
中
世
大
和
に
お
け
る
商
品
経
済
の
発
展
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婁
扇
星
世
社
会
の
再
生
産
構
造
の
究
明
は
、
商
晶
経
済
の
聞
題
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
．
κ
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
興
福
寺
に
よ
．
Φ
薗
支
配
ド

↑
と
い
う
特
殊
な
支
配
形
態
を
も
つ
大
和
国
に
お
い
て
、
商
口
㎜
経
済
の
発
展
が
、
社
会
構
造
に
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
与
え
る
か
を
視
点
に
据
え
て
考
察
し
た
も
・

一
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
領
主
経
済
の
側
か
ら
、
飼
別
庄
園
的
収
取
形
態
の
動
揺
に
も
と
づ
い
て
、
反
銭
賦
課
に
見
ら
れ
る
ご
と
き
、
領
国
的
支
配
形
態
へ
の
変
化
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

↑
に
つ
い
て
考
察
し
、
つ
ぎ
に
、
商
業
資
本
の
側
か
ら
、
従
来
、
座
と
し
て
一
組
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
も
の
の
中
に
も
、
領
主
と
の
人
身
的
従
属
に
も
と
づ
・

…
く
・
寄
人
・
神
人
的
座
商
業
と
・
中
期
暴
に
形
成
さ
れ
る
公
事
銭
納
入
に
よ
る
座
長
が
あ
る
・
と
を
毒
し
・
・
れ
ら
雪
上
講
座
粟
覧
ら
れ
”
・
…

変
化
の
内
容
か
ら
・
そ
療
動
力
と
し
て
の
農
民
経
済
の
動
向
を
推
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
意
図
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
行
わ
れ
た
か
は
、
未

　
　
　
　
ま
　
じ
　
め
　
こ

　
中
世
社
会
を
通
じ
て
の
社
会
的
分
業
の
発
展
を
、
中
世
商
晶
経
済

の
根
幹
を
占
め
る
座
の
具
体
的
な
形
態
お
よ
び
そ
の
転
化
を
一
塁
単

位
で
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
跡
づ
け
よ
う
と
試
み
た
も
の
が
本

稿
で
あ
る
。
座
に
つ
い
て
は
、
そ
の
研
究
も
多
く
、
す
で
に
史
料
の

語
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
紹
介
さ
れ
つ
く
し
た
と
考
え
て
も
大
過
あ

る
ま
い
。
し
か
し
、
座
の
成
立
が
、
社
会
発
展
上
、
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
ち
、
座
の
崩
壊
を
告
げ
る
楽
市
楽
座
の
政
策
が
、
ど
の
よ
う

だ
、
納
得
す
べ
き
見
解
、
研
究
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

云
い
か
え
れ
ば
、
　
「
座
」
が
体
現
す
る
商
品
経
済
の
性
質
の
意
義
づ

け
を
回
避
し
た
と
こ
ろ
で
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

商
業
資
本
の
発
展
は
、
必
ず
し
も
社
会
的
分
業
の
発
展
と
結
び
つ
か

な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
座
の
発
展
は
、
必
ず
し
も
、
農
村
に
お

け
る
商
品
経
済
の
発
展
と
は
イ
コ
ー
ル
に
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
こ

と
は
平
明
の
こ
と
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
世
社
会
に
お
け
る
商
品
経
済
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の
発
展
を
云
々
す
る
場
合
、
二
つ
の
方
向
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
一
つ
は
、
庄
園
村
落
に
お
け
る
商
品
経
済
の
浸
透
と
い
う
形
で
、

村
落
社
会
を
中
心
に
、
受
入
れ
る
側
の
農
民
を
主
と
し
て
研
究
す
る

と
い
う
立
場
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
中
世
商
業
の
根
幹
を
占
め
る
の

は
、
何
と
い
っ
て
も
座
で
あ
る
か
ら
、
座
の
研
究
を
通
じ
て
、
中
世

商
晶
経
済
の
性
格
を
究
明
し
よ
う
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
前
着
は
戦

後
主
流
を
な
し
た
研
究
方
法
で
あ
り
、
こ
の
視
角
は
正
し
い
の
で
あ

る
が
、
こ
の
方
向
の
み
で
は
、
中
世
商
晶
経
済
の
全
体
像
は
究
明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
中
世
商
晶
経

済
と
一
口
に
云
っ
て
も
、
そ
の
基
本
と
な
り
、
そ
の
主
要
部
分
を
な

す
の
は
、
領
主
的
商
品
経
済
で
あ
り
、
そ
の
間
隙
を
縫
っ
て
、
村
落

に
お
い
て
も
商
品
経
済
は
浸
透
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
世
商
酷
経
済
の
解
明
は
、
在
地
に
お
け
る
商
品
経

済
の
浸
透
と
い
う
視
角
と
と
も
に
、
中
世
に
お
け
る
領
主
的
商
品
経

済
の
特
質
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
体
現
す
る
商
業
資
本
と
し
て
の

「
座
」
の
分
析
、
そ
の
変
質
、
解
体
の
過
程
の
究
明
と
栢
侯
っ
て
行

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
戦
後
に
お
け
る
商
品
経
済
の
研
究

が
、
戦
前
に
お
け
る
座
の
研
究
成
果
を
継
承
せ
ず
、
　
一
方
か
ら
の
み

お
こ
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
存
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

　
そ
れ
で
は
、
座
を
通
じ
て
、
中
世
商
品
経
済
の
解
明
を
志
す
場
合
、

ど
の
よ
う
な
分
析
視
角
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
何
よ
り

も
、
中
世
社
会
に
お
い
て
、
基
本
と
な
り
他
を
制
．
熱
し
て
存
在
す
る

領
主
経
済
の
一
環
と
し
て
の
座
の
存
在
形
態
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
、
か
か
る
座
の
体
現
す
る
商
品
経
済
と
、
中
世
中
末
期
、

庄
園
村
落
に
一
般
に
浸
透
す
る
商
晶
経
済
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
、

そ
の
関
連
性
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的

に
云
え
ば
、
農
村
に
お
け
る
商
晶
経
済
の
発
展
を
、
座
は
そ
の
う
ち

に
吸
収
し
、
体
現
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
さ
ら
に
云
え
ば
、
農
民
的
商
晶
経
済
を
何
ら
か
の
形
で
反
映
す

る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
口
に

「
座
」
と
云
っ
て
も
、
成
立
期
の
座
も
あ
り
、
後
期
の
座
も
あ
り
、

ま
た
、
商
業
の
座
も
あ
り
、
手
工
業
の
座
あ
り
、
都
市
の
座
あ
り
、

農
村
の
座
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
多
種
多
様
で
あ
っ
て
、
一
括
し
て
論
じ

る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
旧

稿
で
主
と
し
て
取
扱
っ
た
、
座
の
構
造
的
展
開
を
問
題
と
し
つ
つ
、

大
和
一
国
を
中
心
と
し
て
、
座
の
に
な
う
商
贔
経
済
の
意
義
、
性
格

づ
け
を
試
み
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
あ
わ
せ
て
、
そ
の
な
か
で
、
畿
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内
先
進
地
域
経
済
閥
に
お
け
る
、
大
和
の
商
品
経
済
の
性
格
を
究
慨

し
た
い
と
考
え
る
。

　
こ
こ
に
大
和
一
国
に
お
け
る
商
晶
経
済
の
発
展
の
究
明
を
課
題
と

す
る
理
由
の
第
一
と
し
て
、
庄
園
領
主
権
力
に
お
け
る
領
主
経
済
の

有
り
方
に
、
比
較
的
明
確
な
像
を
提
供
す
る
興
福
寺
の
存
在
が
あ
げ

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
乗
院
領
を
初
め
と
す
る
興
福
寺
領
は
、
国

内
国
外
に
散
在
し
て
お
り
、
領
国
経
済
の
ご
と
く
、
大
和
一
国
で
完

結
し
た
所
領
形
態
で
は
な
い
こ
と
に
、
庄
園
領
主
経
済
の
特
徴
を
示

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
在
地
奈
良
を
中

心
と
し
て
の
自
給
的
領
主
経
済
の
特
質
は
、
奈
良
と
い
う
小
宇
宙
の

武
家
政
権
を
混
じ
え
な
い
単
一
的
庄
園
支
配
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、

よ
り
明
確
に
、
抽
象
さ
れ
た
形
で
、
庄
園
領
主
経
済
の
在
り
方
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
興
福
寺
が
、
春
日
社
の
権
威
を
背
景
と
し
て
、
大
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
お
け
る
守
護
職
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
庄
園

領
主
と
し
て
は
興
福
寺
を
特
殊
的
な
存
在
と
な
し
て
い
る
が
、
逆
に

考
え
れ
ば
、
武
家
政
権
に
圧
迫
さ
れ
な
い
庄
園
領
主
と
し
て
の
権
力

の
可
能
性
を
極
限
ま
で
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
興
福
寺
の
領
主
支
配
の
あ
り
方
は
、
他
の
庄
園
領
主
が
、

か
か
る
公
権
を
獲
得
し
た
な
ら
ば
、
必
ず
有
す
る
に
ち
が
い
な
い
典

型
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
お

い
て
、
興
福
寺
の
領
主
支
配
は
、
特
殊
で
は
あ
る
が
、
庄
園
領
主
経

済
の
特
質
を
、
も
っ
と
も
明
瞭
に
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
興
福
寺
に
対
す
る
守
護
職
と
い
う
公
権
の
附
与
は
、

在
地
に
展
罪
し
た
領
主
制
を
、
衆
徒
国
民
と
し
て
支
配
下
に
編
成
し
、

ま
た
発
展
し
て
く
る
領
国
的
経
済
を
も
、
一
応
、
興
福
寺
が
、
そ
の

膝
下
に
抑
え
う
る
と
い
う
特
徴
あ
る
事
態
を
招
く
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
領
国
的
規
模
に
お
い
て
展
開
し
た
商
品
経
済
に
お
い
て
も
、

変
質
し
た
座
と
と
も
に
、
そ
の
領
主
経
済
の
枠
内
に
組
み
込
も
う
と

す
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
は
、
新
し
い
芽
生
え
は
、
た
え

ず
、
領
主
側
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
悪
条
件
を
示
す
と
と
も
に
、
　
一

方
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
形
に
も
せ
よ
、
新
し
い
動
き
を
、
古
い

支
配
者
側
の
一
方
的
な
撃
方
に
基
づ
い
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
記
録
に

残
す
と
い
う
事
態
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
約
を
も
つ
も

の
で
は
あ
る
が
、
庄
園
領
主
経
済
か
ら
領
解
経
済
へ
と
移
る
商
号
経

済
の
動
き
を
示
し
て
く
れ
る
唯
一
の
文
献
と
し
て
の
大
乗
院
寺
社
雑

事
記
の
存
在
は
、
大
和
を
研
究
対
象
と
す
る
第
三
の
理
由
で
あ
る
。
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そ
れ
故
に
、
大
和
に
お
け
る
特
殊
性
を
、
充
分
考
慮
に
入
れ
な
が
ら

も
、
そ
の
な
か
か
ら
、
そ
の
具
体
像
が
提
供
す
る
普
遍
的
な
問
題
を

さ
ぐ
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
大
和
に
お
け
る
商
品
経
済
の
発
展
は
、
蕪
稿
で
指
摘

し
た
ご
と
く
、
律
令
制
的
技
術
伝
統
を
う
け
、
庄
園
領
主
の
所
在
地

と
し
て
発
展
し
た
、
京
都
、
奈
良
の
繁
栄
に
影
響
さ
れ
て
存
在
し
た

畿
内
経
済
圏
に
含
み
こ
ま
れ
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
普
遍
像
を
さ
ぐ
る
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
畿
内
先

進
地
域
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
決
し
て
全
国
的
な
懸
魚
経
済
の
問
題
が

解
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
地
域
差
の
も
っ
と
も
は
げ

し
い
と
思
わ
れ
る
中
世
後
期
に
お
い
て
、
畿
内
先
進
地
域
に
お
け
る

経
済
的
発
展
は
、
何
ら
か
の
弐
心
味
に
お
い
て
、
他
を
規
制
す
る
と
考

え
ら
れ
る
し
、
両
老
は
密
接
な
相
関
関
係
を
有
す
る
か
ら
、
本
稿
も
、

全
圏
的
な
商
繍
経
済
の
問
題
を
解
明
す
る
一
道
程
と
考
え
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
①
　
永
島
福
太
郎
氏
『
奈
良
文
化
の
伝
流
』
霊
八
頁
以
下
に
詳
し
い
。

第
一
章
　
庄
園
領
主
経
済
の
特
質

本
章
に
お
い
て
は
、
庄
園
領
主
興
福
寺
に
お
け
る
領
主
経
済
の
特

質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
な
か
で
、
座
な
ら
び
に
商
工
業
の
占
め
る

位
置
を
確
定
し
た
い
と
考
え
る
。

　
庄
園
制
的
領
主
経
済
に
お
い
て
は
、
そ
の
有
す
る
庄
園
よ
り
の
年

貢
地
子
、
雑
公
事
の
収
取
を
基
本
と
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

で
あ
る
が
、
当
初
よ
り
、
庄
園
と
は
別
に
、
寄
人
、
神
人
的
（
散
衡
・

供
御
人
等
）
人
身
隷
属
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
両
者
が
相
ま
っ

て
、
庄
園
領
主
経
済
を
支
え
て
い
た
こ
と
は
、
今
ま
で
に
も
、
た
び

た
び
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
ど
の
程

度
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
疑
問
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
領
主
経
済
の
構
造
の
あ
り
方
と
し
て
掘
え
て
解
明
し

た
も
の
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
の
領
主
経
済
の
な
か
に
包
含
さ

れ
て
、
そ
の
身
分
制
的
秩
序
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
、
手
工
業
者
、

商
人
等
の
実
態
に
つ
い
て
も
、
究
明
さ
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
主
題
は
、
一
章
節
で
か
き
つ

く
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
か
き
と

ど
め
て
、
後
章
へ
の
序
章
と
し
た
い
。

　
興
福
寺
の
領
知
す
る
庄
園
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
　
延
久
二
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊦

「
興
福
寺
大
和
国
雑
役
三
三
付
帳
」
に
よ
っ
て
、
大
体
の
数
字
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
不
輸
免
田
畠
五
〇
〇
余
附
に
対
し
、
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雑
役
免
田
畠
千
八
百
五
十
下
町
の
圧
倒
的
蚤
を
占
め
、
大
和
国
に
お

け
る
興
福
寺
領
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
か
か
る
雑
役
免
の
系
統

を
ひ
く
庄
園
が
多
い
と
い
う
事
情
は
、
渡
辺
澄
夫
氏
が
主
張
さ
れ
た

ご
と
く
、
公
事
負
担
の
体
系
と
し
て
の
均
等
名
支
配
を
結
果
せ
し
め

た
と
云
え
る
。
興
福
寺
の
代
表
的
な
庄
園
支
配
形
態
で
あ
る
均
等
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

庄
園
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
澄
夫
残
の
詳
細
彪
大
な
研
究
と
、
熱
田
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

氏
の
、
室
町
期
に
主
点
を
お
い
た
論
文
と
が
あ
る
の
で
、
今
、
そ
の

業
績
に
よ
っ
て
、
私
の
当
面
す
る
課
題
に
必
要
な
限
り
で
触
れ
た
い

と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
両
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
均
等
名
庄
園
は
、

均
等
名
と
、
佃
、
問
田
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
も
ち
ろ
ん
均
等
名

が
そ
の
主
要
部
分
を
占
め
た
。
均
等
名
の
名
主
の
領
主
に
対
す
る
負

担
は
、
年
貢
・
地
子
の
生
産
物
地
代
と
は
別
に
、
　
「
名
爵
」
と
し
て

の
公
事
が
あ
り
、
こ
の
公
事
は
原
則
的
に
は
、
土
地
生
産
と
は
無
関

係
で
あ
っ
た
。
か
か
る
均
等
名
支
配
は
、
渡
辺
氏
に
よ
っ
て
、
人
と

土
地
と
の
一
元
的
な
強
力
な
支
配
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
熱

田
氏
に
よ
れ
ば
、
　
一
’
元
的
支
配
を
め
ざ
し
た
か
に
見
え
る
年
貢
地
子

と
「
名
言
」
と
し
て
の
雑
公
事
収
取
と
い
う
収
取
体
系
も
、
中
世
後

期
に
お
い
て
は
、
結
局
は
、
年
貢
の
請
負
関
係
に
す
ぎ
ず
、
名
主
は
、

年
貢
、
公
事
、
反
銭
等
の
貢
租
の
納
付
を
条
件
に
、
任
料
銭
を
代
償

と
、
し
て
、
領
主
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
均
等
名
支
配
も
、
、
い
わ
ゆ
る
庄
園
制
的

特
質
で
あ
る
、
散
在
性
、
複
合
性
、
重
層
性
を
ぬ
ぐ
い
さ
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
均
等
名
庄
園
を
も
含
む
、

轟
時
の
興
福
寺
領
庄
園
は
、
か
か
る
散
在
性
、
複
奉
燈
、
重
層
性
と
、

何
ら
抵
触
し
な
い
原
理
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
原
理
と
は
何
か
、
そ
れ
を
今
、
こ
こ

で
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
本
題
で
も
な
い
が
、
少
く
と
も
、

そ
の
一
面
と
し
て
、
初
期
に
お
け
る
「
名
役
」
奉
仕
に
お
け
る
三
身

的
支
配
従
属
関
係
が
、
後
期
に
お
い
て
得
分
権
化
し
た
も
の
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
点
に
、
領
国
経
済
的
一
円
支
配
ど
は
性
格

を
異
に
す
る
、
欄
別
庄
園
制
的
支
配
の
特
色
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
均
等
名
庄
園
を
代
表
す
る
興
福
寺
領
庄
園
に
お
い
て
は
、
「
名
主
」

と
は
、
雑
役
免
の
系
譜
を
ひ
く
、
通
常
「
寄
人
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

な
人
身
的
支
配
従
属
関
係
と
な
ら
ん
で
、
名
と
い
う
土
地
を
媒
介
と

す
る
年
貢
収
取
関
係
が
発
展
し
、
前
者
が
後
者
の
規
制
を
う
け
て
、

土
地
を
媒
介
と
す
る
人
身
賦
課
と
も
い
う
べ
き
名
別
公
事
、
な
ら
び

に
田
別
賦
課
の
年
貢
と
い
う
二
重
性
格
的
負
担
体
系
を
作
っ
た
も
の
　
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
名
と
は
、
別
箇
の
原
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理
の
統
合
体
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
か
か
る
枳
異
な
る
原
理
が
併
存

し
た
ま
ま
篠
懸
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
領
主
は
、

か
か
る
公
事
負
担
を
有
す
る
「
名
主
脇
を
特
権
化
せ
し
め
、
「
窪
田
」

を
耕
作
し
、
年
貢
負
担
の
み
を
一
年
毎
に
請
負
う
、
い
わ
ゆ
る
「
一

色
照
」
耕
作
最
た
る
聞
人
、
小
百
姓
と
は
区
別
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
は
、
手
工
業
者
の
寺
家
作
手
と
し
て
の
人
身
的
支
配
従

属
関
係
な
ら
び
に
特
権
が
、
給
磁
支
醍
体
系
と
も
い
う
べ
き
給
田
付

与
に
も
と
づ
い
て
い
た
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た

商
人
に
お
け
る
、
寺
家
寄
人
と
し
て
の
夫
役
等
に
示
さ
れ
る
人
身
的

支
配
従
属
関
係
が
、
土
地
領
主
に
対
す
る
課
役
免
除
に
も
と
づ
い
て

い
た
の
と
相
応
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
か
か
る
商

工
業
者
と
、
名
主
と
の
ち
が
う
点
は
、
商
工
業
者
の
場
合
に
は
、
そ

の
性
格
か
ら
当
然
と
し
て
、
あ
く
ま
で
人
身
に
対
す
る
関
係
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
名
主
の
場
合
に
は
、
土
地
集
積
で
あ
る
「
名
」
を
単

位
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
名
主
、
作
手
等
に
お
け
る
権
利
、
義
務
が
、
後

に
は
、
転
化
し
て
、
名
主
職
、
作
手
職
と
し
て
権
利
化
す
る
こ
と
は
、

岡
様
の
動
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
熱
田
氏
の
い
わ
れ
る
ご

と
く
、
名
主
に
お
い
て
は
、
年
貢
の
講
負
関
係
を
出
な
い
も
の
と
な

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
名
」
と
い
う
土
地
集
積
に
基
礎
を
お

き
な
が
ら
も
、
雑
役
免
の
系
譜
を
ひ
く
、
人
身
的
支
配
従
属
関
係
と

し
て
の
性
格
を
反
面
に
の
こ
し
て
い
た
こ
と
が
、
庄
園
の
散
在
性
、

重
摺
性
、
複
合
性
を
三
色
し
な
い
一
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
・
か
か
る
人
身
的
支
配
従
属
関
係
の
存
在
は
、
興
福
寺
の
庄
園

制
的
土
地
所
有
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て

た
だ
ち
に
興
福
寿
の
支
配
形
態
を
古
代
的
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
人
身
賦
課
が
上
役
と
し
て
土
地
1
1
名
を
媒
介
と
す
る
こ
と
、
手

工
業
老
に
お
い
て
も
、
そ
の
人
身
的
従
属
が
給
田
と
い
う
土
地
の
給

付
関
係
を
媒
介
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
矯
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の

意
味
に
お
い
て
は
一
つ
の
封
建
的
関
係
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
が
か
る
庄
園
領
主
の
再
生
産
構
造
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
一
言
に
し
て
云
え
ば
、
庄
園
に
お
け
る
年
貢

地
子
な
ら
び
に
、
　
「
重
役
」
と
し
て
の
多
種
多
様
に
わ
た
る
雑
公
事

物
の
収
取
に
よ
っ
て
、
　
一
応
の
領
主
的
自
給
経
済
を
完
結
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
典
型
的
と
考
え
ら
れ
る
大
乗
院
領
大
宅

寺
庄
の
一
名
別
所
役
を
例
と
し
て
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
大
宅
専
名
田
　
名
分
公
事
物

　
　
一
、
正
月
四
β
山
ノ
円
鏡
二
枚
・
小
餅
十
枚
・
赤
餅
ヒ
シ
キ
リ
六
・
モ
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リ
果
子
六
色

｝
、
正
月
四
日
給
主
宰
へ
円
鏡
二
枚
、
同
下
司
方
へ
一
枚
、
合
三
枚
四

名
ヨ
リ
沙
汰
ス

｝
、
正
月
六
日
七
種
菜
ホ
テ
一
、
菜
実
小
餅
三
笠
入
之

一
、
三
月
三
日
せ
ソ
カ
ウ
一
二
合
給
白
方
へ
沙
汰
ス
、
使
ハ
四
二
ヨ
リ
廻

　
テ
繊
ス

一
、
五
月
五
日
チ
マ
キ
七
＋
三
番
半
山
課
方
へ
沙
汰
ス

一
、
嗣
日
チ
マ
キ
一
一
百
瓢
川
十
－
一
番
手
婚
脚
主
琳
刀
へ
沙
汰
ス

一
、
七
月
七
日
せ
ン
A
旦
ニ
ム
q
三
士
医
方
へ
沙
汰
ス

一
、
七
月
十
四
日
瓜
一
・
ナ
ス
ビ
一
・
根
イ
モ
一
把
・
枝
大
豆
・
サ
、

　
ケ
五
種
給
二
方
へ
沙
汰
ス

　
、
九
月
十
七
臼
大
宅
寺
ノ
八
幡
御
神
事
、
御
供
餅
ノ
白
米
十
二
合
ノ

升
一
升
、
黒
米
同
一
升
沙
汰
ス

一
、
十
－
月
山
↑
ノ
ロ
マ
ッ
ル
ニ
長
享
・
日
米
一
升
、
駈
足
十
文
三
二
明
へ
崩
固
ス

｛
、
雑
米
十
二
合
ノ
升
二
斗
五
升
宛
下
司
方
へ
沙
汰
ス

　
（
像
）

一
、
灘
馬
郡
用
四
名
ト
シ
テ
沙
汰
ス
、
公
方
ヘ
マ
イ
ル

一
、
給
遣
方
へ
京
上
人
夫
一
年
中
二
二
人
三
人
ツ
・
四
名
ヨ
リ
沙
汰
之

　
、
下
司
方
へ
京
上
毎
年
…
人
沙
汰
ス

　
　
　
　
（
加
絹
）

一
、
薇
姓
カ
ヨ
ウ
四
率
一
二
人
ツ
・
下
司
方
へ
沙
汰
ス

一
、
御
火
焼
木
寓
、
建
山
二
恩
越
年
四
時
御
下
知
在
之
、
一
名
別
幣
束

　
　
　
宛
ノ
御
所
山
ヲ
切
テ
正
願
院
ノ
御
所
二
籏
之

　
　
㎝
、
＋
二
月
晦
郷
せ
ン
カ
ウ
五
合
ッ
・
・
小
照
六
・
赤
キ
共
二
小
果
五

　
　
　
色
、
給
鵡
土
士
刀
へ
沙
汰
ス

　
　
一
、
御
米
井
夫
賃
銭
ハ
公
方
へ
進
上
之

　
　
…
、
反
銭
・
反
米
牌
寺
四
一
間
田
ノ
如
沙
汰
ス

　
　
一
、
祈
雨
・
シ
・
ヲ
イ
・
諸
公
事
物
、
閥
田
ノ
如
ク
沙
汰
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
か
入
凹
囚
四
血
通
患
辰
五
月
露
二
円
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
明
閤
年
五
n
月
昔
ぬ
ハ
覇
条
）

　
正
月
の
餅
、
七
草
菜
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
せ
ん
か
う
、
ち
ま
き
、

瓜
、
な
す
び
、
根
イ
モ
、
枝
豆
、
サ
サ
ケ
、
三
木
、
な
ら
び
に
夫
役

に
わ
た
っ
て
沙
汰
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
領
主
は
、
庄
園
か
ら
収

取
で
き
る
農
作
物
等
に
お
い
て
は
、
三
役
と
し
て
収
取
し
た
わ
け
で

あ
り
、
あ
く
ま
で
庄
園
的
収
取
関
係
を
基
本
と
し
た
が
、
農
村
か
ら

収
取
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
非
慮
給
製
晶
や
手
工
業
製
晶
に
つ
い
て

は
、
そ
の
供
給
の
た
め
の
商
工
業
者
を
従
属
せ
し
め
て
い
た
の
で
あ

る
。　

か
か
る
商
工
業
者
に
対
す
る
支
配
は
前
述
し
た
ご
と
く
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

手
工
業
に
つ
い
て
は
、
私
が
前
稿
で
給
田
支
配
関
係
と
な
づ
け
た
と

こ
ろ
の
、
領
主
権
の
分
割
給
与
と
し
て
の
年
貢
収
取
権
を
意
味
す
る

　
　
⑥

給
田
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
業
か
ら
分
離
し
た
と
考
え
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ら
れ
る
手
工
業
者
が
．
そ
の
代
償
と
し
て
．
不
定
額
の
製
品
又
は
労

役
を
進
上
す
る
と
い
う
人
身
的
従
属
関
係
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
∩

手
工
業
者
は
か
か
る
関
係
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て

得
た
特
権
に
よ
っ
て
商
贔
生
産
を
営
む
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
商
人
に
お
い
て
は
後
述
す
る
ご
と
く
、
土
地
領
主
か
ら

の
課
役
を
免
除
さ
れ
る
た
め
に
、
　
他
の
領
主
（
権
門
）
の
寄
人
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
商
品
、
人
夫
役
、
用
銭
等
不
定
額
の
貢
納
を
義
務

づ
け
ら
れ
て
お
り
、
手
工
業
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
特
権
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
商
業
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
声
聞
師
な
ど
の
場
合
と
同

様
で
あ
っ
て
、
そ
の
商
晶
上
納
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
人
夫
役
の
不

定
額
の
賦
課
と
い
う
こ
と
が
、
基
本
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
微

を
有
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
庄
園
領
主
は
名
支
配
に
お
け
る
里
馬
事
物
収
取

に
よ
り
、
自
給
的
再
生
産
を
根
幹
と
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
非
自

給
部
分
に
関
し
て
は
、
商
工
業
者
の
身
分
的
な
従
属
に
よ
る
賞
納
と

し
て
上
納
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
充
足
し
た
と
云
え
る
。

し
か
も
、
彼
ら
商
工
業
者
は
、
人
夫
役
等
の
不
定
額
課
役
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
人
身
的
支
配
従
属
関
係
に
も
と
づ
い
て
の
貢
納
で
あ

る
こ
と
を
特
徴
と
し
、
か
か
る
関
係
は
、
人
身
的
関
係
の
よ
り
稀
薄

に
な
っ
た
名
主
に
轟
い
う
殉
も
の
で
あ
る
・
こ
の
名
主
・
商
藁

者
に
対
す
る
支
配
を
根
幹
ど
す
る
庄
園
体
制
の
特
色
は
、
彼
ら
を
名

主
、
神
人
、
寄
人
、
作
手
と
し
て
、
そ
の
人
身
的
支
配
従
属
関
係
を

テ
コ
に
特
権
化
せ
し
め
、
小
百
姓
、
間
人
、
座
外
商
工
業
者
等
と
、

つ
ね
に
対
澱
せ
し
め
た
点
で
あ
り
、
こ
の
か
れ
ら
の
人
身
的
従
属
の

も
つ
反
面
の
性
格
、
特
権
者
的
性
格
は
、
庄
園
制
の
動
揺
期
に
は
、

か
れ
ら
の
も
つ
権
利
義
務
を
つ
ね
に
、
名
主
職
、
作
手
職
と
し
て
職

権
化
す
る
原
因
と
も
な
っ
た
し
、
ま
た
庄
園
制
支
配
の
拡
張
期
に
お

い
て
は
、
つ
ね
に
、
小
庄
官
的
性
格
と
な
り
、
体
制
外
の
も
の
を
体

制
内
に
組
み
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
、
農
、
商
、
工
を
支
配
し
た
庄
園
体

制
に
お
い
て
は
、
そ
の
領
主
経
済
の
原
則
は
、
貢
納
物
に
よ
る
自
給

自
足
経
済
に
よ
っ
て
基
本
的
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
贔
経
済
と
い
う
こ
と
は
、
領
主
的
商
口
㎎
経

済
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

　
　
　
　
⑨

と
云
え
よ
う
。
し
か
し
、
か
か
る
鵠
給
経
済
に
立
つ
庄
園
領
主
経
済

の
構
造
は
、
中
世
後
期
に
お
け
る
、
庄
園
綱
の
衰
退
、
　
一
般
に
浸
透

す
る
商
品
経
済
に
よ
っ
て
、
く
ず
れ
だ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に

領
主
層
は
意
識
的
、
無
意
識
的
を
問
わ
ず
、
性
格
変
化
を
余
儀
な
く
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中世大和における満品経済の発展（脇狂の

示
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
は
、
か
か
る
領
主
権
の
構
造
変
化
を
、

そ
の
収
取
体
系
を
中
心
と
し
て
、
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
興
福
寺
の
経
済
を
支
え
た
収
入
源
を
、
中
世
を
通
じ
て
挙
げ
て
見

る
と
、
国
外
、
国
内
に
お
け
る
個
別
庄
園
よ
り
の
収
入
、
末
寺
か
ら

の
公
事
銭
、
関
銭
、
酒
壷
銭
、
小
五
月
子
等
の
間
別
銭
、
反
銭
、
郷

別
銭
、
棟
別
銭
、
地
口
銭
、
有
徳
銭
、
御
用
銭
、
訪
銭
等
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
個
別
庄
園
、
末
寺
か
ら
の
収
入
は
、
庄
園
制
的
な
、
本

所
、
領
家
職
等
を
所
有
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
兵
庫
、

淀
、
王
国
関
下
に
お
け
る
関
銭
収
入
は
、
輻
落
す
る
商
船
に
課
さ
れ

る
も
の
と
し
て
、
商
品
経
済
に
の
っ
と
っ
た
も
の
と
は
い
え
、
関
領

有
の
形
態
も
ま
た
、
庄
園
制
的
な
得
分
権
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
酒
壷
銭
は
、
室
町
幕
府
の
課
し
た
酒
屋
役
と
同
様
の
も
の
で
あ
り
、

雑
事
記
康
正
一
二
年
三
月
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
幕
府
は
造
内
裏
用
銭

と
し
て
菩
提
山
お
よ
び
中
川
寺
に
壷
銭
を
賦
課
し
、
興
福
寺
衆
徒
に

遵
行
せ
し
め
ん
と
し
て
い
る
。
こ
の
幕
府
酒
壷
銭
に
関
し
て
は
、
衆

中
と
菩
提
山
側
に
軋
櫟
を
生
ぜ
し
め
た
が
、
中
川
寺
の
方
は
二
百
貫

文
沙
汰
し
、
衆
中
が
京
都
に
取
進
め
て
い
る
。
こ
の
幕
府
酒
壷
銭
と

は
別
個
に
、
大
乗
院
が
菩
提
山
か
ら
の
酒
壷
銭
年
額
三
百
貫
文
を
大

き
な
財
源
と
し
た
こ
と
は
、
大
乗
院
雑
事
記
に
散
見
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
大
乗
院
賦
課
の
酒
壷
銭
が
、
菩
提
山
が
大
乗
院
の
末
寺

で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
か
、
ま
た
は
、
幕
府
が
洛
中

辺
土
、
ま
た
興
福
寺
衆
徒
を
通
じ
て
、
菩
提
山
、
中
川
寺
に
酒
屋
役
を

課
し
た
よ
う
に
酒
大
乗
院
も
、
大
商
国
の
守
護
権
を
興
福
寺
が
把
握
し

て
い
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
男
盛
し
え
た
か
、
と
い
う
と
、
そ
の
点

に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
晒
酒
壷
銭
は
、
反
銭
な
ど
と

同
様
に
、
室
町
幕
府
の
賦
課
に
な
ら
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
、
法
的
根
拠
と
し
て
は
、
守
護
の
公
権
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
が
、
大
和
に
お
い
て
は
、
か
か
る
公
権
が
、
興
福
寺
内
に
お
い
て
、

寺
門
、
両
院
家
に
分
割
さ
れ
て
い
た
事
情
か
ら
、
現
実
的
な
賦
課
徴

収
は
末
寺
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
小
五
月
銭
は
、
小
五
月
会
を
興
行
す
る
た
め
の
費
用
を
、
小
五
月

郷
と
称
す
る
特
定
の
品
々
か
ら
、
問
別
銭
と
し
て
徴
収
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
小
五
月
郷
は
大
乗
院
領
を
主
と
し
寺
門
領
、
一
乗
院
領

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
一
部
を
含
ん
で
お
り
、
間
別
銭
と
し
て
の
賦
課
形
態
と
い
い
、
寺

門
領
、
一
乗
院
領
を
含
む
こ
と
と
い
い
、
個
別
庄
園
的
収
取
形
態
と

性
格
を
異
に
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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次
に
、
反
銭
、
津
別
銭
、
棟
別
銭
等
の
臨
時
税
で
あ
る
が
、
こ
れ

も
、
室
町
幕
府
の
政
策
に
倣
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．
．
こ
の
反
銭

の
賦
課
は
、
京
都
方
面
か
ら
の
反
銭
、
寺
門
反
銭
、
門
跡
反
銭
に
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
寺
門
反
銭
と
は
、
大
和
国
全

体
よ
り
徴
収
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
応
永
六
年
、
興
福
寺
供
養

　
　
　
⑭

要
脚
注
文
に
よ
れ
ば
、
一
乗
院
、
大
乗
院
両
院
家
進
止
分
を
除
き
、

大
和
八
郡
の
総
計
八
〇
九
六
貫
文
に
及
び
、
な
か
に
は
、
東
大
寺
領

二
〇
五
榊
貝
一
一
一
二
〇
文
、
鞭
楽
師
轟
寸
心
腿
一
〇
∩
）
世
駄
文
、
御
室
領
四
山
ハ
冊
只
文

を
含
ん
で
お
り
、
興
福
寺
領
以
外
の
も
の
を
含
む
、
大
和
国
全
体
へ

の
賦
課
で
あ
る
こ
と
を
知
り
う
る
。
門
跡
反
銭
は
国
内
国
外
の
門
跡

領
に
賦
課
さ
れ
、
こ
の
各
庄
園
に
反
銭
が
賦
課
さ
れ
た
と
き
に
は
、

末
寺
、
市
、
座
に
は
、
御
用
銭
と
い
う
形
態
で
賦
課
が
な
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
反
銭
賦
課
の
性
格
も
ま
た
、
寺
門
反
銭
に

明
確
な
通
り
、
他
領
、
自
領
を
と
わ
ず
、
大
和
一
国
に
わ
た
っ
て
催

徴
さ
れ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
守
護
権
を
中
心
と
す
る
興
福

寺
の
大
和
国
全
体
に
わ
た
る
支
配
権
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
幕
府
の
反
銭
、
そ
の
他
の
守
護
反
銭

と
同
じ
く
、
個
別
庄
園
を
単
位
と
し
て
、
そ
の
登
録
反
数
に
応
じ
て

賦
課
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
門
跡
反
銭
は
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
そ

の
領
有
地
に
お
い
て
反
銭
を
賦
課
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
一
見
し

た
と
こ
ろ
、
従
来
か
ら
の
個
別
庄
園
の
取
取
形
態
と
異
な
ら
な
い
よ

う
に
見
え
る
が
、
　
庄
園
領
主
と
し
て
は
、
反
銭
を
賦
課
引
る
こ
と

は
な
し
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
領
内
に
せ
よ
、
反
銭
を
賦
課
し

え
た
法
的
根
拠
は
、
や
は
り
大
和
一
国
に
お
け
る
興
福
寺
の
守
護
権

の
確
立
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
個
別
庄
園
支
配
の

衰
退
を
、
か
か
る
守
護
権
に
よ
る
別
の
収
取
に
よ
っ
て
補
強
し
得
た

の
で
あ
り
、
こ
の
補
強
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
反
銭
等
の
賦
課
が
、

掴
別
庄
園
単
位
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
幕
府
も
守
護
も
、

庄
園
制
約
支
配
を
否
定
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
以
上
、
煩
を
い
と
わ
ず
、
興
福
寺
の
領
主
経
済
の
特
質

を
、
そ
の
収
取
状
態
か
ら
見
て
来
た
が
、
こ
れ
か
ら
、
収
取
形
態
の

二
つ
の
類
型
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
領
主
権
の
性
格
に
つ
い
て
、
一

つ
の
見
通
し
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
つ
の

類
型
は
、
個
別
庄
園
的
収
取
形
態
で
あ
り
、
庄
園
制
的
職
所
有
に
基

礎
を
お
く
収
取
形
態
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
酒
壷
銭
、
間
別
銭
、

反
銭
等
で
あ
り
、
朝
廷
一
幕
府
一
守
護
の
権
益
に
属
し
、
興
福
寺
と

し
て
は
、
大
和
国
守
護
職
に
根
拠
を
求
め
る
よ
う
な
公
権
に
よ
る
賦

課
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
興
福
寺
の
場
合
に
は
、
前
述
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し
た
よ
う
に
、
大
和
全
国
に
｝
律
に
課
さ
れ
る
も
の
と
、
門
跡
反
銭

と
か
、
菩
提
山
酒
壷
銭
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
領
内
個
別
庄
園
、
末
寺

に
課
さ
れ
る
も
の
と
区
別
が
あ
る
が
、
こ
の
後
者
と
て
も
、
そ
の
法

的
根
拠
と
し
て
は
、
前
老
と
同
様
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
、

個
別
庄
園
支
配
の
衰
退
を
、
か
か
る
方
法
で
補
強
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
収
取
形
態
は
、
一
つ
に
は
、
庄
園
領
主
が
、
守
護
権
を
併
せ

も
っ
た
と
い
う
特
殊
性
、
な
ら
び
に
ま
た
、
こ
の
守
護
権
に
よ
る
大

和
一
国
の
支
配
権
を
、
寺
門
、
両
院
家
の
三
者
が
、
分
割
領
有
し
た

と
い
う
特
殊
性
に
よ
っ
て
繊
来
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
か
る
事
情
を
考
え
る
な
ら
ば
、
大
和
国
興
幅
寺
領
に
お
い
て
は
、

個
別
庄
園
制
的
支
配
を
基
本
と
し
た
が
、
そ
の
支
配
が
動
揺
し
て
き

た
と
き
、
ま
た
は
、
か
か
る
個
別
庄
園
支
配
の
み
で
は
収
取
を
貫
徹

で
き
な
い
と
き
、
そ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
き
た
の
は
、

守
護
権
一
国
支
配
権
に
も
と
つ
く
反
銭
賦
課
と
い
う
よ
う
な
収
取
形

態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
っ
て
、
そ
の
経
済
的
危
機
を
き
り
ぬ
け
、

ま
た
、
か
か
る
一
国
に
お
け
る
支
配
権
で
も
っ
て
、
庄
園
支
配
を
も

補
強
し
、
個
別
庄
園
的
支
配
と
、
守
護
公
権
と
の
荷
者
で
も
っ
て
、

南
北
朝
一
室
二
期
を
通
じ
て
、
他
と
異
な
る
強
固
な
支
配
体
制
を
持

続
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
ご
と
き
支
配
形
態
の
変
化
は
、
そ
れ
を
領
主
権
の
性
格
の

変
化
と
し
て
耀
え
る
と
き
、
玉
壷
庄
園
的
領
主
か
ら
、
守
護
領
国
的

支
配
者
へ
の
変
化
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
か
る
領

主
権
の
構
造
変
化
と
い
う
も
の
は
、
欄
別
庄
園
に
お
け
る
収
取
形
態

の
動
揺
と
い
う
事
態
に
対
応
し
て
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
在
地
の
動
向
の
変
化
は
、
商
品
経
済
に

も
変
化
を
生
ぜ
し
め
、
特
権
諸
学
商
業
も
、
そ
の
影
響
を
テ
け
て
性

格
を
変
え
ざ
る
を
得
な
い
。
以
下
に
お
い
て
、
本
題
の
商
品
経
済
に

も
ど
っ
て
、
座
商
業
の
特
権
の
問
題
と
領
主
権
の
関
連
に
つ
い
て
見

て
ゆ
こ
う
。

　
神
人
、
、
寄
人
、
供
御
人
等
と
し
て
の
人
身
的
従
属
関
係
に
も
と
つ

く
課
役
免
除
の
特
権
は
、
領
主
と
座
衆
と
の
問
に
お
け
る
茅
野
庄
園

的
領
有
関
係
の
範
囲
内
で
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
魚
に
お

い
て
も
、
競
争
の
激
化
に
と
も
な
っ
て
独
占
権
が
主
張
さ
れ
る
に
い

た
る
の
は
、
特
権
商
業
た
る
座
商
業
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

で
あ
る
が
、
か
か
る
独
占
権
の
主
張
は
何
ら
か
の
公
権
に
よ
る
保
証

が
な
い
場
合
に
は
、
領
主
の
も
つ
個
別
庄
園
的
領
有
関
係
の
支
配
範

囲
以
内
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
の
み
で
は
広
く
発
展
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
三
界
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
座
商
業
と
し
て
、
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ひ
ろ
く
発
展
す
る
場
合
に
は
、
朝
廷
の
尊
崇
厚
い
寺
社
の
神
人
、
寄

人
で
あ
る
と
か
、
刺
廷
の
供
御
人
で
あ
る
と
か
に
よ
っ
て
、
朝
廷
の

も
つ
公
権
に
う
ら
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
こ
の
大
和
の
場

合
の
よ
う
に
、
興
福
寺
の
大
和
一
国
に
対
す
る
支
配
権
に
う
ら
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
三
舎
に
の
み
、
ひ
ろ
く
独
占
販
売
権
を
主
張
し

得
る
の
で
あ
る
。

　
座
が
独
占
権
を
主
張
し
た
、
も
っ
と
も
早
い
例
は
、
管
見
に
よ
れ

ば
、
織
部
司
所
属
の
工
人
以
外
の
諸
司
諸
臣
雑
色
人
、
諸
官
諸
臣
召

使
出
納
等
が
私
機
を
か
ま
え
て
綾
錦
等
を
織
る
こ
と
を
制
止
し
た
次

の
文
書
で
あ
ろ
う
。

制
止
私
織
綾
至
言

　
癒
令
検
非
違
使
制
歪
諸
司
弓
術
雑
色
人
並
諸
宮
諸
臣
召
使
鵠
納
等
私

　
構
三
好
旧
任
綾
錦
事
、
右
得
織
都
司
去
七
月
二
十
八
日
解
状
顯
…
、
謹

　
検
案
内
、
綾
羅
三
三
織
物
　
　
等
、
上
従
御
三
、
下
至
人
用
、
為
司

　
豪
之
三
役
、
三
所
勤
仕
也
、
而
近
年
之
聞
、
諸
司
鼠
講
諸
隊
諸
臣
召

　
三
三
納
雑
饒
入
込
、
恣
構
其
機
、
任
意
織
用
、
唯
今
私
利
、
不
叶
公

　
役
、
然
則
司
家
之
勤
可
三
園
怠
、
偏
無
私
機
巻
、
誰
遁
公
事
乎
、
先

　
年
注
此
旨
、
経
習
上
之
日
、
検
非
違
使
右
衛
門
尉
安
簡
予
行
、
左
衛

　
門
下
源
清
等
可
制
止
之
由
、
押
下
宣
旨
、
舌
面
年
代
推
移
、
蘇
馬
面

　
　
　
甚
、
望
請
官
裁
、
重
被
下
起
請
宣
旨
、
将
仰
厳
制
之
貴
、
着
権
左
中

　
　
　
弁
難
朝
雛
経
成
伝
写
、
権
中
納
言
源
朝
臣
隆
国
宣
、
奉
勅
、
宜
稗
検

　
　
　
非
違
使
依
件
令
翻
止
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
　
　
永
承
三
年
八
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
右
旧
史
小
槻
宿
禰
奉

こ
の
文
書
の
背
景
に
は
、
す
で
に
織
部
司
燐
属
の
織
工
が
私
機
を
か

ま
え
て
、
商
贔
生
産
に
従
事
し
、
そ
の
独
占
権
を
主
張
し
て
い
る
こ

と
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
織
工
の
独
占
権
の
主
張
は
、

織
物
生
産
が
、
織
部
司
の
下
に
お
け
る
官
営
工
場
に
独
占
さ
れ
て
い

た
こ
と
・
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
り
厳
密
に
云
え
ば
、
織

部
司
に
よ
る
織
物
生
産
の
独
占
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
、
他
の

人
閥
の
織
物
生
産
に
関
す
る
禁
制
が
出
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
え
て

も
、
た
と
え
ば
、
近
、
現
代
の
専
売
舗
度
の
よ
う
に
、
古
来
か
ら
独

占
的
に
な
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
官
営
工
場
の
み
で
し
か
、

か
か
る
生
産
が
行
な
わ
れ
な
い
と
い
う
生
産
力
段
階
に
あ
っ
た
こ
と

か
ら
生
じ
た
事
実
上
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
独
占
と
い
う
こ
と
が
問

題
と
な
ら
な
か
っ
た
段
階
の
話
で
あ
る
。
そ
れ
が
他
の
競
争
者
の
出

現
す
る
段
階
に
な
っ
て
、
従
来
の
事
実
に
も
と
つ
い
て
独
占
権
を
主

張
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
主
張
の
う
ら
づ

け
は
、
そ
の
蓋
時
、
京
都
に
お
い
て
は
、
現
実
に
権
威
を
も
っ
て
い
た
、
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律
令
制
的
国
家
権
力
の
行
使
機
関
と
し
て
の
使
庁
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
舐
園
社
に
お
け
る
犬
神
人
の
清
掃
の
夫
役
が
、
死
体
の
処
分
権
を

含
む
清
掃
権
に
ま
で
発
展
し
、
神
社
境
内
か
ら
神
幸
路
ま
で
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
は
市
中
に
ま
で
拡
大
し
、
特
権
化
し
た
事
実
は
、
・
実
に
舐
園
社
の

有
す
る
検
断
権
が
、
神
社
境
内
、
社
領
内
に
、
は
じ
め
は
限
ら
れ
て

い
た
の
が
、
神
幸
路
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
ひ
い
て
は
、
下
京
一
帯
を

お
ほ
う
も
の
と
な
・
た
こ
緬
と
照
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
・
京
都

に
お
け
る
商
業
活
動
の
大
半
が
、
上
京
は
四
府
劇
画
丁
座
に
、
下
京

は
祇
園
被
神
人
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
の
は
、
か
か
る
検
断
権
の
所
在

と
は
う
ら
は
ら
で
あ
り
、
座
が
庇
護
を
常
に
現
実
の
権
力
に
も
と
め
，

て
い
た
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
大
和
に
視
点
を
も
ど
す
と
、
興
福
寺
だ
け
に
限
ら
ず
、
他
の
寺
社

に
も
存
在
し
た
は
ず
の
、
寄
人
、
神
人
の
な
か
で
、
興
福
寺
、
春
日

祉
関
係
の
諸
座
が
勢
力
を
得
て
、
販
売
権
、
独
占
権
を
遂
行
し
、
発

展
し
た
の
は
、
前
述
し
て
き
た
よ
う
な
大
和
一
国
に
お
け
る
支
配
権
、

検
断
権
の
興
福
寺
の
掌
握
と
い
う
こ
と
と
、
大
い
に
関
係
が
あ
る
こ

と
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
座
商
業
の
主
張
す
る
特
権
の
う
ち
、
課
役
免
除

は
、
個
別
庄
園
的
支
配
体
系
に
お
け
る
人
身
的
支
配
従
属
関
係
に
よ

る
も
の
で
あ
る
が
、
競
争
の
激
化
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
独
占
権
は
、

ま
た
別
の
論
理
、
何
ら
か
の
公
権
に
よ
る
保
証
を
必
要
と
し
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
晶
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
、
特
権
的
座
商

業
の
活
動
の
範
囲
も
ひ
ろ
が
っ
て
く
る
と
、
そ
の
主
張
す
る
特
権
が
、

も
は
や
課
役
免
除
の
み
で
は
何
の
役
に
も
た
た
ず
、
特
権
と
し
て
は
、

独
占
権
を
強
固
に
主
張
す
る
段
階
に
な
る
。
か
か
る
独
占
権
は
、
人

身
的
従
属
に
も
と
つ
く
、
古
く
よ
り
の
由
緒
あ
る
座
に
保
証
さ
れ
る

の
が
常
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
新
し
く
独
占
権
獲
得
の
た
め
に
結
ば

れ
る
領
主
－
座
の
関
係
は
人
身
約
従
属
関
係
で
は
な
く
公
事
銭
を
中

心
と
す
る
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
は
じ
め

て
、
か
か
る
神
人
、
寄
人
、
供
御
人
等
の
人
身
従
属
に
よ
ら
な
い
で
、

販
売
権
、
独
占
権
の
み
を
獲
得
し
た
、
新
し
い
座
が
出
現
す
る
可
能

性
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
領
主
に
対
す
る
公
事
銭
納
入

を
代
償
と
し
、
販
売
権
、
独
占
権
を
特
権
と
す
る
座
が
、
各
地
に
籏

生
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
座
の
轟
現
に
よ
っ
て
、
座
商
業
は
、
新

し
い
局
面
を
迎
え
る
と
云
え
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
座
こ
そ
、
特
権

と
し
て
、
課
役
免
除
で
は
な
く
、
独
占
権
を
主
張
す
る
に
い
た
る
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

期
の
座
の
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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こ
の
よ
う
な
座
は
、
一
領
主
に
麟
定
さ
れ
ず
、
公
事
銭
を
納
入
し

た
領
主
の
支
配
領
域
は
、
ど
こ
で
で
も
、
そ
の
独
占
権
を
行
使
で
き

た
の
で
あ
る
か
ら
、
可
能
な
か
ぎ
り
、
無
限
に
発
展
す
る
可
能
性
が

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
菅
笠
座
や
油
座
の
例
に

示
さ
れ
る
ご
と
く
、
個
別
庄
園
的
支
配
者
、
公
権
の
分
割
所
有
者
、

実
力
者
的
土
豪
等
に
、
個
々
に
公
事
納
入
を
行
い
、
座
商
業
の
側
で
、

一
円
的
な
独
占
権
行
使
領
域
を
作
っ
て
行
動
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ

ら
に
と
っ
て
は
、
大
名
領
国
支
配
が
貫
徹
し
て
お
れ
ば
、
そ
の
方
が

一
括
的
に
公
事
納
入
が
嵐
来
、
独
占
権
を
行
使
す
る
上
に
も
都
合
が

よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
そ
の
蝉
茸
が
、
領
国
を
超
え
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
領
国
を
超
え
た
支
配
者
に
保
証
さ
れ
る
方
が
都
合

が
良
か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
封
鎖
経
済
を
破
る

商
晶
経
済
の
一
つ
の
動
き
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
個
鋼
庄
園
制
的
支
配

と
は
ち
が
っ
て
、
公
権
が
、
こ
の
中
世
中
末
期
の
段
階
に
、
大
き
く

音引

｡
を
も
っ
て
く
る
泰
情
が
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
商
晶
経
済
が
、
庄
園
制
的
自
給
封
鎖
経
済
を
や

ぶ
る
た
め
に
は
、
座
商
業
の
一
つ
の
性
格
転
化
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
を
、
領
主
権
の
あ
り
方
に
沿
っ
て
略
述
し
た
が
、
次

章
に
お
い
て
は
、
大
和
に
お
け
る
、
彰
彰
、
塩
鮭
の
存
在
形
態
を
具

体
例
と
し
て
詳
述
し
、
傾
国
経
済
へ
の
展
墓
を
熊
え
た
い
と
思
う
、

　
①
平
安
遺
文
閤
六
王
九
、
幽
六
四
〇
号
文
書
。

　
②
　
渡
辺
澄
夫
氏
儒
．
畿
内
庄
瑚
の
塞
礎
繊
…
造
』
。

　
③
　
熱
田
公
氏
「
室
町
時
代
の
興
福
専
領
庄
園
に
つ
い
て
」
『
史
林
』
四
圏
巻
三
号
。

　
④
　
大
垣
院
寺
社
雑
事
記
記
載
の
も
の
は
二
三
の
み
を
記
す
。

　
◎
　
簗
足
纏
「
中
世
手
工
業
座
の
構
造
」
　
『
歴
史
学
研
究
』
こ
七
二
号
。

　
⑤
　
手
工
業
藩
に
与
え
ら
れ
た
給
田
が
年
賞
収
取
撫
を
意
味
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

　
　
あ
る
程
度
、
農
業
か
ら
分
離
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
論
証
は
予
稿
に

　
　
お
い
て
も
欠
け
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
補
足
し
て
お
き
た
い
。
手

　
　
工
業
者
に
対
す
る
給
田
で
刺
刊
明
す
る
も
の
は
以
下
の
迂
り
で
あ
る
。

　
　
赤
土
器
兄
部
（
作
手
絵
）
在
田
庄
弁
聞
三
名
負
所
米
霊
石
九
斗
一
升

　
　
赤
土
器
祉
頭
土
器
作
手
　
吹
田
庄
千
疋
分

　
　
蔭
京
火
鉢
作
田
　
新
木
庄
闘
膿
闘
反
（
二
反
ヅ
ツ
ニ
人
）

　
　
唐
笠
持
田
　
一
反

　
　
銅
細
工
座
　
齎
庄
七
反
半

　
　
塗
師
作
手
給
　
神
殿
庄
一
了
、
三
橋
庄
問
田
五
反
、
新
木
庄
三
反

　
　
槍
物
師
作
手
給
　
神
殿
庄
｝
丁
、
楊
本
庄
公
事
物

　
　
絵
所
給
越
田
尻
庄
一
丁
、
倉
庄
五
反

　
　
経
師
給
　
神
殿
庄
灘
反
、
半
三
橋
庄
三
反

　
　
こ
れ
ら
の
鵜
賠
は
、
ど
の
よ
う
に
経
當
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
、
赤
土
器
座
の
寒
食

　
　
は
、

　
　
当
庄
井
関
単
三
名
ヨ
リ
負
所
米
豆
州

　
　
　
（
『
、
こ

　
　
　
｛
∬
正
五
斗
　
々
彊
ハ
一
々
唱
壷
に
近

　
　
　
　
　
　
　
一
名
二
二

　
　
　
　
　
　
　
一
名
日
左
近
太
山
（
三
箇
院
家
士
）

　
　
と
あ
り
、
赤
土
雛
庶
兄
綿
（
1
1
作
手
）
が
販
得
し
た
井
関
熱
負
所
米
一
二
石
拳
斗
一
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升
は
、
三
名
の
耕
作
者
又
は
貢
納
算
勘
者
か
ら
繊
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
赤
土

器
師
部
は
貢
納
米
を
取
得
し
た
と
蒸
え
る
。
そ
れ
は
大
乗
院
寺
社
雑
無
記
に
お
い

て
も
、

作
手
料
所
済
恩
寺
庄
当
年
分
年
賞
家
、
無
沙
汰
之
間
。
作
手
訴
申
、
伽
百
姓
名
字

注
遣
箸
羅
入
道
之
問
（
寛
正
五
年
十
二
飛
工
十
三
臼
条
）

の
記
事
が
あ
り
、
こ
の
済
恩
率
土
が
在
田
庄
を
さ
し
、
こ
の
作
手
料
醒
が
、
赤
土

器
作
手
を
指
す
こ
と
は
、
同
じ
く
雑
事
記
の

「
済
円
因
心
一
寸
鵡
∠
｛
佳
田
井
せ
キ
々
嶺
加
十
晶
以
ハ
、
当
国
口
嚇
跡
ツ
隔
赤
⊥
よ
器
之
ロ
ル
蔀
瓢
鯛
分
界
」
　
（
壷
人

明
三
年
十
月
六
縫
条
）
の
記
載
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
配
録
に
よ

っ
て
、
貢
納
貴
任
春
と
し
て
の
百
姓
　
　
お
そ
ら
く
耕
作
者
　
　
の
存
在
を
知
る

こ
と
が
で
ぎ
る
。
火
鉢
作
作
手
に
紺
す
る
給
田
も
、
新
木
庄
問
田
四
反
を
二
反
つ

つ
、
二
人
の
作
手
に
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
赤
土
器
と
講
じ
く
、
下
に
百
姓
を
ひ

か
え
、
年
貢
物
を
取
得
し
て
い
た
こ
と
は
次
の
史
料
で
明
瞭
で
あ
る
。
「
黒
影
火
鉢

作
華
分
大
夫
入
道
分
二
反
、
年
寅
違
畿
之
闘
点
軋
了
、
爾
火
鉢
作
事
田
共
以
新
木

庄
間
田
也
、
菖
姓
申
、
期
年
賞
春
平
清
水
押
頼
、
或
又
大
夫
入
道
方
二
致
其
沙
汰

之
由
、
沙
汰
人
北
坊
申
云
々
、
於
大
優
者
不
存
旨
仁
義
、
希
有
事
也
、
所
詮
先
以

神
人
点
札
了
、
新
木
定
使
徳
力
ト
火
鉢
品
定
使
与
次
郎
ト
両
入
遣
之
了
」
（
文
明
十

四
年
五
月
七
日
条
）
。
ま
た
、
塗
師
作
手
の
与
賜
郎
と
い
う
も
の
に
は
神
殿
庄
｝
丁
、

三
橋
庄
五
反
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
三
橋
庄
に
関
し
て
は
、
「
漫
読
百
姓
丸
年

貢
無
沙
汰
聞
、
以
次
可
召
黒
歯
地
之
由
、
給
人
与
四
郎
歎
串
之
由
也
」
　
（
文
明
九

年
九
月
四
目
条
）
。
同
じ
く
、
神
殿
庄
の
一
丁
も
、
そ
の
う
ち
四
反
が
、
去
年
年
貢

無
沙
汰
で
あ
り
、
　
「
号
作
主
蔵
渡
下
地
事
七
郎
次
郎
男
自
専
、
剰
去
年
分
一
向
無

沙
汰
之
開
、
下
地
事
露
此
方
可
入
新
百
姓
之
由
仰
付
之
扁
　
（
応
穏
元
年
五
月
二
十

九
難
条
）
と
あ
っ
て
、
作
聖
職
を
称
す
る
百
姓
が
、
年
貢
負
担
春
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
給
田
は
、
決
し
て
歯
入
が
自
作
す
る
も
の
で
は
な
く
、

年
貞
負
担
表
で
あ
る
百
姪
が
属
て
、
職
人
は
こ
の
年
貢
を
徴
期
し
、
慮
己
の
収
入

　
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
時
に
は
、
　
　
，
在

　
田
庄
井
関
三
乗
負
所
米
三
石
九
斗
｝
升
」
と
か
「
吹
田
庄
千
疋
分
」
と
い
う
よ
う

　
に
、
年
貢
高
で
褒
現
さ
れ
る
も
の
．
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
年
貢
は
、
漂
劉

　
と
し
て
は
、
黙
々
に
給
人
が
置
接
に
徴
讃
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
年
貢
無

　
沙
汰
を
源
え
て
い
る
記
録
が
多
い
こ
と
は
そ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た

　
が
っ
て
、
寺
家
に
作
手
と
し
て
従
属
す
る
手
工
業
嚢
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
給
田
は
、

　
年
貢
収
得
権
で
あ
り
、
領
主
権
の
一
蹴
と
も
云
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
土

　
地
と
の
つ
な
が
り
が
、
こ
の
給
田
を
主
要
部
分
と
す
る
か
ぎ
り
　
　
お
そ
ら
く
そ

　
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
　
　
こ
れ
は
、
彼
ら
手
工
業
春
の
農
業
か
ら
の
分
離

　
を
も
の
が
た
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
離
は
、

　
領
主
に
人
身
酌
に
従
属
し
、
給
田
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
か
っ
て
果
さ
れ
る
も
の

　
で
あ
る
か
ら
、
農
業
と
未
分
離
な
形
で
律
令
制
的
国
家
機
構
に
組
み
込
ま
れ
て
い

　
た
古
代
の
手
工
業
者
（
浅
香
年
木
氏
「
工
匠
給
免
田
の
成
立
過
程
」
『
北
陵
史
学
』

　
十
母
）
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
中
世
的
な
手
工
業
潜
の
存
准
形
態
の

　
特
質
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
手
工
業
潜
が
何
時
、

　
ど
の
よ
う
な
形
で
領
主
に
対
す
る
従
属
か
ら
独
立
す
る
に
い
た
る
か
と
い
う
問
題

　
が
次
に
璽
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

⑦
熱
霞
公
氏
「
中
世
大
和
の
声
聞
師
に
関
す
る
一
考
察
」
『
部
落
問
題
研
究
』
三
。

⑧
均
等
名
に
お
け
る
公
事
が
門
名
役
」
で
あ
ウ
て
、
炎
皐
な
ど
土
地
生
産
の
状
況

　
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
こ
と
は
、
熱
田
軍
師
「
室
町
時
代
の
興
福
専
領
擬
闘
に
つ

　
い
て
」
　
『
史
林
』
四
四
巻
三
号
、
八
頁
参
照
。

⑨
た
だ
し
、
庄
園
領
主
が
京
都
・
奈
艮
に
集
住
し
て
い
る
精
質
か
ら
、
騒
然
、
「

　
定
の
商
品
経
済
が
事
語
一
案
と
し
て
葬
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

⑩
　
永
島
滋
太
郎
氏
灘
斌
良
文
化
の
傍
流
』
三
七
五
～
六
頁
。

⑪
　
永
島
氏
荊
掲
潜
三
九
隣
頁
。

⑫
　
庄
園
体
量
は
、
収
取
体
系
の
特
質
か
ら
支
配
が
動
揺
し
な
く
と
も
、
生
産
力
の

　
上
昇
一
に
し
た
が
っ
て
、
農
民
の
余
郵
部
分
は
多
く
な
っ
て
ゆ
き
、
領
主
捌
蕊
取
は
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貫
徹
し
な
い
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
東
寺
領
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
領
主

　
の
加
地
予
名
烹
職
買
得
な
ど
も
、
そ
の
二
藍
策
の
一
つ
で
あ
る
。

磁
・
　
エ
山
生
霊
務
家
古
文
漱
財
、
平
安
遺
文
六
轟
ハ
菰
口
万
。

⑭
　
林
麗
辰
三
郎
氏
「
散
所
一
そ
の
発
生
と
展
㎜
開
偏
　
『
古
代
園
家
の
解
体
彪
二
九
四

　
頁
。
野
田
只
夫
氏
「
中
世
賎
民
の
社
会
経
済
的
一
考
察
…
特
に
紙
土
祉
犬
神
入

　
に
つ
い
て
一
」
　
『
京
都
学
芸
大
学
学
報
』
A
十
閤
号
六
五
頁
。

屯
⑮
　
筆
者
稿
　
「
中
・
世
の
祇
園
会
i
そ
の
繊
指
と
変
齢
竪
蔀
『
芸
能
史
研
究
』
四
号
。

－
⑯
　
課
役
免
除
と
独
占
権
と
に
よ
っ
て
座
の
発
展
段
階
を
区
鋼
す
る
こ
と
は
、
も
ち

　
ろ
ん
大
体
の
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
段
階
の
座
が
譲
役
免
除
と

　
と
も
に
独
占
権
を
も
行
使
し
て
い
る
例
は
多
く
、
前
述
の
、
織
部
司
に
よ
る
織
物

　
生
薩
の
独
占
は
、
そ
の
例
の
も
っ
と
も
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
時
期

　
の
座
の
基
本
的
基
質
と
し
て
、
入
身
的
従
属
関
係
に
も
と
つ
く
課
役
免
除
が
問
題

　
と
な
る
の
で
あ
る
。
後
期
の
座
に
し
て
も
、
課
役
免
除
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で

　
は
な
く
、
座
の
鯵
質
と
し
て
前
期
に
対
し
て
は
、
販
亮
独
占
権
が
問
題
と
な
る
と

　
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
の
課
役
免
除
は
、
関
料
、
営
業
二
等
、
商

　
業
活
動
に
対
す
る
賦
課
物
へ
の
適
絹
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
初
期
に
お
け
る
穎

　
主
の
土
地
所
有
に
も
と
つ
く
臨
摸
と
は
若
華
意
味
が
ち
が
う
よ
う
で
あ
る
。

第
二
章
　
座
の
溝
造
と
展
開

　
座
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
初
見
文
書
か
ら
そ
の
成
立
が
論

じ
ら
れ
、
東
爾
院
文
書
元
永
元
年
鍛
冶
座
の
記
載
や
、
塁
塞
記
仁
平

元
年
の
宇
治
白
河
の
田
楽
座
の
記
載
等
に
よ
っ
て
、
十
一
世
紀
後
半

に
、
そ
の
時
期
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
初
見
文
書
か

ら
の
成
立
の
時
期
の
問
題
の
み
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
庄
園
鋼
の
成
立

と
い
う
過
程
の
中
か
ら
、
座
の
成
立
を
見
よ
う
と
す
る
動
き
も
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
に
清
水
三
男
氏
に
よ
っ
て
み
ら
れ
、
つ
い
で
赤
松
俊
秀
氏
は
、
寛

治
六
年
の
八
瀬
瀬
の
村
落
の
座
の
史
料
を
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
、

大
江
御
厨
に
お
け
る
延
喜
頃
の
供
御
人
設
定
の
事
実
か
ら
、
商
業
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

座
の
結
成
を
延
喜
頃
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
赤
松
氏
の
所
説
は
、

黒
田
俊
雄
氏
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
、
供
御
人
の
成
立
と
、

座
の
成
立
と
を
区
別
し
、
黒
藻
の
中
に
発
展
段
階
を
見
る
に
い
た
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
人
、
忠
魂
（
供
御
入
）
、
寄
人
等
の
領
主
層

と
の
人
身
隷
属
関
係
と
、
　
「
座
」
と
い
う
座
衆
の
横
の
連
帯
組
織
に

も
と
つ
く
結
合
と
の
差
異
を
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
連
帯
組

織
を
、
座
外
の
競
争
者
に
対
す
る
特
権
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

　
　
　
　
③

て
お
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
座
は
、
領
主
と
の
人
身
隷
属
関
係
と
、

座
外
の
人
間
に
対
抗
し
た
座
衆
相
互
の
連
関
的
特
権
三
組
織
と
し
て

の
二
面
性
に
お
い
て
把
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
把
握
は
、

座
の
性
質
に
つ
い
て
全
く
当
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
私
も
以

前
手
藁
座
の
研
獅
に
お
い
て
座
の
基
森
漁
氾
と
し
て
・
領
主

と
の
給
田
を
媒
介
と
す
る
従
属
関
係
と
、
他
と
の
自
由
な
雇
傭
関
係
、

ま
た
は
商
晶
生
産
と
の
二
面
性
を
指
摘
し
た
が
、
座
衆
の
相
互
問
に
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お
け
る
連
帯
機
関
と
し
て
の
座
の
成
立
は
、
自
由
な
雇
傭
関
係
、
商

事
生
産
、
あ
る
い
は
此
丈
流
通
等
の
酒
動
に
よ
る
結
果
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
云
い
か
え
れ
ば
、
座
の
成
立
は
、
領
主
と
の
貢
納
贔

収
取
の
関
係
の
み
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
商
品
生
産
、
商
贔
流
通
を

前
提
と
し
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
中
で
、
彼
ら
の
み
の
特
権
を
主

張
す
る
た
め
に
成
立
し
た
連
帯
組
織
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

故
に
、
座
は
領
主
に
対
す
る
奉
仕
団
体
的
一
面
と
、
共
同
組
合
的
一

面
の
二
面
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
特
権
が
領
主
へ
の
奉
仕

に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
座
の
成
立
ど
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
何

ら
か
の
商
品
流
通
、
商
品
生
産
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
云

え
、
か
か
る
商
陥
流
通
、
商
品
生
産
は
、
座
を
存
立
せ
し
め
た
中
世

社
会
に
適
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
領
主
に
対
す
る
、
寄
人
、
神
人
、
供
御
人
と
し
て

の
人
身
瓦
窯
騰
関
係
を
も
つ
奉
仕
団
体
的
一
面
と
、
諸
役
露
髄
に
は

じ
ま
る
彼
ら
の
特
権
擁
護
の
た
め
の
連
帯
組
織
的
一
面
i
商
晶
生

産
、
商
品
流
通
に
か
か
わ
る
一
と
の
二
面
性
を
も
つ
座
の
性
格
は
、

い
わ
ゆ
る
座
論
争
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
独
占
的
販
売
座
席
と
し
て

の
市
座
の
座
か
、
神
事
奉
仕
の
座
か
と
い
う
よ
う
に
、
見
解
の
対
立

と
し
て
、
論
争
の
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
座
衆

の
領
主
に
対
す
る
隷
属
的
地
位
の
強
調
と
な
り
、
ひ
い
て
は
領
主
の

独
占
権
附
与
に
よ
る
座
衆
の
特
権
と
い
う
面
で
の
み
座
の
性
格
が
云

　
　
⑤

友
さ
れ
、
一
方
で
は
、
商
工
業
の
発
展
の
評
価
と
相
ま
っ
て
、
座
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
勢
力
を
高
く
評
価
す
る
反
対
意
見
も
現
れ
た
の
で
あ
る
。
本
章
に

お
い
て
は
、
こ
の
座
の
二
面
性
の
統
一
的
把
握
を
試
み
る
と
と
も
に
、

従
来
、
先
学
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
な
が
ら
も
、
い
ま
だ
明
確
に
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ら
な
か
っ
た
座
の
発
展
史
上
の
諸
問
題
、
か
か
る
商
工
業
者
の
座
の

隷
属
的
地
位
か
ら
の
解
放
、
自
立
の
時
期
の
問
題
、
領
主
と
の
給
付

関
係
、
座
衆
の
有
し
た
特
権
の
内
容
の
問
題
等
に
つ
い
て
、
大
和
の

斎
座
、
面
上
を
例
と
し
て
、
よ
り
具
体
的
に
分
析
し
た
い
と
考
え
る
。

ま
た
、
中
世
初
頭
よ
り
存
在
し
、
中
世
庄
園
制
的
社
会
に
適
合
す
る
、

か
か
る
座
の
体
現
す
る
商
晶
経
済
と
、
中
世
中
末
期
に
お
い
て
、
か

か
る
商
品
経
済
に
対
抗
し
て
、
庄
園
村
落
に
一
般
に
漫
透
し
て
く
る

商
品
経
済
と
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
関
連
性
を
有
し
て
い
る
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。

　
大
和
に
お
け
る
油
関
係
の
座
と
し
て
は
、
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
の

記
録
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
も
、
符
坂
油
搾
、
木
村
百
座
、
矢
木

胡
麻
仲
買
座
、
箸
尾
油
シ
ホ
リ
の
座
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
う
ち
、
史
料
的
に
豊
富
な
、
符
坂
、
矢
木
静
座
に
つ
い
て
見
る

と
、
「
絶
品
聖
血
ハ
中
古
ヨ
リ
繊
来
、
符
慰
謝
自
昔
噺
早
し
と
い
わ
れ

た
ご
と
く
、
そ
の
成
立
の
時
期
も
ち
が
い
、
両
者
の
構
造
も
ち
が
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
油
座
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
豊
田
武
氏
「
大

　
　
　
　
⑧

和
の
諸
隊
」
、
佐
々
木
銀
弥
氏
、
「
中
世
座
商
人
に
お
け
る
価
格
と
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

潤
i
符
蓋
開
を
中
心
と
し
て
一
」
ま
た
『
奈
良
市
史
』
関
係
部

　
⑭

分
等
で
、
く
わ
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
若
干
、

見
解
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
符
坂
油
座
に
つ
い
て
晃
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
符
坂
油
座

は
、
春
臼
白
人
神
人
で
あ
り
、
し
か
も
大
乗
院
門
跡
寄
人
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
す
で
に
著
名
な
こ
と
で
あ
る
。
春
日
白
人
神
人
は
散
在
神

入
あ
る
い
は
散
所
神
人
と
も
い
わ
れ
、
神
職
た
る
黄
衣
神
人
に
対
し

た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
国
民
も
、
こ
の
白
人
神
人
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
符
坂
座
は
、
正
和
三
年
に
は
、
す
で
に
「
大
乗
院
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

寄
人
府
坂
油
売
」
と
し
て
東
大
寺
文
書
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
呼
鈴
座

の
神
人
、
嵜
人
化
、
そ
の
座
と
し
て
の
成
立
事
情
等
、
初
期
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
史
劇
的
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
大
乗
院
寺
祉
雑
事
記

の
長
禄
、
寛
正
頃
の
記
録
に
よ
る
と
、

　
　
搾
符
坂
描
売
一
当
門
跡
第
一
寄
人
也
、
難
為
七
郷
之
内
、
云
寺
務
云
衆

　
　
中
等
、
於
油
差
懸
者
不
成
其
寄
事
也
、
　
検
断
以
下
為
門
跡
致
其
沙
汰

　
　
也
、
自
然
住
宅
等
之
地
子
無
沙
汰
壮
時
、
自
何
方
モ
使
ヲ
付
時
、
褻
門

　
　
跡
ノ
離
島
罎
老
病
、
随
分
厳
重
ノ
寄
人
也
、
次
聖
油
座
衆
春
、
懲
寺
門

　
　
又
諸
役
皆
二
五
、
神
木
御
入
洛
蒔
致
忠
節
故
也
云
々
、
但
於
門
跡
方
者
、

　
　
緊
結
大
用
二
時
入
夫
等
以
刷
段
之
儀
可
罷
黒
旨
稗
時
人
夫
二
言
者
也
、

　
　
於
寺
門
者
一
向
皆
二
二
、
当
門
跡
油
、
社
頭
油
申
拙
之
嚢
也
　
（
長
日
一
　

　
　
年
十
・
月
二
十
・
六
繕
条
）

　
　
当
門
鋤
寄
人
等
、
諸
座
難
多
之
、
於
濾
寄
人
者
、
号
白
人
神
入
、
別
而

　
　
在
子
細
事
也
　
（
寛
蕉
五
年
七
月
ナ
七
臼
条
）

と
あ
っ
て
、
神
人
あ
る
い
は
寄
人
と
し
て
、
春
野
社
や
大
乗
院
に
人

身
的
に
従
属
し
た
油
座
衆
は
、
諸
役
皆
免
の
特
権
を
得
る
と
と
も
に
、

神
木
入
洛
の
と
き
の
奉
仕
を
な
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
人
夫
役
、

当
門
跡
油
、
社
頭
油
等
の
役
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の

座
衆
に
対
す
る
検
断
権
は
門
跡
の
鼓
弓
と
せ
ら
れ
て
い
て
、
一
般
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

お
け
る
検
断
権
を
に
ぎ
る
衆
中
に
お
い
て
も
、
そ
の
権
利
は
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
こ
そ
、
下
衆
の
門
跡
等
領
主
に
対
す
る
人

身
従
属
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
諸
役
皆
免
に
対
す

る
人
身
的
従
属
に
も
と
つ
く
貢
納
物
の
内
容
は
、
油
の
進
納
と
入
夫

役
で
あ
っ
た
が
、
人
夫
役
は
「
人
夫
潔
癖
以
別
段
之
儀
、
可
罷
繊
旨
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仰
時
人
夫
二
尊
巻
也
」
と
あ
っ
て
、
長
享
三
年
五
月
十
二
日
に
「
石

蝶
地
方
普
心
事
、
坂
今
辻
静
座
衆
馬
継
餌
壷
、
今
B
悉
以
罷
繊
致
牽

公
者
也
」
と
あ
る
ご
と
く
、
随
時
に
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

油
の
進
納
は
、
嶺
門
跡
油
、
社
頭
油
と
も
に
洲
そ
の
要
用
の
量
は
さ

し
て
変
り
が
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
貢
納
量
も
一
定
し
て
き
た
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
嘉
時
に
は
、
領
主
の
収
入
の
減
少
に
起

因
し
て
か
、
大
乗
院
か
ら
多
額
の
用
銭
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
主
と
し
て
、
こ
の
符
鼎
座
と
檜
皮
座
と
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

符三座用銭賦課表

爽納額 貢　納　先

3貫文
10貫ク

300疋〃

2貫〃

3貫文

3貫文

3貫文
3貫文
15貫文

3貫文

門跡懸銭

若宮祭
御i用事

猿楽用銭

郷坊銭

門跡用銭

（此外奉行玉名窯分有之）

慈二会坊銭
門助；用銭

維摩算用銭

門跡用銭

代 ∫ミ紳｛上土年

長鱗を4．ヨE9．21

長灘．9．25
寛」／｝こ3．12．11

∫証這三5．4．6．

努匡｝＝［二6．6．14

文田蕃2．8．19

文明3．　10．　15

iry］s．11．13

文明7．9．12

文i男10．10．10

両
煮
の
他
の
座
と
の
区

別
を
思
わ
せ
る
も
の
が

あ
る
。
今
、
そ
の
大
体

を
表
に
す
る
と
上
の
如

く
で
あ
る
。
大
体
、
三

貫
文
程
度
が
恒
例
と
な

っ
て
い
る
ら
し
い
が
、

「
符
坂
油
座
衆
御
用
有

事
、
如
去
年
可
為
三
貫

文
之
由
請
甲
了
、
名
主

披
．
勲
記
」
と
あ
る
ご
と

く
、
記
載
も
れ
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
定
額
に
は
な
っ
て
い
な
い
も

の
で
、
随
時
、
相
当
の
賦
課
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
符
坂
の
睡
魔
衆
は
、
通
常
一
般
の
神
人
寄
人

等
と
内
容
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
、
人
身
的
従
属
に
よ
っ
て
諸
役
を

免
除
さ
れ
る
と
云
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
人
身
的
従
属
の
結
果
と
し
て
の
領
主
の
支
配
理
念
は
、
神

木
入
洛
の
と
き
の
奉
仕
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
油

の
奉
納
と
人
夫
役
、
用
銭
の
臨
時
的
賦
課
納
入
が
要
求
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
符
三
座
が
「
座
」
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
領
主

に
対
す
る
か
か
る
翻
身
従
属
の
み
で
は
な
く
、
商
品
生
産
、
流
通
を

前
提
と
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
和
三
年
頃
、
符
坂

座
は
す
で
に
奈
良
に
お
け
る
油
販
売
を
独
占
し
て
い
た
ら
し
く
、
東

大
寺
大
仏
殿
油
倉
へ
の
配
給
も
引
受
け
、
そ
の
独
占
権
を
も
主
張
し

て
い
た
か
ら
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
符
王
座
の
活
躍
情
況
も
想
像
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
永
仁
四
年
、
東
大
寺
灯
油
田
悲
喜
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

庄
の
油
は
銭
納
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
、
符
坂
座
が
油
の

供
給
を
ひ
き
う
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
鎌
倉
末
期
、
脳
病
座
に
お

け
る
商
品
生
産
、
商
品
流
通
の
占
め
る
比
重
は
相
当
に
大
き
か
っ
た

こ
と
は
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
．
、
し
た
が
っ
て
、
符
坂
座
は
、
寄
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人
、
神
人
と
し
て
の
領
主
と
の
人
身
的
従
属
関
係
と
と
も
に
、
商
品

生
産
、
商
品
流
通
に
従
事
す
る
と
い
う
二
面
性
を
有
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
、
こ
れ
が
初
期
に
お
け
る
座
の
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
私
が
以
前
に
詳
述
し
た
手
工
業
、
工
人

の
座
の
構
造
と
同
様
の
節
事
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
、
賦
課
物
が
不
定
額
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
諸
役
免
除
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
る
領
主
と
座
と
の
人
身
的

支
配
従
属
関
係
は
、
寄
入
を
称
さ
な
い
、
お
お
む
ね
中
世
初
頭
か
ら

存
在
せ
ず
、
後
期
に
な
っ
て
出
現
す
る
他
の
座
と
は
全
く
異
な
る
点

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
次
に
「
中
古
よ
り
出
来
漏
と
い
わ
れ
た
矢
木
座

に
視
点
を
う
つ
そ
う
。
同
じ
く
大
乗
院
家
の
油
関
係
の
座
で
あ
る
矢

木
胡
麻
仲
買
座
は
、
門
跡
方
油
と
し
て
一
斗
五
升
、
衆
中
年
貢
と
し

て
三
貫
文
の
年
貢
が
定
め
ら
れ
て
・
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
矢
木
座
と

符
坂
座
の
負
担
の
ち
が
い
は
座
と
し
て
の
成
立
の
時
期
や
算
段
の
ち

が
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
特
微
的
で
あ
る
の
は
、
紅
舌

座
が
、
寄
人
、
神
人
と
し
て
の
人
身
的
従
属
…
諸
役
皆
免
と
い
う
関

係
を
基
本
的
と
し
た
の
に
対
し
て
、
矢
木
座
に
お
い
て
は
、
す
で
に

か
か
る
諸
役
免
除
と
い
う
関
係
は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
矢
木
座
衆
が
、
寄
人
、
神
人
と
い
う
よ
う

な
特
殊
身
分
的
拘
束
を
う
け
る
も
の
で
は
な
く
、
普
通
の
農
民
身
分

の
ま
ま
、
そ
の
反
面
と
し
て
、
商
業
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
踏
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
公
事
銭
一
年
貢
納
入
の
反

対
給
付
と
し
て
の
矢
木
座
の
得
た
特
権
は
、
獄
中
に
お
け
る
胡
麻
の

販
売
権
な
ら
び
に
駁
売
独
占
権
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

商
品
販
売
の
独
占
権
賦
与
の
た
め
に
、
商
業
利
益
の
上
分
を
領
主
に

上
納
す
る
と
い
う
、
全
く
の
商
晶
経
済
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
り
、
旧
来
の
座
が
も
っ
て
い
た
人
身
的
支
配
従
属
関
係
は
問

題
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
符
調
膳
の
本
所
へ
の

貢
納
額
が
不
定
額
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
矢
木
座
の
そ
れ
は
、
定
額

の
貢
納
で
あ
っ
た
。
か
か
る
濃
墨
の
性
格
は
、
従
来
は
、
座
と
し
て

一
括
し
て
、
同
様
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
以
上

の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
相
違
は
、
そ
の
成
立
の

時
期
に
お
け
る
商
晶
経
済
の
発
展
の
梢
違
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
う
け
て
、
符
即
座
の
ご
と
き
座
に
お
い
て
も
人
身
的
従
属
関

係
よ
り
も
商
品
経
済
へ
の
依
存
度
を
た
か
め
、
座
の
主
張
す
る
特
権

の
基
本
も
、
課
役
免
除
か
ら
独
占
権
を
主
張
す
る
段
階
に
移
っ
て
い

た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
か
か
る
商
品
経
済
の

発
展
に
よ
っ
て
、
他
の
競
争
者
が
広
汎
に
出
現
す
る
と
い
う
事
態
に
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よ
っ
て
、
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
特
権
の
変
化
と
、
新
し

い
座
の
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
領
主
権
の
問
題
と
関
係
さ
せ
て
、

前
章
で
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
符
坂
上
に
お
い
て
も
、
す
で
に
正
和
三
年
、
奈
良
市
中
の
油
生
産

な
ら
び
に
油
販
売
を
独
占
し
て
お
り
、
東
大
寺
大
仏
殿
油
倉
と
争
論

を
お
こ
し
て
い
る
。
大
仏
殿
油
倉
は
、
油
免
田
を
国
内
に
お
い
て
六

十
六
町
有
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
油
の
供
給
を
う
け
て
い
た
が
、
永

仁
四
年
、
東
榎
殿
庄
に
お
い
て
油
の
聴
納
が
見
ら
れ
、
こ
れ
を
初
見

と
し
て
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
お
い
お
い
に
代
銭
、
又
は
代
物
納
に
切

り
か
え
ら
れ
て
行
き
、
油
は
、
商
人
か
ら
間
を
定
め
て
買
得
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
す
で
に
、
こ
の
頃
、
符
坂
下
座
は
、
奈

良
市
中
に
お
け
る
油
の
独
占
販
売
を
称
し
て
い
た
か
ら
、
東
大
寺
大

仏
殿
油
倉
と
し
て
は
逆
撃
商
人
か
ら
油
を
買
う
以
外
に
方
法
は
な
か

　
　
　
　
　
⑭

つ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
符
坂
商
人
と
事
を
か
ま
え
た
油
倉
が
、
つ

い
に
一
滴
の
油
も
欠
如
し
て
困
窮
し
た
と
い
う
事
態
に
な
る
の
も
当

然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
か
か
る
独
占
権
を
め
ぐ
る
争
論
と
し
て
名
高
い
の
は
、
応
永
・
文

明
両
度
に
わ
た
る
、
戸
坂
、
矢
木
両
座
の
争
論
で
あ
る
。
こ
の
争
論

は
、
符
坂
座
の
胡
麻
購
入
優
先
権
、
矢
木
座
の
胡
麻
他
国
搬
出
制
限

を
規
定
し
て
、
符
単
座
の
金
面
的
勝
利
に
帰
し
て
い
る
。

　
か
か
る
符
坂
座
の
強
固
な
独
占
権
の
遂
行
が
、
従
来
い
わ
れ
て
い

た
よ
う
な
、
本
所
の
も
つ
律
令
制
的
、
慣
習
的
、
形
式
的
権
威
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
的
な
支
配
権
に
も
と
づ
い
て
い
た
こ
と
は
、

す
で
に
前
章
で
述
べ
允
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
油
寄
人
に
つ
い
て
、
そ

の
過
程
を
見
て
み
る
と
、
一
乗
院
、
大
乗
院
、
そ
の
他
寺
院
そ
れ
ぞ

れ
に
、
独
爵
の
寄
人
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
身
的
従
属
関

係
に
も
と
づ
い
て
、
要
用
の
油
を
進
配
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
彼
ら
寄
人
神
人
が
、
商
品
生
産
、
流
通
に
従
事
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
販
売
権
が
問
題
と
な
り
、
や
が
て

競
争
の
激
化
に
よ
っ
て
独
占
権
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
が
、
独
占
権

を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
活
動
範
囲
に
お
け
る
領
主
の
支
配
権

に
よ
る
保
証
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
符
坂
油
酸
が
、
大
和
一
国
に

お
け
る
油
販
売
以
下
の
独
占
権
を
確
保
し
て
、
独
占
的
な
座
と
し
て
、

他
を
押
え
え
た
の
は
、
春
日
社
を
背
景
と
し
た
興
福
寺
、
ひ
い
て
は
、

一
乗
院
、
大
乗
院
両
院
家
の
、
大
憩
一
国
に
わ
た
る
統
治
権
の
確
立

と
い
う
も
の
が
、
大
き
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
先
づ
第
一
に
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ら
れ
る
。
し
か
し
、
大
乗
院
、
一
乗
院
と
も
に
有
し
た
油
寄
人
の
中

で
、
大
乗
院
寄
人
た
る
符
坂
油
座
が
、
独
占
的
地
位
に
つ
け
た
の
は
、
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旧
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
浜
坂
油
座
が
、
大
乗
院
寄
人
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
春
日
白
人
神
人
と
し
て
、
神
木
入
洛
奉
仕
、
社
頭
油
を

沙
汰
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
た

い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
興
福
寺
の
大
和
領
有
は
、
春
瞬
社
の
神
威

　
　
　
　
　
　
　
癒

を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
符
坂
座
が
、
春
臼
社
の
白
人
神
人
で

あ
る
と
と
も
に
、
大
乗
院
の
寄
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
符
坂
座
が
他

の
寄
人
を
押
の
け
て
、
油
鼠
売
以
下
の
独
占
を
主
張
で
き
た
原
因
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
符
坂
座
が
、
現
実
に
大
和
一
国
に
わ
た
っ
て
、
油
販
売

の
独
占
権
を
主
張
し
え
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
は
な
は
だ
疑
問

で
あ
る
。
雑
事
記
に
よ
る
中
世
後
期
の
黒
氏
で
は
、
符
坂
座
の
独
占

権
は
、
お
そ
ら
く
、
符
坂
座
の
新
座
と
し
て
存
在
し
た
河
内
木
村
座

と
な
ら
ん
で
、
奈
良
市
中
と
、
そ
の
嗣
辺
に
限
ら
れ
た
も
の
と
考
え

　
　
⑰

ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
奈
良
市
中
に
お
け
る
独
占
権
に
お
い
て
す

ら
、
箸
尾
油
シ
ホ
リ
の
座
等
に
よ
っ
て
、
お
び
や
か
さ
れ
て
い
た
し
、

中
世
後
期
に
お
い
て
は
、
神
人
、
寄
人
を
も
っ
て
し
て
の
み
で
は
、

そ
の
独
占
権
も
守
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
て
、
符
坂
座
に

お
い
て
は
、
　
一
乗
院
へ
も
、
年
貢
油
を
進
上
し
て
、
そ
の
販
売
独
占

権
を
守
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
文
明
十
七
年
五
月
二
十
一
口
条
）
。
ま
た
、

符
坂
座
の
新
座
と
し
て
、
奈
良
で
の
販
売
独
占
権
を
認
め
ら
れ
て
い

た
河
内
木
村
座
は
、
　
「
是
巨
多
之
得
分
之
故
鰍
」
　
（
文
明
ナ
ニ
年
一
月
二

＋
七
声
条
）
と
云
わ
れ
て
い
た
だ
け
あ
っ
て
、
衆
中
の
龍
田
に
は
油
五

斗
分
、
同
じ
く
森
本
寒
林
院
に
は
一
荷
別
に
五
升
宛
、
大
乗
院
門
跡

に
は
二
斗
分
の
年
貢
を
出
し
て
い
た
が
、
ま
だ
そ
の
他
に
、
　
「
西
北

院
、
円
満
院
、
蓮
花
院
歯
学
順
房
、
古
市
以
下
、
自
木
村
年
貢
取
之

仁
也
」
（
文
明
＋
一
年
九
月
二
＋
｝
面
心
）
と
云
わ
れ
、
ま
た
若
密
殿
も
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
方
々
に
年
貢
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
独
占
権
を
確
保
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
一

体
、
何
に
よ
っ
て
生
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
興
福
寺
一
両
門

跡
の
支
配
権
の
動
揺
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
、
符
坂

座
の
生
産
の
限
界
、
な
ら
び
に
新
し
く
国
内
所
帯
に
お
こ
っ
て
き
た
、

農
村
の
座
の
出
現
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
前
平
に
つ
い
て
は
、
後
章

に
ゆ
ず
り
、
以
下
に
お
い
て
後
者
を
中
心
と
す
る
、
中
世
後
期
の
動

き
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
符
坂
、
木
村
橋
座
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ

て
い
た
奈
良
市
中
の
油
販
売
は
、
長
禄
頃
に
は
、
農
村
に
お
こ
っ
て

き
た
箸
尾
油
シ
ホ
リ
の
痙
に
よ
っ
て
、
そ
の
独
占
も
お
び
や
か
さ
れ

る
に
い
た
る
。
こ
の
よ
う
に
農
村
に
お
こ
っ
て
き
た
座
は
、
在
地
土

豪
の
力
を
背
景
に
、
そ
の
地
域
一
帯
の
販
売
供
給
を
ひ
き
う
け
、
し
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か
も
こ
の
時
期
に
は
奈
良
へ
の
進
出
も
く
わ
だ
て
る
に
い
た
る
の
で

あ
る
。
次
に
、
こ
の
新
し
い
農
村
の
座
と
、
旧
来
か
ら
の
座
と
の
争

剋
を
、
先
に
あ
げ
た
、
符
坂
・
矢
木
両
座
の
、
応
永
・
文
明
両
度
の

争
論
を
通
じ
て
見
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。
文
明
の
争
論
の
裁
決
の

キ
メ
手
と
な
っ
た
の
は
、
応
永
の
争
論
決
着
後
の
矢
木
座
衆
の
晧
文

で
あ
っ
た
。
以
下
全
文
を
掲
げ
よ
　
う
（
文
明
元
年
＋
二
月
二
＋
六
日
条
訴

載
）
。

敬
白
　
天
罰
鼠
一

三
元
三
就
胡
弓
貿
送
事
、
符
坂
寄
人
等
訴
訟
事
畏
承
饒
也
、
所
詮
於
慮

A
フ
掃
以
後
［
〕
、
イ
ッ
ク
ノ
山
巾
二
一
ア
モ
僕
へ
、
符
坂
ノ
寄
人
二
蝋
静
二
一
ア
、

買
取
ル
事
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
錠
、
彼
寄
入
ヲ
本
ト
シ
テ
、
買
残
テ
繧
ハ
ン

胡
摩
ヲ
ハ
可
翼
之
候
、
次
二
不
可
繊
他
悶
之
山
事
、
畏
承
候
畢
、
可
存

悪
戦
候
、
乍
去
馬
ノ
一
割
裂
バ
町
屋
ニ
・
サ
シ
荷
ナ
ン
ト
ノ
事
ヲ
ハ
、

　
　
　
（
醗
）

可
瀞
駅
御
免
［
｝
、
ソ
レ
ヲ
ハ
可
仕
候
、
五
二
ト
モ
十
・
駄
…
ト
モ
不
可
綴
・
之
胤
隈
、

若
樹
条
々
偽
巾
福
福
、
奉
始
梵
天
・
三
尺
・
四
大
天
王
・
大
霞
本
悶
主

　
　
（
大
）

天
照
太
神
・
正
八
幡
宮
、
殊
ハ
春
日
大
開
神
・
七
堂
・
三
宝
、
洌
シ
テ

ハ
膚
円
堂
観
自
在
尊
惣
シ
テ
ハ
日
本
国
中
六
十
余
州
ノ
大
小
ノ
神
祇
の

御
罰
ヲ
、
各
々
ノ
身
二
可
蒙
測
候
、
砺
惣
請
文
状
如
件

　
　
応
永
十
二
年
九
月
十
四
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
道
　
　
源
三
鄭
　
藤
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
郎
　
　
五
藤
次
　
又
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
岡
　
　
藤
七
　
　
薪
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
四
郎
　
徳
法
師
各
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
近
次
郎
　
左
近
　
金
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
郎
各
在
判
別
三
三

　
す
な
わ
ち
応
永
の
争
論
は
、
矢
木
座
が
大
和
の
市
に
て
買
っ
た
胡

麻
を
他
国
へ
輸
出
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
胡
麻
高
値
を
嫌
っ
た
符
坂

座
が
訴
訟
を
お
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
て
そ
の
結
着
は
大
和
国

内
の
市
に
お
け
る
符
坂
座
の
胡
麻
購
入
優
先
権
、
矢
木
座
の
胡
麻
他

国
搬
出
　
制
限
を
認
め
て
、
符
坂
座
の
圧
倒
的
勝
利
、
矢
木
座
の
敗
北

に
終
っ
て
い
る
。

　
文
明
元
年
暮
に
は
じ
ま
っ
た
争
論
は
、
河
内
鼠
の
胡
麻
を
、
直
接

に
商
人
の
手
よ
り
符
坂
が
買
取
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
矢
木
座
が
抗

議
し
た
こ
と
に
よ
り
初
ま
っ
た
。
矢
木
座
の
主
張
は
、
他
国
へ
登
坂

の
春
が
出
向
い
て
胡
麻
を
仕
入
れ
る
こ
と
に
は
異
議
を
云
わ
な
い
が
、

他
国
の
商
人
を
奈
良
に
引
入
れ
る
の
は
矢
木
座
と
し
て
迷
惑
の
次
第

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
思
し
て
符
坂
は
応
永
の

起
請
文
を
提
幽
し
た
の
で
あ
る
。
門
跡
尋
尊
は
、
　
「
今
案
実
二
他
国
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商
人
ヲ
可
入
奈
良
井
国
中
条
不
可
重
事
也
、
店
者
他
国
商
人
又
公
事

ヲ
可
沙
汰
無
也
．
符
謡
扇
計
ナ
ラ
バ
、
行
向
テ
魚
取
事
由
、
此
期
文

他
国
商
人
ヲ
廉
潔
当
国
之
由
ヲ
ハ
不
二
老
也
、
晧
文
文
言
ト
只
今
沙

汰
問
答
ト
不
相
当
直
言
、
且
如
何
」
　
（
文
明
｛
兀
な
†
十
二
肩
二
十
｛
ハ
R
［
条
）
と

云
っ
て
い
る
。
し
か
し
翌
文
明
二
年
、
土
豪
古
市
筑
前
守
の
申
す
と

こ
ろ
に
よ
り
、
　
「
古
画
、
綿
心
急
、
符
坂
へ
持
入
御
ハ
、
為
矢
木
座

不
可
成
違
乱
候
、
論
外
別
在
所
へ
持
入
事
候
バ
バ
、
如
何
様
二
候
同

付
ヲ
モ
付
候
テ
、
為
矢
木
座
商
人
食
ヲ
画
面
上
之
由
、
可
有
御
成
敗

旨
申
堅
候
」
（
文
明
二
年
四
月
＋
四
日
条
）
と
い
う
結
着
に
な
り
、
他
国

の
荷
も
風
穴
へ
入
る
分
だ
け
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
ま
た

ま
た
矢
木
座
の
主
張
は
認
め
ら
れ
ず
、
敗
訴
に
終
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
二
度
の
争
論
か
ら
判
明
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
胡
麻
仲
買
専
門
の
、
す
な
わ
ち
、
原
料
の
仕
入
れ
販
売
の

座
と
し
て
の
矢
木
座
の
応
永
頃
か
ら
の
成
立
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
二
に
、
そ
の
矢
木
座
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
符
藤
野
の
圧
倒

的
優
位
を
保
つ
胡
麻
買
付
権
は
、
感
心
座
が
原
料
紘
入
れ
…
生
魚
一

販
売
の
過
程
を
一
案
で
も
っ
て
行
う
と
い
う
古
い
形
態
を
維
持
し
て

い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
か
か
る
符
坂
座
の
存
在

形
態
は
、
大
和
に
お
け
る
分
業
の
未
発
達
に
よ
る
微
証
と
み
る
べ
き

で
は
な
く
、
応
永
以
前
か
ら
の
矢
木
座
の
存
在
と
考
え
併
せ
れ
ば
、

古
く
か
ら
の
由
緒
あ
る
座
と
し
て
の
符
坂
座
の
保
守
的
な
形
態
維
持

の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
と
し
て
、
符
平
座
は
、
国
内

市
場
に
お
い
て
の
、
矢
木
座
に
優
先
す
る
胡
麻
買
付
権
、
他
国
商
人

よ
り
直
接
胡
麻
買
付
権
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
矢
木
座
の

胡
麻
販
売
先
は
、
符
坂
座
以
外
に
、
そ
の
大
部
分
を
有
し
た
と
し
か

　
　
　
　
　
　
　
鰺
　
　
　
　
　
　
　
⑲

考
え
ら
れ
ず
、
豊
田
、
佐
々
木
両
茂
の
云
わ
れ
る
暑
く
、
矢
木
座
の

最
大
の
顧
客
が
二
曲
座
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

胡
麻
仲
買
座
と
し
て
の
矢
木
座
の
成
立
は
、
箸
尾
油
シ
ホ
リ
の
座
と

云
っ
た
、
農
村
に
新
た
に
興
っ
て
き
た
油
生
産
の
座
の
成
立
を
前
提

と
し
た
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
に
符
坂
座
と
は
別
個
に
、

原
料
仕
入
れ
、
生
産
、
販
売
等
を
分
化
せ
し
め
た
、
座
の
成
立
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
座
が
、
農
村
に
お
け
る
商
晶
経

済
の
発
展
の
結
果
と
し
て
お
こ
っ
て
き
た
こ
と
は
、
大
和
在
々
所
々

に
お
け
る
、
簾
篇
、
薦
、
櫓
物
作
り
、
菅
笠
作
り
、
そ
の
他
、
農
間

副
業
と
し
て
の
商
品
生
産
の
座
の
存
在
、
ま
た
、
佐
々
木
氏
が
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
反
銭
や
公
事
の
銭
納
豆
の
問
題
か
ら
推

定
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
事
実
、
抽
商
売
に
お
い
て
は
、
警
尾
と

は
別
に
、
片
岡
、
吉
田
地
下
人
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
し
（
文
正
元
年
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＋
二
月
＋
二
尉
条
）
、
矢
木
座
に
対
す
る
新
儀
非
法
と
し
て
、
森
屋
、
結
崎
、

龍
田
等
の
住
人
が
訴
え
ら
れ
て
お
り
（
長
禄
三
年
八
月
＋
五
β
条
）
、
国
内

所
女
に
お
け
る
油
生
産
の
状
態
を
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
生
産
と
販
売
の
分
離
は
、
生
産
力
の
発
展
の

結
果
で
あ
っ
て
、
分
業
の
進
展
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
分
離

が
進
展
す
る
方
向
と
し
て
は
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、
符
上
座
自
身
が
、
自
己
発
展
の
過
程

に
お
い
て
、
生
産
部
門
と
流
通
部
門
に
分
裂
し
て
い
く
と
い
う
過
程

で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
こ
の
矢
木
座
や
箸
尾
油
シ
ホ
リ
の
座
な
ど
の

よ
う
な
新
興
の
農
村
手
工
業
の
分
化
の
場
合
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

か
か
る
生
産
と
販
売
の
分
離
が
、
前
者
の
よ
う
な
形
を
と
ら
ず
、
後

者
の
よ
う
な
形
で
進
展
し
た
こ
と
は
実
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
っ
て
、

農
民
経
済
に
よ
り
密
着
し
た
農
村
手
工
業
が
、
座
と
い
う
形
を
と
る

に
も
せ
よ
、
旧
来
の
特
権
的
手
工
業
を
追
い
こ
し
て
発
展
し
て
行
く

の
で
あ
っ
た
。

　
と
も
あ
れ
、
か
か
る
生
産
部
門
と
流
通
部
門
と
の
分
離
は
、
生
産

力
の
発
展
の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
過
程
は
ま
た
逆
に
、
生
産
力
を
発

展
さ
せ
る
か
ら
、
こ
の
魚
座
の
質
置
、
当
然
、
農
村
手
工
業
の
優
位

性
が
考
え
ら
れ
る
。
時
代
が
下
っ
て
、
長
享
頃
に
な
る
と
、
心
証
座

も
、
矢
木
座
か
ら
胡
麻
を
買
い
入
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
な

わ
ち
、
符
坂
座
は
、
応
永
・
文
明
両
度
の
争
論
に
よ
っ
て
か
ち
得
た

と
こ
ろ
の
矢
木
座
に
対
す
る
胡
麻
購
買
優
先
権
を
、
自
ら
放
棄
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
符
坂
座
の
勢
力
減
退
、
分
業
形
態
へ
の
立
ち
遅
れ
の

原
因
は
、
　
一
つ
に
は
、
符
坂
座
の
有
し
て
い
た
販
路
が
、
奈
良
市
中

の
多
く
は
寺
社
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
寺
社
で
の

油
必
要
量
は
中
世
を
通
じ
て
、
そ
れ
程
増
加
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、

奈
良
は
、
国
庫
の
中
心
と
し
て
発
展
し
た
と
は
云
え
、
京
都
な
ど
と

は
ち
が
い
、
そ
れ
な
り
の
限
界
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
ま
し
て
大
き
か
っ
た
の
は
、
油
は
、
こ
の
時
代
す
で
に
灯
油
と

　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
一
般
に
普
及
し
、
市
場
が
増
大
し
た
の
で
あ
る
が
、
農
村
を
主

と
す
る
こ
の
広
汎
な
需
要
に
対
応
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
雑
事
記
を
通
じ
て
見
る
こ
と

が
で
き
る
生
産
部
門
と
販
売
部
門
の
分
化
の
例
は
、
火
鉢
造
り
座
に

対
す
る
京
都
向
け
販
売
業
者
と
し
て
の
火
鉢
造
り
魚
座
、
乙
木
萱
簾

篇
座
に
対
し
て
、
京
都
向
け
輸
出
専
門
売
手
座
と
し
て
の
奈
良
座
、

そ
れ
に
、
生
産
専
門
の
田
原
本
櫓
物
座
に
対
す
る
そ
の
三
物
の
売
手

座
と
し
て
の
箸
尾
の
坂
手
座
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
検
物
な
ど
の
よ
う
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に
農
民
的
商
贔
に
も
な
り
う
る
も
の
は
、
奈
良
に
お
け
る
櫓
物
師
座

と
は
甥
燗
に
、
農
村
に
興
っ
て
き
た
座
が
分
化
を
示
す
と
い
う
形
を

と
る
に
ひ
き
か
え
、
火
鉢
の
よ
う
に
一
こ
の
火
鉢
は
い
わ
ゆ
る
奈

良
風
炉
を
主
と
す
る
と
思
わ
れ
る
！
i
奈
良
、
京
都
を
需
要
の
最
大

と
す
る
商
晶
は
、
特
権
約
都
市
手
工
業
内
部
で
分
化
を
遂
げ
る
に
い

た
る
の
で
あ
る
。
乙
木
簾
の
よ
う
に
、
農
村
手
工
業
で
あ
り
な
が
ら

も
、
農
民
層
の
需
要
を
も
た
ぬ
、
同
じ
く
、
京
都
、
奈
良
向
け
商
赫

は
、
奈
良
の
簾
屋
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
問
屋
欄
的
家
内
工
業
の
枠
内

に
は
め
こ
ま
れ
る
と
い
っ
た
形
で
の
分
化
を
示
す
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
漁
塵
の
場
脅
も
、
油
の
、
こ
の
時
期
、
農
村
に
お
け

る
需
要
の
増
大
を
背
景
と
し
て
は
じ
め
て
、
農
村
に
お
こ
っ
て
き
た

新
興
油
座
の
機
能
分
化
、
発
展
、
符
坂
瀬
座
の
停
滞
と
い
う
事
態
が

解
釈
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
都
市
商
工
業
、
農
村
商
工
業
は
と
も
に
、
そ
れ

ぞ
れ
に
応
じ
た
形
態
に
よ
っ
て
、
生
産
、
流
通
の
分
化
の
過
程
を
歩

む
に
い
た
る
。
そ
れ
が
中
世
後
期
、
大
和
に
お
け
る
商
工
業
の
一
塁

的
趨
勢
で
あ
っ
た
。
か
か
る
商
工
業
座
は
、
と
も
に
領
主
権
力
に
よ

っ
て
、
特
権
を
獲
得
し
、
そ
れ
ぞ
れ
生
産
一
流
通
部
門
を
通
じ
て
独

煮
ル
ー
ト
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
型
で
は
中
世
的
特
色
で
あ

っ
た
と
云
え
る
が
、
市
場
販
売
の
み
を
陪
的
と
し
、
　
一
定
額
の
公
事

銭
納
入
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
域
の
販
売
権
、
販
売
独
占
権
を
得
た
点
、

も
は
や
符
製
油
座
に
見
ら
れ
る
ご
と
き
、
人
身
従
属
、
不
定
額
の
奉

仕
等
に
表
明
さ
れ
る
寄
人
、
神
人
約
山
衆
の
実
態
と
は
程
遠
く
、
質

も
異
る
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
油
土
を
初
め
と
す
る
手
工
業
関
係
の
座
に
お
け

る
機
能
分
化
i
座
商
試
問
に
お
け
る
分
業
関
係
の
進
展
は
、
生
産
部

門
と
流
通
部
門
の
分
離
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
が
、
商
業
専
門
の
座

に
お
い
て
は
、
か
か
る
機
能
分
化
は
、
問
屋
と
小
売
、
又
は
運
送
商

人
…
馬
借
と
云
っ
た
形
で
の
分
化
と
し
て
行
わ
れ
た
。
次
に
、
か
か

る
形
態
の
具
体
例
と
し
て
、
大
和
の
塩
座
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と

　
　
彩

に
す
る
。

　
雑
事
記
に
記
載
さ
れ
る
文
正
頃
、
大
和
に
は
所
々
に
塩
座
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
、
大
乗
院
門
跡
方
に
は
正
妃
院
塩
座

と
称
す
る
も
の
が
あ
り
、
本
座
と
し
て
の
聞
屋
四
ヵ
所
と
、
鋼
に
振

売
を
な
す
シ
タ
ミ
の
座
が
あ
っ
た
。
こ
の
塩
座
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

小
野
晃
嗣
氏
「
興
福
寺
塩
座
衆
の
研
究
」
、
　
豊
田
武
氏
「
大
和
の
諸

⑳座
」
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
重
複
を
さ
け
て
劣
略
し
、

論
旨
に
必
要
な
点
だ
け
に
止
め
た
い
。
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さ
て
、
こ
の
本
座
と
い
う
の
は
、
問
屋
と
称
し
て
い
る
が
、
そ
の

実
態
は
簾
を
升
計
で
所
々
十
方
に
売
る
も
の
で
、
こ
の
問
屋
の
外
は

奈
良
中
商
売
を
禁
止
し
た
が
、
南
市
、
北
市
、
中
市
で
は
市
座
役
を

沙
汰
し
て
い
る
の
で
、
市
日
に
は
問
屋
よ
り
塩
を
う
け
と
っ
て
売
る

こ
と
を
許
可
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
タ
ミ
の
座
と
い
う
の

は
、
下
箕
の
座
で
あ
り
、
箕
に
塩
を
入
れ
て
か
つ
ぎ
、
振
売
を
な
す

も
の
で
あ
っ
た
（
文
蕉
元
年
閣
二
月
＋
九
漏
条
）
。
こ
の
本
座
と
シ
タ
ミ
の

座
と
の
関
係
は
、
小
野
氏
、
豊
田
氏
と
も
に
、
本
座
衆
は
問
屋
の
み

で
あ
り
、
シ
タ
ミ
痙
は
他
の
史
料
に
座
衆
と
し
て
嶺
て
く
る
も
の
と

同
二
で
、
そ
の
小
売
入
の
座
で
あ
っ
て
、
聞
屋
の
塩
を
う
け
て
行
商

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
蓋
を
得
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
闘
屋
は
、
市
座
の
も
の
、
シ
タ
、
、
、
の
も
の

に
塩
を
卸
す
と
と
も
に
、
自
身
屋
内
売
を
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
文
明
頃
に
は
、
シ
タ
ミ
の
下
衆
は
徐
だ
に
定
着
す
る
傾

向
を
有
し
、
「
正
願
院
座
塩
座
シ
タ
ミ
ノ
座
ノ
居
座
ノ
事
」
に
よ
れ

ぎ
（
文
明
五
年
五
月
二
十
九
意
思
）
、

　
　
　
正
二
院
慮
に
庸
様
幣
％
シ
タ
ミ
ノ
申
魔
ノ
腿
刺
斗
酒
必
事

　
　
　
　
死
寺

　
　
一
、
三
郎
次
郎
、
摩
羅
次
郎
太
郎
、
共
子
春
若
丸
、
以
上
三
代
贋
座
ノ

　
　
　
塩
売
也
、
屋
形
テ
カ
ヰ
ノ
牢
獄
ア
リ

　
　
　
　
浄
土
　
　
　
　
　
脇
戸
　
　
　
　
　
岡
醒

　
　
一
、
五
郎
、
三
子
ヲ
イ
三
郎
五
郎
、
三
子
彦
三
郎
、
以
上
三
代

　
　
　
　
高
畠

　
　
一
、
左
循
門
次
郎
其
子
衛
門
次
郎
、
以
上
二
代

　
　
　
　
扁
螺
ノ
辻
『
十
・
　
　
　
　
池
ノ
ハ
タ

　
　
一
、
七
郎
次
郎
　
　
．
一
、
源
五
郎

　
　
　
　
今
窪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賦
脚
ノ
辻
蝉
†
　
　
口
無
院
ノ
辻
ニ
テ
齋
％

　
　
一
、
清
次
郎
　
　
　
一
、
八
郎
次
郎

　
　
　
　
井
上
　
　
　
　
　
ニ
サ
カ

　
　
一
、
蹴
納
瓢
一
郎
　
　
　
一
、
　
六
郎

　
　
　
廟
以
上
是
等
人
数
代
々
居
座
ソ
塩
売
ノ
箏
分
明
喉

　
　
　
　
文
明
五
年
癸
巳
五
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
中
院
　
　
　
　
　
　
賠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
郎
五
郎
判
　
　
十
郎
判

　
　
　
　
　
　
　
　
重
三
　
　
　
　
　
　
脇
芦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
的
即
四
鰍
搾
判
　
　
　
五
郎
次
郎
判
．

代
々
と
い
っ
て
も
古
い
も
の
で
三
代
で
あ
る
が
、
居
座
の
塊
売
と
し

て
九
入
の
名
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
振
売
の
小
売
店
舗
と

し
て
の
定
着
は
、
問
屋
を
し
て
純
粋
に
問
屋
と
し
て
機
能
す
る
に
い

た
ら
し
め
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
正
願
力
仁
座
衆
の
内
部
構

造
を
さ
ら
に
く
わ
し
く
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
明
応
元
年
壬
十
月
九
擬
条
に
し
た
が
え
ば
、

　
　
一
分
自
駄
屋
方
々
ユ
下
之
其
衆
又
毎
月
百
文
分
塩
上
之

と
あ
っ
て
、
こ
の
駄
麗
は
問
麗
の
意
と
思
わ
れ
る
が
、
駄
屋
股
問
屋

よ
り
方
々
の
座
衆
に
塩
を
お
ろ
し
、
そ
の
衆
が
塩
を
小
売
し
、
座
役

と
し
て
一
〇
〇
文
分
の
塩
を
毎
月
門
跡
方
に
納
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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こ
れ
は
．
　
「
正
願
院
方
塩
座
衆
申
、
趨
問
屋
至
座
中
之
塩
送
駄
之
時

…
…
」
（
文
明
七
年
四
月
九
月
条
）
と
い
う
文
言
に
よ
っ
て
も
確
め
う
る

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
に
は
、
問
屋
と
小
売
と
の
明

確
な
分
離
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
屋
は
こ
の
当
時
、
三
ヵ
所
又

は
四
ヵ
所
あ
っ
た
よ
し
で
あ
る
が
、
こ
の
問
屋
と
座
衆
と
の
関
係
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
残
念
な
が
ら
語
る
史
料
を
も
た
な

い
。
た
だ
推
測
さ
れ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
問
屋
が
独
占
に

関
し
て
強
力
な
主
導
権
を
も
ρ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
た
塩
は
ど
の
よ
う
に
し
て
奈

良
に
入
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
同
じ
く
明
応
元
年
閏
十
月
九
日
条
に
よ

れ
ば
、

　
　
一
分
雪
駄
売
買
立
野
以
下
馬
今
入
奈
炎
、
一
疋
別
公
事
馬
口
銭
進
上
、

　
　
自
認
書
取
進
之

と
あ
り
、
ま
た
文
明
五
年
四
月
二
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
群
）

　
　
抑
二
四
岩
百
二
十
疋
也
、
平
郡
郡
立
野
、
龍
田
、
世
屡
以
下
者
共
商
売

　
　
也
、
此
内
三
十
疋
ハ
一
乗
院
三
座
自
専
也
、
其
余
ハ
当
座
衆
大
乗
院
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
自
生
也
、
月
迫
二
馬
一
疋
一
一
百
文
宛
年
貢
幽
之
、
自
問
方
一
貫
　
　
文

　
　
㎜
目
叶
馴
二
戸
進
ウ
ん
、
甘
バ
余
一
握
四
得
△
刀
懸
、
近
立
小
目
一
白
一
一
十
認
凡
ハ
齪
州
之
皿
瓜
々
、

　
　
（
問
）

　
　
此
間
ハ
大
乗
書
方
ハ
二
入
西
御
門
二
㎜
人
、
紀
寺
二
…
入
、
…
乗
院
ハ
｝

　
　
人
誤
配
二
在
之
云
々

塩
は
堺
を
初
め
と
し
て
所
々
よ
り
奈
良
へ
運
び
込
ま
れ
た
が
、
，
下
駄

は
一
二
〇
疋
に
男
茎
さ
れ
て
い
た
。
此
塩
駄
運
送
の
商
売
に
は
、
平

群
郡
の
立
野
、
龍
田
、
世
屋
の
も
の
ど
も
が
従
事
し
て
い
た
。
此
一

二
〇
疋
の
う
ち
三
〇
疋
は
一
乗
院
方
の
斎
座
衆
が
支
配
し
て
い
た
が
、

九
〇
棲
分
は
大
乗
院
方
の
道
路
衆
の
支
配
分
で
あ
っ
た
。
運
送
の
も

の
か
ら
は
月
迫
に
馬
一
匹
に
つ
き
百
文
宛
の
年
貢
を
出
し
た
が
、
こ

の
内
一
貫
三
余
は
門
跡
に
納
め
、
残
り
は
塩
問
の
得
分
と
な
っ
た
。

し
か
し
近
頃
は
一
二
〇
匹
も
な
い
と
い
う
事
情
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。　

堺
か
ら
大
和
へ
の
道
筋
に
あ
た
っ
て
、
交
通
の
便
の
よ
い
と
こ
ろ

に
住
む
、
立
野
、
龍
田
、
鍋
屋
の
も
の
ど
も
が
従
事
し
て
い
た
塩
駄

運
送
は
単
な
る
運
送
業
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
単
な
る
運
送
業
と

し
て
は
、
矢
木
に
は
駄
賃
座
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
存
在
も

考
え
ら
れ
る
が
、
駄
賃
馬
で
あ
っ
た
な
ら
、
塩
問
屋
か
ら
駄
賃
を
支

払
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
反
対
に
、
立
野
以
下
の
者
共
か
ら
塩

駄
に
対
し
て
一
疋
に
つ
き
百
文
の
年
貢
を
払
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
第
一
に
、
堺
は
じ
め
所
々
か
ら
奈
良
へ
塊
を
持
ち
運
び
問
屋
へ

つ
け
る
商
売
を
立
野
以
下
の
者
共
が
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
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れ
る
。
そ
れ
は
、

　
　
一
、
立
野
・
龍
田
・
片
岡
代
宮
上
洛
、
塩
駄
事
、
五
介
所
春
共
致
其
沙

　
　
汰
処
、
先
浸
他
所
者
売
買
云
々
、
以
外
子
細
也
（
文
明
元
年
十
二
月
五
日
条
）

に
売
買
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
そ
の

商
売
の
権
利
は
、
最
初
、
奈
良
の
聞
屋
が
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
立
野
以
下
の
住
人
に
ゆ
ず
り
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
一

疋
に
百
文
宛
の
年
貢
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
事
実
を
示
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
は
じ
め
は
奈
良
の
問
屋
が
堺
以
下

写
声
の
塩
を
買
入
れ
、
奈
良
へ
持
運
び
、
奈
良
に
て
売
却
す
る
と
云

っ
た
、
仕
入
れ
、
運
送
、
小
売
を
兼
帯
し
て
い
た
も
の
が
、
配
下
に

小
売
商
人
を
ひ
か
え
て
問
屋
と
な
る
と
と
も
に
、
仕
入
れ
、
運
送
の

権
利
を
年
貢
を
と
っ
て
他
人
に
貸
与
し
、
．
名
実
共
に
問
屋
と
し
て
商

業
ル
ー
ト
の
中
枢
に
す
わ
る
事
清
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
中
世
初
期
に
は
、
仕
入
れ
、
運
送
、
小
売
を
兼

帯
し
て
い
た
奈
良
の
塩
座
は
、
す
で
に
文
明
前
後
、
運
送
、
間
騰
、

小
売
の
別
に
分
化
を
示
し
て
お
り
、
更
に
小
売
店
舗
の
成
立
を
さ
え

見
る
に
い
た
っ
て
い
た
事
情
を
説
明
し
え
た
と
考
え
る
。

　
そ
れ
で
は
次
に
、
こ
れ
ら
の
座
衆
の
内
部
組
織
に
つ
い
て
触
れ
る

こ
と
に
し
よ
う
。
シ
タ
ミ
の
座
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
に
よ
っ
て
、

大
体
、
そ
の
内
部
組
織
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
五
十
二
燈
如
例
年
鶴
座
御
油
、
件
御
浪
ハ
当
門
跡
之
高
座
衆
沙
汰
也
、

　
　
一
升
嚢
羅
、
弄
者
＋
合
、
怨
毒
裏
漏
輝
々
進
之
、
座
衆
共

　
　
沙
汰
也
、
一
心
徳
分
在
之
竪
堀
云
々
、
当
時
一
騰
ハ
井
上
エ
在
之
云
々
、

　
　
（
文
明
十
年
二
月
十
五
日
条
）
．

と
あ
る
。
こ
の
文
書
の
限
り
で
は
、
こ
の
搬
座
が
本
座
を
示
す
か
、

シ
タ
ミ
座
を
示
す
か
明
瞭
で
は
な
い
が
、
文
明
二
年
の
同
じ
く
二
月

十
五
日
条
に
舎
利
講
醤
油
と
七
て
、
こ
の
二
升
油
を
シ
タ
ミ
の
座
が

沙
汰
す
る
略
の
と
し
て
繊
て
い
る
か
ら
、
シ
タ
ミ
の
座
の
こ
と
で
あ

る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
ま
た
そ
の
と
き
に
シ
タ
ミ
の
座
の
こ
と

と
し
て
、
　
「
但
惣
座
妻
戸
不
申
入
、
両
沙
汰
老
歎
申
入
者
也
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
シ
タ
ミ
の
座
に
お
い
て
は
、

冠
座
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
も
ち
、
ま
た
薦
次
に
よ
っ
て
、
　
薦
ま

た
は
両
沙
汰
者
の
よ
う
な
責
任
者
の
選
出
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
呂
衆
内
部
に
お
け
る
フ
ラ
ッ
ト
な
構
成
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
シ
タ
ミ
の
座
は
振
売
で
あ
る
の
で
、

「
伽
座
衆
人
数
不
定
也
」
と
云
わ
れ
て
お
り
、
運
送
、
仕
入
等
に

お
け
る
聞
屋
層
の
独
占
が
貫
徹
し
て
お
り
、
そ
の
問
屋
塩
の
卸
を
受

⇔
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
振
売
の
範
囲
に
お
い
て
は
比
較
的
自
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由
な
商
業
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
ら
ば
、
本
座
衆
の
内
部
組
織
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
的

に
す
こ
ぶ
る
明
瞭
で
は
な
い
。
す
で
に
文
明
当
時
、
問
屋
は
運
送
商

人
を
分
離
し
、
華
下
に
小
売
商
人
を
し
た
が
え
て
い
る
。
小
売
商
人

で
あ
る
シ
タ
ミ
の
座
衆
を
、
前
述
明
応
元
年
閏
十
月
九
β
条
に
お
け

る
、
百
文
分
の
年
貢
塩
を
納
入
し
た
「
座
中
」
と
詠
じ
も
の
と
考
え

る
な
ら
ば
、
痙
の
内
部
組
織
は
本
座
、
シ
タ
ミ
座
の
両
者
を
含
ん
だ

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
問
屋
与
シ
タ
ミ
座
中
各
別
二
年

貢
進
之
」
　
（
文
明
＋
七
年
八
月
＋
六
日
条
）
と
い
わ
れ
て
お
り
、
年
貢
は
別

だ
に
納
め
た
の
で
、
座
の
組
織
も
別
個
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前

述
の
シ
タ
ミ
座
の
内
部
緯
織
に
つ
い
て
あ
げ
た
文
明
十
年
の
史
料
も
、

年
貢
上
納
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
弘
願
院
座
と
し
て
の

ま
と
ま
り
は
も
ち
な
が
ら
も
、
本
座
と
シ
タ
ミ
座
は
別
個
の
組
織
を

も
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
座
と
し
て
は
、
一
応

別
欄
の
組
織
を
も
ち
な
が
ら
も
、
闇
屋
は
商
贔
流
通
の
ル
ー
ト
の
中

枢
に
坐
っ
て
、
独
占
権
に
お
い
て
確
團
と
し
た
支
配
権
を
も
っ
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
か
か
る
問
屋
と
小
売
の
分
化
は
、
中
世
後
期
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
分
化
を
お
こ
す
以
前
に
お
け
る
座
の
組
織
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
（
、
た
ろ
う
か
。
こ
の
段
階
の
商
人
は
、
運
送
、
卸
売
、

小
売
が
未
分
離
で
一
夕
が
兼
帯
し
て
営
む
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
座

は
か
か
る
商
人
の
集
合
体
と
し
て
機
能
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
座
の
組
織
に
つ
い
て
は
史
料
的
に
明
確
で
は
な
い
が
、
前
稿
の

近
江
の
座
や
、
手
工
業
座
の
例
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
ま
た
、
シ
タ

ミ
の
座
に
お
け
る
よ
う
に
、
脇
戸
に
よ
る
平
等
な
、
入
座
年
齢
順
構

成
に
よ
る
組
織
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
油
座
の
例
を
引
用
す

れ
ば
、
矢
木
座
は
、
農
村
商
業
と
し
て
当
然
に
「
惣
座
」
と
し
て
の

ま
と
ま
り
を
も
っ
て
い
た
し
、
満
坂
座
に
お
い
て
も
、
　
「
座
一
算
」

（
感
慨
元
年
二
月
二
＋
九
臼
条
）
が
見
ら
れ
、
「
上
八
人
座
中
事
自
専
」
（
延

徳
八
年
三
月
＋
鳥
銃
条
）
と
云
わ
れ
て
い
る
の
は
、
繭
次
制
に
よ
る
組
織

を
示
し
、
　
「
上
八
人
」
は
、
近
江
の
座
に
お
け
る
年
寄
暦
と
若
衆
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

よ
う
な
年
寄
層
に
当
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
従
来
、
先
学
に
よ
っ
て
、
座
の
階
層
性
が
云
女
さ
れ
て
い
る
が
、

前
稿
に
お
い
て
も
触
れ
た
ご
と
く
、
階
層
性
の
表
現
と
し
て
あ
げ
ら

れ
た
繭
次
綱
は
、
入
座
年
齢
顯
を
示
す
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
平
等

性
原
理
を
前
提
と
し
て
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
繭
次

制
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
中
綬
の
座
の
組
織
は
フ
ラ
ヅ
ト
な
も

の
で
あ
っ
て
階
層
的
序
列
を
そ
の
内
部
に
は
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
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階
層
性
と
し
て
問
題
と
す
る
べ
き
な
の
は
、
座
の
構
成
員
と
、
座
に

ふ
く
ま
れ
な
い
他
の
人
間
と
の
間
に
お
け
る
階
層
性
で
あ
る
と
考
え

⑳
る
。　

座
内
部
の
問
題
と
し
て
は
、
座
構
成
員
聞
に
お
け
る
平
等
性
原
理

の
尊
重
に
よ
っ
て
、
階
層
分
化
こ
そ
が
舗
限
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

近
江
の
商
業
座
に
お
け
る
、
「
か
ま
ど
一
閥
に
馬
一
匹
あ
る
べ
く
候
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
う
よ
う
な
共
同
体
的
規
制
が
、
座
の
発
展
に
と
っ
て
重
視
す
べ

き
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
座
内
部
に
お
け
る
男
芸
分
化

の
傾
向
は
、
機
能
分
化
の
傾
向
と
網
ま
っ
て
激
し
く
な
っ
て
行
く
の

で
あ
る
。
問
屋
と
シ
タ
ミ
の
座
と
の
分
離
は
、
そ
れ
を
物
語
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
点
播
の
よ
う
に
、
座
の
組
織
と
し
て
別
個
の
も
の
に

分
離
し
、
商
業
ル
ー
ト
の
独
占
強
化
に
よ
っ
て
、
外
か
ら
座
全
体
を

支
配
し
て
い
く
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
座
内
部
に
階
層
分

化
を
内
包
し
た
ま
ま
、
問
屋
層
が
座
頭
と
し
て
権
限
を
に
ぎ
る
場
合

も
考
え
ら
れ
る
。
手
工
業
座
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
と
同
様
に
、
座

頭
職
、
問
職
と
い
う
形
で
、
売
翼
の
対
象
と
な
る
に
い
た
る
、
い
わ

ゆ
る
座
に
お
け
る
職
の
分
化
は
、
す
べ
て
こ
の
階
層
分
化
の
結
果
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
、
従
来
、
通
説
と
し
て
い
わ
れ
て
い
た
の
と
は
逆
．

に
、
平
等
的
共
同
体
的
原
理
に
も
と
つ
く
内
部
構
成
が
、
中
世
遷
座

的
構
成
で
あ
っ
て
、
職
に
体
現
さ
れ
る
階
層
的
支
配
一
財
産
権
的

な
も
の
に
転
化
す
る
一
は
、
そ
れ
の
崩
れ
た
と
こ
ろ
が
ら
出
て
き

た
も
の
と
考
え
る
。

　
以
上
、
油
座
、
塩
座
を
通
し
て
、
煩
を
い
と
わ
ず
論
述
し
た
と
こ

ろ
を
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
中
世
初
期
に
成
立

し
、
庄
園
体
制
に
適
合
す
る
商
品
経
済
を
体
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、

寄
人
・
神
人
的
都
市
商
工
業
座
は
、
庄
園
領
主
に
人
身
的
に
従
属
す

る
も
の
で
あ
り
、
不
定
額
の
随
時
の
奉
仕
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
と

も
に
、
課
役
免
除
に
代
表
さ
れ
る
特
権
を
愉
し
た
こ
と
に
、
そ
の
特

質
を
有
し
た
。
彼
ら
は
領
主
に
従
属
し
、
特
権
を
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
農
業
よ
り
分
離
し
て
、
専
業
の
商
工
業
者
と
し
て
存
在

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
ら
の
商
工
業
活
動
は
、
生
産
と
販
売
、
ま

た
は
仕
入
れ
、
運
送
、
小
売
の
機
能
分
化
が
な
さ
れ
ず
、
　
一
難
が
兼

帯
す
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
座
と
し
て
の
組
織
は
、

成
員
枳
互
に
お
け
る
平
等
性
原
理
を
基
本
と
す
る
構
成
を
有
し
て
い

た
。　

こ
れ
に
対
し
て
、
商
醸
経
済
の
発
展
は
、
新
興
の
商
工
業
者
を
広

汎
に
出
現
さ
せ
、
旧
来
か
ら
の
座
の
特
権
強
化
の
動
き
は
、
か
か
る

新
興
の
商
工
業
者
を
も
座
と
し
て
の
特
権
団
体
に
編
成
せ
し
め
る
。
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こ
の
後
段
階
に
お
け
る
座
は
、
商
品
流
通
に
お
け
る
販
売
権
、
独
占

権
の
獲
得
と
い
う
面
で
の
み
、
領
主
と
接
触
し
、
定
額
公
事
を
納
入

す
る
と
い
う
点
に
特
色
を
有
し
て
お
り
、
領
主
に
対
す
る
人
身
従
属

は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
前
段
階
の
寄
人
・
神
人
的

座
衆
、
ま
た
は
給
田
附
与
の
手
工
業
者
等
の
商
工
業
座
と
、
こ
の
座

と
の
間
に
は
質
的
な
差
異
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
か
る
座
も

蜜
初
は
、
構
成
員
相
互
の
平
等
な
共
同
体
的
規
制
を
、
そ
の
内
部
組

織
に
も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
商
融
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
く
ず
れ

ざ
る
を
得
ず
、
階
層
分
化
は
機
能
分
化
と
相
ま
っ
て
進
展
す
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
と
流
通
、
問
屋
と
小
売
と
云
っ
た
形
で
の

分
化
が
進
行
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
過
程
は
同
時
に
、
農
民
的
商
愚
経
済
の
発
展
に
も
と
づ
き
、

農
民
の
農
問
余
業
と
し
て
の
商
工
業
従
事
に
よ
る
農
村
商
工
業
座
の

成
立
、
発
展
の
過
程
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
機
能
分
化
は
、
職

種
の
性
格
に
よ
り
、
．
次
の
三
通
り
の
過
程
を
と
っ
て
行
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、

①
都
市
商
工
業
座
間
に
お
け
る
機
能
分
化
の
過
程

②
農
村
商
工
業
座
間
で
の
機
能
分
化
の
過
程

③
農
村
手
工
業
座
に
対
す
る
都
市
特
権
商
人
に
よ
る
問
屋
的
支
配

以
上
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
③
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
、
①
②
の
ど
ち

ら
の
場
禽
を
と
っ
て
も
、
い
ず
れ
は
、
商
人
に
よ
る
手
工
業
者
に
対

す
る
支
配
が
貫
徹
し
て
ゆ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
①
清
水
三
男
氏
「
中
世
の
座
の
性
質
に
つ
い
て
」
『
中
世
社
会
の
基
礎
構
造
』
所

　
　
収
。

　
②
赤
松
俊
秀
氏
「
座
に
つ
い
て
」
『
史
林
』
三
七
巻
冨
写
。

　
③
黒
田
俊
雄
氏
「
中
世
の
村
落
と
座
」
『
神
戸
大
教
育
学
蔀
集
録
魅
二
〇
号
。

　
④
　
簗
寄
稿
「
中
世
手
工
業
座
の
構
造
」
　
『
歴
史
学
研
究
』
二
七
二
号
。

　
⑤
遠
藤
元
男
氏
『
日
本
職
人
史
の
研
究
』
さ
し
づ
め
「
職
入
の
組
識
と
し
て
の
座

　
　
の
一
考
察
」
。

　
⑥
清
水
三
男
氏
前
掲
論
文
。

　
⑦
　
津
田
武
士
は
座
を
多
颪
「
的
に
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
究
明
さ
れ
て
い
る
が
、
な

　
　
お
具
体
的
に
分
析
す
べ
き
問
題
は
多
い
。

　
⑧
『
歴
史
地
理
』
六
四
巻
三
・
四
号
。

　
⑨
　
　
『
経
済
学
季
報
』
十
七
号
。

　
⑩
　
　
『
奈
良
市
史
』
。

　
⑪
　
東
大
寺
文
書
疵
陽
（
京
火
影
写
本
）
。

　
⑫
奈
良
お
よ
び
圃
中
の
検
断
の
執
行
権
を
も
つ
護
符
衆
徒
を
さ
す
と
思
わ
れ

　
　
る
。

　
⑬
　
東
大
寺
文
需
錯
四
。

　
⑭
東
大
寺
文
書
蹴
五
。

　
⑮
　
年
欠
櫟
庄
東
大
寺
法
華
会
大
仏
供
舞
子
百
姓
交
名
断
簡
（
葉
大
寺
文
顎
骨
三
）

　
　
に
は
、
「
一
反
鶴
丸
一
乗
院
家
長
講
裳
重
量
寄
人
」
と
い
う
よ
う
に
、
三
人
の
一

　
　
乗
院
抽
寄
人
の
名
が
見
え
て
い
葡
。

　
⑮
　
永
島
福
太
郎
氏
前
掲
書
。
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⑰
　
座
の
生
産
・
販
売
能
力
に
よ
る
活
動
の
限
界
、
そ
れ
の
慣
智
化
と
い
う
条
件
、

　
後
期
に
お
い
て
は
実
力
蒋
と
し
て
の
土
豪
の
問
題
等
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

　
ろ
う
。

⑲
　
燈
田
氏
前
掲
論
文
。

⑲
　
佐
々
木
氏
前
掲
諭
文
。
氏
は
、
符
藁
座
が
矢
本
仲
買
座
か
ら
胡
麻
を
購
入
す
る

　
矛
薦
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
符
素
語
の
薩
接
購
入
の
騒
難
さ
に
、
理
由
を
、
求
め
て

　
お
ら
れ
る
が
、
さ
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
氏
も
矢
木
墜
の
胡
麻
販
売
先
と

　
し
て
国
内
一
般
油
商
人
の
存
在
を
指
摘
ざ
れ
て
い
る
。

⑳
　
佐
々
木
銀
弥
琉
門
荘
園
に
お
け
る
代
銭
嵩
鵠
の
成
立
と
展
開
」
（
『
中
世
の
推
会

　
と
経
済
』
）
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
問
題
に
な
る
の
は
、
農
属
自
身
の
換
貨
に
よ

　
る
銭
納
化
の
事
例
で
あ
る
。

⑳
　
柳
田
国
男
氏
「
声
量
の
火
」
　
「
油
と
行
鰐
扁
『
定
本
柳
綴
賑
男
集
』
第
什
～
巻
。

⑳
　
鼎
座
の
例
に
よ
つ
で
晃
た
ご
と
く
、
商
入
礎
は
、
生
産
と
販
売
の
座
の
離
離
と

　
い
う
機
能
分
化
に
よ
っ
て
、
手
工
業
座
か
ら
分
蹴
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
論

　
理
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
成
立
し
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
事
実
と
し
て
は
、
畿
内
に
お
け
る
商
人
座
の
｝
般
的
成
立
が
中
世
後
期

　
に
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
需
要
の
多
少
に
よ
り
、
職
種
に
よ
っ
て
は
、
岡
時
期
に

　
未
分
化
な
も
の
が
見
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
特
崩
の
品
種
、

　
例
え
ば
自
給
生
活
に
も
必
要
な
非
臼
給
必
需
品
と
し
て
の
塩
と
か
、
領
財
嚢
の
消

　
費
生
活
の
欲
求
に
答
え
る
も
の
、
著
華
車
、
材
木
等
に
つ
い
て
は
、
中
世
初
期
か

　
ら
専
業
の
商
人
の
座
を
存
在
せ
し
め
た
の
は
巌
然
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
領
主
で
あ
る
寺
社
貴
族
に
、
筆
入
、
供
御
人
、
寄
人
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
商

　
工
業
麿
の
中
に
は
、
中
批
初
頭
か
ら
専
業
の
商
人
団
体
と
し
て
の
座
も
存
在
す
る
。

　
紙
園
祉
の
綿
本
座
神
人
、
堀
川
の
材
木
商
人
等
は
、
そ
の
い
ち
ぢ
る
し
い
例
で
あ

　
っ
て
、
京
紅
で
の
売
買
の
み
に
た
ず
さ
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
商
人
座
の

　
性
格
は
、
中
世
後
期
に
手
工
業
纏
と
分
離
し
て
成
立
す
る
商
人
座
と
岡
じ
く
、
当

初
か
ら
、
市
場
販
売
の
み
を
欝
的
と
し
、
公
事
納
入
に
よ
っ
て
、
領
主
か
ら
特
権

を
附
与
さ
れ
た
も
の
と
は
決
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
手
工
業
者
が
領
主

へ
の
作
物
上
進
を
基
本
と
し
、
そ
の
余
鷹
品
を
売
買
し
た
ご
と
く
、
商
入
座
に
あ

っ
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
の
奉
仕
を
も
と
と
し
、
そ
の
余
暇
で
も
っ
て
商
業
を
鴬

む
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
は
じ
め
に
か
え
っ
て
、

神
人
、
無
人
（
供
御
入
）
、
寄
入
選
の
成
立
と
、
座
の
成
立
と
に
段
階
差
を
考
え

る
と
い
う
所
論
か
ら
も
考
え
轡
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
箸
入
、
寄
人
、
供
御
人
等

の
成
立
は
、
全
く
領
艶
と
の
入
身
従
属
関
係
に
よ
っ
た
が
、
彼
ら
が
商
業
活
動
に

従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
特
灌
を
ま
も
る
た
め
に
、
連
帯
組
織
と
し
て

の
座
が
成
立
す
る
に
い
た
る
。
し
た
が
っ
て
、
座
は
当
初
に
お
い
て
は
、
領
主
と

の
入
身
従
属
関
係
に
深
く
規
楚
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
中
世
初
頭
か
ら
存
在

し
た
商
人
座
が
、
奉
仕
を
も
と
と
し
た
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
成
立
の
過

狸
を
考
え
る
と
き
当
然
の
成
行
き
な
の
で
あ
る
。
京
都
上
京
の
商
業
を
押
え
た
㈱

府
駕
花
絹
座
と
な
ら
ん
で
、
下
京
の
商
業
を
糊
覇
し
た
の
は
、
紙
網
祉
の
神
入
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
神
人
は
、
祇
園
御
霊
会
に
お
け
る
神
曲
泰
仕
の
た
め
に
設
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
綿
繭
は
、
本
座
と
新
座
が
存
帯
し
、
す
で
に
康

永
二
年
、
そ
の
販
売
独
占
権
を
め
ぐ
っ
て
争
論
を
お
こ
し
て
い
る
が
、
い
ま
注
測

し
た
い
の
は
、
本
座
、
新
座
両
者
に
お
け
る
課
役
の
絹
違
で
あ
る
。
本
礎
は
町
入

と
称
す
る
定
住
痙
商
で
あ
る
が
、
下
鞍
御
供
神
人
と
し
て
保
延
年
間
建
立
を
由
緒

と
し
、
所
役
と
し
て
は
六
月
紙
園
会
祭
礼
の
と
き
に
、
四
条
高
倉
に
お
い
て
、
役

神
供
米
四
、
覧
○
岬
、
・
（
恐
ら
く
斗
ヵ
）
を
進
じ
、
ま
た
三
力
年
に
…
度
出
札
横

銭
を
繊
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
建
仁
年
間
建
立
を
称
す
る
新
座
散
在
神
人
は
、

毎
年
選
別
二
〇
〇
文
を
御
節
供
料
と
し
て
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ

て
、
本
座
は
あ
く
ま
で
神
人
と
し
て
の
祭
礼
奉
仕
が
燕
木
と
な
っ
て
い
る
の
に
短

し
、
新
訂
に
お
い
て
は
、
人
別
二
〇
〇
文
の
年
貢
銭
が
納
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
散
在
商
売
の
権
利
を
確
保
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
に
本
座
、
凝
座
の
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質
の
糖
違
を
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
σ

　
　
す
な
わ
ち
、
西
府
駕
与
丁
零
や
舐
園
心
嚢
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
醐
業
座
に
あ
っ

　
て
も
、
中
世
初
期
に
お
い
て
は
、
座
と
し
て
の
性
質
上
、
当
然
商
業
行
〃
為
を
伴
い

　
な
が
ら
も
、
神
人
、
供
御
人
、
寄
人
と
し
て
、
座
の
構
威
員
は
領
主
層
と
の
支
配

　
従
属
関
係
が
監
本
と
な
っ
て
い
た
。
中
農
を
逓
じ
て
の
商
品
経
済
の
発
展
は
、
こ

　
れ
ら
の
座
の
成
員
に
お
い
て
も
、
じ
ょ
じ
ょ
に
商
業
、
活
動
の
比
重
を
た
か
め
、
そ

　
れ
と
と
も
に
、
座
と
し
て
領
主
へ
の
依
存
度
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
独
自
性
を
も
つ

　
に
い
た
る
。
そ
れ
は
市
場
販
売
蒋
権
獲
得
の
た
め
に
公
事
を
納
入
す
る
と
い
う
、

　
領
主
と
契
約
関
係
に
な
っ
た
新
し
い
座
の
嵐
現
に
よ
っ
て
と
み
め
ら
れ
る
の
で
あ

　
っ
て
、
こ
の
経
緯
は
手
工
業
座
の
場
分
と
岡
様
で
あ
る
が
、
商
人
座
は
商
品
流
通

　
に
最
初
か
ら
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
関
係
上
、
手
工
業
座
ほ
ど
領
豊
と
の
支
配
従
属

　
関
係
が
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
謀
臣
は
商
人
座
の
場

　
合
に
も
貫
徹
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
か
か
る
商
入
座
の
内
部
構
造
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
近
江
保
内
座
を
中
心

　
と
し
た
、
筆
者
稿
「
中
世
樹
業
の
展
開
扁
『
日
ホ
史
研
究
』
五
一
号
参
照
。

⑳
『
寺
院
経
済
史
研
究
』
日
本
宗
教
史
研
究
会
編
。

㊧
識
⑧
に
罰
じ
。

⑳
厄
笠
田
稿
「
中
世
商
業
の
展
開
」
前
掲
。

㊧
従
来
、
三
二
性
を
問
題
に
ザ
る
場
含
、
こ
こ
に
混
乱
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

　
う
か
。
む
し
ろ
座
の
場
禽
、
そ
の
排
他
的
平
等
性
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ

　
う
か
。

⑳
　
商
業
資
本
の
発
展
に
と
っ
て
は
、
従
来
い
わ
れ
て
い
た
の
と
は
逆
に
、
商
人
絹

　
互
の
階
層
分
化
を
お
し
と
ど
め
る
共
岡
体
規
鯛
こ
そ
が
模
桔
と
な
る
の
で
あ
る
。

鰺
　
前
章
誰
⑥
参
照
。

第
三
章
　
領
国
経
済
の
成
立
と
そ
の
性
格

　
前
二
章
に
わ
た
っ
て
、
庄
園
領
主
経
済
と
座
と
の
関
係
、
座
の
内

部
構
造
と
、
主
と
し
て
座
の
問
題
に
限
定
し
て
考
察
し
て
き
た
が
、

本
章
に
お
い
て
は
、
か
か
る
座
の
性
格
転
換
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ

う
な
、
商
贔
経
済
の
変
質
の
問
題
を
、
市
場
構
造
を
中
心
と
し
て
、

と
り
あ
げ
て
行
き
た
い
と
思
う
。

　
古
代
律
令
湖
の
中
心
地
と
し
て
、
ま
た
、
中
世
庄
園
綱
に
お
け
る

庄
園
領
主
の
所
在
地
の
｛
つ
と
し
て
、
奈
良
が
隔
地
間
流
通
の
拠
点

と
し
て
、
比
較
的
早
く
か
ら
存
在
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

鎌
倉
末
期
、
一
乗
院
所
属
の
貝
新
座
寄
人
の
四
郎
が
、
信
濃
ま
で
鍬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
売
り
に
行
き
殺
さ
れ
た
と
い
う
著
名
な
事
実
は
、
爵
給
自
足
経
済

に
お
け
る
非
自
給
部
分
を
占
め
る
農
具
が
、
隔
地
聞
取
引
の
商
品
と

し
て
、
奈
良
と
地
方
を
結
ん
で
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
か
か
る
地
方
と
奈
良
と
を
結
ぶ
隔
地
間
商
品
流
通
の
存
在

の
史
料
を
、
不
幸
に
し
て
、
他
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
奈
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

大
工
の
地
方
出
張
の
例
や
、
河
内
丹
南
の
鋳
物
師
の
製
靴
で
あ
る
鐘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
、

が
、
地
方
に
普
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
大
体
の
と
こ
ろ
と

し
て
、
云
え
る
こ
と
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
奈
良
と
、
そ
の
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他
の
畿
内
諸
都
市
を
結
ぶ
流
通
は
早
く
か
ら
闇
け
て
い
た
よ
う
で
あ

り
、
殊
に
、
京
都
、
堺
と
の
そ
れ
は
著
し
か
っ
た
。
こ
れ
ら
も
、
自

給
経
済
に
お
け
る
非
自
給
部
分
と
し
て
の
塩
等
が
、
主
と
し
た
商
晶

で
あ
っ
た
。
奈
良
に
搬
入
さ
れ
た
塩
は
、
瀬
戸
内
海
地
帯
生
産
の
も

の
で
あ
り
、
そ
の
流
入
路
は
、
堺
か
ら
入
る
も
の
と
、
淀
を
経
て
、

木
津
か
ら
入
る
も
の
と
、
二
つ
を
数
え
ら
れ
、
堺
か
ら
の
ル
ー
ト
は
、

勢
野
、
龍
田
を
経
る
大
和
街
道
を
通
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

ル
ー
ト
は
、
塩
に
限
ら
ず
、
そ
の
他
の
商
昂
の
流
通
路
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
木
津
、
堺
の
商
人
は
、
興
福
寺
支
配
下
の
寄
人
、
神
人

と
し
て
、
そ
の
商
業
特
権
を
得
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
火
鉢
、

一
等
に
お
け
る
木
津
座
の
存
在
、
ま
た
、
堺
に
お
い
て
は
、
左
記
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

有
名
な
文
書
に
お
け
る
如
く
で
あ
っ
た
。

　
　
春
日
二
七
菜
備
進
齋
庄
神
人
等
印
堺
浦
魚
貝
売
買
瀧
事
、
依
有
吉
野
通

　
　
達
之
疑
、
近
日
被
停
批
之
聞
、
神
供
令
闘
如
云
々
、
所
申
無
裾
違
者
、

　
　
可
被
幽
玄
菜
売
買
、
着
又
有
子
継
者
、
可
被
注
申
之
状
、
依
稗
執
達
傭

　
　
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
師
直
）

　
　
　
　
　
　
雑
隅
嘉
夙
四
［
年
論
ハ
日
月
十
一
鐵
　
　
　
武
蔵
臨
惟
守
　
（
瀞
化
押
）

　
　
　
細
川
兵
部
三
韓
殿

そ
の
他
、
か
か
る
陥
地
霊
取
引
の
特
産
贔
と
し
て
、
著
名
な
も
の
に

ぱ
、
萱
簾
、
菅
笠
が
あ
る
。
菅
簾
は
乙
木
萱
簾
と
云
わ
れ
、
乙
木
応

近
辺
の
自
生
の
萱
に
よ
っ
て
製
作
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

永
年
間
、
京
都
『
一
円
の
簾
販
売
を
独
占
し
て
い
る
。
菅
笠
は
、
摂
津

深
江
近
辺
の
産
出
で
、
奈
良
に
輸
入
さ
れ
来
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

天
王
寺
、
堺
、
京
都
、
奈
良
と
、
そ
の
版
図
を
ひ
ろ
げ
て
お
り
、
特

産
晶
流
通
の
状
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
奈
良
は
、
畿
内
に
お
け
る
諸
都
市
と
を
結
ぶ
磁

界
給
製
品
、
特
産
品
流
通
の
一
つ
の
中
心
点
で
あ
っ
た
と
周
時
に
、

畿
内
先
進
地
域
の
一
環
と
し
て
、
地
方
と
の
隔
地
閣
流
通
の
結
節
点

と
し
て
も
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
奈
良

は
、
座
が
領
主
の
従
属
下
か
ら
抜
け
馨
し
て
独
素
的
発
展
を
示
し
、

新
し
い
商
品
経
済
が
、
旧
来
の
自
給
自
足
的
経
済
に
立
脚
す
る
庄
園

経
済
の
な
か
に
、
徐
女
に
浸
透
し
て
く
る
頃
に
な
る
と
、
新
た
に
流

通
圏
の
結
集
点
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
大
和

平
野
全
体
を
一
つ
の
圏
内
と
す
る
領
国
流
通
隅
の
結
集
点
と
し
て
機

能
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
見
て
行
こ

、
つ
Q

　
奈
良
の
都
市
と
し
て
の
発
展
を
示
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
市

の
問
題
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
中
世
奈
良
の
三
市
は
、
南
市
、
北
市
、
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中
市
で
あ
る
が
、
北
市
は
鎌
倉
中
期
頃
、
　
一
乗
院
郷
に
設
立
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
爾
市
は
、
大
乗
院
門
跡
が
、
同
末
期
（
正
応
三
年
以

前
）
市
場
下
を
勧
請
し
て
設
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
市
は
、
管
財

寺
六
方
が
、
　
室
町
初
期
（
応
永
廿
一
）
建
設
し
た
も
の
で
あ
6
。
　
と

こ
ろ
が
、
こ
の
う
ち
南
北
爾
市
は
長
禄
年
間
に
は
、
す
で
に
衰
退
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
お
り
、
の
こ
る
中
市
も
、
天
文
頃
に
は
衰
退
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
衰
退
の
理
由
は
、
雑
事
記
記
載
零
時
に
お
け
る
奈
良
甫
中
に
お
け

る
多
数
の
問
屋
、
店
舗
商
人
、
振
売
の
存
在
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

塩
売
の
如
き
は
、
前
章
で
の
べ
た
ご
と
く
振
売
商
人
の
定
住
1
1
小
売

店
舗
の
発
生
ま
で
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
奈
良
に
お
い

て
は
、
室
町
期
に
お
い
て
、
市
か
ら
町
場
へ
の
発
展
が
徐
々
に
行
わ

れ
、
布
は
、
そ
の
な
か
で
発
展
的
解
消
を
な
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
⑦

と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
都
市
発
展
の
性
格
を
規
定
す
る
も
の
は
、
大
和
平
野

に
お
け
る
農
村
諸
地
域
の
発
展
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
堺
か
ら
奈
良
に

入
る
大
和
街
道
沿
い
の
龍
田
（
世
屋
、
立
野
に
は
、
塩
駄
稼
ぎ
を
す

る
も
の
た
ち
が
居
た
こ
と
を
前
章
で
見
た
が
、
こ
の
龍
田
に
は
、
す

で
に
弘
安
、
　
延
慶
頃
か
ら
市
を
成
立
辻
し
め
て
い
た
と
い
う
。
　
ま

た
、
北
大
和
と
南
大
和
の
中
間
に
位
置
し
、
和
寒
、
河
内
か
ら
、
伊

勢
へ
と
通
ず
る
横
大
路
と
、
南
北
幹
線
で
あ
る
下
津
道
と
の
交
差
点

に
あ
た
る
矢
木
で
は
、
長
禄
、
文
明
頃
、
　
一
箇
月
中
、
毎
β
市
が
た

っ
と
い
う
盛
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
市
に
彼
来
し
、
市
を
支
え

る
も
の
と
し
て
、
　
「
田
倉
座
」
と
い
わ
れ
る
農
村
商
工
業
座
の
一
群

が
あ
っ
た
。
こ
れ
ち
田
幽
遠
の
分
布
、
．
存
在
形
態
、
性
格
に
つ
い
て
、

史
料
の
判
明
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
考
察
し
よ
う
。

た
だ
、
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
の
は
、
史
料
的
串
界
に
よ
っ
て
、

大
乗
院
関
係
の
座
が
主
と
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
工
人
の
座
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
も
大
き
な
需
要
が
社
寿
で
あ
り
、

奈
良
市
中
の
東
大
寺
、
興
福
寺
、
春
日
社
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て

い
る
の
で
、
工
人
も
そ
れ
ら
に
附
属
す
る
も
の
が
多
く
、
ま
た
、
そ

の
他
の
適
中
の
寺
社
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
は
春
陰
社
、
興
福
寺
の

末
社
末
寺
が
多
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
専
属
の
大
工
と
云
っ
て
も
、

奈
良
の
工
人
が
多
く
、
か
れ
ら
に
よ
っ
て
、
大
工
職
が
心
事
せ
ら
れ
、

早
く
か
ら
利
権
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
長
谷
寺
は
大
乗

院
の
支
配
下
に
あ
っ
た
た
め
大
乗
院
座
の
番
匠
の
中
か
ら
、
大
工
、

権
大
工
が
補
任
さ
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
（
長
禄
元
年
＋
一
月
二
＋
三
日
条
）
。

し
た
が
っ
て
、
田
舎
座
と
し
て
独
自
の
座
の
結
成
を
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る
が
、
田
代
文
書
に
あ
る
大
工
処
の
売
券
の
ご
と
く
、
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⑧

三
力
村
に
わ
た
る
大
工
処
の
存
在
の
例
も
あ
る
か
ら
、
史
料
的
な
問

題
と
も
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
鋳
物
師
に
つ
い
て
は
、
下
田
と
三
輸
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
正
面

が
あ
っ
た
。
手
工
業
座
と
し
て
は
、
分
明
の
も
の
で
、
田
原
本
庄
に

檜
物
の
作
手
座
、
乙
木
に
詩
篇
座
、
、
万
歳
に
管
笠
作
の
座
、
丹
後
庄

に
出
座
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
工
業
製
品
の
販
売
の
座
と

し
て
、
田
原
本
の
檜
物
を
売
る
箸
尾
の
坂
手
座
が
あ
る
。
ま
た
油
シ

ホ
リ
の
座
と
し
て
、
片
岡
、
箸
尾
等
の
住
人
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら

の
座
は
原
料
の
胡
麻
軍
事
に
従
事
す
る
矢
木
座
の
胡
麻
を
賃
受
け
て

油
に
絞
り
、
販
売
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
矢
木
座
に
つ
い
て
は
前

述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
著
名
で
も
あ
る
が
、
大
体
を
述
べ
る
と
、

文
明
九
年
、
筒
井
、
箸
尾
な
ど
の
東
軍
が
戦
い
に
や
ぶ
れ
た
と
き
、

矢
木
座
の
座
衆
の
う
ち
、
そ
の
被
官
で
あ
っ
た
筒
井
、
箸
尾
の
住
民

も
逃
散
し
た
こ
と
が
あ
る
（
文
明
九
年
二
月
半
＋
七
索
条
）
。
ま
た
文
明
十

七
年
に
は
、
こ
の
矢
木
座
に
は
新
座
が
で
き
て
い
て
、
文
明
七
年
当

蒔
一
斗
五
升
で
あ
っ
た
油
年
貢
を
、
本
座
一
斗
二
升
、
新
座
三
升
に

分
轄
し
て
い
る
。
こ
の
新
座
は
黒
部
里
の
も
の
で
（
文
明
＋
七
年
＋
一
月

八
日
条
）
、
本
座
の
も
の
と
し
て
、
こ
の
数
年
来
、
謄
本
と
し
て
無
沙
汰

せ
し
む
る
も
の
と
し
て
、
唐
古
ノ
左
近
、
小
南
ノ
宮
内
、
但
馬
ノ
六

郎
、
　
糖
田
ノ
田
中
衛
門
太
郎
、
　
購
兵
庫
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

　
（
文
明
＋
八
年
＋
月
二
＋
一
日
条
）
。
し
た
が
っ
て
矢
木
座
と
し
て
の
座
衆

に
は
、
矢
木
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
、
筒
井
、
箸
尾
、
三
后
、
小
爾
、
但

馬
、
罷
帯
磁
の
住
人
を
含
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
新
座
と
し
て
平
．

部
面
の
住
人
が
見
ら
れ
る
。
更
に
矢
木
に
は
、
胡
麻
仲
買
等
に
よ
る

発
展
か
ら
か
、
駄
賃
座
も
形
成
さ
れ
て
お
り
、
矢
木
市
は
一
箇
月
中

毎
日
立
つ
と
い
う
盛
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
矢
木
座
の
胡
麻
売
買
独

占
権
を
侵
犯
し
た
も
の
に
、
森
屋
、
龍
田
、
結
崎
住
人
、
ま
た
唐
古

住
人
が
あ
げ
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
佐
人
も
ま
た
、
胡
麻
仲
買
に

動
い
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

　
そ
の
他
、
飯
室
座
と
し
て
は
、
文
永
頃
に
は
曲
川
庄
住
人
が
組
織

し
た
一
座
、
平
群
郡
一
帯
の
地
を
根
拠
に
す
る
一
座
が
あ
っ
た
。
下

っ
て
、
長
享
頃
に
は
、
五
霞
が
手
中
売
買
を
な
し
て
い
た
が
、
そ
れ

は
五
位
庄
座
（
大
乗
院
座
）
揚
本
に
あ
る
大
仏
鼻
面
、
明
王
院
の
温

飯
座
、
　
山
口
座
と
も
号
す
る
乙
木
座
、
　
木
原
座
（
護
衛
郷
力
）
の
五

座
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
専
売
権
の
地
域
を
め
ぐ
っ
て
争
論
を
お
こ
し

て
い
る
。
ま
た
布
留
郷
に
は
魚
皮
座
が
あ
っ
た
。
山
田
上
下
庄
は
、

附
近
の
山
中
よ
藁
を
伐
楽
し
、
売
募
い
て
柴
肇
聾
し
て
聞

い
た
。
三
箇
院
家
抄
に
は
雑
紙
の
座
と
し
て
、
五
位
座
、
十
三
座
、
　
3
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応
座
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
五
位
座
は
お
そ
ら
く
五
位
野
と
思

わ
れ
る
が
そ
の
他
の
も
の
は
不
明
で
あ
る
。

　
以
上
、
大
体
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
限
り
で
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
乗
院
関
係
の
み
で
あ
り
、
史
料
が
亡
失
し
た

一
乗
院
関
係
の
も
の
を
く
わ
え
る
と
相
当
の
数
量
に
の
ぼ
っ
た
で
あ

、
ろ
う
Q
地
域
的
な
ま
と
ま
り
を
も
ち
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
生
産
に
、

商
業
に
従
事
し
て
い
る
有
様
が
う
か
が
え
る
も
の
で
あ
り
、
大
和
一

国
に
わ
た
っ
て
の
商
工
業
の
発
展
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
商
人
、
手
工
業
者
の
主
体
は
、
こ
の
限
り
で
は
明
瞭
で
は

な
い
が
、
ほ
ぼ
、
こ
の
座
の
所
在
地
の
農
民
た
ち
と
見
て
ま
ち
が
い

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
丹
後
庄
の
乱
座
は
座
衆
四
〇
人
を
数
え
、
奈
良
中
ヘ
コ
モ
を
売
り

に
出
か
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
明
十
二
年
、
丹
後
庄
と
奥
転
身

院
と
の
閾
に
確
執
の
こ
と
が
あ
り
、
煮
転
経
院
は
六
方
に
三
士
て
、

丹
後
庄
の
者
共
の
奈
良
入
り
を
停
止
し
た
。
し
た
が
っ
て
薦
売
座
衆

も
奈
良
に
立
入
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
の
で
、
座
衆
は
大
乗
院
に
対

し
、
商
売
が
で
き
な
い
か
ら
公
事
を
沙
汰
し
な
い
旨
、
申
入
れ
て
い

る
　
（
文
明
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日
条
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
　
丹
後
堅
塁
と
、

丹
後
庄
コ
モ
新
座
衆
と
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
四
〇

人
す
べ
て
が
丹
後
庄
民
で
あ
っ
た
こ
と
は
断
定
で
き
な
い
し
、
そ
の

他
近
郷
の
も
の
も
入
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
大
体
、
丹
後
庄
民

を
中
心
に
農
聞
余
業
と
し
て
コ
モ
を
作
り
、
そ
れ
を
奈
良
へ
売
り
に

出
か
け
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
丹
後
庄
は
大
乗
院
方
の

庄
園
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
関
係
か
ら
か
、
大
乗
院
を
本
所
と
仰
ぎ
、

　
　
　
　
　
　
　
な
　
し
は
ら

な
お
、
御
後
見
と
内
侍
原
に
年
貢
と
し
て
、
コ
モ
百
枚
を
上
進
し
て
、

奈
良
市
中
の
独
占
権
を
獲
得
し
て
い
る
。

　
乙
木
庄
に
あ
っ
た
書
契
篇
座
は
、
応
永
交
す
で
に
存
在
し
、
室
町

期
を
通
じ
て
盛
行
を
示
し
た
。
応
仁
の
乱
以
前
に
は
、
座
も
新
座
、

孫
座
に
お
よ
び
、
座
衆
も
数
十
人
を
数
え
た
と
い
う
。
乙
木
庄
は
文

永
頃
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
庄
民
は
下
司
等
を
入
れ
て
も
十
数
人
で
あ

⑨る
か
ら
、
聖
代
が
下
る
と
は
云
え
、
庄
民
す
べ
て
が
参
加
し
た
と
し

て
も
、
こ
れ
だ
け
の
人
数
に
は
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
近
隣
の
郷

村
を
ま
き
こ
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
・
二
二
ほ
ど
階
に
萱
生
と

い
う
村
落
が
今
も
あ
る
の
か
ら
し
て
、
こ
の
辺
一
帯
は
萱
が
密
生
レ

て
い
た
ら
し
く
、
そ
れ
を
利
用
し
て
の
副
業
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
Q
，

　
飯
蜜
の
座
と
し
て
の
乙
木
座
は
、
山
口
座
と
も
、
乙
木
、
竹
内
鷹

と
も
号
し
て
い
る
が
、
　
山
口
、
　
竹
内
と
も
に
隣
村
で
あ
り
、
　
こ
れ
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ら
の
三
村
の
庄
民
が
、
麹
商
売
を
絹
提
携
し
て
営
ん
だ
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
注
与
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
に
職
種
的
な
つ
な
が
り
を

も
っ
て
座
が
組
織
さ
れ
な
が
ら
、
地
縁
的
に
ま
と
ま
り
を
見
せ
て
い

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
欝
間
余
業
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
と
関

係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
推
測
に
止
ま
る
も
の
で

あ
る
。

　
か
か
る
座
の
組
織
と
、
庄
園
欄
的
収
取
組
織
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
か
か
る
座
の
組
織
を
も
つ
村
落
に
つ
い
て
，
庄
園
関
係
の
文
書

が
残
存
し
て
お
ら
な
い
の
で
、
1
乙
木
庄
に
は
文
永
の
も
の
が
残

っ
て
い
る
が
、
商
業
活
動
の
史
料
は
応
永
で
、
両
者
の
関
連
は
何
も

見
出
せ
な
い
i
1
－
残
念
な
が
ら
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
推
測

で
き
る
こ
と
は
、
癌
の
組
織
と
、
庄
園
制
的
収
取
形
態
と
は
、
史
料

的
に
一
応
何
の
関
連
も
な
く
、
お
そ
ら
く
、
庄
園
文
書
が
残
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
座
の
存
在
や
、
庄
民
の
商
晶
経
済
へ
の
従

蕃
を
認
め
る
史
料
は
、
も
と
も
と
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
土
地
所
有
に
も
と
づ
い
て
、
農
業
的
剰
余

物
を
収
取
す
る
庄
園
制
に
あ
っ
て
は
、
人
身
従
属
に
よ
る
編
入
、
神

人
的
魚
鋤
を
別
と
す
れ
ば
、
商
工
業
に
従
事
す
る
も
の
か
ら
公
事
銭

を
と
り
、
販
売
権
、
ひ
い
て
は
独
占
権
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
膚
身
、

変
則
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
収
奪
に
対
し
て
、
間
接
収
奪
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
庄
園
村
落
に
お
け
る
農
民
が
、
商

品
経
済
に
従
嘉
す
る
こ
と
は
、
庄
園
欄
に
対
立
す
る
性
格
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
両
老

が
同
一
人
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
て
も
、
農
業
経
営
と
、
そ
の
領
主

と
の
収
取
関
係
を
表
の
生
活
部
分
と
す
る
な
ら
ば
、
商
工
業
へ
の
従

事
は
裏
の
生
活
部
分
で
あ
っ
て
、
表
の
生
活
部
分
を
収
取
組
織
か
ら

表
現
す
る
庄
園
文
書
か
ら
は
、
何
ら
裏
の
生
活
部
分
は
反
映
し
な
い

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
詳
細
に
わ
た
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

る
雑
公
事
等
の
銭
納
化
、
ま
た
、
年
貢
の
銭
納
化
に
よ
っ
て
、
　
一
般

的
に
商
蔽
経
済
の
浸
透
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
っ
て
、

逆
に
云
え
ば
、
か
か
る
商
品
経
済
へ
の
従
事
が
庄
園
文
書
か
ら
直
接

に
読
み
と
れ
な
い
こ
と
が
、
か
か
る
商
晶
経
済
が
領
主
側
の
も
の
で

は
な
く
、
農
民
側
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
今
ま
で
の
庄
園
史
料
中
心

の
研
究
の
　
つ
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
た
だ
一
つ
問
題
と
な
る
の
は
、
雑
公
事
と
し
て
貢
納
さ
れ
た
作
物

の
余
剰
品
が
売
買
さ
れ
、
い
ず
れ
は
商
品
と
し
て
売
買
さ
れ
る
と
い

う
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
然
あ
り
え
た
こ
と
で
あ
る
が
、
残
念
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な
が
ら
、
こ
の
大
和
の
場
合
、
史
料
的
に
は
た
し
か
め
え
な
い
。
大

和
の
場
合
に
は
、
領
主
寺
家
は
、
必
要
品
厨
に
つ
い
て
は
、
作
手
や

座
衆
を
把
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
農
業
生
塵
物
を
の
ぞ
い

て
は
、
農
村
か
ら
貢
納
さ
れ
る
必
要
性
が
う
す
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
か
か
る
田
舎
座
、
す
な
わ
ち
農
村
商
工
業
座
は
、

第
一
に
、
各
断
在
住
の
農
民
の
農
間
副
業
と
し
て
営
ま
れ
、
庄
園
制

約
収
取
機
構
と
こ
の
座
の
組
織
と
は
一
応
鋼
個
な
も
の
と
し
て
存
在

し
た
こ
と
、
第
二
に
、
地
域
的
な
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

商
晶
生
産
、
商
晶
流
通
に
従
事
し
て
お
り
、
そ
の
種
目
に
つ
い
て
は
、

原
料
、
交
通
の
便
の
条
件
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
き
た
ら
し
い
こ
と
、

が
わ
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
翁
面
座
の
分
布
は
、
一
定
度

の
社
会
的
分
業
の
発
展
の
結
果
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
ら
農
村
商
工
業
の
性
格
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。　

下
田
、
三
輪
の
鋳
物
師
は
、
一
概
に
農
村
手
工
業
と
は
云
え
な
い

も
の
で
あ
り
、
す
で
に
延
喜
式
に
は
、
調
と
し
て
鍋
二
〇
〇
口
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
⑭

げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
大
和
の
鋳
物
師
も
古
い
伝
統
を
も
っ
て
い
る

と
云
え
、
ま
た
提
中
納
言
物
語
よ
し
な
し
ご
と
に
も
、
大
和
遮
見
片

岡
（
葛
下
郡
三
聖
附
近
）
の
鉄
鍋
、
鉛
鍋
が
で
て
い
る
、
し
か
し
技
術

伝
統
か
ら
し
て
、
河
内
丹
南
の
鋳
物
師
に
劣
っ
た
ら
し
く
、
応
永
廿

二
年
、
興
福
寺
策
金
堂
薬
師
仏
の
修
理
に
関
し
て
は
、
　
「
下
田
は
鍋

釜
の
才
覚
な
り
」
と
し
て
、
丹
南
の
鋳
物
師
を
使
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
丹
南
の
鋳
物
師
は
、
地
方
鋳
物
師
の
勃
興
に
し
た
が
い
、
そ
の

技
術
的
指
導
老
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漸
次
衰
退
し
、
各
地

鋳
物
師
に
共
通
す
る
偽
文
書
に
、
そ
の
名
を
止
め
る
の
み
で
、
応
永

頃
を
最
後
と
し
て
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
明
応
五
年
に
は
、
大
和
国

に
お
い
て
も
、

　
　
鐘
鋳
三
輪
三
郎
可
召
加
之
、
他
国
者
ハ
除
外
去
々
、
悉
皆
当
圏
鋳
物
師

　
　
云
々
、
三
輪
・
下
田
皆
以
当
門
跡
寄
人
也
、
其
内
器
用
次
第
召
之
仰

　
　
（
明
応
烈
年
立
月
十
七
田
条
）

と
あ
っ
て
、
　
「
鍋
、
釜
の
才
覚
な
り
し
と
い
わ
れ
た
、
三
輪
、
下
田

の
鋳
物
師
も
寺
社
貴
族
に
使
役
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら

の
多
く
は
鍋
、
釜
を
作
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
特
産
晶

と
し
て
京
都
へ
も
、
ま
た
地
方
へ
も
売
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

よ
り
多
く
、
大
和
国
内
で
売
買
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

　
播
州
野
里
の
鋳
物
師
は
、
各
市
場
に
お
け
る
専
売
権
1
1
大
工
職
を
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⑫

買
い
あ
つ
め
、
播
州
一
円
の
専
売
権
を
に
ぎ
る
に
い
た
る
が
、
こ
の
こ

と
は
逆
に
、
野
璽
の
鋳
物
師
は
、
播
州
に
お
け
る
鋳
物
売
買
の
た
め

に
生
産
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
鋳
物
が
必
需
品
と
し
て
、

市
で
一
般
に
売
買
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
然
し
て
、
三
輪
、

下
田
の
鋳
物
師
も
、
播
州
野
里
の
鋳
物
師
と
同
様
に
、
大
和
国
内
に

お
け
る
一
般
農
民
の
需
要
の
た
め
に
、
鋳
物
の
大
部
分
を
生
産
し
た

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
田
原
本
の
撃
高
座
、
そ
の
売
手
で
あ
る
箸
尾
の
坂
手
座
は
、
奈
良

に
あ
る
大
乗
院
、
　
一
乗
院
両
門
跡
方
所
属
の
続
物
上
座
の
存
在
に
か

か
わ
ら
ず
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
奈
良
座
が

領
主
を
は
じ
め
と
し
て
、
上
流
社
会
を
需
要
層
と
し
た
の
に
対
し
、

技
術
も
劣
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
よ
り
安
価
に
、
農
民
層
を
需
層
層
と

し
て
成
長
し
て
き
た
も
の
と
云
え
よ
う
。
ま
た
、
符
坂
の
油
座
に
対

抗
し
て
嵐
て
き
た
矢
木
の
胡
麻
仲
買
座
、
そ
れ
を
買
入
れ
て
し
ぼ
る

箸
尾
油
シ
ホ
リ
の
渋
墨
の
繊
現
は
、
農
村
に
お
け
る
汕
需
要
の
増
大

を
う
ら
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、
管
笠
に
つ
い
て
は
、
●
大
和
は
、
摂
津
深
江
の
菅
笠
座
の
独
占
権

の
卜
占
に
入
っ
て
い
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
万
歳
に
、
菅
笠
作
り
の

座
が
患
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
深
江
の
高
級
晶
と
は
別

に
、
よ
り
安
価
に
、
農
民
に
提
供
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
座
の
発
展
は
以
上
に
見
て
き
た
ご
と
く
、
農
民
経
済
の

発
展
を
示
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
農
民
層
内
部
に
お
け

る
広
汎
な
需
要
層
の
増
大
は
、
農
村
内
に
お
け
る
積
極
的
な
商
工
業

参
加
を
誘
発
し
、
か
か
る
農
村
商
工
業
の
盛
行
を
見
る
に
い
た
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
る
農
村
商
工
業
が
「
座
」

と
い
う
形
を
と
り
、
特
権
商
業
の
形
を
と
っ
て
、
庇
護
す
べ
き
領
主

を
求
め
る
の
は
、
既
成
の
座
が
、
独
占
権
を
主
張
し
、
新
里
非
法
を

弾
劾
す
る
の
に
対
し
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
　
「
座
」
と
い
う
中

世
的
形
態
に
と
ら
わ
れ
て
、
こ
の
「
田
舎
座
扁
の
新
し
い
性
格
を
見

失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
「
田
舎
座
し
も
、
大
和
一
国
に
お
け
る
支
配

権
を
も
つ
興
福
寺
門
跡
等
を
本
所
と
し
て
、
公
事
銭
を
納
入
し
、
座

と
し
て
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
工
業
に
従
事
し
た
の
で
あ

る
が
、
興
福
寺
の
支
配
権
の
分
割
、
動
揺
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
活

動
範
囲
の
土
地
の
権
力
者
に
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
公
事
銭
を
納
入
し
、

そ
の
権
益
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
旧
来
の
座
と
同
様

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
土
地
土
地
に
蜻
居
す
る
土
豪
の
勢
力
下
に

入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
収
益
の
保
証
を
得
た
こ
と
は
、
種
々
の
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例
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は
以
下
に
お
い
て
、
土
豪
と
座
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
行

こ
う
。
す
な
わ
ち
、
琴
座
の
例
に
見
る
な
ら
ば
、
文
明
に
お
け
る
符

坂
、
矢
木
座
の
他
國
商
人
持
込
の
胡
麻
を
め
ぐ
る
争
論
は
、
符
坂
座

の
後
楯
と
し
て
の
古
市
筑
前
守
に
対
し
て
、
矢
木
座
方
に
は
、
土
豪

十
市
が
つ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
而
し
て
、
強
力
な
古
市
の
口

入
に
よ
っ
て
、
訴
訟
は
符
寸
座
の
全
面
的
勝
利
に
な
り
、
門
跡
の
意

に
反
し
た
こ
と
は
、

　
　
…
、
矢
木
申
分
召
筑
前
守
巨
細
仰
付
之
、
坂
方
二
可
相
尋
云
々
、
古
市

　
　
披
嘗
共
振
藩
臣
綱
了
、
不
可
喜
行
云
々
、
珍
事
、
如
転
属
可
為
家
乱
之

　
　
由
、
及
其
沙
汰
敷
、
珍
事
丁
々
、
　
（
文
覇
二
年
六
月
二
十
六
臼
条
）

と
書
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
ご
と
く
、
手
心
座
衆
の
中

に
は
、
古
市
の
披
官
と
な
る
も
の
多
く
、
明
応
二
年
、
東
大
寺
大
仏

殿
の
油
で
問
題
を
起
し
た
油
売
も
古
市
披
官
人
で
あ
っ
た
（
明
憲
二
年

＋
二
士
影
響
肖
条
）
。
こ
の
古
市
筑
前
守
は
、
河
内
木
村
魚
座
衆
か
ら
も

年
貢
を
と
っ
て
お
り
（
文
明
＋
一
年
九
月
＋
二
日
条
）
、
ま
た
、
箸
尾
油
シ

ホ
リ
の
座
と
、
符
坂
座
が
、
奈
良
市
で
購
入
の
胡
麻
荷
を
め
ぐ
っ
て

争
論
を
お
こ
し
た
と
き
、
古
市
は
、
符
坂
と
敵
対
の
箸
尾
方
に
つ
い

て
お
り
、
箸
尾
油
シ
ホ
リ
の
座
は
、
古
布
を
介
し
て
訴
訟
を
お
こ
し

て
い
る
（
文
明
＋
七
年
五
月
廿
一
日
条
）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

土
豪
古
津
は
、
決
し
て
、
　
　
っ
の
座
と
結
び
つ
い
て
、
そ
の
利
益
を

守
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
奈
良
に
お
け
る
実
力
者
と
し

て
、
座
の
権
益
を
、
何
ら
か
の
得
分
を
取
っ
て
保
凹
証
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
、
興
福
寺
の
も
つ
権
力
を
分
割
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
私
反
銭
、
有
徳
銭
等
を
賦
課
し
た
こ
と
と
同
様
の
動
き
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
明
の
争
論
で
は
、
土
豪
十
市
を
通
じ
て
、
争

論
を
展
開
し
た
矢
木
座
衆
は
ど
う
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
矢
木

座
衆
の
う
ち
、
筒
井
、
箸
尾
の
住
人
た
ち
は
、
文
明
九
年
，
土
豪
筒

井
、
箸
尾
た
ち
が
戦
い
に
敗
れ
た
と
き
、
逐
電
し
て
運
命
を
と
も
に

し
て
お
り
、
そ
の
荘
官
化
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
文
明
九
年
＋

一
万
甘
七
日
条
）
。
ま
た
、
文
明
四
年
、
矢
木
座
衆
が
唐
古
住
人
の
商
売

を
非
法
と
し
て
争
論
を
お
こ
し
た
と
き
に
は
、
十
市
、
箸
尾
、
法
貴

寺
の
三
入
の
土
豪
が
、
奉
書
を
な
し
て
蒙
古
住
人
の
新
儀
商
売
を
停

止
せ
し
め
て
い
る
（
文
明
留
年
九
月
九
日
条
）
。
ま
た
、
矢
木
仲
買
衆
は
、

長
井
小
四
郎
と
い
う
も
の
と
も
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
事
実
は
、
矢
木
座
衆
に
対
す
る
土
豪
の
支
配
権
は
、
す
こ
ぶ
る

性
格
の
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
宮
川
算
氏
が
、
　
「
ち
り
が
か
り
の
被

　
　
⑫

官
関
係
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
、
座
興
一
人
一
人
と
結
ぶ
個
別
的
な
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被
官
関
係
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
自
分
の
支
配
領
有
す

る
庄
園
や
村
落
に
お
け
る
住
人
と
し
て
の
矢
木
座
談
を
も
と
に
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
土
豪
の
座
商
業
と
の
関
連
を
油
座
を
中
心
に
し
て
問
題
に

し
て
き
た
が
、
土
豪
の
商
業
に
対
す
る
態
度
は
決
し
て
新
し
い
性
格

を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
興
福
寺
が
有
し
て
い
た
と
同
じ
よ
う
な
、

特
権
を
認
め
る
代
償
と
し
て
の
公
事
銭
収
取
権
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
り
、
実
力
者
と
し
て
訴
訟
の
片
方
を
助
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
座
衆
個
女
と
結
ば
れ
た
被
官
関
係
も
、
い
わ
ゆ
る
「
散

り
懸
り
の
被
官
関
係
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
後
の
戦
国
大
名
一
織

豊
権
力
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
貫
し
た
商
業
政
策
－
御
用
商
人
政

策
一
と
は
、
全
く
ち
が
っ
た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

形
式
的
に
は
興
福
寿
の
も
つ
支
配
権
の
分
舗
的
代
行
者
と
し
て
の
座

の
支
配
で
あ
り
、
ま
た
座
全
体
を
摺
握
で
き
な
い
小
地
域
領
主
と
し

て
の
、
男
衆
個
々
の
「
ち
り
が
か
り
的
被
官
関
係
偏
に
も
と
つ
く
も

の
と
し
て
の
限
界
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
和
濁
に
お

け
る
、
興
福
寺
の
守
護
権
獲
得
と
い
う
特
殊
事
情
に
よ
る
，
強
力
な

大
名
領
国
の
形
成
の
困
難
と
い
う
こ
と
に
、
そ
の
一
つ
の
原
因
を
求

め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
、
興
福
寺
内
部
で
の
支
配
権

の
分
割
、
ま
た
は
、
そ
の
動
揺
に
対
す
る
中
小
土
豪
の
群
雄
割
拠
と

い
う
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
に
示
す
、
矢
木
市
の
史

料
は
、
か
か
る
土
豪
の
新
た
な
動
き
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
．
す
な

わ
ち
、

　
　
…
、
仁
王
避
日
至
来
月
十
三
臼
矢
木
市
こ
毎
日
市
ヲ
墨
汁
之
由
、
在
々

　
　
　
所
々
二
札
立
石
、
自
国
・
他
国
可
立
云
々
、
越
智
弾
正
・
岸
田
申
合

　
　
　
津
新
可
取
之
用
云
々
、
数
百
ノ
屋
形
打
之
云
々
、

一
ケ
月
間
、
毎
日
の
市
立
て
を
行
い
、
自
国
他
国
の
商
人
を
呼
び
寄

せ
、
当
時
、
矢
木
を
支
配
し
て
い
た
岸
田
、
越
智
が
、
公
事
銭
を
と

る
た
め
に
開
催
し
た
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
を

見
て
は
、
土
豪
の
新
し
い
動
き
と
は
決
し
て
云
え
な
い
も
の
で
あ
り
、

土
豪
の
市
支
配
の
文
書
は
、
そ
れ
以
前
に
も
多
く
見
ら
れ
て
、
市
を

開
催
し
て
公
事
銭
を
と
る
と
い
う
意
味
で
は
庄
園
領
主
と
、
性
格
の

変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
私
が
こ
こ
で
あ
え
て
、
新
し
い
動
き
と

い
う
理
由
は
、
　
一
に
矢
木
市
の
性
格
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
矢
木
市
が
毎
臼
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
り
広
汎
な
商
昂

経
済
の
発
展
、
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
農
村
商
工
業
座
の
籏
出
、

し
か
も
矢
木
胡
麻
仲
買
座
自
身
、
か
か
る
農
村
商
工
業
座
の
発
展
を

ふ
ま
え
て
成
長
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
状
態
を
反
映
し
た
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も
の
で
あ
り
、
か
か
る
農
民
魚
商
醸
経
済
の
結
節
点
と
し
て
、
串
ま
た
、

農
民
的
商
品
経
済
と
、
他
の
畿
内
諸
都
市
と
の
接
触
点
と
し
て
、
交

通
の
便
を
得
た
矢
木
市
の
発
展
が
あ
り
、
土
豪
越
智
、
岸
田
が
、
市

を
開
催
し
え
た
背
景
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
国
期
を
通
じ
て

く
り
か
え
さ
れ
る
、
古
市
、
越
智
、
筒
井
等
の
大
和
塁
塞
の
争
闘
は
、

一
つ
に
は
、
か
か
る
商
品
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
領
国

経
済
圏
の
掌
握
と
い
う
こ
と
が
、
　
一
つ
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
当
時
形
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
領

国
経
済
圏
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
、
以
下
に
見
て
行
こ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
支
配
権
が
分
割
さ
れ
て
い
た
時
期
で
は
あ
っ
た
が
商

晶
経
済
の
昂
ま
り
は
、
そ
の
流
通
圏
を
ひ
ろ
く
、
ふ
か
く
し
て
い
く

傾
向
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
支
配
層
に
寄
生
し
て
存
在
す
る
座
商
業

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
層
に
公
事
銭
を
納
入
し
、
特

権
を
獲
得
し
て
、
　
一
つ
の
独
占
欄
聞
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
形
態
が
と

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
二
章
で
見
た
ご
と
く
、
特
権
獲
得
競

争
、
機
能
分
化
競
争
、
そ
の
他
、
激
烈
な
競
争
を
通
じ
て
の
座
の
動

き
は
、
か
か
る
支
配
者
の
動
向
と
は
別
に
、
領
国
経
済
圏
巴
も
い
う

べ
き
、
　
一
つ
の
流
通
圏
を
形
づ
く
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
土
器
座
を
例
に
と
っ
て
、
こ
の
動
き
を
見
て
行
こ
う
。

　
最
近
の
考
古
学
的
な
研
究
成
果
で
あ
る
、
稲
垣
斯
斯
氏
の
「
赤
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

器
、
白
土
器
i
中
世
『
か
わ
ら
け
』
の
編
年
一
」
に
よ
れ
ば
、

中
世
の
奈
良
か
わ
ら
け
は
、
康
永
頃
を
中
心
と
す
る
法
隆
寺
形
式
、

お
よ
び
興
福
寺
旧
形
式
の
赤
、
白
土
器
群
が
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
周

辺
に
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
作
っ
て
分
布
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、

興
福
寺
新
型
式
と
も
云
う
べ
き
土
器
が
、
寛
正
頃
を
中
心
と
し
て
、

興
福
寺
、
法
隆
寺
周
辺
の
み
な
ら
ず
、
大
和
一
円
に
分
布
し
て
い
る

事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
隆
寺
、
興
福
寺

そ
れ
ぞ
れ
の
土
器
作
手
と
し
て
の
土
器
座
が
、
そ
の
寺
家
へ
の
貢
納

分
と
と
も
に
、
周
辺
の
需
要
を
み
た
し
て
い
た
の
が
、
前
段
階
と
考

え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
後
段
階
に
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
か
ら
、

興
福
寺
駈
属
の
土
器
座
が
競
争
に
う
ち
勝
っ
て
、
大
和
一
国
に
お
け

る
土
器
販
売
を
独
占
し
た
有
様
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
興
福
寺
土
器
座
の
大
和
一
国
制
覇
は
、
も
ち
ろ
ん
、

興
福
寺
の
支
配
権
の
後
楯
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
と
も
あ
れ
、
　
一
国
を
単
位
と
す
る
流
通
圏
の
形
成
を
示
す
も
の

と
云
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
庄
園
村
落
の
封
鎖
的
な
自
給
膚
足
経
済
を
や
ぶ

っ
て
、
じ
．
“
じ
ょ
に
出
て
き
た
商
贔
経
済
を
体
現
す
る
田
舎
座
、
な
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ら
び
に
領
主
か
ら
自
立
し
、
商
晶
生
産
、
流
通
を
次
第
に
拡
大
し
て

き
た
都
市
座
は
、
と
も
に
、
そ
の
活
動
範
囲
を
ひ
ろ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
接
触
面
に
お
い
て
激
烈
な
競
争
を
演
じ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
競
争
が
、
単
な
る
特
権
獲
得
競
争
の
過
程
に
止
ま
ら
ず
、
商

工
業
座
自
体
の
機
能
分
化
の
過
程
と
相
ま
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
、

す
で
に
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
工

業
生
産
内
部
に
お
け
る
生
産
と
流
通
の
分
化
、
商
人
内
部
に
お
け
る

問
屋
と
小
売
の
分
化
と
云
っ
た
機
能
分
化
は
、
扱
う
商
贔
の
性
格
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
過
程
を
歩
む
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
、
特
権
獲
得
競
争
な
ら
び
に
、
機
能
分
化
に
よ
る
生
産
力
向

上
に
打
勝
っ
た
商
工
業
者
が
、
大
和
一
円
に
お
け
る
商
権
を
確
立
す

る
の
で
あ
る
。
と
は
云
え
、
こ
の
競
争
は
、
自
由
競
争
と
は
本
質
的

に
違
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
強
い
特
権
を
有
し
て
い
る
旧
来
か

ら
の
座
が
、
有
利
な
立
場
に
お
か
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
土

器
座
の
例
も
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
特
権
的
手
工
業
者
で
あ
る
符
坂
油
座
と
、
矢
木
座
を
は
じ
め
と
す

る
農
村
油
座
と
の
対
抗
は
、
も
ち
ろ
ん
大
和
岡
内
に
お
け
る
市
場
獲

得
競
争
で
あ
り
、
こ
れ
は
機
能
を
分
化
し
、
生
産
性
を
高
め
た
農
村

手
工
業
の
勝
利
で
あ
り
、
農
民
的
商
品
経
済
の
発
展
、
そ
れ
を
め
ぐ

っ
て
の
農
村
商
工
業
と
都
市
商
工
業
の
対
抗
に
よ
る
領
国
的
市
場
の

形
成
に
お
け
る
一
過
程
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
古
い
座
で
あ
る
符

坂
座
も
競
争
に
敗
れ
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
陸

図
が
拡
大
し
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
旧
来
か
ら

の
特
権
を
拠
り
所
と
し
て
、
奈
良
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
営
業
を
維

持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
楽
座
令
の
一
つ
の
意
義
を
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
溺
の
様
絹
を
慨
す
る
の
は
、
乙
木

萱
簾
の
場
禽
で
あ
る
。
こ
の
乙
木
萱
簾
座
は
、
歴
然
と
し
た
農
村
手

工
業
で
あ
り
な
が
ら
、
輸
出
奪
門
の
製
品
で
あ
り
、
隔
地
問
向
け
特

産
品
と
し
て
、
領
主
層
の
需
要
品
を
作
っ
て
い
る
座
の
場
合
で
あ
る
。

　
　
一
廉
以
前
ハ
京
都
工
為
宗
弘
仕
丁
分
上
之
琳
、
五
駄
十
二
連
続
了
、
先

　
　
新
ヲ
遣
テ
自
署
木
取
之
、
伽
乙
木
篇
手
数
十
人
聖
意
、
今
ハ
一
向
京
都

　
　
商
売
無
之
之
間
、
簡
奈
良
座
召
之
無
之
、
随
又
葦
手
モ
無
人
数
二
罷
成

　
　
僕
（
明
応
ヨ
年
十
二
擁
三
十
日
条
）

と
あ
る
ご
と
く
、
こ
の
簾
生
産
は
、
も
っ
ぱ
ら
京
都
商
売
に
支
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
奈
良
お
よ
び
圏
中
に
お
け
る
簾

商
売
も
あ
っ
た
が
、
京
都
へ
の
輸
出
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
　
「
先
輩
ヲ
遣
テ
自
照
木
取
之
」
と
い
わ
れ
た
ご
と
く
、
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売
手
座
を
称
す
る
奈
良
の
問
屋
レ
仕
丁
虚
ボ
弘
と
中
市
藤
屋
の
二
人
に

支
配
せ
ら
れ
て
い
た
問
屋
前
貸
制
度
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
す
で
に
、
こ
の
前
期
、
奈
良
に
お
い
て
は
、
主
屋
の
発
展
は
い
ち

ぢ
る
し
く
、
塩
等
の
業
種
で
は
、
、
問
屋
i
小
売
に
わ
か
れ
て
い
た
し
、

そ
の
塩
運
送
に
従
事
す
る
龍
田
、
菊
屋
、
立
野
の
者
共
も
、
土
地
の

市
へ
の
塩
販
売
と
と
も
に
、
奈
良
の
問
屋
へ
の
塩
駄
運
送
を
業
と
し

て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
奈
良
火
鉢
の
京
都
向
け
輸
繊
を
専
門
と
し
た
火
鉢
作
京
座
や
木
津

座
は
、
生
産
業
者
と
し
て
の
西
ノ
京
火
鉢
作
座
と
分
化
七
た
も
の
で

あ
り
、
こ
の
火
鉢
作
様
の
例
は
、
都
市
商
工
業
内
部
で
の
分
化
の
例

と
冤
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
他
所
か
ら
、
奈
良
へ
入
っ
て
き
た

摂
津
深
江
の
菅
笠
座
な
ど
は
、

　
　
就
菅
笠
座
中
申
請
、
遣
補
任
状
、
此
二
当
役
着
癖
両
座
、
本
座
者
殿
下

　
　
渡
領
、
薪
漁
者
二
条
殿
御
家
領
也
、
然
近
年
、
新
座
、
本
座
劇
道
一
人

　
　
問
屋
致
無
沙
汰
者
也
、
伽
御
家
領
分
遣
当
状
畢
、

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
凡
此
座
本
役
所
々
有
之
、
賄
方
、
奈
良
方
、
天
王
寺
方
、
京
方
、
先
四

　
　
　
　
⑱

　
　
座
云
々
、

と
あ
る
ご
と
く
、
問
屋
は
一
人
で
あ
り
、
こ
の
問
屋
が
、
天
王
寺
、

京
、
奈
良
転
堺
へ
と
売
り
捌
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．

　
こ
の
菅
笠
の
場
合
と
い
い
、
乙
木
簾
の
場
合
と
い
い
、
か
か
る
問

屋
制
度
が
、
農
村
手
工
業
に
手
を
の
ば
し
、
支
配
す
る
よ
う
に
な
る

恰
好
の
例
と
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
菅
笠
の

場
合
に
は
、
こ
の
菅
笠
座
一
お
そ
ら
く
流
通
専
門
で
生
産
の
座
と

は
分
離
し
て
い
る
…
i
の
本
座
、
新
座
を
含
め
て
、
階
層
分
化
し
、

さ
ら
に
、
　
一
人
が
そ
れ
を
集
中
す
る
と
い
う
現
象
ま
で
起
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
特
産
物
生
産
と
し
て
の
農
村
手

工
業
は
、
特
権
に
裏
づ
け
ら
れ
た
問
屋
制
度
に
強
固
に
支
配
さ
れ
、

か
か
る
特
権
的
独
占
的
牢
屋
制
度
に
よ
る
特
藍
物
流
通
は
、
そ
の
性

格
か
ら
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
領
国
的
市
場
を
は
る
か
に
超
え
て
、

畿
内
諸
都
市
問
を
流
通
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
中
世
後
期
、
大
和
国
に
お
い
て
、
各
村
に
農
村
商
工
業
と

云
っ
た
も
の
が
芽
ば
え
、
農
民
の
農
間
副
業
と
し
て
発
展
し
、
そ
れ

ぞ
れ
座
を
組
織
し
、
旧
来
か
ら
の
奈
良
の
都
市
手
工
業
に
対
抗
し
て
、

活
動
範
囲
を
拡
大
さ
せ
て
行
く
有
様
を
考
察
し
た
。
か
か
る
農
村
商

工
業
は
、
農
民
経
済
の
発
展
に
支
え
ら
れ
て
串
現
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
自
身
社
会
的
分
業
の
発
展
の
メ
ル
ク
マ
；
ル
と
し
て
考
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
商
工
業
座
の
職
種
に
は
、
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農
民
の
需
要
に
し
た
が
う
巡
廻
が
多
い
の
が
轟
然
で
あ
る
が
、
な
か

に
は
、
こ
の
乙
木
簾
の
よ
う
に
、
都
市
の
。
需
要
を
ひ
か
え
た
特
産
物

生
産
と
し
て
の
繁
栄
を
添
す
も
の
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
大
和
平
野
に
お
け
る
、
こ
の
早
期
の
農
村
商
工
業
の
発

展
も
、
京
都
、
奈
良
と
い
う
庄
園
制
的
限
定
を
も
つ
大
都
市
に
お
け

る
商
品
経
済
の
発
展
を
、
近
く
に
ひ
か
え
て
の
特
産
物
生
産
と
し
て

の
一
面
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
特
産
物
生
産

が
、
ま
た
、
よ
り
広
汎
な
農
村
経
済
の
発
展
を
触
発
す
る
も
の
で
あ

り
、
事
実
、
農
民
経
済
の
発
展
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
な
お
、
か
か
る
一
面
は
否
定
で
き
ぬ
も
の
で

あ
っ
た
。

　
ま
た
、
か
か
る
商
工
業
の
性
格
を
限
界
づ
け
る
第
二
の
も
の
と
し

て
、
彼
ら
農
民
の
商
工
業
従
事
が
、
い
ま
だ
農
關
余
業
と
し
て
の
副

業
の
域
を
出
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の

地
域
内
で
の
分
業
関
係
が
、
虚
聞
余
業
と
し
て
の
立
業
的
な
商
工
業

従
事
に
よ
る
も
の
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
か
ら
、

市
場
も
、
そ
れ
故
に
、
未
だ
狭
隙
さ
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ

る
一
定
度
の
発
展
し
か
望
ま
れ
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

競
争
は
激
化
さ
れ
、
座
の
独
占
が
強
化
さ
れ
る
の
は
妾
然
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
か
か
る
蕎
工
業
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、
特

産
物
を
中
心
と
す
る
、
他
の
布
場
圏
と
の
流
通
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
こ
に
、
都
市
座
、
田
舎
座
を
通
じ
て
の
問
屋
糊
度
の
発

展
の
基
盤
が
あ
り
、
火
鉢
作
、
菅
笠
、
萱
簾
等
、
み
な
特
産
物
と
し

て
の
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
戦
乱
に
よ
っ
て
、

京
輸
出
が
と
だ
え
る
と
、
前
述
、
乙
木
簾
篇
座
の
よ
う
に
た
ち
ま
ち

に
生
産
の
座
も
衰
退
す
る
と
い
う
脆
弱
さ
を
も
た
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
僚

　
こ
れ
は
、
首
都
市
場
圏
と
も
い
う
べ
き
、
畿
内
に
お
け
る
、
い
く

つ
か
の
地
域
的
市
場
闘
の
発
展
、
そ
の
中
心
地
と
し
て
の
京
都
、
奈

良
、
天
王
寺
、
堺
等
の
発
展
に
負
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
か
か
る
畿

内
の
、
特
に
早
熟
的
な
発
展
は
、
や
は
り
、
庄
園
制
的
中
心
地
と
し

て
の
、
京
都
、
奈
良
を
も
つ
、
畿
内
の
求
心
的
地
位
に
よ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
、
こ
こ
に
ア
ジ
ア
的
と
も
い
う
べ
き
特
色
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
か
か
る
大
和
、
ひ
い
て
は
、
畿
内
諸
地
域
に
お
け
る
領
国
的

市
場
と
も
い
う
べ
き
地
域
的
市
場
圏
の
発
展
は
、
か
か
る
畿
内
の
特

殊
的
条
件
に
よ
っ
て
、
市
場
圏
相
互
の
交
通
を
ひ
ん
ぱ
ん
な
ら
し
め

た
か
ら
、
こ
こ
に
領
国
経
済
の
形
成
を
困
難
に
し
、
畿
内
市
場
圏
と

も
い
う
べ
き
も
の
を
形
づ
く
る
に
い
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
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に
戦
国
期
、
畿
内
に
お
け
る
大
名
領
国
形
成
の
園
難
で
あ
っ
た
条
件

の
一
つ
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

①
　
筒
井
寛
魏
氏
所
蔵
棄
大
寺
文
雷
二
。

②
　
筆
～
者
稿
「
中
世
手
工
業
座
の
構
造
」
前
掲
。

③
豊
田
武
氏
「
中
世
の
鋳
物
業
篇
『
麗
史
地
理
』
六
七
巻
一
二
一
号
。

④
赤
田
神
鮭
之
霞
。

⑤
　
応
永
ニ
ニ
年
一
工
月
御
府
番
毎
口
、
豊
田
武
氏
「
大
和
の
諸
座
」
前
掲
書
所
…
引
。

⑥
永
島
編
太
郎
氏
「
中
世
の
奈
良
市
場
」
『
欝
本
歴
史
』
一
〇
一
．
一
〇
二
号
。

⑦
中
市
衰
退
に
つ
い
て
は
、
中
市
口
入
の
一
向
一
揆
、
そ
の
興
揺
寺
の
鎮
護
の
影

　
響
が
大
き
い
が
、
そ
の
と
き
す
で
に
、
中
衛
の
常
設
店
舗
化
…
町
場
化
は
進
ん
で

　
お
り
、
市
の
発
展
的
解
消
は
行
わ
れ
て
い
た
。

⑧
田
代
文
書
七
（
京
大
影
写
本
）
文
明
十
二
年
十
一
月
九
日
、
弥
五
郎
衛
門
売
券
。

⑨
繭
岡
虎
之
助
氏
「
中
世
庄
園
に
お
け
る
土
地
配
分
形
態
」
『
庄
園
史
の
研
究
』

　
上
。

⑩
媛
喜
式
主
計
上
。

⑪
　
嫉
路
布
野
璽
寺
町
、
芥
田
晴
夫
氏
所
蔵
文
設
。

⑫
宮
規
満
氏
『
太
闇
検
地
諭
』
第
一
部
。

（
⑬
　
『
大
和
文
化
研
究
』
八
の
二
。

⑭
瀦
長
卿
記
大
繍
本
史
料
集
成
二
閥
一
頁
。

⑮
　
大
塚
久
雄
氏
は
、
中
世
末
期
に
お
い
て
、
　
「
都
市
」
的
手
工
業
の
不
均
等
な
発

　
達
を
基
軸
に
し
て
、
独
自
の
特
産
物
を
も
ち
「
中
世
都
衛
」
的
な
局
地
的
狭
隙
さ

　
を
こ
え
た
地
域
的
市
場
隅
の
形
成
を
「
首
都
市
場
隅
」
の
名
で
把
え
ら
れ
て
い
る

　
（
大
塚
久
雄
氏
『
欧
州
経
済
史
駈
八
八
～
九
三
頁
）
。
大
和
に
お
け
る
特
産
物
生
産

　
の
発
［
腿
を
軸
と
す
る
市
場
獺
の
成
立
は
、
か
か
る
も
の
と
、
ア
ジ
ア
的
構
造
と
の

　
関
連
に
お
い
て
、
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

　
今
ま
で
一
括
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
座
に
も
、
庄
園
制
成
立
期
か

ら
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
寄
人
、
神
人
的
な
座
と
、
中
世
中

末
期
、
農
民
経
済
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
出
て
き
た
、
農
村
的
な
座

の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
構
造
に
も
相
異
が
あ
る
こ
と

を
考
察
し
た
。
こ
の
座
の
二
類
型
は
、
従
来
い
わ
れ
て
き
た
商
工
業

者
の
出
自
、
階
層
と
し
て
の
名
主
説
、
小
農
民
望
、
賎
民
説
等
の
諸

説
に
、
　
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
も
の
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
寄
人
、

神
人
、
供
御
人
は
、
直
線
的
に
イ
コ
ー
ル
と
し
て
、
陵
民
と
は
云
う

こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
か
か
る
寄
人
、
神
人
、
供
御
人
と
し
て

の
特
権
的
な
座
形
成
の
過
程
に
、
座
外
の
人
間
と
し
て
、
は
じ
き
出

さ
れ
た
階
層
が
、
い
わ
ゆ
る
中
世
賎
民
を
形
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
か
か
る
座
、
座
外
を
問
わ
ず
、
初
期
に
お
け
る
商
工
業
者
は
、

　
　
　
　
　
　
　
①

賎
民
的
な
る
も
の
と
し
て
、
農
民
と
は
区
別
せ
ら
れ
た
特
殊
的
な
存

在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
期
か
ら
の
農
民

の
座
は
、
農
民
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
、
農
民
の
農
間
副
業
と
し
て

の
商
工
業
従
事
に
よ
っ
て
成
立
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
名
主
説
、

小
農
民
説
は
、
か
か
る
段
階
に
な
っ
て
籏
生
す
る
農
村
の
座
に
適
用
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さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
世
後
期
に
は
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

両
者
の
系
譜
を
も
つ
商
工
業
者
が
混
濡
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
分
業
の
発
展
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
か
か
る
商
工
業
者
の
農

業
経
営
か
ら
の
分
離
度
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
、
こ
の
座
の

二
類
型
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
寄
人
、
神
人
的
座
に
お
け

る
、
農
業
経
営
か
ら
の
分
離
が
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
農
民

的
商
品
経
済
の
発
展
と
い
う
、
新
し
い
局
面
の
展
躍
に
よ
る
後
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

農
村
の
座
に
お
け
る
、
農
業
経
営
か
ら
の
未
分
離
と
い
う
問
題
は
、

そ
れ
と
は
少
し
、
別
の
視
角
か
ら
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
次
の
時
代
に
対
す
る
見
通
し
と
し
て
、
楽
市
楽
座
令
の
意

義
に
つ
い
て
触
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
従
来
、
楽
市
楽
座
令

は
、
中
世
的
な
特
権
商
業
と
し
て
の
座
の
怪
桔
を
う
ち
破
り
、
霞
由

な
商
業
の
道
を
ひ
ら
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

座
に
も
、
か
か
る
二
類
型
の
座
が
あ
り
、
構
造
、
性
格
に
、
顕
著
な

栢
異
が
見
ら
れ
る
以
上
、
当
然
、
楽
市
楽
座
令
の
意
義
も
、
そ
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
異
っ
た
筈
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
簡
単
な
が
ら

私
見
を
の
べ
て
、
む
す
び
の
か
わ
り
と
し
た
い
。
ま
ず
楽
市
に
つ
い

て
触
れ
る
と
、
す
で
に
、
商
業
の
発
展
が
、
機
能
分
化
を
お
こ
し
、

問
屋
i
小
売
の
分
化
を
た
ど
り
、
ま
た
都
市
が
、
布
か
ら
町
場
へ
の

発
展
を
示
す
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
商
業
資
本
か
ら
の
領
主
の

収
取
は
、
商
編
流
通
の
申
枢
に
坐
り
、
時
に
は
、
生
産
ま
で
を
押
え

て
い
る
問
屋
を
掘
濁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
お
り
、
以
前
の

よ
う
に
、
市
に
お
い
て
、
小
売
を
な
す
商
人
か
ら
公
事
銭
を
と
る
こ

と
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
領
主
層
が
楽
市
政
策
を
と
っ
た

の
は
妾
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
楽
座
政
策
は
ど
う
か
、
第
三
章
で
考
察
し
て
き
た
ご

と
く
、
領
国
的
市
場
圏
な
い
し
は
、
畿
内
市
場
圏
の
形
成
の
過
程
に

は
、
都
市
商
工
業
、
農
村
商
工
業
と
り
ま
ぜ
て
の
激
烈
な
競
争
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
機
能
分
化
に
よ
る
生
産
性
向
上
、
な
ら
び
に
、
市
場

獲
得
の
競
争
で
も
遵
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
特
権
獲
得
競
争
で
あ

り
、
寄
人
、
神
人
的
な
座
が
、
よ
し
、
機
能
分
化
競
争
に
や
ぶ
れ
た

と
し
て
も
、
そ
の
独
占
行
使
領
域
に
お
け
る
特
権
は
、
以
前
と
し
て

守
ら
れ
た
こ
と
は
、
第
二
章
に
お
い
て
、
符
坂
油
座
を
例
と
し
て
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
事
銭
納
入
に
よ
っ
て
、
各

地
域
に
独
占
領
域
を
く
り
ひ
ろ
げ
、
か
か
る
市
場
獲
得
に
よ
っ
て
、

手
工
業
生
産
の
座
を
も
膝
下
に
お
い
た
問
麗
に
と
っ
て
も
、
か
か
る

寄
人
、
神
人
的
座
の
特
権
は
姪
楷
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
楽
座
奄
が
、
座
の
墨
継
を
う
ち
破
り
、
自
由
な
商
業
を
き
り
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鳴
い
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
意
義
は
、
厳
密
に
は
、
こ
の
符
坂
座
の

．
よ
う
な
寄
人
、
神
人
的
座
商
業
に
対
す
る
も
の
と
考
え
た
い
の
で
あ

る
。
封
建
権
力
は
、
か
か
る
一
連
の
商
業
政
策
を
通
じ
て
、
中
世
商

業
を
解
体
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
こ
れ
ら
の
商
工
業
者

を
あ
ら
た
め
て
、
新
し
い
封
建
権
力
の
下
に
編
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

大
和
に
お
い
て
は
、
域
下
町
郡
山
の
成
立
に
よ
っ
て
擁
古
い
特
権
座

商
業
に
よ
っ
て
繁
栄
し
て
い
た
奈
良
の
町
が
哀
噛
し
た
と
「
多
聞
院

日
記
」
は
伝
え
る
の
で
あ
る
。

　
①
　
寄
入
、
神
人
、
供
御
人
、
そ
の
他
、
座
を
形
成
す
る
も
の
が
、
古
代
の
賎
民
に

　
　
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
と
は
一
概
に
云
え
ず
、
そ
れ
に
、
　
一
般
農
兵
の
参
加
が

　
　
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
賎
毘
の
分
解
、
再
編
成
が
行
わ
れ

　
　
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
嵜
人
、
流
入
、
供
御
人
と
な
る
以
上
、
そ
れ
は
身
分
的

　
　
に
区
鋼
せ
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
農
斑
よ
り
身
分
が
ひ
く
い
と

　
　
か
、
生
酒
が
み
じ
め
で
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
特
殊
な
存
在
で
あ
っ

　
　
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

②
　
こ
の
こ
と
を
派
す
顕
署
な
纏
は
、
九
条
寝
百
座
で
あ
ろ
う
。
九
条
散
所
座
に
よ

　
っ
て
、
二
二
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
九
条
座
に
よ
る
染
色
の
独
占
に
対
し
、
永
正
七

　
年
頃
、
東
寺
支
配
下
の
九
条
辺
地
下
人
が
染
色
を
行
い
、
独
占
を
侵
害
し
て
い
る

　
（
東
寺
百
合
文
書
〔
口
、
原
由
伴
彦
氏
「
中
批
賎
民
の
一
考
察
」
『
略
本
封
建
都
市

　
研
究
』
二
工
ハ
頁
）
事
…
失
は
、
往
古
よ
り
の
賎
民
酌
手
工
聯
果
者
に
鰐
す
る
農
罠
的

　
手
工
業
者
の
発
生
を
物
諮
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
中
世
綾
畏
の
分
解
、
近
世
賎

　
尻
の
形
成
の
…
つ
の
問
題
が
あ
る
。

③
従
来
、
云
わ
れ
て
い
る
ご
と
き
、
海
人
と
農
業
経
営
と
の
未
分
離
の
問
題
は
、

　
か
か
る
中
世
的
商
工
業
者
と
、
中
世
後
期
に
お
け
る
農
闘
副
業
と
し
て
の
農
村
商

　
工
業
者
と
を
厳
密
に
区
物
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
近
江
得
珍
保
に
お
け
る
商

　
人
の
農
業
経
営
規
模
の
問
題
等
は
、
か
か
る
位
鐙
づ
け
を
行
っ
た
後
に
、
追
求
さ

　
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
寄
人
、
神
人
的
座
に
お
い
て
も
、
農

　
業
経
営
か
ら
未
分
離
な
も
の
は
、
事
実
と
し
て
多
く
存
在
す
る
（
浅
葱
供
御
入
、

　
深
草
土
器
等
）
が
、
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
京
都
、
奈
良
に
お
け
る
商
工
業
潜

　
の
存
在
形
態
は
、
農
業
か
ら
分
離
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
稿
～
九
六
…
二
年
｝
嵩
月
、
改
靴
胴
「
九
六
寵
～
年
十
・
二
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
志
祉
女
子
大
学
講
師
）
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Development　of　Commodity　Economy　in　Mediaeval
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yamato　大禾口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　Haruko　Wakita

　　Inves£igation　of　the　reproductive　struc£ure　in　mediaeval　society　cac　n

’not　be　done　without　the　problem　of　commodity　economy．　This　article

treats　what　chaRge　should　appear　iR　the　social　structure　through　the

development　of　commodity　economy　in　the　Yamato大和where　there
was　a　specia！　ruling　form，　the・　control　of　a　country　by　1〈ofufenjil　Temple

興福寺．

　　At　first，　j　udging　from　the　landlora　econoiny，　we　study　its　chang　into

territoriac　1　controling　form　l圭ke　Tansenf”ha反銭賦課for　unrest　of　ex－

ploiting　form　in　individual　manor；　and　then，　from　the　merchant　capi－

ta1，　we　are　to　point　two　aspects，　Za座commerce　of　Yoriudo寄入and

Zinnin神人through　the　personal　subjection　to玉andlord，　and　that　of

public　imposition公事銭納入after　the　middle　period，　among　traditiona璽

．Za　en　bloc；　changes　iii　these　landlord　economy　and　Za　coinmerce

・enable　us　to　conjecture　the　trend　of　peasant　economy　as　a　1notive

power．

κα・一ku・考課and　K’a・一fee考les・by・Shih一下9－SZ’ian－wzt－li

　　　　　　　　　　　　　　世宗宣：武帝in　P2－wei北魏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　the　late　Shigejiro　Fukushima　and　Genyu　Nishimura

　　K’aoLw2n－ti孝文帝of　P2－wei北魏established　K’ao－kuo考課act（for　the

assessment　of　officials’　administrative　results）　in　the　18th　year　of　T’ai－

huo太和，　which　made　it　a　rule　to　assess　once　every　three　years，　b確

it　had　not　beeR　enforced　since　then．　To　keep　more　complete　enforce－

ment，　various　regulations　for　assessment（K’ao－le2考格）were　enacted

iR　the　next　Shih－tung世宗dynasty．　After　the　name　of　the　era　on

enactment　they　were　called磁格of　Ching－ming景明，　Cheng－shih正

始and　Yen－ch’ang延愚．　The　imperfect　enforcement　of　assessment，

witl／　various　political　circumstances，　depends　upon　the　relation　of　tlrte

（630）


