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【
要
約
】
　
請
作
を
重
視
す
る
最
近
の
荘
園
経
営
研
究
の
難
点
は
、
借
悪
者
が
耕
作
権
を
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
し
た
か
の
究
明
で
あ
る
。
従
来
の
荘
園

研
究
は
、
請
作
重
視
論
を
も
含
め
て
、
口
分
田
・
墾
田
・
治
田
の
私
有
性
を
強
調
す
る
あ
ま
鋤
、
借
導
者
の
存
在
を
無
視
し
た
り
認
め
て
も
か
れ
ら
の
耕

作
権
獲
得
の
た
め
の
努
力
を
正
当
に
評
価
し
得
な
か
っ
た
。
こ
の
論
文
は
、
十
紀
世
初
頭
に
長
期
の
耕
作
権
が
始
め
て
容
認
さ
れ
百
姓
の
名
に
よ
る
田
地

立
券
が
抑
止
さ
れ
た
と
の
見
解
の
も
と
に
、
従
来
一
体
視
さ
れ
た
地
主
層
の
な
か
か
ら
領
主
之
作
人
が
分
化
す
る
過
程
を
追
跡
し
、
明
確
を
欠
く
延
喜
荘

園
整
理
令
実
施
の
成
果
に
つ
い
て
再
吟
味
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
瞬
九
巻
一
号
　
一
九
六
六
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
根
底
に
な
っ
た
史
料
が
『
環
翠
軒
式
目
抄
』
『
沙
汰
未
練
書
』
『
法

　
　
　
哺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹
私
要
抄
』
な
ど
、
平
安
時
代
末
期
・
鎌
倉
・
戦
国
時
代
編
述
の
も

領主と作人（赤松）

　
平
安
時
代
古
文
書
所
見
の
領
主
・
作
人
に
早
く
注
目
し
、
そ
の
性

格
を
最
初
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
中
田
薫
博
士
で
あ
る
。
博
士

は
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
発
表
の
「
王
朝
時
代
の
庄
園
に
関
す

る
研
究
」
（
『
法
制
史
諭
集
舳
第
二
巻
駈
収
）
の
な
か
で
庄
園
の
組
織
と
し
て
ま
ず
領
主
を

取
り
上
げ
、
領
主
と
は
土
地
の
所
有
権
者
を
さ
し
、
領
家
と
い
う
の

は
、
所
有
者
が
公
卿
で
あ
る
場
合
の
美
称
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
博

士
の
こ
の
定
義
は
そ
の
後
異
議
な
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
解
釈

の
で
あ
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。
『
令
義
解
』
『
六
国
史
』
『
類
聚
三

代
格
』
な
ど
の
令
制
の
根
本
史
料
に
は
、
領
家
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

領
主
と
い
う
名
辞
も
所
見
し
な
い
。
令
制
で
は
墾
田
の
所
有
権
者
を

地
主
（
『
類
聚
蕊
代
絡
恥
弘
仁
十
年
十
一
海
五
日
太
政
窟
符
）
と
称
し
て
い
る
。
領
主
は
既
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
（
膿
田
俊
雄
「
荘
園
爾
の
銘
木
的
性
格
と
領
飽
鋤
」
　
蝿
中
世
祉
会
の
藩
礎
構
造
高
所
収
）
、
延
蓬
m
四
年
（
九
〇
四
）

＋
月
＋
五
日
付
勢
寺
町
写
の
あ
て
先
に
謹
上
領
主
諸
院
」
（
薬
量
　
磁

か
泓
）
と
あ
る
の
が
今
の
と
こ
ろ
最
も
古
い
。
し
が
し
内
容
で
愚
筆
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さ
れ
る
の
は
、
康
保
三
年
（
九
六
六
）
四
月
二
爲
付
伊
賀
国
名
張
郡

夏
見
郷
薦
生
村
刀
禰
等
勘
文
写
（
圏
平
安
避
文
臨
「
｝
」
二
八
九
簿
）
所
見
の
「
件
名
張
河

西
、
薦
生
御
牧
上
方
、
添
山
所
在
寺
神
領
田
農
・
私
人
領
地
．
公

脚
、
其
数
已
多
。
三
号
畠
大
屋
戸
鰭
煮
繭
隷
夏
焼
帖
然
黒
毛
領
主
各

別
也
。
　
併
非
蹴
東
大
寺
領
刈
」
ぐ
ち
い
で
あ
る
。
　
こ
の
勘
文
が
作

ち
れ
た
前
後
の
事
情
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
（
難
講
撫
鷲
蒲
ξ

に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
再
説
し
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
領
主

が
十
世
紀
初
頭
か
ら
使
用
さ
れ
始
め
た
名
辞
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず

動
か
な
い
。
慢
罵
は
領
主
の
歴
史
蜘
社
会
的
性
格
で
あ
る
。
黒
田
俊

雄
氏
は
当
時
古
文
書
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
領
の
語
義
が
占
有
、
現
実

の
慮
接
的
支
配
、
事
実
上
の
所
有
を
意
味
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
領

主
が
名
義
上
の
所
選
者
を
さ
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
が
、
現

実
の
直
接
的
支
配
者
、
そ
れ
も
在
地
に
根
を
は
や
し
た
よ
う
な
も
の

を
意
味
す
る
こ
と
が
強
か
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
最
近
の
領
主
欄
研

究
の
動
向
か
ら
す
る
と
、
黒
田
氏
が
領
主
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
限

定
し
た
の
は
当
然
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
史
料
に
に
即
し
て
考

え
る
と
、
こ
の
よ
う
に
限
定
す
る
こ
と
が
妥
轟
で
あ
る
、
と
は
容
易

に
書
い
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
黒
田
氏
が
引
用
し
て
い
る
史
料

の
な
か
に
は
、
名
義
上
の
所
有
者
で
あ
る
も
の
、
事
実
上
の
所
有
者

で
は
あ
ウ
て
も
在
地
に
い
わ
ゆ
る
根
を
は
や
し
て
い
な
い
も
の
が
見

え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
は
土
地
所
有
に
関
係
し
て
い
る
。
領

主
が
名
義
上
・
事
実
上
の
双
方
に
ま
た
が
り
、
在
地
・
非
在
地
を
問

わ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
以
上
、
視
野
を
も
っ
と
広
く
し
、
十
世
紀

に
な
っ
て
次
第
に
領
主
関
係
の
史
料
が
多
く
所
見
す
る
よ
う
に
な
る

根
本
事
情
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
領
主
の
法
制
・
経
済
・

挫
会
的
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
黒
田
氏
め
論
文
で
い
ま
一
つ
注
置
さ
れ
る
の
は
、
康
平
三
年
目
一

〇
六
〇
）
　
四
R
潮
凪
一
R
凹
付
一
網
鰍
ハ
土
寸
一
二
論
…
砒
ハ
領
近
謝
仙
園
痴
愚
久
知
野
趣
壮
司
等
鯉
川

（糊

ｽ
安
遺
文
葡
コ
～
こ
九
五
四
磐
）
所
見
の
「
国
家
不
レ
令
レ
知
昌
作
畠
殉
本
寺
不
レ
知
二
作
畠
鴨

以
レ
誰
、
心
用
領
主
哨
以
レ
誰
、
為
二
作
人
幻
影
轟
作
人
（
還
為
凱
領
主
巴

者
、
如
何
。
彼
輩
不
レ
持
昌
公
験
叩
」
の
事
実
を
も
っ
て
愛
智
荘
の
田

堵
が
元
興
寺
の
「
領
主
権
」
を
お
び
や
か
し
た
、
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
当
時
の
愛
唱
荘
の
田
堵
が
国
衙
の
収
納
使
國
代
と
手
を
組

ん
で
元
興
寺
の
領
有
に
反
抗
し
そ
の
支
配
を
お
び
や
か
し
た
こ
と
は

黒
糖
残
の
い
う
と
お
り
で
あ
る
。
わ
た
く
し
も
か
つ
て
黒
照
琉
と
葡

卜
し
て
愛
智
嚢
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
趣
鞠
鰐
麟
紘
機

謡
講
讐
。
）
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
右
に
掲
げ
た
引
用
文
に

よ
乃
と
、
作
繍
の
領
主
と
作
人
は
相
互
に
そ
の
地
位
を
交
換
す
る
こ
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籏主と作人（赤松）

と
が
仮
定
さ
れ
う
る
ほ
ど
、
そ
の
存
在
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、

し
か
も
決
定
的
な
違
い
は
、
領
主
が
公
験
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
作
人
は
こ
れ
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
元
興
寺
側
が
主
張

し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
領
主
と
は
何
も
の
を

さ
し
た
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
元
興
寺
自
体
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は

領
主
と
作
人
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
、
右
の
引
用
文
で
「
本
寺
」
と
蓑
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
元
興
寺

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
確
か
め
ら
れ
る
。
当
然
に
領
主
は
、
黒

田
氏
の
い
う
よ
う
に
、
在
地
に
根
を
は
や
し
た
現
実
の
直
接
支
配
者

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
愛
霊
鑑
の
場
合
、
元
興
寺
と
ま
っ
こ
う
か

ら
対
立
抗
争
し
て
い
る
田
堵
が
そ
れ
で
あ
り
え
な
い
こ
と
が
、
領
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
存
在
を
確
か
め
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
。
領
主
に
つ
い
て
掘

り
下
げ
た
研
究
が
要
望
さ
れ
る
第
一
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
田
堵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
か
っ
て
わ
た
く
し
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
末
期
に

は
名
主
と
同
一
性
格
の
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
貞
観
元
年
（
八
五
九
）

の
元
興
寺
領
近
江
国
隣
智
荘
堅
田
帳
（
『
平
安
遺
文
晦
「
　
」
一
二
八
燃
ケ
）
以
来
、
平
安
時
代

前
期
の
古
文
書
で
は
耕
地
の
預
作
人
と
し
て
所
見
し
て
い
る
。
い
ま

間
題
に
な
っ
て
い
る
愛
智
荘
司
等
解
は
、
十
一
世
紀
後
半
の
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
田
堵
は
作
人
・
名
主
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
．

こ
の
場
合
の
愛
智
荘
の
傾
主
は
、
当
然
に
在
地
の
土
豪
で
は
あ
る
が
、

耕
地
所
有
の
公
験
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
、
作
人
・
田
堵
・
名
主
と

一
線
を
画
し
、
か
れ
ら
か
ら
加
地
子
を
収
取
す
る
存
在
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
く
る
。
領
主
の
性
格
規
定
を
荘
司
解
の
内
容
に
基
づ
い
て

そ
こ
ま
で
追
い
詰
め
る
の
は
容
易
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
進
ん
で

領
主
の
存
在
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
柔
膚

荘
に
は
荘
司
解
よ
り
八
年
前
の
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
十
月
に
作
製

さ
れ
た
坪
付
（
『
平
安
遺
文
㎞
コ
ニ
」
六
九
八
崇
）
が
あ
る
。
こ
の
坪
付
は
嶺
時
と
し
て
珍
し

く
一
女
の
坪
に
人
名
が
注
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
荘
司
の
黒
部

光
成
・
依
命
秦
現
姓
も
の
な
ど
も
見
え
て
い
る
。
刀
禰
久
茂
も
所
見

す
る
。
し
か
し
そ
れ
が
領
主
を
あ
げ
た
の
か
、
他
に
例
が
あ
る
よ
う

に
作
人
を
記
し
た
の
か
と
な
る
と
、
決
め
手
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。

領
主
と
作
人
を
区
別
し
て
認
識
す
る
標
識
と
い
う
べ
き
公
験
も
、
元

来
は
僧
尼
関
係
の
文
書
を
さ
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
田
畑
宅
地
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
な
る
と
、
定
義
は
容
易
で
な
い
。
領
主
対
作
人
関
係
を
明
確
に
す

る
史
料
を
他
に
求
め
て
、
複
雑
微
妙
な
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
が
必

要
な
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

　
わ
た
く
し
は
か
っ
て
牛
歩
荘
の
問
題
を
論
じ
た
あ
と
，
東
大
寺
領

伊
賀
国
玉
滝
・
黒
田
両
荘
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
思
い
立
ち
、
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『
平
安
遺
文
』
所
載
の
文
書
を
改
め
て
初
め
か
ら
見
直
し
て
い
る
う
ち

に
、
問
題
の
領
主
と
作
人
の
重
要
な
史
料
が
両
鶴
と
く
に
玉
髄
荘
関

係
の
も
の
に
多
く
出
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
所
見
の
一
端
は
論
文

「
杣
工
と
荘
園
」
（
書
聖
細
編
糎
）
の
な
か
で
発
表
し
た
が
、
論
文
の

主
題
に
も
拘
束
さ
れ
て
領
主
対
作
人
の
関
係
と
ま
っ
こ
う
か
ら
取
り

組
め
な
い
面
も
あ
っ
た
。
考
察
の
足
ら
な
い
点
は
、
そ
の
後
に
発
表

　
　
　
　
　
　
④

し
た
二
つ
の
論
文
で
も
論
及
し
た
が
、
な
お
満
足
で
き
な
い
面
が
あ

っ
た
の
で
、
昭
和
三
十
九
年
史
学
研
究
会
大
会
公
開
講
演
の
際
に

「
領
主
と
作
人
」
の
題
の
も
と
に
研
究
発
表
を
行
な
っ
た
。
こ
の
論

文
は
、
そ
の
時
の
講
演
要
旨
を
骨
子
と
し
て
そ
の
後
の
知
見
・
省
察

を
加
え
て
、
新
し
く
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
論
を
進
め
る
都

舎
上
、
既
に
発
表
し
た
論
文
と
一
部
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
も

っ
と
早
く
『
史
林
』
に
掲
載
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
が
、

身
辺
多
忙
で
起
稿
が
遅
延
し
て
今
に
な
っ
て
、
編
集
委
員
会
に
迷
惑

を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
、
お
わ
び
す
る
。

二．

　
さ
て
筆
入
に
つ
い
て
、
始
め
て
明
確
な
定
義
を
下
し
た
の
は
、
最

初
に
記
し
た
と
お
り
中
田
博
士
で
あ
る
。
博
士
は
前
記
の
論
文
の
な

か
で
荘
園
の
組
織
と
し
て
田
堵
・
寄
人
を
論
君
た
際
に
平
安
時
代
中

期
以
降
の
古
文
書
に
所
見
す
る
作
手
に
注
鷺
し
「
乞
請
耕
作
」
を
許

さ
れ
た
耕
作
権
を
さ
す
も
の
と
さ
れ
た
。
博
士
は
ま
た
、
こ
の
「
乞

請
耕
作
」
を
も
っ
て
痒
ー
マ
法
の
乞
索
℃
お
。
鴛
二
尉
と
根
本
観
念

を
同
じ
く
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
観
点
か
ら
公
田
や
初
期
荘
園
で
行

な
わ
れ
た
水
田
の
賃
租
は
今
霞
の
法
概
念
に
基
づ
く
契
約
に
よ
る
貸

借
と
は
性
格
が
異
な
る
こ
と
、
そ
の
本
質
は
耕
作
者
の
奉
公
・
．
服
従

に
対
す
る
土
地
所
有
老
襲
領
主
の
恩
給
と
解
す
べ
き
こ
と
を
強
調
さ

れ
た
。
し
た
が
っ
て
作
手
と
い
う
耕
作
権
は
服
従
を
前
提
と
し
て
領

主
か
ら
愚
壁
塗
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
手
田
が
耕
作
者
の

私
領
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
博
士
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
今

か
ら
や
く
六
〇
年
前
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
敬
服
に
堪
え
な
い
。
と

こ
ろ
が
問
題
は
鎌
倉
時
代
以
後
の
史
料
に
は
作
人
が
畠
分
の
作
手
田

を
さ
し
て
私
領
と
称
し
た
事
実
が
多
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

な
か
に
は
作
手
職
所
有
者
が
領
主
と
自
称
し
た
こ
と
も
あ
る
（
臨
欝
欝

麟炉

ｾ廿

?脱

f猷

虫･

F薇

Q
年
）
。
こ
の
よ
う
な
事
実
が
多
く
認
め
ら
れ
る

こ
と
は
、
服
従
と
恩
給
の
関
係
か
ら
作
手
の
成
立
を
説
明
す
る
博
士

本
来
の
立
場
に
と
っ
て
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
博
士
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
。
　
《
平
安
時
代
後
期
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領主と作人（赤松）

の
領
主
は
職
務
的
用
益
権
を
留
保
し
て
権
門
等
に
寄
進
し
た
自
己
の

所
領
を
、
寄
進
後
も
留
保
し
た
権
利
を
客
体
と
し
て
自
己
の
所
領
と

称
し
た
事
実
が
多
い
。
作
手
成
立
の
場
合
に
も
こ
れ
と
同
様
の
事
実

が
あ
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
》
。

　
し
か
し
博
士
の
説
明
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
問
題
が
複
雑
と
な
る
の

は
、
博
土
に
よ
っ
て
作
手
の
最
初
の
史
料
と
さ
れ
て
い
る
『
朝
野
群

載
』
巻
五
（
『
新
訂
増
捕
国
史
大
系
臨
懸
二
十
九
上
ご
～
八
ペ
ー
ジ
）
所
収
の
延
久
三
年
（
δ
七
一
）
さ

月
四
蓋
付
蔵
人
所
下
文
に
所
蔵
す
る
田
原
御
菓
栖
住
人
山
背
友
光
の

作
手
が
、
博
士
の
解
釈
に
よ
る
と
、
領
主
が
耕
作
権
を
留
保
し
て
超

を
寄
進
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
友
光
の

作
手
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
吟
味
を
要
す
る
が
、
そ
れ
は
の
ち
に
述
べ

る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
重
要
な
の
は
、
博
士
の
こ
の

説
明
に
よ
っ
て
、
作
手
成
立
に
は
、
領
主
の
耕
作
権
容
認
と
領
主
自

身
が
耕
作
権
を
留
保
し
た
場
合
と
、
一
一
つ
の
経
路
が
存
在
し
た
、
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
経
路
は
同
時
に
成
立
し
た

の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
一
方
が
成
立
し
そ
れ
が
多
く
な
っ
た
結
果
、

他
方
の
経
路
も
そ
れ
に
つ
れ
て
出
現
し
両
者
が
共
存
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
先
行
し
た
一
方
が
衰
退
廃
絶
し
た
あ
と
、
他

方
が
新
し
く
起
き
た
の
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
が
先
行
し
た
の
で
あ
る

か
。
両
者
の
関
係
は
い
ろ
い
ろ
に
考
え
ら
れ
る
が
、
中
田
博
士
の
説

は
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
博
士
の
論
文
に

よ
谷
と
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
寺
院
法
で
は
耕
作
権
留
保
付
寄
進
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
純
粋
の
プ
レ
カ
リ
ウ
ム
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、

領
主
の
耕
作
権
容
認
が
留
保
付
寄
進
に
先
行
し
か
つ
支
配
的
に
多
か

っ
た
こ
と
を
明
確
に
し
な
い
か
ぎ
り
、
博
士
の
せ
っ
か
く
の
請
作
・

プ
レ
カ
リ
ウ
ム
一
致
の
指
摘
も
そ
の
意
義
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
作
手
論
の
困
難
な
点
は
、
野
猫
博
士
が
論
及
さ
れ
た
賃
租
か
ら
請

作
へ
の
推
移
に
も
存
す
る
。
賃
租
は
周
知
の
よ
う
に
、
公
私
田
と
も

に
原
則
と
し
て
期
間
が
一
年
に
制
限
さ
れ
、
そ
れ
を
越
え
て
長
期
に

契
約
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
一
年
以
上
に
わ

た
る
借
書
者
の
耕
作
権
は
令
制
が
厳
格
に
施
行
さ
れ
た
時
代
に
は
容

認
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
十
世
紀
初
頭
か
ら
次
第
に
史

料
が
多
く
な
る
請
作
で
も
、
中
田
博
士
が
重
視
さ
れ
た
請
文
は
毎
年

提
出
さ
れ
る
の
が
た
て
ま
え
で
あ
り
、
耕
作
の
と
り
決
め
が
毎
年
更

新
さ
れ
た
こ
と
で
は
、
賃
租
も
請
作
も
網
違
は
な
か
っ
た
。
し
か
し

顕
著
に
認
め
ら
れ
る
相
違
は
、
請
作
で
は
詳
論
者
が
作
手
と
称
し
て

長
期
に
わ
た
る
事
実
上
の
耕
作
権
を
保
有
し
た
こ
と
で
あ
る
。
作
手

の
な
か
に
は
寛
徳
二
年
（
　
〇
四
五
）
の
東
大
寺
領
摂
津
国
論
成
瀬
荘
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の
そ
れ
の
よ
う
に
、
領
象
や
荘
司
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
薗
己
の
保

有
す
る
耕
作
権
を
他
人
に
買
回
す
る
も
の
も
あ
っ
た
（
櫛
灘
搬
鞭
』
雌
灘
蟹

騙職

恣ｫ

Q
鰍
）
。
そ
の
点
で
は
請
作
と
賃
租
は
明
確
に
異
な
っ
て
い
る
。

中
蜀
博
士
も
賃
租
と
請
作
と
は
異
な
る
と
し
、
」
始
め
は
純
然
た
る
私

法
上
の
賃
租
関
係
で
あ
っ
た
地
主
と
作
人
の
関
係
も
、
こ
れ
を
経
済

上
の
地
位
か
ら
見
る
と
、
作
人
は
常
に
地
主
の
保
護
に
依
頼
せ
ざ
る

を
得
な
い
境
遇
に
あ
っ
た
か
ら
、
時
が
経
過
す
る
に
従
っ
て
、
お
の

ず
か
ら
一
種
の
服
従
関
係
が
生
ず
る
の
は
薮
然
の
傾
向
で
あ
っ
た
、

と
し
て
賃
租
か
ら
請
作
へ
の
変
化
を
説
明
さ
れ
た
。
博
士
の
説
明
に

よ
っ
て
講
作
と
い
う
耕
作
関
係
に
服
従
と
恩
給
が
導
入
さ
れ
る
契
機

は
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
賃
租
の
蒔
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
長
期

の
耕
作
権
が
容
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
肝
心
の
い
き
さ
つ
は
明
確

に
な
ら
な
い
。
耕
作
権
の
容
認
は
、
地
主
側
か
ら
見
れ
ば
、
明
白
に

そ
の
権
利
の
一
部
放
棄
で
あ
る
。
｝
た
と
い
そ
れ
が
恩
恵
と
し
て
耕
作

者
に
与
え
ら
れ
る
形
式
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
地
主
側
の
譲
歩
で
あ

る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
服
従
と
恩
給
の
甜
封
建
的
関
係
が
次
第

に
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
十
～
十
一
世
紀
に
お
い
て
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
地
主
側
の
譲
歩
が
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
究
朋
は
封
鐙
愈
愈
係
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
上
に
も
電
歪
な

意
味
を
持
つ
も
の
と
愚
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
の

荘
園
史
研
究
で
特
に
支
配
的
に
な
っ
た
、
所
有
老
直
接
経
営
を
重
視

す
る
傾
向
の
著
し
い
論
文
で
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
を
批
判
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

最
近
は
盛
ん
に
な
っ
た
、
請
作
重
視
の
論
文
で
も
こ
の
事
実
億
同
様

に
見
落
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
鐵
接
の
原
因
は
耕
作
権
容
認
の
関
係
史

料
を
告
い
だ
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
が
、
根
本
的
に
は
賃
租
か

ら
講
作
へ
の
推
移
に
つ
い
て
の
認
識
が
関
係
し
て
い
る
。

　
わ
た
く
し
は
十
一
世
紀
前
半
の
伊
賀
圏
玉
滝
荘
で
柚
工
が
そ
の
治

賑
を
請
作
に
付
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
以
来
、
請
作
に
つ
い
て
関

心
を
高
め
た
が
、
現
存
の
史
料
で
は
請
作
の
語
の
初
出
で
あ
る
延
長

六
年
（
九
二
八
）
＋
二
月
＋
七
日
故
績
果
弟
子
等
興
「
㈱
平
安
一
文
瞼
ご
二
三
一
帯
）
に
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
の
を
知
っ
て
、
こ
の
史
料
こ
そ
耕
作
権
容
認

を
具
体
的
に
示
す
史
料
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
。
こ
の
解
は
、
延

喜
廿
二
年
（
九
二
二
）
二
月
廿
五
日
に
死
ん
だ
顧
果
が
寛
平
七
年
（
八

九
五
）
に
三
統
普
子
ら
か
ら
買
得
し
た
熱
地
三
段
二
〇
〇
歩
を
請
作

に
付
し
た
が
、
か
れ
こ
れ
と
請
作
人
が
変
わ
り
争
い
が
絶
え
な
い
の

で
、
網
論
を
断
つ
た
め
に
永
年
の
行
文
を
放
っ
た
菓
実
を
記
録
し
て

い
る
。
こ
の
史
料
が
従
来
無
視
さ
れ
た
の
は
、
永
年
の
行
文
と
は
何

を
さ
し
た
も
の
か
不
朋
で
あ
っ
た
こ
と
が
原
園
で
あ
る
。
こ
の
行
文
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領喪と作人（赤松）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
他
に
同
一
の
例
証
が
あ
り
、
宛
行
文
を
略
し
た
表
現
で
あ
る
。
永

年
の
行
文
が
放
た
れ
た
の
は
、
永
年
の
耕
作
権
を
附
与
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
鞘
管
の
場
合
、
そ
れ
は
明
白
に
「
彼
此
互
請
作
之
問
、

喧
嘩
不
レ
絶
、
爾
シ
戴
、
為
レ
挙
国
相
論
ハ
」
に
特
に
附
与
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
講
作
老
は
、
旧
地
主
三
統
普
子
ら
が
耕
地
を
顧
果
に

売
却
し
た
際
に
留
保
し
た
耕
作
権
に
基
づ
い
て
請
作
し
た
の
で
な
い

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
顧
果
が
買
得
し
た
あ
と
、
新
し
く
募
っ
た
耕

作
者
で
あ
り
、
そ
れ
も
単
独
で
は
な
く
、
多
数
に
わ
た
っ
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
喧
嘩
が
絶
え
ず
耕
作
関
係
は
安
定
し
な

か
っ
た
。
禎
果
が
永
年
の
行
文
を
放
っ
て
請
作
者
の
耕
作
権
を
長
期

に
容
認
し
た
の
は
、
請
作
老
の
争
い
を
除
き
耕
作
関
係
を
安
定
さ
せ

る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
請
作
者
の
反
抗
に
屈
し
て
譲
歩
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
作
手
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
こ
の
事
実
を

銘
記
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
地
主
側
の
譲
歩
を
か
ち
と
っ
た
請
作
老
の
抵
抗

に
つ
い
て
、
禎
果
関
係
以
外
に
史
料
が
存
在
す
れ
ば
、
十
世
紀
初
頭
の

賃
組
か
ら
請
作
．
へ
の
推
移
の
意
義
は
さ
ら
に
明
確
に
な
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
は
次
の
事
実
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
《
真
心
二
年
（
九
九
〇
）
観
世
音
寺
領

　
　
　
　
　
⑧

筑
前
国
華
岐
荘
の
作
人
は
、
段
別
二
斗
五
升
の
地
子
米
の
み
を
寺
納

し
段
別
七
升
五
倉
の
竪
米
の
納
付
を
拒
否
し
た
（
『
平
安
避
文
飾
コ
ご
三
民
三
号
）
。
作
人

が
輸
租
を
拒
否
し
た
前
後
の
事
情
は
史
料
に
詳
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

直
接
の
動
機
は
把
岐
荘
の
領
家
が
享
受
し
て
い
る
不
輸
租
の
特
典
を

作
人
自
身
が
享
受
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
こ
と
に
あ
る
。
作
人
の
反

抗
が
意
外
の
も
の
を
貝
ざ
し
て
い
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
ま

た
こ
れ
ら
の
作
人
の
動
向
と
は
完
全
に
同
一
で
は
な
い
が
、
抵
抗
と

い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
前
年
に
起
き
た
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
が
守
元

命
罷
免
を
朝
廷
に
要
求
し
て
成
功
し
た
こ
と
に
も
共
通
の
も
の
が
読

み
取
ら
れ
る
》
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
請
作
者
が
地
主
側
を
圧
し
こ
れ

を
譲
歩
さ
せ
る
の
に
成
功
し
た
の
は
、
か
れ
ら
の
抵
抗
ば
か
り
が
要

因
で
は
な
く
、
疫
病
の
流
行
に
よ
る
耕
作
人
口
の
急
激
な
減
少
に

　
　
　
　
　
　
⑨

よ
る
耕
地
の
荒
廃
が
地
主
側
に
圧
力
を
か
け
た
こ
と
も
無
視
で
き
な

い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
容
認
さ
れ
た
耕
作
権
を
表
現
す
る
語
と
し
て
作

手
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
中
田
博
士
が
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
で
あ

る
。
地
主
が
請
作
者
に
耕
作
権
を
容
認
す
る
時
に
は
永
年
の
行
文
H

宛
行
文
を
発
し
た
が
、
禎
果
の
発
行
し
た
も
の
が
現
存
し
な
い
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
他
の
も
の
も
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
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と
は
作
手
成
立
の
過
程
や
権
利
内
容
の
究
明
を
園
難
に
し
て
い
る
。

そ
れ
で
も
『
平
安
遺
文
』
の
う
ち
に
は
二
～
三
の
例
を
発
見
し
得
る

こ
と
は
、
幸
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
の
所
見
は
、
治
安
二
年
（
一
〇
二
二
）
四
月
廿
六
日
付
僧
能
M
囚

作
手
宛
行
状
（
岡
平
安
廻
文
瞼
「
九
」
四
六
〇
庶
号
）
で
あ
る
。
、
能
因
は
師
資
相
伝
の
二
条
一

坊
六
坪
西
大
路
田
二
四
〇
歩
の
永
年
作
手
を
こ
の
時
に
白
荒
野
子
に

処
分
し
て
い
る
。
能
因
が
師
資
相
伝
し
た
所
領
の
内
容
は
明
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
所
有
権
で
あ
り
、
こ
の
時
に
耕
作
権
の
み
を
姉
子
に

あ
て
行
な
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。
第
二
の
所
見
は
康
平
五
年
（
一

〇
六
二
）
四
月
日
付
曼
茶
羅
寺
田
充
行
状
写
（
鯛
平
安
遣
文
自
門
九
」
四
六
二
八
馨
）
で
あ
る
。

こ
の
文
書
は
写
の
た
め
文
意
不
明
の
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
れ
以
前

に
こ
の
寺
田
に
丸
部
話
方
と
い
う
作
人
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て

い
る
。
こ
の
作
人
が
耕
作
者
で
あ
っ
て
、
所
有
者
で
な
い
こ
と
は
憂

　
　
　
　
　
　
嚇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

茶
羅
寺
側
が
強
く
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
所
見
は
周
知
の

東
大
寺
領
伊
賀
国
簗
瀬
郷
開
発
に
関
す
る
治
暦
二
年
（
一
〇
六
六
）
三

月
十
一
銭
轡
元
興
寺
大
僧
都
落
慶
政
所
下
文
写
（
㎎
平
安
遺
文
』
「
三
」
一
〇
〇
二
号
）
で
あ

る
。
こ
の
下
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
前
稿
「
杣
工
と
荘
園
」
（
臨
襖
琳
許

旺
弥
）
で
詳
説
し
た
。
開
発
の
実
際
に
当
た
っ
た
丈
部
為
延
は
永
作

手
を
与
え
ら
れ
た
が
、
有
慶
に
加
地
子
を
納
め
る
義
務
が
付
加
し
て

お
り
、
私
傾
主
下
の
作
人
の
地
位
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
第
四
の
所
見

は
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
正
月
廿
日
写
譜
院
小
泉
荘
田
永
作
手
宛
行

状
（
『
平
安
遣
文
駈
「
四
し
一
一
八
九
号
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
荒
田
一
町
歩
の
再
開
発
を
条
件

に
僧
知
増
に
永
作
手
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
が
、
前
記
の
簗
瀬
郷
と

ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の

作
手
も
耕
作
権
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
有
権
は
荘
側
が
保

有
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
四
通
の
宛
行
文
を
通
じ
て
著
し
い
こ
と
は
、
作
手
が
地
主

側
の
恩
恵
と
し
て
容
認
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

請
作
者
が
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
拘
束
す
る

条
件
を
地
主
側
が
宛
行
状
に
明
記
し
た
の
は
有
慶
発
行
の
も
の
だ
け

で
あ
っ
て
、
あ
と
は
そ
の
形
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
理
由
は
永
作
手
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
注
掻
さ
れ
る
の
は
、
最
初
に
作
手
を
認
め
た
文
書
に
作
手
の

権
利
を
限
定
す
る
規
定
が
書
き
込
ま
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、

そ
の
後
に
作
手
を
他
人
に
譲
渡
す
る
場
合
に
も
、
地
主
が
だ
れ
で
あ

る
か
を
明
記
し
た
場
合
は
ま
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
手
の
設
定

に
つ
い
て
は
地
主
が
こ
れ
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
、
地
主
に
対
す
る

義
務
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
当
然
記
入
さ
れ
る
べ
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き
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
完
全
に
具
備
し
た
も
の
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
作
手
一
所
有
権
の
見
解
が
早
く
成
立
し
、

学
界
の
定
説
と
な
っ
た
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
成
立
当
初
の
作
手
が

耕
作
権
を
意
味
し
所
有
権
を
含
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
、
前
記
の
四
通

の
宛
行
文
の
ほ
か
に
、
当
　
時
の
文
書
に
そ
の
傍
証
が
見
い
だ
さ
れ
、

否
定
し
得
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
十
～
十
一
世
紀
の
土
地
制
度
を
知
る
上
に
重
視
さ

れ
て
い
る
寛
弘
九
年
（
一
〇
一
二
）
正
月
廿
二
日
和
泉
国
符
写
（
鵡
柳
鞍
講

顛
駄
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
《
和
泉

国
の
管
内
は
狭
い
が
住
民
は
多
く
、
そ
の
半
数
は
漁
業
に
従
事
し
て

耕
作
を
好
ま
な
い
。
浮
浪
の
も
の
で
た
ま
た
ま
耕
作
す
る
心
が
あ
っ

て
も
、
「
作
手
無
き
に
依
り
題
作
す
る
に
便
な
ら
不
。
」
富
豪
の
も
の

は
も
と
よ
り
領
田
を
持
っ
て
い
る
が
、
荒
地
や
せ
地
と
称
し
て
長
年

に
荒
れ
る
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
和
泉
国
の
困
難
と
心
配
、
佐
民
の

利
益
が
少
な
い
の
は
、
多
く
こ
れ
が
原
因
で
あ
る
。
》
問
題
は
、
か

っ
こ
を
附
し
て
原
文
ど
お
り
に
読
み
下
し
た
部
分
で
あ
る
。
耕
作
従

事
の
意
図
を
持
つ
浮
浪
人
の
愚
作
を
妨
げ
る
も
の
は
、
　
「
無
作
手
」

と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
作
手
を
単
に
借
生
者
と
か
地
主

・
と
か
、
従
来
の
観
念
で
解
釈
す
れ
ば
、
国
司
の
言
お
う
と
し
た
意
味

は
理
解
し
え
な
く
な
る
。
や
は
り
作
手
を
長
期
に
容
認
さ
れ
た
耕
作

権
と
解
し
、
そ
れ
が
浮
浪
人
に
許
さ
れ
な
い
の
で
、
細
作
が
発
展
し

な
い
、
と
国
司
が
述
べ
た
、
と
す
る
の
が
妥
影
で
あ
る
。
重
要
な
の

は
、
浮
浪
人
に
対
し
て
作
手
を
認
め
な
い
の
は
だ
れ
で
あ
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
章
の
筋
道
か
ら
す
る
と
」
　
「
半
ば
漁
釣
の
事

を
宗
と
し
耕
転
の
業
を
好
む
無
き
」
も
の
が
作
手
を
容
認
す
べ
き
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

場
に
あ
っ
た
、
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
か
れ
ら
は
漁
業
に
従
事

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
保
有
の
口
分
田
・
公
田
・
治
田
等
の
耕
作

を
な
お
ざ
り
に
し
が
ち
に
な
り
、
耕
地
は
荒
廃
し
た
。
し
か
も
浮
浪

人
に
入
作
を
許
可
し
て
耕
作
を
か
れ
ら
に
任
せ
長
期
の
耕
作
権
を
容

認
す
る
こ
と
は
、
あ
え
て
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
作
手
を

認
め
て
農
業
を
放
棄
す
る
ほ
ど
に
漁
業
に
専
従
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
っ
た
。
当
時
の
和
泉
国
住
民
が
置
か
れ
た
経
済
的
条
件

は
お
よ
そ
前
記
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
当
時
の
東
大

寺
領
伊
賀
国
玉
滝
荘
で
は
、
前
号
「
杣
工
と
荘
園
」
（
『
史
林
臨
臨
山
月
ノ
ニ
四
ペ
ー
ジ
）
で

指
摘
し
た
よ
う
に
、
至
上
は
そ
の
治
田
に
作
手
を
置
く
の
が
常
態
ま

で
に
な
っ
て
い
た
。
和
泉
国
と
伊
賀
国
で
は
こ
の
よ
う
な
相
違
は
あ

る
が
、
十
一
世
紀
の
両
国
で
作
手
と
い
え
ば
借
耕
看
・
耕
作
権
を
意

味
し
地
主
・
所
有
権
を
含
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
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第
二
の
微
証
は
、
前
稿
藤
原
時
代
浄
土
教
と
覚
超
」
（
鞭
響
綴
）

で
引
用
し
た
寛
徳
二
年
置
一
〇
四
五
）
五
月
十
八
日
関
白
左
大
臣
政
噺

下
文
（
『
平
安
遺
文
隠
「
二
」
六
二
　
弩
）
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
蕪
稿
に
詳
述
し
た
の
で
簡

略
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
当
時
の
東
大
寺
流
量
津
国
水
成
瀬
荘
は

現
在
の
荘
司
と
前
荘
司
側
と
に
分
れ
て
争
い
、
前
荘
司
側
六
人
は
年

来
耕
作
し
た
荘
贔
四
ケ
処
に
つ
い
て
新
し
く
落
文
を
作
っ
て
荘
外
の

も
の
に
買
却
し
た
。
荘
司
側
は
こ
れ
を
関
白
頼
通
に
訴
え
、
前
荘
司

ら
の
保
有
す
る
「
作
手
」
を
「
放
避
」
す
る
許
可
を
得
た
。
こ
の
作

手
は
当
然
耕
作
権
で
あ
る
。
も
し
所
有
権
と
す
れ
ば
、
荘
司
側
は
一

応
に
も
せ
よ
、
反
対
巻
の
前
荘
司
側
の
主
張
を
容
認
し
た
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

　
傍
一
髪
の
第
三
は
、
永
承
　
　
年
（
｝
〇
四
七
）
十
月
臨
終
日
付
高
橋
世

犬
丸
作
手
売
券
（
町
平
安
澱
文
㎞
コ
ニ
」
山
ハ
四
山
ハ
馨
）
で
あ
る
。
世
犬
丸
は
先
祖
書
伝
所
領
で

あ
る
大
和
国
添
上
郡
東
五
条
三
里
墨
筆
坪
内
公
田
三
〇
〇
歩
の
永
年

作
手
を
絹
三
疋
の
代
価
で
橘
則
任
に
売
却
し
た
。
田
地
が
公
田
で
あ

る
以
上
そ
の
永
年
作
手
は
た
と
い
先
祖
相
伝
所
領
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
権
利
内
容
が
耕
作
権
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と

は
明
確
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
売
券
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
文
書
が
従
来
問
題
に
さ
れ
た
の
は
、
世
犬
丸

の
作
手
処
分
に
つ
い
て
名
主
僧
助
照
が
連
暑
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

名
主
が
古
文
書
に
所
見
す
る
の
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。
名
主
が
こ

こ
に
連
署
し
た
理
由
は
特
に
し
る
さ
れ
て
い
な
い
が
、
世
犬
丸
の
保

有
す
る
永
年
作
手
が
正
当
な
権
利
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
で

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
か
ら
も
推

測
さ
れ
る
。
世
犬
丸
が
橘
則
任
に
売
却
し
た
永
年
作
手
は
、
則
任
か

ら
ま
も
な
く
紀
友
重
・
登
岡
行
武
・
登
美
行
近
・
藤
原
宗
任
・
元
興

寺
勾
当
円
照
へ
と
譲
ら
れ
た
が
、
そ
の
つ
ど
作
製
さ
れ
た
譲
状
（
知
齪

喋
一
匹
虻
舵
℃
｛
ル
誰
鴉
）
に
は
、
名
主
に
代
っ
て
在
地
刀
禰
ら
が
連
署
し

て
、
作
手
・
所
領
田
の
譲
渡
が
正
当
な
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
刀
禰
の
保
証
に
つ
い
て
は
詳
し
い
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
名

主
が
刀
禰
と
同
一
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　
傍
証
の
第
四
は
、
年
時
が
第
二
・
第
三
よ
り
少
し
さ
か
の
ぼ
る
が
、

長
久
三
年
（
一
〇
四
二
）
七
月
二
日
付
診
肇
堅
田
地
響
翼
状
（
灘
該
逡

琳）

ﾅ
あ
る
。
こ
の
左
入
状
に
つ
い
て
も
前
稿
「
藤
原
時
代
浄
土
教
と

覚
超
」
（
『
続
鎌
倉
仏
教
の
高
垣
騙
駈
上
）
の
な
か
で
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
説
し
な

い
が
、
地
主
の
聖
命
は
自
身
と
妻
の
忌
日
が
永
久
に
勤
修
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
、
山
城
国
愛
宕
郡
下
粟
田
馬
所
在
の
所
領
田
一
町
七

段
三
三
〇
歩
を
禅
林
寺
大
日
如
来
に
今
入
し
た
。
聖
命
は
絶
入
に
あ
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た
っ
て
条
件
を
附
し
、
そ
の
弟
子
の
深
幸
・
命
順
が
終
生
耕
作
権
を

保
持
し
、
し
か
る
べ
き
弟
子
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
譲
与
す
る
、
弟
子
が

な
い
時
に
限
っ
て
禅
林
寺
が
耕
作
権
を
領
知
す
る
こ
と
を
定
め
た
。

一
命
は
そ
の
際
に
命
順
ら
に
作
手
を
与
え
る
、
と
言
わ
ず
に
「
偏
に

之
を
耕
作
せ
・
認
む
。
」
と
述
べ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
　
こ
れ
が
今
の

と
こ
ろ
耕
作
権
留
保
付
田
地
寄
進
の
最
も
早
い
例
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
種
の
寄
進
の
成
立
が
意
外
に
早
い
こ
と
を
思
わ
さ
れ
る
が
、

請
作
に
お
け
る
耕
作
権
容
認
に
比
べ
る
と
一
世
紀
以
上
も
お
そ
く
史

料
に
所
見
す
る
。
後
発
の
潮
足
で
あ
る
こ
と
は
推
測
し
て
ま
ず
誤
り

あ
る
ま
い
。

　
並
倉
の
第
五
は
、
　
中
田
博
士
が
最
初
に
引
用
さ
れ
た
延
久
　
二
年

（「

Z
七
一
）
十
一
月
四
日
蔵
人
所
下
文
所
見
の
作
手
で
あ
る
。
た
だ

し
こ
の
下
文
で
は
、
寄
人
由
背
友
光
の
十
一
月
一
幅
付
の
重
要
な
解

の
本
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
判
明
し
鶴
い
。
そ
れ
が

判
明
す
る
の
は
、
天
永
四
年
（
一
一
…
三
）
閏
三
月
｛
黛
付
置
栗
栖

往
入
山
背
友
武
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
友
光
・
友
武
父
子
は

そ
の
所
有
に
か
か
る
高
密
を
御
栗
栖
鎮
守
朋
神
に
寄
進
し
た
際
に
、

用
益
権
の
一
部
を
保
留
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
中
田
博

士
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
友
光
・
友
武
が
そ
の

用
益
権
を
作
手
と
称
し
た
、
と
は
史
料
に
し
る
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
ら
の
史
料
で
作
手
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
友
光
に
対
し
て
一
年
の

耕
作
を
乞
講
し
た
紀
貞
則
と
そ
の
子
の
貞
次
で
あ
る
。
友
光
・
友
武

．
は
作
手
で
な
い
と
す
る
と
、
何
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
延
久

三
年
（
一
ケ
七
一
）
の
蔵
入
所
下
文
で
は
友
光
を
寄
人
と
し
て
い
る
。

こ
の
寄
人
は
、
の
ち
に
論
ず
る
延
久
の
荘
園
整
理
令
に
い
う
「
領
主
」

に
該
当
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
か
り
に
一
歩
を
護
っ
て
、

友
光
・
友
武
・
ら
も
土
地
領
有
者
の
御
栗
栖
明
神
に
対
し
て
作
手
と
称

し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
中
田
博

士
が
強
調
さ
れ
た
、
耕
作
権
留
保
付
耕
地
寄
進
者
が
作
手
と
称
し
た

の
は
、
今
の
と
こ
ろ
十
一
世
紀
の
中
ご
ろ
を
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
論
証
に
よ
っ
て
成
立
当
初
の
作
手
が
耕
作
権
を
内
容
と
す

る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
思
う
。
今
後
の
研
究
課
題
は
、

作
手
が
私
有
権
を
意
味
す
る
と
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
を
さ

ら
に
具
体
的
に
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
端
は
既
に
あ
げ
た

史
料
の
な
か
に
も
明
確
に
姿
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
錨
雑
し
た
そ

の
全
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
し
か
も
そ
の
前

に
な
す
べ
き
こ
と
は
な
お
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
指
摘
し
た
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領
主
と
の
複
雑
微
妙
な
関
係
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。

三

　
元
興
寺
領
近
江
国
愛
智
荘
の
領
主
と
作
人
の
関
係
は
、
最
初
に
指

摘
し
た
よ
う
に
他
に
徴
す
べ
き
史
料
が
な
く
、
容
易
に
解
明
し
得
な

い
。
史
料
が
比
較
的
多
く
残
コ
て
い
る
た
め
に
そ
の
関
係
が
明
確
に

な
る
の
は
、
東
大
寺
領
伊
賀
町
矢
川
・
中
村
両
荘
で
あ
り
、
同
じ
く

心
経
荘
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
荘
の
領
主
対
作
人
の
関
係
は
前
稿
「
杣

工
と
荘
園
」
（
鯛
中
萱
杯
瞼
裏
山
ハ
ノ
一
鵡
四
川
、
　
ニ
ニ
一
、
二
灘
六
、
　
四
〇
二
各
ぺ
！
ジ
以
下
・
）
で
詳
細
に
紹
介
し
た
。
要
は

早
く
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
領
主
は
作
人
に
対
し
て
煎
地
子

を
徴
収
す
る
権
限
を
持
ち
、
そ
れ
を
保
証
す
る
も
の
は
、
国
司
・
本

所
領
家
で
あ
っ
た
。
領
主
の
系
譜
は
在
地
土
豪
に
属
す
る
も
の
が
多

か
っ
た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
限
ら
な
か
っ
た
。
女
性
で
も
僧
侶
で

も
よ
か
っ
た
。
か
れ
ら
の
な
か
で
も
平
素
所
領
内
に
起
慰
し
な
い
も

の
は
、
段
別
一
斗
の
加
地
子
微
収
で
満
足
し
た
が
、
在
荘
の
も
の
は

領
家
と
組
ん
で
国
司
の
検
田
を
阻
止
し
公
田
・
官
物
を
押
領
す
る
実

力
を
持
ち
、
作
人
に
も
加
地
子
の
ほ
か
に
雑
事
を
賦
課
し
た
。

　
伊
賀
国
東
大
寺
領
で
明
ら
か
に
な
る
領
主
の
存
在
や
性
格
は
、
以

上
の
よ
う
に
興
味
が
多
い
が
、
史
料
の
関
係
か
ら
延
久
元
年
（
一
〇

六
九
）
の
荘
園
整
理
令
以
後
の
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
領
主

と
対
比
さ
れ
る
作
人
が
十
世
紀
初
頭
に
耕
作
権
容
認
を
か
ち
取
っ
た

以
上
、
そ
の
当
時
の
領
主
の
存
在
・
性
格
を
史
料
に
即
し
て
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
当
時
の
史
料
に
所
堕
す
る
領
主

に
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
濫
掘
に
積
極
的
に
答
え
う
る
ほ
ど
具
体
的

な
内
容
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
に
研
究
の
難
点
が
存
在
す
る
。
霞
主
に
つ
い
て
の
研
究
を
推
し

進
め
る
に
は
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
十
世
紀
当
初
の
領
主
対
作
人
の

関
係
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
領
主
に
関
す
る
新
し
い
史
料
を
掘
り
繊
す
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で

の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
前
記
の
事
実
を
よ
く
念
頭
に
と
め
て
お

く
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。
領
主
は
令
制
の
地
主
を
受
け
継
い
だ

存
在
で
あ
る
が
、
異
な
る
面
も
あ
る
。
そ
の
な
か
で
お
も
な
も
の
は
、

第
一
に
耕
地
を
自
作
せ
ず
に
作
人
を
麗
き
か
れ
「
ら
に
耕
作
権
を
認
め

た
こ
と
。
第
二
は
、
そ
の
上
に
国
司
・
本
所
領
家
が
あ
っ
て
、
領
主

が
作
人
か
ら
加
地
子
を
収
取
す
る
権
利
を
承
認
し
保
証
し
た
こ
と
で

あ
る
。
領
主
研
究
の
焦
点
は
、
地
主
と
領
主
と
の
相
違
が
い
つ
ど
の

よ
う
な
事
情
の
も
と
に
発
展
し
た
か
を
究
明
す
る
こ
と
に
ま
ず
し
ぼ

ら
れ
る
。
領
主
関
係
の
新
史
料
は
そ
の
過
程
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
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領主と作人（赤松）

る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
最
初
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
田

堵
．
作
人
関
係
の
早
い
史
料
と
し
て
著
名
な
観
世
音
寺
領
筑
前
節
高

　
⑫

田
荘
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の
荘
は
、
蔭
孫
正
六
野
上
源
朝
臣

敏
が
亡
姉
の
典
侍
従
四
位
即
製
朝
臣
珍
子
の
男
臼
・
里
馬
…
盆
会
の
供

料
と
す
る
た
め
に
か
れ
が
買
得
し
た
田
地
を
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
四

月
五
鼠
付
施
入
状
（
「
『
平
安
遺
文
馳
こ
二
四
九
号
）
を
も
っ
て
観
世
音
寺
に
寄
進
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
観
世
音
寺
は
五
月
六
日
付
牒
（
墨
評
竣
礒
舷
㌍
）

を
筑
前
国
司
に
送
っ
て
、
今
後
寺
家
が
こ
れ
ら
の
田
地
を
領
有
す
る

こ
と
、
有
縁
田
堵
一
〇
人
に
そ
の
田
地
を
預
作
さ
せ
る
こ
と
を
通
報

し
、
こ
れ
ら
田
堵
作
人
に
臨
時
雑
役
免
除
の
特
典
を
与
え
る
こ
と
を

要
望
し
た
。
従
来
の
研
究
で
見
落
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
観
世
音
寺
が

寺
名
に
よ
る
立
券
を
国
司
に
要
望
し
な
か
っ
た
事
実
で
あ
る
。
素
敏

か
ら
田
地
言
入
を
受
け
た
観
世
音
寺
は
、
当
然
国
郡
司
に
対
し
て
そ

の
こ
と
を
報
告
し
立
券
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
田
地
は
観
世
音
寺
に
寄
進
さ
れ
る
直
前
、
三
月
廿
三
臼
付

筑
前
国
穂
浪
郡
司
解
（
『
平
安
遺
文
魎
「
一
」
二
館
八
号
）
を
も
っ
て
源
敏
の
名
に
よ
る
立
券

が
完
了
し
て
い
る
。
観
世
音
寺
と
し
て
は
蜜
然
に
そ
れ
を
観
世
音
寺

名
に
改
め
る
こ
と
を
求
む
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
を
あ
え
て
し

な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
。
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
令

制
以
来
、
寺
領
に
よ
る
立
券
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
立

券
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
合
は
寺
院
は
檀
越
な
ど
の
名
を
か
り
る

　
　
　
　
　
　
⑭

こ
と
が
多
か
っ
た
。
高
田
荘
の
場
合
、
源
敏
の
名
を
し
い
て
改
め
な

か
っ
た
の
も
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
観
世
音

寺
が
贈
名
に
よ
る
立
券
を
求
め
な
か
っ
た
理
由
は
、
そ
れ
で
理
解
さ
、

れ
る
が
、
当
然
の
結
果
と
し
て
、
高
田
荘
関
係
田
籍
図
に
は
観
世
音

寺
の
代
り
に
源
敏
の
名
が
長
く
残
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の

場
合
、
源
敏
と
そ
の
後
継
者
は
高
顯
荘
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係

を
保
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
複
雑
微
妙
な
も
の
が
あ
っ
た

　
　
　
　
⑮

に
相
違
な
い
。
残
念
な
こ
と
に
既
知
の
史
料
だ
け
で
は
観
世
音
寺
が

源
敏
の
施
入
を
受
け
入
れ
た
以
後
の
こ
と
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
観
世
音
寺
と
田
堵
作
人
の
問
に
、
地
主
無
言
と
そ
の

系
譜
を
引
く
も
の
が
介
在
し
た
可
能
性
は
す
こ
ぶ
る
高
い
と
諾
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
世
紀
に
成
立
す
る
領
主
の
系
譜
は
ま
ず
こ
の

種
の
地
主
に
源
を
発
す
る
も
の
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

　
高
田
荘
関
係
の
史
料
に
は
、
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
い
な
い
重
要
な

事
実
が
い
ま
一
つ
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
の
荘
地
は
、
源
敏
が
買
収
す

る
以
前
、
笠
小
門
逗
子
・
美
作
二
面
が
そ
れ
ぞ
れ
に
保
有
し
た
が
、
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か
れ
ら
の
名
に
よ
ク
て
立
券
が
行
な
わ
れ
た
形
跡
が
な
い
こ
と
で
あ

る
。
甲
子
保
有
の
治
田
岬
町
七
段
㎝
○
○
歩
は
、
延
長
六
年
（
九
二

八
）
か
ら
翌
々
年
に
か
け
て
門
子
が
僧
平
綴
・
穂
浪
清
景
・
同
後
安

子
・
大
江
朝
海
・
前
楽
師
穂
浪
後
生
・
同
湿
土
・
大
江
三
明
・
僧
男

運
・
前
郡
老
穂
浪
幸
生
か
ら
買
得
し
た
。
そ
の
時
に
券
契
が
作
ら
れ

た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
売
買
両
人
が
署
名
し
郡
司
が
判
許
す
る
、

と
い
う
正
規
の
立
券
が
な
さ
れ
た
確
証
は
な
い
（
『
平
安
遺
文
』
「
一
し
二
四
六
帰
）
。
美
作

広
並
の
場
合
は
そ
の
治
田
六
町
五
段
に
つ
い
て
在
地
公
験
を
立
て
る

こ
と
を
期
待
し
て
坪
付
を
大
宰
帥
に
進
上
し
た
が
、
実
現
し
得
な
い

で
死
去
し
た
。
広
並
の
発
受
は
立
券
が
阻
止
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
た
だ
そ
の
理
由
が
史
料
（
『
平
安
遣
文
物
門
ご
二
四
七
号
）
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い

の
で
今
ま
で
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
よ
る
と
、
坪

付
を
帥
に
進
上
し
た
の
は
帥
に
こ
の
田
地
を
寄
進
し
た
の
で
あ
り
在

地
公
験
を
立
て
る
と
は
帥
の
名
に
よ
る
立
券
を
意
味
す
る
、
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
進
上
が
単
に
坪
付
を
提
出

す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
広
並
の
死
後
、
そ
の
子
ら
が
問
題

の
治
田
を
保
有
し
源
敏
に
売
っ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
広
並

が
自
己
の
名
に
よ
る
治
田
の
立
券
を
希
望
し
た
の
に
そ
れ
が
妨
げ
ら

れ
た
と
す
る
と
、
次
に
究
明
を
要
す
る
の
は
そ
の
原
圏
・
理
由
で
あ

る
。
歯
並
は
追
捕
使
で
あ
っ
た
か
ら
、
単
な
る
百
姓
で
は
な
ぐ
．
土

豪
級
の
存
在
で
あ
っ
た
。
位
階
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
子

の
真
生
は
従
八
位
上
右
兵
衛
の
宮
位
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
あ
り

な
が
ら
か
れ
ら
の
名
に
よ
る
治
田
立
券
が
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
は
容
易

に
理
解
し
得
な
い
。
し
か
も
周
知
の
よ
う
に
真
生
ら
は
一
族
の
利
明
・

利
名
そ
の
他
と
い
っ
し
ょ
に
、
源
敏
か
ら
治
照
が
観
世
音
寺
に
施
入

さ
れ
た
の
ち
、
観
世
音
寺
か
ら
「
有
縁
田
刀
」
と
し
て
預
作
人
に
指

定
さ
れ
、
臨
時
雑
役
免
除
の
特
典
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
に
耕

作
に
従
う
こ
と
を
約
し
た
。
国
司
の
許
否
は
不
明
で
あ
る
が
、
丹
波

国
を
初
め
と
し
て
既
に
先
例
も
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
承
認
さ
れ
た

　
　
　
　
　
⑯

こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
地
主
は
、
作
人
と
し
て
は
臨
時
雑
役
免
除

が
認
め
ら
れ
る
の
に
、
そ
の
保
有
治
験
を
自
已
の
名
に
よ
り
立
満
し

よ
う
と
す
れ
ば
妨
害
さ
れ
る
。
妨
害
の
主
体
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

お
そ
ら
く
国
郡
司
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
立
券
を
行
お
う

と
す
れ
ば
國
郡
司
を
全
し
得
る
力
を
持
つ
も
の
、
広
並
の
場
倉
は
大

宰
帥
の
介
入
を
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
も
実
際
は
そ
れ
で
も

容
易
に
立
券
を
実
現
し
得
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
故
典
侍
従
四
位
下

源
厨
子
弟
の
蔭
孫
正
六
位
上
源
敏
が
こ
れ
を
買
得
す
る
と
、
い
と
も

容
易
に
立
券
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
壌
実
は
見
の
が
し
得
な
い
重
要
な
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意
義
を
持
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
も
し
そ
れ
が
高
田
荘
に
だ
け
現
わ
れ
た
事
実
な
ら
ば
、
さ

し
て
重
視
す
べ
き
も
の
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
史
料
の
解
釈
に
も

前
記
の
よ
う
に
若
干
問
題
の
存
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
点

は
認
め
る
が
、
の
ち
に
明
確
に
す
る
よ
う
に
、
同
じ
事
実
は
当
時
他

に
も
認
め
ら
れ
、
百
姓
の
名
に
よ
る
立
券
が
抑
止
さ
れ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
そ
れ
は
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
の
荘
園
整
理
令
公
布
以
前

の
情
勢
と
顕
著
に
異
な
っ
て
い
る
。
九
世
紀
に
お
い
て
百
姓
治
田
の

立
券
を
特
に
妨
害
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
売
買
に
関

す
る
郡
司
・
郷
長
解
が
か
な
り
多
く
今
日
残
っ
て
お
り
、
所
有
権
の

移
転
が
支
障
な
く
公
認
さ
れ
た
事
実
か
ら
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
不

明
な
の
は
開
墾
に
よ
る
百
姓
治
田
立
券
の
場
合
で
あ
る
が
、
前
記
の

売
買
と
同
じ
く
、
坪
付
・
面
積
・
地
主
名
を
明
記
し
て
開
墾
者
が
立

券
を
申
請
し
、
郡
司
質
量
が
調
査
し
て
そ
の
事
実
な
る
こ
と
を
確
か

め
て
國
司
に
報
告
し
、
立
券
が
完
了
し
た
の
ち
に
墾
田
主
に
国
判
・

郡
判
を
与
え
る
、
と
い
う
手
続
き
が
と
ら
れ
た
に
相
違
な
か
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
手
続
き
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
な
い
し
、

実
際
の
文
書
も
残
存
し
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
延
喜
荘
園
整
理
令
以

前
は
百
姓
治
田
を
開
墾
・
買
得
し
た
も
の
の
名
に
よ
っ
て
立
熟
す
る

こ
と
に
、
な
に
の
剃
限
も
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
　
『
平
安

遣
文
』
に
よ
る
と
、
延
喜
荘
園
整
理
令
が
公
布
さ
れ
た
直
後
の
延
喜

二
年
（
九
〇
一
一
）
十
一
月
七
碍
血
紅
知
劇
職
文
子
田
地
傘
入
状
（
無
牌
竣
融

レ
駆
）
ま
で
は
以
前
と
同
じ
よ
う
に
立
券
が
行
な
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が

そ
れ
以
後
は
立
券
関
係
の
文
書
は
急
に
減
少
し
て
い
る
。

　
　
⑰

　
例
外
と
な
る
の
は
、
承
平
二
年
（
九
三
二
）
十
二
月
三
臼
付
右
京
三

坊
戸
主
正
六
位
上
朝
原
有
墨
解
（
『
平
安
澱
文
幅
コ
」
二
四
三
帰
）
と
康
保
三
年
（
九
六
六
）

五
月
前
日
付
志
摩
国
弱
志
仁
恕
雄
島
実
雄
治
田
売
券
（
『
平
安
遺
文
臨
「
　
」
二
九
九
簿
）
で

あ
る
。
こ
の
二
通
の
文
書
の
う
ち
、
始
め
の
心
々
解
は
、
有
答
が
山

城
国
葛
野
郡
上
林
郷
小
野
村
十
三
条
小
野
田
束
里
十
三
坪
北
山
本
に

あ
っ
た
自
己
私
地
の
田
畠
三
段
を
右
京
三
条
四
坊
戸
主
前
豊
後
大
目

従
六
位
上
大
二
期
宿
禰
相
益
戸
口
同
姓
行
康
に
売
っ
た
こ
と
、
保
証

刀
禰
の
連
暑
に
よ
っ
て
立
券
が
完
了
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
し

か
し
九
世
紀
の
田
地
売
券
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
郷
長
・
郡
司

が
売
買
の
事
実
を
確
認
し
郡
司
・
国
司
に
報
告
し
、
そ
れ
ぞ
れ
上
司

の
判
を
受
け
て
は
い
な
い
。
そ
の
点
で
は
正
規
の
立
券
と
は
言
い
え

な
い
。
島
実
雄
治
田
売
券
は
答
志
郡
二
条
上
卿
里
十
六
竹
依
命
九
谷

功
西
に
あ
っ
た
先
祖
所
領
遺
財
の
治
田
一
段
王
百
歩
を
内
々
伊
福
部

利
光
に
売
却
し
た
も
の
で
、
郡
判
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
利
光
は
の

15　（15）



ち
に
そ
れ
を
養
子
伊
福
壷
学
に
処
分
し
た
（
壽
談
肇
。
こ
の
二

通
の
文
書
を
例
外
と
い
う
の
は
売
主
が
い
ず
れ
も
正
六
位
上
・
答
志

郡
少
領
の
位
官
を
持
つ
官
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
田
地
処
分
に
関
連
し
て
郷
長
が
式
に
よ
っ
て
立
券
し
郡
司
が
判
許

し
た
の
は
、
延
喜
十
七
年
（
九
一
七
）
四
月
無
恥
日
付
丹
波
国
船
井
郡

木
前
郷
長
解
（
『
平
安
遺
文
』
「
一
」
二
一
論
同
母
）
が
所
見
の
最
後
で
あ
る
。
こ
の
解
は
左
京

鴬一

�
蝟
V
一
戸
主
薬
血
公
選
允
｝
止
点
ハ
位
」
上
｛
女
位
瞬
朝
臣
甘
簾
W
陶
一
月
口
闇
閥
姓
底
心
慧
材
、

が
亡
父
基
尚
領
掌
墾
瓢
畠
を
陽
成
院
判
官
代
散
位
正
六
位
上
国
倉
男

美
吉
吉
宗
に
売
渡
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
以
上
あ
げ
た
立
券
の
二

例
は
、
い
ず
れ
も
売
買
当
事
者
が
蔭
孫
ま
た
は
正
六
無
上
の
有
位
者

で
あ
る
こ
と
で
、
高
田
荘
な
ど
前
記
の
場
合
と
一
致
す
る
。
こ
の
一

致
は
、
十
世
紀
以
後
は
六
位
以
上
の
有
位
者
ま
た
は
蔭
孫
で
な
い
と

売
買
圏
地
の
立
券
が
礪
難
で
あ
り
、
百
姓
の
名
に
よ
る
立
券
は
禁
止

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
た
く
し
の
推
測
が
事
実
に

当
た
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
傍
証
の
な
か
で
も
特
に
注
爵
さ
れ
る
の
は
、
延
長
六
年
（
九
二
八
）

三
月
十
七
墨
付
安
倍
弟
町
子
家
地
売
券
（
「
澤
鞍
蝋
載
炉
）
で
あ
る
。
こ
の

売
券
の
標
記
に
は
「
立
常
…
地
、
売
買
家
地
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
売

買
さ
れ
た
地
一
段
は
治
開
田
二
百
歩
と
陸
地
百
六
十
歩
で
あ
っ
て
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

体
は
耕
地
で
あ
っ
た
。
治
田
二
〇
〇
歩
は
も
と
家
地
で
あ
っ
た
が
、

開
墾
し
て
耕
地
と
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
初
作
製

さ
れ
た
券
文
に
「
倶
黒
地
有
二
水
便
一
面
レ
能
昌
作
由
翼
為
篇
治
開
田
二

百
蹴
歩
一
者
」
と
記
載
さ
れ
、
の
ち
に
抹
消
さ
れ
た
こ
と
は
、
特
に

注
欝
さ
れ
る
。
湿
地
の
家
地
を
開
墾
し
て
治
田
と
し
た
場
合
、
延
喜

二
年
（
九
〇
二
）
以
前
で
あ
れ
ば
、
　
「
売
買
百
姓
治
田
券
文
」
と
標
記

し
て
郷
長
解
を
も
・
て
立
券
が
行
な
わ
れ
た
（
兜
平
安
遺
文
駈
コ
ー
＝
八
二
弩
）
。
そ
れ
と

全
く
同
じ
場
合
で
あ
る
の
に
延
喜
以
後
に
な
る
と
、
前
記
の
よ
う
に

「
売
買
家
地
」
と
作
為
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
に
弟
町
子
は

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
弟
町
子
は

朝
臣
の
姓
を
持
っ
て
い
た
が
無
位
、
夫
の
安
倍
安
行
も
朝
駆
の
姓
を

持
ち
従
七
位
上
の
有
位
老
で
あ
る
。
買
人
の
従
八
位
上
篇
使
首
扶
実

も
有
位
姓
看
で
あ
る
。
百
姓
で
あ
る
と
し
て
も
、
冨
豪
の
部
類
に
入

る
に
梢
違
な
い
。
そ
の
か
れ
ら
が
こ
の
よ
う
な
作
為
を
必
要
と
し
た

こ
と
は
、
た
と
い
有
位
姓
者
で
も
着
姓
治
田
の
立
券
は
抑
止
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
斎
姓
治
田
の
立
券
は
抑
止
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
に
、
売
買
譲

渡
さ
れ
た
酉
姓
家
地
を
立
券
す
る
こ
と
に
は
な
ん
ら
制
限
は
な
か
っ

た
。
　
『
東
論
守
一
由
A
古
文
盤
聞
』
「
へ
」
に
は
、
、
延
筒
口
十
一
一
年
（
九
一
二
）
七
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月
十
七
礒
付
知
条
令
解
（
「
『
評
譲
臓
繁
ヴ
）
以
後
、
鎌
倉
縛
代
ま
で
逮
続
し

て
寒
中
七
条
の
同
一
家
地
の
売
買
に
立
券
が
行
な
わ
れ
た
明
証
が
存

在
す
る
。
地
方
で
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
和
國
添
上
郡
櫓

中
郷
五
条
五
里
一
坪
所
在
家
地
三
〇
〇
歩
の
売
買
立
券
が
天
暦
八
年

（
九
五
四
）
五
月
八
買
付
秦
阿
禰
子
厚
地
売
券
（
「
」
評
談
飛
鮫
艶
）
以
後
連
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
賜
ら
か
で
あ
る
。
家
地
売
買
に
よ
る
立
券

は
ほ
か
に
も
例
が
多
い
。
中
に
は
単
に
，
「
売
買
地
立
券
文
」
と
標
記

し
た
も
の
で
も
山
城
国
葛
野
郡
山
田
郷
下
原
田
璽
借
一
坪
所
在
地
一

段
二
三
〇
歩
関
係
の
天
暦
十
年
人
類
五
六
）
八
月
十
六
日
付
山
田
郷
長

解
（
「
課
鞍
醐
蚊
㌍
〉
の
よ
う
に
、
礁
実
家
地
の
立
券
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
、

他
の
立
券
（
｝
評
酸
磁
側
々
）
で
証
明
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
売
買
当
事
者

の
窟
位
姓
の
有
無
は
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
京
職
・
国
司
・
郡

司
の
判
許
も
長
く
行
な
わ
れ
た
。

　
家
地
の
立
券
が
以
上
の
よ
う
に
長
く
行
な
わ
れ
た
以
上
、
百
姓
治

田
立
券
の
文
書
が
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
以
後
現
存
し
て
い
な
い
こ
と

に
つ
い
で
、
単
な
る
偶
然
、
ま
た
は
行
政
組
織
の
退
廃
に
よ
る
な
ど

の
一
般
約
解
釈
を
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
る
。
い
つ
ど
の

よ
う
な
事
情
に
基
づ
い
て
抑
止
さ
れ
た
の
か
、
関
係
の
史
料
が
見
い

だ
さ
れ
て
い
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
延
喜
荘
園
整
理
令
以
後
、

中
央
・
地
方
を
通
じ
て
政
府
の
一
致
し
た
方
針
が
定
め
ら
れ
悪
玉
治

賑
の
立
券
が
抑
止
さ
れ
た
こ
と
は
、
推
測
し
て
も
誤
り
で
あ
る
ま
い
。

従
来
の
論
は
こ
の
事
実
に
気
づ
か
ず
に
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
が

論
の
混
乱
を
ぎ
た
す
一
因
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
抑
止
は
延
喜
荘
園

整
理
令
に
薩
接
関
連
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
整
理
令
か
ら
改
め

て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

四

　
周
知
の
よ
う
に
勅
旨
開
田
・
諸
点
宮
五
位
以
上
鐸
取
百
姓
田
地
舎

宅
等
買
取
・
閑
地
荒
田
占
請
に
つ
い
て
の
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
一
二
月

‡
煮
付
太
政
官
符
（
『
新
諮
増
繍
園
史
穴
系
㎏
第
二
毛
巻
論
ハ
〇
七
ペ
ー
ジ
）
は
、
以
後
の
勅
旨
翻
田
を

停
止
し
て
民
に
負
作
さ
せ
る
、
寺
社
・
百
姓
の
田
地
は
公
験
に
基
づ

き
旧
所
有
岩
に
返
還
す
る
、
今
後
百
姓
が
田
地
・
禽
宅
を
も
っ
て
権

貴
に
売
っ
た
り
寄
進
し
た
り
す
る
も
の
は
、
下
郡
・
土
浪
を
区
別
せ

ず
に
処
罰
し
、
依
頼
を
受
け
た
権
貴
の
象
も
処
分
す
る
方
針
を
打
ち

出
し
た
。
も
し
こ
の
新
し
い
方
針
が
そ
の
た
て
ま
え
の
と
お
り
に
そ

の
後
も
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
有
位
者
名
に
よ
る
立
券
は
困
難

に
な
っ
て
も
、
百
姓
の
名
に
よ
る
治
田
立
券
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
前
節
に
指
摘
し
た
よ
う
に
現
実
に
は
明
白

i7　（17）



に
そ
れ
を
妨
げ
る
事
実
が
発
生
し
て
い
る
。
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
以

後
の
あ
る
時
期
に
お
い
て
、
荘
園
整
理
令
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
方
針

が
変
改
さ
れ
た
こ
と
は
、
確
実
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
問
題
は
そ
の
時
期
で
あ
る
が
、
案
外
に
早
く
、
整
理
薬
草
櫛
三
年

後
の
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
は
そ
の
糸
口
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
と

考
え
ら
れ
る
。
以
前
に
発
表
し
た
「
供
御
人
と
惣
無
籔
薫
蒸
臓
＋
）

で
詳
し
く
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
三
月
十
二

日
付
太
政
官
符
（
問
断
訂
増
補
翻
史
大
系
臨
二
二
五
巻
器
二
五
ニ
ペ
：
ジ
）
に
よ
っ
て
内
繕
司
が
元
来
設
立

し
た
以
外
の
も
の
は
停
止
さ
れ
た
御
厨
が
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
な

っ
て
再
び
新
年
が
認
め
ら
れ
、
河
内
国
大
江
御
厨
の
よ
う
に
大
規
模

な
御
厨
が
こ
の
時
に
設
立
さ
れ
た
（
欄
平
安
避
文
馳
「
九
戸
四
山
一
拳
〇
弩
）
こ
と
が
そ
の
論
拠

で
あ
る
。
こ
の
御
厨
は
、
設
立
に
際
し
て
、
河
内
国
司
が
請
文
を
提

出
し
た
。
そ
の
請
文
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
御
厨
四
条
・
供
御
人

交
名
．
在
家
・
免
田
地
所
が
鼻
翼
さ
れ
て
い
た
、
と
推
測
さ
れ
る
形

跡
が
あ
る
。
大
江
御
厨
の
設
立
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
国
司
が
深
く

干
与
し
た
こ
と
、
西
海
・
作
人
・
坪
付
の
詳
細
が
国
司
に
掌
握
さ
れ

た
こ
と
は
、
当
然
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
御

厨
・
荘
園
の
新
立
を
認
め
る
こ
と
は
、
延
喜
の
整
理
令
の
根
本
方
針

の
重
大
な
変
改
で
あ
る
。
新
制
発
布
後
わ
ず
か
一
二
年
で
こ
の
よ
う
な

、
変
改
を
あ
え
て
し
た
こ
と
は
、
大
江
御
厨
新
立
の
時
期
が
最
近
ま
で

知
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
、
ほ
と
ん
ど
質
疑
さ
れ
て
い
な

い
が
、
そ
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
百
姓
の
名
に
よ

る
田
畠
立
券
の
抑
止
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
重
爆
の
方
針

の
重
大
な
変
改
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
実
の
間
に
は
密
接
な
関
連

が
あ
る
と
し
て
も
、
即
断
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

・
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
時
か
ら
頁
姓
の
名
に
よ
る
治
田
の
立
券
が
抑

止
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
な

い
。
史
料
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
の
こ

と
で
あ
る
が
、
時
と
処
を
変
え
て
起
こ
っ
た
に
も
せ
よ
、
立
券
が
全

国
的
に
長
期
に
抑
止
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
何
か
の
説
明
が

必
要
な
ご
ど
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と

は
、
立
券
を
受
け
入
れ
て
そ
の
事
実
を
登
録
す
る
台
幌
の
国
事
が
、

耕
地
の
売
買
そ
の
他
に
よ
っ
て
記
載
を
変
更
し
な
い
こ
と
を
原
剣
と

し
て
作
製
さ
れ
た
の
で
、
百
姓
の
名
に
よ
る
眠
地
の
立
券
を
拒
否
七

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
の

新
制
直
後
に
作
ら
れ
た
国
図
が
記
載
不
変
更
の
原
則
に
基
づ
い
て
作

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
は
坂
本
賞
面
懸
の
説
で
あ
る
が
（
翻
艇

姻難

I
購
物
識
攣
二
重
）
、
そ
の
反
面
、
氏
は
国
司
に
国
図
に
記
入
の
権
利
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を
認
め
て
い
る
の
で
、
氏
の
立
場
か
ら
は
着
筆
の
名
に
よ
る
立
券
抑

止
の
事
実
は
説
明
し
得
な
い
し
、
氏
即
身
も
抑
止
の
事
実
に
気
づ
い

て
い
な
い
。
延
喜
三
尊
整
理
令
は
前
記
の
よ
う
に
、
寺
社
・
権
貴
の

荘
園
に
吸
収
さ
れ
た
百
姓
田
地
を
本
主
に
返
還
さ
せ
る
こ
と
を
そ
の

厨
標
と
し
た
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
製
作
さ
れ
た
国
富
な
ら
ば
、
轟
然

そ
の
原
則
が
貫
徹
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
百
姓
の

名
に
よ
る
立
券
抑
止
は
、
前
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
荘
園
整
理
令
の

根
本
方
針
と
明
確
に
矛
盾
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生

じ
た
か
の
究
明
は
、
荘
園
整
理
令
の
原
則
か
ら
で
は
な
く
、
具
体
的

事
実
に
即
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
そ
の
究
明
で
あ
る
が
、
百
姓
の
名
に
よ
る
立
券
抑
止
が
原
因

の
一
つ
と
な
っ
て
、
美
作
広
並
の
治
田
が
源
敏
に
売
却
さ
れ
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
そ
れ
が
五
位
六
位
の
中
級
官
人
の
耕
地
買
収
・
立
券

を
側
面
か
ら
促
進
し
た
こ
と
は
ま
ず
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当

時
の
こ
の
級
の
官
人
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
井
上
光
貞
博
士
の
鋭
い

　
　
　
　
⑳

分
析
が
あ
る
。
博
士
の
見
解
は
浄
土
教
の
発
達
に
即
し
て
い
る
だ
け

に
、
権
力
闘
争
に
敗
れ
た
か
れ
ら
の
無
力
感
が
閥
題
と
さ
れ
て
い
る
。

中
央
・
地
方
を
通
じ
て
政
治
の
実
際
に
当
た
っ
た
か
れ
ら
が
、
上
は

権
勢
を
集
中
し
よ
う
と
し
て
し
の
ぎ
を
削
る
上
級
公
卿
に
圧
せ
ら
れ
、

下
は
軍
事
・
経
済
の
面
で
武
士
・
地
主
ら
の
突
き
上
げ
を
受
け
、
進

退
に
困
惑
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
寛
平

二
年
（
八
九
〇
）
末
に
関
白
藤
原
基
経
が
死
ん
で
そ
の
巨
大
な
権
力
集

中
が
一
時
中
断
す
る
と
、
か
れ
ら
は
そ
れ
を
転
機
と
し
て
、
活
発
な

行
動
を
始
め
た
。
翌
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
五
月
廿
九
欝
に
片
せ
ら
れ

た
太
政
官
符
（
『
新
訂
増
雛
歴
史
大
系
臨
写
二
五
巻
山
ハ
一
山
ハ
ベ
ー
ジ
）
を
も
っ
て
諸
司
諸
家
難
物
使
が
調

綱
の
郡
司
雑
掌
を
冤
卸
す
る
の
を
禁
止
し
た
の
は
そ
の
最
初
の
成
果

で
あ
る
。
以
後
、
寛
平
年
閣
を
通
じ
て
重
要
な
太
政
官
符
の
発
布
が

続
き
、
延
喜
二
年
（
九
〇
一
一
）
に
及
ん
だ
。
か
れ
ら
の
活
動
の
ね
ら
い

は
上
位
貴
族
と
在
地
土
豪
が
直
接
的
に
結
び
付
く
の
を
阻
止
し
、
そ

の
間
に
か
れ
ら
が
介
入
し
て
、
で
き
る
だ
け
そ
の
圧
力
を
緩
和
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
。

　
運
動
の
頂
点
は
も
ち
ろ
ん
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
の
新
制
の
糊
定
で

あ
っ
た
が
、
不
法
に
設
畳
さ
れ
た
勅
旨
田
．
荘
園
・
御
厨
の
解
体
を

も
辞
さ
な
い
意
気
込
み
で
打
ち
出
さ
れ
た
せ
っ
か
く
の
新
し
い
方
針

も
そ
れ
が
実
地
に
適
用
さ
れ
、
そ
の
事
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
と
、
当
初
か
れ
ら
が
発
生
を
予
期
し
な
か
っ
た
事
態
が
生

じ
た
こ
と
は
当
然
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
お
そ
ら
く
、

公
験
に
よ
っ
て
本
主
に
返
与
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
た
「
寺
社
・
百
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姓
」
の
田
地
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
当
時
、
公
験
を
審
査

し
正
当
の
所
有
権
者
を
決
定
す
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
困
難
で
あ
っ
た

か
は
、
史
料
（
『
平
安
遮
文
臨
「
一
」
二
〇
由
双
差
）
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
班
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
錯
雑
す
る
前
後
の
い
き
さ
つ
を
明
ら
か
に
し
本
主
を
決
定
す

る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
。
し
か
も
寺
社
・
権
貴
に
耕
地
の
所
有

権
を
奪
わ
れ
た
百
姓
は
争
っ
て
そ
の
返
還
を
要
求
す
る
。
寺
社
・
権

費
は
、
そ
れ
に
対
抗
し
、
て
容
易
に
権
利
を
護
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な

事
態
は
轟
然
に
推
測
さ
れ
る
。
爾
者
の
闘
に
は
深
刻
な
対
立
反
霞
が

生
じ
た
に
桐
違
な
く
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
、
思
い
が
け
な
い
不

安
・
動
揺
が
高
ま
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
事
実
は

そ
れ
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
延
喜
十
六
年
目
九
一
六
）
を
さ
か
の
ぼ
る
若
千
週
前
に
㍉
山
城
園
紀

伊
郡
郡
老
末
定
常
の
後
家
か
ち
郡
内
松
本
里
に
あ
る
臨
地
一
町
一
段

を
買
得
し
た
従
八
位
下
調
連
安
宗
は
、
そ
の
土
地
が
民
部
省
図
・
国

郡
図
帳
に
末
良
常
の
名
に
よ
る
立
券
が
な
く
、
仁
和
寺
謡
地
と
認
載

さ
れ
て
い
る
之
と
を
知
っ
て
困
惑
し
た
。
偉
物
を
私
有
す
る
こ
と
が

ど
ん
な
に
罪
深
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
九
世
紀
初
頭
編
集
の
『
鷺

本
国
旬
報
霊
異
記
』
以
来
仏
教
者
が
常
に
強
調
し
て
い
る
。
安
宗
と

し
て
は
、
た
と
い
正
轟
な
代
価
を
払
っ
て
仁
和
寺
以
外
の
第
三
者
か

ら
買
得
し
だ
に
も
せ
よ
、
以
前
二
物
で
あ
っ
た
闘
地
を
私
物
に
す
る

こ
と
は
湛
え
ら
れ
な
い
不
安
で
あ
っ
た
。
安
宗
は
苦
慮
し
た
あ
と
、

延
喜
十
六
年
（
九
一
六
）
八
月
十
九
臼
附
魚
探
状
（
｝
評
談
還
厳
炉
）
で
仁
和

寺
に
寄
進
し
た
ゆ

　
調
安
宗
の
施
入
状
が
直
接
に
物
語
る
事
実
は
以
上
の
範
囲
に
と
ど

ま
る
が
、
そ
れ
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
仁
和
寺
と
末
良
常
の
関
係
を

推
測
す
る
と
、
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
の
前
記
の
太
政
官
符
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
、
寺
社
と
百
姓
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
ら
れ
て
く
る
。
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
公
験
に
任
せ
て

田
地
を
本
主
に
返
与
す
る
方
針
を
実
際
に
貫
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
寿
社
側
の
圧
力
が
強
く
な
り
調
安
宗
岡
様
に
本
主
ら
を
恐
怖
さ

せ
た
こ
と
は
、
察
す
る
に
か
た
く
な
い
。
中
級
官
人
の
た
く
ま
し
い

意
欲
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
荘
園
整
理
令
の
実
施
が
早
く
も
厚
い
壁
に

突
き
当
た
り
、
妾
初
の
方
針
を
貫
徹
し
得
な
く
な
っ
た
お
も
な
原
因

は
、
そ
こ
に
あ
っ
た
。

　
寺
社
・
上
位
貴
族
の
圧
力
が
荘
園
整
理
令
の
変
改
を
も
た
ら
し
た

と
す
る
と
、
そ
れ
と
前
後
し
て
決
定
さ
れ
た
百
姓
の
名
に
よ
る
閉
趨

の
立
券
抑
止
も
そ
の
無
力
の
も
と
に
な
さ
れ
た
、
と
考
え
る
の
は
、

一
応
の
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
つ
い
て
は
特
に
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慎
重
な
考
慮
を
必
要
と
す
る
。
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の

抑
止
が
直
接
間
接
に
五
位
六
位
の
中
級
官
人
の
名
に
よ
る
立
券
の
機

会
を
拡
大
し
、
そ
の
利
益
に
深
く
結
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
権

力
掌
握
で
は
中
級
官
人
と
競
争
的
立
場
に
あ
る
上
級
貴
族
と
そ
の
保

護
下
に
あ
る
大
社
寺
が
こ
の
よ
う
な
方
針
を
積
極
的
に
打
ち
出
し
た

と
は
、
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
か
れ
ら
と
し
て
最
も
望
ん
だ
の
は
、

寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
基
経
死
去
以
前
の
状
態
に
無
条
件
に
復
帰
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
中
級
官
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
十
年
以

上
に
わ
た
る
か
れ
ら
中
心
の
治
績
の
否
認
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
も

岡
意
し
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
か
れ
ら
が
打
ち
出
し
た
の

は
、
颪
姓
の
名
に
よ
る
田
地
立
券
の
抑
止
で
あ
り
、
そ
の
時
に
付
加

さ
れ
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
主
旨
で
あ
っ
た
ろ
う
、
と

推
測
す
る
。
　
《
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
の
新
制
に
よ
っ
て
決
定
し
た
班

田
収
授
は
翌
年
に
実
施
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
生
は
安
定
し
た
。

班
田
収
授
法
の
実
施
が
中
絶
し
て
い
た
間
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の

と
し
て
百
姓
治
田
の
造
成
保
有
が
続
い
て
認
め
ら
れ
、
権
貴
に
田
畠

が
集
中
を
生
み
弊
害
を
生
ず
る
原
因
と
な
っ
た
こ
と
は
、
明
白
で
あ

る
。
そ
の
害
を
押
え
る
た
め
に
さ
き
に
荘
園
等
の
停
止
を
考
え
た
が
、

諸
種
の
事
情
に
よ
り
今
回
荘
園
の
衝
立
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
、
そ

れ
よ
り
派
生
す
る
弊
害
を
除
表
す
る
た
め
に
、
今
後
百
姓
の
名
に
よ

る
磁
留
立
券
を
抑
止
す
る
》
。
こ
の
推
測
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し

て
、
上
位
貴
族
・
大
社
寺
と
在
地
土
豪
の
私
的
結
び
つ
き
を
阻
止
す

る
の
は
、
中
央
地
方
を
通
じ
て
の
中
級
宮
人
の
願
い
で
あ
り
、
そ
の

政
治
行
動
の
臼
標
で
あ
っ
た
。

　
次
に
考
察
を
要
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
抑
止
が
長
期
に
わ
た
っ

て
実
施
さ
れ
最
初
の
ね
ら
い
が
と
に
も
か
く
に
も
実
現
さ
れ
た
の
は
、

ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
に
可
能
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
究
明
は
い
ろ
い
ろ
の
面
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
こ
で
は
問
題
を
狭
く
耕
作
関
係
に
限
定
す
る
。

＼
百
姓
の
名
に
よ
る
田
畠
の
立
券
が
抑
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
百

姓
が
不
利
に
な
る
こ
と
は
特
に
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

百
姓
が
そ
れ
に
反
発
を
感
じ
た
の
は
当
然
に
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し

本
来
百
姓
口
分
田
で
あ
っ
た
も
の
は
、
延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
の
班
田

に
よ
っ
て
改
め
て
口
分
田
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
従
来
ど
お
り

保
有
用
益
が
認
め
ら
れ
た
。
公
田
に
つ
い
て
も
、
さ
き
に
指
摘
し
た

よ
う
に
こ
の
盧
後
に
作
手
が
認
め
ら
れ
た
零
墨
が
確
か
め
ら
れ
て
い

る
。
口
分
田
・
公
田
の
二
つ
の
耕
作
権
が
安
定
し
た
こ
と
は
、
か
れ

ら
の
生
活
に
落
ち
着
き
を
与
え
た
。
そ
れ
に
し
て
も
そ
れ
と
薦
地
の
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立
券
と
は
元
来
無
関
係
で
あ
る
。
問
題
は
治
田
で
あ
る
。
今
後
百
姓

の
名
に
よ
る
立
券
が
抑
止
さ
れ
る
場
合
、
既
に
立
券
さ
れ
て
い
る
治

田
が
ど
の
よ
う
に
処
置
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
百
姓
の
受
け
る
衝
撃

は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
も
し
従
来
の
立
券
が
無
効
と
な
り
か
れ

ら
の
紅
霞
が
没
収
さ
れ
て
公
田
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
然

か
れ
ら
も
反
対
し
、
重
大
な
混
乱
が
生
じ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
将
来
の
立
券
は
抑
止
さ
れ
る
が
従
来
の
立
券
の
効
力
は
そ

の
ま
ま
に
存
置
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
な
に
ほ
ど
か
の
反
対
・

混
乱
は
生
じ
て
も
、
さ
し
て
大
規
模
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
か
も
し

れ
な
い
。

　
注
囹
さ
れ
る
の
は
東
寺
領
伊
勢
講
大
国
荘
で
あ
る
。
こ
の
荘
に
は

無
年
記
の
断
簡
で
あ
る
が
、
紙
質
・
墨
色
・
筆
致
か
ら
平
安
時
代
前

期
と
認
め
ら
れ
る
坪
付
が
あ
る
（
『
日
持
護
醗
寺
一
三
拙
「
一
」
一
一
写
）
。
そ
れ
に
は
岡
一
坪

内
に
公
田
・
口
分
田
・
寺
田
・
百
姓
治
田
が
混
在
す
る
こ
と
を
明
記

し
、
治
田
の
地
主
の
名
ま
で
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
が
延
喜
二
年
（
九

〇
二
）
以
後
に
作
製
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ
れ
ま
で

に
立
券
さ
れ
た
百
姓
治
田
自
体
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
有
力

な
証
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
作
製
年
代
の
判
定
は
、
微
妙
な
点

に
か
か
る
だ
け
に
、
明
白
な
こ
と
は
言
い
得
な
い
。
治
田
主
の
名
も

か
な
り
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
百
姓
で
あ
る
場
合
は
そ
の
生
存

年
代
を
確
か
め
る
こ
と
ば
で
き
な
い
。
た
だ
一
々
の
坪
付
を
照
合
す

る
と
、
延
長
七
年
（
九
二
九
）
七
月
十
四
日
付
轡
勢
太
神
宮
勘
注
（
娼
解

該
許
望
乳
）
所
見
の
も
の
よ
り
は
承
和
二
年
（
八
三
五
）
四
月
五
立
付
民
部

省
符
（
張
店
讐
近
晦
・
と
は
肇
で
あ
・
・
延
喜
以
前
と
推
定
す

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
問
題
は
出
発
点
に
戻
る
こ
と

に
な
る
が
、
十
世
紀
初
頭
に
治
田
保
有
自
体
が
否
認
さ
れ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
、
と
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
、
と
す

れ
ば
、
当
然
そ
の
反
響
は
な
に
か
の
跡
を
残
す
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

が
全
然
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
上
に
、
問
題
の
大
国
荘
で
も
、
最
近

に
発
見
さ
れ
た
『
高
山
寺
文
書
』
承
平
二
年
（
九
三
二
）
八
月
五
日
付

太
政
官
符
（
町
平
安
遺
文
駈
「
九
」
四
孤
六
〇
号
）
に
は
、
神
宮
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
神
郡
内

の
田
地
の
混
在
に
つ
い
て
「
在
京
諸
寺
別
院
庄
・
王
臣
家
位
田
．
土

浪
人
私
治
田
網
伝
券
契
、
各
所
領
、
見
回
多
端
。
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
在
京
諸
寺
別
院
荘
・
王
古
家
位
田
な
ど
、
大
寺
院
・
貴
族
所
有

田
地
と
並
ん
で
百
姓
治
田
が
存
続
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
抑
止

さ
れ
た
の
は
立
券
で
あ
っ
て
、
百
姓
の
治
田
保
有
が
否
認
さ
れ
た
の

で
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
十
世
紀
初
頭
を
境
と
し
て
顕
著
な
相
違
は
以
後
の
坪
付
に
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領主乏作人（赤松）

は
田
主
が
登
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
大
圏
荘
に
つ
い
て
は

坪
付
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
は
、
延
嘉
以
後
も
若
干
あ
る
が

（『
ｽ
安
日
文
』
「
　
」
二
二
二
・
二
三
三
・
「
二
」
三
八
七
号
）
、
た
ま
に
治
田
を
あ
げ
て
い
る
も
の
も
そ
の
田

主
を
明
記
し
て
い
な
い
。
同
様
の
事
実
は
他
の
寺
領
坪
付
で
も
等
し

く
見
い
だ
さ
れ
る
。
例
外
と
も
い
う
べ
き
は
前
記
愛
宕
荘
の
永
承

七
年
（
一
〇
五
二
）
十
月
日
付
坪
付
（
「
平
凡
臆
紋
艶
）
で
あ
る
が
、
領
主
と

も
作
人
と
も
容
易
に
判
定
し
得
な
い
こ
と
は
先
き
に
一
言
し
た
。
越

智
荘
の
坪
付
も
十
世
紀
以
前
の
治
田
主
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
や
荘

司
が
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
領
主
と
も
認
め
ら
れ

る
が
、
　
作
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
領
主
と
作
人
が
一
応
区

別
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
完
全
に
分
極
し
て
い
な
い
の
は
愛
揚
繭
の
現

実
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
　
坪
付

に
治
田
主
が
登
載
さ
れ
ず
、
代
っ
て
作
人
が
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
主
「
葛
藤
と
荘

園
」
（
『
史
林
繍
四
六
の
懸
＝
ペ
ー
ジ
）
で
論
じ
た
の
で
再
説
は
控
え
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
十
世
紀
初
頭
か
ら
借
耕
者
に
も
長
期
の
耕
作
権
を
認
め
始
め
た

こ
と
の
影
響
は
大
き
い
。
百
姓
の
名
に
よ
る
立
券
が
抑
止
さ
れ
て
も
、

そ
れ
に
対
す
る
反
抗
が
さ
し
て
著
し
く
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
耕
作
権
を
喪
失
し
な
い
、
と
観
念
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
耕
作
権
の
容
認
は
、
そ
の
意
味
で
は
借
耕
老
だ
け
で
な
く
、
地
主

に
も
大
き
く
利
益
を
与
え
た
。
以
上
論
じ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。
《
延
喜
荘
園
整
理
令
以
後
、
若
干
年
を
経
て
新
立

荘
園
が
容
認
さ
れ
始
め
る
と
同
時
に
、
在
地
土
豪
は
下
級
の
官
位
を

持
っ
て
い
て
も
、
保
有
す
る
治
田
を
そ
の
名
に
よ
っ
て
立
券
し
ょ
う

と
す
る
蒔
、
国
郡
司
ら
に
よ
っ
て
妨
害
・
抑
止
さ
れ
た
。
し
か
し
耕

作
権
は
公
私
田
と
も
長
期
に
認
め
ら
れ
、
寺
田
等
を
預
識
す
る
場
合

は
「
有
縁
田
刀
」
と
し
て
臨
時
雑
役
免
除
の
特
典
す
ら
与
え
ら
れ
た
。

か
れ
ら
は
中
級
の
官
人
と
な
ら
な
い
か
ぎ
り
領
主
と
な
る
こ
と
は
妨

害
・
抑
止
さ
れ
た
が
、
田
堵
・
作
人
・
名
主
と
し
て
新
し
い
あ
り
方

を
切
り
開
い
た
。
九
世
紀
末
ま
で
は
田
地
の
所
蒋
と
用
益
は
不
分
離

を
た
て
ま
え
と
し
、
権
利
と
し
て
は
所
有
権
の
み
が
認
め
ら
れ
た
が
、

十
世
紀
初
頭
に
耕
作
権
が
容
認
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
官
位
・

公
験
を
持
つ
領
主
と
そ
う
で
な
い
作
人
と
に
分
化
し
、
作
人
の
う
ち

に
は
臨
時
雑
役
の
特
典
を
持
つ
も
の
も
生
じ
た
》
。

五

　
領
主
と
作
人
の
系
譜
の
分
岐
が
十
世
紀
初
頭
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
、
両
者
の
性
格
に
共
通
な
も
の
と
相
反
す
る
も
の
と
が
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あ
る
こ
と
が
確
実
に
な
る
と
、
従
来
こ
の
こ
と
を
深
く
認
識
せ
ず
に

な
さ
れ
て
き
た
在
地
土
豪
論
は
当
然
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ

　
　
　
み
ょ
う

ろ
う
。
名
の
発
生
に
つ
い
て
従
来
支
配
的
で
あ
っ
た
見
解
も
領
主
と

作
人
に
つ
い
て
新
し
く
認
識
さ
れ
た
事
実
を
考
察
の
内
に
取
り
入
れ

て
根
本
か
ら
論
じ
直
す
必
要
が
あ
る
。

　
名
主
論
が
荘
園
制
研
究
の
重
要
な
焦
点
と
な
っ
た
の
は
昭
和
八
年

（一

緕
O
三
）
に
発
表
さ
れ
た
故
清
水
三
無
氏
の
論
文
「
初
期
の
名
田

に
つ
い
て
」
（
『
中
世
籔
園
の
悲
礎
溝
造
㎞
勝
収
）
が
き
っ
か
け
で
あ
り
、
今
井
林
太
郎
氏

の
著
書
『
日
本
荘
園
徳
論
』
が
名
田
の
荘
二
二
属
を
強
調
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
焦
点
が
深
く
な
っ
た
。
両
氏
の
論
拠
の
お
も
な
も
の
は
、

平
安
時
代
中
期
の
伊
賀
国
東
大
寺
領
、
そ
れ
も
主
と
し
て
出
作
の
荘

公
署
属
の
耕
地
に
見
ら
れ
る
負
名
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
竹
内

理
証
博
士
は
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
発
表
の
論
文
「
名
発
生
の
一

考
察
」
（
呪
寺
領
荘
園
の
構
究
駈
勝
馬
）
で
両
氏
の
説
を
批
判
し
、
九
世
紀
の
近
江
国
大

国
郷
等
の
田
地
売
券
を
論
拠
と
し
て
、
名
の
起
源
を
、
平
安
時
代
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

期
賑
籍
図
に
記
載
さ
れ
た
口
分
田
・
墾
田
の
保
有
者
の
名
に
求
む
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
よ
う

き
こ
と
を
提
唱
し
た
。
博
士
の
指
摘
の
意
義
は
、
名
の
私
有
性
を
強

調
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
説
得
力
が
い
か
に
強
か
っ
た
か
は
、
清

吏
二
男
氏
も
原
型
と
し
て
こ
れ
を
認
め
奈
良
時
代
の
正
倉
院
文
書
に

既
に
同
一
の
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
ほ
ど
で
あ
る
（
仙
㈱

誰切

恍
[
贈
租
）
。
　
し
か
し
田
籍
図
に
は
の
ち
に
名
主
と
な
る
べ
き
も
の

の
名
の
ほ
か
に
、
東
大
寺
の
よ
う
に
、
荘
園
所
有
者
と
な
る
べ
き
も

の
の
名
も
同
じ
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
清
水
氏
は
そ
の
点
を
指
摘
し

て
、
の
ち
の
名
は
租
・
課
役
の
免
除
を
意
味
す
る
が
、
田
籍
図
の
名

は
む
し
ろ
国
衙
へ
の
租
の
負
担
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
、
と

し
て
そ
の
間
の
枳
違
を
強
調
し
た
。
こ
の
清
水
氏
の
指
摘
が
、
要
点

を
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
石
母
田
正
氏
の
論
文
「
中
世
的
土
地
所
有
権
の
成
立
に
つ
い
て

1
平
安
時
代
の
百
姓
名
の
成
立
の
意
義
」
は
、
　
周
知
の
よ
う
に
、

承
平
二
年
（
九
一
一
三
）
（
難
聡
瓢
繹
鍛
ハ
半
帖
）
九
月
二
士
百
付
丹
波

国
牒
（
『
平
安
遺
文
魅
「
こ
二
四
〇
号
）
に
所
見
の
「
堪
百
姓
尊
名
」
を
も
・
て
百
姓
名
の
初

見
と
解
し
そ
れ
を
根
底
と
し
て
、
薩
接
人
身
に
課
す
る
調
庸
が
土
地

を
媒
介
・
単
位
と
し
て
課
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
段
階
に
お
い

て
籔
姓
名
が
成
立
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
も
早
く

公
営
田
を
論
じ
た
際
に
、
九
世
紀
前
半
に
す
で
に
調
庸
収
取
の
重
点

が
人
か
ら
土
地
へ
移
り
始
め
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
も
あ
り
（
翫
舩

優
劣
饗
鵬
灘
欄
鴇
聡
）
、
石
母
田
氏
の
観
点
に
は
蔀
同
意
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

る
が
、
問
題
の
「
堪
百
姓
等
名
」
は
竹
内
博
士
所
説
の
と
お
り
名
と
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領瀧と作人（赤松）

　
　
　
　
　
　
み
よ
う

す
べ
き
で
あ
っ
て
名
で
は
な
い
、
と
確
甚
し
て
い
る
。
牒
の
文
意
か

ら
翼
然
そ
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
が
、
他
面
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ

う
に
、
当
時
は
百
姓
治
田
で
あ
っ
て
も
、
百
姓
の
名
に
よ
っ
て
立
券

す
る
こ
と
に
は
妨
害
が
あ
り
、
事
実
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
新
し

く
考
慮
に
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
石
母
田
氏
の
中
世
的
土
地
所
有

権
に
対
す
る
基
本
的
立
場
は
中
田
博
士
の
論
文
「
律
令
時
代
の
土
地

私
有
権
」
（
『
法
制
史
論
集
』
第
二
巻
）
を
批
判
的
に
摂
取
し
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

十
世
紀
初
頭
を
境
と
す
る
百
姓
治
田
の
立
券
に
対
し
て
の
顕
著
な
変

化
に
注
意
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
収
取
を
視
点
に
お
い
て
新
し
い
論

を
展
開
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
徹
し
て
い
な
い
。
名
が
収
取
の
対
象
と

し
て
組
織
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
名
一
般
を
土
地
私
有
権
あ
る
い

は
私
田
と
規
定
す
る
こ
と
は
名
の
階
級
性
と
歴
史
性
を
抽
象
し
た
形

式
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
な
が
ら
、
百
姓
名
の
性
格
規
定
に
つ

い
て
は
開
墾
と
百
姓
治
田
の
集
積
に
成
功
し
た
田
堵
名
主
ら
が
名
と

い
う
新
し
い
収
取
体
系
に
再
編
成
さ
れ
た
過
程
の
究
明
が
具
体
的
に

な
さ
れ
て
い
な
い
。
百
姓
治
田
は
法
的
・
政
治
的
無
権
利
の
状
態
で

あ
っ
た
と
し
、
班
田
農
民
の
抵
抗
と
閾
争
、
農
民
層
の
階
級
分
化
が

百
姓
名
成
立
に
働
い
た
意
義
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
と

ど
ま
り
、
事
実
は
名
主
と
領
主
を
同
一
の
部
類
に
入
れ
て
い
る
。
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
よ
う

し
い
収
取
体
系
と
し
て
成
立
し
た
名
に
つ
い
て
は
、
百
姓
治
田
の
発

展
の
う
え
に
名
は
成
立
し
た
が
、
名
の
私
有
性
は
治
田
が
収
取
の
対

象
と
し
て
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
法
的
な
私
有
権
に
な
り

得
た
ご
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
あ
る
。
私
有
権
の
公
認
が
、
そ
の
よ

う
な
前
提
の
も
と
に
な
さ
れ
る
。
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な

の
は
、
農
民
の
抵
抗
に
直
費
し
た
権
力
機
構
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
方

針
で
そ
れ
に
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
収
取
体
系
を
打
ち
出
し
た
か
の

究
明
で
あ
る
。
具
体
的
な
事
実
が
判
明
し
な
い
の
は
、
関
係
史
料
が

現
存
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
や
む
を
得
な
い
と
い
え
ば
そ
れ

ま
で
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
前
と
同
様
に
傍
証
を
集
め
、
推
測
に

も
せ
よ
、
お
お
か
た
の
輪
廓
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
の
点
で
多
く
の
史
料
を
あ
げ
て
百
姓
名
の
存
在
形
態
、
墾
田
治

田
と
領
主
驚
悸
保
、
律
令
制
の
弛
緩
と
対
応
、
公
田
の
性
格
と
百
姓

名
を
論
じ
た
松
岡
久
人
博
士
の
論
文
「
百
姓
名
の
成
立
と
そ
の
性
格

i
郷
声
及
び
領
主
的
名
と
の
関
係
面
を
中
心
と
し
て
」
（
碗
日
本
封
建
制
威
立
の
研
究
臨
所
収
）

は
注
目
さ
れ
る
。
こ
と
に
蒼
姓
名
と
領
主
的
名
保
を
対
比
し
て
そ
の

成
立
過
程
と
性
格
の
相
違
を
指
摘
し
、
十
世
紀
末
ま
で
に
正
税
・
調

庸
等
の
地
脈
化
が
ほ
ぼ
完
了
し
た
こ
と
を
明
確
に
し
郷
司
が
百
姓
名

成
立
に
果
た
し
た
役
割
を
掘
り
漏
し
た
の
は
、
そ
の
成
果
で
あ
る
。
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し
か
し
そ
の
反
面
、
あ
ま
り
多
く
の
こ
と
に
関
画
し
た
た
め
に
、
主

題
の
着
姓
名
の
成
立
・
性
格
論
の
焦
点
が
や
や
不
明
確
に
な
っ
た
き

ら
い
が
あ
る
の
は
惜
し
ま
れ
る
。
百
姓
名
の
始
源
を
論
じ
て
、
戸
主

　
なの

名
が
単
に
国
衙
の
検
田
玉
上
の
一
定
土
地
区
画
の
名
称
に
転
化
し

た
と
こ
ろ
に
百
姓
名
の
成
立
を
考
え
ら
れ
る
、
と
し
、
作
人
の
家
が

な
に
か
の
事
情
で
耕
作
不
能
に
な
っ
た
時
は
進
学
権
を
持
つ
郷
司
が

支
配
下
百
姓
に
百
姓
職
を
あ
て
行
な
っ
た
、
と
す
る
の
は
確
か
に
卓

見
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
史
料
の
提
示
が
な

く
、
そ
れ
を
補
う
論
も
徹
底
を
欠
い
て
い
る
。
私
有
・
経
営
を
前
提

と
す
る
名
の
組
織
究
明
に
は
、
そ
の
前
途
に
何
か
そ
れ
を
阻
止
す
る

も
の
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
村
井
康
彦
・
戸
田
芳
実
両
博
士
が
最
近
に
展
遷
し
た
名
主
論
は
、

＋
世
紀
初
頭
か
ら
顕
著
な
存
在
と
な
る
負
名
を
有
力
な
拠
証
と
し
、

股
窟
百
姓
ら
の
正
税
微
収
請
負
を
中
心
と
す
る
論
だ
け
に
筋
道
が
通

っ
て
い
る
。
公
田
等
の
公
領
が
名
に
組
織
さ
れ
始
め
た
の
が
十
世
紀

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
松
岡
博
士
に
よ
っ
て
既
に
推
測
さ
れ
て
い
た
が
、

旧
名
も
特
に
土
倉
負
名
を
持
ち
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
明
確
度

が
加
わ
っ
た
。
問
題
の
領
主
対
作
人
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
負
名
は

作
人
と
同
一
視
し
て
論
が
な
さ
れ
、
名
の
起
源
は
国
衙
が
作
製
す
る

検
事
帳
所
載
の
作
人
の
名
に
由
来
す
る
こ
と
も
、
松
岡
博
士
の
論
以

上
に
鴫
確
に
し
た
。
今
後
の
名
主
論
は
蜜
然
そ
の
基
礎
の
上
に
立
っ

て
進
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
注
意
を
要
す
る
の
は
、
請
作

を
重
視
す
る
あ
ま
り
そ
れ
が
耕
作
権
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
の
を

無
視
し
た
り
、
検
田
帳
に
作
人
と
し
て
登
載
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て

田
籍
図
に
そ
の
名
に
よ
る
立
券
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
完
全
に
同
一

視
す
る
誤
り
を
犯
す
こ
と
で
あ
る
。
耕
作
権
に
つ
い
て
は
再
説
を
要

し
な
い
が
、
検
田
無
に
つ
い
て
は
一
言
付
説
し
た
い
。

　
国
司
が
毎
年
青
田
帳
を
作
製
す
る
の
は
、
職
員
令
に
規
定
さ
れ
て

い
る
「
勧
課
農
桑
」
の
職
掌
に
黒
塗
し
て
い
る
。
　
『
正
倉
院
文
書
』

所
収
の
正
税
帳
に
町
民
姓
産
業
」
（
蕪
濫
蛋
立
脚
楽
）
、
転
校
水

田
国
学
」
（
『
罷
張
国
蕉
税
鰻
葡
　
『
寧
楽
譜
欄
文
騙
二
二
山
ハ
ペ
…
ジ
）
「
領
導
傭
姓
産
業
巡
行
官
人
」
（
恥
㎜
灘

識
転
鞭
藻
職
獲
勧
）
門
検
田
翠
黛
」
（
『
周
防
圃
二
障
帳
恥
　
『
寧
楽
遣
文
㎞
二
蔦
三
ペ
ー
ジ
）
「
磐
田
熱
不
」
（
鮨
醗

醤
弊
壕
礫
群
）
覆
校
傭
姓
損
田
」
（
『
薩
摩
麟
把
税
帳
臨
　
『
蟻
楽
遺
文
臨
二
七
七
ペ
ー
ジ
）
と
し
て

所
見
す
る
の
は
、
趨
接
間
接
に
国
管
の
検
田
職
務
に
関
係
し
て
い
る
。

検
田
平
は
馬
上
帳
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
馬
上
帳
が
九
世
紀
初
頭
既

に
作
製
さ
れ
た
こ
と
は
、
天
慶
五
年
（
九
四
二
）
四
月
二
十
五
浸
付
東

寺
伝
法
供
家
牒
（
蝿
平
安
遣
文
葡
「
一
」
二
五
　
瓢
号
）
に
承
和
十
二
年
（
八
四
五
）
に
丹
波
国
に

馬
上
帳
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
こ
と
で
判
明
す
る
。
し
か
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領主と作入（赤松）

し
国
司
が
馬
上
帳
の
作
製
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
世

紀
以
後
と
考
え
て
よ
い
。
盛
時
の
馬
上
帳
は
荘
園
関
係
文
書
に
若
干

抄
輪
さ
れ
て
は
い
る
が
・
公
領
を
覆
に
対
象
と
し
た
も
の
鏡
存

し
な
い
。
公
領
関
係
の
名
組
織
が
明
確
を
欠
く
原
因
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。
新
し
い
発
見
が
待
望
さ
れ
る
。

　
領
主
に
つ
い
て
は
、
延
久
荘
園
整
理
令
所
見
の
事
実
に
触
れ
る
必

要
が
あ
る
。
そ
れ
は
延
久
荘
園
整
理
令
に
お
い
て
荘
園
所
在
の
領
主

が
記
録
荘
園
券
契
所
で
の
調
査
対
象
に
上
が
っ
た
事
実
で
あ
る
。

『
東
大
寺
文
書
』
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
八
月
廿
九
臼
付
筑
前
国
嘉

麻
郡
司
解
（
『
平
安
遺
文
臨
「
霊
駄
一
〇
㈱
八
号
）
所
見
の
治
暦
五
年
（
一
〇
六
九
）
二
月
廿
二

日
付
太
政
官
符
に
「
或
諸
庄
園
所
在
領
主
・
田
畠
乱
数
燧
注
二
子
細
“
可

レ
経
緯
μ
上
榊
」
と
見
え
て
い
る
。
太
政
官
と
し
て
は
所
有
の
溺
畠
を

そ
の
名
に
よ
り
立
面
し
て
い
る
領
主
の
報
告
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
石
清
水
八
幡
宮
や
紀
侵
煎
薬
勝
寿
等
で
は
領
主
を
も
っ
て
荘

司
・
荘
子
ら
と
同
格
の
寄
人
と
解
し
て
、
そ
の
数
を
記
録
荘
園
券
獄

所
に
報
告
し
た
（
落
網
聖
奪
。
御
栗
栖
明
神
に
田
畠
を
寄
進
し
た

山
背
友
光
も
寄
人
と
呼
ば
れ
た
。
記
録
荘
園
券
契
所
の
調
査
で
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
食
い
違
い
が
生
じ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ

か
ら
領
主
の
概
念
が
拡
大
さ
れ
、
寄
人
な
ど
を
そ
の
中
は
包
括
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
当
時
の
太
政
官

が
荘
園
経
営
の
実
態
を
知
る
た
め
に
そ
こ
ま
で
調
査
の
対
象
を
拡
大

し
た
こ
と
は
明
記
す
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
、
勅
旨
閉
田
・
百
姓
田
地

舎
宅
買
取
・
閑
地
荒
田
占
講
の
停
止
を
命
じ
た
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）

三
月
＋
三
論
付
太
政
官
箕
書
斎
瑠
濃
）
に
、
嘱
を
受
け
百
姓
の
田

地
舎
宅
を
買
い
取
り
閑
地
荒
田
を
漸
落
す
る
家
に
つ
い
て
、
国
司
は

「
料
主
嵐
署
学
者
・
使
老
を
中
央
に
報
告
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
聖
主
」
は
音
が
近
い
の
で
領
主
の
誤

写
で
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
に
は

「
原
作
料
、
語
意
賦
し
と
し
て
料
主
を
当
主
に
改
め
て
い
る
。
料
主

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
領
主
も
当
時
の
公
文
書
に
所
饗
し
な
い
。
校

訂
者
が
こ
の
よ
う
に
改
め
た
の
は
一
応
理
解
さ
れ
る
が
、
　
「
直
面
」

も
な
じ
ま
な
い
名
辞
で
あ
る
。
原
本
の
ま
ま
「
料
主
」
と
し
て
お
く

の
が
妥
嚢
な
措
殿
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
領
主
対
作
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
改
め
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
最
初
に
も
要
約
し
た
よ
う
に
、
領
主
の
な
か
で
も
在
荘

の
も
の
は
作
人
を
強
く
支
配
し
加
地
子
の
ほ
か
に
雑
事
を
賦
課
す
る

も
の
も
い
た
こ
と
で
あ
る
。
前
堂
「
杣
工
と
荘
園
」
（
翼
謹
噸
賦
鍬
）
で
は
、
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玉
擁
荘
の
領
主
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。
繊
堵
と
名
主

の
同
一
、
田
堵
の
力
役
奉
仕
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
著
名
を

治
承
元
年
（
＝
七
七
）
十
二
月
日
付
山
城
国
長
福
寺
縁
起
井
資
財
暖

（醐

�
ﾀ
叢
文
臨
「
八
」
一
瓢
八
」
七
口
万
）
所
見
の
長
福
寺
開
劇
の
尼
真
理
も
、
こ
の
種
領
主
の

一
人
と
す
べ
き
で
あ
る
。
・
真
理
は
摂
関
家
々
梅
津
荘
の
領
家
で
は
な

く
て
領
主
で
あ
り
、
田
堵
に
力
役
を
課
し
た
。
真
理
窃
身
そ
の
地
位

を
「
当
庄
領
主
」
と
し
て
い
る
。
領
家
と
称
し
て
い
な
い
こ
と
に
注

昌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
十
世
紀
．
初
頭
に
始
ま
る
長
期
耕
作
権
の
容
認
と
、
そ
れ
と
前
後
し

て
新
霊
荘
園
の
再
開
、
百
姓
の
名
に
依
る
田
地
立
券
の
抑
止
は
、
た

が
い
に
密
接
に
影
響
し
合
い
、
そ
れ
ま
で
は
耕
地
の
所
有
と
用
益
の

権
利
が
な
お
未
分
化
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
新
し
く
領
主
・
作
人

へ
の
分
極
を
生
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
暦
に
お
い
て
も
、
本
家
・
領
家
．

領
主
、
田
堵
・
名
主
・
作
人
・
寄
人
等
に
細
分
す
る
き
っ
か
け
を
作

っ
た
。
従
来
の
論
は
、
領
主
・
作
人
の
分
岐
点
を
明
確
に
し
て
い
な

い
た
め
に
思
わ
ぬ
誤
り
を
犯
し
た
り
、
領
主
・
作
人
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
や
利
害
を
無
視
し
た
り
混
嘱
し
た
り
し
た
論
が
な
さ
れ
、
そ
れ
で

な
く
て
も
錯
雑
し
て
い
る
議
論
を
さ
ら
に
難
解
に
し
て
い
る
。
十
三

世
紀
以
後
の
古
文
書
に
所
見
す
る
領
主
・
作
人
の
権
利
内
容
は
、
十

三
世
紀
以
前
の
そ
れ
を
承
継
し
て
い
る
が
、
鎌
倉
幕
府
が
設
立
さ
れ
、

そ
の
支
配
下
の
地
方
行
政
組
織
と
し
て
守
護
・
地
頭
が
設
置
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
間
接
に
影
響
さ
れ
、
大
き
な
変
化
が
生
じ
て

い
る
。
研
究
者
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
こ
と
を
も
銘
記
し
て
、

十
世
紀
初
頭
に
明
確
に
分
岐
し
た
領
主
対
作
人
の
系
譜
の
行
く
先
を

た
ぐ
り
、
中
世
を
特
色
づ
け
て
い
る
「
領
主
鰯
」
の
展
開
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
溜
四
十
年
十
一
月
十
五
随
未
明
稿
了
）

①
　
青
苧
荘
の
領
空
・
作
人
に
つ
い
て
は
、
芦
田
藤
屋
博
士
も
論
文
「
羅
衙
額
の
名

　
と
荘
家
に
つ
い
て
漏
み
『
中
世
社
会
の
塞
本
構
造
』
所
収
）
で
論
じ
、
爾
嚢
闘
の
流

　
動
性
を
強
調
し
て
い
る
。
土
民
で
も
公
験
を
持
て
ば
そ
の
限
り
で
当
時
の
用
語
で

　
の
「
領
叢
」
　
「
地
主
」
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
領
主
は
加
地
予
を
収
取
し
、
も
し

　
そ
れ
が
否
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
領
主
は
そ
の
存
姦
意
義
を
喪
失
す
る
。
荘
司
解
が

　
か
㌧
の
瀞
酬
を
3
も
指
舗
綱
し
て
い
る
こ
と
を
注
轡
心
す
べ
き
で
あ
岬
⇔
o

②
　
『
京
都
府
史
鎮
名
勝
天
然
紀
念
物
講
二
二
沓
第
二
＋
冊
隠
「
長
禎
寺
」
。

③
　
公
験
が
主
と
し
て
土
地
関
係
の
証
験
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

　
明
ら
か
で
な
い
が
、
売
券
の
全
部
を
含
む
か
、
そ
れ
と
も
騰
郡
司
の
判
許
が
あ
る

　
も
．
の
に
限
ら
れ
る
か
、
古
文
需
で
は
明
確
に
な
ら
な
い
。

④
「
冗
筆
専
傾
大
憩
醐
春
疑
荘
に
つ
い
て
」
（
『
仏
数
史
学
』
＝
ノ
薫
炉
載
）
「
藤

　
原
時
代
浄
土
教
と
覚
超
」
（
『
摂
閾
時
代
史
の
研
究
』
所
　
双
『
続
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』

　
所
載
）
。

⑥
「
王
朝
時
代
の
庄
園
に
関
す
る
研
究
」
第
輩
聖
恩
紛
の
観
念
第
一
節
羅
馬
の

　
鳴
触
o
o
餌
鍵
層
影
及
び
弗
｛
繭
｛
配
慮
代
の
．
げ
。
貿
①
⇔
o
貯
ヨ
四
。
搏
士
は
罵
益
権
留
保
付
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領主と作入（赤松）

　
土
地
嵜
進
に
基
づ
く
貸
与
法
は
プ
レ
カ
リ
ウ
ム
と
は
も
と
よ
り
鋼
箇
の
性
質
を
有

　
す
る
と
し
て
、
そ
の
解
釈
の
出
典
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

⑥
村
井
康
彦
「
田
籔
の
存
在
形
態
漏
（
『
史
林
険
殴
○
ノ
ニ
所
載
）
。
『
古
代
賦
家

　
解
体
過
程
の
研
究
』
で
は
や
や
論
調
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
耕
作
権
の
容
認
を
主

　
題
と
し
て
圏
堵
・
作
人
の
あ
り
方
を
論
ず
る
ま
で
に
な
っ
て
い
な
い
。

⑦
延
喜
十
一
年
（
九
＝
）
三
月
廿
三
臼
付
平
田
福
刀
遊
子
家
地
充
行
状
（
燭
平
安

　
遺
文
臨
　
「
一
」
二
〇
五
号
）
。

⑧
掘
岐
駿
は
観
望
音
寺
領
で
あ
杉
な
が
ら
、
三
綱
・
政
所
が
直
接
に
管
理
せ
ず
金

　
舌
長
謙
…
僧
が
こ
れ
を
所
…
恕
し
た
。
詳
細
は
葡
稿
「
寛
大
寺
領
大
和
圏
春
日
荘
に
つ

　
い
て
」
　
（
『
仏
教
史
学
』
一
一
ノ
ニ
）
を
見
ら
れ
た
い
。

⑨
最
近
に
こ
の
こ
と
を
主
題
に
し
た
論
文
と
し
て
は
笠
井
幾
十
「
わ
が
国
十
世
紀

　
末
に
お
け
る
疫
病
の
流
行
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
偏
（
『
文
化
学
年
報
』
第
十
四
号

　
班
載
）
。

⑩
憂
茶
羅
寺
の
寺
領
に
つ
い
て
寺
縄
と
作
人
と
の
深
刻
な
争
い
に
つ
い
て
は
、
西

　
圏
虎
之
助
「
土
地
荘
園
化
の
過
程
に
お
け
る
騒
免
地
の
性
質
」
　
（
雌
壮
野
史
の
研

　
究
』
下
一
所
収
）
に
詳
し
い
。

⑪
　
和
泉
國
符
に
闘
説
の
諭
文
は
す
こ
ぶ
る
多
い
が
、
作
手
に
つ
い
て
は
明
快
な
解

　
釈
を
加
え
て
い
な
い
。
坂
本
賞
三
門
十
世
紀
王
朝
養
家
土
地
制
度
と
そ
の
崩
壌

　
　
（
『
史
林
』
四
八
ノ
四
懇
載
）
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
場
含
の
作
手
は
、
後

　
代
の
売
券
の
よ
う
に
私
的
訴
麿
権
…
と
は
解
釈
し
得
な
い
、
と
し
な
が
ら
、
耕
作
権

　
と
い
う
説
に
も
従
い
得
ず
、
作
手
と
は
、
公
田
陶
管
を
す
る
唱
を
持
つ
こ
と
が
で

　
き
ず
し
か
も
名
編
威
に
維
込
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
難
解
な
説
明
に

　
陥
っ
て
い
る
。
最
近
の
研
究
の
動
向
が
眠
家
公
権
を
重
視
す
る
の
は
是
認
さ
れ
る

　
が
、
行
き
過
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。

⑫
秋
宗
康
子
「
保
譲
刀
禰
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
四
四
ノ
照
所
載
）
。

⑬
　
高
田
荘
の
田
堵
に
つ
い
て
早
く
論
文
を
発
署
し
た
の
は
田
井
啓
吾
「
田
堵
に
就

　
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
跳
七
ノ
五
駈
載
）
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
松
鋤
久
人
「
田

　
堵
の
性
絡
に
つ
い
て
」
（
『
魚
澄
先
生
古
稀
記
念
国
史
学
諭
叢
臨
班
収
）
に
そ
れ
を

　
批
判
し
た
意
見
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

⑭
　
寺
院
が
買
得
し
た
治
露
を
静
名
に
よ
っ
て
立
属
す
る
こ
と
が
禁
止
ざ
れ
、
有
縁

　
の
縞
入
・
檀
越
等
に
よ
り
立
券
さ
れ
た
一
例
と
し
て
仁
寿
四
年
（
八
五
四
）
十
二

　
月
十
一
日
付
近
江
国
愛
智
重
大
上
郷
依
知
秦
公
五
月
麻
磁
解
（
『
平
安
遺
文
隠
「
一
」

　
｝
一
七
号
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑮
　
源
敏
と
そ
の
子
孫
は
名
義
上
の
権
利
し
か
持
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

　
観
世
膏
寺
の
領
有
に
な
ん
の
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
、
と
は
欝
い
え
な
い
。
僧
侶

　
が
買
収
し
た
墾
田
の
立
券
に
あ
た
っ
て
俗
入
の
名
を
借
り
た
た
め
に
、
そ
の
俗
人

　
か
ら
そ
の
権
利
を
承
縦
し
た
も
の
が
後
代
に
な
っ
て
訴
訟
を
謹
こ
し
た
事
実
が

　
あ
る
　
（
『
平
｛
女
遺
轟
又
』
　
門
　
」
　
一
六
六
・
二
〇
六
ロ
写
）
。

⑮
　

『
平
安
露
文
』
所
見
の
作
人
臨
時
雑
役
免
除
に
つ
い
て
は
、
露
文
「
鎌
倉
仏
教
の

　
諜
題
」
、
（
『
史
学
雑
誌
臨
六
七
ノ
七
『
続
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』
所
載
）
に
詳
説
し
た
。

⑰
問
題
を
田
地
に
限
定
す
る
。
副
と
畠
の
所
有
縫
の
性
格
は
本
来
異
な
っ
て
い
る
。

　
畠
に
つ
い
て
は
延
喜
九
年
（
九
〇
九
）
七
月
十
七
田
付
左
京
三
坊
戸
主
素
忌
寸
界

　
書
解
（
『
平
安
遺
文
』
コ
」
二
〇
〇
号
）
が
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
一
例
だ
け
で
あ

　
る
。

⑲
　
安
箔
弟
町
子
が
母
の
襟
首
安
占
子
か
ら
上
賑
二
条
給
理
黒
八
道
祖
田
に
あ
る
家

　
地
一
六
〇
歩
を
与
え
ら
れ
た
の
は
延
喜
九
年
（
九
〇
九
）
十
一
月
十
五
礒
付
民
安

　
占
子
家
地
処
分
状
（
『
平
安
遺
文
駈
「
一
」
二
〇
二
号
）
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
姉

　
妹
の
安
倍
嚢
子
・
阿
古
刀
自
も
お
の
お
の
廠
地
一
〇
〇
歩
を
与
え
ら
れ
た
が
、
弟

　
町
子
が
開
墾
し
て
田
と
し
た
二
〇
〇
歩
は
、
こ
の
爾
入
の
姉
妹
に
処
分
さ
れ
た
家

　
地
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

⑲
　
大
和
關
添
上
郡
檎
中
郡
五
条
五
里
一
坪
所
在
家
地
三
〇
〇
歩
の
売
買
に
つ
い
て

　
は
「
便
宜
要
門
田
亀
と
し
て
田
地
が
附
与
す
る
。
　
こ
の
便
覚
要
門
田
に
つ
い
て

　
は
泉
谷
康
夫
「
公
賊
変
質
の
一
考
察
」
（
『
歴
史
評
論
』
一
〇
六
号
所
収
）
が
譲
じ

　
て
い
る
が
、
－
わ
た
く
し
も
購
乱
し
た
　
（
「
盛
大
寺
領
大
和
国
春
臼
荘
に
つ
い
て
扁
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『
仏
教
史
学
』
一
一
ノ
～
所
収
）
。

⑳
．
井
上
光
冠
『
臼
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
臨
。

⑳
　
大
岡
荘
の
坪
付
の
一
々
に
つ
い
て
縞
査
す
る
の
は
容
易
で
な
い
が
、
寺
田
面
積

　
を
基
準
に
す
る
と
、
本
文
の
結
論
が
生
ず
る
。

⑫
　
村
井
康
彦
門
名
威
立
の
歴
史
的
前
提
一
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
、
一
五
号
）
戸
田
芳

　
実
「
国
衙
領
の
名
と
在
嶽
に
つ
い
て
」
　
（
門
中
世
桂
会
の
三
二
構
造
』
所
載
）
。

⑬
　
馬
上
帳
の
引
粥
の
宵
い
例
は
『
斗
出
寺
文
書
魅
に
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
寺

　
領
以
外
で
は
こ
の
種
の
馬
上
帳
の
存
在
を
確
か
め
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

（
京
郡
大
学
教
授
）
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　　　　　　　　　　　　Landlord　and　Tenants

re－examination　of　the　adjustment　law　of　Engi　Lll’ffi’．”’X　Manor

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Toshihide　Akamatsu

　　The　weak　point　in　the　modern　study　of　manoyial　management’

mainly　On　theσ舵sα勧請作呈S圭n　the　Way　Of　the　tenant’S　aCqUiSitiOn

of　the　cultivation　r圭gh亡．　’The　former　study　of　nlanors　over▽alued

the　private　possession　of　leubunden口分田，　kodeden回田and撰伽治田

including　the　impO實ance　of　Ukesaleu請作£o　neglect　the　existe簸ce　of

teRants　or　to　eva｝uate　their　effort　for　acquisition　of　the　cultivation

right．

　　This　article，　with　the　opinion　that　at　the　beginning　o£　the　10th

century　the　cultivation　right　for　long　period　was　authorized　for　the

飯st　time　and　1）enchi．γilehen田地立券by　Hyak－ush6mp∂百姓名was　check．

ed，　traces　the　process　of　the　differen£iation　into　landlords　and　tenants

ftom　the　landed　class　whlch　were　looked　upon　｛s　one　body　before

the　10th　century，　and　insists　on　the　re－exaniination　of　the　result　ln

the　enforcement　of　the　adjustment　law　of　Engi延喜Manoi’．

Sin－hai－fe2－min9辛亥革命．　and　Japanese　Tre耳d

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Shir6　Yamamoto

　Japanese　trend　to　the　Sin－hai－ke－ming　一nAl｝i，3，（“＃一“pp　has　been　mainly

examined　in　tlie　aspects　of　the　foreign　policy，　loan　problems　and

public　opinion．

　This　article　traces　the　Japzinese　policy　including　the　Japanese　situ－

ation　at　the　end　of　the！吻初明治era，　and　the　trend．　of　the　army

and　othcials　cited　from　the　Yamagata’s　山県　and　KatsMra’s桂　docum－

ents．　ln　shoxt，　£he　confuslon　of　the　po！icy　was　brought　by　the

di鉦erence　between　the　Katsura　and　the　Sα20勿疹一概博Cabihets，　the

prdcausion　of　the　powers　against　Japan，　and　the　diet　power　or　the

pressure　of　the　public　opinion　wkich　grew　critical　to　the　clique　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（168）


