
院
政
期
に
お
け
る
保
成
立
の
二
つ
の
形
態

河

立黛

ヒ
ヒ

ム
ロ
障

平

院政期における保成立の二つの形懲（河・削

　
　
【
要
約
U
院
政
期
に
入
る
と
、
国
家
的
給
付
と
し
て
専
社
に
与
え
ら
れ
て
い
た
「
封
戸
」
を
指
定
さ
れ
た
国
司
1
す
で
に
在
地
領
主
の
共
同
機
関
に
変

　
質
し
つ
つ
あ
っ
た
国
衙
に
長
宮
と
し
て
の
ぞ
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
一
は
、
そ
の
納
進
責
任
回
避
の
代
償
と
し
て
圏
内
の
一
定
部
分
を
「
便
二
面
扁
と
し
て

　
そ
の
寺
社
に
わ
け
与
え
て
い
っ
た
。
そ
の
場
合
、
性
格
を
全
く
異
に
す
る
二
つ
の
形
態
が
あ
っ
た
。
第
一
は
、
墨
摺
の
あ
る
在
地
領
主
の
別
符
の
私
領
（
開

　
発
予
定
地
）
を
「
便
補
保
旨
と
し
て
指
定
す
る
形
態
で
あ
る
。
第
二
は
、
逆
に
、
　
「
封
戸
」
主
た
る
寺
社
自
身
が
神
人
・
寄
人
の
集
団
と
し
て
組
織
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

爪
．
、
ろ
の
上
鷺
罠
の
耕
岳
（
公
闘
）
を
憂
補
径
、
し
て
指
定
す
る
形
態
で
あ
る
。
在
地
笙
が
縁
家
権
力
機
構
の
藤
を
な
す
に
い
た
る
や
、
各
…

．
古
袋
族
．
嬬
淫
は
二
つ
の
保
の
形
態
に
穣
さ
れ
至
一
つ
の
禦
辱
。
人
髪
配
嚢
－
鑑
繁
を
媒
介
と
し
た
人
髪
配
甕
と
、
そ
の
…

　
領
主
的
皮
配
に
抵
抗
す
る
一
般
農
斑
層
を
独
自
に
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
麦
配
を
実
現
す
る
様
式
1
を
そ
れ
ぞ
れ
分
有
す
る
こ
乏
に
よ
っ
て
、
全
体
と
　
～

㍑
て
線
の
政
治
鍵
苅
的
地
位
を
瀟
擁
し
潅
箋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

は
　
じ
　
め
　
に

　
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
に
わ
た
る
院
政
期
は
、
古
代
律
令

国
家
体
鋼
の
胎
内
か
ら
成
長
し
て
き
た
農
奴
主
階
級
が
自
己
自
身
を

封
建
領
主
一
在
地
領
主
と
し
て
再
編
成
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
旧
来

の
王
朝
国
家
権
力
機
…
構
そ
の
も
の
を
決
定
的
に
変
質
せ
し
め
る
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
た
時
期
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
全
国
家
権
力
機

構
の
変
質
過
程
は
、
古
代
貴
族
1
1
各
権
門
勢
家
に
お
い
て
は
各
国
衙

を
知
行
国
化
す
る
と
同
時
に
、
更
に
在
地
領
主
の
寄
進
を
媒
介
と
す

る
い
わ
ゆ
る
寄
進
地
系
荘
園
を
獲
得
す
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
進

行
し
た
。
し
か
し
一
方
こ
の
問
じ
院
政
期
は
、
香
権
門
勢
家
が
そ
れ

そ
れ
独
自
に
畿
内
近
国
の
田
堵
農
民
層
を
直
接
に
新
し
い
荘
園
的
秩

序
に
組
織
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
政
治
的
・
経
済
的
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
酌
地
位
を
再
編
・
強
化
し
ょ
う
と
し
た
時
期
で
も
あ
っ

（349）1
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②た
。
、
従
来
こ
の
二
つ
の
過
程
、
す
な
わ
ち
在
地
優
主
制
の
形
成
及
び

寄
進
地
系
荘
園
の
成
立
の
過
程
と
、
均
等
名
荘
園
に
代
蓑
さ
れ
る
い

わ
ゆ
る
畿
内
型
荘
園
の
形
成
の
…
過
程
は
そ
れ
ぞ
れ
励
個
に
研
究
が
深

め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
院
政
期
以
降
の
中
世
手
本
の
全
国
家

権
力
機
構
一
人
昆
支
配
三
三
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
特
質
を
も
っ
て

い
た
か
と
い
う
基
木
的
問
題
が
あ
ら
た
め
て
黒
田
俊
雄
民
に
よ
っ
て

提
起
さ
れ
、
そ
の
政
治
機
構
の
特
質
が
解
明
さ
れ
て
も
、
そ
の
政
治

機
構
が
ど
の
よ
う
な
特
有
の
歴
史
的
・
政
治
的
矛
馬
を
臼
ら
に
内
包

す
る
体
制
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
さ
ら
に
あ
ら
た
に
問
わ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
在
地
領
主
一
封
建
領

主
が
繭
象
的
支
配
機
構
の
不
可
欠
の
一
環
を
な
す
に
至
っ
た
中
世
日

本
の
全
学
家
権
力
機
構
一
人
民
支
配
体
制
の
秘
密
を
明
ら
か
に
し
う

る
た
め
に
は
、
併
行
し
て
同
時
に
進
行
し
た
以
上
の
べ
た
二
つ
の
過

程
が
当
時
の
勤
労
人
罠
各
層
の
ど
の
よ
う
な
現
実
的
生
活
、
経
済
的

・
政
治
的
課
題
に
根
拠
を
も
っ
て
い
た
か
、
ま
た
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の

過
程
は
人
罠
谷
層
…
の
そ
れ
ら
の
談
謙
題
を
、
ど
の
よ
う
な
支
配
階
級

諸
層
が
ど
の
よ
う
な
組
織
原
理
（
イ
デ
オ
排
ギ
…
）
に
よ
っ
て
至
徳
的

に
解
決
す
る
過
程
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
二
つ
の
過

程
は
互
い
に
ど
の
よ
う
な
内
的
連
関
を
具
体
的
に
も
っ
て
い
た
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

ど
の
賜
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
院
政

期
に
お
け
る
「
便
補
の
保
」
成
立
の
二
つ
の
形
態
に
注
目
し
、
そ
の

各
々
の
歴
史
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

①
黒
照
俊
雄
氏
「
荘
幽
制
の
基
本
的
性
格
と
領
主
鯖
」
愈
．
中
世
縫
会
の
基

　
太
・
構
造
』
所
収
）
　
・
拙
、
稿
「
月
本
封
建
瞬
家
の
成
立
を
め
ぐ
る
二
つ
の
階

　
級
」
　
（
欄
、
日
本
史
研
漏
冗
』
　
一
望
（
り
・
六
二
口
万
）

②
　
渡
辺
澄
夫
氏
肥
、
畿
内
庄
園
の
韮
礎
構
造
焔
・
石
骨
順
正
氏
「
院
政
期
の

　
一
つ
の
特
暫
一
に
つ
い
て
」
（
『
宵
代
末
期
敗
仏
個
史
序
説
』
下
所
収
）

③
黒
出
俊
雄
氏
「
中
世
の
国
家
と
天
皇
」
（
岩
波
講
座
偲
、
臼
本
鷹
史
』
中

　
世
2
所
収
）

④
　
私
は
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
、
第
一
の
封
建
綱
形
成
期
に
お
け
る
勤
労
人

　
民
各
回
の
経
済
的
・
敷
治
的
課
題
に
つ
い
て
は
論
理
曲
次
元
に
お
い
て
泓

　
見
を
提
示
し
て
お
い
た
。
し
か
し
そ
の
具
体
的
抱
握
及
び
纂
二
・
第
窯
の

　
聞
題
に
つ
い
て
は
、
繭
掲
拙
稿
に
お
い
て
泓
な
り
の
展
望
を
具
体
化
し
え

　
た
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
前
掲
拙
稿
も
本
稿
も
、
封
建
制
の
墓
礎
と
し
て

　
の
農
村
（
農
業
問
題
解
決
の
場
）
か
ら
思
考
を
展
開
し
て
い
る
の
み
で
、

　
い
窪
だ
人
民
各
溺
の
経
済
的
・
敗
治
的
課
題
を
社
会
的
生
雍
諸
力
涯
社
会

　
的
分
業
の
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
・
全
葡
的
に

　
把
握
し
え
て
い
な
い
と
い
う
基
、
本
的
限
界
を
も
っ
て
い
る
。
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随蹴期における保成立の二つの形態（河音）

［
　
別
符
私
領
と
便
補
の
保

　
十
一
世
紀
以
来
、
各
国
衙
機
構
は
、
国
内
の
荒
野
・
田
代
．
畠

代
・
常
荒
田
・
川
成
な
ど
未
癖
地
・
開
発
予
定
地
・
荒
廃
地
の
開
発

を
「
別
符
」
に
よ
り
公
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た

別
符
名
・
別
符
村
・
別
符
保
・
別
符
郷
の
開
発
可
能
性
自
体
を
所
領

と
し
て
領
有
す
る
に
到
っ
た
開
発
領
主
曇
郡
・
郷
司
（
在
庁
官
人
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

共
同
権
力
機
関
に
漸
時
変
質
し
つ
つ
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る

「
別
符
」
と
い
う
新
し
い
国
衙
法
的
手
続
き
を
か
ち
と
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
農
奴
主
階
級
は
、
自
ら
の
際
発
田
畠
で
さ
え
も
公
田
と
し
て

王
朝
国
家
一
国
司
に
よ
っ
て
収
奪
さ
れ
る
と
い
う
旧
来
の
古
代
国
家

権
力
秩
序
を
う
ち
や
ぶ
り
、
そ
れ
を
自
己
の
「
私
宅
」
の
延
長
と
し

て
の
封
建
領
主
的
所
領
（
土
地
所
有
）
と
し
て
法
約
に
確
保
・
領
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
十
世
紀
以
来
大
名
田
堵
、
す
な

わ
ち
「
私
宅
」
を
中
核
と
し
つ
つ
数
十
町
歩
も
の
庄
公
田
を
講
駁
す

る
大
農
業
経
営
者
と
し
て
一
般
に
自
己
を
再
生
産
し
て
き
た
家
父
長

的
農
奴
主
階
級
は
、
こ
こ
に
あ
ら
た
に
自
己
自
身
を
体
制
的
に
再
編

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
大
胆
な
未
開
地
へ
の
移
住
と
そ

の
開
発
活
動
を
通
し
て
き
た
え
あ
げ
た
家
父
長
野
支
配
秩
序
を
外
延

附
に
拡
大
さ
せ
る
と
い
う
形
で
明
確
に
封
建
領
主
と
し
て
自
己
自
芽

を
政
治
的
に
変
革
し
え
な
か
っ
た
多
く
の
古
代
以
来
の
名
族
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

「
別
符
」
を
法
的
根
拠
と
し
つ
つ
新
し
く
荒
野
か
ら
再
出
発
し
た
開

あ
　
　
　
し
　
　
　
も

発
領
主
撹
在
地
領
主
に
よ
っ
て
と
っ
て
か
わ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

　
　
　
　
③

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
未
開
地
・
荒
廃

地
の
開
発
が
展
開
す
る
に
つ
れ
て
、
漸
時
、
各
国
衙
機
構
罷
留
守
所

は
こ
れ
ら
開
発
領
主
一
夏
地
回
主
（
在
庁
窟
人
）
の
別
符
私
領
を
法
的

に
保
障
す
る
と
こ
ろ
の
在
地
領
主
麟
の
共
心
権
力
機
関
に
変
質
し
て

い
っ
た
。
し
か
し
、
彼
等
在
地
領
主
層
が
国
瑚
か
ら
「
別
符
」
を
獲

得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
法
的
権
限
は
、
そ
の
特
定
地
域
内
に
お

け
る
未
開
地
を
開
発
し
、
か
く
し
て
得
ら
れ
た
開
発
田
を
雑
役
免
田

一
領
主
名
と
し
て
子
々
孫
々
所
有
し
う
る
と
い
う
権
限
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
彼
等
が
国
衙
か
ら
そ
の
開
発
を
請
負
っ
た
別
符
私
領
の

内
部
に
は
、
旧
来
よ
り
一
貫
目
て
大
小
田
堵
層
に
よ
っ
て
諦
作
さ
れ

つ
づ
け
て
き
た
公
田
あ
る
い
は
権
門
寺
祉
の
庄
製
が
独
自
に
存
在
し

て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
い
わ
ん
や
、
別
符
私
領
の
開
発
を
中
核
と

し
づ
つ
在
地
領
主
暦
が
郡
司
・
郷
司
一
国
衙
役
人
と
し
て
臨
ん
だ
官

僚
約
管
轄
勉
域
（
郡
・
郷
）
の
内
部
に
お
い
て
は
、
か
か
る
庄
公
田
の

存
在
は
更
に
大
き
な
位
遣
を
占
［
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
庶
条
件
の
も
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と
で
、
在
地
領
主
層
が
国
衙
閥
留
守
所
の
権
力
を
背
景
と
し
つ
つ
こ

れ
ら
庄
公
田
を
耕
作
し
て
い
る
大
小
田
堵
農
民
を
自
己
の
領
主
的
支

配
秩
序
の
中
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
時
、
彼
ら
は
一
方
で
は
田
堵
農

民
自
身
を
直
接
に
家
父
長
的
な
主
従
…
関
係
の
屯
と
に
組
織
し
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
田
堵
農
民
自
身
の
「
私
宅
」
所
有
を
領
主
二
歩
地
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

有
の
有
機
的
一
環
に
く
み
入
れ
よ
う
と
し
た
。
と
同
時
に
他
方
で
は
、

自
己
臼
身
の
「
私
宅
」
・
別
符
私
領
を
中
核
と
す
る
領
主
経
常
の
延
長

と
し
て
そ
の
勧
農
活
動
を
一
般
庄
公
田
に
ま
で
拡
大
し
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
か
か
る
領
主
的
勧
農
を
庄
公
田
の
再
生
産
の
不
可
欠
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

環
と
し
て
、
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
十
一

世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
入
る
と
、
彼
等
は
国
役
の
一
部
を
在
家
役
と

し
て
賦
課
す
る
と
い
う
新
し
い
収
奪
様
式
を
創
出
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
自
ら
の
家
父
二
輪
支
配
秩
序
を
自
己
の
管
轄
領
域
内
に
権
力
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

聾
暴
力
的
に
貫
徹
せ
し
め
よ
う
と
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
以
上
み

た
ご
と
き
各
国
衙
に
お
け
る
在
地
領
主
制
確
立
の
動
向
の
中
で
、
旧

権
力
者
一
権
門
寺
社
（
国
司
・
荘
園
領
主
）
は
ど
の
よ
う
な
独
自
な
対

応
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
院
政
期
に
お
け
る
便
捕
の
保
の
成
立
は

そ
の
基
本
的
原
理
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。

　
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
に
か
骨
て
の
泊
河
院
政
期
な
、
そ

の
後
に
続
く
鳥
羽
院
政
期
と
は
異
っ
て
、
院
運
勢
の
巨
．
額
の
財
政
帥

支
嶺
が
麗
筆
［
身
に
よ
る
寄
進
地
系
荘
園
の
設
立
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ

れ
る
と
い
う
形
を
ほ
と
ん
ど
と
ら
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
各
国
司
一
受
領

へ
の
負
担
の
増
大
と
い
う
形
に
お
い
て
解
決
さ
れ
た
点
に
一
つ
の
特

　
　
　
　
⑦

徴
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
白
河
院
御
願
寺
た
る
法
勝
寺
・
尊
勝
寺

な
ど
の
財
政
的
基
礎
も
ほ
と
ん
ど
あ
ら
た
な
「
封
戸
」
の
寺
入
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

う
き
わ
め
て
復
古
的
形
式
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
任
国
の
国
内
新
開
発
田
畠
を
別
名
体
制
の
も
と
に
在
庁
官
人
一

在
地
領
主
層
に
体
制
約
に
把
握
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
こ
の
時
期
の

国
司
一
受
領
に
と
っ
て
は
、
院
近
臣
と
い
っ
た
個
人
的
利
害
関
係
に

あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
形
に
お
け
る
新
し
い
賦
課
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
じ
　
　
　
ヤ

御
封
を
も
は
や
責
任
を
も
っ
て
体
制
的
に
請
負
う
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
白
河
院
死
後
、
　
「
由
河
法
皇
御
感
初
出
来
事
」
と
し
て
「
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

社
・
仏
寺
・
封
家
納
、
諸
国
吏
全
不
可
弁
済
塩
」
が
そ
の
一
つ
と
し

て
特
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
旧
権
力
者
麗
権
門
寺
祉
と
、

在
地
領
主
層
と
の
政
治
的
矛
盾
が
、
国
司
1
1
受
領
層
に
集
中
し
て
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

謹
鍮
案
内
、
国
富
民
淳
之
昔
、
課
役
罠
悉
丁
田
業
、
調
庸
租
税
合
墨
斑
済
、

　
、
、
、
、
、
、
　
、
、
、
、
　
、
、
、
、
、
、
　
、
、
、
、
、
、
、
、
⑧

百
姓
雄
散
之
今
、
作
田
滅
少
、
新
内
封
戸
頻
来
、
課
丁
之
数
多
以
不
混
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勲記における保戒立の二つの形態（湾音）

こ
れ
は
．
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
東
大
寺
が
、
新
封
戸
設
定
砂
風
潮

の
中
で
、
近
江
国
司
に
対
し
律
令
限
家
以
来
の
本
来
の
封
戸
代
年
別

一
キ
石
の
進
納
を
要
求
し
た
の
に
対
し
、
近
江
国
司
自
身
が
事
情
を

弁
明
し
た
言
葉
で
あ
る
が
、
　
「
百
姓
離
散
し
、
「
作
田
減
少
」
と
い
っ

て
い
る
「
今
」
の
事
態
は
、
決
し
て
客
観
的
な
歴
史
的
事
態
で
は
な

く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
圏
司
自
身
が
直
面
し
て
い
た
現
実
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
こ
の
事
態
は
、
同
時
に
、
封
戸
の
勝
雄
を
受
け
た
権
門
寺

社
自
身
が
直
面
し
て
い
た
現
実
で
も
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ

は
権
門
寺
駈
に
と
っ
て
経
済
的
基
盤
の
不
安
定
、
及
び
そ
の
解
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

可
能
性
を
さ
え
意
味
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
白
河
院
の
政
策
を
具
体

的
契
機
と
し
て
現
実
化
し
て
き
た
こ
の
よ
う
な
事
態
、
す
な
わ
ち
国

司
の
立
場
に
集
中
的
に
表
現
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
旧
権
力
考
1
1
権
門
寺

社
客
体
の
危
機
を
打
開
す
る
た
め
に
創
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
が
便
補
の
保
の
制
度
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
訴
は
封
戸

主
に
対
し
そ
の
御
璽
代
と
し
て
国
内
の
一
定
性
分
を
便
補
の
保
に
指

定
・
分
与
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
御
封
徴
納
責
任
を
在
地

に
転
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
同
じ
日
的
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
便
補
の
保
に

は
、
実
は
そ
の
歴
史
的
佳
格
を
根
本
的
に
異
に
す
る
二
つ
の
形
態
が

　
　
＠

あ
っ
た
。
そ
の
第
一
の
形
態
は
、
特
定
の
権
門
寿
社
（
封
戸
主
）
に
封

戸
代
と
し
て
便
補
さ
れ
る
以
前
に
す
で
に
鼠
衙
領
に
お
け
る
別
符
私

領
と
な
っ
て
い
た
郷
・
保
・
村
・
名
を
園
司
が
そ
の
ま
ま
便
補
…
の
保

に
指
定
し
、
か
く
し
て
保
司
と
な
っ
た
開
発
領
主
の
責
任
に
お
い
て

御
樟
蚕
を
封
戸
主
た
る
権
門
寺
社
に
納
進
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
、
従
来
若
狭
国
に
指
定

さ
れ
て
い
た
太
政
官
厨
家
御
製
代
米
一
七
五
石
の
代
り
と
し
て
、
太

政
官
厨
家
に
若
狭
国
国
富
保
が
便
補
の
保
と
し
て
与
え
ら
れ
た
が
、

従
来
よ
り
国
衙
に
二
百
石
の
官
物
を
納
黙
し
て
い
た
こ
の
園
富
保
は

元
来
悪
難
安
富
な
る
者
の
　
「
私
領
」
　
で
あ
っ
た
。
　
後
年
建
久
六
年

（
一
一
九
五
）
に
な
っ
て
、
　
士
口
原
安
富
り
牽
孫
た
る
国
富
保
司
は
そ
の

保
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

当
路
煮
吉
原
安
富
遺
伝
七
言
領
也
、
永
万
元
年
保
号
以
後
、
殊
入
功
力
、
開

　
も
　
あ
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
も

発
荒
野
、
進
済
四
箇
所
納
物
、
翌
年
無
口
辮
怠
（
後
略
）

す
な
わ
ち
、
国
富
保
は
本
来
吉
原
安
冨
な
る
者
が
「
胴
符
」
を
闘
牛

に
申
請
し
て
毎
年
二
百
石
の
官
物
を
上
覧
に
納
進
ず
る
こ
と
を
条
件

に
そ
の
荒
野
開
発
権
の
領
有
を
許
可
さ
れ
た
吉
原
安
’
8
田
の
「
私
領
」

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
吉
原
安
富
の
刷
符
私
領
が
、
太
政
官
厨
蒙

厳
封
代
蕎
七
十
五
石
の
代
り
に
便
補
の
保
に
指
定
さ
れ
た
ゆ
で
あ
る
。
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蕪
　
狭
凹
闘
覇
け
∵
て
の
時
次
の
様
に
の
べ
て
い
る
。

為
便
補
保
、
任
傍
例
可
令
停
止
国
衙
使
也
、
於
残
米
十
五
石
嚢
、
可
令
弁
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

国
庫
之
状
、
所
載
如
件
、
以
嘗
…

こ
の
国
司
庁
宣
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
太
政
官
厨
家
へ
毎
年
百
七
十

五
石
、
国
庫
へ
毎
年
十
五
石
を
献
進
す
る
義
務
を
負
っ
た
吉
原
安
富

詐
国
富
保
司
は
、
国
富
保
内
の
荒
野
開
発
が
百
九
十
石
の
官
物
を
納
…

進
し
う
る
ま
で
に
進
行
し
て
い
な
く
て
電
定
額
の
官
物
を
納
溶
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
代
り
に
、
そ
れ
以
上
に
広
大
な
開
発
を
進
め
て
も

差
当
り
は
、
同
じ
定
額
の
官
物
を
領
主
・
国
庫
に
納
古
し
さ
え
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・

ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
年
保
司
は
「
当
時
雅
無
異
論
、
保
号
之

　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
、
、
、
、
、
、
、
、
⑯

後
、
暗
便
補
四
箇
所
納
物
、
依
蚕
室
検
注
、
保
内
田
嵐
其
王
難
知
〕
と
の

べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
以
上
の
事
惰
を
物
語
っ
て
い
る
。
以
上
の
ご

と
く
し
て
成
立
し
た
太
政
宮
厨
家
領
国
欝
保
は
、
そ
の
後
議
永
二
年

（
＝
八
三
）
に
な
っ
て
は
じ
め
て
官
使
に
よ
る
田
瀦
検
注
が
実
施
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
内
乱
の
た
め
そ
の
実
施
は
建
久
六
年
（
一

一
九
五
）
に
至
っ
て
実
現
さ
れ
、
　
こ
こ
に
現
実
の
田
数
に
も
と
づ
い

て
「
長
日
御
修
法
供
米
」
一
官
物
を
太
政
官
厨
家
に
納
進
ず
る
新
し

い
体
制
に
再
編
成
さ
れ
、
そ
の
結
果
そ
の
名
も
国
窟
庄
と
変
わ
る
κ

　
　
　
　
　
　
⑰

至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
過
程
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
か
か
る
形
態
の
便
補
の
保
の

成
立
と
い
う
こ
と
は
、
国
司
が
御
薗
を
現
実
の
国
内
公
田
か
ら
あ
が

る
生
産
物
に
よ
っ
て
納
進
ず
る
体
制
か
ら
、
未
開
地
の
開
発
領
有
権

を
得
た
開
発
領
主
一
別
湿
半
に
そ
れ
を
請
負
わ
す
体
鰯
に
転
換
し
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
封
戸
主
の
収
入
は
在
地
領
主
の
開

発
活
動
に
完
全
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
う

能山

ﾌ
端
補
の
操
の
成
立
が
、
保
司
自
身
に
よ
っ
て
単
に
「
保
号
」
と

い
う
雷
葉
で
表
現
さ
れ
る
の
も
、
全
く
彼
自
身
の
別
符
私
領
を
そ
の

基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
応
保
二
年
（
＝
六
一
じ
東
大
寺
僧
覚
仁
の
努
力
に
よ
っ
て

東
大
寺
が
上
野
国
司
か
ら
獲
得
し
た
「
東
大
寺
御
封
便
服
保
薗
部
郷
」

も
ま
た
、
繭
睡
郷
司
（
保
司
）
が
そ
れ
以
前
に
「
二
分
田
代
荒
野
」

を
「
殊
致
能
治
、
可
開
発
」
と
い
う
内
容
の
申
請
を
提
出
し
た
結
果
，

国
司
か
ら
「
郷
分
田
代
荒
野
、
不
識
多
少
、
髄
可
充
行
し
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

「
別
符
」
を
獲
得
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
別
符
私
領
で
あ
っ
た
。
そ
れ

以
前
久
安
年
増
に
東
大
寺
は
同
じ
く
僧
覚
仁
の
努
力
に
よ
っ
て
紀
伊

　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

国
山
田
保
、
讃
岐
国
原
保
、
金
倉
保
、
加
賀
岡
石
内
保
、
及
び
美
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

国
、
越
中
圏
に
お
け
る
黒
黒
の
保
の
国
司
詳
言
な
ど
を
獲
得
し
て
い

る
が
、
た
と
え
ば
、
越
中
国
の
保
に
つ
い
て
「
便
補
筆
庁
宣
了
、
但
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院政期における保成立の二つの形態（河音）

　
も
　
　
ヨ

只
荒
野
狭
少
云
々
」
と
覚
仁
自
身
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら

の
傑
は
全
て
こ
の
第
一
の
類
型
に
属
す
る
便
補
の
保
で
あ
っ
た
。
と

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

こ
ろ
が
、
こ
の
同
じ
時
期
に
、
僧
弘
仁
は
伊
賀
園
に
お
い
て
、
東
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ら
　
　
　
う
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も

寺
領
黒
田
庄
庄
民
（
寄
人
）
出
作
田
畠
を
お
な
じ
棄
大
寺
御
影
代
と
し

て
全
内
的
に
寺
領
化
す
る
た
め
に
、
伊
賀
圏
薬
代
・
在
庁
官
人
．
名

張
郡
罰
源
俊
方
な
ど
伊
賀
国
在
地
領
主
摺
の
金
勢
力
と
激
烈
な
争
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
く
り
か
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
大
寺
僧
転
載
は

東
大
寺
一
封
代
の
獲
得
と
い
う
同
じ
閉
講
を
解
決
す
る
た
め
、
一
方

で
は
在
地
領
主
の
別
符
私
領
を
便
補
の
保
と
し
て
獲
得
す
る
た
め
に

多
大
の
努
方
を
か
た
む
け
つ
つ
、
他
方
で
は
そ
の
瑚
符
私
領
を
中
核

と
し
て
成
長
し
て
き
た
在
地
領
主
暦
の
全
勢
力
と
対
決
し
て
黒
田
庄

繊
作
田
畠
を
寺
濃
化
す
る
た
め
に
巨
大
な
精
力
を
か
た
む
け
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
こ
の
時
期
の
権
門
寺
社
の
あ
り
方
を
考
え

る
上
で
み
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
東
大

寺
が
一
つ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
明
ら
か
に
二
つ
の
顔
を
も
っ

て
い
た
と
い
う
事
実
は
少
な
く
と
も
東
大
寺
の
歴
史
的
性
格
を
考
え

る
上
で
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

①
　
大
山
濡
平
氏
「
驚
衙
傾
に
お
け
る
領
主
荊
の
形
成
扁
（
『
史
林
』
四
三
巻

　
一
丹
）

②
前
掲
拙
稿
鴎
の
㈲

③
　
石
版
倒
正
氏
は
『
串
世
酌
世
界
の
形
成
血
第
三
章
第
一
節
に
お
い
て
、

　
伊
賀
濁
名
張
郡
の
古
代
以
来
の
譜
代
の
名
族
伊
賀
氏
が
北
伊
賀
の
隣
朋
臣

　
氏
と
と
も
に
＋
一
世
紀
申
葉
を
劃
期
と
し
て
、
郡
司
に
就
任
し
う
る
政
治

　
的
・
集
会
的
地
位
を
褒
失
し
、
そ
れ
に
代
っ
て
猪
氏
、
長
谷
氏
、
鞍
部
氏

　
な
ど
の
新
興
氏
族
が
郡
司
職
を
争
奪
す
る
に
至
っ
た
事
情
を
明
ら
か
に
し

　
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
十
一
世
紀
中
葉
に
お
け
る
「
薮
旧
両
勢
力
の
交

　
替
」
は
ほ
ぼ
全
凶
的
な
現
象
で
あ
る
。
な
お
、
十
一
批
紀
後
期
に
な
っ
て

　
名
張
郡
司
職
を
領
有
す
る
に
歪
つ
た
丈
部
（
源
）
氏
が
、
十
一
世
紀
中
期

　
以
来
、
別
符
私
領
名
張
郡
簗
瀬
村
な
ど
の
荒
野
開
発
か
ら
繊
発
し
た
と
こ

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ろ
の
蹄
発
領
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
交
替
の
歴
更
的
性
格
を
共
体
的

　
に
物
語
っ
て
い
る
。

④
戸
照
芳
実
氏
「
中
世
の
封
建
領
主
㈱
偏
（
岩
波
講
座
『
銀
本
歴
史
』
中

　
世
2
所
収
）
の
鱒
「
領
主
鋤
の
基
本
構
造
」
。
及
び
前
掲
拙
稿
⇔
の
㈲
。

⑤
た
と
え
ば
、
建
久
三
年
（
｛
一
九
二
）
高
野
山
僧
鰻
阿
は
、
筒
野
肉
領

　
備
後
露
太
出
庄
の
荘
園
的
支
配
秩
序
を
確
定
す
る
に
当
り
、
在
地
領
主
に

　
太
田
庄
下
司
公
文
等
の
「
勧
農
」
酒
動
が
官
物
公
事
の
対
象
た
る
庄
田
全

　
体
の
再
生
産
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
認
定
し
、
そ
の
た

　
め
に
｝
定
隈
度
の
下
司
公
文
給
田
・
得
分
の
増
加
を
積
極
酌
に
肯
物
し
て

　
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
「
（
荊
略
）
揮
件
免
除
工
事
、
頗
不
似
普
通
之

　
作
法
鰍
、
難
然
金
安
堵
庄
窟
頁
姓
等
、
無
擬
怠
備
進
仏
蟄
燈
油
、
且
為
令

　
勤
仕
次
第
寺
役
、
所
免
除
条
々
物
也
…
…
二
郷
下
司
公
文
等
各
深
試
写
旨
、

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
へ

　
知
行
郷
内
照
畠
不
荒
野
歩
　
所
蝋
官
物
勿
詰
合
夕
未
進
、
兼
田
代
畠
代
麓

　
ヘ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ

　
野
、
悉
致
勧
農
　
至
策
代
不
令
醐
如
彼
行
法
途
料
（
後
賂
と
（
建
久
三
年
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正
月
十
五
日
門
欝
鍵
阿
下
文
」
高
野
山
文
醤
宝
迎
撃
　
○
一
一
羅
一
号
交

　
惚
）
。
工
藤
敬
…
玩
「
鎌
豊
野
代
の
領
主
制
」
（
騨
．
罵
本
史
研
究
」
五
三
号
）

　
参
照
。

⑥
芦
田
芳
実
氏
…
、
圏
衙
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
（
岨
．
中
世
社
会
の
田
本

　
構
造
」
所
収
）
。
及
び
前
掲
拙
稿
㈲
の
㈲
．

⑦
竹
内
理
三
氏
「
院
庁
政
権
と
荘
園
」
（
同
氏
鼎
律
令
制
と
費
族
政
権
』

　
第
夏
蔀
総
収
）

（
⑥
　
　
μ
竹
内
理
…
二
氏
　
「
六
勝
山
守
路
矩
山
州
の
意
蕊
」
　
（
隣
右
滝
日
田
収
）

⑨
「
中
右
記
」
大
治
四
年
七
月
十
八
”
条
．
、

⑩
承
徳
元
年
十
二
月
廿
畷
郷
「
官
宣
旨
」
（
解
安
論
拠
；
天
八
号
）

⑧
　
磁
河
院
に
よ
っ
て
施
入
さ
れ
た
ホ
丈
量
一
、
五
・
、
▽
り
芦
を
主
要
な
財
政
的

　
基
盤
と
し
た
白
沼
院
彿
願
寺
尊
勝
寺
は
十
…
二
世
紀
鎌
倉
初
頭
に
は
す
で
に

　
全
く
麓
廃
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
（
竹
内
理
三
氏
「
六
勝
鰺
建
立
の
意
義
」
）

⑫
溝
水
三
男
氏
は
ド
、
貸
本
中
世
の
村
落
一
第
一
部
第
一
一
章
「
保
と
話
題
」

　
に
お
い
て
、
保
を
大
議
し
て
「
飾
馬
の
保
」
と
「
便
補
の
保
」
に
分
け
、

　
さ
ら
に
特
殊
な
も
の
と
し
て
権
門
寺
社
に
隷
属
す
る
神
人
・
寄
人
の
集
駆

　
を
示
す
保
を
あ
げ
た
。
前
二
者
の
区
分
は
国
衙
領
に
お
け
る
在
地
顛
主
の

　
泓
頷
と
し
て
の
保
と
権
門
寿
社
に
便
捕
さ
れ
た
貴
族
的
所
領
と
し
て
の
保

　
を
区
分
す
る
意
味
で
は
有
効
な
分
類
で
あ
る
。
し
か
し
「
便
補
の
保
」
自

　
体
を
見
れ
ば
、
本
稿
で
み
る
ご
と
く
、
実
は
清
水
氏
が
第
｝
に
あ
げ
た
圏

　
衙
讃
に
お
け
る
在
地
傾
心
の
詳
記
と
し
て
の
保
を
基
礎
と
す
る
も
の
と
、

　
幾
が
第
三
に
あ
げ
た
権
門
寺
社
に
隷
属
す
る
一
定
地
域
に
お
け
る
神
人
、

　
寄
入
の
集
団
を
示
す
保
を
某
．
礎
と
す
る
も
の
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に

　
お
い
て
は
、
む
し
ろ
、
第
一
の
顧
主
的
保
と
節
三
の
農
民
酌
保
に
大
別
す

　
為
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⑧
永
万
元
年
二
月
骨
四
目
「
若
狭
繊
司
庁
賞
案
」
（
平
安
造
交
三
田
五
観

　
薄
）
。
　
な
お
そ
の
百
七
十
五
石
は
宮
御
瀬
栄
（
公
家
長
日
欝
　
修
法
供
栄
）

　
二
十
石
、
坑
口
米
（
造
八
省
院
料
米
）
百
石
、
法
花
会
料
米
（
円
宗
寺
法

　
花
会
欄
途
）
三
十
五
石
、
官
厨
家
納
絹
代
（
太
政
官
厨
家
納
物
）
二
十
石

　
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。

⑭
建
久
六
年
＋
二
月
四
日
h
太
政
嘗
符
案
」
（
「
続
左
丞
抄
鳳
第
…
所
肢
）

⑮
詫
⑬
に
同
じ
。
但
し
、
本
来
な
ら
ば
二
熟
議
が
残
牽
と
し
て
國
庫
に
進

　
紬
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
残
量
十
五
贋
と
な
っ
て

　
い
る
理
由
は
充
分
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
あ
る
い
は
こ
の
機
会
に
保
司
得

　
分
と
し
て
そ
の
二
十
石
は
免
除
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

⑯
註
⑭
に
濁
じ
。

⑰
　
宿
悪
文
書
。
こ
の
場
合
三
軸
検
注
に
よ
っ
て
国
富
庄
矯
と
な
っ
た
繰
三

　
四
町
．
一
段
…
二
上
回
薫
⊥
1
止
少
（
見
識
肥
し
丁
五
町
三
段
…
一
口
九
十
止
少
、
田
代
出
陣
。
・
八

　
段
｛
ハ
ふ
1
乱
少
、
　
職
漁
尻
三
臨
明
余
）
　
は
墓
一
本
”
階
冨
帳
は
開
脚
畿
頒
憲
一
保
廻
に
よ
っ
て

　
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
醗
時
に
、
「
圏

　
ヤ
　
　
へ
　
　
う
　
　
も
　
　
つ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
中
土
民
入
作
保
領
、
任
膚
由
、
或
称
松
林
寿
田
、
或
号
細
工
名
倒
、
不
三
保

　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
摺
之
所
勘
、
鰐
桿
官
物
、
不
勤
雑
事
　
閤
叢
去
年
（
建
久
．
五
年
）
面
子
紬
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

　
触
蔦
蔓
司
之
処
、
任
公
験
調
理
、
停
止
洋
風
登
霞
、
可
今
一
円
之
由
、
所

　
成
裁
決
庁
宜
也
」
と
保
司
が
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
　
一
鍛
農
民
層
に
よ
っ

　
て
開
架
・
耕
作
さ
れ
て
い
た
写
実
も
か
な
り
ふ
く
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら

　
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
預
家
宝
及
び
国
潟
が
こ
の
開
亮
領
寵
開
発
田
口
保

　
珂
名
と
土
民
開
発
隣
琵
公
田
と
の
両
方
を
共
に
検
際
し
た
上
で
、
あ
ら
た

　
め
て
保
瑚
の
勧
農
を
媒
介
と
し
て
そ
の
全
体
を
庄
田
と
し
て
把
握
す
る
体
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院数曜日こおける｛呆成立dt）二つのヲ移懇　（河音）

　
蹴
を
ウ
く
り
あ
げ
た
時
、
国
富
保
は
爾
富
庄
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
。

⑱
　
応
保
二
年
三
月
九
口
「
上
野
園
乙
訓
嘗
…
案
」
（
一
九
闘
号
）
。
及
び
永
万
元

　
年
十
二
月
十
七
日
「
上
野
園
司
庁
宣
案
」
　
（
三
三
七
二
号
）

⑲
　
　
久
｛
次
…
識
年
十
・
一
月
R
門
「
｛
黒
大
出
寸
政
所
…
下
女
」
　
（
一
ニ
ハ
｝
二
六
口
万
）

⑳
　
　
噸
申
小
安
五
年
五
n
刀
門
口
　
「
宙
八
大
寺
荘
㎜
乱
文
灘
二
歳
挿
入
」
　
（
一
二
六
九
〇
肖
万
）

⑳
　
　
久
｛
女
薫
年
四
月
－
†
七
績
　
コ
果
大
土
寸
印
轟
轟
叉
蹴
ー
ー
一
日
加
鰍
」
　
（
二
六
〇
九
門
写
）

⑳
　
　
次
　
安
四
年
烈
月
十
｛
ハ
臼
驚
東
－
㍗
八
二
封
一
P
済
否
等
涯
進
状
」
（
　
　
｛
ハ
四
…
・
八
円
η
）

⑳
　
　
久
安
鴛
五
十
五
R
刀
轟
ハ
ロ
回
　
「
宙
ハ
二
八
ぬ
寸
楢
発
覚
仁
。
M
伊
賀
胴
園
凹
μ
代
中
原
利
幽
環
問
注

　
一
記
案
」
　
（
二
六
六
四
門
写
）
　
・
久
｛
女
無
年
六
R
〃
十
一
鵡
日
　
「
伊
賀
園
研
一
代
中
原

　
利
ぬ
環
。
窟
ハ
大
出
御
僧
覚
仁
菰
問
注
記
」
　
（
二
｛
ハ
六
六
・
二
六
六
七
儲
η
）
膨

二
　
田
堵
所
領
田
と
便
補
の
保

　
今
ま
で
述
べ
て
き
た
病
竃
の
保
を
仮
に
領
主
的
保
と
名
付
け
る
と

す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
便
補
の
保
の
第
二
の
形
態
は
、

い
わ
ば
農
民
的
保
と
名
付
け
ら
れ
る
べ
き
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
こ

の
第
二
の
形
態
は
、
国
司
の
立
場
か
ら
は
任
圏
内
の
一
定
公
田
を
封

戸
代
と
し
て
封
戸
主
た
る
権
門
寺
社
の
「
保
田
」
に
指
定
し
、
そ
の

官
物
雑
公
事
を
当
該
公
田
請
作
確
た
る
田
嬉
農
民
か
ら
直
接
に
封
戸

主
に
納
進
せ
し
め
る
も
の
で
あ
夢
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
封
戸
代

と
し
て
一
定
の
免
細
を
封
戸
主
に
与
え
る
こ
と
と
全
く
問
じ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
保
田
」
が
ど
ん
ど
ん
設
定
さ
れ
た

院
政
期
は
、
従
来
国
衙
権
力
整
体
に
よ
っ
て
そ
の
収
納
を
保
証
さ
れ

て
き
た
免
田
制
度
（
王
朝
国
家
体
制
下
に
お
け
る
権
門
二
二
に
対
す
る
給

与
体
系
）
自
体
が
国
衙
機
構
全
体
の
変
質
の
過
程
の
中
で
体
制
的
危

機
に
直
面
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
、
在
地
領
主
一
安
強
国
在
庁
官
人
∴
尚
田
郡
司
藤
．
原
氏

が
そ
の
下
司
職
を
保
留
し
て
中
原
師
業
に
寄
進
し
た
「
安
芸
国
高
田

郡
郷
友
田
畠
山
林
」
が
平
氏
政
権
下
の
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
に
猶

子
中
原
業
事
に
よ
っ
て
預
所
職
保
留
を
条
件
と
し
て
安
芸
圏
一
宮
厳

島
神
社
に
寄
進
さ
れ
た
時
、
厳
島
神
祉
神
官
は
次
の
よ
う
に
そ
の
藤

び
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
童
等
謹
捻
案
騰
、
地
理
蒙
示
鋭
、
急
撃
寄
進
一
定
目
、
官
符
以
下
奉
進
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
で
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

祉
日
輪
、
神
慮
之
至
、
霊
験
掲
焉
、
故
何
表
、
顯
郡
内
謂
鯨
油
免
謂
御
保
田
、

当
社
領
田
郷
々
紫
所
彬
接
也
、
然
禰
各
余
睡
目
］
鮭
家
等
既
製
公
郷
、
入
民

逃
亡
、
田
畠
荒
廃
、
口
政
之
甚
、
恣
於
虎
外
診
也
、
悶
戴
神
領
田
叉
致
不
慮

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
り
　
　
　
も

荒
廃
、
是
養
田
畠
本
角
不
為
田
畠
、
待
入
民
耕
作
成
如
雲
反
稼
、
然
烏
有
御

㍗
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
（
マ
　
・
）
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

三
等
之
名
、
依
人
民
甦
散
、
動
耕
作
薄
紫
、
暴
君
作
田
、
不
能
備
進
御
油
、

白
虹
神
官
等
年
来
之
歎
、
莫
過
於
此
、
是
以
遂
有
御
示
現
、
一
郡
公
験
到
来

　
　
　
　
　
　
　
　
①

畢
、
□
非
希
代
感
応
曝

す
な
わ
ち
、
安
芸
国
高
懸
郡
内
金
体
に
高
鐵
郡
司
一
在
庁
宮
人
藤
原
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氏
の
領
主
的
支
配
秩
序
が
滲
透
す
る
に
つ
れ
て
、
従
来
同
郡
内
に
設

定
さ
れ
て
い
た
厳
島
神
社
の
「
御
蒲
免
田
、
御
保
田
」
は
、
　
「
人
民

逃
散
」
に
よ
る
荒
廃
の
危
機
に
み
ま
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
神
官
に
よ
っ
て
「
人
民
逃
散
」
と
表
現
さ
れ
た

事
態
は
、
決
し
て
現
実
に
高
田
郡
か
ら
人
疑
が
逃
散
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
従
来
こ
れ
ら
の
免
田
を
請
作

し
て
き
た
「
人
民
し
珪
田
堵
農
民
た
ち
が
新
し
く
在
地
領
主
聾
藤
原

氏
の
家
父
長
点
・
領
主
的
…
支
配
秩
序
の
中
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
あ
る

い
は
暴
力
的
に
組
織
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
等
は
こ
の
理
由
を
「
政
之
甚
、
恣
於
冷
評
也
」

と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
　
「
畷
畠
本
自
不
為
田
畠
、
待
人
罠

耕
作
成
如
雲
反
影
」
と
い
う
当
然
す
ぎ
る
真
理
に
あ
ら
た
め
て
気

付
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
権
門
1
1
厳
島
神
祉
神
宮
は
、
在
地
領
主
琵

藤
原
氏
の
勧
農
活
動
を
媒
介
と
し
て
再
生
産
さ
れ
て
い
た
高
田
郡
金

体
の
荘
園
本
所
職
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
経
済

的
基
礎
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
か

く
も
安
易
な
解
決
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
厳
島
神
桂
が
、
当
時
権

力
の
中
枢
を
掘
蔵
し
て
い
た
権
門
舞
平
氏
の
氏
神
と
い
う
立
場
を
獲

得
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
危
機
に
お
ち
い
っ

た
免
田
制
度
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
、
在
地
領
主
の
勧
農
活
動
を
媒
介

と
し
て
再
生
産
さ
れ
る
寄
進
地
誌
荘
園
が
国
家
権
力
の
中
核
を
構
成

す
る
権
門
寺
社
の
経
済
的
基
盤
と
し
て
登
場
し
て
く
る
具
体
的
姿
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
院
政
期
に
お
い
て
は
、
免
田
は

そ
れ
を
耕
作
す
る
生
産
者
一
田
堵
を
何
ら
か
の
形
で
独
自
に
組
織
す

る
こ
と
な
く
し
て
は
も
は
や
貴
族
的
所
領
と
し
て
全
く
意
味
を
も
た

な
く
な
っ
て
い
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
権
門
寺
社
に
と
っ
て
も
、
そ

の
所
領
は
、
も
は
や
、
従
来
の
よ
う
に
国
家
権
力
に
よ
っ
て
保
証
さ

れ
た
非
人
格
的
な
物
権
の
対
象
で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
権
門
寺
社
の
免
田
に
指
定
さ
れ
て

い
な
い
一
般
公
田
も
ま
た
荒
廃
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
で
い
た
。
た
と

え
ば
、
治
承
三
年
（
二
七
九
）
、
す
で
に
平
清
盛
の
荘
園
に
な
っ
て

い
た
安
芸
圏
壬
生
郷
で
は
在
地
領
主
に
よ
る
寄
進
を
契
機
に
本
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も

収
納
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
是
総
地
頭

も
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
コ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
セ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
も
　
　
ち
　
　
も

等
依
張
行
非
法
、
土
筏
臼
］
浪
人
者
、
音
名
弾
器
之
妨
無
寄
作
之
輩

、
　
　
　
　
　
　
◎

故
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
．
「
名
主
等
」
と
あ
る
の
は
地
頭
名
・
公
文

名
な
ど
の
名
主
す
な
わ
ち
「
地
頭
等
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、
　
「
仏
神
事
、
本
家
役
」
の
本
来
の
対
象
た
る
べ
き
壬
生
郷

公
田
1
1
庄
田
は
彼
等
の
領
主
的
支
配
秩
序
の
貫
徹
に
応
じ
て
｛
荒
廃
の
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1院敷期における保成立の二つの形態（河音）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

危
機
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
免
田
制
度
の
危
機
は
、

本
来
の
王
朝
国
家
的
秩
序
下
の
公
田
自
体
が
、
在
地
領
主
の
勧
農
活

動
を
媒
介
と
し
て
再
生
産
さ
れ
る
べ
き
座
田
一
公
田
（
宮
財
田
）
に
変

質
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
霊
堂
機
構
自
体
の
変
質
の
一
環
と

し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
意
昧
に
お
い
て
、
国
司
に
と
っ
て
は
任
国
内
の
一
定
公
田
を

免
潤
に
指
定
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
こ
の
便
補
の
保
の
設
定
が
、
そ

の
保
を
得
た
封
戸
主
一
権
門
寺
社
の
み
な
ら
ず
そ
の
垂
絹
自
身
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

っ
て
も
、
特
に
「
建
立
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
事
実
は

注
目
に
値
す
る
。
例
え
ば
、
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）
に
成
立
し
た
感
下

院
領
置
上
国
近
々
細
部
保
に
つ
い
て
、
後
年
元
久
二
年
（
＝
一
〇
五
）

皇
神
院
社
司
等
は

如
承
保
隠
顕
亥
権
長
吏
行
凹
田
私
坪
付
御
建
立
之
保
也

　
　
　
　
　
④

と
述
べ
て
お
り
、
又
同
年
近
江
国
犬
上
郡
に
設
定
さ
れ
た
便
補
の
保

一匹

ﾂ
い
て
馬
ハ
轡
処
一
一
年
（
一
　
一
六
四
）
一
図
神
院
蘇
川
司
は
　
「
蛋
㎜
園
保
者
、
以

　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

承
徳
年
中
被
立
犬
上
郡
内
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
建
久
八

年
（
一
一
九
七
）
穀
倉
院
領
播
磨
園
小
犬
丸
保
の
「
百
姓
等
」
は
二
百

年
も
以
前
の
こ
と
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
小
犬
三
保
の
成
立
に
つ
い
て

　
　
　
も
　
　
　
ち

「
当
駅
建
立
以
降
、
四
至
内
山
野
畠
地
在
家
、
皆
所
領
知
来
也
…
…
」

と
述
べ
て
お
り
、
　
こ
れ
を
受
け
て
領
家
穀
合
眉
院
測
の
簾
昌
㎜
埋
者
一
保
司

　
　
　
　
・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

も
「
当
主
建
立
之
後
、
漸
難
及
二
百
歳
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ

れ
で
は
、
便
補
の
保
の
第
二
形
態
・
領
主
的
場
の
成
立
が
「
永
万
元

　
も
　
　
　
も

年
考
訂
以
後
…
…
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
た
の
に
対
し
、
そ
の
第
二
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

態
・
農
民
酌
保
の
成
立
が
特
に
「
建
立
」
と
い
う
曇
兄
事
で
表
現
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
建
立
し
と
い
う
雷
業
は
具
体
的

に
何
を
音
心
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
後
三
条
天
皇
の
行
幸
を
は
じ
め
て
受
け
た

　
　
　
　
　
　
　
⑦

延
暦
寺
末
寺
感
神
院
は
、
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
は
じ
め
て
賀
茂
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
例
に
な
ら
っ
て
「
用
途
之
御
調
」
を
白
河
院
か
ら
施
入
さ
れ
た
。

こ
の
御
封
は
「
普
在
諸
国
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
指
定
さ
れ

た
国
名
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
そ
の
後
そ
の
封
戸
代
と

し
て
便
補
の
保
が
設
定
さ
れ
た
近
江
国
・
丹
波
国
に
は
指
定
さ
れ
て

い
た
竜
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
い
で
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
感
神
院

は
堀
河
天
皇
か
ら
そ
の
病
気
回
復
祈
願
の
た
め
に
封
戸
五
十
燗
を
寄

　
　
　
⑨

進
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
翌
年
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）
に
な
っ
て

白
河
院
及
び
感
神
院
は
、
そ
の
経
済
的
基
盤
の
安
定
化
の
た
め
に
こ

の
「
用
途
之
御
封
」
を
便
意
の
保
に
き
り
か
え
る
方
針
を
う
ち
出
し
、

そ
の
結
果
、
現
在
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
と
し
て
は
、
丹
波
国
其
々
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侮
部
保
、
及
び
近
江
国
犬
上
郡
・
浅
井
郡
に
設
定
さ
れ
た
二
七
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
時
又
神
隠
に
与
え
ら
れ
た
。
ま
ず
近
江
国
浅
井
郡
に
設
定
さ
れ
た

保
に
つ
い
て
み
る
と
、
後
年
元
亨
三
年
に
編
集
さ
れ
た
「
舐
園
標
記
」

は
紙
園
大
別
当
行
円
開
発
田
近
江
国
浅
井
郡
被
下
國
司
奪
還
畢

と
記
録
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
感
神
院
大
別
当
で
あ
っ
た
行
．

円
の
浅
井
郡
内
「
開
発
田
」
が
「
国
司
庁
官
〔
に
よ
っ
て
便
補
の
保

に
指
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
保
は
ど
の
よ
う
な
事
情

に
よ
っ
て
か
皇
神
院
領
事
補
の
保
と
し
て
は
す
ぐ
に
解
体
し
て
し
ま

っ
た
も
の
の
よ
う
で
、
そ
の
代
り
と
し
て
康
和
三
年
（
二
〇
一
）
に

至
っ
て
近
江
国
蒲
生
郡
嘗
富
保
が
便
補
の
保
と
し
て
設
定
さ
れ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も

こ
の
場
合
も
「
任
行
円
押
詰
　
被
改
同
園
守
富
保
、
被
姐
御
塔
御
封

　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

代
被
下
国
司
庁
賞
〔
と
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
溝
鼠
の
保
の
場
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
「
行
田
申
請
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
や
は
り
承

徳
二
年
、
近
江
国
犬
上
郡
内
に
設
定
さ
れ
た
保
に
つ
い
て
み
る
と
、

こ
の
保
は
そ
の
後
数
十
年
は
導
燈
院
領
と
し
て
維
持
さ
れ
た
が
、
そ

の
後
保
田
作
人
か
ら
全
く
「
所
当
」
が
納
入
さ
れ
な
い
事
態
に
た
ち

い
た
り
、
そ
の
結
果
、
感
神
院
は
そ
の
代
償
と
し
て
保
延
年
中
に
近

江
国
坂
繊
郡
細
江
郷
内
に
あ
っ
た
「
散
位
源
保
之
坪
付
篇
を
も
っ
て

麟
可
に
申
請
し
＼
そ
れ
を
繭
の
ら
た
に
坂
田
保
と
し
て
獲
得
し
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
同
じ
坪
付
を
領
寵
し
て
い
た
院
庁
大
番
舎

人
等
が
「
自
往
古
無
指
領
主
、
自
号
開
発
由
、
不
僑
用
国
司
庁
宜
」

と
称
し
て
「
日
別
御
供
」
を
感
神
院
に
納
進
し
な
か
っ
た
た
め
、
更

に
鳥
羽
院
の
院
宣
を
得
て
よ
う
や
く
「
住
人
」
を
承
伏
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
や
が
て
ま
た
「
保
民
等
為
難
済
」
層
と
い
う
状
況
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ち
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
以
上
承
徳
二
年
近
江
願
に
設
定
さ
れ
た
二
つ

の
保
の
例
か
ら
分
る
よ
う
に
、
ま
ず
第
一
に
こ
れ
ら
の
保
が
「
行
円

私
坪
付
」
・
「
行
円
開
発
田
」
・
「
散
位
源
保
之
坪
付
」
と
い
っ
た
芋
麺

院
所
司
の
具
体
的
に
坪
付
ま
で
定
ま
っ
た
私
領
磯
を
感
神
院
が
便
補

保
田
と
し
て
国
司
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い

う
点
が
注
闘
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
便
補
の
保
設
定
に
あ
た
っ
て

国
司
は
四
己
自
身
あ
る
い
は
留
守
所
の
音
脚
志
に
よ
っ
て
自
由
に
保
田

を
指
定
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
感
神
院
側
が
す
で
に
保
田
と
し
て

申
請
す
べ
く
準
備
を
と
と
の
え
た
田
地
に
対
し
単
射
の
保
た
る
こ
と

．
を
承
認
す
る
国
司
庁
宣
を
発
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
二
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
以
上
の
ご
と
く
事
前
に
準
備
作
業
が
ほ

ど
こ
さ
れ
て
い
る
に
竜
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
便
補
の
保
は
貴
族

的
所
領
と
し
て
非
常
に
不
安
定
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
腺
隣
が
単
に
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；院政期1こおける保成立の＝二つの彫態（河音）

国
衙
権
力
に
よ
る
直
接
的
圧
迫
と
い
う
点
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
保
民
鮭
保
田
作
人
の
政
治
的
動
向
の
中
に
あ
る
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
し

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
保
の
「
建
立
」
と
い
う
こ
と
は
、

単
に
国
内
の
一
定
の
公
田
が
権
門
寺
挫
の
御
封
代
言
補
の
保
と
し
て

属
司
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
前
提
条
件
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
領
家
琵
封
戸
主
自
身
に

よ
る
以
上
み
た
「
開
発
田
」
等
の
獲
得
過
程
を
も
含
め
た
そ
の
全
過

程
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
有
名
な
承
徳
二
年
十
月
十
五
臼
付
「
丹
波
国
資
々
伯
部
村
立
券
文

案
」
は
、
感
神
院
領
各
々
伯
部
保
成
立
に
お
け
る
そ
の
後
者
の
過
程

を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
文
書
は
丹
波
国
多
紀

郡
草
南
条
湛
々
織
部
村
の
田
堵
十
三
人
が
六
町
九
段
廿
歩
か
ら
三
段

に
わ
た
る
そ
れ
ぞ
れ
散
漏
せ
る
「
先
祖
絹
伝
所
領
」
一
「
所
領
田
」
を

「
感
神
院
御
加
徴
米
之
代
」
（
負
燈
の
質
物
）
と
し
て
感
神
院
大
別
当

行
円
に
寄
進
す
る
た
め
に
し
た
た
め
た
と
こ
ろ
の
「
立
券
」
の
解
状

　
　
⑯

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
所
領
田
」
の
所
有
者
で
あ
っ
た
こ
の
十
三
人

の
大
小
田
堵
は
、
行
円
か
ら
「
領
主
之
輩
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う

に
、
各
々
そ
の
散
在
す
る
「
所
領
田
」
に
対
し
て
、
開
墾
に
由
来
す

る
私
領
主
権
を
領
有
す
る
比
較
的
上
層
の
田
堵
農
民
で
あ
う
た
。
し

か
し
彼
等
の
「
所
領
閏
」
は
魍
衙
か
ら
み
れ
ば
公
田
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
彼
等
は
、
荒
廃
さ
せ
な
い
か
ぎ
り
そ
の
坪
付
の
田

地
を
恒
常
的
に
請
作
す
る
権
利
と
、
そ
の
田
地
を
他
人
に
貸
与
し
た

場
合
に
加
地
子
と
し
て
収
納
し
う
る
額
だ
け
の
官
物
を
免
除
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

権
利
と
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
彼
等
が
、
お
そ
ら
く
は
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
も

神
院
大
別
当
行
円
の
高
利
貸
的
活
動
を
媒
介
と
し
て
、
共
訳
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
「
所
領
田
」
を
行
器
に
寄
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
か
か
る
私
領
主
権
を
賭
ら
の
主
要
な
請
作
田

一
公
田
の
上
に
確
保
し
て
い
た
上
層
農
民
一
大
小
田
堵
が
、
自
分
た

　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
わ
　
　
　
も

ち
の
共
通
の
利
害
の
も
と
に
斜
鼻
院
大
別
当
行
円
な
る
人
物
を
媒
介

と
し
て
一
個
の
政
治
的
統
一
行
動
を
も
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

す
な
わ
ち
，
彼
等
は
自
己
の
「
所
領
田
」
一
加
地
子
徴
収
権
を
共
囲

で
行
円
に
寄
進
す
る
と
い
う
政
治
的
統
一
行
動
を
媒
介
と
し
て
こ
の

地
域
に
お
い
て
感
神
気
神
人
集
団
を
結
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

半
世
紀
も
た
っ
て
か
ら
で
は
あ
る
が
、
保
元
三
年
（
二
五
八
）
頭
隠

院
所
司
は
そ
の
頃
の
丹
波
国
書
々
伯
部
保
に
つ
い
て
「
当
保
者
、
田

　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
⑯

数
狭
置
去
上
、
耕
作
神
人
僅
七
八
人
許
也
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ

の
言
葉
は
そ
の
間
に
お
け
る
は
げ
し
い
変
動
を
物
語
る
と
同
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ぴ

本
来
こ
の
保
が
「
耕
作
神
人
」
を
基
盤
に
し
て
成
立
し
た
こ
と
髪
も

’13　（361）



適・

ｨ
語
ッ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
一
入
一
人
の

田
堵
が
個
別
的
に
感
転
院
神
人
と
い
う
身
分
に
組
織
さ
れ
た
の
で
は

　
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヨ

な
く
、
　
「
所
領
田
」
の
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
、
田
堵
農
民
一
上
層
…

し
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
コ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ミ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

農
罠
と
し
て
の
共
通
の
社
会
的
・
政
治
的
利
害
を
媒
介
と
し
て
、
彼

等
だ
け
の
共
同
組
織
を
あ
ら
た
に
結
成
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
集
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
し
て
神
人
身
分
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
点
点
院
大

別
当
行
円
を
媒
介
と
し
て
結
成
さ
れ
た
特
定
の
田
堵
農
民
一
上
層
農

民
の
政
治
的
共
同
組
織
は
、
覧
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
の
青
蓮
院
領
山

城
国
八
瀬
里
の
「
座
」
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
特
徴
を
共
有
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
細
織
は

一
定
地
域
を
基
盤
に
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
往
む
住
民
の
中

の
特
定
の
住
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
封
鎖
的
・
特
権
的
な
性
格
を

も
っ
た
共
同
組
織
で
あ
り
、
ま
た
領
家
へ
の
奉
仕
を
媒
介
と
し
て
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

成
さ
れ
た
政
治
的
共
岡
組
織
で
あ
っ
た
。
す
で
に
か
か
る
神
人
集
団

そ
の
も
の
を
「
保
」
と
称
し
た
例
と
し
て
鎌
倉
初
期
に
お
け
る
松
尾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

社
領
西
七
条
六
箇
保
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
　
天
永
二
年
（
一
一
一

一
）
　
「
延
暦
寺
根
本
法
花
堂
寄
人
注
進
状
」
は
、
お
そ
ら
く
近
江
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

内
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
あ
る
「
保
」
が
「
保
内
」
の
「
御
堂
寄

も人
」
十
五
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
外
に
保
司
散
位
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
な
　
ゑ
　
も
　
も
　
ち
　
な
　
ヤ
　
へ

原
氏
の
管
轄
と
し
て
神
人
四
人
、
　
「
御
保
内
之
外
御
堂
寄
人
」
何
人

か
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
保
内
寄
人
十
五
人
の
う
ち

寄
人
た
る
「
請
文
」
を
提
心
し
て
い
な
い
者
が
三
人
も
い
た
の
で
あ

⑳る
。
す
な
わ
ち
、
彼
等
は
「
保
内
」
の
寄
人
と
し
て
ま
ず
集
団
と
し

て
延
、
暦
寺
根
本
法
花
堂
に
隷
属
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
土
台
の

上
で
賑
々
人
と
し
て
「
請
文
し
を
提
言
す
る
こ
と
を
通
し
て
寄
人
た

る
こ
と
を
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
寄
人
自
身
に
よ
る

共
周
組
織
と
い
う
側
面
と
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
根
本
法
花
堂
寄
人

と
し
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
側
顧
と
が
表
現
さ
れ

て
い
る
。

　
以
上
み
た
よ
う
に
、
感
神
院
大
別
当
は
国
司
と
交
渉
を
す
る
以
前

に
、
特
定
地
域
の
特
定
の
照
堵
農
民
鮭
上
層
農
幾
を
神
人
集
団
と
し

て
組
織
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
行
円
私
坪
付
」
誼
「
行
円
開
発
田
」

を
獲
得
し
、
こ
の
よ
う
な
準
備
の
上
に
立
っ
て
そ
の
坪
付
の
公
田
を

御
封
代
貸
補
の
保
と
し
て
国
司
に
中
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、

こ
の
申
請
を
受
け
た
国
司
の
立
場
と
し
て
は
、
国
衙
領
内
一
般
田
堵

層
が
中
央
権
門
勢
家
の
神
人
・
寄
人
と
な
る
こ
と
導
体
に
つ
い
て
は

何
ら
干
渉
し
う
る
力
を
も
た
な
か
っ
た
。
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
法

花
寺
か
ら
岡
寺
領
近
江
国
野
瀕
庄
百
十
八
町
歩
を
「
修
理
職
寄
人
し
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が
耕
作
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
ほ
し
い
と
申
入
れ
ら
れ
た
近
江
国
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し

は
、
「
「
温
海
機
数
可
被
免
除
也
、
階
隠
干
修
理
職
寄
人
耕
作
段
歩
者
、

　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
ぬ

非
国
之
所
知
、
可
被
下
知
本
職
鰍
」
と
こ
た
え
て
い
る
が
、
国
司
に

と
っ
て
は
も
は
や
公
田
を
免
除
す
る
と
い
う
法
的
処
概
だ
け
が
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
も
っ
て
出
来
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
國
司
の

立
場
は
、
あ
た
ら
し
く
免
田
を
設
定
す
る
場
禽
、
そ
の
時
権
勢
を
ほ

　
こ
っ
て
い
る
権
門
寺
社
か
ら
の
要
請
で
あ
れ
ば
、
そ
の
権
門
寺
社
の

寄
人
・
神
人
の
請
作
田
レ
公
田
を
庄
田
と
し
て
免
除
す
る
と
い
う
態

度
と
な
っ
て
現
れ
た
。
た
と
え
ば
天
治
二
年
（
一
ご
一
五
）
近
江
国
司

は
信
認
郡
司
に
対
し
次
の
よ
う
な
庁
宣
を
発
し
て
い
る
。

　
可
早
撮
　
宜
旨
弁
先
例
、
以
寄
人
所
作
請
坪
、
切
藁
尊
勝
諸
嬢
香
御
薗
庄
田

　
、
、
、
、
、
　
　
　
　
⑪

　
伍
雄
踏
戯
事
　
　
（
後
略
）

こ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
国
司
が
承
徳
二
年
の
感
神
古
昔
補
の
保

設
立
に
際
し
て
大
別
当
行
円
自
身
が
獲
得
し
た
「
私
坪
付
」
を
申
請

－
し
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
ま
ま
繋
累
を
与
え
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
手
・
続
を
経
て
感
神
燈
領
便
補
の
保
丹
波
国
波
々
伯
都
保
等

が
成
立
す
る
と
、
大
別
当
行
門
自
身
は
こ
れ
ら
の
保
の
保
司
と
な
り

お
そ
ら
く
は
か
っ
て
大
小
田
堵
か
ら
寄
進
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

た
加
地
子
得
分
を
保
司
得
分
と
し
て
確
保
し
、
保
田
よ
り
の
官
物
所

当
雑
公
事
（
長
日
神
供
・
御
塔
料
・
恒
例
臨
時
社
役
）
を
威
心
神
院
へ
徴
納
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
責
任
を
も
っ
た
竜
の
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も

っ
た
保
司
職
は
、
こ
の
後
二
叉
子
孫
に
よ
っ
て
糧
伝
さ
れ
て
い
っ
た

が
、
そ
の
歴
史
的
機
能
は
在
地
領
主
制
の
進
展
に
対
抗
し
て
そ
れ
に

抵
抗
す
る
農
民
を
恒
常
的
に
神
人
集
団
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
在
地
領
主
屑
に
よ
る
領
主
的
支
配
秩
序
の
滲

透
や
、
ま
た
他
の
権
門
寺
社
に
よ
る
あ
た
ら
し
い
組
織
化
に
よ
っ
て

こ
の
田
堵
農
民
の
政
治
的
共
同
訓
導
が
動
揺
を
は
じ
め
る
と
、
こ
の

保
は
た
ち
ま
ち
解
体
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し

ま
た
一
方
、
そ
の
反
対
に
、
彼
等
が
自
己
の
小
「
私
宅
」
を
基
礎
と

し
つ
つ
、
在
地
領
主
の
領
主
的
支
配
体
制
H
家
父
長
的
主
従
関
係
に

く
み
・
こ
ま
れ
な
い
、
勤
労
農
民
と
し
て
自
立
し
た
生
産
・
生
活
を
維

持
・
燈
標
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
竜
こ
の
よ
う
な
共

同
紐
織
を
強
化
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
客
観
的
に
も
主
観
的
に
も

権
門
寺
社
の
全
勢
力
を
よ
り
強
力
に
再
生
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）
、
．
穀
倉
院
穣
播
磨
羅
小
犬
機
業
の
保

厩
一
百
姓
は
、
応
保
年
間
に
お
け
る
布
施
郷
の
寄
進
地
系
荘
園
化
を

契
機
と
す
る
在
地
領
主
一
布
三
郷
司
の
領
主
轡
型
醗
体
制
の
強
化
・

拡
大
に
抗
議
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
で
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し

当
事
建
立
以
降
、
鯨
園
内
山
野
跳
出
筏
家
皆
所
領
知
来
也
、
而
被
立
布
施
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駈
力
〉

離
日
、
悉
口
幕
掠
領
野
、
燐
行
之
旨
、
未
曾
有
勧
説
籍
也
、
当
他
［
口
紅
闘
如

此
之
例
、
霧
雪
跳
躍
地
者
、
土
二
野
住
何
処
、
勤
仕
課
役
、
被
押
領
池
者
、

以
何
水
令
養
作
田
、
瓢
定
在
家
、
被
妨
住
口
者
、
以
誰
人
耕
作
保
田
、
可
令

済
所
当
富
物
乎
、
畿
保
者
早
損
［
口
柱
掛
、
追
年
之
訴
更
無
絶
蒔
、
其
中
当

保
一
滴
之
水
尚
以
難
得
、
因
薙
往
古
土
民
等
、
廻
計
略
尽
功
力
、
更
構
築
池
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
’

概
入
作
田
、
備
進
年
貢
、
是
公
平
之
其
一
也
、
◎
量
又
雰
国
益
乎
（
下
略
）

　
小
犬
丸
保
民
江
百
姓
の
証
書
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
小
犬
丸
保

作
田
の
耕
作
が
保
証
さ
れ
、
領
家
に
「
所
当
愚
物
」
・
「
課
役
」
が
責

任
を
も
っ
て
納
進
さ
れ
う
る
基
礎
的
条
件
は
、
本
来
、
常
民
自
身
の

「
在
家
」
1
1
「
私
宅
」
の
私
的
所
…
有
、
　
「
畠
地
」
の
私
的
所
有
が
無
制

限
に
保
証
さ
れ
、
そ
し
て
さ
ら
に
他
の
あ
ら
ゆ
る
生
産
諸
条
件
（
山

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
ら

野
・
池
な
ど
）
が
彼
等
農
民
自
身
の
主
体
性
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
も

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
「
四
至
内
山
野
畠
地
在
家
篇
を
「
領
知
」
し

て
き
た
の
は
領
家
で
は
な
く
保
妻
た
ち
自
身
で
あ
り
、
領
家
は
そ
の

基
礎
的
条
件
の
も
と
に
保
民
自
身
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
保
田
を

所
有
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
等
大
小
田
堵
農
民
が

か
か
る
政
治
的
共
問
組
織
に
結
集
し
た
基
本
的
理
由
は
、
在
地
領
主

の
領
主
的
支
配
体
制
の
拡
大
・
強
化
に
対
決
し
つ
つ
、
田
堵
農
畏
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
の
自
立
性
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
な
ら
ば
、
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
に
「
建
立
」
さ
れ
た
感

神
領
領
近
江
国
蒲
生
郡
守
富
保
が
、
か
つ
て
浅
井
郡
に
設
定
さ
れ
た

保
に
か
わ
っ
て
、
感
神
院
四
箇
保
の
一
つ
と
し
て
安
定
的
所
領
に
な

っ
た
理
由
と
し
て
、
そ
の
翌
年
康
和
四
年
に
お
こ
っ
た
国
役
一
画
公

事
を
め
ぐ
る
感
皇
院
側
と
國
衙
羅
蒲
生
上
郡
司
と
の
争
論
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
近
江
国
守
富
保
作
鐵
に
対

す
る
万
雑
公
事
の
免
除
を
要
求
し
た
保
司
一
行
円
の
申
請
を
み
と
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
作
掬
力
）

て
近
江
國
司
は
「
蒸
餅
臨
時
雑
役
、
可
便
必
中
男
口
町
代
之
由
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も

之
旨
、
立
蔀
便
宜
事
也
、
傍
万
雑
公
事
一
切
可
停
止
也
、
兼
又
作
人

、
、
、
、
、
、
、
、
、
⑳

在
家
役
郡
司
不
可
云
煩
二
世
、
如
件
」
と
回
答
を
送
っ
た
が
、
こ
こ
に

お
け
る
基
本
的
対
抗
関
係
は
、
蒲
生
上
郡
全
体
に
わ
た
り
て
在
家
役

賦
課
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
す
る
蒲
生
上
郡
司
1
1
在
地
領
主
と
、
か
か

る
「
在
家
」
一
－
「
私
宅
」
に
対
す
る
直
接
的
賦
課
を
あ
く
ま
で
拒
否
し

よ
う
と
す
る
守
富
保
民
と
の
間
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
政
治
的
対

抗
が
こ
の
よ
う
な
具
体
的
契
機
を
媒
介
と
し
て
感
神
号
測
の
努
力
に

よ
っ
て
一
定
の
決
着
を
み
た
と
い
う
こ
と
が
守
富
保
を
安
定
的
所
領

た
ら
し
め
た
理
由
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
こ
の
よ
う
に
神
人
組
織

が
如
何
に
強
固
で
あ
っ
て
竜
、
保
は
簡
単
に
国
司
自
身
の
意
志
に
よ
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號政期における保成立の二つの形懲（河音）

っ
て
否
定
さ
れ
え
た
。
例
え
ば
前
述
し
た
丹
波
国
滑
々
伯
部
保
は
行

円
の
死
後
丹
波
照
司
に
よ
っ
て
「
押
．
領
」
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ

で
波
女
伯
部
村
保
司
職
を
相
伝
し
た
行
円
息
隆
円
は
丹
波
圏
罰
分
の

材
木
を
負
担
す
る
こ
と
を
条
件
に
し
て
よ
う
や
く
感
禅
院
馬
添
補
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

保
と
し
て
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
実
に

復
活
し
得
た
背
後
に
は
、
保
司
私
領
と
し
て
の
言
々
伯
都
私
領
田
、

及
び
そ
れ
を
支
え
る
田
堵
農
民
の
感
恩
院
神
人
と
し
て
の
共
同
組
織

自
体
が
存
続
を
つ
づ
け
て
い
た
と
い
う
事
実
上
の
力
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
お
け
る
編
司
押
領
は
そ
の
保
田
の

官
物
雑
公
事
の
没
官
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
田
堵
所
領
田
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

領
有
す
る
保
司
私
領
自
体
の
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
私
は
院
政
期
に
お
け
る
迂
曲
の
保
の
第

二
の
形
態
・
農
民
的
保
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
し

て
き
た
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
過
程
は
、
天
永
四
年
（
一
一
一
三
）
鳥

羽
天
皇
が
「
所
々
神
人
衆
徒
等
濫
行
」
の
停
止
を
蕎
清
水
八
幡
宮
に

祈
願
し
た
宣
命
に
お
い
て
一
般
的
に
の
べ
て
い
る
事
実
と
完
全
に
一

致
す
る
。

愛
頃
年
以
来
加
療
、
神
人
濫
悪
越
為
手
之
、
緬
侶
貧
肩
越
為
本
之
天
、
或
波
公

　
ヤ
　
　
　
ぬ私

乃
預
地
生
、
　
押
領
之
、
或
滅
上
下
乃
物
魑
掠
取
留
不
霊
京
畿
須
、
　
不
鎌
邊

ヘ
マ
・
）
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

柵
工
結
節
…
比
平
群
鋭
蕪
蜂
比
溢
郭
流

す
な
わ
ち
、
権
力
の
中
枢
か
ら
柑
対
的
に
自
立
し
た
権
門
寺
社
の
神

人
懸
侶
は
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
畿
内
近
国
を
雄
藩
し
つ
つ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
で
領
主
的
支
配
に
内
在
す
る
矛
盾
を
利
用
し
な
が
ら

農
民
を
組
織
し
、
そ
れ
を
通
し
て
公
私
の
田
地
を
貴
族
的
所
領
に
編

成
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に

か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
餐
階
層
の
農
民
が
こ
の
よ
う
な
あ
た
ら

し
い
政
治
的
条
件
の
中
で
ど
の
よ
う
な
政
治
的
秩
序
を
え
ら
ぼ
う
と

し
た
か
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
決
着
に
至
っ
た
か
と
い

う
こ
と
が
、
少
く
と
も
鎌
倉
、
幕
府
が
金
国
家
権
力
機
構
の
一
環
と
し

て
存
在
し
つ
づ
け
た
十
二
∴
二
世
紀
の
間
、
そ
の
地
域
の
政
治
的
秩

序
に
決
定
的
な
規
定
性
を
与
え
つ
づ
け
た
。
た
と
え
ば
、
感
支
院
領

丹
波
国
鳥
々
伯
部
保
は
、
治
承
寿
永
の
内
乱
後
近
江
国
坂
田
保
・
守

富
保
と
全
く
二
一
の
原
則
に
よ
っ
て
、
院
政
期
以
来
の
伝
統
を
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
し
て
再
編
成
さ
れ
た
が
、
承
久
の
乱
を
契
機
に
保
民
の
中
か
ら
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

山
院
働
よ
妙
下
司
に
補
任
さ
れ
た
刑
部
丞
盛
経
そ
の
子
盛
保
が
漸
時

保
民
を
家
父
長
的
な
、
一
族
組
織
に
再
編
成
し
つ
つ
鎌
倉
御
家
人
に
な

　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・

る
ま
で
に
成
長
し
た
。
そ
れ
に
対
し
感
熱
院
側
は
「
暗
影
人
身
、
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

身
於
御
象
人
之
条
、
無
謂
」
と
い
う
熊
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、
正
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安
元
年
（
一
二
九
九
）
に
至
っ
て
遂
に
、
自
ら
を
在
地
甑
主
と
し
て
社

会
的
に
位
鐙
づ
け
よ
う
と
す
る
下
司
薬
注
と
、
旧
来
の
支
配
秩
序
を

守
り
ぬ
こ
う
と
す
る
感
神
院
と
が
六
波
羅
探
題
に
お
い
て
対
決
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
時
、
下
司
氏
澄
は

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
り

当
保
者
、
氏
澄
黒
塗
発
之
私
領
之
間
、
下
司
職
（
下
司
職
名
田
贔
）
則
重
代

楓
俵
也

と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
感
知
院
側
蝕
甚
は

嶺
保
者
、
承
徳
二
年
本
名
主
等
、
依
寄
附
干
権
長
吏
行
円
、
即
令
寄
進
当
祉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
・
、
　
、
　
、
　
、
、
　
、
⑳

畢
…
…
盛
経
者
承
久
年
中
為
粒
恩
始
所
旧
恩
補
也
、
何
回
開
発
之
領
主
哉

と
証
拠
文
書
を
あ
げ
て
反
駁
し
、
そ
の
結
果
完
全
に
感
帰
院
側
の
勝

訴
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
争
論
に
お
い
て
、
下
司
半
煮
が
勝
訴

し
え
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
下
司
職
が
「
重
代
相
伝
」
の
「
開
発
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

私
領
し
に
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
遂
に
文
書
を
も
っ
て
証

明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
は
院
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

期
に
お
け
る
別
符
私
領
に
法
的
根
拠
を
も
つ
「
開
発
」
と
い
う
こ
と

が
鎌
倉
時
代
全
体
を
通
じ
て
在
地
領
主
に
と
っ
て
如
何
に
重
要
な
問

題
で
あ
っ
た
か
を
示
す
と
と
も
に
、
院
政
期
に
お
け
る
田
堵
農
民
層

の
政
治
的
動
向
が
、
い
か
に
独
自
な
政
治
的
規
定
性
を
十
二
・
三
世

紀
の
全
国
家
権
力
体
糊
に
与
え
た
か
を
も
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。

①
　
　
承
寮
四
［
ん
干
十
－
月
R
〔
「
安
一
口
懸
厳
島
神
二
神
官
等
桐
解
案
」
（
…
二
山
ハ
六
萱
門
η
）

②
治
承
三
年
十
一
月
臼
「
前
太
敵
大
臣
平
溶
盛
家
政
所
下
文
“
（
三
八
九

　
｝
号
）

③
　
平
氏
政
権
下
に
お
い
て
、
薩
園
の
在
地
頭
主
が
陶
己
の
所
領
を
平
氏
一

　
門
に
寄
進
し
た
場
合
、
　
一
般
に
そ
の
寄
進
を
契
概
に
、
領
内
に
自
己
の
俵

　
主
酌
支
配
秩
序
を
急
激
に
暴
力
的
な
形
で
貫
臥
せ
し
め
よ
う
と
し
た
。
こ

　
こ
に
あ
げ
た
安
芸
醒
壬
生
郷
、
及
び
播
繕
国
布
施
郷
（
建
久
八
年
目
刃
骨

　
日
「
官
宣
皆
案
」
（
「
続
左
丞
抄
」
第
一
所
収
）
）
、
あ
る
い
は
備
後
線
太
田

　
庄
（
建
久
元
年
十
一
月
臼
「
金
剛
落
筆
根
本
大
塔
供
僧
解
状
怪
し
　
（
高
野

　
異
文
需
宝
舗
集
説
－
五
二
号
）
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
歴
史
麟
過
程
を

　
た
ど
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

④
元
久
二
年
三
月
二
日
「
後
鳥
羽
院
庁
下
文
案
」
（
経
光
卿
記
〔
民
経
記
〕

　
紙
背
文
書
）

⑤
長
寛
二
年
九
月
廿
女
臼
「
富
昼
旨
」
（
三
…
…
二
〇
号
）

⑥
建
久
八
年
四
月
引
臼
「
官
宣
旨
案
」
（
「
続
左
丞
抄
」
第
｝
所
収
）

⑦
　
　

州
扶
桑
略
記
」
　
延
久
四
年
駕
一
田
μ
骨
山
ハ
ロ
μ
条
。

⑧
長
寛
二
年
九
月
十
五
障
「
官
宣
旨
」
（
三
三
＝
り
号
）
所
引
「
感
二
院

　
所
司
気
霜
」
は
「
謹
検
旧
記
、
壷
社
日
携
御
供
裏
毛
起
由
河
堀
河
両
朝
之

　
御
願
、
以
賀
茂
例
所
被
心
置
也
、
用
途
之
洋
紅
、
滞
在
諸
国
」
と
の
べ
て

　
い
る
。
ま
た
元
亭
三
年
法
眼
二
身
筆
「
紙
園
隠
家
条
た
記
録
」
（
『
八
坂
神

　
社
記
録
」
上
飯
収
）
に
は
「
臨
徳
三
年
被
口
准
賀
茂
娃
佳
例
、
被
備
進
日

　
別
十
蹴
前
神
供
」
詑
録
さ
れ
て
い
る
。

⑨
「
中
右
記
し
承
徳
元
年
四
月
過
六
陪
条
、

⑩
前
掲
「
舐
園
社
家
条
々
詑
鍬
」
は
「
承
徳
二
年
、
為
無
末
代
退
転
、
為
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院敵期におげる保成立の二つの形態（河音）

　
其
長
日
用
途
新
所
、
被
寄
附
四
箇
保
」
と
記
し
、
丹
波
白
波
々
伯
龍
車
・

　
近
江
鼠
坂
田
保
・
近
涯
麟
守
蜜
保
・
備
後
醒
際
埋
土
を
あ
げ
て
い
る
が
、

　
こ
の
繊
保
が
神
供
β
次
を
｝
年
間
に
わ
た
っ
て
纈
次
進
遇
す
る
体
制
に
固

　
定
化
し
た
の
は
鎌
倉
初
期
文
治
～
元
久
期
で
あ
り
（
文
治
中
年
十
月
十
七

　
日
「
後
白
河
院
庁
下
交
案
レ
・
前
掲
元
久
二
年
三
月
二
日
「
後
鳥
羽
院
庁

　
下
交
案
」
　
〔
経
光
学
記
（
論
壇
詑
）
紙
背
文
選
〕
）
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に

　
は
い
く
つ
か
の
曲
折
が
あ
っ
た
。

⑪
　
　
「
紙
園
雌
羊
」
第
｝
（
『
八
坂
神
社
記
録
』
上
所
収
）

⑫
　
長
寛
二
年
九
月
骨
五
日
「
官
宣
雷
」
　
（
三
型
＝
○
五
七
）

⑬
　
承
徳
二
年
十
月
十
五
日
「
丹
波
岡
被
々
伯
部
村
立
券
文
案
」
　
（
一
三
九

　
八
号
）
。
十
三
人
の
田
堵
が
そ
の
「
所
領
田
」
を
行
円
に
寄
進
し
た
場
合
、

　
三
門
は
そ
れ
を
「
感
神
院
御
加
徴
米
磐
代
扁
と
し
て
受
領
し
た
が
、
こ
れ

　
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
充
分
に
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
以
前

　
に
行
凹
が
こ
れ
ら
の
田
堵
所
領
田
か
ら
「
加
徴
米
」
を
徴
収
し
う
る
権
利

　
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
権
利
は
社
僧
行
円
の
高

　
利
貸
酌
活
動
の
結
果
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
保
延

　
二
年
九
月
臼
「
明
渋
博
士
勘
文
案
」
　
（
二
三
五
〇
号
）
は
臼
古
社
神
人
馴

　
大
津
神
入
の
高
利
貸
活
動
が
「
以
領
地
、
為
質
券
」
と
い
う
具
体
的
形
態

　
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
二
階
も
一
応
田
吉
社
神
人
の

　
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

⑭
　
戸
限
却
方
実
氏
「
圏
衙
傾
の
名
と
山
貸
家
に
つ
い
て
扁
（
『
中
世
祉
ム
獄
の
勝
本

　
構
造
』
所
収
）

⑮
註
⑬
参
照
。

⑯
保
元
三
年
五
月
十
八
臼
「
感
神
院
断
司
等
解
」
（
二
九
二
九
号
）

⑰
　
嘉
元
三
年
二
月
、
近
江
乱
塾
浦
内
、
愛
惜
・
諸
河
百
姓
等
二
十
五
入
ば
、

　
日
指
・
諸
河
が
隣
庄
大
浦
庄
に
よ
っ
て
押
領
さ
れ
た
と
い
う
共
通
の
政
治

　
的
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
「
日
野
・
諸
河
田
畠
墨
焼
半
分
者
、
永
代
可

　
為
山
門
御
進
止
」
と
い
う
こ
と
を
条
件
に
「
二
宮
権
現
之
神
人
」
と
な
る

　
「
契
約
」
の
請
文
を
山
門
二
宮
権
現
祉
に
提
出
し
た
。
　
（
痛
元
三
年
二
月

　
R
［
「
日
指
・
諸
河
百
姓
等
請
文
案
」
　
〔
菅
浦
文
素
京
太
影
写
五
号
七
｝
番

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
交
書
〕
）
こ
の
「
契
約
」
に
み
ら
れ
る
神
人
集
關
結
成
の
あ
り
方
は
中
世
畿

　
内
近
国
の
　
般
濃
畏
層
が
共
通
の
政
治
的
問
題
を
解
決
す
る
時
に
必
ず
と

　
つ
た
組
織
原
理
を
正
確
に
示
し
て
い
る
。

⑱
　
赤
松
俊
秀
氏
「
座
に
つ
い
て
」
（
㎝
。
史
林
』
三
七
巻
一
号
）

⑲
清
水
三
男
氏
「
中
世
村
落
の
構
造
」
第
一
部
第
二
章
は
、
松
尾
祉
傾
薦

　
七
条
六
簡
保
に
つ
い
て
「
こ
の
被
領
は
松
尾
栓
の
神
人
が
こ
の
地
に
住
ん

　
で
い
る
関
係
か
ら
、
神
人
私
有
の
土
地
が
瞬
社
の
領
有
に
帰
し
た
の
で
、

　
塁
塞
の
領
有
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
神
人
の
同
赴
泰
仕
を
導
い
た
の

　
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑳
天
永
二
年
十
二
月
十
二
臼
「
根
本
法
花
墜
寄
人
注
進
状
」
（
一
七
六
〇

　
引
写
）
。
　
ま
た
長
治
…
二
年
「
三
選
閑
圏
恐
久
智
郡
敏
捌
供
御
　
人
等
加
群
」
　
（
一
六
難
…
吐
口
万
）

　
は
、
購
吉
社
傾
愛
染
郡
隈
吉
保
に
つ
い
て
「
件
H
齋
保
、
本
春
宮
亮
御
任
、

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
始
所
串
講
之
開
獲
、
配
流
一
斗
新
開
十
五
晴
也
、
其
後
毎
魁
司
達
替
之
鋪
、

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
あ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
へ

　
漸
々
請
加
、
今
既
二
百
余
町
神
民
二
百
余
人
也
、
総
則
、
件
至
神
疑
、
可

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
舎
勤
仕
彼
祭
也
…
…
」
と
い
っ
て
い
る
。

⑳
　
寛
治
七
年
八
月
廿
一
日
「
太
歓
官
符
偏
　
（
一
三
一
九
号
）

⑳
　
天
治
二
年
七
月
目
「
近
瀧
国
司
庁
宜
」
　
（
鰻
九
七
七
号
）

⑳
　
　
「
舐
園
祉
家
条
々
記
録
」
は
近
沈
國
嘗
富
保
に
関
し
て
「
最
初
保
劉
、
行
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円
漏
と
記
録
し
て
い
る
、
ま
た
丹
波
函
汲
々
伯
郡
村
保
司
職
は
、
行
器
i

　
隆
門
一
藤
原
氏
－
纏
凹
と
組
続
さ
れ
た
。
　
（
仁
安
二
年
二
月
掛
艮
「
感
神

　
院
大
燗
当
糎
円
解
」
　
〔
三
四
一
四
野
〕
）

＠
　
建
久
八
年
廻
月
冊
日
「
官
宣
旨
案
」
（
「
続
左
丞
抄
」
第
一
萌
駿
）
。
な
お

　
本
簾
註
③
及
び
前
掲
拙
稿
鱒
の
㈹
参
照
、

㊨
　
前
掲
拙
稿
6
参
照
。

⑳
康
和
五
年
二
月
廿
一
日
「
出
城
園
感
神
院
所
司
解
」
（
一
五
＝
号
）

⑰
　
仁
安
二
年
二
月
二
日
「
感
二
院
大
別
当
豆
田
解
」
　
（
三
四
一
照
号
）

⑳
　
権
門
毒
鮭
“
貴
族
階
級
が
全
体
と
し
て
二
つ
の
人
脱
支
醗
様
式
を
も
た

　
ざ
る
を
得
な
い
以
上
、
そ
の
園
衙
支
配
の
代
表
者
た
る
騒
司
が
、
そ
の
蒔

　
々
の
権
門
勢
家
間
の
力
闘
係
及
び
そ
の
利
害
開
係
の
中
で
異
っ
た
方
針
を

　
潤
時
に
綴
す
こ
と
は
当
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

⑳
　
天
永
四
年
四
月
十
月
臼
「
鳥
羽
天
皇
宣
命
案
」
　
（
一
七
九
三
号
）

⑳
　
交
油
薫
年
十
月
十
七
日
「
後
白
河
院
庁
下
文
案
」
　
・
元
久
二
年
三
月
二

　
日
門
後
鳥
羽
院
三
下
文
案
」
　
（
経
光
卿
記
〔
幾
経
記
〕
紙
背
文
君
）
な
お

　
経
光
卿
記
紙
背
文
書
文
漕
三
年
「
後
白
河
院
庁
下
文
案
届
は
「
脳
園
社
記
」

　
（
『
八
坂
神
社
記
録
」
下
七
七
一
七
八
頁
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か

　
し
誤
写
、
脱
落
が
一
丁
三
あ
り
経
光
卿
記
紙
背
文
欝
に
よ
り
訂
正
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
ま
た
紙
背
文
澱
U
の
轟
万
も
交
潮
下
部
が
ほ
と
ん
ど
欠
脚
†
に
な

　
っ
て
い
る
た
め
州
紙
園
投
詑
偏
で
お
ぎ
な
う
必
要
が
あ
る
。
「
祇
園
社
詫
」

　
を
も
と
に
し
て
異
岡
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
七
七
頁
八
行
目
ナ
字
目
　
　
　
蒲
　
　
　
葎

　
七
七
頁
十
三
行
爵
ニ
ニ
字
目
口
｝
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
其
力
）

　
七
七
頁
十
四
行
濤
十
宇
配
　
　
□
臼
掃
〔
窃
撫

　
八
八
頁
三
行
ロ
四
字
口
　
　
　
波
　
　
　
段

　
八
八
頁
四
目
阿
十
二
字
厨
　
　
詩
　
　
　
請

　
八
八
頁
四
行
冒
二
九
字
灘
　
　
有
　
　
　
雀

　
八
八
頁
四
行
　
二
十
丁
目
　
　
　
者
　
　
（
欠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
不
論
力
）

　
及
び
、
八
八
頁
｝
瓢
行
欝
四
字
目
以
下
に
「
大
番
給
田
参
段
小
傷
外
、
［
］

　
作
否
、
為
保
田
可
令
専
臼
黙
に
が
脱
落
し
て
い
る
。

　
　
な
お
、
こ
の
時
期
の
再
整
正
が
具
体
酌
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

　
か
は
分
ら
な
い
が
、
大
和
園
池
脚
庄
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
円
田
化
・
名
主

　
休
制
整
鰯
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
な
示
す
と
解
釈
で
き
る
史
料
轄
少
く
な

　
い
。

⑳
置
安
尤
年
＋
二
月
廿
三
帳
「
六
波
羅
下
知
状
案
」
（
「
砥
園
社
記
」
御
神

　
領
部
第
二
駈
収
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

⑳
　
註
⑪
に
同
じ
。
六
波
羅
探
題
は
、
　
「
氏
澄
之
一
族
盛
利
可
僚
二
項
家
人

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
号
之
出
、
建
治
三
年
裁
許
之
上
、
内
一
族
盛
親
、
寂
蓮
・
永
茂
三
二
社
家
、

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
る
　
　
ヘ
　
　
へ

　
出
種
々
冠
状
畢
し
と
い
っ
て
い
る
が
、
下
司
一
族
寂
蓮
・
永
茂
な
ど
は
明

　
ら
か
に
波
々
三
部
保
名
主
で
あ
り
、
下
司
と
家
父
炎
的
主
従
関
係
に
入
っ

　
た
た
め
に
名
田
に
神
木
を
投
入
さ
れ
、
そ
の
結
果
「
種
々
茎
状
」
を
二
神

　
院
に
提
出
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

⑳
　
寛
元
元
年
「
感
二
院
胴
当
顕
承
陳
状
案
」
　
Ω
既
掲
註
⑪
文
欝
所
引
）

⑳
註
⑳
文
書
。
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院敵期における保成立の二二つの形態（河音）

三

権
門
寺
社
の
あ
り
方

　
－
日
本
封
建
圏
家
論
の
た
め
に
一

　
ど
こ
ろ
で
、
在
地
領
主
の
領
主
的
支
配
秩
序
の
拡
大
・
強
化
と
い

パ
つ
あ
た
ら
し
い
政
治
的
事
態
に
直
瓢
し
た
大
小
田
堵
農
民
を
、
農
罠

的
保
「
麹
立
」
の
編
成
原
理
で
も
づ
て
あ
た
ら
し
く
組
織
し
、
そ
の

こ
と
を
通
し
て
自
己
の
政
治
的
・
経
済
的
基
盤
を
再
編
成
し
よ
う
と

し
た
権
門
寺
・
社
は
感
神
院
や
穀
倉
院
に
限
ら
な
か
っ
た
。
周
知
の
よ

う
に
、
天
延
二
年
人
九
七
四
）
以
来
感
神
院
は
延
暦
寺
末
寺
・
日
吉
社

末
社
で
あ
っ
た
が
、
本
寺
た
る
延
暦
寺
の
荘
園
組
織
原
理
匪
荘
園
支

配
原
理
も
末
社
感
神
輿
の
そ
れ
と
全
く
お
な
じ
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら

く
、
感
神
院
別
当
た
ち
の
便
補
の
保
「
建
立
」
の
方
式
も
、
現
実
に

は
む
し
ろ
本
寺
本
社
の
全
支
配
秩
序
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
竜
の
が
次
に
紹
介
す

る
「
山
門
使
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
延
暦
寺
は
「
山
門
使
」
な
る

竜
の
惣
匝
常
的
に
畿
内
近
國
に
排
掴
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
全

体
と
し
て
在
庁
宮
人
一
在
地
領
主
の
権
力
的
支
配
の
も
と
に
お
か
れ

つ
つ
あ
っ
た
昏
地
の
大
小
田
堵
農
民
層
を
独
自
に
組
織
す
る
一
つ
の

体
剃
を
竜
っ
て
い
た
。
次
に
示
す
享
年
「
丹
後
国
在
庁
官
人
等
言
上

㊤状
」
は
、
鎌
倉
初
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
院
政
期
か
ら
鎌
禽

初
期
に
か
け
て
の
延
暦
寺
の
あ
り
方
を
具
体
醜
に
示
し
て
い
る
。

丹
後
国
在
朧
官
人
等

　
二
上
・
国
領
野
間
世
野
村
惣
熱
永
久
保
号
山
門
使
皇
臣
院
宜
玉
総
宣
詮
文

　
等
、
四
神
費
令
下
向
歓
押
領
子
細
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
、
領
力
）

右
件
使
等
、
玄
五
月
圏
御
得
替
之
刻
、
乱
入
彼
両
村
、
可
為
山
門
［
函
張
行

之
旨
、
依
令
風
聞
、
入
三
国
三
相
、
聾
之
塵
、
熱
子
細
遊
上
畢
、
不
及
言
上
、

葡
去
六
胤
月
此
目
星
宮
什
〃
専
当
舷
寸
帯
口
神
甥
只
三
又
下
－
向
、
臼
間
巷
説
者
、
野
瀬
胃
村
傭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
遊
力
）

人
象
高
井
三
幅
等
以
私
丈
書
令
寄
金
山
門
云
々
、
伍
先
度
令
瀬
上
其
子
細
畢
、

且
至
仁
国
家
高
等
之
慮
、
誤
之
由
機
器
進
万
状
也
、
届
先
並
進
覧
畢
、
子

細
見
醜
状
蹴
、
痴
者
何
繋
寄
進
為
何
人
奉
行
、
添
御
分
国
置
紋
申
上
髭
由
、

（
無
力
）

〔口

w
院
宣
国
宜
読
一
L
叉
等
、
任
自
由
可
乱
入
哉
、
尋
明
子
細
江
処
、
件
宮
仕
等

如
先
度
身
上
畢
、
凡
沙
汰
之
次
子
未
曾
有
業
繋
籍
、
　
（
後
欠
）

丹
後
国
在
庁
の
報
告
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
延
暦
寺
山
門
使
一
宮

仕
專
当
は
、
院
宣
・
国
司
庁
宜
な
ど
を
所
持
す
る
こ
と
な
く
、
国
衙

権
力
の
政
治
的
支
配
体
制
の
間
隙
を
縫
っ
て
、
各
在
地
領
主
の
領
主

的
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
農
村
を
俳
組
し
つ
つ
、
・
．
化
の
所
持
し
た

「
神
宝
」
に
象
徴
さ
れ
る
宗
教
的
権
威
を
も
っ
て
各
地
域
の
上
院
農

民
閣
を
、
私
的
な
所
領
田
寄
進
を
媒
介
と
す
る
一
つ
の
集
団
（
寄
入
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ゾ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

に
組
織
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
隅
衙
か
ら
野
聞
村
・
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ち

世
野
村
と
し
て
掘
握
さ
れ
て
い
た
地
域
の
住
人
家
蔦
な
ど
上
層
農
罠

に
す
す
め
て
そ
の
所
領
田
を
山
門
に
寄
進
せ
し
め
、
そ
の
作
業
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

し
て
そ
の
所
領
田
・
住
人
を
ふ
く
む
両
村
を
永
久
保
と
し
て
把
握
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
か
く
し
て
獲
得

し
た
山
門
使
私
領
を
丹
後
国
司
と
正
式
に
交
渉
し
て
、
使
補
の
保
と

し
て
完
全
な
山
門
領
に
す
る
た
め
の
基
礎
的
作
業
で
あ
っ
た
。
こ
の

文
書
で
は
、
並
称
永
久
保
は
国
衙
一
在
庁
官
人
全
体
の
反
撃
に
あ
い
、

そ
の
組
織
者
た
る
山
門
使
は
逃
げ
去
り
、
こ
の
組
織
に
参
賦
し
た
農

民
た
ち
は
山
門
使
と
の
関
係
を
蓑
面
上
は
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
立
場
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
正
陥
応
元
年
・
（
一
二
八
八
）
の
原
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
加
筆
写
本
と
考
え
ら
れ
る
「
丹
後
国
諸
荘
郷
保
総
田
数
蟹
録
篇
に

は
、
こ
の
保
が
与
謝
郡
内
「
一
、
永
久
保
、
拾
三
町
七
段
百
五
十
六
歩
偏

と
い
う
風
に
独
自
の
所
領
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
以

、
後
に
お
け
る
丹
後
国
司
と
の
交
渉
の
結
果
、
在
庁
官
人
全
体
の
反
対

に
竜
か
か
わ
ら
ず
、
永
久
保
は
山
門
領
の
便
補
の
保
と
し
て
国
衙
師

在
庁
官
人
層
の
領
主
的
一
家
父
長
的
支
配
秩
序
か
ら
独
立
す
る
に
至

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
み
て
き
た
感
神
院
・
延
暦
寺
の
荘
園
領
主
と
し

て
の
あ
り
方
は
、
保
元
二
年
（
＝
五
七
）
の
荘
園
整
理
令
が
神
人
悪

僧
の
濫
行
を
糾
弾
し
た
伊
勢
大
神
宮
、
石
清
水
八
幡
賞
、
鴨
御
祖
社
、

賀
茂
別
雷
祉
、
、
春
日
社
、
住
吉
社
、
臼
吉
社
、
興
福
寺
、
園
城
寺
、

熊
野
、
金
峯
山
な
ど
の
大
寺
社
に
全
て
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
大
寺
社
は
も
と
よ
り
院
政
細
細
を
特
徴
づ
け
る
そ
れ
ぞ
れ
心

性
を
も
っ
た
寺
社
で
あ
る
が
、
漉
意
す
べ
き
点
は
、
院
政
期
の
も
う

一
面
を
代
表
す
る
院
御
願
寺
や
高
野
山
金
剛
峯
寺
が
こ
こ
に
全
然
あ

が
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
云
う
ま
で
も

な
く
、
鳥
羽
院
政
期
以
来
、
こ
れ
ら
院
に
直
接
関
係
す
る
寺
院
に
は
権

力
の
中
枢
を
把
握
し
た
権
門
特
に
院
自
身
に
よ
っ
て
、
在
地
領
主
の

寄
進
を
媒
介
と
し
て
成
立
す
る
い
わ
ゆ
る
寄
進
地
系
荘
園
が
寄
進
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
政
治
的
・
経
済
的
基
盤
が
保
証
さ
れ
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
ひ
と
く
ち

に
権
門
寺
雛
聾
荘
園
領
主
と
い
っ
て
も
、
大
き
く
い
っ
て
二
つ
の
類

型
が
あ
り
、
　
そ
の
各
々
は
人
民
支
配
の
原
理
（
紐
織
）
を
全
く
異
に

し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
異
は
ま
さ
に
私
が
本
稿
で
明
ら
か

に
し
て
き
た
便
補
の
保
の
二
つ
の
形
態
の
相
異
そ
の
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
み
た
保
の
二
つ
の
形
態
は
、
権
門

寺
社
一
荘
園
領
主
の
荘
園
支
配
の
二
つ
の
原
理
を
い
わ
ば
も
っ
と
も

典
型
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
現
実
に
権
門
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銑政期における保成立の二つの形懲（河膏）

勢
家
の
中
核
的
な
経
済
的
基
盤
を
な
し
た
い
わ
ゆ
る
寄
進
地
系
荘
園

を
と
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
寄
進
主
体
岨
在
地
領
主
の
中
核
的
私
領
た

る
「
本
宅
し
と
そ
の
外
延
的
延
長
と
し
て
の
領
主
名
田
畠
（
開
発
田
・

従
者
垣
丙
）
及
び
そ
の
家
父
長
的
人
格
的
主
従
関
係
の
中
に
包
摂
さ

れ
た
下
人
・
所
従
や
郎
党
的
農
民
な
ど
か
ら
な
る
領
主
的
私
領
の
部

分
と
、
そ
の
領
主
の
勧
農
活
動
の
決
定
的
影
響
下
に
お
か
れ
た
庄
田

（
旧
公
田
）
及
び
そ
の
庄
田
を
小
「
私
宅
」
所
有
を
基
礎
と
し
つ
つ
耕

作
す
る
田
堵
農
民
層
か
ら
な
る
都
分
と
の
二
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ

れ
た
荘
園
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
こ
で
は
、
以
上
み
た
二

つ
の
人
民
支
配
の
原
理
i
在
地
領
主
を
媒
介
と
し
て
荘
園
支
配
を

実
現
す
る
と
い
う
方
向
と
、
そ
の
在
地
領
主
の
領
主
的
支
配
に
抵
抗

す
る
田
堵
農
民
巨
上
層
農
民
を
独
自
に
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支

配
を
実
現
す
る
と
い
う
方
向
は
i
重
層
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
一
且
、
別
符
私
領
を

基
礎
と
し
て
成
立
し
た
便
補
の
保
が
、
や
が
て
そ
の
内
部
に
田
堵
農

民
に
脚
っ
て
再
生
産
さ
れ
て
い
る
公
田
を
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
庄
」
に
変
質
し
て
い
っ
た
例
に
お
い
て
も
塞
く
胎
な
じ
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
権
門
勢
家
H
旧
権
力
者
が
全
体
と
し
て
生
き
延
び
う
る

た
め
に
拡
、
こ
の
互
い
に
矛
盾
し
あ
う
二
つ
の
支
配
原
理
を
両
方
と

も
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
前
に
ふ
れ
た
平

安
末
期
に
お
け
る
東
大
寺
は
こ
の
こ
と
を
も
っ
と
妊
み
じ
め
な
形
で

示
し
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
門
寺
社
が
ど
の
よ
う
に

こ
の
二
つ
の
原
理
を
自
己
の
一
掴
の
支
配
体
系
の
中
に
編
成
す
る
こ

　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し

と
に
よ
っ
て
現
実
に
人
民
支
配
を
実
現
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
私
た
ち
は
、
全
支
配
階
級
（
各

権
門
寺
祉
及
び
全
在
地
領
主
）
感
身
の
内
部
に
お
い
て
さ
え
い
や
し
が

た
い
政
治
的
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
一
個
の
国
家
権
力
体
舗
（
階
級
支
削

の
機
構
）
と
し
て
、
中
世
人
民
自
身
が
一
定
の
政
治
勢
力
と
し
て
そ

の
具
体
的
形
態
の
決
着
に
参
与
し
た
日
本
封
建
国
家
の
歴
史
的
特
質

1
こ
れ
以
後
の
日
本
人
民
が
そ
の
歴
更
的
規
定
性
の
も
と
で
自
ら

の
道
を
開
拓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
　
欠
年
「
丹
後
隔
在
庁
官
人
等
君
上
状
偏
　
（
経
光
卿
記
〔
現
経
記
〕
紙
背

　
文
書
、
貴
永
元
年
近
写
一
日
～
二
十
九
臼
紙
背
）
、
勘
解
由
小
路
経
光
の

　
日
記
h
民
経
記
」
は
嘉
禄
二
年
よ
り
交
永
醐
年
に
わ
た
る
が
、
そ
の
紙
背

　
文
書
は
古
く
は
天
永
三
年
の
も
の
か
ら
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
も
の
は
四

　
通
で
、
あ
と
大
部
分
は
文
治
～
貞
応
の
鎌
倉
初
期
の
も
の
で
あ
る
。

②
　
こ
の
山
門
使
の
機
能
は
、
か
か
る
形
の
農
幾
五
悪
だ
け
に
あ
っ
た
の
で

億
な
く
、
一
遇
野
牛
貸
活
動
を
ど
も
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
も
っ
と
ひ
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ろ
く
寮
教
的
活
動
も
忌
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
α
侮
え
ぱ
、

　
十
二
世
紀
前
半
期
蒋
嘗
胆
太
良
庄
の
名
主
で
あ
っ
た
垂
心
は
、
　
「
若
僧
之

　
比
口
無
居
住
比
叡
山
、
罷
出
之
後
、
麩
又
当
御
庄
薬
師
賞
癌
研
タ
リ
キ
」

　
と
後
年
合
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
寵
1
4
年
置
に
は
山
門
で
の
修
行
を
経
る

　
こ
と
に
よ
っ
て
帰
村
後
村
落
の
思
想
的
・
政
治
的
指
導
者
と
な
っ
て
い
る

　
（
弘
安
元
年
五
月
日
「
若
狭
国
太
良
荘
百
姓
藤
井
宗
氏
陳
状
写
」
　
『
教
王

　
護
麟
寺
文
書
』
巻
一
、
　
一
〇
八
号
）
。
　
こ
の
よ
う
な
畿
内
近
国
の
一
般
農

　
民
暦
の
動
向
は
、
　
「
神
宝
」
を
所
持
し
て
彿
翻
す
る
山
門
使
の
よ
う
な
存

　
在
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

③
正
応
元
年
八
月
一
，
丹
後
三
二
三
郷
保
私
田
数
目
録
漏
（
清
水
正
健
氏

　
ド
、
荘
m
酬
志
料
』
上
）

④
保
元
二
年
三
月
十
七
臼
「
太
政
官
符
案
篇
（
二
八
七
六
号
）
。
な
お
以
上

　
み
た
山
附
使
の
活
鋤
は
漕
承
二
年
七
月
十
八
口
「
点
画
官
符
扁
（
「
続
撫
丞

　
抄
偏
第
二
所
収
）
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
一
量
的
に
総
括
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ

　
「
近
年
諸
社
神
人
、
諸
寺
悪
僧
、
或
横
行
帯
出
、
決
断
訟
訴
、
或
発
向
諸

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
国
、
侵
奪
田
地
、
就
中
延
暦
寺
興
福
寺
悪
僧
、
熊
野
山
先
達
、
日
吉
社
神

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
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　　　　　TWo　F・rms・f’ff・保in　the　Peri・d．・f出鼻院政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yosiyasu　Kawane

　　At　the　beglnning　of　the．lnsei院政perlod，　the　Kofeushi國．司，．

standing　as　chief　oficers　of　the　K盈㎎α國衙which　Were　already’

becoming　representative．’．of　collaborating　res孟dent　land玉ords，　began．

to　d量stribute　Bempo－no－ho便補保，　certain　land　rights，　as　a　means・

of　evading£heir　responsibility　in　dhe　distrlbution　of　Fuko封巨
　　　　　　　　　　ゆ
the　traditio簸a玉　national　grahts　to　ゼemples　and　shrines．　There・．

were　two　forms　of　Bempo一卿．加with　quite　differei！t　character．

One　was　the　form　in　which　some　of　the　land　alyeady　granted　to・

landlords（玉and　destined　for　exploitatioR）w4s　designated　asβempo．：

no－ho．　The　Second　form，　on．the　other　hand，　was£hat　ln　which

lands．（public負elds）　cUltivated　by　upPer－class　peasan宅s　organized

as　groups　of　Jin．nin淋人　and　Yoriudo至人　by　the　temp玉es．

a難d．shrines　themseives，　were　designated　as　Bempo－no’Lho。　As

resident　landlords　became　involved　in　the　whole　organizat三〇n　of．

state　powers，　every　noble　and　influen宅ial　temple　Or　shrine　reor－

ganized　and　strengthened　their　own　pol圭ti¢al　and　social　status，　but

by　two　opposing　methods　of　governing　the圭r　people　symbolized

by　the　two　No保し　one　’method　was　government　through　the，

od最　ces　of　re＄ident　land玉ords；the　other，　through　the　direct　orga一．．

nization　of　the　general　peasantry　opPosing　landlord　rule．

　　　One　Aspect　of　the　I難dustrial　Revolution　in　Germa登y

　　　　　　　　　　　　The　process　of　formatlon　of　the　fac宅ory

　　　　　　　　　　sys宅e憎憎n　the　Saxonian　co雛on　i籍dustry

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takao　Oshima

　　Prof．　H．　Otsuka，　i且h圭s　book　e且titled‘‘An　Introduction．⑳施e・．

E．conom量。　H呈story　of　Europe，”　has　character呈zed　the　Ind鷺strial．．

RevoltttiQn　in宅he　less　advanced　cou13tl’ies　as　follows；being　sucked．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（、522）


