
十
世
紀
王
朝
国
家
土
地
制
度
と
そ
の
崩
壊

坂

本

賞

三

十世紀王朝岡象土地鮒度とその崩壊（坂本）

　
【
要
約
冒
　
こ
こ
で
十
世
紀
王
朝
国
察
土
地
制
度
と
い
う
の
は
、
延
喜
荘
園
整
理
令
を
含
む
十
世
紀
初
頭
の
土
地
制
度
の
改
編
で
娼
発
し
、
大
体
牽
一
世

紀
中
ご
ろ
ま
で
続
い
た
も
の
で
、
そ
れ
は
私
領
と
対
立
す
る
意
味
の
公
田
を
国
司
に
維
持
さ
せ
る
こ
と
を
中
心
に
し
て
構
成
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
。
そ

の
公
田
と
は
前
代
ま
で
の
、
国
々
内
に
記
載
さ
れ
て
い
た
口
分
田
な
ど
、
永
世
私
有
田
以
外
の
田
地
の
性
絡
を
引
継
ぐ
も
の
で
、
荒
廃
し
て
も
私
領
と
な

さ
れ
ず
、
私
領
よ
り
も
高
い
負
担
を
負
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
羅
司
は
検
田
鼠
を
宮
か
ら
委
譲
さ
れ
た
か
わ
り
に
、
基
準
羅
図
に
固
建
さ
れ
た
公
田

の
維
持
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
た
め
国
内
で
名
を
編
成
し
た
。
名
は
公
田
耕
作
を
目
的
と
し
た
、
人
と
土
地
の
把
握
の
た
め
の
組
織
で
あ
っ

た
。　

十
一
世
紀
第
二
四
半
期
ご
ろ
か
ら
右
の
制
度
は
崩
壊
の
徴
候
を
あ
ら
わ
に
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
公
田
が
私
領
化
し
、
別
名
が
発
生
し
、
基
準
國
図
が

放
棄
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
十
世
紀
の
名
も
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
延
喜
初
年
の
伊
勢
国
「
班
田
」
を
史
料
上
の
最
後
の
実
例
と
し
て

班
田
欄
が
終
絶
し
た
あ
と
の
土
地
制
度
の
研
究
は
、
律
令
欄
か
ら
荘

園
綱
へ
の
移
行
過
程
の
究
明
の
一
環
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
こ
で
十
世
紀
が
あ
る
特
質
を
も
っ
た
時
期
と
し
て
注
目
さ
れ
て
以

来
、
そ
の
特
質
に
触
れ
た
労
作
が
、
す
で
に
い
く
つ
か
公
に
さ
れ
て

き
て
い
る
。
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
上
研
究
史
を
省
略
す
る
が
、
以

・
下
行
論
の
途
次
に
お
い
て
部
分
釣
に
触
れ
る
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ

　
O

く

史
林
　
四
八
巻
四
号
　
一
九
六
五
年
七
月

　
私
は
さ
き
に
延
喜
荘
園
整
理
令
を
、
基
準
国
図
の
成
立
i
免
除

　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

領
田
糊
の
形
成
、
国
司
検
田
の
成
立
…
国
司
免
判
の
端
緒
、
と
い

う
点
か
ら
考
察
し
た
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
愚
稿
は
、
延
喜
荘
園
整
理

令
自
体
を
主
目
標
と
し
た
と
い
う
よ
り
、
本
稿
で
考
察
す
る
十
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

王
朝
国
家
土
地
制
度
の
序
説
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
延
喜
荘
園
整
理

令
が
、
そ
れ
と
同
時
に
発
せ
ら
れ
た
諸
官
符
と
関
連
し
て
考
え
ら
れ
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る
べ
き
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
っ
て
、
私
は

こ
れ
ら
諸
宮
符
に
み
ら
れ
る
土
地
欄
度
改
編
の
一
部
分
と
し
て
、
そ

の
荘
園
的
側
面
と
し
て
延
喜
荘
園
整
理
令
を
考
え
る
べ
き
だ
と
し
た

の
で
あ
る
。
私
が
こ
こ
で
十
世
紀
王
朝
国
家
土
地
制
度
と
い
う
の
は
、

こ
の
延
喜
荘
園
整
理
令
（
を
包
含
す
る
土
地
働
事
の
改
編
）
に
よ
っ
て
出

発
し
、
大
体
十
一
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
存
続
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
上
記
の
基
準
国
図
の
成
立
・
国
司
墨
田
の
出
発
と
い
う
こ
と
に

特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
基
準
国
図
の
放

棄
・
別
名
の
成
立
・
公
田
の
私
領
化
な
ど
を
崩
壊
の
徴
候
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
故
に
私
が
こ
こ
で
十
世
紀
土
地
制
度
と
か
十
世
紀
段
階

と
か
い
う
場
含
、
そ
れ
は
単
に
九
百
年
代
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
な
く
、
上
記
の
特
注
を
も
つ
土
地
制
度
の
行
わ
れ
た
期
間
を

い
う
の
で
あ
っ
て
、
十
一
世
紀
前
半
ま
で
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と

を
こ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
（
私
は
、
寛
弘
ご
ろ
は
も
ち
ろ
ん
寛
仁

・
治
安
年
間
は
ま
だ
十
世
紀
的
制
度
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
解
す
る
。
そ
し

て
長
久
・
覧
徳
を
へ
て
永
承
年
間
に
は
制
度
的
な
崩
壊
の
徴
証
が
か
な
り
み

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
て
み
る
と
十
一
世
紀
第
一
四
半
期
以
降

第
二
四
半
期
聞
に
線
を
引
い
た
方
が
よ
り
正
確
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
十
世
紀

土
地
制
度
が
一
転
し
て
直
ち
に
全
爵
的
変
化
を
と
げ
た
の
で
も
な
い
か
ら
、

以
下
＋
一
世
紀
前
半
と
い
う
こ
と
に
す
る
）
。

　
こ
の
十
世
紀
土
地
態
度
を
法
と
し
て
ま
と
め
て
記
し
た
も
の
は
な

い
。
故
に
私
は
墨
筆
の
断
片
史
料
か
ら
復
原
し
組
立
て
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
後
の
時
期
に
お
け
る
本
心
の
遺
欄
の

抽
出
、
前
後
の
時
期
と
の
比
較
に
よ
る
立
論
も
行
わ
ざ
る
を
得
ず
、
」

ま
た
敢
て
荘
園
関
係
史
料
か
ら
国
領
の
あ
り
方
を
推
定
す
る
方
法
も

と
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

十
世
紀
王
朝
臨
家
土
地
制
度
の
特
質

　
　
1
　
公
田
と
基
準
塾
図

　
A
公
座
に
つ
い
て
　
　
十
世
紀
に
入
る
と
前
代
ま
で
律
令
制
土
地
制

度
に
お
い
て
基
幹
を
な
し
て
い
た
口
分
田
は
そ
の
名
を
ほ
と
ん
ど
あ

ら
わ
さ
な
い
よ
う
に
な
り
，
公
領
の
田
地
は
公
田
と
称
さ
れ
て
い
る

が
、
十
世
紀
土
地
三
度
期
に
お
け
る
公
田
に
は
二
つ
の
用
法
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
平
安
中
期
以
降
の
公
田
と
い
う
の
は
宮

物
収
取
の
対
象
と
な
る
田
地
す
べ
て
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
広
義
の
公
田
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
十
世
紀
土
地
欄
度
期

に
は
私
領
と
対
立
す
る
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
公
田
、
す
な
わ
ち
狭

義
の
公
田
が
存
在
し
た
。
本
稿
で
公
田
と
い
う
場
合
、
特
に
こ
と
わ
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ら
な
い
か
ぎ
り
狭
義
の
公
田
を
さ
す
も
の
と
す
る
が
、
こ
の
狭
義
の

公
田
が
十
世
紀
輪
軸
国
家
土
地
制
度
の
中
核
を
な
す
の
で
あ
る
。

　
狭
義
の
公
田
す
な
わ
ち
私
領
と
対
立
す
る
と
い
う
意
味
を
明
確
に

示
す
公
田
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
そ
の
代
表

的
な
例
と
し
て
か
の
寛
弘
九
年
正
月
廿
二
日
和
泉
国
符
案
（
平
安
遺
文

二
の
四
五
七
丹
。
以
下
平
安
遺
文
は
平
…
…
号
と
記
す
）
の
「
既
謂
公
田
、
何
有

私
領
」
が
あ
る
。
ま
た
康
保
三
年
四
月
二
瀬
夏
見
郷
刀
禰
等
解
案

（
平
一
の
二
八
九
暑
）
で
は
「
寺
神
領
田
畠
私
人
領
地
公
田
」
と
あ
る
も

の
が
、
顎
欠
東
大
寺
三
綱
等
陳
状
案
（
平
八
の
三
八
三
瓢
号
∀
に
引
用
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
「
神
寺
領
公
田
私
領
等
有
其
数
」
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

お
り
、
私
領
と
公
田
と
が
区
捌
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

大
治
四
年
十
重
月
廿
一
日
東
大
寺
駈
司
解
（
平
九
の
四
穴
九
三
号
）
の
「
元

来
非
割
国
領
公
田
、
皆
是
百
姓
之
墾
田
杣
工
之
治
田
也
」
と
い
う
の

も
同
様
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
用
法
の
公
田
は
官
符
に
も
み
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
続
左
丞
抄
治
承
二
年
七
月
十
八
日
太
政
官
符
に
「
諸
国

人
民
以
公
田
称
私
領
、
寄
与
神
人
悪
僧
等
云
々
」
と
あ
る
（
た
だ
し
治

承
ご
ろ
に
は
実
質
的
に
は
こ
の
狭
義
の
公
田
の
性
格
が
か
な
り
失
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
嘗
符
の
旧
守
性
を
示
す
も
の
で
玉
虫
に
観
度
と
し

て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
）
。
な
お
伊
勢
国
の
私
領
譲
渡

・
売
買
関
係
史
料
上
に
み
ら
れ
る
「
戸
賑
」
（
…
…
授
給
戸
）
と
「
治

田
」
の
区
別
も
同
様
で
あ
る
（
光
明
寺
旧
詑
・
遠
江
国
御
神
領
記
・
徴
古
文
府
・

鰹
申
忠
三
郎
氏
文
書
な
ど
）
。

　
で
は
私
領
と
対
立
す
る
意
味
の
公
田
と
は
い
か
な
る
特
質
を
有
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
も
あ
げ
た
寛
弘
九
年
和
泉
国
論
案
は

十
世
紀
土
地
制
度
研
究
上
も
っ
と
も
貴
重
な
史
料
の
一
つ
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
「
既
謂
公
田
、
何
商
私
領
、
然
則
寛
弘
五
年
誰
彼
荒
廃
公
田

老
、
縦
断
難
称
大
名
之
古
作
、
可
令
許
小
人
之
申
請
扁
と
い
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
狭
義
の
公
田
の
特
質
を
う
か
が
う
手
が
か
り
を
提
供
し

て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
次
の
点
で
あ
る
。

①
　
こ
の
公
田
と
は
上
述
し
た
よ
う
に
私
領
に
梢
対
す
る
意
味
で
使

　
わ
れ
て
お
り
、
私
領
た
り
得
ざ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

働
　
そ
れ
は
荒
廃
し
て
も
公
田
た
る
の
本
性
を
失
わ
な
い
と
い
っ
た

　
固
定
的
性
格
を
有
す
る
。

③
　
そ
こ
で
は
三
年
不
丹
原
鋼
が
適
用
さ
れ
る
（
こ
の
こ
と
を
は
じ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
て
淺
目
さ
れ
た
の
は
村
井
康
彦
氏
で
あ
っ
た
）
。

　
働
は
、
ω
の
よ
う
な
狭
義
の
公
田
と
い
う
の
が
既
に
国
内
で
閲
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
公
照
の
固
定
・
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

は
蜜
然
十
世
紀
土
地
舗
度
下
の
国
の
基
本
的
土
地
台
帳
上
に
明
記
さ
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れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
国
の
基
本
的
土
地
台
帳
が
拙
稿
A
・
B

で
述
べ
た
基
準
国
図
で
あ
り
、
実
際
に
伊
勢
国
の
延
喜
の
「
班
田
」

の
際
に
「
虫
払
喜
年
中
三
寒
湿
班
田
之
臼
、
神
社
言
寿
公
磁
等
熟
々

各
藩
定
置
」
（
平
一
の
一
コ
三
号
）
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
別
名
が
続
出
し
て
く
る
十
一
世
紀
以
降
に
お
い
て
も
、
（
九
世
紀
末

期
の
資
料
に
蓬
い
た
と
い
わ
れ
る
）
倭
名
抄
の
郷
が
、
（
別
名
の
郷
や
、
村

と
同
義
の
郷
と
区
励
さ
れ
て
）
鰻
塚
残
存
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
、
　
そ
の

倭
名
六
郷
単
位
で
は
「
諸
分
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
郡
的
単
位
で
は

「
組
分
」
「
黒
田
」
と
よ
ば
れ
て
国
衙
領
の
中
核
的
部
分
を
な
し
て
い

る
の
で
あ
っ
た
（
拙
稿
F
参
照
）
。
も
っ
と
も
、
「
郷
分
」
「
鴬
野
」
ら
が

後
代
ま
で
ず
っ
と
狭
義
の
公
田
の
特
質
を
維
持
し
た
と
い
う
の
で
は

な
く
、
後
に
は
私
領
化
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
べ
た
倭
名
抄
郷

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

の
残
存
は
公
田
の
範
闘
が
固
定
し
て
い
た
こ
と
の
名
残
で
あ
る
。
先

に
あ
げ
た
伊
勢
國
の
「
戸
田
」
と
「
治
田
」
と
が
区
署
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
。
な
お
本
稿
第
一
章
1
B
で
述
べ
る

倭
名
抄
の
諸
国
本
田
数
と
い
う
の
が
公
事
だ
け
を
示
し
た
の
か
ど
う

か
は
不
明
と
し
て
も
、
基
準
国
図
上
の
固
定
と
関
係
し
た
こ
と
は
ま

ず
疑
な
い
。

　
そ
し
て
公
田
の
公
田
た
る
所
以
を
端
的
に
示
す
の
が
③
で
あ
る
。

同
国
符
案
の
三
年
不
耕
原
則
と
い
う
の
は
漠
然
と
い
わ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
①
の
公
田
は
私
領
た
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て

い
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
公
田
が
荒
廃
し
て
も
私
領
た
り
得
な
い
の

は
三
年
不
耕
原
則
が
適
用
さ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
っ
た
（
第
一

章
！
B
の
㈲
で
述
べ
る
顯
園
記
載
内
の
不
壁
佃
田
と
甥
簿
に
移
さ
れ
た
常
荒

田
と
の
区
鴉
を
注
目
し
た
い
）
。
た
だ
し
私
は
公
田
三
年
不
霊
原
則
が
十

世
紀
土
地
制
度
期
を
通
じ
て
厳
格
に
適
用
さ
れ
た
と
は
考
え
な
い
の

で
あ
っ
て
、
寛
弘
九
年
に
至
っ
て
和
泉
国
司
が
こ
と
さ
ら
に
、
こ
の

原
則
を
も
ち
出
し
て
き
た
の
は
、
後
述
す
る
同
国
符
案
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
と
関
連
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
当
然
、
公
田
に
対
す
る
官
物
率
法
は
私
領
の
そ
れ
と
は
異
る
の
で

あ
っ
て
、
公
田
官
物
率
法
の
基
本
的
史
料
の
一
つ
で
あ
る
保
安
三
年

二
月
β
伊
賀
国
在
庁
官
人
解
（
平
五
の
｝
九
鷲
八
号
）
で
は
公
田
は
反
別

三
斗
米
を
基
本
と
し
て
お
り
（
こ
れ
は
別
符
が
出
現
し
て
き
た
時
期
の
も

の
で
別
符
の
率
法
も
な
ら
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
公
田
の
宮
物
率
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
臨
…
時
雑
役
の
田
率
分
を
も
含
め
て
、
十
世
紀
土
地
制
度
段
階
の
形
式
を
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ぼ
継
承
し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
）
、
治
田
で
は
官
物
が
反
別
二
斗
だ

と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
（
平
六
の
二
穴
六
七
号
）
と
対
比
さ
れ
る
の
で
あ
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る
α
な
お
「
利
田
請
文
」
も
公
験
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考

　
　
　
⑦

え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
十
世
紀
土
地
制
度
下
に
お
け
る
狭
義
の
公
田
と
は
総
称

的
な
用
語
で
あ
っ
て
、
基
準
国
図
上
に
は
前
代
に
引
続
い
て
口
分
田

・
位
田
・
国
造
田
…
…
ら
の
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
寛
弘
三
年

大
和
国
で
は
切
図
（
国
で
使
用
し
て
き
た
基
準
国
許
）
が
朽
損
し
た
た
め

民
都
省
図
（
こ
こ
で
は
民
部
省
に
上
進
さ
れ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
基
準
圏

図
）
を
以
て
代
替
し
た
が
、
後
老
で
栄
山
寺
申
請
の
免
除
墨
田
坪
付

と
照
合
し
た
と
こ
ろ
相
違
す
る
点
が
か
な
り
み
ら
れ
、
そ
の
部
分
の

民
部
省
図
の
記
載
を
注
記
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
省
図
に
は
「
組
戸

（
照
）
」
・
「
京
戸
（
田
）
」
・
「
位
田
」
・
「
国
造
（
田
）
」
・
「
治
田
」
ら
の
記

載
が
あ
っ
た
（
平
二
の
四
四
三
号
）
。
ま
た
同
国
弘
福
寺
領
の
免
除
領
田

史
料
で
は
同
様
に
「
京
戸
（
田
）
」
・
「
位
田
（
田
）
」
が
あ
っ
た
（
平
瓦
の

一
〇
八
九
暑
、
以
上
拙
稿
C
参
照
）
。
　
ま
た
近
江
国
元
興
寺
領
愛
智
藤
の
永

承
七
年
度
の
免
除
墨
田
の
史
料
で
も
「
口
分
」
が
み
ら
れ
て
い
た

（
平
三
の
六
九
八
号
、
拙
稿
E
参
照
）
。
　
．

　
こ
の
よ
う
に
狭
義
の
公
田
と
は
治
田
や
官
省
符
荘
田
に
対
す
る
諸

種
の
田
の
総
称
と
し
て
使
わ
れ
た
用
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
公
田
の
用
法
は
最
近
虎
尾
俊
哉
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

と
お
り
前
代
か
ら
す
で
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
氏

は
十
世
紀
ご
ろ
ま
で
の
公
田
の
実
例
を
検
討
さ
れ
た
結
果
、
天
平
宝

字
三
年
の
例
を
史
料
上
の
初
見
と
し
て
令
本
来
の
用
法
と
異
る
公
田

・
私
田
の
用
法
が
出
現
し
、
そ
こ
で
は
永
年
私
財
田
た
る
寺
神
田
・

治
田
が
私
田
、
そ
れ
以
外
の
田
地
が
公
田
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論

　
　
「
　
⑧

ぜ
ら
れ
た
。
十
世
紀
土
地
制
度
下
の
狭
義
の
公
田
と
は
前
代
か
ら
の

用
法
を
引
継
ぎ
、
そ
こ
に
前
代
以
来
の
三
年
不
耕
原
翔
を
保
っ
て
行

っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
で
は
以
上
述
べ
た
狭
義
の
公
田
に
対
し
て
広
義
の
公
田
（
官
物
徴
収

の
対
象
と
な
る
田
地
と
し
て
当
然
私
領
を
も
包
含
し
、
宮
省
符
荘
不
輸
田
に

対
す
る
も
の
）
は
十
世
紀
土
地
制
度
下
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
弘

禰
寺
領
免
除
領
掌
認
定
関
係
史
料
の
含
量
に
き
ま
り
文
旬
の
よ
う
に

み
え
て
い
る
「
至
干
無
色
韻
図
注
者
、
已
為
公
田
、
難
可
付
徴
官
物
、

寺
家
所
演
領
掌
年
久
者
、
有
事
功
徳
、
任
代
代
国
判
免
除
租
税
又
了
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
い
う
場
合
の
「
公
田
」
は
広
義
の
公
田
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
荘
内
新
開
田
は
早
業
さ
れ

る
べ
き
も
の
だ
が
、
収
公
さ
れ
て
も
荘
圏
領
主
は
荘
領
と
し
て
加
地

子
を
収
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
摘
稿
。
参
照
）
。
し
か
し
註
⑧
の
大
山

荘
の
場
合
の
よ
う
に
国
が
同
機
内
灘
繊
田
を
乗
田
と
し
て
（
国
が
）
地
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⑩

子
を
収
取
し
た
例
も
存
在
し
た
。
と
す
る
と
本
来
は
官
省
符
荘
四
境

内
勘
出
撫
は
す
べ
て
狭
義
の
公
田
と
な
さ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
、
荘

園
領
主
が
そ
こ
か
ら
加
地
子
を
収
取
す
る
こ
と
さ
え
羅
が
恩
恵
的
に

み
と
め
た
こ
と
だ
っ
た
の
か
1
荘
園
領
主
側
や
農
民
が
功
を
加
え

て
開
墾
し
た
官
省
符
荘
四
塾
風
新
開
田
は
本
来
開
発
の
特
典
す
ら
み

と
め
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
か
。
私
は
そ
の
よ
う
に
解
す
る
可
能

性
も
否
定
は
で
き
な
い
と
思
臥
。
今
こ
こ
で
立
入
っ
た
推
論
を
す
る

余
裕
は
な
い
が
、
狭
義
の
公
田
は
前
代
か
ら
の
伝
統
を
も
っ
た
概
念

で
あ
っ
た
の
に
概
し
て
、
広
義
の
公
田
は
国
司
と
荘
園
領
主
と
の
間

の
交
渉
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
十
世
紀
土
地
制
度
下
に
広

義
の
公
田
概
念
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
B
基
準
国
図
の
性
格
　
　
私
は
三
冠
A
で
延
喜
荘
園
整
理
令
で
作
成

さ
れ
た
下
図
を
基
準
国
図
と
称
し
た
が
、
そ
れ
は
た
ま
た
ま
そ
れ
が

最
後
の
班
田
図
と
な
っ
た
か
ら
以
後
固
定
さ
れ
て
行
っ
た
と
い
う
よ

う
な
偶
然
的
契
機
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
新
た
な
土
地
制
度
の
出

発
の
た
め
に
特
定
の
欝
的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ

　
　
⑪

、
っ
て
、
そ
れ
を
官
省
符
荘
本
田
の
面
か
ち
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
前
項
で
み
た
よ
う
に
狭
義
の
公
田
も
こ
の
基
準
国
図
上
に
品
定
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
十
世
紀
土
地
欄
度
下
に
お
け
る
基
準
国
図

の
諸
性
格
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
⑧
ま
ず
基
準
国
図
の
不
変
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
不
変

性
と
い
う
の
は
、
班
田
制
下
で
は
班
田
ご
と
に
国
図
が
作
り
か
え
ら

れ
、
国
司
が
そ
れ
に
書
き
こ
む
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
（
固
縮
B
参
昭
｛
）

の
に
対
し
て
、
こ
の
墓
準
国
図
は
当
初
か
ら
作
り
か
え
ら
れ
な
い
こ

と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
次
の
㈲
で
述
べ
る
よ
う
に
国

が
こ
れ
仁
書
き
こ
ん
で
行
っ
た
、
と
い
う
音
心
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
基
準
流
図
が
作
り
か
え
を
前
提
と
せ
ず
に
鐵
発
し
た
と
い
う
こ
と

は
延
喜
初
年
に
は
や
く
も
国
に
よ
る
書
き
こ
み
が
行
わ
れ
る
と
い
う

通
念
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
延
喜
八
年
正
月
廿
五
日
播
磨

国
某
荘
別
当
解
（
平
｝
の
一
九
八
弩
）
の
朱
注
に
「
校
図
注
一
と
「
同
年

二
塁
」
と
が
あ
る
こ
と
、
　
お
よ
び
「
国
収
納
使
組
付
圏
図
志
天
…
…

件
新
関
田
等
之
租
米
勘
取
事
甚
」
と
い
っ
て
抗
議
し
て
い
る
こ
と
は

そ
れ
を
示
す
。
も
し
も
令
制
そ
の
ま
ま
の
班
田
制
が
持
続
さ
れ
て
い

た
の
な
ら
次
の
班
田
の
年
（
延
喜
十
四
年
）
に
新
し
く
国
図
が
作
成
さ

れ
る
ま
で
待
つ
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
作
り
か
え
を
前
提
と
せ
ず
に
出
発
し
た
基
準
国
図
は
、

朽
損
・
亡
失
す
れ
ば
民
部
省
に
上
進
保
管
さ
れ
て
い
た
基
準
国
姻
で
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も
っ
て
代
替
さ
れ
た
。
先
述
し
た
大
和
国
寛
弘
三
年
度
の
免
除
領
田

認
定
か
ら
民
部
省
図
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
こ
の
好
例
で
あ
る
。
ま

た
伊
勢
国
で
神
宮
司
大
中
臣
義
任
朝
臣
が
賢
慮
に
神
領
七
郡
や
当
隣

国
諸
神
戸
冠
図
田
籍
を
運
び
移
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
永
承
八
年
正
月

六
日
夜
火
災
が
生
じ
て
図
田
籍
ら
す
べ
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
が
、

そ
の
後
延
久
三
年
五
月
に
宣
旨
が
下
さ
れ
神
領
七
竃
の
「
班
田
」
を

改
め
行
お
う
と
す
る
に
当
っ
て
民
部
省
図
が
下
賜
さ
れ
た
（
神
宮
雑
例

集
・
太
神
宮
諸
雑
事
記
）
。

　
㈲
基
準
国
図
に
国
が
書
き
こ
み
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、

先
述
の
播
磨
国
某
蔵
版
蓋
解
の
ほ
か
、
寛
弘
三
年
度
大
和
国
弘
福
寺

領
免
除
邪
意
の
際
に
「
件
寺
愁
田
畠
」
：
…
…
令
下
勘
民
部
省
図
、
悉

以
相
違
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
「
馬
煙
入
省
符
井
代
女
国
判
已
以
明

自
」
で
あ
っ
た
の
で
す
べ
て
免
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
（
平
二
の
四
四
四
号
）
。
代
々
．
の
国
判
で
す
で
に
免
除
さ
れ
て
来
て
い

た
と
い
う
の
は
当
然
基
準
国
礎
に
書
き
こ
み
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
同
年
度
同
国
栄
山
寺
領
の
免
除
領
田
認
定
の
際
に
も
同
様
な
喰

違
い
が
生
じ
た
が
、
そ
の
後
は
京
戸
田
・
位
照
…
…
ら
の
こ
と
が
同

寺
領
の
免
除
領
置
制
史
料
に
出
て
こ
な
い
の
も
書
き
こ
み
が
行
わ
れ

・
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　
し
か
し
国
が
書
き
こ
み
を
加
え
て
行
っ
た
後
で
も
基
準
国
図
の
当

初
の
記
載
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
側
面
を
見
逃
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
大
和
国
弘
福
寺
領
の
免
除
領
田
認
定
の
国
判
で
は
先
述
し

た
よ
う
に
「
影
干
無
色
無
点
注
者
、
已
為
公
田
…
…
」
と
い
う
こ
と

が
毎
度
く
り
か
え
さ
れ
て
い
た
が
、
無
色
無
図
注
が
公
田
だ
と
い
う

の
は
当
初
基
準
國
図
上
で
無
色
無
爵
だ
っ
た
と
こ
ろ
が
そ
の
後
治
瀾

さ
れ
た
も
の
は
公
田
と
な
さ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か

も
そ
れ
は
代
々
の
国
判
で
免
除
さ
れ
て
き
て
い
る
の
に
毎
度
国
判
で

同
じ
文
言
を
く
り
か
え
し
て
い
る
の
は
、
基
準
国
図
当
初
の
記
載
を

重
ん
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
野
A
で
述
べ
た
康
保
二
年
十
二
月
十
九

日
伊
賀
国
夏
見
郷
刀
禰
断
案
（
平
一
の
二
八
六
号
）
の
延
喜
三
年
図
（
一

基
準
三
図
）
の
引
用
も
こ
の
好
例
で
あ
る
。

　
◎
次
に
基
準
国
玉
の
公
田
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
倭
名
抄
の
諸
国
本
田
数
、
及
び
十
世
紀
か
ら
中
央
で
重
視
さ
れ
て

い
る
国
司
の
不
堪
佃
田
解
文
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
西
宮
記
・
北
山
抄
・
江
家
次
第
に
は
平
安
時
代
中
・
後
期
の
朝
廷

の
政
務
・
儀
式
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
諸
富
と
中
央
と
を
結

ぶ
土
地
関
係
事
項
の
も
の
と
し
て
不
堪
佃
田
解
文
が
重
視
さ
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
北
鋤
抄
ら
に
詳
細
に
記
し
て
い
る
不
堪
佃
田
解
文
の
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取
扱
い
方
に
つ
い
て
は
儀
式
化
と
も
い
う
べ
き
形
式
的
な
も
の
も
あ

　
　
　
　
　
　
⑫

つ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
不
堪
佃
田
解
文
が
当
時
期
に
お

い
て
朝
廷
で
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
及
び
そ
の
取
扱
い
方
に
王
朝

国
家
の
土
地
支
配
の
あ
り
方
が
表
現
さ
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
は

何
ら
差
支
な
い
。

　
不
堪
佃
田
解
文
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
に
先
立
っ
て
、

ま
ず
北
山
抄
に
「
凡
不
堪
佃
田
、
毎
年
開
発
、
遂
可
作
満
本
数
」
と

あ
る
「
本
数
」
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
そ
の
「
本
数
」
と
は
詞

雷
に
「
凡
諸
国
不
堪
細
難
不
申
請
国
内
数
十
分
蔵
一
、
依
式
量
例
不

堪
、
免
除
租
穀
、
若
過
十
分
置
一
之
時
申
之
、
是
所
謂
過
分
不
堪
也
、

　
　
　
（
播
鱒
閣
）

而
指
左
国
本
閣
二
万
千
四
百
余
丁
十
分
之
一
所
当
等
等
点
出
樹
帯
町

…
…
」
と
あ
る
播
磨
国
本
計
数
の
よ
う
な
も
の
を
さ
す
わ
け
で
あ
る

が
、
・
石
の
数
は
倭
名
抄
同
園
本
欄
工
万
千
四
百
十
四
町
三
段
三
十
六

歩
と
一
致
す
る
。
す
で
に
戸
田
芳
実
氏
は
左
経
記
長
元
七
年
十
月
廿

四
日
条
の
上
総
国
本
田
二
万
二
干
九
百
八
十
余
響
と
あ
る
の
が
倭
名

抄
同
国
本
田
二
万
二
千
八
百
四
十
六
町
九
段
二
百
三
十
五
歩
と
ほ
と

ん
ど
一
致
す
る
こ
と
か
ら
両
者
が
関
連
す
る
こ
と
を
い
っ
て
お
ら
れ

る
が
、
そ
の
ほ
か
、
天
喜
四
年
十
一
月
十
一
日
僻
賀
守
小
野
守
経
解

（
平
銀
の
八
二
〇
号
）
に
「
本
田
記
数
余
町
之
國
（
伊
賀
麗
）
、
式
数
済
物

無
毒
雀
」
と
あ
る
の
が
倭
名
抄
局
国
本
田
四
千
五
十
一
町
一
段
四
十

一
歩
と
一
致
し
、
雨
漏
記
正
応
六
年
八
月
五
日
条
や
心
太
暦
貞
和
元

年
十
月
廿
一
日
驚
風
引
の
そ
れ
ぞ
れ
の
摂
津
守
解
文
に
み
え
る
摂
津

国
本
田
万
二
千
五
百
二
十
余
熱
も
倭
名
下
面
国
本
田
一
万
二
千
五
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

二
十
五
町
百
七
十
八
歩
と
一
致
す
る
。

　
こ
の
諸
国
本
田
数
と
い
う
の
が
官
省
符
荘
不
輸
田
を
含
ま
な
か
っ

た
ら
し
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
国
司
に
よ
っ
て
国
内
の
不
堪
田
を
作
り

満
た
さ
る
べ
き
本
数
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
・
石
の
勘
仲
働
の
記
事
で

「
当
圏
蔵
本
田
万
二
千
五
百
ニ
ナ
余
町
議
、
而
中
古
以
来
神
社
仏
寺

領
権
門
勢
家
庄
逐
年
蜂
起
、
毎
任
倍
増
、
其
外
或
号
本
庄
職
掌
納
、

或
称
寄
人
之
名
田
、
恣
以
虜
掠
、
不
異
免
田
、
傍
面
影
公
田
其
数
不

幾
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
定
さ
れ
る
。
が
、
そ
れ
が
広
義
の
公

田
か
狭
義
の
公
田
か
は
明
確
で
な
い
。

　
で
は
不
堪
佃
田
と
は
何
で
、
十
世
紀
の
朝
廷
は
何
故
諸
国
白
鼠
の

不
堪
佃
田
解
文
を
最
重
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
弥
永
東
三
氏
は
三
代
格
天
長
元
年
八
月
廿
日
官
符
に
「
夫
除
不
堪

佃
之
外
、
別
旛
常
荒
田
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
不
堪
佃
田
と
は
年
荒
の

こ
と
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
た
。
不
堪
佃
田
に
年
荒
が
含
ま
れ
て

い
た
の
は
事
実
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
馬
が
あ
げ
て
お
ら
れ
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る
天
平
ナ
ニ
年
浜
名
郡
輸
租
帳
の
よ
う
に
「
不
堪
佃
荒
廃
」
と
い
う

事
例
が
存
在
す
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
そ
こ
で
氏
は
、
不
堪
佃

田
が
政
治
問
題
化
す
る
の
は
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
か
ら
、

不
堪
佃
田
が
年
取
的
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
そ
の
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
ら
で
は
な
い
か
と
（
断
定
を
さ
け
な
が
ら
）
推
論
さ
れ
た
。

　
し
か
し
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
不
堪
佃
田
が
荒
廃
田
を
含
ん

で
い
た
こ
と
は
依
然
と
し
て
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば

政
治
要
略
承
平
元
年
十
二
月
十
日
官
符
で
「
応
依
先
年
符
旨
開
発
不

堪
佃
田
事
」
と
い
う
中
に
「
弥
増
荒
廃
欲
満
一
郡
、
或
詳
言
墾
開
、

僅
及
数
頃
」
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
右
述
の
北
山
抄
の
「
凡
不
堪
佃
田
、
毎
年
開
発
、
遂
可
作
並
本

数
」
と
い
う
不
堪
佃
田
が
年
荒
だ
け
を
対
象
と
し
た
と
は
ど
う
し
て

も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
天
長
元
年
官
符
の
「
夫
除
不
堪
佃
之
外
、
総
有
常
荒
田
」
と

は
ど
の
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
こ
で
、
延
喜
式
民
部
上
に

「
凡
諸
国
校
田
者
、
皆
校
応
智
見
営
之
田
、
其
常
荒
成
川
不
用
等
地
、

各
造
別
簿
、
並
倶
申
上
、
不
得
台
帳
、
若
有
違
犯
者
、
随
状
科
罪
」

と
あ
る
こ
と
に
注
属
し
た
い
。
実
際
、
班
田
に
際
し
て
荒
廃
田
が
国

図
か
ら
渕
除
さ
れ
て
い
た
例
と
し
て
、
拙
稿
A
で
述
べ
た
承
和
九
年

七
月
廿
一
日
因
幡
国
高
州
荘
意
解
（
平
一
の
七
三
号
）
の
「
三
図
所
定
」

と
「
虚
実
田
」
が
あ
る
。
な
お
そ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
貞
観
六
年
正

月
廿
一
日
山
城
国
紀
伊
郡
司
霧
隠
（
平
…
の
西
三
号
）
の
「
元
実
」
が
、

同
じ
地
に
つ
い
て
出
さ
れ
た
同
年
九
月
八
日
太
政
官
牒
案
（
平
一
の
　

四
吾
万
）
で
は
「
荒
廃
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
右
と
同
じ
よ
う
に
理

解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
天
長
元
年
官
符
の
不
堪
佃
と
い

う
の
は
（
ま
だ
野
田
で
酬
除
さ
れ
て
い
な
い
）
国
図
記
載
内
の
荒
廃
田
で

あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
別
に
常
荒
田
あ
り
と
い
う
の
は
既
に
国
図
か

ら
削
除
さ
れ
て
別
所
に
移
さ
れ
て
い
た
常
荒
田
を
意
味
し
た
も
の
と

解
さ
れ
よ
う
。
実
質
は
存
じ
荒
廃
田
で
も
、
国
玉
記
載
内
の
も
の
は

開
発
し
て
も
「
一
身
之
間
、
函
嶺
耕
鋤
」
と
い
う
特
典
を
み
と
め
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
こ
こ
で
特
に
区
別
し
て
記
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
天
平
十
二
年
浜
名
郡
輸
租
帳
の
「
不
堪
佃
荒
廃
」
も
、
ま

だ
町
田
に
よ
り
縮
図
か
ら
削
除
さ
れ
る
手
続
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
舟
を
分
析
さ
れ
た
虎
尾
氏
が
、
天
平
十

二
年
当
時
の
口
分
田
総
額
を
字
書
欝
分
田
と
不
堪
佃
口
分
田
の
合
計

と
み
る
方
が
受
田
口
数
か
ら
い
っ
て
妥
当
だ
と
さ
れ
た
の
は
、
右
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

解
釈
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
続
日
本
後
紀
承
和
四
年

二
月
癸
割
書
の
「
公
田
井
荒
廃
田
」
も
同
様
な
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
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よ
う
。

　
不
堪
佃
田
が
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
史
料
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
班
田
が
順
調
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
、
国

比
内
の
荒
廃
田
が
除
か
れ
な
い
ま
ま
に
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
十
世
紀
に
入
っ
て
朝
廷
で
不
堪

佃
田
申
文
が
重
要
視
さ
れ
た
意
味
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
は

や
太
政
官
の
名
で
な
さ
る
べ
き
校
・
班
田
は
行
わ
れ
ず
、
基
準
国
図

上
に
認
定
さ
れ
た
公
田
乃
至
本
田
の
範
囲
は
荒
廃
し
て
も
除
か
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
不
変
の
も
の
と
し
て
国
司
に
付
与
さ
れ
た
基
準

国
図
内
の
荒
廃
田
は
（
再
開
墾
さ
れ
る
ま
で
は
）
い
つ
ま
で
も
不
堪
佃

田
な
の
で
あ
り
、
、
朝
廷
の
関
心
は
基
準
国
里
に
固
定
さ
れ
た
も
の
を

い
か
に
維
持
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
た
か
ら
、
不
堪
㈱
田
解
文
な
ら

び
に
そ
れ
を
満
た
す
べ
き
開
発
田
解
文
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
結
果
が

和
奏
と
き
に
は
荒
奏
で
も
っ
て
奏
上
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
不
堪
細
田
は
塩
田
と
併
称
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
不
堪
佃
田
に
荒
廃
田
と
年
三
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
そ
し
て
国
司
は
不
堪
佃
田
解
文
と
共
に
開
発
田
解
文
を
官
に

提
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
開
発
田
数
は
そ
れ
ま
で
の
不
堪
佃
田
数

を
網
殺
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
に

数
掌
・
だ
け
の
報
告
だ
っ
た
の
で
は
な
く
「
開
発
坪
付
目
録
桜
」
を
と

も
な
っ
て
い
た
。
故
に
理
窟
か
ら
い
え
ば
基
輩
国
図
外
の
空
閑
地
開

発
が
官
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
筈
な
の
だ
が
、
し
か
し
実

際
は
不
堪
佃
田
数
の
大
な
る
に
比
し
て
、
国
司
が
官
に
報
告
す
る
開

発
田
数
は
一
般
に
そ
う
大
き
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
右
記

長
元
四
年
九
月
八
選
鉱
に
「
朋
発
田
数
一
段
余
、
工
段
余
、
古
昔
者

不
満
町
解
文
者
返
忍
言
、
近
代
三
段
者
許
給
翫
徽
舗
大
」
と
あ
り
、
小

右
記
や
北
山
抄
所
引
貞
信
公
記
な
ど
に
そ
の
実
例
が
み
ら
れ
る
。
か

り
に
基
準
国
図
の
公
田
以
外
の
開
発
田
が
報
告
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
民
部
省
保
管
基
準
国
図
に
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
先
述
し
た
寛
弘
三
年
の
大
和
国
民
部
省
図
に
は
栄
山
寺
に
対
す

る
「
後
施
入
省
符
」
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
省
符
す
ら
然
り
、

況
や
開
発
田
解
文
に
お
い
て
お
や
。

　
　
2
　
公
田
以
外
に
つ
い
て

　
以
上
、
公
田
と
基
準
素
図
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

で
は
公
田
以
外
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
冶
公
田
以
外
の
土
地
と

い
う
場
合
、
ま
ず
墾
田
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
基
準
圏
図
の
公
田
に
は

前
代
か
ら
の
墾
田
も
含
ま
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の

は
、
狭
義
の
公
田
は
虎
尾
氏
が
い
わ
れ
た
前
代
か
ら
の
公
田
概
念
を
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引
継
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
（
虎
尾
氏
が
い
わ
れ
た
意
味
の
）
公
田
に
満
す
る
私
田
と
い

う
用
語
は
、
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
は
史
料
上
に
も
み
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
十
世
紀
中
葉
に
史
料
上
に
あ
ら
わ
れ
は

じ
め
る
私
領
と
い
う
用
語
が
一
般
化
す
る
に
つ
れ
て
影
を
ひ
そ
め
る

　
　
　
　
⑰

よ
う
に
な
る
。
で
は
私
領
と
い
う
用
語
は
私
田
と
異
る
特
別
な
内
容

を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
私
領
と
い
う
用
語
の
概
念

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
十
世
紀
土
地
制
度
下
に
お
け
る
公
田
以

外
の
考
察
を
行
い
た
い
と
思
う
。

　
私
領
と
い
う
用
語
は
こ
の
後
中
世
に
広
く
使
わ
れ
て
揺
ぐ
だ
け
に
、

こ
の
用
語
は
研
究
者
の
注
覚
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
私

頷
の
具
体
的
な
内
容
を
明
確
に
示
す
史
料
は
多
く
平
安
末
期
か
鎌
倉

時
代
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
史
料
か
ら
私
領
概
念
の
分
析

が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
果
し
て
そ
の
よ
う
な
方

法
で
私
領
の
歴
史
的
な
性
格
が
見
串
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
領
と

い
う
用
語
が
出
現
す
る
の
は
、
荘
園
制
確
立
以
前
の
、
ま
た
別
名
成

立
以
前
の
、
十
世
紀
中
葉
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
私
領
と
い
う

用
語
自
体
の
撚
旨
味
は
、
元
来
は
私
的
な
所
有
物
件
と
い
う
抽
象
的
・

包
括
的
な
も
の
で
、
そ
の
具
体
的
内
容
が
時
代
と
と
も
に
変
っ
て
行

っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
私

領
と
い
う
用
藷
は
そ
の
蒔
代
そ
の
時
代
の
用
例
か
ら
考
察
さ
れ
る
必

要
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
私
は
さ
き
に
別
稿
D
で
、
十
世
紀
前
半
期
か
ら
史
料
上
に
あ
ら
わ

れ
は
じ
め
る
「
勅
意
入
田
地
黒
至
内
山
豆
可
能
私
地
耶
扁
と
か
「
三
輪

之
地
不
可
有
繋
領
主
偏
と
い
う
文
言
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ

れ
は
従
来
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
官
省
寒
気
内
の
私
的
田
畠
所
有
権

を
圧
殺
し
・
よ
う
と
い
う
強
引
な
文
書
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
私
領
と

　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

は
国
が
み
と
め
た
私
的
所
有
権
、
す
な
わ
ち
宮
省
符
荘
領
有
と
対
等

な
（
重
免
し
得
な
い
）
権
利
と
し
て
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論

じ
た
。
そ
の
文
言
は
、
官
省
三
戸
四
至
内
に
は
国
が
公
認
し
た
私
領

が
も
と
も
と
存
在
し
う
る
筈
が
な
い
の
だ
と
い
う
、
正
に
法
的
解
釈

と
し
て
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
拙
稿
D
を
参
照
し
て
い

た
だ
く
と
し
て
、
従
来
の
解
釈
で
は
、
私
領
た
る
こ
と
は
寺
領
た
る

こ
と
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば

平
四
の
｝
四
九
一
号
・
一
六
二
〇
号
）
が
全
く
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
私
領
あ
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
文
言
が
、
い
か
な
る

場
合
に
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
う
少
し

配
慮
さ
る
べ
ぎ
で
あ
っ
た
。
十
世
紀
土
地
制
度
下
で
は
私
領
と
い
う
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用
語
が
決
し
て
荘
園
内
の
も
の
と
し
て
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
困

が
み
と
め
た
私
有
権
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
後
に
荘
園

の
不
輸
不
入
が
確
定
さ
れ
た
段
階
に
至
っ
て
荘
園
内
用
語
と
し
て
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
私
領
と
は
田
畠
の
み
な
ら
ず
来
開
地
山
林
を
も
包
括
し
た

概
念
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
十
世
紀
段
階
の
私
領
に
も
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

条
件
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
九
世
紀
末
ま
で
、
墾
開
の

も
　
　
　
も
　
　
　
も

た
め
の
原
野
占
有
は
三
代
格
大
同
元
年
八
月
昔
五
日
官
符
の
「
有
応

墾
開
空
地
者
、
宜
経
国
司
明
後
聴
官
処
分
、
然
悪
婆
民
要
地
之
外
、

不
要
原
野
蜜
地
者
須
聴
官
処
分
」
と
い
う
原
曲
に
基
い
て
い
た
。
こ

の
「
宜
経
国
爽
然
後
聴
官
処
分
」
と
い
う
手
続
は
、
太
政
官
の
名
に

お
い
て
な
さ
れ
た
班
田
丁
丁
捌
に
相
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
が
十
世
紀
に
入
っ
て
ど
う
な
っ
た
か
は
明
確
で
な
い
。
が
恐
ら
く

「
官
処
分
」
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
国
司
は

　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

自
己
の
専
断
で
瓦
焼
の
た
め
の
原
野
の
私
的
所
有
を
奨
励
し
た
で
あ

ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
十
一
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
別
名
が
現
わ
れ
は
じ
め
る
が
、

そ
の
下
地
の
別
名
は
一
定
地
域
を
か
こ
い
こ
ん
で
未
開
地
の
所
有
が

国
か
ら
公
認
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
（
拙
稿
F
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

国
衙
は
未
開
地
を
開
発
す
べ
き
こ
と
を
特
記
し
て
そ
の
未
開
地
私
有

を
公
認
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
直
接
国
衙
支
配
下
の
例
で
は
な
い

が
例
え
ば
書
陵
部
所
蔵
文
書
（
文
永
六
年
）
官
中
毒
補
三
箇
条
事
に

　
一
、
備
中
国
山
手
保

　
件
保
者
国
騰
落
禰
官
務
之
時
建
立
之
地
也
、
弼
季
継
宿
禰
官
務
之
初
分
附

　
得
之
後
、
同
誌
給
宣
旨
、
譲
与
朝
治
云
々
、
件
請
状
任
申
請
、
被
下
宣
旨
、

　
試
廻
開
発
之
秘
計
云
々
、
就
之
案
之
、
令
称
開
発
之
郭
者
、
田
野
其
功
之

　
後
也
、
塗
箸
功
力
臥
所
、
講
将
来
之
開
墾
、
令
相
伝
子
孫
、
更
不
叶
道
理
、

　
全
不
聞
先
規
、
陶
任
例
可
被
返
付
官
務
者
也

と
い
っ
て
い
る
例
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
開
発
の
実
が
な
い
場

合
の
こ
と
で
、
開
発
の
実
が
あ
れ
ば
純
然
私
有
を
継
続
し
得
た
わ
け

だ
し
、
別
名
制
が
国
衙
勧
農
権
の
委
譲
一
開
発
の
促
進
を
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
こ
と
も
す
で
に
い
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
が
、
右
の
例
は

国
衙
の
あ
り
方
を
う
け
つ
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
十
一
世
紀
以
降

で
も
圏
は
未
朋
原
野
を
放
任
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ

　
　
　
　
⑲

る
の
で
あ
る
。
で
は
別
名
糊
以
前
に
お
い
て
、
　
（
別
個
の
名
を
た
て
る

と
い
う
形
態
は
さ
て
お
い
て
）
國
衙
は
未
開
原
野
の
開
発
の
た
め
の
私

的
所
有
を
積
極
的
に
認
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
石
母
田
正
疑
は
、
天
喜
雪
年
二
月
昔
三
臼
藤
原
実
遠
所
領
譲
状
案
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（
平
霊
の
七
六
三
号
）
の
所
領
の
表
示
形
式
に
二
つ
の
型
が
あ
る
と
し
、

条
里
坪
付
に
よ
っ
て
所
領
の
位
置
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
A
型
、

単
に
四
至
の
み
を
記
載
す
る
も
の
を
B
型
と
さ
れ
、
B
型
は
そ
の
所

領
の
形
態
が
条
里
坪
付
に
よ
っ
て
表
現
し
得
な
い
よ
う
な
形
態
、
す

な
わ
ち
田
畠
の
ほ
か
そ
れ
を
め
ぐ
る
荒
蕪
地
及
び
林
野
を
含
む
広
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

地
域
が
所
領
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
わ
れ
た
。
私
も

実
質
上
は
た
し
か
に
氏
が
い
わ
れ
た
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
し
か
し
国
が
公
験
で
果
し
て
B
型
の
形
式
を
と
り
そ
の
私
有

権
を
公
認
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

　
と
い
う
の
は
、
長
久
二
年
三
月
五
目
藤
原
実
遠
公
験
紛
失
状
解
案

（
平
二
の
五
八
八
号
）
で
は
、
右
の
天
喜
の
譲
状
で
は
B
型
記
載
で
記
さ

れ
．
て
い
た
名
張
郡
矢
川
村
の
公
験
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
（
両
者
の
四
三
が
同
一
で
あ
る
こ
と
）
、
そ
の
土
地
表
示
は
「
在
伊
賀

国
名
張
郡
周
智
郷
内
田
畠
拝
難
拾
町
」
と
あ
り
、
刀
禰
の
証
判
に
も

「
件
四
至
之
内
、
常
荒
田
畠
等
、
先
鋭
根
伝
所
領
尤
実
也
」
と
い
っ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
譲
状
で
は
B
型
記
載
で
あ
っ
た
の
が
、
公
験
で

は
田
畠
の
領
有
を
み
と
め
る
形
式
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
国
と
て
も
B
型
の
実
質
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
実
遠
の
所
領
で
あ
っ
た
矢
川
村
の
そ
の
後
の
歴
史
が
暗
に
示

し
て
い
る
（
後
述
す
る
別
名
の
初
見
史
料
が
矢
川
で
あ
っ
た
こ
と
）
。

　
も
ち
ろ
ん
荒
野
が
私
的
に
所
有
さ
れ
た
事
例
は
奈
良
時
代
か
ら
見

ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
墾
開
を
厨
的
と
し

た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
民

要
地
と
し
て
の
も
の
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
官
処
分
を
う
け
た

も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
十
世
紀
段
階
に
お
い
て
も
（
内
容

に
不
明
な
点
が
あ
る
が
）
長
暦
三
年
九
月
廿
九
日
管
長
恵
空
閑
地
請
文

案
（
平
二
の
五
七
八
号
）
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
十
世
紀
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

地
制
度
期
に
お
い
て
、
国
司
が
空
閑
地
の
開
発
を
積
極
約
に
推
進
し

て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
国
司

も
　
　
　
づ
　
　
　
も

自
身
の
意
図
に
発
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
で
あ
る
が
。
私

は
こ
こ
で
十
世
紀
初
頭
に
王
朝
．
国
家
が
国
司
に
対
し
て
、
官
省
符
荘

四
至
内
新
開
田
の
収
公
を
命
じ
た
こ
と
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
み
る
と
私
田
と
私
領
と
の
問
に
相
違
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
何
故
私
領
と
い
う
用
語
が
私
田
に
と
っ
て
か

わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
の
矢
川
の
よ
う
に
実
質
的
に
は
山
野
を

包
括
し
た
も
の
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
た
と
い
う
こ
と
は
当
然
こ
こ

で
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
法
的
に
も
前
代
で
は
寺
・
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神
田
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
た
私
田
が
、
十

世
紀
に
入
る
と
免
除
領
田
欄
に
よ
っ
て
官
省
符
荘
田
必
ず
し
も
不
輸

た
ら
ず
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
四
至
内
私
領
主
あ
る
べ
か
ら
ず

と
い
う
問
題
も
生
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
、
官
省
符
荘
田
と
私
人
所
領

と
を
分
け
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
領
と

は
私
人
所
領
・
私
人
領
地
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
3
　
＋
世
紀
土
地
制
度
の
塒
質

　
A
国
名
窪
田
と
国
司
免
判
　
　
本
章
1
で
み
て
き
た
基
準
国
図
と
そ

こ
に
固
定
さ
れ
た
公
田
の
あ
り
方
を
、
前
稿
B
で
述
べ
た
九
世
紀
ま

で
の
細
図
の
あ
り
方
と
対
比
し
て
み
る
と
、
そ
こ
か
ら
十
世
紀
王
朝

国
家
土
地
制
度
の
特
質
が
浮
び
上
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
前
差
B
で

述
べ
た
よ
う
に
班
田
制
下
で
は
国
図
が
班
田
ご
と
に
作
り
か
え
ら
れ
、

国
司
が
自
己
の
専
断
で
国
図
に
記
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

は
、
班
田
は
太
政
官
の
名
で
行
わ
る
べ
き
も
の
で
太
政
官
が
直
接
全

国
の
土
地
を
掌
握
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
太
政
宮
の
名
で
作
成
さ
れ
た
最
後
の
国
図
で
あ
る
基

準
国
訴
は
豪
猛
か
ら
作
り
か
え
を
前
提
と
せ
ず
に
出
発
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
国
司
が
名
実
と
も
に
汐
田

権
を
行
使
し
書
斎
新
開
田
の
免
否
を
億
己
の
専
断
で
決
定
し
て
い
る

こ
と
と
照
応
す
る
も
の
で
、
太
政
官
は
十
世
紀
土
地
制
度
の
出
発
に

際
し
て
国
司
に
誉
田
権
を
委
譲
し
た
ご
と
が
わ
か
る
。
国
司
は
一
任

一
検
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
任
期
に
一
度
検
田
を
行
い
、
作
人
の
名
前

を
記
し
た
検
田
帳
を
作
成
し
て
そ
れ
に
基
い
て
国
内
か
ら
賦
課
物
を

微
署
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
太
政
官
は
無
条
件
で
国
司
に
検
田
権
を
委
譲
し
た
の
で

は
な
く
、
そ
れ
と
抱
合
わ
せ
た
義
務
を
付
与
し
て
い
た
。
ま
ず
、
基

準
三
島
の
公
田
は
前
代
以
来
の
三
年
不
耕
原
瑚
が
適
用
さ
る
べ
き
性

格
の
も
の
で
、
荒
廃
し
て
も
私
領
た
り
得
ぬ
も
の
と
さ
れ
、
私
領
よ

り
も
高
い
負
担
（
反
軍
三
斗
を
基
本
と
し
、
ま
た
恐
ら
く
公
理
挙
が
割
り
あ

て
ら
れ
た
走
推
定
さ
れ
る
）
が
課
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
、
第

二
に
、
右
の
よ
う
な
制
約
が
付
せ
ら
れ
た
上
で
、
公
田
と
密
接
に
関

係
す
る
国
本
田
数
は
作
り
満
た
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
一
定
の

不
堪
佃
田
率
（
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
超
え
る
と
中
央
か
ら
不
堪
佃
田

使
が
下
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
制
約
を
も
つ
公
田
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
国
司
は

何
ら
か
の
強
熱
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
豊
民
を
公
田
耕
作
に
従
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
次
に
述
べ
る
「
名
賑
の
基
本
的
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な
性
格
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
中
央
か
ら
も
国
司

の
公
田
維
持
を
支
援
す
る
方
策
が
と
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
十
世
紀
か

ら
は
じ
ま
る
官
省
符
荘
四
壁
内
字
開
田
収
録
の
原
則
（
E
免
除
蒔
田
制
）

は
こ
の
観
点
か
ら
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
十
世
紀
土
地

欄
度
期
に
国
司
が
未
闇
地
の
新
開
発
に
積
極
的
で
な
か
っ
た
ら
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

の
も
、
官
の
意
向
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
勅
旨
田
の
停

カ止
・
新
立
荘
園
の
禁
止
も
同
様
で
あ
る
。

　
太
政
宮
は
こ
の
よ
う
な
制
約
を
付
し
て
国
司
に
検
高
説
（
に
代
表
さ

れ
る
権
限
）
を
渡
し
た
の
で
あ
る
が
、
以
後
官
は
あ
ま
り
国
司
に
干
渉

し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
官
省
符
荘
内
新
開
田
に
対
す
る

国
司
の
免
除
認
定
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
す
で
に
い
わ
れ
て
い
る
ご

と
く
十
世
紀
に
入
る
と
す
ぐ
に
国
罰
が
公
然
と
官
省
符
荘
四
上
髭
新

島
田
を
免
除
す
る
事
例
が
み
ら
れ
は
じ
め
る
。
し
か
し
太
政
官
は
国

司
に
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
荘
園
の
免
除
権
を
付
与
し
た
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
延
久
荘
園
整
理
の
際
に
は
官
省
符
を
基

準
と
し
、
ま
た
加
納
田
の
禁
止
を
う
ち
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
で
は

国
司
は
何
故
に
公
然
と
荘
内
新
開
田
を
免
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
公
田
維
持
を
主
臼
的
と
し
た
太
政
官
に
と
っ
て
は
、
新
し
く
墾
田

が
開
か
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
公
瞬
の
満
作
こ
そ
が
の
ぞ
ま
し
か
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
基
準
国
図
外
に
新
開
田
が
で
き
て
そ
こ
か
ら
官
物
が

入
る
こ
と
自
体
は
鋼
に
悪
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
官
と

し
て
は
む
し
ろ
そ
れ
を
抑
赦
し
て
で
も
公
田
の
維
持
に
当
ら
せ
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
官
省
警
急
内
に
新
開
田
が
発
生
し
て
し
ま

っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
基
準
構
図
か
ら
は
み
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
国
司
が
、
太
政
官
か
ら
付
せ
ら
れ
た
制
約
は
塞
準
愚
図
に
記
さ
れ

た
も
の
だ
け
だ
と
解
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
た
も
の
は

自
己
の
専
断
だ
と
考
え
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
延
久
整
理
令

ま
で
の
間
、
官
の
方
で
も
そ
れ
を
黙
認
し
た
と
い
っ
て
よ
い
状
態
で

あ
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
は
延
久
整
理
令
よ
り
前
に
行
わ
れ
た
荘
園
整
理
の
実
施

方
法
か
ら
も
推
測
さ
れ
δ
。
「
延
久
整
理
令
よ
り
前
の
整
理
令
の
実
施

資
任
者
は
国
司
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
怠
慢
し
た
国
司
は
見
任
を
解
却

さ
れ
る
と
い
う
の
が
き
ま
り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
羅
司
は
ど
の
よ

う
に
し
て
荘
園
整
理
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
。

　
こ
れ
を
示
す
の
が
長
久
元
年
荘
園
整
理
の
議
が
出
さ
れ
た
と
き
に

い
わ
れ
た
「
野
禽
庄
園
可
停
止
之
由
、
度
タ
有
官
符
宣
旨
、
然
而
一

切
無
停
止
、
高
家
権
門
二
九
国
司
、
或
又
公
文
勘
了
之
餐
鰍
、
太
平

常
也
」
（
春
記
長
久
元
年
六
月
三
日
条
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
公
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文
」
と
い
う
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
中
に
官
省
符
も
含
め

ら
れ
て
い
だ
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
主
た
る
べ
き
も
の
は
基
準
国

図
で
あ
っ
た
と
解
す
る
。
国
司
が
行
う
免
除
領
田
認
定
の
際
、
宜
省

符
よ
り
も
基
準
国
本
が
優
先
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
稿
A
で
述

べ
た
。
そ
し
て
下
前
・
脚
本
の
基
準
と
な
る
べ
き
も
の
こ
そ
延
喜
荘

園
整
理
で
作
成
さ
れ
た
基
準
国
図
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
国
司
が
そ
の
基
準
国
図
に
書
き
こ
み
を
し
て
い
た
こ
と

は
先
述
し
た
が
、
そ
う
す
る
と
既
存
官
省
符
荘
の
、
し
か
も
四
至
内

の
新
開
田
が
、
荘
園
整
理
の
際
に
問
題
に
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
要

　
も
　
　
　
も

は
凝
立
の
荘
園
を
整
理
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
加
納
田
の
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

止
と
い
う
こ
と
が
荘
園
整
理
令
で
明
確
に
う
ち
出
さ
れ
る
の
が
、
公

も
　
　
も
　
　
　
　
　
エ
　
　
も
　
　
も

験
を
、
中
央
で
審
査
し
た
延
久
整
理
令
の
と
き
で
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
を
注
鎖
し
た
い
。

　
一
体
、
国
司
が
実
施
責
任
老
と
さ
れ
た
荘
園
整
理
に
お
い
て
、
国

司
は
ど
の
よ
う
な
形
の
実
行
報
告
を
官
に
対
し
て
行
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
天
喜
三
年
の
整
理
令
で
は
、
好
ん
で
荘
園
を
立

て
る
者
が
あ
れ
ば
仔
細
を
記
し
て
其
身
を
召
進
じ
、
反
抗
す
る
者
は

姓
名
を
注
し
て
言
上
せ
よ
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
元
来
（
延
久
以
前
の
）

荘
園
整
理
と
は
、
右
述
の
文
そ
の
ま
ま
の
よ
う
に
、
高
家
権
門
お
よ

び
前
任
ま
で
の
国
司
そ
の
他
が
国
内
で
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
既
成
事

実
を
、
現
任
国
司
が
取
除
く
た
め
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
し
て
出
さ
れ

た
も
の
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
も
の
で
、
魍
司
は
そ
れ
を
利
用

し
て
自
己
の
判
断
で
障
害
を
除
去
す
れ
ば
「
公
文
勘
了
」
と
報
告
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
果
し
て
「
公
文
勘
了
」
と
い
っ
た
現
任
国

司
に
対
す
る
監
査
が
、
ど
れ
だ
け
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
B
＋
世
紀
土
地
鋼
度
下
の
門
名
」
　
で
は
国
司
で
は
国
内
で
土
地
・
人

．
民
を
ど
の
よ
う
な
方
式
で
支
配
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
班
田
制
崩
壊
後

の
支
配
体
制
に
つ
い
て
は
、
　
「
名
」
の
性
格
の
追
究
か
ら
は
じ
ま
っ

て
著
し
い
研
究
成
果
を
あ
げ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

こ
の
研
究
過
程
で
戸
田
氏
は
註
⑦
論
文
で
村
井
氏
の
旧
説
を
う
け
つ

い
で
負
名
体
制
論
を
展
開
さ
れ
、
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
の
土

地
制
度
の
特
質
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
氏
は
そ
こ
で
班
田
制
崩
壊
後

の
王
朝
国
家
は
、
公
田
領
有
を
基
調
と
し
、
墨
田
帳
を
農
民
把
握
の

中
心
的
手
段
と
し
て
比
較
的
自
由
な
形
態
で
公
法
の
耕
営
を
請
負
わ

せ
、
米
納
中
心
の
所
妾
官
物
の
確
保
に
主
眼
を
お
い
た
が
、
そ
こ
で

は
見
作
の
公
田
を
媒
介
と
し
て
そ
の
負
軍
と
し
て
の
農
民
が
把
握
さ
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十世紀王朝国家土地剃度とその崩壊（坂ホ）

れ
、
夫
役
・
雑
物
の
収
取
も
主
と
し
て
公
田
の
名
を
対
象
と
し
て
い

た
、
　
と
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
私
は
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

こ
の
時
期
の
特
質
に
つ
い
て
基
本
的
に
賛
成
す
る
者
で
あ
り
、
氏
が

こ
れ
に
続
い
て
負
名
体
制
期
の
見
作
の
不
安
定
性
と
い
う
事
象
を
と

り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
正
に
十
世
紀
の
問
題
の
核
心
を
衝
い
て
行
か

れ
た
も
の
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
戸
田
氏
は
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀

初
頭
ま
で
を
一
括
し
て
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
私
が
今

ま
で
み
て
き
た
公
田
の
あ
り
方
と
関
連
し
て
十
世
紀
土
地
制
度
下
の

「
名
」
の
性
格
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
十
世
紀
王
朝
国
家
土
地
渦
度
が
公
田
の
維
持
を
主
眼
と
し
た
こ
と

は
先
述
し
た
コ
そ
し
て
「
名
し
と
い
う
の
も
公
田
維
持
に
そ
の
本
質

が
あ
っ
た
こ
と
は
後
述
す
る
が
、
戸
照
氏
も
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て

　
　
　
⑳

お
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
十
一
世
紀
第
工
四
半

期
ご
ろ
か
ら
公
田
中
心
の
土
地
制
度
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
事
象
が
続
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
朋
名
の
出
現
、

公
田
の
私
領
化
、
手
前
格
後
原
曲
の
後
退
一
基
準
国
図
の
放
棄
、

そ
の
他
。
そ
し
て
「
別
名
」
と
い
う
用
語
自
体
「
本
名
」
に
対
置
さ

れ
る
い
い
方
で
、
　
「
名
」
の
崩
壊
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
別
名
の
実

体
を
有
す
み
も
の
が
十
一
世
紀
第
二
四
半
期
ご
ろ
か
ら
出
現
し
て
く

る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
名
」
の
崩
壊
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
事
象
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ

く
し
て
国
衙
が
臨
時
雑
役
を
微
修
す
る
方
式
が
変
ρ
て
く
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
た
。
す
な
わ
ち
「
人
別
」
賦
課
か
ら
田
畠
賦
課
へ
の
変
化
で
あ
る
。

こ
れ
も
十
世
紀
的
「
名
」
の
変
化
を
示
す
一
つ
の
徴
証
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
も
っ
と
も
私
は
こ
の
「
名
」
の
変
化
と
は
そ
の
本
質
を
一
変

さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
十
一
世

紀
後
半
以
降
の
事
象
を
も
っ
て
直
ち
に
そ
の
ま
ま
十
世
紀
土
地
制
度

下
の
「
名
」
の
特
質
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
少
し
注
意
を
要
す
る

点
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
戸
田
氏
は
「
名
」
の
名
称
は
実
在
の
作
人
の
名
前
を
つ
け
る
の
が

原
則
だ
と
し
て
伊
賀
国
名
張
郡
十
一
世
紀
の
例
を
あ
げ
ら
れ
た
。
そ

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
天
喜
五
年
六
月
廿
八
日
伊
賀
町
符
案
（
平

三
の
八
六
〇
号
）
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
人
名
は
「
黒
田
住
人

名
」
と
し
て
当
時
伊
賀
国
衙
が
把
握
し
て
い
た
現
実
の
作
人
の
名
前

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
十
世
紀
土
地
制
度

下
に
国
司
が
高
田
帳
に
現
実
の
作
人
を
記
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
（
思
え
ぱ
次
述
平
一
の
二
四
〇
号
や
一
の
二
穴
三
号
）
と
連
続
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
疑
な
い
。
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と
こ
ろ
で
承
平
二
年
九
月
廿
二
日
丹
波
国
璽
（
平
一
の
二
四
σ
丹
）
は

　
「
名
」
の
研
究
史
料
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
余

部
郷
の
百
姓
が
余
部
郷
に
口
分
田
が
な
い
の
で
他
の
郷
で
口
分
田
を

　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

班
給
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
班
給
口
分
田
に
基
い
て
、
　
「
播
本
帳
」
の

堪
百
姓
の
名
前
に
付
し
て
調
絹
が
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
「
播

本
帳
」
と
は
額
田
帳
も
し
く
は
そ
れ
と
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る

帳
簿
と
考
え
ら
れ
、
堪
百
姓
と
は
国
司
の
作
成
し
た
墨
田
帳
に
記
さ

れ
た
作
人
と
同
じ
も
の
と
し
て
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
は
堪
百
姓
の
調
絹
未
進
問
題
で
あ
る

の
に
余
部
郷
百
姓
に
班
給
さ
れ
た
口
分
田
に
基
い
て
調
絹
が
賦
課
さ

れ
た
と
記
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
余
部
郷
百
姓
と
い
う
の
が
名
前

す
ら
明
か
に
さ
れ
ず
、
肝
心
の
調
絹
未
進
に
つ
い
て
も
全
く
責
任
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

負
わ
さ
れ
た
よ
う
な
形
跡
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
で
は
一
体

こ
の
余
部
郷
百
姓
班
給
口
分
田
の
こ
と
は
何
の
た
め
に
こ
こ
に
書
か

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
寛
弘
九
年
和
泉
国
符
案
が
十
世
紀
土
地
調
度
の
貴
重
史
料
で
あ
る

．
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
．
「
名
」
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
貴
重
な
手
が

か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
そ
の
一
つ
と
し
て
、
荒
廃

公
田
で
は
「
大
名
」
の
古
作
で
あ
っ
て
も
「
小
人
」
の
申
請
を
許
す

べ
き
だ
が
、
　
「
本
名
」
が
あ
っ
て
三
士
を
荒
さ
ず
、
な
お
加
作
し
ょ

う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
郡
司
が
、
そ
の
新
古
の
坪
を
検
し
て

「
他
名
」
の
申
請
を
と
ど
め
る
べ
き
だ
、
と
い
っ
て
い
た
こ
と
を
と

り
あ
げ
た
い
。
こ
こ
で
注
厨
さ
れ
る
の
は
、
「
名
」
と
い
う
の
が
（
荒

廃
公
田
を
含
め
て
）
公
闘
請
作
と
関
連
し
て
い
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
新
た
に
荒
廃
公
田
の
開
墾
請
作
申
請

を
し
ょ
う
と
す
る
者
が
「
小
人
」
と
よ
ば
れ
て
「
名
」
と
は
称
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
見
逃
す
わ
妙
に
は
行
か
な
い
。
　
「
他
名
」
と
い
っ

た
の
も
、
　
（
す
で
に
本
名
を
有
す
る
者
は
も
ち
ろ
ん
）
荒
廃
公
田
の
開
墾

請
作
す
る
こ
と
自
体
が
す
な
わ
ち
「
名
」
た
る
ご
と
で
あ
っ
た
か
ら
、

「
他
名
」
た
る
べ
き
申
請
を
停
む
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
承
平
二
年

丹
波
国
牒
で
口
分
田
班
給
が
基
と
な
っ
て
い
た
の
も
、
　
「
名
」
が
公

田
請
作
を
本
質
と
す
る
こ
と
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
名
前
す
ら
明
か
に
さ
れ
な
い
余
部
郷
百
姓
と
い
う
の
は
、

堪
百
姓
と
実
質
的
に
関
係
の
な
い
名
儀
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
当
該
口
分
田
の
調
絹
を
、
（
口
分
田
が
存
在
す
る

属
地
の
郷
で
は
な
く
、
班
給
さ
れ
た
百
姓
の
所
属
す
る
属
人
的
な
も
の
と
し

て
の
）
余
部
郷
が
徴
収
す
べ
き
こ
と
を
添
す
た
め
に
、
承
平
二
年
よ

り
も
ず
っ
と
前
に
当
該
口
分
田
が
余
部
郷
百
姓
名
儀
で
固
定
さ
れ
て
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い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
冷
そ
し
て
先
述
し
た
よ
う
に

伊
勢
国
で
は
授
給
戸
を
注
記
し
た
「
戸
田
」
と
、
　
「
治
田
」
と
が
区

別
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
授
給
戸
と
い
う
の
は
お
そ
く
と
も
十
二
世

紀
初
頭
に
は
固
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
以
後
後
代
ま
で
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
い
つ
ご
ろ
固
定
さ
れ
た
か
は

伊
勢
園
関
係
史
料
か
ら
は
さ
ぐ
り
出
し
得
な
い
が
、
余
部
郷
百
姓
班

給
口
分
田
と
同
様
に
十
世
紀
初
頭
に
同
様
の
目
的
で
固
定
さ
れ
て
い

た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
強
ち
不
妾
で
も
あ
る
ま
い
。

　
と
こ
ろ
で
伊
勢
圏
の
「
治
田
」
に
は
授
給
戸
の
よ
う
な
注
記
が
な

か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
前
代
で
は
口
分
田
が
郷
戸
主
の
名
前
で
登
記
さ

れ
る
の
に
対
し
て
治
園
は
戸
口
の
名
前
で
記
さ
れ
た
と
か
、
十
世
紀

以
降
の
治
田
も
あ
っ
た
（
た
だ
し
す
べ
て
十
世
紀
以
降
の
も
の
と
は
い
え

な
い
だ
ろ
う
）
な
ど
の
理
由
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
で
は
私
領
は
名
編

成
に
入
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
も
し
私
領
が
名
編
成
に
入
ら
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
狭
義
の
公
田

と
し
て
の
制
約
を
受
け
し
か
も
高
い
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
公
田
耕
作

に
農
民
を
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
私
は
や

は
り
戸
田
氏
が
い
わ
れ
た
「
国
衙
領
の
一
般
的
な
名
は
、
土
地
の
法

的
権
利
か
ら
み
れ
ば
、
単
な
る
有
期
的
請
作
部
分
（
鱈
私
の
い
う
狭
義

の
公
田
。
坂
本
）
と
、
永
世
私
有
権
を
適
す
る
治
田
部
分
の
二
重
構
造

を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
十
世
紀
段
階
の
「
名
」
で
も
貫
徹
し

て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
私
は
、
私
領
も
公
田
維
持
に
奉
仕

す
べ
く
名
編
成
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
名
漏
の
人
的

把
握
と
関
連
し
て
い
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
　
「
名
」
と
は
直
接

的
に
土
地
を
示
す
概
念
な
の
で
は
な
く
、
寛
弘
九
年
和
泉
国
論
案
で

も
決
し
て
「
名
」
を
荒
さ
ず
と
は
い
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
十
世
紀
の
国
は
も
ち
ろ
ん
戸
籍
計
帳
的
な
人
的
把
握
は
な
し
得
な

か
っ
た
。
し
か
し
全
く
人
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
の
で
も

な
か
っ
た
。
十
世
紀
土
地
制
度
期
に
お
い
て
も
国
が
何
ら
か
の
人
的

把
握
を
し
て
い
た
こ
と
が
史
料
上
に
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
政
治
要
略

天
慶
五
年
十
二
月
廿
九
日
宮
符
に
み
え
る
「
但
汐
干
浪
人
、
無
口
分

田
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
官
符
の
照
守
性
に
基
く
の
で
校

田
授
口
帳
が
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
後
も
み
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う

な
も
の
だ
と
い
う
反
論
も
あ
ろ
う
か
ら
、
官
符
で
な
い
別
の
例
を
一

つ
あ
げ
て
お
こ
う
。
天
永
元
年
十
二
月
十
三
日
伊
賀
国
名
張
下
々
二

等
勘
注
（
平
四
の
一
七
ヨ
九
号
）
所
収
の
長
久
四
年
十
二
月
十
一
日
伊
賀

国
司
返
牒
に
は
、
国
が
行
っ
た
勘
出
田
収
公
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
実

体
的
な
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
国
が
人
の
当
国
・

19　（497）



他
国
の
所
属
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
す
で
に
い
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
十
世
紀
土
地
制
度
期
の
臨
時
雑
役
は
「
人
別
」
賦
課

形
式
を
と
っ
て
い
る
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
の
後
で
述
べ
る
け
れ
ど

も
）
。
で
は
国
は
一
体
ど
の
よ
う
な
人
的
把
握
寵
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
私
は
寛
弘
九
年
和
泉
国
符
案
に
み
え
る
「
作
手
」
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
は
浮
浪
の
者
が
耕
作
の
意
志
を

も
っ
て
い
て
も
「
作
手
」
が
な
い
の
で
嵜
思
し
が
た
い
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
も
「
名
」
と
岡
じ
く
添
接
土
地
概
念
を
示
す
も
の
で
は
・

な
い
。
作
手
は
こ
の
後
の
時
期
か
ら
売
券
な
ど
に
私
領
売
買
擁
護
と

関
連
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
私
的
所
有
権
を
意
味
す
る
と
い
わ
れ
る

が
、
私
的
所
有
権
と
い
う
だ
け
で
は
寛
弘
九
年
和
泉
養
浜
案
の
作
手

の
意
味
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
売
券
な
ど
に
晃

え
る
作
手
と
何
ら
か
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
で
は
そ
の
公

約
数
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　
寛
弘
九
年
和
泉
国
符
案
の
作
手
は
何
ら
か
国
司
か
ら
公
認
さ
れ
た

国
内
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
が
、
で

は
ど
う
し
て
そ
れ
が
「
名
」
な
き
に
よ
り
と
い
わ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
　
「
名
」
と
「
作
手
し
と
は
似
た
性
格
を
も
ち
な
が
ら
何

か
区
別
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
潤
さ
れ
る
の

は
、
こ
の
和
泉
国
籍
案
の
作
手
が
浮
浪
人
を
対
象
と
し
て
い
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
に
あ
げ
た
政
治
要
略
天
慶
五
年
十
二

月
廿
九
黛
官
符
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
浪
人
は
国
内
で
期
分
田
を
持
つ

こ
と
が
で
き
な
い
原
則
で
あ
っ
た
（
な
お
先
述
の
長
久
四
年
伊
賀
国
司
返

牒
は
、
東
大
等
に
よ
っ
て
四
監
護
に
注
し
簾
め
ら
れ
た
名
張
郡
の
公
地
の
常

麓
開
発
の
た
め
に
他
国
か
ら
流
入
し
た
者
を
当
国
人
と
区
嬉
し
て
優
遇
し
た

こ
と
を
示
す
の
だ
が
、
　
こ
の
こ
と
は
次
に
述
べ
る
寛
弘
九
年
和
泉
霞
符
案
が

畠
さ
れ
た
趣
旨
と
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち

に
元
来
浮
浪
人
が
荒
廃
公
田
請
作
を
な
し
得
て
い
た
も
の
と
解
す
る
の
は
妥

当
で
は
な
い
）
。
右
の
「
作
手
」
と
は
公
田
請
作
を
す
る
「
名
」
を
も

っ
こ
と
が
で
き
ず
に
、
し
か
も
名
編
成
に
組
込
ま
れ
る
こ
と
を
意
味

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
耕
作
権
・
私
有
権
と
い
わ
れ
る
作
手
は
荘
公

の
支
配
徴
税
組
織
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
本
名
体
翻

成
立
後
の
作
手
も
名
の
内
部
構
成
と
し
て
み
え
（
平
七
の
三
四
五
〇
号
）
、

作
手
売
買
の
時
に
も
名
と
の
関
係
が
変
更
さ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
こ

と
が
付
記
さ
れ
（
平
八
の
三
九
｝
九
・
三
九
四
七
・
四
〇
六
六
号
な
ど
）
、

作
手
の
耕
作
権
・
私
有
権
は
「
名
」
内
部
に
位
概
づ
け
ら
れ
た
個
汝

の
権
利
（
嚢
務
）
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
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寛
弘
九
年
和
泉
［
国
符
案
は
、
浮
浪
の
者
が
既
存
の
名
編
成
内
部
に

組
込
ま
れ
る
こ
と
を
何
ら
か
の
事
情
で
阻
害
さ
れ
て
い
た
の
で
、
国

内
の
公
民
た
る
こ
と
が
鵬
来
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
「
名
」
を
占
め

る
富
豪
の
喪
が
公
田
耕
作
を
放
棄
す
る
の
で
、
こ
こ
に
禰
泉
国
司
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
小
人
」
の
荒
．
廃
公
田
申
請
を
も
み
と
め
る
（
す
な
わ
ち
新
た
に
「
名
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も

を
た
て
る
）
と
い
う
方
針
に
転
換
し
、
ま
た
荒
廃
公
田
再
開
発
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

て
は
収
取
を
軽
減
す
る
方
針
に
ふ
み
き
っ
た
、
と
い
う
歴
史
的
意
義

を
有
す
る
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
も
や
は
り
国
内
公
民
に
．

よ
る
荒
廃
公
田
再
盟
発
が
の
ぞ
ま
し
い
に
は
ち
が
い
な
か
っ
た
か
ら
、

　
　
　
　
　
ヨ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヨ
　
　
も

本
名
あ
り
て
古
作
を
荒
さ
ず
と
い
う
条
件
で
な
お
加
作
し
ょ
う
と
す

る
者
に
つ
い
て
は
「
小
人
」
の
申
請
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
、
と
し
た

の
で
あ
る
。
先
述
し
た
長
久
四
年
伊
賀
国
司
返
牒
も
同
じ
趣
旨
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
た
だ
し
、
伊
賀
国
で
は
、
他
国
か
ら
入
っ

て
来
た
も
の
に
つ
い
て
の
み
雑
役
を
免
除
す
る
と
い
う
特
典
が
み
と
め
ら
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
荒
廃
公
田
再
説
発
の
収
取
軽
減
の
特
典
の
方
法
に
は
国
に

よ
る
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
基
本
的
な
趣
旨
は
神
泉
国
と
何
ら

変
り
な
い
）
。

　
以
上
み
て
き
た
「
作
手
」
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
十
世
紀
段
階
の

国
司
は
、
国
内
の
富
豪
層
ら
を
把
握
し
て
こ
れ
に
公
田
請
作
を
さ
せ

（
当
然
そ
の
反
対
給
付
が
何
か
認
め
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
）
、
以
後
流
入

す
る
老
に
つ
い
て
は
、
誉
田
の
際
に
「
名
」
編
成
に
入
ら
な
い
田
畠

の
耕
作
を
み
と
め
な
い
方
針
で
、
土
地
を
通
じ
て
「
名
」
の
人
的
把

握
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
公

田
は
十
枇
紀
初
頭
（
恐
ら
く
十
世
紀
土
地
制
度
の
出
発
時
）
に
、
郷
所
属

百
姓
に
班
給
さ
れ
た
と
い
う
形
を
と
っ
て
そ
れ
が
固
定
持
続
し
て
い

た
が
、
そ
れ
は
郡
乃
至
郷
が
（
人
身
賦
課
形
式
を
と
る
）
臨
時
雑
役
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

徴
収
す
る
た
め
の
区
分
に
す
ぎ
ず
（
宮
物
は
恐
ら
く
郡
乃
至
は
属
地
的
郷

が
徴
収
し
た
）
、
現
実
に
は
堪
百
姓
u
作
人
が
耕
作
し
で
い
た
の
で
あ

る
。
で
は
私
領
も
「
名
」
と
し
て
閲
定
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
恐

ら
く
私
領
は
国
司
の
財
田
で
作
人
が
決
定
さ
れ
る
際
に
、
作
人
や
私

領
所
有
者
の
実
体
に
即
し
て
、
固
定
し
た
公
田
中
心
の
「
名
し
に
組

替
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
（
何
ら

か
無
理
が
あ
っ
て
も
、
ど
こ
か
の
「
名
扁
に
編
入
さ
れ
、
ま
た
新
に
墾
田
が

漏
か
れ
た
場
合
に
も
ど
こ
か
の
門
真
」
に
編
入
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
）
。

　
か
よ
う
に
国
は
国
内
の
富
豪
た
ち
を
中
心
と
し
た
有
力
農
民
を
把

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

握
し
、
こ
れ
に
公
照
耕
作
を
請
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
名
」
を

編
成
し
、
公
民
支
配
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
〔
名
」
に
入
ら
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な
い
耕
作
農
民
は
一
人
た
り
と
も
許
容
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
た
。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
人
間
と
し
て
直
接
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
か
ら
、
国
司
は
真
田
に
よ
っ
て
「
名
し
編
成
に
登
録
さ
れ
て
い
な

い
耕
地
を
摘
発
す
る
と
い
う
形
で
取
締
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
名
」

は
実
際
に
は
土
地
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
　
「
名
」
に
入

ら
ぬ
看
は
耕
作
し
得
な
い
と
い
う
形
で
公
照
を
維
持
す
る
た
め
の
人

的
把
握
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
炭
田
し
た
だ
け
で
は
実
際
に

官
物
雑
役
を
徴
収
す
る
実
行
力
を
生
じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
（
検
田
は
そ

の
基
礎
を
な
す
の
み
で
あ
る
）
。
「
名
」
は
富
豪
の
輩
た
ち
に
公
田
耕
作

を
請
負
わ
せ
、
官
物
雑
役
微
収
を
実
現
す
る
た
め
の
人
的
把
握
単
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
、
、

た
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
臨
時
雑
役
も
か
く
て
人
別
賦
課
の
形
式

を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
臨
時
雑
役
が
十
世
紀
土
地
棚
度
期
に
「
人
別
」
賦
課
で
あ
っ
た
と

さ
れ
た
の
は
、
臨
時
雑
役
が
官
省
符
荘
で
免
除
さ
れ
た
ケ
…
ス
か
ら

推
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
官
省
黒
米
で
免
除
さ
れ
た
形
式

が
そ
の
ま
ま
公
民
支
配
体
制
内
で
も
同
じ
形
式
だ
っ
た
と
は
、
直
ち

に
は
い
え
な
い
。
そ
し
で
果
し
て
十
世
紀
土
地
制
度
期
に
臨
時
雑
役

　
も
　
　
も
　
　
も

が
完
全
に
人
別
賦
課
方
式
を
と
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
か
の
承
平

二
年
丹
波
国
牒
の
調
絹
も
余
部
郷
百
姓
の
班
給
口
分
田
に
基
い
て
斌

課
さ
れ
て
い
た
の
だ
し
、
ま
た
例
え
ば
寛
弘
三
年
度
大
量
国
弘
福
寺

領
の
免
除
領
田
申
請
の
文
責
に
「
当
時
国
拙
論
使
背
泪
例
、
始
露
営

公
、
付
負
段
米
墨
交
易
絹
等
」
　
（
平
二
の
四
闘
四
号
）
と
い
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
類
の
も
の
も
あ
っ
た
。
国
内
公
民
支
配
体
制
内
に
お
い
て
は
、

臨
時
雑
役
も
（
人
的
把
握
た
る
Y
「
名
」
単
位
で
微
収
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「
名
」
は
実
際
に
は
土
地
か
ら
作
ら
れ
て
い

た
か
ら
、
臨
時
雑
役
の
徴
収
に
も
実
際
に
は
田
率
計
算
で
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
官
節
婦
荘
に
対
し
て
「
人
別
」
に
臨
時
雑
役
が
免

除
さ
れ
た
の
は
、
　
「
名
」
か
ら
外
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
「
人
」
と
い

う
表
現
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
「
帳
外
浪
人
漏
と
い
う

表
現
）
。
故
に
、
官
省
符
荘
で
臨
蒔
雑
役
が
人
別
に
免
除
さ
れ
た
と
い

っ
て
も
実
際
は
荘
田
に
つ
い
て
免
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
右

述
の
弘
福
寺
領
免
除
忌
門
申
請
の
文
言
は
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

ま
た
逆
に
、
す
で
に
延
長
二
年
の
申
請
で
臨
時
雑
役
を
免
除
さ
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
丹
波
国
大
由
荘
別
当
草
平
秀
や
田
刀
僧
勢

豊
ら
が
（
平
　
の
三
九
号
）
、
彼
ら
の
耕
作
し
て
い
た
公
田
部
分
に
つ

い
て
は
調
絹
未
進
が
追
及
さ
れ
た
と
い
う
事
爽
も
、
か
く
し
て
理
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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二
　
十
世
紀
王
朝
国
家
土
地
制
度
の
崩
壊

　
本
章
で
は
、
前
章
で
述
べ
た
十
世
紀
王
朝
国
家
土
地
制
度
の
特
質

が
、
ど
の
よ
う
に
崩
壊
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
要
約
し
て
述
べ
よ
う

と
思
う
。
崩
壊
し
て
後
そ
れ
に
代
っ
て
現
れ
た
新
し
い
体
制
自
体
の

考
察
は
ま
た
他
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
1
　
別
名
の
出
現

　
別
名
と
は
、
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
名
（
そ
し
て
そ
の
総
体
と
し

て
の
郡
郷
）
と
別
個
に
、
単
独
の
徴
収
単
位
と
し
て
公
認
さ
れ
た
も
の

を
い
う
。
　
別
名
に
は
下
地
の
別
名
と
得
分
の
別
名
と
が
あ
る
が
（
拙

稿
F
）
、
ζ
こ
で
は
十
世
紀
土
地
制
度
下
の
「
名
」
に
対
し
て
出
現
し

て
き
た
下
地
の
別
名
を
主
と
し
て
考
察
の
対
象
と
す
る
。

　
下
地
の
別
…
名
の
初
見
は
三
音
能
平
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
永
承

三
年
閏
正
月
三
日
侵
賀
国
命
案
（
平
三
の
六
五
臨
写
）
の
矢
川
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
長
久
二
年
に
藤
原
島
辺
が

公
験
紛
失
を
訴
え
た
と
き
に
は
田
畠
耕
地
と
し
て
の
所
有
が
公
認
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
矢
川
は
長
久
四
年
に
禅
林
寺
座
主

僧
都
に
売
却
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
（
平
二
の
六
〇
四
号
）
、
　
永
承
二
年
同

房
か
ら
伊
賀
国
へ
牒
状
が
繊
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
矢
頚
は
（
逸
名
と
し

て
）
立
券
さ
れ
、
四
三
内
の
開
発
に
随
っ
て
所
当
官
物
を
国
に
撮
す

一
方
、
地
子
及
び
臨
時
雑
役
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
か
の
永
承
三
年

伊
賀
園
符
で
み
と
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
な
お
同
地
に
つ
い
て
、
永
承
四
年
同
一
か
ら
国
司
に
対
し
「
綺
河
庄
」

と
し
て
の
取
扱
い
を
要
求
す
る
御
教
書
が
出
さ
れ
た
が
、
国
司
は
こ
れ
を

拒
絶
し
て
い
る
（
平
三
の
六
七
三
号
）
。
そ
し
て
応
徳
元
年
三
月
甘
二
日
官
宣

旨
案
（
平
四
の
＝
二
〇
号
）
に
よ
れ
ば
、
当
麻
三
子
か
ら
所
領
を
買
得
し

た
と
い
う
藤
原
保
房
が
『
再
任
国
司
初
任
以
後
、
以
件
冠
注
成
別
保
」
と

抗
議
し
、
書
物
さ
え
出
す
な
ら
畠
桑
品
等
は
国
か
ら
支
配
を
う
け
る
道
理

は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
国
司
は
「
称
庄
園
者
、
依
公

験
絹
伝
、
数
代
免
判
証
拠
分
明
、
所
得
之
号
也
」
と
い
っ
て
反
論
し
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
は
じ
め
て
燃
現
し
た
下
地
の
別
名
が
（
官
物
を
綴
す
）

荘
園
と
解
さ
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
禅
林
寺
座
主
僧
都
が
長
久
四
年
に
矢
川
を
買
得
し
て
以
来

ず
っ
と
領
有
を
続
け
て
い
た
の
が
、
永
承
二
年
に
至
っ
て
国
司
に
回

し
、
そ
の
結
果
国
司
か
ら
別
名
た
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
伊
賀
国
で
別
名
が
綱
度
的
に
出
発
し
た
の
が
永
承
二
年
か
、

そ
れ
を
い
く
ら
も
遡
ら
な
い
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
鋼
名
の
設
琶
を
み
と
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
官
符
が
墨
さ
れ
て
全
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国
一
斉
に
画
一
的
に
出
発
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
国
司
が
各
個
に

国
例
と
し
て
形
成
し
た
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
国
司
が
各
個
に
行
っ

た
と
し
て
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
各
個
に
官
の
承
認
を
仰
ぐ
べ
き
だ

　
　
　
　
⑭

つ
た
だ
ろ
う
。
が
、
国
司
が
各
個
に
官
の
承
認
を
仰
い
だ
も
の
と
し

て
も
、
各
国
で
別
名
が
制
度
化
さ
れ
た
時
期
に
さ
ほ
ゼ
の
へ
だ
た
り

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
恐
ら
く
十
一
世
紀
第
一
四
半
期
ご

ろ
に
ぱ
ま
だ
官
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
公
認
し
た
よ
う
な
こ
と
は
な

か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
類
聚
符
宣
抄
寛
仁
元
年
十
一
月
廿
五
日
官
符
に
は
、
上
・
下
賀
茂

社
に
山
城
国
愛
宕
郡
が
四
箇
郷
ず
つ
に
分
け
ら
れ
て
、
郷
内
の
神
寺

所
領
ら
の
所
領
・
延
暦
寺
領
の
二
村
な
ど
を
除
く
断
畠
な
ど
一
切
を

神
領
と
し
て
付
与
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
間
の
翠
黛
は

小
右
記
に
も
っ
と
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
お
り
、
左
経
記
そ
の
他
に
も
み
え
る

が
、
右
の
類
聚
符
宣
抄
の
官
符
は
最
終
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

　
㊧

れ
る
。
そ
の
経
過
に
は
極
め
て
興
味
深
“
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
省
略
す
る
）
。
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
ろ
、
倭
名
抄
郷
も
し
く
は
郡
的

単
位
と
し
て
の
郷
（
拙
稿
F
）
が
、
太
政
官
に
よ
っ
て
神
社
に
付
与
さ

れ
た
こ
と
が
他
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
治
安
三
年
に
大
和
国

添
上
郡
中
郷
・
笹
生
郷
が
、
郷
内
の
神
寺
所
領
及
び
諸
司
要
劇
稲
ら
．

を
除
ぐ
以
外
を
、
春
感
力
に
寄
せ
ら
れ
て
お
り
（
平
二
の
四
九
四
暑
）
、
衷
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

た
後
一
条
天
皇
の
時
（
　
○
［
六
一
［
○
実
写
）
に
大
和
国
添
上
郡
北
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

が
同
じ
く
春
日
社
に
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
が
み
え
る
（
平
五
の
二
三
〇
五
号
）
。

　
　
な
お
小
右
記
や
神
宮
雑
例
集
に
よ
れ
ば
天
禄
四
年
九
月
十
一
日
に
安
濃

　
郡
が
、
寛
仁
元
年
九
月
十
一
日
号
朝
明
郡
が
、
そ
の
後
文
治
元
年
九
月
九

　
日
に
飯
高
郡
が
伊
勢
神
宮
に
寄
せ
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
太
政
官
が
郡
郷
を
そ
の
ま
ま
付
与
す
る
と
い
う
こ
と

が
見
ら
れ
る
の
は
こ
の
時
期
ま
で
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
後
は
荘
園
・

の
付
与
と
な
る
。
な
お
そ
の
後
平
安
宋
期
か
ら
倭
名
抄
郷
が
そ
の
ま

ま
荘
園
に
転
化
さ
れ
る
と
と
が
見
ら
れ
る
の
は
、
別
名
が
荘
園
化
す

る
の
と
同
質
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
．
中
に
は
官
か
ら
倭
名
直
鎖
を
付

与
さ
れ
た
と
い
う
事
例
も
な
い
で
は
な
い
が
（
例
え
ば
、
近
江
国
木
戸

荘
と
和
翅
荘
と
の
堺
梱
論
の
た
め
、
嘉
禄
二
年
七
月
に
但
馬
国
三
密
漁
が
横

川
中
堂
に
寄
附
さ
れ
た
こ
と
が
天
台
座
主
記
に
み
え
る
）
、
こ
れ
も
十
↓
世

紀
初
期
ま
で
の
郡
郷
付
与
と
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
く
、
荘
園
付
与

と
つ
な
が
る
べ
き
性
格
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
官
が
封
戸
収
入
の
減

少
し
た
神
社
に
郡
郷
を
付
与
す
る
と
い
う
事
例
が
十
世
紀
土
地
制
度

最
末
期
に
み
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
も
し
も
そ
の
こ
ろ
太
政
宮
が
諸
国
に
別
名
糊
を
公
認
し
て



蟹騙白面糊国家土地制度とその崩壊（坂本）

い
た
も
の
な
ら
ば
、
当
然
別
名
を
付
与
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
太
政
官
が
別
名
制
を
承
認
す
る
に
至
っ
た
時

期
は
や
は
り
十
一
世
紀
第
二
四
半
期
ご
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

国
司
と
し
て
も
公
田
放
棄
を
阻
止
し
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
わ
け
だ

か
ら
、
一
旦
別
名
の
公
認
が
行
わ
れ
る
と
直
ち
に
全
圏
に
波
及
し
て

行
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
と
こ
ろ
で
別
名
と
は
、
前
章
で
述
べ
た
公
田
維
持
の
た
め
の
「
名
」

の
強
制
力
が
無
実
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
わ
け
で
あ

る
。
別
名
の
発
生
と
表
裏
す
る
十
世
紀
的
「
名
」
の
解
体
は
八
節
で

ま
と
め
て
考
察
し
よ
う
。

　
　
露
　
公
田
の
私
領
化
と
＋
世
紀
土
地
制
度
下
の
「
名
」
の
解
体

　
別
名
の
発
生
が
十
世
紀
的
「
名
」
の
解
体
を
前
提
と
す
る
と
す
れ
．

ば
、
そ
の
解
体
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
十
世

紀
的
「
名
」
は
、
前
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
公
田
を
維
持
す
る
た
め

に
、
検
田
に
よ
っ
て
土
地
を
媒
介
と
し
て
作
ら
れ
た
、
公
民
の
全
一

的
把
握
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
窟
省
符
荘
に
臨
時
雑
役

を
免
除
す
る
と
い
う
形
で
人
が
付
与
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
後
の
荘
民

の
源
流
と
な
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ナ
一
世
紀
中
葉
に
和
泉
国
で
は
「
所
在
庄
園
甜
五
箇
所
之

中
、
免
田
九
百
八
十
余
町
、
寄
人
千
二
否
八
十
余
人
也
」
（
平
三
の
六

八
一
号
）
と
い
わ
れ
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
公
民
身
分
の

脱
出
に
成
功
し
た
者
が
公
民
の
数
を
は
る
か
に
超
え
て
い
た
の
で
あ

る
。　

公
民
身
分
の
脱
出
、
す
な
わ
ち
「
名
」
か
ら
脱
串
し
た
者
に
は
も

は
や
公
田
請
作
を
強
欄
で
き
な
い
。
　
「
名
」
の
危
機
は
こ
こ
か
ら
発

し
た
の
で
あ
り
、
和
泉
・
伊
賀
ら
の
團
司
が
、
他
国
人
の
流
入
を
促

進
す
る
た
め
荒
廃
公
田
再
陥
発
の
特
典
を
み
と
め
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
の
も
、
こ
こ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
荒
廃
公
田
再
開

発
に
と
も
な
う
収
取
軽
減
が
み
と
め
ら
れ
る
や
、
寛
弘
九
年
和
泉
国

符
案
で
い
わ
れ
た
よ
う
に
公
民
も
古
作
を
す
て
て
荒
廃
公
田
再
開
発

，
に
向
う
動
向
が
み
ら
れ
た
の
は
全
く
妾
然
で
あ
ろ
う
。
永
承
二
年
十

月
廿
七
日
高
橋
世
犬
丸
宗
旨
売
券
（
平
　
エ
の
六
四
六
号
）
の
公
田
が
高
橋

世
犬
丸
の
先
祖
相
伝
所
領
と
し
て
売
却
さ
れ
た
と
い
う
の
も
、
か
く

し
て
発
生
し
た
事
象
で
あ
っ
た
。

　
公
田
の
私
領
化
と
い
う
こ
と
は
か
っ
て
泉
谷
康
夫
氏
が
論
ぜ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
氏
が
そ
こ
で
十
世
紀
段
階
の
公
田
の
広
・
狭

義
の
区
別
を
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
同
論
文
の
弱
点
と
な
っ

た
が
、
し
か
し
氏
が
そ
こ
で
例
を
あ
げ
て
い
お
う
と
し
て
お
ら
れ
た
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の
は
私
が
い
う
狭
義
の
公
田
の
私
領
化
な
の
で
あ
っ
た
。
関
戸
守
彦

氏
文
書
の
「
便
宜
要
門
田
」
の
公
田
的
制
約
が
十
一
世
紀
中
葉
に
は

「
家
地
便
田
」
が
「
先
祖
相
伝
所
領
」
と
い
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
る

こ
と
、
康
平
元
年
清
澄
荘
司
が
「
称
私
所
領
、
号
本
是
公
田
之
由
、

申
請
国
判
…
…
」
（
平
三
の
九
一
二
号
）
と
い
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
。
た

だ
し
、
私
は
、
十
一
世
紀
前
期
に
面
上
の
私
領
化
が
急
激
に
進
行
し

た
こ
ど
は
み
と
め
る
が
、
公
田
の
す
べ
て
が
直
ち
に
私
領
化
さ
れ
た

と
は
考
え
な
い
。
恐
ら
く
、
公
田
の
ま
ま
で
持
続
し
た
よ
う
な
も
の

も
少
か
ら
ず
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
次
に
述
べ
る
よ
う

な
形
で
「
名
」
は
十
二
世
紀
ま
で
続
い
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
か
く
し
て
十
世
紀
的
「
名
」
は
変
容
を
迫
ら
れ
た
。
も
は

や
公
民
と
し
て
の
全
一
的
把
握
は
不
可
能
で
あ
る
。
　
「
名
」
と
い
う

属
人
郷
百
姓
班
給
込
潮
田
の
外
被
は
す
て
去
ら
れ
た
。
こ
う
な
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ

も
は
や
臨
時
雑
役
を
人
別
賦
課
の
形
式
と
す
る
必
要
は
全
く
な
く
な

っ
た
。
臨
時
雑
役
が
田
畠
に
賦
課
さ
れ
る
形
式
と
な
っ
た
の
は
、
従

来
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
実
質
が
、
単
に
外
被
を
と
り
去
っ
た
が
故
に

現
れ
て
き
た
も
の
と
い
っ
て
差
支
な
い
。

　
か
く
て
、
戸
田
氏
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
悲
田
帳
の
作
人
が
「
名
」

と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
館
田
野
上
に
作
人
を
記
し
掘

隠
す
る
こ
と
自
体
は
十
世
紀
段
階
か
ら
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、

も
は
や
属
人
郷
百
姓
班
給
口
分
田
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
た
公
田

、
区
分
の
「
名
」
は
取
除
か
れ
、
作
人
が
請
作
す
る
公
田
・
私
領
に
即

し
て
「
名
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
仮
に

十
一
世
紀
的
「
名
」
と
よ
ぼ
う
。

　
十
一
世
紀
的
「
名
」
も
、
十
世
紀
的
「
名
」
に
代
る
公
民
把
握
方

式
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
居
住
地
主
義
で
あ
っ
た
。
先
述

し
た
順
応
五
年
六
月
廿
八
日
伊
賀
国
愚
案
の
人
名
が
、
　
「
黒
田
住
人

名
作
田
…
…
」
（
平
三
の
八
五
九
号
）
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

や
、
註
⑳
の
康
平
三
年
の
元
興
寺
領
近
江
国
愛
智
荘
の
田
堵
ら
が
荘

内
居
住
を
追
わ
れ
る
と
い
わ
れ
た
こ
と
（
国
司
も
荘
司
側
も
と
も
に
こ

う
い
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国
領
の
あ
り
方
が
荘
園
に
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
）
は
そ
れ
を
示
し
、
典
型
的
に
は
戸
田
氏
が
引
用
さ
れ
た
「
抑
難

相
伝
逸
民
、
面
住
公
郷
之
日
、
従
国
務
、
錐
代
々
公
民
、
入
居
庄
内

之
時
、
不
叶
公
役
者
、
心
当
他
国
之
例
也
」
（
平
五
の
二
一
四
七
号
）
と
い

う
文
言
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
居
住
地
に
基
く
公
郷
在

家
掘
握
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
戸
田
氏
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
十

二
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
が
。

　
か
よ
う
に
公
田
が
私
領
化
す
る
と
、
基
準
留
意
の
公
田
は
隻
質
釣
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意
義
を
失
う
よ
う
に
な
る
。
十
一
世
紀
初
頭
か
ら
み
ら
れ
た
荒
廃
公

田
再
胴
発
収
取
軽
減
の
特
典
が
、
直
ち
に
で
は
な
く
て
も
、
公
田
私

領
化
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
一
方
、
荘
園
整
理
を
励

行
せ
し
め
て
公
田
維
持
の
た
め
の
労
働
力
の
流
出
を
防
止
し
よ
う
と

し
た
太
政
宮
も
、
当
の
荘
園
整
理
実
施
責
任
者
で
あ
る
国
司
が
密
々

に
荘
園
を
た
て
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
実
情
で
は
（
後
門
条
師
通
詑

寛
治
七
年
三
月
三
齪
条
）
、
新
製
荘
園
を
根
絶
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
つ
い

に
長
久
元
年
荘
園
整
理
の
議
で
は
格
前
・
善
後
の
整
理
基
準
を
後
退

さ
せ
る
意
見
が
出
さ
れ
（
春
記
）
、
そ
の
線
を
う
け
た
寛
徳
二
年
の
整

理
令
で
は
前
司
紅
中
以
後
の
新
立
荘
園
の
停
止
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
管
財
・
格
後
原
則
か
ら
は
じ
め
て
後
退
し
た
寛
徳
荘
園
整
、

理
令
が
、
前
節
で
述
べ
た
別
名
の
史
料
上
の
初
見
と
殆
ど
問
時
と
い

っ
て
よ
い
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。

　
し
か
し
相
変
ら
ず
整
理
の
実
施
責
任
者
は
国
司
で
あ
っ
た
。
天
喜

三
年
の
整
理
の
際
に
「
以
公
地
謀
成
庄
園
二
面
、
早
急
搦
其
身
…
…
」

（
平
三
の
八
八
　
号
）
と
い
う
加
納
田
禁
止
に
近
い
指
示
が
出
さ
れ
た
が
、

果
し
て
ど
れ
だ
け
効
果
を
あ
げ
た
こ
と
か
。
か
く
て
治
贋
元
年
に
は

「
比
校
公
験
」
（
歯
黒
記
弘
安
＋
年
七
月
＋
三
日
条
）
と
い
う
線
が
出
さ
れ
、

そ
れ
を
う
け
つ
い
で
出
さ
れ
た
の
が
か
の
延
久
元
年
の
荘
園
整
理
令

　
　
　
　
　
ち
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
あ

で
あ
っ
て
、
公
験
が
、
中
央
で
審
査
さ
れ
る
と
共
に
、
加
納
田
禁
止

が
う
ち
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
寛
徳
以
前
の
荘
園

は
国
選
の
も
の
で
も
公
認
さ
れ
た
。
こ
こ
に
基
準
画
図
は
、
そ
の
荘

園
的
側
面
に
つ
い
て
は
官
自
ら
の
手
で
終
止
符
が
う
た
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
公
田
的
側
蒔
も
先
述
の
よ
う
に
そ
の
意
義
を
失

っ
て
き
て
い
た
。
基
準
国
図
は
十
世
紀
王
朝
国
家
土
地
美
事
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
り
、
そ
れ
と
運
命
を
共
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
3
　
郡
鍵
盤
と
郷
司
の
出
現

　
十
世
紀
王
朝
国
家
土
地
制
．
度
と
関
連
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
の
一
つ
と
し
て
郡
郷
制
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
も
紙
数
を
多

く
と
る
の
で
別
稿
で
独
自
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
が
（
拙
稿
F
）
、

こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
、
本
稿
と
直
接
関
係
す
る
こ
と
だ
け
を
略
述

し
て
お
き
た
い
。

　
拙
稿
F
の
習
事
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
国
内
の
国
衙
領
を
網
羅
し

た
太
田
文
を
通
観
す
る
に
、
そ
こ
で
郷
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
が
倭

名
抄
郷
名
に
合
致
す
る
太
田
文
が
少
か
ら
ず
見
出
さ
れ
（
淡
路
．
能
登

・
常
陸
〈
弘
安
〉
・
丹
後
・
肥
前
、
お
よ
び
但
馬
・
若
狭
も
こ
れ
に
加
え
て
よ

い
と
考
え
ら
れ
る
）
、
　
ま
た
平
安
中
期
以
降
の
個
々
の
文
書
・
記
録
上

に
見
え
る
郷
名
を
ひ
ろ
い
あ
げ
て
み
て
も
、
讃
岐
国
で
典
型
釣
に
み
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ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
郷
が
倭
名
抄
筆
名
と
合
致
す
る
国
が
見
出
さ

れ
る
。
そ
し
て
倭
名
抄
芸
名
に
な
い
郷
を
多
く
記
し
て
い
る
太
田
文

（
豊
後
・
石
見
）
で
は
保
が
見
え
な
い
の
で
あ
っ
て
（
逆
に
郷
が
倭
名
抄

郷
名
に
合
致
す
る
国
々
の
太
田
文
で
は
保
が
み
ら
れ
る
）
、
こ
う
し
て
み
る

と
倭
名
抄
記
名
に
な
い
郷
を
多
く
記
し
て
い
る
太
田
文
で
は
、
下
地

の
別
名
た
る
保
を
も
郷
と
称
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
郡
的

単
位
・
院
単
位
で
は
倭
名
抄
的
郷
が
現
わ
れ
難
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
九
世
紀
末
期
の
原
資
料
に
基
い
た
と
考
え
ら
れ
る
倭
名
抄
の

郷
名
が
そ
の
後
ず
っ
と
固
定
的
に
残
存
し
た
（
も
ち
ろ
ん
減
少
は
し
て

行
く
が
、
同
質
の
郷
を
新
た
に
嗣
出
し
な
い
と
い
う
意
味
で
）
の
は
、
ど
の

よ
う
に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
ヶ
か
。

　
郷
は
す
で
に
平
安
初
期
に
は
属
地
的
性
格
を
明
確
に
し
て
い
る
が
、

太
田
文
そ
の
他
に
み
ら
れ
る
倭
名
抄
郷
単
位
（
郡
的
単
位
が
倭
名
抄
郷

を
内
部
に
包
揺
し
て
い
る
の
に
対
し
、
倭
名
学
的
郷
が
圏
衙
の
直
接
収
取
単

位
と
な
っ
て
い
る
も
の
）
の
存
在
は
、
そ
の
属
地
的
性
格
が
ず
っ
と
継

続
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
る
に
既
に
松
岡
久
人
氏
が
指
摘
さ

れ
た
よ
う
に
九
世
紀
か
ら
次
第
に
郷
長
の
地
位
が
無
実
形
式
化
し
つ

　
　
⑳

つ
あ
り
、
十
世
紀
に
入
る
と
全
く
形
骸
化
し
た
も
の
が
見
え
る
の
み

で
、
土
地
売
買
な
ど
の
実
務
は
刀
禰
と
よ
ば
れ
る
者
が
郡
司
と
併
称

さ
れ
て
執
り
行
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
十
世
紀
に
は
属
地
父
王
の
行

政
単
位
と
し
て
の
姿
は
明
確
で
な
く
、
郷
と
し
て
の
存
在
は
郡
に
包

括
さ
れ
て
お
り
（
こ
れ
は
前
代
か
ら
だ
が
）
、
郡
司
の
下
で
後
代
の
郡
的

単
位
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
が
十
世
紀
の
郡
郷
制
の
あ
り

方
な
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
後
の
郡
的
単
位
と
異
る
の
は
、
内
部
に

あ
る
倭
名
抄
郷
が
属
人
的
性
格
を
も
持
た
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
十
世
紀
の
郷
は
、
前
代
と
同
様
に
、
国
衙
の
直
接
支

配
単
位
と
し
て
は
表
割
に
現
れ
て
来
な
か
っ
た
が
、
属
地
性
と
属
人

性
と
を
併
せ
有
す
る
も
の
と
し
て
郡
の
内
部
に
潜
在
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
先
述
し
た
基
準
国
図
の
公
田
の
固
定
、
お
よ
び
郷
所

属
百
姓
口
分
田
の
形
を
と
っ
た
人
的
把
握
単
位
た
る
べ
き
「
名
」
の

固
定
は
、
倭
名
抄
郷
を
、
も
は
や
新
た
な
も
の
が
創
設
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
固
定
化
し
た
も
の
と
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
十
一
世
紀
前
半
、
十
世
紀
的
「
名
」
が
属
人
的
性
格
の
外
被
を
一

三
し
た
と
き
、
郷
は
属
地
約
性
格
だ
け
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
や
が

て
別
名
の
設
遣
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
郡
の
内
部
に

潜
在
す
る
形
を
と
っ
て
い
た
倭
名
抄
郷
の
中
で
、
単
独
で
国
衙
の
直

接
支
配
単
位
と
な
る
も
の
を
生
じ
て
き
た
。
そ
れ
が
病
垂
職
の
捕
任
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さ
れ
た
倭
名
抄
郷
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
す
べ
て
の
国
郡
で

み
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
太
田
文
に
も
か
な
り
多
く
郡
的
栄
位
の

形
を
と
る
も
の
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

倭
名
抄
郷
に
お
け
る
郷
司
職
の
補
任
は
、
別
名
と
し
て
の
新
郷
に
お

け
る
郷
重
職
補
任
（
例
え
ば
石
見
国
久
利
郷
々
司
職
）
と
同
様
に
、
倭
名

論
壇
が
国
衙
直
接
支
配
単
位
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
の
だ
が
（
倭
名

融
雪
々
罷
職
が
い
く
ら
か
集
っ
た
集
合
体
的
な
も
の
と
し
て
郡
司
職
も
存
在

す
る
が
、
そ
の
郡
司
職
と
は
独
自
の
基
盤
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た

例
え
ば
肥
前
国
画
嶋
北
郷
の
ご
と
く
郡
名
を
冠
す
る
郷
お
よ
び
そ
の
郷
司
と

は
、
郡
の
分
割
さ
れ
た
も
の
で
郡
お
よ
び
郡
司
と
同
質
の
存
在
で
あ
る
）
、
か

く
し
て
出
現
し
た
倭
名
抄
郷
単
位
は
郷
音
の
私
領
的
性
格
を
内
に
秘

め
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
初
依
然
公
田
分
と
し
て
郷
司

の
私
領
と
は
区
鋼
さ
れ
る
形
式
を
と
っ
て
い
’
た
が
、
や
が
て
そ
の
区

別
も
な
く
な
り
郷
司
の
私
領
た
る
こ
と
を
あ
ら
わ
に
し
て
く
る
の
で

あ
っ
た
。

結

び

　
十
世
紀
王
朝
国
家
は
、
前
代
ま
で
戸
籍
計
帳
に
よ
る
人
身
把
握
方

式
を
と
っ
て
き
た
律
令
制
国
家
が
、
戸
籍
計
帳
方
式
を
一
手
し
、
そ

れ
に
代
っ
て
基
準
困
図
一
（
国
司
検
繊
）
検
田
帳
を
基
本
と
す
る
と

こ
ろ
の
土
地
に
即
し
た
収
取
方
式
に
編
成
替
え
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

前
代
以
来
の
公
地
・
公
民
支
配
原
翔
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
支
配
方
式
が
制
度
的
に
行
わ
れ
た
の
は
ほ
ぼ
摂
関
時

代
と
い
わ
れ
る
時
期
に
梢
篤
し
、
そ
の
調
度
的
崩
壊
の
徴
証
が
あ
ら

わ
に
な
っ
て
く
る
の
は
永
承
ご
ろ
で
あ
っ
て
、
末
法
到
来
と
恐
れ
ら

れ
た
の
も
さ
こ
そ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
支
配
体
棚
は
一
時

に
全
面
的
転
換
を
と
げ
た
の
で
ば
な
く
、
政
治
的
に
も
初
期
院
政
が

直
ち
に
所
謂
院
鵠
蕎
憲
に
し
た
の
で
は
な
か
愚
・
＋
二
世

紀
ご
ろ
行
わ
れ
た
本
名
体
制
成
立
ま
で
の
時
期
を
ど
う
解
す
る
か
は
、

ま
た
別
個
の
考
察
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

①
拙
稿
「
延
喜
襲
園
整
理
令
の
性
格
扁
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
七
三
号
）
…
…
A

②
拙
稿
「
荘
闘
に
欝
す
る
国
司
免
糊
の
形
成
に
つ
い
て
」
（
『
滋
賀
大
学
学
芸
学
部

　
紀
要
島
人
文
・
社
会
一
二
号
）
…
…
B

③
そ
の
他
本
稿
と
関
係
す
る
拙
稿
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
「
免
除
領
田
制
に
つ
い
て
」
（
『
臼
本
歴
史
』
一
六
二
号
）
…
…
C

　
「
平
安
期
に
お
け
る
荘
園
内
百
姓
治
醐
田
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
五
五

　
号
）
…
…
D
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
課

　
コ
兀
興
寺
領
近
江
国
愛
智
庄
に
に
つ
い
て
し
一
・
匪
　
（
『
滋
賀
大
学
学
芸
学
部
紀

　
要
』
入
文
・
社
会
一
〇
号
・
一
一
号
）
…
…
鷺

　
「
太
四
文
か
ら
み
た
鷹
野
・
励
名
山
に
つ
い
て
」
一
．
更
．
爵
（
『
灘
賀
大
学
学
芸
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学
部
紀
要
』
人
文
・
賦
質
　
四
号
、
置
・
璽
は
「
五
丹
・
一
六
号
に
掲
載
予
定
）

　
：
：
：
F

④
こ
こ
で
「
私
人
領
地
公
田
」
と
い
う
の
は
私
人
復
地
の
公
田
（
広
義
の
公
田
）

　
と
解
さ
れ
る
余
地
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
も
の
が
「
公
田
私
領
扁
と
い
わ
れ
て

　
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
公
田
の
私
領
と
解
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
拙
稿
D
で
述

　
べ
本
稿
で
も
少
し
触
れ
る
ご
と
く
、
十
世
紀
土
地
制
度
下
の
私
領
と
は
国
が
み
と

　
め
た
泓
有
権
で
あ
っ
て
、
荘
内
灘
斑
治
淵
田
は
私
領
と
は
よ
ば
れ
な
か
っ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
あ
り
、
泓
領
は
二
曲
屡
傾
に
し
か
存
姦
し
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
門
公

　
賑
紅
狭
義
の
公
田
）
・
私
領
」
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

⑤
村
井
氏
「
名
成
立
の
歴
史
的
前
提
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
｛
五
号
）
。
な
お
氏

　
は
そ
の
後
「
一
工
年
不
耕
の
原
則
を
繍
似
棄
し
た
寛
平
八
年
四
月
二
日
官
…
符
」
（
「
萩
園

　
舗
の
発
展
と
構
造
偏
　
『
岩
波
講
座
屡
本
歴
史
』
絶
代
四
　
八
二
頁
）
と
い
わ
れ
た

　
が
、
寛
弘
九
年
瀬
泉
国
符
案
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
説
曝
し
て
お
ら
れ
な
い
。

⑥
稲
壇
泰
彦
氏
は
こ
の
公
認
反
別
三
斗
と
い
う
の
が
「
掴
嵩
物
率
法
所
載
格
条
」

　
（
平
五
の
二
〇
〇
〇
暑
）
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
全
国
的
な
公
田
率
法
で
あ

　
る
と
さ
れ
た
（
「
初
期
名
田
の
構
造
扁
『
中
世
の
社
会
と
経
済
』
所
収
）
。
た
だ
し
、

　
翻
四
野
群
講
師
瑞
こ
の
元
永
一
7
6
年
十
二
月
九
日
値
馬
歯
工
度
扇
懲
廉
価
に
は
「
可
令

　
注
進
官
物
率
法
認
」
と
在
庁
官
人
に
命
じ
て
い
る
か
ら
、
反
別
　
＝
斗
の
基
本
額
以

　
外
の
付
加
物
は
羅
に
よ
る
相
違
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
以
上
官
物
率
法
・
利
田
高
文
に
つ
い
て
は
戸
田
芳
実
氏
「
㈱
耳
癖
の
名
と
在
家
」

　
（
『
中
世
社
会
の
基
本
構
造
鶏
群
双
）
・
赤
松
俊
秀
氏
「
搬
工
と
荘
園
」
中
（
『
史
林
』

　
四
六
の
二
）
参
照
。
な
お
「
利
田
請
文
」
に
つ
い
て
は
竹
内
理
三
氏
が
戸
田
氏
に

　
萱
成
さ
れ
て
、
　
「
利
」
は
息
利
の
「
利
」
で
、
公
出
挙
稲
が
割
り
あ
て
ら
れ
て
い

　
る
霞
、
と
解
さ
れ
た
（
同
氏
「
平
安
遺
文
古
文
書
編
第
七
巻
改
訂
覚
え
盤
」
）
。
ま

　
た
鷹
接
で
は
な
い
が
こ
れ
と
関
連
し
て
、
虎
尾
俊
哉
氏
が
（
十
世
紀
段
階
で
）
公

　
田
罰
租
税
田
、
乗
田
罐
地
子
田
と
さ
れ
、
乗
詰
は
出
挙
賦
課
の
対
象
と
さ
れ
な
か

　
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
た
の
を
参
考
と
し
た
い
（
同
氏
註
⑧
論
文
）
。
公

　
匿
官
粉
率
駿
は
十
世
紀
土
地
制
度
期
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
㌔

　
租
税
田
・
地
子
霞
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
伊
賀
園
公
細
官
物
率
法
の
董
本
額
三

　
斗
の
う
ち
．
一
斗
が
京
庫
麺
と
さ
れ
、
ま
た
註
⑳
の
譲
津
郷
紋
納
…
結
解
に
も
京
庫
納

　
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
注
目
し
て
お
き
た
い
。
な
お
基
本
額
以
外
の
附
加
物
は
次
第

　
に
増
加
さ
れ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
虎
尾
氏
「
律
令
時
代
の
公
漂
に
つ
い
て
」
（
『
法
制
史
研
究
上
四
弩
）
。
氏
は
岡

　
論
文
の
中
で
十
世
紀
に
入
っ
た
後
の
公
田
の
邪
法
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
ら
れ
る
。

　
天
禄
四
年
東
寺
伝
法
供
家
島
（
平
二
の
三
〇
七
号
）
の
「
公
田
扁
が
「
乗
田
」
と
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
別
さ
れ
た
理
由
も
疵
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
に
擁
が
地

　
子
を
微
収
す
る
場
合
に
は
一
般
の
（
狭
義
の
）
公
評
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
ヶ
ー

　
ス
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
（
な
お
「
般
酌
に
荘
内
紋
公
勘
毘
田
か
ら
は
租
税
が
徴
収

　
さ
れ
る
）
、
こ
の
よ
う
な
特
鋼
な
ケ
ー
ス
で
な
け
れ
ば
、
｝
般
に
「
乗
田
」
も
（
狭

　
義
の
）
公
田
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
氏
の
い
わ
れ
た
と
お
り
で
あ

　
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
右
の
史
料
で
門
公
田
」
と
「
乗
田
」
と
が
区
分
さ
れ
た

　
一
颪
の
理
由
と
し
て
、
荘
内
勘
田
田
が
「
乗
田
」
と
し
て
上
落
さ
れ
た
大
山
荘
の

　
特
殊
な
収
公
形
態
（
平
｝
の
一
＝
七
琴
に
「
国
郡
司
随
庄
家
開
発
、
収
公
為
剰
田
」
）

　
と
、
既
に
墓
準
國
図
上
に
専
議
と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
石
落
が
誤
っ
て
「
公
田
」

　
と
し
て
し
ま
っ
た
区
励
、
と
い
う
蘭
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
劉
田

　
が
勘
出
田
「
般
を
意
味
し
た
例
と
し
て
平
四
の
一
二
六
八
号
、
さ
ら
に
「
剰
っ
た

　
田
」
を
意
味
し
た
例
と
し
て
は
平
五
の
エ
四
四
三
丹
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑨
弘
橿
寺
領
免
除
門
田
認
定
関
係
史
料
は
寛
弘
三
年
度
の
も
の
（
平
二
の
四
四
四

　
号
）
が
も
っ
と
も
古
い
が
、
同
年
に
大
鎌
羅
で
新
た
に
民
部
省
図
を
使
用
し
は
じ

　
め
た
た
め
、
こ
の
醐
判
の
「
公
田
」
だ
け
は
無
色
無
図
と
区
鋼
さ
れ
た
明
か
な
狭

　
義
の
公
田
で
あ
る
。
念
の
た
め
。

⑩
年
不
明
摂
津
浮
腰
帳
（
平
補
閥
六
丹
）
か
ら
計
算
す
る
と
、
租
田
の
応
輸
稲
は

　
反
別
一
束
五
識
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
地
子
田
の
応
輸
稲
は
反
別
四
東
二
把
で
あ

　
っ
た
ら
し
い
。
と
す
る
と
同
国
の
地
子
田
は
反
別
二
斗
一
升
で
収
取
さ
れ
た
わ
け
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だ
が
レ
こ
れ
と
大
山
荘
の
勘
賀
田
の
地
子
と
が
同
じ
か
ど
う
か
は
問
題
と
し
て
も
、

　
参
考
に
は
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

⑪
　
拙
稿
A
で
述
べ
た
よ
う
に
、
基
準
国
麟
の
作
成
と
い
う
こ
と
は
複
雑
な
問
題
を

　
か
か
え
た
も
の
だ
け
に
、
　
一
時
に
全
騙
で
完
成
さ
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か

　
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
別
聚
符
落
差
延
轡
十
凶
年
八
月
八
日
官
爵
一
の
闘
郡
司
㎝
職
田

　
の
項
で
は
、
延
喜
二
年
度
以
前
の
帳
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
が
少
か
ら
ず
み
え
る
。

　
す
な
わ
ち
鎮
西
諸
圏
（
薩
摩
賦
は
不
明
）
・
壱
霧
島
と
、
安
房
・
丹
後
．
土
佐
．
出

　
雲
の
諸
王
で
あ
る
（
鎮
西
諸
国
が
殆
ど
こ
こ
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は

　
倭
名
抄
の
玉
垂
諸
国
の
本
田
数
が
、
他
の
圏
々
と
ち
が
っ
て
概
数
形
式
を
と
っ
て

　
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
）
。
・
嗣
郡
司
職
工
の
数
は
「
随
時
増

　
減
、
無
有
定
数
、
件
数
者
、
二
重
近
年
帳
苛
令
勘
申
」
　
（
別
聚
符
宣
抄
延
長
七
年

春
盃
月
十
三
日
官
符
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
性
差
の
も
の
だ
け
に
、
も
し
藷
準
国
麟

　
を
作
成
し
終
っ
た
よ
う
な
圏
な
ら
当
然
延
喜
二
年
以
後
の
帳
か
ら
採
ら
れ
た
で
あ

　
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫
江
家
次
第
は
殆
ど
儀
式
的
側
面
に
終
始
し
て
い
る
が
、
北
山
抄
や
、
西
宮
記
の

　
書
式
な
ど
か
ら
は
か
な
り
実
体
的
な
も
の
を
う
か
が
い
う
る
。
詳
細
省
略
。

⑬
　
一
戸
田
氏
「
中
世
初
期
農
蹄
崇
の
一
特
質
」
（
農
襯
史
論
賃
下
』
一
）

⑭
諸
国
本
田
数
は
倭
名
抄
の
ほ
か
、
拾
芥
抄
・
掌
中
歴
．
色
葉
字
類
抄
．
伊
呂
波

　
字
類
抄
・
海
東
諸
圏
記
・
運
歩
盤
葉
集
ら
に
免
ら
れ
る
が
、
こ
の
立
入
っ
た
考
察

　
は
紙
数
を
多
く
と
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
右
の
諸
書
の
う
ち
後
の
二
書
を

　
除
い
た
五
書
が
問
題
に
な
る
が
、
大
き
く
み
れ
ば
、
倭
名
抄
の
数
字
と
頓
田
抄
の

　
数
字
と
が
あ
っ
て
、
色
葉
字
類
抄
は
拾
芥
抄
の
系
で
、
掌
中
歴
と
伊
呂
波
字
類
抄

　
と
は
両
齎
の
混
合
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
欄
々
の
文
書
．
配
録
に
み
え
る
諸
国

　
本
田
数
と
合
致
す
る
の
は
倭
名
抄
の
数
字
で
あ
っ
た
。
で
は
捻
芥
抄
の
（
原
）
数

　
脚
＋
と
は
何
か
一
（
平
安
末
期
の
物
心
検
か
？
）
。
　
と
ま
れ
村
尾
次
郎
氏
が
『
律
令

　
財
政
史
の
研
究
』
で
試
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
諸
白
の
本
田
数
か
ら
校
訂
数
を
繊
す

　
こ
と
や
、
ま
た
こ
れ
ら
の
数
宇
を
大
同
i
弘
仁
ご
ろ
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
、

　
奏
し
て
妥
当
で
あ
る
か
脳
に
つ
い
て
は
疑
な
き
を
得
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
い
が

　
拾
芥
抄
の
数
字
を
南
北
朝
室
町
期
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
そ
の
数
字

　
の
一
部
が
掌
中
歴
や
伊
呂
波
字
類
抄
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
注
曝
す
べ

　
き
で
あ
る
。
な
お
つ
い
で
な
が
ら
、
鎌
倉
時
代
に
作
成
さ
れ
た
太
田
文
で
総
面
積

　
を
記
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
鋏
西
諸
国
の
も
の
を
除
い
て
石
見
．
若
狭
の
太
田

　
文
の
総
面
積
は
、
倭
名
抄
の
本
田
数
よ
り
少
い
の
で
あ
っ
て
、
播
磨
撰
に
つ
い
て

　
も
峰
三
冠
の
記
す
と
こ
ろ
で
は
や
は
り
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
減
少
し
て
い
る
。

⑮
　
弥
永
氏
「
偉
令
鯛
的
土
地
所
有
」
（
『
岩
波
講
整
臼
本
歴
史
』
古
代
三
）

⑯
　
虎
尾
氏
『
班
田
三
山
法
の
研
究
駈
前
論
第
一
章
。
な
お
続
日
本
紀
延
暦
十
年
五

　
月
戊
子
条
に
「
諸
堅
粥
等
、
校
収
常
荒
不
用
之
購
、
以
班
百
姓
口
分
」
と
あ
る
が
、

　
こ
れ
は
重
葬
に
移
さ
れ
た
常
荒
不
用
の
田
を
「
校
収
」
し
て
口
分
団
に
あ
て
て
い

　
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
だ
三
代
実
録
仁
和
元
年
四
月
十
七
日
条
で
遠
江
国
の
流

　
損
崩
埋
口
分
田
の
代
り
に
不
堪
佃
韻
を
授
給
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
の

　
は
、
元
慶
か
ら
仁
和
に
か
け
て
諸
国
で
班
団
を
行
お
う
聾
し
て
い
た
動
向
と
関
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
、
当
時
出
組
準
備
中
の
同
国
で
、
削
除
を
予
定
し

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
て
い
た
不
堪
佃
田
を
以
て
右
の
崩
埋
口
分
田
に
代
給
す
る
こ
と
を
宮
に
申
請
し
て

　
い
た
の
が
認
め
ら
れ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

⑰
　
上
横
手
雅
敬
氏
「
私
領
の
特
質
」
（
『
中
世
の
法
と
圏
球
臨
所
収
）

⑱
　
大
望
喬
平
氏
「
国
衙
領
に
お
け
る
領
主
制
の
形
成
」
（
『
史
林
』
四
一
工
の
一
）

⑲
　
島
田
次
郎
氏
「
私
領
の
形
成
と
鎌
倉
幕
府
法
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
の
一
〇
）

⑳
　
石
蚤
田
氏
『
中
世
的
世
界
の
形
成
冒

⑳
戸
田
氏
の
公
繊
概
念
は
「
公
田
は
す
べ
て
が
単
な
る
講
作
地
で
は
な
く
、
そ
の

　
中
に
頁
姓
の
小
規
模
な
治
田
，
・
私
領
を
倉
ん
で
い
る
」
（
註
⑦
論
文
】
九
二
頁
）

　
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
広
義
の
公
職
概
念
で
あ
る
が
、
氏
が
そ
の
中
で
有
期
約
器
諮
作

　
部
分
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
の
は
私
が
い
う
狭
義
の
公
霞
概
念
で
、
そ
れ
を
中
核
と

　
し
て
「
名
鳳
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑫
　
こ
の
こ
と
は
は
や
く
か
ら
注
冒
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
最
近
発
表
さ
れ
た
臨
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時
雑
役
を
主
題
と
し
た
は
じ
め
て
の
論
文
で
あ
る
長
山
泰
孝
氏
「
臨
時
雑
役
の
成

．
立
に
つ
い
て
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
九
・
四
〇
合
併
号
）
を
参
照
。

⑬
　
こ
こ
で
余
部
郷
に
地
が
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
班
給
す
べ
き
口
分
田

　
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
全
く
土
地
概
念
の
な
い
編
戸
上
だ
け
の
郷
と
い

　
う
意
味
で
は
な
い
。
高
山
寺
本
倭
名
抄
山
城
郷
に
注
記
さ
れ
て
い
る
「
寮
費
謂
之

　
郡
家
、
有
駅
謂
之
駅
家
、
以
寄
諸
社
謂
之
神
芦
、
不
入
班
田
謂
之
余
戸
、
異
名
同
、

　
除
而
不
当
」
と
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
余
戸
と
い
う
地
名
が
現
在
も
残
存
し
て
い
る

　
も
の
が
あ
る
こ
と
、
を
想
起
し
た
い
。
た
だ
し
、
承
平
二
年
丹
波
國
牒
で
余
部
郷

　
が
属
人
的
郷
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
そ
し
て
十
一
世
紀
半
ば
か
ら
後
、
郷
の
属
人
的
性
格
と
い
う
外
被
が
全
く

　
無
用
と
な
っ
て
か
ら
は
、
余
戸
郷
は
郡
郷
の
再
編
威
過
程
で
他
の
郷
に
吸
収
さ
れ

　
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
拙
稿
F
参
照
）
。
高
山
寺
本
倭
名
抄
で
は
転
所
引
の
注

　
記
の
方
針
に
従
っ
て
郡
家
・
駅
家
・
神
戸
・
余
戸
が
原
則
的
に
は
三
宝
さ
れ
て
い

　
る
が
（
た
だ
し
僅
か
な
が
ら
余
戸
・
神
戸
・
駅
家
が
記
さ
れ
て
は
い
る
）
、
班
田
に

　
入
ら
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
余
戸
を
郷
名
か
ら
除
去
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
十

　
…
世
紀
申
期
以
降
の
公
田
中
心
の
郷
観
念
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
．
い
こ
と
を
注

　
鼠
す
べ
き
で
あ
る
。

⑭
　
稲
垣
泰
彦
氏
註
⑥
論
文

㊧
承
平
二
年
丹
波
照
影
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
原
秀
三
郎
氏
か
ら
有
益
な
教
示
を

　
う
け
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
零
す
る
と
共
に
、
氏
の
構
想
が
公
に
さ
れ
る
の
を

　
期
待
し
た
い
。

⑳
　
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
（
平
一
一
の
一
一
｝
三
九
号
）
十
六
条
に
も
「
郷
軍
之
綱
」
と

　
い
う
の
が
み
え
、
天
喜
五
年
度
の
高
津
郷
収
納
結
解
（
平
三
の
八
七
九
・
八
八
六

　
・
八
九
三
号
）
に
も
「
聖
別
編
窺
が
み
え
る
。

⑳
　
天
永
四
年
二
月
下
五
旨
大
中
臣
某
封
戸
売
券
案
（
平
四
の
一
七
九
工
号
）
に
み

　
え
る
敢
石
部
常
吉
戸
と
い
う
の
が
、
光
明
寺
瞬
記
の
鎌
倉
末
期
の
徳
治
二
年
・
の
文

　
書
に
敢
善
部
常
吉
戸
と
か
敢
石
部
恒
吉
戸
と
見
え
て
お
り
、
そ
れ
は
「
於
地
本
常

　
吉
賑
轟
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
同
類
の
も
の
が
「
本
名
盲
愛
戸
百
姓
宮
王

　
大
夫
永
真
」
（
光
明
寺
旧
記
徳
治
三
年
三
軒
使
権
禰
宜
度
会
神
主
解
案
）
と
い
わ

　
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

⑳
　
本
名
城
下
威
立
以
前
に
お
い
て
は
、
作
手
が
公
田
（
荘
田
）
請
作
と
別
慨
に
と

　
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
る
が
一
1
傍
え
ば
保
元
三
年
六
月
廿
臼
鳥

　
羽
天
皇
宣
旨
案
（
．
平
六
の
工
九
三
郷
号
）
の
長
元
年
中
の
宣
旨
の
内
容
や
、
寛
徳

　
二
年
置
五
月
十
八
罠
関
白
家
政
所
下
文
案
（
平
二
の
六
二
三
号
）
…
一
、
そ
れ
ら
も
作

　
手
が
公
田
（
荘
田
）
土
豪
と
無
開
係
な
徴
税
単
位
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、

　
泓
有
権
部
分
の
日
月
が
別
個
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
応
保
二
年

　
二
月
春
日
社
預
下
文
案
（
平
七
の
三
…
九
〇
号
）
で
「
名
」
の
所
当
御
供
米
を
対

　
飛
す
る
藩
に
つ
い
て
「
作
手
者
以
御
榊
加
制
止
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
関
係
が
、

　
本
名
体
制
成
立
以
前
に
当
然
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑳
康
平
三
年
四
肩
廿
一
二
近
江
国
玉
智
荘
司
等
解
（
平
三
の
九
五
四
号
）
の
国
判
に

　
「
寺
領
田
畠
地
子
等
薬
、
依
傍
例
弁
済
之
、
凡
寺
領
田
鼠
所
当
地
子
物
詣
雑
事
等
、

　
若
有
非
法
春
、
田
堵
等
不
可
寄
作
件
免
田
、
又
臼
蓋
住
其
地
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

　
寺
領
の
地
子
・
加
地
子
・
雑
物
を
対
聾
す
る
田
堵
は
、
國
司
か
ら
門
免
田
」
（
当

　
時
同
荘
の
免
田
は
、
荘
田
約
穴
十
町
の
う
ち
十
二
・
三
町
ほ
ど
だ
と
い
わ
れ
て
い

　
る
が
そ
の
こ
と
は
永
承
七
年
度
の
免
除
領
露
制
史
料
か
ら
も
大
体
裂
づ
け
さ
れ
る
。

　
拙
稿
E
参
照
）
に
惣
作
す
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
、
ま
た
歯
舞
を
追
わ
れ
る
も
の
と

　
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
免
田
に
控
訴
す
る
こ
と
が
或
権
利
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
な
お
同
文
書
で
、
荘
劉
側
か
ら
、
地
子
を
遁
避
す
る
田
堵
ら
は
「
不
可
称
暑
一
段

　
一
歩
之
作
手
名
主
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
作
手
名
主
」
で
な
く
門
作
手

　
・
名
主
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
岡
史
料
は
悶
領
に
お
け
る
十
世
紀
豹
「
名
」

　
が
解
体
し
た
直
後
の
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
荘
司
側
か
ら
「
停
癒
耕
作
居
住
者
也
」

　
と
い
わ
れ
、
ま
た
漏
泄
か
ら
も
「
豊
科
失
住
其
地
白
」
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
は

　
注
翻
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
右
述
の
一
段
一
歩
の
作
手
・
名
主
を
称
す
べ
か
ら

　
ず
と
い
う
こ
と
は
作
手
を
放
着
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
さ
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十世紀王朝醐家土地擬度とその崩壊（坂本）

　
ら
に
そ
れ
が
居
住
を
追
究
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
得

　
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覧

⑳
　
こ
こ
で
属
地
三
郷
と
い
う
の
は
、
十
世
紀
段
階
で
は
郡
の
下
に
潜
在
的
に
山
仔
在

　
し
て
、
国
衙
漉
接
支
配
単
位
と
し
て
は
、
ま
だ
蓑
面
に
出
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ

　
た
（
本
稿
第
二
章
3
で
略
述
。
拙
稿
F
参
照
）

⑳
　
最
近
工
藤
敬
一
氏
は
応
徳
元
年
八
月
廿
日
東
寺
領
伊
勢
麟
痢
合
荘
結
解
状
（
平

　
四
の
ご
＝
三
号
）
の
「
町
別
二
反
七
六
斗
」
に
注
門
田
さ
れ
、
坪
つ
ま
り
一
町
を

　
尊
位
と
し
て
講
得
す
る
揚
合
、
そ
の
坪
の
負
担
蚤
に
よ
っ
て
現
実
に
億
一
区
分
相

　
当
と
か
二
反
分
棺
当
と
い
う
こ
と
が
当
事
潜
闘
に
諒
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

　
か
、
と
い
わ
れ
た
（
同
氏
二
宮
領
免
田
の
支
配
構
造
」
『
日
本
史
研
究
隠
七
六

　
号
）
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
恐
ち
く
十
　
世
紀
的
「
名
」
や
、
十
世
紀
的
「
名
」
の

　
公
田
藷
作
の
場
合
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫
　
河
音
能
平
氏
（
「
中
世
社
会
成
立
期
の
農
民
問
題
扁
『
闘
太
・
史
研
究
恥
七
一
号
）

　
や
長
山
泰
孝
氏
（
註
⑫
論
文
）
が
、
延
警
蕪
園
整
理
令
で
王
臣
家
と
寓
豪
摺
と
の

　
直
接
的
結
合
を
切
断
し
て
再
び
国
が
公
昆
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
た

　
の
ば
正
当
で
あ
り
、
私
も
具
体
的
に
は
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
方
法
で
公
民
と
し

　
て
の
全
…
的
把
握
が
な
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。

⑳
　
河
音
氏
「
匪
本
封
建
岡
家
の
成
立
を
め
ぐ
る
二
つ
の
階
級
」
甕
（
『
日
本
史
研
究
駈

　
六
二
号
）

⑭
　
本
朝
世
紀
久
安
五
年
十
月
二
目
条
に
、
三
河
国
解
で
「
無
主
荒
野
、
以
難
癖
之

　
人
、
　
可
為
主
事
」
と
い
う
こ
と
の
承
認
を
官
に
申
翻
し
た
の
に
対
し
、
　
こ
れ
は

　
「
格
文
」
に
あ
る
こ
と
だ
か
ら
敢
て
新
儀
を
た
て
る
も
の
と
し
て
難
ず
べ
き
も
の

　
で
も
な
い
、
と
評
ざ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
古
法
の
形
式
を
墨
守
し
よ
う

　
と
し
た
意
見
と
、
古
法
を
無
理
に
拡
大
解
釈
し
て
で
も
国
の
実
情
を
み
と
め
て
行

　
こ
う
と
す
る
意
見
と
が
、
暗
に
対
立
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
（
右
の
　
二

　
建
国
申
講
の
こ
と
が
「
格
文
」
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
　
二
代
格
弘
仁
十
年

　
十
｝
月
五
二
の
京
中
世
地
に
関
す
る
格
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

　
は
弥
永
東
三
氏
註
⑮
論
文
参
照
）
。

㊧
　
土
田
直
鎮
氏
「
上
卿
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
史
論
集
』
下
巻
）

⑳
　
例
え
ば
寛
治
四
年
七
月
十
三
臼
賀
茂
上
・
下
潮
に
付
与
さ
れ
た
大
量
の
荘
園
施

　
入
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
都
宇
・
竹
岡
荘
の
成
立
に
つ
い
て
」
竹
原
市
史
論

　
説
編
を
参
照
）
。

⑰
泉
谷
氏
「
公
田
変
質
の
一
考
察
」
　
（
『
歴
史
評
論
』
一
〇
六
弩
）

輸
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
池
辺
弥
氏
「
倭
名
類
聚
抄
『
社
名
』
考
」
（
『
成
城
文
芸
』

　
一
七
号
）
参
照
。
た
だ
し
氏
が
個
々
の
文
書
・
記
録
に
出
て
く
る
呼
名
と
、
倭
名

　
抄
の
下
名
と
が
　
致
す
る
度
合
を
そ
の
主
た
る
指
標
と
さ
れ
た
こ
と
に
は
疑
問

　
が
あ
る
が
、
氏
が
そ
こ
で
副
次
的
に
あ
げ
ら
れ
た
倭
名
抄
の
記
載
に
み
ら
れ
る
混

　
乱
の
分
析
が
、
私
に
は
第
一
次
的
な
指
漂
た
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

　
（
拙
稿
F
）
。

鍛
　
拙
稿
「
八
・
九
世
紀
の
売
券
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
史
学
研
究
』
七
〇
号
）
．

⑳
　
松
岡
氏
「
郷
土
の
成
ハ
立
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
…
一
五
号
）

⑳
　
後
藤
陽
　
氏
「
創
始
期
の
院
政
に
就
て
」
上
（
『
史
学
研
究
隔
　
二
の
四
、
続
稿

　
掲
載
号
は
漂
稿
と
共
に
原
干
爆
弾
の
㎜
犠
牲
と
な
っ
た
）
、
　
橋
本
義
彦
氏
「
院
政
政

　
権
の
一
考
｛
祭
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
四
号
）
、
竹
内
理
三
三
門
院
政
の
成
立
」
（
『
岩
波

　
日
本
歴
史
』
古
代
四
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
滋
買
大
学
講
師
）
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The　State　Land　Systern　in　the　Tenth

　　　　　　Century　and　its　Collapse

　　　　　　by

Sy6z6　Sakameto

　The　＄tate　land　system　means　the　system　starting　from　the　reforipa－

tion　of　land　system　in　the　tenth　century　including　Engi－Sh6en－Seiri－

1～ei延喜荘園整理令，　continuing　tili　about　the　middle　of　the　eleventh

century，　altd　intendlng　mainly　mainteRance　of　public　field，　or　K6den

公田contrary　to　private　property，　by　Kokushi国司．　The　public　field

ineans　the　succession　of　fields　except　hereditari　private　fields，　such

qs　ICubesn－den四分闘in．κo勧g％国警；it　was　not　regarded　as　a　pr三vate

property　even　oii　devastatioB　and　higher　rent　was　imposed．

　Kobushi　acceptedκ伽4θπ一加π検田権from　the　state，　and　was　obliged

to　maintain　the　public　fields　Settled　in　theκ加％．κo肱z％基準国図；then

he　organized吻6名w漉in　his　country，　wh呈ch　was　the　system　for

cukivating　of　pu．biic　field　and　grasping　people　and　land．　Since　about

the　second　quarter　of　the　eleventh　century　symptoms　of’　dissolution

appeared　in　that　system；　that　is，　it　is　considered　that　public　field　was

changed　into　private　property　bearing　another　name，　also　My6　in　tke

tenth　century　was　chaiigee．

Historical　Facts　and　Legends　Cencerning　Dayan　Qan

by

Hisashi　Sat6

　　The　famous　Dayan　Qan　in　the　MQngolian　literatures　was　unknown

with　many　opinions　in　his　historical　dates　and　ChiRese　name．　Accq－

rding　to　the　representative　opinions　of　Sei　翫4α　ヲ和ヨヨ清　andノ碗π力擁

Hagiwara’s萩原淳平，　the　former　made　him　Batu　M6ngke（born　1464，

reign　1481一1532　ot’　33），　and　the　latter　Bayan　M6ngke　his　brother　（reign

1488－i519　or　1520）．　lt　is　correct　that　judging　from　our　study，　Dayan

Qan　was　Bayan　M6ngke　（born　1469，　reign　1487一一1519）．

　　Literatures　in　Mongol　construct　a　great　legend　of　Dayan　Qan，　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（636）


