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要
智
本
稿
は
・
奈
良
時
代
か
皐
安
誌
代
に
か
け
て
の
畠
の
制
度
肇
遷
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
・
従
来
の
見
解
に
よ
る
と
・
畠
に
対
す
る
…
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蔵
接
飾
収
取
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
・
十
一
世
紀
以
降
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
は
誤
り
で
、
陸
田
即
ち
雑
穀
類
を
栽
培
し
た
畠
か
ら
は
す
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私
は
、
本
稿
で
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
げ
て
の
畠
の
制

度
的
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。
当
時
の
土
地
輝

度
に
つ
い
て
の
研
究
は
極
め
て
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
殆
ん
ど
す
べ
て

は
田
鰯
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
畠
に
つ
い
て
は
田
地
と
の

関
係
に
お
い
て
蓋
干
触
れ
ら
れ
る
に
止
ま
り
、
従
来
の
諸
研
究
で
は
、

畠
だ
け
が
単
独
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
制
度
が
一
貫
し
て
究
明
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
ま
だ
充
分
に
究
明
さ
れ
て
い
な

い
点
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
如
く
、
畠
は
律
令
制
下
に
お
い
て
原
則
と
し
て
私
有
が
認

め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
私
有
権
は
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
如

き
意
味
で
の
私
有
権
と
は
異
る
も
の
だ
っ
た
。
石
母
田
正
氏
や
島
田

次
郎
氏
鳳
、
強
大
な
姻
家
公
権
の
下
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
私
有
権
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①

で
あ
る
と
さ
れ
、
直
木
孝
次
郎
氏
は
国
家
的
所
有
（
公
有
）
下
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

け
る
私
有
権
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
ヶ
な
私
有
権
は
、
律
令
制

の
崩
壊
に
伴
っ
て
変
質
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
石
母
田
氏
は
、

十
世
紀
以
降
の
土
地
所
有
権
は
そ
れ
以
前
の
律
ム
温
覇
的
土
地
所
有
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
異
の
、
本
質
的
に
は
封
建
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し

氏
の
考
え
て
お
ら
れ
る
如
く
、
国
象
公
権
は
庄
園
領
主
の
領
主
権
の

中
へ
唄
引
き
継
が
れ
、
従
来
の
私
有
権
は
否
姓
名
に
対
す
る
権
利
の
中

へ
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
と
す
る
と
、
畠
に
お
け
る
収
取
面
の
変
化
は

な
い
と
考
え
て
お
ら
れ
る
か
ら
，
畠
の
所
有
権
に
一
体
ど
の
よ
う
な

本
質
的
差
異
が
生
じ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
に
関

し
て
、
永
原
慶
二
氏
に
よ
り
批
判
が
加
え
ら
れ
た
の
は
嶺
然
と
い
え

る
。
永
原
氏
に
よ
る
と
、
我
国
に
お
い
て
畠
に
対
す
る
直
接
的
収
取

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
律
令
制
が
大
き
く
崩
壊
を
は
じ
め
る

十
一
世
紀
初
回
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
も
最
初
は
在
家
一
心
屡
と
園

地
と
人
身
の
統
一
体
一
と
い
う
形
で
し
か
把
握
さ
れ
ず
、
鎌
倉
中

期
以
降
に
な
っ
て
は
じ
め
て
地
積
別
賦
課
の
形
態
に
入
る
。
そ
う
し

て
、
こ
の
よ
う
な
地
積
別
賦
課
の
発
生
は
、
律
令
…
制
謡
講
地
所
・
職
制

と
は
別
の
土
地
所
有
捌
即
ち
封
建
的
土
地
所
有
制
が
進
展
す
る
〉
、
の

途
走
書
る
耳
象
で
あ
る
と
い
・
短
・
永
原
氏
は
・
我
国
露
い

て
贔
に
対
す
る
盧
接
的
収
取
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
を
十
一

世
紀
初
と
さ
れ
た
が
、
私
見
に
よ
る
と
そ
れ
は
養
老
三
年
で
あ
る
。

従
っ
て
、
若
し
私
見
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
　
永
原
氏
の
封
建
的

土
地
所
有
成
立
の
理
論
は
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。　

蒋
傍
田
氏
や
永
原
氏
の
畠
に
対
す
る
若
宮
は
、
我
国
封
建
鰯
成
立

過
程
の
研
究
の
中
に
お
い
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
考
察

の
範
囲
を
畠
の
制
度
的
側
面
に
限
定
し
た
が
、
斯
か
る
両
氏
の
説
の

批
判
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
で
述
べ
た
こ
と

が
、
多
少
な
り
と
も
我
圏
封
建
制
成
立
史
の
研
究
を
深
め
て
ゆ
く
こ

と
に
役
立
て
ば
幸
い
だ
と
思
っ
て
い
る
。

①
石
母
艦
正
氏
「
古
代
法
と
中
世
法
」
命
中
世
的
世
界
の
形
成
し
所

　
双
）
。
　
島
鋸
次
郎
氏
「
泓
頒
の
形
成
と
侃
鎌
倉
暮
府
法
に
（
噌
史
学
雑
誌
、
一
六

　
七
ノ
一
〇
）
。

②
　
直
木
孝
次
郎
民
「
律
命
時
代
に
お
け
る
濃
民
的
土
地
所
有
に
つ
い
て
」

　
ひ
，
ヒ
ス
ト
リ
ア
し
八
号
）
。

③
　
石
州
旧
正
氏
「
中
世
的
土
地
所
有
権
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
侮
宵
代
末
期

　
政
治
史
序
説
上
』
所
双
）
。

④
　
永
陳
慶
二
氏
『
臓
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
』
第
ご
部
、
策
五
、

　
「
在
家
」
の
歴
病
的
性
格
と
そ
の
進
化
。
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奈良・平安時代の畠鋤度（泉谷）

霞
令
と
陸
田
舗
度

　
律
令
李
下
の
畠
制
度
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な

い
β
令
文
の
解
釈
は
時
代
の
推
移
に
伴
っ
て
変
化
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
こ
の
点
は
集
解
の
各
説
及
び
義
解
説
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
大
宝
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

と
養
老
令
は
全
く
同
文
で
な
い
し
、
そ
の
三
条
も
格
式
が
出
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
度
友
修
正
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々

は
、
種
々
の
時
点
に
お
け
る
畠
鋼
度
の
相
違
を
明
確
に
把
握
す
る
と

同
時
に
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
変
化
セ
正
確
に
あ
と
ず
け
る
必
要
が
あ

る
。
そ
こ
で
私
は
先
ず
、
律
令
制
下
の
一
時
点
を
捉
え
て
、
そ
の
時

点
に
お
け
る
畠
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
は
じ
め
た

い
と
思
う
。
ど
の
時
点
を
と
り
あ
げ
て
も
よ
い
が
、
最
も
史
料
の
整

っ
た
時
点
を
え
ら
ぶ
の
が
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
上
に
お
い
て
便
利
な

の
で
、
養
老
令
と
そ
の
官
撰
註
釈
書
た
る
義
解
の
存
在
す
る
平
安
初
．

頭
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
我
々
が
普
通
に
畠
と
い
う
場
合
、
そ
の
意
味
す
る
内
容
は
実
に
多

様
で
あ
る
。
原
始
的
な
焼
畑
と
進
ん
だ
形
態
の
常
畠
、
更
に
こ
れ
ら

は
栽
培
植
物
の
種
類
に
よ
っ
て
菜
園
∵
桑
幽
∵
麻
畠
・
麦
畠
等
々
に

分
た
れ
る
。
屋
敷
地
も
中
世
に
お
い
て
は
畠
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
σ

養
老
令
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
畠
に
相
当
す
る
言
葉
と
し
て
「
園
地
」

又
は
「
園
」
・
「
宅
地
」
が
み
え
る
が
、
　
「
畠
篇
の
呼
称
は
見
当
ら
な

い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
律
令
の
綱
定
さ
れ
た
時
代
に
畠
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

二
葉
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
養
老
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
園
地
・
宅
地
と
い
う
雷
葉
を
用
い
た
の
は
、
唐
令
の
「
園
宅
地
」

に
拠
っ
た
結
果
と
思
わ
れ
る
。
義
解
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
我
国

の
令
制
で
は
園
地
に
桑
漆
を
殖
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
唐
令

の
規
定
で
は
永
業
田
に
桑
楡
鵬
等
を
殖
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

そ
う
し
て
、
園
宅
地
は
「
並
不
入
永
業
口
分
要
望
」
と
さ
れ
、
桑
楡

三
等
を
殖
え
る
土
地
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
義

解
は
、
養
老
令
の
宅
地
を
唐
令
の
園
宅
地
に
、
養
老
令
の
園
地
を
唐

令
の
永
業
田
に
比
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
養
老
令
条

文
の
解
釈
が
、
養
老
令
制
聖
者
の
意
思
を
そ
の
ま
ま
伝
え
た
も
の
で

あ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
義
解
の
成
立
し
た
平
安
時
代
初
頭

に
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
一
般
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
畠
作
物
は
華
甲
に
限
ら
れ
ず
、
雑
穀
類
・
菓
法
類
・
菜
疏
類
と
多

　
　
　
　
③

様
で
あ
る
が
、
右
の
如
く
園
地
作
物
が
桑
漆
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る

と
、
他
の
作
物
は
ど
こ
に
栽
培
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
宅
地
は
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④

「
有
嘉
舎
宅
一
之
地
」
で
あ
り
、
義
解
は
唐
令
の
園
宅
地
に
比
定
し
な

が
ら
、
そ
こ
で
の
農
耕
を
考
え
て
い
な
い
。
・
も
っ
と
も
、
義
解
は
園

地
に
石
漆
以
外
の
作
物
を
作
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
従
っ
て
園
地
は
雑
穀
類
や
菜
酸
類
も
栽
培
す
る
場
所
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
触
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と

の
解
釈
竜
成
り
た
つ
。
し
か
し
義
解
は
、
園
地
班
給
の
基
準
に
つ
い

て
、

　
謂
、
戸
内
之
口
、
不
レ
論
　
多
少
嚇
毎
レ
人
均
給
、
何
者
、
笹
蟹
風
桑
漆
↓
必

　
　
　
　
　
⑤

　
於
昌
園
地
一
続
、

と
、
田
令
桑
漆
条
で
戸
口
の
多
少
に
よ
っ
て
桑
漆
を
殖
え
る
べ
き
こ

と
を
定
め
た
こ
と
に
関
連
し
て
論
じ
て
い
る
か
ら
、
少
く
と
も
園
地

作
物
と
し
て
桑
漆
が
最
・
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
肯
定
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
参
考
ま
で
に
園
地
に
対
す
る
他
の
註
釈
を
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。
釈
説
は
、
郷
玄
注
周
礼
を
引
き
、

　
樹
鳳
蝶
薩
一
日
レ
嗣
、
園
其
奨
也
、

　
　
　
　
　
　
⑥

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
後
の
史
料
に
し
ば
し
ば
み
え
る
壇
内
の
如

き
屯
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
垣
内
に
栽
培
さ
れ
る
作
物
は

菓
蕪
類
ば
か
り
で
な
く
、
菜
疏
類
の
場
合
も
雑
穀
類
の
場
合
も
あ
る
。

し
か
し
、
鰯
玄
注
周
礼
を
引
用
し
た
結
果
と
は
い
瓦
釈
説
が
園
地
作

物
を
菓
繭
類
に
隈
思
し
た
の
は
、
義
解
に
お
い
て
桑
漆
が
重
視
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
の
と
規
を
一
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
註
釈
が
生
じ
た
の
は
、
当
時

の
明
法
家
が
、
雑
穀
類
を
栽
培
す
る
土
地
と
し
て
格
等
に
し
ば
し
ば

現
れ
る
陸
田
と
令
文
中
の
園
地
を
区
別
し
て
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ

る
、
と
し
な
け
れ
ば
額
ら
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
我
女
は
、
畠
の
考

察
に
際
し
て
園
地
と
陸
田
を
一
応
区
籍
し
て
取
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
陸
田
の
綱
度
に
つ
い
て
令
の
条
文
に
は
何
の
規
定
も
な
い
。
こ
れ

は
令
外
の
三
度
と
し
て
格
式
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
陸
田
に
関
す
る
最
初
の
法
令
は
、
霊
亀
元
年
十
月
七
肉
付
の

次
の
如
き
詔
で
あ
る
。

　
詔
田
、
国
家
隆
泰
、
要
在
レ
憲
レ
民
、
≧
レ
≧
之
本
務
従
昌
貨
食
↓
故
男
勧
晟

　
耕
紙
納
女
繕
二
維
織
哨
家
鳴
鵡
衣
食
之
足
り
人
生
　
廉
恥
警
戒
り
剤
錯
之
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ト
メ

　
愛
興
、
太
平
之
風
町
レ
致
、
凡
請
吏
民
豊
不
レ
錺
鰍
、
　
然
今
諸
国
下
姓
張

　
　
　
　
　
　
シ
タ
ガ
ヒ
テ

　
レ
尽
昌
産
術
↓
唯
趣
畠
水
沢
之
種
｝
不
レ
知
　
陸
田
之
利
雨
靴
遭
日
記
早
一
更
無
有
余

　
鍛
嚇
秋
稼
若
罷
多
致
属
磯
鑓
叫
此
乃
三
二
唯
百
姓
癖
瀬
忘
・
業
、
固
由
漏
國
司

　
不
τ
存
漏
教
導
一
芸
レ
令
互
百
姓
一
悪
種
　
麦
禾
嚇
男
山
一
人
二
段
激
、
凡
粟
之

　
為
レ
物
支
レ
久
不
レ
敗
、
於
禺
諸
毒
中
雨
鮫
是
精
好
、
亘
噴
門
＝
此
状
一
遍
借
二
天

　
下
叫
尽
レ
力
耕
種
莫
牽
失
｛
時
候
ハ
自
余
雑
鞍
任
レ
力
課
レ
之
、
若
百
姓
輸
レ
菜

　
　
　
　
　
　
⑤

　
転
レ
稲
者
聴
レ
之
、
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奈良・平安時代の1塾制度（療谷）

こ
の
年
に
男
夫
一
人
陸
田
二
段
の
耕
種
を
命
じ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
班
田
制
に
お
け
る
授
出
陣
積
と
間
じ
で
あ
る
。
女
子
に
つ
い
て

は
、
何
の
規
定
竜
み
え
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
耕
種
の
義
務
を
免

が
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
男
嫌
だ
け
を
対
　
象
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
人
二
段
と
い
う
面
積
は
、
陸
田
が
政
府
に

よ
っ
て
如
何
に
重
要
視
さ
れ
側
度
化
さ
れ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
右
の
如
く
陸
田
の
制
度
は
霊
亀
元
年
に
は
じ
ま
る
が
、
養
老
征
年

九
月
に
至
り
次
の
如
く
改
正
さ
れ
た
。

　
詔
、
給
昌
天
下
民
戸
、
代
田
一
町
以
上
廿
町
以
下
↓
輸
繍
地
7
丁
雨
露
三
升

　
⑨

　
也
、

陸
田
は
水
田
と
同
様
に
班
給
さ
れ
て
地
子
を
遷
す
こ
と
に
な
り
、
そ

の
綱
曳
は
こ
こ
に
確
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
養
老
三
年
は
郷
里

綱
が
施
行
さ
れ
て
い
た
時
な
の
で
、
右
の
詔
文
中
に
み
え
る
民
戸

が
郷
戸
を
措
す
と
考
え
る
か
房
戸
を
揖
す
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

監
製
文
の
聖
寿
す
る
内
容
は
変
っ
て
く
る
が
、
関
連
す
る
鰻
料
の
見

当
ら
な
い
現
在
、
郷
戸
で
あ
る
と
も
…
房
戸
で
あ
る
と
屯
断
定
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
養
老
三
年
の
主
要

な
改
正
点
は
、
　
（
一
）
従
来
の
人
別
墓
準
を
止
め
て
戸
別
に
し
た
こ

と
と
、
　
（
二
）
陸
田
を
輸
地
子
田
に
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
第
一
の
改
正
点
に
は
当
然
陸
田
の
再
配
分
一
陸
田
の
収
公
と
班

給
…
i
が
付
随
す
る
。
も
っ
と
も
、
陸
田
の
再
配
分
と
い
っ
て
も
そ

の
収
公
が
ど
の
程
度
行
わ
れ
た
か
明
ら
か
で
な
い
し
、
戸
別
と
い
う

r
も
の
の
そ
れ
以
上
に
詳
し
い
班
給
の
基
準
も
明
ら
か
で
な
い
。
班
田

制
に
お
け
る
水
田
の
場
合
に
照
し
て
従
来
の
耕
作
関
係
が
重
視
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
と
一
応
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
て
も
詔
丈
中
の
命
玉

が
房
戸
を
指
す
と
す
れ
ば
か
な
9
の
変
動
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
、
簡

単
に
は
い
い
切
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
陸
田
の
再
配
分
が
試
み
ら
れ
た

こ
と
は
、
そ
の
私
有
が
国
家
権
力
に
よ
っ
て
大
き
な
制
約
を
受
け
て

　
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
注
臼
す
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
第
二
の
改
正
点
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
陸
掘
よ

り
地
子
を
徴
聾
す
る
の
は
こ
の
蒔
に
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

生
産
力
の
低
い
陸
賑
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
当
然
で
あ
る
が
、
段
別
粟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

三
升
と
い
う
地
子
は
水
田
に
比
べ
て
そ
の
絶
対
量
は
著
し
く
少
な
い
。

し
か
し
、
少
量
で
あ
る
と
は
い
え
地
子
を
聴
取
し
て
そ
れ
を
財
政
に

宛
て
る
以
上
、
作
付
面
積
・
作
物
の
種
類
・
収
穫
の
多
寡
は
政
府
に

と
っ
て
重
大
な
関
心
事
だ
つ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
養
老
七
年
夏

は
次
の
無
き
太
政
官
符
が
出
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
　
太
政
官
符
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畿
内
七
道
諸
国
耕
　
最
大
小
麦
一
事

　
劇
薬
之
為
レ
用
在
レ
人
尤
切
、
救
レ
乏
之
要
莫
レ
過
漏
於
此
（
是
以
藤
原
警
御

　
宇
　
太
上
天
皇
之
世
、
割
一
…
取
官
物
一
播
昌
種
天
下
↓
比
年
以
来
、
多
麟
　
耕

　
種
一
至
昌
於
餓
鰻
～
蝦
辛
良
深
、
罪
繍
独
百
姓
塀
緩
叫
実
亦
国
郡
罪
過
、
窟
今

　
以
後
、
催
コ
勧
百
姓
一
勿
レ
令
レ
失
レ
時
、
其
耕
種
町
段
、
収
獲
多
少
、
毎
レ
年

　
具
録
、
附
　
謙
帳
使
」
申
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
　
　
養
老
七
年
八
月
廿
八
日

即
ち
、
政
府
は
雑
穀
中
で
最
も
収
穫
量
の
多
い
麦
の
栽
培
を
奨
励
し
、

そ
の
作
付
三
稜
・
収
穫
の
多
少
等
を
詳
細
に
報
告
さ
せ
る
こ
と
に
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
官
符
が
そ
の
後
も
守
ら
れ
、
報
告
書
が
麦
帳
と

称
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
天
平
六
年
出
雲
国
計
三
三
の
天
平
五
年

八
月
十
九
黛
進
上
公
文
壱
拾
捌
巻
参
紙
の
中
に
、
大
巧
・
郷
戸
四
丁

帳
・
括
出
帳
等
と
共
に
「
菱
帳
一
巻
」
の
記
載
の
み
え
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

つ
て
知
る
こ
と
が
嵩
来
る
。

　
陸
田
は
養
老
三
年
に
班
給
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
に
お
け
る
収
授
の

事
実
が
見
墨
ら
ぬ
か
ら
、
永
年
的
私
有
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
天
平
元
年
に
至
り
、
そ
の
一
都
に
改
変
が

加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
、
来
日
本
紀
天
平
元
年
十
一
月

七癸
巳
条
に
は
、

　
太
政
官
奏
（
中
略
）
阿
波
国
山
背
濁
陸
田
薪
不
レ
問
馬
枕
下
ハ
皆
悉
還
レ
公
、

　
即
給
昌
当
土
百
姓
哨
但
在
論
山
背
国
一
三
位
巳
上
陸
田
潜
、
選
録
昌
自
転
｝
附
レ

　
使
上
奏
、
以
外
尽
載
、
開
レ
荒
為
レ
熟
、
両
国
並
聴
、
其
　
勅
購
及
功
着
、

　
不
レ
入
二
三
収
之
限
嚇
並
許
レ
之
、

と
み
え
て
お
り
、
こ
れ
が
延
喜
民
部
式
の

　
凡
二
三
・
阿
波
両
国
班
田
者
、
陸
田
水
田
根
交
授
之
、

と
い
う
規
定
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ

る
。
山
城
国
に
お
け
る
陸
田
三
三
の
様
子
は
、
山
城
国
葛
野
郡
班
田

⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

図
と
元
慶
四
年
の
班
山
城
国
田
使
解
か
ら
か
な
り
具
体
的
に
う
か
が

う
こ
と
が
出
来
る
。
阿
波
国
に
お
い
て
も
陸
田
が
口
分
田
と
し
て
班

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

給
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
承
和
十
一
年
十
月
十
一
臼
付
阿
波
国
牒
に

　
　
一
、
新
嶋
地
壱
拾
町
参
段
三
値
陸
拾
歩

　
　
右
圃
、
以
去
承
和
七
年
可
返
二
等
之
状
、
三
二
山
奥
、
三
校
田
翻
録
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
官
之
後
解
文
也
、
全
盛
班
百
姓
口
分
、
来
年
可
智
識
、
素
謡
可
徴
地
子
、

　
　
一
、
大
豆
津
脳
参
町
弐
段

　
　
極
地
、
未
改
口
分
之
闘
、
同
期
件
、
以
来
年
賦
勘
地
子
、

と
み
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
繊
来
る
。
両
国
に
お
い
て
陸

田
は
す
べ
て
収
公
さ
れ
た
が
、
そ
の
す
べ
て
が
百
姓
に
班
給
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
元
慶
四
年
の
班
山
城
国
田
使
解
に
よ
る

と
、
土
人
の
反
対
に
よ
っ
て
使
者
は
当
初
の
予
定
よ
り
陸
田
の
班
給

禰
積
を
減
ら
し
水
田
を
増
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
斯
か
る
場
合
に
は
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奈良・平安時代の畠捌度（泉谷）

当
然
百
姓
に
班
給
し
な
い
陸
田
が
生
じ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
百

姓
に
班
給
さ
れ
な
か
っ
た
陸
田
は
乗
陸
田
と
称
さ
れ
た
よ
う
で
．
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

乗
陸
田
の
記
載
の
み
え
る
史
料
は
管
見
の
限
り
で
は
五
例
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
山
｛
坂
国
関
係
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
乗
陸
田
が

陸
田
収
授
の
結
果
生
じ
た
屯
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

乗
陸
田
の
取
扱
い
を
示
す
史
料
は
見
当
ら
な
い
が
、
乗
陸
田
と
い
う

呼
称
が
示
す
如
く
、
乗
田
と
同
様
に
地
子
田
と
し
て
賃
租
に
出
さ
れ

て
い
た
と
考
え
て
誤
り
な
か
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
こ
と
は
、
他
の

諸
国
に
お
い
て
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
も
引
き
続
き
、
陸
田
よ
り
地

子
が
徴
取
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
有
力
な
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
右
に
み
た
如
べ
、
山
城
・
阿
波
両
国
で
は
、
天
平
元
年
以
降
に
お

い
て
陸
田
の
永
年
的
私
有
権
が
停
止
さ
れ
有
期
的
私
有
権
し
か
認
め

ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
他
の
諸
国
で
は
引
き
続
き
永
年
的
私
有
権
が
．

認
め
ら
れ
、
地
子
田
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
斯
か
る
陸
田
の
制
度
が
成
立
し
た
の
は
何
故
だ
ろ

う
か
。
陸
田
制
度
の
端
緒
は
霊
亀
元
年
の
詔
に
あ
る
が
、
そ
れ
が
制

度
と
し
て
確
立
し
た
の
は
養
老
三
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
養
老
年

閣
と
い
え
ば
、
班
田
制
の
矛
盾
が
よ
う
や
く
顕
著
に
現
れ
は
じ
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

政
府
は
六
年
に
地
方
官
に
対
し
て
良
田
百
万
町
歩
の
開
墾
を
命
じ
、

翌
七
年
に
は
三
世
一
身
法
を
発
布
す
る
な
ど
、
そ
の
対
策
に
苦
慮
し

て
い
た
時
で
あ
る
。
陸
田
制
度
の
確
立
と
い
う
事
態
は
斯
か
る
墾
田

政
策
の
実
施
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
墾
田
政
策
は
従
来
水
田

の
不
足
に
対
処
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
最

近
で
は
こ
れ
に
対
し
て
疑
問
が
な
げ
か
け
ら
れ
、
国
家
財
政
の
補
…
填

と
班
田
農
民
の
分
解
を
阻
止
す
る
こ
と
に
そ
の
主
要
な
播
的
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、

墾
田
政
策
の
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
陸
田
に
対
す
る

政
策
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
陸
田
制
度
が
水
田
の
不
足
を
繍
う

目
的
で
つ
く
ら
れ
た
こ
と
は
、
天
平
元
年
以
降
に
お
い
て
山
城
・
阿

波
両
国
が
水
田
と
陸
田
の
交
授
を
行
っ
た
の
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
て

い
る
。
陸
田
が
地
子
田
と
さ
れ
た
こ
と
は
国
家
財
政
を
う
る
ほ
す
こ

と
に
役
立
つ
た
で
あ
ろ
う
。
又
、
陸
田
に
関
す
る
法
令
で
は
い
ず
れ

も
備
荒
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
若
し
政
府
の
期
待
通
り
に
陸
田
政
策

が
遂
行
さ
れ
れ
ば
班
田
農
民
の
分
解
は
か
な
り
の
程
度
阻
止
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
陸
田
制
度
は
班
田
制
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
打
開
し
よ
う

と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
律
令
制
が
全
般
的
に

弛
緩
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
そ
の
厳
正
な
実
施
は
当
初
よ
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り
購
難
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
天
平
神
護
二
年
に
は
、
次
の
如
き
格

を
出
し
て
喪
の
播
種
を
強
綱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
大
納
言
正
三
位
吉
備
朝
臣
真
告
備
寛
、
奉
　
勅
、
麦
者
継
レ
絶
救
レ
乏
、
難

　
之
尤
良
、
宜
レ
令
工
天
下
諸
蟹
｝
勧
謝
諜
百
姓
一
種
即
大
小
麦
よ
、
耶
勒
【
隅
郡

　
司
格
勤
送
呈
一
人
～
専
職
当
其
事
輔
其
専
当
人
名
筆
　
朝
集
使
一
生
上
“

、
平
安
時
代
に
入
っ
て
も
陸
田
制
度
は
守
ら
れ
ず
、
政
府
は
弘
仁
十

一
年
に
再
び
太
政
官
符
を
出
し
、
麦
播
種
の
時
期
を
八
月
以
降
と
定

め
る
と
共
に
、
天
平
神
護
二
年
の
格
を
厳
守
す
る
よ
う
に
命
じ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
更
に
承
和
六
年
に
は
、
国
司
介
以
上
を
責
任

老
と
し
、
国
内
を
巡
検
し
て
蕎
麦
を
播
種
す
る
よ
う
農
民
に
勧
課
す

　
　
　
　
　
　
＠

る
こ
と
を
命
じ
た
。
介
以
上
を
専
当
と
し
た
こ
と
は
、
政
府
が
如
何

に
陸
旧
政
策
を
重
視
し
て
い
た
か
を
物
語
る
竜
の
で
あ
る
。
介
以
上

と
い
え
ば
大
国
で
さ
え
定
員
二
名
で
中
国
以
下
は
一
名
で
あ
り
、
権

官
を
入
れ
て
竜
そ
の
人
数
は
極
め
て
限
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
負
担

が
過
重
だ
つ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
か
、
翌
七
年
に
は
橡
以
上
に
改
め
ら

れ
る
と
共
に
、
作
物
も
蕎
菱
ば
か
り
で
な
く
「
黍
・
穫
∴
稗
・
麦
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

大
小
豆
及
胡
麻
之
類
」
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。
斯
か
る
度
女
の
法
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

発
布
や
、
当
時
に
お
け
る
青
田
売
り
の
盛
行
は
、
陸
田
欄
度
が
政
府

の
期
待
通
り
に
運
當
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
、
陸
田
制
度
を
詳
細
に
あ
と
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
斯

か
る
鰯
度
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
養
老
令
の
註
釈
に
際
し
、

義
解
は
園
地
を
雑
穀
栽
培
の
場
所
と
見
倣
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
平
安
初
頭
に
お
い
て
、
畠
は
制
度
上
二
種
に
区
別
し
て

扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
　
一
つ
は
菓
繭
類
・
菜
麺
類
等
の

栽
培
さ
れ
た
直
接
的
収
取
の
行
わ
れ
な
い
畠
で
あ
り
、
一
つ
は
雑
穀

類
を
栽
培
し
た
地
子
を
徴
取
さ
れ
る
畠
即
ち
陸
田
で
あ
る
。
な
お
誤

解
が
生
じ
な
い
よ
う
に
言
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の

よ
う
に
言
っ
て
も
当
時
の
収
取
は
戯
作
蟹
だ
け
を
対
象
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
し
か
竜
当
瞬
の
耕
地
は
極
め
て
不
安
定
だ
つ
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
、
実
際
に
お
い
て
は
両
者
の
区
別
は
そ
れ
程
明
確
だ
つ
た

と
思
わ
胸
な
い
。
従
っ
て
、
両
者
の
混
同
が
実
際
上
の
取
扱
い
に
お

い
て
み
ら
れ
た
と
し
て
誌
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
畠
が
制
度
上
二
種
に

区
別
さ
れ
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
決
し
て
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
平
安
初
頭
に
お
け
る
畠
の
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
穏
的
で

陸
田
制
度
成
立
発
展
の
過
程
を
あ
と
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
陸

田
制
度
は
大
室
令
の
修
正
規
定
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ

て
本
来
か
ら
い
え
ば
、
陸
田
制
度
の
成
立
は
大
宝
令
と
の
関
連
に
お
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奈良・平安時代の畠舗度（泉谷）

い
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
畠
と
関
係
の
あ
る
条
文
が

大
宝
令
中
に
如
何
な
る
形
で
入
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
不
明
な
点
が

多
い
た
め
、
大
宝
令
と
は
一
応
無
関
係
に
陸
田
綱
度
成
立
発
展
の
過

程
を
あ
と
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　
大
宝
令
中
に
園
地
条
と
賃
租
条
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
養
老
令
同
条

に
対
す
る
榮
解
註
釈
中
に
古
記
の
み
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら

れ
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
園
地
条
は
養
老
令
と
同
文
だ
つ
た
と

さ
れ
て
い
る
が
、
賃
租
条
は
少
し
異
P
、
養
老
令
に
お
い
て
「
園
任

賃
租
及
売
」
と
み
え
る
部
分
が
「
園
任
売
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
ま
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
令
の
賃
租
条
に
斯
か
る

相
違
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
字
句
の
修
正
に
止
ま
っ
た
と
見

倣
す
べ
き
で
、
養
老
令
制
定
の
際
に
条
文
そ
の
も
の
の
改
正
ま
で
意

図
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
相
違
に
こ
だ
わ

る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
桑
漆
条
・
宅
地

条
等
は
養
老
令
同
条
に
対
す
る
集
解
註
釈
中
に
古
記
の
記
載
が
み
え

な
い
た
め
、
大
宝
令
中
に
お
け
る
存
否
が
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、

桑
漆
条
の
有
無
は
こ
こ
で
は
さ
し
て
重
要
で
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
大
宝
令
施
行
芸
当
に
お

い
て
桑
漆
が
園
［
地
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
さ
え
確
か
め
ら
れ
れ
ば

充
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
集
解
戸
令
応
分
条
所
引
古
記
に
は
、

　
闘
、
未
レ
知
、
位
田
、
賜
田
、
功
田
、
新
墾
田
、
園
圃
、
桑
申
事
、
若
為
藁

　
処
分
嚇
容
、
法
一
隅
ム
鰻
随
レ
宜
処
分
、
不
レ
同
昌
財
物
｝

と
み
え
、
園
圃
と
桑
漆
の
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ

れ
は
園
地
に
対
す
る
古
記
の
註
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
若
種
　
魎
実
～
丁
田
レ
園
、
々
蕃
也
、
種
昌
藥
於
園
外
一
為
蕃
、

に
摺
応
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
園
地
と
桑
漆
の
区
別
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
園
地
に
桑
漆
が
殖
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
大
宝
令
宅
地
条
に
つ
い
て
は
、
坂
本
太
郎
氏
の
次
の
如
き
見
解
が

み
ら
れ
る
。
即
ち
氏
は
、
養
老
令
に
宅
地
班
給
の
規
定
の
み
え
な
い

こ
と
か
ら
「
或
は
我
が
令
の
園
地
の
語
に
は
宅
地
を
も
含
ま
し
め
て

み
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
し
、
養
老
令
に
宅
地
条
の
存
在
す
る

こ
と
に
つ
い
て
「
強
ひ
て
立
入
つ
た
推
測
を
廻
ら
せ
ば
或
は
養
老
改

修
の
際
の
無
用
な
る
挿
入
で
は
な
か
ら
う
か
と
せ
ら
れ
な
い
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
か
ら
う
」
と
述
べ
、
大
宝
令
宅
地
条
の
存
在
を
暗
に
否
定
さ
れ
た
。

大
宝
令
宅
地
条
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
派
す
決
定
的
な
史
料
は

見
当
ら
な
い
が
、
私
は
氏
の
見
解
を
妥
愚
な
も
の
と
し
て
受
け
容
れ

た
い
．
従
っ
て
、
大
宝
令
の
園
地
条
・
賃
租
条
で
、
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凡
給
　
園
地
一
潜
、
随
鳳
地
多
少
一
均
給
、
着
絶
レ
戸
還
レ
公
、

　
凡
賃
コ
租
田
｝
者
、
各
限
　
一
年
｛
園
認
識
、
皆
須
下
灘
　
所
部
官
司
ハ
申
牒
、

　
然
後
聴
よ
、

と
規
定
さ
れ
た
園
地
は
、
宅
地
も
そ
の
中
に
含
み
、
菓
繭
類
や
菜
跳

類
は
も
と
よ
り
雑
穀
類
を
も
栽
培
す
る
土
地
だ
つ
た
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
養
老
三
年
以
降
は
、
斯
か
る
園
地
の
中
の
雑
穀

類
を
栽
培
す
る
土
地
だ
け
が
特
に
区
鯛
さ
れ
て
取
扱
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
陸
田
制
度
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

①
　
爲
本
書
紀
巻
十
五
、
仁
落
籍
年
紀
に
は

　
　
　
　
韓
藍
鄭
蕊
蹄
薄
書
掘
鶴
灘

　
と
み
え
る
か
ら
、
我
国
に
お
け
る
畠
・
の
用
例
は
か
な
り
古
く
ま
で
遡
る
こ

　
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

②
癌
令
は
、
仁
井
田
陞
氏
『
唐
令
捻
遺
漏
及
び
虎
尾
俊
哉
氏
『
班
田
収
授

　
法
の
研
究
』
所
収
の
三
遠
「
繍
令
斜
照
袈
扁
に
よ
っ
た
。

③
作
物
の
分
類
法
は
「
倭
名
類
、
底
意
」
に
よ
っ
た
。
尚
、
作
物
の
種
類
に

　
つ
い
て
は
古
島
敏
雄
氏
四
日
本
農
業
技
術
史
〔
上
〕
』
が
詳
し
い
。
　
参
照

　
さ
れ
た
い
。

④
令
義
解
、
剛
令
宅
地
条
の
註
釈
。

⑤
令
義
解
、
田
令
園
地
条
の
註
釈
。

⑥
令
集
解
、
田
令
園
地
条
の
註
釈
。

⑦
園
地
に
対
し
て
は
他
に
古
記
の
註
釈
が
み
え
る
が
（
舎
集
解
、
田
全
園

　
地
条
）
、
　
周
知
の
通
り
古
記
は
奈
撲
時
代
の
大
宝
令
に
対
す
る
註
釈
な
の

　
で
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
。

⑧
類
聚
三
代
格
去
就
、
農
桑
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
二

⑨
続
日
本
紀
巻
八
、
養
老
三
年
九
月
丁
丑
条
。

⑩
　
下
総
…
三
二
紬
勒
郡
大
嶋
郷
養
老
五
年
癖
籍
を
み
る
と
、
募
癖
中
の
手
口

　
（
兵
士
・
一
丁
・
少
丁
・
次
丁
・
老
丁
）
数
が
一
類
・
二
口
と
い
う
の
は

　
決
し
て
少
く
な
い
。
こ
れ
に
不
課
口
の
男
（
有
位
者
・
廃
疾
・
小
子
・
緑

　
子
）
を
加
え
て
も
な
お
五
口
に
満
た
な
い
房
戸
も
あ
る
。
若
し
詔
溝
鼠
の

　
民
戸
が
房
戸
を
冠
す
と
す
る
と
、
最
低
授
田
弼
積
は
一
町
で
あ
る
か
ら
、

　
懸
か
る
男
子
の
少
い
募
癖
で
は
酌
穿
劃
亀
元
年
の
規
定
聞
積
よ
り
著
し
く
広
い

　
醐
積
の
陸
田
を
班
給
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
郷
戸
を
指
す
と
考
え

　
る
と
戸
口
…
数
は
三
倍
近
く
増
え
る
か
ら
、
霊
亀
の
制
度
で
も
郷
癖
は
最
低

　
一
町
程
度
の
陸
賑
は
耕
種
す
る
義
務
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
養
老
三
年
に

　
お
け
る
耕
種
面
稜
の
大
ぎ
な
変
化
は
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。

⑪
　
粟
と
稲
の
換
算
比
率
は
、
賦
役
令
義
倉
条
に
よ
る
と
粟
一
斗
が
稲
二
斗

　
で
あ
る
。
稲
を
籾
と
解
す
る
と
、
粟
一
斗
は
稲
二
束
と
な
る
。
従
っ
て
、

　
粟
王
升
は
稲
に
換
算
す
る
と
六
把
で
あ
る
。
延
喜
主
税
式
の
規
定
に
よ
る

　
と
粟
二
斗
が
稲
三
束
で
あ
る
。
従
っ
て
、
粟
三
升
は
稲
に
換
算
す
る
と
四

　
把
半
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
換
算
比
率
を
と
る
に
せ
よ
、
こ
れ
は
窪
田
の
烈

　
分
の
一
ど
し
て
計
算
し
た
上
田
　
○
束
・
中
田
八
束
・
下
田
穴
束
の
水
田

　
地
子
に
比
べ
て
問
題
に
な
ら
な
い
少
量
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
阻
租

　
－
一
1
改
泥
租
法
の
…
「
束
五
把
一
に
比
べ
て
も
少
く
、
そ
の
三
分
置
一
見

　
度
で
あ
る
。

⑫
　
類
聚
三
代
格
巻
八
、
農
桑
事
。

⑬
　
寧
楽
遺
文
〔
上
巻
〕
、
三
二
八
頁
上
段
。

⑭
　
こ
の
班
田
麟
に
つ
い
て
は
富
本
救
護
の
論
考
が
あ
り
、
そ
の
内
容
が
詳
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継
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
へ
「
山
城
悶
葛
野
流
班
田
図
に
つ
い
て
濡
、
　
「
続
碍

　
本
紀
研
究
』
六
ノ
一
…
じ
。
　
氏
は
こ
の
班
田
図
の
作
成
年
代
を
天
長
猟
年
と

　
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。

⑮
　
　
一
二
代
庸
夫
録
、
　
一
封
継
四
年
瓢
一
目
月
十
⊥
ハ
日
〃
禾
。

⑯
平
安
遺
文
、
七
五
号
文
潜
。

⑰
乗
陵
照
の
記
載
の
み
え
る
史
料
を
列
挙
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
G
り
　
山
城
籔
葛
野
郡
班
田
図
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
㈲
　
三
二
本
玉
紀
、
承
和
蕪
年
十
一
月
丁
9
9
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
七

　
の
　
続
日
本
記
紀
、
扇
子
八
年
十
一
月
癸
琵
条
。

　
⇔
　
貞
槻
鶯
年
十
二
月
十
灘
日
付
貞
観
寺
畠
二
重
乙
案
（
平
安
遺
文
、
　
一

　
　
四
一
号
文
書
）
。

　
㈱
　
三
代
実
録
、
貞
観
十
二
年
十
二
月
十
三
ロ
条
。

⑱
　
養
老
六
年
の
泉
獣
百
万
町
歩
開
墾
計
面
は
、
q
分
田
の
不
足
に
対
処
す

　
る
た
め
の
水
購
開
発
事
業
と
考
え
ら
れ
て
ぎ
た
が
、
村
尾
次
郎
氏
は
こ
の

　
時
の
奏
文
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陸
奥
出
羽
両
国
の
陸
繊
淵
発
を

　
計
諏
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
有
力
な
反
論
を
提
出
さ
れ
た
（
村
尾
氏

　
『
律
令
財
政
史
の
研
究
漏
第
五
章
）
。
　
こ
の
村
尾
氏
の
説
に
つ
い
て
は
贅

　
否
両
論
が
あ
り
、
い
ず
れ
と
も
決
し
難
い
が
、
本
稿
に
と
っ
て
そ
れ
至
重

　
要
な
間
題
で
な
い
の
で
、
　
一
応
従
来
の
通
説
に
従
っ
た
。

⑧
羽
倒
稔
氏
「
三
世
一
身
法
に
つ
い
て
1
奈
良
朝
の
墾
田
策
一
」

　
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
｝
二
〇
口
η
）
。

⑳
　
弘
仁
十
一
年
七
月
九
日
付
太
政
官
符
所
引
天
平
神
護
二
年
九
月
十
五
罧

　
格
（
類
聚
三
山
格
巻
八
、
農
桑
事
）
。

⑳
弘
仁
十
一
年
七
月
九
口
付
太
政
官
符
（
類
聚
蕊
代
格
巻
八
、
農
桑
事
）
。

＠
　
　
承
知
胆
山
並
年
七
月
二
十
－
一
口
口
付
太
耽
以
官
符
（
獺
月
曜
瓢
一
代
格
一
巻
八
、
　
農
桑
事
）
。

⑳
　
承
和
七
年
五
月
闇
臼
付
太
致
官
符
（
頓
聚
三
代
搭
巻
八
、
農
桑
事
）
。

⑳
　
当
時
は
領
野
売
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
天
平
勝
宝
三
年
、

　
大
同
泓
年
と
禁
令
が
出
さ
れ
、
弘
仁
二
年
に
い
度
こ
れ
が
承
認
さ
れ
た
が
、

　
弘
仁
十
年
に
至
り
再
び
禁
止
さ
れ
、
承
．
和
六
年
に
も
重
ね
て
禁
令
が
出
さ

　
れ
て
い
る
（
類
聚
三
代
格
巻
十
九
、
禁
制
事
、
弘
仁
十
年
六
澱
二
日
付
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
匹

　
政
点
民
枕
秤
ρ
　
日
志
小
後
紀
、
　
弘
仁
一
【
始
十
二
月
丁
畳
条
。
　
融
麗
二
本
後
紀
、
　
へ
承
和
山
ハ

　
　
　
八

　
年
十
月
丙
贋
条
。
）
。
そ
う
し
て
こ
の
禁
令
は
、
逓
喜
弾
正
式
の

　
　
凡
禁
甲
断
苅
二
大
小
麦
青
苗
（
為
二
馬
草
の
売
由
買
井
桑
護
等
鞍
橋
嘉
、

　
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
青
田
売
り
の
際
限
は
「
潜
篇
其
所
慣
得
、
倍
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
酉

　
於
収
甥
実
」
（
日
本
後
号
、
弘
仁
二
年
照
月
丁
二
条
）
と
い
う
こ
と
に
あ
っ

　
た
が
、
陸
醐
が
地
子
田
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
　
一
層
よ
く
そ
の

　
理
由
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
け
だ
し
、
丁
田
の
う
ち
に
苅
れ
ば
地
子
徴
取
の

　
対
∵
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
E
る
。

⑳
　
仁
井
田
鰍
氏
「
支
那
爲
本
の
土
地
泓
二
二
（
三
と
へ
門
国
家
学
会
雑
誌
臨

　
四
四
ノ
七
）
。
な
お
氏
は
、
六
一
に
拠
っ
て
「
一
任
売
」
と
し
な
が
ら
も
、

　
或
は
養
老
令
と
同
文
だ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

⑳
　
令
集
解
、
田
令
園
地
条
の
園
地
に
対
す
る
註
釈
。

⑳
　
坂
本
太
郎
氏
『
大
化
改
新
の
研
究
』
第
四
編
、
第
二
章
。

二
　
韻
制
の
変
化
と
畠
の
制
度

．
周
知
の
通
り
、
延
喜
年
間
を
さ
か
い
と
し
て
、
律
令
制
度
は
大
き

な
変
化
を
遂
げ
る
。
即
ち
、
従
来
は
郷
戸
を
単
位
と
し
て
収
取
さ
れ

て
い
た
租
・
庸
・
調
・
嵐
挙
等
が
有
ヵ
農
斑
た
る
匿
名
を
単
位
と
し
．
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①

た
一
個
人
を
単
位
と
し
た
ー
ー
収
取
に
変
り
、
同
時
に
従
来
は
人

別
に
賦
一
課
さ
れ
て
き
た
調
・
庸
・
出
挙
等
が
租
と
同
様
の
照
積
別
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

課
形
態
に
変
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
変

化
に
相
応
し
て
畠
の
制
度
も
ま
た
変
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
畠
に
関
す
る
史
料
は
極
め
て
少
く
、
そ
の
変
化
を
直
接
あ

と
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
、
後
の
史
料
に

拠
り
な
が
ら
当
時
の
変
化
を
推
測
す
る
以
外
に
適
当
な
方
法
を
も
た

な
い
。

　
賦
役
令
水
早
条
に
よ
る
と
、
調
は
、
水
稲
が
水
皐
論
議
に
よ
っ
て

不
熟
の
場
合
に
免
除
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
桑
麻
の
損
、
じ
尽
し
た

時
に
も
ま
た
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
規
定
が
実
際

に
適
m
川
さ
れ
て
い
み
κ
こ
ぶ
汁
は
、
轟
ハ
園
劉
丈
⊥
甲
に
、

　
大
宰
磯
∵
隅
、
日
向
薩
摩
爾
醐
風
雨
、
桑
関
聯
尽
、
詔
、
不
レ
凋
一
一
寺
神
之

　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
懇
情
並
免
轟
今
年
講
庸
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
免
昌
越
前
能
登
二
圏
、
今
年
調
十
分
之
七
↓
以
　
面
謝
有
り
損
也
、

の
如
き
記
載
の
み
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、

調
が
純
粋
に
田
率
賦
課
に
変
化
す
れ
ば
、
桑
津
の
栽
培
さ
れ
た
畠
は

全
く
収
取
と
関
係
が
な
く
な
る
か
、
新
た
に
直
接
的
収
取
の
対
象
と

し
て
と
P
あ
げ
ら
れ
る
に
至
る
か
の
い
ず
れ
か
に
な
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
斯
か
る
点
か
ら
先
ず
注
葛
さ
れ
る
の
は
鮎
次
に
引
く
伊
賀
　
冴

里
滝
畏
縮
薯
親
裁
あ
る
・
　
　
　
　
邸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
、
）
　
　
　
　
　
1
2

　
玉
滝
御
杣
湯
船
村
工
藤
井
有
誤
解
　
申
請
本
寺
　
所
政
裁
定
事
、

　
　
請
並
並
　
戴
定
、
施
工
裁
下
守
殿
等
等
、
苧
国
領
被
責
馬
不
安
愁
之
状
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
任
力
）

　
右
、
謹
案
事
情
、
前
司
御
任
住
人
等
蕊
握
散
、
其
後
当
司
守
旧
蒔
、
依
御

　
寺
仰
、
工
等
経
廻
、
但
荒
畠
閥
、
三
生
於
苧
、
再
進
国
日
U
、
付
使
責
徴
、

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
こ

　
無
為
方
書
、
代
≧
未
愚
智
田
苧
尤
圏
領
、
墓
誌
不
可
責
由
御
文
、
被
無
下

　
　
（
マ
・
）

　
案
慶
冷
｝
　
　
　
一
贋
所
放
被
裁
下
考
、
仰
本
寺
貴
由
、
施
主
善
醸
目
深

　
愚
直
事
仰
言
上
如
件
、
伍
注
具
事
状
、
以
解

　
　
　
　
康
平
元
年
九
月
齋
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
井
有
武

　
延
喜
か
ら
一
世
紀
半
も
後
の
、
し
か
も
意
味
の
と
れ
な
い
部
分
の

あ
る
解
文
で
あ
る
が
、
当
時
に
お
い
て
苧
畠
が
燭
衙
の
直
接
的
収
取

の
対
象
と
な
っ
て
い
た
事
情
は
知
る
こ
と
が
繊
来
る
。
苧
畠
は
麻
畠

に
準
じ
て
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
又
、
所
領
畠
を
注
進
し
た
応
徳
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
安
芸
国
高
田
郡
司
解
に
は
、
例
え
ば
、

　
鎌
紙
塩
畠

　
　
宮
貞
四
温
　
字
千
原
　
作
人
真
僧

　
　
　
桑
五
本

　
　
　
四
至
藤
粗
飯
舗



奈良・平安蒋代の畠捌度（泉谷）

の
如
き
記
載
が
み
ら
れ
る
が
、
桑
心
木
と
い
う
詑
載
は
桑
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

直
接
的
収
、
取
が
当
時
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
屯
の
で
あ
る
。
こ

九
ら
の
例
で
明
ら
か
な
如
く
、
調
・
庸
等
が
田
率
賦
課
に
転
化
す
る

と
、
桑
戸
の
栽
培
さ
れ
た
畠
は
収
取
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
ゆ
く
、

の
で
は
な
く
、
新
た
に
直
接
的
収
取
の
対
象
と
し
て
国
衙
に
よ
っ
て

と
の
あ
げ
ら
れ
る
に
殴
る
の
で
あ
る
。
斯
か
る
変
化
は
調
・
軽
風
の

閉
率
賦
課
と
表
裏
の
関
係
で
進
行
し
、
値
接
的
収
取
は
や
が
て
菜
疏

類
の
栽
培
さ
れ
て
い
た
菜
園
に
ま
で
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
を
欠
い
て
い
る
。

　
延
喜
以
降
の
変
化
に
お
い
て
、
以
上
の
如
き
収
取
爾
に
お
け
る
変

化
と
共
に
我
々
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
所
・
有
権
に
お

け
る
変
化
で
あ
る
。
延
喜
以
降
に
お
い
て
郷
戸
は
実
質
的
に
崩
壊
す

る
。
郷
戸
に
代
っ
て
収
取
単
位
と
し
て
国
衙
に
把
握
さ
れ
た
の
は
負

名
即
ち
一
部
の
有
力
農
民
で
あ
る
。
彼
等
は
広
大
な
公
田
を
講
作
し

そ
の
所
当
官
物
を
納
入
し
た
が
、
畠
に
対
す
る
収
取
が
右
に
述
べ
た

如
ぐ
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
の
一
当
地
子
納
入
の
責
任
者
は

彼
等
を
お
い
て
外
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

彼
等
は
国
衙
に
よ
り
そ
の
畠
に
対
す
る
所
有
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た

と
考
え
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
延
喜
以
降
は
郷
戸
は
消
滅
し
た
の
で

あ
る
か
ら
、
負
名
は
田
令
に
よ
っ
て
戸
別
に
均
分
さ
れ
た
延
喜
以
前

の
園
地
や
陸
田
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
の
で
は
な
く
、
従
来
の
所
有

関
係
は
一
応
清
算
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
能
力
に
応
じ
て
連
名
達
は
贔

に
対
す
る
所
有
権
を
え
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
新
し
い
私
有

権
が
田
令
園
地
条
の
適
…
用
を
う
け
て
永
年
的
で
あ
っ
た
か
公
田
に
準

じ
て
扱
わ
れ
て
有
期
酌
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
　
「
既
謂
公

田
、
何
有
私
領
、
然
則
寛
弘
五
年
以
往
荒
廃
公
田
者
、
縦
是
瓢
虫
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

名
之
古
作
、
可
身
許
作
小
人
之
暴
挙
鼠
と
称
し
て
負
事
の
請
作
田
が

没
収
さ
れ
た
こ
と
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
園
家
公
権
が
な
お

強
く
公
田
に
作
用
し
て
い
た
時
で
あ
る
か
ら
、
畠
に
も
国
家
公
権
が

強
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
鳥
に
対
す

る
負
名
の
所
有
権
は
、
そ
れ
が
有
期
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
永
年
的
で

あ
っ
た
に
せ
よ
強
力
な
国
家
公
権
下
に
わ
け
る
私
有
権
で
あ
り
、
延

喜
以
前
即
ち
令
制
下
に
お
け
る
私
有
権
と
本
質
的
に
は
異
な
ら
な
い

も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
十
一
世
紀
初
に
至
る
と
、
領
制
鳳
再
び
大
き
な
変
化
を
遂
げ
る
。

そ
れ
は
、
公
田
が
私
領
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ

⑨る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
に
応
じ
て
畠
の
制
度
も
ま
た
変
化
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
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公
田
の
私
領
化
は
、
畿
内
の
如
き
先
進
地
帯
に
お
い
て
帳
負
名
の

請
作
田
即
ち
名
を
単
位
に
進
行
し
た
が
、
こ
の
名
の
中
に
は
田
地
ば

か
り
で
な
く
畠
も
含
ま
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
大
和
芋
の
大
田
犬
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

名
は
私
領
化
さ
れ
て
由
村
残
の
所
領
と
な
っ
た
が
、
そ
の
中
に
は
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

墾
地
・
畠
。
宅
地
が
含
ま
れ
て
い
た
し
、
播
磨
国
大
橡
単
為
辰
が
承

徳
二
年
に
息
男
為
包
に
譲
り
与
え
た
私
領
重
次
名
中
に
は
「
畠
桑
原

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

等
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
名
の
中
に
畠
が
含
ま
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
こ
と
は
、
す
で
に
石
母
田
氏
の
指
摘
が
あ
り
、
周
知
の
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
辺
境
地
帯
に
お
い
て
は
名
を
単
位
と
す
る
私
領
化
は
比
較

的
少
く
、
郷
ま
た
は
保
を
単
位
に
私
領
化
が
進
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。

竜
つ
と
も
、
郷
・
保
を
単
位
に
私
領
化
が
進
行
し
た
と
い
っ
て
も
、

郷
と
保
・
保
と
名
は
当
時
に
お
い
て
三
川
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
郷
・

保
・
名
の
呼
称
は
土
地
の
広
狭
に
よ
り
適
宜
使
い
わ
け
ら
れ
た
の
で

あ
り
、
郷
と
い
い
保
と
い
い
名
と
い
っ
て
も
そ
の
問
に
本
質
的
な
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

異
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
制
度
史
的
考
察
に
お
い
て
こ
れ
ら

を
特
に
区
別
し
て
扱
う
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
郷
を
単
位
と

し
て
私
領
化
の
進
行
し
た
こ
と
が
史
料
に
よ
9
あ
と
づ
け
ら
れ
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
傭

例
と
し
て
安
芸
圏
高
田
郡
三
田
郷
の
場
合
を
あ
げ
う
る
が
、
先
に
一

部
を
引
用
し
た
応
徳
二
年
の
安
芸
国
高
田
郡
事
解
に
は
三
田
郷
内
の
．

先
雛
相
伝
所
領
畠
六
十
八
町
三
段
百
歩
が
注
進
さ
れ
て
お
り
、
や
は

　
り
畠
の
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
十
一
世
紀
以
降
に
お
い
て
み
ら
れ
る
公
田
に
遇
す
る
領
主

権
と
、
墾
田
永
年
私
財
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
治
田
に
対
す
る
所

有
権
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
斯
か
る
相
違

　
と
問
様
の
意
味
に
お
い
て
、
以
上
述
べ
た
如
き
畠
に
対
す
る
領
主
権

　
と
十
一
世
紀
以
前
に
園
宅
地
に
認
め
ら
れ
て
い
た
私
有
権
と
は
異
質

な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
更
に
詳
し

く
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
十
一
世
紀
以
降
に
成
立
し
た
私
領
公
田
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
私
領

化
の
過
程
で
開
発
が
条
件
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
墾
田
（
治
阻
）
の
場

合
と
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
一
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
公
水
の

使
用
と
い
う
こ
と
が
全
く
問
題
に
さ
れ
な
く
な
る
。
即
ち
、
三
世
一

身
法
∵
墾
田
永
年
私
財
法
の
主
旨
を
う
け
つ
ぎ
、
延
喜
国
都
式
は
、

　
　
凡
私
墾
田
用
昌
公
水
一
献
、
論
晶
多
少
一
糸
為
＝
公
田
↓
降
水
饒
無
レ
妨
処
考
、

　
　
不
レ
論
繍
年
之
遠
近
一
聴
為
口
私
田
｛

と
規
定
し
て
い
た
が
、
十
一
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
　
「
至
無
色
無
図

注
者
、
已
為
公
田
」
と
い
う
式
を
無
視
し
た
主
張
が
な
さ
れ
る
に
至

　
　
　
　
　
⑧

、
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
延
喜
式
の
規
定
は
空
文
化
し
、
公
水
の
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観
念
は
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
レ
用

水
に
対
す
る
国
家
的
管
理
が
金
融
的
に
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ

う
。
即
ち
、
そ
こ
に
は
、
国
家
に
よ
る
勧
農
権
の
全
面
的
放
棄
が
み

　
　
　
　
　
　
⑪

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
律
令
制
下
の
農
民
的
土
地
所
有
に
つ
い
て
、
私

は
、
石
給
田
・
島
田
両
氏
の
説
に
従
っ
て
、
強
力
な
国
家
公
権
の
下

に
お
け
る
私
有
権
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
斯
か
る
強

力
な
国
家
公
権
が
あ
ら
ゆ
る
土
地
に
作
用
し
た
根
拠
は
、
政
府
が
用

水
の
管
理
を
は
じ
め
と
す
る
勧
農
権
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
従
っ
て
、
母
家
に
よ
る
勧
農
権
の
全
面
的
放

棄
と
い
う
事
態
は
、
国
家
公
権
の
消
滅
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
収
公
と
い
う
海
馬
の
内
容
の
変
化
に
最
も
よ
く
示
さ

れ
て
い
る
。
十
世
紀
以
前
に
お
い
て
、
収
公
は
私
有
権
の
否
定
即
ち

無
主
田
と
な
る
こ
と
を
煮
味
し
て
い
た
。
し
か
し
、
十
時
世
紀
以
降

に
お
い
て
は
、
不
承
租
田
が
輸
租
田
に
変
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す

　
　
　
　
　
⑬

ぎ
な
く
・
な
る
。
墾
田
は
私
水
を
用
い
、
　
一
応
政
府
の
勧
農
外
の
土
地

で
あ
っ
た
が
、
肉
野
及
び
口
分
田
・
三
田
等
の
存
在
形
態
に
規
制
さ

れ
て
、
や
は
り
国
家
公
権
の
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
墾
田
と

同
様
の
こ
と
が
十
世
紀
以
前
の
畠
に
つ
い
て
匿
い
え
る
。

　
晶
多
門
即
で
述
。
へ
た
加
｝
く
、
　
政
・
府
は
恭
｛
夢
ど
二
年
に
陸
田
の
颪
口
二
分
を
試

み
た
。
即
争
．
陸
濁
は
収
公
さ
れ
て
一
旦
無
主
田
と
な
り
、
然
る
後

に
巴
鴨
に
班
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
又
、
天
平
元
年
に
は
、
山
城
・

阿
波
両
国
の
陸
田
は
こ
と
ご
と
く
収
公
さ
れ
、
水
田
と
周
様
に
扱
わ

れ
る
に
至
っ
た
。
令
制
に
よ
っ
て
園
地
・
宅
地
の
私
有
が
認
め
ら
れ

て
い
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
何
時
で
も
収
公
さ
れ
、

無
主
地
に
変
化
し
う
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
強
力
な
国

家
公
権
は
畠
の
上
に
竜
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
十
一

世
紀
以
降
に
な
る
と
、
畠
に
対
す
る
国
家
公
権
も
水
田
の
場
合
と
翼

壁
に
消
滅
す
る
。
従
っ
て
、
国
家
公
権
の
発
動
に
よ
っ
て
畠
が
無
主

地
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
件
畠
陸
建
値
捌
拾
歩
、
敏
公
験
明
白
、
免
除
地
子
已
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
評
判
」

　
大
法
師
源
幸
解
　
申
諮
　
国
裁
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伝
脱
ヵ
）

　
　
請
被
任
本
公
験
、
免
除
私
相
所
領
島
□
段
傭
捌
拾
歩
収
憂
愁
状
、

　
　
　
在
乙
訓
郡
羽
津
加
志
下
村

　
　
　
　
四
【
三
川
A
口
田
瓢
五
坪
一
段
六
口
鵡
少

　
　
　
　
　
同
里
六
坪
四
段
百
八
十
歩
一
一
口
物
同
里
七
坪
三
百
歩

　
　
　
劃
進
本
公
験
四
通

　
右
謹
検
案
内
、
件
畠
従
前
祖
梱
伝
、
当
初
更
無
如
此
引
目
］
之
妨
、
而
今
年

　
俄
号
　
国
富
、
郡
司
等
背
前
鯉
責
勘
、
望
請
　
圏
戯
、
任
前
例
被
免
除
、
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弥
知
道
理
之
貴
、
働
臼
山
状
、
以
解
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
　
　
長
一
兀
二
年
二
眉
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
法
師
細
々

右
の
解
案
に
み
ら
れ
る
如
く
、
水
田
の
場
禽
と
同
様
に
収
骨
の
音
心
味

す
る
内
容
ば
変
り
、
十
一
世
紀
以
降
は
、
国
衙
が
畠
地
子
を
徴
取
す

る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
す
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
以
上
述
べ
た
こ
と

で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
十
一
世
紀
初
に
、
律
令
綱
的
土
地

所
有
制
度
に
重
大
な
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、
同
じ
く
畠
の
売
買

謬
伝
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
、
十
一
世
紀
初
を
境
と
し
て

そ
の
前
と
後
と
で
は
私
有
権
の
性
格
に
大
き
な
相
違
が
あ
り
、
単
純

に
隅
一
の
私
有
権
の
継
続
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
斯
く
し
て
十
一
世
紀
以
降
に
成
立
し
た
私
領
畠
は
噂
話
と
称
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
次
に
そ
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
少
し
述
べ
る
こ
と

に
し
よ
う
。
公
畠
の
存
在
形
態
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
先
ず
長
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
年
の
伊
賀
国
矢
河
中
村
夏
見
下
馬
、
取
帳
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
帳

面
に
よ
る
と
、
矢
河
・
中
村
・
夏
見
に
あ
る
公
畠
は
計
五
十
三
町
六

段
百
八
十
歩
で
、
そ
の
内
訳
は
次
の
通
り
だ
っ
た
。

　
　
得
畠
　
　
一
七
町
五
段
一
八
○
歩

　
　
損
白
園
　
　
　
　
五
町
・
一
段
　
　
六
〇
君
門

　
　
片
晶
　
　
二
四
町
　
　
三
〇
〇
歩

　
　
荒
畠
　
　
　
六
町
九
段

得
畠
と
い
う
の
は
、
麦
が
栽
培
さ
れ
て
収
穫
の
あ
っ
た
畠
の
こ
と
で

あ
る
。
片
白
田
と
い
う
の
は
、
矢
河
∵
中
村
・
夏
見
各
［
条
の
小
計
欄
に

影
野
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
麦
栽
培
の
物
好
と
の
対
比
か
ら
、
菱

以
外
の
作
物
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
贔
と
考
え
て
よ
い
。
麦
栽
培
の
得

畠
に
は
段
別
一
斗
の
畦
塗
顔
地
子
の
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
み
え
る

が
、
町
営
は
得
畠
で
あ
り
な
が
ら
、
籍
か
る
加
地
子
の
記
載
は
み
ら

れ
な
い
。
し
か
し
検
畠
帳
で
あ
る
以
上
、
収
取
を
目
約
に
作
成
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
乳
量
か
ら
地
子
が
徴
∵
取
さ
れ
な
か
っ
た

と
考
え
る
の
は
誤
ρ
で
あ
ろ
う
。
麦
栽
培
の
得
｛
愚
に
付
記
さ
れ
た
の

は
加
地
子
で
あ
る
。
即
ち
麦
繍
は
余
分
に
段
別
一
斗
の
地
子
が
肥
取

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
麦
畠
は
生
産
力
の
高
い
畠
で
あ
る
た
め
二

重
の
収
．
取
が
行
わ
れ
た
が
、
片
畠
は
生
産
力
の
低
い
畠
で
あ
る
た
め
、

所
当
地
子
を
納
め
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
か
る
公
畠
は

不
均
等
な
名
幽
に
分
か
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
名
主
は
名
田
ば
か
り

で
な
く
名
畠
に
対
す
る
勧
農
を
も
行
い
、
小
当
地
子
を
国
衙
に
納
入

す
る
責
任
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
公
畠
の
存
在
形
態
を
よ
く
示
す
史
料
と
し
て
、
い
ま
一
つ
、
久
安
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

年
の
讃
妓
国
善
通
憂
茶
羅
寺
々
領
注
進
状
が
あ
げ
ら
れ
る
。
両
寺
領
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⑳

　
　
に
つ
い
て
は
西
岡
虎
之
助
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
両
寺
領
は
本

　
　
来
多
度
郡
及
び
那
珂
郡
に
分
散
し
て
あ
り
、
寺
家
は
夏
秋
時
の
検
注

　
　
地
子
物
を
竜
っ
て
寺
用
に
宛
て
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
久
安
元
年
に

　
　
至
る
と
、
寺
領
田
畠
は
両
寺
を
中
心
に
一
円
化
さ
れ
、
一
円
化
さ
れ
た

　
　
所
領
即
ち
起
請
田
の
官
物
を
も
つ
て
寺
用
に
あ
て
る
こ
と
に
改
め
ら

　
　
れ
た
。
右
の
注
進
状
は
こ
の
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
新
し
く
寺

　
　
領
と
す
る
地
域
の
田
種
・
面
積
・
作
人
等
を
坪
単
位
に
記
し
集
計
七
た

　
　
竜
の
で
あ
る
。
・
従
っ
て
、
こ
の
注
進
状
に
記
さ
れ
た
の
は
、
他
殺
の
検

　
　
注
状
に
み
ら
れ
る
如
き
庄
田
畠
の
存
在
形
態
で
は
な
く
、
公
田
畠
の

　
　
存
在
形
態
で
あ
る
。
注
進
状
に
は
例
え
ば
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
一
坪
七
段
　
　
舩
酬
に
灘
静
荒
　
　
　
　
　
　
　
作
人
知
勢

　
　
　
　
十
一
エ
七
段
　
澱
繭
詔
嚴
罪
作
小
年
荒
四
反
六
＋
歩
　
作
人
晴
光

窃
　
＋
モ
干
尊
墨
醤
隻
美
三
口
　
在
所
正
宗

轍
・

　
　
右
で
先
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
坪
一
作
人
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

渡齢
　
次
い
で
、
伊
賀
国
に
お
け
る
如
く
名
に
編
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

ゆ
・
と
で
あ
る
。
・
れ
が
何
故
で
あ
る
か
萌
翠
黛
す
史
料
は
な
い

麟
が
、
次
の
如
く
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
、
こ
こ
で

平・
　
は
安
芸
国
と
同
様
に
公
田
畠
の
私
領
化
が
郷
を
単
位
に
進
み
、
郷
司

瓢
が
海
部
と
し
て
作
人
に
土
地
を
宛
行
っ
て
い
た
・
従
っ
て
・
坪
を

単
位
と
す
る
古
い
土
地
宛
行
の
方
法
が
な
お
と
ら
れ
て
お
り
、
名
田

畠
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
。
検
注
状
の
畠
作
物
は
変
に
限
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
検
注
の
時
期
が
十
二
月
だ
つ
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
み
て

よ
か
ろ
う
。

　
以
上
で
述
べ
た
如
く
、
延
喜
以
降
に
お
い
て
畠
の
制
度
は
大
き
く

変
っ
た
が
、
十
一
世
紀
以
降
に
お
い
て
国
家
公
権
が
消
滅
し
、
田
地

之
共
に
畠
に
対
す
る
勧
農
権
が
私
領
主
の
手
中
に
帰
し
た
こ
と
は
、

封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
に
お
い
て
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
点
で

あ
ろ
う
。

①
　
こ
の
変
化
を
は
じ
め
て
密
度
史
的
に
明
確
に
示
し
た
の
は
、
戸
田
芳
実

　
氏
「
国
衛
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
（
『
三
三
三
会
の
基
本
構
造
』
所
収
）

　
で
あ
る
。
そ
の
後
、
私
も
「
公
田
に
つ
い
て
」
（
門
史
林
熱
四
三
ノ
閥
）
に

　
お
い
て
こ
の
点
に
少
し
触
れ
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

②
こ
の
変
化
は
普
通
〃
人
か
ら
土
地
へ
”
と
表
現
．
さ
れ
、
石
山
隅
氏
等
に

　
よ
っ
て
偉
令
制
よ
り
封
建
制
へ
の
転
化
の
重
要
な
指
標
と
さ
れ
て
き
た
こ

　
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
斯
か
る
〃
人
か
ら
ま
地
へ
”
の
変
化
は

　
す
で
に
九
世
紀
初
の
公
営
田
経
営
に
み
ら
れ
る
（
赤
松
俊
秀
氏
「
公
営
細

　
を
通
じ
て
観
た
る
初
期
庄
園
制
の
構
造
に
就
い
て
」
　
『
歴
史
学
研
究
臨
七

　
ノ
五
）
が
、
本
格
化
す
る
の
は
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
後
半
に
か
け
て
で

　
あ
る
。
先
ず
九
世
紀
末
に
出
挙
が
田
率
賦
課
と
な
り
、
調
・
庸
の
霞
率
賦

　
課
は
ず
っ
と
お
く
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
患
挙
に
つ
い
て
は
比
較
的
史
料
が

　
多
い
た
め
、
田
率
賦
課
へ
の
移
行
の
過
程
が
詳
細
に
あ
と
づ
け
ら
れ
て
い

17　（657）



　
る
（
村
鑑
次
郎
氏
「
官
稲
分
班
の
蕃
語
」
『
芸
林
』
九
ノ
三
、
『
律
ム
刀
財
政

　
史
の
研
究
』
所
収
）
が
、
調
・
庸
に
つ
い
て
は
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た

　
め
、
十
世
紀
後
半
に
は
す
で
に
田
率
賦
課
に
移
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

　
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

③
続
鷺
本
紀
巻
二
十
三
、
宝
亀
六
年
十
　
月
．
丁
巴
里
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
骨
七

④
日
本
後
紀
巻
十
二
、
延
暦
二
＋
三
年
十
月
戊
辰
条
。

⑤
平
安
遺
交
、
九
〇
五
号
文
書
。

⑥
平
安
遺
贈
一
二
三
〇
号
文
園
。

⑦
桑
よ
り
地
子
が
難
接
収
取
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
よ
り
明
確
に
示
す
史
料

　
と
し
て
、
時
代
は
や
や
下
る
が
、
久
寿
三
年
及
び
保
元
四
年
の
艶
後
燭
由

　
原
導
師
院
清
解
が
あ
る
（
平
安
遺
交
、
二
八
三
八
、
二
九
七
四
両
号
文
欝
）
。

　
こ
れ
に
は
次
の
獅
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
右
、
謹
搬
旧
風
、
放
生
会
之
幡
額
料
亭
宮
西
之
法
服
料
考
、
当
富
御
領

　
　
内
以
小
原
之
桑
被
宛
下
窺
、
往
古
例
也
、
難
論
先
年
之
比
、
依
為
便

　
　
宜
、
以
由
原
之
内
、
桑
幅
額
料
艶
本
、
法
服
押
韻
本
配
布
申
、

　
庄
園
の
例
で
あ
る
が
、
国
衛
の
免
除
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
期
か
る
収
取
を

　
行
い
え
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
園
衛
に
よ
る
双

　
取
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

⑧
寛
弘
九
年
正
月
二
十
二
日
付
和
泉
照
符
案
（
平
安
遺
文
、
四
五
七
号
交

⑨
拙
稿
「
公
照
変
質
の
幕
乃
察
」
（
『
歴
史
評
論
翫
一
〇
六
）
及
び
　
，
公
田

　
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
四
三
ノ
四
）
参
照
。

⑩
　
拙
稿
「
平
安
末
期
の
畿
内
の
『
領
主
』
に
つ
い
て
」
　
（
読
史
会
鮒
立
置

　
十
年
記
念
『
照
史
論
集
』
所
収
）
参
照
。

⑩
　
　
大
和
瀬
小
小
果
報
肉
U
山
村
鳶
口
闇
川
紛
瞬
く
状
　
（
平
安
一
思
文
、
一
陣
回
六
〇
門
万
文
漁
口
）
、

　
大
和
国
山
村
吉
雛
処
分
状
案
（
平
安
遺
文
、
　
四
九
四
号
文
書
）
ひ

⑫
　
承
徳
二
年
二
月
十
日
付
秦
為
辰
譲
状
（
平
安
遺
文
、
　
嚇
三
八
九
母
文
書
）
。

⑬
．
石
母
田
正
氏
「
中
世
的
土
地
所
有
権
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
宵
代
末
期

　
政
治
史
序
説
上
』
所
収
）
　
。

⑭
　
備
後
国
大
田
筆
意
と
な
っ
た
戸
張
保
は
、
仁
安
竃
年
の
紀
国
戸
冠
所
下

　
文
（
平
安
遺
文
、
三
四
八
○
号
交
書
）
に
お
い
て
は
戸
張
郷
と
称
せ
ら
れ

　
て
い
る
。
康
和
四
年
の
丹
波
繭
司
下
文
（
平
安
遺
交
、
　
一
四
九
五
号
文
露
）

　
に
は
「
於
米
光
保
者
、
勝
申
請
別
名
也
」
と
み
え
て
保
が
名
と
さ
れ
て
い

　
る
し
、
播
磨
躍
大
橡
秦
為
辰
譲
状
（
平
安
遺
交
、
一
竃
八
九
号
文
書
）
に
よ

　
る
と
彼
の
洋
燈
久
富
保
は
重
次
名
と
も
称
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
霜
の
如
き
混
翔
が
み
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
泓
は
、
保
が
郷
よ
り
分

　
劇
さ
れ
、
名
が
郷
・
保
よ
り
分
舗
さ
れ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否

　
訳
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
分
割
後
に
お
い
て
国
衙
よ
り
郷
・
保
・
名

　
は
す
べ
て
対
等
．
に
扱
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

⑮
　
三
田
郷
は
周
知
の
通
り
藤
深
氏
に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
て
ゆ
く
。
松
詞
久

　
人
氏
は
こ
れ
を
郷
司
職
の
絹
伝
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
が
（
「
衝
姓
名
の
成
立

　
と
そ
の
性
格
」
、
竹
内
理
二
氏
編
『
日
本
封
建
捌
成
立
の
研
究
』
買
収
）
、

　
私
は
所
領
と
し
て
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
ば
、

　
荘
司
職
に
つ
い
て
は
譲
状
に
鰐
す
る
自
判
と
は
別
に
補
任
状
が
岡
衙
よ
り

　
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
（
平
安
遺
文
、
一
〇
三
｝
号
文
書
と
一
〇

　
八
四
嘗
η
交
戸
口
を
参
照
軒
。
れ
た
い
。
）

⑯
　
長
騨
二
年
十
一
月
九
田
付
弘
福
寺
牒
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
国
司
免
判

　
（
平
｛
久
蹴
嵐
文
、
　
四
瓢
ハ
・
ハ
ロ
写
論
又
小
一
－
）
Q

　
　
無
色
無
図
と
註
し
た
土
地
即
ち
田
図
に
今
迄
明
確
に
記
載
さ
れ
な
い
で

　
き
た
土
地
は
未
開
の
荒
地
で
あ
り
、
公
水
さ
え
用
い
ず
開
墾
す
れ
ば
当
然
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奈良・平安時代の畠翻度（泉谷）

　
私
田
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
ゆ
そ
れ
を
公
田
で
あ
る
と
す
る
の
ば
延
喜
式

　
・
の
規
定
を
無
視
し
た
も
の
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

⑰
律
令
鯛
下
に
お
い
て
山
川
藪
沢
の
利
は
公
私
こ
れ
を
共
に
す
る
こ
と
に

　
な
っ
て
い
た
が
、
十
一
世
紀
を
さ
か
い
と
し
て
こ
れ
が
泓
領
の
中
に
く
り

　
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
（
島
田
次
部
氏
「
私
領
の
形
成
と
鎌
倉
幕
府
法
」
　
『
史

　
学
雑
誌
』
六
七
ノ
一
〇
）
。
　
斯
か
る
点
に
も
政
府
の
勧
農
権
の
放
棄
が
よ

　
く
示
さ
れ
て
い
る
。

⑱
拙
稿
「
公
田
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
、
四
三
ノ
騰
）
参
照
。
な
お
、
＋

　
一
世
紀
以
降
の
収
公
に
代
る
．
言
葉
と
し
て
没
官
が
あ
る
。
し
か
し
、
取
公

　
田
と
没
官
田
は
そ
の
存
在
形
態
が
異
る
。
収
公
田
は
無
主
で
あ
る
が
没
窟

　
田
は
有
主
で
あ
る
。
没
官
田
が
有
空
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
事
例
に
照
し
．

　
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
出
入
俘
善
男
没
官
墾
田
陸
着
嵐
林
庄
家
蟻
塚
浜
塩
釜
等
在
昌
請
騒
↓
　
皆

　
　
宛
吊
造
ユ
尽
城
道
橋
一
字
山
、
　
（
三
代
実
録
、
頁
観
十
七
年
十
二
月
十
五
日

　
　
条
）

　
没
官
田
は
売
却
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
収
公
田
の
如
き
無
主
眼

　
で
は
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
没
宮
田
の
斯
か
る
性
格
は
十
一
世
紀
以

　
降
も
変
ら
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

⑲
平
安
遺
文
、
五
↓
○
母
文
書
。

⑳
平
安
遺
文
、
二
三
〇
三
号
文
書
。

⑳
　
　
平
｛
女
仙
遺
文
、
　
二
五
六
九
聞
写
轟
轟
歳
口
。

⑳
　
嗣
子
虎
之
助
氏
「
土
地
庄
園
化
の
過
程
に
お
け
る
国
免
地
の
性
能
」

　
（
『
庄
園
史
の
研
究
下
巻
　
』
所
収
）
。

三
　
庄
園
と
畠
の
制
度

　
律
令
制
下
に
お
い
て
は
、
窟
寺
は
も
と
よ
り
定
額
寺
と
さ
れ
た
屯

の
に
対
し
て
は
国
家
よ
り
灯
分
稲
・
寺
田
畠
・
寺
封
等
が
与
え
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

寺
院
経
済
が
維
持
出
来
る
よ
う
に
保
障
さ
れ
て
い
た
。

　
凡
諸
国
定
額
寺
堂
塔
、
及
雑
舎
、
及
仏
経
論
等
、
毎
寺
二
丁
可
二
修
理
一
之

　
稚
よ
、
附
　
朝
集
使
一
言
上
、
其
料
宛
昌
寺
家
田
園
地
子
袖
薪
或
寺
元
来
元
昌

　
田
國
↓
具
勘
コ
録
支
度
帳
一
露
上
、
国
司
講
師
不
レ
加
　
捻
絞
↓
重
土
　
破
壌
｝

　
者
、
科
　
違
勅
罪
輔
泥
噸
一
鎖
二
塁

右
は
、
貞
観
交
替
式
に
み
え
る
嘉
祥
二
年
閏
十
二
月
五
日
付
太
政
官

符
に
拠
っ
て
定
め
ら
れ
た
延
喜
交
替
式
中
の
一
ケ
条
で
あ
る
が
、
田

園
地
子
を
寺
用
に
宛
て
る
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
寺
田
の
租
は

周
知
の
如
く
寺
家
へ
納
入
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
寺
田
は
事
実
上
不
輸

租
だ
つ
た
。
寺
家
園
地
即
ち
寺
畠
も
寺
田
の
如
ぐ
不
輪
で
な
け
れ
ば
、

交
替
式
の
規
定
の
如
く
そ
の
地
子
を
寺
用
に
宛
て
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
従
っ
て
、
寺
領
の
陸
田
は
不
輸
地
子
と
す
る
と
い
う
規
定

は
見
当
ら
な
い
が
、
陸
田
制
度
は
寺
畠
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
国
衙
に

よ
る
地
子
徴
取
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
大
同
元
年
に

政
府
は
「
如
レ
聞
、
王
随
勢
家
不
レ
顧
【
本
願
”
而
追
ユ
放
櫨
越
一
改
篇
替
綱

19　（659）



維
ハ
腿
園
任
レ
意
、
或
売
或
耕
」
と
述
べ
、
斯
か
る
行
為
を
禁
止
し

て
い
る
や
そ
れ
が
行
わ
れ
た
の
は
・
田
地
ば
か
り
で
な
く
畠
も
不

輸
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
承
和
十
一
年
に
阿
波
国
衙
は
、

誤
っ
て
口
分
田
と
し
て
百
姓
に
班
給
さ
れ
た
東
大
寺
領
野
嶋
庄
の
園

圃
の
一
部
を
、
来
年
に
な
っ
た
ら
班
ち
改
め
る
か
ら
そ
の
後
に
地
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
三
二
す
る
よ
う
に
、
と
東
大
寺
に
申
入
れ
て
い
る
。
寺
畠
か
ら
寺

家
が
地
子
を
徴
寵
し
て
い
た
早
期
の
具
体
例
と
し
て
は
、
こ
の
外
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

讃
岐
国
山
田
郡
内
の
弘
福
寺
鮎
掛
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
寺

畠
は
不
輸
と
さ
れ
、
寺
家
は
畠
よ
り
地
子
を
徴
取
し
て
い
た
の
で
あ

る
。　

不
輸
と
さ
れ
た
の
は
寺
畠
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
六
国
史
中
に

は
、
次
の
如
き
賜
畠
記
華
が
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
④
由
城
国
紀
伊
郡
陸
田
二
町
賜
爽
侍
従
四
位
上
和
気
朝
野
広
虫
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
＠
山
畠
以
国
印
蜥
訓
郡
自
H
田
六
町
賜
扁
廿
口
南
…
上
肉
口
親
王
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
◎
山
城
国
相
楽
郡
白
田
十
三
町
賜
扁
葛
井
親
王
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
㊥
河
内
圏
交
野
郡
肉
田
二
町
賜
轟
魯
野
親
王
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
㊥
山
城
国
乙
訓
郡
畠
一
町
嬰
従
四
位
下
慕
強
調
⑩

　
　
㊦
大
和
国
添
下
郡
白
濁
一
町
賜
昌
従
五
位
下
三
国
真
人
氏
人
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
㊦
山
城
国
乙
訓
郡
雛
田
一
町
九
段
賜
二
春
畿
内
親
雲

　
　
㊦
山
城
国
綴
喜
郡
乗
陸
田
二
町
、
河
内
国
旗
廃
田
滑
三
豊
、
賜
晶
時
子
内

　
　
　
　
⑫

　
　
親
王
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
①
山
城
国
相
楽
郡
乗
陸
田
三
町
単
二
橘
朝
匝
清
子
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
②
山
城
国
宇
治
郡
白
田
一
町
五
段
賜
（
大
中
臣
朝
臣
東
子
一

　
　
　
　
　
　
　
⑮

勅
旨
田
は
延
喜
式
に
よ
る
と
不
輸
租
田
だ
つ
た
。
勅
旨
畠
が
不
輸
で

あ
る
と
の
規
定
は
ど
こ
に
も
み
え
な
い
が
、
⑦
の
如
く
陸
田
1
1
畠
と

荒
廃
田
一
公
田
が
同
時
に
勅
旨
に
よ
つ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

を
み
る
と
、
勅
旨
田
と
同
様
に
勅
旨
畠
も
不
輸
だ
つ
た
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
る
。
延
喜
式
は
神
田
・
寺
田
・
布
薩
戒
本
田
．
放

生
田
・
勅
旨
田
・
黒
藻
眠
・
御
巫
田
・
采
女
田
・
射
田
・
健
児
田
．

学
校
田
・
諸
衛
射
田
・
左
右
馬
寮
田
・
飼
戸
田
．
賜
急
田
．
勧
学
田
．

典
六
事
田
・
節
婦
田
・
熟
田
・
試
写
戸
田
・
唇
力
婦
女
田
．
檸
独
田
・

船
瀬
功
徳
田
・
造
船
瀬
料
田
を
不
意
租
田
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
寺

嵐
・
勅
旨
畠
が
不
輸
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
若
し
こ
れ

ら
諸
田
中
に
愚
が
含
ま
れ
た
場
合
、
そ
の
畠
は
不
輪
と
さ
れ
て
い
た

と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
遷
し
、
こ
れ
ら
の
中
で
、
寺
田

と
勅
旨
田
を
除
け
ば
、
畠
の
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
は
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

馬
寮
田
だ
け
で
あ
る
。

　
養
老
三
年
以
降
、
雑
穀
類
を
栽
培
し
た
畠
即
ち
陸
田
は
地
子
徴
取

の
対
象
と
な
る
が
、
右
に
み
た
如
く
地
子
免
除
の
特
権
を
有
す
る
竜
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奈良・平安時代の贔翻度（衆谷）

の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
特
権
は
十
一
世
紀
以
降
も
引
き
続
き

存
続
し
、
庄
園
内
の
田
地
が
不
輸
と
さ
れ
た
の
と
同
じ
経
過
を
た
ど

9
、
庄
園
内
の
畠
は
一
切
不
輸
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え

　
　
＠

ら
れ
る
。
庄
園
領
主
は
国
衙
に
代
っ
て
庄
畠
よ
り
地
子
を
乱
取
し
た
。

従
っ
て
、
そ
の
収
取
形
態
・
収
取
量
等
は
公
畠
の
場
合
と
特
に
変
「
つ

た
点
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
庄
畠
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
、
庄
…
園
の
飼
別
的
研
究
に
お
い
て

す
で
に
多
く
言
及
さ
れ
て
お
り
、
今
更
こ
こ
で
記
す
ま
で
も
な
い
が
、

公
畠
と
の
比
較
の
た
め
、
史
料
の
比
較
的
よ
く
と
と
の
っ
た
大
和
圏

　
　
　
　
　
⑱

東
大
寺
領
櫟
庄
に
つ
い
て
少
し
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
櫟
庄
は
初

期
庄
園
の
系
譜
を
ひ
く
庄
園
で
あ
る
。
畠
に
関
し
て
は
、
保
延
五
年

　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

検
層
帳
・
永
踏
元
年
夏
鳥
畠
帳
及
び
保
延
三
年
・
二
野
等
等
の
史
料
が

残
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
如

き
こ
と
が
わ
か
る
。
櫟
…
庄
の
畠
は
二
種
に
大
別
さ
れ
て
い
た
。
　
一
つ

は
条
里
坪
内
の
畠
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
外
畠
と
称
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
外
畠
は
、
そ
の
名
称
か
ら
、
裏
山
友
麓
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
庄
在
家
に
付
属
し
た
菜
園
の
如
き
竜
の
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ

る
。
永
暦
元
年
の
夏
畠
検
注
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
条
璽
坪
内
の

趨
だ
け
だ
っ
た
。
夏
畠
の
検
注
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
勝
論
に
対
す

る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
検
注
の
結
果
、
作
畠
に
は
段
別
一
斗
の
地

子
が
課
せ
ら
れ
た
。
保
延
五
年
冬
検
畠
帳
は
、
秋
思
に
対
す
る
検
注

結
果
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
秋
の
検
注
で
は
、
条
里
坪
内
の
畠
ば

か
り
で
な
く
、
要
撃
も
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
。
こ
の
検
由
田
帳
に
は
地

子
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
。
し
か
し
、
検
注
を
行
っ
た
以
上
、
地

子
を
徴
取
し
た
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
、
条
塁
坪
内
の
畠
は
、
夏
と

秋
の
二
度
に
わ
た
っ
て
地
子
が
割
烹
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
麦
の
栽
培
さ
れ
た
畠
に
対
し
て
二
度
の
収
取
が
行
わ
れ
、
し
か
も

麦
の
地
子
量
が
段
別
一
斗
で
あ
る
点
は
、
先
に
考
察
し
た
伊
賀
国
の

公
畠
の
場
合
と
全
く
一
致
す
る
。

　
公
畠
と
庄
畠
の
同
一
性
は
右
に
よ
っ
て
証
さ
れ
た
と
思
う
が
、
畠

作
物
は
多
様
で
あ
ゆ
、
し
か
も
畠
地
の
生
産
ヵ
に
は
著
し
い
高
低
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
櫟
庄
と
伊
賀
国
公
畠
の
例
を
も
つ
て

す
べ
て
を
律
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
輪
作
の
可
能
な
畠
は
二
度
の

収
取
が
行
わ
れ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
不
可
能
な
と
こ
ろ
で
は
、
た

と
え
麦
が
栽
培
さ
れ
た
と
し
て
も
一
度
し
か
地
子
は
収
取
さ
れ
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
い
ま
、
右
に
述
べ
た
以
外
で
、
平
安
時
代
の
地
子
量

の
判
明
す
る
も
の
を
列
挙
す
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
永
承
露
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
大
和
国
大
凪
犬
丸
名
内
造
畠
　
　
段
別
三
斗
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膜
平
颪
年
　
　
　
　
　
　
⑳

大
和
国
広
瀬
庄
戸
晶

隠
久
簸
年
　
　
　
　
　
　
　
⑳

讃
岐
國
善
通
寺
領
麦
畠

　
同
齢
　
　
　
大
豆
畠

承
傑
二
年
　
　
　
　
　
　
　
曾

招
提
寺
閣
論
賛
御
庄
畠

承
傑
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

大
和
国
法
隆
寺
領
家
地
畠

穴
治
五
卑
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

伊
勢
神
密
領
相
馬
御
厨
趨

保
麺
元
年
　
　
　
　
　
　
　
盤

俳
勢
神
宮
領
寛
御
厨
畠

平
治
元
年
　
　
　
　
　
　
　
愈

播
磨
圏
片
岡
御
庄
野
饗

承
安
四
年
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
⑳

紀
伊
国
直
川
保
松
門
斑
夕
影

瀧
・
承
莞
年
　
　
　
　
　
　
　
⑪

山
城
国
長
福
寺
領
野
畠

　
岡
右
　
　
　
　
吉
畠

欠
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

某
寺
領
山
城
国
大
豆
畠

　
同
右
　
　
　
　
（
麦
鵡
力
）

段
別
一
斗

段
別
一
斗
三
升

段
別
　
　
七
升

段
別
一
斗
五
升

段
別
　
　
五
升

段
別
　
　
五
升

段
別
二
斗

段
別
　
　
七
升
五
含

　
　
2
斗
置
升
力
）

段
別
二
丁

段
別
　
　
五
升

毅
別
一
斗

段
別
一
斗

段
励
一
斗
五
升

右
に
明
ら
か
な
如
く
、
地
子
星
に
は
著
し
い
多
寡
が
あ
り
、
同
一
所

領
に
お
い
て
も
相
違
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
著
し
い
高
斗
代
或
は

低
酒
代
を
示
し
て
い
る
も
の
に
は
、
そ
れ
相
応
の
理
由
が
認
め
ら
れ

る
。
大
和
国
大
田
犬
丸
名
内
論
難
が
段
別
三
斗
と
い
う
高
餅
代
を
示

し
て
い
る
の
は
、
田
地
を
畠
に
転
用
し
た
結
果
で
あ
ろ
ヶ
。
紀
伊
国

直
猟
保
松
門
別
名
題
は
段
別
二
三
と
斗
代
が
少
し
高
く
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
畠
に
対
す
る
一
切
の
雑
役
が
免
除
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
　
一
方
、
五
升
と
い
う
低
斗
代
を
示
し
て
い
る
の
は
、
　
家
地

畠
・
野
畠
と
い
っ
た
生
産
力
の
低
い
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
騰
か
、
糧

馬
厨
の
よ
う
な
辺
境
の
寄
進
繍
で
あ
．
る
。
斯
か
る
特
例
を
除
け
ば
、

普
通
の
麦
畠
で
大
体
一
斗
乃
至
一
斗
五
升
の
地
子
が
鷹
取
さ
れ
て
い

た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
庄
畠
に
は
、
斯
か
る
地
子
の
外
に
、
雑
役
の
か
か
る
場
合
が
あ
．
つ

た
。
庄
島
に
対
す
る
雑
役
賦
課
は
、
国
衙
の
畠
全
体
に
対
す
る
臨
時

雑
役
賦
課
と
そ
の
免
除
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
紀
伊
郡
司
解
　
串
請
権
大
納
言
殿
御
告
書
事

　
　
壱
紙
被
載
可
県
免
除
石
原
脚
傾
雪
融
雑
公
事
状

　
右
件
御
領
、
以
先
年
注
荒
熱
立
券
言
上
巳
了
、
貯
砂
立
券
之
内
田
畠
作
人

　
等
、
不
可
切
充
方
之
臨
時
雑
役
井
諸
宮
御
菜
右
馬
寮
御
馬
物
之
由
、
依
仰
、

　
早
令
停
止
畢
、
傍
注
回
状
、
嫉
解
、

　
　
　
長
元
七
年
八
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
刀
禰
論
説
長
調
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
司
上
勝
（
花
押
）

右
は
、
畠
に
対
す
る
討
論
雑
役
賦
課
及
び
そ
の
免
除
の
初
見
史
料
で

あ
る
。
次
い
で
長
久
四
年
に
は
、
劇
城
圏
長
岡
庄
の
田
畠
臨
蒔
雑
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
鈎

の
免
除
さ
れ
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
。
斯
か
る
免
除
の
後
、
庄
園
領

主
が
免
除
分
の
雑
役
を
闘
衙
に
代
っ
て
収
取
す
る
に
至
る
の
は
昭
然
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募誉良・平安時代の畠制度（廉魯）

で
あ
ろ
う
。

　
下
　
物
集
北
御
庄
内
沓
懸
村
住
人
永
剛
健

　
　
銀
笛
領
知
死
亡
人
払
光
古
作
晶
嚢

　
右
記
畠
、
令
領
知
、
於
御
地
子
者
無
癬
怠
可
令
勤
仕
云
ζ
又
処
役
次
第
公

　
事
不
可
緩
怠
之
旨
、
所
令
欝
上
也
潔
、
依
公
益
早
所
宛
行
細
論
、
村
住
人

　
巣
窟
承
知
、
難
件
用
之
、
以
下
、

　
　
　
　
保
元
二
年
九
月
廿
三
日

　
　
　
　
⑬

　
　
在
判

右
の
史
料
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
平
安
末
期
に
は
、
蝋
型
を
宛
行
わ

れ
れ
ば
、
地
子
と
共
に
必
ず
公
事
（
雑
役
）
　
を
も
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
畠
に
対
す
る
収
取
は
、
従
来
示
さ
れ
て
き
た
見
解
に
よ
る
と
、

十
・
十
一
世
紀
頃
よ
り
先
ず
庄
園
領
主
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
次
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

国
衙
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
見

解
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
私
が
今
迄
述
べ
て
き
た
こ
と
で
充
分
明

ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
な
お
念
の
た
め
，
従
来
の
主
張
の
根
拠

と
な
っ
た
史
料
を
検
討
し
て
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思

う
。
十
世
紀
以
前
に
国
衙
が
畠
よ
り
の
収
取
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た

と
し
て
引
用
さ
れ
る
史
料
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
云
）

⑳
構
案
事
情
、
件
日
田
云
畠
、
倶
是
本
寺
所
領
也
、
然
至
干
畠
者
、
国
論
不

　
令
知
之
、
至
予
明
麿
、
収
公
及
全
分
、
臼
］
圏
家
不
令
知
作
畠
、
本
寺
不
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
作
畠
、
以
誰
為
領
主
、
以
誰
作
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
知
脱
力
）

＠
於
是
当
任
國
司
初
任
以
後
、
件
庄
恣
譲
健
保
、
不
令
本
主
、
謂
其
所
為
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
退
∀

　
無
理
致
、
官
物
租
税
之
外
患
妨
領
空
之
進
□
哉
、
何
況
．
耀
子
畠
桑
苧
導
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
宰
吏
専
非
尊
母
油
色
、
然
耳
蝉
象
朝
臣
任
意
推
理
、
狼
籍
為
宗
、

」
◎
愛
自
往
古
国
郡
裁
定
云
、
縦
錐
庄
負
田
、
悲
公
民
買
得
者
、
可
為
庄
領
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
得
力
）

　
縦
難
公
領
、
若
庄
民
買
縁
考
、
可
庄
負
隔
云
云
、
葦
葺
畠
蒋
、
元
更
非
国

　
司
之
沙
汰
、
於
濁
者
、
又
便
補
寺
家
之
封
戸
、
加
之
、
免
除
雑
事
、
週
古

　
今
不
易
之
例
也
、
然
則
家
地
田
畠
不
弁
地
子
配
物
、
（
中
略
）
云
細
説
貰
泣

　
伝
、
皆
是
本
寺
之
領
也
、
心
中
当
圏
准
例
、
於
傷
者
、
更
非
国
司
所
知
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
於
田
者
、
難
寺
傾
依
公
地
、
以
官
物
便
補
寺
家
御
民
之
残
、
弁
国
庫
也
、

そ
こ
で
、
こ
の
一
女
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
先

ず
④
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
こ
れ
は
、
元
興
寺
領
近
江
悶
鼠
壁
庄
の
畠

に
つ
い
て
述
べ
た
庄
司
解
文
の
一
気
で
あ
る
。
こ
の
中
の
「
上
甑
干

畠
者
、
国
家
不
令
知
之
」
だ
け
を
と
り
だ
し
で
み
る
と
、
国
衙
は

畠
か
ら
一
切
所
当
を
収
取
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
寺
領
畠
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
「
寺
領
嵐
は
竜
と
も
と

不
輸
で
あ
砂
、
国
衙
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
こ

れ
を
も
っ
て
国
衙
に
よ
る
畠
の
収
取
が
金
く
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

証
拠
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
移
ろ
う
。
＠
は
、
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伊
賀
国
矢
川
中
村
条
に
関
す
る
領
主
藤
原
保
樗
の
奏
状
の
　
部
で
あ

る
。
こ
の
地
は
保
房
の
絹
伝
私
領
で
あ
り
、
保
房
は
庄
号
を
称
し
不

磨
の
地
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
国
衙
は
公
田
畠
で
あ
る
と
し
て
こ

れ
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
又
、
こ
の
地
は
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

大
寺
領
黒
田
庄
の
出
作
地
で
も
あ
っ
た
。
⑳
は
伊
賀
．
国
黒
田
庄
出
作

田
に
関
す
る
東
大
寺
と
国
衙
の
絹
論
に
対
し
て
出
さ
れ
た
明
法
博
士

勘
丈
に
引
か
れ
た
菓
大
寺
解
状
の
一
部
で
あ
る
。
＠
も
◎
も
黒
田
庄

出
作
地
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
一
緒
に
検
討
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。
＠
の
「
至
鮮
紅
桑
苧
等
者
、
終
雪
専
非
母
屋
精
気
」

や
《
）
の
「
当
国
之
例
、
於
畠
者
、
更
非
国
測
所
知
」
の
部
分
だ
け
を

と
り
出
し
て
み
る
と
、
伊
賀
国
の
国
衙
は
聴
く
畠
に
関
係
し
て
い
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
黒
田
庄
出
作
地
に

つ
い
て
述
べ
た
文
中
の
一
節
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

即
ち
、
　
「
縦
難
曲
負
田
、
若
子
晟
買
得
、
可
為
庄
領
、
縦
難
公
領
、

　
　
　
　
（
得
力
）

若
庄
民
買
判
者
、
可
庄
負
田
云
云
」
の
原
則
が
鍋
に
も
適
用
さ
れ
た

結
果
、
本
来
の
公
畠
は
東
大
寺
領
穏
と
さ
れ
、
手
従
っ
て
国
衙
に
よ
る

収
取
は
金
く
行
わ
れ
な
い
で
き
た
の
で
あ
．
る
。
右
の
如
く
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
黒
田
庄
旧
作
畠
の
例
を
引
い
て
、
園
衙
に
よ
る
畠
の
収
取

が
全
く
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
．
る
。

㊥
に
み
え
る
如
く
、
保
房
の
所
領
を
庄
園
と
影
響
さ
な
か
っ
た
満
家

朝
臣
は
、
こ
こ
の
鐘
楼
一
等
に
竜
所
当
地
子
物
量
を
か
け
た
が
、
こ

れ
は
公
畠
と
し
て
扱
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
頃
か
ら
国

衙
が
畠
に
対
す
る
収
取
を
は
じ
め
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
決
し
て
な

い
。
こ
れ
で
、
庄
畠
・
公
愚
を
問
わ
ず
、
畠
よ
り
地
子
が
徴
取
さ
れ

る
に
至
る
の
は
十
・
十
一
世
紀
以
降
で
あ
る
と
す
る
説
が
何
の
根
拠

も
な
く
、
成
立
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
一
層
は
つ
き
り
し
た
と

思
う
。

①
石
村
喜
英
氏
「
定
額
寺
の
性
質
と
そ
の
始
源
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴

　
史
』
　
嚇
六
四
【
門
門
）
　
参
昭
㎞
。

②
　
大
同
元
年
八
月
二
十
二
臼
付
太
致
官
符
（
類
聚
三
代
格
巻
…
二
、
定
額
寺

　
事
）
。

③
承
和
十
一
年
十
月
十
一
日
付
阿
波
麟
牒
（
平
安
遺
文
、
七
礁
号
交
書
）
。

④
　
天
平
七
年
弘
福
専
領
讃
岐
仁
山
沼
郡
阻
地
図
（
大
日
本
古
文
害
巻
之
七
、

辿
四
～
五
〇
買
）
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
弘
福
寺
は
段
別
平
均
二
斗
五
升
の

　
地
子
を
畠
よ
り
徴
坂
し
て
い
る
。
こ
の
量
は
養
老
磁
年
の
段
別
粟
三
升
に

　
比
べ
る
と
著
し
く
高
率
で
、
平
安
末
期
の
地
子
率
（
夏
秋
地
子
を
併
せ
て

　
の
）
に
網
当
す
る
。
こ
の
よ
う
な
高
率
の
地
子
を
み
る
と
、
国
衙
の
地
子

　
率
も
そ
の
後
改
変
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
物

　
語
る
史
料
が
な
い
た
め
明
ら
か
で
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
弘

　
福
寺
領
の
場
合
、
地
子
率
に
段
別
三
斗
六
升
か
ら
一
斗
五
升
ま
で
の
差
が

　
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
掴
衙
の
地
子
率
と
は
無
関
係
に
、
田
地
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奈良・平安時代の畠制度（泉谷）

　
の
生
産
力
と
の
対
比
に
お
い
て
寺
家
が
独
脅
に
地
子
率
を
決
定
し
た
と
考

　
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

⑤
隅
本
後
紀
、
延
暦
十
五
年
九
月
丙
申
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
七

⑥
　
日
本
後
紀
、
麺
暦
二
十
三
年
十
一
月
戊
子
条
。

⑦
日
本
後
紀
、
延
暦
二
十
照
年
八
角
丁
酉
西
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十

⑧
日
本
後
記
、
延
暦
二
十
閥
年
十
二
月
乙
卯
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
九

⑨
　
日
本
後
紀
、
弘
仁
二
年
正
月
甲
子
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
骨
一

⑩
　
日
本
後
紀
、
弘
仁
二
年
十
一
用
壬
子
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
骨
一

⑪
日
本
後
紀
、
弘
仁
三
年
三
月
己
卯
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

⑫
就
購
本
後
紀
、
承
和
三
年
十
一
月
丁
卯
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
七

⑬
　
　
拙
肌
艮
本
後
紀
、
　
承
和
八
年
十
・
一
月
癸
丑
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
七

⑭
　
続
臼
本
後
記
、
承
和
十
年
十
二
月
辛
巳
条
。

⑮
　
　
延
噌
醤
式
巻
二
志
丁
論
ハ
、
　
轟
土
税
上
。

⑯
大
同
三
年
十
月
十
庶
日
付
勅
に
よ
っ
て
、
左
馬
寮
は
水
田
二
四
七
町
五

　
段
薫
二
四
歩
・
陸
削
一
七
町
一
段
一
八
○
歩
、
右
馬
寮
は
水
繊
二
四
五
町

　
翫
段
一
二
二
四
歩
・
陛
田
一
七
町
　
段
一
八
○
歩
を
宛
て
ら
れ
て
い
る
の
が

　
み
ら
れ
る
（
類
聚
三
代
格
巻
牽
五
、
諸
司
田
事
）
。

⑰
庄
園
不
輸
難
の
源
に
つ
い
て
、
竹
内
理
竃
氏
は
藤
間
生
大
氏
等
の
奴
隷

　
労
働
力
謎
を
批
判
し
、
寺
繊
・
勅
旨
田
等
が
不
輪
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

あ
る
と
さ
れ
た
（
麗
園
不
輸
性
の
穣
源
藁
三
脚
鰯
と
貴
族
政
塵
篁

　
部
所
収
）
。
　
私
は
官
省
符
庄
の
場
合
は
四
管
内
氏
の
説
の
通
り
で
あ
る
と
考

　
え
る
が
、
国
免
庄
の
場
食
に
つ
い
て
は
、
律
令
制
下
に
お
い
て
認
め
ら
れ

　
て
い
た
繍
司
の
権
限
の
中
に
そ
の
根
源
を
求
め
る
べ
ぎ
で
は
な
い
か
と
思

　
つ
て
い
る
。
な
お
、
庄
購
が
不
輸
…
と
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て
は
、

　
別
稿
「
無
限
に
つ
い
て
」
（
曙
，
史
林
』
翅
三
ノ
閤
）
の
中
で
触
れ
た
の
で
参

　
照
さ
れ
た
い
。

⑲
　
櫟
庄
に
つ
い
て
私
は
溺
稿
「
菓
大
寺
領
櫟
庄
に
つ
い
て
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ

　
ア
』
三
〇
及
び
三
二
号
）
で
詳
細
に
述
べ
た
。
従
っ
て
、
畠
以
外
の
こ
と

　
は
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑲
　
平
安
遺
文
、
二
四
〇
九
号
文
番
。

⑳
平
安
遺
交
、
三
〇
九
七
掃
文
墨
。

⑳
平
安
遺
交
、
二
三
七
購
号
文
華
。

⑳
　
　
平
安
純
瓢
齊
人
、
　
山
ハ
七
四
【
口
万
文
姥
口
。

⑳
　
平
安
遺
文
、
九
八
二
号
文
書
。

⑳
平
安
遣
交
、
一
〇
七
六
号
文
轡
。

⑳
　
平
安
遺
交
、
一
一
〇
七
号
文
書
。

⑳
平
安
遺
文
、
二
一
二
号
交
書
。

⑳
　
　
平
｛
女
遺
文
、
　
二
一
山
ハ
七
口
万
論
方
書
。

⑳
平
安
遺
文
、
量
二
三
三
号
文
書
。

⑳
　
　
平
｛
女
蹴
合
肯
入
、
　
一
二
〇
一
六
断
万
文
書
。

⑳
　
　
平
安
穐
継
文
、
　
｝
謡
六
七
〇
肖
η
文
書
。

⑪
　
平
安
遺
文
、
三
八
一
七
号
文
書
。

⑫
　
平
安
遺
交
、
四
五
五
九
号
交
書
。

⑧
平
安
遺
文
、
五
一
＝
号
文
書
。

⑭
　
　
由
牒
城
臨
乙
訓
郡
琵
二
階
　
（
平
安
職
無
文
、
　
轟
ハ
一
二
悶
7
7
帰
島
ロ
）
。

⑳
　
平
安
遺
文
、
二
九
〇
三
号
文
書
。

⑳
　
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
永
原
優
二
氏
「
在
家
の
歴
史
的
性
格
と
そ
の
進

　
化
し
Ω
．
二
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
」
所
取
）
や
母
音
能
平
氏
門
日
本
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封
建
附
家
の
成
立
を
め
ぐ
る
二
つ
の
階
級
の
」
（
「
日
本
史
研
弊
濫
六
つ
号
4

　
に
・
明
確
な
形
で
出
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
そ
の
反
論
を
み
て
い
な
い
。

⑰
康
平
ヨ
年
四
月
二
十
一
臼
付
近
沢
国
愛
智
庄
司
等
解
（
平
安
遺
交
、
九

　
五
四
号
文
書
）
。

⑧
永
保
三
年
十
二
月
二
十
九
日
付
伊
賀
麟
罰
解
所
引
藤
原
保
房
奏
状
（
平

　
安
遣
文
、
　
｝
二
〇
五
号
文
滋
）
。

⑳
大
治
関
年
十
二
月
三
日
付
明
法
家
勘
交
（
平
安
遺
文
一
＝
糊
七
丹
文
書
）
。

⑳
　
応
徳
三
年
三
月
、
東
大
寺
は
黒
目
庄
下
消
佐
人
等
に
対
し
て
領
主
保
房

　
に
随
っ
て
所
堪
の
船
地
子
を
弁
済
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（
平
安
遣
文
、

　
一
二
四
七
号
文
菖
）
。
　
又
、
寛
治
四
年
に
は
、
　
や
は
り
保
房
の
所
勘
に
従

　
つ
て
材
木
を
造
進
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
（
平
安
遺
文
、
＝
一
九
〇
易

　
文
書
）
。
　
斯
か
る
東
大
寺
と
急
募
の
関
係
が
生
じ
た
の
は
、
保
…
房
の
所
領

　
が
黒
田
庄
の
黒
作
田
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

む
　
　
す
　
　
び

　
以
上
、
奈
良
・
平
安
両
時
代
の
畠
制
度
を
一
貫
し
て
と
ら
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
諸
研
究
で
見
逃
さ
れ
て
い
た
諸
点
を
明
ら
か

に
し
て
き
た
が
、
最
後
に
、
今
迄
に
述
べ
た
こ
と
を
要
約
し
て
む
す

び
と
し
よ
う
。

　
周
知
の
通
り
、
律
令
制
の
崩
壊
は
す
で
に
奈
良
時
代
中
頃
に
は
か

な
砂
顕
著
と
な
り
、
班
田
収
授
法
屯
規
定
通
り
の
実
施
が
困
難
と
な

っ
て
く
る
。
こ
の
た
め
の
政
府
の
対
策
と
し
て
、
従
来
は
墾
田
政
策

が
賞
賜
さ
れ
る
だ
け
だ
っ
た
，
し
か
し
、
政
府
は
同
時
に
陸
田
致
策

竜
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
政
府
は
雑
穀
の
栽
培
を
奨
励
し
こ

れ
を
義
務
づ
け
る
と
共
に
、
雑
穀
の
栽
培
さ
れ
た
－
畠
を
特
に
陸
田
と

し
て
園
地
か
ら
区
別
し
て
扱
い
、
養
老
三
年
以
降
は
こ
れ
か
ら
地
子

を
徴
取
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
墾
田
の
場
合
と

同
様
、
水
田
の
不
足
を
捕
う
こ
と
、
班
田
農
民
の
分
解
を
阻
止
す
る

こ
と
、
律
令
財
政
の
窮
乏
を
幾
分
で
も
緩
和
す
る
こ
と
等
に
あ
っ
た
。

当
時
は
雛
令
制
の
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
だ
か
ら
、
そ
の
厳
正
な
実
施

は
当
初
よ
り
困
難
だ
つ
た
が
、
と
も
か
く
、
陸
田
制
度
は
そ
の
ま
ま

平
安
時
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
平
安
中
期
に
な
る
と
、
趨
の
制
度
ぼ
大
き
な
変
化
を
遂
げ
る
。
先

ず
、
延
喜
以
降
に
な
る
と
、
従
来
は
地
子
徴
取
の
対
象
と
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
陸
田
以
外
の
園
地
か
ら
も
地
子
が
徴
取
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
人
別
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
調
庸
等
が
田
積

別
に
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
妙
、
園
地
と
調
腐
等
の
関
係
が
断
ち
切

ら
れ
た
こ
と
に
関
係
し
て
生
じ
た
変
化
で
あ
る
。
次
い
で
、
十
一
世

紀
初
に
な
る
と
、
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
重
大
な
変
化
が
生
ず
る
。

そ
れ
は
、
私
有
権
に
お
け
る
変
化
一
国
家
公
権
の
消
減
一
で
あ
．

る
。
畠
に
対
す
る
私
有
権
は
令
制
で
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
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石
母
田
三
等
の
主
張
に
み
ら
れ
る
如
く
、
強
大
な
国
家
公
権
下
に
わ

い
て
認
め
ら
れ
た
私
有
権
だ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
十
一
世
紀
以
降
に

お
け
る
私
領
畠
で
は
、
斯
か
る
　
国
家
公
権
の
三
三
は
み
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
十
一
世
紀
以
降
に
お
け
る
私
領
畠
の
所
有
権
は
、

令
制
下
で
認
め
ら
れ
て
い
た
園
地
の
私
有
権
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ

た
屯
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
右
に
述
べ
た
如
き
畠
の
制
度
は
、
す
べ
て
の
島
に
適
用
さ
れ
た
の

で
は
な
か
っ
た
。
寺
畠
・
勅
旨
畠
・
左
右
馬
寮
畠
等
は
不
輸
と
さ
れ
、

．
地
子
を
徴
取
さ
れ
る
ご
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
特
権
は
十
一
世
紀
以

降
も
引
き
続
き
存
続
し
、
庄
園
内
の
田
地
が
不
輸
と
さ
れ
た
の
と
同

じ
経
過
を
た
ど
り
、
庄
園
内
の
畠
は
す
べ
て
不
輸
と
さ
れ
る
に
至
る

の
で
あ
る
。
庄
園
領
主
は
、
国
衙
と
岡
様
に
、
庄
園
内
の
轟
か
ら
地

子
を
徴
取
レ
、
又
、
畠
に
対
す
る
国
衙
の
雑
役
賦
課
を
排
除
し
て
、

患
公
事
を
も
徴
取
し
た
。

　
本
稿
の
論
旨
を
要
約
す
る
と
、
お
お
よ
そ
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、

畠
の
制
度
約
側
面
を
示
す
史
料
は
極
め
て
少
く
、
そ
の
・
た
め
、
論
証

の
不
充
分
な
点
、
或
は
推
測
に
わ
た
っ
た
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、

史
料
が
限
定
さ
れ
る
以
上
、
こ
れ
は
致
し
方
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

私
の
不
勉
強
に
よ
り
考
察
の
不
充
分
な
点
に
つ
い
て
は
、
己
心
…
揮
の
な

い
御
批
判
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
の
一
部
は
「
陵
限
制
度
に
つ
い
て
扁
と
題
し
て
昭
和
蹴
十
七
年
度
読

史
会
春
季
大
会
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
好
意
あ
る
御
意
見
を

色
々
と
お
聞
か
せ
い
た
だ
い
た
し
、
別
に
提
俊
男
助
教
授
よ
り
は
史
料
に

つ
い
て
一
・
二
の
御
教
示
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た

い
。
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　　　　Field　System　in　the　Nara奈良and　Heian平安Era

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yasuo　lzumiya

　This　article　treats　the　institutional　transition　of　field　from　the

Nara奈良to　the”eian平安era．　Accord圭ng　to　the　former　opinion

on　the　field，　the　direct　collection　of　field　is　said　to　begin　at　the

tenth　or　eleventh　century．　But　it　is　wrong．　ln　land　field，　or　the

field　where　corn　was　cultiva£ed，　the　rent　had　already　been　col－

lected　from　719（or　the　3rd　year　of　y∂プ∂養老）．　Since　the　ten

ceBtury，　the　rent　became　collected　from　other　kind　of　fie｝d．　Change

of　tlie　right　of　private　property　to　field　was　not　polnted　by　the

former　studies，　but　thls　article　offers　the　hnportantchange　in　it．

The　right　of　private　property　of　field　under　the　R∫≠s醐y∂律令

system　was　authoyized　under　the　great　and　pewerful　state　authority

but　this　state　authority　disappeared　since　the．　eleventh　century．

Though　in　this　article　the　sphere　of　research　is　limited　to　the

institutional　side，　we　cannot　discuss　the　formation　of　feudal　land

hold　in　our　country　without　this　side．

The　Ryukoleu　University　Collection　of　Chinese　Documents

　　　　　　from　the　Western　Regions　and　the　Equal　Field

　　　　　　　　　　　　System　of　the　T’4ng唐Pynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lien－sheng　Yang

　T．his　ls　the　text　of　a　lecture　deliverect　at　Ryuleofeu　University　on

July　6，　1962．　ln　the　lecture，　attention　is　cal！ed　to　the　great　ird－

portance　of　these　documeRts　and　gratitude　is　expressed　to　the

group　of　Japanese　scholar＄　who　have　been　working　industriously

to　arrange，　study，　and　pttblish　them．　The　documents　indicate　clear－

ly　that　the　Equal　F量eld（Chim　T’纏均田）system　was　carried　out

to　a　certain　extent　even　in　tlke　remote　froBtier　area　of　Turfan

when　it　was　tmder　T’ang　jurisdiction．　The　Western　Regions　had

a　mixed　culture，　a　fact　that　can　be　illustyated　by　the　circulation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈806）


