
郡
司
制
展
開
の
諸
形
態

上

田

正

召臼

郡司舗展翻の諸形態（上田）

量
憩
馨
豊
幌
に
お
け
・
藤
壷
詮
お
い
て
、
宮
入
で
あ
・
か
つ
鑑
の
墓
者
で
あ
・
た
欝
に
は
、
律
震
楚
依
存
し
て
藩
論
加
∴

す
る
側
面
と
、
直
接
生
産
者
の
利
害
を
敏
感
に
反
映
し
在
地
農
民
と
の
密
接
な
な
ふ
れ
あ
い
を
場
と
す
る
側
薗
と
が
渦
巻
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
と
も
す
れ

ば
単
純
な
二
両
性
と
し
て
把
握
さ
れ
や
す
い
が
、
む
し
ろ
律
令
制
の
展
開
過
程
の
中
で
具
体
的
に
論
究
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
来
郡
司
韓
国
造
と
す
る

篠
熱
難
戦
”
膨
騰
遊
敵
鋸
懸
樋
馳
縣
翻
騰
獣
細
鱗
睡
輪
鰻
鍛
無
難
準
…

譜
第
郡
司
制
が
い
か
な
る
条
件
下
に
お
い
て
制
度
化
せ
し
め
ら
れ
ん
と
し
、
ま
た
そ
れ
が
私
冨
の
蓄
積
、
，
私
営
の
騰
始
を
前
提
と
す
る
新
郡
司
層
の
登
場
と
　
一

ど
の
よ
　
衡
係
に
あ
這
か
塞
ら
た
覧
塞
ん
与
る
も
の
で
あ
る
・
そ
し
て
そ
れ
ら
の
分
析
姦
し
て
・
郡
講
の
叢
篶
け
農
開
の
監
頼
…

を
明
・
か
に
・
・
至
・
た
・
の
で
あ
・
．
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
　
「
所
部
の
撫
養
・
郡
喜
の
検
察
」
に
当
り
、
マ
ッ
リ
ゴ
ト
ヒ
ト

　
　
　
一
　
郡
司
硯
究
の
問
題
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
主
政
）
は
「
郡
内
の
非
違
の
糺
判
」
に
あ
た
り
、
フ
ミ
ヒ
ト
（
主
帳
）

　
律
令
体
制
の
整
備
・
拡
充
に
と
も
な
っ
て
、
地
方
行
政
機
構
の
内

部
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
郡
司
は
、
多
　
蚕
す
る
ま
で
竜
な
く
律

令
地
方
官
人
と
し
て
、
郡
内
の
治
政
を
つ
か
さ
ど
っ
た
在
地
の
有
力

巻
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
職
員
令
」
の
令
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
オ
ホ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
（
大
領
）
・
ス
ケ
ノ
ミ
ヤ
ツ
認
（
少
領
）

は
「
文
案
の
勘
署
・
稽
失
の
検
出
∵
公
文
の
読
申
』
に
た
ず
さ
わ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
郡
司
の
下
僚
と
し
て
、
郡
書
体
・
郡
案
主
・

鐙
取
・
駈
使
。
郡
収
納
・
郡
知
事
な
ど
と
称
さ
れ
る
も
の
が
存
在
し

た
。
そ
し
て
調
庸
物
な
ど
の
領
送
に
干
与
し
（
「
賦
役
令
一
）
、
　
答
罪

の
裁
断
∴
杖
罪
以
上
の
断
定
を
行
な
っ
て
濁
に
送
付
し
、
た
（
「
獄
令
」
）
。
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「
戸
令
」
に
み
ら
れ
る
里
戸
の
法
秩
序
へ
の
隷
属
は
、
ま
さ
し
く
郡

内
検
断
の
貫
徹
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
同
時
に
郡
政
の
単
位
を
里
謡

を
通
じ
て
掌
握
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
に
つ
い
て

い
え
ば
、
郡
司
は
い
か
に
も
律
令
官
人
の
一
翼
を
に
な
う
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
郡
司
．
の
渇
感
権
は
、
郡

内
の
量
戸
に
は
な
く
、
国
司
の
詮
擬
に
よ
っ
て
式
部
省
に
申
達
さ
れ
、

権
力
に
よ
る
国
司
の
被
官
と
し
て
の
任
命
形
態
を
と
っ
て
い
た
こ
と

や
（
「
考
課
令
」
）
、
国
司
に
対
し
て
下
馬
の
礼
を
と
っ
た
こ
と
に
も
明

ら
か
で
あ
る
（
「
儀
制
令
」
）
。

　
け
れ
ど
も
、
郡
司
は
た
ん
な
る
地
方
官
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。

そ
の
選
叙
に
あ
っ
て
も
、
　
「
郡
司
に
は
並
び
に
国
造
の
性
識
、
清
廉

く
し
て
時
務
に
堪
う
る
者
を
取
り
て
大
領
・
幽
居
と
な
さ
ん
」
（
「
改

新
詔
」
）
と
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
必
須
条
件
と
は
さ
れ
な
く
な
っ
た
後

に
あ
っ
て
も
、
　
「
大
領
・
少
領
才
用
同
じ
け
れ
ば
、
先
ず
国
造
を
取

れ
」
　
（
「
黒
蝿
命
」
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
在
地
筆
勢
者
の
存
在
は
無

視
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
奈
良
・
平
安
両
時
代
の
郡

司
層
の
実
態
を
考
察
す
る
と
、
郡
内
の
私
等
蓄
積
老
や
「
当
郡
推
服
、

比
郡
知
判
者
」
が
か
な
り
進
出
し
、
直
接
生
産
者
と
の
結
合
や
共
同

体
的
諸
関
係
と
の
ふ
れ
あ
い
は
、
同
じ
地
方
官
衙
を
構
成
す
る
国
司

層
と
比
べ
て
格
段
の
差
異
が
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
律
令
支
配
層
の
立

場
よ
り
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
延
暦
五
年
六
月
越
勅
が
「
百
姓
を
撫
育

し
、
部
内
を
糺
察
す
る
こ
と
は
、
国
郡
官
司
職
掌
同
じ
な
り
」
と
い

う
よ
う
に
、
と
も
に
地
方
行
政
官
と
し
て
同
一
の
ル
ー
ト
に
つ
な
が

る
も
の
と
解
さ
れ
て
は
い
た
が
（
「
落
日
本
紀
」
）
、
　
直
接
生
産
者
の
側

よ
妙
み
れ
ば
「
当
郡
推
服
、
有
意
」
の
人
こ
そ
が
治
政
者
と
し
て
期

待
さ
れ
、
村
里
の
女
癖
と
「
芸
業
」
を
と
も
に
す
る
人
こ
そ
が
郡
司

に
笹
飴
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
に
律
令
の
規
定
に
照
し
て

み
て
も
、
国
司
櫻
と
郡
司
層
と
の
間
に
は
そ
の
と
り
扱
い
に
ひ
ら
き

が
あ
る
。
国
司
が
大
国
の
守
で
も
二
町
六
段
の
職
分
田
で
あ
っ
た
の

に
比
べ
て
大
領
は
六
町
、
少
領
は
四
町
で
あ
り
（
「
戒
心
」
）
、
国
司
が
任

期
を
有
し
交
替
を
原
剰
と
す
る
の
に
対
し
て
、
郡
司
（
大
領
・
少
領
）

は
終
身
で
あ
り
、
そ
の
初
任
に
あ
た
っ
て
も
、
大
領
は
外
従
八
位
上
、

少
領
は
外
従
八
位
下
に
叙
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
位
で

あ
っ
て
、
官
位
相
当
職
で
は
な
か
っ
た
（
「
翌
日
本
紀
」
和
銅
五
年
の
条

「
選
叙
令
」
・
「
宮
位
令
」
）
。
主
審
・
主
帳
と
も
な
る
と
、
そ
の
地
位
は

判
任
で
あ
り
、
職
分
田
二
町
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
た
え
ら
れ
な
が
ら
も

（「

V
魚
令
」
・
「
田
令
」
・
「
続
揖
本
紀
」
養
老
二
年
の
条
）
、
そ
の
初
任
の

時
に
は
叙
位
は
な
く
、
　
「
村
里
韓
了
老
」
と
の
つ
な
が
り
も
ま
た
よ
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郡司制展鮒の諸形態（上田）

り
密
接
な
竜
の
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
無
姓
・
部
姓
の
人
が
脇
明
・

主
帳
に
も
進
出
し
て
く
る
の
で
竜
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
軍
事
権
に
つ

い
て
竜
い
い
う
る
。
編
司
が
広
汎
な
軍
事
に
対
す
る
監
督
権
・
指
揮

権
を
有
し
た
の
に
対
し
て
、
郡
司
は
直
接
の
軍
事
権
を
与
え
ら
れ
て

は
お
ら
ず
（
「
軍
防
令
」
・
「
職
員
令
」
）
、
郡
司
の
子
弟
は
兵
衛
あ
る
い
は

舎
人
と
し
て
貢
進
さ
れ
、
中
に
は
軍
囲
の
覇
毅
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
軍
事
機
構
に
介
入
す
る
と
い
う
聞
接
的
な
竜
の
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
現
実
に
は
、
百
済
救
援
軍
や
壬
・
甲
の
乱
の
さ
い
に
お
け
る
国

造
な
い
し
郡
司
ク
ラ
ス
の
兵
力
を
推
定
す
る
ま
で
も
な
く
（
「
口
本
霊

異
記
」
・
「
壬
申
紀
」
）
、
藤
原
広
嗣
の
乱
に
さ
い
し
て
は
、
仲
津
擬
少
領

無
位
癬
東
人
・
下
毛
郡
多
少
傾
勇
山
亭
美
麻
呂
・
筑
波
郡
擬
少
領
外

大
初
位
上
佐
伯
豊
石
な
ど
が
、
正
規
軍
以
外
の
七
・
八
十
人
の
兵
を

率
い
て
活
躍
し
（
「
続
日
本
紀
」
天
平
＋
二
年
の
条
）
、
天
平
三
年
以
来

大
和
国
高
市
郡
郡
司
と
し
て
進
出
し
て
く
る
櫓
前
忌
寸
一
族
が
（
「
岡

上
」
宝
亀
三
年
の
条
）
、
天
平
宝
字
八
年
の
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
に
お
い
て

兵
二
百
三
十
六
人
を
率
い
て
登
場
す
る
な
ど
（
「
同
上
篇
天
平
神
護
元
年

の
条
）
、
軍
団
の
範
囲
外
に
お
い
て
・
も
農
厚
層
と
の
軍
事
的
つ
な
が
り

を
保
有
し
て
い
た
。
「
戸
令
」
に
お
い
て
郡
司
の
政
績
が
と
く
に
「
郡

境
内
の
田
疇
の
闘
脚
」
や
あ
る
い
は
「
産
業
の
脩
、
農
事
の
荒
」
に
つ

い
て
聞
わ
れ
て
い
る
の
も
、
た
ん
に
正
倉
の
充
足
・
郡
稲
の
出
挙
・

調
庸
…
物
の
領
送
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
郡
潤
ク
ラ
ス
が
、
村
里
の

共
同
体
成
員
と
深
く
ふ
れ
あ
い
、
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
と
の
聞

に
そ
の
政
績
が
具
体
的
に
接
触
し
て
い
た
こ
と
に
も
と
つ
く
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
律
令
体
制
の
確
立
期
に
誕
生
し
た
郡
司
の
職
能
に
は
、
律
令
地
方

官
人
と
し
て
の
側
瀬
が
む
き
だ
し
に
濃
厚
で
あ
る
が
、
と
同
時
に
、

あ
ら
た
な
生
産
関
係
の
蹴
出
に
よ
っ
て
、
変
貌
し
て
く
る
律
令
権
力

の
動
揺
の
中
で
、
そ
の
構
成
内
容
が
変
化
し
、
あ
ら
た
な
郡
司
層
が

村
箆
の
内
部
よ
り
拾
頭
し
て
く
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
在
地
土

豪
と
し
て
の
独
自
の
役
割
を
に
な
っ
た
こ
と
を
軽
視
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
か
つ
て
郡
司
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
「
守
瞬
性
」

な
い
し
「
非
律
令
的
性
格
」
が
指
摘
さ
れ
、
逆
に
そ
の
階
級
的
支
配

者
層
と
し
て
の
掌
握
の
必
要
性
が
反
論
と
し
て
提
起
さ
れ
た
こ
と
が

　
　
　
①

あ
っ
た
が
、
そ
の
論
争
を
よ
り
発
展
的
に
止
揚
し
て
ゆ
く
た
め
に
も
、

そ
れ
を
単
純
に
「
律
令
的
、
非
律
令
約
」
と
評
価
す
る
前
に
、
八
・

九
世
紀
に
お
け
る
郡
司
綱
な
い
し
郡
司
の
実
態
と
動
向
か
ら
、
こ
れ

を
具
体
的
に
位
催
づ
け
て
み
る
宅
と
が
必
要
で
あ
る
。
律
令
支
配
者

層
の
郷
戸
戸
支
配
の
音
μ
図
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
郡
司
は
ま
た
、
律
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令
体
制
の
動
揺
と
と
も
に
、
そ
の
構
成
に
お
い
て
変
貌
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
。
郡
罰
設
蹟
の
政
治
的
目
的
が
い
っ
た
い
な
ん
で
あ
っ
た
か
。

郡
司
制
施
行
後
、
郡
司
の
「
偏
党
」
や
「
争
訟
之
源
」
が
阻
止
で
き

ず
、
天
平
・
延
暦
・
弘
仁
年
間
に
た
び
た
び
強
調
さ
れ
る
譜
第
性
の

要
請
が
、
い
っ
た
い
な
に
に
よ
っ
て
必
要
と
な
っ
た
の
か
。
そ
し
て

律
令
体
験
の
解
体
状
況
に
お
い
て
郡
司
は
い
か
な
る
職
能
と
役
割
を

は
た
し
、
ま
た
直
接
生
産
者
と
の
つ
な
が
り
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
の
複
雑
な
様
相
を
呉
体
的
に
歴
史
を
開
拓
し
て
い
っ
た
者
の
側
か

ら
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
と
よ
り
令
綱
に
み

ら
れ
る
郡
司
の
位
置
と
内
容
は
、
生
産
諸
条
件
の
変
化
と
支
配
機
構

に
内
在
す
る
矛
盾
の
顕
在
化
に
よ
っ
て
大
き
く
ゆ
れ
動
い
て
ゆ
く
。

そ
れ
は
律
令
・
格
式
の
法
文
や
制
度
の
変
遷
だ
け
か
ら
は
明
ら
か
に

は
し
が
た
い
。
郡
司
の
捌
度
史
的
研
究
は
、
け
っ
し
て
無
意
味
で
は

な
い
が
、
律
令
支
配
者
の
意
図
す
る
「
あ
る
べ
き
姿
」
へ
の
期
待
と

　
「
歩
い
た
姿
・
あ
り
え
た
姿
」
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
他
方

郡
司
暦
の
私
富
の
蓄
積
－
富
豪
閣
と
し
て
の
あ
ら
た
な
側
面
も
、
権

力
の
動
揺
、
そ
の
中
で
の
地
方
官
人
と
し
て
の
職
能
や
役
割
と
け
っ

し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
郡
司
が
つ
ね
に
共
同
体
成
員
の
擁
護

者
と
し
て
の
み
登
場
し
え
な
い
所
以
の
も
の
も
、
官
人
的
側
面
と
土

豪
的
側
面
と
の
矛
盾
を
郡
司
じ
た
い
が
内
包
し
て
い
た
こ
と
に
起
因

す
る
。
郡
司
の
調
庸
代
輸
や
貧
民
田
富
を
て
ば
な
し
で
民
衆
の
側
に

た
つ
竜
の
と
評
価
で
き
ぬ
の
も
、
郡
司
・
農
民
の
闘
争
を
限
界
づ
き

で
意
義
づ
け
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
最
近
に
お
け
る
郡
司
研
究
の
多
く
は
、
綱
度
史
的
研
究
か
ら
郡
司

の
実
態
に
迫
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
富
豪
層
と
し
て
の
郡
司
層
の
動

向
に
注
目
し
て
、
そ
の
視
角
か
ら
論
究
を
進
め
た
亀
の
が
大
半
を
し

め
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
両
者
を
統
一
的
に
把
握
し
、
制
度
を
鰯

度
た
ら
し
め
た
も
の
は
な
に
か
と
い
う
共
通
の
視
角
よ
り
郡
司
層
の

構
成
と
職
能
の
交
替
・
変
化
を
明
確
に
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
郡
司
任
用
に
み
ら
れ
る
譜
第
性
を
大
化
前
代
の
国
造
と
し
て
の

伝
統
に
由
来
す
る
と
誤
認
し
た
り
、
あ
る
い
は
郡
司
の
在
地
族
長
と

し
て
の
側
面
を
強
く
主
張
す
る
た
め
に
、
郡
司
に
み
ら
れ
る
新
旧
の

交
替
・
盛
衰
を
軽
視
す
る
こ
と
は
早
急
に
是
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

考
え
る
。
こ
の
小
論
は
そ
の
解
決
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
問
題
提
起
に

す
ぎ
な
い
。
筆
者
の
意
図
が
な
ん
ら
か
の
点
で
今
後
の
郡
司
研
究
に

役
立
つ
と
す
る
な
ら
ば
望
外
の
し
あ
わ
せ
で
あ
る
。
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稀司制展薦の譜形懲（上lu）

2
　
三
三
の
成
立

　
郡
司
制
の
戒
立
期
に
つ
い
て
は
、
最
近
注
号
す
べ
き
い
く
つ
か
の

論
稿
が
公
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
情
に
つ
い
て
も
か
な
り
の
点
が

明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
論
者
の
児
解
は
必
ず
し
屯
一
致

し
て
は
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
成
立
期
に
つ
い
て
も
網
反
す
る
論
説

が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
便
宜
整
理
し
要
約
す
る
と
お
よ
そ
次

の
如
く
に
な
る
。
ま
ず
第
一
の
見
解
は
、
大
化
二
年
正
月
の
改
新
第

二
詔
に
み
ら
れ
る
郡
司
条
項
を
ほ
ぼ
是
認
す
る
立
場
で
あ
り
、
　
「
郡

の
官
制
は
大
化
二
年
に
定
め
ら
れ
た
と
し
て
決
し
て
解
し
難
い
屯
の

　
　
　
　
　
　
　
②

と
は
思
は
れ
な
い
」
と
す
る
坂
本
博
士
説
の
発
展
的
継
承
に
つ
な
が

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
大
化
・
大
宝
年
強
の
金
石

文
・
古
文
書
類
に
み
ら
れ
る
鞍
櫃
使
用
例
よ
り
す
る
疑
問
が
井
上
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

士
の
新
解
釈
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
が
、
最
近
客
意
が
あ
ら
た
な
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

理
訳
名
慣
づ
け
を
試
み
ら
れ
、
干
鯛
細
字
使
用
問
題
に
つ
い
て
は

「
改
新
の
詔
の
郡
系
統
の
文
字
は
、
も
と
か
ら
郡
系
統
の
文
字
だ
っ

た
の
で
あ
り
、
郡
制
は
大
化
二
年
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど

竜
、
い
ろ
い
ろ
の
困
難
が
あ
っ
て
容
易
に
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
ま
た
新
置
の
コ
ホ
リ
だ
け
に
郡
綱
を
適
零
す
る
わ
け
に
類

い
か
な
か
っ
た
の
で
、
新
鷺
の
コ
ホ
リ
に
は
便
宜
の
措
置
と
し
て
、

評
と
い
う
い
わ
ば
仮
り
の
制
度
を
布
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ

た
。
そ
し
て
国
造
鰯
の
コ
ホ
リ
は
、
「
お
そ
ら
く
浄
御
原
論
の
施
行
と

と
も
に
黒
影
に
移
行
し
た
が
」
新
葉
の
コ
ホ
リ
は
「
文
武
朝
ま
で
評

の
ま
ま
存
続
し
、
大
宝
令
施
行
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
少
し
ま
え
に
郡

制
に
移
行
し
た
」
と
解
す
る
。
こ
の
見
地
と
同
じ
立
論
の
根
拠
に
た

っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
磯
貝
氏
の
論
説
も
ま
た
「
改
新
の
詔
は
旧

制
国
造
の
新
覇
蕃
土
へ
の
転
換
規
定
で
あ
り
」
、
刑
の
規
定
に
よ
っ

て
「
新
郡
の
分
離
独
立
と
郡
領
任
命
」
と
が
な
さ
れ
た
と
す
る
施
行

上
の
工
段
階
説
を
と
る
も
の
で
あ
っ
て
改
新
認
を
肯
定
す
る
立
場
を

　
⑤

と
る
。

　
こ
れ
ら
の
説
が
ほ
ぼ
改
新
詔
を
起
点
と
す
る
立
場
に
た
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
改
新
詔
の
信
懸
性
を
論
ず
る
第
二
の
見
解

　
　
　
⑥

が
あ
る
。
こ
の
見
解
と
い
え
ど
も
、
改
新
認
の
原
文
そ
の
も
の
を
否

定
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
改
新
第
二
詔
の
郡
字
に
つ
い
て
後
代
の

修
飾
を
認
め
る
点
で
、
前
者
と
は
異
な
っ
た
理
解
を
示
す
。
す
な
わ

ち
前
に
も
若
干
触
れ
た
井
上
説
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
金
石
文
・
古
文

書
類
の
二
字
系
統
史
料
に
注
回
し
、
改
新
詔
に
み
ら
れ
る
新
字
関
係

用
語
は
、
浄
御
原
令
ま
た
は
大
宝
令
の
導
引
L
叉
に
よ
る
修
辞
で
あ
る
こ
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⑦

と
を
論
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
大
化
五
年
の
こ
ろ
に
評
の
制
が
実
施
さ

れ
、
そ
れ
ま
で
は
旧
来
の
国
造
が
地
方
官
的
な
竜
の
と
し
て
存
続
し
、

評
欄
よ
り
郡
制
へ
と
変
貌
し
た
こ
と
を
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
改
新
詔
を
は
じ
め
と
す
る
「
書
紀
」
関
係
記
事
・
金
石
文
・
「
急
冷
本

紀
」
・
「
皇
太
神
宮
儀
式
帳
」
・
「
常
陸
国
風
土
記
」
・
な
ど
に
よ
る
難
字
・

郡
字
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
改
新
詔
の
信
懸
性
に
関
す
る
論
議
と
し

て
発
展
し
、
か
つ
郡
綱
成
立
期
の
理
解
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
論

争
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
両
老
の
見
解
に
共
通
す
る
点
も
な
く
は
な

い
。
つ
ま
り
①
改
新
詔
の
郡
字
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
食
い
違
い
が
あ
る
が
、
評
の
制
が
大
化
五
年
の
こ
ろ
よ
り
採

用
さ
れ
た
と
す
る
点
（
但
し
関
説
で
は
新
置
の
コ
ホ
リ
に
つ
い
て
大
化
五

年
の
こ
ろ
評
と
な
り
、
．
国
造
系
の
コ
ホ
リ
は
天
武
五
年
の
こ
ろ
評
と
な
り
、
浄

御
盛
令
施
行
段
階
で
郡
と
な
る
と
解
す
る
）
②
浄
御
三
令
施
行
に
よ
っ
て

郡
制
に
移
行
し
た
と
す
る
点
く
但
し
関
説
で
は
新
和
の
コ
ホ
リ
に
つ
い
て

も
そ
の
可
能
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
言
置
の
コ
ホ
リ
は
文
武
天
皇
二
年
に
郡

制
に
移
行
し
た
と
さ
れ
る
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
だ
が
、
　
こ
の
両
者
の
見

解
に
は
な
お
疑
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
第
一
は
、
改
新
第

二
詔
の
い
わ
ゆ
る
盃
事
は
、
「
四
十
里
を
以
っ
て
大
州
と
為
し
、
三
十

里
以
下
四
里
以
上
を
中
郡
と
為
し
、
三
里
を
小
郡
と
為
す
」
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
凡
項
は
、
里
の
施
行
を
前
提
と
す
る
郡
編
成
で
あ
る

こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
の
大
小
の
等
級
が
地
方
行
政
区
劃
で
な

　
　
　
　
③

い
に
し
て
も
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
意
味
で
細
論
を
前
提
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
最
近
の
里
の
施
行
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
て
の
論
証
に
照
し
て
も
、
璽
制
が
実
質
的
意
味
を
お
び
て
く
る
の

は
天
魚
蝋
の
庚
午
年
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
な
ん
ら
実
施

を
み
’
な
い
里
の
規
定
が
た
だ
観
念
的
に
設
け
ら
れ
た
と
み
る
の
は
、

あ
ま
り
に
も
机
上
の
プ
ラ
ン
に
す
ぎ
る
。
し
か
も
わ
が
国
の
里
の
単

位
が
唐
心
と
も
異
な
る
独
自
の
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
こ
と

は
た
ん
な
る
模
倣
と
し
て
は
す
ま
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
二
は

改
新
第
二
詔
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
「
郡
司
に
は
並
び
に
国
造
の
性
識
、

清
廉
に
し
て
時
務
に
堪
う
る
者
を
取
り
て
、
大
領
・
少
領
と
為
さ
ん
」
、

と
あ
り
、
　
「
底
面
令
」
と
は
異
な
っ
て
郡
司
に
は
團
看
た
る
こ
と
が

必
須
条
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
も
し
こ
の
規
定

が
実
質
酌
意
味
を
も
つ
と
す
る
な
ら
、
言
置
の
コ
ホ
リ
に
つ
い
て
竜

そ
の
関
係
者
は
国
造
幽
自
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る

に
厳
島
郡
に
お
い
て
は
中
臣
母
子
・
中
臣
都
兎
子
等
で
あ
り
、
信
太

郡
に
お
い
て
は
、
物
部
河
内
・
物
部
会
津
等
で
あ
り
、
さ
ら
に
石
城

郡
に
お
い
て
は
部
志
許
赤
墨
で
あ
っ
て
（
「
常
陵
国
風
土
記
」
）
、
　
い
ず
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れ
も
国
造
氏
の
出
自
で
は
な
い
。
し
か
竜
香
雲
郡
の
如
き
は
神
郡
で

　
　
あ
っ
て
、
郡
領
の
連
任
を
認
め
ら
れ
、
古
代
祭
祀
圏
に
あ
っ
て
も
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
視
さ
れ
た
伝
統
性
の
強
い
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
合
理
的
に

　
　
説
明
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
は
新
鐙
の
コ
ホ
リ
で
あ
っ
て
仮
り
の
制

　
　
が
採
用
さ
れ
た
と
し
た
り
、
改
新
詔
と
は
別
の
規
定
が
あ
っ
た
た
め

　
　
・
に
可
能
と
な
っ
た
と
す
る
推
論
が
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は

　
　
な
お
確
た
る
論
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
第
三

　
　
は
、
や
は
り
改
新
第
二
詔
の
「
託
言
聡
敏
、
書
雫
に
工
な
る
者
を
主

　
　
政
・
主
帳
と
為
す
」
と
い
う
記
述
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

　
　
「
蚕
齢
・
郡
大
領
・
郡
少
（
小
）
領
」
の
官
職
名
は
、
後
世
の
潤
色
が
皆

　
　
無
で
な
い
「
壬
申
紀
」
の
高
市
郡
大
領
を
除
け
ば
、
「
持
統
六
年
紀
」

　
　
の
相
模
国
御
浦
郡
少
領
、
　
「
同
八
年
紀
」
の
認
文
や
河
内
国
論
荒
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
大
領
・
読
書
な
ど
と
浄
御
原
令
施
行
後
に
散
見
す
る
。
し
か
し
主
政
・

的
主
峯
に
関
し
て
は
・
そ
の
記
載
例
は
見
当
ら
な
い
・
そ
の
確
実
な
記

α
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
載
例
は
、
大
宝
令
以
後
で
あ
っ
て
、
し
か
も
職
員
機
構
へ
の
位
麗
づ

態
師
け
は
大
甕
露
な
っ
て
明
確
と
な
る
。
そ
し
て
改
新
詔
の
主
整
帳

肋
条
文
は
大
宝
の
選
叙
令
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
・

徽
　
こ
れ
ら
の
疑
点
は
・
改
新
詔
の
凡
を
起
字
と
す
る
郡
条
鞭
つ
い

綱
て
の
驚
雀
笑
き
く
関
係
し
て
く
る
が
・
井
上
説
の
よ
う
に
用
字

の
み
の
修
飾
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
関
説
の
よ
う
に
評
の
鰯
を
新
置

の
コ
ホ
リ
に
つ
い
て
の
み
解
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
に
も
つ
な
が
る
。

用
語
の
修
辞
が
関
係
実
着
の
み
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
、
前
述
の

三
点
よ
り
い
っ
て
納
得
し
が
た
い
し
、
ま
た
評
の
欄
が
、
仮
り
に
新

誌
の
コ
ホ
リ
の
み
に
採
用
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
、
那
須
国
造
の
コ
ホ

リ
の
国
造
那
須
直
牽
提
が
評
督
に
持
統
一
二
年
の
さ
い
任
命
さ
れ
た
所

以
の
も
の
も
（
「
那
須
園
造
碑
」
）
理
解
し
が
た
く
な
る
。
国
造
の
コ
ホ

リ
に
つ
い
て
も
、
な
ぜ
評
↓
郡
と
い
う
複
雑
な
用
字
変
遷
を
と
ら
ざ

る
を
え
な
い
の
か
。
そ
の
点
が
不
明
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
虚
心

に
そ
れ
ら
の
事
実
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、
次
の
点
が
帰
納
さ
れ
て

く
る
。

　
①
金
石
文
・
古
文
献
に
よ
れ
ば
、
大
化
五
年
の
こ
ろ
か
ら
、
評
の

制
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
関
係
地
域
は
、
大
和
（
高
霧
詐
．
志
貴
評
一
「
和

蓮
部
氏
系
図
」
・
「
金
醐
場
陀
羅
尼
経
巻
一
蹴
語
」
）
・
伊
勢
（
度
会
評
・
多
気

・
評
・
飯
野
評
1
1
「
皇
太
難
宮
儀
式
帳
し
）
　
・
吉
備
（
笠
評
1
1
旧
法
隆
寺
金
銅
観

音
像
菩
薩
造
前
出
）
・
筑
紫
（
糟
屋
詐
闘
妙
心
臓
鐘
銘
）
・
東
国
（
石
城
評
．

那
須
評
u
「
常
城
濁
風
土
記
」
・
那
須
図
造
碑
）
な
ど
の
よ
う
に
古
代
国

家
の
行
財
政
・
祭
祀
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
つ
地
帯
に
部
分
的
に

実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
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②
評
の
制
は
新
麗
の
コ
ホ
リ
関
係
に
多
い
が
、
函
造
那
須
直
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
国
造
の
認
ホ
リ
に
竜
採
田
川
さ
れ
て
お
り
、
新
し
い
領

域
の
分
割
に
あ
た
っ
て
は
、
国
造
以
外
の
関
係
者
が
、
在
地
「
有
労
」

　
　
⑭

の
人
と
し
て
登
場
し
て
く
る
場
金
が
多
い
け
れ
ど
も
、
茨
城
国
造
壬

生
連
・
那
珂
国
造
壬
生
盧
等
の
如
く
に
関
係
を
も
つ
亀
の
も
あ
る
こ

と
（
讐
常
陸
国
風
土
記
」
）
。

　
⑧
持
統
六
年
以
降
明
確
に
郡
大
領
・
少
（
小
）
領
の
記
事
が
散
兇
し
、

飛
鳥
浄
御
原
令
施
行
以
後
、
か
夢
に
採
m
細
さ
れ
て
い
た
評
の
制
は
、

次
第
に
発
起
に
き
り
か
え
ら
れ
、
大
宝
令
に
い
た
っ
て
郡
司
四
等
官

捌
の
確
立
を
み
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

　
以
上
の
点
は
、
郡
司
綱
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
推

定
を
可
能
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
大
化
五
年
以
降
、
従
来
の
国
造
に

よ
る
地
方
行
政
を
あ
ら
た
に
編
成
強
化
す
る
準
備
段
階
と
し
て
、
ク

ニ
の
分
割
・
新
澄
・
再
編
が
部
分
的
に
試
行
さ
れ
、
庚
午
年
籍
に
よ

㌦
る
墨
書
の
編
成
が
可
能
と
な
る
に
及
ん
で
、
飛
鳥
浄
磯
原
令
の
段
階

で
至
要
が
採
用
さ
れ
、
　
一
部
に
評
制
の
残
存
す
る
地
域
も
あ
っ
た
が
、

大
宝
令
施
行
を
ま
っ
て
郡
司
制
が
実
質
的
に
確
立
し
た
と
す
る
見
通

し
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
華
墨
が
庚
午
年
以
降
天
武
・
持

統
朝
の
段
階
で
よ
夢
貫
徹
さ
れ
た
こ
と
、
境
界
を
そ
な
え
た
国
の
単

位
の
確
定
・
四
方
購
な
い
し
四
畿
内
の
定
着
な
ど
が
天
武
・
持
統
朝

で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
一
国
一
員
の
新
国
造
綱
が
天
武
将
よ
り
採
用

さ
れ
た
こ
と
、
国
造
が
一
定
の
序
列
を
竜
っ
て
関
係
詔
勅
に
み
え
る

の
は
天
智
朝
ま
で
で
あ
る
こ
と
、
　
「
神
郡
」
・
「
二
神
郡
」
芸
事
が
明

・
白
に
確
め
ら
れ
る
時
期
が
や
は
り
「
持
統
六
年
紀
」
以
後
で
あ
る
こ

と
等
々
に
よ
っ
て
竜
傍
証
さ
れ
う
る
。

3
　
轟
司
と
国
造

　
竜
と
よ
り
前
節
に
述
べ
た
郡
湖
の
成
立
過
程
は
、
今
後
な
お
多
角

的
に
追
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
あ
え
て
改
新
第
二
詔
郡
条
項
を
離

れ
て
論
述
を
進
め
た
の
も
、
そ
の
信
愚
性
に
つ
い
て
多
く
の
問
題
が

内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
し
、
以
下
に
述
べ
る
郡
司

と
国
造
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
な
お
吟
味
を
要
す
る
点
が
あ
る
と
思

う
が
故
で
あ
る
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
竜
多
く
の
論
者
が
ふ
れ
ら
れ

た
よ
う
に
、
大
宝
令
条
文
と
改
新
第
二
詔
と
の
間
に
は
次
の
よ
う
な

相
違
が
あ
る
。
①
郡
の
等
級
・
里
数
に
つ
い
て
改
新
認
が
三
等
を
と

り
、
四
十
里
－
三
里
を
内
容
と
す
る
の
に
対
し
て
、
大
宝
令
は
五
等

を
と
り
、
二
十
釜
…
二
里
を
内
容
と
す
る
こ
と
。
②
改
新
認
で
は
郡

司
の
選
叙
は
、
国
造
を
必
須
条
件
と
す
る
の
に
対
し
て
、
大
宝
令
は
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才
用
同
じ
き
時
の
優
先
条
件
と
す
る
こ
と
。
③
改
新
詔
に
い
う
国
造

は
、
大
宝
令
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
新
国
造
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
⑪

こ
と
な
ど
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
改
新
詔
の
主
命
・
面
影
部
分
を
除

く
大
半
は
、
単
純
に
大
宝
令
の
転
写
な
い
し
潤
色
と
す
る
説
は
な
り

た
た
な
く
な
る
。
む
し
ろ
大
宝
令
以
前
に
お
け
る
郡
制
の
方
向
が
次

第
に
確
立
し
つ
つ
あ
る
段
階
の
投
影
と
み
る
方
が
適
当
で
あ
る
。
そ

の
さ
い
参
照
さ
れ
る
の
は
改
新
詔
に
つ
い
て
、
田
積
・
田
租
の
部
分

に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
飛
鳥
浄
御
原
令
の
文
の
転
写
と
す
る
説
が
次

第
に
有
力
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
塁
制
の
発
展
過
程
か
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

そ
の
こ
と
が
た
し
か
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
事
実
で
あ
る
。
い
ま
か
り
に

改
新
詔
郡
条
項
の
大
半
が
飛
鳥
浄
御
婆
令
文
の
投
影
と
す
る
立
場
を

と
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
注
蔑
す
べ
き
施
策
方
針
が

湯
取
さ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
飛
鳥
浄
御
亀
令
の
段
階
で
は
、
郡
罰

の
選
挙
に
あ
た
っ
て
国
造
を
必
須
と
し
た
の
に
対
し
て
、
大
宝
令
は

こ
れ
を
否
定
し
、
む
し
ろ
才
網
を
中
心
と
す
る
方
向
に
き
り
か
え
て

い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
大
宝
令
に
お
い
て
国
造
の
地
位
が
い
か
に
も

低
下
し
て
い
る
こ
と
は
、
誰
も
が
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
　
「
天
武
天
皇
五
年
紀
」
の
大
解
除
欄
物
記
事
と
「
神
祇
令
」

条
文
と
の
間
に
濁
そ
う
し
た
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。
①
天
武
五
年
の
段

階
で
は
国
別
国
造
↓
郡
報
．
↓
毎
戸
と
い
う
順
序
で
記
載
さ
れ
て
い
る

の
に
、
神
祇
令
の
段
階
で
は
毎
郡
↓
戸
別
↓
・
国
造
と
記
述
さ
れ
て
お

り
、
②
天
武
五
年
の
そ
れ
で
は
国
造
の
祓
柱
と
し
て
馬
一
匹
・
布
一

常
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
駈
落
令
に
は
布
平
常
が
な
い
。
こ
の
こ

と
は
た
ん
な
る
偶
然
の
所
産
と
い
う
よ
り
は
、
大
宝
令
施
行
以
後
の

郡
司
制
確
立
の
中
で
、
国
造
の
職
能
が
よ
り
石
亀
的
な
屯
の
へ
と
移

行
し
、
か
つ
行
政
上
低
下
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
状
況
を
示
す
も
の
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
ら
に
大
宝
令
に
よ
れ
ば
郡
司
の
選
叙
は
「
留

用
岡
じ
き
時
は
先
ず
国
造
を
取
れ
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る

が
、
じ
っ
さ
い
に
は
国
造
を
郡
司
に
任
用
し
た
例
は
き
わ
め
て
限
ら

れ
て
お
り
、
新
国
造
が
斎
王
を
兼
帯
し
た
例
は
、
意
宇
郡
な
ど
に
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ら
れ
、
神
主
兼
帯
の
例
は
宗
像
郡
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は

神
郡
の
一
部
に
の
み
・
検
出
　
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
大
宝
元
年
よ
り
延

暦
十
三
年
ま
で
の
郡
司
関
係
者
の
氏
姓
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
竜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
し
か
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
領
の
姓
は
そ
の
留
意
す
べ
き

も
の
に
つ
い
て
み
る
と
、
震
（
！
8
）
・
臣
（
1
1
）
・
直
（
！
5
）
・
部
首

（
2
）
・
部
（
4
）
・
忌
寸
（
5
）
・
勝
（
3
）
・
無
姓
（
1
0
）
で
あ
り
、

少
領
の
姓
は
そ
の
注
議
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
み
る
と
、
翼
（
7
）
・

匝
（
！
3
）
・
直
（
1
3
）
・
造
（
2
）
・
首
（
1
）
・
部
姓
（
5
）
・
忌
寸9 （177）



（
7
）
・
勝
（
3
）
・
無
異
（
1
0
）
で
あ
る
。
竜
ち
う
ん
姓
じ
た
い
が

こ
の
段
階
で
は
変
化
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
論
ず
る

こ
と
は
尚
早
で
あ
る
が
、
購
姓
の
な
が
れ
を
う
け
つ
ぐ
竜
の
の
中
で
、

大
化
前
代
の
麺
黒
氏
に
み
ら
れ
る
鴛
・
直
・
臣
事
の
も
の
は
全
体
に

比
較
し
て
少
な
く
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
中
で
、
国
造
氏
に
つ
な
が
る

老
．
は
、
紀
直
・
宗
像
君
・
軽
震
臣
・
凡
儘
な
ど
と
き
わ
め
て
隈
ら
れ

て
く
る
。
　
「
夏
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
に
み
え
る
美
濃
方
県
郡
少
領
国

造
雄
万
の
例
な
ど
も
、
天
平
二
十
年
の
海
上
国
造
の
如
く
（
「
業
転
日
奉

部
立
護
解
」
）
、
職
名
と
い
う
よ
り
は
氏
姓
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
す
ら
も
そ
の
例
証
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
有
名
な
「
筑

前
国
戸
籍
」
に
み
え
る
嶋
郡
郡
大
領
肥
君
裏
手
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、

筑
紫
の
懸
造
は
本
来
筑
紫
君
で
あ
っ
て
、
（
「
継
体
天
皇
紀
」
．
「
筑
後
園

風
土
記
」
逸
交
）
肥
君
は
、
む
し
ろ
本
来
肥
国
を
本
居
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
後
に
筑
紫
君
と
火
中
君
と
が
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、

（「

K
艶
本
記
」
）
、
「
筑
紫
町
君
」
と
し
て
（
「
欽
明
天
皇
紀
扁
）
筑
前
地
方

に
お
い
て
竜
有
事
者
と
し
て
登
場
し
て
き
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
そ
の
点
で
逆
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
郡
の
大
領
・
少
領
は
旧
国

造
茂
と
は
別
に
任
用
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
中
に
は
、
部
姓
・

無
姓
の
屯
の
が
あ
り
、
し
か
も
蔵
埴
忌
寸
．
二
野
忌
寸
・
難
波
忌
寸
・

秦
勝
な
ど
帰
化
系
氏
族
の
進
出
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事

実
は
、
従
来
多
く
の
人
々
が
郡
司
一
国
造
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た

点
へ
の
再
考
を
促
す
。
た
と
え
ば
石
母
田
正
氏
の
す
ぐ
れ
た
郡
司
に

つ
い
て
の
論
究
に
お
い
て
す
ら
、
　
「
郡
司
お
よ
び
そ
の
前
身
と
し
て

の
国
造
の
族
長
的
性
格
は
大
化
前
代
か
ら
一
貫
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
」
と
か
「
郡
司
は
土
着
の
譜
代
の
豪
族
一
国
造
が
任
命
さ
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
原
則
で
あ
っ
た
し
と
す
る
見
解
が
無
媒
介
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
屯
大
宝
令
以
降
に
つ
い
て
は
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
あ
て
は

ま
ら
ず
、
実
態
と
も
梢
介
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
大
宝

令
の
原
則
は
、
郡
司
を
外
位
制
に
位
縫
づ
け
、
兵
衛
・
国
学
・
采
女

な
ど
へ
の
貢
進
・
進
位
を
通
じ
て
、
あ
ら
た
な
地
方
官
人
綴
織
を
編

成
し
、
在
地
の
里
戸
支
配
を
権
力
の
ル
ー
ト
に
お
い
て
把
握
せ
ん
と

す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
改
新
詔
に
い
わ
ゆ
る
国
造
を
必
須
と
す
る

郡
司
任
網
の
段
階
が
い
っ
か
と
い
う
こ
と
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
。
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
書
紀
」
以
外
の
古
文
献
や
金
石
文
の
物
語
る

と
こ
ろ
で
は
、
ク
ニ
の
分
割
に
千
与
・
し
、
そ
の
治
政
に
あ
っ
か
る
も
の

と
し
て
は
、
大
化
五
年
ご
ろ
以
降
国
造
以
外
の
も
の
が
部
分
的
に
起
．

用
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
　
「
類
聚
国
史
」
延
暦
十
七
年
　
二
月
の
詔
に
い
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う
「
有
労
を
撰
ん
で
郡
領
に
補
…
す
」
傾
向
の
繭
玉
は
、
そ
の
段
階
よ

り
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
す
れ
ば
、
天
武
闘

に
お
け
る
一
国
一
員
の
新
国
造
の
設
・
定
時
期
・
飛
鳥
浄
御
備
蓄
段
階

に
お
い
て
こ
そ
、
郡
制
移
行
の
具
体
的
着
手
が
な
さ
れ
た
時
で
あ
り
、

そ
の
時
期
に
、
国
造
よ
り
の
郡
司
捕
任
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
那
須
国
造
が
コ
ホ
リ
の
カ
ミ
と
な
り
、

国
造
氏
よ
り
選
叙
さ
れ
た
の
で
も
あ
る
と
い
え
は
し
な
い
か
。
持
統

六
年
の
相
模
国
御
浦
郡
少
領
、
持
統
八
年
の
河
内
国
更
荒
郡
大
領
少

領
に
つ
い
て
は
、
闘
名
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
国
造
氏
出
自
の
も
の

か
ど
う
か
は
確
め
が
た
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
も
、
国
造
氏
関
係

で
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
改
新
詔
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
天

武
・
持
統
朝
の
諸
政
策
に
ふ
さ
わ
し
く
、
立
郡
以
来
の
有
労
者
の
立

場
を
改
良
せ
ん
と
し
、
国
造
制
を
郡
澗
糊
に
移
行
せ
し
め
て
ゆ
く
方

途
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
宝
令
は
そ
れ
を
否
定

し
て
、
盲
嚢
を
重
視
す
る
官
人
体
制
へ
立
ち
返
ら
ん
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
大
宝
令
施
行
の
前
段
階
に
お
い
て
郡
司
の
心

心
に
「
偏
党
」
あ
る
を
戒
め
た
り
す
る
の
で
も
あ
る
（
「
続
臼
本
紀
」
文

武
二
年
の
条
）
Q

　
こ
こ
で
な
お
補
足
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

新
旧
国
造
の
相
違
す
る
と
こ
ろ
に
関
す
る
想
定
で
あ
る
。
天
武
朝
よ

り
設
綴
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
新
国
造
は
、
①
一
国
一
員
で
あ
り
、
必

ず
し
も
旧
国
造
の
如
く
倭
直
・
葛
城
直
な
ど
と
い
う
よ
う
な
複
数
の

存
命
で
は
な
い
こ
と
。
②
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
国
造
氏
よ
り
選
ば
れ

て
、
郡
毎
に
設
け
ら
れ
た
六
町
の
国
造
田
を
賜
与
さ
れ
、
他
は
閾
国

造
田
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
必
ず
し
も
新
国
造
は
圃
定
的
で
は
な
く
、

ま
た
特
定
の
個
人
に
よ
る
世
襲
で
も
な
く
、
国
造
氏
内
の
移
動
性
に

と
む
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
③
そ
れ
は
必
ず
し
も
世
襲

で
は
な
く
、
あ
ら
た
め
て
補
任
の
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

職
能
は
主
と
し
て
祭
紀
に
関
す
る
も
の
が
主
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

こ
と
な
ど
で
あ
る
。
一
国
一
員
の
国
造
の
施
行
期
あ
る
い
は
内
容
に

つ
い
て
は
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
の
祭
祀
諏
に
つ
い
て
は
別
に
論
究
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ

で
は
と
く
に
、
新
国
造
に
み
ら
れ
る
移
動
性
と
任
命
性
に
つ
い
て
言

及
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
郡
司
と
新
国
造
と
の
関
係
を
児
定
め
る

う
え
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
国
造
田
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い

ろ
な
見
解
が
だ
さ
れ
て
い
る
が
、
「
選
埴
輪
集
解
」
の
古
記
の
説
で
わ

た
く
し
が
も
っ
と
も
注
臼
す
る
の
は
、
国
造
を
本
郡
以
外
の
郡
に
も

「
任
意
補
任
」
し
う
る
か
を
問
題
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
に
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は
「
問
、
不
レ
在
昌
父
祖
所
レ
任
之
郡
一
若
為
任
意
補
任
」
ど
す
る
の
に

「
答
、
国
造
者
濁
之
学
長
、
適
任
二
国
司
｛
郡
別
儀
篇
国
造
田
輔
所
以
任
意

補
充
耳
し
と
託
畏
し
て
い
る
。
「
適
任
二
国
司
欄
」
は
も
っ
と
も
難
解
な

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
「
一
国
之
内
本
革
が
「
父
祖
所
出
之

郡
篇
以
外
に
竜
任
意
補
任
し
う
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
蟻
掛
は
他

郡
へ
も
移
動
し
て
郡
司
補
任
し
う
る
場
合
が
可
能
性
ど
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
郡
別
国
造
田
が
、
見
任
国
造
田
～

閾
国
造
灘
と
し
て
変
化
し
う
る
前
提
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
恥
こ
う
し
薪
圏
造
の
森
以
外
へ
・
の
移
動
性
と
謹
ん
で
・

そ
れ
が
た
ん
な
る
世
襲
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
次
の
事
例
な

ど
に
竜
窺
わ
れ
る
。
紀
伊
国
造
に
関
し
て
は
、
紀
直
々
祖
（
「
続
鼠
本
紀
」

神
亀
元
年
の
条
）
、
・
紀
｛
直
曹
薩
魍
（
「
岡
上
」
天
平
元
年
の
条
）
・
紀
衙
立
国
栖

（「

ｪ
上
」
天
平
神
護
元
年
の
条
）
な
ど
が
み
え
る
が
、
そ
の
場
合
の
團

造
が
任
命
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
続
旨
本
紀
」
に
「
名
工
・

郡
大
領
外
従
八
位
上
繭
直
藁
薦
を
国
造
に
為
す
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

「
正
八
位
上
近
信
豊
嶋
を
紀
伊
国
造
に
為
す
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て

も
知
ら
れ
る
。
と
く
に
摩
祖
の
場
合
な
ど
は
、
国
造
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
郡
大
領
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
は
そ
の
逆
で
あ
っ
て
、

郡
大
領
↓
国
造
の
コ
ー
ス
を
と
っ
た
竜
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
。
出
雲
国
造
に
つ
い
て
は
、
出
雲
路
尊
影
（
「
続
欝
本
紀
」

霊
亀
二
年
目
条
）
・
出
獄
猟
距
広
軸
騰
（
「
岡
上
扁
神
亀
元
年
・
同
三
年
・
天
平
十

年
の
各
条
ら
幽
学
園
蹴
土
記
』
・
「
叢
雲
岡
計
会
帳
レ
）
・
出
雲
錯
書
山
（
「
続

臼
本
紀
」
天
平
十
八
年
・
天
平
勝
宝
二
年
・
同
薫
年
の
魯
条
・
「
嵐
雲
国
風
土

寵
」
・
「
隅
計
会
帳
漏
）
　
・
出
雲
臣
益
方
（
「
競
穀
本
紀
」
天
平
猪
之
八
年
．
神

護
景
雲
元
年
・
岡
二
年
の
蕎
条
）
な
ど
が
み
え
る
が
、
　
こ
れ
と
て
も
国

造
の
絹
承
は
、
任
命
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
心
密

駆
鳥
山
は
、
天
平
十
八
年
に
、
益
方
は
天
平
宝
字
八
年
に
そ
れ
ぞ
れ

国
造
に
補
任
さ
れ
た
竜
の
で
あ
る
こ
と
が
「
療
養
本
紀
」
に
よ
っ
て

明
ら
か
で
あ
る
。
大
化
荊
代
の
国
造
が
ミ
ウ
チ
内
部
の
慣
行
に
も
と

つ
く
世
襲
形
態
を
と
っ
た
の
に
対
し
て
、
新
国
造
が
あ
る
程
度
の
「
父

祖
」
の
本
居
よ
り
の
移
動
性
を
有
し
、
か
つ
補
任
形
式
を
と
っ
て
い

る
こ
と
は
、
大
宝
令
施
行
後
の
国
造
に
物
す
る
支
配
者
堂
堂
の
意
図

の
一
斑
を
示
す
・
も
の
と
い
え
よ
う
。
出
雲
や
紀
伊
の
如
く
神
郡
の
所

在
地
で
あ
り
、
大
化
前
代
よ
り
の
地
方
首
長
の
統
治
摺
に
独
自
の
伝

統
を
有
す
る
地
域
に
お
い
て
す
ら
か
く
の
如
く
で
あ
っ
た
。
い
わ
ん

や
駿
河
国
造
・
武
蔵
国
造
な
ど
の
多
く
が
補
任
形
式
を
と
る
の
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
が
例
外
で
な
い
こ
と
を
示
す
。
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4
　
譜
第
郡
範
の
編
成

　
前
述
の
よ
う
に
、
改
新
以
後
に
お
け
る
郡
制
へ
の
転
換
移
行
措
置

は
、
新
国
造
の
編
…
成
・
ク
ニ
の
分
割
・
里
戸
の
整
備
を
背
景
と
し
な

が
ら
、
き
わ
め
て
多
様
な
形
態
を
と
り
つ
つ
進
行
し
て
い
っ
た
。
共

同
体
内
部
に
お
け
る
個
別
経
営
の
成
長
、
そ
れ
を
次
第
に
可
能
に
す

る
生
産
諸
条
件
の
発
展
の
中
で
、
新
政
府
は
忌
事
を
重
視
し
、
こ
れ

を
里
長
と
し
て
再
編
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
直
面
し
て
い
る
が

（
そ
の
点
で
改
新
の
プ
ロ
セ
ス
で
関
係
詔
勅
や
関
係
記
事
に
は
じ
め
て
村
首

が
問
題
と
な
り
、
編
戸
が
里
制
と
な
ら
ん
で
問
題
化
し
て
く
る
こ
と
は
軽
視

で
き
な
い
）
、
そ
れ
は
ま
た
国
衙
・
郡
衙
・
里
・
戸
の
地
方
行
政
機
構

の
整
備
・
拡
充
と
い
う
問
題
に
も
直
結
し
て
い
た
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
忘
却
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
複
雑
な

郡
制
へ
の
移
行
過
程
が
、
必
然
化
し
て
く
る
最
大
の
要
因
は
、
や
は

妙
支
配
者
層
と
直
接
生
産
老
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
収
奪
体
綱
や
労
働

形
態
の
内
部
に
横
た
わ
る
基
本
的
矛
盾
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
土
豪
・
農
民
層
の
不
満
や
風
下
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
新
政
府
は
一

挙
に
郡
司
層
を
権
力
機
溝
の
枠
内
に
位
麗
づ
け
る
措
㎜
鷹
を
強
行
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
し
、
む
し
ろ
そ
の
対
立
を
圃
避
し
、
段
階
的
漸
進

的
に
打
開
し
、
糊
塗
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
農
民
層
の
反
擁
や

抵
抗
に
つ
い
て
は
、
「
書
紀
」
は
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
は
い
な
い
が
、

そ
れ
で
も
「
認
面
妖
偽
」
に
象
徴
さ
れ
る
政
情
不
安
は
充
分
に
読
み

と
れ
る
し
、
庚
塵
藻
籍
が
、
現
実
に
具
体
化
し
て
き
た
「
盗
賊
と
浮

浪
と
を
断
む
」
こ
と
を
ひ
と
つ
の
限
陰
と
し
て
い
た
こ
と
は
た
し
か

で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
段
階
の
浮
浪
と
八
世
紀
後
半
以
後
の
浮
浪
を

同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
う
し
た
矛
盾
の
露
呈
化
に
よ

っ
て
、
良
賎
の
別
の
確
立
、
舟
戸
の
支
配
が
ま
す
ま
す
政
治
問
題
化

し
て
く
る
の
で
あ
る
。
大
宝
令
郡
制
施
行
の
以
前
に
、
す
で
に
「
公

私
田
舞
」
が
「
皆
た
っ
く
ら
ず
し
て
悉
く
荒
れ
ぬ
」
と
い
う
状
況
が

生
れ
つ
つ
あ
っ
た
し
（
「
天
武
天
皇
五
年
紀
」
）
、
「
公
私
奴
碑
を
民
意
に

亡
匿
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
逃
亡
奴
卿
の
土
豪
・
家
父
長
潮
へ
の
集

中
化
が
傾
向
と
し
て
内
包
さ
れ
て
い
た
（
「
三
笠
本
紀
」
文
武
二
年
の
条
）
。

　
大
宝
令
施
行
以
降
に
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
そ
の
矛
盾
は
解
決

さ
れ
て
は
い
な
い
。
政
府
は
公
私
奴
卿
の
民
問
亡
匿
に
対
し
て
「
答

法
を
綱
し
」
（
「
獄
令
」
に
よ
れ
ぽ
警
葬
は
、
郡
司
の
裁
断
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
）
、
郡
司
の
権
限
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
郡
司

官
人
化
の
意
図
と
は
逆
に
、
そ
れ
が
郡
司
に
利
用
さ
れ
、
　
「
律
令
を

張
り
聞
く
る
こ
と
年
月
巳
に
久
し
、
然
れ
ど
も
一
二
を
行
い
て
悉
く
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を
行
う
こ
と
能
わ
ず
」
と
い
う
詔
が
で
る
程
に
（
「
続
B
本
紀
」
和
鋼

四
年
の
条
）
、
政
府
側
よ
り
す
れ
ば
「
諸
司
怠
慢
」
と
い
う
状
況
を
生

ん
で
い
っ
た
一
面
の
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な

施
策
で
は
、
矛
盾
の
抜
本
的
解
決
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
百
姓
の
浮
浪
人
化
・
仕
丁
の
逃
亡
は
激
化
し
、
王
臣
家
に
よ
る
山

野
田
沢
の
占
有
は
ま
す
ま
す
顕
著
と
な
る
。
　
「
大
宝
令
」
に
も
と
つ

く
諸
欄
度
が
、
慶
雲
期
す
で
に
動
揺
せ
し
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

先
学
の
研
究
に
詳
し
い
が
、
　
「
大
宝
選
書
令
」
に
い
わ
ゆ
る
才
用
・

国
造
優
先
条
項
も
、
現
実
に
は
た
ん
な
る
法
文
に
と
ど
ま
っ
て
、
む

し
ろ
史
料
に
い
わ
ゆ
る
「
豪
富
之
家
」
・
「
富
豪
之
輩
」
が
、
郡
司
層
に

進
出
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
和
銅
六
年
の
詔
に
い
う
と
こ
ろ
は
、
大

宝
令
の
規
定
と
は
異
な
っ
て
、
性
心
清
廉
・
時
務
に
堪
え
う
る
者
で

も
、
　
「
蓄
銭
乏
少
、
六
貫
に
満
た
ざ
る
は
、
自
今
以
後
」
郡
毒
言
以

上
に
選
任
で
き
ず
と
述
べ
（
「
続
日
本
紀
」
）
じ
っ
さ
い
に
は
在
地
の

私
富
蓄
積
者
の
進
出
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

事
実
、
那
賀
郡
大
領
宇
治
直
が
私
穀
一
二
干
斜
…
を
貢
献
し
（
「
同
上
」
養

老
七
年
の
条
）
、
「
豪
窟
墨
家
」
が
猟
騎
に
参
加
し
（
「
同
上
」
神
亀
元
年

の
条
）
、
外
位
制
を
拡
大
し
て
、
郡
司
を
外
五
位
に
任
ず
る
こ
と
を
認

め
る
な
ど
と
い
う
よ
う
に
（
「
塁
上
」
神
亀
五
年
の
条
）
、
　
郡
司
層
内
に

お
け
る
私
財
の
蓄
積
と
富
豪
の
進
出
に
は
注
騙
す
べ
き
も
の
が
あ
っ

た
（
こ
の
点
は
「
臼
本
霊
異
記
」
に
み
ら
れ
る
郡
大
領
の
「
馬
牛
・
奴
碑
・
稲

銭
6
田
畠
扁
の
保
有
に
も
窺
わ
れ
る
）
。

　
郡
司
の
戸
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
確
に
伝
え
る
も
の
は
稀
少
で

あ
る
が
、
郡
司
に
お
け
る
私
財
蓄
積
の
条
件
の
一
斑
は
、
大
宝
二
年

の
「
筑
前
高
専
郡
川
辺
璽
戸
籍
」
の
郡
大
領
肥
潜
敵
手
の
戸
に
つ
い

て
推
定
し
う
る
。
す
な
わ
ち
正
八
面
上
勲
十
等
で
あ
り
郡
大
領
で
あ

る
厳
君
亀
手
は
、
正
丁
十
三
名
を
含
［
む
一
二
四
名
の
戸
口
の
頂
点
に

た
ち
、
隷
属
的
家
族
鐵
と
し
て
二
六
名
の
寄
口
と
三
七
名
の
奴
卿
を

有
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
点
は
、
多
数
の
郡
司

．
子
弟
は
兵
衛
で
は
な
く
、
正
丁
重
兵
士
は
わ
ず
か
一
名
を
志
す
の
み

で
あ
り
、
寄
口
は
一
二
つ
の
家
族
グ
ル
ー
プ
よ
り
な
る
異
姓
寄
口
を
主

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
奴
卿
は
戸
主
奴
碑
一
十
名
、
戸
主
母
奴
碑
八

名
、
戸
主
私
論
碑
盟
十
八
名
、
不
明
の
奴
一
一
名
で
あ
る
こ
と
に
関
し

て
で
あ
る
。
正
丁
丘
ハ
士
問
題
に
つ
い
て
は
、
　
「
お
そ
ら
く
郡
司
猪
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
㍉

の
特
別
の
は
か
ら
い
に
竜
と
つ
く
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
は
か

ら
い
が
、
私
富
形
成
の
た
め
兵
役
忌
避
－
労
働
力
確
保
に
重
点
が
置

か
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
異
姓
寄
口

問
題
に
つ
い
て
は
「
近
し
い
血
縁
世
帯
に
対
し
て
で
は
な
く
、
ま
ず
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異
姓
寄
口
と
い
う
か
た
ち
で
遠
い
血
縁
者
ま
た
は
非
血
縁
者
を
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

込
み
は
じ
め
た
」
と
す
る
見
解
が
妥
当
で
あ
り
、
肥
鴛
漸
々
に
お
け

る
労
働
力
蓄
積
の
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
戸
主
私
奴
卿
の

数
が
、
奴
碑
総
数
中
も
っ
と
も
多
く
、
つ
い
で
戸
主
奴
碑
、
戸
主
母
奴

碑
の
順
に
な
っ
て
い
る
の
竜
、
郡
司
に
お
け
る
奴
碑
集
中
の
傾
向
を

添
す
。
そ
の
こ
と
は
川
辺
里
で
奴
碑
を
も
つ
竜
の
は
三
四
郷
戸
中
僅

か
に
一
二
戸
で
、
し
か
も
そ
の
数
は
一
～
二
名
で
あ
っ
て
、
搦
手
の
場
合

が
断
然
他
を
圧
し
て
い
る
こ
と
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。
文
武
天
皇

の
二
年
す
で
に
奴
碑
の
民
間
亡
膿
が
政
治
問
題
化
し
、
答
法
の
強
化

が
試
み
ら
れ
た
が
、
答
罪
を
決
断
す
る
郡
司
に
か
え
っ
て
私
奴
碑
が

多
い
こ
と
は
、
逃
亡
奴
碑
の
亡
匿
の
処
理
が
い
か
に
行
な
わ
れ
た
か

を
示
唆
す
る
亀
の
が
あ
る
。
脛
君
の
戸
は
受
田
総
額
一
三
町
六
段
一

二
〇
歩
を
有
し
、
噌
般
郷
戸
よ
り
は
る
か
に
多
い
。
し
か
も
こ
れ
に
郡

司
職
分
田
を
加
え
る
と
二
十
時
に
近
い
。
そ
の
経
営
は
、
丘
ハ
役
に
つ
か

な
い
正
丁
や
、
兵
衛
出
仕
を
し
な
い
郡
司
子
弟
を
主
体
と
す
る
家
族

成
員
の
共
同
労
働
に
よ
っ
て
に
な
わ
れ
、
こ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て

隷
属
的
家
族
員
や
奴
碑
が
動
員
さ
れ
た
と
考
え
・
り
れ
る
が
、
そ
の
剰

余
生
憧
物
は
、
私
出
挙
の
源
泉
と
な
り
、
か
つ
そ
の
剰
余
労
働
ヵ
は
、

手
工
業
生
産
へ
の
投
入
源
と
な
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
一
族

泥
麻
呂
。
龍
麿
な
ど
が
「
勲
十
等
・
弾
初
母
上
」
の
官
人
身
分
を
有
し
て

い
る
の
も
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
課
役
の
合
法
的
忌
避
を
な
し
、
経
営

の
う
え
で
主
導
的
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
重
点
が
あ
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
な
お
撃
手
の
妻
妾
は
、
帰
化
系
氏
族
で
あ
る
宅
蘇
吉
志
と

関
係
が
あ
り
、
そ
れ
は
猪
手
の
庶
母
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
て
、
郡
司
．
肥
壷
が
純
然
た
る
在
地
土
豪
で
な
く
、
こ
う
し
た

当
該
地
方
の
帰
化
系
氏
族
と
の
間
に
婚
姻
関
係
を
有
し
な
が
ら
、
そ

の
地
歩
を
固
め
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
と
よ
り
二
君
応
手
の
…
鴬
合
を
も
っ
て
す
べ
て
の
郡
司
に
拡
大
適

用
す
る
こ
と
は
慎
垂
を
要
す
る
が
、
し
か
し
郡
司
が
部
下
に
「
騎
射

桐
撲
答
力
者
有
れ
ば
王
公
獺
絹
の
宅
に
給
す
」
と
い
う
よ
う
な
反
律

令
的
行
動
に
で
る
こ
と
は
ま
ま
あ
っ
た
し
（
「
配
属
本
紀
」
神
亀
隔
年
の

条
）
、
私
財
を
蓄
積
し
て
私
出
挙
を
行
な
う
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ

た
。
元
来
私
呂
挙
は
「
任
に
私
契
に
依
れ
」
　
（
「
獄
ム
巴
．
「
雑
令
」
）
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
私
的
な
民
問
慣
行
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
天
平
六

年
の
官
稲
混
合
・
国
司
借
貸
制
を
寒
期
と
し
て
公
出
挙
綱
が
強
化
さ

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
．

れ
、
天
平
九
年
私
出
挙
の
禁
令
を
み
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
さ
い
に
あ
っ
て
も
「
沈
欝
の
貯
稲
」
が
問
題
視
さ
れ

て
お
り
、
事
実
禁
令
後
に
あ
っ
て
も
、
加
賀
郡
盤
領
道
公
な
ど
は
私
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稲
に
よ
っ
て
利
稲
三
万
束
を
得
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
（
「
寧
日
本

紀
」
天
平
宝
字
五
年
の
条
）
。
ま
た
肥
君
仕
手
に
み
る
よ
う
な
一
族
の
官

人
化
の
方
向
は
次
第
に
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
で
、
天
平
七

年
に
は
「
宜
し
く
一
郡
罰
姓
井
用
を
得
ざ
る
べ
し
」
　
（
「
類
聚
三
代
格
」

天
平
七
年
の
格
）
と
さ
れ
、
さ
ら
に
天
平
十
一
年
に
は
諸
国
郡
司
「
徒

に
員
数
多
く
任
用
に
益
な
し
」
と
記
さ
れ
、
天
平
十
四
年
に
は
郡
上

領
以
上
に
は
「
必
ず
当
期
推
服
、
比
郡
虫
聞
者
を
取
れ
」
と
制
せ
ら

れ
る
と
い
う
状
態
を
生
ん
で
く
る
（
「
夏
日
本
紀
」
）
。
そ
れ
は
「
豪
富
・

労
効
」
の
郡
司
に
よ
る
一
族
独
占
化
の
進
展
や
員
外
郡
司
の
増
加
に

よ
る
郡
司
の
変
質
化
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

　
こ
う
し
た
郡
司
の
変
貌
化
を
背
景
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
譜
第
郡
司

制
が
よ
う
や
く
表
面
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で

の
多
く
の
譜
第
郡
司
問
題
に
対
す
る
研
究
は
、
そ
の
史
的
前
提
と
郡

司
層
の
変
貌
コ
；
ス
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
や
や
も
す
る
と

譜
第
主
義
二
才
用
主
義
、
あ
る
い
は
伝
統
性
と
宮
人
性
と
の
対
立
と

し
て
一
面
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
譜
第
の
内
容
が
、

大
化
前
代
の
国
造
家
を
意
味
す
る
と
曲
解
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、

譜
第
郡
司
制
が
、
制
詔
の
ま
ま
に
実
施
さ
れ
た
り
し
た
か
の
如
く
に

考
え
ら
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
坂
上
苅
田
麻
呂
の
上

書
に
も
と
づ
い
て
高
市
郡
司
に
檜
前
忌
寸
一
族
が
任
用
さ
れ
た
例
な

ど
は
、
例
外
で
あ
り
特
例
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
も
あ
る
（
「
続

日
本
紀
」
窯
亀
三
年
の
条
）
。

　
け
れ
ど
亀
、
律
令
幽
生
船
層
の
意
図
は
そ
の
ま
ま
に
実
F
現
さ
れ
た
の

で
も
な
い
し
、
い
う
と
こ
ろ
の
譜
第
も
、
立
郡
以
来
の
そ
れ
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
、
大
化
前
代
の
そ
れ
を
指
す
の
で
は
な
か
っ
た
。
郡
司
の
任
矯
に

関
し
て
譜
第
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
天
平
七
年
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

そ
の
調
の
内
容
は
、
次
の
三
点
よ
診
構
成
さ
れ
て
い
る
。
①
国
画
以

外
に
「
難
波
朝
廷
以
還
の
譜
第
四
五
人
」
を
別
に
簡
ん
で
候
補
と
し

て
副
え
、
式
部
省
が
詮
擬
す
る
こ
と
。
②
同
時
に
「
身
才
絶
倫
井
び

に
労
勤
衆
に
聞
え
る
者
」
を
候
補
と
し
て
別
状
に
副
え
る
こ
と
。
③

郡
領
は
終
身
で
あ
る
の
で
、
上
姓
集
中
を
避
け
る
こ
と
な
ど
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
の
制
に
お
い
て
主
題
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

譜
第
は
「
難
波
朝
廷
以
還
」
を
内
容
と
し
、
あ
わ
せ
て
身
繕
・
労
勤
の

能
力
が
郡
司
候
補
の
資
絡
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
天
平
七
年
で
は
譜
第
の
意
義
も
立
郡
以
来
を
条
件
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
専
用
も
ま
た
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
点
は
以
後
に
お

い
て
も
若
干
の
桐
違
は
あ
る
が
、
底
流
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
す
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郡司簿眠翻の諸形態（上田）

な
わ
ち
天
平
十
年
に
い
う
譜
第
の
認
定
も
、
「
労
効
二
世
以
上
」
の

老
を
譜
第
と
な
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
（
「
続
臼
本
紀
」
ら
類
聚
三
代
格
」
）
、
．

天
平
十
四
年
の
勅
に
よ
っ
て
も
、
郡
領
に
は
「
必
ず
当
郡
推
服
、
比

郡
知
慮
」
の
者
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
天
平
工
十
一
年
（
天
平
勝
宝
元

年
）
の
い
わ
ゆ
る
譜
第
郡
司
綱
確
立
を
意
味
す
る
勅
と
い
わ
れ
る
竜

の
に
お
い
て
す
ら
、
天
平
末
年
に
お
い
て
「
譜
第
優
劣
、
身
才
能
不
、

浮
舟
之
列
、
長
幼
之
序
」
が
郡
領
奏
上
の
資
格
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
　
「
身
重
の
能
不
」
は
主
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
選
任
に
あ
た
っ
て
「
譜
第
軽
し
と
難
も
、
労
を
以
て
之

を
薦
め
、
あ
る
い
は
家
門
重
し
と
錐
も
、
備
な
る
を
以
て
之
を
早
く
」

と
い
う
譜
第
・
家
門
よ
り
も
「
労
効
・
適
才
〕
を
重
視
す
る
傾
向
が

具
体
化
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
の
「
大
宝
選
叙
令
」
の
あ

り
方
や
「
豪
寓
の
家
」
の
政
治
的
進
出
よ
り
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
政
府
側
は
儒
教
的
な
「
孝
梯
之
道
」
を
強
調
し
、

そ
の
「
濫
訴
」
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
①
才
絹
を
排
し
て
「
立
郡
以

来
の
譜
第
重
大
の
家
」
を
簡
広
し
、
②
「
嫡
女
相
継
」
の
原
則
を
樹

立
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
（
「
続
日
本
紀
」
天
平
勝
宝
元
年
の
条
）
。
そ
れ

は
ま
さ
し
く
「
大
宝
選
軍
令
」
以
前
の
国
造
を
必
須
条
件
と
し
た
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
も

新
詔
の
精
神
を
、
天
平
末
年
・
の
政
治
情
勢
に
立
脚
し
て
、
あ
ら
た
に

再
現
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
故
に
こ
そ

「
立
郡
以
来
」
に
力
点
を
尊
き
、
　
「
嫡
々
相
継
」
を
主
張
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
薄
的
に
つ
い
て
は
、
国
分
寺
・
東
大
寺
建
立
の
完
成
に

対
す
る
奏
薦
の
参
与
へ
の
期
待
、
郡
司
層
に
お
け
る
家
父
長
権
の
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

立
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
本
質
は
、
郡
司
層
が

無
利
の
宮
稲
を
独
占
し
、
　
「
妄
り
に
方
便
を
生
し
」
て
出
挙
を
な
し
、

「
官
に
居
り
て
寅
濁
、
事
に
処
し
て
平
か
な
ら
ず
、
職
長
既
に
闘
け
」
、

「
租
調
を
薄
藍
し
、
籍
帳
多
く
虚
に
し
て
、
口
丁
実
無
し
」
（
「
続
摂
本

紀
」
和
銅
五
年
の
条
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
私
富
蓄
積
の
進
行
（
「
口
丁

実
な
し
偏
と
い
わ
れ
る
の
は
前
述
の
肥
潜
猪
手
の
正
丁
兵
土
問
題
に
も
み
ら

れ
る
。
郡
司
麟
が
官
稲
借
貸
に
漁
っ
た
例
と
し
て
は
主
政
土
師
広
浜
瓢
「
和
泉

国
正
醗
帳
偏
が
あ
げ
ら
れ
る
）
や
官
物
前
失
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
天
平
十
五
年
の
永
世
私
財
法
に
あ
っ
て
、
と

く
に
郡
領
に
つ
い
て
は
一
二
十
町
と
制
限
を
加
え
ら
れ
た
こ
と
や
天
平

十
一
年
以
来
官
物
の
欠
失
に
つ
い
て
郡
司
を
厳
科
す
る
方
針
に
も
窺

わ
れ
る
。
た
し
か
に
天
平
二
十
一
年
に
お
け
る
譜
第
郡
司
の
任
用
令

は
、
東
大
寺
・
国
分
寺
建
立
の
促
進
と
関
係
を
有
し
て
い
る
が
、
「
郡

司
の
勇
幹
に
し
て
諸
事
を
済
す
に
堪
た
る
を
任
じ
て
、
専
ら
主
当
せ

し
め
よ
、
来
三
年
以
前
を
限
り
て
、
塔
金
堂
僧
男
を
悉
に
愚
管
ら
し
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め
よ
。
藩
し
能
く
勅
に
卜
い
、
理
の
如
く
之
を
修
造
せ
ば
、
子
孫
は

絶
ゆ
る
こ
と
な
く
、
郡
領
司
に
任
ぜ
ん
」
　
（
「
節
高
本
紀
」
天
平
十
九
年

の
詔
）
と
い
う
企
図
よ
り
す
れ
ば
、
む
し
ろ
「
身
才
能
不
」
の
重
視

こ
そ
地
方
土
豪
の
参
加
を
期
待
し
う
る
に
適
切
な
便
法
で
あ
っ
た
。

事
実
、
天
平
十
三
年
に
だ
さ
れ
た
金
光
明
寺
・
法
華
寺
の
国
別
設
麗

の
詔
が
で
て
か
ら
八
年
も
た
っ
て
い
る
の
に
「
諸
国
司
等
、
怠
緩
に

し
て
行
わ
ず
、
或
は
新
寺
便
な
ら
ず
、
或
は
猶
未
だ
基
を
開
か
ず
」

と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
　
「
身
才
絶
倫
」
の
郡
司
層
の
協
力
こ
そ
ま

つ
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
立
郡
以
来
の
譜
第

重
大
の
家
」
を
郡
司
任
用
の
資
格
と
し
て
な
ぜ
謳
わ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
か
。
そ
の
勅
に
よ
れ
ば
傍
親
を
排
除
し
て
「
争
訟
之
源
」
を
絶

た
ん
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
背
景
に

は
、
大
監
物
に
皇
親
官
僚
が
多
い
と
い
う
皇
親
政
治
の
財
政
面
に
お

け
る
強
化
と
「
立
郡
以
来
の
譜
第
重
大
の
家
」
を
重
ん
ず
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
⑩

「
保
守
的
措
麗
」
が
対
応
し
て
お
り
、
む
し
ろ
「
身
才
」
の
進
出
が
、

基
本
的
に
は
律
令
体
制
に
内
在
す
る
矛
盾
の
表
明
に
他
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
、
あ
え
て
こ
れ
を
瞳
止
し
、
　
「
嫡
々
摺
継
」
を
原
則
と
す
る

譜
第
郡
司
の
再
編
成
に
よ
っ
て
、
地
方
政
治
支
配
の
動
揺
を
喰
い
止
r

め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
大
宝
継
嗣
令
」
が
嫡
子
相

続
制
を
有
位
以
外
の
「
累
徴
相
続
の
窟
家
」
に
ま
で
拡
張
し
た
法
意

（「

p
嗣
令
集
解
扁
古
記
）
の
具
体
的
適
用
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　
け
れ
ど
竜
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

な
る
ほ
ど
詔
勅
の
う
え
で
は
、
延
暦
十
七
年
に
「
譜
第
本
選
」
は
停

廃
せ
し
め
ら
れ
、
　
「
芸
業
著
聞
郡
を
理
む
る
に
堪
ゆ
る
者
を
取
り
て
、

之
れ
に
為
す
べ
し
」
　
（
「
類
聚
国
史
扁
）
と
あ
る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
譜
第

郡
司
の
制
が
表
面
的
に
持
続
さ
れ
て
は
い
る
が
、
環
実
に
は
「
定
業

著
聞
」
の
者
が
進
翻
し
、
譜
第
郡
司
制
の
枠
を
克
服
し
て
地
方
政
界

に
重
き
を
な
し
て
い
っ
た
し
、
ま
た
天
平
宝
字
七
年
以
降
に
続
出
し

て
く
る
官
物
の
焼
却
や
欠
損
を
糊
塗
す
る
神
火
記
事
の
内
容
を
み
て

竜
明
ら
か
な
よ
う
に
、
在
地
に
お
け
る
郡
司
届
の
私
富
追
及
、
あ
る

い
は
「
郡
任
」
を
め
ぐ
る
「
謀
奪
」
は
た
え
な
か
っ
た
（
た
と
え
ば

「
類
聚
三
代
格
」
焦
亀
十
年
の
宮
垣
）
。

5
　
斬
郡
司
の
動
向

　
前
述
の
点
を
よ
り
明
ら
か
に
し
て
お
く
た
め
に
、
郡
司
層
の
構
成

内
容
に
み
ら
れ
る
変
貌
過
程
を
考
察
し
て
お
こ
う
。
大
宝
か
ら
延
暦

に
か
け
て
の
知
り
う
る
限
り
の
郡
司
に
つ
い
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次

の
よ
う
な
事
実
が
確
認
し
う
る
。
①
畿
内
お
よ
び
近
接
地
域
に
は
部
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姓
郡
司
が
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
当
該
地
域
に
は
真

人
・
朝
臣
・
宿
禰
・
忌
寸
の
新
姓
を
有
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
。
②

東
海
道
・
西
海
道
に
は
部
姓
郡
司
が
多
く
、
部
姓
郡
司
・
無
毒
郡
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

な
ど
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
辺
境
地
域
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
特
徴
は
、
畿
内
と
近
接
地
域
で
は
、
部
姓
者
層
の
階
級
分
化
が
き

わ
め
て
遅
女
と
し
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
畿
内

お
よ
び
近
接
地
域
で
は
、
部
民
集
団
が
分
割
さ
れ
、
再
編
成
さ
れ
て
、

よ
り
強
力
な
政
治
的
隷
属
下
に
変
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
し
て
た
と
え
ば
、
官
衙
工
房
の
雑
戸
・
雑
色
人
と
し
て
く
み
い

ら
れ
る
一
方
、
「
鍛
冶
戸
百
姓
し
　
（
「
延
喜
式
漏
兵
庫
寮
）
と
し
て
一
括

総
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
農
工
の
再
生
産
部
門
に
活
躍
す
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
畿
内
お
よ
び
近
接
地
域
の
郡
司
層
の
姓

に
、
皇
親
系
の
真
人
（
近
江
ω
越
前
ω
）
朝
鳶
（
越
前
ω
．
伺
賀
ω
）
・
宿

禰
（
山
代
鋤
・
和
泉
②
・
摂
津
ω
。
尾
張
0
ゆ
）
・
を
称
す
る
も
の
が
多
い

こ
と
と
も
併
考
す
べ
き
点
で
あ
る
。
し
か
も
畿
内
を
中
心
と
す
る
地

域
で
は
忌
寸
姓
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
　
（
大
和
⑤
．
摂
津
㈲
・
近
江

ω
）
。
こ
れ
に
対
し
て
そ
れ
以
外
で
は
忌
寸
姓
郡
司
は
き
わ
め
て
少

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
郡
罵
層
に
お
け
る
部
姓
・
忌
寸
姓
郡
司
の
拾

頭
を
示
す
地
域
差
と
な
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
畿
内
を

中
心
と
す
る
あ
ら
た
な
郡
司
屡
の
動
向
は
忌
寸
姓
郡
司
を
主
体
と
し

て
窺
わ
れ
、
逆
に
辺
境
地
域
で
は
部
姓
・
無
姓
郡
司
層
の
登
場
に
示

現
さ
れ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者
が
、
い
わ
ゆ

る
譜
第
性
を
重
視
さ
れ
、
強
調
さ
れ
て
く
る
天
平
期
以
降
に
郡
司
暦

に
登
場
し
て
く
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
畿
内
の
状
況
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
大
和
に
お
い
て

は
、
天
平
三
年
高
市
郡
少
領
に
蔵
壌
艦
寸
家
麻
呂
が
な
診
、
天
平
十

一
年
に
は
家
麻
呂
は
同
郡
大
領
に
転
任
し
、
そ
し
て
少
領
に
は
瀬
野

忌
寸
子
虫
が
補
任
さ
れ
て
い
る
。
天
平
神
護
㎜
県
評
に
は
同
郡
大
領
に

丈
由
口
忌
寸
公
麻
呂
が
な
り
、
藩
論
三
年
に
も
無
類
忌
寸
一
族
が
郡

領
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（
「
続
艮
本
紀
し
）
。
天
平
二
十
一
年
以
後
の

「
嫡
女
相
継
」
は
守
ら
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
三
腹
逓
任
「
四
脚
至
三

干
今
一
」
と
い
う
実
情
で
あ
っ
た
。
檜
前
一
族
が
早
く
よ
り
高
市
郡

に
蕃
画
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
氏
族
が
「
立
郡
以

来
の
譜
第
重
大
の
寵
し
で
な
い
こ
と
は
、
む
し
ろ
そ
れ
に
あ
た
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
高
市
連
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
推
察
さ
れ
う
る
。
摂
津
で
は
、

天
平
宝
字
五
年
に
は
葉
生
母
音
大
領
に
難
波
忌
寸
慢
勝
・
些
少
領
に

購
下
部
忌
寸
欝
欝
（
「
大
購
本
古
文
書
」
四
）
∴
蘭
生
郡
擬
少
傾
に
三
宅

忌
寸
宏
種
が
あ
P
、
神
護
景
雲
三
年
に
は
東
生
郡
擬
少
領
臼
下
部
忌
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野
人
縄
、
擬
大
領
難
波
恐
寸
（
妙
妙
）
、
副
擬
少
領
日
下
部
忌
寸
窓
前

（「

ｪ
上
」
颪
）
が
み
え
て
い
る
。
近
江
で
は
天
平
宝
字
六
年
目
七
年
に

四
六
郡
少
量
秦
大
蔵
忌
寸
宏
男
（
「
圃
上
U
＝
ハ
）
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
畿
内
を
中
心
と
す
る
地
域
の
忌
寸
姓
郡
司
に
い
い
う
る
こ
と

は
①
大
和
・
近
江
の
そ
れ
は
い
ず
れ
も
正
員
郡
司
で
あ
り
、
摂
津
の

は
擬
任
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
②
部
姓
郡
司
が
前
述
地
域
に
少
な
い

の
に
対
応
し
て
、
主
政
・
主
帳
に
は
忌
寸
姓
郡
司
が
検
慮
し
難
く
、

③
こ
れ
ら
郡
断
層
は
、
帰
化
系
氏
族
を
主
体
と
す
る
こ
と
な
ど
で
あ

る
。
志
ち
う
ん
同
じ
畿
内
を
中
心
と
す
る
当
該
地
域
に
あ
っ
て
も
、

す
べ
て
が
忌
寸
姓
郡
司
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
大
和

に
あ
っ
て
は
、
　
心
嚢
連
（
十
市
年
賀
大
領
痔
「
大
日
本
古
文
書
」
四
）
大

伴
（
岡
郡
主
帳
H
「
岡
上
」
）
、
摂
津
に
あ
っ
て
は
、
三
島
添
寝
（
島
上

郡
擬
大
領
一
「
心
馳
」
）
・
物
部
首
（
同
上
郡
主
野
壷
「
嗣
上
」
）
近
江
に
あ

っ
て
は
、
坂
田
黒
人
真
人
（
坂
田
郡
大
領
一
「
大
日
本
古
文
書
」
九
）
中

阪
［
（
同
上
郡
少
領
薦
「
同
上
」
）
・
佐
々
貴
同
君
（
蒲
生
郡
・
神
前
郡
大
領
躇

「
続
目
本
紀
し
）
・
甲
内
心
（
甲
賀
郡
擬
大
傾
・
擬
少
額
一
「
大
田
本
割
文
物
扁

三
）
な
ど
と
い
う
よ
う
に
天
平
末
年
よ
り
延
齢
年
間
に
か
け
て
の
時

期
に
な
お
そ
の
地
歩
を
維
持
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
注
音
心
し
た
い
の
は
、
譜
第
郡
司
制
の
と
ら
れ
た
蒔
期
に
お
い
て
、

立
郡
以
来
の
譜
第
重
大
の
家
と
は
思
わ
れ
な
い
帰
化
系
氏
族
を
主
体

と
す
る
忌
寸
姓
郡
司
が
、
郡
領
地
に
進
出
し
て
く
る
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
は
高
市
郡
司
を
特
例
と
し
た
り
例
外
と
す
る
見
解
を
是
正
せ
し

め
る
と
と
も
に
、
郡
司
暦
の
新
旧
の
交
替
を
髪
雛
た
ら
し
め
る
も
の

が
あ
る
。
大
和
高
市
郡
や
近
江
愛
翫
郡
の
忌
寸
姓
愛
寵
が
正
員
で
あ

る
こ
と
は
、
①
こ
の
爾
地
方
に
は
帰
化
系
氏
族
集
団
の
分
布
が
濃
密

で
あ
る
こ
と
、
②
櫓
前
一
族
は
高
市
郡
を
拠
点
と
し
て
宮
廷
歌
舞

（
た
と
え
ば
楯
伏
舞
）
・
専
門
の
守
衛
（
た
と
え
ば
広
嗣
の
乱
・
恵
美
押
勝

の
乱
）
に
荷
担
し
、
内
蔵
少
属
蔵
垣
忌
寸
家
麻
呂
・
正
四
位
下
大
忌

寸
苅
田
麻
呂
・
従
五
位
上
野
忌
寸
嚢
志
比
な
ど
政
府
…
機
構
に
連
な
っ

た
り
、
あ
る
い
は
政
府
部
内
に
重
き
を
な
す
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
、

③
秦
忌
寸
藝
成
・
秦
忌
寸
弟
麻
呂
ら
が
貢
献
物
多
数
を
献
上
し
特
進

叙
位
さ
れ
（
「
続
麟
本
紀
」
神
護
出
雲
二
年
・
三
年
の
条
）
、
か
つ
天
平
宝

字
六
年
以
降
宣
誓
郡
領
と
し
て
機
智
秦
一
族
が
そ
の
勢
威
を
保
っ
て

い
る
こ
と
（
「
大
臼
本
古
交
雑
」
五
・
一
六
「
平
安
遺
文
」
一
）
な
ど
の
秦

氏
の
一
般
的
状
況
か
ら
推
し
て
そ
の
偶
然
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

つ
ま
り
彼
ら
は
、
中
央
政
府
の
部
内
に
あ
る
一
族
と
結
托
し
、
か
つ

私
窩
を
蓄
積
し
て
、
譜
第
郡
司
制
の
枠
を
う
ち
破
っ
て
進
出
し
て
く

る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
在
地
の
直
接
生
産
者
の
余
剰
労
働
力
を
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手
工
業
生
産
に
組
織
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
が
想
定
さ
れ
え
な
い
こ
と

も
な
い
。
そ
の
点
で
示
竣
的
で
あ
る
の
は
、
天
平
勝
宝
八
年
の
東
大

寺
閃
［
物
論
高
音
荘
の
野
路
使
の
中
に
「
見
水
道
」
と
し
て
散
位
従
七

言
上
日
下
部
忌
寸
万
麻
呂
の
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
見
水
道
」

が
「
開
発
に
必
要
な
灌
概
技
術
の
尊
門
家
と
す
べ
き
」
な
ら
、
環
下

部
忌
寸
と
そ
の
保
有
す
る
技
術
力
に
つ
い
て
こ
れ
を
傍
証
す
る
ひ
と

つ
の
観
点
と
な
る
。

　
こ
の
点
を
よ
り
具
体
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
比
較
的
郡
司
の
系

譜
と
実
態
を
た
し
か
め
う
る
越
前
∴
越
中
の
場
合
に
つ
い
て
み
て
お

こ
う
。
越
中
国
憲
波
郡
郡
司
は
、
天
平
勝
宝
三
年
に
は
利
波
臣
が
導

出
と
し
て
名
を
留
め
、
宝
亀
二
年
よ
り
は
大
領
と
し
て
活
躍
す
る
。

そ
し
て
郡
領
を
利
波
臣
が
占
め
る
傾
向
は
添
髪
四
年
の
こ
ろ
ま
で
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
は
な
い
（
「
平
安
遺
文
　
」
）
。
単
解
・
主
帳
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
天

平
勝
宝
二
年
に
は
主
帳
多
治
比
磁
北
璽
の
名
が
み
え
、
天
平
宝
字
元

年
よ
り
は
前
春
が
主
政
に
転
任
し
て
、
弘
仁
二
年
主
政
に
飛
鳥
戸
造

有
成
が
登
場
し
て
く
る
ま
で
は
嬢
部
（
多
治
比
部
）
一
族
が
そ
の
地
位

を
維
持
し
て
い
る
（
「
万
葉
集
」
四
一
三
八
・
「
越
中
團
東
大
寺
庄
国
絵
図
」

・
「
平
安
遺
交
」
　
一
）
。

　
次
に
越
前
の
場
合
に
つ
い
て
み
て
み
ょ
う
。
越
前
餌
足
羽
郡
∴
奴

井
郡
で
は
、
「
越
中
国
官
倉
女
官
交
替
帳
」
　
（
「
平
安
遺
文
一
一
）
の
如

き
も
の
が
残
存
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
実
情
を
平
安
初
中
期
に
つ

い
て
ま
で
系
統
的
に
追
究
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

譜
第
郡
司
制
の
施
行
期
に
つ
い
て
は
、
限
ら
れ
た
史
料
の
中
か
ら
、

次
の
よ
う
な
状
況
の
一
斑
が
輿
望
さ
れ
る
。
足
羽
郡
で
は
、
天
平
三

年
に
大
領
生
江
課
金
弓
が
お
り
、
天
平
勝
宝
元
年
・
周
七
年
・
天
平

宝
牢
・
元
年
の
各
年
に
も
生
江
距
が
そ
の
地
位
を
占
め
る
。
こ
れ
に
対

し
少
領
は
天
平
三
年
阿
銀
波
臣
真
虫
が
少
領
と
し
て
名
を
み
せ
て
よ

り
若
干
の
移
動
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
天
平
神
護
元
年
に
阿
須
波
警

束
誤
配
が
少
壮
で
あ
っ
た
如
く
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
阿
須
波
一
族

が
そ
の
地
位
を
占
め
る
（
「
寧
楽
遣
照
門
二
四
〇
頁
．
七
一
六
買
）
。
と
こ

ろ
が
悪
政
主
帳
に
な
る
と
、
天
平
神
護
二
年
の
主
政
に
大
宅
雲
上
・

出
雲
部
赤
人
が
お
り
（
「
岡
」
七
工
ハ
買
）
、
天
　
半
三
年
の
戸
帳
に
山
型

大
晦
・
天
平
勝
宝
元
年
の
主
帳
に
槻
本
公
老
、
天
平
宝
字
六
年
の
主
事

に
山
肉
璽
週
｛
亦
《
八
と
い
・
う
レ
よ
・
り
に
（
「
職
目
砿
　
七
～
義
ハ
百
ハ
。
職
轟
ハ
三
頁
）
、
　
四
脚
ぶ
タ
｝
し

も
一
族
独
占
化
の
傾
向
は
示
し
て
い
な
い
。
坂
井
郡
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
天
平
三
年
に
大
領
に
三
国
真
人
が
あ
り
、
同
三
年
・
五
年
に

少
領
と
し
て
海
直
大
食
が
い
た
が
、
大
領
の
地
位
は
、
天
平
宝
字
元
年

よ
り
墨
型
部
君
宏
耳
に
移
り
、
宝
亀
十
一
年
三
無
真
人
浄
乗
が
憎
め
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咲
く
こ
ろ
ま
で
交
替
変
動
が
い
ち
じ
る
し
い
（
「
御
楽
団
交
」
二
四
〇
・

二
九
六
・
七
〇
八
・
六
〇
三
夕
頁
「
大
田
本
省
文
書
」
四
・
五
）
。
　
し
か
も

三
碧
真
人
が
大
領
に
繋
っ
た
時
に
も
、
陥
治
二
上
は
少
領
の
地
位
は

保
持
し
て
い
る
。
主
政
に
つ
い
て
は
天
平
五
年
晶
遅
巡
廻
、
耳
が
み
え
、

天
平
宝
字
元
年
に
は
荒
木
臣
叙
婆
が
お
り
、
宝
亀
十
一
年
に
は
二
部

が
記
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
必
ず
し
も
一
定
し
て
は
い
な
い
（
「
寧
楽

選
交
」
　
一
一
九
六
。
七
〇
〇
・
六
〇
｛
二
二
百
ハ
「
大
爾
本
古
文
書
」
　
五
）
。

　
こ
の
よ
う
な
越
前
・
越
中
に
み
ら
れ
る
郡
司
層
の
構
成
内
容
は
、

い
っ
た
い
何
を
物
瓶
鵬
る
も
の
な
の
か
。
こ
れ
ら
一
瓢
郡
に
つ
い
て
指
摘

し
う
る
特
徴
点
は
、
お
よ
そ
次
の
三
点
で
あ
る
。
①
越
中
國
薦
波
郡

に
お
い
て
は
お
お
む
ね
郡
領
お
よ
び
主
政
・
主
．
帳
が
そ
れ
ぞ
れ
里
馬

に
お
い
て
独
占
化
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
越
前
国
足
羽
郡
に
お

い
て
は
大
領
と
少
領
が
そ
れ
ぞ
れ
の
一
族
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
主

政
・
主
帳
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
さ
ら
に
同
燭
坂
井
郡
に
お

い
て
は
、
大
領
・
少
領
お
よ
び
讐
敵
・
壁
土
の
構
成
内
容
は
必
ず
し

も
固
定
的
で
な
く
主
政
↓
大
領
の
コ
ー
ス
竜
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②
譜
第
郡
司
制
の
施
行
期
に
在
地
の
有
力
蟹
族
で
あ
る
生
江
纏
・
利

廷
臣
が
大
領
に
補
任
さ
れ
て
く
る
の
は
、
造
東
大
寺
司
と
の
つ
な
が

り
や
現
地
に
お
け
る
縄
発
状
態
・
経
営
管
理
に
み
ら
れ
る
権
力
と
の

結
合
よ
り
い
っ
て
あ
る
程
度
首
樗
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
無
位
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
り
、
ま
た
同
姓
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
零
墨
部
が
、
玉
帳
と
な
り
、

や
が
て
外
正
六
位
上
・
齎
姓
嚢
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
③
蠣

波
郡
・
足
羽
郡
の
郡
領
は
事
書
で
あ
り
、
坂
井
郡
の
郡
領
は
真
人
・

直
・
霜
（
公
）
姓
を
称
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
第
三
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
究
さ
れ
た
論
文
も
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
譜
第
郡
司
制
の
内
容
を
た
し
か
め
る
た
め
に
、
と
く
に
第

一
点
お
よ
び
第
二
点
を
中
心
に
合
、
少
し
検
討
を
し
て
お
こ
う
。
礪
波

郡
羅
馬
と
し
て
天
平
勝
宝
一
二
年
よ
り
名
を
明
ら
か
に
す
る
利
波
戸
一

族
は
、
．
天
平
十
九
年
米
三
黒
石
を
菓
大
寺
に
貢
献
し
、
神
護
景
雲
三

年
墾
田
百
晦
を
東
大
寺
に
寄
進
し
た
電
波
距
混
融
志
の
岡
族
で
あ
り

（「

ｱ
報
本
紀
」
）
、
天
平
一
二
年
よ
り
足
羽
郡
大
領
と
し
て
名
を
青
め
る
生

江
臣
一
族
が
、
天
平
末
年
か
ら
勝
宝
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
　
「
私
の

功
力
」
に
よ
る
墾
田
地
の
開
発
に
の
り
だ
し
、
郡
領
に
任
ぜ
ら
れ
る

以
前
に
墾
田
百
町
を
東
大
寺
に
寄
進
し
て
い
る
（
「
細
螺
遺
文
扁
七
一
九

頁
）
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
臓
姓
繋
駕
は
、
在
地
に
お
け
る
嗣
発
あ
る
い
は

経
営
の
有
力
な
荷
担
層
と
し
て
、
園
家
権
力
に
よ
る
勧
農
機
能
を
代

行
し
て
い
っ
た
土
豪
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
鵬
波
踏
肥
留
志
が
越
中
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員
外
介
と
な
り
、
生
江
臣
東
人
が
造
東
大
寺
司
生
と
な
り
、
東
大
寺

の
野
地
占
定
に
参
加
し
、
さ
ら
に
呉
須
波
臣
束
麻
呂
が
勅
旨
御
鎧
の

管
理
経
営
に
た
ず
さ
わ
る
な
ど
、
律
令
権
力
と
の
つ
な
が
り
は
き
わ

　
　
　
　
　
　
　
⑱

め
て
密
接
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
撮
難
治
新
装
の
場
合
は
、
律

令
機
溝
と
関
連
を
も
っ
て
登
場
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
無
位
部
姓
の

人
と
し
て
、
坂
井
郡
下
に
散
在
す
る
零
細
な
墾
田
を
次
第
に
集
積
し
、

天
平
五
年
に
は
聖
篭
と
な
り
、
天
平
勝
宝
九
年
に
は
墾
田
百
町
を
寄

進
し
て
、
天
平
宝
字
元
年
に
は
有
位
君
姓
の
郡
大
領
と
な
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
も
坂
井
郡
に
は
、
三
国
其
人
が
歴
代
郡
大
領
の
地

歩
を
築
い
て
き
て
お
診
、
当
該
地
方
で
真
人
姓
を
名
の
る
権
力
と
の

つ
な
が
り
の
深
い
三
野
公
の
後
蕎
民
族
が
現
実
に
存
在
し
て
い
た
。

天
平
二
十
一
年
の
譜
第
郡
司
の
精
神
よ
の
す
れ
ば
、
彼
ら
一
族
の
「
嫡

々
相
継
」
こ
そ
譜
第
郡
司
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
竜
の
で
あ
っ
た
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
境
実
に
は
無
位
部
姓
の
富
豪
層

を
郡
大
領
に
選
任
し
て
い
る
。
こ
こ
に
竜
、
さ
き
に
の
べ
た
忌
寸
姓

郡
司
が
、
畿
内
を
中
心
と
す
る
地
帯
で
新
郡
司
と
し
て
登
場
し
て
く

る
状
況
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
。
も
と
よ
り
生
江
臣
ら
の
権
力
機

梅
に
依
存
し
、
そ
の
技
術
力
を
導
入
し
た
計
画
的
な
開
発
と
、
散
在
的

な
零
細
な
墾
田
の
集
積
の
う
瓦
に
た
つ
品
治
部
と
の
間
に
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

技
術
力
、
開
発
力
に
お
い
て
差
等
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
品
治
部
は

一
挙
に
没
落
し
た
の
で
は
な
く
、
宝
亀
十
一
年
な
お
少
領
た
り
え
て

い
る
し
、
か
つ
貞
観
六
年
こ
ろ
よ
り
は
越
中
国
礪
波
郡
の
擬
大
領
と

し
て
他
郡
へ
も
勢
威
を
伸
張
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
主
簿
・
斗

帳
を
ひ
と
つ
の
足
が
か
り
と
す
る
新
郡
司
の
地
方
政
界
に
お
け
る
拾

頭
は
、
足
羽
郡
の
出
雲
部
赤
人
な
ど
に
屯
窺
わ
れ
る
が
、
と
く
に
そ
の

点
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
私
物
帳
憶
に
よ
っ
て
窮
民
を
救
っ
た
郡
司

腰
が
、
た
と
え
ば
遠
江
城
飼
贈
主
帳
無
位
玉
作
部
室
浜
・
同
磐
田
郡

主
帳
無
位
若
湯
坐
駆
馳
麻
錫
（
「
続
臼
本
紀
」
窯
亀
二
年
の
条
）
な
ど
の

よ
う
に
、
無
位
・
部
姓
ク
ラ
ス
の
主
帳
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

し
た
郡
傾
の
下
僚
た
る
主
政
・
主
帳
に
あ
ら
た
な
私
欝
蓄
積
者
が
登

場
し
え
て
い
る
の
は
、
令
達
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
終
身
の
官
で
な

く
、
早
耳
と
の
間
に
明
確
な
差
等
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
も

と
つ
い
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
れ
ら
の
荷
担
層
が
、
郡
領
よ
り
も
よ

り
直
接
的
に
農
罠
腰
の
生
産
活
動
と
密
着
し
て
お
り
、
譜
第
郡
司
と

は
異
な
っ
た
側
簡
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

　
譜
第
郡
司
綱
施
行
期
に
み
ら
れ
る
あ
ら
た
な
郡
司
贋
の
登
場
は
、

保
守
・
的
な
譜
第
郡
司
に
依
存
す
る
政
策
を
大
き
く
動
揺
さ
せ
て
い
っ

た
。
天
平
末
年
の
他
流
日
浦
部
直
神
護
の
解
（
「
大
目
本
古
文
霞
」
三
）
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に
あ
っ
て
竜
、
譜
第
家
と
し
て
の
主
張
ば
か
り
で
な
く
、
彼
自
身
の

労
効
を
強
調
し
て
お
診
、
か
つ
嫡
女
相
継
の
原
則
よ
り
い
え
ば
、
明

ら
か
に
非
法
で
あ
る
の
に
神
護
は
兄
の
後
を
継
い
で
海
上
郡
大
領
た

ら
ん
と
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
ま
た
神
護
景
雲
元
年
に
団
高
額

田
部
直
塞
守
が
、
銭
百
万
、
稲
一
万
束
を
献
じ
て
適
従
五
位
下
と
な

り
、
豊
浦
郡
大
領
に
補
任
さ
れ
て
い
る
の
屯
、
譜
第
家
と
し
て
よ
り

も
、
労
効
に
よ
る
大
領
化
の
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
（
「
続
臼
本

紀
」
）
。
天
平
勝
宝
九
年
（
天
平
宝
字
元
年
）
の
詔
に
お
い
て
竜
、
す
で

に
「
悪
者
、
郡
領
軍
毅
に
白
丁
を
任
用
す
。
此
に
由
り
て
、
民
家
に

居
て
官
を
求
む
る
に
習
う
。
未
だ
君
に
仕
え
、
禄
を
得
る
こ
と
を
識

ら
ず
」
と
さ
れ
、
　
「
移
孝
之
忠
・
勧
人
善
道
扁
の
衰
微
が
嘆
か
れ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
在
地
に
お
け
る
郡
司
構
成
の
変
動
が
、
顕
著
に

な
っ
て
く
る
時
、
遂
に
譜
第
郡
司
の
制
は
停
廃
せ
し
め
ざ
る
を
え
な

く
な
る
。
延
暦
十
七
年
の
詔
で
「
譜
第
之
選
永
く
停
廃
」
と
さ
れ
た

の
は
、
そ
の
具
体
化
に
他
な
ら
な
い
。
屯
と
よ
り
譜
第
郡
司
と
新
郡

司
の
在
地
に
お
け
る
葛
藤
は
、
き
わ
め
て
複
雑
な
形
態
を
と
り
、
檜

前
一
族
が
在
京
の
官
人
坂
上
苅
田
七
四
を
動
か
し
て
高
市
郡
大
領
と

な
り
、
三
国
真
人
が
、
そ
の
一
族
の
在
京
官
人
化
（
「
寧
楽
遺
文
」
六
六

九
頁
）
を
他
方
に
お
い
て
行
な
い
な
が
ら
、
再
び
坂
井
郡
大
領
に
返
り

咲
く
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
、
律
に
論
じ
え
な
い
性
質
の
も
の
を

内
包
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
弘
仁
二
年
に
は
、
再
び
「
偏
に
芸
無
を
取

り
て
、
永
く
譜
第
を
絶
つ
」
こ
と
の
弊
が
詔
さ
れ
、
「
先
ず
譜
第
を
尽

せ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
「
日
本
後
紀
」
）
。
　
い
か
に
も
、
律
令

権
力
を
維
持
圓
復
せ
ん
と
す
る
側
よ
り
す
れ
ば
「
庸
才
之
賎
下
」

（
い
わ
ゆ
る
漸
郡
司
）
の
任
用
は
、
　
「
物
情
従
わ
ず
、
決
断
伏
す
る
こ

と
無
く
、
私
に
お
い
て
愁
多
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
律
令
機
構

に
依
存
し
て
国
家
の
勧
農
機
能
を
代
行
す
る
譜
第
郡
司
こ
そ
「
臨
事

忌
務
」
の
た
め
に
期
待
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
し
て
か
っ

て
生
江
臣
な
ど
は
そ
の
役
割
を
は
た
し
て
は
い
た
が
、
こ
の
場
合
の

復
活
が
、
　
「
芸
業
」
を
完
全
に
否
定
し
た
も
の
で
な
く
、
翌
一
二
年
郡

領
詮
擬
権
が
国
定
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
弘
仁
十
三
年
擬
年
期
を
三
年
と

し
て
雑
務
を
歴
試
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
の
竜
（
「
類
聚
三
代
格
扁
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

能
力
な
き
譜
第
の
徒
に
よ
る
郡
務
の
停
滞
に
対
す
る
傭
婦
で
あ
っ
た
。

弘
仁
十
年
を
境
し
て
擬
任
郡
司
数
は
正
任
郡
司
よ
り
多
数
と
な
妙
、

国
司
の
補
任
権
が
強
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
郡
務
の
実
際
の
執
行
老

は
ま
す
ま
す
増
加
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
正
任
郡
司
の
減
少
と
反
比
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
示
し
、
国
司
に
よ
る
郡
衙
把
握
の
方
向
を
示
す
。
そ
の
過
程
で
、

弘
仁
八
年
正
月
の
宮
符
が
い
う
よ
う
に
畿
内
白
丁
が
相
競
っ
て
郡
司
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と
な
ろ
う
と
し
、
ひ
と
た
び
そ
の
匿
的
を
達
す
る
と
散
位
と
し
て
帰

郷
し
よ
う
と
す
る
動
き
や
、
さ
ら
に
天
長
二
年
閣
七
月
の
官
符
に
物

語
ら
れ
る
よ
う
に
弘
仁
八
年
よ
り
僅
か
八
年
後
に
郡
司
を
去
っ
た
竜

の
が
七
二
人
に
及
ぶ
と
い
う
状
況
が
展
開
し
て
く
る
の
で
あ
る
（
「
類

聚
三
代
格
」
）
。
郡
司
が
国
司
に
対
し
て
徴
税
講
負
人
化
し
て
く
る
過

程
で
、
政
府
は
天
長
四
年
五
月
、
労
効
二
世
以
上
を
譜
第
と
す
る
「
譜

第
主
義
」
の
他
の
一
面
を
も
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る

（「

ﾞ
聚
三
代
格
」
）
Q

　
た
し
か
に
国
司
と
郡
司
は
、
　
「
国
郡
司
等
法
意
を
存
ぜ
ず
、
必
ず

満
て
役
使
す
」
　
（
「
続
臼
本
紀
」
天
平
宝
字
元
年
の
条
）
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
階
級
的
に
は
直
接
生
産
者
に
対
し
て
は
収
奪
者
の
側
に
た
っ

て
は
い
た
。
け
れ
ど
竜
、
そ
の
在
地
に
お
け
る
活
動
に
お
い
て
は
、

律
令
官
人
機
構
に
依
存
す
る
郡
領
贋
の
行
動
と
そ
の
下
僚
と
の
間
に

は
対
立
的
側
面
が
あ
り
、
同
じ
郡
司
層
の
代
輪
・
勧
農
と
は
い
っ
て

も
、
同
一
に
は
論
じ
え
な
い
も
の
の
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
郡
司
が
国

司
に
対
し
て
徴
税
請
負
人
化
し
て
く
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
展
開
さ

れ
る
、
国
司
対
郡
司
の
抗
争
関
係
に
あ
っ
て
も
、
律
令
制
の
枠
を
克

服
し
て
ゆ
く
郡
司
層
の
私
窩
と
私
営
の
実
態
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

①
　
か
ウ
て
の
隣
係
論
文
と
し
て
は
坂
本
太
郎
門
郡
爺
の
雰
律
令
酌
性
格
」

　
（
腕
歴
史
地
理
』
五
三
の
一
）
　
・
宮
城
栄
畠
「
郡
の
成
立
並
に
郡
司
対
農
民

　
関
係
の
強
化
」
（
『
史
潮
』
六
の
二
）
・
同
「
国
司
に
対
す
る
郡
司
及
び
農

　
民
の
集
団
酌
反
抗
」
（
『
．
歴
史
学
僻
究
』
七
の
十
一
瓢
）
な
ど
が
、
　
「
郡
司
．
の

　
守
椴
性
」
・
「
農
民
の
生
活
擁
護
野
田
と
し
て
の
側
面
を
論
じ
ら
れ
た
も
の

　
と
し
て
あ
り
、
反
対
に
郡
司
の
「
族
長
」
と
し
て
の
階
級
的
性
質
や
「
宮
［

　
人
と
し
て
の
基
本
的
本
質
」
を
強
調
さ
れ
た
も
の
に
北
肉
茂
夫
『
奈
良
時

　
代
の
政
治
と
斑
衆
』
　
（
第
閥
論
文
）
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
将
門
の
窺
を

　
め
ぐ
る
望
薄
武
芝
の
位
羅
づ
け
に
つ
い
て
も
紺
擁
し
て
お
り
「
村
落
典
同

　
体
の
擁
護
春
」
　
（
松
本
新
八
郎
門
将
門
記
の
印
象
」
・
糧
文
学
二
十
九
の
一

　
〇
）
と
し
て
の
理
解
と
「
郡
司
娃
国
造
の
階
級
的
あ
り
方
扁
に
注
躍
し
、

　
「
國
家
と
の
聞
に
は
い
わ
ば
身
分
酌
対
立
が
あ
る
」
と
す
る
見
解
（
石
刀

　
田
正
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
』
　
（
上
）
第
一
章
・
第
三
節
お
よ
び
補
遺

　
災
）
な
ど
の
差
異
と
な
る
。

②
　
坂
本
太
節
『
大
化
改
新
の
研
究
』
　
（
第
三
編
窮
二
章
）
三
二
七
頁

③
井
上
光
貞
「
郡
司
制
度
の
威
立
年
代
に
つ
い
て
〕
（
『
古
代
学
』
一
の

　
二
）

④
関
晃
「
大
化
の
郡
司
制
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
史
論
集
』
上
）

⑤
磯
貝
正
義
「
律
令
時
代
の
地
方
政
治
」
（
『
日
本
累
歳
史
論
集
』
上
）

⑥
こ
の
立
樹
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
灘
田
博
士
の
改
新
詔
の
「
凡
」
を

　
起
辞
と
す
る
部
分
は
近
涯
令
文
を
転
写
し
た
も
の
と
す
る
児
解
を
も
列
挙

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
（
『
罠
本
上
代
史
の
研
究
』
）
、
こ
の
説
に
つ
い
て
ほ

　
す
で
に
坂
本
博
士
の
反
論
も
あ
り
、
近
江
令
の
内
容
に
つ
い
て
も
疑
点
が

　
あ
る
の
で
ム
7
は
ふ
れ
な
い
。
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⑦
　
井
上
光
貞
「
郡
司
鯛
の
成
立
年
年
代
に
つ
い
て
」
（
『
吉
報
学
』
の
二
）
、

　
な
お
坂
本
博
士
の
鷲
鼻
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
大
宝
令
頭
字
始
矯
説
を
と
ら

　
れ
て
い
た
が
後
に
浄
御
璽
令
施
行
薩
箭
ま
で
に
遡
及
す
る
修
証
が
な
さ
れ

　
て
い
る
（
「
大
化
改
薪
詔
の
信
愚
性
に
つ
い
て
」
『
歴
史
地
理
』
八
二
の
二
）
。

⑧
　
国
巾
卓
「
郡
司
制
の
成
立
」
（
繍
、
駆
落
悶
題
研
究
』
二
の
鰻
∴
…
…
の
一
・

　
二
）

⑨
八
木
田
「
大
化
改
新
詔
の
述
作
に
つ
い
て
扁
（
『
山
口
大
文
学
会
誌
』
十

　
一
の
一
）
岡
「
律
今
偶
村
落
の
形
成
」
（
『
日
本
史
累
日
』
蹴
二
）

⑩
こ
の
こ
と
は
や
は
り
後
に
神
郡
と
さ
れ
る
度
会
評
督
領
、
助
将
・
多
気

　
評
督
領
・
助
督
、
飯
野
評
賛
領
に
つ
い
て
も
、
そ
の
関
係
者
は
必
ず
し
も

　
濁
造
鐵
自
者
と
は
い
い
難
い
（
「
皇
太
神
宮
儀
式
帳
」
）
。

⑪
　
こ
れ
以
外
で
は
「
続
日
塞
紀
」
文
武
二
年
三
月
目
十
…
月
・
文
武
圏
年

　
二
月
の
昏
条
に
も
関
係
記
集
が
あ
る
。

⑫
　
御
野
爪
味
蜂
間
郡
主
政
伊
篠
都
君
福
善
・
窯
帳
春
日
益
な
ど
（
大
宝
二

　
年
戸
籍
）
が
も
っ
と
も
早
い
。

⑬
　
　
「
類
聚
園
史
し
延
暦
十
七
年
三
月
の
詔
に
み
え
る
「
昔
難
波
糊
廷
、
始

　
鐙
諸
郡
、
傍
択
有
事
補
郡
領
」
は
そ
の
点
で
注
毒
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

⑭
こ
の
点
に
つ
い
て
は
裏
写
蕉
義
「
律
令
縫
代
の
地
方
政
治
」
（
『
日
本
古

　
代
史
論
集
』
上
）
の
所
見
参
照
。

⑮
　
虎
麗
俊
哉
「
大
宝
令
以
前
の
腿
積
法
・
租
法
に
つ
い
て
篇
（
『
芸
林
』
六

　
の
五
）
亀
細
隆
之
「
日
本
古
代
に
於
け
る
田
租
田
秋
の
研
究
レ
（
『
古
代
学
』

　
四
の
二
）
八
木
充
「
大
化
改
新
詔
の
述
作
に
つ
い
て
偏
（
『
山
口
大
文
学
会

　
誌
』
十
一
の
｝
）

⑯
磯
貝
正
義
「
前
掲
論
文
」
、
な
お
神
郡
に
つ
い
て
砿
上
田
正
昭
「
郡
司
に

　
関
す
る
一
考
察
」
（
『
古
代
学
』
八
の
工
）
同
「
薪
旧
圏
造
論
」
（
『
律
令
躍

　
家
の
蕪
礎
構
造
＾
滞
）
で
…
買
及
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

⑰
高
橋
水
枝
「
奈
良
時
代
郡
司
一
覧
」
（
灘
凱
紀
研
究
漏
一
の
十
じ
を
中

　
心
に
検
討
を
試
み
、
　
擬
郡
司
を
加
算
し
た
。
　
大
領
中
、
無
姓
に
は
義
人

　
1
、
部
に
は
部
使
1
、
部
首
に
は
首
1
を
倉
み
、
綱
領
の
無
姓
に
は
舎
入

　
工
を
掴
え
て
い
る
。
但
し
同
一
人
物
は
す
べ
て
一
と
し
て
計
上
し
て
い
る
。

⑲
石
轟
霜
正
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
拙
（
二
」
）
九
二
貰
、
「
古
代
法
」

　
（
岩
波
講
座
『
副
本
雌
史
』
古
代
ω
）
三
｛
二
頁
な
ど
。
こ
う
し
た
見
解

　
は
ひ
と
り
石
碑
田
氏
に
と
ど
ま
ら
ず
一
般
的
で
あ
る
。
な
お
、
「
選
叙
令
」

　
に
お
い
て
も
特
騎
の
条
件
の
な
い
主
政
・
蝿
帳
ク
ラ
ス
に
な
る
こ
と
、
無

　
姓
・
部
姓
奢
が
は
る
か
に
多
く
・
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
翠
霞
郡

　
司
が
東
海
・
薄
麟
に
多
い
点
は
注
嗣
す
べ
き
で
あ
る
（
直
木
孝
次
郎
『
田

　
本
古
代
国
家
の
構
造
』
第
王
部
隅
参
照
）
。

⑲
虎
屋
俊
哉
「
大
化
改
新
後
の
園
鷺
」
（
門
芸
林
』
閥
の
四
）
新
野
直
吉

　
「
大
化
改
転
後
の
闘
造
」
（
糊
．
岩
手
史
学
研
究
』
七
）
上
踊
正
昭
「
新
曲
岡

　
造
論
レ
（
『
律
令
圏
家
の
基
礎
構
造
…
）

⑳
　
も
ち
ろ
ん
「
選
年
令
」
に
い
う
、
繭
造
を
優
先
と
す
る
郡
司
嚢
網
例
は
、

　
じ
っ
さ
い
に
は
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
「
古
記
」
説
の
補
任
も
ど
の
程
度

　
現
実
化
し
え
た
か
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
國
造

　
の
移
動
性
が
可
能
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
新
銀
造
に
対
す
る
見
解
の
ひ
と
つ

　
の
特
徴
を
傍
証
す
る
に
た
り
う
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
な
ろ
う
。

⑳
　
　
「
続
目
本
紀
」
延
暦
十
照
年
四
月
、
　
「
類
聚
岡
三
」
延
暦
十
二
年
十
二

　
月
の
昏
条
。
こ
の
場
禽
に
郡
大
領
を
国
造
に
補
任
し
て
い
る
の
は
、
磯
貝

　
氏
も
説
か
れ
る
如
く
軽
視
す
べ
き
で
な
い
。
な
お
天
平
穴
年
の
「
大
度
智
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菰
劇
」
　
賊
紐
㎎
に
み
・
刷
る
斜
糾
照
四
麟
臨
廻
臨
｛
寸
。
同
瀧
能
…
（
「
寧
楽
遺
文
扁
　
編
一
一
一
二

　
頁
）
や
針
間
岡
造
豊
前
・
同
斐
太
閤
（
「
同
」
補
遣
～
）
な
ど
は
岡
造
氏

　
の
実
態
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑳
　
北
山
茂
夫
「
万
漢
に
お
け
る
纒
雲
期
の
諸
様
相
」
（
『
万
葉
の
挺
紀
』
）

⑳
　
北
出
茂
夫
門
大
宝
二
年
の
筑
前
岡
一
戸
籍
残
簡
に
つ
い
て
」
（
『
奈
良
磯
代

　
の
政
治
と
畏
衆
』
ニ
ニ
六
｝
員
）

⑳
門
脇
績
二
二
本
古
代
共
同
体
の
研
究
』
（
第
三
章
二
）
二
八
頁

⑳
　
薗
沼
香
融
「
出
挙
」
（
『
天
工
園
家
の
基
礎
構
造
』
）

⑳
　
磯
員
正
義
「
前
掲
論
交
」
は
、
　
「
譜
第
」
の
資
格
に
は
大
化
前
代
の
国

　
造
家
と
い
っ
た
家
格
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
点
を
明
ら
に
し
て
い
る
。
け

　
れ
ど
も
や
は
り
高
布
郡
司
に
鷺
苔
一
族
が
逓
任
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は

　
「
も
ち
ろ
ん
特
例
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
大
石
良
材
「
譜
第
郡
司
の
性
質
偏
（
『
罠
本
古
代
史
論
叢
門
㎞
）
　
の
指
摘
の

　
よ
う
に
、
　
「
三
代
格
」
に
み
え
る
格
も
こ
の
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
磯
具
琵
義
「
前
掲
論
文
」

⑳
　
痘
木
牽
次
郎
「
律
令
軸
側
に
お
け
る
皇
親
勢
力
の
　
考
察
」
（
『
難
令
圃

　
家
の
基
礎
構
造
臨
）

⑳
　
北
出
茂
夫
「
天
平
末
葉
に
お
け
る
橘
奈
良
麻
呂
の
変
」
（
『
田
本
古
代
政

　
治
史
の
研
究
』
）

⑳
神
火
問
題
に
つ
い
て
の
私
見
は
「
郡
司
に
関
す
る
叢
脅
察
」
（
輔
露
代
学
』

　
八
の
一
一
）
で
需
及
し
た
の
で
こ
こ
で
は
再
説
し
な
い
。

⑫
　
直
木
牽
次
郎
「
大
化
前
代
に
お
け
る
畿
内
の
社
会
構
鷺
」
（
『
瞬
本
古
代

　
岡
家
の
構
造
』
）
上
田
正
昭
「
郡
司
に
関
す
る
｛
考
察
」
（
『
古
代
学
』
八

　
の
一
こ
。
藏
木
論
文
は
先
に
『
臼
本
史
研
究
』
三
五
号
に
所
載
さ
れ
た
も
の

　
で
あ
っ
て
、
　
「
部
姓
者
の
階
級
分
化
」
の
理
解
に
関
し
て
は
、
私
見
と
異

　
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
前
掲
拙
論
と
書
評
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
臨
二
四
）

　
で
若
干
の
疑
閥
を
提
出
し
て
お
い
た
。

⑳
　
蔵
垣
忌
寸
家
麻
属
の
大
領
転
任
は
、
神
亀
五
年
の
二
大
銀
に
は
少
領
の

　
転
補
を
認
め
た
脚
｝
と
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
高
市
連
は
、
　
「
高

　
窮
郡
大
領
高
市
県
主
許
梅
」
（
「
壬
申
紀
」
）
の
．
二
二
で
あ
り
、
天
武
十
二
年

目
新
口
連
を
賜
与
さ
れ
、
後
に
も
擬
大
領
高
市
連
麓
町
・
一
幕
嵩
高
宙
連
唱

　
鴛
の
名
を
記
す
（
「
大
隅
本
古
文
欝
」
二
五
）
。
な
お
檜
前
忌
寸
に
つ
い
て

　
は
上
田
正
昭
門
樵
簾
舞
と
二
重
忌
寸
」
（
『
古
代
丈
化
』
九
の
五
）
で
需
及

　
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

⑭
　
原
秀
三
郎
「
八
世
紀
に
お
け
る
開
発
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
史
研
究
』
六

　
こ

⑳
　
礪
破
郡
に
つ
い
て
は
、
良
観
烈
年
よ
り
擬
大
慾
に
口
㎎
治
部
・
擬
少
傾
に

　
飛
鳥
三
層
の
名
が
み
え
、
寛
平
三
年
に
は
擬
大
領
に
秦
忌
寸
・
覧
平
九
年

　
に
は
擬
大
領
に
飛
鳥
戸
造
・
延
喜
十
年
に
は
射
水
臣
と
い
う
よ
う
に
（
「
平

　
安
遺
文
」
　
一
）
、
擬
郡
司
に
善
南
臣
一
族
以
外
が
多
く
登
場
し
て
く
る
。

⑳
　
　
童
一
蚊
蕪
蝋
位
口
開
遅
部
宏
一
騨
は
、
　
竃
八
平
宝
宇
…
兀
年
郡
－
入
領
外
叩
止
六
位
ト
画
R
畷
恥
蔑

　
部
慰
宏
耳
と
し
て
鷺
姓
有
位
者
と
な
る
が
（
「
寧
楽
遺
文
」
七
〇
八
頁
）
、

　
こ
れ
は
後
に
君
姓
を
獲
得
し
た
も
の
と
考
え
た
い
（
直
木
孝
次
鄭
「
郡
司

　
の
昇
級
に
つ
い
て
」
豚
『
続
紀
研
究
臨
五
の
七
」
参
照
）
。

㊨
　
米
沢
康
「
郡
罵
存
在
の
…
形
態
」
（
『
日
本
歴
史
掘
一
七
二
）

⑱
　
岸
俊
男
「
越
前
燭
東
大
寺
領
庄
園
を
め
ぐ
る
政
治
帥
動
向
」
（
『
實
代
学
輪

　
一
の
隣
）
原
秀
三
郎
「
八
世
紀
に
お
け
る
開
発
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
史
研

　
究
』
六
一
）
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⑳
　
原
「
前
掲
論
文
」

⑳
　
郡
司
国
定
に
あ
た
っ
て
、
無
能
の
郡
司
を
詮
擬
し
た
綴
司
を
「
翠
帳
之

　
官
、
威
見
任
を
解
き
、
永
く
叙
嘉
せ
ず
」
（
「
類
聚
三
代
格
」
、
弘
仁
三
年

　
八
月
烈
日
太
政
官
符
）
と
し
た
の
も
、
弘
仁
二
年
の
「
郡
中
之
姓
幼
心
を

　
託
す
」
と
い
わ
れ
る
譜
第
が
必
ず
し
も
有
能
で
な
か
っ
た
こ
と
を
添
す
。

⑧
平
野
博
之
門
平
安
時
代
に
お
け
る
蟹
司
榔
司
の
關
係
に
つ
い
て
」
（
『
史

　
淵
』
七
二
）

＠
　
承
和
七
年
嘗
城
郡
権
大
領
が
私
池
を
造
っ
て
公
田
八
十
余
町
を
灌
概
し
、

私
墾
万
一
千
束
に
よ
っ
て
公
民
を
帳
憧
し
た
り
、
あ
る
い
は
梶
七
年
・

八
年
に
大
住
郡
・
根
模
郡
の
大
領
が
そ
れ
ぞ
れ
多
量
の
二
輪
を
な
し
た
り

す
る
方
向
（
門
日
本
後
壁
」
）
に
は
、
国
家
的
勧
農
機
能
の
代
行
や
私
営
賑

の
蓄
積
が
内
在
し
て
お
り
、
ま
た
郡
司
と
有
力
農
民
が
天
安
元
年
に
は
対

馬
国
守
の
館
を
、
元
慶
八
年
に
は
石
見
騨
権
守
を
そ
れ
ぞ
れ
襲
撃
し
た
り

（
コ
鵬
代
実
録
し
）
す
る
行
動
の
背
後
に
は
、
徴
税
請
員
人
化
し
て
ゆ
く
過

程
で
の
郡
司
厨
の
反
擾
と
し
て
の
側
諏
を
も
内
包
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
講
師
）
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Forms　in　Development　of　the　Gzenshi　xtES　iaj　System

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　Masaaki　Ueda

　　In　the　country　government　under　the　1？itsurJ），6　（iit．．〈〉　systein，

Ggtnshi郡可othcial　a1｝d　resident　man　of　inHしlence，　had　two　charac－

ters，　one　was　to　joiB　in　exploitation　by　depending’　upon　tlie

Ritsury6　system，　another　to　be　in　close　contact　with　resident

peasants　with　interests　of　direct　producers；　these　were　apt　to　be

sometimes　understood　as　a　simple　duplicity，　whicli　should　1）e　con－

cretely　treated　rather　2n　the　developing　process　of　the　1？itse“’Lyo”

system．　The　conception　that　Gunshi　isκo舘96圏造：has　been

generally　acceptecl，　and　the　fact　that　the　so－called　F・tidai－gttnshi

譜第郡司system　has　been　undersood　superficially　in　its　content．is

clue　to　the　lack　of　concrete　and　developing　research　oR　the　con－

stitution　and　change　of　the　Gunslzi　class．

　This　article　tries　to　reorganize　the　relation　of　Gblnshi　w　ith

Koleuz6　in　the　forming　period　of　the　Gunshi　system；　and　the　way

under　what　condition　Fudai－gunshi　systein　was　systematized，　and

in　what　relation　it　was　with　the　rise　of　the　new　Gunshi　class　of

private　forttme　and　management　；　througlt　the　analysis　of　which　we

try　to　research　the　nature　of　development　of　the　Gunshi　system　in

residence．

Chiian－na摘納in　the　Ch’ing清Dynasty　and　the

　　　　　　　End　of　the　Bureaucratic　Society

　　　　　by

Hideki　Kond6

　　The、vri毛er　shall　extract　Clzih－chozt　タ田・i・l　a貝d　Clz気海一々sガのz矢［1県　from

the　Complete　Book　en　Officials　of　the　Great　Ch’ing　of　each　period

from　the　segond　year　of　Yzan．cr－cheng　v7tslEI　（1724）　to　the　second

year　of　Hsitai診一t’ung宜統（1910），　and　summarize　people　of　regular

route正途or　irregular　route雑途and　by　their　native　places，　which

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（348）


