
も
と
と
し
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
が
土
地
賦
課
へ
換
算
転
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
身
的
負
担
の
存
在
を
重
視
さ
れ
、
こ
れ
が
所
論

の
大
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
最
初
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
ぞ
は
氏
の
均
等
名
論
を
体
系
的
に
批
判
す
る
余
裕
は
な
い
ぶ
、

さ
し
当
っ
て
次
の
諸
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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第
齢
は
、
人
身
的
負
担
が
田
堵
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
問
題

に
す
る
に
し
て
も
、
課
せ
ら
乳
て
い
る
、
と
い
う
現
象
論
と
、
そ
れ

が
田
堵
の
基
本
的
性
格
で
あ
る
、
と
い
う
本
質
論
と
は
、
自
ら
別
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
へ

の
問
題
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
以
前
で
は
堂
に
人
身
的
負
担

は
存
在
し
て
い
た
と
憶
え
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
か
か
る
負
担

に
つ
い
て
氏
は
、
そ
の
多
く
を
鎌
倉
期
以
降
の
突
料
で
主
張
さ
れ
て

お
り
、
平
安
時
代
の
田
堵
の
負
う
人
身
的
負
担
に
つ
い
て
は
説
得
力

誓
ぼ
し
い
（
吉
閏
氏
前
掲
論
丈
）
点
ぞ
あ
る
。
つ
ま
り
す
で
に
成
立
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も

る
均
等
名
で
の
f
し
た
が
っ
て
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
i
名
主
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

瓦
負
狙
の
存
在
を
田
堵
に
投
入
し
、
そ
の
田
堵
役
か
ら
再
び
均
等
名
を

説
明
さ
れ
る
、
と
い
う
欠
陥
を
・
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
三
に
、

氏
は
均
等
名
の
標
準
と
さ
れ
た
面
積
は
、
平
安
時
代
以
来
確
立
さ
れ

て
き
た
宝
生
上
の
土
地
保
有
一
膚
然
発
生
旧
名
の
存
在
を
前
提
と

し
（
四
〇
二
・
三
頁
）
、
そ
の
蓋
附
を
・
え
る
馨
は
二
つ
に
分
解
し
、
小

さ
窒
の
は
馨
・
集
名
が
行
わ
れ
る
（
題
、
と
さ
れ
る
が
、
後

者
の
揚
重
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
氏
の
い
わ
れ
る
ご
と
く
に
賦
課

　
コ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
も

の
基
準
が
「
人
よ
妙
土
地
」
へ
転
換
し
た
の
な
ら
、
大
き
な
自
然
的

発
生
名
は
一
そ
れ
が
標
準
名
の
二
暗
あ
る
と
す
れ
ば
一
わ
ざ
わ

ざ
二
名
に
分
解
し
な
く
と
も
、
二
倍
の
負
担
を
課
せ
ば
す
む
こ
と
で

　
あ
ろ
う
。
　
そ
れ
が
土
地
賦
課
の
意
味
・
原
則
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
四
は
平
安
時
代
に
賦
謙
の
魚
島
が
人
よ
り
土
地
へ
転
換
し
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
こ
の
変
化
に
応
じ
て
土
地
を
媒
介
と
す

　
る
新
し
い
収
取
組
織
お
よ
び
そ
の
単
位
と
な
っ
た
も
の
が
百
姓
名
で

あ
る
、
と
い
う
毒
畏
の
説
（
魏
）
蛋
見
と
し
て
認
め
ら
雲

が
ら
（
三
三
七
・
四
五
四
頁
）
、
な
お
畢
の
藩
は
人
議
課
が
楽
的
ノ
・
壷

り
、
人
よ
り
土
地
は
畏
よ
茗
思
対
応
す
る
、
と
さ
れ
た
（
三

鰍
）
。
し
か
し
な
が
ら
わ
た
く
し
は
、
・
の
限
2
、
籍
欝
氏
の

説
に
賛
成
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
先
に
縷
述
し
た
ご
と
く
、

田
堵
と
地
子
田
耕
作
－
地
子
負
担
の
関
係
を
箆
鷺
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
・
ワ
。
つ
ま
り
渡
辺
氏
に
よ
る
田
堵
の
段
階
規
定
は
、
左

、
の
ご
と
く
一
段
階
ず
ら
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　
　
　
入
↓
土
地
　
　
　
以
上
の
諸
点
か
ら
ノ
し
も
わ
た
く

　
　
　
【
　
一
　
　
し
は
・
盗
難
の
形
成
笛
堵
役

　
　
囎
轟
一
地
子
　
　
の
草
堂
に
あ
る
の
で
は
な
く
・

　　

@　
@　

X
ゼ
三
跡
鐘
で
行
わ
れ
憲
わ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
7
一
．
。
を
髪
い
。
そ
・
し
で
ふ
萎
び

　
　
　
　
　
　
　
名
一
．
名
田
　
　
川
合
庄
の
問
題
に
か
え
る
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
へ

そ
こ
に
み
・
ら
れ
た
田
堵
の
請
作
す
る
庄
田
の
均
等
性
こ
そ
が
、
い
わ
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堵の存在形態（村井）

ゆ
る
均
等
名
成
立
の
前
提
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
そ
の
際
の
一
町
と
い
う
面
積
が
、
田
堵
に
と
っ
て
の
適
性
規

模
を
標
準
に
さ
れ
た
も
の
ぞ
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
定
し
て
よ
い
。

つ
ま
り
ト
　
「
私
領
主
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
形
で
庄
田
の
直
属
化

を
図
り
、
そ
2
散
田
H
請
作
聾
地
子
経
営
を
墓
本
的
体
制
と
し
た
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

園
経
営
方
式
が
、
そ
し
て
そ
れ
を
単
純
規
格
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と

が
、
か
か
る
均
等
名
を
成
立
せ
し
め
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

渡
辺
琉
は
散
田
部
分
1
1
領
主
直
属
地
を
、
名
を
均
等
化
す
る
に
際
し

て
標
準
名
に
み
た
な
い
も
の
に
付
加
す
る
土
地
、
と
い
う
程
度
に
し

か
評
価
さ
れ
て
い
な
い
が
、
鎌
倉
と
く
に
室
町
時
代
に
至
れ
ば
散
田

の
直
島
は
事
実
薄
れ
て
く
る
が
、
平
安
期
に
お
い
て
は
、
こ
れ
（
散

濁
1
1
請
作
）
が
基
本
的
体
制
で
あ
っ
た
と
思
う
。
以
上
を
要
約
す
れ

ば
、
峯
名
は
請
作
地
の
峯
宛
行
（
川
合
庄
は
基
本
的
か
つ
り
　
　
で
　
　
ヤ
典
型
的
な
場
合
で
あ
ろ
う
）
笛

来
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
段
階
の
名
は
請
作
“
収
取
単
位
・
規
模
を

示
す
の
み
ぞ
私
有
権
を
内
包
せ
ず
、
そ
の
実
態
ー
ー
権
利
内
容
は
ぎ
わ

め
て
微
弱
な
も
の
ぞ
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
「
田
堵
は

名
著
し
て
も
、
そ
れ
を
畢
職
と
呼
ば
参
・
み
な
い
」
（
縣
藷

聾）

艪
ｦ
ん
で
あ
る
。
・
れ
が
畜
と
し
て
そ
の
私
藻
が
確
認
さ

れ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
年
月
と
田
堵
の
抵
抗
を
必
要
と
し
た
。

　
D
　
名
田
堵
と
名
主

（　
従
来
、
田
堵
の
人
身
的
隷
属
関
係
を
示
す
好
例
と
さ
れ
る
の
は
、

東
大
寺
領
越
後
国
石
井
庄
に
お
い
て
、
隣
郷
の
古
志
獣
皮
な
る
も
の

が
一
〇
五
二
（
永
承
七
）
年
来
卜
し
、
庄
司
兼
愛
に
名
簿
を
捧
げ
て

田
堵
と
な
り
「
朝
夕
召
仕
」
わ
れ
た
、
と
い
う
事
実
ノ
、
拠
ろ
う
（
八
七
三
号
）
。

し
か
し
な
が
ら
－
一
般
の
論
者
は
不
思
議
と
着
過
し
て
い
る
の
だ

が
f
彼
寓
身
の
行
為
を
み
て
行
く
と
、
前
司
罪
代
に
相
同
し
て
兼

算
の
従
者
を
馬
盗
人
に
申
懸
け
て
国
司
に
訴
え
、
あ
る
い
は
放
言
を

む
ね

宗
と
な
し
、
地
子
を
弁
済
し
な
い
、
と
か
、
浪
人
を
隣
国
よ
り
召
寄

せ
て
荒
田
を
開
発
し
た
が
地
子
未
進
を
行
う
、
と
い
う
の
で
あ
っ
セ
、

た
と
え
得
々
が
「
従
者
」
と
い
わ
れ
て
い
て
も
、
か
か
る
行
為
か
ら
、

　
　
　
も
　
　
へ

庄
司
に
駆
使
さ
れ
る
隷
属
民
と
し
て
の
得
延
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
か
。
　
「
朝
夕
召
仕
」
う
と
か
「
従
者
」
で
あ
る
と
か
は
、

あ
く
ま
ぞ
も
支
配
者
側
の
論
理
に
す
ぎ
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
逆
に

注
周
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
浪
人
を
召
寄
せ
て
荒
田
二
〇
余
町
を
開
墾

す
る
際
、
三
口
余
の
地
子
弁
済
を
「
斤
定
」
し
、
浪
人
に
露
盤
を
下

し
て
開
か
し
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
か
れ
が
あ
ら
か
じ

め
弁
進
す
べ
き
地
子
額
を
定
め
て
荒
田
の
開
発
を
請
負
つ
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

意
味
し
、
だ
か
ら
名
簿
を
捧
げ
た
と
い
う
の
は
、
い
う
な
れ
ば
そ
の
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請
負
の
護
ノ
、
あ
っ
た
患
う
（
齢
難
錺
繋
黎
諺
鵯
肚

砺
聖
君
鏡
で
裟
3
。
し
か
も
、
隣
国
の
婆
を
召
寄
せ
翁

禁
饗
初
漁
）
彼
等
蓮
料
を
下
し
て
耕
作
・
暑
て
い
る
雛
は
、

わ
れ
紀
に
か
の
「
能
楽
聾
（
全
校
群
書
類
従
第
六
巻
文
筆
部
）
に
記
さ
れ
て
い

る
出
羽
三
晃
田
端
豊
楽
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
幽
八
尋
介
岡
中
豊
益
、
偏
え
に
耕
運
を
業
と
な
し
、
さ
ら
に
他
計
な
き
数

　
町
の
戸
主
。
題
名
賑
堵
也
。
兼
ね
て
水
旱
の
年
を
想
っ
て
鋤
鍬
を
調
え
、
暗

　
に
膿
迫
の
地
な
度
し
て
馬
丁
梨
・
逢
繕
う
。
或
い
は
堰
塞
堤
防
灘
…
渠
畔
綴
の
功

　
に
お
い
て
は
岡
夫
農
人
を
育
て
、
或
い
は
種
蒔
苗
代
耕
作
播
殖
の
営
に
お
い

　
て
は
、
五
月
男
女
を
労
う
の
上
手
な
P
。
作
る
所
の
植
植
・
倥
・
鞭
嬬
、
苅

　
穎
他
人
に
勝
る
。
…
…

　
松
本
氏
の
い
わ
れ
る
ご
と
く
（
前
掲
書
六
五
頁
）
、
創
作
と
は
い
え
こ
こ
に

は
当
時
に
お
け
る
大
名
田
堵
の
典
型
が
描
か
れ
て
い
る
と
思
う
。
古

志
得
延
や
田
中
・
豊
益
は
、
　
こ
こ
に
お
い
て
、
　
消
…
極
的
な
請
作
」
借
囁

地
耕
作
者
で
は
な
く
、
専
門
的
な
農
業
経
営
者
の
風
貌
を
呈
し
て
い

る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
田
堵
の
す
べ
て
が
か
か
る
存
在
で
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
大
な
り
小
な
り
国
衙
・
庄
園
領
主
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

り
請
作
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
田
堵
は
そ
の
「
業
」
と
し
た
の
で
あ

る
。
大
名
田
堵
・
小
名
田
堵
の
区
別
が
、
そ
の
請
作
地
面
積
の
大
小
に

よ
る
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

大
小
と
い
う
修
飾
語
を
の
ぞ
け
ば
、
　
「
名
田
堵
」
が
語
幹
と
蓄
え
よ

う
。
つ
ま
り
名
田
堵
と
は
名
の
田
堵
、
す
な
わ
ち
請
作
者
と
し
て
の

田
堵
の
意
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
わ
、
そ
の
請
作
地
の
大
小
が
大

名
・
小
名
田
堵
の
区
別
を
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
私
蒋
権

を
一
応
確
認
さ
れ
た
名
主
と
異
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ま
り
田
堵
の
請
作
す
る
土
地
は
借
地
に
す
ぎ
ず
、
請
作
権
な
い
し
請

作
地
H
名
に
た
い
す
る
露
有
権
は
、
宛
行
者
と
の
力
関
係
に
よ
る
強

弱
の
度
A
口
は
あ
る
に
し
て
も
、
本
来
一
応
ぞ
あ
る
の
が
当
然
ぞ
あ
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
宛
行
”
散
田
に
お
い
て
、
誰
を
請
作
者
と
す

　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
あ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ

る
か
は
全
く
宛
行
者
の
任
意
で
あ
b
〆
、
ま
た
一
年
更
薪
と
い
う
有
期

的
請
作
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
講
作
地
に
た
い
す
る
事
実
艶
事
着
権

　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

を
断
続
的
に
し
か
蓄
積
ぞ
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
先
述
し
た
ご
と
く
こ
の
請
作
は
、
請
文
提
繊
。

地
子
春
蚕
と
い
う
条
件
を
履
行
す
る
限
り
に
3
3
い
て
、
宛
行
者
に
と

っ
て
は
あ
え
て
他
人
に
改
易
す
る
理
由
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
や

る
か
ら
、
そ
れ
が
年
来
の
作
・
相
伝
の
作
と
い
う
形
で
田
堵
の
世
襲

あ的
請
作
地
と
も
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
先
の
川
合
庄
所
動

米
結
解
状
に
「
安
忠
安
介
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
田
堵
安
介
の
請
作

地
鑑
好
景
（
お
そ
ら
く
安
介
の
息
男
で
あ
ろ
う
）
が
う
け
つ
ぎ
、
地
子
貢
納
の

2・e　（los）



の存在形熊（村井）

責
任
者
に
な
っ
て
い
た
事
事
を
示
す
記
載
ぞ
あ
り
、
稲
木
大
夫
が
宛

行
停
止
処
分
を
う
け
た
時
、
「
古
駅
庄
田
」
　
「
五
代
相
伝
の
作
」
ぞ

あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
も
、
請
作
世
襲
の
事
実
を
そ
の
根
拠
と
し

て
い
た
の
で
あ
っ
た
し
、
翌
年
よ
り
再
び
宛
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
理
由
も
、
ま
た
そ
こ
に
あ
っ
た
。
こ
れ
が
や
が
て
、
事
実
的
占
有
権

を
も
つ
名
囲
腫
名
主
の
成
立
に
つ
な
が
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
述
べ

る
専
も
な
い
。
請
作
地
の
名
毘
と
い
っ
て
よ
い
（
韓
識
閣
）
。

事
実
、
稲
木
大
夫
は
そ
の
請
作
地
H
庄
田
を
「
名
田
」
と
も
称
し
て

い
た
し
（
＝
一
三
し
弓
ノ
酌
）
、
惜
歳
庄
の
馨
は
、
コ
声
言
の
作
手
重

と
称
す
べ
か
ら
ず
」
（
九
五
四
撃
）
と
あ
っ
て
、
否
定
的
で
あ
る
に
せ
よ
、

庄
園
領
主
の
側
に
お
い
て
も
請
作
者
が
名
主
と
観
念
さ
れ
て
い
た
事

情
を
示
し
て
い
る
。

　
だ
が
こ
こ
．
て
わ
た
く
し
は
、
次
の
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い

と
思
う
。
そ
れ
は
、
た
ん
に
講
作
の
世
襲
化
と
い
う
だ
け
で
占
有
権

が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
請
作
の
世
．
襲
化
は
、

り
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

既
成
事
実
を
つ
く
り
餌
す
意
味
ノ
L
は
重
要
だ
が
、
こ
れ
を
名
田
化
の

根
本
的
要
因
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、

名
閏
（
制
）
は
領
主
側
の
希
望
と
田
堵
の
意
欲
と
の
結
節
点
と
し
て

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
。

　
庄
園
領
主
と
田
堵
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
が
、
地
子
経
営
H

請
作
と
い
う
庄
園
経
営
方
式
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の

請
作
に
お
い
て
、
田
堵
が
領
主
よ
り
比
較
的
容
易
に
改
易
さ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
も
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

い
う
事
実
は
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
田
堵
は
地
子
七
三
と
い
う
負
担

へ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
へ
　
　
　
も

を
負
う
限
り
で
の
隷
属
関
係
を
庄
園
領
主
に
た
い
し
て
も
っ
て
い
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
領
主
は
田
堵
を
人
身

も
　
　
し
　
　
へ
　
　
あ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
へ
　
　
る
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
に
隷
属
さ
せ
て
い
る
わ
け
ぞ
は
な
く
緊
縛
度
が
き
わ
め
て
弱
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
関
係
か
ら
、
田
堵
は
弱
劣
な
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

場
に
あ
熟
が
ら
、
茅
、
れ
故
に
他
方
ノ
．
は
（
薄
葉
三
飯
鎚
蜘

騨
あ
）
、
請
作
を
め
ぐ
っ
て
強
固
な
抵
抗
を
示
し
て
も
い
る
わ
け
で
あ

る
。
た
と
え
ば
川
合
庄
で
は
十
一
世
紀
後
半
f
稲
木
大
夫
の
時
期

－
に
お
い
て
、
瞬
堵
に
よ
る
ほ
と
ん
ど
恣
意
的
と
竜
思
わ
れ
る
請

作
地
の
蕾
H
隠
田
化
．
堅
雪
進
が
行
わ
れ
て
曽
（
鋳
軋
講

燗
淋
）
、
ま
た
虚
語
肇
は
、
庄
園
箏
禦
地
子
農
別
三
斗
か
ら

五
斗
に
引
上
げ
よ
う
と
す
る
に
た
い
し
、
田
堵
は
あ
く
ま
ぞ
も
三
斗

を
固
執
し
さ
て
集
進
各
っ
て
い
る
（
L
輪
L
4
／
7
詔
四
審
）
。
か
か
る
畢
の
隠

田
。
地
子
未
進
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
引
用
し
た
も
の
以
外
に
も
多

数
の
史
料
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
窺

わ
れ
る
点
は
、
領
主
側
は
地
子
率
の
引
上
げ
に
よ
り
そ
の
増
収
を
意

（109，　）Sl



回
し
て
お
9
、
他
方
田
堵
は
、
低
率
地
子
の
固
執
。
地
子
の
未
進
・

独
胴
作
地
の
治
田
聾
私
有
化
を
図
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
地
子
率

の
引
上
げ
も
私
有
化
の
行
為
も
、
そ
の
共
通
の
前
提
と
す
る
と
こ
ろ

は
、
農
業
生
産
力
の
向
上
に
よ
っ
て
士
地
の
も
つ
意
味
が
ま
す
ま
す

重
視
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
事
笑
に
あ
る
ゆ
か
く
て
名
田
（
制
）
と

は
、
領
主
と
田
堵
と
が
抱
く
、
共
通
し
、
し
か
も
栢
対
立
す
る
土
地

　
へ
の
欲
求
を
止
揚
す
る
方
法
と
し
て
、
換
醒
す
れ
ば
、
緊
縛
度
の
き

わ
め
て
ゆ
る
い
田
堵
か
ら
確
実
に
地
子
を
よ
り
多
く
と
り
立
て
る
た

め
に
、
田
堵
の
土
地
所
有
権
を
認
め
て
一
ま
た
そ
の
抵
抗
に
よ
り

認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
一
そ
れ
を
名
田
と
な
し
、
そ
の
上
で

あ
ら
た
め
て
、
田
堵
を
土
地
に
密
着
し
た
名
主
と
し
て
緊
縛
す
る
、
、

と
い
う
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
名
田
制
と
は
、

　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
唱
方
で
は
田
堵
の
土
地
所
有
権
を
認
め
る
方
向
と
、
他
方
そ
れ
に
よ

　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
セ
　
　
へ
　
　
う
　
　
も
　
　
へ
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
却
っ
て
か
れ
ら
を
緊
縛
す
る
方
向
と
が
、
ま
さ
に
結
合
す
る
と

　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
リ
　
　
セ
　
　
カ
　
　
も
　
　
た
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

こ
ろ
の
矛
盾
的
統
一
と
い
う
形
で
成
立
し
た
体
制
だ
と
思
う
。
庄
園

、
史
上
、
地
子
経
営
の
成
立
す
る
九
・
十
世
期
の
劃
期
と
と
も
に
、
平
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

末
期
は
、
名
田
体
制
の
成
立
す
る
点
で
第
二
の
転
換
期
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
古
代
権
力
の
再
建
で
は
な
く
し

て
、
そ
の
封
建
的
対
応
つ
ま
り
封
建
化
へ
の
決
定
的
展
開
ぞ
あ
る
。

　
〔
追
認
〕
　
脱
稿
後
最
遣
刊
行
さ
れ
た
石
母
田
氏
の
「
院
政
期
の
一
つ
の
特

質
に
つ
い
て
」
　
（
古
代
末
期
敷
治
史
序
説
下
）
を
一
読
、
　
「
摂
関
政
治
の
時

期
は
、
田
堵
U
名
・
王
層
の
成
立
発
展
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
：
・
律

令
制
的
玉
茎
や
院
敵
時
代
の
所
…
当
・
公
事
の
強
化
さ
れ
た
時
代
に
比
較
す
れ

ば
、
領
主
の
収
奪
が
生
産
の
よ
η
発
展
し
た
土
盛
の
経
済
を
ま
だ
完
全
に
把

握
し
得
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
間
的
、
過
渡
二
段
階
…
を
設

定
し
て
は
じ
め
て
、
院
政
時
代
の
階
級
関
係
の
特
質
を
歴
史
的
に
正
し
く
理

解
し
得
る
と
お
も
う
」
（
四
五
四
頁
）
と
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
田
堵
を
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
セ

述
べ
て
来
た
如
く
理
解
す
る
見
解
と
結
論
的
に
は
導
く
一
籍
す
る
。
た
だ
し

田
町
一
H
名
主
局
と
等
置
す
る
限
η
、
氏
の
指
摘
は
充
分
で
な
い
。

　
　
　
③
　
治
田
と
尿
年
請
作
一
補
説

　

A
作
手
の
意
味

（　
以
上
数
節
に
わ
た
っ
て
散
田
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
考
察
し
て
き
た

の
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
叙
述
の
便
宜
上
、
次
の
ご
と
き
問
題
を
除
外

し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
は
、
由
比
m
隅
の
土
地
は
・
ア
ベ
て
以
・
上
述

べ
て
き
た
よ
う
な
散
田
さ
れ
る
一
色
田
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
コ
　
　
へ
　
　
も

ぞ
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
を
、
田
堵
と
は
庄
田
（
一
色
田
）
の
請
作

者
と
い
う
形
ぞ
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
か
、
と
い
う
形
ぞ
問
題

に
し
た
い
。
す
ぞ
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
先
に
引
用
し
た
清
水
三

男
氏
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
田
堵
の
も
つ
土
地
は
浮
動
性
を
有
し
て
い

た
が
、
他
方
田
堵
は
「
地
主
」
で
屯
あ
っ
た
、
と
い
う
問
題
を
い
ま
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、
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
、
田
堵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
り
　
　
も

は
庄
田
請
作
者
と
し
て
存
在
す
る
一
方
、
地
主
と
し
て
の
別
側
面
を

も
つ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
請
作
者
と
し
て
関
係
す
る
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

地
（
庄
田
）
と
、
地
主
と
し
て
の
田
堵
の
・
も
つ
土
地
と
が
、
別
個
の

ヘ
　
　
へ

土
地
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
さ
て
、
地
主
と
し
て
の
田
堵
の
存
在
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
手
掛

を
与
を
く
れ
る
の
は
、
平
舞
代
（
鎌
倉
期
以
降
に
つ
い
て
は
当
面
ふ
れ
な
い
）
の
文
書
に

し
ば
し
ば
見
う
け
る
「
作
手
」
な
る
言
葉
で
あ
る
。

竹
内
理
三
氏
は
（
前
掲
書
一
八
七
1
一
九
〇
頁
）
、
望
塞
の
根
拠
茎
長
の

私
佃
経
営
と
農
民
の
新
田
開
発
に
求
め
ら
れ
、
後
者
に
つ
い
て
次
の

ご
と
き
事
例
（
　
○
〇
二
号
）
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
〇
六

六
（
治
暦
二
）
年
東
大
寺
は
伊
賀
国
簗
瀬
歯
内
の
荒
野
を
丈
部
為
延

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
る
竜
の
に
宛
行
っ
て
開
発
せ
し
め
た
が
、
そ
の
際
の
条
件
は
、

①
三
ヶ
年
聞
は
地
利
免
除
、
以
後
は
国
衙
に
官
物
、
寺
家
に
加
地
子

（反

縺
j
を
弁
進
ず
る
こ
と
、
②
作
手
は
為
延
の
子
孫
に
相
伝
せ
し

め
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
荒
野
開
発
が
宛
行
H
請
作
の
形
式
を
と
っ

て
い
る
こ
と
と
右
の
二
点
は
、
作
手
な
い
し
地
主
の
性
格
を
知
る
上

で
興
味
あ
る
事
実
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
竹
内
氏
は
、
右
の
ご
と

き
事
実
か
ら
「
請
作
す
る
農
民
は
、
そ
の
請
作
田
に
対
し
て
何
等
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

極
的
な
権
利
を
有
し
て
い
な
い
。
然
る
に
年
女
歳
々
請
作
を
く
り
返

も
　
　
も
　
　
へ

す
申
に
、
　
一
の
権
利
を
生
じ
た
。
　
耕
作
権
1
作
手
権
一
で
あ
る
」

（一

_
引
用
者
）
と
さ
れ
た
の
は
、
は
た
し
ノ
・
当
を
え
た
解
釈
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
へ
　
　
も
　
　
あ

う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
為
延
は
作
手
の
「
相
伝
」
を
前
提
条
件
と
し
て

開
墾
（
1
一
請
作
）
に
蒲
手
し
て
い
る
の
ぞ
あ
っ
て
、
草
々
の
世
襲
と

　
　
た
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
カ

い
う
既
成
事
実
に
も
と
つ
い
て
、
作
手
な
る
権
利
が
は
じ
め
て
認
め

ら
れ
た
屯
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
前
後
関
係
の
錯
倒
は
、

本
質
的
な
ち
が
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
前

に
、
作
手
な
る
言
葉
の
用
法
に
注
国
し
た
い
。

　
作
手
は
大
別
し
て
、
①
右
の
ご
と
き
宛
行
状
か
、
②
さ
も
な
け
れ

ば
（
む
し
ろ
大
部
分
が
）
土
地
売
券
算
定
し
て
見
う
け
・
・
用
語
で
あ
る
。
前

者
か
ら
、
作
手
が
請
作
に
関
係
あ
る
権
利
－
作
人
と
し
て
そ
の
土
地

を
耕
作
す
・
権
利
（
今
井
林
太
郎
氏
「
日
本
荘
園
欄
史
論
偏
　
一
一
五
頁
）
で
あ
き
と
延
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
が
売
券
に
見
ら
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
請
作

権
で
は
あ
っ
て
竜
、
前
節
ま
で
に
述
べ
て
き
た
庄
田
の
請
作
権
と
は

ち
が
っ
た
実
質
を
も
つ
も
の
ぞ
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
そ
こ
で
み
た
よ
う
に
、
請
作
庄
田
を
売
買
す
る
権
限
は
田
堵
に
全

く
附
与
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
作
手
の

対
象
と
な
る
土
地
は
、
売
買
す
る
こ
と
が
で
き
る
土
地
、
換
言
す
れ

2・3 （1ユ1）



ば
、
私
有
地
で
あ
っ
た
こ
と
ボ
考
え
わ
れ
よ
う
。
事
実
売
券
で
は
ほ

と
ん
ど
忍
所
簿
（
九
七
八
号
）
「
私
欝
」
（
導
通
三
）
霜
伝
田
L
（
翻
）

と
記
さ
れ
、
　
ま
た
そ
れ
ら
の
土
地
に
つ
い
て
の
作
手
も
、
　
た
ん
に

犀
手
し
と
す
る
だ
け
薄
く
、
し
ば
し
ば
薄
闇
作
手
L
（
ヒ
〔
、
、
『
）
三
夢
）

「
年
来
隼
」
（
た
跡
ハ
）
霜
伝
隼
」
（
妄
九
）
忍
隼
」
（
山
バ

蜀
八
）
奮
と
記
さ
塾
し
い
る
。
し
た
が
ヨ
し
、
従
来
た
ん
な
・
。

「
作
奉
と
「
歪
作
手
」
皇
区
別
し
て
じ
・
が
（
器
量
喚

戴
）
、
両
者
は
実
態
に
棄
て
は
璽
の
も
の
と
考
・
ん
て
よ
い
患
う

（九

?
）
。
つ
吉
作
手
書
年
作
手
・
は
、
先
祖
の
開
蓄
（
鋸
九
）

一
治
田
・
墾
田
活
動
に
よ
る
私
有
地
に
つ
い
て
の
権
利
で
あ
る
。
先

に
述
べ
た
丈
部
為
延
の
鳴
合
は
、
そ
の
開
発
が
領
主
の
宛
行
に
よ
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
代
話
し
嘉
禁
か
（
そ
れ
を
前
提
条
件
と
し
て
）
、

私
有
地
に
準
ず
る
作
手
涯
永
年
作
手
を
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

同
屡
恢
の
例
は
、
西
院
小
｛
泉
山
比
内
の
荒
田
畠
一
町
を
開
｛
発
さ
せ
る
た
め

僧
知
増
に
充
行
い
、
作
手
と
し
て
永
く
領
知
せ
し
め
て
い
る
一
〇
八

二
（
永
保
二
）
年
徳
隼
聚
行
共
た
銑
八
）
に
も
見
出
す
こ
と

が
で
き
よ
う
。
竹
内
氏
は
、
わ
た
く
し
の
言
う
庄
田
請
作
権
の
揚
合

と
混
同
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　
た
だ
し
、
作
手
が
詰
…
作
権
の
意
味
を
も
つ
こ
・
臣
」
か
ら
、
庄
田
需
作
権
と
岡
．

様
の
意
に
妬
い
ら
れ
る
揚
合
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
か
か
る
作
手
な
る
権
利
の
内
容
な
り
原
則
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、

平
安
時
代
に
お
け
る
私
有
地
一
治
田
畠
の
問
題
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

瑚
治
田
請
作

（　
田
堵
と
治
田
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
よ
く
利
用
さ
れ
る
史
料

は
、
観
世
音
寺
領
筑
前
国
高
田
庄
（
二
四
六
…
五
〇
号
）
・
八
坂
神
社
領
丹
波

津
波
危
響
（
箋
九
）
の
託
ノ
・
あ
・
？
つ
。
し
た
が
っ
て
・
し
・
し
ノ
」

は
あ
ら
た
め
て
そ
の
事
情
を
述
べ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
庄
園
に
お
い

て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
成
立
の
主
体
が
中
小
地
主
に
よ
る
か
れ

ら
の
治
田
（
家
地
・
山
林
）
寄
進
や
沽
却
に
あ
り
、
立
庄
後
あ
ら
た

め
て
そ
の
庄
田
の
預
作
人
H
田
堵
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

當
庄
の
馨
か
れ
ら
は
宥
縁
の
纂
L
（
毒
と
呼
ば
れ
、
寺

家
よ
り
そ
の
国
役
免
除
が
筑
前
国
衙
に
申
請
さ
れ
て
い
る
。
事
情
は

少
し
異
な
る
が
、
一
〇
五
七
（
天
喜
五
）
の
河
内
国
龍
泉
寺
氏
人
等

解
案
（
八
五
五
号
）
に
記
さ
れ
て
い
る
寺
領
1
敷
地
三
〇
〇
町
．
紺
口
庄
水

田
等
氏
人
私
領
二
〇
町
余
・
山
地
一
処
は
、
氏
人
宗
岡
氏
一
族
が
、

か
れ
ら
の
私
領
家
地
を
そ
の
氏
寺
瀧
泉
寺
の
寺
領
と
す
る
こ
と
に
よ

鍛（112・）



田籍の存潅形態（村井）

つ
て
国
衙
よ
り
の
負
担
を
回
避
し
た
興
味
あ
る
例
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
寄
進
地
系
庄
園
に
お
け
る
地
方

・
豪
族
の
所
領
寄
進
行
為
一
そ
の
規
摸
の
大
小
と
規
制
力
の
強
弱
は

と
も
か
く
一
と
そ
の
目
的
。
手
段
に
お
い
て
全
く
ひ
と
し
い
行
為

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
九
世
紀
末
か
ら
の
．
急
激
な
庄
園
の
増
伽
は
、

例
の
延
喜
庄
園
整
理
令
に
、
　
「
諸
国
妊
濫
の
百
姓
、
課
役
を
の
が
れ

ん
が
た
め
に
、
や
や
も
す
れ
ば
京
師
に
お
も
む
き
、
好
ん
で
豪
家
に

嘱
し
、
あ
る
い
は
田
地
を
も
つ
て
詐
わ
り
て
寄
進
と
称
し
、
あ
る
い
、

は
下
戸
を
も
つ
て
売
与
と
号
し
」
た
と
い
う
事
情
に
そ
の
原
因
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
先
に
述
べ
た
田
堵
の
寄
進
行
為
が
こ
れ
に

該
当
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
ぞ
、
奈
良
時
代
に

は
じ
ま
る
百
姓
の
墾
田
活
動
を
重
視
さ
れ
た
林
屋
辰
三
郎
氏
の
所
論

（
簸
襲
鶴
雛
騨
靴
）
は
、
け
芒
傾
薯
あ
た
い
す
る
。

　
か
か
る
田
堵
の
行
為
は
、
そ
の
主
要
な
る
目
的
が
国
衙
よ
り
の
雑

役
を
免
除
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
寄
進
に
よ
り
一
庄
を
形
成
し
た
わ

け
で
あ
る
が
、
し
か
し
治
田
主
の
す
べ
て
が
、
か
よ
う
な
手
段
に
よ

っ
て
そ
の
権
益
を
維
持
あ
る
い
は
獲
得
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
お

そ
ら
く
一
般
の
治
田
畠
は
、
現
前
の
庄
園
領
主
や
国
衙
に
把
握
さ
れ
、

形
と
し
て
は
庄
田
請
作
と
同
様
地
子
弁
進
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の
と

思
う
。
つ
ま
り
治
（
墾
）
田
は
、
墾
田
永
世
私
財
法
に
よ
っ
て
私
財

と
さ
れ
は
し
た
が
、
完
全
な
私
膚
地
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ

に
問
題
が
あ
っ
た
。
　
大
山
庄
で
、
　
治
田
を
私
領
と
称
し
た
の
に
対

し
て
寺
家
側
が
、
私
領
主
あ
る
べ
か
ら
ず
と
し
た
の
は
そ
の
好
例
で

あ
ろ
う
。
ま
た
一
〇
五
六
（
天
喜
四
年
）
年
の
伊
賀
守
小
野
守
経
巻

（八

求j

ﾉ
は
欝
地
子
と
あ
り
、
ま
た
二
つ
い
て
も
、
し
ば
し
ば

引
用
し
た
理
智
庄
司
興
三
三
）
に
作
尊
号
柔
進
毛
管
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
と
く
に
興
昧
を
ひ
く
の
は
、
一
〇
六
八
（
治
暦
四
）

年
讃
岐
国
曼
茶
羅
寺
に
お
い
て
、
「
畠
地
を
庄
官
と
な
す
こ
と
し
と

あ
っ
て
畠
地
が
庄
地
に
「
取
入
れ
」
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
ろ
う

（一

Z
三
〇
号
）
∵
・
れ
は
豪
賦
課
の
蒙
と
重
て
き
を
髪
物
語

っ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
、
作
手
と
い
う
権
利
意
識
が
こ
の
頃
か
ら

現
わ
墾
畜
の
は
（
鞭
砥
鋸
）
、
芝
に
地
子
讐
の
一
難

成
立
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
地
子
率
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
て
き
た
傾
向

の
中
で
、
治
田
昌
に
た
い
す
る
権
利
を
確
認
す
る
意
・
味
で
生
ま
れ
て

き
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
な
ら
ば
治
田
畠
に
た
い
す
る
権
利
内
容

は
ど
の
よ
う
な
も
の
ぞ
あ
る
か
。
わ
た
く
し
は
具
体
的
に
は
、
先
に

引
用
し
た
錦
部
為
麺
の
作
手
に
見
ら
れ
る
も
の
が
そ
れ
と
思
う
。
す

な
わ
ち
、
①
永
代
占
有
権
と
②
適
地
総
弁
進
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い

20r （ユ13）



て
は
説
明
を
要
し
ま
い
が
、
後
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
為
延
は
そ
こ

で
反
別
一
斗
の
加
地
予
を
並
進
す
れ
ば
よ
か
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
が

普
通
三
－
五
斗
代
の
地
子
と
比
較
し
て
き
わ
め
て
低
額
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
ぞ
も
な
い
。
わ
た
く
し
は
こ
の
よ
う
な
権
利
内
容
を
も
つ

請
作
を
「
治
田
請
作
」
と
名
付
け
、
　
「
庄
（
公
）
田
請
作
」
と
区
別

し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
清
水
三
男
氏
の
す
ぐ
れ
た
示
唆
に
導
か
れ
て
わ
た
く
し
は
、
田
堵

　
へ
　
　
き
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
基
本
的
に
は
庄
（
公
）
田
の
請
作
者
で
あ
り
、
他
方
治
田
所
有
者

で
電
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
き
た
の
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
ま
で
あ
げ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

史
料
は
、
川
合
庄
な
ど
が
前
者
、
波
々
伯
部
村
な
ど
が
後
者
の
典
型

で
あ
り
、
い
わ
ば
両
極
端
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
現
実
の
田
堵
が
、

　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

そ
の
両
側
面
を
も
つ
て
い
た
こ
と
へ
の
留
意
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ

る
が
、
す
で
に
紙
数
も
超
過
し
た
の
で
、
治
田
の
も
つ
意
味
、
治
田

に
お
け
る
権
利
内
容
（
加
地
子
取
得
権
）
、
　
治
田
に
お
け
る
治
田
主

と
作
入
の
関
係
（
A
造
作
B
と
い
う
）
、
　
な
ど
に
つ
い
て
は
近
く
発

表
す
番
別
稿
に
ゆ
ず
り
、
本
稿
で
は
そ
の
指
摘
の
み
に
と
ど
め
た
い
。

た
だ
こ
の
こ
と
か
ら
一
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
に
み

た
ご
と
く
請
作
者
と
し
て
の
田
堵
の
地
位
が
不
安
定
だ
と
し
て
竜
h

も
　
　
し
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
セ

田
堵
に
と
っ
て
は
そ
の
請
作
庄
田
の
み
が
か
れ
の
全
生
活
基
盤
で
は

あ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ミ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

な
い
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
請
作
地
に
た
い
す
る
権
利
関
係
だ
け
か

ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
セ
　
　
へ
　
　
た
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

ら
、
田
堵
の
存
在
構
造
・
規
模
を
直
接
問
題
に
す
る
こ
．
と
は
で
き
な

い
・
と
い
う
慕
実
ぞ
あ
る
。
従
来
の
田
堵
研
究
者
に
は
、
こ
の
点
に

つ
い
て
の
留
意
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
か
ら

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
稿
は
、
従
来
の
研
究
に
お
け
る
最
大
の

盲
点
た
る
、
「
田
堵
と
請
作
経
営
と
の
関
係
を
朗
ら
か
に
す
る
こ
と
を

当
面
の
主
題
と
し
た
亀
の
ぞ
あ
る
。

四
、
む
　
　
す
　
　
び

　
こ
れ
ま
ぞ
、
庄
園
の
研
究
を
名
田
に
の
み
焦
点
を
し
ぼ
り
そ
の
上

で
庄
園
や
名
田
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
、
時
間
的
に
も
空
話
的

に
竜
、
庄
園
や
名
田
の
本
質
を
見
失
う
結
果
を
招
来
し
た
、
と
い
う

の
が
、
・
本
稿
の
出
発
点
ぞ
あ
っ
た
。
本
文
で
述
べ
て
き
た
こ
と
ど
も

は
、
い
ず
れ
も
そ
こ
よ
り
流
れ
歴
た
わ
た
く
し
の
疑
問
に
す
ぎ
な
い
。

い
ま
そ
れ
ら
を
要
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
な
ろ
う
。

①
律
令
的
収
取
体
系
の
弛
緩
と
、
他
方
に
お
け
る
農
業
生
産
力
の

向
上
に
よ
り
、
九
・
十
世
紀
を
劃
期
と
し
て
地
子
田
経
営
が
成
立
す

る
つ
こ
の
経
営
方
式
は
請
作
と
呼
ば
れ
、
そ
の
請
作
者
が
田
堵
で
あ
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堵の存海形態（村ジ｛り

つ
た
。
私
領
主
あ
る
べ
か
ら
ず
と
す
る
庄
園
領
主
の
意
図
は
、
庄
田

を
直
属
儲
り
一
色
田
と
し
、
も
っ
て
こ
れ
を
散
田
“
宛
行
1
1
請
作
1
1

地
子
田
経
営
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

②
賃
租
に
系
譜
を
引
く
請
作
経
営
に
お
い
て
は
、
請
作
の
一
年
契

約
と
、
領
主
に
よ
る
宛
行
”
散
田
で
あ
る
こ
と
よ
り
す
る
微
弱
な
請

作
権
、
を
そ
の
基
本
的
特
色
と
し
た
。
名
と
は
そ
の
請
作
者
の
名
ぞ

あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
客
体
た
る
土
地
（
わ
た
く
し
の
い
う
名
）

は
、
か
か
る
請
作
の
単
位
H
収
取
単
位
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て

経
営
規
模
を
示
す
竜
の
で
は
な
く
、
ま
た
私
有
権
を
内
包
す
る
概
念

ぞ
は
な
い
。
均
等
名
も
、
こ
の
請
作
地
の
均
等
宛
行
に
よ
っ
て
成
立

す
る
も
の
ぞ
あ
る
。

③
名
田
の
成
立
は
、
か
か
る
請
作
地
の
世
襲
化
に
一
根
拠
が
あ
る

が
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
た
原
動
力
は
請
作
に
お
け
る
田
堵
の
抵

抗
で
あ
り
、
他
方
田
堵
を
緊
縛
し
よ
う
と
す
る
領
主
側
の
意
図
に
あ

っ
た
。
庄
園
制
の
第
二
次
編
成
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
田
堵
と
名
主

と
は
、
名
西
請
作
権
（
地
）
と
名
田
1
1
私
有
権
（
地
）
に
対
応
す
る

も
の
ぞ
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
歴
愛
的
性
絡
…
の
差
異
が
あ
っ
た
。

④
田
堵
は
し
か
し
な
が
ら
、
庄
田
請
作
者
で
あ
る
一
方
治
田
二
二

地
主
日
加
地
子
取
得
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
両
面
を
統
一
的
に
把
握

し
究
明
す
る
こ
と
が
、
田
堵
の
具
体
的
存
在
形
態
を
知
る
前
提
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
本
稿
で
わ
た
く
し
の
意
図
し
た
の
は
、
田
堵
と
名

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

主
、
名
と
名
田
の
段
階
差
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
請

作
の
実
態
を
明
・
ら
か
に
す
る
こ
と
が
そ
の
解
明
の
前
提
ぞ
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
最
初
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
あ
え

て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
発
想
か
ら
出
発
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
り

あ
ま
り
に
も
歯
面
か
つ
未
整
理
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
か
ら
ぞ
あ

る
。
時
代
区
分
の
問
題
は
、
少
く
と
も
如
上
の
点
を
明
ら
か
に
し
た

上
で
論
じ
ら
る
べ
き
も
の
ぞ
あ
る
と
思
う
。

　
は
じ
め
に
あ
げ
た
問
題
点
を
ど
の
程
度
明
ら
か
に
し
え
た
か
、
省

み
て
内
心
前
章
た
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
所
論
の
誤
謬
も
多
々
あ

ろ
う
か
と
思
う
。
文
中
で
及
ん
だ
先
学
へ
の
非
礼
を
お
わ
び
す
る
と

と
も
に
、
大
方
の
御
叱
正
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
五
七
・
一
・
一
三
脱
稿
〕
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　　　　　AStudy　of　Tato（田堵）

　　　　　　一especially　on　its　relatlon　with　sanden（散繊）and嬬8sぬ‘（講作）一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yasuhiko　Murai

　　Judging　from　its　fundamental　sources，　ie　seems　incorrect　fer

me　to　take　it　for　granted　that　the　basic　featqre　of　tato（田堵），

．as　it　has　been　explained，　is　its　personal　subjection　to　the　manor

lords，　or　its　manual　labor．　TheR　1　tried　to　throw　light　on　the

’following　facts：　the　manor　in　the　Heian　era　was　based　on　the

，Sanden（散閏）SyStem………ゴisiden（出也子田）management　by　the

－contract　of　tato　in　shoden（庄田）（demesne．of　the　manor　lord）；

・culininating　iR　the　conclusion　that　tato　then　subjected　to　the

inanor　lord　in　rather　weaker　degree　than　under　the　myoshzt一

．mNoden（名主。名田）system．

　　　　　　　　　　The　Making　of　Kiki（記紀）Genealogy

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wajin　Kasai’

　　With　the　intentlon　that　the　st“dy　of　Kiki（記紀）genealogy

should，費rs宅of．．　a玉1，　be　to　carefu1至y　trace　its　r鷺odi且cat量ons　and

additions　iR　the　later　period，　1　have　investigated　a　side　of　the

making　of　Ki；〈i　genealogy　mainly　from　the　matrimonial　sources．

Then　1　have　come　to　the　conclusion　that　the　imperial　lineage

before　the　era　of　E：mperor　Kaika（開化），　such　as　genealogie＄　of

H三koimasunomiko（臼子坐ヨ三），　Amenohiboko（天B矛）and　etc，，　was

based　on　the　matrimonial　form　ln　the　reign　of　the　Emperor

Temmu（天武）二and　thls　ass鷺mption　will　throw　light　on　the

records　of　eigltt　emperorS　before　Emperor　Kaika　on　the　inaking

ef　whlch　many　discussions　have　been　made．
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