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史
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戦
後
日
本
古
代
史
学
界
の
な
か
で
、
す
る
ど
い
問
題
意
識
の
う
え
に
立
っ
て
、

多
角
的
か
つ
執
拗
な
ま
で
に
問
題
を
追
究
さ
れ
て
き
た
上
田
正
昭
氏
が
、
右
の

大
著
を
世
に
問
わ
れ
た
。
著
者
の
関
心
と
研
究
が
単
に
旧
来
の
学
問
領
域
内
に

と
ど
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
本
書
の
「
あ
と
が
ぎ
」
に
記
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
著
作
活
動
は
ま
こ
と
に
精
力
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
個
々
の
論
著
は
い
ず
れ
も
影
響
力
に
と
む
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で

な
い
。

　
本
書
は
、
こ
れ
ら
所
論
の
う
ち
か
ら
標
題
に
そ
っ
て
え
ら
ば
れ
た
諸
稿
お
よ

び
新
稿
三
篇
を
中
心
に
、
主
題
に
た
い
す
る
著
者
の
体
系
と
立
場
を
統
一
的
に

表
明
し
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
こ
に
氏
の
主
要
な
業
績
が
結
集
さ
れ
て
い
る
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
も
と
「
天
皇
制
の
な
り
た
ち
の
論
究
を
氏
族
系
譜

の
側
頂
か
ら
探
り
だ
す
」
こ
と
を
出
発
点
と
さ
れ
た
研
究
的
座
標
は
一
貫
し
て

本
書
に
受
継
が
れ
「
古
代
王
権
の
な
り
た
ち
と
そ
の
変
貌
、
お
よ
び
こ
れ
と
密

接
に
つ
な
が
り
の
あ
る
地
方
豪
族
の
実
態
と
そ
の
南
極
事
情
」
　
（
四
頁
）
の
解

明
が
課
題
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
本
書
刊
行
の
意
義
と
役
割
は
、

ま
さ
に
古
代
王
権
の
歴
史
的
性
格
の
解
明
を
、
日
本
古
代
史
研
究
の
基
本
課
題

に
す
え
、
古
代
天
皇
制
の
体
系
的
叙
述
を
試
み
た
点
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い

と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
書
評
に
あ
た
り
ま
ず
最
初
に
確
認
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
著
春
の
整
理
に
し
た
が
う
と
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
）
、
戦
後
の
古
代

史
研
究
は
と
り
わ
け
次
の
二
つ
の
方
法
論
的
戒
果
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
一
つ
は
記
紀
の
交
献
批
判
に
お
け
る
津
田
史
学
の
成
果
で
あ
り
、
一
つ

は
戸
籍
計
帳
の
分
析
な
ど
に
示
さ
れ
た
史
的
唯
物
論
の
方
法
で
あ
る
。
し
か
し

摂
取
は
け
っ
し
て
無
批
判
に
な
さ
れ
た
の
で
な
く
、
そ
の
再
検
討
か
ら
は
じ
め

ら
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
ひ
と
り
学
界
の
主
流
的
南
向
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、

著
者
み
ず
か
ら
歩
ん
で
ぎ
た
尊
い
足
跡
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
方
法
的

指
針
を
右
の
間
に
設
定
し
、
具
体
的
な
テ
…
マ
に
つ
い
て
そ
れ
を
適
用
し
、
，
し

か
も
皇
考
を
統
一
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
容
易
な
仕
事
で
は

な
い
。
本
書
の
画
論
を
と
お
し
て
氏
は
い
か
な
る
立
場
を
基
礎
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
著
者
の
方
法
酌
試
み
か
ら
、
少
な
く
と
も
次
の
三
点
を
摘
出
で
き
よ
う
。
第

一
は
一
見
凡
庸
に
み
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
津
田
史
学
の
摂
取
と
克
服
へ
の

探
索
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
津
田
史
学
の
方
法
的
克
服
に
と
り
く
む
に
先

立
ち
、
そ
の
方
法
と
限
界
に
つ
い
て
、
第
五
部
「
津
田
史
学
の
方
法
と
課
題
」

で
検
討
を
繍
え
、
方
法
を
も
た
な
い
実
証
の
た
め
の
い
わ
ゆ
る
実
証
史
学
の
同

類
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
、
歴
史
の
基
盤
を
「
生
活
気
分
」
な
る

精
神
作
胴
に
も
と
め
、
客
観
的
条
件
無
視
の
ゆ
え
に
「
き
わ
め
て
非
歴
史
的
な
、

し
た
が
っ
て
ま
た
非
具
体
的
な
も
の
」
　
（
三
九
四
頁
）
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
破
綻
を
つ
い
て
い
る
。
津
田
史
学
の
再
検
討
は
そ
の
「
本
質
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
、
　
規
在
の
歴
史
学
の
課
題
を
腿
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
」
つ
て
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評

（
三
七
七
頁
）
、
本
警
金
叙
述
の
い
、
わ
ぽ
基
調
で
あ
り
、
篇
章
は
そ
の
検
証
の
場

と
も
な
っ
て
い
る
。

　
各
所
で
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
る
鼠
殺
史
学
の
方
法
的
克
服
は
、
疑
わ
し
き

部
分
を
ふ
く
む
説
話
全
体
は
後
代
の
作
為
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
へ
の
批

判
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
記
紀
の
肯
定
酌
利
用
は
、
作
為
の
背
景
と

な
っ
た
時
代
を
明
ら
か
に
す
る
よ
り
、
説
話
自
体
の
作
為
の
過
程
と
そ
の
背
後

に
存
す
る
事
実
を
さ
ぐ
り
だ
し
、
そ
れ
を
素
材
に
古
代
国
家
の
発
展
を
再
構
成

さ
れ
る
に
あ
る
。
説
話
が
「
説
話
と
し
て
そ
れ
な
り
の
意
味
を
も
つ
」
　
（
一
一

二
頁
）
の
は
こ
の
立
場
か
ら
で
あ
り
「
作
為
を
作
為
と
し
て
本
源
を
本
源
と
し

て
見
き
わ
め
、
両
者
の
結
節
点
や
融
合
形
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
」
　
（
九
三
頁
）
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
史
料
の
批
判
酌

尊
重
は
、
い
か
に
し
て
記
述
の
史
実
性
を
証
明
す
る
か
問
題
が
あ
り
疑
悶
が
生

じ
な
い
と
も
い
え
な
い
が
（
一
三
二
・
一
四
〇
・
　
七
一
頁
）
、
　
だ
か
ら
こ
そ

「
原
典
に
忠
実
に
史
料
の
客
観
性
を
確
め
な
が
ら
個
々
．
に
研
究
し
て
い
か
ざ
る

を
得
な
い
」
　
（
三
＝
ハ
頁
）
け
れ
ど
も
、
た
し
か
に
津
田
史
学
の
欠
陥
を
克
服

す
る
有
効
な
手
段
に
ち
が
い
な
い
。
氏
の
み
の
提
唱
で
は
な
い
が
、
意
識
的
に

対
瞠
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
独
自
の
意
義
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
津
田
史
学
の
検
討
が
「
実
は
現
在
の
科
学
的
歴
史
学
の
直
面
す
る

課
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
理
解
さ
れ
る
と
き
、
よ
り
露
要
な
課
題
が
第
二

点
に
あ
げ
ら
れ
る
。
本
書
の
結
末
で
い
み
じ
く
も
指
摘
さ
れ
た
「
理
論
と
実
証

と
は
ど
こ
で
統
一
さ
る
べ
き
か
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
が

正
し
い
歴
史
理
論
な
し
に
成
立
し
え
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
、
理
論
と
実

証
の
統
一
酌
把
握
と
い
っ
て
も
、
著
者
に
は
一
つ
の
立
場
が
あ
り
門
な
に
よ
り

も
ま
ず
史
料
に
そ
く
し
て
理
論
の
適
用
と
模
索
を
続
け
る
べ
き
で
（
中
略
）
史

料
を
離
れ
て
の
論
考
は
・
な
る
べ
く
さ
け
た
の
は
そ
の
こ
と
に
よ
る
」
（
四
頁
）
。

史
実
に
立
脚
し
た
理
論
の
適
翔
が
「
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
ア
ジ
ア
的
と
い

わ
れ
る
も
の
の
具
体
酌
．
な
姿
を
追
求
し
得
る
」
　
（
四
頁
）
こ
と
を
力
説
さ
れ
る

の
は
十
分
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
実
証
と
理
論
と
の
統
一
的
志
向
を
古
代
史

研
究
で
こ
れ
ほ
ど
具
体
化
し
え
た
論
著
は
、
管
見
の
限
り
そ
う
多
く
な
か
っ
た
、

と
思
わ
れ
る
の
は
、
統
一
的
理
解
の
基
礎
に
個
々
の
事
実
の
確
定
を
前
提
と
さ

れ
た
立
場
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
理
論
と
実

証
の
問
題
を
あ
ら
か
じ
め
自
己
の
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
態
度
は
、
こ
の
両
点
が

再
び
相
交
わ
ら
ざ
る
傾
向
を
強
く
し
て
い
る
現
・
今
、
本
書
の
存
在
意
義
を
一
そ

う
高
か
ら
し
め
る
根
源
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
三
に
あ
げ
た
い
方
法
は
、
歴
史
的
諸
事
象
を
一
つ
の
概
念
・
類
型
に
ま
と

め
る
に
あ
た
っ
て
、
歴
史
の
官
憲
的
な
発
展
過
程
を
重
視
す
る
見
地
に
う
か
が

え
る
。
し
か
も
二
つ
の
特
質
を
対
比
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
を
全
構
造
的
に
把
握

す
る
ば
あ
い
、
特
徴
的
に
採
絹
さ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
か
れ
る
。
た
と
え
ば
神

統
譜
を
天
皇
制
イ
デ
オ
p
ギ
ー
の
所
藍
と
晟
族
的
文
化
遺
塵
と
の
「
両
者
の
歴

史
の
発
展
過
程
の
中
で
あ
ら
た
め
て
見
薩
す
こ
と
が
、
古
代
史
研
究
前
進
の
た

め
に
も
必
要
」
　
（
三
五
四
頁
）
と
さ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
す
で
に
実
証
と
理

論
の
統
一
は
鰯
測
研
究
と
綜
合
と
の
関
係
の
一
期
を
も
つ
が
、
綱
別
研
究
を
歴

史
発
展
の
全
構
造
の
な
か
で
統
一
把
握
す
る
視
点
を
確
立
さ
れ
よ
う
と
す
る
。

こ
の
こ
と
は
概
念
と
法
則
を
否
定
し
た
津
田
史
学
が
結
局
非
歴
史
的
固
定
的
理

解
を
で
な
か
っ
た
視
野
を
修
正
す
る
た
め
に
も
、
理
論
の
公
式
的
図
式
的
適
用

を
排
除
す
る
た
め
に
も
、
適
切
な
方
法
と
な
ろ
う
。
著
者
の
ね
ば
り
強
い
審
理

構
造
を
支
え
る
思
考
の
環
な
の
で
あ
る
ま
い
か
。
本
書
の
各
論
自
体
「
蟻
な
る

個
別
論
文
の
よ
せ
集
め
」
で
な
く
「
金
納
の
方
向
を
め
ざ
し
て
偲
捌
研
究
を
お
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し
進
め
て
ゆ
く
」
縛
徴
が
顕
著
で
あ
る
ひ

　
不
十
分
な
が
ら
、
上
田
氏
の
研
究
法
に
み
ら
れ
る
二
・
三
の
特
徴
か
ら
、
本

害
の
位
羅
を
定
め
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
適
用
さ
れ
、
展
開
さ
れ

て
い
る
か
は
所
論
の
な
か
で
方
法
の
有
効
性
を
立
証
す
る
と
い
う
形
で
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
今
後
の
古
代
史
研
究
に
、
準
拠
す
べ
き

か
よ
う
な
方
法
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
、
築
実
右
の
立
場
か
ら
、
古

代
吏
の
理
解
が
一
段
と
深
め
ら
れ
た
颪
は
少
な
く
な
い
。
以
下
、
所
論
の
概
要

を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

＝

　
ま
ず
第
一
部
は
王
権
の
成
立
と
贈
爵
を
論
じ
て
い
る
。
巻
頭
の
「
邪
馬
台
国

間
題
の
再
検
討
」
は
魏
志
倭
人
伝
の
史
料
批
判
を
足
場
に
、
琶
会
構
造
に
観
制

、さ

黷
ｽ
政
治
形
態
と
し
て
の
国
家
段
階
を
推
定
し
、
政
治
的
統
一
体
の
性
格
、

ひ
い
て
は
所
在
論
に
せ
ま
ろ
う
と
さ
れ
る
。
邪
馬
台
国
段
階
の
国
家
に
「
階
級

正
坐
と
権
力
の
集
中
」
　
（
四
四
頁
）
を
認
め
、
邪
馬
台
国
を
頂
点
と
す
る
統
属

関
係
を
考
え
る
と
、
卑
弥
呼
の
共
立
主
体
は
「
邪
馬
台
国
内
部
な
い
し
、
こ
れ

を
中
心
と
す
る
畿
内
諸
勢
力
」
　
（
五
一
頁
）
と
な
り
、
王
権
継
承
の
ミ
ウ
チ
的

支
配
者
集
団
へ
の
固
定
化
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の

祉
会
酌
基
盤
を
北
朝
同
体
の
ア
ジ
ア
酌
形
態
と
み
、
邪
馬
台
函
勢
力
を
専
制
君
主

制
の
方
向
を
め
ざ
す
権
力
と
規
定
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
’

　
本
章
は
律
令
制
を
ふ
く
む
古
代
國
家
と
王
権
の
基
本
的
性
格
が
、
ア
ジ
ア
的

な
共
嗣
体
を
基
盤
と
す
る
ア
ジ
ア
器
楽
倒
羅
家
で
あ
り
、
専
制
君
主
で
あ
る
こ

と
を
中
心
論
題
と
す
る
本
縫
の
論
起
点
に
あ
た
り
、
邪
馬
台
国
を
畿
内
専
制
園

家
に
推
定
さ
れ
る
結
果
、
古
代
躍
家
の
慕
本
的
性
格
を
究
明
す
る
溶
岩
の
慧
図

は
き
わ
め
て
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
邪
馬
台
国
論
－
二
・
三
撒
紀
の
国
頭
や
社

会
の
論
点
は
前
進
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
「
こ
の
段
階
の
権
力
は
、
小
共
同
体

（
邑
）
の
剰
余
労
働
蔀
分
を
デ
ス
ポ
ッ
ト
に
人
格
化
さ
れ
た
小
共
同
体
の
結
含

的
統
一
体
に
貢
納
と
い
う
形
態
で
掌
握
す
る
㎏
　
（
期
八
頁
）
こ
と
を
「
史
料
に

そ
く
い
て
」
説
明
し
て
ほ
し
い
し
、
ま
た
「
共
瞬
体
の
ア
ジ
ア
的
形
態
を
基
盤

と
し
つ
つ
あ
る
首
長
」
た
る
諸
国
の
王
の
卑
弥
呼
へ
の
蒸
熱
と
主
体
性
（
「
今

使
訳
所
期
三
十
国
」
）
の
両
醸
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ひ
き
つ
づ
き
五
世
紀
ま
で
の
王
権
に
史
的
評
価
を
加
え
た
の
が
「
倭
王
権
の

史
的
考
察
㎏
で
あ
る
。
英
雄
時
代
四
・
五
世
紀
設
定
論
を
、
ホ
メ
ロ
ス
の
英
雄

時
代
段
階
が
氏
族
制
末
期
で
根
本
的
に
は
階
級
社
会
と
規
定
で
ぎ
な
い
こ
と
で

反
論
し
、
さ
き
の
三
世
紀
初
頭
萌
芽
的
専
綱
体
制
の
理
解
と
結
び
あ
っ
て
、
三

i
五
世
龍
か
ら
英
雄
時
代
の
想
定
を
切
断
す
る
立
場
を
強
補
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
三
世
紀
以
後
「
貢
納
網
的
支
配
体
制
の
成
立
と
発
展
の
中
で
、
階
級
的
な
」

国
家
権
力
に
変
貌
し
つ
つ
あ
り
、
王
権
の
世
襲
化
を
め
ぐ
っ
て
専
制
君
主
制
的

支
配
が
貫
徹
し
て
い
く
し
（
八
七
頁
）
。
ま
し
て
、
県
主
を
め
ぐ
る
「
古
代
民
主

制
」
は
そ
の
残
津
さ
え
実
証
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
デ
ス
ポ
テ
イ
ッ
ク
な
傾

向
は
県
主
層
の
う
ち
に
も
昂
揚
し
「
県
主
も
ま
た
奴
隷
所
府
を
ふ
ま
え
た
貢
納

制
的
支
配
に
つ
な
が
る
支
配
身
分
層
」
　
（
八
六
頁
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
記
紀
伝

承
か
ら
英
雄
叙
事
詩
的
な
要
素
を
検
出
す
る
こ
と
と
、
一
一
篤
μ
紀
以
後
の
歴
災
過

程
に
英
雄
時
代
の
範
購
を
導
入
す
る
こ
と
と
を
唆
別
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て

き
た
の
に
果
し
た
役
割
が
大
き
い
。

　
古
代
斑
主
制
の
存
在
を
否
定
し
、
県
主
の
専
三
寸
性
格
を
指
摘
さ
れ
た
氏
は
、

さ
ら
に
「
古
代
王
朝
と
巡
率
伝
説
」
で
、
地
方
首
長
が
王
権
の
権
力
構
造
の
な

か
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
く
過
濫
を
、
イ
デ
，
救
出
ギ
…
の
統
合
化
に
お
い
て
描
き
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辞書

だ
し
て
い
る
。
風
土
記
の
巡
幸
説
話
の
主
体
に
み
ら
れ
る
地
域
性
を
手
が
か
り

に
「
地
方
旧
辞
扁
が
宮
廷
毯
会
で
こ
う
む
っ
た
改
変
を
「
宮
廷
旧
辞
」
と
の
比

較
に
も
ど
つ
い
て
、
ω
「
記
紀
に
み
え
な
い
独
自
の
伝
承
の
中
に
罠
間
伝
承
を

媒
介
と
す
る
地
方
限
辞
の
世
界
が
か
な
り
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
」
　
（
一
〇
九

頁
）
常
陸
・
播
磨
型
と
②
「
宮
廷
の
旧
辞
的
な
も
の
を
媒
介
と
し
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
伝
説
的
要
素
は
少
な
く
偏
　
（
一
〇
七
頁
）
政
治
説
話
に
す
ぎ
な
い
西

海
道
型
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
②
に
関
連
す
る
記
紀
説
話
は
逆
に

地
方
的
旧
辞
の
反
映
す
ら
少
な
い
と
し
て
、
　
崇
行
西
征
i
神
武
康
征
説
話
は

「
裏
腹
の
関
係
に
あ
り
、
現
実
に
日
向
が
倭
政
権
の
勢
力
關
に
入
っ
た
丁
度
そ

の
こ
ろ
の
旧
辞
製
作
者
の
精
神
構
造
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
し
（
一
】
五
頁
）
と

解
釈
さ
れ
る
。
し
か
し
ω
の
例
も
巡
幸
主
体
を
皇
族
に
付
託
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
、
地
方
伝
承
潴
担
者
の
豪
族
が
権
力
構
造
に
編
組
さ
れ
た
専
制

形
態
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
反
映
を
主
張
さ
れ
る
。
神
武
東
征
一
景
行
西
征
説
話

の
二
重
写
し
は
蓋
然
性
の
あ
る
謄
眼
で
、
神
武
東
征
の
日
向
一
難
波
部
分
に
地

名
説
話
的
要
素
が
乏
し
く
ま
だ
曲
金
と
い
い
ぎ
れ
な
い
が
、
デ
ィ
ス
ポ
チ
ッ
ク

な
支
配
原
理
に
貫
か
れ
た
風
土
記
の
イ
デ
流
汗
ギ
…
構
造
を
血
振
し
、
風
土
記

の
文
献
批
判
に
一
基
準
を
確
立
し
た
の
は
、
個
々
の
論
誕
以
上
に
貴
重
で
あ
る
。

　
で
は
累
主
・
濁
造
制
の
本
質
と
実
態
は
い
か
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
部
は

王
権
の
発
展
を
地
方
豪
族
層
の
側
か
ら
論
究
す
る
。
　
「
国
県
制
の
実
態
と
そ
の

本
質
襯
で
県
鋼
は
「
三
世
紀
後
半
よ
り
五
世
紀
に
か
け
て
の
時
点
で
展
開
し
、

六
・
七
世
紀
に
は
国
の
下
級
組
織
と
し
て
の
察
は
、
実
質
酌
な
意
味
を
失
い
、

わ
ず
か
に
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
県
に
そ
の
遺
制
を
と
ど
め
る
」
　
（
一
四
三

頁
）
に
す
ぎ
ず
、
国
造
制
に
先
行
す
る
倭
王
権
の
地
方
支
配
体
制
に
位
麗
づ
け
、

井
上
光
貞
氏
の
「
岡
県
制
に
論
を
見
事
に
外
鯉
歌
し
た
。
さ
ら
に
畿
内
を
中
心
と

す
る
第
一
次
的
県
と
辺
境
地
域
の
第
二
次
的
漿
を
類
別
し
、
前
考
は
そ
の
祭
祀

団
的
性
格
を
国
象
権
力
の
側
に
吸
収
さ
れ
、
追
書
儀
礼
の
た
め
の
供
御
料
地
化

す
る
の
に
た
い
し
、
後
者
は
県
成
立
後
も
在
地
的
性
絡
の
強
い
地
域
団
体
を
保

持
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
一
般
的
に
県
の
祭
紀
団
酌
性
格
の
変
容
は
「
県
主

と
祭
祀
団
」
に
お
い
て
、
　
祭
祀
す
る
神
は
本
来
「
部
族
的
団
体
の
奉
蔑
す
る

神
」
　
（
一
七
五
頁
）
で
あ
っ
て
王
権
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
朝
廷
の
尊
崇
を
う

け
、
や
が
て
皇
神
化
す
る
コ
ー
ス
で
説
か
れ
て
い
る
。
金
編
を
通
じ
て
古
代
国

家
の
構
造
分
析
に
祭
面
面
か
ら
の
角
度
を
重
視
さ
れ
る
の
は
「
祭
認
形
態
や
宗

教
思
想
は
日
本
古
代
主
家
に
お
い
て
と
く
に
重
大
な
役
割
り
を
果
し
て
い
る
」

（
六
頁
）
の
に
も
と
づ
き
、
国
家
や
豪
族
の
特
質
を
共
購
体
的
結
合
を
娯
介
と

す
る
定
有
信
仰
か
ら
の
不
可
善
性
に
も
と
め
る
観
点
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
県
主
が
司
祭
者
的
と
地
方
宮
的
性
格
を
具
有
し
た
よ
う
に
「
首
長
で
あ
る
こ

と
と
官
人
で
あ
る
こ
と
と
が
統
一
さ
れ
る
と
い
う
古
代
豪
族
の
二
面
性
偏
　
（
一

獲
七
頁
）
は
国
造
に
も
内
在
す
る
こ
と
を
、
第
二
画
面
な
県
制
を
先
行
形
態
と

し
て
継
承
し
た
、
吉
備
∵
筑
紫
・
美
濃
な
ど
の
園
鑑
定
の
展
開
が
「
県
主
に
出

搬
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
共
立
ま
た
は
統
潤
過
程
を
へ
て
国
造
と
な
っ

て
ゆ
く
あ
り
方
」
　
（
｝
五
五
頁
）
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
の
理
解
に
し
た
が
う
と
、
古
代
王
権
に
と
っ
て
共
剛
体
二
重
関
係
を
い

か
に
支
配
体
制
に
く
み
い
れ
て
い
く
か
が
、
た
え
ず
重
大
な
課
題
と
な
っ
て
お

り
、
第
三
論
文
「
国
造
贋
の
諸
問
題
扁
は
、
い
わ
ゆ
る
宮
司
制
の
成
熟
に
焦
点

を
あ
わ
せ
て
国
造
制
が
大
化
郡
律
令
体
制
に
再
編
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
展

望
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
五
世
紀
末
一
六
世
紀
初
葉
に
み
ら
れ
る
辺
境
に
お
け

る
国
造
叛
乱
を
契
機
に
、
官
司
制
的
地
方
支
配
が
強
化
さ
れ
、
古
代
家
族
の
分

立
に
対
応
し
た
先
駆
的
律
令
捌
支
配
に
切
換
え
ら
れ
る
が
、
古
代
家
族
自
体
、
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共
同
体
的
な
保
証
と
制
約
を
克
服
し
え
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
把
握
す
る
支
配
権

力
は
共
同
体
の
窟
律
的
発
展
を
制
約
し
、
爽
同
体
的
関
係
を
利
用
す
る
心
隔
を

も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
改
新
は
「
律
令
宜
司
制
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
前
代

の
氏
族
制
的
な
も
の
を
権
力
構
造
に
位
慨
づ
け
て
ゆ
く
過
程
」
　
（
二
一
五
頁
）

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
改
新
前
後
の
政
治
過
程
に
お
い
て
国
造
を
官
司
綱
的
方

向
に
編
成
し
な
が
ら
、
岡
時
に
そ
の
共
同
体
的
首
長
と
し
て
の
側
面
を
助
長
さ

せ
る
よ
う
な
政
策
が
う
ち
だ
さ
れ
た
漏
（
二
〇
三
頁
）
こ
と
、
そ
の
具
体
的
例

証
を
神
郡
に
つ
い
て
い
う
と
、
神
郡
設
遣
は
根
強
い
国
造
祭
祀
権
の
王
雛
へ
の

集
中
化
を
意
図
し
た
も
の
で
、
神
郡
司
は
大
化
前
代
の
国
造
の
あ
り
方
を
継
承

し
た
郡
司
騨
の
本
質
を
端
的
に
体
現
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
総
じ
て
第
二
部
に
は
、
氏
の
古
代
国
家
の
二
面
性
の
論
理
と
も
名
づ
く
べ
き

方
法
が
駆
使
さ
れ
、
官
司
制
の
発
展
と
共
同
体
関
係
の
再
生
産
構
造
の
統
一
的

把
握
に
よ
っ
て
、
律
令
制
前
史
に
新
し
い
光
を
あ
て
よ
う
と
さ
れ
る
の
が
看
取

で
き
る
。

　
律
令
制
を
「
律
令
天
皇
制
の
形
成
」
か
ら
考
察
し
た
の
が
第
三
部
で
「
大
化

改
新
論
」
は
継
体
以
後
の
政
治
過
程
を
、
世
襲
王
権
の
伝
統
的
権
威
の
承
認
の

も
と
で
の
、
主
導
的
執
政
官
の
興
亡
と
宮
司
制
の
確
立
の
側
面
か
ら
跡
づ
け
、

と
く
に
改
新
の
意
義
を
論
じ
た
の
で
は
な
い
が
、
な
か
で
も
聖
徳
薪
政
が
蘇
我

氏
と
の
力
関
係
に
よ
っ
て
新
羅
征
討
・
冠
位
・
憲
法
制
定
、
堅
塩
媛
改
葬
に
象

徴
さ
れ
る
三
つ
の
段
階
に
区
分
し
う
る
こ
と
、
蘇
我
氏
は
「
思
量
な
地
方
勢
力

を
基
盤
と
す
る
王
権
慕
奪
着
で
は
な
く
、
倭
国
家
の
官
司
制
的
機
構
整
備
の
方

向
で
地
位
を
保
証
さ
れ
て
い
る
執
致
宮
」
　
（
二
四
六
頁
）
で
、
そ
の
進
出
が
王

権
の
稲
対
的
低
下
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
も
、
ま
し
て
王
権
に
か
わ
る
蟹
族
政

権
を
め
ざ
す
条
件
も
存
せ
ざ
る
こ
と
、
と
い
っ
て
改
新
に
よ
っ
て
皇
権
が
当
初

か
ら
強
力
安
定
な
公
権
で
は
・
な
い
が
「
世
襲
王
権
と
一
意
・
れ
を
奉
ず
る
宮
廷
の
伝

統
的
権
威
承
認
の
根
強
さ
扁
　
（
二
四
六
頁
）
に
撮
障
さ
れ
、
大
化
で
王
権
世
襲

の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
敏
達
…
欝
血
i
中
大
兄
の
線
に
掌
握
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、

な
ど
創
見
が
み
ら
れ
る
。

　
そ
の
う
え
に
立
っ
て
「
天
智
朝
と
天
武
朝
」
で
律
令
宮
司
剃
の
成
立
を
述
べ
、

八
色
姓
制
定
と
古
学
記
編
纂
に
い
う
「
暴
落
定
論
」
の
政
策
約
背
景
は
、
一
は

氏
族
首
長
権
の
律
令
官
僚
機
構
へ
の
位
置
づ
け
の
必
要
か
ら
、
他
は
晶
翻
制
を

下
部
組
織
と
す
る
律
令
制
形
成
の
た
め
の
対
氏
族
策
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
わ

れ
る
。
　
漫
画
は
「
養
親
官
僚
制
」
　
の
確
立
を
上
周
有
勢
藩
の
再
編
に
局
限
せ

ず
、
天
武
一
三
・
正
以
前
に
中
央
下
級
環
族
・
帰
化
氏
族
層
は
す
で
に
下
部
組

織
に
編
組
さ
れ
、
ま
た
「
削
糊
塗
実
扁
の
真
の
意
味
は
、
有
勢
氏
族
の
み
な
ら

ず
地
方
豪
族
・
部
民
に
ま
で
お
よ
ぶ
氏
族
系
譜
の
皇
統
へ
の
帰
一
化
で
あ
っ
て

氏
姓
改
革
と
軌
を
一
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
紺
氏
族
策
は
律
令
制
と
矛
盾
し
な

い
ど
こ
ろ
か
、
律
令
天
皇
制
は
「
律
令
宮
司
制
の
発
展
に
よ
る
部
民
制
の
新
し

い
支
配
体
制
」
　
（
二
六
八
頁
）
の
う
え
に
確
立
す
る
と
い
う
。
八
姓
薫
製
連
の

解
釈
は
た
し
か
に
旧
説
の
倉
点
を
つ
い
て
い
る
が
そ
れ
で
す
べ
て
が
解
釈
し
き

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
律
令
官
僚
制
に
お
け
る
獣
化
大
宝
問
の
実
態

が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
「
晶
部
制
の
再
編
扁
が
具
体
性
に
欠
げ
る
う
ら
み
が

あ
る
。

　
翔
に
天
智
政
治
の
方
策
決
定
を
左
右
し
た
も
の
に
百
済
救
援
軍
敗
戦
築
件
が

あ
り
、
こ
の
視
点
か
ら
理
解
で
き
る
施
策
は
少
な
く
な
く
、
こ
と
に
家
部
に
つ

い
て
「
百
済
出
兵
と
関
係
を
も
つ
豪
族
た
ち
に
つ
い
て
、
新
し
く
家
部
の
隷
属

を
部
分
的
に
公
認
し
た
政
策
」
（
二
五
九
頁
）
と
推
定
さ
れ
た
が
、
今
後
天
智
・

天
武
烈
の
理
解
に
あ
た
っ
て
〃
敗
戦
”
の
意
義
は
軽
視
で
き
な
く
な
る
よ
う
に
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思
わ
れ
る
。

　
「
律
令
捌
に
お
け
る
賎
民
支
配
」
は
、
身
分
関
係
を
ふ
く
む
政
治
立
会
は
た

え
ず
被
支
配
藩
階
級
内
の
分
裂
支
配
を
強
行
し
、
階
級
支
配
の
矛
盾
が
激
化
す

る
ほ
ど
差
別
支
配
は
強
化
さ
れ
る
こ
と
、
の
立
場
か
ら
律
令
制
の
藩
論
支
配
を

検
討
し
、
部
落
前
史
研
究
の
必
要
性
を
認
め
、
賎
民
劇
的
身
分
制
度
を
権
力
関

係
の
な
か
で
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
律
令
制
の
権
力
構
造
を
解
明
す
る
。

た
だ
分
裂
支
配
を
脱
し
え
な
い
一
つ
の
条
件
は
共
同
体
内
の
階
級
分
化
が
不
十

分
で
、
家
父
長
的
奴
隷
制
は
八
世
紀
に
お
い
て
も
未
発
達
で
あ
っ
た
し
、
課
役

免
は
共
岡
体
的
隣
係
に
も
と
つ
く
上
番
上
納
の
代
償
に
他
な
ら
な
い
「
分
裂
支

配
の
根
底
」
　
（
二
八
九
頁
）
に
あ
っ
た
。
品
部
・
雑
戸
の
再
編
は
身
分
糊
支
醍

の
本
質
を
露
呈
し
た
新
し
い
分
裂
策
の
表
現
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
一
体
に
分
裂

支
配
の
観
点
を
強
調
さ
れ
、
品
部
・
雑
戸
の
収
奪
が
や
や
過
重
に
評
価
さ
れ
る

の
に
た
い
し
、
手
工
業
生
産
者
の
齎
が
も
っ
と
考
慮
さ
る
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。

　
第
五
部
「
古
代
豪
貴
族
の
系
譜
と
思
想
」
は
、
律
令
天
皇
制
の
確
立
す
る
天

武
期
に
ウ
ェ
イ
ト
を
お
い
て
、
記
紀
∵
万
葉
の
成
立
や
性
格
を
系
譜
と
文
学
の

側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
王
権
支
配
の
強
化
こ
そ
共
通

し
て
察
知
で
き
る
に
反
し
、
英
雄
的
残
映
を
検
下
す
る
方
向
は
承
認
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ま
ず
門
氏
族
系
譜
の
成
立
」
で
は
、
古
壌
記
の
分
業
氏
族
系
譜
の
寵
載
様
式

が
「
一
祖
多
氏
」
と
し
て
統
合
的
な
特
徴
を
な
し
、
分
註
系
譜
氏
族
と
天
武
朝

賜
姓
氏
族
と
が
不
可
分
の
関
連
に
あ
る
史
的
度
量
を
「
分
註
に
系
譜
を
語
る
多

く
の
氏
族
が
壬
申
の
乱
の
参
加
後
有
力
化
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
已
後
に
お
い

て
も
有
勢
な
氏
族
で
あ
る
点
」
　
（
三
二
〇
頁
）
に
着
射
し
て
、
壬
申
の
乱
が
律

令
体
翻
の
な
か
で
天
皇
調
的
秩
序
確
立
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
を
な
し
、
皇
統
へ
の
系

譜
的
統
一
は
律
令
天
皇
制
完
成
の
政
治
的
要
講
に
発
す
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の

論
文
は
、
本
書
収
録
の
う
ち
で
も
っ
と
も
は
や
く
、
か
つ
壬
申
乱
研
究
が
学
界

で
本
格
的
に
と
り
あ
げ
る
以
前
に
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
古
事
記
義
定
の

時
期
を
有
勢
氏
族
の
系
譜
の
定
着
と
い
う
領
域
か
ら
論
証
し
て
い
る
こ
と
、
壬

申
乱
を
媒
介
と
す
る
天
武
期
が
律
命
天
皇
制
確
立
の
劃
期
に
形
づ
く
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
点
な
ど
、
学
界
の
動
向
を
刺
激
し
、
促
進
せ
し
め
た
功
績
は

大
き
い
。

　
首
長
権
世
襲
化
の
過
程
で
楽
車
さ
れ
る
氏
族
系
譜
が
固
定
化
さ
れ
る
ま
え
に
、

王
権
へ
の
服
属
を
契
機
と
し
て
天
つ
神
系
神
事
に
集
中
す
る
階
梯
を
詳
論
し
た

の
が
「
神
統
譜
の
展
開
」
で
、
神
駿
譜
「
天
つ
神
町
の
系
譜
を
巾
核
と
し
て
集

中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
各
氏
族
祖
先
神
の
系
譜
お
よ
び
こ
れ
ら
を
支
え
て
い

る
説
話
群
」
　
（
三
三
〇
、
頁
）
の
成
立
期
を
、
記
紀
伝
承
過
程
の
重
層
性
を
と
凸
4
角

し
て
、
王
権
の
昂
揚
と
危
機
の
な
か
で
浮
彫
り
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
統
譜

成
立
の
時
期
を
推
定
す
る
方
法
を
系
譜
に
み
え
る
カ
バ
ネ
や
騰
今
』
　
『
此
』
の

用
法
の
他
、
説
話
に
占
め
る
氏
祖
先
の
位
置
か
ら
示
し
、
嵐
雲
国
譲
り
神
話
に

お
け
る
派
遣
神
の
主
役
を
異
に
す
る
別
伝
が
、
中
翫
氏
の
地
位
を
背
景
に
す
る

中
央
神
と
地
方
信
仰
を
貫
こ
5
と
す
る
出
雲
氏
の
祖
神
の
立
腹
を
対
話
的
に
あ

ら
わ
し
え
た
時
期
を
問
題
に
し
た
。

　
天
皇
支
配
の
構
造
を
「
大
夫
の
交
学
」
で
は
万
葉
の
文
学
的
表
幽
か
ら
と
り

あ
げ
、
万
葉
膿
尿
の
「
主
流
は
畿
内
黎
族
の
系
譜
に
つ
な
が
る
歴
代
相
襲
の
官

人
た
ち
」
　
（
三
六
四
頁
）
で
あ
る
こ
と
、
万
葉
が
「
ま
す
ら
を
」
の
文
学
で
あ

る
の
は
現
に
「
ま
す
ら
を
」
を
う
た
っ
た
中
央
官
入
溝
の
霞
覚
と
発
想
か
ら
に

他
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
こ
に
権
力
に
隷
属
し
権
力
機
構
の
な
か
で
身
分
的
保
障

を
与
え
ら
れ
た
官
人
の
、
天
聖
統
治
に
「
寿
歌
的
性
格
」
を
発
露
す
る
必
然
性
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の
あ
る
こ
と
、
古
代
落
懸
の
か
か
る
譜
第
と
官
人
の
精
神
構
造
は
、
族
制
的
関

係
を
利
用
し
つ
つ
権
力
組
織
に
官
人
化
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、
か
く
「
大
夫
」

の
も
つ
二
重
の
側
画
を
結
節
点
に
、
天
皇
か
ら
農
民
層
ま
で
ふ
く
み
こ
ん
だ
万

葉
の
世
界
こ
そ
、
ま
さ
に
律
令
天
皇
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
、
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
、

三

　
以
上
の
ご
と
き
要
約
で
は
氏
の
論
旨
を
十
分
に
生
か
せ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る

が
、
以
下
に
藩
干
本
欝
に
た
い
す
る
私
見
を
述
べ
、
御
教
…
7
5
を
え
た
い
と
思
う
。

　
そ
の
第
一
は
氏
の
古
代
岡
家
の
二
重
の
側
画
に
関
す
る
把
握
の
仕
方
に
か
か

わ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
歴
史
の
全
構
造
的
な
把
握
の
観
点
を
支
え
る
の
は
、

い
わ
ば
二
面
性
の
論
理
と
い
う
べ
ぎ
骨
儲
で
あ
る
。
　
一
例
を
さ
ら
に
示
す
と

「
古
代
豪
族
の
二
重
の
側
磁
、
つ
ま
り
奴
隷
所
有
考
と
し
て
の
側
面
と
共
同
体

の
首
長
と
し
て
の
側
面
と
を
単
純
に
掘
握
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
を
歴
史

の
発
展
過
程
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
大
切
だ
し
　
（
一
二
照
頁
）
と

考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
顕
著
に
対
置
さ
れ
る
の
が
、
宮
司
制
な
い
し
律
令
制
と

共
同
体
な
い
し
氏
族
制
と
で
あ
る
が
、
こ
の
二
者
は
「
統
一
さ
れ
る
二
面
性
」

（一

ﾜ
七
頁
）
、
「
二
律
背
反
的
で
な
く
本
質
的
に
具
有
篇
（
＝
一
五
頁
）
さ
れ
、

古
代
国
家
の
両
懸
を
示
す
特
質
と
さ
れ
る
。
　
か
つ
て
の
「
古
代
囲
家
の
二
元

性
」
が
「
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
工
元
的
な
も
の
扁
を
対
立
的
に
と
ら
え
、

そ
れ
だ
け
に
基
本
的
対
立
一
矛
盾
を
不
明
確
に
し
た
点
論
駁
を
う
け
た
が
（
上

繊
氏
の
ば
あ
い
、
逆
に
二
者
が
具
備
統
一
的
に
理
解
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
に
対
立

面
を
あ
い
ま
い
に
す
る
危
険
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
氏
族
制
的
な
も
の
が
律
令

捌
的
な
も
の
と
矛
盾
し
な
い
（
二
六
三
頁
）
の
は
、
た
し
か
に
一
画
の
真
実
で

あ
り
え
て
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
園
家
に
内
在
す
る
矛
盾
を
究
明
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
権
力
の
ホ
質
と
運
動
法
則
が
解
明
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

本
質
的
に
呉
有
す
る
も
の
の
対
立
琵
矛
盾
の
場
に
た
い
し
て
、
同
様
に
意
見
を

述
べ
て
ほ
し
い
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
専
制
国
家
の
嘗
司
制
的
一
氏
族
制
的

側
面
を
指
摘
さ
れ
る
が
（
二
〇
三
頁
）
、
　
専
制
圏
家
が
共
同
体
を
単
位
に
支
配

で
き
な
く
な
っ
た
結
果
、
旗
接
古
代
家
族
を
掌
握
す
る
中
央
集
権
的
な
官
司
制

が
必
要
と
な
り
、
律
令
制
へ
発
展
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
共
同
体

の
細
分
化
支
配
と
官
司
制
の
発
展
は
結
局
、
共
伺
体
の
ア
ジ
ア
的
形
態
の
崩
壊

過
程
で
出
現
し
7
本
質
的
に
具
有
」
と
す
る
に
は
疑
問
が
あ
る
の
で
な
か
ろ
う

か
。
ア
ジ
ア
6
9
共
剛
体
の
奴
隷
制
的
一
共
同
体
的
側
面
（
四
七
頁
）
に
つ
い
て

も
、
ア
ジ
ア
巻
添
制
の
も
と
に
お
け
る
奴
隷
の
性
梅
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う

な
け
れ
ば
「
い
か
な
る
奴
隷
制
」
　
（
四
七
頁
）
と
対
置
で
き
る
が
、
や
は
り
問

題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
本
需
の
主
題
と
し
て
考
究
さ
れ
た
古
代
王
権
の
な
り
た
ち
と
そ
の
変
貌

の
問
題
は
、
現
在
に
つ
な
が
り
を
も
つ
生
け
る
テ
ー
岬
、
と
し
て
、
ど
の
一
篇
に

も
執
拗
に
追
求
せ
ら
れ
た
が
、
本
書
の
構
想
に
よ
る
と
、
三
世
紀
初
頭
卑
弥
呼

に
、
小
共
同
体
を
基
盤
と
す
る
諸
王
を
統
偶
す
る
政
治
的
統
一
体
の
君
主
約
性

格
が
み
ら
れ
、
五
二
紀
の
五
王
が
父
権
的
世
襲
王
権
を
礒
5
算
し
た
統
一
政
権
の

専
制
君
主
で
あ
り
、
大
化
前
後
強
固
で
な
か
っ
た
王
権
が
七
革
製
後
半
に
い
た

っ
て
律
令
下
陰
制
に
確
立
し
た
、
と
さ
れ
る
。
問
題
は
さ
ら
に
天
皇
（
大
朝
）

支
配
の
出
現
と
そ
の
変
質
過
程
に
あ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
本
来
ア
ジ
ア
的
専

制
支
紀
が
共
同
体
の
ア
ジ
ア
的
形
態
を
基
礎
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

天
魅
に
体
現
さ
れ
る
専
制
閑
家
の
変
貌
は
基
礎
罪
障
体
の
変
質
に
対
応
す
る
が
、

氏
に
お
い
て
新
ら
た
に
「
邑
共
隈
笹
」
の
概
念
を
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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か
え
っ
て
共
同
体
の
ア
ジ
ア
酌
形
態
の
う
え
に
立
つ
専
制
王
権
の
諸
段
階
が
や

や
明
確
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。
な
ぜ
な
ら
「
邑
共
同
体
」

自
体
、
近
年
氏
の
見
解
の
も
っ
と
も
深
ま
っ
た
部
分
の
一
つ
の
よ
う
で
は
な
は

だ
興
味
あ
る
設
定
と
思
う
が
、
そ
の
「
邑
漏
を
規
定
し
て
お
か
な
い
と
、
律
令

制
下
に
さ
え
「
溺
愛
⊆
同
体
」
が
存
続
し
う
る
こ
と
と
も
な
っ
て
（
一
七
九
頁
）
、

段
階
的
限
定
を
付
し
が
た
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
段
階
豹
差
異
の
不
明
確
さ
は
、

卑
弥
呼
の
統
属
す
る
諸
国
体
制
と
導
体
菊
間
に
も
う
か
が
わ
れ
、
卑
弥
呼
の
段

階
に
デ
ィ
ス
ポ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
絡
を
重
視
す
れ
ば
（
㈱
八
頁
）
、
　
そ
れ
だ
け
察

の
段
階
（
一
四
七
頁
）
に
接
近
す
る
こ
と
と
な
り
、
羅
家
お
よ
び
王
権
に
お
け

る
大
王
の
轟
現
す
る
事
情
を
見
失
な
わ
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
権
力
と
共
同
体
の

媒
介
項
研
究
の
重
視
と
と
も
に
「
最
高
統
一
体
す
な
わ
ち
小
共
同
体
の
う
え
に

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

そ
び
え
た
つ
專
制
政
府
」
の
内
部
構
造
を
も
つ
と
考
慮
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ

た
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
窮
三
に
著
者
の
見
解
の
主
要
短
目
の
一
つ
で
あ
る
「
魑
県
制
」
の
主
た
る
論

点
は
、
ω
繭
と
県
が
上
下
の
地
方
継
織
に
位
心
づ
け
ら
れ
る
の
で
な
く
、
県
制

は
初
期
倭
政
権
の
支
配
体
制
で
あ
る
こ
と
、
②
し
か
し
県
は
単
純
な
地
方
行
政

紐
織
で
な
く
、
七
世
紀
ま
で
畿
内
を
申
心
に
存
続
し
た
、
㈲
県
立
か
ら
躍
造
制

の
展
開
過
程
は
県
主
闘
の
共
立
ま
た
は
蔵
置
に
よ
っ
て
国
造
化
す
る
ば
あ
い
の

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
線
上
の
展
開
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
に
あ
る
。
地
方
豪

族
の
実
態
を
解
明
し
た
貴
璽
な
業
績
で
結
論
の
正
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右

に
つ
な
が
る
疑
問
が
生
じ
な
い
で
も
な
い
。
ω
に
つ
い
て
は
、
国
造
制
設
定
の

条
件
を
二
者
の
あ
げ
ら
れ
た
も
の
（
｝
四
九
頁
）
の
他
に
、
国
造
制
成
立
の
基

盤
を
氏
族
制
的
品
部
の
設
定
に
起
囚
す
る
県
の
問
質
的
社
会
構
成
の
変
動
に
も

と
つ
く
と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
照
主
の
な
か
に
昂
揚
し
つ
つ
あ
っ
た
デ
ィ
ス
ポ

テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
強
調
す
る
と
（
八
六
頁
）
、
　
共
同
体
の
分
解
に
と
も
な
う

首
長
の
塩
入
化
（
二
六
九
頁
）
の
コ
ー
ス
か
ら
で
は
、
県
主
↓
国
造
の
必
然
性

は
説
白
し
が
た
く
な
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
②
に
た
い
し
て
は
第
一
次
的
県
と

第
二
次
的
嬢
の
性
格
を
、
そ
れ
ぞ
れ
県
主
祭
祀
団
の
占
有
地
的
性
格
の
、
倭
王

権
進
出
に
よ
る
供
御
料
地
化
と
邪
馬
台
圏
の
時
期
に
お
け
る
「
国
」
の
県
化
で

分
類
し
、
濁
造
制
の
繊
現
形
態
の
相
違
に
接
続
さ
れ
る
が
、
第
二
部
第
二
論
文

で
指
摘
の
と
お
り
、
県
は
畿
内
宿
外
と
も
祭
祀
集
団
的
性
格
を
濃
厚
に
継
承
し
、

し
か
も
初
期
王
権
の
支
配
体
制
で
あ
る
か
ら
、
大
和
の
県
が
供
御
料
地
す
る
の

は
、
属
造
捌
の
形
成
で
県
が
政
治
組
織
的
機
能
を
喪
失
し
か
え
っ
て
本
源
的
な

祭
祀
結
合
に
還
元
さ
れ
、
県
固
有
の
信
仰
が
朝
廷
祭
祀
と
結
び
つ
い
て
表
而
化

し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
㈲
は
、
そ
れ
を
論
拠
に
地
方
張
族

の
二
側
面
を
遡
源
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
一
般
性
を
も
つ
た
め
に
は
、
ま
ず

直
姓
国
造
に
関
し
て
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
第
二
次
的
県
↓
国
造
も
「
県

主
闇
の
共
立
ま
た
は
統
合
」
と
断
定
す
る
に
は
、
氏
の
あ
げ
ら
れ
る
限
り
の
根

拠
で
完
全
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
私
な
り
の
疑
問
や
希
望
を
述
べ
た
が
、
あ
る
い
は
読
み
あ
や
ま
り
に

も
と
つ
く
部
分
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
こ
の
大
著
の
真
価
を
十
分
に
伝
え
え
な

か
っ
た
こ
と
と
と
も
に
、
著
者
な
ら
び
に
読
覇
4
1
諸
賢
の
御
寛
容
を
ね
が
う
と
こ

ろ
で
あ
る
。
も
と
も
と
氏
は
す
で
に
私
に
と
っ
て
な
か
ば
研
究
史
上
の
先
学
の

位
羅
に
あ
り
、
氏
の
験
尾
に
付
し
、
教
導
を
う
け
る
こ
と
に
研
究
指
針
を
立
て

て
い
る
と
こ
ろ
は
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
。
本
書
の
刊
行
を
心
か
ら
喜
び
、
紹

介
の
筆
を
と
っ
た
次
第
で
あ
る
。
　
（
A
5
判
氷
交
四
一
〇
頁
　
索
引
一
二
頁

昭
和
三
四
年
一
二
月
　
青
木
書
店
刊
　
七
四
・
リ
円
）
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