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古
代
東
北
の
地
域
中
心
研
究
の
近
業
に
よ
せ
て

新

野

直

吉

は
　
じ
　
め
　
に

　
昨
年
上
半
期
に
お
い
て
、
三
月
に
は
服
部
昌
之
氏
「
灘
北
地
方
に
お
け
る

郡
の
成
立
』
（
『
史
林
』
4
6
巻
2
号
）
　
六
月
に
は
藤
撚
岡
謙
二
郎
・
足
利
篠
鷺
弛
．

桑
原
公
徳
三
氏
「
古
代
東
北
の
地
域
中
心
に
関
す
る
若
干
の
歴
史
地
理
学
的

調
査
と
問
題
点
」
翁
人
文
地
理
』
5
！
巻
3
母
）
と
い
う
京
都
学
派
に
よ
る
二

つ
の
業
績
が
世
に
関
わ
れ
た
が
、
後
者
の
序
欝
に
よ
る
と
両
考
は
本
来
同
一

研
究
の
所
産
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
私
は
東
北
に
在
任
に
す
る
古
代
史
学
徒
の
～
人
と
し
て
深
い
関
心
を
以
て

こ
の
業
曝
に
接
し
た
。
我
々
が
鷺
常
身
近
に
し
て
い
・
な
が
ら
未
解
決
の
ま
ま

で
あ
る
事
や
問
題
点
に
つ
い
て
、
僅
か
な
．
時
日
の
現
地
調
査
．
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
か
く
も
広
縫
囲
に
…
旦
っ
て
劃
期
的
な
断
案
を
学
界
に
提
示
せ
ら
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
き
な
努
力
労
苦
と
、
そ
の
偉
大
な
学
的
能
力
と
に

零
し
て
、
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
殆
ん
ど
に
つ

い
て
は
全
く
異
議
が
な
く
、
そ
の
愚
説
の
教
示
を
う
け
さ
し
て
頂
く
も
の
で

あ
る
が
、
中
に
は
少
し
く
疑
点
を
見
出
す
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は

東
北
古
代
史
に
つ
い
て
よ
り
正
し
く
明
ら
か
な
御
究
明
を
お
願
い
す
る
た
め

に
も
、
境
地
に
住
む
者
の
さ
さ
や
か
な
疑
開
を
こ
こ
に
装
明
し
た
い
と
思
う

も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
言
及
の
部
分
を
出
羽
に
限
っ
た
の
は
、
私
に
は
陸
奥
が
少
し
く
地

縁
的
に
遠
い
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
遠
来
の
諸
学
者
と
五
十
歩
百

歩
の
現
地
認
識
し
か
有
し
な
い
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

｝
　
秋
田
城
・
秋
田
郡
論
に
よ
せ
て

　
秋
騰
の
地
名
が
鷺
本
古
代
史
上
で
、
或
い
は
「
城
」
と
し
て
或
い
は
「
郡

」
と
し
て
躍
れ
て
い
る
こ
と
は
史
料
に
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
差
が
、
服
部
氏

の
「
建
郡
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
城
概
が
地
域
形
成
の
中
核
を
な
し
た
で
あ
ろ

う
と
慰
わ
れ
る
が
、
し
か
し
城
樹
と
郡
家
と
で
は
地
域
中
心
と
し
て
の
性
格

が
姻
異
し
て
い
る
点
を
こ
の
際
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
城
棚
は

本
来
的
に
蝦
夷
征
伐
の
た
め
の
前
進
基
地
・
兵
姑
基
地
、
或
い
は
確
保
・
占

領
し
た
地
域
の
防
禦
墓
地
で
あ
っ
て
、
；
：
：
、
開
拓
の
先
駆
的
役
割
を
担
っ

た
も
の
と
評
価
で
き
る
。
一
方
郡
家
は
郡
と
い
う
行
政
区
画
の
中
心
官
衙
、

い
わ
ゆ
る
コ
ホ
リ
の
ミ
ャ
ケ
で
あ
っ
て
、
郡
家
設
羅
は
行
政
区
顧
と
し
て
の

郡
の
設
離
を
も
意
味
し
て
い
る
か
ら
、
郡
家
は
郡
と
い
う
此
度
的
地
域
の
中
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心
的
機
能
が
最
初
か
ら
そ
の
属
性
で
あ
る
と
い
え
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
る
と

　
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
は
、
足
利
氏
の
支
持
さ
れ
る
遜
り
で
あ
ろ
う
．
と
こ
ろ
で

臓
部
氏
は
秋
田
郡
の
設
置
を
「
秋
珊
郡
、
典
観
元
年
に
郡
名
初
見
で
あ
る
が
、

　
天
平
難
年
に
聯
、
出
羽
棚
遷
置
上
秋
田
村
高
清
水
岡
」
は
秋
田
城
の
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
直
後
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
と
記
さ
れ
る
の
で
あ

　
る
が
、
果
し
て
真
意
は
奈
辺
に
あ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
私
は
延
暦
二
十

　
三
年
紀
の
「
獄
鷹
峯
為
郡
、
不
感
土
人
浪
人
、
以
住
彼
城
者
編
自
訴
」
な
る

記
事
を
無
視
否
定
し
て
ま
で
、
城
（
搬
）
郡
ほ
ほ
盛
時
設
立
論
に
賛
成
で
き
、

る
よ
う
な
史
料
の
存
在
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
秋
田
城
と
雄
物
川
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
該
業
績
の
中

　
に
は
、
三
代
実
録
の
「
屯
秋
田
河
南
、
短
賊
於
河
北
、
」
の
記
述
な
ど
を
根

拠
に
し
て
、
城
が
雄
物
川
（
秋
田
河
）
の
海
南
に
詣
っ
た
と
推
定
し
て
居
ら
れ

る
藤
岡
教
授
の
説
が
あ
る
。
既
に
騰
る
地
質
学
者
か
ら
は
、
天
長
の
大
地
震

ま
で
は
雄
物
用
が
高
清
水
岡
の
北
側
を
流
れ
て
い
た
と
の
説
が
出
さ
れ
、
爾

来
賛
否
両
説
の
物
議
を
醸
す
こ
と
久
し
き
に
及
ん
で
い
る
が
、
こ
の
元
慶
ま

．
で
も
河
が
城
の
詑
を
流
れ
て
い
た
と
す
る
の
は
正
し
き
叢
説
で
、
斬
新
刮
醸

に
値
す
る
が
、
私
は
こ
の
説
に
は
難
点
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
三
代
実
録
元
慶
二
年
七
月
十
環
条
の
此
の
記
事
の
背
景
や
前
後
事
癒
か
ら

見
て
来
る
と
、
三
月
十
五
日
に
夷
俘
の
叛
徒
に
よ
っ
て
秋
田
城
が
襲
わ
れ
、

四
月
四
藏
陸
奥
か
ら
援
兵
を
派
遣
す
る
も
戦
況
好
転
せ
ず
、
四
月
廿
八
日
陸

奥
・
上
野
・
下
野
か
ら
更
に
増
援
の
兵
を
越
す
こ
と
と
し
、
五
月
四
日
藤
原

保
則
以
下
を
貌
地
に
派
遣
し
て
事
態
処
理
に
惑
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
六
月
七
日
に
軍
兵
五
千
人
を
聚
屯
さ
せ
て
い
た
秋
田
城
が
賊
の
不
意
討

ち
を
う
け
て
大
敗
落
城
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
八
冠
小
野
春
風
を
鎮
守
将
軍

と
し
て
救
護
す
る
こ
と
と
な
り
、
逐
次
態
勢
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
が
、
七
月

十
羅
に
藤
原
保
期
が
や
っ
と
躍
府
に
到
着
し
た
の
で
、
現
地
の
濁
司
下
僚
が

こ
れ
も
丁
度
到
着
し
た
ば
か
り
の
上
野
圏
兵
六
百
余
を
率
い
て
、
一
先
ず
秋

細
河
南
に
屯
し
河
北
の
賊
に
対
し
小
野
春
風
の
到
着
を
待
っ
た
と
い
う
状
況

を
記
述
す
る
末
尾
の
文
言
が
こ
の
一
旬
な
の
で
あ
る
。
下
文
を
読
む
と
、
立

面
軍
や
春
風
が
到
着
し
て
征
討
の
功
が
表
わ
れ
た
の
は
八
月
末
か
ら
九
月
に

か
け
て
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
お
も
う
に
七
月
十
日
の
此
の
句
の
表
現
す
る
時
期
の
斐
情
で
は
、
六
月
七

日
に
敗
退
し
て
誠
は
賊
手
に
帰
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
奪
獅
を

欝
論
む
官
軍
が
河
南
ま
で
進
繊
し
て
、
城
地
を
占
有
し
て
い
る
筈
の
賊
と
対

漏
し
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
し
か
も
賊
は
河
北
に
陣
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
城
地
は
慮
ず
が
ら
に
し
て
河
北
に
在
る
と
理
解
す
べ
き
な
の
で

は
な
い
か
と
愚
甑
、
5
す
る
も
の
で
あ
る
。
成
る
程
河
が
城
の
階
を
流
れ
て
い
て

は
、
秋
田
城
は
背
水
陣
と
な
っ
て
防
守
の
原
則
に
照
ら
し
て
甚
だ
し
く
危
険

異
常
で
あ
る
こ
と
は
、
か
ね
が
ね
我
々
も
懇
い
患
っ
て
来
た
闇
題
で
あ
る
。

し
か
し
何
れ
四
ケ
年
の
発
掘
調
査
結
果
な
ど
も
、
そ
の
筋
か
ら
正
式
に
公
表

せ
ら
れ
る
も
の
と
推
考
さ
れ
る
が
、
近
時
の
諸
般
よ
り
す
る
検
討
の
結
果
で

は
、
河
が
城
の
北
を
流
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
歴
史
時
代
に
入
っ

〆
」
か
語
り
あ
っ
（
瓦
レ
」
R
兄
一
Q
べ
髪
」
ト
℃
り
（
怯
黒
黒
娼
や
早
生
料
は
、
　
遠
く
レ
偏
い
つ
！
㌧
L
よ
い

程
移
し
な
い
如
く
で
あ
る
。
私
は
一
類
年
前
か
ら
、
こ
の
城
は
本
来
防
守
の

た
め
の
も
の
で
な
く
葡
熱
電
拓
の
拠
点
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以

上
、
前
進
の
度
毎
に
渡
河
（
場
合
に
は
敵
蒲
渡
河
と
な
る
）
し
て
北
向
す
る
如

き
城
は
極
め
て
危
険
で
あ
り
非
能
率
酌
で
あ
る
か
ら
、
天
平
の
築
営
巌
初
か

ら
河
を
渡
り
切
り
、
そ
れ
を
背
後
と
の
連
絡
補
下
路
と
す
る
形
で
位
鐙
決
定

を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
該
業
績

の
中
で
も
前
に
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
服
部
氏
の
「
前
進
基
地
・
兵
器
基
地
」
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劇
論
は
、
こ
の
意
味
で
も
私
に
心
強
い
支
え
を
与
え
て
下
さ
っ
た
も
の
の
一

つ
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
古
代
の
無
熱
圏
河
辺
郡
は
こ
の
辺
で
は
雄
物
川
を
境
界
と
し
て
秋

田
郡
と
相
分
け
ら
れ
て
い
た
と
属
さ
れ
る
が
、
前
述
の
延
暦
骨
三
年
紀
の
記

事
に
依
れ
ば
秋
田
郡
は
も
と
秋
田
城
の
存
す
る
地
区
と
一
致
し
て
設
立
さ
れ

た
と
み
る
の
が
常
道
で
あ
る
か
ら
、
河
北
の
秋
田
郡
は
必
然
約
に
秋
田
城
域

を
郡
域
の
中
に
含
ん
で
い
た
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
　
日
羽
駅
路
に
よ
せ
て

　
北
羽
秋
田
に
通
ず
る
古
代
駅
路
の
著
明
史
料
は
二
つ
あ
る
。
天
平
宝
字
三

年
紀
の
記
述
と
、
延
喜
式
の
規
定
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
両
者

は
該
業
績
の
中
に
お
い
て
は
細
密
の
検
討
研
究
を
う
け
て
い
る
。
・

　
腺
部
氏
は
天
平
宝
字
一
二
年
に
繊
羽
国
に
置
か
れ
た
六
駅
に
つ
い
て
言
及
さ

れ
（
註
③
と
し
て
）
、
そ
の
中
の
助
河
駅
を
、
三
代
実
録
に
見
え
る
助
川
村
と

結
び
つ
け
る
井
上
通
空
説
に
よ
り
、
和
名
抄
郷
名
記
事
な
ど
も
勘
案
さ
れ
て

秋
田
郡
に
在
っ
た
と
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
現
在
秋
紺
郡
内
に
助
川
と
い
う
遺

名
が
な
い
の
で
、
何
と
も
断
定
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
御
説
の
如
く
添

河
村
（
今
秋
田
市
添
川
）
な
ど
に
な
ら
ば
せ
る
と
な
る
と
、
秋
田
郡
の
郡
域
と

も
か
ら
ん
で
、
　
今
の
秋
田
市
か
そ
の
北
方
か
に
な
ろ
う
が
、
　
そ
れ
で
は
雄

勝
・
平
鹿
の
分
郡
が
や
っ
と
行
な
わ
れ
た
ば
か
り
の
段
階
で
は
、
あ
ま
り
に

北
方
に
突
画
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
方
の
横
河
や
雄
勝
の
駅
と
の
連
絡
に
お

い
て
事
実
上
機
能
を
果
た
し
得
な
い
の
み
な
ら
ず
、
倉
の
規
定
に
も
あ
ま
り

に
翻
わ
な
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
一
体
こ
の
駅
路
は
何
を

鷺
ざ
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
私
は
難
路
な
く
、
こ
の
時
完
成
し
分
郡
さ

れ
た
雄
勝
城
及
び
雄
勝
・
平
漉
二
部
の
城
営
・
郡
衙
を
解
毒
に
制
定
さ
れ
た

も
の
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
岩
瀬
駅
は
も
っ
と
後
方
恐
ら
く
平
鹿
郡

察
に
対
す
る
駅
家
と
し
て
設
立
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

、
と
同
考
で
、
陵
奥
国
嶺
薩
駅
も
、
雄
勝
城
と
同
時
に
竣
功
し
、
続
紀
の
す
ぐ

そ
の
前
段
記
事
に
挙
示
さ
れ
て
い
る
桃
生
城
に
対
す
る
駅
家
で
あ
る
と
見
る
。

「
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
平
面
・
横
河
な
ど
と
な
ら
べ
て
避
翼
と
雄
勝
と
の
問
に

位
置
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
藤
岡
教
授
の
御
考
に
も
、
直
ち
に
従
う
に
は

小
さ
か
ら
ぬ
抵
携
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
嶺
基
を
鳴
子
町
と
し
て
、
御
業
績
の
い
わ
れ
る
北
羽
前
街
道
な
る
も
の
を

陸
羽
の
主
要
連
絡
路
と
さ
れ
る
の
は
、
結
局
は
小
濁
川
沿
い
の
昇
降
谷
を
駅

路
と
せ
ら
れ
る
観
点
に
起
悶
す
る
。
そ
し
て
そ
の
観
点
の
設
定
に
は
、
避

翼
駅
地
に
擬
定
さ
れ
る
舟
形
町
地
内
に
一
ノ
関
・
経
壇
原
の
小
字
名
の
存
在

す
る
こ
と
、
壇
原
は
団
原
で
小
軍
団
の
趾
と
解
し
う
る
こ
と
な
ど
が
有
力
資

料
と
さ
れ
て
い
る
。
　
一
ノ
関
が
果
し
て
古
代
駅
路
に
必
然
の
名
か
否
か
は
存

ぜ
ぬ
が
、
私
も
亦
こ
の
辺
を
古
代
路
の
経
過
地
点
と
す
る
上
で
は
全
く
同
見

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
鳴
子
方
向
に
嶺
基
駅
を
見
立
て
た
陸
羽
横
谷
路
線

を
想
定
し
て
で
は
な
い
。
服
難
曲
が
天
平
宝
字
三
年
紀
の
続
紀
文
言
の
校
訂

に
援
用
せ
ら
れ
た
如
く
重
要
な
天
平
九
年
紀
の
記
事
や
、
延
喜
式
の
駅
名
、

更
に
は
こ
の
天
平
宝
字
三
年
紀
の
駅
名
な
ど
に
鑑
み
そ
れ
を
生
か
し
て
、
公

式
な
駅
路
は
あ
く
ま
で
も
、
軍
事
上
は
多
賀
城
か
ら
玉
造
軍
団
や
色
麻
柵
な

ど
の
要
衝
を
経
て
繊
麗
大
室
塞
に
通
ず
る
玉
野
言
為
（
業
績
の
い
わ
れ
る
中
羽

前
街
道
な
る
も
の
）
を
銀
山
越
と
か
母
袋
越
と
か
を
通
っ
て
連
絡
す
る
の
が
主

で
あ
り
、
行
政
的
に
は
多
賀
城
か
ら
最
上
郡
及
び
村
山
郡
の
郡
家
所
在
地
を

経
過
す
る
式
載
駅
路
を
通
っ
て
連
絡
す
る
の
が
主
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
に
．

立
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
（
こ
』
で
業
績
中
に
は
延
喜
式
載
駅
名
中
「
村
睡
、
遊
佐

　
と
も
に
、
規
在
に
そ
の
名
を
と
占
め
る
と
す
れ
ば
」
　
と
い
う
表
現
が
あ
っ
て
、
凄
い
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は
今
の
遊
盤
町
・
村
山
市
を
古
駅
趾
の
地
と
見
ら
れ
る
の
か
と
受
退
れ
る
簸
所
が
あ
る

が
、
遊
佐
町
は
古
名
を
伝
え
る
け
れ
ど
も
、
村
山
市
は
も
と
楯
岡
で
古
駅
の
故
地
に
附

さ
れ
た
名
で
は
な
く
、
村
山
が
東
根
市
郡
山
に
郡
衙
を
有
し
た
ろ
う
こ
と
は
足
利
氏
の

論
孜
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
仮
に
今
の
村
肉
牛
ま
で
古
代
村
山
の
位
澱
を
北
上
さ
せ
て

み
て
も
、
所
詮
鳴
子
越
で
は
そ
こ
ま
で
も
通
過
隅
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
事
情
は
変
ら

な
い
。
）

　
天
平
宝
字
の
山
道
駅
路
で
は
北
向
す
る
場
合
、
玉
野
i
避
翼
－
平
父
と
連

絡
す
る
の
で
あ
り
、
式
の
水
道
駅
路
で
は
野
後
…
避
翼
一
佐
芸
と
接
続
す
る

の
で
あ
る
が
、
出
道
の
場
禽
、
薫
野
に
つ
い
て
現
地
踏
査
を
す
る
と
、
尾
花

沢
市
の
上
宿
・
下
宿
・
裏
犠
地
区
が
そ
の
遺
名
を
伝
え
る
も
の
と
判
断
さ
れ

た
。
附
近
に
は
古
代
に
お
い
て
主
要
聚
落
を
持
ち
得
べ
き
丹
生
遺
跡
を
持
ち
、

大
室
塞
も
こ
の
近
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
後
身
駅
と
欝
さ
れ
る

野
後
（
玉
野
の
野
末
の
意
な
ら
ん
）
は
そ
の
三
々
”
北
力
野
尻
川
の
河
口
部
と
判
定

さ
れ
る
が
、
野
駒
駅
の
駅
伝
を
う
け
る
水
道
避
翼
は
本
合
海
説
な
ど
を
否
定

し
て
業
績
の
論
ぜ
ら
れ
る
通
り
小
国
川
河
口
部
に
近
い
処
（
私
見
で
は
富
田
で

は
な
く
そ
⑳
二
二
の
雛
寿
野
か
と
考
え
る
が
偲
れ
に
し
て
も
大
勢
に
於
い
て
は
同
見
）

で
あ
ろ
う
が
、
さ
し
影
り
今
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
舟
形
町
本
部
よ
り
も

上
流
域
地
区
に
は
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
一
ノ
関
・
経
野

原
地
区
が
古
代
駅
路
と
関
係
し
て
採
り
挙
げ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
天

平
宝
字
三
年
制
定
の
南
北
駅
路
に
お
い
て
で
あ
る
。
有
事
方
向
の
平
父
と
玉

・
野
と
の
闘
に
お
い
て
は
こ
の
小
国
川
畔
が
一
つ
の
駅
家
位
澱
と
し
て
の
適
性

を
最
も
良
く
備
え
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
辺
に
山
道
蒔
代
の
避
翼
駅

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
壇
原
に
つ
い
て
は
私
も
興
蕪
を
以
て
踏
査
し
た
が
、
近
世
に
お
け
る
長
沢

川
副
昌
寺
の
寺
院
炎
上
に
伴
う
、
焼
け
残
り
の
経
巻
の
皆
納
供
養
塚
を
設
け

た
こ
と
に
基
づ
く
地
名
で
あ
る
と
い
う
像
え
が
、
今
に
厳
存
し
て
い
て
、
壇

（
醐
）
に
で
は
な
く
経
の
方
に
地
名
成
立
の
主
困
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
土
師
器
片
な
ど
は
確
か
に
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

必
ず
し
も
此
処
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
附
近
の
諸
所
に
兇
ら
れ
る
現
象
で
あ

り
、
あ
の
墳
（
段
）
的
地
形
を
保
つ
に
役
立
っ
て
い
る
土
“
エ
論
的
土
堤
も
、
近

世
、
遅
け
れ
ば
明
治
に
か
け
て
何
か
耕
±
保
全
上
の
属
的
で
施
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
も
地
人
の
明
ら
か
に
旗
え
る
処
で
あ
っ
た
。
御
業
績
の
論
ぜ
ら

れ
る
如
く
鳴
子
越
に
よ
る
道
も
必
要
に
応
じ
て
は
爽
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、

公
式
駅
路
で
は
な
く
、
桃
生
城
の
存
在
を
無
視
し
て
ま
で
そ
こ
に
嶺
墓
駅
を

想
定
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
と
い
う
の
が
愚
晃
で
あ
る
。

三
　
城
柵
研
究
の
業
績
に
よ
せ
て

　
秋
田
城
阯
は
極
め
て
曲
折
し
た
外
側
い
わ
ゆ
る
外
城
縁
を
持
っ
て
い
て
、

服
都
率
が
「
秋
田
城
・
多
賀
城
は
不
整
形
の
形
態
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た

通
り
で
あ
り
、
従
来
そ
の
不
整
形
プ
ラ
ン
に
さ
し
た
る
疑
問
も
差
し
挾
ん
で

は
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
藤
岡
教
授
は
こ
こ
に
全
園
々
府
プ
ラ
ン
と
共

通
と
い
う
、
　
「
秋
田
城
の
都
市
計
顧
プ
ラ
ン
」
な
る
方
六
町
域
の
整
形
プ
ラ

ン
を
考
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
あ
の
凹
凸
や
沼
沢
の
多
い
砂
丘
地
帯
に
、

果
し
て
そ
の
よ
う
な
整
然
た
る
条
坊
的
地
徳
を
為
し
得
た
も
の
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
無
批
判
的
に
直
ち
に
は
賛
岡
で
き
な
い
こ
と
を
遺
憾

に
思
う
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
部
分
的
に
で
も
「
三
二
的
の
方

格
状
の
プ
ラ
ン
」
を
指
向
す
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
出
し
て
頂
い
た

と
す
れ
ば
、
愉
快
の
感
を
禁
じ
得
な
い
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
の
底
に
は
、

城
輪
柵
な
ど
の
よ
う
な
整
形
プ
ラ
ン
に
準
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
潜
准
し
過

ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
無
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
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私
見
を
以
て
し
て
は
律
令
的
辺
境
開
拓
の
一
拠
点
と
し
て
、
鷲
も
疑
い
を
容

れ
る
余
地
の
無
い
「
払
田
欄
」
を
ば
、
形
状
が
「
構
円
の
極
め
て
不
整
形
」

の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
ら
し
い
が
、
　
「
土
豪
の
館
的
性
格
を
具
え
た
も

の
」
な
ど
と
規
定
さ
れ
る
点
か
ら
も
、
然
る
思
考
方
向
が
窺
い
得
ら
れ
る
如

く
だ
か
ら
で
あ
る
。
不
整
形
な
も
の
が
土
豪
酌
、
整
形
な
も
の
が
律
全
（
三

家
）
的
と
い
う
こ
と
に
若
し
な
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
秋
田
城
な
ど
は
す
ぐ
れ
て

整
形
ヅ
ラ
ソ
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
織
田
梛
が
決
し
て
単
な
る
土
豪
の
館
的
存
在
で
な
い
こ
と
は
、
践
に
昭
和

六
年
越
発
掘
調
査
以
来
明
白
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
中
に
は
こ
の
柵
を
天
平
宝

牢
紀
の
「
雄
勝
城
」
，
で
あ
る
と
す
る
説
（
早
く
は
喜
田
点
吉
番
士
、
近
く
は
高
橋

富
雄
博
士
）
さ
え
有
る
の
で
あ
る
。
　
（
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
を
雄
勝
城
と
見
る
説
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
土
豪
の
餓
と
見
る
説
と
は
逆
の
方
向
に
極
端
な
説
で
あ
る
と
考
え

る
の
で
、
賛
成
で
き
な
い
。
三
田
柵
は
、
天
平
宝
字
期
に
築
斌
さ
れ
た
雄
勝
城
よ
り
は

一
時
期
新
ら
し
い
も
の
で
、
お
そ
ら
く
平
安
初
期
の
征
夷
の
際
に
で
も
興
信
さ
れ
た
も

の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
私
は
推
考
し
、
考
宵
学
的
調
査
を
切
に
期
待
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
）
勿
論
業
績
中
の
桑
原
氏
の
倭
訓
研
究
に
お
い
て
は
、
払
田
を
張
造
・

色
麻
・
俳
治
・
観
沢
・
浮
輪
・
秋
田
な
ど
の
諸
遺
跡
と
な
ら
べ
て
「
律
令
時

代
の
城
棚
・
旗
振
の
所
在
地
」
と
明
白
に
譲
葉
し
て
調
査
せ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
　
「
土
豪
の
館
的
性
格
漏
と
い
う
文
言
は
私
が
受
取
っ
た
よ
う

な
「
対
律
令
的
性
格
」
と
か
　
「
反
（
」
グ
）
官
的
性
格
」
と
か
と
い
う
意
味
で

使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
、
私
の
見
る

処
で
は
秋
田
城
も
雄
勝
城
（
足
利
氏
調
査
の
段
階
よ
り
、
遙
か
に
不
整
列
の
柱
穴

の
延
長
が
、
昨
年
の
発
堀
調
査
で
は
一
口
は
っ
き
り
し
た
）
も
払
田
棚
も
、
丘
陵
の

自
然
地
形
を
利
用
し
て
い
て
、
必
ず
し
も
整
っ
た
方
形
プ
ラ
ン
は
持
た
な
い

の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
律
令
時
代
に
お
け
る
官
営
城
棚
と
し
て

の
性
格
を
失
っ
た
り
否
定
さ
れ
た
浮
す
る
材
料
に
は
、
全
く
な
ら
な
い
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
と
こ
ろ
で
、
桑
原
氏
が
払
田
棚
附
近
の
調
査
で
、
　
「
旧
図
に
は
条
里
的
地

割
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
」
た
と
い
う
報
告
を
な
さ
っ
た
点
は
、
空
前
の
紋
穫

で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
．
な
ら
ば
、
早
く
か
ら
こ
こ
に
「
一
の

坪
」
地
名
の
あ
る
こ
と
が
墨
色
さ
れ
、
殊
に
場
所
が
場
所
だ
け
に
研
究
家
の

耳
目
を
集
め
た
の
で
あ
る
が
、
地
割
り
や
地
形
図
な
ど
に
決
め
手
が
無
い
ば

か
り
に
、
た
と
え
ば
秋
田
地
方
史
に
明
る
い
秋
田
大
学
の
半
田
市
太
郎
教
授

や
、
近
縛
東
北
の
条
里
制
追
究
8
7
糧
最
も
意
簡
約
な
活
躍
を
続
け
ら
れ
る
弘
前

大
学
の
虎
尾
俊
哉
博
士
な
ど
が
、
年
来
断
定
を
控
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
来
て
い
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
國
じ
よ
う
に
業
績
の
果
断
に
よ
っ
て
出
羽
古
代
史
研
究
上
の
表
臨
に

登
場
さ
せ
て
頂
い
た
も
の
に
「
野
代
當
阯
」
が
あ
る
。
能
代
市
櫓
由
町
田
深

内
の
大
館
台
地
が
、
三
代
実
録
に
言
う
「
野
代
営
」
阯
で
は
な
い
か
と
の
説

は
、
既
に
能
代
宙
合
併
以
前
の
糎
由
町
郷
土
史
研
究
家
の
闘
か
ら
熱
心
に
提

掛
さ
れ
て
い
た
説
で
あ
る
。
私
も
誘
い
を
う
け
数
年
前
に
笑
見
し
た
が
、
確

か
に
適
量
の
地
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
決
め
手
に
な
る
ほ
ど
の
有
力
資
料

が
発
児
で
き
ず
、
苦
難
考
古
学
巌
に
よ
る
発
掘
調
査
を
期
待
し
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。
い
ま
強
力
な
調
査
齪
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
断
案
と
す
べ
き
推
定
を
う

け
た
こ
と
は
、
地
元
郷
土
史
家
の
大
い
な
る
歓
び
で
あ
．
ろ
う
。
し
か
し
此
処

も
不
整
「
形
で
方
泥
状
プ
ラ
ン
な
ど
の
適
含
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
よ
う

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
が
野
代
嘗
た
る
の
慧
味
を
損
．
う
条
件
と
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
こ
と
は
宥
に
払
濁
…
桝
に
つ
い
て
の
べ
た
通
り
で
あ
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
如
上
、
範
闘
は
奥
羽
の
甚
だ
広
大
に
…
確
り
、
研
究
の
対
象
分
野
は
極
め
て

多
岐
に
及
ぶ
両
業
績
の
中
か
ら
、
全
く
葬
常
識
に
も
臨
羽
側
に
の
み
険
り
言

及
し
、
し
か
も
僅
か
三
項
目
に
纒
め
て
、
不
落
と
も
言
え
る
一
方
的
な
盲
評

を
さ
せ
て
頂
い
た
の
で
あ
る
。

　
両
業
績
に
接
し
多
大
の
啓
蒙
教
示
を
う
け
る
と
共
に
、
身
近
か
な
こ
の
多

く
の
古
代
史
研
究
の
餅
象
を
為
す
と
こ
ろ
な
く
放
置
し
て
い
た
怠
漫
を
心
か

ら
椀
じ
つ
つ
、
重
ね
て
短
期
闘
｝
度
の
踏
査
に
お
い
て
か
く
も
多
大
の
戒
果

を
挙
げ
ら
れ
た
調
査
闘
の
御
力
に
深
い
敬
意
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
さ
や
か
な
私
疑
を
の
べ
さ
せ
て
頂
き
終
る
に
巌
り
、
業
績
読
響
の
未
熟

や
過
誤
、
更
に
は
拙
文
表
現
の
蕪
乱
や
非
礼
が
な
か
っ
た
か
を
、
ひ
た
す
ら

儂
暢
す
る
の
み
で
あ
る
。
　
　
　
（
穴
竃
、
九
、
…
○
稿
・
六
四
・
七
・
九
校
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秋
田
大
学
助
教
授
）
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