
古
代
の
土
地
売
買
に
つ
い
て
（上）

菊

地

康

明

古代の土地売買について（上）　（菊地）

く

　
【
要
約
U
　
こ
の
論
文
は
臼
本
古
代
の
土
地
所
有
権
の
性
格
を
究
明
す
る
た
め
に
、
そ
の
一
の
方
法
と
し
て
古
代
の
土
地
売
買
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
ょ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
号
に
於
て
は
先
ず
問
題
の
所
在
・
視
角
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
試
み
た
。
即
ち
当
時
の
売
買
の
用
語
法
と
し
て
今
臼
の
意
味

で
の
売
買
と
賃
貸
借
の
両
様
の
意
味
が
あ
っ
た
事
を
指
摘
し
、
更
に
こ
の
よ
う
な
売
買
の
二
義
性
は
遅
く
も
大
宝
令
制
定
以
前
か
ら
存
し
た
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
の
際
最
も
問
題
に
な
る
三
世
｝
身
法
及
び
墾
田
永
畿
私
有
令
の
意
味
を
考
察
す
る
事
に
よ
っ
て
、
併
せ
て
古
代
の
土
地
私
有
権
の
起
源
が
大
化

前
代
に
馨
る
事
を
明
ら
か
に
し
、
上
述
の
推
定
の
裏
付
け
を
し
ょ
う
と
試
み
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
二
八
誉
　
号
　
【
九
六
五
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

蝋
　
問
題
の
所
在

　
わ
が
園
の
古
代
の
土
地
の
売
買
と
云
う
語
に
は
「
賃
租
」
と
「
永

代
売
㎜
貝
」
の
両
様
の
音
心
味
が
あ
っ
た
。
一
般
に
賃
租
と
は
後
世
の
小

作
頚
似
の
田
地
経
営
慣
行
を
意
味
し
、
永
代
売
買
と
は
大
体
今
日
の

売
買
と
同
義
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
大
雑
把
に
云
っ
て
古
代

の
土
地
の
売
買
と
云
う
語
に
は
賃
貸
借
と
売
買
の
両
様
の
意
味
が
あ

　
つ
た
と
去
う
事
が
出
来
よ
う
。
こ
の
事
は
夙
に
中
田
薫
博
士
の
指
摘

、
さ
れ
た
所
で
、
独
り
わ
が
国
の
み
な
ら
ず
、
勝
闘
や
ロ
ー
マ
・
バ
ビ

ロ
ン
等
に
も
類
例
が
あ
っ
た
事
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。

　
所
で
現
今
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
売
買
と
賃
貸
借
と
は
明
か
に
区
別

し
得
る
と
思
わ
れ
る
。
解
る
に
古
代
に
あ
っ
て
は
右
の
如
く
両
者
が

区
別
さ
れ
る
事
な
く
同
一
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
は
如
何
な
る
事

情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
中
田
博
士
は
「
我
律
令
時

代
に
は
一
方
に
於
て
、
明
ら
か
に
田
地
の
賃
租
（
賃
貸
借
）
と
売
買

と
を
区
別
し
て
居
た
に
拘
ら
ず
、
他
方
に
於
て
は
前
者
を
以
て
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
一
種
と
解
す
る
の
思
想
が
存
在
し
た
こ
と
は
争
は
れ
な
い
」
と
さ

れ
、
　
「
轟
時
の
賃
租
は
一
見
今
日
の
賃
貸
借
に
相
当
す
る
が
如
き
も
、

1　（159）



其
実
は
鎌
倉
以
降
獲
繁
に
行
は
れ
た
る
年
作
・
年
黍
売
若
く
は
作
毛

売
と
称
す
る
売
買
の
一
種
と
同
じ
く
、
特
定
の
対
価
を
支
払
う
て
他

人
の
土
地
を
或
期
間
内
使
用
収
益
す
る
権
利
を
設
定
す
る
契
約
な
り

と
解
す
べ
く
、
従
て
賃
借
人
の
権
利
は
賃
貸
人
に
対
す
る
債
権
に
あ

ら
ず
し
て
、
土
地
の
上
の
物
権
な
り
と
見
る
を
穏
当
と
す
べ
き
に
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
り
」
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
博
士
が
賃
租
を
以
て
売
買
の
一
種

と
解
さ
れ
た
事
の
当
否
は
暫
く
措
く
と
し
て
、
古
代
の
「
賃
租
し
と

「
永
売
」
の
語
を
単
純
に
今
日
の
賃
貸
借
と
売
買
の
関
係
に
比
定
し

難
い
と
指
摘
さ
れ
た
事
は
深
く
銘
記
す
べ
き
問
題
提
示
と
思
う
の
で

あ
る
。

　
所
が
亀
闘
隆
之
氏
は
養
老
以
後
に
つ
い
て
は
「
売
買
」
の
語
に

「
賃
租
」
と
「
永
売
」
の
二
義
の
あ
っ
た
事
を
認
め
ら
れ
る
が
、
養

老
以
前
に
つ
い
て
は
「
賃
租
」
の
意
味
し
か
な
か
っ
た
と
し
て
お
ら

　
④

れ
る
。
氏
の
見
解
を
要
約
す
み
と
、
大
宝
田
令
公
田
条
の
「
販
売
」

の
語
が
養
老
令
同
条
で
つ
賃
租
」
の
語
に
改
め
ら
れ
た
の
は
、
こ
の

頃
永
売
が
始
め
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
「
売

買
」
の
語
は
「
賃
租
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
、
こ
こ
に
至
っ
て
同

一
語
が
両
義
一
1
賃
租
・
永
売
…
を
有
つ
事
と
な
り
、
用
語
の
混

乱
に
陥
る
の
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
云
う
事
で
あ
る
。
確
か
に

氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
　
「
賃
租
」
の
語
が
設
定
さ
れ
た
の
は
何

等
か
の
意
味
で
「
永
売
」
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
っ
た
事
は
誤
り
な

い
所
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
事
か
ら
直
ち
に
養
老
以
前
に
永
売
が
存
し

な
か
っ
た
と
す
る
の
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
卑
見
の

詳
細
は
太
衝
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
墨
時
一
般

に
1
亀
田
氏
の
見
解
に
従
え
ば
養
老
以
降
に
限
定
さ
れ
る
が
一

「
売
買
」
の
語
が
上
述
の
如
く
両
義
で
通
用
し
て
い
た
現
実
が
あ
る

に
拘
ら
ず
、
何
故
わ
ざ
わ
ざ
「
賃
組
」
の
語
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
と
云
う
亀
園
氏
の
設
問
は
、
本
稿
の
主
題
を
追
求
す

る
上
で
よ
く
よ
く
翫
味
す
べ
き
問
題
提
示
と
考
え
る
点
を
指
摘
し
て

置
き
た
い
。

　
「
賃
租
」
と
「
永
売
」
の
関
係
は
以
上
の
如
き
語
義
の
面
か
ら
の

考
察
と
共
に
、
又
客
観
的
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
即
ち
前
述
の
如
き

「
売
劉
」
の
工
義
性
が
古
代
社
会
の
如
何
な
る
機
構
・
本
質
か
ら
必

然
し
た
か
と
云
う
視
角
で
あ
る
。
賃
租
制
度
の
内
容
・
成
立
事
情
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
つ
い
て
は
既
に
二
つ
の
別
稿
で
卑
見
を
呈
し
て
置
い
た
が
、
そ
こ

で
は
主
と
し
て
徴
税
制
度
と
し
て
の
「
賃
租
」
を
対
象
と
し
た
関
係

上
、
賃
租
の
本
質
的
考
察
に
は
な
お
欠
け
る
断
が
多
か
っ
た
。
そ
の

意
味
で
本
稿
は
前
軍
篇
の
続
稿
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
本
稿
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古代の土地売買について（上）　（菊地）

に
お
い
て
は
掲
記
し
た
主
題
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
古
代
の
土
地
所

有
権
の
問
題
に
も
論
及
し
、
以
上
の
視
角
よ
り
す
る
卑
見
を
も
呈
し

て
大
方
の
御
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
と
希
う
も
の
で
あ
る
。

　
①
中
珊
薫
博
士
『
法
制
史
論
集
蝕
三
－
一
〇
指
穴
頁
所
収
、
古
法
儲
雑
築
三
、
賃

　
　
貸
借
と
売
買
。

　
　
　
原
田
晦
い
吉
氏
『
襖
形
文
字
法
の
研
究
』
二
〇
現
実
潔
％
買
的
性
格
、
二
一
種
類
亮

　
　
買
、
エ
六
代
物
弁
済
の
売
買
と
し
て
の
法
律
酌
概
念
構
成
等
の
諸
章
に
は
、
バ
ビ

　
　
ロ
ソ
・
ア
ッ
シ
リ
ア
・
エ
ヂ
プ
ト
・
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
等
の
土
地
に
関
す
る
売

　
　
買
と
貸
借
の
開
係
が
多
く
の
例
証
を
以
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
特
に
二
〇
章
に
於

　
　
て
古
代
諸
圏
法
が
法
原
購
と
し
て
現
実
売
買
主
義
の
建
前
を
圃
等
し
て
い
た
事
が

　
　
貸
借
関
係
の
法
的
表
現
上
に
売
買
・
値
等
の
語
が
多
く
溺
い
ら
れ
た
理
由
と
さ
れ

　
　
た
纂
は
、
本
稿
の
主
題
士
極
め
て
興
味
深
い
見
解
で
あ
る
。

　
　
　
中
岡
古
捌
に
つ
い
て
は
、
仁
井
田
陞
博
士
『
中
隔
法
鋼
史
研
究
』
（
土
地
法
・

　
　
取
引
法
）
」
第
一
　
部
第
四
章
漢
魏
六
朝
の
質
鰯
度
一
循
剛
四
節
不
動
産
質
、
岡
筑
㎝

　
　
五
章
慶
朱
時
代
の
保
証
と
質
馬
事
I
l
一
字
三
節
等
の
諸
条
に
買
戻
条
件
付
売
買
と

　
　
暫
ハ
の
区
励
の
付
け
難
い
蜘
が
指
…
摘
さ
れ
て
｛
繋
り
、
取
引
法
の
第
一
部
第
｛
章
巾
園

　
　
売
買
法
の
沿
竿
第
七
節
永
代
売
買
と
買
戻
の
条
に
も
（
岡
書
三
八
三
頁
）
、
近

　
　
代
担
保
制
度
発
生
以
前
に
は
売
買
が
｝
提
保
の
意
味
で
行
わ
れ
た
場
合
の
訪
る
事
を

　
　
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
σ

　
②
中
田
博
士
前
掲
書
。

　
③
岡
『
庄
園
の
研
究
』
一
六
四
頁
。

　
④
亀
田
隆
之
氏
「
賃
租
制
の
…
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
…
丁
九
）
。

　
⑤
拙
稿
「
公
田
賃
租
に
つ
い
て
」
（
『
欝
三
婆
紀
要
臨
姓
）
、
「
地
子
と
燃
直
貼
（
『
覇

　
　
本
歴
史
撫
　
一
九
五
・
一
九
六
号
）
。

二
　
永
売
の
発
生
時
点

　
最
初
に
亀
細
事
の
云
わ
れ
る
趣
く
、
果
し
て
養
老
田
令
公
田
条
で

「
賃
租
」
の
語
が
設
定
さ
れ
る
以
前
に
「
永
売
」
を
意
味
す
る
「
売

質
賦
の
語
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
確
め
る
必
要
が
あ
る
。

疑
の
論
拠
を
要
約
す
る
と
次
の
三
点
に
絞
ら
れ
る
。

◎D

@
養
老
以
前
に
は
「
永
売
」
を
意
味
す
る
「
売
買
」
の
用
語
例
が

　
存
在
し
な
い
。

㈹
　
鶏
唐
の
律
令
を
比
較
す
る
と
、
唐
の
律
令
に
は
土
地
永
売
の
禁

　
止
条
文
が
あ
る
が
「
賃
租
」
に
関
す
る
規
定
が
見
受
け
ら
れ
ず
、

　
わ
が
国
の
律
令
は
逆
に
「
賃
租
」
に
関
す
る
規
定
を
存
し
土
地
永

　
莞
禁
止
の
規
定
が
な
い
。
こ
れ
は
わ
が
国
で
は
未
だ
土
地
永
売
が

　
起
っ
て
い
な
か
っ
た
事
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

③
　
若
し
養
老
令
作
成
以
前
の
「
売
買
」
の
語
が
「
賃
租
」
と
「
永

　
売
」
の
両
義
を
有
し
た
と
す
る
と
、
当
然
用
語
の
混
乱
が
起
っ
て

　
い
た
筈
で
、
政
府
当
局
者
が
こ
れ
を
坐
視
し
て
い
た
と
は
考
え
難

　
い
。

　
以
下
各
条
毎
に
検
討
し
て
行
き
た
い
が
、
論
述
の
便
宜
上
③
か
ら

始
め
た
い
。
亀
田
氏
は
論
考
の
初
章
の
中
で
、
　
「
賃
租
」
の
語
の
成
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立
後
も
一
般
に
は
桐
変
ら
ず
旧
来
の
賃
租
を
意
味
す
る
「
売
買
」
の

語
が
永
売
を
意
味
す
る
「
売
買
」
の
語
と
共
に
使
用
さ
れ
て
い
た
事

を
指
摘
し
、
　
「
賃
租
な
る
語
は
養
老
令
に
於
い
て
成
立
し
た
語
で
は

　
⑥

あ
る
が
、
主
と
し
て
法
制
的
な
、
公
的
な
用
語
に
と
父
ま
り
実
際
社

会
に
於
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
事
情
か
く
の
如
し
と
す
れ
ば
、
「
賃
租
」
の
語
の
成
否
は
実
際

的
影
響
力
を
殆
ん
ど
有
た
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
か
、
ら
、
実
用
面
で
は

「
賃
租
」
の
語
を
設
定
し
な
け
れ
ば
用
語
上
の
混
乱
が
起
る
と
は
必

ず
し
も
云
い
難
い
訳
で
あ
る
。
所
が
氏
は
③
で
「
賃
租
」
の
語
の
成

立
以
前
に
若
し
「
永
売
」
が
発
生
し
て
い
た
な
ら
ば
、
当
然
用
語
上

の
混
乱
を
避
け
る
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
た
筈
だ
が
、
そ
の
よ
う
な

事
実
が
な
い
と
云
う
事
が
「
永
売
」
が
未
だ
発
生
し
て
い
な
か
っ
た

証
拠
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
事
実
認
識
と
矛
盾
し
允
推
論
法

と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
賃
租
」
の
語
の
成
否
は
「
永
売
」

の
成
否
を
推
論
す
る
極
め
手
と
は
な
り
難
い
の
で
あ
る
。

　
②
に
つ
い
て
は
、
臼
唐
の
律
令
の
比
較
に
お
い
て
、
わ
が
律
令
に

は
唐
令
の
如
き
土
地
書
置
の
禁
止
規
定
が
な
い
か
ら
少
く
と
も
大
宝

令
以
前
に
は
わ
が
国
で
は
土
地
藁
葺
が
未
だ
起
っ
て
い
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
で
は
玩
も
計
売
の
存
在
を
認

め
ら
れ
る
養
老
以
降
も
わ
が
律
令
に
は
土
地
永
売
の
禁
止
規
定
が
設

け
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
禁
止
規
定
の
有
無
か
ら
即
売

の
存
否
を
判
断
す
る
訳
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
抑
わ
が
律
令
時
代
の
土
地
売
買
は
園
宅
地
・
墾
田
等
を
除
い
て
は

一
般
に
完
売
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
論
拠
は
養

老
田
令
賃
租
条
と
戸
潮
懸
過
年
限
賃
租
田
条
の
規
定
に
よ
り
一
年
以

上
の
賃
租
を
禁
止
し
て
い
る
所
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
唐
制
で
は

口
分
田
の
永
売
禁
止
に
関
す
る
根
本
規
定
は
唐
戸
婚
律
の
左
の
条
文

と
さ
れ
て
い
る
。

　
血
斑
口
分
田
潜
、
一
意
答
十
、
二
十
畝
加
一
等
、
罪
庇
杖
一
百
、
地
還
本

　
主
財
没
不
追
、
即
応
合
亮
者
、
不
用
此
律

而
し
て
こ
の
律
文
は
前
述
の
わ
が
戸
婚
律
義
年
限
賃
租
田
条
の
左
の

条
文
の
母
型
で
あ
っ
た
事
が
内
田
銀
蔵
博
士
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い

⑦る
Q

　
凡
過
年
限
賃
租
田
春
、
一
段
答
十
、
二
段
潴
一
等
、
舞
読
響
一
華
、
地
還

　
本
主
、
財
没
不
追
（
功
田
不
在
此
限
）

こ
の
事
は
亀
田
残
も
認
め
ら
れ
、
更
に
わ
が
芦
婚
律
妄
認
公
私
田
条

の
条
文
も
同
様
に
唐
戸
調
律
の
当
該
条
文
を
模
倣
し
た
事
を
指
摘
し

て
お
ら
れ
る
。
所
が
残
は
「
賃
租
」
な
る
語
が
唐
律
令
に
は
全
く
存
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在
し
な
か
っ
た
一
類
似
例
は
あ
る
が
一
と
云
う
理
由
で
、
わ
が

国
に
は
永
売
禁
止
規
定
が
存
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
、
　
「
内
容
か
ら
も

同
一
事
象
を
取
扱
っ
て
い
る
如
く
見
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
な

が
ら
、
右
心
条
文
の
内
容
的
関
連
性
を
追
究
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
前
述
の
如
く
こ
れ
ら
の
条
文
が
日
唐
両
国
の
q
分
田
砂
面

禁
止
の
根
本
規
定
で
あ
っ
た
と
す
る
通
説
を
認
め
る
な
ら
ば
、
表
現

用
語
の
絹
違
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
ら
の
条
文
が
同
一
意
義
を
有
し
て
い

た
纂
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
む
し
ろ
唐
律
の
「
売
口
分
田
」
が

日
本
律
で
「
過
年
限
賃
租
田
」
と
改
め
ら
れ
た
理
由
を
問
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
中
田
博
士
は
日
唐
戸
婚
律
妄
認
公
私
田
条
を
比
較
し
て
、
「
唐
紅

に
『
盗
貿
聾
者
』
と
あ
る
を
我
律
に
は
特
に
『
盗
貿
易
賃
租
者
』
と

改
め
あ
る
が
故
に
、
両
者
は
一
見
別
種
の
規
定
な
る
か
の
如
く
思
は

る
鼠
も
、
こ
れ
我
律
令
が
原
則
と
し
て
公
私
田
の
永
代
売
を
禁
止
し
、

単
に
一
年
転
売
即
賃
租
を
の
み
許
容
し
た
る
の
理
由
に
基
く
も
の
に

し
て
、
共
に
公
私
田
を
妄
認
し
或
は
私
矯
貿
易
し
、
或
は
盗
売
与
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
る
場
合
に
関
す
る
規
定
な
り
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
同
様
の
解

釈
は
過
年
限
賃
租
田
条
に
つ
い
て
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
事
実
内
田
博

士
は
同
条
に
つ
い
て
「
我
が
中
古
の
欄
度
に
於
て
は
、
唐
の
如
く
其

の
（
口
分
田
ー
ー
筆
者
譲
）
売
買
を
許
す
特
別
の
場
合
を
認
め
ざ
る
代

り
に
、
一
般
に
一
年
を
限
り
て
の
売
買
は
之
を
公
許
し
た
り
。
従
て

我
が
律
に
は
売
口
分
田
を
罰
す
る
条
の
代
り
に
、
年
限
を
過
ぎ
て
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

租
す
る
を
罰
す
る
条
あ
り
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
次
第

で
あ
る
か
ら
、
わ
が
律
令
に
唐
制
の
如
き
永
仁
禁
止
条
文
が
な
か
っ

た
か
ら
と
云
っ
て
、
わ
が
国
で
は
永
売
禁
止
が
画
題
と
な
っ
て
い
な

か
っ
た
と
云
う
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
一
年
季
売
（
1
1

賃
程
）
の
み
を
許
す
と
云
う
薯
が
何
故
永
売
禁
止
と
同
じ
効
果
を
・
肩

つ
か
と
云
う
点
に
あ
り
、
こ
こ
に
前
章
に
述
べ
た
本
稿
の
主
題
一

賃
租
と
永
売
の
関
係
…
i
を
考
え
る
具
体
的
な
一
つ
の
問
題
点
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
ω
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
亀
田
氏
が
挙
げ
た
養
老
以
前

の
売
買
の
用
語
例
で
先
ず
問
題
と
な
る
の
は
和
銅
六
年
三
月
十
九
日

紀
の
左
の
文
で
あ
る
。

　
詔
…
…
又
売
買
田
、
五
感
為
価
、
若
以
他
物
為
偲
、
田
＃
其
物
重
鉢
没
官
、

　
或
有
瀬
確
者
、
則
減
上
人
、
遡
及
買
人
並
科
違
勅
罪
、
郡
司
不
加
勢
狡
、

　
違
十
事
以
上
、
即
解
其
任
、
痛
事
以
下
量
思
考
第
、
国
司
者
式
部
監
察
、

　
計
脳
胞
考
、
或
難
受
用
銭
、
而
情
願
通
商
者
聴
之

亀
田
残
は
こ
の
売
買
を
賃
租
と
解
さ
れ
た
が
、
そ
の
論
拠
は
こ
の
頃
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か
ら
土
地
永
売
現
象
が
み
え
る
に
し
て
も
、
政
府
が
こ
れ
を
公
認
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
と
は
考
え
難
い
と
云
う
点
に
あ
る
。
確
か
に
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
、
前
述
の
如
く
わ
が
律
令
欄
の
基
本
方
針
が
公
私
田
の
購
売
禁

正
に
あ
っ
た
と
す
る
通
説
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、
雷
撃
文
の
売
買
を

永
売
と
解
す
る
訳
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
永
売

禁
止
と
は
云
っ
て
も
前
述
の
如
く
凡
て
の
土
地
が
そ
の
対
象
と
な
っ

て
い
た
訳
で
は
な
い
。
一
般
に
園
宅
地
・
墾
田
等
は
養
老
囲
令
・
天

平
十
五
年
墾
田
永
世
私
有
令
等
に
よ
り
除
外
例
と
さ
れ
て
い
た
事
が

認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
研
究
で
は
こ
れ
ら
の
田
地
の
養
老
以

前
に
於
け
る
取
扱
い
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て

養
老
以
前
に
於
け
る
永
売
の
有
無
を
明
か
に
す
る
に
は
、
墾
闘
・
園

宅
地
の
初
期
の
史
料
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
論
述
の
都
合
上
そ

の
詳
論
を
後
廻
し
に
し
て
、
当
面
の
和
銅
六
年
紀
の
売
買
田
を
永
売

と
解
す
る
理
由
を
当
．
時
の
田
地
売
買
価
薩
の
面
か
ら
述
べ
て
置
き
た

い
。　

和
銅
六
年
認
で
田
地
売
買
に
銭
価
を
用
い
し
め
た
の
は
、
わ
が
国

最
初
の
法
定
通
貨
制
度
の
開
始
に
際
し
、
そ
の
流
通
を
促
進
し
よ
う

と
す
る
律
令
政
府
の
意
図
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
さ
れ
る
亀

田
氏
の
見
解
は
恐
ら
く
正
意
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
所
で
当
寺

の
銭
価
に
よ
る
土
地
売
買
例
を
み
る
と
、
淫
売
に
於
て
圧
倒
的
に
実

例
が
多
く
、
面
も
初
期
の
例
は
殆
ん
ど
銭
価
で
、
稲
を
価
と
す
る
例

は
奈
良
罷
業
か
ら
漸
く
み
え
、
以
後
次
第
に
増
加
し
て
銭
嵩
に
代
り

一
般
的
に
な
っ
て
行
く
。
そ
の
模
様
を
表
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
初
期
の
土
地
永
売
券
文
が
殆
ん
ど
例
外
な
く
銭
価
を

用
い
て
い
る
の
は
何
等
か
の
法
的
根
拠
が
あ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

解
し
難
い
事
で
あ
る
。
即
ち
和
銅
六
年
置
が
そ
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
対
し
て
賃
租
の
価
直
は
稲
を
用
い
る
の
が
一
般
で
、
銭
価

は
賃
（
先
払
い
）
方
式
の
場
合
に
僅
か
な
実
例
を
挙
げ
得
る
に
過
ぎ

な
い
。
現
存
最
古
の
賃
租
価
直
の
史
料
で
あ
る
天
平
二
年
大
和
国
正

税
帳
や
天
平
七
年
讃
岐
国
弘
福
寺
領
田
図
を
始
め
と
し
て
稲
を
価
腹

と
す
る
例
は
枚
挙
に
蓬
が
な
い
。
田
令
公
田
条
古
記
に
「
以
十
分
之

二
地
子
為
価
也
」
と
あ
る
の
も
卑
見
に
よ
れ
ば
弘
仁
・
延
喜
両
主
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

式
獲
稲
口
隅
条
の
規
定
の
先
縦
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
賃
租
の
場

合
は
令
制
の
最
初
か
ら
原
則
的
に
は
稲
を
緬
直
と
す
る
方
針
が
貫
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
管
見
に
入
っ
た
銭
価
の
例
を
挙
げ
る

な
ら
ば
、
天
平
宝
字
三
・
六
・
十
大
和
国
城
下
郡
田
地
売
券
（
古
四
　

童
六
入
塾
）
．
左
右
京
職
写
雷
（
延
喜
左
右
山
奥
職
写
条
）
等
が
あ
り
、
何
れ

6　（164）



古代の土地亮買について（上）　（菊地）

第　　一　　表

年月日1 國　副 売買物件　｝ 価　　　　直

1　天平12・正・10 山城・宇治 地8反・歴2問 5貫

2　　〃　20・8・26 〃　　　ク 〃　　　　　〃 総10匹・税布10端

3　　〃　204レ19 伊賀・阿拝
｛地2町・墾編7町266歩歴8問・板倉7問

70貫

・逆元・11・21 〃　　　〃
墾磁7反 8貫

5　　〃　3・4・12
〃　　　　〃

〃45反 2．25貫

6　　ク　3・7・27 近江・甲可 〃21町・野地3町 230貫

7　〃4・コ三Q14　 出自i津

8　1i　7・3－9
9　i！　S・2・6
io　IIIi12・1i・2s

11　！！　4　・11・7

12 ]・・1レ・

13　ii　5　・11　・27

14　〃8曹2¢9

IS　　ク　8・～・？

16　：1，bge．／．｛2・le・21

7
8
◎
1
0
1
2
3

1
1
1
2
2
2
2

ク　3　・2　・22

〃　〃　　ク　　〃

ク　ク　　〃　　〃

〃　〃　　ク　　〃

1！　11　！！　24

〃　ク　　〃　26

〃　ク　　3・2

24　ttiif．／／／’e・．i3・9・ii

　　（ii　2　・　2　・　12）

25　　三謹乏ヂ琶5　・11　・23

26　ii　7　・　3　・　9

27　ii　7　・12・l1
28　　延暦7　・　11　・　14

9
0
1
2
3
4
5
6

2
3
3
3
3
3
3
3

！1　7　・12・23

〃　 10匿正‘21

！1　IS　・　9　．23

！i　15・ll．2

ii　19・　6　・21

ク　20・12・i6

〃21・正・10

ク　22・12・17

越前・坂井

左京

伊賀・阿拝

摂津・西生

山城・宇治

大和・十帯

越前・高串庄

｛倉2閥
i也3田丁6反249歩

野地100町

調邸1町

開田・鼠（地）10町

庄地3町1反129歩

地1反・倉墜各1間

地4反・盤1宇

｛髭2間9重RI　1限丁

地9町3反144歩
＝大：和。祝園郷　　　i遍三2反100歩

越前・足羽

〃
〃
〃
〃
〃
ク
ク

〃
〃
〃
〃
ク
〃
〃

摂津・東生

備前・円筒

左京

備前・津副

長r認：京

大和・添上

山城・宇治

近江・大國郷

〃　・八木郷

則城・紀研

因幡・高庭庄

近江・大国郷

因幡

墾田10町2反8歩

墾田1反126歩

〃8反82歩

〃4反294歩
〃　3反

〃2町1反16歩
〃　1町53歩

〃　4反38歩

地3町2反47歩

畠3反
小坊

数波繍3反32歩

家地（10丈XIS丈）

S也4反100歩　 屋置倉tt 1－7摩野

畑地4反

墾田2反128歩

ク　2反

地6反・家1区
地55Ht丁1反39歩

i墾圏2反100歩

田・地12町8反180歩

過価銭

100貫

180貫

60貫

9貫

84，588貫

　王．5貫

6貫

33貫

5貫

2520．9束

　11束
244．8束

　97束

　72束
465．5束

243束

　85束

700貫

（新銭70貫）

　　80束

　　40貫

　　44束
　　5．6貫

　　10貫

　　80束

　　70束

　　60束

　16．6貫

　4000束

　　50束

　1000束
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も
賃
価
で
あ
る
。
安
都
雄
足
用
銭
注
文
（
古
＋
六
i
五
七
頁
）
の
算
盤
尽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

田
直
六
貫
七
百
文
は
寄
稿
で
租
緬
と
解
し
た
が
銭
価
で
あ
る
。
こ
れ

は
葛
・
酒
米
等
の
代
価
と
共
に
信
濃
人
か
ら
進
上
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
貢
進
の
便
宜
上
銭
に
代
え
ら
れ
た
も
の
で
、
賃
租
価
覆
自
体

が
銭
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
云
い
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
私
見
で
は
当
日
六
年
詔
の
売
買
田
は
永
売
と

考
え
る
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
な
お
養
老
以
前
の
永
売
に
つ
い

て
考
察
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
以
下
章
を
改
め
て
墾
田
に
つ

い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

⑥
仁
井
田
博
士
「
古
代
支
那
・
日
本
の
土
地
私
有
制
」
㎝
～
四
（
『
飼
家
学
三
二

　
誌
』
4
3
1
一
二
・
4
4
1
二
・
七
・
八
号
）
は
、
八
号
の
一
〇
二
頁
に
於
て
大
宝
田

　
令
公
準
条
に
も
賃
租
の
語
が
存
し
た
と
し
て
復
原
さ
れ
、
七
号
の
一
二
八
頁
に
於

　
て
そ
の
理
虫
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
本
論
文
は
そ
の
後
『
中
園
法
鰯
史
研
究
一
土

　
地
法
・
取
引
法
』
三
九
一
一
五
一
買
に
再
収
さ
れ
た
が
、
【
猛
三
買
公
田
条
復
原

　
の
項
の
補
注
②
で
亀
田
氏
等
の
論
考
を
指
摘
し
、
瞬
説
を
改
め
て
大
宝
田
令
公
田

　
条
で
は
賃
租
で
は
な
く
販
売
の
語
が
稽
い
ら
れ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
述

　
べ
て
お
ら
れ
る
。

⑦
こ
の
見
解
を
最
も
早
く
提
示
さ
れ
た
の
は
内
田
銀
蔵
博
士
で
、
『
臼
本
経
済
史

　
の
研
究
駈
上
一
五
六
頁
（
我
圏
中
古
の
班
田
収
授
法
）
　
に
み
え
、
中
田
博
士
も

　
「
唐
薯
と
日
本
令
と
の
比
較
研
究
」
（
『
法
花
史
論
集
』
…
一
六
七
六
頁
）
に
薫
じ

　
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
α

⑧
中
照
博
士
「
日
本
古
法
に
於
け
る
追
奪
撞
保
の
沿
革
」
（
『
法
制
史
論
集
』
三
i

　
八
四
頁
以
下
）
参
照
。

⑨
内
民
博
土
前
掲
書
。

⑩
　
竹
内
理
三
博
士
は
『
窓
爪
良
朝
時
代
に
於
け
る
寺
院
経
済
…
の
研
究
』
一
六
三
百
〔
に
、

　
和
銅
六
年
三
年
詔
は
田
の
売
買
を
公
認
し
た
も
の
と
の
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
、
亀

　
田
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
若
し
永
売
の
意
味
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
承
服

　
し
難
い
と
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
博
士
は
『
臼
本
上
代
寺
院
経
済
史
の
研
究
隔

　
三
四
九
頁
で
は
永
代
売
買
で
あ
る
か
は
断
定
出
来
な
い
と
し
て
お
ら
れ
る
。
更
に

　
『
新
日
本
史
大
系
転
写
（
古
代
社
会
）
七
五
頁
で
も
、
井
上
光
戯
・
関
晃
両
氏
に

　
よ
っ
て
、
田
地
売
買
の
公
認
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
墜
一
賃
租
か
永
売

　
か
一
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

⑪
　
竹
内
博
士
『
臼
本
上
代
寺
院
経
済
史
の
研
究
』
三
五
一
～
三
五
四
頁
に
も
岡
様

　
の
見
解
が
見
ら
れ
る
。

⑫
拙
稿
「
地
子
と
価
直
」
上
（
『
臼
本
歴
史
』
一
九
五
号
七
二
買
以
下
）
参
照
。

⑬
天
平
勝
宝
元
年
十
　
月
甘
一
日
付
鑓
賀
繭
阿
拝
郡
柘
殖
郷
田
地
売
券
（
古
三
i

　
三
三
四
頁
）
は
神
田
七
反
の
永
売
価
格
を
八
貫
文
と
し
な
が
ら
、
勝
宝
三
年
以
降

　
の
賃
租
料
を
四
石
（
反
当
り
十
一
東
余
）
と
三
筆
記
入
し
て
い
る
。
こ
の
当
時
永

　
売
は
銭
価
・
賃
租
は
稲
で
支
払
う
慣
例
で
あ
っ
た
事
を
貸
す
一
例
で
は
な
か
ろ
う

　
か
。

⑭
註
⑫
六
八
買
参
照
。

三
　
墾

田

　
平
安
中
期
頃
ま
で
の
土
地
売
券
を
み
る
と
、
そ
の
売
買
物
件
は
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

地
・
墾
田
・
畠
・
野
・
山
林
等
に
限
ら
れ
、
就
中
最
初
の
三
者
が
大

8　（166＞
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半
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
勿
論
律
令
制
の
所
謂
公
地
主
義
の

原
則
に
基
い
て
口
分
田
以
下
の
殆
ん
ど
の
田
地
が
班
田
収
授
法
の
適

用
を
受
け
、
自
由
な
処
分
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
事
に
よ
る
の
で
あ
る

が
、
問
題
は
何
故
前
掲
の
地
福
に
限
り
売
買
が
許
さ
れ
た
か
、
又
ど

の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
云
う
事
で
あ

る
。
こ
の
点
の
見
方
如
何
に
よ
っ
て
養
老
以
前
の
土
地
永
売
に
関
す

る
考
え
方
が
変
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
前
述
の
永
売
の
対
象
地
を
代
表
す
る
意
味
で
墾
田
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う
。
従
来
一
般
に
律
令
時
代
の
墾
田
を
問
題
と
す
る

場
合
、
三
世
一
身
法
・
永
世
私
有
令
が
最
も
重
視
さ
れ
、
そ
れ
以
前

の
墾
田
に
は
さ
ほ
ど
史
的
意
義
を
認
め
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
そ
れ

は
思
う
に
こ
れ
ら
の
法
令
、
就
中
永
世
私
有
令
を
以
て
荘
園
制
と
そ

の
基
盤
で
あ
る
土
地
私
有
制
の
直
接
的
起
点
と
み
よ
う
と
す
る
関
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
方
向
が
然
ら
し
め
た
も
の
で
、
内
照
銀
蔵
博
士
が
提
嘱
さ
れ
て
以

来
今
日
ま
で
学
界
の
通
説
と
し
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
れ
ら

法
令
が
施
行
さ
れ
た
直
接
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
内
田
博
士
は
三
世

蝋
身
法
を
令
し
た
養
老
七
年
四
月
官
奏
に
「
頃
者
百
姓
漸
多
、
田
池

窄
狭
」
と
あ
る
所
か
ら
、
人
口
の
自
然
的
増
加
と
相
対
的
田
地
の
不

　
　
　
　
　
　
⑰

足
と
解
さ
れ
た
が
、
こ
の
官
奏
施
行
の
真
の
理
由
が
果
し
て
そ
う
で

あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
早
く
中
田
博
士
が
疑
義
を
呈
し
て
お
ら
れ

⑱る
。
そ
の
後
滝
川
博
士
は
班
田
法
の
施
行
に
伴
う
臼
分
田
の
不
足
と

　
　
　
　
　
　
　
⑲

云
う
見
解
を
出
さ
れ
、
北
出
茂
夫
氏
は
班
田
立
野
律
令
体
制
の
行
詰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
の
打
開
策
と
解
さ
れ
る
等
新
し
い
観
点
が
加
え
ら
れ
た
が
、
基
本

的
に
は
前
述
の
土
地
私
有
制
の
起
点
と
云
う
評
価
に
基
い
て
い
る
よ

　
　
　
　
　
⑳

う
に
思
わ
れ
る
。

　
所
が
沢
田
吾
一
疑
の
見
解
は
以
上
と
異
な
り
、
墾
田
の
基
本
的
性

格
に
関
す
る
極
め
て
重
要
な
視
角
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思

　
　
⑫

わ
れ
る
。
即
ち
爵
は
「
抑
々
古
代
の
民
人
は
今
鷺
の
麺
く
天
然
を
欄

服
す
る
力
な
く
、
従
て
水
田
稼
稿
の
如
き
も
多
く
は
河
川
池
沢
の
自

然
的
灌
概
に
依
侍
す
る
に
過
ぎ
ず
、
さ
れ
ば
一
朝
洪
雨
あ
り
て
河
川

氾
濫
せ
ば
忽
ち
桑
海
の
変
あ
ら
ん
。
是
に
於
て
荒
廃
の
欠
損
を
補
は

ん
が
為
に
は
常
に
新
田
を
墾
か
ざ
る
可
ら
ず
、
此
等
の
一
進
一
退
は

連
年
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
継
続
し
た
る
べ
し
。
墾
田
に
関
し
て
養
老
七

年
四
月
三
世
一
身
の
法
を
定
め
、
天
平
十
五
年
五
月
、
永
年
私
財
の

制
に
改
め
、
天
平
神
護
元
年
三
月
に
は
私
財
と
為
す
を
禁
ず
。
斯
の

媚
く
累
次
の
改
換
あ
り
た
る
は
田
積
の
減
少
を
防
止
し
若
く
は
之
を

増
大
せ
ん
と
の
努
力
に
外
な
ら
ず
」
と
さ
れ
、
当
時
の
史
料
に
基
き
、

一
般
に
こ
の
頃
田
積
の
変
動
は
全
体
的
に
は
殆
ん
ど
無
か
っ
た
事
を
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計
数
的
に
論
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
氏
の
見
解
を
敷
術
す
れ
ば
、
先
ず
大
化
前
代
に
か
か
る
数
多
く
の

田
地
開
発
伝
承
を
指
摘
し
う
る
。

　
④
　
姓
氏
録
左
京
皇
別
、
治
田
連
の
条

　
開
化
天
皇
皇
子
滲
坐
命
の
四
世
の
孫
彦
□
命
が
北
夷
征
討
の
功
に
よ
り
近

　
江
國
浅
共
郡
の
地
を
給
い
墾
鴎
地
と
し
た
。

　
②
　
播
磨
風
土
記
飾
磨
郡
漢
部
里
の
条

　
応
神
天
皇
巡
行
の
折
、
鞭
で
指
し
て
宅
・
墾
爾
を
造
る
事
を
命
ぜ
ら
れ
た

　
所
か
ら
、
そ
の
野
を
蝕
志
野
と
称
し
た
。

　
③
仁
徳
紀
十
四
年
条

　
大
溝
を
掘
て
石
河
の
水
を
引
き
、
上
下
鈴
鹿
・
上
下
豊
浦
の
三
原
を
開
墾

　
し
四
万
余
頃
の
厨
を
得
た
。

　
ω
　
播
磨
風
土
記
揖
保
郡
佐
岡
の
条

　
仁
徳
朝
に
筑
紫
の
田
部
を
召
し
て
こ
め
地
を
墾
せ
し
め
た
。

　
⑤
　
顕
宗
即
位
前
回

　
漕
…
回
天
璽
二
年
十
一
月
に
播
磨
の
縮
見
屯
倉
酋
の
薪
築
の
祝
宴
で
顕
宗
芙

　
皇
が
室
毒
し
た
詞
の
中
に
「
丁
霊
者
薪
墾
、
田
刀
之
十
握
稲
之
穂
」
と
あ

　
る
。

　
⑥
　
常
陸
風
土
記
行
方
郡
の
条

　
継
偉
朝
に
箭
括
氏
麻
多
智
が
郡
の
西
谷
の
葦
原
を
点
じ
て
新
治
頒
を
墾
蔵

し
た
。

⑦
　
姓
氏
録
左
京
神
別
上
、
小
治
田
宿
禰
の
条

欽
明
朝
に
小
顕
を
墾
開
し
鮎
田
を
浩
め
た
の
で
小
治
田
大
連
の
姓
を
給
っ

た
。そ

の
他
伝
承
所
係
年
次
の
明
確
で
な
い
も
の
と
し
て

奪⇒　　（n）　（L（蓼　　く9）　　（8）

等
を
挙
げ
る
事
が
出
来
る
。

因
む
地
名
・
人
名
も
古
く
且
つ
広
範
囲
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
夢
え

ば
常
陸
国
新
治
郡
の
名
は
崇
神
朝
の
三
井
か
ら
起
っ
た
と
伝
え
、
（
常

陸
風
土
記
）
、
景
行
麟
・
十
・
癸
丑
紀
、
国
造
本
紀
（
成
三
朝
）
等
蕨

係
年
次
の
古
い
伝
承
を
残
し
て
い
る
。
又
大
和
国
高
市
郡
小
墾
田
の

地
名
も
、
安
閑
元
・
十
・
甲
子
紀
（
小
墾
田
屯
食
）
、
欽
二
十
三
．
十

紀
（
小
墾
田
家
）
等
が
最
も
古
く
、
後
に
は
推
古
帝
の
宮
居
の
地
と

し
て
余
り
に
も
著
名
で
あ
る
。

　
更
に
時
代
は
下
る
が
、
新
田
・
新
治
を
郡
・
郷
名
と
す
る
例
を
和

名
抄
等
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、

播
磨
風
土
記
揖
保
郡
大
法
蜘
の
条

　
同
　
　
　
右
　
　
上
苗
岡
の
条

　
同
　
　
　
飾
磨
郡
巨
智
里
の
条

常
陸
風
土
記
久
慈
郡
小
書
黒
の
条

豊
後
風
土
記
速
見
郡
田
野
の
条

　
　
　
　
　
　
　
⑳
こ
軌
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
墾
田
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廼
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⑳

　
（
新
治
）
常
陸
・
河
内
・
信
濃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
⑳

　
（
新
田
）
武
蔵
・
安
房
・
上
総
・
上
野
・
下
野
・
陸
奥
・
倶
馬
・
播
磨
・

　
　
　
　
備
前

等
が
あ
り
、
開
墾
説
話
に
因
む
地
名
の
分
布
の
広
範
な
事
が
推
測
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
人
名
に
つ
い
て
も
同
様
に
所
報
年
次
の
古
い
伝
承
を
指
摘
し
う
る

が
繁
壇
に
な
る
の
で
省
略
し
た
い
。
要
す
る
に
以
上
の
事
例
か
ら
み

て
も
墾
田
が
大
化
前
代
か
ら
如
何
に
広
範
に
行
わ
れ
て
い
た
か
が
容

易
に
推
察
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
か
く
も
歯
し
い
開
墾
伝
承
が

存
在
し
た
理
由
は
、
沢
田
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
農
耕
技
術
の

未
熱
さ
の
故
に
耕
作
地
の
荒
廃
が
起
り
易
く
、
人
口
の
増
加
が
な
い

場
合
で
も
、
一
定
量
の
必
要
食
料
の
生
産
を
維
持
す
る
た
め
に
絶
え

ず
耕
地
の
新
墾
・
再
開
墾
（
復
旧
）
を
必
要
と
し
た
古
代
の
農
耕
事

情
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
農
耕
事
情
は
改
新
以
後
も
何
等
異
な
る
所
は
な
か
っ

た
の
で
あ
っ
て
、
改
新
直
後
の
大
化
二
年
八
月
詔
に
早
女
と
諸
国
の

築
堤
・
池
溝
並
に
新
田
開
発
が
馳
せ
ら
れ
、
大
宝
田
力
の
為
水
侵
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

条
・
荒
廃
条
に
も
墾
田
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
律
令

捌
下
の
耕
地
に
荒
廃
田
の
多
か
っ
た
事
は
遠
江
国
浜
名
郡
輸
租
帳
に

全
管
田
の
二
割
に
上
る
荒
廃
照
が
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
に
よ
っ
て

著
名
で
あ
り
、
正
史
に
記
さ
れ
た
水
害
・
地
同
等
に
よ
る
耕
地
壊
滅

の
記
載
だ
け
で
も
魑
し
い
数
に
上
る
。
の
み
な
ら
ず
有
名
な
登
呂
の

遺
跡
の
如
き
実
際
の
被
災
例
さ
え
も
今
臼
残
さ
れ
て
い
る
。
平
安
中

期
以
降
に
な
る
と
不
堪
佃
田
奏
は
年
中
行
事
化
し
て
行
わ
れ
る
よ
う

に
さ
え
な
る
。
令
に
は
不
堪
佃
闘
の
規
定
は
な
く
、
毎
年
・
の
熱
…
不
の

査
定
基
準
を
定
め
た
留
分
法
（
賦
役
令
水
母
条
）
と
こ
れ
に
基
き
賑
租

の
免
除
率
を
定
め
た
不
三
得
七
法
（
養
老
八
年
格
）
及
び
調
庸
の
免
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

法
を
定
め
た
慶
雲
三
年
九
月
廿
属
格
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
等

の
規
定
は
そ
の
後
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
収
獲
の
熟

不
に
関
す
る
措
置
で
、
田
地
窃
体
の
損
否
に
関
す
る
措
置
で
は
な
い
。

故
に
不
堪
佃
田
と
区
別
し
て
不
熱
田
の
事
を
損
田
と
称
し
て
い
る
。

而
し
て
不
堪
佃
田
が
令
制
の
当
初
か
ら
多
か
っ
た
事
は
前
述
し
た
所

か
ら
も
明
か
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
不
堪
佃
田
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
九
世
紀
以
降
の
事
で
、
仁
寿
四
年
十
月
一
日
格
に
国

司
の
不
実
言
上
を
戒
め
て
そ
の
奏
上
日
限
を
定
め
た
も
の
が
最
も
早

い
史
料
で
あ
る
。
損
田
の
不
実
言
上
が
早
く
霊
亀
三
年
五
月
十
一
日

勅
で
注
矯
さ
れ
て
い
た
事
と
思
い
合
せ
る
な
ら
ば
、
不
堪
佃
田
の
問

題
化
の
時
期
の
遅
か
っ
た
事
は
明
か
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
の
理
由
は
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奈
辺
に
あ
っ
た
か
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
事
は
天
長
元
年
八
月
昔
生

恥
で
常
荒
田
が
終
身
間
の
耕
食
を
許
さ
れ
た
事
で
あ
る
。

　
抑
律
令
田
制
の
建
前
と
し
て
荒
廃
田
は
一
旦
口
分
田
等
と
し
て
律

令
政
府
に
よ
り
班
給
さ
れ
た
既
墾
地
（
熟
田
囁
）
で
あ
っ
た
が
故
に
、

荒
廃
後
も
一
般
未
墾
地
と
駿
別
し
て
取
扱
わ
れ
た
。
田
令
荒
廃
条
で

は
荒
廃
田
の
再
密
着
は
荒
廃
後
蹉
年
以
上
を
経
た
も
の
に
つ
い
て
借

佃
を
許
可
し
、
而
も
借
佃
期
間
は
私
田
は
三
年
、
公
田
は
六
年
と
し
、

限
満
の
巳
班
受
田
者
（
主
）
及
び
官
に
返
換
す
る
事
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
一
旦
班
田
法
の
適
用
を
受
け
た
熱
田
は
飽
く
迄
も
一
…
仮
令

荒
廃
し
た
場
合
で
も
…
班
田
法
の
線
で
取
扱
お
う
と
の
方
針
を
算

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
借
下
膨
に
対
し
て
そ
の
再
開
墾
の
功
を
考

慮
し
て
前
述
の
借
佃
期
問
内
そ
の
占
有
権
を
保
証
し
、
公
私
田
の
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

な
く
田
租
の
負
担
の
み
を
課
し
た
の
で
あ
る
。

　
所
が
前
述
の
天
長
元
年
宮
符
で
は
常
荒
田
の
場
合
借
葡
期
間
を
借

佃
者
の
終
身
問
と
し
た
。
こ
れ
は
三
世
一
身
法
の
旧
溝
池
を
逐
う
墾

田
の
占
有
雌
蝶
と
同
じ
で
あ
り
、
荒
廃
照
墾
田
化
－
荒
廃
田
と
空

閑
地
（
未
墾
地
）
の
区
別
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
傾
向
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
右
の
宮
符
で
は
常
荒
田
と
不
堪
佃
田
を
恥
曝
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
三
重
の
荒
廃
田
の
規
定
が
未
だ
適
用
し
得
る
段
階
の
田
窪
不

堪
佃
田
と
永
年
荒
廃
に
よ
り
事
実
上
未
墾
地
に
近
い
状
態
に
な
ウ
た
　
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G

田
腿
常
荒
田
と
の
糞
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
嶺
＋
二
年
±
一
長

月
廿
五
β
格
は
文
意
の
解
し
難
い
格
文
で
あ
る
が
、
承
和
八
年
五
月

五
日
に
三
河
国
に
下
し
た
官
符
の
全
国
施
行
を
令
し
た
も
の
で
、
内

容
は
右
の
不
堪
細
田
に
つ
い
て
借
佃
期
間
満
期
以
前
に
借
佃
者
死
亡

の
場
合
そ
の
遺
族
に
改
め
て
六
年
（
公
田
）
の
借
佃
占
有
を
許
可
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
事
を
命
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
荒
廃
田
の
規
定
は
天
長
以

後
も
一
応
有
効
で
あ
っ
た
が
、
常
荒
田
の
終
身
聞
占
有
が
許
さ
れ
た

事
に
よ
り
、
荒
廃
田
の
墾
畷
化
が
一
歩
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ

の
事
は
口
分
田
以
下
の
律
令
政
府
の
把
握
し
て
い
た
熟
田
が
荒
廃
の

段
階
を
経
て
そ
の
把
握
を
脱
し
て
私
有
瞳
と
化
し
、
班
田
糊
の
崩
壊

を
来
す
結
果
と
な
る
事
を
物
語
る
。
此
所
に
湿
て
九
世
紀
以
降
不
堪

佃
田
が
毎
年
の
官
奏
の
対
象
と
し
て
注
黛
を
浴
び
る
纂
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
前
述
仁
寿
四
年
格
以
後
も
文
徳
実
録
天
安
元
年
七
月
九
環

・
同
九
月
十
七
日
等
に
不
堪
佃
闘
を
三
雲
蕎
上
し
た
国
司
が
断
罪
さ

れ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
不
実
言
上
こ
そ
右
の
荒
廃
照
の

墾
鐵
化
の
最
大
の
原
因
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
し
て
不

堪
佃
四
聖
の
増
大
を
防
止
す
る
た
め
に
延
喜
十
八
年
六
月
廿
鐸
嘗
符

（
政
事
要
略
）
に
於
て
租
帳
の
勘
査
基
準
に
従
前
の
損
賑
の
不
三
得
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剣
法
の
外
に
不
堪
佃
田
十
分
目
一
免
除
の
規
定
が
追
加
さ
れ
、
主
税

式
勘
里
腹
条
に
定
着
し
た
。
こ
の
後
朝
廷
行
事
が
年
中
行
事
化
さ
れ

た
段
階
に
な
っ
て
も
不
堪
佃
田
奏
が
宮
奏
の
重
要
な
旧
項
爵
と
し
て

後
々
迄
絶
え
る
事
な
く
続
い
た
事
を
見
て
も
、
如
何
に
古
代
に
は
田

地
の
荒
廃
が
起
り
易
く
、
こ
れ
を
補
う
為
の
新
里
・
聖
霊
が
常
に
必

須
で
あ
っ
た
か
が
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
九
世
紀
以
後
班
田
欄
の

弛
滞
に
よ
り
不
堪
細
田
の
問
題
が
脚
光
を
浴
び
た
が
、
そ
の
よ
う
な

時
代
的
特
殊
性
の
基
底
に
は
以
上
の
如
き
古
代
の
墾
田
の
基
本
的
事

情
が
ひ
そ
ん
で
い
た
事
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
云
わ
ば
農
業
技
術
史
的
視
角
で
の
墾
田
の
評
価
で
あ
る
が
、

古
代
の
墾
函
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
別
の
側
面
か
ら
す
る
考
察
が
必

要
で
あ
る
。
律
令
制
成
立
以
後
に
な
る
と
、
墾
田
と
云
う
語
は
単
に

新
開
発
田
と
云
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
班
給
さ
れ
た
口
分
田
に
対

し
、
未
だ
班
田
収
授
法
の
適
用
を
受
け
な
い
農
民
の
私
有
田
と
云
う

意
味
を
帯
び
て
来
た
事
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
三
の
例

を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
先
ず
続
紀
天
平
二
年
三
月
置
対
塁
に
、

　
大
宰
府
言
、
大
隅
・
薩
摩
両
圏
百
姓
、
建
國
以
来
未
曾
班
田
、
其
所
有
田

　
悉
是
墾
田
、
相
承
為
佃
、
不
願
改
憲
、
若
従
班
擾
、
恐
多
喧
訴
、
於
是
随

　
旧
不
動
、
各
令
麹
佃
焉

と
あ
る
。
大
隅
は
和
銅
六
年
四
月
三
日
（
千
慮
）
に
臼
向
の
四
郡
を
割

い
て
新
書
さ
れ
、
薩
摩
は
大
宝
二
・
十
・
三
瀬
紀
に
「
嘱
更
國
司
多

義
醗
摩
」
、
和
銅
二
・
六
・
廿
八
法
蓮
以
降
は
薩
摩
と
見
え
る
か
ら
、

両
国
の
墾
田
の
歴
史
は
和
銅
頃
迄
は
至
り
う
る
訳
で
あ
る
。
所
で
文

中
の
墾
獺
を
前
述
の
如
く
新
開
墾
田
と
解
す
る
事
は
こ
の
場
合
明
ら

か
に
不
適
当
で
あ
る
。
何
故
な
ら
和
銅
二
年
以
降
約
二
十
年
を
経
た

天
平
二
年
の
時
点
で
な
お
既
墾
地
が
皆
無
と
云
う
事
も
考
え
難
い
し
、

ま
た
右
の
如
く
両
国
の
建
国
時
期
を
和
銅
頃
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前

両
国
で
は
水
田
耕
作
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
云
う
事
も
考
え
難

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
奏
言
の
言
わ
ん
と
す
る
所
は
、
両
国
で
は
建

国
以
来
瑳
田
施
行
の
前
例
が
な
か
っ
た
の
で
、
今
新
た
に
こ
れ
を
施

行
す
る
と
喧
訴
を
惹
起
す
る
か
ら
施
行
し
な
い
事
と
し
た
い
と
云
う

事
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
班
田
法
の
適
用
を
受
け
ず
代
々
耕
作
し

て
い
る
（
相
承
為
佃
）
百
姓
所
有
田
の
事
を
墾
田
と
称
し
て
い
る
の
で

　
⑪

あ
る
。

　
同
様
の
用
語
例
は
大
化
元
年
八
月
詔
に
も
見
当
す
事
が
出
来
る
。

其
於
倭
国
六
県
被
遣
使
者
、
寛
造
戸
籍
拝
欝
畝
酬
誰
瀦
，
頃
畝

前
述
の
大
宰
府
奏
雷
の
場
合
と
同
じ
く
、
こ
の
墾
田
を
新
開
墾
田
と

解
す
る
事
は
不
都
合
で
あ
る
。
班
田
法
施
行
最
初
の
貰
下
に
際
し
、
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薪
開
墾
田
の
み
を
対
象
と
し
た
と
云
う
事
は
解
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
墾
田
は
班
田
法
の
施
行
を
受
け
て
い
な
い
全
田
地
を
指
し
て
云

っ
た
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
語
義
か
ら
し
て
も
こ
の
注
記
が
後
代
の

も
の
で
あ
る
事
は
明
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
墾
田
の
用
語
例
は
例
挙
に
蓬
が
な
い
が
、
問
題
は
何

故
そ
の
よ
う
な
語
義
が
生
じ
た
か
と
云
う
事
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明

ら
か
に
す
る
に
は
律
令
政
府
の
鵠
地
開
墾
に
対
す
る
基
本
的
態
度
を

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
抑
た
律
令
鋼
の
土
地
劉
度
が
既
墾
・
未
墾
を
問
わ
ず
凡
て
の
土
地

に
対
す
る
貴
族
・
豪
族
の
私
的
領
有
関
係
を
断
ち
、
濁
家
の
権
力
下

に
集
中
し
よ
う
と
す
る
大
化
改
新
の
基
本
方
針
に
沿
っ
た
も
の
で
あ

る
事
は
改
め
て
雪
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
口
分
田
の
無
二
は
そ

の
最
も
典
型
的
な
施
策
で
あ
り
、
そ
の
他
の
田
・
地
に
於
い
て
も
そ

れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
に
応
じ
て
取
扱
い
上
の
相
異
は
あ
る
が
、
原
剛
的

に
は
右
の
基
本
線
で
貫
か
れ
て
い
る
と
云
い
う
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
同
一
方
針
で
臨
む
と
は
云
っ
て
も
、
土
地
の
開
否

と
云
う
事
は
自
ら
そ
の
取
扱
い
の
上
で
大
き
な
差
異
を
生
ぜ
し
め
ず

に
は
置
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
既
墾
地
（
熟
田
）
は
耕
地
と
耕
作
民
が

比
較
的
に
安
定
し
て
い
て
、
政
府
が
こ
れ
を
把
握
す
る
事
も
容
易
で

あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
の
生
産
能
率
も
他
の
耕
作
地
（
陸
田
・
園
地
）

に
比
し
て
格
段
に
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
政
府
が
そ
の
把
握
に

最
も
力
を
注
い
だ
の
も
蓋
し
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
故
政
府
は
班
給
し

た
熟
田
の
位
置
・
田
積
・
受
田
者
名
号
を
田
図
・
田
籍
等
に
登
録
し

て
基
礎
台
帳
を
整
備
し
、
校
園
・
豊
田
帳
を
作
成
し
て
収
授
を
厳
に

鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
、
逃
亡
戸
・
口
の
口
分
田
は
親
族
等
に
代
耕
さ
せ
る
等
一
旦
登
録

し
た
熟
田
の
隠
没
防
止
に
務
め
る
と
共
に
、
国
郡
司
を
督
し
て
河
損

池
溝
の
堤
防
修
築
を
努
め
し
め
、
既
墾
地
の
荒
廃
防
止
に
努
力
し
た
。

考
課
翰
墨
郡
司
条
・
戸
婚
律
部
内
盆
池
荒
蕪
条
に
は
熟
田
を
荒
廃
せ

し
め
た
際
の
国
郡
司
の
降
考
・
処
罰
規
定
が
あ
る
。
又
延
喜
民
部
式

校
田
・
班
田
藺
条
に
校
田
要
領
を

　
ω
狡
田
は
見
営
に
堪
え
得
る
照
を
以
て
す
る
尊

　
②
　
狡
田
は
前
後
の
帳
を
比
狡
し
、
田
数
減
損
の
生
じ
た
時
は
受
理
し
な

　
い
事

と
し
て
い
る
。
こ
の
見
営
に
堪
え
る
田
と
は
熟
醸
の
事
で
あ
ろ
う
。

田
令
荒
廃
条
で
は
荒
廃
田
と
空
閑
地
の
取
扱
い
を
酸
別
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
元
来
荒
廃
田
が
嘗
て
登
録
さ
れ
た
既
墾
地
だ
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
既
墾
地
が
野
荒
・
川
成
・
不
用
と
な
る
と
別
無
で
上
申
せ
し

め
て
い
る
（
民
部
豊
穰
田
条
）
。
以
上
の
点
か
ら
し
て
既
墾
地
特
に
熟
田
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の
確
保
と
云
う
事
が
、
貴
豪
族
の
土
地
私
傾
化
の
防
止
と
共
に
律
令

田
欄
の
眼
目
を
な
し
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
比
較
す
る
と
未
墾
地
・
荒
廃
地
に
対
す
る
律
令
政
府
の
態

度
は
甚
だ
消
極
的
だ
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
墾
田
の
基
本

法
た
る
田
令
荒
廃
条
の
規
定
や
和
銅
四
年
十
二
月
六
日
詔
（
続
書
）
が
、

荒
廃
田
の
借
佃
や
空
閑
地
の
開
墾
に
つ
い
て
嵐
願
者
が
あ
れ
ば
許
可

す
る
と
規
定
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
に
何
等
積
極
的
な
開
墾
推
進

策
を
打
出
し
て
い
な
い
事
か
ら
云
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
在
公

墾
閏
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
養
老
六
年
の
百
万
町
歩
開
墾
令
や
勅

旨
闘
は
、
人
夫
の
差
発
・
糠
食
調
度
の
官
給
と
云
う
点
で
国
家
的
な

開
墾
推
進
策
と
云
い
得
る
が
、
前
者
は
一
般
に
机
上
プ
ラ
ン
に
終
っ

た
と
解
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
開
発
料
稲
の
支
給
の
記
事
も
確
か
に

あ
る
が
、
他
面
極
初
期
の
史
料
た
る
大
同
元
年
七
月
七
日
紀
に
既
に

王
臣
家
が
勅
旨
に
名
を
借
り
て
私
墾
田
を
営
む
の
を
戒
め
て
い
る
所

を
見
る
と
、
単
純
に
総
て
国
家
的
な
開
墾
策
で
あ
っ
た
と
云
い
切
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

難
い
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
有
名
な
延
喜
二
年
の
荘
園
整
理

令
が
勅
旨
田
を
王
臣
の
開
墾
田
と
共
に
農
民
の
産
業
を
奪
う
も
の
と

し
て
停
止
せ
し
め
て
い
る
の
も
、
本
来
勅
旨
田
に
貴
豪
族
層
の
私
墾

田
的
要
素
が
多
分
に
あ
っ
た
故
で
は
な
か
ろ
う
か
コ

　
し
か
し
こ
う
は
云
っ
て
も
、
平
時
律
令
政
府
が
新
田
開
発
に
全
く

無
関
心
だ
っ
た
と
誓
う
訳
で
は
な
い
。
右
の
養
老
六
年
目
開
墾
令
が

空
閑
地
の
開
墾
者
に
対
す
る
叙
動
規
定
を
設
け
て
い
る
事
や
、
考
課

令
園
郡
司
条
に
開
墾
に
よ
る
耕
地
増
加
に
対
し
国
郡
司
の
考
を
進
め

る
規
定
を
設
け
て
い
る
事
、
又
天
平
十
五
年
の
墾
磁
永
世
私
有
令
が

そ
の
施
行
理
由
を
、
墾
田
の
占
有
期
限
を
三
世
一
身
の
間
に
限
定
し

て
は
擬
民
の
開
墾
意
慾
を
殺
ぐ
か
ら
と
述
べ
て
い
る
事
等
、
何
れ
も

墾
田
を
重
視
し
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
如
く
古
代
に
は
既
墾
地
に
よ
る
耕
殖
と
共
に
、
生
産
活
動

の
一
環
と
し
て
絶
え
ず
耕
作
地
の
関
発
を
必
要
と
し
た
か
ら
、
当
然

政
府
も
墾
田
対
策
を
忽
せ
に
す
る
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
筈
で
あ
る

が
、
何
と
云
っ
て
も
熟
田
が
生
産
の
基
盤
で
あ
る
か
ら
、
既
墾
地
に

施
策
の
霊
点
が
概
か
れ
る
の
も
亦
止
む
を
得
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
こ

の
事
が
前
述
の
如
き
未
墾
地
対
策
の
消
極
性
の
根
本
原
因
で
あ
っ
た

の
で
あ
り
、
新
田
麗
発
が
原
面
的
に
は
農
民
の
生
産
活
動
の
不
可
欠

な
要
素
と
し
て
行
わ
れ
る
自
発
的
私
的
開
墾
に
依
存
し
て
い
た
所
に
、

既
墾
田
に
対
す
る
程
徹
底
し
た
施
策
を
施
し
得
な
か
っ
た
理
由
が
存

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
私
は
先
に
令
制
下
の
墾
田
の
語
義
に
は
、
本
来
の
新
開
発
田
の
意
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、
味
の
他
に
、
班
田
収
授
法
の
適
用
を
受
け
な
い
私
有
田
と
云
う
意
味

　
が
加
わ
っ
た
事
を
指
摘
し
て
謂
い
た
が
、
そ
の
原
因
の
一
は
右
の
如

く
律
令
田
制
が
元
来
新
田
開
発
に
つ
い
て
は
私
的
開
墾
に
依
存
し
て

　
い
た
蕗
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く

通
説
的
に
は
墾
田
私
有
地
化
の
起
源
は
三
世
一
身
法
．
墾
田
永
世
私

有
令
等
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
冤
解
で
は
何
故
既
墾
地

に
で
は
な
く
未
墾
地
に
土
地
私
有
の
黒
帯
が
生
じ
た
か
と
去
う
疑
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
応
え
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
墾
田
に
過
て
土
地
の
私
有
化
が
温
ま
っ

た
と
云
う
事
は
決
し
て
自
明
の
事
と
し
て
済
ま
さ
れ
な
い
問
題
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
墾
田
私
有
地
化
の
傾
向
は
実
は
律
令

制
の
当
初
か
ら
存
し
て
い
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

抑
前
述
の
如
く
大
化
改
新
が
貴
豪
族
の
土
地
・
人
民
に
対
す
る
私
有

関
係
を
断
切
る
事
を
以
て
基
本
方
針
と
し
た
と
云
う
場
合
、
既
に
大

化
前
代
に
於
け
る
土
地
私
有
の
存
在
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
⑫

い
筈
で
あ
る
。
而
も
人
性
の
本
質
に
根
ざ
す
土
地
私
有
は
欄
度
の
改

革
等
で
容
易
に
廃
維
し
得
る
筈
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
大
化
以
降

も
政
府
は
繰
返
し
禁
令
を
発
し
て
貴
豪
族
層
の
土
地
私
有
を
抑
捌
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
既
墾
地
に
対
し
て
は
前
述
の
如
く
班
照

収
授
法
そ
の
他
の
施
策
を
以
て
周
到
に
規
制
し
得
た
の
で
あ
る
が
、

未
墾
地
に
つ
い
て
は
農
民
の
私
的
開
墾
に
依
存
し
て
い
た
が
た
め
に

こ
の
抑
制
が
欝
欝
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
屡
指

摘
さ
れ
る
よ
う
に
新
田
開
墾
特
に
新
婦
溝
の
開
発
に
よ
る
開
墾
は
資

力
・
労
力
等
の
点
で
貴
豪
族
の
力
に
依
存
し
な
け
れ
ば
困
難
で
あ
っ

た
し
、
更
に
当
時
の
農
業
生
産
力
の
不
安
定
性
の
故
に
、
農
民
が
再

生
産
に
必
要
な
物
資
の
不
足
の
認
諾
を
絶
え
ず
貴
豪
族
層
の
許
に
蓄

積
さ
れ
た
余
剰
物
資
か
ら
受
け
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
故
に
貴
豪
族
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
対
す
る
農
民
の
墨
付
関
係
は
容
易
に
断
切
り
難
い
も
の
が
あ
っ
た
。

従
っ
て
貴
豪
族
層
の
未
墾
地
占
有
と
農
民
の
墾
田
活
動
を
分
離
す
る

事
は
極
め
て
困
難
な
問
題
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
は
例
え
ば

和
銅
縢
年
十
二
月
六
日
詔
（
続
紀
）
に
、

　
詔
罠
、
親
王
已
下
、
及
嶽
強
之
家
、
多
占
霞
野
、
妨
百
姓
業
、
自
今
以
来

　
厳
加
禁
断
、
胃
石
空
説
開
空
閑
地
者
、
宜
経
國
司
然
後
聴
官
処
分

と
あ
る
如
く
、
貴
豪
族
層
に
対
す
る
未
墾
地
占
有
に
対
す
る
禁
令
が
、

単
に
禁
制
だ
け
で
は
な
く
、
常
に
具
体
的
な
墾
田
施
策
を
伴
っ
て
発

せ
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
伺
い
得
る
し
、
延
喜
二
年
の
荘
園
整
理
命

に
は
、
天
平
神
護
元
年
格
以
来
の
墾
田
施
策
を
述
べ
た
末
に
、
「
…
案

件
等
格
、
請
開
閑
地
、
耕
食
荒
田
、
只
為
百
姓
独
立
其
文
、
至
干
高

16　（174）



古代の土地売買について（上）　（菊地）

嶽
厳
制
重
畳
…
」
と
記
し
て
い
る
。
律
令
政
府
に
と
っ
て
は
、
農
民

の
開
墾
活
動
は
律
令
田
綱
の
円
滑
な
運
営
上
不
可
欠
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
結
果
生
ず
る
貴
豪
族
層
の
墾
田
占
有
を
如
何
に
抑
糊
す
る
か
が

苦
心
を
要
す
る
所
で
あ
り
、
こ
の
事
が
再
三
再
四
墾
田
施
策
の
改
正

が
行
わ
れ
た
理
由
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
公
地
主
義
を
標
榜
す
る
律

令
田
制
は
、
既
墾
地
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
貴
豪
族
の
私
領
化
を
抑
糊
し

得
た
が
、
墾
田
の
私
領
化
だ
け
は
抑
止
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
事
が
墾
田
賦
私
有
地
と
の
観
念
を
生
ぜ
し
め
た
第
二
の
原
因
だ

っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
飛
躍
し
た
雷
い
方
で
は
あ
る
が
、
凡
て

の
土
地
に
つ
い
て
元
来
（
大
化
前
代
か
ら
）
私
有
権
が
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
律
令
田
制
と
云
う
枠
を
嵌
め
ら
れ
る
事
に
よ
り
墾
田
の

私
有
地
性
が
際
立
た
さ
れ
た
と
云
う
よ
う
に
表
現
す
る
事
も
出
来
る

ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

で
あ
ろ
う

　
以
上
墾
田
の
起
源
並
に
土
地
私
有
の
発
生
が
大
化
前
代
に
潮
る
と

す
る
卑
見
の
大
要
を
述
べ
尽
し
た
。
更
に
園
宅
地
・
畠
．
山
林
．
原

野
等
に
つ
い
て
も
論
及
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
る

の
で
以
上
の
考
察
に
留
め
た
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
此
等
の
地
目
に
つ

い
て
も
墾
田
に
関
す
る
以
上
の
視
角
を
敷
労
す
る
事
に
よ
り
律
令
時

代
に
於
け
る
そ
れ
等
の
地
目
の
所
有
権
の
性
格
を
説
明
し
得
る
の
で

は
な
い
か
と
予
想
し
て
い
る
事
だ
け
を
附
言
し
て
置
き
た
い
。

　
な
お
本
章
で
は
律
令
時
代
の
所
有
権
概
念
自
体
の
意
義
を
明
確
に

す
る
事
な
し
に
、
ほ
ぼ
従
来
通
説
的
に
認
め
ら
れ
て
来
た
用
語
法
に

従
っ
た
。
そ
れ
は
先
ず
従
来
の
用
語
上
の
問
題
点
を
明
か
に
し
て
置

こ
う
と
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
総
括
的
な
論
議
は
後

章
に
譲
り
、
最
後
に
以
上
の
観
点
に
立
っ
て
土
地
私
有
権
の
具
体
的

な
表
わ
れ
と
し
て
の
田
地
永
売
の
初
期
の
史
料
を
更
に
立
入
っ
て
検

討
し
て
置
き
た
い
。
先
ず
前
述
し
た
和
銅
六
年
三
月
詔
の
売
買
照
は

墾
田
の
永
売
と
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
管
見
の
史
料
を
列
挙
す

れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

ω
　
田
令
官
人
百
姓
条

　
凡
官
人
酉
姓
、
並
不
強
将
田
宅
園
地
、
捨
施
立
売
易
孤
寺

集
解
古
記
に
「
捨
施
」
　
「
不
得
売
易
与
寺
」
と
大
宝
令
逸
文
を
伝
え

る
か
ら
、
大
宝
令
に
本
条
の
存
し
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
但
し
虎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

尾
俊
哉
氏
は
大
宝
令
文
に
は
「
田
」
字
が
無
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
論

拠
は
中
照
博
士
が
芦
令
応
分
条
の
大
宝
令
文
復
原
に
際
し
、
養
老
令

文
の
　
「
自
宅
」
が
大
宝
令
で
は
「
宅
」
の
み
で
あ
っ
た
と
推
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
た
事
か
ら
類
推
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
天
平
十

八
年
三
月
十
六
環
続
紀
に
太
政
官
処
分
と
し
て
「
凡
寺
家
買
地
律
令
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所
禁
…
」
と
あ
る
も
の
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
年
時
か
ら
右
の
律
令

が
太
宝
律
令
を
指
す
事
は
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
地
と
の

み
あ
る
の
は
虎
尾
氏
の
推
定
を
裏
付
け
る
と
も
解
し
得
よ
う
。
当
時

の
用
語
法
上
田
と
地
を
区
別
す
る
例
が
多
い
の
で
、
地
と
あ
れ
ば
園

宅
地
の
み
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
仮
に
虎
尾
氏
の
推
定
に
従
っ
た
場
合
で
も
養
老
以
前
の
買

得
寺
田
の
存
在
は
否
定
し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
養
老

令
文
に
田
字
の
あ
る
事
は
大
宝
令
文
の
改
正
を
意
味
す
る
事
と
な
る

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
改
正
は
養
老
令
の
編
纂
当
時
実
際
に
買

得
寺
田
が
存
在
し
た
の
で
な
け
れ
ば
立
法
者
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る

筈
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
見
で
は
注
⑰
所
述
の
如
く
戸
令
応

分
条
に
も
田
字
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
、
中
田
博
士
の
大
宝
令
応

分
条
の
復
原
案
か
ら
類
推
さ
れ
た
虎
尾
戎
説
よ
り
も
仁
井
田
博
士
の

　
⑱

復
原
に
従
い
大
宝
田
平
官
人
百
姓
条
に
も
田
字
が
あ
っ
た
と
考
え
た

い
。
な
お
本
条
の
善
本
が
永
売
な
る
事
は
集
解
古
記
に
「
…
謂
頓
売

易
也
、
限
一
年
売
買
客
前
」
と
釈
し
て
い
る
所
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

②
　
天
平
知
嚢
二
月
十
一
欝
弘
福
寺
三
綱
牒
（
古
ヨ
ー
四
「
頁
）

　
天
智
天
皇
の
皇
女
水
主
内
親
王
（
天
平
九
年
麗
）
が
天
平
六
年
四
月

三
巴
に
買
納
め
た
大
和
国
広
瀬
郡
内
の
墾
田
畠
三
十
六
檸
檬
等
の
条

里
・
毒
煙
を
僧
綱
所
に
牒
上
し
た
も
の
で
、
買
得
に
よ
る
施
入
田
の

最
古
の
実
例
で
あ
る
。
寺
院
へ
の
田
の
施
入
は
推
古
十
四
年
紀
の
鞍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

作
止
利
の
例
等
起
原
の
古
い
事
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
に
は

右
の
如
く
買
得
に
よ
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
事
を
注
意
し
て
置

き
た
い
。
官
人
百
姓
条
の
田
も
右
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

③
　
天
平
元
年
十
一
月
七
日
官
奏
（
続
紀
）

　
又
諸
国
司
馬
前
任
之
日
、
開
墾
水
田
嚢
、
從
養
老
七
年
以
来
、
不
装
本
加

　
功
人
転
買
得
家
、
皆
威
還
牧
、
便
給
土
人
、
若
有
其
身
未
得
遷
替
者
、
依

‘
常
聴
佃
、
自
余
開
墾
者
一
依
養
老
七
年
格
（
後
略
）

こ
の
官
奏
は
養
老
七
年
の
次
の
今
年
臨
天
平
元
年
に
、
替
解
国
司
の

開
墾
田
の
処
置
方
法
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

既
に
田
令
荒
廃
条
に
「
其
官
人
、
於
所
部
界
内
、
有
空
閑
地
願
佃
表
、

任
聴
子
種
、
熔
解
多
日
丁
銀
」
と
の
規
定
が
あ
り
、
集
解
古
記
に
よ

り
「
任
聴
下
種
」
　
「
導
車
日
還
宮
収
授
」
と
の
大
宝
令
逸
文
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
令
文
で
は
替
解
の
日
に

直
ち
に
還
公
と
規
定
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
而
し
て
天
平
元
年
陽
解

が
養
老
七
年
以
降
の
国
司
墾
田
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
事
か
ら
推
測

す
る
と
、
養
老
七
年
の
班
田
迄
は
令
文
の
規
定
に
従
い
収
毒
し
て
い

た
が
、
以
後
は
即
日
三
鷹
を
実
行
し
て
い
な
か
っ
た
事
が
知
ら
れ
、
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天
平
元
年
の
班
田
に
際
し
そ
の
一
括
収
公
を
命
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

続
紀
の
養
老
七
年
格
（
三
世
一
身
法
）
は
国
司
墾
田
に
は
何
等
言
及

せ
ず
、
田
令
集
解
荒
廃
条
古
記
に
載
せ
る
本
格
文
は
古
記
の
注
看
の

説
明
文
で
格
文
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
の
末
尾
に
「
国
司

不
合
」
と
あ
る
も
、
養
老
七
年
格
は
国
司
墾
田
に
は
適
用
さ
れ
な
い

と
の
説
明
文
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
天
平
十
五
年
の
永
世
私
有
令
の

中
に
「
其
国
司
在
任
嘉
日
墾
田
一
曲
前
格
」
・
と
あ
る
前
格
は
天
平
元

年
官
奏
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
天
平
元
年
以
後
国
司
墾
田

は
令
の
即
日
還
公
を
正
式
に
改
め
て
、
口
分
田
同
様
班
年
に
収
湿
す

る
事
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
右
官
奏
に
「
転
買
得
家
」
と
あ
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ

は
「
本
加
功
人
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

国
司
墾
田
に
実
際
の
開
墾
田
と
買
得
墾
田
の
二
種
類
あ
っ
た
事
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
転
買
が
賃
租
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
事
は

こ
の
官
奏
が
国
司
墾
田
の
還
公
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る

点
か
ら
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
口
分
田
の
場
合
も
収
公
は
図
籍
等
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

登
録
さ
れ
た
受
田
口
を
対
象
と
し
、
賃
租
者
を
対
象
と
は
し
な
い
。

④
　
霊
亀
三
年
十
月
三
資
格
（
諮
金
集
解
賃
租
条
古
記
所
紋
）

　
「
経
職
売
買
、
即
立
券
文
、
全
課
下
意
耳
」
と
あ
る
の
は
前
述
荒

廃
条
所
収
の
養
老
七
年
格
の
場
合
と
同
様
古
記
注
者
の
格
原
文
に
基

く
説
明
文
で
あ
ろ
う
。
他
に
史
料
が
な
い
の
で
原
文
は
不
明
で
あ
る

が
、
右
に
よ
っ
て
京
職
或
は
摂
津
職
に
宛
て
ら
れ
た
格
で
、
内
容
は

土
地
売
買
の
場
合
重
文
を
作
成
す
べ
き
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
事
が

推
測
さ
れ
る
。
　
「
国
亦
放
副
耳
」
と
は
古
記
の
注
文
で
あ
ろ
う
。

　
断
で
こ
の
売
買
が
永
売
・
賃
租
の
何
れ
を
指
す
か
が
問
題
で
あ
る
。

賃
租
条
の
文
は
田
の
賃
租
は
一
年
に
限
る
べ
き
事
、
園
は
任
意
に
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

租
及
び
永
撫
せ
し
め
る
事
を
述
べ
た
末
に
、
　
「
皆
須
経
、
所
部
官
司
申

牒
、
然
後
連
」
と
記
し
て
い
る
。
条
文
の
構
成
上
こ
の
皆
は
田
・
園

双
方
に
係
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
霊
亀
三
年
格
が
官
司

申
牒
の
注
釈
と
す
れ
ば
、
永
売
・
賃
租
共
に
券
文
作
成
す
べ
き
を
令

し
た
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
寛
平
八
年
四
月
二
巴
富
符
に
は
明
ら

か
に
賃
租
も
立
癒
す
べ
き
事
を
命
じ
て
い
づ
0
1
。
然
る
に
現
存
の
土
地

売
券
を
み
る
と
殆
ん
ど
永
売
券
文
で
、
賃
釈
の
券
文
は
単
独
の
も
の

で
は
天
平
宝
字
三
年
六
月
十
日
付
大
和
鼠
城
下
郡
田
地
売
貰
券
（
古

四
⊥
二
六
八
頁
）
の
み
で
、
他
に
永
売
券
文
に
加
筆
し
た
も
の
と
し
て

天
平
勝
宝
元
年
十
一
月
廿
一
日
伊
賀
国
警
拝
撃
柘
殖
郷
墾
田
売
買
券

（
古
三
1
ご
一
三
四
頁
）
を
挙
げ
一
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
永
売
券
文
の

盛
大
な
現
存
数
と
比
較
す
る
と
著
し
い
対
象
を
示
す
と
云
わ
な
け
れ
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ぱ
な
ら
な
い
。
後
述
の
如
く
私
は
賃
租
と
量
売
に
は
密
接
な
関
連
が

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
右
の
事
実
か
ら
し
て
賃
租
は
一
般
に
大

化
前
代
か
ら
の
瞬
慣
に
墓
き
券
文
を
作
成
す
る
事
な
く
、
当
事
者
双

方
の
諾
成
契
約
の
み
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る

の
で
あ
る
。
然
ら
ば
霊
亀
三
年
格
は
如
何
な
る
目
的
で
施
行
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
売
買
の
起
源
を
考
え
る
上
で
極
め
て

重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
土
地
私
有
権
の
一
表
現
と
し
て

の
土
地
永
売
．
の
始
期
が
何
時
頃
潮
り
得
る
か
を
考
察
し
て
い
る
の
で
、

ひ
と
先
ず
右
の
考
察
に
留
め
、
改
め
て
次
章
以
下
で
こ
の
問
題
の
考

察
を
試
み
る
事
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
発
）

⑮
　
山
の
売
買
の
初
見
鯛
は
天
平
廿
年
▲
一
月
出
田
埋
骨
弘
福
寺
烹
綱
牒
（
古
一
工
…
閤

　
一
～
閥
八
頁
）
に
、
天
武
天
世
々
女
水
主
内
親
王
が
天
平
六
年
水
苗
田
・
庄
家
と

　
共
に
寺
家
に
階
界
測
め
た
と
記
す
も
の
で
あ
る
。

⑯
　
内
繊
博
士
『
日
本
経
済
史
の
研
究
』
上
の
一
　
二
・
一
五
一
・
一
六
九
頁
等
参

　
照
。

⑰
前
里
の
一
五
「
頁
。

⑱
）
中
曝
博
士
『
庄
園
の
研
究
臨
一
二
幽
貰
。

⑲
　
滝
規
政
次
郎
博
士
『
穣
令
時
代
の
農
民
生
活
』
九
〇
頁
。

⑳
　
北
山
茂
夫
氏
『
奈
良
朝
の
敷
浩
と
群
衆
臨
七
〇
・
…
〇
七
頁
。

⑳
　
三
世
…
身
法
・
墾
田
永
世
私
有
令
の
施
行
以
後
土
地
私
有
が
生
じ
た
と
解
す
る

　
と
、
大
化
前
代
に
既
に
嶽
族
に
よ
る
土
地
・
人
罠
の
私
有
が
存
在
し
た
と
す
る
通

説
と
の
灘
鞭
を
生
ず
る
。
そ
れ
故
従
来
の
学
縦
で
も
土
地
私
有
は
既
に
大
化
前
代

に
発
生
し
て
お
り
、
穣
命
制
度
の
施
行
に
よ
り
　
時
こ
れ
が
抑
制
さ
れ
て
い
た

が
、
遂
に
搾
え
難
く
な
っ
て
永
世
私
有
令
に
よ
り
公
認
・
再
開
さ
れ
る
に
歪
つ
た

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
巾
田
博
土
繁
圧
園
の
研
究
隔
三
三
頁
・
渡
部
義
通

氏
『
古
代
社
会
の
構
造
』
二
〇
五
～
二
二
八
頁
・
新
配
本
史
大
系
O
（
古
代
社
会

～
七
猟
頁
、
井
上
光
爵
以
・
七
海
両
氏
の
一
見
解
）
等
。
こ
の
よ
う
に
土
地
私
山
屑
携
の

展
開
と
云
う
点
か
ら
丈
考
え
れ
ば
、
荘
園
舗
と
そ
の
董
隔
た
る
土
地
私
有
の
起
源

は
大
化
前
代
に
潮
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
内
田
博
士
も
大
化

前
代
の
照
薩
は
中
古
の
蕨
園
の
前
駆
と
見
倣
す
べ
き
も
の
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る

（『

坙
{
経
済
史
の
研
究
輪
上
ご
一
・
二
三
頁
）
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
世
襲
を
公
認

さ
れ
た
墾
国
の
蘂
中
が
荘
園
の
起
源
で
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
（
内
田
博
士
前
掲
書

二
一
鳳
頁
）
そ
の
法
的
起
源
は
墾
田
永
世
私
有
令
以
外
に
求
め
る
事
は
田
来
な
い
の

で
あ
る
。
尤
も
中
田
博
士
は
荘
騨
制
度
の
趨
源
が
墾
田
に
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も

共
以
前
既
に
成
立
し
て
い
た
寺
院
所
有
地
や
権
門
勢
家
の
賜
田
・
功
田
等
に
崩
芽

し
た
か
は
遽
か
に
断
定
し
難
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
猶
荘
園
制
の

成
立
が
墾
田
の
流
布
に
負
う
所
至
大
で
あ
っ
た
事
は
こ
れ
を
認
め
て
お
ら
れ
る

（『

ｯ
園
の
研
究
』
三
九
頁
）
。
か
く
の
如
く
三
世
一
身
法
・
永
批
泓
膚
令
等
が
、

蓑
圏
捌
の
成
立
上
極
め
て
箪
要
な
意
義
を
有
す
る
法
令
で
あ
っ
た
事
は
諸
家
の
ほ

ぼ
等
し
く
認
め
ら
れ
る
所
で
は
あ
る
が
、
そ
の
穣
は
経
ち
に
土
地
私
有
の
起
源
を

意
味
す
る
も
の
で
な
い
審
は
前
述
し
た
所
か
ら
も
明
か
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
内
田

博
士
が
永
蹴
私
有
傘
の
施
行
以
前
は
土
地
私
聡
の
思
想
未
だ
発
達
し
居
ら
ざ
り
し

こ
と
明
か
な
り
と
さ
れ
、
更
に
こ
の
事
は
上
古
以
轡
木
耕
地
共
有
制
が
一
廓
だ
っ
た

こ
と
に
起
困
ず
る
と
さ
れ
る
時
（
前
掲
書
　
六
九
頁
）
、
永
世
私
有
令
を
以
て
土

地
私
有
の
起
源
と
す
る
理
解
が
そ
こ
に
は
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
問
題
は
猶
後
章
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
以
上
の
如
き
永
田
泓
有
令
の
理
解
の
仕
方

の
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
。
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更
に
最
近
の
三
世
一
身
法
・
隠
線
私
有
令
に
関
す
る
研
究
で
是
非
と
も
轡
及
し

て
観
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
時
野
谷
藩
臣
「
賠
令
と
墾
田
法
」
（
『
歴
史
教
育
』
四

一
五
・
六
号
）
で
あ
る
。
一
連
の
墾
田
関
係
法
令
を
そ
の
法
的
系
譜
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
事
に
よ
っ
て
律
令
制
墾
田
政
策
の
実
態
を
究
明
し
よ
う
と
さ
れ
た
も
の

で
、
氏
康
身
も
断
わ
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
内
容
的
に
は
法
解
釈
に
終
始
さ
れ
た

と
は
購
え
、
三
世
一
身
並
等
を
前
述
の
如
き
荘
園
翻
の
成
立
過
程
と
云
う
観
点
か

ら
で
は
な
く
、
墾
賑
制
度
そ
れ
自
体
の
視
点
で
見
直
そ
う
と
さ
れ
た
点
で
、
隔
日

の
研
究
の
欠
点
を
補
う
重
要
な
業
績
で
あ
る
。
氏
の
見
解
に
対
し
て
は
そ
の
後
陣

罵
俊
哉
疑
「
律
令
磯
代
の
墾
田
法
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
し
（
蜘
弘
前
大
学
人
文

社
会
』
1
5
一
史
学
麻
垂
）
　
・
羽
田
稔
氏
「
三
世
一
身
法
に
つ
い
て
」
（
蜀
ヒ
ス
ト
リ

ア
』
3
0
）
・
福
岡
猛
志
氏
「
窒
閑
地
の
鴬
色
権
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
歴
史
学
研

究
』
二
八
五
号
）
等
の
…
批
判
が
出
さ
れ
た
が
、
当
瞠
の
霊
世
［
身
法
に
つ
い
て
云

え
ば
、
時
野
谷
氏
が
「
依
旧
溝
墾
者
給
其
　
身
」
の
規
定
は
蒐
廃
田
の
再
開
墾
の

場
合
を
指
す
も
の
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
羽
田
氏
は
三
世
切
身
法
は
空
癖
地
の
新

規
開
墾
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
た
と
し
、
田
令
薦
廃
条
の
規
定
は
三
世
一
身
法

の
施
行
後
も
有
効
だ
っ
た
華
を
指
摘
さ
れ
た
。
卑
見
で
も
後
述
の
如
く
荒
廃
田
の

規
定
は
偉
畑
田
制
の
既
墾
地
確
保
箭
ゆ
の
一
環
と
云
う
点
に
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え

る
の
で
、
羽
田
氏
説
に
賛
意
を
表
す
る
。
更
に
時
野
谷
氏
は
田
令
荒
廃
条
に
百
姓

墾
田
の
規
論
疋
が
な
い
の
に
1
同
条
の
亡
国
閏
地
規
｛
疋
は
官
人
（
圃
司
）
の
み
を
対

象
と
す
る
一
、
岡
条
古
詑
に
「
百
姓
墾
心
待
正
身
薄
野
叡
授
」
と
あ
る
の
は
、

通
説
の
如
く
三
世
一
身
法
の
　
身
の
規
定
を
援
用
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
な
く
、

大
宝
令
文
を
拡
張
解
釈
し
た
別
式
に
拠
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
。
虎
彪
氏
は
別
式
で

は
な
く
慣
習
不
文
の
法
と
さ
れ
る
が
、
三
世
一
身
法
援
用
説
否
認
の
点
で
は
時
野

谷
氏
に
賛
し
て
い
る
。
卑
見
も
亦
岡
様
で
、
本
諭
所
説
の
如
く
墾
田
の
起
源
の
古

さ
と
そ
の
古
代
農
耕
上
に
粛
め
る
重
要
性
等
の
点
か
ら
、
三
世
一
身
法
以
前
律
令

政
府
が
皇
民
の
開
墾
活
動
に
全
く
無
関
心
だ
っ
た
と
は
考
え
難
い
と
思
う
。
寧
ろ

一
般
の
百
姓
墾
田
に
関
す
る
隈
り
三
世
一
身
法
・
永
世
私
有
令
の
前
も
後
も
実
質

的
に
は
論
蔵
政
府
の
方
錯
に
は
変
化
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
。
か
く
云
え
ば
永
世
私
有
令
「
を
無
視
し
た
暴
論
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
先
述
の
如
く
大
化
前
代
に
既
に
土
地
私
有
が
進
展
し
て
い
た
と
す
る
観
点

か
ら
す
れ
ば
必
ず
し
も
無
理
な
解
釈
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
律
令
田
擬

は
決
し
て
土
地
私
有
を
否
定
又
は
根
絶
し
た
の
で
は
な
く
、
大
土
地
所
有
の
抑
舗

が
真
の
同
道
で
あ
り
、
三
世
　
身
法
・
永
撒
私
有
傘
は
こ
の
隈
的
に
沿
っ
た
一
施

策
で
あ
っ
た
。
北
山
氏
の
如
く
こ
れ
を
律
全
体
捌
の
崩
壊
現
象
と
み
る
評
価
も
あ

る
が
、
和
鋼
～
天
平
の
間
に
は
後
々
も
穣
令
制
度
の
基
礎
と
な
っ
た
拙
帽
施
策
が
　
多

く
立
て
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
か
ら
、
羽
田
氏
の
如
く
律
令
政
治
の
補
強
策
と
し

て
、
或
は
二
度
の
整
備
の
進
展
と
し
て
積
極
的
肯
定
的
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
百
姓
墾
田
を
み
れ
ば
、
元
来
は
律
令
岡
山
の
熟

田
本
位
主
義
（
熟
田
の
確
保
を
主
眼
と
す
る
）
の
立
場
か
ら
農
民
の
任
意
麗
墾
に

任
さ
れ
て
い
た
が
、
百
姓
墾
田
自
体
が
大
土
地
面
有
進
展
の
素
因
を
内
蔵
し
て
い

た
が
た
め
に
、
熟
田
（
口
分
田
）
の
収
公
規
程
を
準
用
す
る
に
盃
つ
た
（
虎
尾
氏

説
）
。
し
か
し
そ
れ
で
は
農
畏
の
任
意
開
墾
意
慾
を
阻
害
す
る
結
果
を
将
来
す
る

の
で
改
め
て
永
世
私
有
令
を
施
行
し
、
大
土
地
所
有
の
抑
鰯
の
た
め
に
は
墾
田
円

墳
を
定
め
た
。
墾
田
に
つ
い
て
永
世
私
有
令
が
施
行
さ
れ
た
の
は
、
元
来
任
意
開

盤
か
ら
必
然
す
る
私
有
地
性
が
墾
田
に
濃
陣
に
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。
大
宝
令
文

に
百
姓
墾
田
に
関
す
る
別
式
が
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
と
云
う
外
は
な
い
が
、
一
一
　

世
一
身
法
以
前
に
も
消
極
的
な
が
ら
墾
田
に
関
す
る
方
針
は
明
ら
か
に
存
し
、
そ

の
消
極
性
i
農
罠
の
任
意
閲
墾
に
任
せ
る
一
は
一
身
法
以
後
も
変
ら
な
か
っ

た
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
詳
細
に
つ
い
て
は
猶
本
論
を

参
照
さ
れ
た
い
。

　
猶
時
野
谷
氏
は
三
世
一
身
法
を
關
墾
看
の
権
利
保
護
の
規
定
と
解
さ
れ
た
が
、

前
述
の
如
く
所
有
年
限
（
三
世
　
身
法
）
及
び
断
有
照
稜
（
永
世
私
有
令
・
）
の
限
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定
、
従
っ
て
大
土
地
所
有
の
抑
綱
と
云
う
意
味
を
有
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

　
う
。
又
時
野
谷
氏
も
羽
国
氏
も
三
世
｛
身
法
が
節
分
田
増
加
対
策
で
あ
っ
た
と
す

　
る
通
説
に
否
定
的
で
あ
る
が
、
卑
見
で
も
「
頃
春
蒼
姓
漸
多
、
田
池
窄
狭
」
の
奏

　
文
は
麗
墾
の
重
要
性
を
力
説
し
た
鯵
辞
以
上
の
意
味
を
有
た
な
か
っ
た
の
で
は
な

　
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

⑳
｝
沢
田
五
黒
氏
『
奈
良
朝
時
代
畏
敵
経
済
…
の
数
的
研
究
隔
一
四
〇
頁
。

⑫
　
田
地
開
墾
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
濾
溝
蹄
細
魚
承
を
も
併
せ
て
考
慮
す
べ
き
で

　
あ
る
が
、
古
島
敏
雄
氏
『
日
本
農
業
狡
術
史
』
　
（
上
七
四
～
八
六
頁
）
、
亀
田
氏

　
「
古
代
用
水
聖
誕
の
一
考
察
」
（
『
東
洋
大
学
紀
要
』
1
4
廿
日
）
・
「
古
「
代
説
話
に
お
け

　
る
水
の
問
題
」
（
『
関
西
学
院
史
学
』
六
母
）
等
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
の
で
省
略
し

　
た
い
。

⑳
　
延
喜
左
右
中
川
寮
式
御
牧
条
信
濃
羅
の
項
参
照
。

㊧
　
延
嵩
丘
戸
部
雀
式
駅
債
条
下
野
駅
馬
の
項
参
照
。

⑳
　
神
護
景
雲
三
年
・
三
月
十
三
日
紀
・
延
暦
十
八
年
三
月
七
日
紀
等
に
も
新
田
郡
名

　
が
見
え
る
。

⑳
　
両
条
の
大
宝
令
文
は
仁
弁
腿
博
土
「
中
瀬
・
齪
本
古
代
の
土
地
私
有
鯛
」
（
『
中

　
国
法
舗
史
研
究
』
i
土
地
法
・
取
引
法
一
一
三
三
頁
）
に
復
原
案
が
示
さ
れ

　
て
い
る
。
倶
し
荒
廃
条
に
荒
地
の
規
定
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
時

　
野
谷
滋
氏
（
前
掲
書
）
及
び
虎
尾
俊
哉
氏
（
前
掲
書
）
・
『
班
田
収
受
法
の
研
究
』

　
所
収
の
「
田
鰻
対
照
表
」
等
は
疑
問
視
さ
れ
、
弥
永
蹴
三
氏
「
穣
令
制
強
土
地
所

　
有
」
（
『
岩
波
日
本
歴
史
』
1
古
代
3
一
四
一
頁
）
福
岡
獄
卒
氏
（
前
掲
書
）
は

　
部
分
的
に
肯
定
的
で
あ
る
。

⑱
　
拙
稿
「
不
三
得
七
法
に
つ
い
て
」
（
『
書
陵
部
紀
要
臨
十
号
）
。

㊧
　
時
野
谷
氏
前
掲
書
は
困
令
荒
廃
条
の
規
定
に
は
荒
廃
田
を
借
佃
し
た
忌
垣
を
保

　
護
す
る
意
味
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
岡
条
釈
・
穴
記
等
に
よ
れ
ば
、
私

　
冊
三
年
・
公
田
六
年
の
借
細
期
間
内
は
仮
令
班
年
に
当
っ
て
も
収
製
せ
ず
、
荒
廃

欠
嘗
田
の
借
縁
者
に
対
し
て
は
新
任
麗
人
到
着
の
場
面
も
返
還
を
要
し
な
い
と

し
、
そ
の
理
由
は
開
…
佃
の
功
あ
る
が
為
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
令
の
借

佃
期
間
内
の
占
有
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
又
購
氏
は
荒
廃
田
を
そ
の
公
私
を
問
わ
ず
収
公
さ
れ
た
田
と
解
さ
れ
た
故
か
、

荒
廃
条
義
解
の
「
其
限
内
者
輸
穣
、
限
外
春
輸
地
子
」
　
の
文
を
、
借
個
期
限
内

外
共
に
圃
［
家
へ
継
…
め
る
地
エ
」
を
艦
即
し
、
更
に
限
内
は
隣
租
・
限
外
は
（
尉
仏
田
に
限

る
が
）
旧
田
空
へ
の
賃
租
地
子
を
納
め
る
の
意
と
解
さ
れ
た
。
旧
事
空
の
耕
作
権

は
収
公
後
も
尊
重
さ
れ
た
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
荒
廃
田
は
公
桑
田
と
は

性
質
を
異
に
す
る
。
一
旦
班
給
さ
れ
た
口
分
磯
は
仮
令
荒
廃
し
て
も
飽
く
迄
も
受

給
主
の
口
分
田
で
あ
る
。
荒
廃
条
の
穴
記
に
「
問
、
口
分
田
及
雑
色
田
等
、
薦
廃

経
年
序
、
未
知
、
以
幾
年
退
代
哉
、
答
、
依
梵
廃
不
合
退
代
也
、
但
講
井
崩
失
、

不
得
耕
作
者
換
班
給
也
、
為
与
披
穂
水
無
殊
也
」
と
あ
る
。
退
は
中
黒
の
退
田
と

岡
義
で
還
官
を
意
味
す
る
か
ら
、
退
代
と
は
還
官
謹
上
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
而
し

て
翻
点
を
附
し
た
箇
所
は
、
荒
廃
の
理
由
で
は
代
給
せ
ず
、
溝
井
崩
失
の
場
合
は

田
令
為
水
侵
食
条
の
規
定
に
準
じ
代
替
班
給
す
る
と
の
意
昧
で
あ
ろ
う
が
、
馨
り

と
す
れ
ば
荒
廃
田
を
収
公
畷
と
解
し
難
い
事
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
代
齢
せ
ず
に
収

公
す
る
審
は
班
田
法
の
本
義
に
矛
贋
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
令
文
で
も
轡
型

は
三
年
の
借
心
落
軍
鶏
は
受
給
童
に
還
え
す
寮
と
し
て
い
る
。
公
田
六
年
野
宮
も

同
様
で
あ
ろ
う
。
国
家
は
荒
廃
田
の
荒
廃
の
事
実
を
左
脳
し
、
そ
の
盤
佃
の
許
可

を
与
え
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
班
田
の
事
実
に
基
い
て
荒
廃
田
を
取
扱
っ

た
か
ら
、
大
宝
魚
文
で
は
借
佃
の
申
講
以
後
も
猶
当
山
田
主
の
耕
作
優
先
権
を
認

め
て
い
た
の
で
あ
り
（
古
記
）
、
借
細
の
開
始
期
を
荒
廃
三
年
以
後
に
置
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
更
に
地
子
の
語
は
義
解
の
時
代
で
も
公
瞬
に
つ
い
て
の
み
用
い
ら
れ

た
と
思
う
の
で
（
拙
稿
「
地
子
と
価
直
」
　
『
日
本
歴
史
』
一
九
五
・
　
九
六
号
）
、

限
外
輸
地
子
と
は
公
田
の
み
に
当
嵌
ま
る
文
と
考
え
る
。
私
田
の
場
A
q
は
こ
れ
を

準
用
せ
よ
と
の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
図
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
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－古代のニヒ地売買について（上）　（菊地）

　
（
私
田
）
隈
内
輸
租
・
限
外
還
主
星
は
賃
租
（
照
主
に
価
藏
を
納
め
る
）

　
（
公
照
）
限
内
輸
租
・
限
外
婦
選
又
は
賛
租
（
輸
地
子
）
又
は
充
口
分
霞
（
借
釦

　
　
　
　
齋
の
口
分
田
が
規
定
額
に
満
た
ぬ
場
合
）

　
　
な
お
三
代
実
録
仁
和
元
年
西
月
十
七
日
量
に
洪
水
で
崩
覆
し
た
遠
江
国
の
翔
分

　
田
　
二
六
七
町
余
に
対
し
、
不
堪
佃
田
で
代
給
し
た
と
あ
る
。
こ
の
不
堪
佃
田
は
荒

　
廃
公
田
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
以
後
勅
旨
田
・
諸
司
田
・
賜
購
等
の
給
出
に
荒
廃

　
団
を
充
て
た
例
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
荒
廃
田
を
収
公
田
と
す
る
時
野
谷

　
講
説
も
一
考
を
要
す
る
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
く
と
も
班
田
舗
が
励
行

　
さ
れ
て
い
る
限
り
、
前
述
の
理
由
か
ら
こ
の
よ
う
な
給
田
の
戸
田
の
荒
廃
田
は
私

　
田
を
含
ま
な
い
の
が
本
鋼
と
考
え
る
。

⑳
弥
永
氏
前
掲
書
は
、
不
堪
佃
田
は
莞
廃
三
年
未
満
睦
年
薦
と
三
年
以
上
1
1
常
荒

　
の
両
様
の
意
味
を
有
ち
、
年
曇
空
意
味
を
有
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
平
安
時
代
以

　
降
か
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
天
長
元
年
格
で
令
の
荒
廃
三
年
以
上
の
田
（
常
荒
田
）

　
の
借
佃
期
間
六
年
・
三
年
が
終
身
問
に
延
び
た
審
と
な
る
。
し
か
し
頁
観
十
二
年

中
十
二
月
廿
五
日
官
符
（
三
代
格
・
三
代
毒
中
）
に
借
用
春
が
借
佃
後
閥
も
な
く
死

　
亡
し
た
場
合
そ
の
子
孫
に
対
し
「
更
准
令
文
延
以
六
年
、
徴
租
藩
法
同
拠
熱
意
」

　
と
あ
る
が
、
こ
の
令
文
と
は
瞬
令
荒
廃
条
の
荒
廃
公
田
の
借
佃
期
闘
の
規
定
を
指

　
す
と
し
か
解
し
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
弥
永
氏
は
天
長
元
奪
絡
で
常
荒
田

　
が
常
食
期
間
を
終
身
間
、
免
租
期
間
を
六
年
と
さ
れ
た
事
と
関
連
付
け
ら
れ
、
頁

　
観
十
二
年
官
符
は
借
佃
潜
の
子
孫
に
も
免
租
期
闇
を
六
年
延
長
し
て
終
身
間
の
耕

　
食
を
許
し
た
も
の
と
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、
徴
租
は
格
二
塁
天
長
元
鉦
格
に
よ
れ

　
と
洌
に
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
令
文
に
准
じ
て
六
年
を
延
長
す
る
と
云
う
場
合
の

　
六
年
は
天
長
元
来
由
の
免
租
期
間
六
年
を
指
す
の
で
な
く
、
前
述
の
如
く
田
令
荒

　
廃
条
の
荒
廃
公
田
の
借
畑
期
間
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
貞
観
十
二
年
時

　
点
で
も
荒
廃
条
の
規
定
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
常
荒
田
は
更
に
荒
廃
不
耕
の

　
恒
常
化
し
た
田
で
、
弥
永
氏
の
如
く
荒
廃
三
年
以
上
疑
常
薦
と
の
解
釈
は
蓋
ら
な

　
い
と
思
う
。
む
し
ろ
質
点
の
語
義
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
毎
年
租
帳
で
不
堪
釦
田

　
が
田
田
と
共
に
中
央
に
報
魯
ざ
れ
勘
査
を
受
け
る
菓
と
な
っ
て
い
る
（
主
税
式
勘

　
租
帳
条
）
の
で
、
そ
の
よ
う
な
藤
か
ら
出
た
語
で
は
な
か
ろ
う
か
。
寛
平
八
年
闘
月

　
二
選
格
（
三
代
格
四
八
六
頁
）
に
百
姓
に
貸
佃
∵
判
許
さ
れ
た
荒
田
・
閑
地
を
組
殉
院

　
諸
窟
王
史
家
が
三
年
不
耕
を
理
由
に
已
に
改
判
せ
ん
事
を
求
め
る
例
の
多
い
事
を

　
指
摘
し
て
、
そ
の
法
的
根
拠
と
し
て
田
令
菟
廃
条
・
天
長
元
年
格
・
墾
田
永
世
私

　
有
爵
等
を
挙
げ
て
い
る
。
永
世
私
有
令
に
「
受
地
之
後
輪
エ
子
一
一
蕉
一
風
憲
不
開
聴
他

　
入
瀾
田
偏
と
あ
る
の
は
恐
ら
く
荒
廃
三
年
以
上
と
云
う
荒
廃
田
の
規
定
を
空
閑
地

　
に
拡
張
適
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
寛
平
八
年
格
で
三
年
不
足
が
荒
田
・

　
閑
地
共
に
改
判
の
理
由
と
な
つ
で
い
る
霧
は
、
醐
令
薦
軌
条
の
規
定
が
寛
平
八
年

　
時
点
で
も
有
効
だ
っ
た
証
搬
で
あ
る
。
更
に
延
喜
史
部
式
に
践
観
十
二
年
目
・
頁

　
観
護
と
同
じ
荒
廃
照
の
子
孫
耕
食
規
定
が
あ
る
。
貞
観
式
文
に
つ
い
て
の
弥
永
氏

　
の
見
解
は
妥
当
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
六
年
を
免
租
期
闘
と
さ
れ
た
事
に
つ
い
て

　
は
従
い
得
な
い
事
前
述
に
岡
じ
で
あ
る
。
尤
も
弘
仁
十
年
十
…
月
五
日
格
・
天
長

　
四
年
九
月
骨
縁
日
格
の
如
く
京
中
で
は
三
鼎
地
の
耕
営
に
つ
い
て
出
願
驚
の
串
諮

　
有
効
期
間
を
一
年
間
の
み
認
め
た
例
は
あ
る
が
、
寛
平
八
年
格
の
串
講
有
効
期
間

　
三
年
は
全
園
細
布
砦
で
あ
る
か
ら
京
中
限
り
の
特
例
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
弘
仁

　
十
五
格
に
最
初
の
出
願
者
が
一
年
閥
耕
作
し
な
け
れ
ば
、
第
二
の
墨
願
事
に
麟
作

　
権
を
改
漏
糾
し
、
第
二
の
出
願
者
が
二
年
ま
で
に
朋
か
な
け
れ
ば
第
三
の
繊
願
春
に

　
改
判
ず
る
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
最
初
の
繊
願
以
後
満
二
年
摂
の
終
り
ま

　
で
の
意
味
で
、
第
二
の
出
願
藩
に
は
こ
年
闘
の
申
請
有
効
期
隈
を
与
え
る
と
の
意

　
味
で
は
な
い
、
従
っ
て
第
二
出
願
藩
の
本
尊
有
効
期
間
も
亦
一
年
間
で
あ
っ
た
と

　
考
え
る
。
本
論
詳
述
の
如
く
荒
廃
田
は
律
令
政
府
の
熟
田
本
位
空
義
政
蟹
の
一
環

　
と
云
う
点
に
意
義
が
あ
り
、
そ
れ
母
班
懸
鰯
と
瀞
、
の
消
長
を
共
に
し
、
麓
廃
条
の

　
規
定
は
原
瑚
的
に
は
永
く
そ
の
命
～
脈
を
保
っ
て
い
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。

⑳
　
こ
の
鐵
は
早
く
蕎
肩
下
正
氏
「
古
代
村
落
の
二
つ
の
問
題
」
e
（
『
歴
史
学
研
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究
』
9
2
号
二
九
買
以
下
）
が
最
も
明
確
に
指
摘
さ
れ
た
。
但
し
氏
は
以
下
の
本
論

　
所
…
説
の
加
ハ
く
何
故
墾
田
に
私
有
地
と
紫
う
膏
ゆ
味
が
生
じ
た
か
の
占
酬
に
は
全
く
触
れ

　
て
お
ら
れ
な
い
。

⑫
　
後
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
平
安
中
期
頃
裏
で
の
土
地
売
券
に
は
、
売
買
物
件
と

　
し
て
山
林
・
墾
田
・
畠
・
園
宅
地
・
家
屋
等
が
挙
げ
ら
れ
、
以
後
次
第
に
墾
田
の

　
語
が
単
に
田
と
し
て
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
律
令
土
地
制
度
の
飽
緩

　
に
よ
り
墾
田
以
外
の
田
も
売
買
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
墾
田
と
そ
れ
以
外
の
田
の

　
区
別
を
明
記
す
る
必
要
が
漸
次
な
く
な
っ
た
為
で
あ
ろ
う
が
、
墾
田
の
み
永
売
を

　
許
さ
れ
て
い
た
時
期
の
券
醸
の
墾
田
も
亦
単
純
な
濫
開
発
田
の
意
殊
の
み
で
は
な

　
く
、
む
し
ろ
永
世
私
有
地
と
し
て
の
墾
国
を
意
味
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

　
れ
は
問
一
〆
高
が
数
十
年
間
に
数
人
の
所
有
麿
の
手
を
転
々
と
し
て
い
る
事
実
か

　
ら
も
容
易
に
写
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
世
の
土
地
売
券
に
謝
々
所
有
権
の
根
拠

　
を
開
発
領
主
で
あ
る
と
明
記
す
る
事
に
よ
っ
て
示
す
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
等

　
も
律
令
時
代
の
墾
田
貿
私
有
地
と
の
通
念
に
淵
源
す
る
観
念
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
来
的
に
は
開
発
者
で
あ
る
審
は
必
ず
し
も
所
有
者
で
あ
る
事
を
意
味
す
る
も
の

　
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑳
　
班
沼
法
の
成
立
と
大
化
改
新
の
土
地
・
入
民
の
私
的
領
国
の
廃
止
と
が
密
接
な

　
土
製
の
あ
る
事
は
従
前
も
均
し
く
認
め
ら
れ
て
い
る
所
で
決
し
て
婁
新
し
い
問
題

　
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
関
係
の
考
え
方
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
一
般
に
所
謂
土

　
地
公
有
説
の
立
場
に
立
つ
論
考
は
、
程
度
・
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
堀
違
は
あ
る
が
、
私

　
豹
領
有
は
改
新
晦
の
廃
置
措
罎
に
よ
り
一
応
清
算
さ
れ
て
天
下
均
し
く
公
地
・
公

　
民
と
な
り
、
そ
の
情
勢
に
即
応
す
る
制
度
と
し
て
班
田
法
が
登
場
し
た
と
す
る
点

　
で
は
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
改
、
漸
時
の
一
拳
勧
に
よ

　
り
私
的
領
有
が
廃
止
し
得
た
と
云
う
慕
は
、
例
え
そ
の
前
段
階
の
過
程
を
考
慮
に

　
入
れ
て
も
首
肯
し
難
い
事
で
あ
り
、
和
銅
以
降
の
大
土
地
所
有
の
屡
次
の
禁
園
を

　
見
て
も
、
律
金
蔓
が
観
念
的
に
私
的
領
有
廃
止
を
標
榜
し
た
事
は
論
議
の
余
地
の

　
無
い
所
で
あ
る
と
し
て
も
、
笑
体
的
に
私
的
領
有
を
排
除
し
得
た
か
は
大
い
に
疑

　
問
と
す
べ
き
で
あ
り
、
寧
ろ
妥
協
の
上
に
成
立
し
た
体
制
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ

　
え
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
班
田
法
を
評
価
し
た
場
合
大
土
地

　
所
有
の
抑
制
策
と
論
う
見
方
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
稽
々
観
点

　
は
異
な
る
が
、
井
上
光
貞
琉
『
大
化
改
新
論
』
　
（
新
日
本
史
講
座
）
は
土
地
兼
併

　
を
封
じ
、
農
罠
の
基
本
財
産
擁
護
を
揖
的
と
し
た
田
舗
改
革
と
さ
れ
、
直
木
孝
次

　
郎
氏
「
大
化
改
新
論
」
（
『
臼
本
古
代
国
家
の
構
造
』
三
〇
四
買
）
は
土
嶽
の
出
現

　
を
抑
え
階
級
分
化
の
進
展
を
鰯
止
し
た
も
の
と
評
価
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
問
題

　
は
古
代
の
土
地
所
有
権
の
性
格
を
考
え
る
上
で
従
来
最
も
重
大
な
論
点
と
さ
れ
て

　
い
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
更
に
後
章
で
詳
述
す
る
事
と
し
た
い
。

⑭
　
こ
の
審
は
水
園
と
陸
田
の
賃
程
価
直
の
比
較
か
ら
云
い
得
る
。
一
般
に
賃
租
価

　
直
が
当
該
臨
地
の
収
獲
高
の
ほ
ぼ
一
…
5
程
度
の
額
で
あ
っ
た
と
云
う
公
式
を
陸

　
田
に
も
適
用
し
得
る
と
す
れ
ば
、
天
平
七
年
讃
岐
野
山
霞
郡
弘
福
寺
領
田
図
に
見

　
え
る
畠
の
反
当
版
獲
量
は
一
・
八
～
○
・
七
石
で
、
水
田
の
下
田
並
か
そ
れ
以
下

　
と
云
う
事
に
な
る
（
拙
稿
「
地
子
と
価
薩
」
　
『
日
本
歴
史
脹
一
九
五
畢
参
上
照
）
。

⑯
　
田
令
口
分
条
に
班
給
後
具
さ
に
町
段
酋
棄
を
録
せ
と
あ
り
、
弘
仁
十
｝
年
十
二

　
月
廿
六
日
格
に
田
籍
に
は
専
ら
戸
頭
の
姓
名
と
口
分
の
町
段
を
注
記
す
る
と
あ
る

　
が
、
霞
城
実
葛
野
郡
班
田
閣
に
は
戸
主
の
姓
名
と
戸
田
の
町
段
が
記
さ
れ
て
い
る

　
か
ら
、
図
籍
共
に
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
尤
も
弘
仁
十
一
年
格
に
は
田
籍
は
｝

　
班
長
に
記
載
内
容
が
変
化
す
る
が
照
図
は
公
私
有
用
だ
か
ら
、
田
籍
は
立
証
図
籍

　
以
外
は
一
班
経
過
毎
に
廃
葉
し
、
田
閣
は
内
外
国
共
に
悉
く
保
存
せ
よ
と
し
て
い

　
る
所
を
見
る
と
、
田
図
の
方
が
驚
載
内
容
が
火
ま
か
な
代
り
に
班
給
田
の
み
な
ら

　
ず
未
墾
地
・
出
川
・
寺
神
田
等
を
含
み
記
載
内
容
が
よ
り
包
抵
酌
で
あ
っ
た
の
か

　
も
知
れ
な
い
。
正
倉
院
境
存
の
窟
ハ
大
寺
領
田
図
は
そ
の
纂
を
推
測
せ
し
め
る
。

⑳
　
田
令
班
田
条
、
罠
部
式
黒
田
・
班
田
粂
。
野
口
帳
は
班
田
授
口
帳
（
三
代
実
録

　
元
慶
三
年
五
月
廿
蕊
日
条
）
・
擾
田
口
帳
（
延
喜
左
右
京
式
援
路
帳
条
）
・
班
田
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古代の土地売買について（上）　（菊地）

　
帳
（
延
喜
民
部
式
班
田
条
）
等
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

⑰
　
戸
令
戸
逃
走
条
。

⑳
　
班
田
法
と
こ
れ
に
伴
う
こ
れ
等
の
諸
施
策
の
】
つ
の
同
輩
は
、
田
の
均
分
に
あ

　
つ
た
と
す
る
の
が
土
地
公
有
論
者
の
主
張
で
あ
る
が
、
大
土
地
所
有
抑
鯛
の
た
め

　
そ
の
原
　
囚
と
な
り
易
い
熟
田
の
隠
没
を
防
止
す
る
事
が
そ
の
真
の
罠
的
で
、
班
田

　
法
等
は
そ
の
た
め
の
技
衛
的
施
策
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
授
繁
々
積
が
一

　
配
し
て
い
る
事
は
土
地
均
分
－
一
社
会
主
義
政
策
て
ふ
解
釈
－
勿
論
今
日
で
は
内

　
田
銀
蔵
博
士
が
提
唱
さ
れ
た
盗
時
の
ま
ま
の
意
味
で
は
な
い
が
l
i
に
有
利
な
宴

　
例
で
あ
る
が
、
実
際
耕
作
田
萩
に
重
大
な
関
係
の
あ
る
賃
租
関
係
に
は
何
等
規
制

　
が
加
え
ら
れ
ず
、
轡
蒋
簿
で
賃
租
関
係
を
明
確
に
す
る
事
丈
を
要
求
し
て
い
る
事

　
実
か
ら
見
て
も
（
前
掲
拙
稿
参
照
）
、
班
田
額
の
｝
定
は
実
際
耕
作
田
艘
の
均
等

　
化
を
闘
的
と
し
た
も
の
で
な
い
購
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

⑲
　
営
繕
令
近
大
水
条
・
延
暦
十
九
年
九
月
十
階
潤
宮
符
（
弘
仁
八
年
十
二
月
廿
五

　
暖
翠
∵
天
長
元
年
五
月
五
目
格
所
収
）
等
。
主
税
式
の
各
鷺
正
税
出
挙
稲
の
内
に

　
も
修
理
池
溝
料
が
独
立
計
上
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
勅
旨
田
が
奈
良
時
代
以
来
存
し
た
禦
は
周
知
の
所
で
、
天
平
神
護
二
年
十
月
十

　
臼
越
前
罵
足
羽
郡
少
領
附
田
波
磁
束
麻
臨
解
（
大
遠
駆
古
文
欝
編
年
五
…
五
五
三

　
頁
）
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
盛
行
は
平
安
朝
以
降
で
あ
り
、
大
同
元
年
紀
は
そ

　
の
正
史
に
蓑
わ
れ
た
初
見
史
料
で
あ
る
。
平
安
朝
以
降
盛
行
し
た
理
由
は
石
母
田

　
正
氏
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
臨
上
（
一
九
頁
以
下
）
の
指
摘
の
如
く
こ
の
頃
か

　
ら
国
家
の
財
政
機
構
が
変
化
し
た
為
で
、
拙
稿
「
公
田
賃
租
に
つ
い
て
」
（
『
轡
陵

　
部
紀
要
』
1
4
）
で
も
諸
司
瞬
の
急
増
・
公
田
地
子
の
財
政
的
此
璽
の
増
大
等
に
並

　
行
ず
る
藥
象
と
し
て
説
明
し
た
。
換
越
す
れ
ば
律
令
舗
的
蚊
取
か
ら
荘
園
舗
的
収

　
取
へ
の
移
行
期
の
現
象
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
勅
旨
田
は
単
純
に
律
令
舗
爆
睡
墾
田

　
活
動
と
し
て
説
明
し
難
い
霧
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
勅
旨
に
名
を
羅
り
た
王
臣
家
の

　
私
墾
国
の
存
在
を
重
視
し
た
所
以
も
此
所
に
あ
る
。
な
お
石
母
繕
氏
は
勅
旨
田
経

　
営
の
労
働
力
を
雑
縮
・
浪
人
等
に
求
め
ら
れ
た
が
、
天
平
神
護
二
年
三
月
十
八
臼

　
東
大
寺
為
南
野
開
溝
功
食
注
文
（
大
霞
本
古
文
霞
編
年
五
－
五
三
六
頁
）
に
同
寺

　
領
豊
川
庄
で
溝
の
隔
日
に
功
稲
・
米
塩
を
給
し
て
い
る
側
等
か
ら
み
て
も
、
勅
旨

　
田
の
開
発
料
理
は
か
か
る
雇
役
料
に
充
当
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

　
る
。
延
暦
十
九
年
九
月
十
六
鋼
官
符
（
貞
観
交
替
式
灰
収
）
に
修
理
池
溝
の
た
め

　
功
程
を
支
度
す
べ
き
築
を
命
じ
て
い
る
の
も
伺
様
で
あ
ろ
う
。

⑳
先
述
の
如
く
荒
廃
国
を
不
堪
坪
付
帳
（
政
蘂
要
略
閥
四
〇
頁
）
等
に
登
録
し
て

　
空
閑
地
と
厳
に
区
別
し
て
取
扱
っ
た
の
は
、
口
分
田
が
荒
廃
す
れ
ば
常
荒
↓
空
閑

　
地
の
経
過
を
辿
っ
て
墾
田
と
同
じ
く
私
有
地
化
す
る
か
ら
で
あ
る
（
羽
瞬
氏
前
掲

　
轡
参
照
）
。
し
か
し
荒
廃
し
な
け
れ
ば
私
有
化
の
端
緒
が
開
か
れ
な
か
っ
た
所
に

　
問
題
が
あ
る
。

⑫
注
⑳
参
照
。

⑬
　
拙
稿
「
公
田
賃
租
に
つ
い
て
」
　
（
前
掲
）
二
五
頁
以
下
参
照
。

⑭
　
墾
田
永
世
私
有
令
を
始
め
、
天
平
神
護
元
年
三
月
五
臼
勅
（
続
紀
）
．
宝
亀
三

　
年
十
月
十
四
B
格
・
弘
仁
二
年
二
月
三
色
格
等
何
れ
も
同
様
で
あ
る
。

⑯
　
延
喜
二
年
三
月
十
　
二
日
官
符
（
　
糊
代
議
事
〇
八
頁
）
。

⑯
　
虎
尾
俊
哉
氏
『
班
田
収
授
法
の
研
究
』
所
収
「
田
令
対
照
表
」
の
2
6
宮
人
百
姓

　
条
並
に
製
表
の
注
⑦
参
照
。

⑰
　
中
田
博
士
「
養
老
戸
令
留
分
条
の
研
究
」
（
『
法
制
史
論
集
』
一
一
五
三
・
六
六

　
頁
）
。
博
士
が
隠
蟹
の
大
宝
令
文
復
原
に
際
し
「
田
」
字
を
除
か
れ
た
論
拠
は
、
褒

　
葬
令
戸
絶
条
集
解
古
記
所
引
の
岡
条
の
文
に
田
字
が
無
か
っ
た
事
、
故
に
応
分
条

　
集
解
古
記
の
「
問
、
未
知
位
田
賜
田
功
田
新
墾
田
園
圃
桑
漆
等
若
為
処
分
、
筈
法

　
宜
処
分
、
不
岡
財
物
、
｝
云
封
物
同
財
物
、
封
戸
均
分
也
、
｝
云
封
戸
依
嫡
子
主

　
命
随
也
」
の
文
は
、
田
地
の
処
分
法
の
明
確
で
は
な
か
っ
た
事
を
傍
証
す
る
も
の

　
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
云
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
次
の
理
由
で
博
士
の
推
定
に
は

　
従
い
難
い
。
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ω
　
博
士
も
論
及
さ
れ
た
応
分
条
の
募
妻
の
亡
夫
の
遣
盤
稲
続
に
闘
す
る
条
文
の

　
　
古
記
に
「
家
入
奴
碑
照
宅
財
物
」
と
明
記
さ
れ
、
祖
法
た
る
開
元
令
に
も
国
恥

　
　
の
存
し
た
事
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
嫡
妻
に
は
頒
宅
が
相
続
さ
れ
、
諸
子
に
は

　
　
椿
事
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

　
②
　
喪
葬
二
身
二
戸
前
条
は
養
老
令
文
に
も
田
が
除
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
戸
令

　
　
戸
逃
走
条
・
．
田
津
園
地
条
等
の
規
定
に
よ
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
芦
絶
の
場
合
土

　
　
地
は
総
て
還
公
の
原
則
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
、
こ
の
事
は
昏
絶
条
穴
記
・
園

　
　
地
謡
朱
説
の
解
説
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。
戸
絶
条
古
記
が
田
字
を
脱
し
た
の
は
遺

　
　
産
相
続
｝
が
起
り
得
な
い
戸
絶
の
場
合
、
紹
以
外
の
瞥
ハ
産
を
以
て
四
隣
五
畿
が
死

　
　
者
の
葬
送
供
饗
を
行
う
べ
き
察
を
規
定
し
た
戸
絶
条
の
規
定
に
引
か
れ
た
も
の

　
　
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
③
　
戸
絶
条
の
古
記
の
引
く
大
宝
令
文
は
、
「
（
大
宝
令
文
）
謂
一
」
と
云
う
大
宝

　
　
令
逸
文
の
一
般
酌
引
用
形
式
を
採
ら
ず
、
大
藩
を
引
く
場
合
の
形
式
を
採
っ
て

　
　
い
る
の
で
、
厳
密
に
大
宝
令
逸
文
そ
の
ま
ま
と
は
断
定
し
難
い
。

　
ω
　
応
分
条
古
記
の
「
問
、
志
木
知
…
」
の
文
意
は
、
資
財
（
動
産
）
の
分
財
法
と

　
　
馬
歯
・
田
宅
（
不
動
産
）
の
そ
れ
と
が
嗣
一
か
否
か
に
つ
い
て
の
疑
点
を
指
摘

　
　
し
た
だ
け
の
事
で
、
大
宝
令
に
出
の
分
財
規
定
が
無
か
っ
た
審
を
示
す
も
の
で

　
　
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
奴
魏
の
箇
所
の
古
記
に
も
「
注
、
其
奴
卿
等
、
嫡
子
随
状

　
　
分
者
聴
、
謂
必
令
分
、
任
意
不
聴
也
、
　
＝
頭
、
嫡
子
任
意
耳
、
抑
不
合
令
分

　
　
也
」
と
全
く
逆
の
見
解
を
挙
げ
、
釈
説
で
も
氏
縫
は
財
物
の
例
に
入
れ
な
い
と

　
　
し
て
い
る
。

⑱
　
仁
井
田
博
士
「
・
甲
国
・
臼
太
・
古
代
の
土
地
私
有
綱
」
（
『
中
国
法
制
史
研
究
』
1

　
土
地
法
・
取
引
法
一
一
〇
頁
）
。

⑲
　
墾
田
施
入
の
初
見
例
は
大
安
寺
資
財
帳
の
天
武
二
年
の
勅
施
入
田
九
三
…
　
町
を

　
囑
矢
と
す
る
。
爾
京
遺
文
解
説
（
橋
本
進
吉
博
士
）
凡
例
に
、
こ
の
資
財
帳
の
欝

　
写
年
次
が
平
安
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
記
載
内
容
に
は
特
に
疑
点
が
な

　
い
。

⑳
　
虎
羅
氏
「
律
令
時
代
の
墾
田
法
に
関
す
る
二
↓
二
の
問
題
」
　
（
前
掲
）
は
、
本

　
官
奏
文
中
の
「
従
養
老
七
年
以
来
」
の
一
旬
を
以
て
三
世
7
封
法
の
施
行
を
意
味

　
す
る
と
さ
れ
た
が
、
卑
見
の
如
く
同
年
の
班
購
施
行
を
指
す
も
の
と
解
し
得
る
で

　
あ
ろ
う
。
又
集
解
所
引
の
三
世
一
身
法
末
尾
の
「
蔵
司
不
禽
」
の
一
旬
も
法
文
自

　
体
の
文
雷
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
が
、
卑
見
の
如
く
古
記
の
注
者
の
説
明
文
と
す
べ

　
き
で
は
な
か
ろ
う
か
、
結
論
的
に
は
卑
見
と
大
き
な
懸
隔
は
な
い
。

⑪
虎
尾
氏
前
掲
墨
田
⑫
に
買
得
を
扇
司
の
行
為
と
は
解
し
難
い
と
し
、
国
司
か
ら

　
買
受
け
た
も
の
と
釈
し
て
お
ら
れ
る
が
、
官
奏
は
国
司
墾
田
の
還
公
に
つ
い
て
述

　
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
司
か
ら
買
受
け
た
墾
磁
は
開
墾
春
が
国
司
で
も
所
有

　
春
が
蟹
司
で
は
な
け
れ
ば
岡
司
墾
出
の
還
公
規
定
を
受
け
ず
、
三
世
一
身
法
が
適

　
用
さ
れ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
買
得
蛮
は
園
司
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
竹
内
理
三

　
博
士
「
八
世
紀
に
お
け
る
大
伴
的
と
藤
原
的
」
（
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』
一
二
二

　
二
頁
）
、
赤
松
俊
秀
博
士
「
古
代
国
家
の
展
畷
」
（
『
京
大
日
本
史
隔
②
一
五
一
頁
）

　
等
の
説
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
但
し
竹
内
博
士
が
天
平
元
年
官
奏
を
以
て
三
世

　
一
身
法
の
修
正
と
さ
れ
る
点
従
い
難
い
事
本
論
所
述
の
通
り
で
あ
る
。
両
令
は
適

　
用
対
象
が
全
く
鋼
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑫
砲
田
氏
「
賃
租
捌
の
一
考
察
」
　
（
前
掲
）
参
照
。

付
記
　
本
稿
は
昭
和
蹉
十
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
の
交
付
を
受
け
て
作
成
し

　
　
た
も
の
で
あ
る
。

（
富
内
庁
戯
訓
部
勤
魏
）
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en　Dealing　in　Land　in　Ancient　Japan

　　　　　　by

Yasuaki　Kikuchi

　　This　article　is　to　study　the　realities　of　land　jobbing　as　a　way　of

investigatlng　the　character　of　landownership　in　ancient　Japan．　At　first

we　try　to　throw　iight　on　the　viewpoint　of　the　question．　The　term　of

dealing　in　that　time　was　used　both　as　a　meaning　of　today　and　that　of

renting，　at　least　before　as　late　as　the　enactment　of　Taiho－rei大宝令；

and　to　back　this　presumption，　the　landownership　in　ancient　tiMes　can

be　traced　back　to　the　perio（i　before　Tailea大イヒ，　by　studying　the　rnean－

ing　of　Sanze－isshin－no－h6三世一身法and　I〈onden－eisei－shlyu－rei墾田永世

私有令．

On　the　Nature　of　the　Movement　of

　　　　T’ai－P’ing－t’ien－feuo太平天国

　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　Ichisada　Miyazaki

　　Though　in　’the　Japanese　aRd　Chinese　circles　at　present　there　is　a

current　that　the　movement　of　T’ai－p’ing’一t’ien一々％o太平天国is　to　be

nothing　but　a　peasant　uprising，　the　grounds　of　their　argument　are

not　clear．　Why－did　the　T’ai－p’ing－t’ien－leuo　occur　in　the　very　tenth

year　after　the　Opium　War？　Why　did　it　eake　place　in　the　mountainous

region　of　Kuang－si－sing広西省？Why　did　it　take　・the　route　of　ffunan

湖南，Hmpei湖北，　and　Yangt2e　River，　and　could　it　d圭splay　its　mob鑑ty～

Why　did　the　militiamen　of　Ts’ing清have　to　be　recruited　in　Hunan？

What量s　the　weak　po呈nt　or　the　st∫ong　Point　of　the　T’ai－P’ing太平army

or　the　Siang湘army？Wi£hout　the　examination　o£　these　points，　the

nature　of・　T’ai－P’ing－t’ien－feuo　cannot　be　completely　explained　at　all．

　　In　the　quite　different　angle　’from　the　traditional　students，　we　try　to

elucidate　these　problems，　not　only　explaining　the　nature　of　various

rebellion　in　the　o｝d　Chlna，　but　also　offering　a　starting　point　for　his－

torical　study　of　the　relation　between　Chlna　and　Europe．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（314）


