
平
安
期
の
開
発
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題

吉

田

晶

【
要
約
】
　
平
安
期
は
、
そ
れ
ま
で
の
律
令
国
家
の
条
里
制
施
行
に
代
表
さ
れ
る
岡
家
的
な
大
規
模
開
発
か
ら
荘
園
制
下
の
小
規
模
開
発
へ
の
過
渡
期
に
あ

た
っ
て
い
る
。
当
蒋
の
主
要
な
開
発
の
対
象
は
、
条
里
制
の
遺
産
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
田
代
と
、
体
制
的
に
た
え
ず
再
生
産
さ
れ
て
い
た
荒
廃
田
で
あ

っ
て
、
い
ず
れ
も
比
較
的
開
発
の
容
易
な
土
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
撃
発
対
象
に
対
し
て
は
、
一
般
掃
墨
層
も
小
規
模
な
開
発
を
行
な
い
得
る
し
、

ま
た
た
え
ず
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
治
田
所
有
者
と
し
て
の
土
地
に
対
す
る
権
利
を
強
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
定
下
し
て
階
級

的
な
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
在
地
の
有
力
者
を
は
じ
め
荘
園
領
主
や
国
衙
な
ど
の
閥
発
を
大
き
く
規
定
す
る
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う

な
視
角
か
ら
こ
の
暁
代
の
開
発
の
諸
富
を
考
え
る
こ
と
を
中
心
と
し
た
。
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
史
林
四
八
巻
六
号
　
【
竪
穴
五
年
＝
月

安期の開発に関する二・三の闇題（窃田）

爾
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
平
安
期
は
、
耕
地
開
発
の
形
態
と
い
う
面
か
ら
み
れ
ば
、
条
里
制

施
行
に
し
め
さ
れ
る
よ
う
な
律
令
国
家
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
大
規

模
開
発
か
ら
、
購
水
池
や
中
小
河
川
の
小
取
水
口
を
設
備
し
て
精
密

な
用
水
管
理
を
行
う
荘
園
制
下
の
小
規
摸
開
発
へ
の
過
渡
的
な
時
代

　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
す
き

で
あ
る
。
ま
た
、
農
具
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
牛
馬
を
利
用
す
る
梨
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
農
村
内
部
に
普
及
し
て
ゆ
く
時
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、
開
発
主
体

と
し
て
は
、
攣
を
所
有
し
、
下
人
所
従
な
ど
の
隷
属
労
働
力
を
所
有

す
る
、
一
般
農
民
と
は
区
別
さ
れ
た
嶺
時
の
中
間
層
で
あ
る
田
堵
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

名
主
層
が
主
要
な
役
割
を
担
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　
お
よ
そ
、
一
時
代
の
開
発
を
総
体
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
歴
史
的

意
義
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
な
問
題
で
は
な
い
。
闇
発
対

象
と
し
て
の
土
地
の
状
態
、
生
産
の
披
衛
約
水
準
、
階
級
分
化
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

則
、
共
同
体
お
よ
び
国
家
権
力
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
の
検
討
を

除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
複
雑
な
雨
落

が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
開
発
に
視
点
を
据

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
聞
題
を
再
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
も
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ま
た
可
能
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
り
た
い
と
思

う
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
問
題
、
と
く
に
国
家
権
力
や
共
同
体
な

ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
全
体
の
な
か
で
特
に
重
要
な
意
義

を
認
め
な
が
ら
も
、
す
こ
ぶ
る
不
十
分
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
を
ま
ち
た
い
と
思
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
課
題
を
考
え
る
た
め
の
主
要
な
問
題
と
し
て
、
ど

の
よ
う
な
土
地
が
主
と
し
て
開
発
対
象
と
さ
れ
て
い
た
か
、
こ
の
時

代
の
一
般
農
民
の
開
発
状
況
と
そ
れ
を
通
じ
て
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な

階
級
的
成
長
を
遂
げ
て
ゆ
く
か
、
ま
た
彼
ら
の
開
発
が
中
闘
層
・
荘

園
領
主
・
国
衙
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
ま
た
規
定
し
て
行

っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
と
思
う
。

　
①
　
古
島
傭
繊
雄
『
日
本
曲
釈
尊
中
ハ
』
　
（
岩
波
金
剛
）
六
七
・
六
九
・
一
〇
二
・
一
〇
五

　
　
～
七
頁
。

　
②
戸
田
芳
実
「
中
世
初
期
農
業
の
～
特
質
」
（
『
岡
史
論
集
』
一
）
五
四
六
頁
。

　
③
　
戸
田
、
前
掲
論
文
　
五
闘
五
頁
。

　
④
石
母
田
圧
「
封
建
翻
成
立
の
…
ユ
の
間
題
駄
（
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
江
上
）

　
　
で
は
、
陪
級
分
化
の
法
鑓
の
嗣
題
を
中
心
に
し
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
検
討
が

　
　
行
わ
れ
て
い
る
。

二
　
開
発
対
象
と
【
般
農
民
の
開
発

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
開
発
が
、
ど
の
よ
う
な
土
地
を
対
象
と
し
て

行
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
代
の
生
産
力
の
水
準
を
う
か

が
う
上
で
す
く
な
か
ら
ぬ
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
か
ら
平

安
期
の
開
発
が
、
ど
の
よ
う
な
土
地
を
主
要
な
対
象
と
し
て
い
た
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
平
安
遺
文
に
収
録
さ
れ
た
諸
史
料

の
し
め
す
と
こ
ろ
で
は
、
荒
野
・
荒
廃
田
・
山
林
・
川
成
・
浜
な
ど

と
す
こ
ぶ
る
雑
多
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
ど
の
時
代
に
も
み
ら
れ
る

も
の
と
な
ら
ん
で
、
こ
の
時
代
に
固
有
の
開
発
対
象
と
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
た
し
ろ

も
の
に
「
田
代
」
が
あ
る
。
平
安
遺
文
の
な
か
か
ら
田
代
史
料
を
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

見
の
範
囲
で
あ
げ
る
と
第
一
表
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
他
、
奈
良
・

鎌
倉
時
代
等
に
も
い
く
つ
か
の
例
が
あ
る
が
、
後
に
考
え
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
へ

平
安
期
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
た
地
目
用
語
と
し
て
の
実
体
と
は
若

干
こ
と
な
っ
て
お
り
、
平
安
期
の
田
代
に
は
前
後
の
時
代
と
は
異
な

る
特
質
が
見
出
さ
れ
る
。

　
第
一
表
か
ら
田
代
の
特
微
を
概
括
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま

ず
地
域
的
な
分
布
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
史
斜
の
残
存
状
況
か
ら

考
え
て
正
確
を
期
し
が
た
い
点
が
残
る
と
し
て
も
、
一
応
、
全
国
的

に
用
い
ら
れ
た
地
目
用
語
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
幾
内
に
全
く

な
く
、
関
東
・
九
州
に
少
数
の
例
し
か
な
く
、
大
部
分
は
伊
勢
・
紀

伊
・
近
江
・
傍
賀
・
尾
張
・
越
前
・
遠
江
・
備
後
・
安
芸
・
讃
岐
・
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平安期の閣発に開する二・益麗）賜題（告置i）

　　　　　　　　　　　繁一表　平安時代の網代吏料

＼・翼瓶属轟講歴併勲・・包含欄．鍵 撮典1

伊
欝
伊
紀
筑
遠
紀
越
紀
俳
近
目

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

P1

P2

勝藤獣庄

伊
近
下
紀
備
近
遠

13

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Q0

勢
賀
伊
祷
江
伊
前
伊
賀
江
芸
淵
薮
江
野
伊
野
江
江

公　　傾

簗瀬庄

名手庄
観世音導
領

質侶庄

石手庄

牛原庄
1．1．1崎庄

黒ffl庄

網田庄
安芸脚京
領

善顯，曼
禁羅導領

場口過庄

依知座
薗部保
神田庄

太田慮

柏凍露
池1：王／庄

欝
牌
難
驚
鐙

　
　
　
ら

添
延
延

長
保
保

ユ
　

ぐ
り
り
ゐ
　
　

り
の
　
　
　

　
　

ヨ

安
安
暦
爆
保
万
安
階

久
久
永
山
下
永
仁
嘉

8el

leeg

le66

1107

1127

1129

1129

1王32

玉132’

1133

1138

1139

1145

1150

王16ユ

1162

1162

1166

1167

1171

墾「｛1，由

荒野

見｛乍田，荒野

見作，薦旺1，菰畠，

誌代

鼻茸，常麓，贔代

見作田畠，荒「灘銭，

荒野

麓地

位作園畠，鹸代，

野ン由

荒贔

旧作荒野

畠，荒野，菓林，
杣出

畠，二成

由野

荒野

見1乍，畠代，壌浜

見作F封畠，畠代，

棄林

荒野，lli沢

見作，年荒，常荒，
・l11・野・浜・溺（1

飛廃公撫
2隊地

見　　作

動乍，年

（見作）

○
○
○
△
○
○
△
○
△
○
○
○
○

o

△
○
○
○

　20号

　448号
1002・馨

1070弩

2110暦

2129号

2王46号

2241畢

225G丹

2282暑

50G1弩

　2410滞

　2569号

　2709畢

　3152母

　3194弩

　3234号

穣106弩
罎

　3433弩

　3569号

鱈1縫畢錨1鷲警こあること嬢ら齪の’聯働1雛劉のあ
　　　　　2，出典の番簿は平安遺文文：潜番号による。

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

尾
張
岡
墾
田
井
田
代
三
十
五
町
八
段
四

十
歩

　
海
部
郡
十
三
条
馬
背
羅
一
町
三
段

　
む
　
　
ゆ

　
田
代
葦
陳
三
十
四
町
五
段
照
十
歩

豊

隆

み
ら
れ
る
。

も
ち
な
が
ら
も
、
実
質
的
な
地
黛
と
し

て
は
同
じ
で
は
な
く
、
大
別
し
て
三
つ

の
型
に
分
類
で
き
る
。
A
型
は
、
多
度

神
恵
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
（
平
安
遺
文
第

二
〇
口
万
文
晩
目
、
以
下
文
澄
口
番
q
万
の
み
を
潔
蟹
，
）
に

伊
豫
な
ど
の
畿
内
周
辺
の
い
わ
ゆ
る
中

闇
地
域
に
主
と
し
て
分
布
し
て
い
る
こ

と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
第
二
は
田
代
の

ほ
と
ん
ど
が
条
里
制
地
割
と
密
接
な
関

係
を
も
ち
、
条
里
地
割
内
の
一
つ
の

地
臼
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
全
体
と
し
て
右
の
よ
う
な
共
通
性
を
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荒
廃
公
田
一
十
六
町
五
段
四
十
歩
輔
鰭
M
卿
断
板
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
六
年
佃
還
公
　
窒
地
一
十
八
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
略
）

　
右
の
史
料
に
よ
る
と
、
田
代
は
墾
田
と
区
別
さ
れ
る
地
目
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
、
そ
の
な
か
に
常
荒
・
今
荒
を
含
む
荒
廃
公
田
と
六
年
佃
還
公
の

空
地
と
い
う
、
現
に
耕
作
さ
れ
て
い
な
い
土
地
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　

右
の
外
に
同
史
料
の
研
万
国
の
田
地
の
項
に
は
、
　
「
田
代
野
瀬
所
」

と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
は
前
者
と
は
こ
と
な
っ
て
、

か
っ
て
耕
地
化
さ
れ
た
歴
史
を
も
た
な
い
未
開
地
を
さ
す
と
考
え
ら

れ
る
。
一
般
に
、
墾
田
と
称
さ
れ
る
土
地
に
は
、
開
発
し
て
耕
地
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
治
掴
と
、
未
開
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

地
と
の
両
方
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
即
実
で
あ
る

が
、
、
右
の
史
料
で
の
田
代
と
区
別
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
墾
田
は
、

治
田
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
奈
良
時
代
の

唯
一
の
田
代
史
料
で
あ
る
天
平
十
九
（
七
四
七
）
年
の
大
安
寺
伽
藍
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

起
井
流
記
資
財
帳
（
呉
楽
遣
文
三
七
八
～
九
頁
）
に
、
「
開
田
篇
と
「
未
開

む
　
　
む

田
代
」
を
区
別
し
て
地
積
を
し
る
し
て
い
る
。
墾
田
一
般
は
必
ず
し

も
治
田
と
同
じ
で
は
な
い
が
、
田
代
と
区
別
さ
れ
る
限
り
で
の
墾
田

は
闇
田
b
治
田
と
同
様
の
意
味
に
解
釈
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
A
型
の
田
代
は
荒
廃
公
田
や
六
年
藤
里
の
空
　
4

地
な
ど
の
か
つ
て
開
発
さ
れ
た
歴
史
を
も
つ
土
地
と
と
も
に
、
未
開

田
代
や
田
代
野
な
ど
の
耕
地
化
の
歴
史
を
持
た
な
か
っ
た
土
地
を
も

指
示
す
る
地
属
で
あ
っ
て
、
既
開
・
未
開
を
問
わ
ず
耕
地
と
し
て
利

用
び
う
る
可
能
性
を
も
ち
な
が
ら
、
現
在
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
な
い
開
発
予
定
地
の
総
称
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
点
は
、
次
の
8
型
の
田
代
が
既
知
地
を
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ

と
か
ら
み
て
、
夏
霞
用
語
と
し
て
は
な
お
未
分
化
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
B
型
は
十
一
・
十
二
世
紀
に
も
っ
と
も
数
多
く
み
ら
れ
る
も
の
で
、

地
穣
と
し
て
は
独
自
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
嘉
承
二
（
二
〇
七
）

年
の
名
手
庄
に
関
す
る
官
宣
旨
案
（
一
六
七
〇
号
）
に
よ
っ
て
例
示
す

る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
左
弁
官
下
　
紀
伊
園
金
鳥
峯
専

　
　
応
丁
以
晶
管
那
賀
郡
河
北
字
名
手
村
田
畠
地
利
百
選
宛
中
大
塔
仏
聖
灯
油

　
　
料
鵡
事

　
　
　
田
四
十
一
町
一
段
一
工
十
歩

　
　
　
見
作
三
町
一
段
三
十
歩
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荒
田
八
町

む
　
　
む

田
代
三
十
町

畠
八
十
工
町
，
二
段

漏
話
十
二
町
二
段

荒
畠
十
町

む
　
　
む

畠
代
六
十
町

（
後
略
）

　
霜
の
史
料
と
第
一
表
の
併
列
地
自
の
項
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら

ば
、
B
型
の
田
代
は
大
き
く
は
「
田
」
の
な
か
の
地
臼
の
一
つ
で
、

畠
地
一
般
・
山
林
・
原
・
川
成
な
ど
と
区
別
さ
れ
る
が
、
’
方
で
は

見
作
田
・
荒
田
・
年
荒
と
は
こ
と
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
点

か
ら
み
れ
ば
、
B
型
田
代
は
耕
地
化
の
た
め
の
人
力
が
全
く
煎
え
ら

れ
て
い
な
い
荒
野
や
原
な
ど
と
は
こ
と
な
る
水
田
予
定
地
で
あ
る
が
、

荒
田
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
耕
地
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
土
地

　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
地
動
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

土
地
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
田
代
が
条
里
地
割
と
密
接
な
関
係
を
も

つ
と
い
う
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
条
墨
地
割
内
の
水
闘

予
定
地
と
い
う
の
が
B
型
田
代
の
具
体
的
な
存
在
形
態
な
の
で
あ
る
。

か
つ
て
古
島
氏
は
条
里
地
域
に
未
開
地
が
す
く
な
く
な
か
っ
た
こ
と

を
指
摘
さ
鮎
が
・
盈
鴇
は
萎
期
に
お
け
る
そ
の
よ
う
粂

園
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
前
掲
史
料
に
「
畠
代
」
と
い
う
地
目
が
み
え
る
が
、
右
の
田
代
に

関
す
る
考
察
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
条
里
内
の
畠
と
し
て
の
開
発
予

定
地
を
指
示
す
る
用
語
で
あ
る
。
条
黒
地
割
内
に
あ
り
な
が
ら
両
者

が
区
別
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
灌
概
の
便
の
有
無
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
平
安
期
に
未
開
地
を
「
水
便
に
髄
っ
て
」
闇
発
し
た
こ
と

を
示
す
史
料
が
す
く
な
く
な
く
（
た
と
え
ば
一
九
八
．
二
一
二
、
五
七
三
量
、

灌
瀧
の
便
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
胴
の
ま
ま
放
齪
さ
れ
て
い

た
土
地
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
土
地
が
B
型

顕
代
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
C
型
田
代
は
、
そ
の
菰
か
に
見
作
田
や
年
荒
田
を
含
ん
で
い
て
特

別
の
地
獄
で
は
な
く
、
田
地
一
般
の
総
称
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
久
安
元
（
＝
四
五
）
年
の
讃
岐
国
善
通
寺
曼
茶
羅
僚
友
領
注
進

状
（
二
子
ハ
九
号
）
に
よ
っ
て
例
示
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
ハ
前
略
）

　
一
善
通
津

　
　
　
仲
村
郷
五
十
九
町
五
段

　
　
　
　
o
　
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
〉

　
　
　
　
田
代
二
十
晦
三
段
六
十
歩
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見
作
製
町
九
段
百
八
十
歩

　
年
荒
十
町
三
段
二
百
三
十
歩

　
（
マ
　
　
　
　
　
マ
）

畠
三
十
八
町
七
段
百
二
十
歩

　
作
麦
十
九
町
一
段
三
百
歩

　
年
荒
十
四
町
二
段
山
ハ
十
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

　
右
の
よ
う
な
用
法
で
の
田
代
は
す
で
に
特
別
の
地
臼
で
は
な
く
田

地
の
総
称
と
な
っ
て
い
る
。
平
安
期
に
は
す
く
な
い
が
鎌
倉
中
期
以

降
は
む
し
ろ
一
般
的
と
な
り
、
今
日
で
は
田
代
と
い
え
ば
C
型
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

味
に
理
解
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
田
代
と
よ
ば
れ
る
地
鐵
の
具
体
的
な
内
容
の
変
化

は
、
平
安
期
の
開
発
の
進
行
と
対
応
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に

こ
の
よ
う
な
変
化
の
理
由
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
A
型
と
B

型
は
と
も
に
不
耕
地
で
地
子
そ
の
他
の
官
物
は
課
せ
ら
れ
な
い
。
し

た
が
っ
て
公
的
な
負
担
体
系
か
ら
み
れ
ば
A
型
か
ら
B
型
へ
の
変
化

を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
A
型
か
ら
8
型
へ
の
変
化
は
負
担

体
系
な
ど
の
公
的
理
由
か
ら
う
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
の

農
民
が
開
発
を
前
提
に
し
て
主
体
的
に
未
開
地
に
陶
き
あ
つ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
そ
の
理
由
を
求
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
開
発
予
定
地
が

水
便
の
有
無
に
よ
っ
て
、
田
代
と
畿
代
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
は
、
右
の
事
情
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
8
型
田
代
は
、
さ
ら
に
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一

の
型
は
紀
伊
国
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
庄
（
村
）
域
内
の

広
大
な
面
積
を
し
め
る
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
を
表
示
す
る
と
第
二
表

の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
庄
は
坪
毎
の
耕
地
状
況
を
示
す
史
料
を

欠
く
た
め
、
田
代
の
存
在
形
態
は
不
明
で
あ
る
が
、
耕
地
化
率
の
低

さ
か
ら
み
て
、
一
円
性
を
も
ち
な
が
ら
数
箇
贋
に
存
在
し
た
と
推
定

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
型
は
遠
江
圏
に
典
型
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
質
侶
庄
（
牧
）
で
は
田
地
一
一
〇
八
町
九
段
余
の
う
ち

聞
代
一
七
六
段
で
約
八
％
（
二
一
二
九
引
写
）
、
池
田
庄
で
は
三
八
五
町
四

段
余
に
対
し
て
六
四
町
一
段
余
で
約
一
六
％
（
三
胤
六
九
母
）
と
な
っ

て
い
て
、
紀
伊
に
く
ら
べ
て
田
地
内
で
の
占
め
る
比
率
は
低
く
、
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

付
か
ら
み
る
と
各
坪
毎
に
小
規
模
に
散
在
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
B
型
田
代
の
あ
り
方
ぽ
、
蜜
然
、
田
代
に
対
す

る
開
発
の
進
行
を
し
め
す
も
の
で
、
第
一
の
型
か
ら
第
二
の
型
へ
移

行
し
や
が
て
田
代
全
部
が
開
発
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
の
段
階
に
な

る
と
田
代
は
そ
れ
ま
で
の
開
発
予
定
地
と
し
て
意
味
を
失
っ
て
、
田

地
の
総
称
と
し
て
の
C
型
に
移
行
す
る
。
B
型
の
第
一
の
多
か
っ
た

6　（soe）
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第二表
山　崎　庄：
（2250琴）

114町6反250歩

73晦4反250歩

41町2反

6G町　60歩余

35町　60歩

25町余

石　手　庄
（2146母）

88町2’反210歩

29町5反308歩

9MT　2反262歩

50町

20瞬丁3反　82歩

161町　　　　190歩

4旧丁2反252歩

名　手　庄
（王67e号）

41町1反30歩
3ill丁玉反30歩

8町

30町

82町2反

12町2反

10町

60町

＼野
　鐸ζ分　x＼

積
作
田
代

戸山
見
荒
田

田

積
喪
主
代

地
冤
荒
畠

錨

　　　　　t　tIllO町劇荒

36　9056　cro73％
際地に対する
田代の比率

紀
伊
国
で
文
永
一
〇
（
一
二
七
三
）
年
の
阿
旦
川
上
荘
の
田
地
が
、

　
　
む
　
　
　

　
合
田
代
　
三
七
町
四
段
二
〇
歩

　
　
常
々
荒
　
一
一
町
七
反
四
〇
歩

　
　
常
事
　
三
反
半

　
　
年
不
作
　
四
恥
一
段
一
〇
〇
歩

　
．
河
　
成
　
三
〇
〇
歩

　
　
作
　
田
　
一
一
一
晦
一
段
一
二
〇
歩

　
　
除
　
田
　
九
町
八
段
穴
○
歩

と
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
右
の
事
清
を
如
実
に

示
し
て
い
る
（
高
野
由
文
書
巻
五
の
六
五
一
頁
）
。
も
と
よ
り
当
時
の
開
発
は

全
田
地
の
安
定
耕
地
化
で
は
な
い
。
常
々
荒
・
常
荒
・
年
不
作
な
ど

の
不
耕
地
を
含
む
粗
放
な
開
発
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
十
分
に
考
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
B
型
田
代
か
ら
C
型
照
代
へ
の
変
化

と
い
う
事
実
に
注
国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
B
型
田
代
を
中
心
と
し
た
田
代
史
料
の
地
域

的
分
布
の
特
徴
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
畿
内
に
田
代
史

料
の
み
ら
れ
な
い
の
は
、
B
型
田
代
が
全
国
的
に
地
程
と
し
て
用
い

ら
れ
る
に
い
た
っ
た
十
一
～
二
世
紀
に
は
、
す
で
に
条
里
地
割
施
行

地
域
の
開
発
が
、
そ
の
な
か
に
荒
田
や
年
不
作
を
含
む
粗
放
な
形
態

を
と
っ
た
と
は
い
え
、
す
で
に
一
応
は
ほ
ぼ
終
っ
て
い
た
と
い
う
事

情
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
辺
境
地
域
に
み
ら
れ
な

い
の
は
、
史
料
の
不
足
に
よ
る
と
は
い
え
、
条
璽
欄
施
行
が
不
徹
底

の
ま
ま
で
放
鷺
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
中
問
地
帯
に
お
け
る
田
代
の
語
義
の
変
化
は
、
古
代
的
な
律
令

国
家
に
よ
る
条
里
制
開
発
の
粗
放
な
完
成
が
平
安
期
を
通
じ
て
進
行
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し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
田
代
の
語
義
の
変
化
と
囎
発
の
関
係
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
な
ら
ば
、
平
安
期
の
闇
発
に
関
す
る
先
行
研
究
に
若
干
の

補
足
を
行
う
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
古
島
氏
は
十
世
紀
初
頭
に

編
集
さ
れ
た
倭
名
類
聚
抄
の
し
る
す
全
国
民
田
数
と
室
町
初
期
の
拾

芥
抄
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
、
約
四
百
年
の
間
に
八
万
四
干
町
余
の

増
加
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
注
員
し
て
、
こ
の
期
間
の
闇
発
の
停
滞
に

　
　
　
　
　
　
　
⑩

つ
い
て
考
察
さ
れ
た
。
戸
田
氏
は
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
中
頃
に

か
け
て
の
栄
山
寺
領
の
見
作
田
の
変
動
を
検
討
し
て
、
倭
名
抄
の
闘

数
に
は
年
荒
n
不
安
定
耕
地
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
し
、
中
世
初
期
農
業
が
一
定
量
の
安
定
耕
地
を
基
礎
に
し
な
が
ら

不
安
定
耕
地
の
安
定
化
を
は
か
り
な
が
ら
、
荒
地
に
向
っ
て
伸
縮
し

つ
つ
外
延
的
に
発
展
す
る
形
態
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
、
開
発
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

意
義
を
重
視
し
て
い
る
。
田
代
の
語
義
の
変
化
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
、

右
の
戸
田
氏
に
よ
る
古
島
氏
に
対
す
る
発
展
的
批
判
は
正
し
い
と
考

え
る
。
も
と
よ
り
倭
名
類
聚
抄
と
拾
常
直
の
田
数
算
定
の
基
礎
と
な

っ
た
材
料
が
ど
の
程
度
の
正
確
性
を
も
ち
う
る
か
、
ま
た
田
と
し
て

認
定
す
る
基
準
が
同
じ
で
あ
っ
た
か
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、

気
書
の
田
数
に
は
蓬
蓬
性
を
期
し
難
い
も
の
が
あ
る
が
、
古
島
氏
の

よ
う
に
こ
の
期
間
の
開
発
を
低
く
み
つ
も
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。　

さ
ら
に
「
水
便
」
の
あ
る
未
開
地
の
存
在
と
い
う
こ
と
は
、
平
安

期
の
闇
発
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
関
係
を
考
慮
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
大
規
模
な
労
働
力
の
集
中
使
用
を
前

提
と
す
る
貯
水
池
や
煽
窓
の
造
築
を
か
な
ら
ず
し
も
必
要
と
し
な
い

た
め
、
小
規
模
開
発
が
斑
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
依
レ
有
晶

水
便
」
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
若
干
の
例
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
　
播
磨
国
某
庄
の
延
喜
五
（
九
〇
五
）
年
の
開
発
は
十
三
力
説
に

わ
た
っ
て
各
坪
の
本
田
に
接
続
し
て
二
町
六
段
余
を
ひ
ら
い
た
も
の

で
あ
り
（
一
九
八
号
）
、
東
寺
領
大
山
庄
の
延
藤
十
五
（
九
一
五
）
年
の

闇
発
は
三
か
坪
（
う
ち
二
坪
は
連
続
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
田
に
接
続
す

る
未
開
地
を
ひ
ら
い
て
満
作
と
し
た
も
の
で
あ
り
（
二
＝
一
号
）
、
筑
前

国
観
世
音
寺
の
市
町
畠
の
な
か
に
あ
る
開
発
田
二
段
も
同
様
に
考
え

ら
れ
る
（
鷲
七
三
号
）
。
こ
れ
ら
の
水
便
あ
る
乗
開
地
一
田
代
…
以
下

田
代
は
B
型
を
さ
す
一
は
小
規
模
開
発
の
可
能
な
土
地
で
あ
り
、

条
里
地
割
の
施
行
は
、
平
安
期
に
こ
の
よ
う
な
開
発
対
象
を
広
汎
に

残
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
二
は
、
田
代
の
耕
地
化
に
適
応
し
た
生
産
要
具
は
、
そ
の
労
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働
の
性
質
か
ら
み
て
表
土
の
掘
起
を
効
果
的
に
行
う
た
め
の
属
性
を

そ
な
え
た
畜
力
を
利
用
す
る
梨
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
う
た
が
え

な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
禦
が
当
時
の
農
村
の
中
間
層
と
し
て
の

「
田
堵
鐘
名
主
層
」
に
普
及
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
先
行
研
究
に
あ

き
ら
か
で
、
彼
ら
が
田
代
開
発
の
主
要
な
担
い
手
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
推
測
に
か
た
く
な
い
。
だ
が
同
時
に
田
代
は
鋤
・
鍬
な
ど

を
使
用
す
る
人
力
に
よ
る
開
発
の
も
っ
と
も
容
易
な
未
開
地
で
も
あ

る
。
し
か
も
鋤
・
鍬
は
奈
良
・
平
安
初
期
に
お
い
て
は
ひ
ろ
く
一
般

農
民
層
に
ま
で
も
普
及
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
も
ま
た
田
代

開
発
の
担
い
手
で
も
あ
っ
た
。
梨
な
ど
を
利
用
す
る
ば
あ
い
に
比
較

し
て
、
鍬
鋤
に
よ
る
開
発
は
あ
き
ら
か
に
能
率
的
で
は
な
い
。
だ
が
、

こ
れ
ら
一
般
農
民
の
開
発
は
小
規
模
な
が
ら
、
相
惑
に
す
す
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
注
平
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
名
な
天
平
神
護
二

（
七
六
六
）
年
の
越
前
国
司
解
（
寧
楽
遣
文
、
六
六
二
～
六
八
九
頁
）
と
こ
れ

に
関
連
す
る
数
通
の
墾
田
売
券
（
同
、
中
巻
所
収
）
で
は
、
戸
主
外
の

房
戸
主
や
戸
q
の
開
墾
と
墾
田
所
有
の
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た

事
実
で
あ
り
、
九
世
紀
の
近
江
国
愛
智
郡
大
国
郷
・
八
木
郷
の
墾
照

所
有
（
平
安
遺
文
第
一
巻
所
収
〉
も
同
様
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
彼
ら
が

開
発
田
を
保
持
し
て
ゆ
く
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、

r
正
税
な
ど
の
公
的
負
担
の
た
め
売
却
す
る
こ
と
も
旗
亭
で
あ
っ
た
し
、

王
臣
家
や
在
地
の
富
豪
層
に
横
奪
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
社
会
的
条
件
の
も
と
で
、
翠
を
持
つ
に
は
い
た
ら
な
い

　
一
般
仁
慈
の
小
規
模
早
発
が
た
え
ず
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
的
・
社
会
的
に
無
権
利
で
あ
っ
た
が
故

に
、
こ
れ
ら
の
開
発
田
が
つ
ね
に
王
臣
家
寺
社
富
豪
等
に
吸
収
さ
れ

て
ゆ
く
傾
向
を
も
っ
て
は
い
た
が
、
一
般
農
民
の
開
発
田
の
す
べ
て

が
吸
収
さ
れ
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
吸
収
さ
れ
た
後
と
い
え
ど
も
彼

ら
が
か
っ
て
の
開
発
田
に
何
ら
の
権
利
を
も
持
た
な
か
っ
た
の
で
も

な
い
。
こ
の
こ
と
の
意
義
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
は
、
平
安
期
の

開
発
を
考
え
る
た
め
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
田
代
の
意
味
を
検
討
し
て
、
平
安
期
の
開
発
が
条
里
制
地

割
内
の
灌
概
の
便
の
あ
る
比
較
的
開
発
の
容
易
な
土
地
を
対
象
と
す

る
ば
あ
い
の
多
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
開
発
が
畜
力
を
利
用
す
る

梨
耕
に
も
っ
と
も
適
し
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
生
産
手
段
を
所
有
す

る
農
民
階
層
u
「
磁
堵
・
名
主
層
」
は
開
…
発
の
指
…
導
的
役
割
を
担
い

得
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
一
方
、
田
代
は
鍬
鋤
な
ど
の
人
力
に
よ

る
開
発
の
も
っ
と
も
容
易
な
土
地
で
も
あ
り
、
一
般
農
民
層
の
開
発

対
象
と
し
て
小
規
模
な
開
発
が
た
え
ず
行
わ
れ
る
土
地
で
も
あ
っ
た
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こ
と
を
考
え
た
。
つ
ぎ
に
、
一
般
農
民
の
開
発
田
に
対
す
る
権
利
関

係
の
変
化
の
過
程
を
荒
廃
田
の
再
開
発
の
ば
あ
い
を
中
心
に
考
え
た

い
と
思
う
。

　
公
地
公
民
制
の
原
則
に
立
脚
す
る
律
令
制
で
は
、
開
発
は
国
家
の

行
う
べ
き
事
業
と
さ
れ
、
王
臣
家
以
下
農
民
に
い
た
る
ま
で
の
諸
階

層
は
国
家
の
開
発
し
た
耕
地
を
分
与
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
令
制

で
は
諸
階
層
の
行
う
開
発
に
関
す
る
規
定
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
令

制
の
開
発
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
田
令
荒
廃
田
条
が
唯
一
の
も

の
で
あ
る
。
一
般
農
民
に
も
関
係
す
る
の
は
、
公
私
田
の
荒
廃
三
年

以
上
の
ば
あ
い
に
官
司
の
許
可
を
得
て
再
開
発
・
耕
作
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
私
田
は
三
年
、
公
田
は
六
年
を
経
過
す
れ
ば
本
主
や
窟
へ

返
還
す
る
と
あ
る
条
文
で
あ
る
。
極
め
て
限
定
さ
れ
た
耕
作
権
が
荒

廃
田
の
再
開
発
に
対
し
て
あ
た
え
ら
れ
た
権
利
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
律
令
的
原
則
の
変
更
が
養
老
七
（
七
一
一
三
）
年
の
三
世
一
身
法

と
そ
れ
の
発
展
と
し
て
の
天
平
十
五
（
七
四
三
）
年
の
墾
田
永
世
私

有
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
墾
田
に
対
す
る
権
利
に
は
売
買
や
質
入
れ
な
ど
の
権

利
が
伴
っ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
そ
れ
が
所
有
権
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
た
し
か
に
自
由
処
分
の
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
み

れ
ば
墾
田
主
の
墾
田
に
対
す
る
権
利
は
所
有
権
で
あ
る
と
み
て
も
差

支
え
な
い
。
だ
が
、
所
有
権
の
内
容
は
歴
史
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格

を
異
に
し
て
い
る
。
墾
田
所
有
の
場
合
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
歴
史
的

特
質
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
天
平
十
五
年
格
に
「
若
受
レ
地
之
後
棄
二

干
三
年
ハ
本
主
不
レ
開
聴
畠
他
人
開
墾
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
　
つ

ま
り
、
国
司
に
よ
っ
て
墾
田
た
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
土
地
で
も
、

現
実
に
開
発
し
耕
作
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
そ
の
権
利
は
否

定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
墾
田
に
対
す
る
権
利
と
は
現
実
の
農
業
経

営
が
そ
の
土
地
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
政
府
の
開
墾
奨
励
政

策
と
し
て
格
が
出
さ
れ
て
い
る
事
情
か
ら
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

墾
田
所
有
の
歴
史
的
性
格
を
考
え
る
上
で
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か

な
い
。
つ
ま
り
、
墾
田
所
有
権
と
は
、
農
業
経
営
の
実
施
と
い
う
事

実
に
も
と
つ
い
た
経
営
の
対
象
と
し
て
の
排
他
的
独
占
で
あ
り
、
経

営
を
離
れ
て
土
地
そ
の
も
の
を
権
利
と
し
て
所
有
す
る
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
他
人
の
墾
田
地
で
あ
っ
て
も
「
三
年
不
耕
」
の
地
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
横
奪
す
る
こ
と
は
、
す
こ
ぶ
る
合

法
的
な
行
為
で
さ
え
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
非
力
な
一
般
農
民
の

墾
田
所
有
は
、
た
え
ず
横
奪
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
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た
。

　
以
上
の
よ
う
な
荒
廃
田
の
再
開
発
や
墾
田
に
対
す
る
権
利
の
あ
り

方
は
、
九
世
紀
を
通
じ
で
次
第
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
天
長
元
（
八
二

四
）
年
八
月
廿
奪
格
（
頚
楽
一
二
代
格
所
収
）
で
は
、
三
河
圏
に
お
い
て
荒

廃
公
田
の
再
開
発
を
行
っ
た
ば
あ
い
に
、
令
欄
の
六
年
還
公
を
改
め

・
て
一
身
の
間
の
蚕
食
を
認
め
、
も
し
開
発
者
が
早
死
し
た
と
き
は
死

後
六
年
間
は
家
族
の
耕
食
を
許
す
こ
と
と
な
り
、
貞
観
十
二
（
八
七

〇
）
年
十
・
二
月
二
十
五
日
絡
（
類
聚
三
代
格
）
で
は
こ
れ
を
三
河
国
だ
け

に
と
ど
め
ず
、
就
園
的
欄
度
に
ま
で
拡
大
し
た
。
当
時
の
生
産
技
術

が
見
作
と
年
荒
を
繰
り
か
え
す
不
安
定
耕
地
を
多
く
含
む
段
階
で
あ

り
、
し
か
も
律
令
国
家
の
収
奪
が
た
え
ず
農
民
の
逃
亡
や
浪
人
の
発

生
を
も
た
ら
し
て
い
た
状
況
の
も
と
で
は
、
荒
廃
田
は
い
わ
ば
体
捌

約
に
再
生
産
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
農
民
の
開
発
が
田
代
と
な

ら
ん
で
荒
廃
田
の
再
熱
発
に
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

推
測
に
難
く
な
い
。
右
の
二
つ
の
格
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
律
令
体
言
の
解
体
に
と
も
な

っ
て
、
死
後
還
公
の
原
則
は
有
名
無
実
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
格
は
開

発
後
の
治
田
所
有
ま
た
は
治
田
寄
進
後
の
作
手
所
有
の
権
利
を
規

定
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
平
安
末
期
の
例

で
は
あ
る
が
、
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
の
某
荘
田
堵
大
江
依
行
解

（
三
三
〇
〇
号
）
で
は
、
母
の
時
に
荒
野
を
開
発
し
た
事
実
を
あ
げ
て
、

開
発
地
に
対
す
る
寄
進
後
の
作
手
所
有
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て

「
天
長
元
年
格
扁
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
の
格
は
さ
き
に
み

た
天
長
元
年
格
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
天
長
一
7
6
年
格

の
引
用
は
正
し
く
な
く
、
む
し
ろ
天
平
十
五
年
格
を
あ
げ
る
べ
き
で

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
霞
体
に
む
し

　
　
　
　
　
⑫

ろ
意
義
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
律
令
国
家
の
解
体
に
と
も
な
っ
て
、
当

初
の
死
後
還
公
の
規
定
は
す
で
に
問
題
で
は
な
く
な
り
、
荒
廃
田
の

再
開
発
は
開
発
者
の
永
世
私
有
を
嶺
然
と
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。

　
墾
闘
に
つ
い
て
は
、
　
寛
平
八
（
八
九
六
）
年
四
月
二
日
越
（
類
聚
竃

　
　
　
　
⑬

代
格
）
が
あ
る
。
山
域
国
の
諸
郡
司
の
解
に
も
と
づ
い
て
、
諸
富
の
百

姓
ら
が
荒
廃
田
や
空
閑
地
を
墾
繊
と
し
て
立
券
し
た
後
に
、
そ
の
土

地
の
全
部
を
開
発
で
き
ず
に
い
る
の
が
当
疇
の
通
例
で
あ
っ
た
こ
と

を
の
べ
、
王
臣
家
ら
が
天
平
十
五
年
格
に
い
う
三
年
不
言
の
場
合
の

規
定
を
利
用
し
て
畏
民
の
関
発
途
中
の
墾
田
を
横
領
す
る
現
実
に
も
」

と
つ
い
て
、
も
し
一
町
の
う
ち
二
段
痛
発
し
て
い
た
な
ら
些
一
年
川

南
耕
地
改
判
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
こ
の
官
符
に
い
　
鍛



う
「
諸
郷
百
姓
」
が
富
豪
層
な
ど
の
有
力
農
民
で
は
な
く
、
九
世
紀

の
一
般
農
民
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
天
平
十
五
年
格

は
さ
き
に
考
え
た
よ
う
に
、
墾
田
地
全
体
に
対
し
て
現
実
に
開
発
経

営
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
墾
田
所
有
の
客
観
的
根
拠
と

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
格
で
は
一
た
び
立
券
さ
れ
る
な
ら
ば
十
分
の
二

の
経
営
で
十
分
で
あ
り
、
他
の
未
墾
地
に
対
し
て
は
権
利
と
し
て
の

所
有
が
み
と
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
令
を
利

用
し
て
積
極
的
な
墾
田
所
有
を
展
開
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
一
般
農

民
で
は
な
く
王
臣
家
以
下
富
豪
層
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
法
令
の

基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
一
般
農
民
の
墾
田
闇
発
の
進
行
と
そ
の
所
有

に
関
す
る
切
実
な
要
求
と
そ
の
た
た
か
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
王
臣
家
以
下
の
荘
園
所
有
も
こ
の
よ

う
な
一
般
農
民
の
開
発
に
負
う
と
こ
ろ
の
多
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
景
観
十
八
年
（
八
七
六
）
の
近
江
欝
欝
寸
意
定
文
（
一
七
二
号
）

に
よ
れ
ば
、
壁
越
の
庄
城
拡
大
は
庄
自
身
の
開
発
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
庄
の
行
う
出
挙
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
を
「
治
田
買
着
料
」

と
し
て
支
出
し
て
周
辺
の
農
民
の
治
田
を
集
積
す
る
こ
と
を
主
と
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
般
的
に
は
「
買
得
型

荘
園
し
．
の
成
立
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
荘
園
の
成
立

が
一
般
性
を
も
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
窃
体
が
、
一
般
農
民
の
零
細

で
あ
る
と
は
い
え
不
断
に
続
け
ら
れ
て
い
た
開
発
と
治
田
所
有
の
事

実
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
律
全
的
な
班
照
農
民
と
十
世
紀
以
後
の
王
朝
的
農
民
と
の
間
に
は

い
く
つ
か
の
差
異
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一

つ
に
耕
地
に
対
す
る
権
利
関
係
の
差
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

王
朝
的
農
民
の
典
型
は
い
わ
ゆ
る
「
弱
小
田
堵
」
と
よ
ば
れ
る
階
層

で
あ
る
が
、
彼
ら
は
耕
地
に
対
し
て
二
つ
の
異
っ
た
関
係
を
も
っ
て

い
る
。
一
つ
は
荘
田
ま
た
は
公
田
を
請
作
す
る
と
い
う
側
面
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

他
は
治
田
の
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
統

一
的
に
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
班
田
農
民
と
の
差
異
と
い

う
点
か
ら
み
て
、
重
視
さ
れ
る
の
は
治
田
主
で
あ
る
と
い
ヶ
側
面
で

あ
る
。
請
作
に
お
い
は
一
年
毎
の
契
約
と
い
う
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
請
作
地
に
対
す
る
所
有
権
は
は
じ
め
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
班
田
農
民
の
口
分
田
耕
作
に
お
け
る
法
的
な
無
権
利
と
の
共

通
性
さ
え
も
っ
て
い
て
、
請
作
は
王
朝
的
歴
史
条
件
の
も
と
で
か
っ

て
の
耕
地
に
対
す
る
班
田
農
民
の
無
権
利
が
再
生
産
さ
れ
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
田
堵
が
班
田
農
民
と
こ
と
な
る
決
定
的
な
要

件
は
治
田
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
庄
園
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両
院
と
い
う
二
重
の
隷
属
関
係
を
も
ち
な
が
ら
も
、
な
お
自
立
的
な

農
業
経
営
者
と
し
て
存
在
し
え
た
客
観
的
理
由
で
あ
る
。
し
か
も
、

治
田
が
原
則
的
に
は
開
発
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら

み
て
、
農
民
の
零
細
か
つ
散
在
的
な
開
発
の
問
題
は
、
そ
の
規
模
の

点
や
政
治
的
．
社
会
的
な
劣
弱
な
地
位
の
た
め
に
治
田
の
所
有
が
不

安
定
で
あ
る
と
い
う
こ
乏
に
よ
っ
て
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
、
律
令
的
班
田
農
民
か
ら
王
朝
的
田
堵
農
民
へ
の
転
化
を
も

た
ら
し
た
基
本
的
要
因
と
し
て
の
歴
史
的
意
義
を
与
え
ら
れ
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
農
民
の
開
発
の
問
題
は
彼
ら
の
階
級

分
化
の
あ
り
方
を
も
規
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
律
令
的
収
奪

と
生
産
技
術
上
の
水
準
か
ら
荒
廃
田
が
た
え
ず
叢
叢
的
に
生
み
嵩
さ

れ
、
ま
だ
条
里
地
割
の
な
か
に
田
代
が
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
農
村

景
観
の
も
と
で
は
、
開
発
は
日
常
約
な
課
題
で
あ
る
と
共
に
農
業
経

営
安
定
の
た
め
不
可
欠
の
条
件
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
課
題
に

対
応
す
る
農
業
経
営
の
構
造
は
、
小
家
族
の
分
立
装
単
婚
家
族
に
よ

る
経
営
で
は
な
く
、
開
発
の
た
め
に
一
定
度
の
労
働
力
の
集
中
的
使

用
を
可
能
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
耕
地
の
連
作
経

営
と
い
う
限
り
で
は
小
家
族
経
営
の
可
能
な
生
産
技
術
に
達
し
な
が

ら
も
、
既
耕
地
自
体
が
平
作
と
年
度
を
繰
り
か
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
不
安
定
耕
地
で
あ
り
、
し
か
も
経
営
の
拡
大
と
安
定
化
を
は
か

る
た
め
に
年
荒
地
以
外
、
へ
の
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
開
発
の
可
能
な
田

代
や
荒
廃
田
へ
の
開
発
が
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
あ
い
、
数

個
の
小
家
族
を
そ
の
な
か
に
含
む
家
父
長
的
家
族
共
同
体
、
あ
る
い

は
下
人
・
所
従
な
ど
の
隷
属
的
労
働
力
を
含
む
家
父
長
的
農
奴
主
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

購
造
は
必
然
的
で
さ
え
あ
る
。
こ
の
点
で
も
平
安
期
の
開
発
は
注
閤

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

①
　
こ
の
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
岩
本
次
郎
・
河
野
勝
行
氏
の
教
示
を
え
た
。
な
お

　
脱
落
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
以
下
の
解
論
の
大
筋
に
は
影
響
…
し
な
い
と
思
う
。

②
△
印
は
い
ず
れ
も
紀
伊
羅
那
賀
郡
に
風
す
る
。
谷
岡
武
雄
氏
の
紀
ノ
川
流
域
の

　
の
条
里
の
復
原
に
よ
れ
ば
　
（
藤
岡
謙
二
郎
編
『
河
谷
の
歴
史
地
理
的
研
究
』
）
那

　
賀
郡
の
東
爾
の
名
草
・
伊
都
両
郡
の
条
里
の
遺
構
は
た
し
か
め
ら
れ
る
が
、
那
賀
郡

　
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、
古
く
か
ら
開
か
れ
た
こ
の
地
域
に
条
里
舗
が

　
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
角
鋼
の
理
由
で
も
な
い
限
り
困
雑
で
あ
る
。

③
以
下
、
史
料
中
の
門
壱
」
は
「
ご
、
「
弐
」
は
「
二
」
と
い
う
よ
う
に
改
め
る
。

④
　
こ
の
史
料
は
、
田
田
荒
廃
田
条
に
い
う
荒
廃
公
照
の
再
開
発
は
六
年
を
経
て
還

　
公
す
る
規
定
の
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
数
少
な
い
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。

⑤
雷
雲
啓
醤
「
田
堵
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
四
三
号
）
。

⑥
厳
密
に
い
え
ば
、
蒐
廃
田
が
長
く
放
概
さ
れ
て
か
っ
て
耕
地
で
あ
っ
た
こ
と
が

忘
れ
ら
れ
た
土
地
も
田
代
と
表
現
さ
れ
る
も
と
も
あ
り
う
る
。

⑦
古
島
前
掲
書
六
七
頁
。

⑧
新
村
出
『
広
辞
苑
恥
田
代
の
項
諦
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⑨
坪
並
を
閣
上
に
復
原
す
る
と
連
続
す
る
も
の
も
あ
り
、
実
際
の
景
観
は
坪
付
で

　
読
み
と
る
も
の
よ
り
も
散
在
度
は
低
い
。
と
く
に
池
田
庄
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。

⑬
　
古
島
前
掲
書
一
〇
二
～
三
頁
、
な
お
村
尾
次
郎
『
律
令
財
政
史
の
研
究
臨
で
諸

　
書
の
本
田
数
か
ら
校
訂
数
を
出
し
て
い
る
が
、
坂
木
賞
三
氏
の
批
判
す
る
様
に
そ

　
の
行
論
に
疑
問
が
あ
る
　
（
「
十
世
紀
王
覇
園
蜜
土
地
主
題
と
そ
の
崩
壊
賦
質
果
林
』

　
四
八
一
五
、
謎
⑭
参
照
）
。

⑪
　
戸
譲
　
前
掲
論
文
。

⑫
｝
鉢
叩
符
を
あ
げ
て
そ
の
開
講
利
を
主
張
す
る
大
江
実
録
一
幕
は
平
安
期
の
照
堵
の
文
書

　
で
も
異
色
の
も
の
で
、
と
く
に
三
百
年
程
以
前
の
格
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
、

　
被
が
た
ん
な
る
農
民
で
は
な
く
若
干
の
法
令
の
知
識
を
も
つ
入
物
で
あ
る
こ
と
を

　
示
し
て
い
る
。

⑬
村
井
康
彦
「
名
威
立
の
歴
史
的
前
提
し
　
（
『
鷹
史
学
研
突
臨
一
二
五
丹
）
で
は
、

　
名
成
立
の
視
角
か
ら
こ
の
絡
を
論
じ
て
い
る
。

⑭
　
黒
弱
俊
雄
氏
は
照
堵
を
「
農
業
繰
當
を
專
ら
業
と
す
る
著
」
の
意
に
解
し
、
そ

　
の
な
か
に
種
々
の
階
層
が
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
（
「
荘
園
鵠
の
基
本
的
盤
格
と

　
構
幽
主
螺
咽
」
『
中
…
世
祉
・
会
の
蕪
本
濃
…
造
臨
班
乱
収
）
。
こ
の
指
櫨
　
は
正
し
い
と
思
う
。
だ

　
が
同
時
に
細
堵
と
よ
ば
れ
た
農
業
経
営
奢
の
あ
り
方
は
、
時
期
的
に
変
化
し
て
い

　
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
大
づ
か
み
に
い
っ
て
、
九
・
十
樵
紀
の
照
堵
は
十

　
一
・
十
二
批
紀
の
大
名
田
堵
と
購
…
層
的
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
右
力
齋
口
外
に
附
与
さ
れ

　
た
称
睡
で
あ
り
、
十
一
・
十
二
批
紀
の
貧
弊
田
堵
・
小
名
田
堵
な
ど
と
よ
ば
れ
る

　
階
懸
は
、
そ
れ
以
前
に
は
田
堵
と
は
啄
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
。
有
名
な
尾
張
罵
解

　
文
に
舐
の
い
〆
㍉
、
農
艮
を
「
田
玉
池
否
姓
扁
し
偏
連
称
す
る
反
｝
隙
、
第
十
ふ
ハ
条
に
は
田
堵
に

　
対
す
る
特
別
の
負
担
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
右
の
こ
と
と
開
連
し
て
い
る
。

　
同
じ
く
照
堵
と
よ
ば
れ
て
も
、
そ
の
内
容
は
時
期
酌
に
匿
黙
す
る
こ
と
が
必
要
で

　
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
論
じ
た
い
。
補
勲
参
照
。

⑮
　
清
水
三
男
「
沼
壌
の
性
質
」
（
『
臼
本
世
の
村
落
翫
）
、
村
井
康
彦
「
田
堵
の
存
在

　
形
態
」
　
（
『
古
代
綱
家
解
…
体
過
程
の
研
究
』
）
。

⑬
　
田
堵
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
村
井
氏
が
前
掲
⑮
の
論
文
で
主

　
と
し
て
解
明
さ
れ
た
「
散
田
・
請
作
」
の
欝
欝
は
す
こ
ぶ
る
大
き
な
価
値
を
も
つ

　
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
た
だ
こ
の
側
面
を
重
視
さ
れ
た
結
締
、

　
氏
も
み
と
め
ら
れ
て
い
る
治
田
主
と
し
て
の
側
醗
の
比
重
が
軽
く
な
り
、
九
・
十

　
世
紀
段
階
で
の
田
堵
が
下
級
宮
入
の
経
鷹
を
も
つ
農
村
内
の
有
力
者
膳
で
あ
っ
た

　
と
い
う
綴
葡
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
班
田
農
民
か
ら
田
堵

　
へ
の
変
化
・
生
長
を
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
請
作
の
も
つ
意
義
を
み
と
め
つ

　
つ
も
、
彼
ら
が
治
田
空
と
し
て
穿
在
し
た
と
い
う
側
薦
を
蕪
本
に
お
か
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
と
思
う
。

⑰
戸
田
前
掲
論
文
。

三
　
大
名
顕
堵
の
開
発

　
従
来
か
ら
平
安
期
の
開
発
の
主
要
な
担
い
手
と
し
て
注
臼
さ
れ
て

い
る
の
は
、
牛
馬
や
梨
・
下
人
所
従
な
ど
の
隷
属
労
働
力
・
多
く
の

三
士
な
ど
を
所
有
す
る
「
小
名
客
思
」
と
は
区
別
さ
れ
た
、
「
大
名
田

　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

堵
」
層
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
地
域
に
つ
い
て
比
較
的
多
く
の
治
田
と

そ
の
所
有
奢
を
記
載
す
る
天
暦
七
（
九
五
三
）
年
の
伊
勢
国
近
長
谷

寺
資
財
帳
（
二
六
〇
掲
・
）
を
手
掛
り
に
し
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

　
近
長
谷
寺
は
仁
和
元
（
八
八
五
）
年
に
正
六
位
上
の
位
階
を
も
ち
得

度
し
て
曇
勝
の
法
名
を
も
つ
飯
高
宿
禰
諸
氏
が
内
外
の
近
親
に
す
す

め
て
建
立
し
た
寺
で
あ
っ
て
、
資
財
帳
に
は
治
田
約
十
町
・
垣
内
廿
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二
処
・
畠
若
干
と
こ
れ
ら
を
寄
進
し
た
三
十
四
名
の
人
名
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
飯
高
砥
は
伊
勢
国
の
嘉
名
を
称
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら

も
、
古
く
か
ら
同
国
に
お
い
て
勢
望
を
も
つ
有
力
な
地
方
豪
族
の
一

つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
奈
良
時
代
に
は
中
央
と

の
関
係
も
深
く
、
後
宮
の
職
員
（
采
女
・
命
婦
）
と
な
る
も
の
や
、
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

來
大
寺
司
の
下
級
官
人
と
し
て
活
躍
す
る
例
も
あ
り
、
平
安
初
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
諸
国
の
受
領
を
歴
任
す
る
人
物
も
あ
っ
て
、
中
央
で
の
地
位
は
決

し
て
高
く
は
な
い
が
地
方
に
基
盤
を
も
ち
な
が
ら
中
央
の
中
級
ま
た

は
下
級
官
人
と
な
る
と
い
う
、
八
・
九
世
紀
の
地
方
豪
族
層
の
典
型

的
な
一
例
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
飯
高
氏
の
一
族
で
あ
る

諸
氏
が
「
内
外
近
親
」
に
す
す
め
て
建
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
治

田
や
垣
内
な
ど
を
寄
進
し
た
も
の
の
な
か
に
、
こ
の
地
域
に
声
望
を

も
つ
有
力
者
層
が
少
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
か
た
く
な
い
。
事
実
、
寄
進
者
な
か
に
は
土
佐
橡
・
絹
可
大
司
・
多

気
郡
検
校
・
大
宰
師
御
監
・
前
々
斉
宮
寮
大
允
な
ど
の
職
名
を
も
つ
も

の
が
あ
り
、
貞
観
元
（
八
五
九
）
年
の
近
江
国
敏
知
庄
検
田
帳
二
二
九

響
）
　
の
前
伊
勢
羅
宰
依
知
秦
公
安
雄
や
遠
江
獺
悪
摺
乙
長
ら
が
田
堵

と
よ
ば
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
九
世
紀
に
お
い
て
田
堵
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
有
力
な
農
業
経
営
者
と
い
う
の
が
、
寄
進
者
の
多
く
が
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
る
階
層
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
資
財
帳
か
ら
は
、

さ
き
に
み
た
一
般
農
畏
履
の
開
発
と
は
こ
と
な
っ
た
大
名
田
堵
層
の

開
発
や
治
田
所
有
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
資
財
帳
殊
載
の
寄
進
地
の
多
く
は
櫛
田
河
中
流
域
に
あ
り
、
附
近

に
は
有
名
な
大
国
・
川
合
庄
も
存
在
す
る
。
こ
の
資
財
帳
の
特
色
の

一
つ
は
約
六
十
筆
に
お
よ
ぶ
治
田
・
垣
内
・
畠
の
四
囲
の
土
地
状
況

を
記
載
し
て
い
る
こ
と
で
、
治
田
や
垣
内
が
ど
の
よ
う
な
土
地
に
設

定
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
い
い
か
え
れ
ば
ど
の
よ
う
に
開
発
が
す
す
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
れ
て
い
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
点
に
あ
る
。
と
く
に
多
気
・
飯
野

両
郡
の
条
里
は
谷
岡
武
雄
氏
に
よ
っ
て
復
原
さ
れ
て
お
り
、
・
石
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

う
な
考
察
を
す
す
め
る
た
め
に
す
こ
ぶ
る
有
益
で
あ
る
。
治
田
を
四

四
の
土
地
状
況
と
の
関
連
で
検
討
す
る
と
き
、
す
こ
ぶ
る
ア
ト
ラ
ン

ダ
ム
な
様
糟
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
大
づ
か
み
に
分

類
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
は
垣
内
や
宅
に
隣
接
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
多
気
灘
W
ふ
一
山
ハ
条
四
疋
四
回
沓
工
鎗
。
2
0
。
3
0
坪
や
照
同
条
ギ
丑
煽
脚
可
塑
轟
瓢
。

32

ﾘ
は
、
櫛
田
河
南
岸
の
自
然
堤
防
に
接
す
る
地
域
で
あ
っ
て
、
多

く
の
壇
内
や
宅
が
営
ま
れ
て
お
り
聚
落
の
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
あ
る
が
、
こ
の
地
域
に
可
成
り
の
治
田
が
あ
る
。
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第
二
は
公
田
と
隣
接
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
多
気
郡
十
六
条
四
疋
田
里
2
坪
の
麻
積
在
子
の
二
段
の
治
田
は
東

西
北
三
方
を
公
田
に
か
こ
ま
れ
、
同
郡
十
七
条
一
判
田
里
3
3
坪
の
大

中
匝
良
扶
の
二
段
の
治
聞
も
同
様
で
あ
る
。

　
第
三
は
他
の
治
田
主
の
治
田
と
隣
接
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
多
気
郡
十
七
条
二
判
田
里
6
坪
の
日
置
畠
布
町
の
一
般
や
、
同
番

十
六
条
四
疋
田
里
1
9
・
2
0
坪
に
ま
た
が
る
麻
積
聖
子
の
一
段
な
ど
は

そ
の
例
で
あ
る
。

　
第
四
は
未
開
地
と
隣
接
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
例
は
す
こ
ぶ
る
多
い
が
、
多
気
郡
十
六
条
一
当
恵
里
1
2
・
1
3

坪
の
飯
高
常
実
の
六
段
は
東
・
南
で
岡
と
接
し
、
同
郡
十
七
条
一
心

田
里
2
7
坪
の
大
中
臣
墨
画
の
一
段
は
東
・
西
に
岡
と
接
し
、
そ
の
他

に
三
方
を
岡
に
か
こ
ま
れ
る
も
の
も
す
く
な
く
な
い
。

　
以
上
を
通
観
し
て
、
当
時
の
治
田
が
聚
落
の
近
辺
や
公
田
な
ど
の

一
般
的
に
は
一
応
開
発
き
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
地
域
に
も
不
乱
心
に

点
在
す
る
事
実
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
条
里
制

地
割
の
な
か
に
荒
廃
田
や
田
代
が
入
り
組
ん
で
い
て
、
有
力
田
堵
層

の
開
発
も
こ
の
よ
う
な
不
耕
地
の
耕
地
化
の
方
向
を
も
っ
て
い
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
所
有
者
を
異
に
す
る
治
田
が
集
中
す

る
傾
陶
や
未
開
地
と
隣
接
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
開
発
が
必
ず
し
も

孤
立
に
行
わ
れ
ず
、
周
辺
農
民
と
の
共
同
作
業
を
と
も
な
い
な
が
ら
、

条
里
内
外
の
未
開
地
に
向
っ
て
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
の
す
く
な
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
資
財
帳
は
特
定
個
人
の
治
田
・
垣
内
所
有
の
全
貌
を
考
え
る

た
め
の
史
料
で
は
な
い
。
だ
が
、
一
人
で
十
二
筆
（
う
ち
二
線
は
隣
接

す
る
か
ら
実
際
は
十
一
筆
）
を
寄
進
す
る
本
願
主
飯
高
諸
氏
に
つ
い
て

は
、
そ
の
大
体
の
傾
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
寄
進
地
は
第

三
表
の
通
り
で
あ
る
が
、
次
の
二
点
を
注
目
し
た
い
。
第
一
は
、
櫛

田
河
下
流
の
伊
勢
平
野
の
中
心
部
か
ら
上
流
に
近
い
地
域
ま
で
の
広

汎
な
地
域
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
郷
や
村
な

ど
の
村
落
的
規
模
を
越
え
て
お
り
、
飯
野
郡
全
体
に
ま
た
が
っ
て
い

る
。
第
二
は
四
段
前
後
の
地
積
を
も
つ
の
は
三
筆
程
で
、
他
は
二
～

一
段
ま
た
は
そ
れ
以
下
で
あ
り
、
小
数
の
比
較
的
大
き
な
地
片
と
多

数
の
小
地
方
か
ら
な
る
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
資
財
帳

の
他
の
治
田
に
も
共
通
し
て
い
る
。
約
二
町
が
一
地
域
に
集
中
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

橘
高
子
の
ば
あ
い
は
例
外
で
あ
る
が
、
六
段
か
ら
四
段
ほ
ど
を
一
筆

と
す
る
も
の
は
少
数
で
あ
り
、
二
～
一
段
ま
た
は
そ
れ
以
下
の
地
片

が
大
部
分
で
あ
る
。
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平安期の闘発に関する二・三の問題（書碑）

考備

簗三裏　飯高宿爾諸氏審進一覧

積1条毘坪

芽芝肇｝；，　r暫大声，　西或ヒ箔台

東治田，宅垣内，西治ffl，畠

東爾林，西治ff，北溝

東南公田，西北川

謎ご南」ヒ道，　繭治日R

飯野郡

　11

　ク，

　！1

　！1

　ク

　！1

　！t

　11

　11

　ク

　ク

6条　3里　4坪
！！，　1！，　30

14，　5，　23
ク，　　　4，　34，　35

16，　2，　16

！1，　1！）　1！，

17，　4，　2e

18，　2，　10

〃，　ク，　13

19，　3，　23

20，　2，　12，

中万郷，宮守村

1反

3反　300歩

坂　3eG歩

玉反　半

2反　200歩

2反

　　100歩

　　300歩

　　200歩

4反

4反

1処

種類

治田
ク

〃
　
　
ク
　
　
ク
　
　
ク
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃

1！

壇内

1
2
3
4
5
6
7
9
9
1
0
1
1
1
2

①8と9は1筆
②5と6は同坪にあっても1筆ではな

考備

　
郷
ま
た
は

村
を
こ
え
て

一
士
的
に
散

在
し
、
か
つ

小
数
の
大
地

片
と
多
数
の

小
乗
片
か
ら

な
る
と
い
う

諸
残
の
治
田

分
布
の
形
態

は
、
当
時
の

大
名
田
堵
の

治
田
所
有
の

共
通
の
傾
向

で
あ
っ
た
。

仁
寿
四
（
八

五
四
）
年
の

興
研
国
墨
田

郡
司
解
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

｝
五
号
）
は
同
郡
擬
大
領
紀
宿
禰
真
弓
の
新
田
畠
を
記
載
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
和
佐
村
・
丹
生
村
・
大
豆
田
村
・
在
野
村
・
小
嶋
村
の
各

誌
に
分
散
す
る
と
共
に
、
畠
一
町
を
別
と
す
れ
ば
、
五
段
一
筆
・
四

段
一
筆
・
三
段
一
筆
の
ほ
か
は
大
部
分
が
無
地
片
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

高
尾
一
彦
残
の
復
原
さ
れ
た
貞
観
十
（
八
六
八
）
年
の
段
階
で
の
近

江
国
大
国
郷
の
依
知
秦
浄
罪
の
買
得
治
田
も
「
十
四
筆
計
二
町
二
反

三
〇
四
歩
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
十
条
五
里
と
十
条
六
里
の
境
に

約
一
町
近
く
と
十
二
条
七
里
に
約
六
反
近
く
が
集
中
し
て
い
る
ほ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
、
ま
る
で
散
在
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
真
弓
の
場
合
は
「
新
田

畠
」
と
あ
っ
て
開
発
に
よ
る
取
得
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、

浄
男
の
場
合
は
㎜
貫
得
を
主
と
す
る
と
の
差
は
あ
る
が
、
と
も
に
治
田

所
有
が
散
在
的
で
あ
り
少
数
の
大
地
片
と
多
数
の
寒
地
片
か
ら
な
る

と
い
う
傾
向
は
か
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
八

世
紀
に
私
財
と
私
有
労
働
力
を
投
入
し
て
大
規
模
な
藤
葛
工
事
を
行

っ
て
開
発
し
た
生
江
東
人
が
、
足
羽
郡
内
に
一
円
的
な
墾
田
を
所
有

　
　
　
　
　
⑩

し
て
い
た
こ
と
と
対
象
的
で
あ
る
（
鍍
．
楽
遺
文
六
八
八
買
）
。

　
右
の
よ
う
な
九
世
紀
の
大
名
田
堵
層
の
治
田
所
有
の
あ
り
方
は
、

治
田
所
有
の
前
提
と
し
て
開
発
が
生
江
東
人
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
大

規
摸
な
灌
慨
工
事
を
行
う
も
の
で
は
な
く
、
嘉
時
の
条
里
地
割
内
の
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耕
地
化
が
十
分
に
は
す
す
ま
ず
、
荒
廃
田
や
田
代
が
既
耕
地
と
入
り

く
ん
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
状
況
の
も
と
で
、
彼
ら
の
囎
発
が
さ

－
き
に
考
え
た
一
般
農
民
の
開
発
と
同
様
に
こ
の
よ
う
な
不
耕
地
に
向

け
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
比
較
的

開
発
し
や
す
い
良
田
と
な
る
べ
き
土
地
を
え
ら
ぶ
ば
あ
い
に
、
治
田

が
散
在
性
・
小
規
模
性
を
も
つ
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
で
も
あ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
当
時
の
開
発
の
労
働
力
の
あ
り
方
と
も
関

係
す
る
。
　
や
や
年
代
は
下
る
が
保
安
四
（
一
＝
一
三
）
年
の
和
泉
国

読
響
郷
の
兼
弊
館
光
駕
論
圏
勘
注
案
（
一
九
九
九
号
）
に
よ
れ
ば
、
　
光

時
は
「
下
人
垣
内
」
を
切
り
開
い
て
大
薗
田
四
段
を
所
有
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
下
人
を
そ
の
所
領
内
に
植
え
つ
け
て
開
発
と
耕
作
に
あ
た

ら
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
資
財
帳
の
治
浅
と
境
内
の
寄
進
以
前
の

関
係
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
が
、
一
郡
内
に
分
散
す
る
治
田
の
開
発
や
耕
作
が
、
光
時
の
ば
あ

い
の
よ
う
に
下
人
の
植
付
け
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
可
能
性
は
十
分
推

定
で
き
る
。
こ
の
外
、
諸
氏
の
治
田
成
立
に
買
得
行
為
も
予
想
で
き

る
が
、
こ
の
ば
あ
い
は
当
然
散
在
性
・
零
細
性
を
も
た
ざ
る
を
得
な

い
。

　
右
の
よ
う
な
小
規
模
な
散
在
聖
遷
の
ほ
か
に
、
橘
高
子
の
一
族
の

よ
う
に
二
町
に
達
す
る
一
円
的
治
田
も
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
治

田
が
開
発
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
下
人
・
所
従
な

ど
の
、
隷
属
労
働
力
を
集
中
的
に
投
入
す
る
と
い
う
形
態
が
と
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ほ
ぼ
う
た
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

治
田
の
耕
地
が
大
名
田
堵
層
の
農
業
経
営
の
基
盤
で
も
あ
っ
た
。
新

田
楽
譜
の
田
中
豊
野
の
有
名
な
叙
述
や
田
植
に
関
す
る
枕
草
子
の
有

名
な
記
述
な
ど
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
一
円
的
な
耕
地
に
対
す
る

労
働
力
の
集
中
使
用
と
い
う
形
態
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
農
業
経

営
を
行
い
う
る
と
い
う
こ
と
が
、
彼
ら
の
一
般
農
民
の
経
営
に
卓
越

し
た
先
進
的
経
営
者
で
あ
っ
た
所
以
で
も
あ
っ
た
。
－

　
以
上
の
よ
う
な
開
発
と
経
営
に
お
け
る
二
つ
の
側
面
の
統
一
が
平

安
初
期
の
有
力
田
堵
層
の
特
質
で
あ
る
。
彼
ら
の
階
級
的
性
格
を
奴

隷
制
的
と
み
る
か
、
農
奴
制
的
と
み
る
か
は
議
論
の
別
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
こ
と
は
嗣
知
の
通
り
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に

お
い
て
検
討
す
る
。
だ
が
資
財
帳
か
ら
う
か
が
え
る
限
り
に
つ
い
て

い
え
ば
、
寄
進
さ
れ
た
壇
内
は
、
そ
の
雲
霧
進
者
ま
た
は
そ
の
子
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
は
異
な
る
人
物
の
居
住
を
明
記
す
る
例
も
あ
っ
て
、
垣
内
の
居
佐

者
は
さ
き
に
み
た
珍
光
時
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
下
人
で
あ
る
可
能
性

が
つ
よ
い
。
下
人
を
自
己
の
支
配
す
る
垣
内
に
植
付
け
て
ゆ
く
と
い
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平安驚の關発に関する二・三三の悶題（齋田）

う
形
態
を
も
つ
限
り
、
下
人
と
所
有
者
と
の
関
係
は
農
奴
制
的
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
基
本
と
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
下
人
が

比
較
的
大
き
な
地
片
の
開
発
や
経
営
に
駆
使
さ
れ
た
ば
あ
い
、
そ
の

支
配
が
如
何
に
苛
酷
な
形
態
を
も
つ
と
し
て
も
、
農
奴
制
的
な
性
格

を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
有
力
田
堵
暦
は
村
落
に
基
盤
を
お
く
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
生
江
導
管
の
よ
う
な
私
力
に
よ
る
大
規
模
な
用

水
路
建
設
と
そ
れ
に
よ
る
灌
概
支
配
と
い
う
要
素
を
も
た
ず
、
し
か

も
治
田
・
塩
内
は
村
落
的
規
模
を
越
え
て
郡
内
に
散
在
す
る
。
こ
の

こ
と
は
、
先
述
の
よ
う
に
一
般
農
畏
が
た
え
ず
小
規
模
な
治
照
を
開

発
し
自
己
の
経
営
の
安
定
と
発
展
を
指
向
し
て
い
る
状
況
で
は
、
こ

れ
ら
の
農
民
に
農
奴
的
支
配
を
お
し
ひ
ろ
げ
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
運

動
法
則
に
と
っ
て
必
ず
し
も
有
利
で
は
な
い
。
む
し
ろ
両
者
の
間
に

き
び
し
い
矛
盾
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
灌
概
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
制
圧
で
き
ず
、
村
落
に
対
し
て
外
在
的
で
あ
る

彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
の
支
配
酌
地
位
を
確
保
す
る
道
は
、
私
出
挙
な

ど
の
土
地
支
配
以
外
の
面
か
ら
農
民
を
支
配
し
さ
ら
に
債
務
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
・

て
下
人
化
し
て
ゆ
く
こ
と
、
あ
る
い
は
上
級
の
権
力
を
結
塾
し
て
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

地
で
の
権
威
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
田
堵
が
中
央
・

地
方
の
下
級
官
人
と
な
る
こ
と
は
ひ
ろ
く
み
と
め
ら
れ
る
現
象
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
、
右
の
よ
う
な
一
般
農
民
と
彼
ら
の
対
立
と
、
彼

ら
の
運
動
法
劉
の
さ
け
が
た
い
矛
盾
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
右
の
よ
う
な
矛
盾
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ

と
は
、
十
一
世
紀
の
基
本
的
課
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
開
発
と
い
う

点
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
傾
向
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
伊
賀
圏
名
張
郡
の
簗
瀬
村
に
本
拠
を
も
つ
在
村
の
刀
禰
で
あ

る
丈
都
為
延
の
ば
あ
い
で
あ
り
、
他
は
越
後
国
難
城
郡
の
石
井
庄
で

比
郷
か
ら
来
住
し
て
田
堵
と
な
り
居
職
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い

た
古
志
得
延
の
ば
あ
い
で
あ
る
。

　
簗
瀬
村
は
国
衙
と
東
大
寺
と
在
地
の
名
主
と
の
複
雑
な
勢
力
関
係

が
入
り
組
ん
で
い
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
公
民
と
出
作
杣
工
と
い

う
系
統
を
異
に
す
る
住
民
が
居
任
し
て
い
て
、
村
落
単
結
合
も
十
分

で
は
な
い
村
落
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
村
落
の
刀
磯
で
あ
る
為
延

は
材
落
全
体
を
支
配
す
る
程
の
権
威
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
軸
・
彼
は
元
興
寺
の
僧
か
ら
治
暦
二
（
δ
轟
一
六
）
年
の
下

文
二
〇
〇
二
号
）
に
よ
っ
て
、
も
と
藤
原
実
遠
の
所
領
で
あ
っ
た
「
上

代
荒
野
」
の
開
発
を
宛
行
さ
れ
る
が
、
そ
の
条
件
は
次
の
通
り
で
あ
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つ
た
。
ω
開
発
後
三
ケ
年
の
地
利
を
免
除
し
、
そ
れ
以
後
は
②
官
物

の
国
庫
へ
の
弁
済
、
③
反
別
一
斗
の
加
地
子
の
領
家
へ
の
弁
進
、
㈲

開
発
地
の
作
手
は
為
延
の
子
孫
の
相
伝
を
認
め
る
。
つ
ま
り
完
全
な

請
負
闘
発
で
あ
っ
て
領
家
は
反
別
一
斗
の
低
斗
代
の
地
子
を
得
る
に

す
ぎ
ず
、
実
質
約
に
は
為
延
の
土
地
支
配
を
大
幅
に
み
と
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
経
た
、
こ
の
開
発
地
が
そ
の
な
か
に
十
七
町
君
の
見
作

田
を
含
む
一
円
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な

開
発
条
件
か
ら
み
て
、
開
発
に
必
要
な
物
的
・
人
的
要
件
が
為
延
蔚

身
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
彼
は
か
っ
て
こ
の
地
の
領
主
と
し
て
覇
を
と
な
え
た
実
遠
と
は

こ
と
な
っ
て
、
村
落
に
基
盤
を
も
つ
有
力
田
堵
層
で
あ
っ
た
。

　
為
延
の
型
に
類
す
6
開
発
の
例
は
他
に
も
み
ら
れ
る
。
寛
弘
七

（一

Z
一
〇
）
年
の
石
部
千
吉
請
文
（
四
四
八
号
）
で
は
、
伊
勢
国
度
会

郡
二
見
郷
の
田
代
と
荒
野
の
開
発
を
刀
禰
の
証
判
を
得
て
郡
司
に
申

請
し
て
許
さ
れ
て
い
る
。
石
部
氏
は
伊
勢
神
宮
の
細
事
で
あ
る
滝
原

宮
の
内
人
の
瓜
族
で
、
奈
良
・
平
安
期
に
御
蟄
を
神
宮
に
す
す
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

り
、
滝
原
宮
に
宿
直
し
た
り
し
た
下
級
の
神
官
で
あ
っ
て
、
中
央
や

地
方
の
官
人
と
な
っ
た
九
世
紀
段
階
の
有
力
田
堵
と
は
系
統
を
異
に

す
る
神
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
伊
勢
国
二
晃
郷
で
は
長
暦
三
（
一
〇

三
九
）
年
の
僧
都
恵
空
閑
地
請
文
案
（
五
七
三
号
）
に
よ
れ
ば
、
空
閑
地

の
葦
原
を
刀
禰
暫
時
が
一
度
開
発
し
、
後
に
長
田
が
改
め
て
開
発
し

，
て
い
る
。
干
吉
や
福
時
や
長
野
ら
の
開
発
が
申
請
者
の
私
権
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
、
彼
ら
が
刀
禰
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
新
し
い
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

力
田
堵
層
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
い
ず
れ
も
一
円
地
の
開
発
で
あ
る

こ
と
は
注
零
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
さ
き
の
園
部
為
延
と
基
本
的
に
一

致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
十
一
世
紀
の
村
落
の
な
か
か
ら
成
長
し
て

き
た
新
し
い
有
力
田
堵
羅
は
、
九
・
十
世
紀
の
国
衙
権
力
と
む
す
ぶ

有
力
田
堵
層
の
開
発
の
も
っ
て
い
た
散
在
性
と
小
規
模
性
を
一
円
的

闇
発
と
い
う
方
向
で
克
服
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

開
発
形
態
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
一
世
紀
の
村
落

の
共
同
体
的
諸
関
係
の
発
展
に
も
と
つ
く
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
問
題
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
石
井
庄
の
古
志
得
延
に
つ
い
て
考

え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
得
延
に
つ
い
て
は
、
彼
が
庄
司
に
よ
っ
て

「
朝
夕
召
仕
」
わ
れ
る
田
堵
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
田
堵
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

属
性
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
な
ぜ
彼

が
「
毒
中
」
よ
り
来
住
し
て
庄
司
と
し
ば
し
ば
衝
突
を
繰
り
か
え
し

な
が
ら
も
庄
内
の
二
十
町
の
開
発
を
請
負
う
に
い
た
っ
た
か
、
ま
た

開
発
後
な
ぜ
浪
人
と
共
に
逃
散
す
る
に
い
た
っ
た
か
を
考
え
た
い
。
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平安期の開発に関する二・三の問題（吉田）

石
井
庄
は
天
暦
四
（
九
五
〇
）
年
の
東
大
寺
封
戸
荘
園
井
寺
用
帳
（
二

四
二
号
）
に
「
頸
玉
郡
石
井
庄
田
六
五
町
一
段
七
三
歩
篇
と
あ
る
の
を

初
見
と
し
、
長
徳
四
（
九
九
八
）
年
の
東
大
寺
諸
国
荘
家
田
地
図
録

（
三
七
二
号
）
に
も
春
霞
文
で
み
え
、
お
そ
ら
く
は
十
世
紀
を
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
程
遠
く
な
い
時
期
に
成
立
し
た
荘
園
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
得
延
ど
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
密
接
な
関
係
を
も
っ
た
兼
箕
は

永
承
七
（
一
〇
五
二
）
年
に
庄
司
と
な
っ
た
が
（
八
七
三
号
）
、
庄
司
と

し
て
庄
民
か
ら
所
当
を
収
取
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
す
こ
ぶ
る
き
び

し
か
っ
た
。
天
喜
二
（
一
〇
五
四
）
年
に
は
纂
輯
得
妙
・
寧
日
の
宅
に

侵
入
し
て
暴
力
的
に
宅
内
の
雑
物
を
取
り
た
て
た
こ
と
も
あ
り
（
七

ニ
ハ
号
）
、
天
喜
四
（
一
〇
五
六
）
年
に
は
東
大
寺
か
ら
「
恣
好
昌
猛
悪

政
こ
み
こ
の
た
め
住
民
が
こ
と
ご
と
く
逃
散
す
る
と
面
住
さ
れ
、
彼

が
収
奪
し
た
も
の
㊨
返
却
を
命
じ
、
さ
ら
に
彼
を
庄
内
か
ら
追
却
し

て
佐
民
の
安
堵
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
下
文
さ
え
出
さ
れ
る

程
で
あ
っ
た
（
七
九
一
一
号
）
。
こ
の
よ
う
な
兼
算
の
行
動
を
彼
の
個
性
に

還
元
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
石
井
庄
は
国
衙
に
町
別
三
両
の
田

率
の
綿
を
お
さ
め
る
義
務
を
も
つ
不
輸
不
入
の
特
権
を
持
た
な
い
荘

園
で
あ
っ
て
、
し
か
も
画
面
に
は
郡
司
の
「
因
縁
」
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
庄
司
に
従
わ
な
い
秦
慶
な
ど
の
人
物
も
居
住
し
て
い
る
あ
り
さ

ま
で
、
負
担
体
系
だ
け
で
な
く
社
会
関
係
に
お
い
て
も
国
衙
の
勢
力

が
侵
透
し
て
い
た
（
八
七
三
号
）
。
庄
内
の
住
民
は
こ
の
よ
う
な
同
庄
を

め
ぐ
る
政
治
状
勢
を
利
用
し
て
富
麗
の
よ
う
に
庄
司
兼
箪
に
従
わ
ず
、

負
担
の
軽
減
と
宙
素
的
地
位
の
獲
得
な
ど
を
臼
指
し
て
い
た
わ
け
で

あ
っ
て
、
庄
司
と
し
て
の
義
務
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
漁

民
と
の
衝
突
は
さ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
兼
箕
は
こ
れ
ら
の
庄
民

を
排
除
し
て
よ
り
忠
実
な
庄
民
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
。
二
宮
の
逃

亡
後
、
東
大
寺
の
指
示
が
出
さ
れ
る
前
に
、
彼
自
身
の
判
断
に
よ
っ

て
信
濃
国
か
ら
浪
人
を
招
き
寄
せ
て
い
る
こ
と
（
八
七
三
弩
）
は
こ
め

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
状
況
が
同
車
で
得
延
が
猛
動
ず
る
背
景
を
な
し
て

い
た
。
彼
は
庄
の
「
比
郷
」
に
居
住
す
る
二
十
町
余
の
開
発
料
を
み

つ
か
ら
下
し
う
る
程
の
蓄
財
を
も
つ
有
力
田
壌
で
あ
っ
て
、
そ
の
本

拠
地
に
お
い
て
は
、
さ
き
に
み
た
丈
部
為
延
以
下
と
同
じ
よ
う
な
階

層
に
属
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
年
算
が
彼
の
従
者
を
馬
盗
人
と

し
て
国
衙
に
訴
え
る
よ
う
な
必
ず
し
も
自
己
に
患
実
で
は
な
い
得
延

を
「
朝
夕
召
仕
」
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う

な
漁
民
と
の
対
立
の
あ
る
こ
と
と
、
得
延
の
場
合
は
、
兼
算
の
も
と

で
荒
廃
し
つ
つ
あ
る
庄
田
の
再
開
発
を
諮
負
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
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の
地
域
に
作
手
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
得
延
は
庄
民
逃
亡
後
の
添
地
に
お
い
て
、
自
ら
の
蓄
財
を

投
下
し
て
兼
算
が
招
き
嵜
せ
た
浪
人
を
使
役
し
て
二
十
町
を
開
発
し

た
。
だ
が
、
上
述
の
石
井
庄
の
状
勢
は
簗
瀬
村
の
為
延
の
開
発
と
同

じ
で
は
な
い
。
得
延
は
為
延
が
得
て
い
た
よ
う
な
再
発
後
の
権
利
を

保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
再
開
発
後
、
た
だ
ち
に
国
衙
か
ら
田
率

の
綿
や
荘
園
の
地
子
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
こ
と
を
示
し

て
い
る
（
八
七
三
号
）
。
ざ
ら
に
、
彼
の
開
発
に
あ
た
っ
て
使
役
し
た
浪

人
が
庄
司
に
よ
っ
て
招
き
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う

⑲に
、
荘
園
と
の
間
に
隷
属
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
の

私
的
な
労
働
力
で
は
な
か
っ
た
。
温
酒
は
「
饗
業
経
営
の
専
業
者
」

と
し
て
そ
の
能
力
と
財
力
を
利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

得
延
は
開
発
地
に
作
手
を
得
て
庄
内
の
農
奴
主
と
な
っ
て
ゆ
く
道
を

は
ば
ま
れ
て
浪
人
と
共
に
信
濃
国
に
逃
亡
し
て
ゆ
く
。
彼
の
挫
折
は

国
衙
と
荘
園
と
有
力
田
堵
層
の
利
害
の
入
り
組
ん
で
い
た
石
井
庄
に

お
い
て
一
不
輸
不
入
権
を
も
た
ぬ
荘
園
で
は
多
か
れ
少
か
れ
共
通

し
た
政
治
状
況
と
考
え
て
よ
い
i
庄
司
と
の
結
合
を
基
礎
に
し
て

荘
園
に
隷
属
す
る
浪
人
を
使
役
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
庄
内
に
地
位

を
築
こ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
古
志
得
延
と
乙
部
為
延
の
二
つ
の
開
発
形
態
に
は

あ
き
ら
か
な
差
異
が
あ
る
。
為
延
の
開
発
は
そ
の
後
に
一
族
か
ら
郡

司
源
俊
方
（
丈
榔
を
改
姓
）
が
出
て
活
躍
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
し

て
ま
ず
成
功
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
寛
延
と
為
延
の
開
発
の
成

否
は
、
　
一
つ
に
は
為
延
は
そ
の
後
の
作
手
を
も
保
証
さ
れ
た
完
全
な

請
負
開
発
で
あ
っ
て
、
そ
の
労
働
力
も
彼
臣
服
の
支
配
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
得
延
の
ば
あ
い
は
地
利

免
除
も
な
く
作
手
所
有
の
特
権
が
保
証
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
も
疑

わ
し
く
、
そ
の
労
働
力
も
荘
園
の
支
配
す
る
浪
人
で
あ
っ
た
こ
と
に

求
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
背
景
に
、
両
者
の
開
発

地
域
の
村
落
に
対
す
る
関
係
の
差
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
。
幌
延
は
兼
算
の
行
動
か
ら
判
断
し
て
石
井
庄
内
の
君

民
と
は
無
関
係
に
開
発
を
す
す
め
た
可
能
性
が
つ
よ
い
。
　
一
方
為
延

の
ば
あ
い
は
野
村
の
刀
禰
と
し
て
の
伝
統
を
も
ち
、
そ
の
開
発
は
お

そ
ら
く
村
落
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
が
や
が
て
彼
の
一
族
か
ら
郡
司
を
出
す
理
由
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

最
近
の
研
究
に
お
い
て
、
十
一
世
紀
に
は
中
世
的
な
村
落
獄
窓
体
が

形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
、
そ
の
共
同
体
が
家
父
長
的
な
名
主
層
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
以
下
の
農
民
と
の
二
重
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
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安期の嗣発に関するこ二・三の問題（吉田）

き
ら
か
に
さ
れ
、
ホ
来
、
村
落
共
同
体
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
荘
園

制
を
「
克
服
し
て
、
土
地
保
有
農
民
の
小
経
営
を
基
軸
と
す
る
村
落

共
同
体
を
形
成
す
る
そ
の
克
服
の
具
体
的
な
担
い
手
と
し
て
在
地
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

主
の
経
営
の
展
開
と
政
治
的
行
動
と
が
み
と
め
ら
れ
る
」
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
為
延
は
右
の
よ
う
な
「
在
地
領
艦
」
の
方
向
を
め

ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
関
係
を
み
と
め
る
な
ら
ば
、
十
一
世
紀
の
野
村
の

大
名
田
堵
の
開
発
を
さ
さ
え
た
も
の
が
、
彼
自
身
の
経
営
一
i
下
人

所
従
。
梨
・
牛
馬
・
私
財
の
所
有
一
と
共
に
、
こ
の
時
期
の
村
落

共
同
体
の
構
成
員
の
動
向
に
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
九
世
紀
．

以
来
、
小
規
模
な
が
ら
覇
代
や
荒
廃
田
の
醐
発
を
通
じ
て
治
田
所
有

老
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
定
着
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
村
落
共
同

体
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
小
名
田
堵
層
と
の
結
合
こ
そ
が
大
名
田
堵

層
の
開
発
の
成
否
を
規
定
し
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
①
戸
田
氏
の
「
中
世
初
期
農
業
の
一
特
質
」
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
し
、
古
島

　
　
敏
雄
氏
の
『
家
族
形
能
心
と
農
業
の
発
達
輪
で
も
面
様
で
あ
ろ
。
な
お
大
名
田
堵
と

　
　
小
名
田
堵
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
前
節
詫
⑭
お
よ
び
補
註
参
照
。

　
②
　
飯
高
宿
禰
諸
高
・
飯
高
公
垂
目
・
飯
高
幽
界
ら
が
そ
の
例
で
、
訳
解
本
紀
や
大
日

　
　
本
古
文
轡
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
大
日
塞
古
代
人
名
辞
典
一
五
三
～
照
買
参
照
。

　
③
　
飯
高
朝
癒
永
雄
公
常
髭
麻
呂
な
ど
が
そ
の
例
で
、
続
日
本
後
紀
に
は
と
く
に
多
い
。

　
④
前
節
註
⑭
参
照
。

⑤
　
藤
岡
謙
二
郎
編
『
河
釜
の
歴
史
地
理
』
薫
八
～
八
隣
頁
な
ら
び
に
復
原
麟
。

⑥
谷
岡
民
の
復
原
麟
よ
る
と
、
こ
の
地
域
に
は
現
在
も
聚
落
が
萎
ま
れ
て
い
る
。

⑦
こ
の
よ
う
な
治
田
鮒
発
の
形
態
は
、
そ
れ
が
同
時
に
行
わ
れ
た
場
合
は
と
く
に

　
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
く
と
も
そ
の
後
の
燧
業
生
産
に
お
い
て
共
薫
陸
な
諸

　
関
係
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
水
利
そ
の
他
の
面
か
ら
考
え
て
あ
り
う
る
こ
と
で
あ

　
り
、
そ
の
よ
う
な
日
常
的
な
生
産
を
逓
じ
て
の
接
触
が
村
落
共
隅
体
成
立
の
端
緒

　
的
な
契
機
と
な
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
　
橘
高
子
は
前
々
斉
宮
乳
母
で
あ
り
、
　
一
族
の
嶋
人
ら
と
と
も
に
「
除
病
延
命
」

　
の
た
め
に
五
築
一
町
九
段
三
翫
○
歩
を
寄
進
し
て
い
る
が
、
五
蕪
の
う
ち
三
筆
が

　
略
一
円
的
で
他
の
二
筆
は
近
く
に
小
規
模
の
地
片
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
平
安

　
遺
文
餓
二
巻
三
九
三
頁
参
照
。

⑨
重
三
一
彦
「
平
安
時
代
の
名
沼
経
営
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
史
研
究
翫
三
〇
号
）

　
一
工
ハ
～
七
頁
。

⑩
藤
㎝
聞
生
大
『
霞
本
庄
園
史
』
、
弥
永
貞
王
『
奈
良
時
代
の
貴
族
と
輪
島
』
、
亀
田

　
隆
之
「
古
代
水
利
の
一
考
察
偏
（
『
律
傘
国
家
の
墓
礎
構
造
隠
）
、
原
秀
三
郎
「
二
世

　
紀
に
お
け
る
開
発
に
つ
い
て
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
・
六
一
号
）
等
参
照
。

⑪
　
多
気
郡
十
六
条
五
糧
可
堪
3
1
・
3
2
坪
の
畠
は
天
慶
二
』
牛
に
前
々
斉
宮
寮
大
忌
百

　
済
永
珍
の
施
工
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
後
十
四
年
を
へ
た
天
暦
七
年
の
段
階
で

　
は
仏
子
仁
増
が
屡
佐
し
て
い
る
。

⑫
　
下
人
所
従
な
ど
の
隷
属
畏
の
歴
史
的
性
格
を
め
ぐ
る
省
舞
田
・
安
良
城
・
黒
田
・

　
永
原
．
戸
田
・
演
謡
娯
氏
ら
の
論
争
を
含
む
学
説
史
は
、
本
文
に
の
べ
た
よ
う
な
単
・

　
純
な
理
解
を
許
さ
な
い
深
さ
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
…
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お

　
い
て
検
討
す
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
隷
属
民
を
大
名
編
堵
の
家
父
長
的
支
配

　
の
体
制
の
な
か
で
の
半
ば
自
立
的
な
隷
属
毘
で
あ
っ
て
、
藁
薦
的
に
家
父
心
的
支

　
配
を
う
け
て
労
働
力
の
提
供
の
義
務
を
負
い
な
が
ら
も
、
痢
己
の
経
鴬
を
㎜
定
の

　
土
地
に
対
し
て
行
う
も
の
と
し
て
把
握
し
、
広
義
に
お
い
て
は
大
土
地
所
有
に
対

　
立
す
る
小
経
営
と
い
う
生
庵
関
係
の
な
か
に
お
か
れ
た
農
奴
的
隷
属
毘
の
｝
形
態
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と
考
え
て
お
く
。

⑬
　
拙
稿
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
計
量
挙
に
つ
い
て
」
（
『
律
令
臨
家
の
墓
礎
構
造
恥
）
。

⑭
拙
稿
「
郷
二
二
成
立
に
関
す
る
玉
藍
の
問
題
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ァ
』
二
三
号
）
。

⑮
　
石
偉
田
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
　
（
一
〇
五
～
七
）
。

⑯
　
太
神
二
二
雑
事
記
一
、
宝
亀
四
年
九
月
甘
三
臼
・
同
六
年
六
月
五
臼
・
仁
和
三

　
年
蕉
月
十
日
の
各
条
。

⑰
　
い
ず
れ
も
四
簗
の
み
を
記
載
す
る
請
文
で
あ
ウ
、
　
一
門
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑

　
い
え
な
い
。

⑱
　
村
井
康
彦
前
掲
轡
二
九
八
頁
。
氏
が
得
延
が
兼
算
に
「
朝
夕
召
仕
」
わ
れ
た
と

　
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
支
配
者
の
論
理
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
は
そ
の
通
り

　
で
あ
る
と
思
う
。
だ
が
、
石
弁
庄
の
政
治
関
係
が
兼
算
と
得
延
の
闘
に
鷹
の
よ
う

　
な
衷
現
を
と
ら
せ
る
特
殊
な
事
情
の
あ
っ
た
こ
と
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
。

⑲
　
従
来
の
論
考
で
は
、
浪
人
を
招
寄
し
た
も
の
が
得
延
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

　
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
庄
蝿
が
政
策
と
し
て
こ
れ
を
行
っ
て
い
る

　
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
ば
あ
い
得
延
も
何
ら
か
の
役
罰
を
果
し
た
可
能
性
は
予
想
さ

　
れ
る
。
だ
が
そ
の
童
体
は
兼
算
で
あ
り
浪
人
は
荘
園
に
隷
属
す
る
労
働
力
な
の
で

　
あ
っ
た
。

⑳
丁
田
武
「
初
期
封
建
制
下
の
農
村
」
（
児
竃
幸
多
編
『
H
本
社
会
史
の
研
究
隠
）
、

　
石
驚
園
正
「
封
建
制
成
立
の
二
・
三
の
問
題
」
（
『
古
代
宋
期
政
治
史
序
説
刈
上
）
、

　
照
照
俊
雄
「
中
世
の
村
落
と
庫
…
」
（
『
神
戸
大
学
研
究
集
録
魅
第
廿
藥
）
河
音
能
平
、

　
「
中
世
社
会
威
立
期
の
農
災
問
題
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
七
ヨ
写
な
ど
。
’

⑳
　
黒
田
俊
雄
門
村
落
共
同
体
の
中
世
酌
特
癬
畿
（
『
封
建
社
会
と
共
岡
体
駈
王
五
頁
）

辺
　
荘
園
・
国
衙
の
開
発

　
荘
園
領
主
の
支
配
下
で
行
わ
れ
る
開
発
は
、
前
述
の
農
村
の
諸
階

層
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
も
つ
開
発
に
対
す
る
期
待

と
要
求
を
基
礎
と
し
て
彼
ら
を
組
織
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
実
現
で
き
る

体
糊
と
政
治
性
を
も
つ
こ
と
一
い
わ
ゆ
る
勧
農
」
が
最
大
の
課

題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
荘
園
領
主
に
主
導
さ
れ
る
開
発
は
農
民

諸
階
層
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
紀
伊
国
那
賀
郡
の
名
手
庄
は
紀
ノ
川
の
北
岸
に
位
摂
す
る
荘
園
で

あ
る
が
、
延
久
四
（
一
〇
七
一
一
）
年
の
石
清
水
八
幡
領
の
荘
園
整
理

に
関
す
る
太
政
富
符
（
一
〇
八
三
号
）
に
よ
る
と
、
こ
の
庄
は
も
と
藤

原
頼
頁
の
所
領
で
あ
っ
た
が
「
無
≠
寄
宿
之
公
民
ハ
所
在
田
畠
己
荒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　

蕪
、
頼
貞
網
伝
所
領
、
依
レ
無
晶
私
カ
一
不
レ
能
二
耕
作
㎝
」
と
い
う
理
由

で
、
康
平
七
（
一
〇
六
四
）
年
に
石
清
水
に
寄
進
さ
れ
た
。
頼
貞
は
従

五
位
下
皇
道
宮
恩
義
を
極
官
と
す
る
下
級
官
人
で
（
尊
卑
分
脈
二
の
四
四

六
頁
）
、
彼
が
こ
の
庄
の
領
主
と
な
っ
た
の
は
、
祖
父
棟
利
が
紀
伊
守

の
在
任
中
（
同
上
）
に
得
た
の
を
稲
伝
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
真
作

流
の
末
流
に
属
し
彼
自
身
も
皇
后
宮
少
進
に
と
ど
ま
っ
た
非
力
の
下

級
貴
族
で
あ
る
頼
貞
で
は
、
私
儀
な
き
た
め
庄
経
鴬
を
十
分
行
い
え

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
察
し
が
っ
く
。
石
清
水
領
と
な
っ
た
後
も

積
極
的
な
開
発
を
み
る
こ
と
な
く
、
延
久
の
段
階
で
も
「
徒
為
昌
空

閑
之
地
一
…
…
荒
廃
顕
然
し
た
る
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
　
つ
い
に
収

公
さ
れ
る
。
収
公
署
も
事
態
は
か
わ
ら
な
か
っ
た
。
第
二
表
に
掲
げ

た
よ
う
に
、
嘉
承
二
（
一
一
〇
七
）
年
の
窟
宜
旨
案
（
一
六
七
〇
号
）
に
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よ
れ
ば
、
見
作
田
は
わ
ず
か
三
町
余
で
大
部
分
が
田
代
で
あ
っ
た
。

　
　
こ
の
こ
と
は
当
時
の
開
発
が
自
然
発
生
的
な
も
の
で
は
な
く
、
弱
小

　
　
貴
族
が
領
家
で
あ
る
場
会
も
有
力
寺
社
が
本
所
で
あ
っ
て
も
国
衙
が

　
、
支
配
し
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
開
発
に
対
し
て
積
極
的
な
態
度
を
も

　
　
た
ず
、
ま
た
そ
れ
を
推
進
す
る
力
量
を
持
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

　
　
一
向
に
す
す
ま
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
荘
園
領
主
の
積
極
的
開
発
を
し
め
す
十
二
世
紀
初
頭
の
例
と
し
て

　
　
覚
鍵
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
に
つ
い
て
は
す
で
に
赤
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
俊
秀
氏
の
三
島
に
富
む
分
析
が
あ
る
の
で
詳
細
に
つ
い
て
は
省
略
し
、

　
　
こ
こ
で
は
融
手
庄
を
中
心
と
し
て
考
え
た
い
。
こ
の
庄
は
立
庄
以
前

　
　
は
単
手
村
と
よ
ば
れ
（
二
〇
八
一
号
）
、
同
苗
文
書
相
伝
次
第
（
二
〇
八
二

楓
、
号
）
に
・
る
と
、
か
・
て
荒
川
権
奏
・
称
・
れ
た
話
説
習
置

陥
　
為
世
の
先
祖
相
伝
の
所
領
で
あ
り
、
長
暦
二
（
一
〇
二
八
）
年
に
伴
朝

卸
臣
兼
時
に
譲
ら
れ
、
次
に
弘
田
庄
前
司
紀
利
任
の
所
有
す
る
と
こ
ろ

二
　
と
な
っ
た
が
、
彼
が
永
保
元
（
一
〇
八
一
）
年
に
「
慮
外
金
事
」
に
よ
つ

る附
、
て
逃
散
す
る
と
き
公
験
を
庭
田
庄
司
等
時
通
に
預
け
、
さ
ら
に
儲
君

雛
量
用
の
た
め
・
の
文
書
養
と
し
て
警
急
を
誉
、
そ
の
霧

畷
　
が
果
せ
な
か
っ
た
の
で
国
司
で
あ
っ
た
藤
原
公
重
（
尊
罪
分
脈
一
£

罰
董
に
寛
治
憂
。
き
年
に
薩
し
・
つ
い
で
薫
勤
が
公
・

重
よ
り
こ
の
村
を
得
る
が
大
治
元
（
一
一
二
六
）
年
に
下
筍
職
を
留

保
し
て
覚
鍍
に
寄
進
し
、
こ
こ
に
石
手
職
が
成
立
す
る
。
か
く
し
て

成
立
し
た
工
手
庄
は
大
治
四
年
の
段
階
で
見
作
田
約
三
十
町
・
荒
田

約
十
町
・
田
代
五
十
町
で
あ
っ
て
、
さ
き
の
名
手
庄
に
比
較
す
れ
ば

開
発
さ
れ
て
は
い
る
が
な
お
多
く
の
開
発
予
定
地
を
残
し
て
い
た
。

，
約
三
十
町
の
冤
作
繊
を
維
持
し
得
た
の
は
、
こ
の
村
が
郡
司
や
庄
司

な
ど
の
在
地
の
有
力
者
に
所
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
一
方
で
五
十
町
の
田
代
の
あ
る
こ
之
は
、
も
と
よ
り
彼

ら
の
朋
発
能
力
の
隈
界
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
世
紀
た

ら
ず
の
間
に
七
人
も
の
相
続
と
は
考
え
が
た
い
形
で
の
所
有
権
の
移

転
が
あ
る
と
い
う
、
在
地
の
大
名
田
堵
層
の
不
安
定
な
事
情
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

　
覚
鍍
が
得
た
の
は
こ
の
村
の
四
至
内
の
未
開
地
の
み
で
あ
っ
て
、

見
作
・
右
脚
の
田
や
畠
は
国
衙
の
支
配
に
属
し
た
（
大
治
元
年
入
月
諸
鐙
、

一
七
九
㎎
畏
、
）
。
し
た
が
っ
て
彼
の
庄
経
営
は
開
発
か
ら
始
ま
る
の
で
あ

る
が
、
事
態
は
彼
の
考
え
通
り
に
は
す
す
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由

は
「
浪
人
田
民
」
ら
が
こ
の
庄
は
國
免
で
あ
っ
て
勅
免
で
は
な
い
と

し
て
、
開
発
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
（
一
八
二
六
号
・
一
八
四

　
③

七
号
）
。
協
業
な
ら
ば
国
司
の
遷
替
に
よ
っ
て
収
公
さ
れ
る
可
能
性
が
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あ
り
、
開
発
に
と
も
な
う
諸
権
利
が
否
定
さ
れ
か
ね
な
い
危
険
性
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
浪
人
・
富
民
ら
は
労
働
の
結
果
が
法
的
に
保
証

さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
寝
藁
の
す
す
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
開
発
し
ょ
う

と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
要
求
に
対
し
て
彼
は
宗
教
者

と
し
て
の
地
位
を
利
用
し
て
活
躍
し
て
所
期
の
目
的
を
達
し
、
天
承

元
（
一
一
三
一
）
年
に
は
当
初
国
衙
の
支
配
に
属
し
て
い
た
既
開
地

で
あ
る
市
保
も
庄
の
四
至
内
に
あ
る
と
い
う
理
由
で
庄
田
と
す
る
に

い
た
っ
て
い
る
（
二
二
一
〇
丹
）
。

　
浪
人
・
町
民
ら
が
そ
れ
に
よ
っ
て
開
発
に
参
加
す
る
か
否
か
を
決

め
る
諸
権
利
と
は
、
先
述
の
丈
部
為
延
の
場
舎
に
み
た
よ
う
な
作
手

の
確
保
と
そ
の
他
の
負
担
量
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
開
発
に
参

加
す
る
側
の
期
待
は
こ
の
点
に
か
か
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
荘
園

の
開
発
に
浪
人
を
難
渋
す
る
例
は
数
多
い
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
開

発
参
加
の
理
由
も
ま
た
こ
の
点
に
あ
っ
た
。
有
名
な
浪
人
を
使
用
し

て
開
発
し
た
伊
勢
国
の
川
合
・
大
国
庄
で
は
、
天
長
九
（
八
三
二
）

年
・
斉
衡
三
（
八
五
六
）
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
飯
野
郡
の
浪
人
を

宛
行
せ
ら
れ
る
が
、
承
平
二
（
九
一
一
三
）
年
の
段
階
で
は
彼
ら
は
着

地
を
「
私
治
田
」
と
号
し
て
二
四
町
五
段
余
を
隠
士
し
て
い
た
三

四
一
募
）
。
承
平
の
段
階
で
は
こ
れ
ら
の
「
私
治
田
」
は
領
主
側
に
没
収

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
浪
人
層
が
荘
園
の
開
発
へ
の
参
煽
に
対
し
て

何
を
期
待
し
て
い
た
か
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
治
田
所
有
ま
た
は
作

手
の
保
持
を
通
じ
て
生
活
の
本
拠
を
確
立
し
、
経
営
の
安
定
と
拡
大

を
は
か
る
こ
と
こ
そ
が
荘
園
領
主
の
開
発
に
参
加
す
る
所
以
で
あ
り
、

十
二
世
紀
初
頭
の
石
手
解
で
は
、
そ
の
よ
う
な
権
利
の
保
証
な
し
に

は
開
発
を
拒
否
す
る
ま
で
に
生
長
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
農
民
贋

の
成
長
こ
そ
が
村
落
共
同
体
成
立
の
客
観
的
な
基
礎
で
も
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
十
二
世
紀
の
荘
園
領
主
の
主
導
的
に
行
う
開
発
は
、
た

ん
に
覚
鍍
に
お
い
て
の
み
で
は
な
く
、
浪
人
・
照
臨
の
要
求
を
満
た

す
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
国
家
に
よ
る
開
発
の
原
則
は
十
世
紀
の
尾
張
国
解
文
に
「
池
魚
修

理
料
」
と
い
う
黒
甜
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
形
式
的
に
は
ひ
き
つ
が
れ

て
い
る
が
、
す
で
に
実
質
を
失
っ
て
名
目
化
し
て
い
た
。
平
安
中
末

期
に
い
た
る
と
、
国
司
に
よ
る
任
国
内
の
開
発
が
行
わ
れ
て
も
か
っ

て
律
令
制
が
い
き
て
い
た
時
代
の
よ
う
な
評
価
を
国
司
に
対
し
て
与

え
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
今
昔
物
語
巻
二
八
の
第

四
話
に
は
次
の
よ
う
な
物
藷
が
あ
る
。
年
来
の
受
領
で
あ
っ
た
某

（
氏
名
不
詳
）
は
、
尾
張
守
と
な
っ
た
と
き
前
任
者
の
悪
政
の
た
め
に
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平安期の開発に関する二・三三の問題（吉職）

国
内
の
荒
蕪
が
は
な
は
だ
し
か
っ
た
た
め
善
政
を
ひ
い
て
は
開
発
に

つ
と
め
た
。
そ
の
結
果
、
隣
国
の
百
姓
が
雲
の
如
く
集
ま
り
わ
ず
か

二
年
の
う
ち
に
立
ち
直
っ
た
。
そ
π
に
よ
っ
て
天
皇
や
上
達
部
か
ら

も
そ
の
功
を
讃
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
物
語
の
内
容
は
岡
内
の

開
発
に
成
功
し
た
受
領
が
「
良
吏
」
・
と
し
て
顕
彰
さ
れ
た
こ
と
で
は

な
く
、
彼
が
親
の
代
か
ら
殿
上
人
で
は
な
く
宮
中
の
し
き
た
り
に
通

じ
な
か
っ
た
た
め
、
若
い
殿
上
人
ら
か
ら
物
笑
い
の
種
に
さ
れ
嘲
弄

さ
れ
る
有
様
を
え
が
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
の
背
景

に
、
中
央
の
貴
族
歓
会
で
は
実
直
な
「
良
吏
」
と
し
て
の
能
力
は
す

で
に
墨
譜
で
は
な
く
、
宮
中
の
儀
式
に
逓
貸
し
て
い
る
か
ど
う
か
が

宮
人
と
し
て
の
評
価
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
事
情
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
右
の
よ
う
な
中
央
貴
族
社
会
の
あ
り
方
と
国
司
が
受
領
と
し
て
任

期
中
に
私
記
を
蓄
積
す
る
の
を
通
例
と
す
る
風
潮
が
重
層
す
る
。
国

衙
が
国
内
を
主
導
的
に
開
発
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
問
思

で
は
な
く
、
何
ら
か
の
方
法
で
官
物
！
同
時
に
私
物
！
i
を
よ
り

多
く
獲
得
す
る
た
め
の
方
法
の
一
つ
が
開
発
で
あ
る
に
す
ぎ
な
く
な

る
。
こ
の
よ
う
な
国
司
の
あ
り
方
の
も
と
で
の
開
発
は
、
荘
園
の
ば

あ
い
と
質
的
に
共
通
し
て
お
り
、
朋
発
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
請
負

開
発
の
形
態
を
主
と
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う

な
国
衙
の
開
発
に
対
す
る
政
策
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
播

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

磨
国
赤
穂
郡
大
橡
の
秦
為
辰
の
ば
あ
い
で
あ
る
。

　
為
辰
は
私
領
久
富
保
内
の
開
発
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
国
衙
に
請

う
て
郡
内
の
入
央
五
藩
学
を
動
員
し
て
荒
廃
し
た
用
水
路
を
修
理
す

る
と
共
に
、
あ
ら
た
に
下
樋
・
木
樋
・
磁
器
な
ど
を
設
け
て
荒
闘
五

十
町
を
再
開
発
し
（
＝
一
三
号
）
、
さ
ら
に
お
そ
ら
く
は
同
様
の
方
法

で
三
十
町
余
を
も
専
心
の
修
築
に
よ
っ
て
再
朋
発
し
て
い
る
（
ご
七

一
号
）
。
為
辰
が
こ
の
よ
う
な
開
発
を
行
う
に
い
た
っ
た
の
は
、
久
富

保
が
名
主
層
に
丸
作
さ
れ
て
い
て
、
預
出
経
営
の
も
と
で
の
名
主
層

の
劇
作
地
拡
大
の
要
求
と
そ
の
霞
立
性
の
強
化
に
対
し
て
、
為
辰
が

久
富
保
の
支
配
の
た
め
に
は
一
颪
で
名
主
層
の
要
求
を
う
け
入
れ
な

が
ら
一
方
で
直
営
地
の
拡
大
を
意
図
し
た
と
さ
れ
る
宮
川
重
氏
の
推

　
　
⑤

定
は
お
そ
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
為
辰
が
そ
の
私
領
を

㎜
剛
発
す
る
た
め
に
郡
大
河
と
し
て
の
政
治
的
地
位
を
利
用
し
、
し
か

も
国
衙
が
そ
の
よ
う
な
利
用
を
み
と
め
た
こ
と
で
あ
る
。
編
衙
の
も

っ
て
い
た
人
夫
徴
発
と
そ
の
使
役
の
権
利
を
、
私
領
の
開
発
に
利
用

す
る
と
い
う
こ
の
閉
発
の
あ
り
方
は
、
国
衙
に
よ
る
玉
壷
開
発
の
一

．
つ
の
型
で
あ
る
と
い
い
得
る
。
こ
の
よ
う
な
朋
発
を
認
め
る
と
い
う
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こ
と
は
、
生
蜜
保
が
官
物
納
入
の
義
務
を
負
う
土
地
で
あ
り
、
同
保

の
開
発
が
結
果
的
に
官
物
の
増
大
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
（
二
七
　
口
写
）
。
写
物
納
入
の
義
務
を
負
い
不
輸
不
入

の
権
利
を
も
た
な
い
私
領
ま
た
は
荘
園
で
あ
れ
ば
、
国
内
の
開
発
は

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
っ
て
も
国
衙
と
し
て
は

奨
励
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
為
辰
の
よ
う
に
国
衙
権
力
を
利
用
す
る
に
い
た
ら
な
い
ま
で
も
、

大
名
田
堵
に
よ
る
請
負
開
発
は
平
安
中
末
期
に
お
け
る
国
衙
領
内
の

開
発
の
主
流
を
し
め
た
と
予
想
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
国
司
が
開
発

や
耕
地
の
維
持
に
全
く
関
与
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
錦
手
庄
に
お
け
る
覚
艘
と
浪
人
・
田
民
や
、
久
富
保
に
お
け
る

為
辰
と
名
主
層
と
同
様
の
関
係
は
、
国
衙
と
国
衙
領
内
の
農
民
と
の

間
に
は
た
ら
い
て
い
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
紀
伊
国
那
賀
郡
で
の

山
崎
庄
と
国
衙
の
紀
ノ
川
の
取
水
口
の
改
築
を
め
ぐ
る
紛
争
を
考
え

た
い
（
永
暦
二
〔
一
～
六
一
〕
年
紀
伊
藤
准
庁
官
入
陳
携
案
　
三
一
五
三
号
）
。

　
紛
争
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
永
暦
元
年
八
月
の
暴
風
爾

の
た
め
に
山
崎
庄
下
流
の
公
田
五
百
町
余
の
灌
漉
の
た
め
の
紀
ノ
川

の
取
水
溝
で
あ
る
綾
堰
が
崩
壊
し
た
。
そ
の
た
め
国
衙
で
は
も
と
の

堰
の
上
流
に
新
酒
を
つ
く
っ
た
が
、
こ
の
た
め
に
山
崎
庄
の
畠
二
段

余
が
失
わ
れ
た
。
荘
園
側
で
は
こ
の
事
件
を
「
壁
代
井
在
庁
官
人
等
」

が
「
数
多
軍
兵
人
夫
」
を
ひ
き
い
て
庄
内
に
乱
入
し
「
令
レ
損
田
面
巨

多
作
田
畠
一
」
め
た
と
訴
え
た
の
で
あ
る
が
、
国
衙
で
は
か
っ
て
前

司
季
範
の
と
き
綾
堰
を
築
造
し
た
と
き
に
は
在
家
十
余
塵
と
畠
十
余

白
が
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
は
蒋
園
側
か
ら
何
の
訴
え

も
な
く
、
今
國
は
そ
れ
に
較
べ
て
僅
か
な
面
積
し
か
つ
ぶ
し
て
い
な

い
の
に
訴
え
る
の
は
理
解
し
難
い
し
、
軍
兵
を
率
い
て
乱
入
し
た
事

実
は
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
双
方
の
主
張
の
い
ず
れ
が
事
実
で
あ

る
か
は
こ
こ
で
は
間
題
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
紛
争
の
背
後
に
あ

る
関
係
が
問
題
で
あ
る
。

　
前
司
虚
無
は
源
季
範
で
あ
っ
て
、
鳥
羽
院
の
滝
“
と
し
て
出
任
し

て
か
ら
鳥
羽
院
と
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
久
安
四

（一

齊
l
八
）
年
に
紀
伊
守
と
な
り
仁
平
二
（
一
一
五
三
）
年
に
周
防

守
と
な
っ
て
い
る
（
尊
卑
分
脈
一
エ
の
三
七
一
頁
）
こ
と
か
ら
み
る
と
、
山
崎

庄
が
長
承
元
（
＝
三
二
）
年
に
覚
鍍
の
所
領
と
し
て
成
立
し
て
間
も

な
く
、
季
範
の
も
と
で
大
規
模
な
工
事
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

立
野
後
關
も
な
い
山
崎
庄
に
、
岡
衙
が
在
家
や
畠
を
失
わ
し
め
る
よ

う
な
工
事
を
行
い
え
た
の
は
、
荘
園
の
基
礎
が
ま
た
固
ま
っ
て
お
ら

ず
、
院
と
密
接
で
あ
る
国
司
の
政
治
力
と
国
衙
の
も
つ
公
権
力
に
荘
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平安期の園発に開する二・三の問題（吉田）

軸
側
が
抗
．
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
工
事
を

行
う
に
い
た
っ
た
国
衙
側
の
契
機
に
は
さ
き
に
み
た
官
物
収
取
の
拡

大
と
い
う
要
素
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

も
と
よ
り
、
こ
の
工
事
が
国
衙
領
内
の
農
民
に
と
っ
て
耕
地
の
安
定

化
と
経
営
地
の
拡
大
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
他
領
内

へ
の
大
規
模
な
工
事
は
農
民
諸
階
層
の
み
の
力
に
よ
っ
て
は
果
し
得

な
い
問
題
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
工
事
の
背
後
に
は
国
衙
、

領
内
の
農
民
層
の
要
求
と
期
待
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

永
倉
二
年
の
紛
争
は
、
若
干
の
誇
張
を
含
む
と
し
て
も
荘
園
側
の
い

う
「
数
多
軍
兵
人
夫
」
が
乱
入
し
た
と
い
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
事
実

で
あ
り
、
国
衙
の
い
う
よ
う
に
た
だ
少
数
の
人
夫
だ
け
が
工
事
の
た

め
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
は
当
時
の
一
般
的
状
勢
か
ら
み
て
い
い
逃

れ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
な
し
に

は
そ
の
年
の
農
耕
生
活
が
な
り
た
た
な
い
取
水
口
の
修
築
に
つ
い
て

は
、
だ
れ
よ
り
も
農
民
層
が
そ
の
必
要
を
切
実
に
要
求
し
て
い
た
わ

け
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
強
力
な
示
威
が
あ
っ
て
こ
そ
、
す
で
に
荘
園

と
し
て
確
立
し
て
い
た
山
崎
庄
内
の
畠
の
と
り
こ
わ
し
と
い
う
作
業

は
、
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
紛

争
は
国
衙
と
荘
園
の
紛
争
と
い
う
以
上
に
国
衙
領
内
の
農
民
と
荘
網

領
主
と
の
対
立
で
あ
り
、
国
衙
は
領
内
農
民
の
要
求
に
従
っ
て
行
動

し
た
と
み
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
は
、
取
水
口
の

改
修
を
求
め
る
国
衙
領
内
の
農
民
諸
階
層
こ
そ
が
こ
の
紛
争
の
真
の

主
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

、
以
上
、
一
般
農
民
の
動
向
を
中
心
に
平
安
期
の
開
発
を
考
え
て
き

た
。
だ
が
、
本
稿
は
こ
の
時
期
の
開
発
を
考
え
る
た
め
に
は
な
お
す

こ
ぶ
る
一
面
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
い
と
思
う
。
農
民
の
側
か
ら

開
発
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
一
面
的
な
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の

農
罠
層
の
動
向
に
対
し
て
、
支
配
階
級
・
国
家
権
力
が
ど
の
よ
う
に

対
応
し
、
そ
の
よ
う
な
対
応
を
通
じ
て
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的

変
貌
を
と
げ
て
い
く
か
と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
農
民
の
急
便
の
地
に
対
す
る
小
規
模

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

開
発
と
天
長
年
間
の
和
泉
や
山
城
で
の
「
民
望
」
に
よ
っ
て
池
が
造

築
さ
れ
る
（
『
日
本
後
記
逸
文
』
天
長
三
年
正
月
丙
申
条
．
同
八
年
二
臼
洋
杖
条
）
こ

と
と
の
関
係
な
ど
の
、
支
配
者
の
側
か
ら
の
農
業
生
産
発
展
の
た
め

の
社
会
的
機
能
、
い
わ
ゆ
る
「
勧
農
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん

ど
触
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
だ
が
、
　
「
勧
農
」
行
為
は
、
す
ぐ
れ
て
階
級
・
権
力
の
問
題
そ
の
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も
の
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
　
国
衙
の
所
持
し
て
い
た
励
農
機
能
を

部
分
的
に
継
承
し
て
在
地
に
食
す
る
支
配
権
を
つ
よ
め
た
、
な
ど
と

い
う
こ
と
は
、
勧
農
に
つ
い
て
の
何
ら
本
質
的
な
闇
題
で
は
な
い
。

聞
題
は
勧
農
そ
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
の
ど
の
よ
う
な
矛
盾

と
対
立
の
な
か
か
ら
行
わ
れ
る
か
、
勧
農
に
動
員
さ
れ
た
農
民
層
が

そ
れ
ぞ
れ
の
勧
農
に
何
ψ
’
2
期
待
し
つ
つ
参
加
し
て
行
く
の
か
、
ま
た

そ
の
結
果
が
彼
ら
農
民
に
と
っ
て
何
を
解
決
し
、
何
を
解
決
し
な
か

っ
た
の
か
、
と
い
う
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
文
と

の
関
係
で
い
え
ば
、
丈
部
為
延
の
開
発
が
一
応
成
功
し
た
と
考
え
ら

れ
る
の
に
対
し
、
古
志
得
延
の
そ
れ
が
失
敗
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
覚

縷
の
開
発
が
浪
人
・
田
民
ら
の
罷
免
荘
で
は
そ
れ
に
参
加
し
な
い
と

い
う
態
度
に
よ
っ
て
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
、
勧
農
と
い
う
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
で
の
矛
盾
と
対
立

の
あ
り
方
か
ら
離
れ
て
は
考
え
難
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

り
、
勧
撲
と
い
う
課
題
は
領
主
制
成
立
史
の
視
角
か
ら
で
は
な
く
、

勤
労
人
民
の
生
長
と
斗
争
の
視
角
か
ら
位
鷺
づ
け
ら
れ
る
べ
き
問
題

で
あ
る
。
勧
農
行
為
に
農
業
生
産
の
発
展
に
つ
い
て
の
前
進
的
意
義

を
み
と
め
、
階
級
間
の
相
互
依
存
・
相
互
補
完
的
関
係
を
考
え
る
傾

向
が
も
し
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
聞
題
の
本
質
を
お
お
い
か
く

し
ト
こ
の
よ
ケ
な
勧
農
を
組
織
指
導
し
た
領
主
暦
の
歴
史
的
役
割
を

必
要
以
上
に
強
調
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
点

で
、
か
つ
て
古
代
か
ら
中
世
へ
の
変
革
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
石
母

　
　
　
　
　
　
⑧

田
・
鈴
木
論
争
の
問
題
点
を
改
め
て
発
展
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
勧

農
．
は
そ
の
も
っ
と
も
具
体
的
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。
本

稿
は
右
の
よ
う
な
課
題
に
接
近
す
る
た
め
の
一
つ
の
作
業
で
し
か
な

い
の
で
あ
る
。

　
①
　
赤
松
俊
一
秀
「
覚
鍍
と
そ
の
時
代
じ
（
『
歴
史
と
人
物
藍
）
。

　
②
（
長
治
元
年
）
紀
伊
郡
崇
敬
寺
胴
葦
生
謡
講
文
（
エ
ハ
ニ
八
魯
・
）
に
木
本
庄
で

　
　
の
庄
司
頼
慶
と
三
河
守
有
政
の
抗
争
の
際
…
に
、
有
政
の
使
と
な
り
ま
た
彼
か
ら
給

　
．
繊
を
得
て
い
た
人
物
に
「
為
里
」
と
い
う
も
の
が
い
る
。
同
時
代
∵
隅
地
域
の
同

　
　
名
籍
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
嗣
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
も
し
そ
う
で
あ
る

　
　
な
ら
ば
「
四
手
庄
文
霧
相
伝
次
第
」
の
紀
利
任
な
ど
と
共
に
、
十
一
世
紀
の
紀
餅
地

　
　
方
の
在
地
領
主
の
構
造
と
政
治
的
行
動
を
考
え
る
有
力
な
材
料
の
一
つ
と
な
る
。

　
③
　
一
八
二
六
号
で
は
「
浪
人
田
民
」
一
八
四
七
号
で
は
「
田
晟
」
と
だ
け
記
さ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
は
、
赤
松
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
（
前
掲
論
文
）
。
な

　
　
お
十
　
世
紀
の
段
階
で
は
「
物
入
」
と
「
田
民
」
を
そ
の
存
准
形
態
の
面
か
ら
と

　
　
く
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
。
村
弁
氏
前
掲
書
二
四
六
～
二
五
一
二
頁
参
照
。

　
④
秦
為
辰
に
つ
い
て
は
宮
川
満
氏
の
「
播
磨
国
矢
野
庄
偏
（
柴
田
実
『
庄
園
村
落

　
　
の
構
造
隠
）
に
詳
細
な
分
析
が
あ
り
、
　
石
母
田
正
氏
も
「
封
建
麟
食
立
の
二
三
の

　
　
問
題
」
　
（
前
掲
護
）
に
お
い
て
宮
摺
氏
の
見
解
を
支
算
し
な
が
ら
独
白
の
分
析
を

　
　
加
え
て
い
る
。

　
⑤
富
川
前
掲
論
文
勢
二
章
鎗
三
簸
。

　
⑥
石
母
9
1
氏
は
④
の
論
文
に
お
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
指
摘
す
る
階
級
社
会
の
成
立
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に
際
し
て
の
共
同
体
の
社
会
的
機
能
と
共
岡
体
内
蔀
の
階
級
分
化
の
二
つ
の
要
件

　
を
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
規
｛
疋
的
に
作
揺
す
る
二
つ
の
道
と
し
て
で
は
な
く
二
鍛
「
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
関
係
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
転
瞬
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
論
理
酌
に
は

　
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
そ
の
後
の
歴
史
過
程
の
全
体
に

　
お
よ
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
も
し
、
祉
会
的
機
能
を
と
く
に
重
視
す
る
な
ら

　
ば
、
墨
家
権
力
を
物
神
化
す
る
危
険
性
を
も
孕
む
こ
と
と
な
る
。
第
一
次
の
農
業

　
共
同
体
の
も
っ
て
い
た
社
会
酌
機
能
と
し
て
の
勧
農
と
階
級
社
会
で
の
支
配
階
級

　
の
行
う
勧
農
と
は
、
隅
じ
く
勧
擬
で
は
あ
っ
て
も
そ
れ
の
も
っ
て
い
る
歴
史
的
意
．

　
義
は
全
く
こ
と
な
っ
て
お
り
、
中
世
的
跳
虫
の
成
立
を
彼
ら
の
も
っ
て
い
た
勧
農

　
的
役
割
を
基
礎
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

⑦
最
近
の
勧
農
に
期
す
る
論
考
は
殆
ん
ど
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
行
わ
れ
て
い
る

　
と
い
え
る
。
戸
田
芳
実
「
中
世
成
立
期
の
所
有
と
経
営
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四
七

　
好
）
大
出
喬
平
「
国
衙
領
に
お
け
る
領
遺
制
の
嫁
掛
」
（
『
史
林
』
鰯
三
の
一
）
工

藤
敬
一
「
鎌
倉
時
代
の
領
主
鶴
扁
（
『
臼
本
史
研
究
」
五
三
号
）
石
共
進
「
平
氏
・

　
鎌
倉
両
政
権
下
の
安
芸
㎝
醐
衙
」
（
『
腱
史
学
研
究
』
二
五
七
）
等
。
こ
れ
ら
に
つ
い

　
　
て
の
検
討
は
別
秘
に
ゆ
ず
り
た
い
“

　
⑧
風
落
田
氏
の
『
中
世
的
世
界
の
形
成
駈
に
配
す
る
鈴
木
良
一
疑
の
批
遡
（
「
敗
戦

　
　
後
の
歴
史
学
に
お
け
る
一
傾
向
」
　
『
思
想
』
工
九
五
号
）
と
石
誉
田
氏
の
反
批
判

　
　
（
「
翁
建
捌
威
立
の
特
質
に
つ
い
て
」
　
『
増
補
巾
霊
的
世
界
の
形
成
』
所
版
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
販
電
気
流
盤
大
学
助
教
授
）

補
註
　
本
稿
作
繊
後
慷
秀
三
郎
氏
の
「
田
紳
と
韻
堵
と
農
罠
」
（
『
美
本
史
研
究
』
八
○

　
　
　
幕
）
に
接
し
た
。
爽
観
元
年
の
依
知
庄
検
溺
帳
を
紫
材
と
し
、
風
鰭
を
階
駿
一

　
　
　
般
の
名
称
と
し
て
で
は
な
く
、
荘
騒
営
上
の
一
定
の
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
職
名

　
　
　
と
し
て
掘
握
し
、
在
地
の
政
治
状
勢
の
な
か
で
の
聞
使
・
隙
堵
・
農
疑
の
動
向

　
　
　
を
克
明
に
分
析
し
た
も
の
で
、
研
究
史
の
上
で
注
厨
す
べ
き
力
作
で
あ
る
。
氏

　
　
　
の
分
析
視
角
と
問
題
提
起
に
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
平
安
全
期

　
　
　
の
田
堵
の
な
か
で
の
九
世
紀
の
細
漿
の
し
め
る
位
譲
、
た
と
え
ば
公
領
田
堵
と

　
　
　
の
関
係
や
十
～
繊
紀
以
後
の
大
名
田
堵
と
小
名
田
塘
あ
一
乗
の
問
題
な
ど
に
つ

　
　
　
い
て
は
主
題
の
関
係
も
あ
っ
て
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
氏
の
問
題
提
起
を
も

　
　
　
含
め
て
田
堵
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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　　The　Heian　一丁‘x’一’　period　is　the　transition　period　from　the　nationwide

and　large　scale　cUltivation　ind圭cated　1）y　the　enforcement　of．16ri条里、

．system　of　the　Ritsury6　！eP・Aw　state　to　the　small　sca！e　cu｝tivation　under

the　manorial　system．　At　tl！at　time　the　main　object　of　cu1tivation

was　Tashi・ro田代left　as　an沁heritance　of∫6ri　system　and　wasteland

continuous！y　reproduced　organically，　both　were　comparatively　easy

to　cultivate．　To　these　objects　of　cultivatlon，　general　peasantry　is

suitable，　and　this　continuous　cultiva£ion　strengthens　their　right　of

至and　as　a　Jiden治田owner　and　also　their　class　progress　by　their．．

settlemeRt　in　each　area，　which　largely　regulates　the　cuitivation　of

manorial　lords，κo加gα国衙as　well　as　residents　of　influence．

　　In　this　artic！e，　aspects　o’£　the　cultivation　in　this　time　are　main｝y

considered　from　these　points　of　view．

An　Interpretation　of．乙iang－chia良家

　　　between　Han漢and　T，ang唐

　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　Minoru　Katakura

　　There　have　been　many　sp1endid　works　on　the　social　standing　system

in　the　ancieBt　China，　which　they　exp！ained　in　its　good　entirety，　though

each　concrete　problem　was　not　fuily　explained．

　　In　this　artic1e，　the　word　Liang－chia　Jl！Z．se　wil！　be　examined，　found

here　and　there　in　the　clocumeBts　between　Han漢and　T’ang唐，　which

shows　that　the　word　Liang－chia　means　tlie　lineage　with　a　certain

condition　that　there　can　be　certified　no　person　above　Tai－kun9大功
Who　comes　under　the　CJze　“st　of　Ts’i－k’o　一L’f・1一．　Thus　sons　and　daugh－

ters　of　the　famiiy　innocent　ov’?ｒ　three　generatlons　in　the　longitudinal

lineage　could　be　ofucials　of　court　or　court　ladies　of　harem　as　members

of　Liang－chia．　Whether　a　person　be　of　Liang－chia　is　mainly　considred

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（958）


