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聖
駕
】
棄
国
議
伊
賀
国
玉
滝
・
黒
器
荘
は
杣
か
ら
転
化
し
た
荘
園
と
七
て
特
殊
な
歴
史
を
持
ち
、
開
墾
地
馨
更
地
系
の
蘭
と
は
お
の
ず
か
ら
㏄

　　

ﾙ
な
る
性
絡
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
荘
園
は
、
そ
れ
を
地
盤
と
し
て
平
氏
の
よ
う
な
有
力
な
武
将
や
地
方
武
士
が
勢
威
を
張
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

　
武
家
政
権
成
立
史
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
從
来
の
荘
園
研
究
が
こ
れ
ら
二
つ
の
荘
園
を
重
視
し
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
成
果
を
あ
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げ
た
も
の
も
存
す
る
が
、
関
係
の
史
料
が
あ
ま
り
に
も
多
い
た
め
に
、
重
要
な
史
料
を
見
落
し
た
り
解
釈
を
誤
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
が
こ
れ
ら
の
荘
園
　
W

一　

ﾌ
性
格
・
歴
史
の
認
識
を
ゆ
が
め
た
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
二
つ
の
荘
園
研
究
の
成
果
が
現
在
の
中
世
史
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
　
｝

至
難
騨
籍
縮
髪
賄
饗
罪
難
謹
講
黙
麩
纒
懇
誠
活
動
に
．
い
て
敵
…

一

　
東
大
寺
・
領
伊
賀
国
玉
滝
荘
と
同
黒
田
荘
は
、
建
築
用
材
採
取
の
匿

的
で
設
定
さ
れ
た
杣
が
発
達
し
て
荘
園
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

聾
し
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
い
ま
ま
で
こ
の
二
つ
の
荘
園
を

そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
取
り
扱
っ
た
の
は
中
村
直
勝
博
士
の
「
伊
賀
国
玉

滝
荘
」
　
「
伊
賀
国
黒
田
荘
」
（
菩
欝
『
荘
購
の
研
究
睡
所
収
．
以
下
こ
の
露
管
引
用
す
る
時
は
A
と
略
称
す
る
。
）
だ
け
で

あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
荘
園
は
同
一
の
史
料
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
そ
の
点
か
ら
も
一
括
し
て
研
究
す
る
の
は
な
に
か
と
便
宜
で
あ

る
。
し
か
し
両
荘
の
成
立
過
程
を
見
る
と
、
柚
か
ら
発
達
し
た
点
で

は
同
一
で
あ
り
、
組
織
・
構
造
に
竜
共
通
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
が
、

相
違
す
る
点
も
か
な
り
あ
る
こ
と
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
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，
第
轡
に
黒
賦
荘
の
前
身
は
、
、
天
平
勝
宝
七
歳
（
七
五
五
）
に
東
大
寺

に
勅
施
入
さ
れ
た
板
雌
蕊
で
あ
る
が
、
玉
滝
荘
は
、
天
徳
二
年
（
九

五
八
）
に
橘
元
実
の
私
有
の
玉
滝
柚
が
所
　
右
り
老
か
ら
東
大
寺
に
寄
附

．
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
板
蝿
杣
は
、
律
令
制
が
な
お
強
い
規
制
力

を
持
ち
、
ご
と
に
東
大
寺
の
造
営
に
は
国
家
の
資
源
・
労
力
が
惜
し

み
な
く
投
入
さ
れ
た
時
代
に
設
け
ら
れ
た
柚
で
あ
る
。
そ
の
組
織
．

構
造
に
は
当
然
施
入
当
無
の
政
治
・
経
済
」
・
社
会
情
勢
が
直
接
・
間

接
に
反
映
し
た
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
そ
の
組
織
・
構
造
は
、
こ
の

柚
が
東
大
寺
領
と
し
て
存
続
す
る
か
ぎ
勢
、
r
当
初
の
体
翻
を
で
き
る

だ
け
維
持
し
よ
う
と
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
玉
滝
柚
が

欝
進
さ
れ
た
当
蒔
の
東
大
寺
は
、
創
建
の
時
の
よ
う
な
勢
威
な
持
た

ず
、
七
重
の
一
億
な
修
造
し
ょ
う
と
し
て
苦
慮
し
て
い
た
。
天
徳
三

年
（
九
究
）
七
鼻
吾
の
東
大
寺
別
当
翻
身
奏
状
（
墾
馨
譜

麟
に
3
0
麟
嚇
稠
湘
桝
略
）
に
よ
る
と
、
東
大
寺
は
木
工
寮
の
設
計
・
準
備
に

董
つ
い
て
、
山
城
・
摂
津
博
大
湘
・
紀
俳
・
伊
賀
・
近
江
・
丹
波
・

播
磨
・
安
芸
の
九
箇
国
の
協
力
を
得
て
、
七
重
の
西
塔
の
修
造
を
計

画
し
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
團
は
、
こ
の
こ
ろ
朝
廷
の
御
願
寺
と

し
て
造
営
が
進
め
ら
れ
て
い
た
法
性
寺
の
工
藥
の
負
担
に
応
ず
る
が
、

菅
の
朝
廷
の
御
難
寺
と
し
て
世
人
も
軽
ん
じ
て
い
る
東
大
寺
の
造
営

に
は
熱
意
を
示
さ
ず
、
瀬
瀬
の
官
符
が
た
び
た
び
出
て
も
、
合
力
を

承
知
し
な
か
っ
た
。
玉
滝
紬
の
寄
進
は
、
こ
の
時
に
行
な
わ
れ
た
。

東
大
寺
と
し
て
は
、
干
天
に
慈
爾
を
得
た
思
い
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

よ
う
な
事
情
の
竜
と
に
設
立
さ
れ
た
犠
の
組
織
・
構
造
は
、
当
然
、

、
勅
全
入
当
時
の
板
蝿
杣
と
は
異
な
る
竜
の
を
持
っ
て
い
た
に
相
違
な

い
。
律
令
制
の
規
制
力
が
ゆ
る
み
、
国
司
で
も
太
政
官
の
命
令
を
拒

否
す
る
時
代
で
あ
る
。
東
大
寺
も
外
観
だ
け
を
見
る
と
、
天
平
時
代

の
輝
選
を
そ
の
ま
ま
に
保
っ
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
が
、
内

実
で
は
、
世
人
の
闘
心
・
帰
依
が
策
大
寺
か
ら
既
に
去
っ
て
い
る
こ

と
を
慮
覚
し
、
焦
慮
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
が
、
こ
の
臨
・
に

設
立
さ
れ
た
玉
喜
憂
の
組
織
・
構
造
に
直
接
・
澗
接
に
影
辮
を
及
ぼ

し
た
こ
と
は
、
当
然
に
推
、
灘
さ
れ
る
。
従
来
の
論
文
は
、
板
蝿
・
玉

滝
両
杣
の
間
に
こ
の
よ
う
な
相
違
が
存
す
る
ζ
と
に
全
然
気
づ
か
な

い
か
、
気
づ
い
て
い
て
も
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
両
荘
の
あ
り
方
の

違
い
な
さ
し
て
重
視
せ
ず
に
、
論
を
進
め
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

　
第
二
に
注
農
さ
れ
る
こ
と
は
、
黒
田
荘
は
板
蝿
柚
の
あ
と
塗
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌦

て
成
立
し
て
い
る
が
、
板
蝿
杣
の
「
東
名
張
河
、
南
斎
王
上
路
、
西

小
倉
倉
立
蘇
小
野
、
北
八
多
前
篇
幕
無
雄
滝
し
の
四
知
内
に
は
、
融

の
性
質
上
、
東
次
寺
所
有
の
耕
地
が
怨
か
っ
た
、
と
認
め
ら
れ
る
の
・
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杣工と荘園（赤松）

に
鯨
し
丸
玉
総
杣
で
は
。
の
ち
に
明
ら
か
に
す
る
よ
ケ
に
，
当
初

か
ら
耕
地
が
附
属
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来

め
研
究
で
は
、
竹
内
理
三
博
士
の
論
争
「
荘
の
発
展
と
荘
民
の
．
生
活

一
東
大
寺
領
俳
賀
国
黒
田
荘
一
」
（
購
嚇
笹
鳴
肱
予
選
赫
一
期
嚇
披
齢
編
甥
静
塀
取
、
）

に
明
白
に
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
《
板
蝿
杣
で
も
三
親
の
定
住

」
と
同
時
に
か
れ
ら
の
労
力
に
よ
っ
て
開
発
が
始
ま
り
墾
田
が
造
成
さ

れ
た
》
、
と
し
て
い
る
。
平
安
時
代
中
期
以
降
は
、
板
蝿
杣
内
に
は

狭
い
な
が
ら
耕
地
が
あ
っ
た
。
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
十
二
月
十
九
臼

に
名
張
書
函
田
所
が
勘
進
状
（
B
四
・
　
七
三
九
）
を
も
っ
て
融
内
の
条
坪
女
の

田
を
注
進
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
面
積
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
世
の

東
大
寺
側
の
主
張
で
は
、
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
の
坪
付
で
は
黒
田

荘
内
の
見
作
田
は
三
三
町
一
段
一
八
○
歩
あ
っ
た
と
い
う
（
B
五
二
一
工
ハ
O
）
。

長
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）
二
月
置
に
は
伊
賀
国
符
（
錨
か
一
）
を
亀
っ

て
、
見
作
田
六
町
一
八
○
歩
と
居
住
工
夫
ら
五
〇
人
の
臨
蒔
雑
役
と

が
免
除
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
一
価
罰
に

は
板
輝
脳
内
に
東
大
寺
所
有
の
耕
地
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
史
料

は
な
く
、
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
十
一
月
昔
日
の
東
大
寺
封
戸
荘
園
井

寺
用
帳
（
B
一
・
二
二
二
）
に
も
記
載
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
板
蠣
杣
の
四
至
内
に

東
大
寺
所
有
の
耕
地
は
な
か
っ
た
と
し
て
竜
、
百
姓
口
分
田
．
私
田

な
ど
が
そ
の
塁
内
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
か
ら
（
B
一
・
二
七
五
）
拙

工
が
自
身
で
私
墾
田
を
保
有
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と

は
許
さ
れ
る
。
さ
き
に
紹
介
し
た
竹
内
博
士
の
論
議
こ
の
立
場
に
立

．
っ
て
い
る
。
し
か
し
材
木
の
伐
採
・
搬
出
を
わ
亀
な
職
務
と
す
る
杣

工
は
適
材
・
良
木
を
求
め
て
移
動
す
る
こ
と
が
多
く
、
一
処
に
定
住

す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
杣
工
は
も
ち
ろ
ん
、
同
伴

し
て
杣
入
り
す
る
家
族
で
も
農
業
を
兼
業
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
杣
工
の
生
活
を
さ
さ
え
る
の
に
必
要
な
食
料
は
使

用
者
か
ら
支
給
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
正
倉
院
文
書
に
多
く

所
見
す
る
山
作
所
関
係
の
史
料
に
杣
工
は
現
わ
れ
な
い
が
、
木
工
を

始
め
と
し
て
雑
工
・
そ
の
他
、
山
作
所
で
働
く
工
・
夫
に
は
、
す
べ

て
食
料
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
奈
良

時
代
の
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
板
蝿
杣
に
入
っ
て
東
大
寺
の
造

営
に
必
要
な
木
材
の
伐
採
・
搬
出
・
製
材
に
従
事
し
た
杣
工
に
対
し

て
も
、
造
東
大
寺
司
か
ら
当
然
食
料
が
支
給
さ
れ
た
、
と
叢
測
し
て

誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
黒
田
・
玉
滝
両
融
で
は
、
平
安
時
代
後
期
に

な
っ
て
も
、
杣
工
の
食
料
は
封
米
か
ら
支
出
す
べ
き
竜
の
と
主
張
さ

れ
た
の
は
（
B
闘
二
七
一
〇
）
、
　
東
大
寺
の
杣
で
は
杣
工
の
食
料
が
公
給
さ
れ

た
事
実
が
相
当
長
く
続
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
奈
良
時
代

3　（3）



寅
た
ぼ
平
安
時
代
前
期
の
板
蝿
棺
に
耕
地
が
附
羅
し
て
い
た
、
と
認

む
べ
き
史
料
が
な
い
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
平
安
時
代
前
期
に
な
っ
て
東
大
寺
の
造
営
が
一
応
終
了
す
る
と
、

東
大
寺
で
の
鼠
輩
の
需
要
は
一
時
に
比
し
て
減
退
し
た
は
ず
で
あ
る
。

天
暦
、
四
年
（
九
五
〇
）
当
時
の
東
大
寺
に
は
杣
工
が
二
人
い
て
、
ど
こ

の
柚
に
も
配
属
さ
れ
ず
、
封
戸
の
上
分
か
ら
、
食
料
と
し
て
、
一
人

当
た
り
臼
別
黒
米
二
升
・
塩
四
勺
、
衣
料
と
し
て
、
一
人
当
た
砂
年

間
絹
三
匹
・
繋
累
屯
・
調
布
二
蟷
・
霊
芝
二
端
が
支
給
さ
れ
て
い
た

盆
㌘
む
。
奈
良
時
代
の
杣
工
に
支
給
さ
れ
た
衣
食
の
料
も
、
　
お
そ
ら

く
こ
れ
と
大
差
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
軌

　
平
安
時
代
前
期
に
紬
に
定
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
柚
工
に
支
給
さ

れ
た
衣
食
の
料
も
そ
れ
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
天
暦
四
年

（
九
五
〇
）
の
策
大
寺
封
芦
荘
園
拝
寺
用
帳
（
』
ト
も
は
、
柚
に
定
住
す

る
杣
工
の
食
料
支
給
に
つ
い
て
、
な
に
も
伝
え
て
い
な
い
。
一
方
、
杣

出
の
生
態
か
ら
考
．
え
て
、
か
れ
ら
が
杣
に
定
、
着
す
る
と
同
時
に
生
活

形
態
を
根
本
か
ら
変
更
し
、
耕
地
の
開
発
を
行
な
い
、
二
業
に
蒼
海

．
し
た
が
ら
、
　
一
方
で
は
祭
器
と
し
て
本
寺
が
必
要
幽
す
る
材
木
の
伐

採
・
搬
出
・
製
材
に
当
た
っ
た
、
と
考
え
に
く
い
こ
と
は
、
前
述
の
・

と
得
り
で
あ
る
。
簡
題
は
、
い
か
に
し
て
特
完
の
柚
に
定
着
し
距
柚

工
が
そ
の
生
活
惣
さ
さ
え
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
意
・
の

さ
れ
る
の
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
、
奈
良
時
代
に
は
附
属
の
耕
地
が
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
板
蝿
杣
に
平
安
時
代
に
な
る
と
、
そ
の

内
部
に
耕
地
が
造
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も

長
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）
に
は
見
作
田
六
町
一
八
○
歩
で
あ
っ
た
の
が
、

の
ち
に
は
黒
田
・
玉
世
紀
荘
を
合
わ
せ
て
工
五
町
八
反
一
八
○
歩
と

な
の
（
繍
噸
軌
）
、
　
つ
い
に
は
黒
田
荘
だ
け
で
本
田
二
五
町
八
反
一
八

○
歩
を
蓼
ん
る
よ
う
に
な
っ
た
（
豊
蟄
じ
。
こ
れ
ら
の
耕
地
が
柚
工

と
そ
の
蒙
族
の
生
活
を
さ
さ
え
、
か
れ
ら
の
寺
役
勤
仕
の
基
礎
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
だ
れ
し
竜
異
議
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
研
究
の
焦
点

は
、
こ
れ
ら
の
耕
地
が
ど
の
よ
う
に
し
て
造
成
さ
れ
、
い
か
に
経
営

さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
、
’
竹
内

博
士
の
論
文
以
来
、
こ
れ
ら
の
耕
地
は
柚
工
が
自
分
で
開
発
し
耕
作

．
し
た
、
と
し
て
い
る
が
、
杣
工
以
外
の
農
民
が
こ
れ
ら
の
田
地
を
賃

貸
し
、
杣
工
は
そ
の
地
子
に
よ
っ
て
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
も
、
当

然
に
あ
装
え
た
は
ず
で
あ
る
。
耕
地
の
所
有
者
が
在
地
の
も
の
で
あ

る
場
合
は
、
自
営
か
賃
貸
か
を
決
定
す
る
史
料
が
残
っ
て
い
る
こ
と

は
き
わ
め
て
少
な
く
、
、
黒
田
荘
で
竜
、
融
工
が
そ
の
所
有
地
を
自
営

し
匁
か
他
の
農
民
．
に
質
貸
さ
せ
て
い
た
か
を
決
定
で
歯
痘
も
の
は
ド
現
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存
し
て
い
な
い
α
あ
る
も
の
と
い
え
ば
㍉
杣
工
の
名
を
借
診
た
農
畏

ち
が
公
領
に
出
作
し
た
史
料
だ
け
で
あ
る
。
総
じ
て
黒
田
荘
関
係
の

史
料
で
は
杣
工
の
生
態
を
示
す
も
の
が
乏
し
い
。
そ
れ
に
比
し
て
玉

滝
荘
で
は
、
細
工
関
係
の
史
料
が
豊
富
で
あ
り
、
耕
作
関
係
の
史
料

庵
、
　
一
二
で
は
あ
る
が
、
現
存
す
る
。
従
来
の
研
究
は
黒
田
荘
を
中

心
に
し
て
論
じ
た
も
の
が
多
い
が
、
玉
滝
荘
に
重
点
を
置
い
て
杣
工

と
荘
園
の
関
係
の
展
開
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
従
来
の
視
角
と
は
少
し

異
な
っ
た
論
が
発
展
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
杣
工
と
荘
園
に
つ

い
て
は
、
既
に
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
し
て
い
る
が
、
こ
こ

に
一
々
史
料
を
あ
げ
て
詳
細
に
論
を
し
直
す
の
は
、
こ
の
こ
と
を
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
心
と
意
見
を
持
っ
て
い
る
学
者

の
示
教
・
批
判
を
お
願
い
し
た
い
。

　
さ
て
論
文
の
内
容
で
あ
る
が
、
初
は
、
下
滝
軸
が
東
大
寺
に
寄
進

さ
れ
た
事
情
の
究
明
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
の
組
織
・
構
造
を
明
ら
か

に
し
た
の
ち
、
玉
滝
杣
の
設
置
が
板
蝿
杣
の
立
網
と
な
っ
た
事
情
の

立
証
に
移
る
。
従
来
の
論
文
で
は
、
竹
内
博
士
・
清
水
三
男
氏
の
よ

う
に
、
両
荘
の
組
織
・
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い

た
も
の
と
、
中
村
博
士
の
よ
う
に
、
荘
の
歴
史
の
推
移
を
た
ど
る
こ

と
に
努
力
を
集
中
す
る
竜
の
と
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
石
母
田
氏
の
著

書
は
㍉
双
方
を
受
け
継
ぎ
㌔
古
代
的
世
界
が
ら
中
世
的
な
も
の
が
形

成
さ
れ
る
過
程
を
追
究
し
よ
う
と
し
た
。
石
母
田
氏
の
立
場
に
は
同

感
で
あ
る
が
、
氏
が
論
を
進
め
る
上
に
強
調
し
た
寺
主
の
融
工
料
を

始
め
と
し
て
、
そ
の
他
の
史
料
解
釈
に
は
、
そ
の
史
料
が
作
ら
れ
た

当
時
の
事
惰
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
そ
の
結

論
に
は
や
や
無
理
な
も
の
が
見
う
け
ら
れ
る
。
こ
の
論
難
で
は
、
上

述
の
反
省
か
ら
、
で
き
る
だ
け
そ
の
史
料
が
作
ら
れ
た
当
時
の
荘
内

外
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
と
め
、
そ
の
上
で
荘
の
組
織

・
構
造
、
ひ
い
て
は
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
期
に
お
い
て
、
伊
賀

の
山
地
で
演
ぜ
ら
れ
た
争
い
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て

い
る
か
を
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
論
文
を
著
わ
す
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
研
究
か
ら
多
く
の
示

教
を
得
た
こ
と
、
竹
内
博
士
が
多
年
に
わ
た
っ
て
唄
。
平
安
遺
文
篇
を
編
集
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
関
係
史
料
の
検
討
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
を
銘
記
し
、

関
係
の
各
位
に
深
い
謝
意
を
表
す
る
。

二

　
玉
滝
柚
が
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
に
橘
元
実
か
ら
菓
大
寺
に
寄
進
さ

れ
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
天
徳
二
年
十
二
月
十
臼
の
橘
元
実
施
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入
状
（
調
剣
）
に
詳
し
く
述
べ
ら
紅
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
畜
と
、
こ
の

囁
杣
は
元
実
の
先
祖
の
墓
地
の
樹
木
が
繁
茂
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
。
山
林
は
大
化
改
新
の
時
に
山
川
藪
沢
の
公
私
共
同
使
用
の
原
翔

が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
私
共
利
が
本
態
で
あ
り
、
令
綱

亀
こ
れ
を
継
承
し
た
。
残
々
の
祖
墓
と
百
姓
の
宅
の
周
囲
二
〇
～
三

〇
渉
に
限
っ
て
樹
木
を
栽
植
し
、
私
選
と
し
て
保
有
す
る
こ
と
が
、

大
宝
令
制
定
五
年
後
の
慶
雲
三
年
宅
Ω
ハ
）
三
月
＋
四
臼
の
詔
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
た
。
七
の
後
、
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
十
二
月
八
日

の
格
に
よ
っ
て
、
墓
地
・
牧
地
の
森
林
は
、
面
積
の
制
限
な
く
私
有

を
許
さ
れ
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
八
月
廿
五
厩
の
太
政
官
符
（
儀
繍
黒
姫

と
傷
・
て
改
め
て
そ
れ
が
確
認
さ
れ
た
。
元
実
の
先
祖
が
い
っ
こ

め
土
地
に
葬
わ
れ
た
か
は
、
そ
の
名
と
い
っ
し
ょ
に
不
明
で
あ
る
が
、

そ
の
慕
地
を
中
核
と
し
て
成
立
し
た
山
林
が
諸
氏
の
私
・
有
と
し
て
一

般
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
か
な
り
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
相
違
な

か
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
家
地
・
氏
祖
墓
地
・
牧
地
以
外
の
一
般

の
山
林
は
公
利
共
食
の
原
則
に
よ
っ
て
、
特
定
の
も
の
が
そ
の
利
用

盈
排
他
的
に
独
占
す
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

板
蝋
杣
の
勅
施
入
な
ど
は
ま
れ
な
例
で
あ
る
。
九
世
紀
も
末
に
な
っ

て
律
令
鋼
の
壌
る
み
が
顕
著
に
煮
る
と
、
東
は
伊
賀
、
爾
樵
大
和
に

接
す
る
山
城
麟
糧
楽
郡
で
は
、
搬
溝
す
な
わ
ち
現
在
の
木
津
河
に
潜

・
り
て
、
五
〇
〇
～
六
〇
〇
町
議
少
、
ま
た
は
一
、
○
○
○
余
町
歩
の
広

さ
隠
持
つ
、
東
大
・
興
福
・
元
興
・
大
安
寺
・
な
ど
薗
…
都
諸
大
寺
の
杣

が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
泉
即
下
い
の
地
帯
は
、
大
川

　
　
　
　
　
か
さ
ぜ

原
・
有
市
・
鹿
鷺
な
ど
の
集
落
が
早
く
発
達
し
、
住
民
ら
は
耕
地
を

求
め
て
河
を
上
り
山
を
開
い
て
家
を
建
て
田
を
作
っ
た
。
そ
の
た
め

に
、
こ
れ
ら
の
諸
大
寺
が
修
理
用
の
材
木
を
採
収
す
る
量
的
で
太
政

官
か
ら
寄
進
さ
れ
た
上
山
の
四
十
内
に
も
、
多
く
の
口
分
田
・
治
閏

・
象
地
が
あ
っ
た
。
、
杣
と
こ
れ
ら
の
集
落
の
成
立
と
の
前
後
関
係
は
、

集
落
が
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
か
ら
一
〇
〇
余
年
以
前
に
成
立
し
た
と

い
う
か
ら
、
集
落
の
ほ
う
が
早
い
か
、
・
少
な
く
と
も
同
時
で
あ
ろ
う
。

軸
山
の
使
用
を
認
め
ら
れ
た
爾
都
遷
大
寺
・
も
、
こ
れ
ら
の
耕
地
・
家

地
に
対
す
る
支
配
権
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
律
令
制
の

ゆ
る
み
が
密
だ
ち
荘
園
制
の
発
達
が
顕
著
に
な
夢
始
め
る
仁
和
年
間

（
八
八
五
～
兆
）
に
な
る
と
、
元
興
寺
が
ま
ず
杣
内
の
田
地
に
対
し
て

地
子
を
徴
取
し
は
じ
め
、
興
福
寺
が
こ
れ
に
な
ら
っ
た
。
栢
楽
郡
司

を
通
じ
て
百
姓
の
愁
訴
を
聞
い
た
闇
山
城
国
民
苦
使
左
中
弁
平
季
長

は
、
照
図
を
検
し
て
百
姓
の
訴
が
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
確

か
め
、
次
の
よ
め
に
処
覆
し
允
。
太
政
窟
が
山
林
を
諸
…
寺
に
寄
せ
允
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の
は
、
修
理
の
料
材
を
採
・
取
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
百
姓
の
田
地
を

妨
げ
た
9
と
ど
め
る
た
め
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
諸
大
寺
は
地
子

　
　
　
　
＠

を
徴
飛
す
る
の
を
停
止
す
る
こ
と
、
百
姓
が
ほ
し
い
ま
ま
に
山
中
の

樹
木
を
切
る
の
を
禁
制
す
る
こ
と
。
季
長
は
以
上
の
こ
と
を
奏
請
し

た
が
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
四
月
二
日
の
太
政

官
符
ハ
輪
噸
麟
憶
維
）
で
施
行
さ
れ
た
。
東
大
寺
に
勅
施
入
に
な
っ
た
板
蝿

杣
で
も
、
当
初
は
、
四
戸
内
の
口
分
鐵
・
治
田
な
ど
に
対
す
る
支
配

権
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
康
撮
元
年
（
九
六
四
）

に
そ
の
四
壁
内
に
勘
解
由
使
長
官
朝
成
が
薦
…
生
牧
を
設
立
し
た
時
も
、

在
地
の
名
張
郡
司
が
、
牧
の
敷
地
は
柚
の
四
車
内
で
あ
る
、
と
の
理

㌦
田
で
牧
の
立
券
を
拒
否
し
た
の
に
対
し
て
（
詔
黒
む
、
東
大
寺
は
名
張

郡
司
を
さ
と
し
て
牧
の
立
券
を
認
め
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
棄
大

寺
が
こ
の
よ
う
に
措
置
し
た
理
由
は
、
柚
に
便
宜
の
地
は
編
…
が
領
有

し
、
牧
に
便
宜
の
地
は
牧
が
領
掌
す
る
が
正
し
い
、
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
（
詔
セ
κ
）
。
策
大
寺
が
柚
の
四
至
内
に
他
領
の
牧
分
設
置
を
認

め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
中
村
博
士
は
こ
れ
を
不
可
解
と
さ
れ
（
給
心
移
）
、

石
舞
田
正
氏
も
著
書
『
中
世
的
世
界
の
艶
艶
（
以
下
こ
の
轡
を
山
気
ず
ろ
時
妹
D
と
略
擬
す
る
。
）

の
四
七
ペ
ー
ジ
で
、
策
大
寺
が
、
柚
．
牧
に
便
宜
の
あ
る
地
は
杣
・
牧

そ
れ
ぞ
れ
が
領
有
す
る
と
い
う
留
保
条
件
を
附
し
た
の
は
、
棄
大
寺

が
か
ね
て
伊
賀
国
の
寺
領
な
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て

一
歩
後
退
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
論
じ
て
い
る
。
東
大
寺

が
そ
の
こ
ろ
寺
領
を
維
持
・
増
大
し
よ
う
と
し
て
焦
慮
し
て
い
た
こ

と
は
、
石
母
田
氏
の
説
の
と
お
勢
で
あ
る
。
し
か
し
東
大
寺
は
一
方

で
は
、
樵
山
を
足
場
と
し
て
、
そ
の
域
内
の
他
人
の
聖
地
・
耕
地
に

支
配
権
を
及
ぼ
す
こ
と
を
、
太
政
官
か
ら
早
く
禁
正
さ
れ
て
お
り
、

寺
領
の
拡
大
に
は
始
め
か
ら
抵
抗
が
多
か
っ
た
。
板
蝿
杣
と
畢
生
牧

の
場
倉
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
東
大
寺
が
律
令
制
の
山
林
共
利
の
立

場
を
守
っ
て
、
杣
・
牧
は
そ
れ
ぞ
れ
に
便
宜
の
土
地
を
各
臼
に
傾
有

す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
在
地
の
郡
司
と
東
大

寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
寺
使
が
杣
四
馬
内
の
排
他
的
支
配
を
主
張
し
た

こ
と
で
あ
る
。
杣
の
一
円
約
領
有
を
強
く
希
望
し
た
と
こ
ろ
に
、
の

ち
に
黒
田
荘
で
激
烈
と
な
る
公
領
の
寺
領
へ
の
囲
い
込
み
の
芽
が
こ

の
時
に
、
郡
司
・
寺
使
の
悶
に
既
に
き
ざ
し
て
い
た
、
と
解
釈
し
て

よ
い
理
由
が
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
竹
内
博
士
は
、
こ
の
こ
と
に
関

連
し
て
、
名
張
郡
在
地
の
東
大
寺
使
の
闊
に
は
、
本
寺
の
東
大
寺
の

意
向
に
反
し
て
も
薦
生
牧
を
寺
領
化
し
よ
う
と
す
る
企
て
が
長
く
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
穫
沈
3
、
東
大
寺
使
だ

け
で
は
な
く
、
郡
司
・
刀
禰
・
百
姓
な
ど
の
う
ち
に
も
、
こ
の
よ
う
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な
意
図
を
持
つ
策
大
寺
使
に
積
極
的
に
協
力
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ

と
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
無
血
雨
蓋
は
、
薦
生
牧
の
立
券
に

際
し
て
東
大
寺
に
不
利
な
証
醤
（
B
～
・
二
七
庶
）
を
し
た
力
禰
を
も
っ
て
在
地

の
亀
の
と
し
て
い
る
が
（
D
四
七
武
i
ジ
）
、
こ
の
証
雷
は
中
村
博
士
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
A
三
七
穴
～
七
ペ
ー
ジ
）
、
大
和
国
山
辺
郡
都
介
郷
の
刀
禰

が
行
な
い
山
辺
郡
司
が
認
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
在
地
の
名
張
郡
司

や
刀
禰
に
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
。
石
頭
田
下
屯
そ
の
こ
と
を
認

め
な
が
ら
（
D
一
腿
・
，
へ
ー
ジ
）
、
　
一
佐
で
は
、
在
地
の
刀
禰
が
国
司
と
結
ん
で
東

大
寺
の
寺
領
拡
大
に
抵
抗
し
た
、
と
主
張
し
た
の
は
、
在
地
の
範
瀦

を
あ
ま
り
に
も
拡
大
し
た
解
釈
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
東
大
寺
か
ら

派
遣
さ
れ
た
寺
使
が
杣
内
に
他
室
の
所
領
を
認
め
な
い
、
と
い
ト
つ
現

実
を
超
え
た
主
張
を
な
し
え
た
の
も
、
在
地
の
郡
司
・
刀
禰
ら
が
そ

れ
を
支
持
し
、
そ
の
実
現
を
強
く
希
望
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
は
竹
内
博
士
の
説
も
若
干
訂
正
を
必
要
と
す
る
。

　
さ
て
主
題
の
玉
髄
杣
に
帰
っ
て
、
橘
元
実
が
長
く
私
領
と
し
て
保

越
し
て
き
た
玉
滝
杣
を
東
大
寺
に
寄
進
し
売
の
は
、
施
入
状
（
B
一
・
二
六
六
）

に
よ
る
と
、
私
領
と
し
て
排
他
的
に
保
有
す
る
力
を
喪
失
し
た
こ
と

が
原
因
で
あ
る
。
元
実
の
当
時
の
靴
会
的
地
位
に
つ
い
て
は
，
導
入

状
に
蔭
子
正
六
位
置
と
あ
る
の
父
は
文
懐
と
い
い
、
兄
弟
姉
妹
に
元

景
二
兀
興
・
元
方
・
爽
予
↑
全
子
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
兀
実
の
位
階
燃
か
正
六
位
で
は
あ
ま
り
地
位
が
由
住
い
と
も
い
い
え
鵡
な
い

（B

繼
縺
j
が
、
そ
れ
で
・
も
延
喜
十
八
年
（
九
一
八
）
ご
ろ
は
な
お
相
当
の

勢
威
を
持
っ
て
い
た
帰
し
い
。
こ
の
時
に
工
事
が
始
め
ら
れ
た
東
大

寺
講
堂
の
造
営
に
玉
南
南
の
材
木
が
使
胴
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
に
対

し
て
、
元
実
は
朝
廷
に
こ
れ
を
訴
え
免
除
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

元
実
は
災
難
に
会
っ
て
諸
国
に
流
浪
し
、
私
領
と
し
て
の
杣
の
管
理

が
行
き
と
ど
か
な
く
な
る
と
、
杣
の
樹
木
は
大
規
模
に
伐
採
さ
れ
た
。

そ
の
最
大
な
電
の
は
、
東
大
寺
・
修
理
職
・
冷
泉
院
・
雲
林
院
な
ど
、

直
接
・
間
接
に
そ
の
建
築
に
朝
廷
が
関
係
し
て
い
る
工
事
の
た
め
に

切
妙
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
竜
単
な
る
盗
伐
で
は
な
く
、

　
「
件
の
柚
私
人
の
所
領
也
。
宮
城
修
理
之
聞
、
殊
に
官
符
を
給
ひ
、

造
用
せ
令
む
」
と
の
官
符
が
下
さ
れ
、
朝
廷
の
命
に
よ
っ
て
公
然
と

樹
木
が
伐
採
・
搬
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
修
理
職
・
木
工
寮

は
宮
城
の
建
築
工
蓼
だ
け
で
は
な
く
、
重
要
な
朝
臣
・
神
社
・
寺
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

、
な
ど
の
建
築
工
事
を
独
占
的
に
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、

修
理
職
は
宮
城
修
理
を
名
隣
と
し
て
私
領
の
柚
の
樹
木
を
伐
採
し
う

る
太
政
官
符
を
得
て
、
要
材
を
確
保
す
み
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
．

そ
の
際
に
玉
滝
口
の
よ
う
に
所
有
者
が
政
治
的
に
無
力
に
な
っ
た
も
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の
が
ま
ず
伐
採
の
対
象
に
選
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
当
然
推
測

さ
れ
る
．
そ
れ
に
し
て
も
、
か
つ
て
は
太
政
官
符
に
よ
っ
て
墓
地
の

杣
地
私
有
が
保
証
さ
れ
た
の
に
、
い
ま
で
は
、
そ
の
太
政
官
符
に
よ

っ
て
、
先
祖
の
墳
墓
も
露
地
と
な
る
ま
で
に
樹
木
が
切
「
り
嵐
さ
れ
る
。

元
実
と
し
て
は
、
さ
き
に
災
難
に
あ
っ
て
諸
国
に
流
浪
し
た
の
は
、

菓
大
寺
講
堂
用
材
の
伐
採
を
拒
否
し
た
報
い
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
が
、
先
祖
の
墓
ま
で
あ
ら
わ
に
な
る
と
、
ま
す
ま
す
そ
の
た
た

り
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
玉
悪
夢
を
分
割
し
て
、
一
部
は
平
時

光
に
売
却
、
一
部
は
東
大
寺
へ
寄
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ

の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
太
政
官
は
天
徳
豊
年
（
九
五
九
）
十
二
月
廿
六
碍
の
牒
（
望
矩
）
を
も

っ
て
、
元
実
が
東
大
寺
に
玉
滝
杣
を
寄
進
し
た
こ
と
を
認
め
る
、
と

通
告
し
た
が
、
東
大
寺
が
か
ね
て
太
政
官
に
要
望
し
て
い
た
、
他
所

の
建
築
用
材
を
こ
の
軸
か
ら
切
り
出
す
こ
と
を
禁
止
し
、
一
向
に
東

大
寺
の
杣
と
し
て
西
塔
修
造
の
た
め
に
当
て
る
こ
と
は
、
ど
う
な
っ

た
か
。
牒
の
本
文
で
は
、
　
「
縦
ひ
宮
城
を
修
理
の
聞
も
、
修
理
験
の

入
塾
を
聴
す
こ
と
去
れ
」
と
東
大
寺
の
要
望
を
認
め
た
こ
と
に
な
っ

て
出
る
。
し
か
し
同
β
付
の
伊
賀
影
響
あ
て
の
太
政
官
符
（
B
一
・
二
六
穴
）
で

は
、
　
「
但
し
富
城
修
理
之
聞
は
修
理
職
之
入
造
を
聴
す
食
し
」
と
な

っ
て
い
て
、
官
牒
ど
は
反
対
に
東
大
寺
の
要
望
を
拒
否
し
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
正
反
対
の
内
容
を
持
つ
太
政
官
牒
と
太
政
官
符

の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
。
　
史
学
研
究
法
の
公
式
論
に
よ
る
と
、
　
官

牒
は
原
本
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
に
、
官
符
は
写
し
し
か
な
く
、
し

か
も
官
符
に
は
、
ほ
か
に
も
明
白
に
誤
写
の
部
分
が
あ
る
か
ら
、
こ

の
「
但
・
聴
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
縦
・
勿
」
の
誤
写
で
あ
る
、
と
す
る

の
が
普
通
で
あ
る
。
　
『
大
日
本
古
文
書
・
棄
大
寺
文
書
』
も
こ
の
晃

解
に
立
っ
て
官
符
の
本
文
に
注
を
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
際
に

考
慮
を
要
す
る
こ
と
は
、
修
理
職
が
杣
へ
の
入
造
中
止
に
反
対
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
玉
滝
里
寄
進
許
可
の
官
製
が
東
大
寺
に
下
さ
れ

る
ほ
ぼ
半
年
前
の
天
徳
三
年
（
九
五
九
）
六
月
五
日
の
東
大
寺
あ
て
の

牒
（
B
五
・
一
九
九
八
）
で
、
修
理
職
は
寺
家
に
対
し
」
職
の
仰
せ
と
称
し
寺
家

断
碑
玉
野
に
入
交
し
、
数
千
の
材
木
を
造
労
す
る
を
応
に
停
止
す
べ

き
事
」
を
通
達
し
た
が
、
事
実
は
「
修
理
職
の
入
造
を
聴
す
勿
れ
」
と

の
官
牒
が
湿
せ
ら
れ
た
の
ち
・
も
、
杣
へ
の
入
造
を
停
止
し
な
か
っ
た
。
・

そ
の
た
め
に
応
和
三
年
（
九
六
三
）
九
月
八
日
に
太
政
官
牒
（
祁
価
亙
）

が
差
せ
ら
れ
、
改
め
て
修
理
職
の
玉
滝
杣
へ
の
入
江
が
禁
止
さ
れ
た
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
問
題
の
太
政
官
符
が
修
理
職
の
入
造
に
限

っ
て
認
め
て
い
る
の
は
偶
然
の
誤
写
で
あ
る
、
と
は
言
い
え
な
い
。
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、
な
お
修
理
職
め
入
造
に
つ
い
て
の
中
村
博
士
の
論
は
、
史
料
と
し
て

は
官
牒
を
引
用
さ
れ
な
が
ら
、
議
論
と
し
て
は
、
　
「
一
時
的
に
修
理

職
官
人
だ
け
は
入
部
す
る
事
を
認
め
」
た
と
し
て
、
官
符
に
よ
っ
て

論
旨
を
進
め
ら
れ
、
混
乱
が
見
う
け
ら
れ
る
（
蓬
浬
）
。

　
玉
愚
筆
は
以
上
に
述
べ
た
経
過
を
た
ど
っ
て
東
大
寺
の
私
領
と
な

っ
た
が
、
当
初
か
ら
こ
れ
に
耕
地
が
附
属
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る

根
拠
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
は
A
玉
筆
杣
の
東
大
寺
へ
の
寄

進
が
許
可
さ
れ
る
よ
り
八
ヶ
月
以
前
の
天
徳
三
年
（
九
五
九
）
四
月
五

日
に
国
司
藤
原
忠
厚
が
符
を
下
し
て
玉
滝
肝
内
と
杣
山
辺
の
荒
廃
田

五
〇
町
歩
の
開
発
を
許
可
し
た
こ
と
で
あ
る
（
B
五
・
一
九
九
八
）
。
忠
厚
は
翌

年
二
月
廿
二
日
に
再
び
符
を
下
し
て
玉
滝
・
留
保
・
湯
船
・
靹
田
村

の
前
年
の
正
税
の
利
稲
を
免
除
す
る
こ
と
を
伝
え
た
。
応
和
三
年

（
九
六
一
二
）
に
「
は
国
丸
明
は
伴
臨
冶
廉
に
変
わ
っ
て
い
た
四
か
、
浩
廉
も
ま
た
同

年
十
一
月
十
日
と
閏
十
二
月
三
臼
に
符
を
下
し
て
五
内
の
開
発
田
一

七
町
二
五
〇
歩
の
正
税
稲
を
免
除
す
る
こ
と
を
通
告
し
た
（
B
五
・
一
九
九
八
）
。

玉
滝
杣
が
東
大
寺
領
と
な
っ
た
の
に
平
行
し
て
、
そ
れ
に
附
属
の
耕

作
地
が
造
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
で
明
ら
か
で
あ
る
。
造
田
の
成

績
は
、
四
年
間
で
計
画
面
積
五
〇
町
歩
の
三
分
一
以
上
の
一
七
町
二

五
〇
歩
で
あ
っ
て
、
当
持
と
し
七
は
成
績
優
秀
の
部
類
に
当
た
る
。

こ
の
開
発
田
の
造
成
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
正
税
め
利
稲
が
免
除
さ

れ
た
以
外
、
こ
れ
を
造
成
し
た
も
の
は
だ
れ
で
あ
る
か
、
用
益
の
方

法
に
つ
い
て
も
、
な
に
一
つ
明
ら
か
で
は
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

し
か
し
、
杣
工
の
篠
入
．
り
・
定
着
に
先
だ
っ
て
東
大
寺
と
国
司
が
協

調
し
て
、
歌
島
の
た
め
の
耕
地
を
開
発
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、

そ
の
耕
地
が
免
田
と
し
て
杣
に
新
し
く
入
る
言
誤
に
与
え
ら
れ
た
こ

と
も
、
推
定
し
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
と
国
司
の
う
ち
、

造
成
の
主
体
が
寺
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
黒
豆
な
か
ろ
う
。
し
か
も
造

田
を
可
能
に
し
た
の
は
、
国
司
が
こ
れ
を
免
田
と
認
め
、
開
発
に
協

力
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
玉
三
三
の
設
遣
に
あ
た
っ
て
、
国
司
が
脇
…

力
し
た
こ
と
は
そ
の
点
で
虚
血
さ
れ
る
。

　
第
二
は
、
玉
茎
杣
に
は
、
橘
氏
が
所
有
し
た
時
代
に
杣
に
附
属
す

る
耕
地
が
存
在
し
た
、
　
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
天
禄
二
年

（
九
七
一
）
五
月
廿
二
同
の
阿
拝
郡
司
解
（
詔
組
却
）
に
よ
る
と
、
杣
の
境

域
内
の
川
合
郷
に
湯
寂
々
と
い
う
荘
園
が
あ
り
、
こ
の
荘
は
か
つ
て

の
玉
穂
柚
の
所
有
老
で
あ
る
添
文
懐
が
こ
れ
を
所
有
し
て
い
た
。
文

懐
は
こ
の
荘
を
む
す
め
の
橘
頁
子
に
譲
っ
た
が
、
そ
の
立
券
に
元
実

の
子
の
輔
弼
が
反
対
し
た
。
こ
の
一
族
の
内
争
に
対
し
て
国
司
・
右

大
臣
頼
忠
も
関
与
し
、
貞
子
の
名
で
こ
の
時
に
立
券
さ
れ
た
。
こ
の
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、
湯
船
荘
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
偶
然
に
も
、
玉
器
柚
所
有
者
の
橘
氏
が

以
前
に
は
杣
山
以
外
に
、
こ
れ
に
近
接
し
て
耕
地
を
所
有
し
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
平
安
時
代
前
期
の
墓
地
や
牧
地
を
中
核
に
し
て

発
達
し
た
私
有
の
杣
や
、
朝
廷
や
国
司
の
帰
依
が
さ
し
て
厚
く
な
か

っ
た
地
方
寺
院
所
有
の
軸
に
、
幽
初
か
ら
耕
地
が
こ
れ
に
附
属
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
た
実
例
は
、
玉
寂
声
以
外
に
も
、
一
つ
二
つ
存
在
す
る
。
耕
地
を

含
ま
な
い
と
認
め
ら
れ
る
板
蝿
軸
な
ど
と
組
織
・
構
造
が
根
本
か
ら

糧
訳
し
て
い
た
、
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
湯
船
荘
は
、
そ
の
後
、

中
満
と
い
う
東
大
寺
僧
が
伝
領
し
た
が
、
正
腰
年
闇
（
九
九
〇
～
四
）

に
、
東
大
寺
使
は
こ
の
荘
を
も
っ
て
玉
滝
杣
の
四
皆
無
で
あ
る
と
し

て
、
荘
内
に
乱
入
し
地
子
を
責
徴
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
中
満
は
そ

の
こ
と
を
東
大
寺
に
訴
え
た
。
当
時
そ
の
寺
司
で
あ
っ
た
済
信
は
、

公
験
と
柚
司
の
景
状
に
基
づ
い
て
、
こ
の
荘
が
東
大
寺
に
地
子
を
納

め
た
事
実
の
な
い
こ
と
を
確
か
め
、
寺
使
が
こ
れ
を
責
め
取
る
の
を

禁
止
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
に
な
っ
て
問
題

が
再
燃
し
、
玉
滝
柚
は
上
毛
と
称
し
て
地
子
を
責
撮
し
た
。
領
主
は

威
儀
師
で
権
少
別
当
の
仁
満
に
変
わ
っ
て
い
た
が
、
か
れ
は
こ
の
こ

と
を
、
五
月
＋
四
日
の
解
（
B
二
・
四
九
四
）
を
も
っ
て
、
既
に
東
大
寺
を
去
っ

七
い
る
大
僧
正
済
信
に
訴
願
し
た
。
そ
の
主
旨
は
、
済
儒
が
東
大
寺

司
に
対
し
て
、
前
例
に
、
ま
か
せ
て
も
と
の
よ
う
に
湯
船
荘
の
四
至
を

卜
定
す
る
よ
う
に
命
じ
て
ほ
し
い
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
訴
を
受

け
た
済
信
は
、
東
大
寺
の
こ
の
荘
に
対
す
る
領
有
権
は
宣
旨
に
よ
っ

て
上
雑
事
に
限
ら
れ
て
い
る
，
と
判
断
し
て
、
仁
満
の
解
に
与
遠
し

た
。
東
大
寺
政
所
は
そ
れ
に
基
づ
き
、
戸
締
譜
面
寺
主
念
秀
と
在
地

の
杣
司
に
対
し
て
八
月
十
四
日
に
下
文
（
B
エ
・
四
九
五
）
を
送
り
、
湯
船
荘
四

心
内
の
田
畠
地
子
と
臨
時
雑
役
と
を
免
除
す
べ
き
こ
と
を
命
令
し
た
。

杣
司
ら
は
、
　
そ
れ
に
よ
っ
て
四
至
を
改
定
し
て
十
月
十
六
日
の
解

（
令
し
を
も
っ
て
こ
れ
を
政
所
に
報
告
し
た
。

　
こ
の
湯
船
荘
は
、
当
初
の
所
有
者
が
女
滝
杣
と
同
じ
で
あ
っ
た
の

に
、
そ
の
後
は
所
有
老
を
異
に
し
て
伝
領
・
知
行
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

し
か
し
玉
滝
杣
に
は
同
じ
く
湯
船
荘
内
と
い
い
な
が
ら
、
橘
氏
と
は

直
接
に
関
係
な
く
成
立
し
、
そ
の
租
米
は
の
ち
に
玉
器
杣
を
領
有
し

た
東
大
寺
に
封
米
と
し
て
納
入
さ
れ
る
関
係
の
耕
地
も
あ
っ
た
。
承

保
四
年
（
一
〇
七
七
）
十
月
昔
三
日
に
覚
増
と
い
う
僧
が
源
大
納
雷

俊
房
の
政
所
に
解
（
諺
勤
一
）
を
送
っ
て
、
湯
船
荘
内
の
三
田
村
に
あ

る
覚
増
相
伝
田
畠
の
地
子
免
除
を
裁
免
す
る
こ
と
を
伊
賀
国
珂
藤
原

親
房
に
要
望
し
て
ほ
し
い
、
と
述
べ
た
。
覚
増
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ

ゐ
之
、
花
の
所
領
は
、
竜
と
阿
波
野
で
幽
っ
九
礫
原
万
難
が
元
擾
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（
八
七
七
～
八
五
）
の
こ
ろ
に
荒
野
を
醐
発
し
た
も
の
で
あ
る
α
こ
の

荘
は
段
別
一
斗
三
升
の
租
米
を
国
司
に
納
め
る
が
、
こ
の
租
米
は
東

大
寺
の
封
米
に
充
当
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
の
地
利
は
免
除
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
。
こ
の
荘
が
元
慶
年
間
の
開
発
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
は
、

そ
の
当
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
こ
れ
を
立
証
す
る
史
料
が
な
い
の
で
、

ど
こ
ま
で
信
頼
で
き
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
租
米
が
東
大
寺
の
面
罵

に
充
当
さ
れ
る
、
と
い
う
の
も
い
っ
か
ら
の
こ
と
か
明
白
で
な
い
。

そ
の
点
は
物
足
ら
な
く
思
わ
れ
る
が
、
注
同
さ
れ
る
の
は
、
小
野
守

経
が
国
司
の
時
に
収
公
さ
れ
た
、
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
の
ち

に
論
ず
る
よ
う
に
、
守
経
は
黒
田
・
玉
滝
両
荘
と
正
面
か
ら
衝
突
し

た
最
初
の
国
司
で
あ
る
。
そ
の
害
経
に
よ
っ
て
収
公
さ
れ
た
こ
と
は
、

こ
の
荘
と
三
滝
荘
の
関
係
の
深
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
さ
ら
に
こ
の

覚
増
解
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
伊
賀
守
に
あ
て
た
覚
三
聖
（
B
三
・
～
一
四
六
）

が
い
ま
一
通
存
す
る
。
そ
れ
に
は
、
陥
題
の
田
の
面
積
が
八
町
百
八

十
歩
で
あ
っ
て
、
最
近
で
は
、
そ
の
う
ち
の
三
町
歩
だ
け
が
雷
公
を

免
除
さ
れ
、
そ
の
残
り
の
田
が
国
司
に
収
公
さ
れ
た
、
と
書
か
れ
て

い
る
。
ま
た
覚
増
が
湯
船
荘
四
至
内
の
田
の
坪
付
を
注
進
し
た
、
寛

治
三
年
（
一
〇
八
九
）
十
一
月
二
日
の
文
書
（
2
南
町
）
に
よ
る
と
、
田

村
心
見
作
五
町
二
反
六
〇
歩
の
う
ち
三
町
歩
を
も
っ
て
治
田
と
す
る

こ
と
が
国
司
小
槻
溢
血
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
田
村
田

と
前
出
の
藤
原
三
枝
開
発
の
靹
田
村
の
田
八
町
一
八
○
歩
と
が
ど
う

い
う
関
係
に
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
（
』
岬
町
）
の
三
町
歩

は
治
田
と
認
め
ら
れ
て
い
る
し
、
（
扉
き
の
三
町
歩
は
収
公
を
免

除
さ
れ
て
い
る
。
両
方
の
禰
積
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
方

が
同
一
の
耕
地
で
あ
る
可
能
性
竜
あ
り
う
る
。
な
お
こ
の
耕
地
に
つ

い
て
は
、
の
ち
に
再
び
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。

　
策
大
寺
は
、
天
平
甘
年
（
七
四
八
）
以
後
、
伊
賀
国
憲
拝
借
滋
雨
・

川
合
下
郷
に
か
な
り
の
墾
田
を
持
ち
、
そ
れ
が
玉
滝
杣
発
達
の
母
胎

に
な
っ
た
、
と
説
か
れ
て
い
る
（
A
二
八
尺
ー
ジ
）
。
棄
大
寺
が
こ
れ
ら
の
墾
田

を
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
の
玉
滝
軸
寄
進
の
当
時
ま
で
保
有
し
用
益
し

て
い
た
こ
と
が
確
実
な
ら
ば
、
杣
は
こ
の
両
郷
に
わ
た
っ
て
設
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
東
大
寺
は
そ
の
耕
地
を
杣
に
附
属
さ
せ
る
だ

け
で
、
こ
と
た
り
た
こ
と
も
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
菓
大
寺
は
保

安
四
年
食
一
一
岬
三
）
に
朝
廷
で
玉
滝
荘
内
靹
田
村
の
こ
と
で
平
忠
盛

と
対
漏
し
た
時
も
、
証
文
と
し
て
関
係
の
公
験
を
提
出
し
た
（
B
五
・
一
九
九
八
）
。

そ
の
な
か
に
は
、
天
平
・
天
平
勝
宝
・
天
平
宝
字
・
天
平
神
護
・
貞

観
・
昌
泰
の
文
書
が
あ
り
、
東
大
寺
が
こ
の
時
代
を
通
じ
て
こ
の
地

に
寺
田
を
維
持
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
こ
と
に
畠
泰
二
年
（
八
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九
九
）
十
月
男
臼
の
在
地
国
郡
芸
評
状
な
ど
は
、
そ
の
当
時
こ
の
地

に
群
鳥
：
内
保
の
両
面
が
あ
り
、
公
田
・
他
領
が
混
在
し
な
か
っ
た

ζ
と
を
明
白
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
中
村
博
士
が
早
く
論
じ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
（
A
三
〇
ペ
ー
ジ
）
、
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
十
二
月
五
臼
の

伊
賀
国
司
解
（
験
翻
議
騰
㌔
）
や
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
八
月
三
日
の

阿
附
傷
子
施
入
状
（
用
心
ル
）
に
所
見
の
墾
田
が
玉
滝
荘
の
一
部
を
構
成

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
め
る
方
法
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
と
に
よ

る
と
、
こ
れ
ら
の
墾
田
ば
、
奈
良
時
代
に
東
大
寺
が
買
得
・
開
墾
し

た
億
の
耕
地
の
よ
う
に
、
・
寺
有
と
な
っ
た
の
ち
、
ま
も
な
く
荒
廃
し

た
り
、
他
に
売
却
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
に
し

て
も
鹸
泰
の
在
地
国
郡
証
判
状
所
見
の
玉
滝
・
内
保
の
両
荘
は
、
荘

家
も
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
時
代
も
近
い
の
で
、
奈
良
時
代
の

墾
田
と
は
同
一
に
論
じ
ら
れ
な
い
。
東
大
寺
が
当
時
こ
れ
ら
の
両
荘

を
所
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ず
誤
り
あ
る
ま
い
。
そ
れ
に
し
て
も

玉
壷
杣
が
施
入
さ
れ
る
直
前
の
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
の
東
大
寺
封
戸

荘
嚇
井
寺
用
帳
（
B
い
・
二
五
二
）
に
は
、
伊
賀
国
細
事
郡
所
在
の
荘
園
と
し
て

血
塗
荘
田
地
一
四
町
二
七
〇
歩
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

玉
滝
・
内
保
両
辺
は
延
喜
の
荘
園
整
理
の
時
に
で
も
停
廃
さ
れ
た
、

と
解
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、

東
大
寺
は
玉
璽
杣
の
寄
進
を
受
け
る
と
す
ぐ
に
、
伊
賀
国
司
と
交
渉

し
て
、
杣
の
内
外
で
五
〇
町
歩
の
開
発
を
進
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

三

　
玉
滝
杣
弘
前
前
後
の
事
情
は
、
附
属
耕
地
の
用
益
形
態
を
除
い
て
、

ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
。
注
図
さ
れ
る
の
は
、
万
欝
二
年
（
一
〇
二
五
）

に
玉
総
杣
使
と
し
て
現
地
で
活
躍
し
た
念
秀
が
中
心
に
な
っ
て
、
長

「
兀
山
ハ
な
＋
（
｝
〇
三
三
）
に
板
螂
｝
八
四
を
坐
果
・
天
涯
寸
領
と
し
て
確
鵬
流
す
る
の
に

成
功
し
た
こ
と
で
あ
る
。
　
『
東
大
寺
要
録
』
巻
第
五
の
別
当
章
・
済

慶
の
条
に
「
上
座
念
秀
、
公
私
を
相
構
へ
て
勲
爵
御
荘
を
永
代
の
宝

と
成
す
也
。
」
と
あ
る
の
が
そ
の
史
料
で
あ
る
。
　
こ
の
史
料
を
引
用

し
て
、
こ
の
時
に
藁
縄
杣
の
あ
り
方
が
変
化
し
た
こ
と
を
強
調
さ
れ

た
中
村
博
士
の
所
論
は
注
臼
さ
れ
る
（
A
三
七
九
尺
ー
ジ
）
。
念
秀
が
板
蝿
杣
を

改
組
す
る
以
前
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
に
既
に
杣
内
に
田
地
が
あ
り
、

郡
の
検
田
所
が
そ
の
坪
を
掘
進
し
た
こ
と
は
、
さ
き
に
一
言
し
た
が
、

長
元
六
年
（
一
〇
三
三
）
以
後
の
杣
の
あ
り
方
の
変
化
は
著
し
い
も
の

が
あ
る
。
次
に
史
料
葱
あ
げ
て
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
。

　
第
一
に
は
改
心
の
翌
年
の
長
元
七
年
（
一
〇
三
四
）
七
月
十
六
日
の
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太
啓
箕
馨
言
よ
そ
、
板
蝿
杣
の
住
人
と
エ
と
総
降
雑

役
が
免
除
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
十
世
紀
以
後
の
荘
園
が
そ
れ
以
前

と
異
な
る
最
大
の
点
は
、
田
堵
・
寄
人
な
ど
の
関
係
者
が
国
役
を
免

除
さ
れ
る
特
典
に
浴
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
は
荘
民
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
て
特
定
さ
れ
、
公
領
の
平
民
と
異
な
る
地
位
に
あ
っ
た
。
板
蝿
杣

の
杣
工
が
こ
の
時
に
臨
…
時
雑
役
を
免
除
さ
れ
た
こ
と
は
、
重
要
な
意

味
を
持
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
石
母
田
氏
の
黒
田
荘
に
つ
い

で
の
論
は
、
杣
工
は
元
来
寺
奴
で
あ
っ
て
雑
役
を
免
除
さ
れ
て
い
た
、

と
い
う
主
張
で
貫
か
れ
て
い
る
（
D
五
～
～
二
ペ
ー
ジ
）
。
石
母
田
氏
が
こ
の
よ
う

に
主
張
し
た
の
は
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
史
料
が

あ
り
、
疑
の
信
奉
す
る
理
論
も
そ
れ
を
支
持
し
た
「
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
杣
工
寺
奴
説
は
、
十
二
世
紀
の
棄
大
寺
の
関
係
者
が
好
ん
で
主

張
し
た
職
掌
童
画
説
と
根
拠
が
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
、
史
料
的
に

は
深
い
論
拠
が
あ
る
、
と
は
思
わ
れ
な
い
。
東
大
寺
が
こ
れ
を
強
調

し
た
の
は
、
黒
田
・
酒
蒸
両
荘
を
所
有
す
る
根
拠
に
す
る
た
め
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
史
実
と
即
断
し
た
の
は
、
石
母
懸
氏
の
誤
り
と

雷
う
べ
き
で
あ
る
。
な
お
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
詳
説
す

る
。
ち
な
み
に
長
元
七
年
（
一
〇
三
四
）
七
月
十
六
日
の
太
政
官
符
の

後
半
の
「
但
し
四
至
之
内
、
私
の
所
領
を
耕
し
て
権
門
の
威
を
仮
9

要
人
に
沽
却
之
鷺
は
早
く
公
験
を
覚
み
而
官
に
進
め
令
め
㌧
其
の
文

墨
に
任
せ
理
非
を
弁
属
せ
ん
。
」
と
あ
る
部
分
は
難
解
で
あ
る
。
板

蝿
杣
の
内
部
に
は
東
大
寺
の
所
領
で
な
い
百
姓
ロ
分
田
・
私
田
地
な

ど
が
巨
多
に
存
在
し
た
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
B
　
・
二
七
五
）
。

「
私
の
所
領
」
は
、
そ
れ
を
さ
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

不
明
な
の
は
、
そ
れ
を
耕
や
す
も
の
が
権
門
の
威
を
借
り
て
要
人
に

そ
の
耕
地
を
売
却
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
権
門
の
威
と
は
具

体
的
に
何
を
さ
し
て
い
る
の
か
、
要
人
と
は
だ
れ
の
こ
と
か
、
か
れ

ら
と
公
験
の
理
非
を
争
っ
て
い
る
の
は
何
者
か
。
板
盆
画
関
係
の
史

料
で
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
参
照
す
べ
き
も
の
が
な
い
の
で
、
考
証

は
む
ず
か
し
い
。
ま
ず
要
入
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
の
文
書
に
は
ほ

　
　
　
　
　
　
　
⑥

か
に
も
所
見
が
あ
る
。
そ
の
語
義
も
一
定
し
な
い
が
、
こ
の
こ
ろ
の

菓
大
寺
で
は
、
　
『
東
大
寺
要
録
』
巻
第
七
雑
事
章
の
東
大
寺
職
掌
寺

騙
事
の
注
に
、
毎
朝
早
く
大
仏
供
を
仏
前
に
備
え
、
夜
は
宝
蔵
を
警

護
す
る
も
の
を
寺
家
要
人
と
し
、
天
平
勝
宝
二
年
、
（
七
五
〇
）
に
東
大

寺
に
傘
入
さ
れ
た
二
〇
〇
人
の
奴
碑
の
後
身
で
あ
る
、
と
し
て
い
る

の
が
参
考
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
要
人
と
は
、
要
路
に
あ
る
も
の
、

権
威
の
あ
る
も
の
の
意
で
は
な
く
て
、
寺
役
に
従
事
す
る
も
の
、
寺

蒙
に
必
要
な
も
の
の
意
味
で
あ
る
に
相
違
な
か
ろ
う
。
問
題
の
長
元
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せ
年
（
一
σ
鼠
四
）
七
月
十
六
臼
の
官
符
所
見
の
要
人
も
同
じ
意
味
に

用
い
ら
れ
、
杣
工
を
い
っ
た
も
の
と
し
て
お
そ
ら
く
誤
長
あ
る
ま
い
。

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
の
杣
工
に
対
し
て
、
権
門

の
威
を
借
砂
て
、
耕
作
し
て
い
る
私
領
を
売
っ
た
も
の
は
何
老
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
売
却
行
為
の
合
法
性
に
疑
い
が
持
た
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
る
と
合
法
的
に
そ
の
所
領
を
所
有
し
て
い
る
も
の
と

は
思
わ
れ
な
い
。
こ
と
に
よ
る
と
、
他
人
の
所
領
を
賃
借
し
て
い
る

も
の
が
不
法
に
も
権
門
の
威
を
借
り
て
、
そ
れ
を
私
領
と
し
て
、
柚

工
に
売
却
し
て
、
紛
争
が
生
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し

て
も
こ
の
期
の
板
面
柚
の
要
人
一
軸
工
が
臨
画
の
私
領
を
買
得
、
蓄

積
し
始
め
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
不
十
分
な
解
釈
で
は
あ
る
が
、

板
蝿
柚
の
改
組
期
の
重
要
な
史
料
で
あ
る
だ
け
に
、
私
見
を
述
べ
て

お
く
。

　
次
は
長
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）
十
二
月
一
日
の
伊
賀
国
符
（
憐
詔
か
一
）

に
よ
っ
て
見
作
田
六
町
一
八
○
歩
と
艦
住
工
夫
ら
五
〇
人
の
臨
時
雑

役
が
免
除
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
き
に
一
言

じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
再
説
し
な
い
。
重
要
な
の
は
、
五
年
後
の
長

久
四
年
（
一
〇
四
三
）
に
か
つ
て
東
大
寺
別
当
で
あ
っ
た
深
観
が
有
名

な
藤
原
実
遠
⑪
所
領
の
箭
川
荘
を
買
収
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
買

収
に
賎
面
争
杣
使
と
し
て
活
躍
し
た
念
秀
が
関
係
し
た
。
実
遠
に

支
払
わ
れ
た
直
米
一
〇
〇
石
は
念
秀
の
預
物
の
内
か
ら
支
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
（
B
二
・
六
〇
一
）
。
幽
遠
所
領
の
買
収
が
そ
の
後
の
板
蝿
柚
の
発
展

に
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
を
思
う
と
、
念
秀
の
関
与
を
軽
く
見
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
お
そ
ら
く
念
秀
は
、
杣
の
維
持
発
展
に
附
属
耕

地
の
有
無
が
深
く
関
係
す
る
こ
と
を
玉
滝
杣
と
湯
船
荘
と
の
争
い
で

痛
感
し
た
の
で
、
板
蝿
杣
の
た
め
に
箭
川
荘
の
買
得
を
考
え
、
こ
れ

を
実
行
し
た
、
と
思
わ
れ
る
。

　
玉
滝
・
板
蝿
の
虚
幻
は
、
附
属
の
耕
地
を
確
保
し
、
住
人
ら
の
臨

時
雑
役
免
除
を
認
め
ら
れ
て
、
荘
園
的
経
営
が
は
じ
め
て
可
能
に
な

っ
た
が
、
こ
の
期
の
荘
園
の
う
ち
に
は
、
住
人
の
臨
時
雑
役
免
除
か

ら
一
歩
前
進
し
て
、
瓢
・
郷
ぐ
る
み
荘
園
化
す
る
新
し
い
動
き
を
示

す
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
を
な
し
た
の
は
寛
仁
二
年
（
一

〇
一
八
）
十
一
月
廿
五
日
の
賀
茂
両
社
に
附
す
る
愛
宕
郡
の
寄
進
で

　
⑦

あ
り
、
続
い
て
は
治
安
一
二
年
（
一
〇
二
三
）
十
二
月
一
臼
の
春
日
社
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

対
す
る
添
上
郡
の
中
・
植
生
両
郷
の
寄
進
で
あ
る
愈
に
か
）
。
こ
の
二

つ
の
郡
・
郷
の
寄
進
は
、
寄
進
さ
れ
る
域
内
に
存
す
る
、
官
省
符
な

ど
の
公
験
が
明
白
に
存
在
し
、
経
営
に
つ
い
て
も
特
別
な
困
難
を
生

じ
て
い
な
い
荘
園
や
公
領
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
荘
園
ま
た
は
公
領
と
し
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て
依
然
存
続
す
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
そ
の
条
件
を
欠
い
て
い
る
竜

の
N
㌔
も
と
公
領
で
あ
っ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
竜
の
は
没
収
し
て
、
社

領
と
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
荘
園
領
主
の
念
願
で
あ
っ
だ
荘

麟
支
配
一
円
化
の
一
歩
前
進
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
ら
が
郡
・
繋
ぐ
る

み
の
荘
園
化
を
歓
迎
し
た
こ
と
は
、
特
に
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。

注
国
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
郡
・
郷
ぐ
る
み
の
荘
園
化
が
、
そ
の
実
行

の
一
国
提
と
し
て
既
存
の
荘
園
の
調
査
を
行
な
い
、
公
験
の
明
肉
で
な

い
も
の
な
ど
の
存
続
を
否
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
荘
園
整
理
は
、
・
延

喜
二
年
（
九
〇
二
）
以
来
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
に
官
符
が
発
せ
ら
れ

た
の
み
で
あ
っ
て
、
久
し
く
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
国

司
の
荘
園
に
対
す
る
圧
迫
は
絶
え
ず
続
け
ら
れ
て
お
り
、
機
会
が
あ

れ
ば
、
こ
れ
を
収
懐
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
国
司
に
と

ら
て
も
、
郡
・
郷
ぐ
る
み
の
藪
園
化
は
関
心
に
値
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
賀
茂
・
春
臼
両
社
に
対
し
て
愛
宕
郡
・
中
郷
託
生
郷
が
寄
進
さ

れ
た
直
後
か
ら
、
朝
議
で
荘
園
整
理
が
聞
題
と
な
り
、
延
久
元
年

（一

Z
六
九
）
の
荘
園
整
理
令
で
つ
い
に
実
現
を
見
た
。
ぞ
の
こ
と
を

考
え
る
と
、
こ
の
両
社
へ
の
郡
郷
寄
進
の
音
一
義
は
大
き
い
、
と
欝
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
十
賦
世
紀
q
荘
園
の
動
き
が
、
入
り
．
ま
じ
る
荘
園
9
公
領
か
ら
一

歩
前
進
し
で
、
郡
・
郷
ぐ
る
み
の
荘
園
実
現
へ
と
、
注
冒
す
べ
き
変

、
化
を
示
し
始
め
た
の
に
対
し
て
、
玉
滝
・
黒
賑
荘
で
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
。
ま
ず
玉
滝
荘
で
は
、
杣
の
寄
進
と
同
時
に
許
さ
れ
た
開
発
田

が
、
荘
園
・
公
領
の
い
ず
れ
に
所
属
す
る
か
明
確
を
欠
い
て
い
た
た

め
に
、
国
司
は
強
く
公
領
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
（
B
三
・
七
二
七
）
。
そ
の

上
に
、
荘
の
一
部
を
構
成
す
る
湯
船
荘
で
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
東

大
寺
が
地
子
を
徴
収
し
よ
う
と
す
る
と
、
領
主
は
強
く
反
発
す
る
、

と
い
う
実
情
で
あ
っ
た
。
荘
園
支
配
を
一
円
化
し
た
い
、
と
の
欲
求

は
、
玉
滝
荘
に
も
当
然
高
慶
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
黒
田

荘
で
は
、
杣
内
の
六
町
歩
あ
ま
り
の
見
作
田
が
免
田
と
し
て
認
め
ら

れ
、
佐
人
・
杣
工
夫
ら
五
〇
人
の
臨
時
雑
役
も
免
除
さ
れ
た
が
、
累

月
の
生
活
を
さ
さ
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
見
作
田
だ
け
で
は
不
足
で

あ
る
。
新
し
く
買
収
し
た
箭
川
の
荒
廃
田
竜
、
黒
田
な
ど
の
杣
の
中

心
地
と
は
河
を
挾
ん
で
離
れ
て
い
て
経
営
上
、
な
に
か
と
不
便
で
あ

る
。
玉
滝
荘
で
高
ま
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
荘
園
一
円
化
の
欲
求

は
、
m
黒
田
荘
で
も
同
様
に
高
ま
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
両
立
の
こ

の
よ
う
な
ふ
ん
囲
気
に
対
し
て
、
伊
賀
国
司
が
次
第
に
反
発
を
示
す

よ
う
に
な
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
惚
惚
杣
が
改
組
さ
れ
、

藤
原
望
遠
所
領
の
鋳
川
が
買
収
さ
れ
た
あ
と
で
も
、
永
承
年
間
（
～

／6　（16）
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〇
四
六
～
五
三
）
に
伊
賀
守
で
あ
っ
た
藤
原
公
則
は
、
箭
川
荘
の
立

荘
・
地
子
雑
役
兇
除
な
ど
に
便
宜
を
図
っ
た
が
（
謹
塾
五
）
、
永
承
六

年
（
一
〇
五
一
）
八
月
廿
二
日
の
製
糖
（
焔
些
）
に
大
介
と
し
て
署
名
し

た
あ
と
退
任
し
、
代
っ
て
新
司
棟
方
（
B
三
・
七
一
七
）
が
着
任
す
る
と
、
国
司

と
黒
鉱
・
黒
滝
両
荘
の
関
係
は
、
　
一
変
し
た
。
糠
方
は
太
政
官
に
対

し
て
、
蟹
縫
一
）
を
も
っ
て
次
の
こ
と
を
訴
え
た
。
《
管
内
下
郡
に

寺
社
高
家
の
荘
園
・
融
が
多
く
存
在
し
、
官
物
を
弁
窮
し
な
い
。
ま

た
こ
れ
ら
の
荘
・
柚
の
住
人
は
公
田
に
入
作
し
な
が
ら
官
物
を
弁
進

せ
ず
公
事
を
勤
仕
し
な
い
》
。
　
棟
方
は
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
、
前

々
司
．
顕
長
以
後
に
新
し
く
立
て
ら
れ
た
荘
園
の
停
止
を
要
求
し
た
。

声
誉
よ
9
一
両
代
以
前
の
画
劔
が
立
聾
し
た
荘
園
を
廃
止
す
る
こ
と

は
、
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
に
荘
園
整
理
が
朝
議
に
の
ぼ
っ
た
時
も

問
題
と
な
り
、
一
度
は
勅
と
し
て
発
令
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
し

か
し
後
代
の
難
を
考
え
て
、
一
両
代
と
指
定
す
る
の
に
反
対
が
出
て
、

近
代
以
来
の
聴
園
を
停
廃
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
が
、
最
後
に
な

っ
て
再
転
し
て
、
当
任
の
国
司
が
就
任
以
後
に
設
立
さ
れ
た
荘
園
に

限
っ
て
廃
止
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
・
・
が
あ
る
（
閃
襟
認
馳
畏
久
一
兀
・
六
∴
ニ
ー
八
）
。

以
前
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
棟
方
が
前

六
芸
顕
長
以
後
の
新
書
荘
園
と
範
囲
を
明
示
し
て
停
止
を
要
求
し
た

こ
と
は
、
棟
方
の
新
語
荘
園
僚
血
へ
の
意
気
込
み
を
示
す
も
の
と
し

て
ま
ず
注
貨
さ
れ
る
。

　
糠
方
が
奏
状
で
強
調
し
た
、
伊
賀
国
の
寺
社
高
家
の
荘
民
が
公
田

に
入
作
す
る
と
い
う
事
実
も
、
荘
畏
が
特
定
さ
れ
る
以
前
は
、
伊
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

国
に
か
ぎ
ら
ず
荘
園
周
辺
の
公
田
な
ら
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
特
に
異
と
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
。
板
蝿
捕
で
も
附
属

の
耕
地
の
免
田
化
が
認
め
ら
れ
な
い
以
前
は
、
柚
の
関
係
者
で
公
田

に
出
作
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
　
名
張
郡
検
田
所
が
寛
和
二
年
（
九
八

六
）
士
百
＋
九
日
に
杣
内
の
拝
謁
の
田
数
を
勘
進
し
た
の
竜
（
堪

二
八
）
、
出
作
と
関
連
が
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
長
元
六
年

（一

Z
三
三
）
に
板
築
紬
が
荘
園
化
し
た
の
ち
も
、
免
田
が
不
足
し
て

い
た
の
で
、
荘
民
の
出
作
は
引
き
続
き
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
時
に
入

作
し
た
田
は
純
粋
の
公
田
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
私
領
・
荘
園
に
対

し
て
も
公
田
と
同
様
に
入
作
し
た
。
長
久
四
年
（
一
〇
四
三
〉
に
東
大

寺
権
上
座
念
秀
が
中
心
に
な
っ
て
藤
．
素
量
遠
の
私
領
箭
川
四
〇
町
歩

の
荒
廃
田
を
買
得
し
た
あ
と
、
東
大
寺
は
同
年
十
月
廿
九
日
の
政
所

下
文
（
想
5
を
も
つ
て
実
遠
に
対
し
霧
笛
庄
出
作
削
者
、
是
れ
往

古
の
寺
領
也
。
」
と
述
べ
て
、
実
題
が
そ
の
所
領
を
伊
勢
太
神
宮
に

寄
進
し
て
御
厨
を
立
て
る
と
い
う
風
聞
の
実
否
を
糺
明
し
た
こ
と
が
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あ
っ
た
。
こ
の
出
作
田
が
箭
川
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
い
ま
一
つ
不

明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
黒
田
庄
の
荘
民
が
出
作
し
て
い

た
の
が
純
粋
の
公
田
に
限
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
で
明
ら
か
で
あ
る
。

長
ら
く
平
穏
に
行
な
わ
れ
た
荘
民
の
公
田
へ
の
出
作
が
永
承
六
年

（一

Z
五
一
）
に
な
っ
て
急
に
重
大
な
問
題
と
な
り
、
そ
れ
を
理
由
の

一
つ
と
し
て
国
司
が
新
立
荘
園
の
廃
止
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
国
司
棟
方
も
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
荘
民
ら
が
官
物
・
公

事
を
未
進
し
て
国
司
に
納
め
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。
荘
民
と

し
て
は
、
荘
司
・
田
堵
・
寄
人
の
名
義
で
国
役
で
あ
る
臨
時
雑
役
を

免
除
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
領
家
な
ど
が
課
す
る
雑
事
に
よ
っ
て
相
殺

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
か
れ
ら
の
負
担
は
さ
し
て
軽
減
さ
れ
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
こ
と
に
十
一
世
紀
で
は
荘
園
・
公
領
を
通
ず
る
現

象
と
し
て
、
公
事
・
雑
役
は
人
別
に
賦
課
さ
れ
な
い
で
、
段
別
に
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

課
さ
れ
る
こ
と
が
普
遍
化
し
始
め
て
い
た
。
荘
田
だ
け
の
耕
作
で
生

活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
公
田
へ
嵐
作
レ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

荘
民
に
と
っ
て
、
公
事
・
雑
役
の
賦
課
が
段
別
化
し
た
こ
と
は
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
国
役
の
臨
時
雑
役
が
免
除
さ
れ
て
い
る
荘
民

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
果
が
荘
田
を
耕
作
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
、
か
れ
ら
が
荘
田
以
外
の
公
田
を
耕
作
す
る
時
は
、
．
そ

れ
に
附
随
す
る
段
別
の
官
物
・
公
事
を
当
然
負
担
し
た
に
相
違
な
い

で
あ
ろ
う
。
荘
民
と
し
て
は
、
生
活
を
維
持
向
上
さ
せ
る
た
め
に
竜
、

本
所
・
領
家
の
威
を
借
り
て
国
司
に
反
抗
し
、
官
物
・
公
事
の
貢
納

を
拒
否
す
る
か
、
逆
に
国
司
側
に
つ
い
て
荘
田
の
収
公
に
協
力
し
て
、

そ
れ
を
か
れ
ら
の
私
領
と
す
る
か
、
の
二
つ
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
を

選
ぶ
よ
り
ほ
か
良
い
方
法
は
な
か
っ
た
。
伊
賀
国
名
張
郡
で
は
、
康

保
元
年
（
九
六
四
）
の
薦
生
牧
設
立
の
蒔
以
来
、
郡
司
・
刀
禰
ら
の
問

に
、
東
大
寺
領
内
に
他
領
の
牧
の
存
在
を
認
容
し
て
寺
領
の
一
円
支

配
の
促
進
を
妨
害
す
る
こ
と
に
反
対
の
空
気
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
。

荘
園
7
公
領
の
二
者
択
一
を
縮
ま
ら
れ
た
伊
賀
国
東
大
寺
領
の
荘
司
・

田
堵
・
寄
人
級
の
荘
民
が
東
大
寺
を
選
ん
で
国
司
に
反
抗
し
、
公
田

の
官
物
・
公
事
を
未
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
ま
た
、
そ
の
現
わ

れ
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
置
か

れ
た
荘
民
の
存
在
を
着
過
す
る
か
、
あ
る
い
は
軽
視
し
て
お
り
、
田

紫
ら
が
国
司
側
に
つ
い
て
荘
田
を
か
れ
ら
の
私
領
と
す
る
可
能
性
も

あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
全
然
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

　
国
司
棟
方
が
前
野
司
顕
彰
以
来
の
新
立
荘
園
停
止
を
官
に
要
望
し

た
の
に
対
し
て
、
太
政
官
で
は
永
承
六
年
目
一
〇
五
一
）
十
二
月
二
β

の
官
符
を
竜
っ
て
こ
れ
を
認
め
た
が
、
こ
の
官
符
は
実
効
を
あ
げ
な
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か
っ
た
。
太
政
官
は
、
伊
賀
国
の
再
度
の
解
に
対
し
て
、
天
喜
元
年

（一

Z
五
三
）
一
二
月
廿
七
臼
の
官
嘗
芭
只
祁
㌍
…
）
を
竜
っ
て
、
新
荘
の
鮮

血
を
抜
き
捨
て
荘
民
に
官
物
を
催
徴
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
続
い

て
官
使
伴
成
通
が
伊
賀
国
に
下
向
し
て
、
顕
長
以
後
の
新
立
荘
園
の

指
示
の
抜
き
捨
て
を
実
行
し
た
。
玉
滝
杣
は
設
立
が
古
い
だ
け
に
問

題
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
黒
田
荘
で
は
、
新
し
く
買
収
し
た

箭
川
の
実
遠
の
旧
領
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
れ
に
該
当
す
る
し
、
長

元
六
年
（
一
〇
三
三
）
に
改
め
て
立
荘
の
欝
欝
融
自
体
も
顕
長
の
任
中

に
設
立
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ
た
。
葉
大
寺
と
し
て
は
聖
武
天
皇
の
谷
行
杣
勅
施
樹
状
や
長
元
の

こ
ろ
に
諭
せ
ら
れ
た
官
符
の
主
旨
を
強
調
し
セ
、
さ
き
の
新
荘
膀
…
示

抜
き
捨
て
の
官
宣
旨
の
撤
回
を
太
政
官
に
要
望
し
、
国
司
と
交
渉
し

た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
（
B
　
干
七
一
七
）
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
穏
当
な
方
法

だ
け
で
は
、
現
地
の
男
心
の
動
揺
を
防
ぎ
え
な
い
と
判
断
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
東
大
寺
の
要
望
に
対
す
る
官
裁
が
発
表
さ
れ
る
前
の
同
年

七
月
三
足
東
大
寺
従
矯
韓
が
現
地
に
出
張
し
て
、
国
司
と
連

絡
せ
ず
に
数
十
人
を
引
率
し
て
、
官
使
・
国
使
が
抜
き
捨
て
た
雪
面

を
復
活
し
た
。
そ
の
時
に
黒
船
胃
内
に
囲
い
込
ま
れ
た
公
郷
は
二
五

～
六
町
歩
ほ
ど
の
面
積
で
あ
っ
た
（
B
三
・
七
〇
四
）
。

　
名
張
郡
司
は
す
ぐ
そ
の
事
実
を
国
司
に
報
告
し
た
。
国
珂
は
、
そ

れ
に
対
し
て
、
荘
園
勝
示
の
復
活
は
、
前
々
瑚
以
前
の
雲
立
荘
園
を

廃
止
す
る
時
に
出
さ
れ
た
官
符
・
宣
旨
の
規
定
に
〃
潔
い
、
国
司
に
知

ら
せ
て
行
な
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
国
司
に
無
断
で
立
て
ら
れ

た
膀
示
に
つ
い
て
は
、
群
議
と
い
っ
し
ょ
に
実
否
を
調
査
し
、
復
活

が
事
実
な
ら
ば
そ
の
膀
示
を
抜
き
捨
て
よ
、
と
命
じ
た
。
郡
司
範
輔

（
則
佐
）
は
官
使
の
山
重
成
・
紀
安
武
や
窃
庁
官
人
壬
生
正
助
ら
と
七

月
七
日
の
夕
に
黒
田
村
に
出
張
し
、
黒
田
荘
の
田
堵
（
禰
酵
）
で
あ
り

名
主
で
あ
っ
た
物
部
時
任
（
B
三
・
八
六
〇
）
と
申
果
大
寺
僧
公
釈
に
会
い
、
国
司

の
命
を
伝
え
た
。
範
輔
と
し
て
は
、
そ
れ
で
東
大
寺
や
荘
民
ら
は
屈

服
す
る
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
意
外
な
事
態
が
生
じ
た
。

荘
側
か
ら
命
名
未
詳
の
男
が
出
て
来
て
曲
面
官
人
正
助
の
身
体
を
つ

か
ま
え
、
官
使
重
成
の
従
者
を
縛
り
、
さ
ら
に
正
助
・
範
．
輔
…
ま
で
か

ら
め
捕
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
黒
田
軸
側
で
は
名
主

を
中
心
に
か
ね
て
か
ら
計
画
を
進
め
、
国
司
の
圧
力
に
実
力
で
反
抗

す
る
こ
と
に
し
て
い
た
電
の
と
、
推
測
さ
れ
る
。
か
れ
ら
は
官
使
重

成
・
安
武
に
対
し
て
竜
矢
を
厩
立
て
、
重
成
が
持
っ
て
い
た
馬
。
鞍
・

狩
衣
・
袴
・
鳥
幡
子
∴
雑
・
沓
・
行
騰
な
ど
を
奪
っ
た
。
郡
司
ら
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

報
復
と
し
て
村
人
の
住
宅
に
放
火
し
て
二
軒
を
焼
い
た
が
、
敗
勢
を

19　（19）



と
り
か
え
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
正
助
は
所
在
が
不
明
と
な
り
、

翠
蔓
り
は
官
便
ら
を
伴
っ
て
大
和
国
に
向
っ
て
山
に
逃
げ
込
ん
で
、

か
ろ
う
じ
て
助
か
っ
た
。

　
以
上
は
、
事
件
の
直
後
の
七
月
九
日
に
伊
賀
国
司
か
ら
太
政
官
に

事
件
の
経
過
を
報
告
し
た
解
（
憐
山
陽
）
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
従
来

こ
の
解
を
史
料
と
し
て
事
件
の
概
要
を
紹
介
し
た
竹
内
博
士
（
駕
に
就

琶
や
中
嚢
虫
稔
翌
の
説
明
に
は
混
乱
・
誤
撫
あ
り
・
そ

の
上
に
こ
の
紛
争
に
名
主
ら
の
住
人
が
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を

特
に
指
摘
し
て
い
な
い
。
石
母
田
氏
の
著
書
も
こ
の
事
件
に
は
全
然

ふ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
伊
賀
国
東
大
寺
領

の
そ
の
後
の
運
命
を
決
め
た
重
大
な
事
件
の
発
端
で
あ
る
だ
け
に
、

改
め
て
そ
の
経
過
を
記
し
て
お
く
。

四

　
伊
賀
即
断
の
報
告
に
対
し
て
、
太
政
官
は
八
月
廿
六
日
の
宣
旨

（
B
　
瓢
・
七
〇
四
）
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
讐
え
た
。
　
《
東
大
寺
側
が
直
接
行
動

に
出
た
こ
と
は
当
然
責
め
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
罪
科
に
処
す
べ
き
で

あ
る
が
、
恩
赦
の
詔
が
轟
た
の
で
、
将
来
を
戒
め
る
に
と
ど
め
る
。

荘
の
存
続
も
許
さ
れ
る
が
、
荘
民
が
宮
使
か
ら
奪
っ
た
雑
物
は
糺
返

せ
よ
、
》
直
接
行
動
に
出
た
東
大
寺
側
を
深
く
嵩
め
な
い
太
政
官
は

黒
田
荘
を
め
ぐ
る
東
大
寺
と
国
司
と
の
争
い
に
お
い
て
、
公
平
な
立

場
を
取
っ
た
と
は
…
冨
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
九
月
に
な
る
と
、
東
大

寺
の
申
請
に
よ
り
、
太
政
官
か
ら
官
事
が
下
向
し
て
、
新
し
く
膀
…
示

を
打
ち
立
て
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
今
度
は
荘
司
と
官
使
と
の
意
見

が
一
致
せ
ず
、
膀
示
を
打
ち
立
て
る
の
を
中
止
し
て
官
使
は
京
都
に

引
き
返
し
た
。
そ
の
あ
と
荘
司
ら
は
か
っ
て
に
公
田
数
十
町
歩
を
暗

示
の
内
に
闘
い
込
み
、
そ
れ
に
賦
課
さ
れ
る
公
事
の
支
払
を
拒
否
し

た
。
棟
方
は
膀
…
示
を
竜
と
の
よ
う
に
復
し
よ
う
と
し
た
が
、
任
期
が

満
ち
て
帰
京
し
た
。
そ
の
あ
と
を
受
け
て
伊
賀
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
の

は
小
野
守
経
で
あ
っ
た
（
B
三
・
七
一
八
）
。

　
守
経
が
紛
争
の
中
心
地
で
あ
る
名
張
郡
に
始
め
て
入
部
し
た
の
は

天
喜
二
年
（
一
〇
五
四
）
五
月
廿
二
田
で
あ
っ
た
。
守
経
は
東
大
寺
側

が
打
ち
立
て
た
膀
示
を
抜
き
捨
て
、
荘
民
に
対
し
て
公
民
同
様
に
雑

役
を
課
し
た
ゆ
東
大
寺
は
そ
の
こ
と
を
太
政
官
に
訴
え
た
が
（
都
噸
セ
）
、

伊
賀
国
司
竜
そ
れ
に
対
抗
し
て
、
東
大
寺
が
か
っ
て
に
膀
示
を
打

ち
公
田
数
十
町
歩
を
囲
い
込
ん
だ
い
き
さ
つ
を
太
政
官
に
報
告
し
た

（B

O
・
七
一
八
）
。
そ
れ
に
対
し
て
太
政
官
は
七
月
芸
日
の
官
喜
・
（
都
　
べ
）

を
も
っ
て
東
大
寺
に
公
田
・
公
民
の
打
ち
こ
め
を
停
止
す
る
こ
と
を
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命
令
し
た
。

　
守
経
が
名
張
郡
に
入
部
す
る
と
す
ぐ
に
、
黒
田
荘
の
膀
示
を
復
旧

し
、
荘
民
に
雑
事
を
賦
課
す
る
こ
と
に
定
め
た
の
は
、
国
司
と
し
て

は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
か
れ
の
前
任
老
の
時
の
こ
と
に
心
せ
よ
、

官
爵
・
在
庁
・
郡
司
ら
が
田
堵
・
名
主
・
寺
僧
ら
か
ら
暴
行
を
受
け

た
こ
と
に
対
す
る
反
感
が
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
荘
側
も
、
国
司
が
報
復
の
た
め
に
杣
内
に
立
ち
入
る
も
の

と
予
測
し
、
対
抗
の
た
め
、
新
し
く
棚
を
作
り
、
数
十
人
の
軍
兵
を

準
備
し
た
ほ
ど
で
あ
る
（
B
三
・
七
三
二
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
記
が
借

景
を
抜
き
棄
て
荘
民
に
公
役
を
賦
課
し
え
た
の
は
、
そ
れ
を
上
回
る

圧
力
を
用
意
し
た
上
に
、
歯
内
に
立
ち
入
る
無
思
慮
な
行
動
を
慎
ん

だ
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
。
菓
大
寺
と
荘
民
の
国
司
に
対
す
る
抵
抗

は
、
守
経
が
、
就
任
直
後
に
断
行
し
た
膀
示
抜
捨
・
公
役
賦
課
の
あ

と
、
さ
ら
に
深
刻
と
な
っ
て
、
官
物
徴
収
に
対
す
る
広
範
な
拒
否
へ

と
発
展
し
た
。
守
経
は
そ
れ
に
対
し
て
、
八
月
末
に
行
な
わ
れ
る
虻

田
の
機
会
を
利
用
し
て
、
多
数
の
兵
・
夫
を
用
意
し
て
、
東
大
寺
・

荘
民
ら
の
抵
抗
を
排
除
す
る
方
策
を
取
っ
た
。
守
経
と
範
輔
は
、
数

百
人
の
兵
を
指
揮
し
て
、
箭
川
を
中
心
に
作
稲
の
刈
取
り
・
な
ぎ
捨

て
・
住
宅
の
焼
き
払
い
を
行
な
い
、
田
堵
ら
は
難
を
恐
れ
て
逃
亡
し

た
（
B
三
・
七
八
一
）
。
守
経
ら
は
結
局
四
六
町
五
反
歩
の
作
田
を
没
収
し
た
。

そ
の
地
域
が
、
長
屋
・
下
津
名
張
・
簗
瀬
・
箭
川
と
、
黒
田
荘
関
係

の
耕
地
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
公
領
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
は
注

同
桝
さ
れ
る
。
没
面
損
田
の
内
、
作
瀞
稲
を
刈
り
一
取
っ
た
一
八
町
六
反
一
八

○
歩
を
除
い
て
二
七
町
八
反
一
八
○
歩
の
田
は
、
前
年
七
月
七
日
の

争
い
で
恥
を
受
け
た
郡
司
範
輔
の
所
領
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
の
苅
田
が
前
年
の
侮
辱
に
対
す
る
報
復
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
（
B
三
・
七
八
一
）
。
ま
た
没
官
田
四
六
町
五
反
歩
の
う
ち
、
黒
田
荘
民
が

直
接
に
耕
作
し
て
い
た
竜
の
は
二
四
町
五
反
一
二
〇
歩
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
没
官
田
が
そ
の
ほ
か
二
二
町
歩
に
竜
達
し
た
こ
と
は
、
荘
民

以
外
の
公
民
が
荘
民
と
ほ
ぼ
同
じ
ほ
ど
国
司
へ
の
反
抗
に
参
加
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
国
司
・
郡
司
が
こ
の
よ
う
に
強
く
罷
力
を
か
け
た
の
に
対
し
て
、

東
大
寺
と
荘
民
は
、
国
司
が
東
大
寺
に
封
米
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
官
物
不
納
を
正
当
化
し
、

長
期
に
国
司
を
普
し
め
る
作
戦
に
出
た
。
元
来
、
東
大
寺
は
伊
賀
国
’

で
封
戸
一
〇
〇
戸
を
持
ち
、
銭
函
、
六
〇
八
文
、
米
二
八
七
石
三
斗

一
升
七
合
二
勺
五
才
・
油
一
斗
六
升
一
合
目
封
物
（
弓
偏
む
を
国
司
か

ら
受
領
す
る
権
利
を
保
有
し
て
い
た
。
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
の
当
時
、
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東
大
寺
は
、
伊
賀
國
の
阿
拝
郡
で
六
〇
戸
、
伊
賀
郡
で
四
〇
戸
の
封

戸
を
有
し
、
封
物
と
し
て
、
調
糸
・
細
米
・
租
白
米
・
油
・
鍵
功
銭
、

養
米
を
所
定
の
量
だ
け
受
領
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
際
は

代
米
を
竜
っ
て
納
入
さ
れ
て
い
た
（
詔
か
む
。
そ
の
量
も
長
保
二
・
三

（一

Z
〇
〇
～
一
）
の
両
年
分
で
六
四
七
石
一
斗
五
升
二
合
と
定
め
ら

れ
て
お
り
、
一
所
か
ら
東
大
寺
に
納
入
さ
れ
た
（
B
二
・
西
一
五
）
。
国
司
と
東

大
寺
の
闘
に
紛
争
が
激
し
く
な
っ
た
天
喜
三
年
食
〇
五
五
）
当
時
で

は
、
封
米
は
毎
年
三
〇
〇
余
石
と
概
算
さ
れ
て
い
た
（
B
三
・
七
工
七
）
。
当
時

国
司
が
ど
の
よ
う
に
し
て
荘
園
・
公
領
か
ら
封
米
を
徴
収
し
て
い
た

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
最
初
に
封
戸
が
置
か
れ
た
里
馬
郡
で
は
、
前

記
の
阿
波
守
藤
原
万
枝
が
元
慶
年
間
（
八
七
七
～
八
五
）
に
開
発
し
た

と
い
う
湯
船
荘
が
、
反
別
一
斗
銀
升
の
租
米
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
東
大
寺
御
封
代
に
随
補
さ
れ
た
、
と
称
し
て
い
る
（
B
滋
よ
皿
四
蒐
）
。

こ
の
主
張
が
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
認
め
ら
れ
る
か
、
他
に
史
料

が
な
い
の
で
、
決
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
屯
国
司
鞍
壷
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

前
の
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
も
っ

て
守
経
当
時
の
封
米
徴
収
の
一
端
を
推
す
こ
と
が
で
き
る
。
伊
賀
郡

に
麗
か
れ
た
封
戸
の
な
り
ゆ
き
は
不
明
で
あ
る
が
、
守
経
の
時
代
に

．
は
、
当
初
は
封
戸
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
名
張
郡
で
竜
、
黒
田
荘

の
周
辺
で
東
大
寺
の
隠
米
を
負
事
す
る
慣
例
が
生
じ
て
い
た
（
量
一
望
）
。

東
大
寺
と
郷
民
は
、
こ
の
償
例
を
足
が
か
り
と
し
て
、
国
司
を
苦
し

め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

、
守
経
は
名
張
郡
入
部
の
あ
と
、
東
大
寺
へ
赴
き
別
当
有
慶
に
会
い
、

黒
彫
荘
民
が
官
物
を
未
進
し
、
国
司
に
反
抗
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
話
し
あ
お
う
と
し
た
が
、
有
慶
は
こ
れ
を
拒
否
し
、
所
定
の
年
三

〇
〇
尿
石
の
封
米
の
納
入
を
強
く
要
求
し
た
。
聖
経
は
そ
れ
に
対
し

て
、
慣
例
に
よ
っ
て
封
米
は
黒
田
杣
辺
で
進
納
す
る
予
定
で
あ
る
、

と
答
え
た
が
、
有
慶
は
承
知
ぜ
ず
に
、
暴
風
な
ど
の
住
民
に
課
し
て

封
米
を
轟
轟
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
有
慶
が
強
く
こ
の
こ
と
を
要
求

し
た
の
は
、
国
司
ら
の
強
圧
に
よ
っ
て
名
張
郡
一
郡
が
損
亡
し
、
そ

の
住
民
は
封
米
の
負
担
に
た
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
理
由
で
あ

っ
た
。
国
司
と
し
て
は
、
損
亡
と
関
係
の
な
い
百
姓
に
割
り
当
て
て

納
入
さ
ぜ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
、
あ
ま
り
に
も
意
外
な
有
慶

の
要
求
に
対
し
て
、
そ
の
実
行
を
猶
予
し
た
。
有
慶
は
、
封
米
の
納

入
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
黒
田
・
玉
響
両
難
民
に
対

し
、
か
れ
ら
が
耕
作
し
て
い
る
公
田
の
官
物
を
国
司
に
納
め
て
愚
な

ら
な
い
、
と
指
令
し
た
（
B
三
・
七
一
工
二
）
。
黒
田
荘
内
の
黒
田
・
大
屋
導
燈
村

で
も
、
国
司
に
対
し
て
所
当
官
物
の
納
入
を
拒
否
し
、
有
慶
と
守
経
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は
そ
の
是
非
に
つ
い
て
太
政
官
で
争
っ
た
窃
距
σ
）
。
こ
の
よ
う
に
し
・

て
国
司
と
東
大
寺
は
正
面
か
ら
衝
突
し
、
白
米
・
官
物
は
と
も
に
納

入
さ
れ
ず
、
そ
の
量
は
逸
物
で
二
、
O
O
O
耳
石
に
達
し
た
（
切
三
セ
）
。

荘
民
も
国
司
の
強
圧
を
恐
れ
て
隣
国
や
山
林
に
逃
散
す
る
竜
の
が
多

か
っ
た
（
B
三
・
七
三
二
）
。

　
天
喜
二
年
（
一
〇
五
四
）
に
黒
田
荘
を
中
心
に
し
て
起
き
た
国
司
対

荘
民
ら
の
衝
突
の
事
実
を
詳
し
く
紹
介
し
た
の
は
、
そ
れ
に
引
き
続

い
て
翌
三
年
の
正
月
か
ら
玉
垂
荘
で
竜
国
司
と
荘
園
が
武
力
を
も
っ

て
衝
突
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
小
野
守
経
が

こ
の
年
の
＋
月
九
日
に
東
大
寺
別
当
覚
源
に
送
っ
た
書
状
（
望
む
に

基
づ
き
竹
内
博
士
が
述
べ
て
い
る
の
で
（
C
二
七
七
～
八
ペ
ー
ジ
）
、
詳
説
す
る
こ
と

を
略
し
、
国
司
に
反
抗
し
た
主
体
が
「
盛
名
」
と
呼
ば
れ
た
田
堵
・

名
主
で
あ
っ
た
こ
と
、
か
れ
ら
は
、
《
国
司
に
せ
よ
そ
の
使
者
に
も
せ

よ
、
そ
れ
ら
が
荘
内
に
立
ち
入
っ
た
時
は
矢
を
放
っ
て
抵
抗
せ
よ
。
》

と
の
別
当
有
慶
の
命
を
受
け
て
い
る
、
と
称
し
た
こ
と
を
あ
げ
る
に

と
ど
め
て
お
く
。
正
月
中
旬
と
二
月
三
臼
の
二
度
に
わ
た
っ
て
玉
野

荘
民
か
ら
意
外
な
恥
辱
を
受
け
て
退
却
し
た
守
経
が
、
か
れ
ら
に
な

に
の
報
復
も
せ
ず
に
、
太
政
官
に
こ
の
事
件
の
い
き
さ
つ
を
報
告
し
、

そ
の
指
示
を
待
っ
て
い
た
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
必
ず
や
武
力
を

整
え
て
三
度
玉
滝
荘
に
出
張
し
て
荘
民
を
こ
ら
し
め
た
、
に
相
違
な

か
ろ
う
。
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
三
月
十
臼
の
玉
滝
単
車
等
解
（
B
三
・
七
六
七
）

に
、
当
時
の
国
司
守
経
が
柚
人
の
往
宅
を
焼
き
払
い
、
耕
作
し
て
い

る
田
畠
を
損
亡
し
た
た
め
に
、
柚
工
ら
は
逃
散
し
た
、
と
あ
る
の
は
、

こ
の
こ
と
を
さ
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
管
内
の
名
張
・
阿
拝
両
郡
で
前
路
両
民
の
強
い
抵
抗
を
受
け
た
守

経
に
と
っ
て
心
外
で
あ
っ
た
の
は
、
う
し
ろ
だ
て
と
頼
む
太
政
宮
が

守
経
を
支
持
す
る
態
勢
を
一
向
に
示
さ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
検
非

違
使
庁
は
在
庁
官
人
七
名
の
出
頭
を
強
く
要
求
し
、
そ
れ
ら
を
一
〇

〇
余
目
屯
拘
留
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
玉
滝
荘
毘
は
五
～
六
名
が
喚

問
さ
れ
事
情
を
聴
取
さ
れ
た
の
み
で
、
拘
禁
さ
れ
な
か
っ
た
。
伊
賀

国
司
と
東
大
寺
と
の
争
い
で
、
太
政
官
は
当
初
か
ら
東
大
寺
を
支
持

し
た
が
、
荘
民
と
の
争
い
で
も
太
政
官
は
国
司
を
支
持
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
荘
公
両
民
の
国
司
に
対
す
る
反
抗
の
気
勢
が
そ
れ
に
よ

っ
て
高
ま
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
電
な
い
。
現
任
の
橡
の
狛
為
頼
が

射
害
さ
れ
、
国
司
配
下
の
下
人
の
宿
舎
に
放
火
さ
れ
る
、
と
い
う
晦

態
竜
発
生
し
た
（
B
三
・
七
三
二
）
。
守
経
と
し
て
も
、
な
ん
ら
か
の
漏
壷
打
開

策
を
講
ず
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
の
時
に
東
大
寺
別
当
有
慶
が
退

任
し
て
、
新
し
く
電
源
が
補
任
さ
れ
た
。
守
経
は
こ
の
機
会
を
捕
え
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て
覚
源
に
接
近
を
図
っ
て
、
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
九
月
八
日
に
書

状
（
B
鉱
・
七
工
七
）
を
挙
上
に
送
り
、
有
慶
の
非
横
を
訴
え
、
今
後
は
争
い
を

中
事
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
覚
源
は
そ
れ
に
対
し
て
翌
月
五

弦
に
御
教
書
で
答
え
た
が
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
守
経
は
、

す
ぐ
九
日
附
の
書
状
（
B
三
・
七
｝
一
三
）
で
そ
れ
に
答
え
た
が
、
ユ
、
れ
に
は
黒
田
・

玉
野
の
両
荘
を
め
ぐ
る
東
大
寺
と
の
争
い
に
つ
い
て
の
国
司
側
の
基

本
的
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
杣
周
辺
の
集

落
に
居
住
し
て
軸
人
と
称
し
て
い
る
も
の
竜
、
事
実
は
国
司
の
管
轄

に
属
す
る
公
民
で
あ
り
、
そ
の
耕
作
す
る
田
畠
は
全
部
公
地
で
あ
る

と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
守
経
の
こ
の
主
張
は
、
玉
滝
荘
内
外
の

開
発
田
が
国
司
の
協
力
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
た
事
実
か
ら
推
す
と
、

な
ん
ら
か
の
根
拠
を
持
つ
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
守
経

は
ま
た
第
二
の
主
張
と
し
て
、
玉
滝
柚
の
周
辺
や
誉
田
・
湯
船
な
ど

の
村
人
は
、
柚
に
雇
わ
れ
て
集
ま
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
強
調
す
る
。
こ
れ
も
杣
出
が
特
殊
の
技
術
者
で
あ
り
、
修
理
職

が
入
営
し
て
い
た
あ
と
を
策
大
寺
が
引
き
受
け
て
、
再
出
発
し
た
杣

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
　
一
応
首
肯
さ
れ
る
主
張
で
あ
る
。
守
経
は
覚
源

に
対
し
て
そ
の
著
し
い
立
場
を
説
明
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
覚
源
が

国
司
と
抗
争
す
る
態
勢
を
解
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
覚
源
か
ら

要
求
を
提
出
し
、
守
経
が
そ
れ
を
認
め
譲
歩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

始
め
て
妥
協
は
成
立
す
る
。
両
者
の
問
に
こ
の
よ
う
な
折
衝
が
行
な

わ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
直
接
の
史
料
は
な
い
が
、
守
経
の
書
状
が

覚
源
に
送
ら
れ
た
直
後
の
十
月
廿
八
口
に
玉
滝
杣
で
も
柚
工
ら
が
杣

司
の
別
当
・
惣
検
校
ら
と
連
碧
し
て
、
覚
源
に
解
（
B
三
・
七
三
六
）
を
送
り
、

日
記
に
載
せ
進
め
た
四
箇
条
の
要
求
は
す
べ
て
事
実
で
あ
る
か
ら
全

部
裁
定
せ
ら
る
べ
き
で
、
も
し
不
可
と
な
れ
ば
杣
と
し
て
の
大
半
こ

れ
に
す
ぐ
る
も
の
は
な
い
、
と
訴
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
と
に
よ

る
と
、
守
経
と
覚
源
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
、
さ
き
に
杣
か
ら
提
出

さ
れ
た
四
箇
条
の
訴
訟
が
将
来
、
却
下
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と

を
杣
側
が
恐
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
電
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は

と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
後
ま
電
な
く
国
司
と
杣
と
の
間
に
連
絡
が

つ
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
て
、
杣
司
ら
は
そ
の
年
の
十
一
月
昔
日

に
解
（
B
電
・
七
四
七
）
を
国
司
に
提
出
し
て
い
る
。
杣
司
ら
は
そ
の
解
の
な
か

で
次
の
よ
う
に
要
望
し
た
。
　
《
治
田
以
外
は
、
租
米
を
国
司
に
納
む

べ
き
で
あ
る
が
、
租
米
は
餅
米
に
充
て
ら
れ
た
前
例
竜
あ
る
。
こ
と

に
今
年
は
杣
工
の
な
か
で
一
人
も
作
手
を
置
い
た
竜
の
は
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
租
米
は
金
蔓
寺
家
方
の
贈
与
に
充
て
、
そ
れ
も
材
木
を

も
っ
て
東
大
寺
に
弁
進
し
た
い
。
》
こ
の
杣
司
ら
の
要
望
に
つ
い
て
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は
、
竹
内
博
士
が
早
く
、
「
況
乎
、
今
年
一
人
工
等
不
置
乎
作
手
者
」

の
解
の
本
文
を
引
用
し
て
い
る
が
（
妃
に
洗
八
）
、
特
に
説
明
を
加
え
て

い
な
い
し
、
そ
の
後
の
研
究
で
も
こ
の
事
実
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
交
書
は
、
融
工
が
作
手
を
働
い
て
い
た
こ
と
を
証
明
す

る
最
初
の
史
料
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
作
手
を
解
く
以
上
、

耕
作
は
作
手
に
ま
か
せ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
杣
工
は
私
領
主
と

し
て
作
手
か
ら
加
地
子
を
徴
収
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点

に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
論
ず
る
こ
と
に
し
て
、
翠
蔓
は
耕
地
を
自
作

す
る
の
が
本
来
の
生
態
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
他
の
農
民
に
賃
貸
し

て
地
子
を
収
め
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か
の
論
は
、
こ
の
史
料
の
存
、

在
に
よ
っ
て
、
賃
貸
説
が
有
力
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

従
来
の
柚
工
に
対
す
る
見
解
は
、
石
母
田
氏
の
寺
奴
説
か
竹
内
博
士

の
作
人
説
だ
け
で
あ
り
、
戦
後
の
新
し
い
研
究
で
も
特
に
注
目
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

き
見
解
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
は
理
由
も
存
す
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
史
料
と
な
ら
ん
で
、
当
時
の
杣
工
が
耕
地
を
自
作
し
て

い
た
と
推
定
さ
せ
る
史
料
が
ほ
か
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

第
一
は
、
前
記
の
玉
滝
杣
司
等
量
（
B
豊
・
七
四
七
）
に
続
い
て
、
玉
聖
帝
湯
船
・

東
田
等
四
村
合
工
が
翌
年
三
月
十
田
に
東
大
寺
政
所
に
提
出
し
た
解

（切

ｾ
姪
）
で
あ
る
。
こ
の
解
は
、
前
に
も
引
用
し
た
が
、
画
工
ら
は
そ

の
な
か
で
、
国
司
守
経
の
暴
状
を
訴
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
当
時
の
国
司
先
例
に
於
て
背
き
、
恣
に
杣
人
之
住
宅
を
焼
亡
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
塘
〕

作
る
所
之
田
畠
等
を
損
滅
し
、
安
土
せ
踏
め
不
れ
者
、
杣
工
等
跡
を

山
林
に
於
て
交
へ
、
御
寺
の
例
役
を
勤
仕
し
難
し
。
殆
ん
ど
身
命
を

亡
ぼ
す
可
き
乎
。
然
れ
ば
即
ち
国
司
の
所
為
甚
し
く
以
て
左
道
也
。
」

こ
こ
に
引
用
し
た
部
分
か
ら
柚
工
自
作
説
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
決

し
て
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
解
で
「
作
る
」

と
言
っ
て
い
る
行
為
の
な
か
に
含
ま
れ
る
の
は
、
自
作
だ
け
で
は
な

く
て
、
そ
の
ほ
か
に
作
手
を
黒
い
て
田
畠
を
耕
作
さ
せ
る
場
合
も
あ

り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
自
作
か
賃
貸
か
を
決
め
る
の
に
臨
、
さ
ら
に

史
料
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
年
に
杣
工
が
作
手
を

置
か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
違
例
と
さ
れ
て
い
る
箪
実
を
指
摘
す
る
に

と
ど
め
て
お
こ
う
。

　
守
経
と
覚
源
と
の
直
接
交
渉
に
よ
っ
て
、
黒
田
・
玉
滝
両
懸
の
紛

争
は
解
決
す
る
か
に
見
え
た
。
黒
田
荘
に
つ
い
て
も
、
守
経
は
天

喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
十
二
月
九
日
の
庁
宣
（
量
に
0
．
）
を
も
っ
て
、
名
主

（B

ｪ
一
）
で
あ
り
田
堵
で
も
あ
る
久
欝
に
対
し
て
、
前
年
納
入
さ
れ
な
．

か
っ
た
黒
田
・
大
屋
譲
文
村
の
作
田
四
八
町
七
段
二
〇
〇
歩
の
所
当

官
物
を
国
司
に
納
め
る
こ
と
を
命
令
し
、
東
大
寺
の
封
米
竜
便
宜
に
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よ
っ
て
弁
進
ず
る
よ
う
に
指
令
し
た
。
久
富
は
「
負
名
」
と
し
て
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

司
に
対
し
て
官
物
の
徴
収
を
請
け
負
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
国

司
の
所
当
官
物
徴
収
に
対
し
て
翌
年
三
月
廿
七
日
に
黒
田
荘
の
荘
司

藤
原
政
頼
・
庁
頭
掃
部
延
時
・
物
部
時
任
が
連
署
し
て
解
（
B
　
予
七
八
｛
）
を

国
司
の
使
老
に
送
り
、
去
々
年
の
苅
田
に
よ
っ
て
封
物
に
充
当
す
る

物
資
が
な
い
こ
と
を
訴
え
、
二
五
五
石
の
封
米
の
免
除
を
要
望
し
た
。

聖
経
は
そ
れ
を
拒
否
し
、
　
《
今
度
徴
収
の
官
物
は
、
去
々
年
の
紛
争

で
収
公
さ
れ
た
田
の
分
を
含
ん
で
い
な
い
。
黒
田
・
大
屋
戸
な
ど
、

身
内
の
村
に
居
住
す
る
雑
人
が
自
分
で
収
穫
し
た
分
の
田
に
対
し
て
、

書
下
し
た
屯
の
で
あ
る
。
》
と
の
大
判
官
代
豊
原
墨
銀
・
目
代
学
生
野

曝
の
勘
状
塞
づ
、
い
㌣
画
期
の
弁
進
を
改
め
て
指
令
し
た
。
守

経
は
、
こ
の
よ
う
に
強
い
態
度
を
示
し
た
が
、
他
方
で
は
、
荘
民
が

未
納
の
天
喜
二
年
（
一
〇
五
四
）
の
所
当
官
物
を
納
入
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
国
司
が
東
大
寺
に
引
渡
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
封
米
に
充
当
す

る
こ
と
が
実
現
す
る
な
ら
ば
、
荘
民
が
必
要
と
す
る
公
郷
田
畠
へ
の

紺
作
を
許
可
す
る
む
ね
を
黒
田
下
司
に
伝
え
た
（
B
　
瓢
・
七
八
二
）
。
守
経
は
そ

の
庁
宣
の
な
か
で
、
　
「
庄
内
者
田
畠
無
し
。
何
を
以
て
存
命
之
便
と

為
さ
む
。
公
郷
者
制
止
を
加
ふ
。
誰
に
依
り
耕
作
嘉
言
を
得
む
。
」
と

述
べ
た
の
は
、
黒
田
荘
民
が
野
田
の
耕
作
の
み
で
は
自
分
の
生
活
を

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
公
郷
へ
の
出
作
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と

を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
地
で
両
者
和
解
の
交
渉
が
進
ん
だ
の

に
対
応
し
て
、
中
央
で
も
閾
三
月
昔
六
日
の
官
宣
旨
（
都
県
ル
）
を
も
っ

て
東
大
寺
に
対
し
て
、
　
《
板
蝿
・
玉
滝
讐
敵
、
黒
田
荘
の
四
至
を
定

め
膀
示
を
打
ち
、
国
使
不
入
・
雑
役
免
除
の
特
典
を
与
え
る
》
こ
と

を
伝
え
た
。

　
守
経
と
し
て
は
寺
家
・
里
民
と
の
和
解
の
必
要
を
痛
感
し
た
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
荘
民
の
公
田
出
作
を
認
め

る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
も
っ
と
考
慮
す
べ
き
竜
の
が
あ
っ

た
。
そ
の
点
の
用
意
を
欠
い
た
守
経
の
こ
れ
ま
で
の
提
案
が
、
相
手

の
覚
源
を
納
得
さ
せ
る
力
に
乏
し
か
っ
た
の
は
、
当
然
で
あ
っ
た
。

覚
源
か
ら
の
御
教
書
に
答
え
、
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
十
一
月
十
一

臼
に
遡
源
に
送
っ
た
警
醒
の
書
状
（
畑
三
α
）
は
、
そ
の
点
で
手
躍
さ
れ

る
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で
、
こ
の
書
状
に
注
意
し
た

の
は
中
村
博
士
だ
け
で
あ
る
が
（
A
五
灘
ペ
ー
ジ
）
、
博
士
の
諭
も
肝
心
の
和
解

の
条
件
に
及
ん
で
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
書
状
は
注
音
幽
さ
れ
て

い
な
い
が
、
紛
争
の
一
方
の
当
事
者
が
提
示
し
た
解
決
策
と
し
て
、

も
っ
と
注
際
さ
れ
て
よ
い
屯
の
で
あ
る
。

　
守
経
は
ま
ず
、
お
そ
ら
く
東
大
寺
を
通
じ
て
提
出
さ
れ
た
と
推
定
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Sil　1と芽韮圃（赤松）

さ
れ
る
二
通
の
申
文
に
対
し
て
、
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
二
通
の
申
文
の
う
ち
の
一
通
は
、
国
司
が
先
例
に
そ
む
い
て
治

田
の
地
子
を
徴
収
し
た
こ
と
に
対
す
る
抗
議
で
あ
る
。
こ
の
治
田
は
、

（B

l
七
）
に
見
え
る
治
田
と
同
一
の
電
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
一
通

　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
、
国
司
が
国
隣
使
を
船
留
に
派
遣
し
て
種
々
の
雑
物
を
賦
課
し
て

い
る
の
を
停
止
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
竜
の
で
あ
る
。
こ
の
二
遍
の

申
交
に
対
し
て
、
守
経
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
門
《
諸
事
公
私
を
論

ぜ
ず
、
文
契
を
守
っ
て
処
鷺
す
る
。
御
寺
の
柚
屯
、
往
昔
か
わ
の
寺
、

領
で
あ
る
か
ら
、
山
中
で
狼
籍
が
起
き
た
場
合
、
そ
れ
を
東
大
寺
が

制
止
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
国
司
と
し
て
は
、
杣
山
の
自
治
を
認

め
る
が
、
杣
の
ふ
も
と
の
地
帯
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
証
拠
書
類
が
な

い
の
で
、
一
歩
で
も
寺
領
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ま
と
な
っ

て
は
、
論
旨
が
下
さ
れ
て
公
領
で
あ
る
こ
と
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
て
竜
、
ま
た
昔
か
ら
の
免
田
で
あ
る
証
が
明
白
と
な
っ
て
も
、
国

司
と
し
て
は
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
伊
賀
国
の
本
田

四
、
○
○
○
余
町
歩
で
定
数
の
馬
素
が
少
し
も
軽
減
さ
れ
な
い
の
に
、

臨
時
の
大
事
は
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
杣
は
一

か
年
か
ら
理
由
の
・
な
い
事
件
が
生
じ
て
い
る
が
、
よ
く
考
え
て
み
る

と
、
寺
家
の
た
め
に
は
無
益
の
こ
と
で
あ
り
、
岡
司
に
と
っ
て
も
損

で
あ
る
。
国
司
は
射
害
さ
れ
る
危
険
も
存
す
る
し
、
二
、
0
0
0
重

石
の
官
［
物
も
勲
…
ま
山
り
志
な
い
。
　
そ
の
ト
一
に
“
巣
山
人
み
守
の
封
米
ム
ハ
○
○
余
石

を
支
払
う
よ
う
に
な
る
と
、
国
司
の
損
害
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
つ

し
か
し
一
方
の
杣
の
住
人
に
と
っ
て
も
国
司
と
争
う
こ
と
は
得
で
は

あ
る
ま
い
。
あ
る
も
の
は
山
林
に
逃
げ
込
ん
だ
り
隣
国
に
逃
散
し
た

り
し
て
い
る
。
国
司
・
寺
家
の
双
方
で
一
時
の
責
任
を
免
れ
る
た
め

に
朝
廷
に
訴
え
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
無
益
の
こ
と
で
あ
る
。
》
守

経
は
大
略
こ
の
よ
う
に
前
置
き
し
た
あ
と
、
　
「
道
理
之
帰
す
る
所
」

と
し
て
、
次
の
よ
う
な
妥
協
条
件
を
提
示
し
．
た
。

　
そ
の
骨
子
は
、
杣
辺
の
田
畠
の
官
物
は
国
司
に
納
め
る
こ
と
に
す

る
が
、
国
司
も
手
心
を
加
え
て
自
分
で
徴
収
し
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
あ
る
。
こ
と
ば
を
変
え
て
言
う
と
、
国
司
は
、
東
大
寺
や
荘
民
ら

が
杣
内
外
の
田
畠
に
対
す
る
国
司
の
支
配
権
を
承
認
す
る
こ
と
を
条

件
と
し
て
、
そ
の
地
区
の
自
治
納
税
を
認
め
よ
う
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
地
区
の
作
人
は
、
ま
ず
一
方
の
、
お
そ
ら
く
、

私
領
主
と
推
測
さ
れ
る
竜
の
（
そ
の
な
か
に
は
紬
工
も
倉
ま
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
）
に
対
し
て
加
地
子
を
支
払
っ
た
の
ち
に
、
自
分
で
済
物
を

国
司
に
納
め
れ
ば
よ
い
。
守
経
は
こ
の
よ
う
な
妥
協
条
件
を
提
示
し

た
が
、
樹
木
が
繁
茂
し
て
い
る
山
中
に
つ
い
て
東
大
寺
が
狼
籍
を
制
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止
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
と
、
ふ
も
と
の
耕

地
に
つ
い
て
自
治
納
税
を
許
し
た
こ
と
は
、
最
大
限
度
の
譲
歩
で
あ

っ
た
。
守
経
と
し
て
は
早
期
に
事
態
を
収
拾
す
る
た
め
に
、
こ
れ
だ

け
の
譲
歩
は
必
要
で
あ
る
、
と
考
え
た
に
糧
違
な
い
。

　
守
経
は
和
解
条
件
を
提
示
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
覚
源
に
対
し
て
板

蝿
杣
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
所
存
を
述
べ
た
。
　
《
杣
の
住
人
ら
が
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

田
の
耕
作
を
こ
の
春
に
申
詰
し
た
、
と
聞
い
て
、
耕
作
さ
せ
る
む
ね

を
発
令
し
た
。
守
経
と
し
て
は
そ
れ
に
よ
っ
て
黒
田
荘
民
ら
の
反
抗

が
中
止
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
裏
切
ら
れ
、

杣
の
住
入
ら
は
依
然
と
し
て
不
法
を
改
め
な
い
。
か
っ
て
に
公
田
の

稲
を
刈
取
っ
て
杣
内
に
運
び
込
み
、
国
使
に
会
お
う
と
し
な
い
。
検

田
・
収
納
な
ど
の
こ
と
は
、
ど
の
荘
園
・
公
領
で
も
み
な
そ
の
役
を

勤
め
て
い
る
。
伊
勢
太
神
宮
の
神
戸
の
住
人
で
も
こ
れ
ら
の
役
と
宮

物
を
沙
汰
し
て
お
り
、
別
に
朝
廷
な
ど
に
訴
願
を
し
て
い
な
い
。
公

田
を
耕
作
す
る
も
の
は
、
進
ん
で
嘗
物
を
弁
ず
る
の
が
当
然
な
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
板
輿
杣
で
は
官
物
漸
進
を
拒
否
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
こ
の
軸
内
に
羅
馬
の
類
が
多
く
隠
れ
て
住
ん
で
い
て
、
そ
の
中

に
は
、
か
つ
て
板
蝿
杣
の
公
田
の
官
物
を
催
促
す
る
た
め
に
郡
司
・

書
生
を
派
遣
し
た
時
に
か
れ
ら
を
射
害
し
よ
ギ
う
と
し
た
も
の
も
多
く

混
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
守
経
と
し
て
は
、
東
大
寺
の
封
米
を
割

当
さ
れ
る
所
領
と
し
て
国
司
が
指
定
し
た
所
領
か
ら
、
封
米
が
規
定

の
と
お
り
に
納
め
ら
れ
る
な
ら
、
杣
ご
と
に
公
田
を
囲
い
込
む
と
い

う
よ
う
な
狼
籍
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
。
国
司
と

し
て
は
当
然
、
こ
の
よ
う
な
隠
退
を
糺
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

屯
し
そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
東
大
寺
や
方
里
は
き
っ
と
弊
履
の

非
横
を
訴
願
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
現
実
に
は
、
東
大
寺
の
禁
止

を
も
は
ば
か
ら
ず
に
、
国
使
や
書
生
ら
に
対
し
て
暴
行
し
よ
う
と
す

る
暴
民
が
い
る
。
守
経
と
し
て
は
、
今
明
日
の
う
ち
に
竜
現
地
に
出

張
し
て
是
非
を
糺
明
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
板
壁
杣
の
ふ
も
と
の
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

田
は
毎
年
・
の
馬
上
帳
に
四
〇
余
町
歩
も
登
録
さ
れ
な
が
ら
官
物
を
弁

済
し
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
玉
滝
荘
で
も
見
習
っ
て
、
朝

廷
に
訴
願
す
る
よ
う
に
な
る
か
陣
し
れ
な
い
。
中
央
の
政
理
に
変
更

が
な
く
検
非
違
使
庁
の
大
法
が
依
然
の
と
お
り
に
、
暴
民
の
行
動
を

潜
過
す
る
な
ら
、
管
内
の
公
民
の
た
め
に
射
害
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
国
司
は
ど
う
な
る
の
か
。
身
を
入
れ
る
場
所
も
な
く
な
る
で
あ
ろ

う
。
荘
公
民
ら
は
前
年
の
春
に
風
選
で
国
司
を
襲
盤
・
し
て
か
ら
は
、

射
る
こ
と
を
竜
っ
て
習
い
と
し
て
い
る
。
以
前
な
ら
ば
詔
使
に
反
抗

し
た
も
の
は
国
司
が
八
虐
罪
に
処
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
、
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そ
の
国
司
が
逆
に
射
害
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
，
ま
こ
と
に
末
法
で

あ
る
．
》
守
経
は
こ
の
よ
う
に
感
慨
を
も
ら
し
て
、
長
い
書
状
を
結

〃
だ
。

　
守
経
書
状
の
説
明
は
少
し
長
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
十
世
紀

か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
激
し
く
行
な
わ
れ
た
国
司
・
荘
園
の
抗
争

に
お
い
て
、
国
司
側
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ

ほ
ど
適
切
な
史
料
は
な
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
守
経
の
具
体

的
な
提
案
に
対
し
て
、
覚
源
が
ど
の
よ
う
に
答
え
た
か
は
、
興
味
あ

る
問
題
で
あ
る
が
、
心
急
の
書
状
は
、
案
も
写
も
残
っ
て
い
な
い
の

で
、
残
念
な
が
ら
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
た
だ
守
経
が

強
調
し
た
魚
田
・
収
納
に
つ
い
て
は
、
覚
源
が
守
経
の
書
状
を
受
取

つ
た
直
後
の
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
十
一
月
十
三
日
に
、
東
大
寺
の

政
所
が
下
文
（
B
…
…
㌘
八
二
一
）
を
も
っ
て
黒
田
・
笠
間
の
荘
々
に
対
し
て
検
田

畠
の
発
向
を
知
ら
せ
、
検
田
収
納
を
例
に
ま
か
せ
て
勤
む
べ
き
こ
と

を
令
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
が
守
経
の
書
状
と
ど
の
よ

う
に
関
係
す
る
か
は
究
明
を
要
す
る
こ
と
で
あ
り
、
発
向
し
た
検
査

使
の
性
格
・
所
属
も
明
白
で
は
な
い
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ

う
に
し
て
発
向
し
た
検
田
面
は
寺
家
断
属
の
も
の
ど
解
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
多
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
炭
壷
田
使
と
解

す
る
ほ
う
が
事
実
に
妥
当
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
黒
田
荘
で
も
、
東
大
寺
と
協
調
的
で
あ
っ
た
国
司
公
周
が
在

任
し
た
永
承
四
年
（
一
〇
圏
九
）
の
前
後
は
国
検
田
使
の
東
大
寺
領
荘

園
へ
の
入
検
が
平
穏
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
東
大
寺
が
．

そ
の
停
止
を
望
ん
で
い
た
こ
と
は
毒
実
で
あ
る
が
（
柵
征
む
、
寺
家
が

実
力
で
国
丹
田
を
阻
止
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
太
政
官
は

天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
閏
三
月
廿
六
日
の
宣
旨
（
協
曲
弾
）
を
も
っ
て
黒

田
杣
な
ど
に
対
し
て
国
使
不
入
の
特
典
を
認
め
た
が
、
そ
の
範
囲
は
、

杣
の
中
心
部
で
あ
る
森
林
地
帯
に
限
ら
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
耕
作
地
帯
を
養
田
・
収
納
す
る
た
め
に
国
使
が
そ

こ
に
立
ち
入
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
た
、
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事

実
、
国
使
不
入
に
は
國
富
田
使
を
含
ま
な
い
と
の
解
釈
が
支
配
的
で

あ
っ
た
（
B
三
・
九
七
六
）
。

　
東
大
寺
が
黒
田
・
笠
間
の
細
々
に
対
し
て
、
発
向
の
誌
面
田
使
の

東
南
に
従
う
べ
き
こ
と
を
令
し
た
あ
と
、
ほ
ぼ
半
年
し
て
、
天
喜
五

年
（
一
〇
五
七
）
六
月
命
毛
β
に
伊
賀
守
小
野
薫
煙
は
、
名
張
郡
司
に

符
（
B
三
・
八
六
〇
）
を
送
っ
て
、
忠
春
以
下
一
．
虚
名
に
対
し
て
菓
大
寺
封
米
と

し
て
前
年
と
当
年
の
両
年
分
一
九
六
石
五
斗
一
升
五
合
の
准
米
を
割

当
す
る
む
ね
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
五
名
の
う
ち
に
は
、
三
年
前
に
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黒
田
村
荘
屋
で
郡
司
ら
を
捕
え
よ
う
と
し
た
時
任
も
含
ま
れ
て
い
る
。

守
経
は
ま
た
同
日
附
で
符
（
B
三
・
八
五
九
）
を
郡
司
に
送
り
、
東
大
寺
両
年
の

封
米
と
し
て
、
黒
田
住
人
名
作
田
三
七
町
八
段
一
二
〇
歩
の
所
当
官

物
の
内
か
ら
米
一
六
三
石
窯
斗
五
升
と
穎
二
、
六
八
五
東
二
把
（
一
米

一
竺
四
石
二
斗
六
升
）
を
支
出
す
べ
き
こ
と
を
A
叩
じ
た
。
　
漸
漸
七
日
越
五
窮

鼠
の
覚
源
あ
て
と
推
定
さ
れ
る
伊
賀
守
小
野
守
経
書
状
（
B
三
・
八
六
一
）
に
よ

る
と
、
去
年
の
暦
応
は
、
太
政
官
か
ら
ま
だ
裁
報
が
な
く
、
国
司
の

も
と
に
弁
進
さ
れ
て
い
な
い
が
、
東
大
寺
の
封
米
は
、
現
世
当
世
の

利
益
を
仰
い
で
特
に
弁
済
す
る
、
と
い
う
。
東
大
寺
が
こ
れ
を
好
感

を
も
っ
て
受
け
取
っ
た
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
。
守
経
の
東
大
寺
と
の

和
解
運
動
は
、
こ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
っ
た
か

に
見
え
た
の
で
あ
る
が
、
永
続
は
し
な
か
っ
た
。
衝
突
の
原
因
は
、

官
史
生
の
伴
成
逓
が
宣
旨
が
あ
っ
た
と
称
し
て
、
国
司
の
守
経
に
無

断
に
、
膀
示
を
打
ち
黒
田
杣
の
四
至
を
か
っ
て
に
決
定
し
た
こ
と
で

あ
る
。
守
経
は
天
喜
六
年
（
～
〇
五
八
）
正
月
八
日
に
庁
宣
（
畑
磐
）
を

名
張
郡
司
に
与
え
て
、
成
通
の
行
為
を
激
し
く
非
難
し
、
打
ち
立
て

た
膀
示
を
至
急
に
抜
き
捨
て
る
べ
き
こ
と
を
命
令
し
た
。
成
通
が
得

た
と
称
す
る
宜
旨
は
今
臼
現
存
し
て
い
な
い
の
で
、
詳
し
い
事
情
は

不
明
で
あ
る
が
、
天
喜
二
・
三
両
年
の
国
司
対
東
大
寺
・
荘
民
の
衝

突
以
来
、
東
大
寺
側
を
陰
に
陽
に
支
援
し
、
官
物
・
封
米
の
弁
進
に

つ
い
て
竜
長
く
裁
詳
し
な
か
っ
た
太
政
宮
が
、
こ
の
時
に
な
っ
て
、

ま
た
も
や
東
大
寺
側
に
有
利
な
判
定
を
下
し
た
に
相
違
な
か
ろ
う
。

そ
の
結
果
、
前
記
年
の
閏
三
月
廿
六
日
の
島
井
旨
（
B
三
・
七
八
七
）
で
決
定
し

た
四
至
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が
生
じ
た
の
か
罰
し
れ
な

⑳い
。
守
経
は
庁
宣
の
な
か
で
成
通
の
行
為
を
責
め
て
、
前
司
棟
，
方
の

時
は
膀
添
抜
き
捨
て
の
使
と
し
て
下
向
し
な
が
ら
、
自
分
の
任
中
に

は
打
ち
立
て
の
使
と
な
り
、
「
両
度
之
使
節
、
既
に
其
の
心
を
得
不
。
」

と
言
い
、
さ
ら
に
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
に
諸
国
に
下
さ
れ
た
宣
旨

に
、
　
「
事
を
寺
社
に
於
て
寄
せ
、
、
公
地
を
以
て
庄
園
と
謀
り
成
す
之

蛮
は
、
早
く
其
の
身
を
搦
め
進
め
よ
。
若
し
共
の
力
及
ば
濁
れ
者
、

姓
名
を
注
し
申
す
可
し
。
」
と
あ
っ
た
と
主
張
し
、
郡
司
に
対
し
て

成
通
を
逮
捕
せ
よ
と
指
示
せ
ん
ば
か
り
の
高
姿
勢
を
示
し
た
。
し
か

し
、
六
経
に
は
そ
の
姿
勢
を
守
り
続
け
る
力
も
決
意
屯
な
か
っ
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
語
言
は
打
ち
改
め
ら
れ
、
玉
滝
柚
で
竜
国
司
の
報
復

を
恐
れ
て
そ
れ
ま
で
他
所
に
逃
散
し
て
い
た
住
人
も
安
ん
じ
て
杣
に

復
帰
す
る
よ
う
に
な
り
、
荒
野
を
開
墾
し
耕
作
が
始
ま
っ
た
（
当
盤
ゼ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

敗
北
を
喫
し
た
下
煮
は
、
こ
の
事
件
の
直
後
に
退
任
し
た
。
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五

　
小
野
聖
経
の
あ
と
を
受
け
て
伊
賀
守
と
な
っ
た
の
は
、
藤
原
資
良

で
あ
っ
た
。
か
れ
は
天
喜
六
年
（
一
〇
五
入
）
か
ら
康
平
七
年
（
一
〇

六
四
）
ま
で
国
司
と
し
て
在
任
し
た
が
、
　
そ
の
閥
に
行
な
っ
た
こ
と

と
し
て
、
東
大
寺
・
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
玉
滝
・
黒
田
両

杣
に
造
興
福
寺
夫
役
を
課
し
た
こ
と
と
八
鎚
だ
む
、
守
経
の
時
に
収
公

さ
れ
た
湯
船
荘
を
、
藤
原
頼
通
の
命
に
よ
っ
て
、
改
め
て
存
立
を
認

め
た
．
こ
と
で
あ
る
（
B
臨
・
｝
一
四
五
）
。
笙
の
造
興
福
寺
夫
役
を
課
し
た
こ

と
に
つ
い
て
、
中
村
博
士
は
、
写
経
が
玉
滝
・
黒
田
両
荘
民
へ
の
報

復
に
興
福
寺
の
威
力
を
借
り
た
、
と
解
し
て
お
ら
れ
る
（
㎏
暇
レ
一
）
。

こ
れ
は
注
目
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
が
、
造
詣
が
退
任
し
た
の
は
天
喜

六
年
（
｝
〇
五
八
）
で
あ
り
、
興
福
寺
が
炎
上
し
た
康
平
三
年
（
一
〇

六
〇
）
五
月
四
日
を
さ
か
の
ぼ
る
二
年
以
前
で
あ
る
か
ら
、
　
守
経
が

造
興
福
寺
夫
役
の
賦
課
を
直
接
に
企
画
し
た
、
と
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
博
士
は
造
興
福
寺
夫
役
の
免
除
を
申
請
し
た
康
平
七
年

、
（
一
〇
六
四
）
四
月
十
六
日
の
東
大
寺
の
奏
状
（
鎚
焔
、
「
）
に
所
見
の
「
前

司
」
を
守
経
と
解
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
持
た
れ
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
「
前
司
」
が
守
経
で
な
く
て
資
良
で
あ
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
⑳

確
実
で
あ
る
か
ら
、
賦
課
の
当
面
の
責
任
者
は
資
良
で
あ
っ
た
に
相

違
な
い
。

　
さ
て
玉
響
・
黒
田
両
杣
に
課
さ
れ
た
造
興
編
寺
夫
役
の
実
体
で
あ

る
が
、
文
書
に
見
え
て
い
る
こ
と
だ
け
で
は
、
そ
れ
を
開
ら
か
に
し

え
な
い
。
普
通
の
揚
窓
は
、
杣
に
賦
課
さ
れ
た
夫
役
を
現
夫
か
物
資

で
弁
済
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
そ
れ
と
異
な
っ
た
点
竜

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
竜
ち
う
ん
夫
役
も
あ
っ
て
、
軸
距
ら
は
興
福

寺
の
柚
に
雇
わ
れ
そ
こ
で
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
鴎
響
㌦
）
。

東
大
寺
と
し
て
は
、
天
喜
四
年
（
一
〇
五
穴
）
以
来
、
文
書
に
載
っ
て

い
る
だ
け
で
も
（
2
鷹
レ
が
Y
（
紹
伍
ル
）
・
（
弓
三
ト
軌
）
と
、
相
巻
の
規
模
の

伽
藍
修
理
を
し
て
お
り
、
金
面
的
修
理
の
時
期
も
迫
っ
て
い
た
。
そ

の
時
に
所
属
の
杣
工
夫
が
造
興
福
寺
役
に
雇
仕
さ
れ
た
こ
と
は
打
繋

で
あ
っ
た
。
東
大
寺
は
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
四
丹
十
六
磁
の
奏
状

で
造
興
福
寺
夫
役
免
除
を
要
望
し
、
太
政
官
は
同
月
廿
一
二
日
の
官
宣

旨
（
肝
属
己
で
こ
れ
を
認
め
た
。
し
か
し
そ
れ
は
実
際
に
は
な
か
な
か

効
力
を
発
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
伊
賀
国
の
東
大
寺
領
が
造
言

前
寺
夫
役
か
ら
解
…
放
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
時
か
ら
三
六
年
後
の
康
和

二
年
（
二
〇
〇
）
で
あ
っ
た
（
囎
勢
㌦
）
。
前
後
四
〇
年
も
続
い
た
国

役
が
棄
大
寺
の
荘
園
経
営
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
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特
に
指
摘
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
の
ち
に
伊
賀
国
司
が
主
張
し
た

と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
の
興
福
寺
炎
上
以
後
、

そ
の
復
興
を
担
当
す
る
作
事
所
は
、
伊
賀
守
が
造
興
福
寺
次
官
と
し

て
主
宰
し
、
復
興
の
工
事
が
終
了
す
る
ま
で
前
後
六
〇
余
年
閾
、

伊
賀
国
に
所
領
を
持
つ
斎
宮
・
伊
勢
太
神
宮
・
斎
院
・
延
暦
寺
・

慈
徳
寺
・
五
智
院
へ
の
際
物
支
払
を
停
止
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る

（B

ﾜ
二
九
七
酋
）
。
な
お
こ
の
夫
役
に
つ
い
て
は
改
め
ノ
し
問
題
が
生
ず
る
の
で
、

の
ち
に
再
び
触
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
資
良
在
任
当
時
の
玉
璽
荘
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
杣
内
湯
船
村
工

藤
専
有
武
が
康
平
元
年
（
一
〇
五
八
）
九
月
無
日
に
解
（
加
。
薫
公
）
を
東
大

寺
に
送
っ
て
工
ら
が
荒
畠
に
植
え
た
苧
に
対
し
て
、
国
司
が
耕
地
を

国
領
と
み
な
し
て
課
税
す
る
、
と
訴
え
た
こ
と
で
あ
る
。
事
が
ら
は

小
さ
い
が
、
国
司
が
な
お
も
杣
工
関
係
の
耕
地
を
公
領
と
考
え
て
い

た
こ
と
、
杣
角
が
耕
地
を
自
作
ま
た
は
賃
貸
し
て
い
た
こ
と
を
証
明

し
て
い
る
こ
と
で
、
注
麟
さ
れ
る
。

　
資
良
に
続
い
て
伊
賀
守
と
な
っ
た
の
は
藤
原
康
基
で
あ
っ
た
が

（8

ﾑ
五
）
、
有
名
な
後
一
二
条
天
皇
の
荘
園
整
理
は
、
カ
》
」
ら
く
そ
の
任

中
に
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
玉
単
二
も
本
公
験
の
提
出
を

命
ぜ
ら
れ
た
（
B
三
二
〇
四
一
）
。
黒
田
荘
に
対
し
て
竜
同
じ
く
提
出
を
命
じ

た
と
雛
定
さ
れ
る
が
、
史
料
は
な
巨
。
こ
の
荘
園
整
理
は
、
歓
寺
・

一
宮
・
王
臣
家
の
荘
園
で
あ
っ
て
、
寛
徳
二
年
人
一
〇
乱
坐
）
以
後
の

介
立
に
な
る
も
の
、
地
味
の
や
せ
た
の
を
き
ら
っ
て
肥
え
た
土
地
と

交
換
し
た
屯
の
、
公
民
を
駆
使
し
て
公
田
を
囲
い
込
、
ん
だ
も
の
、
定

ま
っ
た
坪
付
の
な
い
も
の
、
以
上
の
条
件
に
該
当
す
る
も
の
を
調
査

し
て
こ
れ
を
整
理
し
（
O
B
輩
か
一
）
、
　
さ
ら
に
往
古
か
ら
の
荘
園
で
も
、

丈
書
が
不
明
で
濁
務
の
執
行
に
妨
げ
と
な
る
も
の
は
同
じ
く
停
止
し

た
（
B
三
二
〇
曝
一
）
。
玉
滝
荘
も
黒
田
荘
も
寛
徳
二
年
（
δ
四
五
）
以
前
の

工
臨
で
あ
る
か
ら
．
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
公
田
の
囲

い
込
み
な
ど
国
務
を
妨
げ
た
事
実
の
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
か

ら
、
記
録
荘
園
弓
丈
所
の
勘
注
に
は
興
味
あ
る
結
論
が
出
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
。
残
念
な
こ
と
に
、
東
大
寺
領
の
勘
注
の
結
論
が
知
ら

れ
て
い
る
の
は
、
美
濃
郡
大
井
∴
酉
部
両
党
に
限
ら
れ
（
B
三
二
○
穴
O
）
、

他
の
荘
園
に
関
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
判
明
し
な
い
。

　
資
良
．
康
基
の
あ
と
伊
賀
守
に
な
っ
た
竜
の
は
、
藤
原
親
房
（
弗
屯

組
五
）
・
藤
原
清
家
（
B
囚
二
二
〇
五
）
・
源
朝
臣
（
2
珊
か
一
）
・
小
槻
祐
俊
（
お
墾
一
一
）

・
惟
宗
孝
言
（
B
購
・
一
三
工
一
　
）
・
高
階
遠
実
（
防
禦
セ
一
）
・
藤
原
頭
領
繭
全
野
）
・

源
家
輿
盟
惹
。
。
枕
）
・
高
階
西
諸
協
議
）
・
源
憲
明
（
単
三
か
詣
）

・
藤
原
為
量
（
B
五
・
二
二
七
九
B
山
ハ
・
篇
六
六
六
）
・
藤
原
光
房
（
獺
轡
、
一
　
）
な
ど
で
あ
る
。
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親
房
・
清
家
の
鹿
追
は
、
資
良
・
康
基
の
任
中
と
同
じ
く
、
東
大
寺

と
国
司
の
問
に
は
目
を
そ
ば
だ
売
せ
る
事
件
は
な
か
っ
た
。
伊
賀
国

と
し
て
は
大
役
の
興
福
寺
造
営
が
大
き
く
影
響
し
て
、
両
者
の
衝
突

が
回
避
さ
れ
た
、
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
何
も
行
な
わ
れ

な
か
っ
た
の
は
外
面
だ
け
で
あ
っ
て
、
荘
園
の
内
部
に
一
歩
立
ち
入

っ
て
見
る
と
、
荘
園
経
営
の
面
で
新
し
い
動
き
が
き
ざ
し
て
い
た
。

そ
の
第
一
は
、
荒
田
の
開
墾
が
新
し
く
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
な
か
で
も
代
表
的
な
の
は
、
名
張
郡
簗
瀬
郷
の
荒
野
の
開
発
で
あ

る
。
こ
の
郷
は
藤
原
望
遠
の
旧
領
の
一
で
あ
っ
て
（
聾
に
一
む
、
東
大
寺

別
当
有
慶
に
譲
進
さ
れ
た
が
（
B
三
二
〇
一
九
）
、
有
慶
は
治
暦
二
年
（
δ
六

、
六
）
三
月
十
一
日
の
下
文
（
B
　
予
［
○
〇
二
）
を
電
っ
て
、
丈
部
為
延
に
こ
の

郷
の
荒
野
の
開
発
を
命
じ
た
。
有
慶
が
為
延
に
提
示
し
た
条
件
は

《
開
発
後
三
ケ
年
間
の
地
利
を
免
除
す
る
。
そ
れ
以
後
の
官
物
は
国

司
に
納
め
、
反
別
一
斗
の
加
地
子
を
領
家
す
な
わ
ち
有
慶
に
納
め
る
。

作
手
は
為
延
の
子
孫
が
相
続
す
る
。
》
以
上
の
三
ケ
条
で
あ
っ
た
。
丈

部
為
延
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
竹
内
博
士
が
注
意
し
（
C
二
八
八
～
九
ベ
ー
ジ
）
、
中

村
博
士
も
詳
論
さ
れ
た
が
（
A
三
八
五
～
六
ペ
ー
ジ
）
、
為
延
と
同
族
と
推
定
さ
れ
る

丈
部
近
国
が
名
張
郡
司
と
な
り
、
そ
の
子
孫
が
簗
瀬
を
本
拠
と
し
て

武
士
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
と
為
延
の
開
発
を
結
び
付
け
、
そ
の
意

義
を
掘
り
下
げ
て
論
じ
た
の
は
石
母
田
氏
で
あ
る
（
D
一
〇
二
～
六
尺
i
ジ
）
。
そ
の

論
の
出
発
点
で
あ
る
、
為
延
は
畷
墾
事
業
の
、
成
功
に
必
要
な
労
働
力

と
生
産
要
具
の
蓄
積
を
持
つ
土
豪
的
階
級
に
属
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、

と
の
推
定
に
は
同
感
を
覚
え
る
が
、
重
要
な
事
実
は
、
こ
の
よ
う
に

有
力
な
土
豪
を
用
い
て
大
規
模
な
開
発
を
企
廻
し
た
東
大
寺
側
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

国
司
側
が
徴
収
す
る
所
当
窟
物
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
と
思
わ
れ
る

反
別
一
斗
の
加
地
子
の
収
入
に
満
足
し
た
こ
と
で
あ
る
。
天
薔
元
年

（一

Z
五
三
）
の
国
司
側
と
の
衝
突
以
前
に
東
大
寺
側
が
企
画
し
た
箭

川
蕪
の
荒
田
の
開
発
は
、
所
当
官
物
を
国
司
へ
弁
済
す
る
こ
と
で
は

簗
瀬
郷
と
同
一
で
あ
っ
た
が
、
領
家
の
東
大
寺
に
対
し
て
は
、
国
司

か
ら
地
子
・
臨
時
雑
役
の
免
除
の
特
典
が
与
え
ら
れ
て
い
た
（
詔
単
一
む
。

東
大
寺
は
こ
の
免
除
に
よ
っ
て
、
作
手
に
対
し
て
地
子
と
臨
時
雑
役

を
課
す
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
簗
瀬
の
場
合
を
比
較

す
る
と
、
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
の
東
大
寺
側
と
為
延
と
の
契
約
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
、
雑
役
の
弁
済
・
免
除
の
規
定
が
な
く
、
東
大
寺
側
は
不
利
の
立

場
に
観
か
れ
て
い
る
。
当
蒔
の
伊
賀
国
で
は
「
土
風
之
例
」
と
し
て
、

他
人
所
領
の
田
園
を
請
作
す
る
も
の
は
、
加
地
子
と
雑
事
と
の
勤
め

を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
弔
柾
八
一
）
。
加
地
子
は
本
来
、
私
領
主

が
取
得
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
領
家
は
雑
事
・
雑
役
を
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課
ず
る
。
こ
れ
が
当
時
の
伊
賀
国
の
内
外
で
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い

た
事
実
で
あ
る
（
B
鰯
・
一
六
九
三
）
。
　
そ
う
な
る
と
簗
瀬
郷
で
東
大
一
守
別
当
有

慶
が
段
別
一
斗
の
加
地
子
の
徴
収
だ
け
で
満
足
し
た
こ
と
は
、
と
り

も
な
お
さ
ず
、
有
慶
が
私
領
主
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
た
こ
と
を
示

す
竜
の
で
あ
る
。
治
麿
二
年
（
　
〇
六
六
）
の
簗
瀬
郷
開
発
契
約
に
お

い
て
、
有
慶
が
雑
事
・
雑
役
の
賦
課
を
規
定
す
る
の
を
妨
げ
た
も
の

は
何
か
。
当
時
の
史
料
で
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
は
ま
だ
見
い

だ
さ
れ
て
い
な
い
。
　
や
や
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
が
、
嘉
保
三
年
（
一

〇
九
六
）
七
丹
廿
三
研
に
里
心
田
荘
下
司
一
鞭
頼
が
か
つ
て
簗
瀬
村
に
保

有
し
て
い
た
得
丸
名
（
改
称
し
て
稲
吉
名
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
、
東
大

寺
政
所
を
通
じ
て
伊
賀
国
可
に
雑
公
事
の
免
除
を
串
請
し
た
こ
と
が

あ
る
。
国
司
は
そ
の
願
い
を
認
め
た
が
、
造
興
福
寺
役
に
限
っ
て
免

除
し
な
い
、
ど
通
知
し
た
（
B
四
・
一
三
六
〇
）
。
造
興
福
寺
役
が
免
除
さ
れ
な

い
な
ら
、
た
と
い
雑
公
事
を
免
除
す
る
国
司
の
外
題
を
与
え
ら
れ
て

も
、
何
も
得
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
治
暦
二
年
（
一

〇
六
六
）
は
興
福
寺
が
焼
失
し
て
か
ら
六
年
後
で
あ
り
、
既
に
造
興

福
寺
役
が
堂
号
・
黒
田
両
杣
に
竜
課
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
役
の
勤
仕

を
第
一
と
す
る
国
司
が
、
雑
事
・
雑
役
を
徴
収
す
る
権
利
を
東
大
寺

側
に
委
譲
す
る
の
に
反
対
し
た
こ
と
は
当
然
推
測
さ
れ
る
。
簗
瀬
郷

の
開
発
に
雑
事
；
雑
役
免
除
が
予
約
さ
れ
な
か
っ
た
お
屯
な
原
鶴
は
、

造
興
福
寺
役
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
東
大
寺
は
簗
瀬
郷
．
の
開
発
に
つ
い
て
私
領
主
の
立
場
で
関
係
し
た

が
、
箭
川
・
中
村
の
両
流
で
は
領
家
と
し
て
そ
の
経
書
を
管
理
す
る

立
場
に
あ
の
、
そ
の
地
位
は
明
確
に
栢
話
し
て
い
た
。
箭
川
・
中
村

嘉
祥
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
国
司
が
庁
宣
を
竜
っ
て
公
領
ゼ
荘
領
の

私
領
主
の
所
領
・
領
知
を
保
証
（
B
一
二
一
一
〇
八
）
す
る
の
と
同
じ
く
、
策
大

寺
の
政
所
が
荘
内
に
所
領
を
持
つ
私
領
主
の
地
位
を
保
証
し
た
こ
と

で
あ
る
（
B
三
二
一
八
○
）
。
　
私
領
主
と
国
司
・
領
家
の
関
係
を
詳
細
に
論
じ

た
石
母
田
民
は
国
司
・
血
豆
ら
が
私
領
主
の
地
位
を
保
証
し
た
の
は

本
来
の
態
度
で
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
、
と
し
て
、
表
面
は
と
に
か
く
、

現
実
に
は
国
司
・
領
家
が
作
人
を
し
て
私
領
主
に
反
抗
せ
し
め
た
こ

と
竜
考
え
う
る
（
D
四
〇
ペ
ー
ジ
）
、
と
し
て
い
る
。
作
人
が
棄
大
寺
の
威
を
借

っ
て
私
領
主
に
反
抗
し
加
地
子
を
納
め
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な

以
上
（
B
一
読
　
一
八
○
）
、
石
母
田
氏
の
主
張
は
も
っ
と
も
と
思
わ
れ
る
。
問

題
は
庁
宣
や
領
家
政
所
下
文
に
よ
っ
て
段
別
五
升
か
ら
一
斗
の
加
地

子
が
保
証
さ
れ
て
い
た
私
領
主
の
系
譜
で
あ
る
。
八
世
紀
以
後
の
荘

園
経
営
に
お
い
て
私
領
主
に
先
行
し
、
そ
れ
に
直
接
間
接
に
つ
・
な
が

る
も
の
は
何
で
あ
る
か
の
詮
索
で
あ
る
。
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石
母
田
幾
が
既
に
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
（
D
二
「
ペ
ジ
）
、
郡
ご
と
に
田

量
を
立
て
佃
を
作
人
に
割
り
当
て
、
国
内
の
人
民
を
み
な
従
者
と
し

て
使
役
し
た
藤
原
実
遠
の
所
領
経
営
は
い
わ
ゆ
る
直
接
経
営
で
あ
診
、

作
人
か
ら
は
、
加
地
子
を
徴
収
し
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
加
地
子
の

見
取
に
鴛
ん
じ
て
い
た
在
京
の
私
領
主
（
2
梱
＝
）
と
は
異
な
る
存
在

で
あ
っ
た
。
実
遠
の
所
領
経
営
は
父
溶
廉
の
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
竜

の
で
あ
る
が
（
D
一
〇
ペ
ー
ジ
）
、
こ
の
濡
廉
に
つ
い
て
東
大
寺
文
書
は
、
官
が

大
蔵
大
夫
で
あ
っ
て
七
十
七
歳
ま
で
生
き
な
が
ら
え
た
、
と
伝
え
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
（
B
憲
・
六
九
一
）
。
『
盆
母
語
』
（
幾
）
の
清
廉
の
ね
こ
お

じ
に
つ
い
て
の
有
名
な
説
話
亀
、
藤
原
輔
公
が
大
恥
守
の
時
代
の
こ

と
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
時
期
も
系
図
饗
す
べ
て
不

明
で
あ
る
が
、
『
今
昔
物
語
』
の
大
和
守
藤
原
「
輔
公
」
が
「
輔
サ
」

　
　
⑯

の
誤
写
で
あ
る
と
す
る
と
、
輔
舞
が
大
和
守
に
在
任
し
た
の
は
、
栄

山
寺
文
書
に
よ
る
と
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
以
後
で
あ
っ
て
、
寛
仁

二
年
（
一
〇
一
八
）
以
前
で
あ
る
。
溝
廉
が
活
躍
し
た
時
代
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
が
、
そ
れ
は
京
都
で
は
道
長

が
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
た
時
と
一
致
す
る
。
石
母
田
氏
は

清
廉
・
実
遠
の
所
領
経
営
の
し
か
た
か
ら
推
し
て
、
か
れ
ら
は
平
安

時
代
初
期
の
荘
園
関
係
の
官
符
に
し
ば
し
ば
謡
え
る
「
杭
長
」
と
同

じ
く
、
在
地
領
主
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
い
る
（
D
二
尺
ー
ジ
）
、
石
母

田
氏
の
論
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
浩
廉
・
実
遠
の
所
領
と
作
人
は
国
司

と
領
主
と
の
二
重
支
配
の
・
も
と
に
あ
っ
た
が
、
国
司
と
領
主
の
階
級

的
利
害
は
根
本
的
に
矛
盾
し
な
い
と
し
て
、
領
主
の
所
々
徴
収
に
国

司
・
郡
司
の
権
力
の
参
加
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
（
D
二
九
～
箪
○
ペ
ー
ジ
）
ゆ

漕
廉
一
実
遠
の
房
領
経
営
に
国
司
ら
の
権
力
に
よ
る
保
証
が
実
際
に

ど
の
よ
う
に
し
て
行
な
わ
れ
た
か
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
東
大
寺
文

書
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
弾
の
所
領
経
営
が
そ
の

晩
年
に
破
局
に
陥
っ
た
の
は
、
石
母
田
氏
が
欝
う
よ
う
に
（
紛
ξ
、

加
地
子
を
収
取
す
る
私
領
主
と
な
る
に
甘
ん
じ
な
い
で
、
父
祖
以
来

の
伝
統
で
あ
る
直
接
経
営
を
維
持
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
在
地
領
主

は
直
接
経
営
に
失
敗
す
れ
ば
、
加
地
子
収
・
取
の
私
領
主
に
転
落
す
る

ほ
か
に
生
き
方
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十

二
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
私
領
主
の
系
譜
は
九
・
十
世
紀
の
在
地
領

主
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世

紀
の
伊
賀
国
東
大
寺
領
で
は
、
私
領
主
ま
た
は
領
主
と
し
て
、
源
仲
子

（B

Z
〇
）
・
藤
原
保
房
（
詔
脳
陀
）
・
院
蔵
人
（
鵬
醐
紀
）
・
蔵
人
君
（
詔
岬
㌦
）

・
蔵
人
（
B
四
・
一
二
九
〇
）
・
藤
蔵
人
（
保
跨
）
（
部
響
一
一
）
・
実
潜
（
畑
二
一
一
一
Y
蓮
覚

（
罐
＄
・
春
助
（
諺
σ
．
）
藤
原
中
子
（
蓋
か
。
）
・
覚
璽
蓋
断
二
）
な
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ど
が
所
見
す
る
。
か
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
他
の
私
領
主
と
同
じ
く
平

素
在
否
し
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
竜
の
が
多
か
っ
．
た
。
し
か
し
私
－

領
主
の
な
か
に
は
、
東
大
寺
政
所
下
文
（
B
四
・
一
二
五
八
）
に
所
児
が
あ
る
よ

う
に
、
出
作
田
畠
二
購
あ
て
に
夫
馬
二
匹
の
京
上
役
を
黒
田
柚
人
に

課
し
て
い
た
も
の
が
あ
り
、
　
「
公
田
領
主
蔵
人
」
の
よ
う
に
材
木
の

造
進
を
東
大
寺
政
所
下
文
（
B
四
・
　
二
九
〇
）
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
も

の
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
私
領
主
の
う
ち
に
は
、
少
な
く
と
竜
生

活
の
本
拠
を
私
領
の
存
在
す
る
荘
園
に
置
い
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ね
に
在
京
し
て
所
領
経
営
に
積
極
的
意
欲
を
持

た
な
い
私
領
主
と
、
同
じ
く
領
主
と
い
っ
て
竜
、
生
活
の
本
拠
を
農

村
に
持
っ
て
い
た
も
の
と
の
歩
ん
だ
道
は
、
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
自
領
を
直
接
経
営
す
る
点
で
は
、
在
地
の
私
領
主
の

あ
り
方
は
溝
廉
・
実
遠
に
近
い
が
、
作
人
・
作
手
的
な
一
面
を
捨
て

な
い
点
で
は
、
お
そ
ら
く
か
れ
ら
と
も
異
な
る
屯
の
を
奮
う
て
い
た
。

新
し
い
時
代
造
成
の
に
な
い
手
と
な
る
こ
の
種
の
領
主
の
幽
現
・
発

展
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
三
に
注
召
さ
れ
る
こ
と
は
、
黒
田
・
玉
滝
工
費
民
の
公
田
出
作

が
こ
の
時
期
に
徐
々
に
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
最
初
に
国
司
守
経

が
黒
田
荘
住
人
に
命
令
し
て
天
喜
四
・
五
年
（
一
〇
五
六
・
七
）
の
東

大
寺
封
米
と
し
て
米
一
六
三
石
八
斗
五
升
、
穎
二
、
六
八
五
東
二
把
を

割
り
当
て
た
時
の
住
人
の
名
作
田
は
三
七
町
八
反
一
二
〇
歩
で
あ
っ

た
（
B
三
・
八
五
九
）
。
そ
れ
が
黒
田
荘
住
人
の
作
田
の
全
部
で
あ
る
か
、
公
瞬

へ
の
出
作
だ
け
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
の
黒
田
荘
民
の
公
瞬
繊
作
が
さ
し
て
広
大
な

も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
鯛
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
の
ち
に
な
る
と
、

箭
川
・
中
村
な
ど
東
大
寺
が
雑
役
課
税
権
を
持
っ
て
い
た
地
区
を
中

心
に
娼
作
面
心
が
徐
亙
に
拡
大
し
、
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
に
は
、

伊
賀
国
全
体
で
伊
勢
太
神
宮
と
東
大
寺
と
の
三
民
の
荘
外
出
作
を
通

計
す
る
と
、
八
○
○
余
町
歩
に
達
し
、
そ
の
な
か
で
屯
公
田
へ
の
出

作
は
七
〇
〇
町
歩
を
越
え
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
（
B
四
二
三
一
鎚
山
内
）
。
荘
民

も
当
初
は
平
穏
に
出
作
を
続
け
て
お
り
、
所
当
官
物
も
さ
し
て
未
進

を
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
出
作
が
あ
ま
り
広
く
な
っ
た
こ
と
が

問
題
に
な
っ
た
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
以
前
で
は
、
寛
治
二
年
（
一

〇
八
八
）
の
黒
田
荘
出
作
関
係
の
官
物
未
進
と
し
て
米
二
〇
石
四
斗

六
升
・
選
一
、
五
九
五
束
、
玉
響
杣
内
の
官
物
未
進
と
し
て
米
一
〇
六

石
四
斗
二
升
二
合
童
勺
四
才
・
穎
七
二
五
束
八
省
あ
っ
た
こ
と
が
伊

賀
国
税
所
か
二
進
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
滋
藤
笹
森
碧

所
望
官
物
が
納
入
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
耕
作
者
が
公
民
で
あ
る
か
、
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杣工と荘園（赤松）

ま
た
は
荘
民
で
あ
る
か
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
玉
滝
柚
の
所
当
官

物
に
つ
い
て
も
、
・
氷
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
・
†
二
月
廿
日
に
国
司
庁
宣

（B

Z
三
）
を
竜
っ
て
段
別
二
斗
あ
て
に
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
従
来

は
一
段
董
斗
が
例
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
に
始
め
て
二
子
に
減
額
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
斗
の
減
額
は
、
の
ち
に
国
司
・
東
大
寺
の

重
要
な
争
点
に
な
っ
た
が
、
当
初
は
、
玉
滝
鞍
か
ら
の
申
請
に
基
づ

き
、
国
司
が
こ
れ
を
認
可
す
る
形
式
を
も
っ
て
、
実
現
し
た
。
二
斗

米
が
そ
の
後
、
玉
山
荘
だ
け
で
な
く
、
黒
田
荘
の
出
作
で
も
実
際
に

認
め
ら
れ
た
℃
と
は
寛
治
三
年
遅
一
〇
八
九
）
九
月
廿
七
日
の
伊
賀
国

税
所
注
進
状
（
B
四
・
一
二
七
九
）
に
所
見
が
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
国
司
資
良
か
ら
祐
俊
ぐ
ら
い
ま
で
の
時
期
は
、

東
大
寺
と
の
間
に
深
刻
な
争
い
が
な
く
、
表
面
は
き
わ
め
て
平
穏
で

あ
っ
た
。
し
か
し
一
歩
、
荘
園
の
中
に
入
っ
て
み
る
と
、
新
し
い
情

勢
が
在
地
領
主
と
作
手
を
中
心
に
し
て
二
女
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ

て
、
次
の
時
代
の
波
乱
に
富
ん
だ
展
開
は
、
こ
の
關
に
第
一
歩
を
踏

み
・
禺
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

西IN

伊
賀
国
で
の
東
大
寺
・
伊
勢
太
神
宮
領
艮
の
公
田
出
作
が
改
め
て

論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
最
初
の
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）

か
ら
四
一
二
年
後
の
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し

た
が
、
問
題
再
燃
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
出
作
公
田
の
所
労
官
物
の

不
納
も
、
寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）
で
は
さ
し
て
大
規
模
な
亀
の
で
は

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
問
題
は
加
地
子
を
取
得
す
る
私
領
主
と
田
堵
と

の
間
に
か
も
し
出
さ
れ
て
い
た
。
国
司
小
槻
祐
俊
は
寛
治
八
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

〇
九
四
）
四
月
廿
日
に
、
名
張
郡
に
所
領
を
持
つ
氏
名
未
詳
の
私
領
主

に
書
状
（
B
四
・
～
三
ヨ
○
）
を
送
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
　
《
田
堵
ら
は

私
領
主
が
先
例
の
な
い
非
法
雑
事
を
賦
課
し
て
い
る
、
と
圏
司
に
訴

え
て
き
た
の
で
、
庁
宣
を
出
し
た
。
道
理
の
あ
る
こ
と
は
庁
宣
が
な

く
て
も
、
私
領
主
と
し
て
実
施
し
て
よ
い
が
、
今
年
の
伊
賀
国
は
伊

勢
太
神
宮
造
替
の
役
夫
工
米
が
賦
課
さ
れ
、
百
姓
が
困
窮
し
て
い
る

時
で
あ
る
か
ら
、
し
か
る
べ
き
よ
う
に
処
置
し
て
ほ
し
い
。
》
祐
俊

ば
こ
の
よ
う
に
要
望
し
た
あ
と
、
ま
も
な
く
退
任
し
た
が
、
代
っ
た

惟
宗
孝
書
は
同
年
十
二
月
十
日
に
庁
宣
（
B
蝿
・
・
一
三
三
工
）
を
名
張
郡
司
器
品

近
国
に
送
っ
て
、
　
《
私
領
主
蔵
人
保
房
が
徴
収
す
る
加
地
子
は
、
黒

田
荘
か
ら
箭
川
・
中
村
な
ど
に
出
作
し
て
き
て
い
る
百
姓
に
限
っ
て
、

弁
済
さ
せ
る
が
、
公
郷
に
居
住
す
る
百
姓
に
は
弁
済
さ
せ
な
い
。
》
と

指
示
し
た
。
孝
書
が
加
地
子
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
文
民
と
公
室
と
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で
取
扱
を
異
に
し
た
の
は
、
名
張
郡
内
の
公
田
に
出
作
し
て
い
る
東

大
寺
の
荘
民
が
公
役
を
勤
仕
し
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。
当
時

の
名
張
郡
内
の
田
地
は
、
多
く
て
三
二
〇
町
歩
内
外
、
そ
の
う
ち
実

際
岬
に
耕
作
ロ
さ
れ
て
い
る
得
田
は
一
一
六
〇
町
歩
内
外
で
あ
っ
た
、
と
推

定
さ
れ
る
（
O
B
猛
雪
打
）
。
難
壁
（
B
臨
・
一
三
三
工
）
に
よ
る
と
、
公
民
の
百
姓
が
耕

作
し
て
い
る
公
田
は
二
〇
余
町
歩
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
他
は
す

べ
て
荘
民
の
出
作
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
時
に
藤
蔵
人
保
房
に
あ
て

た
散
位
管
掌
在
判
書
状
（
B
匹
・
一
三
三
三
）
に
よ
る
と
、
定
公
田
の
加
地
子
弁

済
を
今
年
に
限
っ
て
免
除
し
た
の
は
、
臨
時
の
大
役
を
賦
課
し
た
か

ら
で
あ
り
、
来
年
か
ら
は
、
荘
國
∵
公
領
の
区
別
な
く
加
地
子
を
私

領
主
に
弁
済
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
公

民
・
荘
民
の
差
胴
取
扱
の
説
明
は
、
国
司
庁
宣
と
こ
の
書
状
で
は
異

な
る
が
、
新
任
の
国
司
孝
言
が
当
初
か
ら
東
大
寺
島
民
に
対
し
て
強

い
反
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
動
機
は
、

荘
民
の
公
役
を
勤
め
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
孝

需
の
就
任
を
転
機
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
平
穏
で
あ
っ
た
伊
賀
国
の
両

荘
の
状
勢
は
急
に
あ
ら
し
の
様
相
を
呈
し
て
き
た
。

　
公
役
を
勤
仕
し
な
い
出
作
難
民
に
対
す
る
国
司
孝
思
の
対
策
は
、

嵐
作
の
公
田
の
所
当
官
物
を
倍
加
し
て
段
別
六
斗
と
す
る
こ
と
か
ら

始
ま
っ
た
。
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
十
二
月
十
七
欝
の
官
宣
旨
（
’
3
噸

荒
」
に
よ
る
と
、
孝
雷
は
、
前
・
司
以
後
の
新
立
荘
園
に
よ
っ
て
公

田
が
三
〇
〇
余
町
歩
減
少
し
た
こ
と
と
、
伊
勢
太
紳
宮
・
東
大
寺
の

三
民
が
出
作
し
な
が
ら
官
物
な
納
め
て
い
な
い
公
田
が
七
〇
〇
余
町

歩
も
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
所
当
官
物
を
藩
閥
六
斗
に
引
き
上

げ
る
こ
と
を
太
政
窟
に
要
求
し
、
こ
の
時
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

国
司
が
こ
の
よ
う
に
官
物
を
倍
加
し
た
の
は
、
公
緻
が
減
少
し
官
物

の
収
入
が
半
減
し
た
、
と
い
う
ほ
か
に
、
も
し
そ
れ
に
よ
っ
て
官
物

の
収
入
が
増
加
す
れ
ば
、
従
来
は
胴
途
徴
収
と
な
っ
て
い
た
造
豊
鷲

宮
役
夫
工
・
造
興
福
寺
舎
屋
料
ま
で
そ
れ
か
ら
支
弁
す
る
、
と
い
う

含
み
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
当
時
の
国
司
の
行
政
能
力
や
勢
威
で
は
、
官
物
の
借
加
徴
取

が
容
易
に
実
行
し
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
伊
勢
太
神

宮
・
策
大
寺
か
ら
強
い
抗
議
が
出
て
、
中
止
か
骨
抜
き
に
さ
れ
た
に

相
違
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
孝
需
が
第
二
に
取
っ
た
対
策
は
、
東
大
寺
ら
の
荘
民
が
公
領
に
保

有
す
る
負
田
・
名
田
を
解
消
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
嘉
保
三
年
（
一

〇
九
六
）
五
月
廿
七
日
の
伊
賀
守
下
文
（
ヨ
細
町
）
に
よ
る
と
、
当
時

太
政
官
か
ら
官
使
の
惟
清
が
涙
…
遣
さ
れ
出
作
耕
地
の
調
査
が
始
ま
つ
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て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
時
に
出
作
の
田
堵
が
国
司
に
訴
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
こ
と
は
、
本
来
、
国
司
の
管
掌
に
属
し
な
い
畠
に
ま
で
官
使
ら
が

立
ち
入
る
こ
と
、
雑
物
を
不
法
に
没
収
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
官
使

の
調
査
が
無
筆
の
予
期
し
な
い
状
態
に
ま
で
発
展
し
た
こ
と
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
牽
・
言
の
当
初
の
目
的
が
蕾
ハ
大
寺
の

負
懸
・
負
名
解
消
に
あ
っ
た
こ
と
は
次
の
史
料
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

同
年
七
月
廿
三
日
に
黒
田
杣
出
作
稲
吉
か
ら
東
大
寺
の
政
所
に
提
出

さ
れ
た
有
名
な
解
（
B
購
・
「
三
六
〇
）
に
よ
る
と
、
稲
吉
名
は
こ
の
時
に
国
司

の
命
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
稲
吉
名
は
、

東
大
寺
側
が
始
め
に
は
加
地
子
徴
収
権
し
か
保
有
し
て
い
な
か
っ
た

簗
瀬
村
に
お
い
て
、
以
前
は
黒
田
荘
の
下
司
で
あ
っ
た
是
迄
の
名
で

設
け
ら
れ
た
負
田
二
二
町
歩
を
擁
し
、
当
時
の
名
と
し
て
は
規
模
の

大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
稲
吉
瑠
が
国
司
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
稲
吉
は
黒
田
荘
の
田
堵
が
嵐
涌
し
て
設
け

た
名
で
あ
っ
て
、
公
民
が
公
出
に
お
い
て
設
立
を
認
め
ら
れ
た
輝
北

で
は
な
い
こ
と
、
国
司
が
得
て
い
る
聖
旨
に
は
黒
田
荘
の
年
号
が
あ

げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
名
の
停
止
に
反
対
し
、
官

物
は
、
東
大
寺
封
米
に
充
当
し
た
残
り
を
必
ず
国
司
に
弁
済
す
る
こ

と
を
約
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
役
の
雑
公
事
を
免
除
さ
れ
ん
こ

と
を
求
め
た
。
拳
螺
は
稲
吉
の
要
望
を
認
め
た
が
、
最
電
負
担
の
璽

い
造
興
福
寺
役
の
免
除
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り

で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
屯
家
吉
名
の
低
姿
勢
が
注
疑
さ
れ
る
が
、
の

ち
に
東
大
寺
と
在
庁
官
人
の
間
で
簗
瀬
村
な
ど
の
出
作
が
論
ぜ
ら
れ

た
蒔
に
、
孝
言
が
国
司
と
し
て
在
任
中
に
国
中
の
軍
兵
を
発
送
し
て

’
簗
瀬
村
住
人
を
逮
捕
し
請
文
を
強
請
し
た
、
と
東
大
寺
側
が
訴
え
た

こ
と
が
あ
る
（
楽
楽
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
謡
言
は
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
ま
で
国
司
と
し
て
在
任
し
た
、
と

推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
在
任
申
に
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
東
大
寺
・

荘
毘
の
反
抗
が
激
し
く
な
り
、
国
司
が
差
し
向
け
た
検
丸
彫
を
揮
饗

し
、
官
物
を
納
め
な
く
な
っ
た
。
当
時
の
黒
田
・
職
長
の
興
野
の
荘

民
が
出
作
し
て
い
る
公
田
は
三
八
○
余
町
歩
に
な
り
、
そ
の
腰
当
官

物
は
米
一
、
一
四
〇
余
石
・
絹
三
、
八
○
○
余
興
で
あ
っ
た
（
夢
合
免
）
。

そ
の
不
納
が
国
司
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
改
め

て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
東
大
寺
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
国
司
鶴
甲
の
出
作
抑
制
に
対
し
て

は
、
皇
民
の
官
物
不
納
を
も
っ
て
対
抗
し
た
が
、
衆
∴
習
が
永
長
元
年

（一

Z
九
六
）
に
退
任
し
、
国
司
と
し
て
高
階
即
実
が
着
任
す
る
と
、
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東
大
寺
は
国
司
の
寺
領
負
心
抑
制
を
縫
極
的
に
封
ず
る
新
し
い
方
法

を
案
出
し
た
。
そ
れ
は
、
黒
田
・
王
滝
の
両
杣
入
に
解
状
を
作
ら
せ
、

杣
人
の
立
場
か
ら
見
た
封
米
の
意
義
を
中
央
の
太
政
官
に
知
ら
せ
、

負
田
の
存
在
が
杣
の
経
営
維
持
に
絶
対
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識

さ
せ
よ
う
、
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
従
来
も
杣
司
が
国
司
に
解
状
を

提
出
し
た
り
、
杣
工
が
東
大
寺
政
所
に
文
書
で
訴
え
た
こ
と
は
あ
っ

た
が
、
中
央
の
太
政
官
に
進
達
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
、
杣
工
の

基
本
的
立
場
を
文
書
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
現
存
の
史
料
に
よ

る
か
ぎ
り
、
こ
の
時
以
前
に
は
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時

に
東
大
寺
政
所
に
提
出
さ
れ
た
解
も
原
本
は
保
存
さ
れ
な
い
で
、
永

長
工
年
（
一
〇
九
七
）
正
月
廿
一
日
の
東
大
寺
解
（
郎
撚
免
）
に
そ
の
主

文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
解
状
を
作
製
し

た
主
体
が
柚
工
な
の
か
、
耕
作
農
民
な
の
か
、
そ
れ
と
も
粒
餌
な
ど

の
管
理
者
で
あ
る
の
か
、
重
要
な
事
が
ら
が
不
明
な
の
は
残
念
で
あ

る
。
そ
れ
に
し
て
屯
、
出
作
の
是
否
の
判
定
の
理
由
の
な
か
に
豊
田

の
立
場
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
杣
人
ら
の
解

の
要
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
《
杣
人
ら
は
昔
か
ら
寺
領

負
瞬
を
耕
作
し
て
い
る
が
、
そ
の
目
的
は
三
田
の
所
当
官
物
を
も
っ

て
東
大
寺
の
球
心
に
充
当
し
、
杣
工
ら
は
そ
の
封
米
を
電
っ
て
杣
工

ら
に
公
給
さ
れ
る
食
料
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
菓
大
寺
の
修
理
用
材

を
供
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
由
来
す
る
こ
と
は

既
に
久
し
い
も
の
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
芸
年
す
な
わ
ち
永
長
元
年

（一

Z
九
六
）
の
作
田
の
地
子
米
は
柚
工
の
公
食
と
し
て
既
に
支
出
が

終
っ
た
の
に
、
に
わ
か
に
造
興
福
寺
料
と
称
し
て
、
国
司
が
こ
の
地

子
米
を
抑
留
し
た
の
は
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
杣
人
ら
の
憂
い
は
、

こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
。
今
後
は
な
に
を
功
力
に
し
て
、
東
大
寺

修
理
の
大
小
の
用
材
を
貢
納
す
べ
き
か
。
》

　
杣
人
ら
の
解
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
時
に
杣
工
に
支
給
さ

れ
る
食
料
を
問
題
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
最
初
に
明
ら
か
に
し
た
よ

う
に
、
杣
工
に
食
料
が
支
給
さ
れ
た
の
は
奈
良
時
代
の
杣
で
あ
っ
た

が
、
平
安
時
代
中
期
に
設
立
さ
れ
た
玉
章
柚
で
は
、
代
っ
て
田
地
開

発
を
国
司
か
ら
許
可
さ
れ
た
。
杣
工
は
、
こ
れ
ら
の
田
地
を
一
部
自

作
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
大
半
は
他
に
賃
貸
し
て
、
そ
の
地
子
に
よ
っ

て
生
活
を
維
持
し
杣
工
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
た
。
し
た
が
っ
て

平
安
時
代
中
期
以
後
の
玉
樹
・
黒
田
両
々
で
は
、
杣
下
に
海
食
が
支

給
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
支
給
を
裏
づ
け
る
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

も
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
時
に
な
っ
て
至
人
の
解
と

し
て
偏
食
支
給
を
強
く
主
張
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
基
本
的
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な
理
由
と
し
て
は
、
杣
で
働
く
重
工
が
実
際
に
そ
れ
を
希
望
し
こ
と

が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
加
え
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
東
大
寺
蕪
民
ら
の
公
田
出
作
が
当
初
予
測
さ
れ
た
以

上
に
広
大
な
面
積
に
達
し
た
た
め
、
三
六
一
石
あ
ま
り
の
封
米
（
弗
欄

塾
）
に
充
当
す
る
、
と
い
う
だ
け
で
は
、
当
作
田
地
の
所
当
官
物
の

徴
取
を
姫
熱
す
る
理
由
と
し
て
は
不
十
分
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
東
大
寺
で
は
、
奈
良
時
代
の
柚
や
、
現
在
で
も
東
大
寺
の
工

事
現
場
で
行
な
わ
れ
て
い
る
食
料
支
給
（
B
三
・
九
＝
二
～
六
）
を
と
り
あ
げ
、
そ

れ
が
当
時
の
玉
響
・
黒
田
の
杣
内
で
も
現
に
行
な
わ
れ
て
い
る
、
と

主
張
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
官
物
不
納
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
、

と
推
測
し
て
，
お
そ
ら
く
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
は
、
こ
の

柚
人
ら
の
解
状
を
基
に
し
て
、
永
長
二
年
（
一
〇
九
七
）
正
月
廿
二
日

の
解
（
B
四
二
三
七
三
）
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
太
政
窟
に
訴
え
た
。
《
資
良
・

康
基
な
ど
が
国
司
で
あ
っ
た
時
に
興
福
寺
を
再
建
す
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
策
大
寺
の
封
米
は
他
か
ら
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
寺
家
負

田
の
所
当
官
物
を
竜
っ
て
、
そ
れ
に
充
当
し
た
。
そ
の
例
は
数
え
き

れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
國
司
に
と
っ
て
損
が
な
く
寺
家
に
と

っ
て
も
便
益
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
の
に
、
今
に
な

っ
て
昔
か
ら
の
慣
例
を
改
め
る
の
は
理
解
で
き
な
い
。
先
例
に
従
っ

て
宣
旨
を
国
司
に
下
し
、
伊
賀
国
の
東
大
寺
封
米
を
も
っ
て
東
大
寺

の
記
田
の
所
当
官
物
に
転
用
充
当
す
る
こ
と
に
し
、
そ
れ
を
杣
工
の

食
料
に
し
た
い
。
》

　
東
大
寺
の
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
、
国
司
遠
実
は
二
丹
三
臼

に
陳
状
（
B
四
二
三
七
黛
）
を
提
出
し
て
、
次
の
よ
う
に
答
弁
し
た
。
《
寺
領

負
田
の
官
物
を
東
大
寺
の
封
米
に
転
用
充
当
す
る
こ
と
は
、
新
任
な

の
で
、
詳
し
い
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
、
在
庁
官
人
に
聞
い
て
、
先

例
ど
お
り
に
実
施
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
た
だ
し
玉
響
・
黒
田
両
翼
．

　
　
⑳

の
寄
人
ら
が
出
作
し
て
い
る
公
田
は
、
在
国
司
か
ら
の
報
告
に
よ
る

と
、
既
に
三
八
○
余
町
歩
に
達
し
、
そ
の
所
定
官
物
は
米
一
、
一
四
〇

余
石
・
絹
三
、
八
○
○
余
匹
と
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
封
米
に
充
当

し
て
竜
、
な
お
余
剰
が
あ
る
は
ず
で
、
余
剰
は
国
司
に
納
入
す
べ
き

竜
の
で
あ
る
。
杣
人
ら
は
前
司
孝
言
の
時
か
ら
馬
田
使
を
受
け
入
れ

ず
、
官
物
を
弁
済
し
な
い
が
、
華
実
と
し
て
は
、
ま
ず
検
田
を
行
な

い
、
先
例
に
よ
っ
て
諸
事
を
実
施
し
、
官
物
を
拝
納
す
る
。
得
た
官

　
　
　
　
⑳

物
は
興
福
寺
の
造
営
の
用
途
に
充
当
し
た
い
。
》
太
政
官
も
遠
実
の
こ

の
当
然
な
主
張
を
認
め
、
双
数
を
検
注
し
、
官
物
は
先
例
に
よ
っ
て

封
米
に
充
当
し
、
そ
の
残
り
を
国
司
に
納
め
る
こ
と
と
し
た
（
B
沼
・
一
三
七
三
）
。

東
大
寺
が
繊
作
田
の
所
当
官
物
を
竜
っ
て
杣
工
の
食
料
に
充
当
す
る
、
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と
い
う
主
張
は
却
下
さ
れ
た
。

　
隠
妓
守
平
正
盛
が
飼
物
荘
内
魚
田
の
一
部
の
住
民
と
組
ん
で
斑
毛

・
山
田
に
わ
た
っ
て
一
五
町
歩
の
六
条
院
領
の
靹
田
荘
を
設
置
し
た

の
は
、
こ
の
裁
定
が
行
な
わ
れ
て
か
ら
四
ケ
月
後
で
あ
っ
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
に
つ
い
て
は
過
去
に
す
ぐ
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
今
日

の
玉
器
・
黒
田
両
荘
研
究
の
灘
火
線
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
細
説
す
る
の
は
さ
し
ひ
か
え
よ
う
。
一
つ
強
調

し
た
い
こ
と
は
、
せ
っ
か
く
東
大
寺
が
杣
人
ら
の
解
ま
で
中
央
に
提

出
し
て
、
出
作
公
田
の
官
物
不
納
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が

失
敗
し
、
こ
の
二
～
ご
一
年
拒
否
し
た
検
田
も
宣
旨
に
よ
っ
て
強
行
さ
・

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
従
来
東
大
寺
に
一
辺
倒
で
あ
っ
た
玉
滝
疑
雲

の
な
か
に
も
、
東
大
寺
の
勢
威
に
疑
い
を
持
つ
屯
の
が
生
じ
た
こ
と

で
あ
る
。
杣
人
ら
が
以
前
と
同
じ
く
東
大
寺
を
信
頼
す
る
か
ぎ
り
、

平
正
盛
に
追
従
し
て
新
蕪
を
作
る
、
と
い
う
事
実
が
生
起
す
る
は
ず

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
考
慮
を
要
す
る
こ
と
は
、
正
盛
に
追

従
し
た
も
の
が
靹
田
に
家
地
を
持
っ
て
居
住
し
畠
［
を
耕
作
し
山
田
村

の
田
地
に
出
作
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
、
か
れ
ら
が
東

大
寺
の
黒
円
で
あ
る
、
と
は
言
い
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
公
民
も
靹

田
村
に
居
住
し
た
は
ず
で
あ
り
、
他
群
民
が
存
在
し
た
可
能
性
も
現

に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
も
う
一
つ
突
込
ん
だ
考
証
を

必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
六
条
院
思
立
荘
の
史
料
と
し
て
は
永
長

二
年
（
一
〇
九
七
）
八
月
昔
五
日
の
六
条
院
領
田
畠
丁
付
（
齢
畑
完
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

み
と
言
っ
て
よ
い
状
態
な
の
で
、
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
の
は
困
難
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
坪
付
に
見
え
る
作
人
や
字
名
の
う
ち
で
山

田
村
に
出
作
し
て
い
る
作
人
の
う
ち
の
行
照
と
靹
田
村
の
伊
勢
道
と

い
う
あ
ざ
な
は
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
）
十
一
月
二
日
の
箪
笥
増
湯
船

荘
田
坪
付
（
B
四
・
一
二
八
四
）
に
も
見
え
て
い
る
。
正
盛
の
立
堕
し
た
靹
田
荘

と
覚
増
の
湯
船
荘
が
関
係
の
深
い
こ
と
は
、
そ
れ
で
も
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
湯
船
荘
は
玉
葉
荘
と
同
一
の
荘
で
な
い
が
、
交
渉
が
密
接

で
あ
る
ζ
と
は
前
述
し
た
。
正
盛
の
靹
田
荘
に
東
大
寺
の
荘
民
が
参

加
し
た
こ
と
は
、
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
棄
大
寺
は
、
の
ち
に
な
っ

て
、
正
盛
が
こ
の
時
に
立
書
し
た
鞘
田
村
の
畠
は
、
大
威
儀
師
仁
静

が
玉
滝
荘
の
荘
務
を
執
行
し
て
い
た
時
に
、
封
米
未
進
の
張
か
ら
弁

進
さ
せ
た
一
六
町
歩
の
鼠
の
う
ち
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
（
畑
紐
恥
一
）
。

　
正
盛
の
靹
田
荘
立
券
に
対
し
て
、
東
大
寺
が
ど
の
よ
う
な
対
策
を

講
じ
た
か
に
つ
い
て
は
、
設
立
当
時
の
史
料
が
な
い
の
で
、
的
確
な

こ
と
は
判
明
し
な
い
。
や
や
の
ち
の
永
久
三
年
（
一
一
一
五
）
五
月
廿

五
β
の
東
大
寺
解
（
B
五
・
一
八
二
九
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
、
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正
盛
の
六
条
院
領
靹
田
荘
の
設
立
を
認
め
た
宣
旨
に
は
神
社
・
仏
寺

の
所
領
を
除
く
べ
し
、
と
あ
っ
た
の
に
、
東
大
寺
領
だ
け
が
そ
の
中

に
囲
い
込
ま
れ
た
の
は
、
立
券
に
立
ち
合
っ
た
官
使
則
元
が
東
大
寺

に
要
求
し
た
使
料
米
一
二
石
の
支
払
を
東
大
寺
が
支
払
を
拒
否
し
た
、

そ
の
し
か
え
し
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
話
が
ど
こ

ま
で
真
実
を
伝
え
て
い
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
た
と
い
事
実
で
あ

る
と
し
て
竜
、
荘
民
に
正
盛
に
接
近
す
る
意
図
が
な
け
れ
ば
、
立
荘

は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
策
大
寺
が
靹
田
の
領
有
盈
ま
竜
な
く
放

棄
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
天
仁
二
年
（
二
〇
九
）
九
月

廿
六
三
の
官
勘
状
（
祁
咽
α
一
）
に
引
用
の
東
大
寺
家
陳
状
に
「
但
馬
守

正
盛
靹
田
を
押
領
之
後
、
彼
の
分
（
且
磁
壁
）
を
越
え
て
黒
照
に
加
補

す
。
」
と
あ
り
、
正
盛
が
押
領
し
た
あ
と
、
鞘
照
村
で
徴
収
し
て
い

た
封
米
を
黒
田
荘
で
徴
収
す
る
分
に
加
え
て
徴
収
す
る
こ
と
に
し
た
、

と
伝
え
て
い
る
の
も
、
そ
の
こ
と
を
示
す
竜
の
で
あ
る
。
国
司
忌
屋

の
出
作
公
田
の
検
注
は
黒
田
・
八
七
両
面
で
同
時
に
開
始
さ
れ
た
、

と
思
わ
れ
る
の
に
、
三
八
○
応
化
の
出
作
の
大
半
を
占
め
る
黒
田
荘

で
は
動
揺
を
生
じ
た
形
跡
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
出
作
田
の
少

な
い
玉
敷
荘
に
荘
園
を
離
脱
す
る
竜
の
が
集
団
的
に
生
じ
た
の
は
な

ぜ
で
濁
・
○
か
。
そ
の
原
因
を
考
え
・
o
に
あ
た
っ
て
、
注
意
さ
れ
る
の

は
、
正
盛
に
よ
っ
て
立
券
さ
れ
た
土
地
が
出
作
田
・
家
地
・
畠
地
か

ら
成
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
顧
は
い
ず
れ
も
占
有
者
の
権

利
が
強
く
、
領
家
の
支
配
権
が
微
弱
で
あ
る
。
畠
が
の
ち
の
所
伝
の

よ
う
に
仁
静
の
時
に
没
収
し
た
畠
（
B
五
・
～
九
九
八
）
と
す
る
と
、
東
大
寺
の

支
配
権
は
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
畠
は
公
田
・

荘
田
と
し
て
国
司
・
領
家
が
直
接
に
管
理
し
て
い
る
も
の
に
比
す
る

と
、
支
配
権
は
弱
い
。
正
盛
の
靹
認
荘
の
立
券
は
、
当
時
の
荘
園
・

公
領
の
管
理
の
盲
点
を
突
い
て
行
な
わ
れ
た
、
と
雷
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
さ
す
が
の
東
大
寺
も
早
急
に
施
す
べ
き
手
段
を
見
い
だ
せ
な

か
っ
た
の
は
愚
意
で
あ
っ
た
。

　
国
司
遠
実
は
、
出
作
公
田
の
検
注
と
封
米
に
充
当
し
た
官
物
の
残

の
は
国
司
に
弁
済
す
る
こ
と
を
太
政
官
か
ら
認
め
ら
れ
た
あ
と
、
引

き
続
い
て
同
年
の
承
徳
元
年
（
～
〇
九
七
）
十
二
月
一
日
に
、
前
司
孝

言
の
時
か
ら
論
議
さ
れ
て
き
た
伊
勢
太
神
宮
・
東
大
寺
の
荘
民
が
出

作
し
て
い
る
公
田
の
所
縁
官
物
の
額
に
つ
い
て
、
町
別
現
米
三
石
・

准
米
三
石
を
徴
収
し
、
准
米
は
網
一
疋
に
つ
い
て
二
三
に
換
算
す
る

宵
ビ
同
を
得
、
た
。
　
こ
れ
は
以
晶
削
に
孝
皆
『
か
得
た
反
別
山
ハ
斗
米
㎞
に
官
【
物
議
琶

増
徴
す
る
の
と
は
異
な
り
、
兇
米
の
徴
収
は
反
別
三
斗
に
据
え
置
き
、

絹
な
ど
で
徴
収
す
る
准
米
の
額
・
換
算
を
鯛
司
に
有
利
し
た
竜
の
の
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よ
う
で
あ
る
。
こ
の
宣
旨
は
今
日
そ
の
本
文
が
散
逸
し
て
明
ら
か
で

な
く
、
勘
状
（
B
四
二
七
一
〇
B
陽
∴
七
ニ
エ
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
事
書
の
部
分
だ
け

が
知
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る

が
、
国
司
と
し
て
は
公
田
検
注
を
申
請
し
た
時
と
隅
じ
く
、
興
福
寺

再
興
を
理
由
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
東
大
寺
は
そ
れ
に
は
反
対
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
ひ
ざ
も
と
の
大
和
国
で
も
、
東
大
寺
領
荘
園
の
加
納

と
認
め
ら
れ
た
公
田
に
造
興
福
寺
司
の
轟
醤
人
が
造
興
福
寺
作
料
米
を

直
接
に
徴
収
す
る
の
に
抗
議
し
、
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
十
二
月
九

降
の
造
興
福
寺
司
下
文
（
ヨ
畑
同
一
）
で
そ
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
。
伊

賀
国
で
も
東
大
寺
は
同
様
の
主
張
を
し
た
に
相
違
な
い
が
、
聞
き
い

れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
黒
田
荘
で
は
遠
実
の
国
司
在
任
の

一
両
年
は
こ
の
宣
旨
に
よ
っ
て
齎
当
官
物
を
徴
収
さ
れ
た
が
、
反
抗

し
て
納
め
な
か
・
た
、
と
称
し
て
い
ゑ
。
・
価
桂
）
。

七

　
無
実
在
任
中
の
承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
五
月
十
二
日
に
寛
徳
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（囲

Z
四
五
）
以
後
の
新
立
荘
園
を
停
止
す
る
宣
旨
が
発
令
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

川
上
多
助
氏
が
既
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
の
荘
園

整
理
の
史
料
は
乏
し
い
。
伊
賀
上
で
は
、
発
令
よ
リ
エ
ケ
月
半
ほ
ど

前
の
二
月
舞
臼
に
在
庁
官
人
が
新
里
荘
園
と
加
納
肝
畠
の
目
録
を
注

進
し
て
い
る
（
都
咽
ひ
一
）
。
実
は
こ
の
時
よ
り
以
前
に
寛
治
七
年
（
一

〇
九
三
）
に
は
既
に
荘
園
整
理
は
発
議
さ
れ
て
い
た
が
（
『
後
二
条
関
白
記
』
寛
治
七
・
三
二
瓢
）
、

容
易
に
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
摂
関
家
を
始
の
と
し
て
上

位
貴
族
の
抵
抗
が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
間
に
地
方
の
在

庁
官
人
が
、
官
の
指
示
に
よ
る
に
律
せ
よ
、
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）

以
後
の
新
立
荘
園
廃
止
の
資
料
を
集
め
て
い
る
の
が
注
臼
回
さ
れ
る
。

な
お
承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
以
前
の
荘
園
整
理
に
つ
い
て
、
承
暦
二

年
（
一
〇
七
八
）
六
月
十
一
日
に
寛
徳
二
年
以
後
の
冊
立
荘
園
廃
止
の

官
符
が
発
令
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
（
B
四
よ
七
一
〇
）
、
こ
れ

は
他
の
史
料
に
見
え
な
い
新
事
実
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
指
摘
し
て

お
く
。

　
出
作
抑
制
と
官
物
徴
納
を
励
行
し
よ
う
と
す
る
国
司
高
階
遠
実
に

対
抗
し
て
、
東
大
寺
は
ま
ず
黒
田
杣
の
造
興
福
寺
役
免
除
の
宣
旨

（鴎

|、

�j

�
ｾ
る
の
に
成
功
し
た
。
　
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
康
和

二
年
（
二
〇
〇
）
八
月
十
二
日
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
黒
田
杣

は
四
〇
年
の
長
期
に
わ
た
っ
て
造
興
福
寺
役
を
負
担
し
た
。
玉
滝
杣

、
が
一
応
、
免
除
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
の
は
、
東
大
寺
が
こ
の
蒔
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

黒
田
杣
を
本
願
の
聖
武
天
皇
が
藩
学
入
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
必
然
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の
な
り
ゆ
き
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
は
、
こ
の
時
ま
で
玉
訴
訟
の
設
置

が
天
平
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
、
と
主
張
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
太
政
官
が
東
大
寺
の
免
除
の
要
求
に
譲
歩
し
た
最
終
の
理

由
は
次
の
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
　
《
東
大
寺
は
過
去
四
〇
年

間
、
そ
の
杣
に
造
興
福
寺
役
が
賦
課
さ
れ
た
た
め
に
大
規
模
な
修
理

工
事
が
中
止
さ
れ
、
す
で
に
手
入
れ
を
必
要
と
し
て
い
た
も
の
の
破

損
が
は
な
は
だ
し
く
な
っ
て
、
一
刻
も
放
置
で
き
な
い
状
態
に
な
っ

て
い
る
。
東
大
寺
と
し
て
は
修
理
工
事
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
ま

ず
杣
か
ら
用
材
を
伐
採
し
搬
出
・
製
材
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

杣
工
が
造
興
福
寺
役
に
雇
仕
さ
れ
て
い
た
の
で
は
、
そ
れ
は
不
可
能

で
あ
る
。
》
東
大
寺
が
何
よ
り
も
濃
き
に
黒
田
杣
の
造
興
福
寺
役
を
解

除
を
求
め
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
東
大
寺
は
、
こ

の
よ
う
に
し
て
、
黒
田
杣
の
造
興
福
寺
役
免
除
に
成
功
し
た
。
東
大

寺
の
伽
藍
修
理
は
翌
三
年
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
修
理
工
事
関
係
者

に
対
し
て
野
業
支
給
の
切
符
が
多
く
発
行
さ
れ
た
（
B
四
・
一
五
九
八
）
。
解
除

以
後
の
柚
の
活
動
に
つ
い
て
の
史
料
は
少
な
い
が
、
ま
も
な
く
用
材

が
伐
採
曇
れ
名
張
・
木
津
川
を
通
っ
て
東
大
寺
に
運
搬
さ
れ
始
め
た

こ
と
は
、
長
治
元
年
（
二
〇
四
）
八
月
廿
日
の
黒
田
筏
・
師
依
本
則
延

ら
八
人
に
対
す
る
菱
二
斗
支
給
の
切
符
（
珊
加
亙
）
に
よ
っ
て
明
ら
か

で
あ
る
。
笠
間
の
筏
師
に
も
同
じ
く
食
料
が
支
給
さ
れ
た
（
B
四
．
一
五
九
六
）
。

再
開
さ
れ
た
東
大
寺
の
伽
藍
修
理
は
大
規
模
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

ら
し
い
が
、
康
和
四
年
（
＝
〇
二
）
以
後
、
長
治
元
年
（
＝
〇
四
）

ま
で
の
修
理
料
米
に
つ
い
て
は
（
B
四
・
～
六
二
鶏
～
三
四
）
に
、
用
材
に
つ
い
て
は

（B

�
宦
B
二
九
）
に
史
料
が
あ
る
。
ま
た
『
東
大
寺
要
録
』
巻
第
五
所

収
東
大
寺
別
当
次
第
に
よ
る
と
、
康
和
二
年
（
一
一
〇
〇
）
に
は
勅
封

蔵
を
、
翌
三
年
に
東
塔
を
、
同
四
年
に
食
堂
を
修
理
し
て
い
る
。

　
平
正
盛
の
立
券
に
よ
っ
て
荘
内
の
形
勢
が
複
雑
に
な
っ
た
玉
滝
荘

は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
。
黒
田
杣
と
は
異
な
っ
て
、
造
興
福
寺

役
免
除
の
宣
旨
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
と
に
よ
る
と
、
杣

工
は
依
然
と
し
て
造
興
福
寺
役
に
雇
仕
さ
れ
、
箭
川
の
南
に
当
た
る

国
見
杣
（
B
四
・
　
七
叢
八
）
な
ど
で
働
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
康
和
一
二
年

（
二
．
9
）
か
ら
修
理
工
事
を
再
開
し
た
東
大
寺
と
し
て
は
、
用
材

を
黒
田
柚
だ
け
に
求
め
ず
に
、
玉
肥
杣
に
・
も
課
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
当
然
に
推
測
さ
れ
る
。
靹
田
の
よ
う
に
平
正
盛
の
支
配
力
の
強
い

と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
を
後
援
と
し
て
東
大
寺
の
要
求
を
拒
否
す
る
こ

と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
ほ
か
で
は
逃
散
以
外
に
反
抗
の
手
段
は

な
か
っ
た
。
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
十
二
月
に
湯
船
の
杣
工
が
東
大

寺
用
と
推
定
さ
れ
る
「
御
材
木
」
を
造
進
し
な
い
で
他
国
に
逃
散
し
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た
の
は
．
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
σ
湯
船
杣
の
下
司
山
畏
重
種
・

目
代
僧
信
照
と
杣
工
の
宮
任
・
吉
夢
・
重
時
ら
は
、
苦
．
肉
の
策
と
し

て
、
杣
工
に
賦
課
さ
れ
た
逸
板
の
造
進
の
責
任
を
在
家
の
一
〇
家
の

杣
人
に
転
嫁
し
た
。
住
人
の
山
繭
久
末
ら
は
翌
二
年
闊
二
月
廿
二
日

に
解
（
B
細
・
一
六
竃
七
）
を
杣
の
預
所
に
送
っ
て
、
そ
の
停
止
を
要
求
し
た
。

こ
の
解
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
在
家
住
人
ら
が
、
　
「
去
年
十
二
月
を

以
て
、
御
杣
工
等
御
材
木
を
造
進
せ
不
し
て
他
国
に
隠
居
を
企
つ
る

間
、
彼
の
十
家
の
住
人
に
於
て
者
、
一
歩
田
を
耕
作
せ
不
、
故
に
安

〔
塘
〕

度
之
思
を
致
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
会
板
の
造
進
の
義

務
が
田
地
の
耕
作
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
疑
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
在
家
住
人
必
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
会
板
は

圏
に
付
い
て
い
る
官
物
の
代
り
と
も
て
造
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
在

家
佐
人
と
し
て
預
所
か
ら
賦
課
さ
れ
る
の
は
「
召
物
」
だ
け
と
い
う

の
が
先
例
で
あ
る
。
久
末
ら
の
主
張
の
要
点
は
こ
こ
に
あ
る
が
、
究

明
を
要
す
る
の
は
、
一
歩
の
田
を
竜
耕
作
し
な
い
、
と
称
し
た
在
家

住
人
の
実
態
と
、
か
れ
ら
と
逃
散
し
た
杣
工
ら
と
の
関
係
で
あ
る
。

当
時
で
竜
黒
田
荘
大
屋
戸
村
難
風
佐
女
貴
誌
犬
丸
（
B
四
・
一
六
四
八
）
の
よ
う

に
「
更
に
一
分
之
田
畠
を
領
知
せ
不
。
盗
り
而
し
て
在
家
門
並
之
所

役
を
勤
仕
す
可
き
に
依
り
、
上
件
之
徴
使
之
職
に
」
就
任
し
た
も
の

竜
い
る
か
ら
．
耕
作
関
係
が
な
く
て
竜
寺
役
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
愚
民
と
な
っ
た
竜
の
も
あ
り
う
る
。
こ
の
場
合
竜
そ
れ
に
該
当

す
る
、
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
今
犬
丸
の
場
合

は
特
殊
と
す
べ
き
で
あ
る
。
湯
船
村
の
一
〇
家
の
在
家
が
、
　
一
歩
の

田
亀
耕
作
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
所
当
の
会
板
を
・
も
造
進
す
る
義
務
が

な
い
、
と
主
張
す
る
の
と
、
今
犬
丸
の
場
合
と
同
一
視
す
る
の
は
、

妥
当
を
欠
く
恐
れ
が
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
湯
船
村
の
在
家
住
人

の
主
張
を
認
め
る
と
、
こ
の
解
に
連
署
し
た
尾
張
吉
重
・
日
熊
常
永
・

綾
安
浄
・
百
済
吉
藤
ら
一
〇
家
の
住
人
は
、
農
業
を
営
ま
ず
、
し
か

も
杣
山
で
は
な
い
、
と
い
う
結
論
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り

は
、
こ
れ
ら
の
在
家
住
人
の
生
態
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
、
と
解
す

る
の
が
、
よ
り
事
実
に
妥
当
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
《
久

末
ら
は
耕
作
者
で
あ
り
、
逃
散
し
た
墨
型
の
作
手
と
し
て
そ
の
治
田
・

負
田
の
耕
作
に
関
係
し
て
い
た
。
下
司
の
重
事
ら
が
か
れ
ら
に
会
板

の
造
進
を
賦
課
し
た
の
は
そ
の
関
係
を
口
実
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

久
末
ら
は
、
三
島
ら
が
逃
散
し
た
あ
と
、
会
板
の
造
進
の
義
務
が
加

わ
る
の
を
恐
れ
て
そ
の
作
田
を
耕
作
す
る
の
を
拒
否
し
た
。
》
そ
こ
に

「
一
歩
田
を
も
耕
作
せ
不
」
と
言
う
理
由
が
あ
っ
た
。
在
家
住
人
の

立
場
は
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
杣
工
は
治
田
・
負
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田
・
名
田
を
持
っ
て
い
て
電
、
’
そ
れ
を
自
作
し
な
い
で
作
手
を
置
き
、

加
地
子
に
よ
っ
て
生
活
を
維
持
し
、
所
志
を
勤
仕
す
る
の
が
普
通
で

あ
っ
た
、
と
の
私
見
は
、
こ
こ
で
竜
一
つ
の
支
証
を
見
い
だ
し
た
、

と
雷
い
え
よ
う
。

　
・
長
年
・
の
造
興
福
寺
役
か
ら
解
放
さ
れ
、
東
大
寺
修
理
用
材
造
進
に

専
念
す
る
こ
と
に
な
っ
た
黒
田
荘
の
杣
工
に
電
問
題
は
多
か
っ
た
。

そ
の
最
大
な
竜
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
国
司
の
徴
収
す
る
所
当

官
物
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
杣
工
ら
は
長
治
三
年
（
二
〇
六
）

三
月
廿
八
日
に
解
（
B
四
・
一
穴
六
圏
）
を
東
大
寺
政
所
に
提
出
し
て
、
政
所
の

裁
定
を
要
望
し
た
。
杣
工
ら
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
黒
田
杣
負

田
の
官
物
は
、
反
別
現
米
二
斗
と
廻
米
四
斗
二
升
三
合
で
あ
る
、
と

い
う
。
現
米
二
斗
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
に

主
意
杣
が
書
い
出
し
て
国
司
清
家
が
こ
れ
を
認
め
た
電
の
で
あ
る
。

清
家
は
、
そ
の
庁
豊
の
本
文
で
、
官
物
は
封
米
に
充
当
し
た
あ
と
、

現
米
が
な
け
れ
ば
絹
で
弁
ぜ
よ
と
言
い
、
袖
書
で
は
、
現
米
を
も
っ

て
弁
ぜ
よ
、
と
述
べ
て
い
る
。
同
一
の
文
書
に
両
様
の
指
示
が
あ
る

の
は
不
思
議
で
あ
る
が
、
現
米
で
す
べ
て
弁
ず
る
の
は
、
寺
家
や
荘

民
に
有
利
で
あ
っ
た
。
袖
書
は
東
大
寺
で
書
き
足
し
た
も
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
話
は
二
斗
米
に
移
っ
た
が
、
本
題
に
帰
ろ
う
。
黒
田
荘
の
杣
山
ら

は
官
物
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
　
《
黒
田
荘
に
割
当
て
ら

れ
て
い
る
封
米
一
八
○
石
に
充
当
し
た
残
り
の
官
物
は
当
然
に
国
司

に
納
む
べ
き
・
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
絹
で
紬
め
る
場
合
の
米
と
網
の

換
算
率
で
あ
る
。
従
来
の
国
司
は
二
黒
代
の
分
と
し
て
絹
一
疋
、
准

米
五
斗
代
の
分
と
し
て
絹
一
疋
を
馬
車
し
た
。
し
か
し
現
任
国
司
孝

清
の
収
納
使
は
、
現
米
の
分
と
し
て
絹
一
疋
に
つ
き
五
～
六
斗
を
、

准
米
の
代
絹
は
二
斗
五
升
あ
る
い
は
三
斗
を
減
納
（
1
1
減
価
徴
牧
）
す

る
。
》
重
工
ら
が
問
題
に
し
た
の
は
こ
の
点
で
あ
っ
た
。
国
司
の
立

場
は
、
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
十
二
月
一
日
の
要
義
（
鶴
昭
0
．
一
）
に
一
・

致
す
る
も
の
で
、
官
物
は
段
別
現
米
三
斗
（
代
絹
二
疋
）
・
准
米
三
斗

（
玉
絹
二
疋
）
を
要
求
す
る
。
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
の
庁
宣
（
2
㎝
免
）

に
よ
っ
て
二
斗
米
が
公
認
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
東
大
寺
側
に
と
っ

て
、
国
司
側
の
要
求
を
呑
む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
ら
れ
た
の

は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
結
果
必
然
的
に
官
物
の
未
進
は
増
加
し
た
。

国
司
は
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
以
後
、
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
ま
で

の
五
ケ
年
の
黒
田
荘
の
出
作
公
田
の
官
物
未
進
は
現
米
二
、
○
〇
四

石
質
斗
一
升
二
合
六
勺
六
才
、
准
米
一
、
〇
五
一
石
霊
智
三
升
三
舎

七
勺
二
才
、
穎
二
〇
、
八
八
七
東
一
把
八
分
七
毫
の
巨
額
に
達
し
た
、
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と
主
張
し
（
B
四
・
一
七
一
〇
）
、
問
題
の
決
着
を
太
政
官
の
裁
定
に
求
め
た
。

当
時
の
国
司
．
は
藤
原
孝
清
で
あ
っ
た
。
太
政
官
は
裁
定
に
さ
き
だ
っ

て
官
人
が
双
方
の
訴
陳
状
を
検
討
し
、
そ
の
所
見
を
官
に
注
進
す
る

の
が
置
例
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
場
合
も
天
仁
二
年
（
＝
〇
九
）
九

月
廿
六
日
に
明
法
博
±
ら
が
勘
注
（
槌
欄
α
一
）
を
官
に
提
出
し
た
。
そ

の
内
容
に
つ
い
て
は
中
村
博
士
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で

（舶

�ｶ

ﾒ
～
）
、
要
点
だ
け
愈
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

　
国
司
の
立
場
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
　
《
ま
ず
玉
滝
・
黒
田
両

荘
の
本
免
田
を
二
五
町
八
段
一
八
○
歩
と
す
る
。
次
に
三
八
○
余
町

に
の
ぼ
る
出
作
公
田
は
、
官
物
を
未
進
す
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
公
田

を
黒
田
・
玉
滝
両
荘
の
加
納
と
し
て
、
そ
れ
を
介
し
て
官
物
を
徴
収

す
る
体
制
は
廃
止
す
る
ほ
う
が
よ
い
。
加
納
解
消
の
上
は
、
国
司
が

直
接
に
官
物
の
徴
収
を
催
促
す
る
。
》

　
そ
れ
に
対
し
て
東
大
寺
側
は
詳
細
に
反
論
を
展
開
し
、
出
作
の
廃

止
に
つ
い
て
は
、
芸
評
が
公
田
を
耕
作
し
、
封
米
を
も
っ
て
官
物
と

柚
工
の
食
料
に
充
当
す
る
の
は
黒
田
杣
勅
施
入
以
来
の
こ
と
で
あ
る
、

と
し
、
　
「
本
庄
与
出
作
は
其
の
名
凝
る
と
難
も
其
の
躰
是
一
也
」
と

主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
永
長
二
年
（
一
〇
九
七
）
以
来
の
東
大
寺
側
の

主
張
を
改
め
て
繰
り
返
え
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
大
寺
は
ま
た
、
八

○
余
人
の
杣
工
が
黒
田
荘
内
で
働
い
て
い
る
し
、
名
張
川
の
流
れ
が

西
に
寄
る
親
縁
が
あ
る
た
め
に
武
断
が
次
第
に
狭
く
な
り
つ
つ
あ
る

の
で
、
残
さ
れ
た
二
〇
町
あ
ま
り
の
田
繍
で
、
か
れ
ら
全
部
の
生
活

を
さ
さ
え
ら
れ
な
い
、
と
主
張
し
た
。
出
作
を
絶
対
に
必
要
ど
す
る

理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
東
大
寺
は
ま
た
、
国
司
孝
溶
の
出
作
反
対
の

意
図
は
邪
道
か
ら
出
て
い
る
、
と
し
、
平
正
盛
が
靹
田
荘
を
押
領
し

た
あ
と
、
そ
の
分
の
封
米
を
黒
門
荘
で
加
徴
し
よ
う
、
と
東
大
寺
が

計
画
す
る
の
に
孝
清
が
反
対
す
る
の
は
、
そ
の
実
、
東
大
寺
は
正
盛

に
依
頼
し
て
靹
田
分
の
玄
米
を
徴
収
し
た
ら
よ
い
、
と
主
張
す
る
の

と
同
じ
で
あ
る
、
と
き
め
つ
け
る
。
ま
た
踏
場
に
充
当
し
た
官
物
の

残
り
の
処
麗
に
つ
い
て
も
、
東
大
寺
は
現
米
二
斗
・
千
代
四
斗
二
升

三
合
を
主
張
し
、
絹
で
代
納
す
る
時
は
一
疋
を
五
斗
に
換
算
す
る
の

は
、
古
今
の
例
で
あ
り
文
書
に
竜
見
え
て
い
る
、
と
強
調
す
る
。
国

司
は
、
現
米
三
斗
、
色
代
の
分
は
年
の
豊
凶
に
よ
り
和
市
法
に
従
っ

て
換
算
基
準
を
定
め
る
、
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国
司
の
取

る
べ
き
道
で
は
な
く
、
　
「
殆
ん
ど
薫
れ
商
客
・
児
女
之
謂
也
」
と
国

司
側
を
非
難
す
る
。
東
大
寺
側
の
主
張
に
よ
る
と
、
二
代
は
絹
一
疋

を
准
米
一
石
を
等
価
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
黒
田
荘
の
よ
う

に
一
疋
を
五
斗
と
換
算
し
て
竜
、
不
当
で
は
な
い
、
と
い
う
。
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以
上
の
よ
う
に
鋭
い
対
立
を
示
す
国
司
・
東
大
寺
双
方
の
主
張
に

つ
い
て
、
太
政
官
の
官
人
ら
の
勘
注
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

《
闘
司
・
寺
塚
の
主
．
張
は
と
も
に
証
文
が
あ
っ
て
理
非
を
一
決
し
が

た
い
が
、
　
国
司
が
提
出
し
た
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
十
二
月
一
臼

宣
旨
に
は
、
伊
勢
太
神
宮
神
戸
の
串
作
公
鐵
の
官
物
を
心
算
駐
米
三

石
と
准
米
三
石
と
し
、
准
米
の
代
絹
の
換
算
率
を
匹
単
三
斗
と
定
め

て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
戸
の
百
姓
が
官
物
弁
済
の
国
例
を
守
ら
な
い

で
、
か
っ
て
に
率
法
を
作
り
、
富
物
を
町
斗
米
土
石
・
准
米
三
石
と

し
、
絹
と
准
米
の
換
算
基
準
も
疋
別
五
斗
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ

に
対
抗
す
る
た
め
に
国
司
が
特
に
申
譜
し
て
受
け
た
宣
旨
で
あ
る
。

太
政
宮
と
し
て
は
、
伊
勢
太
神
宮
神
戸
の
達
識
と
東
大
寺
の
加
納
と

の
間
に
官
物
の
率
法
の
差
別
を
設
け
る
べ
き
で
な
い
、
と
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
菓
大
寺
が
そ
の
罪
作
を
加
納
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
承

徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
十
二
月
一
斗
の
宣
旨
に
従
っ
て
、
そ
の
規
定
の

と
お
り
に
官
物
を
国
司
に
弁
済
す
べ
き
で
あ
る
。
　
長
治
｝
7
5
年
（
二

〇
四
）
以
後
の
尼
君
未
進
も
、
東
大
寺
側
が
提
出
し
た
嘉
承
二
年
（
一

一
〇
七
）
の
返
抄
で
は
、
納
め
た
官
物
の
額
が
ど
れ
だ
け
に
も
達
し

て
い
な
い
の
で
、
早
使
を
派
遺
し
て
督
促
す
る
。
》
官
人
の
勘
注
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

以
上
の
よ
う
に
東
大
寺
に
不
利
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
東
大
寺
が
こ
の
勘
注
に
不
満
で
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
、
っ
て
、
抗

議
を
受
け
た
太
政
窟
は
翌
三
年
二
月
廿
一
日
の
宣
旨
（
B
四
・
～
七
一
五
）
を
も

っ
て
昨
年
以
前
の
官
物
の
返
抄
と
伊
勢
太
神
宮
神
戸
が
出
　
回
し
て
い

る
公
田
の
官
物
が
二
斗
米
で
あ
る
証
文
の
正
本
の
提
出
を
東
大
寺
に

要
求
し
た
。
太
政
嘗
の
官
人
の
勘
注
（
B
懇
・
「
七
二
二
）
は
四
月
八
田
に
提
出

さ
れ
た
が
、
東
大
寺
か
ら
は
、
一
一
斗
米
を
確
か
に
済
す
べ
し
、
と
令

し
た
伊
賀
守
清
家
書
状
案
が
証
文
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
お
そ
ら
く
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
十
二
月
廿
濁
の
庁
宣
（
2
0
環
一
戸
）

を
提
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
は
二
斗
米
の
論
拠
と
し
て
、
次

の
こ
と
を
あ
げ
た
。
　
《
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
十
二
月
一
日
の
宣
旨

が
下
さ
れ
て
も
、
伊
勢
太
神
宮
の
神
戸
の
緯
距
で
は
、
先
例
に
よ
っ

て
段
別
現
米
二
斗
、
喜
劇
は
絹
一
疋
を
五
斗
に
換
算
し
て
現
に
納
…
め

て
い
る
》
。
　
東
大
寺
は
そ
の
事
例
を
証
文
と
し
て
太
政
官
に
提
質
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
国
司
は
、
東
大
寺
権
寺
主
の
嘉
慶
が
国
司
に
提

出
・
藷
知
（
錨
兜
Y
量
点
牽
き
・
邊
察
番
・
玉
滝
嚢

の
負
田
の
官
物
を
封
米
に
充
当
し
た
残
り
に
つ
い
て
、
段
別
現
米
三

斗
と
准
米
三
斗
に
つ
き
薫
製
一
疋
の
換
算
を
認
め
た
こ
と
を
強
調
し

た
。
官
人
と
し
て
は
、
菓
大
寺
側
が
提
饗
し
た
官
物
返
抄
に
問
題
の

換
算
基
準
を
明
記
し
た
竜
の
が
な
い
こ
と
、
准
米
墨
一
疋
別
三
斗
を
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主
張
す
る
国
司
側
も
網
の
品
質
に
よ
り
一
斗
・
八
升
の
換
算
を
し
た

事
実
を
認
め
た
の
で
、
勘
定
は
で
き
な
い
と
し
て
、
改
め
て
裁
定
に

よ
り
、
官
物
の
進
未
を
決
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
。
そ
の
後
、

太
政
官
の
重
ね
て
の
裁
定
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
史
料
が
な
い
が
、

こ
の
二
斗
米
尽
り
三
斗
米
の
争
い
は
、
そ
の
後
も
長
く
尾
を
引
き
、
国

司
対
東
大
寺
の
論
点
の
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
東
大
寺
は
孝
番
・
遠
実
・
孝
清
と
続
い
て
強
硬
な
国
司
と
相
対
し

た
ほ
か
に
、
康
和
二
年
（
一
一
〇
〇
）
の
造
興
福
寺
役
免
除
以
来
、
興

福
寺
と
の
関
係
も
円
満
を
欠
く
よ
う
に
な
っ
た
。
伊
賀
国
で
の
両
性

不
和
の
原
因
は
二
つ
あ
っ
た
。
そ
の
一
は
、
箭
川
の
南
方
に
設
け
ら

れ
た
国
見
杣
の
帰
属
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二
は
実
遠
旧
領

の
箭
川
・
中
村
の
領
有
に
関
す
る
屯
の
で
あ
っ
た
。
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
天
永
元
年
（
＝
一
〇
）
末
に
現
地
で
両
寺
使
・
国
使
・
摂
関

家
政
黒
熱
・
在
地
刀
禰
が
出
席
し
て
鯉
濃
が
行
な
わ
れ
た
（
B
五
∴
七
三
九
）
。

　
国
見
杣
は
、
現
存
の
文
書
で
は
、
寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）
三
月
十

六
β
の
伊
賀
国
司
庁
宣
（
一
例
掛
一
）
に
紅
軍
す
る
。
こ
の
庁
宜
は
、
杣

の
一
部
の
龍
口
と
鷹
尾
を
国
司
か
ら
郡
司
丈
部
近
国
に
与
え
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
柚
宮
体
が
ど
こ
に
所
属
し
て
い
た
か
、
史
料
で

は
判
明
せ
ず
、
公
領
で
あ
る
と
竜
言
い
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
長

治
元
年
人
吋
　
〇
四
）
五
月
十
一
臼
の
伊
賀
国
留
守
所
下
文
（
B
四
・
一
六
一
二
）

に
よ
る
と
、
当
時
の
国
見
杣
は
行
事
所
が
管
理
し
、
そ
の
杣
工
が
郡

司
丈
部
近
国
の
私
領
で
あ
る
受
口
に
侵
入
し
て
樹
木
を
伐
採
し
て
、

留
守
所
か
ら
警
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
行
事
所
の
所
属
も
史
料
に
明

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
造
興
福
寺
司
所
管
と
判
断
し
て
、
ほ
ぼ
誤
り

な
か
ろ
う
。

　
さ
て
国
見
杣
に
つ
い
て
の
東
大
・
興
二
選
寺
の
争
点
で
あ
る
が
、

天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）
の
現
地
調
査
の
際
に
粟
大
寺
側
が
作
製
し
た

注
進
状
（
B
四
・
一
七
三
八
）
に
よ
る
と
、
東
大
寺
側
は
、
天
平
勝
宝
三
年
（
七

五
一
）
四
月
三
日
に
聖
武
天
皇
が
こ
の
柚
を
東
大
寺
に
施
入
し
た
、

と
主
張
す
る
。
東
大
寺
は
以
前
に
も
、
こ
の
日
に
黒
田
杣
が
図
入
さ

れ
た
、
と
主
張
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
（
B
郷
・
｝
墾
…
三
）
、
そ
れ
か
ら
推
す

と
、
国
見
杣
は
黒
田
杣
す
な
わ
ち
板
蝿
杣
の
一
部
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
聖
算
杣
の
四
至
が
南
斎
王
上
路
と
あ
る
こ
と

と
矛
盾
し
、
国
見
融
は
斎
王
上
路
の
南
に
あ
っ
た
。
伊
賀
国
の
東
大

寺
杣
の
伝
領
は
所
伝
が
区
々
に
な
っ
て
い
て
、
混
乱
を
生
じ
て
い
る

が
、
馬
蝿
杣
が
天
平
勝
宝
七
歳
（
七
五
五
）
十
二
月
廿
八
日
の
勅
施
入

で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
黒
円
杣
の
勅
元
入
が
天

平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
で
あ
る
、
と
い
う
所
伝
は
誤
っ
て
い
る
、
と
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す
べ
き
で
あ
る
。
国
見
杣
の
毒
口
が
い
つ
で
あ
る
か
、
こ
の
注
進
状

（B

O
八
）
以
外
に
史
料
は
な
い
が
、
　
こ
と
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
事
・

実
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
《
康
保
三
年
（
九
六
六
）
四
月
三
日
の

名
張
郡
夏
見
郷
薦
生
村
刀
禰
解
（
鵜
舟
臨
に
よ
る
と
、
笠
閾
河
（
皿
現

在
の
黒
田
川
）
の
東
方
で
、
野
生
牧
の
南
の
四
至
か
ら
高
峯
を
越
え
て

数
黒
離
れ
た
と
こ
ろ
に
焼
網
杣
が
当
時
あ
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
焼

原
杣
は
地
勢
か
ら
推
測
す
る
と
、
国
兇
柚
と
同
一
で
あ
る
可
能
性
が

多
い
。
薦
生
村
刀
禰
の
書
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
焼
原
杣
は
東

大
寺
別
当
光
智
の
時
に
板
恒
星
の
四
至
内
に
臨
い
込
ま
れ
た
、
と
い

う
。
》
も
し
国
見
軸
が
、
東
大
寺
の
い
う
よ
う
に
、
東
大
寺
の
旧
領

で
あ
っ
て
、
伊
賀
守
資
良
の
時
に
関
白
頼
通
の
命
に
よ
っ
て
興
福
寺

が
至
仁
を
東
大
寺
に
串
し
て
借
用
し
た
の
が
事
実
と
す
る
と
、
焼
原

意
の
後
身
で
あ
る
可
能
性
は
、
ま
す
ま
す
多
く
な
る
。
天
平
勝
宝
三

年
差
七
五
一
）
四
月
三
日
の
勅
施
入
と
い
う
の
は
、
こ
の
焼
赤
恥
ま
た

は
国
見
杣
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
れ
を
決
定

す
る
史
料
が
な
い
。
東
大
寺
の
、
国
見
杣
は
東
大
寺
領
で
あ
っ
て
興

福
寺
が
借
用
し
た
竜
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
に
対
し
、
興
福
寺
側

は
確
か
な
こ
と
を
知
ら
な
い
と
し
て
、
反
論
を
撤
呈
し
た
。
国
見
杣

を
借
用
し
た
事
実
は
否
定
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
第
工
の
争
点
は
、
興
福
寺
棚
が
、
実
働
旧
領
の
箭
川
・
中
村
・
簗

瀬
は
興
福
寺
所
領
で
あ
っ
て
、
東
大
寺
領
で
は
な
い
、
と
主
張
し
た

こ
と
に
あ
る
。
興
福
寺
は
、
そ
の
主
張
の
裏
づ
け
と
し
て
、
貞
観
六

年
（
八
六
四
）
正
月
十
九
B
の
名
張
郡
戸
主
藤
原
倫
滋
紛
失
状
以
下
、

十
三
通
の
文
書
を
提
出
し
て
い
る
（
B
四
⊥
七
憲
九
）
。
そ
の
文
書
が
信
頼
で

き
る
と
な
る
と
、
興
福
寺
側
の
主
張
も
相
当
の
根
拠
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。
い
ま
ま
で
の
論
交
で
は
、
文
書
の
信
頼
性
を
吟
味
せ
ず
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

史
料
と
し
て
引
用
し
、
そ
れ
を
基
に
立
論
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文

書
の
多
く
は
原
本
で
保
存
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
官
避
状
に
引
用
さ

れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て

そ
の
信
頼
性
の
吟
味
は
容
易
で
な
い
が
、
東
大
寺
側
に
伝
わ
っ
て
い

る
文
書
と
矛
盾
す
る
内
容
の
も
の
が
多
い
だ
け
に
、
史
料
と
し
て

使
用
す
る
に
は
慎
重
な
注
意
を
必
要
と
す
る
。
皿
沼
古
い
頁
観
六
年

（
八
六
幽
）
正
月
十
九
日
の
紛
失
状
も
、
　
『
倭
名
類
聚
抄
』
に
見
え
て

い
な
い
「
中
村
郷
」
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
、
東
炉
勢
堺
・
南
国
知

山
∵
酒
黒
田
山
∵
北
巣
山
の
倫
滋
の
一
門
所
領
が
簗
瀬
・
夏
美
・
中

村
・
長
屋
、
・
［
縢
〕
の
郷
村
に
わ
た
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
疑
義

が
あ
り
、
史
料
と
し
て
信
頼
で
き
る
か
ど
う
か
は
聞
題
で
あ
る
。
天

永
元
年
（
一
一
一
〇
）
の
問
注
の
時
に
屯
、
東
大
寺
は
こ
れ
を
偽
文
書
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ど
認
め
（
禰
載
侃
）
、
茅
」
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
　
こ
の
指
摘
は
、

お
そ
わ
く
事
実
に
当
た
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
通
以
下
は
長
久

四
年
（
一
〇
陽
三
）
以
後
の
も
の
だ
け
に
疑
点
を
発
見
し
え
な
い
が
、

そ
の
内
容
が
第
一
通
に
深
く
関
連
が
あ
る
か
ら
、
第
一
通
論
様
に
史

料
と
し
て
毒
忌
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

　
興
福
寺
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て
の
所
晃
は
以
上
の
と

お
り
で
あ
る
が
、
摂
関
家
政
所
使
と
し
て
現
地
に
下
向
し
た
紀
削
回

が
、
実
遠
の
旧
領
に
関
し
て
両
寺
の
主
張
が
相
違
す
る
こ
と
に
つ
い

て
下
し
た
裁
定
は
、
菜
大
寺
側
が
主
張
す
る
よ
う
に
（
B
四
・
一
七
墾
漏
）
、
興

福
寺
側
に
偏
し
た
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
詳
細
は
中
村

博
士
の
叙
述
（
総
早
々
厳
遡
）
に
譲
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
国
司
三
三
が
興
福

寺
中
綱
頼
胤
こ
結
託
し
て
こ
の
紛
争
を
計
画
し
た
、
と
東
大
寺
側
が

主
張
し
て
い
る
こ
と
（
B
四
・
一
七
四
三
）
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
国
司
対

東
大
寺
の
争
い
が
興
福
寺
を
そ
の
渦
中
に
引
き
込
ん
だ
、
と
見
る
こ

と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
以
下
次
号
）

③
　
史
料
で
は
聖
心
を
合
わ
せ
て
の
面
積
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
と
に
よ
る

　
と
、
黒
田
荘
だ
け
の
郷
積
か
も
し
れ
な
い
。

②
石
欝
氏
は
・
の
地
子
を
累
と
解
釈
し
て
い
・
・
（
蘇
ン
）
。
杣
附
近
の

　
農
罠
が
軸
距
に
無
断
で
山
中
の
R
材
太
～
を
採
取
し
た
こ
と
で
あ
り
、
当
時
は

　
な
お
山
手
と
い
う
語
は
威
射
し
て
い
な
い
の
で
、
詣
大
寺
が
地
子
と
し
て

　
山
手
を
か
れ
ら
に
課
し
た
、
と
解
釈
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
爽
野
戦

　
体
の
文
意
か
ら
す
る
と
、
諸
大
寺
が
農
民
の
田
地
を
専
領
と
解
し
地
子
を

　
課
し
た
、
と
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

③
　
赤
松
俊
秀
「
座
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
三
七
ノ
｛
、
一
八
～
九
ペ
ー
ジ
）
。

④
地
方
豪
族
所
右
の
紬
に
墾
限
が
附
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
史
料
は
貞

観
±
干
八
・
芸
阿
民
望
富
売
券
（
鰯
畑
和
一
）
で
あ
る
。
中
小
寺
院
で
は

　
宇
治
田
原
禅
定
寺
に
嗣
じ
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
長
保
三
・
圏
・
八
禅
定

粛
畠
流
記
惑
乱
野
）
が
そ
の
史
料
で
あ
る
。

⑤
赤
松
俊
秀
「
鎌
倉
仏
教
の
課
題
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
ノ
七
、
三
〇
ぺ

　
…
ジ
）
。

⑥
要
人
の
語
義
と
し
て
は
、
要
路
に
あ
る
人
、
勢
威
を
有
す
る
も
の
と
解

　
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
十
｛
～
二
世
紀
の
交
書
で
使
用
さ
れ
る

　
要
入
の
意
義
が
そ
れ
と
や
や
異
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
『
平
安
遺
交
』
所
収
文
書
の
要
人
の
使
用
例
は
、
長
元
七
・
七
・
十
六
太

　
政
官
符
以
外
に
若
干
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
寛
治
七
・
十

二
・
芸
篤
書
（
B
閥
二
塁
一
七
）
に
は
当
麻
一
二
子
の
後
夫
の
良
算
が
三
子
の
所

　
領
を
要
入
に
売
蜘
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
要
路
の
人
と
解
さ
れ
な
い
こ
と

．
も
な
い
が
、
な
に
か
落
ち
つ
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
次
は
承
徳
二
・
八
・

＋
五
栄
山
窮
当
実
経
婁
（
お
弩
）
で
あ
．
て
、
栄
山
寺
が
衰
微
し
鳴

　
時
に
一
切
経
論
寺
家
宝
物
を
繰
入
が
み
な
拾
い
取
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
含
は
勢
威
あ
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で

，
も
す
こ
し
お
か
し
い
。
第
三
は
上
横
手
雅
敬
助
教
授
の
示
教
に
よ
る
が
、

天
治
二
・
七
・
＋
三
金
剛
峯
警
官
省
符
荘
住
人
解
（
○
。
野
ご
で
あ
る
。
・

　
の
場
合
の
難
平
は
荘
民
と
同
意
義
に
使
わ
れ
て
い
る
。
至
聖
の
中
で
も
特
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勢
威
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
解
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
次
．

　
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
荘
園
文
省
の
「
要
人
」
に
は
勢
威
あ
る
も
の

　
と
は
別
に
、
な
に
か
必
要
の
あ
る
人
と
も
い
う
べ
き
意
義
が
あ
る
こ
と
は

　
確
か
で
あ
る
。

⑦
愛
宕
郡
八
郷
の
賀
茂
爾
社
へ
の
寄
進
に
つ
い
て
は
、
隅
、
小
右
記
』
寛
仁

　
元
・
十
一
・
廿
三
、
同
元
・
牽
二
・
一
、
岡
二
・
十
一
・
一
、
岡
二
・
十

　
～
・
廿
五
に
重
要
な
史
料
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
類
聚
口
宣
抄
』

　
巻
一
所
収
寛
仁
二
・
十
一
・
廿
煮
太
政
宮
符
も
参
照
の
要
が
あ
る
。

⑧
赤
松
俊
秀
「
鎌
倉
仏
教
の
課
題
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
ノ
七
、
三
三
ぺ

　
ー
ジ
）
。

⑨
赤
松
俊
秀
「
鎌
’
震
仏
教
の
課
題
」
（
藺
．
史
学
雑
誌
』
六
七
ノ
七
、
二
九
ペ

　
ー
ジ
）
。

⑩
赤
松
俊
秀
「
鎌
倉
仏
教
の
課
題
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
ノ
七
、
二
八
～

　
一
二
〇
ペ
ー
ジ
）
。

⑪
官
宣
旨
（
B
二
・
七
〇
四
）
に
は
「
即
自
放
火
彼
村
斑
入
泓
宅
二
抵
当
。
」
と
あ
る
。

　
放
火
の
主
体
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
か
り
に
郡
謂
側
が
放
火
し
た
こ

　
と
に
す
る
。

⑫
　
竹
内
博
士
が
、
重
成
や
郡
珂
範
占
卜
、
を
黒
配
偶
庄
麗
に
派
遣
し
た
の
は
、

　
中
央
政
府
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
中
村
博
土
は
、

　
七
月
一
　
一
日
、
七
揖
の
黒
照
村
で
の
菓
件
の
噸
序
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
記
述

　
し
て
お
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

⑧
湯
船
荘
が
国
司
秘
経
の
時
に
収
公
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
写
経
の
繭
司
在

　
任
当
時
、
こ
の
荘
が
租
米
反
別
一
斗
三
升
を
負
担
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
封

　
米
に
便
補
し
て
い
た
こ
と
は
確
笈
で
あ
る
、
と
考
え
る
。

⑭
史
料
の
（
望
も
に
は
、
写
経
が
東
大
寺
別
当
有
慶
を
訪
れ
た
の
は
、

　
「
近
矧
虫
年
三
（
天
喜
一
じ
夏
国
司
入
部
之
旧
　
（
中
略
）
、
彼
比
詣
別
当

　
房
」
と
あ
っ
て
、
夏
入
部
の
こ
ろ
と
あ
っ
て
、
面
恥
を
明
記
し
て
い
な
い

　
が
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、
こ
こ
で
は
、
入
部
の
の
ち
と
し
た
。

⑮
戸
限
芳
実
「
当
限
庄
に
お
け
る
寺
傾
と
庄
園
」
（
馴
、
澗
本
史
研
究
』
第
三

　
〇
号
）
は
石
栂
田
氏
の
研
究
に
批
判
的
で
あ
る
が
、
杣
工
の
日
干
的
性
格

　
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
。

⑯
費
名
の
税
請
資
入
事
性
格
に
つ
い
て
は
戸
田
芳
実
「
平
安
初
期
の
国
衙

　
と
富
豪
暦
擬
斑
」
（
『
史
林
』
四
囲
ノ
ニ
）
の
所
論
に
よ
る
。

⑰
B
三
・
八
二
〇
号
に
は
誇
干
使
と
読
ん
で
拒
綿
使
と
濠
し
て
い
る
が
、

　
影
写
本
で
は
幹
瀬
野
と
読
め
る
の
で
、
こ
こ
で
は
幹
了
使
と
す
る
。

⑱
　
黒
田
荘
民
が
天
喜
瞑
・
三
・
骨
八
伊
賀
關
庁
宣
に
基
づ
い
て
申
請
し
た

　
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑲
　
こ
の
耕
地
の
所
在
地
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
守
経
が
「
彼
杣
脚
公

　
田
毎
年
鮒
余
意
馬
上
帳
に
探
り
付
け
’
乍
ら
偏
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
推

　
す
と
、
B
三
・
七
煮
○
号
所
見
の
山
群
・
大
縫
戸
両
村
の
作
田
四
八
町
七

　
反
二
〇
〇
歩
を
さ
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑳
寺
家
か
ら
検
罪
障
継
使
を
荘
園
に
下
し
た
例
は
多
い
が
、
一
例
を
あ
げ

る
と
、
寛
墾
・
八
三
（
些
山
パ
）
東
大
寺
符
で
あ
る
．
な
霞
幕
文
で

　
は
こ
の
文
霞
の
年
晦
を
寛
弘
二
と
し
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
す
る
と
、
寛

　
和
二
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑳
　
竹
内
博
士
は
C
二
七
九
ぺ
～
ジ
で
、
成
逓
の
下
向
は
天
喜
四
・
閏
三
・
　
m
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
廿
六
甲
宣
旨
に
よ
る
膀
示
を
，
打
ち
立
て
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。

⑳
天
喜
六
三
・
＋
九
三
軸
塑
葵
娼
圧
セ
）
に
い
う
「
前
司
」
と
等
5
3



　
経
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
隠
ま
で
に
轡
経
は
退
任
し
た
も
の
と
推
定

　
さ
れ
る
。
竹
内
博
士
は
こ
の
年
の
県
召
除
巨
に
よ
っ
て
転
任
し
た
、
と
推

定
し
て
い
ゑ
盤
沈
九
）
。
申
村
簗
は
羅
の
国
辱
そ
の
後
も
続
い
た

乞
て
お
ら
鷲
が
（
論
5
、
そ
れ
譲
り
で
あ
り
、
葵
糞
な
．

　
た
解
…
釈
に
覇
達
さ
れ
る
病
因
と
な
っ
て
い
る
。

⑳
　
藤
原
資
良
の
任
期
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
容
易
で
な
い
が
、
康
平
七
・

四
・
廿
三
宣
旨
（
8
灘
・
九
九
二
）
に
は
玉
印
・
黒
毛
票
造
三
二
役
を
勤
仕
す

　
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
前
司
一
任
之
間
」
と
あ
り
、
端
裏
書
に
は
、
國

　
見
杣
等
を
僧
詰
け
ら
れ
た
の
は
「
守
資
良
朝
駆
時
」
と
し
て
い
る
。
そ
こ

　
か
ら
こ
の
「
前
罵
」
と
は
資
良
で
あ
り
、
こ
の
時
は
番
匠
に
転
じ
て
い
た

・
と
が
推
測
さ
れ
る
。
康
平
七
三
・
＋
六
藤
原
信
良
解
（
B
憲
・
九
九
一
）
に
よ
る

　
と
、
こ
の
文
書
が
作
製
さ
れ
た
当
時
の
伊
賀
守
は
ま
も
な
く
丹
波
守
に
転

　
任
し
て
お
り
、
こ
の
文
書
が
提
出
さ
れ
た
鱒
は
、
転
任
の
た
め
に
在
京
し

　
て
お
り
、
京
都
で
文
業
を
見
た
の
で
、
解
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
真

　
偽
を
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
丹
波
穿
が
資
良
で
あ

　
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
な
お
こ
の
推
測
の
裏
づ
け
は
、
天
永
元
・
十
年
・

＋
三
名
張
郡
司
勘
注
（
B
繊
・
一
七
三
）
に
、
・
の
与
判
を
与
え
た
国
司
と
し
て
資
良

　
の
名
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
村
博
士
は
B
三
・
九
九
二
号
所
見

　
の
「
前
司
」
を
守
経
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
東
大
寺
へ
の
報
復
説

　
を
打
ち
出
さ
れ
た
。

⑳
　
当
時
の
官
物
の
盤
は
所
領
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
普
通
に
は
段
畑
五
斗

　
か
三
斗
で
あ
り
、
少
な
い
場
合
で
も
二
斗
で
あ
っ
た
。

⑳
　
戸
田
芳
実
門
黒
田
庄
に
お
け
る
寺
領
と
庄
民
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
〇

　
号
三
四
ペ
ー
ジ
）
は
田
率
の
雑
事
雑
役
の
規
定
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

　
官
物
頚
担
の
た
め
に
員
名
に
編
成
さ
れ
る
時
は
、
作
手
の
栂
低
領
知
と
雑

　
役
免
が
結
合
し
た
領
空
妓
名
が
形
成
さ
れ
る
に
損
平
な
い
、
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
場
合
は
、
ほ
か
の
条
件
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
が

　
あ
る
こ
と
は
、
の
ち
に
指
摘
す
る
。

⑳
門
輔
公
」
と
い
う
受
領
級
の
朝
臣
が
当
時
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
『
小
右
記
』
寛
仁
一
　
・
十
・
八
に
「
右
馬
頭
輔
公
」
が
所
見
す
る
。
し
か

　
し
同
じ
く
『
小
右
記
』
寛
仁
二
・
正
・
廿
一
に
は
「
「
前
大
和
守
輔
舜
」

　
が
見
え
て
い
る
。

⑳
　
葉
大
寺
側
の
所
当
官
物
未
進
は
、
寛
治
一
一
…
・
九
・
廿
七
伊
賀
国
税
所
注

進
状
（
B
韻
・
一
二
七
九
）
が
提
出
さ
れ
た
あ
と
、
糞
垂
輩
＋
万
廿
百
昏
宣

旨
（
B
難
・
一
七
　
O
）
が
発
撮
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
簗
瀬
村
で
は
、
八
○
余

　
町
歩
の
田
、
畠
が
東
大
寺
領
と
称
し
て
豪
物
を
納
め
ず
国
司
の
命
令
に
従
わ

　
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
B
四
・
一
二
七
九
に
所
見

　
の
寛
治
二
年
の
「
名
張
郡
黒
田
庄
幽
作
、
二
斗
米
廿
石
凶
斗
六
升
、
穎
千

　
五
音
九
十
五
束
（
1
1
代
米
七
十
九
石
七
斗
五
升
）
」
の
未
進
と
同
一
の
こ
と

　
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
寛
治
三
年
に
な
っ
て
未
進
が
増
大

　
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
八
○
余
晦
歩
で
二
斗
米
を
未
進
す
る
と
、

　
一
穴
○
余
石
に
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
寛
治
三
年
に
な
っ
て
未
進
は
増

　
賊
し
た
、
と
見
る
の
が
お
そ
ら
く
妥
当
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
こ
の
私
領
主
は
B
四
・
一
蕪
竃
一
　
～
三
に
所
見
の
藤
蔵
人
で
な
い
か
と

　
推
測
さ
れ
る
が
、
理
曲
と
し
て
は
確
か
な
も
の
は
な
い
。

⑳
　
黒
田
繭
壮
の
繊
作
事
の
地
子
は
隅
司
の
知
る
と
こ
ろ
で
な
い
、
　
と
下
土
又

（B

ﾜ
四
）
覧
え
て
い
る
。
畠
が
岡
司
の
纂
で
な
か
・
た
・
と
に
つ
い

て
は
、
肇
三
・
四
舟
憂
智
荘
習
代
等
解
（
B
三
・
九
五
四
）
に
明
獲
史
料
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1工と荘園（赤松）

　
が
あ
る
。
し
か
し
嘉
保
三
年
（
一
〇
九
六
）
の
当
時
で
は
、
す
べ
て
の
畠

　
が
圏
司
の
所
管
で
な
か
っ
た
と
は
言
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
石
母
国
氏

　
が
早
く
存
在
を
指
摘
し
た
公
畠
が
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
の
黒
田
自
薦

箭
川
・
中
村
・
夏
冤
公
畠
取
帳
（
輩
斐
）
に
所
見
す
る
か
ら
で
あ
る
。
公

　
鵡
と
い
う
以
上
は
、
国
凋
が
検
見
を
行
な
っ
た
に
枳
違
な
か
ろ
う
。
な
お

　
石
隠
田
氏
に
続
い
て
こ
の
公
畠
に
注
意
し
た
西
夏
慶
二
氏
が
こ
の
購
実
を

　
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

⑳
　
玉
滝
・
黒
田
両
軸
で
は
柚
工
に
食
を
支
給
し
た
史
料
は
な
い
が
、
大
治

　
四
・
十
二
・
三
明
法
家
勘
文
（
B
五
・
二
一
四
七
）
所
引
の
承
暦
四
年
（
一
〇
八
○
）

　
の
簗
瀬
村
費
人
請
自
判
状
に
は
、
　
「
昔
従
り
以
来
、
荒
野
を
治
隠
し
杣
工

　
の
資
粗
と
為
す
。
官
物
に
於
て
は
封
戸
に
便
補
し
、
国
庫
に
弁
済
す
。
」

　
と
あ
っ
て
、
永
長
二
年
（
一
〇
九
七
）
を
さ
か
の
ぼ
る
十
七
年
前
の
承
暦

　
閥
年
で
は
、
封
米
を
も
っ
て
杣
工
の
食
料
に
充
当
す
る
、
と
い
う
主
張
ほ

　
な
お
提
繊
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
栄
山
寺
で
は
刷
当

　
実
経
が
泓
米
　
○
○
余
罪
を
も
っ
て
、
杣
工
の
食
に
充
当
し
た
こ
と
が
承

徳
二
年
（
δ
九
八
）
八
月
＋
五
日
の
慨
文
（
詔
響
一
）
覧
え
て
い
・
・
。

　
巌
時
の
杣
工
が
食
料
の
支
給
を
強
く
希
望
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ

　
っ
て
推
測
で
き
る
。

⑧
竹
内
博
士
は
、
大
治
写
＋
二
・
三
明
法
家
附
随
（
B
五
・
二
～
鰻
七
）
に
柚
工
と

　
寄
人
と
を
別
記
し
て
い
る
こ
と
を
論
拠
と
し
て
、
荘
民
と
寄
人
を
区
別
し
、

　
杣
工
の
系
譜
を
持
ち
荘
主
の
東
大
響
に
直
膨
す
る
の
を
荘
子
と
し
、
公
郷

　
の
百
姓
で
あ
っ
て
、
「
庄
民
等
の
因
縁
と
口
入
し
、
」
「
追
従
を
成
し
」
「
庄
内

　
隣
り
出
屠
」
し
た
も
の
を
寄
人
と
し
て
い
る
。
博
士
の
見
解
は
一
応
首
肯

　
で
き
る
が
、
寄
人
を
公
民
の
系
譜
に
限
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

　
は
、
特
に
荘
民
と
区
別
の
な
い
も
の
と
解
し
て
使
用
す
る
。

⑫
　
興
福
寺
は
永
長
元
年
九
月
廿
五
臼
に
ま
た
焼
失
し
て
い
る
。

⑳
　
　
龍
働
姻
「
六
条
三
四
と
平
正
盛
」
（
聯
疑
歴
史
地
㎜
麗
』
五
五
ノ
　
二
）
。

⑭
保
安
甲
九
・
廿
二
明
法
塁
塞
勘
状
（
B
五
二
九
九
八
）
に
は
、
平
忠
盛
か
ら

　
提
出
し
た
証
文
と
し
て
、
永
長
一
　
・
十
一
・
十
一
右
弁
官
史
生
上
野
剣
元

　
立
券
状
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
永
長
　
　
・
八
・
廿
五
六
条
院
傾
濁

操
付
（
悲
ご
・
少
し
寵
述
霜
違
す
る
が
、
別
に
糎
暴
実
否
、

　
え
て
い
な
い
。

⑮
　
こ
の
時
の
荘
園
整
埋
の
宣
下
の
時
期
は
史
料
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
こ

　
こ
で
は
『
後
二
条
関
白
記
』
に
お
っ
て
五
月
廿
二
日
と
す
る
。

⑳
　
州
上
多
助
『
臼
本
工
代
社
会
史
の
研
究
』
三
六
八
～
九
八
ペ
ー
ジ
。

（
⑭
　
東
大
寺
は
こ
の
時
に
黒
星
杣
の
勅
平
入
を
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）

　
四
月
一
日
と
し
て
い
る
が
、
板
蝿
杣
の
勅
施
入
は
天
平
勝
宝
七
歳
（
七
五

　
五
）
で
あ
る
。

⑧
　
中
村
博
士
は
A
四
二
九
ペ
ー
ジ
で
こ
の
勘
注
の
結
果
を
東
大
寺
側
に
有

　
利
な
も
の
と
t
て
お
ら
れ
る
。

⑲
　
諮
文
は
抄
嵐
し
た
も
の
で
、
本
交
の
全
容
は
明
ら
か
で
な
く
、
退
慶
が

　
東
大
寿
の
権
寺
主
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
が
、
「
東
大
響
御
庄
黒
濁
・

　
玉
滝
両
庄
富
田
官
物
」
と
舞
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
棄
大
寺
所
属
と
判
定

　
し
た
。

⑳
中
村
博
士
は
A
三
七
二
ペ
ー
ジ
で
、
竹
内
博
士
は
C
二
九
一
ぺ
…
ジ
で
、

　
石
母
細
氏
は
D
二
六
ペ
ー
ジ
で
こ
の
史
料
を
8
1
用
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
郡
大
田
教
授
）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　Somafe∂杣山ahd　Manor

－　Tamatalei玉響Kuroda黒田Manor　in　the忽α伊賀Cou蹴ry

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toshihide　Akamatsu

　　Tamatalei王滝．Kuγoda黒田manors圭n　the　Iga伊賀country　of

詫he　7り4α疹東大寺　territory　haVe　a　special　h圭story．as　manors

derived　from　Soma　NI，　a．nd’　naturally　have　a　different　character

’．from　those　derived　from　cleared　or　contr’ibuted　lands：　and　a！so
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

『these　manors，　t！poh　which　the砂伽平家clan　and　other　powerfull

・clans　．　developed，　are　tke　lmportant　existence　for　our　studying

’history　of　the　formation　of　the　warrior’s　administration．　Partiy

’because　the　above－mehtioned　two　manors　left　niany　sources　’for

rstudents，　recognition　of　its　character　and　history　of　these　manors

’became．　distorted．

　　This　article　tries　to　remark　errors　in’　the　’former　studies，　con一

’sidering　that　achievement　of　the　study　on　those　two　manors　has

?ｆｆｅｃｔ　on　the　present　study　on　the　mediaeva！　history　atid　at

・once　to　consider　from　the　new　angle　those　！and1ords’　activitles

’／in　their　manors　which　were　at　the　base　of　formlng　military　admi－

nistration．　Main　historical　Sources　sKrhich　1　used　were　those　of

’the　Heian一の鰯平蒙遺文edited　by　Dr．　R．　Talleuchi　．竹内理三．

　　　　　　　On　the　Finance　of　the　Saga佐賀Clan　in　the

　　　　　　　　　　Period　of　Keiche慶長and．Genna元和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masayoshi　」6shima

　　We　caR　remark，　as　a　cause　of　extreme　financial・destitution　’in

the　early　Saga佐賀period，　a韮ittle　rate　of　its　income．　The　reason

．：is　that　the　Saga　clan　was　a　desce礁dant　of　a　warr呈ng　Daimy6’s大名

’territory　which　would　be　scarce　of　incorne，　and　that，　on　account

・，Of’@a　special　circumstaltces　followipg　to　the’　shifr　from　the　Ryntgo”］’i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　168　）


