
九
州
に
お
け
る
均
等
名
体
制
の
成
立
と
性
格

工

藤

敬

一

九州における均等我鉢｛溺の成立と性権（工藤）

四
　
　
【
要
約
回
　
本
稿
は
、
九
州
に
お
け
る
酉
姓
名
体
制
、
こ
と
に
均
等
名
体
制
の
構
造
と
性
格
を
、
た
ん
に
在
家
の
進
化
の
首
題
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

　
れ
の
政
治
的
粂
件
の
な
か
で
総
会
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
素
材
に
は
断
片
的
史
料
を
さ
け
、
そ
の
繭
後
の
情
勢
を
か

　
な
り
推
測
し
う
る
だ
け
の
騰
連
史
料
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
特
異
性
を
も
つ
、
筑
後
闘
鶏
田
荘
・
豊
後
国
田
染
蕪
．
豊
前
国
岩
崎
荘
（
お
よ
び
豊

　
後
押
小
野
荘
）
の
三
つ
の
場
合
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
均
等
名
体
欄
の
性
格
の
な
か
に
は
、
先
進
地
帯
の
十
二
世
紀
段
階
に
お
け
る
百
姓
名
演

…　
制
の
成
立
、
南
乾
朝
霜
の
興
福
寺
や
高
野
山
の
膝
下
所
領
に
み
ら
れ
る
ご
と
き
支
配
の
再
編
成
、
こ
の
二
つ
の
課
題
を
併
せ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ

“
れ
は
あ
至
で
荘
園
支
配
の
完
成
で
は
な
く
、
再
編
成
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
・
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
森
翌
巻
二
．
写
一
九
穴
穴
年
三
月
“
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①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
が
生
れ
て
い
る
。
私
も
の
ち
に
も
ふ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
農
民

　
　
　
ま
　
じ
　
め
　
こ

　
本
稿
の
習
的
は
、
九
州
地
方
に
お
け
る
百
姓
名
、
と
く
に
均
等
名

体
制
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
九
州
に
お
け
る
中
世
の
農
村
構
造
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し

て
「
在
家
」
の
存
在
形
態
な
い
し
そ
の
進
化
の
問
題
と
し
て
と
り
あ

っ
か
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
を
通
じ
て
、
農
民

の
一
般
的
存
在
形
態
が
、
　
「
在
家
扁
と
し
て
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
以

上
当
然
の
視
角
で
あ
り
、
か
か
る
視
角
か
ら
多
く
の
す
ぐ
れ
た
研

的
土
地
所
有
の
形
成
1
1
農
奴
制
の
成
立
を
究
明
す
る
基
本
的
な
視
角

で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
う
た
が
わ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
研
究
の
現

状
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
（
実
は
そ
の
不
充
分
さ
に
よ
る
も
の
だ

が
）
、
鎌
倉
期
を
中
心
と
す
る
在
家
の
制
度
的
．
実
態
的
研
究
は
か
な

り
進
ん
だ
が
、
九
州
の
場
合
主
と
し
て
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
に
成

立
し
て
く
る
百
姓
名
体
制
に
つ
い
て
は
、
在
家
の
進
化
と
い
う
観
点

か
ら
の
み
照
明
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
竃
馬
的
成
立
の

歴
史
的
意
味
づ
け
を
総
合
釣
に
お
こ
な
っ
た
研
究
は
伝
と
ん
ど
見
あ
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た
ら
な
い
、
も
っ
と
も
爾
九
州
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
門
体
制

に
つ
い
て
は
、
薩
摩
記
入
来
院
を
中
心
に
最
近
多
く
の
す
ぐ
れ
た
研

　
　
　
　
　
　
　
　
②

究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
自
体
、
中
世
後
期
の
九
州
地
方
の
本

格
的
な
社
会
経
済
史
的
研
究
の
出
発
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
ま

こ
と
に
慶
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
門
体
制
は
日
本
全
体
か
ら
見
た

場
合
、
あ
ま
り
に
も
特
殊
な
支
配
体
制
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
た
だ
ち

に
全
国
的
な
動
向
と
、
九
州
地
方
の
そ
れ
を
対
比
、
な
い
し
関
連
づ

け
て
理
解
す
る
こ
と
は
か
な
り
無
理
が
あ
り
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
よ
り
普
遍
性
を
も
つ
百
姓
名
体
制
に
焦
点
を
す
え
、
そ
の
全

構
造
を
そ
れ
自
体
に
即
し
て
、
在
家
の
進
化
の
結
果
と
し
て
の
み
見

る
の
で
は
な
く
、
よ
り
総
合
的
に
分
析
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
百
姓
名
体
制
の
成
立
は
、
先
進
地
域
に
お
い
て
は
十
二

批
紀
段
階
の
特
徴
的
現
象
で
あ
り
、
そ
の
解
体
な
い
し
再
編
成
が
南

北
朝
期
の
現
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
に

成
立
す
る
九
州
地
方
の
百
姓
名
体
制
の
意
義
は
、
先
進
地
帯
が
こ
の

二
つ
の
時
期
に
も
っ
た
課
題
と
対
比
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
、

全
国
的
視
野
の
中
で
九
州
地
方
の
位
置
を
考
え
て
ゆ
く
上
か
ら
必
要

で
あ
り
か
つ
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
十
二
琶
紀
の
先
進
地
帯
の
百
姓
名
一
般
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
多
く
の
業
績
が
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
て
来
た
が
、
河
音
能
平
氏

　
　
　
　
　
③

の
最
近
の
論
文
は
、
在
地
領
主
（
圃
衙
）
i
農
民
一
↓
壮
園
領
主

の
相
互
関
係
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
社
会
構
成
の
展
開
を
き
わ
め

て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
掘
書
し
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
業
績
の
一

応
の
総
括
を
果
し
て
い
る
。

　
十
二
世
紀
の
段
階
で
、
在
地
領
主
は
そ
の
領
主
制
の
確
立
を
め
ざ

し
て
、
田
堵
の
私
宅
の
収
奪
一
農
奴
化
を
迫
る
。
こ
の
脅
威
に
対
し

て
田
堵
層
は
、
根
本
的
住
人
と
し
て
自
ら
の
地
域
的
村
落
秩
序
を
つ

く
り
こ
れ
に
対
抗
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
土
地
所
有
を
奪
わ
れ
た
と

こ
ろ
が
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
自
立
的
な
も

の
と
し
て
で
は
な
く
、
特
定
の
権
門
へ
の
私
的
奉
仕
を
媒
介
と
し
て

の
み
成
立
し
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
特
定
の
上
層
農

民
の
み
を
成
員
と
し
、
大
部
分
の
農
民
を
排
除
す
る
特
権
的
秩
序
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
分
裂
支
配
の
体
制
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
中

世
社
会
の
成
立
ば
、
分
裂
支
配
の
克
服
と
い
う
課
題
を
農
民
に
課
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
、
一
翻
で
は
あ
る
が
農
民
的
土
地

所
禽
が
、
は
じ
め
て
確
実
に
実
現
さ
れ
た
点
に
お
い
て
、
農
民
の
側

に
生
産
力
発
展
の
主
導
権
が
う
つ
る
端
緒
で
あ
り
、
そ
の
村
落
秩
序
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は
、
中
世
後
期
に
実
現
さ
る
べ
き
惣
百
姓
に
よ
る
純
化
さ
れ
た
封
建

村
落
を
形
成
す
る
た
め
の
橋
頭
墾
で
あ
っ
た
。

　
大
略
以
上
の
ご
と
き
指
摘
は
、
ま
さ
に
十
二
世
紀
に
お
け
る
百
姓

名
体
心
の
成
立
を
総
含
的
に
意
義
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
九
州
に
お

け
る
百
姓
名
体
制
の
成
立
を
考
え
る
に
も
、
特
権
的
秩
序
琵
一
一
重
構

造
と
分
裂
支
配
、
農
民
的
土
地
飯
有
成
立
の
特
質
な
ど
の
点
に
つ
い

て
十
分
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
次
は
均
等
名
の
問
題
で
あ
る
。
均
等
名
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
十

一一

E
三
世
紀
の
荘
園
に
つ
い
て
、
膝
下
藤
領
に
お
い
て
強
力
な
荘
園

領
主
権
力
に
よ
る
均
等
公
事
収
取
の
体
制
と
し
て
編
成
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
、
荘
園
支
配
の
貫
徹
を
示
す
も
の
と
す
る
渡
辺
澄
夫
氏
の
指
摘
を

ま
ず
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ

と
と
も
に
、
是
非
洗
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
南
北
朝
期
の
先
進

地
域
に
お
け
る
膝
下
所
領
の
再
編
成
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
熱
田
公
僕
の
興
福
寺
領
の
大
和
買
置
荘
園
、
お
よ
び
高
野
山
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
紀
伊
国
号
荘
園
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
る
。

　
興
福
寺
領
の
大
和
詩
話
荘
で
は
、
十
一
一
量
紀
に
土
地
と
人
影
の
統

一
的
支
配
の
体
鰐
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
均
等
名
体
制
が
、
公
事
外
冠

一
名
役
奉
仕
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
渡
辺
氏
の
研

究
に
詳
し
い
）
、
そ
れ
が
形
式
上
の
原
意
と
し
て
は
室
町
期
ま
で
維
持

さ
れ
る
が
、
南
北
朝
期
以
降
で
は
、
結
局
は
年
貢
の
請
負
関
係
に
す

ぎ
な
く
な
り
、
か
っ
て
の
人
身
的
隷
属
関
係
は
契
約
的
関
係
に
な
っ

て
し
ま
う
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
患
家
」
支
配
の
体
制
で
特
色
づ
け
ら

れ
る
（
こ
こ
で
は
名
主
酌
ま
地
所
有
の
実
態
は
存
在
す
る
が
、
土
地
と
人
間

を
き
り
は
な
し
た
形
で
収
取
体
系
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
）
紀
伊
国
の
高
野

山
領
荘
園
で
も
、
南
北
朝
期
に
は
形
式
的
に
は
鎌
倉
期
の
体
制
に
返

す
こ
と
を
践
的
と
し
て
、
下
地
校
合
に
よ
る
結
直
し
と
給
人
に
対
す

る
「
分
田
」
を
お
こ
な
っ
た
が
、
こ
の
分
田
は
下
地
の
経
営
と
は
全

く
無
関
係
に
、
定
免
化
さ
れ
た
年
貢
公
事
の
割
当
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
熱
田
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
の
場
合
も

南
北
朝
期
に
は
年
貢
公
事
の
請
負
関
係
へ
の
変
化
、
つ
ま
り
身
分
的

隷
属
関
係
か
ら
契
約
的
関
係
へ
と
い
う
移
行
が
顕
著
な
特
質
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
岡
暁
代
に
百
姓
名
体
制
を
成
立
せ
し
め
る
九

州
地
方
の
場
合
、
そ
れ
が
か
か
る
要
因
と
は
た
し
て
無
関
係
で
あ
っ

た
か
い
な
か
、
や
は
り
検
討
を
要
す
る
演
題
で
あ
る
。

　
私
は
、
以
上
の
ご
と
き
、
先
進
地
帯
が
平
安
末
～
鎌
倉
初
期
と
海

北
朝
期
の
二
つ
の
時
点
で
直
面
し
た
課
題
と
そ
の
解
決
を
、
九
州
の
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場
合
南
北
朝
期
に
集
中
的
に
果
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う

予
測
を
抱
い
て
い
る
。
以
下
具
体
的
な
実
例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

て
い
く
が
、
そ
の
際
史
料
的
に
恵
ま
れ
、
し
か
も
夫
々
に
特
色
を
も

ち
性
格
を
こ
と
に
す
る
筑
後
国
号
田
荘
爾
島
村
・
豊
後
国
田
染
荘
糸

永
名
・
豊
前
国
岩
崎
荘
（
付
董
後
証
小
野
荘
）
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
に
つ

い
て
検
討
し
、
九
州
に
お
け
る
均
等
名
体
制
の
諸
形
態
と
そ
の
特
質

を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
①
・
永
原
慶
二
「
在
家
の
歴
史
酌
性
格
と
そ
の
進
化
に
つ
い
て
」
（
竹
内
理
三
編
『
陛

　
　
本
封
建
舗
成
立
の
研
究
』
所
収
）
　
・
盤
田
武
「
初
期
封
建
鵠
下
の
農
村
」
　
（
児
玉

　
　
幸
多
編
『
日
本
祉
会
史
の
研
究
恥
所
収
）
以
下
在
家
に
関
す
る
研
究
は
多
い
。

　
②
　
佐
川
弘
「
中
世
入
来
院
領
に
お
け
る
在
地
構
造
の
変
質
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
三

　
　
馬
蝿
・
六
弩
）
・
上
杉
允
彦
「
二
割
三
度
成
立
の
前
提
」
（
『
史
観
』
六
九
羅
）
・

　
　
北
島
万
次
「
門
体
制
の
構
造
と
領
窯
鰯
」
爲
歴
史
学
研
究
』
二
九
四
号
）
な
ど
。

　
③
「
中
世
社
会
成
立
期
の
農
民
問
題
」
（
『
日
本
史
研
究
隔
七
ヨ
写
）
。

　
④
　

『
畿
内
庄
翻
の
基
礎
構
造
㎞
。

　
⑤
　

讐
室
町
時
代
の
興
描
専
領
荘
園
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
四
四
巻
ヨ
丹
）
、
羅
一
町

　
　
時
代
の
高
野
山
領
荘
園
に
つ
い
て
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
臨
二
四
号
）
。

筑
後
国
水
田
三
三
島
村

　
本
荘
は
今
日
の
福
岡
県
筑
後
市
水
田
地
区
に
あ
っ
た
大
宰
府
安
楽

寺
領
の
荘
園
で
あ
り
、
矢
部
川
の
形
成
す
る
広
い
…
扇
状
地
の
末
端
に

位
置
す
る
肥
沃
な
水
田
地
帯
で
あ
る
。
そ
の
起
源
は
不
明
だ
が
、
建

長
二
（
一
二
五
〇
）
年
に
は
、
安
楽
寺
修
理
担
当
大
鳥
居
僑
全
の
「
先

祖
栢
伝
所
帯
屋
敷
名
田
等
」
の
中
に
、
　
「
北
水
賑
御
庄
内
、
庄
司
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

・
北
島
屋
敷
井
在
家
田
畠
等
」
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
以

前
に
安
楽
寺
領
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
領
家
は
京
都
の
菅
原

玩
（
氏
長
者
）
で
あ
っ
た
が
、
直
接
荘
園
の
経
営
に
当
っ
た
の
は
、

そ
の
一
族
で
安
楽
寺
留
守
職
の
大
鳥
居
疵
で
あ
っ
た
。
本
来
は
水
田

本
村
（
南
島
）
・
北
島
・
下
牟
賑
（
福
島
）
の
三
村
よ
り
な
り
、
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

水
田
は
約
二
百
町
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
本
荘
の
百
姓
名
体
制
の
構
造
を
示
す
の
は
、
後
欠
で
年
紀
不
詳
の

㈲
水
田
荘
南
島
村
名
田
在
家
雑
免
坪
付
と
、
末
羅
に
「
文
安
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

つ
ち
の
へ
た
つ
書
之
」
の
記
載
を
も
つ
前
欠
の
⑧
田
地
坪
付
で
あ
る
。

両
者
は
内
容
か
ら
み
て
時
期
的
に
は
若
干
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
水
田
本
村
（
南
島
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
も
に
欠
除
部
分
が
あ
る
た
め
、
そ
の
全
ぼ
う
を
知
り
え
な
い
の
は

遺
憾
で
あ
る
が
、
両
者
を
総
合
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
略
の
と

こ
ろ
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
㈲
は
事
書
に
あ
る
よ
う
に
「
南

　
　
　
（
マ
・
）

島
村
百
骸
十
八
ケ
名
同
小
在
家
三
十
二
雑
免
等
闘
地
」
の
坪
付
で
あ

る
が
、
残
存
部
分
は
十
一
名
分
の
坪
付
だ
け
で
あ
る
。
一
方
⑧
は
、

名
田
部
分
雑
免
部
分
を
こ
み
に
し
て
一
応
宇
地
域
順
に
書
き
上
げ
た
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　一　表

（A）

備 考

付上1石5斗
（1升3合入事納）

同

嗣

同

同

岡

上

上

上

上

上

上

地料・屋激銭当所

824文
824

824

900

632－

824－

824

824－

824

躍
躍

h一斗升合
6．8。8．王

Sa1・4・1

6．8．1．7

6．0．7．9

6．2．6．e

S．　4．　5．　0

4．4．9，3

5．7．1．4

5．5．5．8

　？

5，6．2，9

数
　
7
6
6
8
9

筆数

7
n
1
0
1
3

9
1
4

（B）

田一数

丈
4
1
3
0
門
中
2
0
2

反
＆
7
U
臥
a
ε
ε
肛
門
4

r
9
仙
乞
乞
乞
乞
乞
9
仙
忽
乞

2．4．「・蓼

2，4．0

丈
2
0
3
0
紳
中
4
0
中
1
0
2
2
0
4
紳
3
0

反
＆
当
今
ε
ε
6
…
3
4
二
日
Q
山
＆
鼠
a
乞
2
4
…
丞
一

丁
乞
2
。
乞
焦
a
乞
a
2
、
a
乞
a
臥
之
2
2
．
2
a
乞
※

名
名
名
田
名
名
名
艶
名
職
名
名
駅
署
名
名
名
名
君

　
九
　
　
　
　
丸
丸
丸
郎
暁
暁
丸
院
丸
　
丸

丸
㍉
丸
菱
究
二
葉
劉
郎
翌
♂

石
弥
鬼
用
侮
勢
州
綿
㎜
米
二
四
犬
一
濫
ム
コ
小
－
天
道
三
州
魚
　
ニ

ー
2
3
4
5
6
7
8
9
G
1
2
3
4
5
6
7
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　1
　
　
王
　

1
　1
　
　
1
　
　
1
　1
　
　
1

小　計145・0・31
※二郎丸は（B）にも坪付部分にはあるが，策尾の18名にはふくまれていない。

〔註〕（A）文書の前欠藩分を除く坪付による田数倉計は32町4反半で，内名田外は9町6反

　　　　2，丈その内代官分2町5反4丈。

坪
付
で
、
残
存
部
分
は
そ
の
後
半
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
文
安

当
時
の
荘
務
担
当
者
で
あ
る
大
鳥
居
僑
顕
の
署
判
を
中
に
は
さ

む
形
で
十
八
名
の
田
数
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
名

田
部
分
に
つ
い
て
は
名
の
名
前
と
そ
の
広
さ
を
知
る
こ
と
が
出

来
る
。

　
㈲
の
事
謁
に
よ
っ
て
爾
島
村
の
田
地
は
十
八
の
百
姓
名
分
と

雑
免
田
よ
り
な
っ
て
お
り
、
在
家
は
十
八
の
名
主
在
家
と
三
十

の
小
在
家
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
名
田
部
分
に
つ
い
て
表

示
し
た
の
が
第
一
表
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
㈲
に
よ
れ
ば
、
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

八
名
は
二
町
五
反
内
外
の
ほ
曳
均
等
な
面
積
を
有
し
て
お
り
、

そ
の
総
計
は
四
十
五
一
三
丈
で
あ
る
。
㈲
の
判
明
分
と
は
面
積

に
若
干
の
出
入
が
あ
り
、
さ
ら
に
二
郎
丸
名
は
表
に
註
記
し
た

よ
う
に
③
の
十
八
名
に
は
は
い
っ
て
い
な
い
か
ら
、
㈹
・
⑧
の

間
に
は
若
干
の
年
代
の
醐
き
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
㈹
に

は
事
書
に
つ
づ
い
て
「
任
古
帳
注
文
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

㈲
の
方
が
よ
り
本
来
的
な
状
況
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

雑
免
部
分
の
広
さ
は
わ
か
ら
な
い
が
、
⑧
の
坪
付
部
分
は
南
島

村
の
あ
る
地
域
か
ら
順
次
に
一
．
筆
一
筆
書
き
あ
げ
て
い
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
残
存
部
分
で
確
認
さ
れ
る
名
田
と
名
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田
以
外
の
部
分
の
比
率
を
、
南
島
全
体
に
お
し
ひ
ろ
げ
て
も
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
誤
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
判
断
が
許

さ
れ
る
な
ら
ば
、
雑
免
田
は
ほ
ぼ
十
五
町
内
外
と
な
り
、
名
田
と
雑

心
意
の
比
率
は
三
対
一
程
度
の
見
当
に
な
る
。
十
五
町
を
三
十
の
小

在
家
に
か
り
に
均
分
す
る
と
す
れ
ば
、
小
在
家
の
平
均
請
作
高
は
五

反
と
な
る
わ
け
で
、
小
在
家
が
名
田
部
分
の
請
作
を
も
行
な
っ
て

い
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
そ
の
保
有
面
積
に
お
い
て
、
名
主

と
小
在
家
と
の
間
に
は
か
な
り
の
隔
絶
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
鎌
倉
期

の
太
良
荘
の
名
主
と
一
色
田
作
人
等
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
来
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

う
な
、
蒋
園
村
落
の
二
重
構
造
を
こ
こ
で
も
指
摘
で
き
る
わ
け
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
二
重
構
造
の
名
訳
欄
と
し
て
の
圃
定
化
は
、

い
つ
頃
に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
古
帳
注
文
」
に
任
せ
て

書
か
れ
た
㈲
の
内
容
が
、
文
安
五
年
か
ら
さ
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
ら
な
い

と
し
て
も
、
百
姓
名
体
制
自
体
の
成
立
は
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
そ
れ
が
薦
北
朝
期
に
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
は
次
の
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
。
至
徳
二
（
一
三
八

五
）
年
二
月
、
水
田
本
村
（
爾
島
）
の
百
姓
で
あ
る
石
丸
と
鬼
丸
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

神
要
物
を
濫
用
し
、
放
火
蓄
電
す
る
と
い
う
事
件
が
起
っ
て
い
る
。

こ
の
石
丸
・
鬼
丸
の
二
人
の
百
姓
が
十
八
名
中
の
石
丸
名
・
鬼
丸
名

と
関
係
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
二
人
は

「
神
要
物
犯
下
し
と
い
う
重
科
で
追
捕
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
事
件
以
降
に
二
人
の
名
を
と
っ
て
名
が
結
成
さ
れ
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
名
の
成
立
は
そ
れ
以
前
に
に
さ
か
の
ぼ
る
は

ず
で
あ
る
。
神
要
物
の
耐
用
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
名
主
と
し
て

小
単
位
の
年
貢
収
取
責
任
巻
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
な
し
え
た
こ
と
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
よ
り
さ
き
永
徳
元
（
紅
藻
八
一
）

　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

年
の
文
書
に
は
「
黒
丸
屋
敷
」
が
、
永
徳
三
年
の
文
書
に
は
「
弥
訳

語
名
」
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
見
て
、
南
島
村
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

体
制
が
常
北
朝
期
な
い
し
は
そ
れ
以
前
に
実
在
し
て
い
た
農
民
の
名

を
付
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉

中
期
建
長
年
間
に
確
認
さ
れ
る
伊
賀
国
黒
田
荘
の
六
十
六
名
体
制
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

平
安
末
に
現
存
し
た
農
書
の
名
を
付
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
の
と
岡

　
　
　
　
　
　
⑨

様
の
関
係
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
こ
の
体
制
も
時
間
の
経
過
と
と
も
に
実
質
的
に
は
変

化
し
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
㈹
と
⑬
の
ズ
レ
も
そ
れ
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
重
要
な
こ
と
は
、
か
か
る
体
制
が
形
式
上

の
原
則
を
な
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
前
記
の
事
件
に
よ
り
石
丸
と
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九州における均等名体簡の成立と性格（工藤）

鬼
丸
は
隣
荘
に
逐
電
し
追
捕
を
受
け
て
お
り
、
彼
自
身
が
そ
れ
以
後

も
名
主
と
し
て
の
地
位
を
深
持
し
た
と
は
考
え
難
く
、
名
主
職
は
実

質
上
は
他
の
農
民
に
移
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

石
丸
名
・
鬼
丸
名
は
そ
の
後
も
依
然
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
体

制
は
ま
さ
に
先
進
地
帯
に
お
い
て
十
二
世
紀
の
段
階
に
成
立
す
る
い

わ
ゆ
る
旧
名
体
制
と
同
様
、
荘
園
支
配
上
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
十
八
名
体
制
成
立
の
重
要
性
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
体
欄
が
、
一
応
荘
園
村
落
の
二
重
構
造
の
制
度
的

表
現
と
解
さ
れ
る
こ
と
は
さ
き
に
ふ
れ
た
が
、
そ
れ
は
名
田
の
均
等

性
か
ら
い
っ
て
自
然
な
分
解
の
姿
を
そ
の
ま
ま
示
す
も
の
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。

　
第
一
表
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
㈲
の
十
一
名
に
は
夫
々
「
地
新
」

が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
額
は
得
丸
・
黒
丸
の
両
名
が
夫
々
九
〇
〇

文
・
六
三
二
文
で
あ
る
ほ
か
は
、
い
ず
れ
も
八
二
四
文
で
あ
る
。
地

心
は
名
に
よ
っ
て
は
門
屋
敷
銭
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
（
第
一
蓑

参
照
）
、
本
来
そ
の
先
行
形
態
は
在
家
役
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

名
田
の
所
当
額
は
夫
々
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
か
ら
、
均
等
名
編
成
の
基

本
に
あ
る
も
の
は
在
家
公
事
の
均
等
性
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

う
し
て
十
八
名
以
外
が
「
小
在
家
三
十
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
十
八
名
の
名
主
の
在
家
は
、
本
在
家
ま
た
は
大
在
家
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
田
地
に
対
す
る
農
民
的
所
有
権
が

未
確
立
で
あ
っ
た
平
安
末
～
鎌
倉
初
期
の
段
階
で
、
基
本
的
位
置
を

占
め
て
い
た
在
家
役
収
取
の
体
制
が
、
あ
る
特
定
の
条
件
の
も
と
で
、

伝
統
的
本
在
家
層
を
田
地
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
均
等
名

体
制
へ
と
再
編
成
さ
れ
た
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
体
制
が

荘
園
経
営
の
再
編
成
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
、
荘
園
経
営
の
中
核
で

あ
る
勧
農
の
た
め
に
あ
る
は
ず
の
井
新
田
が
、
名
田
部
分
に
も
雑
免

田
部
分
に
も
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
　
「
井
新
田
」
と
い
う
呼
称
が
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

上
地
名
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
は
や

井
新
田
が
荘
園
経
営
の
一
環
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
な
段
階
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
荘
園
経
営
上
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
体
制

は
そ
の
形
態
約
類
似
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
進
地
帯
の
十
二
世
紀

の
旧
名
体
制
の
成
立
と
周
日
に
論
じ
つ
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
そ
れ
で
は
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
、
ど
の
よ

う
な
臼
的
を
も
っ
て
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
い
っ

て
在
家
役
収
取
の
体
制
よ
り
も
、
名
別
賦
課
を
よ
り
適
当
と
す
る
だ

け
の
田
地
生
産
力
の
発
達
、
お
よ
び
在
家
と
田
地
と
の
結
び
つ
き
の

強
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
想
定
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
十
八
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名
の
編
成
が
均
等
公
事
収
取
書
置
と
し
て
あ
る
程
度
の
作
為
性
を
ふ

く
む
と
は
い
え
、
農
民
の
名
を
付
し
、
二
町
五
反
内
外
と
い
う
ほ
ぼ
当

時
の
安
定
的
経
営
に
適
合
す
る
規
模
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
前
提

と
し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
農
民
経
営
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
㈱
で
確
認
で
き
る
十
一
名
の
筆
数
は
六
筆
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

十
一
筆
で
あ
り
、
地
域
的
に
も
散
在
性
を
示
し
て
い
て
、
決
し
て
あ

る
方
向
か
ら
ほ
ぼ
均
等
面
積
と
な
る
よ
う
に
し
て
名
田
と
し
て
ま
と

め
あ
げ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
田
地
の
散
在
性
は
、
逆
に
名
主

経
営
の
労
働
編
成
上
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
名
体
制
が
、
有
力
農
民
の
現
実
の
経
営
を
前
提
と

し
て
、
そ
れ
に
若
干
の
作
為
を
加
え
て
編
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、
当
然

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鎌
倉
中
期

以
降
明
確
化
し
て
来
た
有
力
在
家
（
本
在
家
）
の
田
地
と
の
結
合
の

強
化
、
す
な
わ
ち
農
艮
的
土
地
所
有
の
成
立
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
も
前
述
の
よ
う
に
全
耕
地
の
約
四
分
三
が
名
田
化
し
た
と
す
れ

ば
、
こ
れ
は
決
し
て
ほ
ま
ち
田
な
ど
の
新
開
田
に
限
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
そ
の
散
在
性
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
決
し
て
「
在

家
付
国
」
と
し
て
確
保
し
た
も
の
で
も
な
い
（
勿
論
「
在
家
付
田
」

が
テ
コ
に
な
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
）
。
そ
れ
は
明
ら
か
に

彼
等
が
か
っ
て
は
請
作
を
し
て
い
た
本
田
都
分
の
所
有
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
土
地
所
有
と
経
営
を
実
現
し
て
い
た
名
主
層
は
、
当

然
か
な
り
有
力
な
農
民
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
至
徳
年

配
に
神
要
物
を
帯
出
し
逐
電
し
た
石
丸
と
鬼
丸
は
、
神
号
物
す
な
わ

ち
大
宰
府
天
満
宮
の
た
め
の
用
途
を
犯
散
す
る
こ
と
の
可
能
な
位
置

に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
小
規
模
な
年
貢
収
納
責
任
者
四
過
関
宮
的
地
位

に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
事
件
で
重
要
な
こ
と
は
、

彼
等
が
放
火
逐
電
し
、
雲
華
の
熊
野
社
領
広
河
荘
若
菜
村
（
筑
後
市

若
菜
）
の
住
人
正
覚
入
道
や
、
三
潴
郡
の
酒
見
千
手
院
領
畑
江
牟
田

（
叢
記
の
八
町
牟
田
力
）
住
人
の
木
松
大
夫
・
大
夫
太
郎
等
の
も
と
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

妻
子
資
財
と
も
か
く
ま
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
の
世
界
は

決
し
て
荘
園
村
落
内
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
荘
を
こ
え
て
隣
接

の
矢
部
川
扇
状
地
の
諸
荘
園
と
の
間
に
よ
り
広
い
連
帯
性
を
つ
く
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
荘
園
村
落
の
立
地
条
件
に
規
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
名
機

糊
成
立
の
こ
の
時
期
が
、
南
北
朝
期
と
い
う
九
州
地
方
に
あ
っ
て
も

貨
幣
経
済
が
か
な
り
の
展
開
を
見
せ
、
地
域
的
な
交
通
圏
が
つ
く
り

上
げ
ら
れ
る
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
き
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の
名
爵
均
等
公
事
が
、
地
料
竃
屋
敷
銭
と
し
て
貨
幣
納
と
な
っ
て
い

　
　
る
こ
と
が
端
的
に
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
公
事
が
鎌
倉
時
代
の
在
家

　
　
役
の
ご
と
く
、
夫
役
や
雑
多
な
現
物
で
お
さ
め
ら
れ
る
の
で
な
く
、

　
　
ぬ
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

　
　
貨
幣
の
定
額
納
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
単
に
地
代
形
態
の
ち
が
い

　
　
で
は
な
く
、
公
事
の
徴
収
者
と
被
徴
収
者
と
の
関
係
が
、
身
分
的
な

　
　
も
の
か
ら
よ
り
契
約
的
な
色
彩
を
強
く
し
て
来
た
こ
と
を
意
味
す
る

　
　
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
領
家
に
対
す
る
年
貢
が
、
請
切
り
の
貨

　
　
幣
納
と
な
っ
て
行
く
状
況
に
対
応
し
て
い
る
。
水
田
荘
南
島
・
下
墨

　
　
田
・
筑
前
国
重
久
名
に
関
し
て
は
、
応
永
十
九
（
一
四
一
二
）
年
に
、

　
　
「
毎
年
京
浜
拾
貫
文
」
を
「
不
謂
早
水
損
」
沙
汰
す
る
こ
と
が
契
約

　
　
　
　
　
　
⑭

㈹
　
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
在
地
の
地
域
約
な
経
済
的
諸
条
件
に

㏄
お
い
て
も
・
＋
二
世
紀
段
階
の
先
進
地
帯
の
百
姓
名
体
制
の
よ
う
に
・

格性
　
権
門
へ
の
身
分
的
奉
仕
の
関
係
を
媒
介
と
し
て
だ
け
で
は
律
し
え
な

と
離
い
要
素
を
も
ぞ
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

㈱
＋
八
革
製
立
の
た
め
の
讐
的
条
件
は
以
去
ご
ζ
あ

銘
　
る
と
し
て
も
、
十
八
名
体
制
の
下
穿
化
は
、
そ
の
対
極
に
多
数
の
土

均
備
r
田
の
保
有
者
た
り
え
な
い
小
在
家
の
存
在
を
永
続
化
す
る
と
い
う
意

繕　
　
味
で
、
明
ら
か
に
政
治
の
力
に
よ
っ
て
つ
く
り
嵐
さ
れ
た
分
裂
支
配

籠想
　
の
体
制
で
あ
っ
た
。
一
部
の
有
力
農
民
だ
け
が
事
実
上
の
土
地
所
有

者
と
な
っ
て
来
た
段
階
で
、
こ
れ
に
若
干
の
作
為
を
加
え
て
名
主
と

な
し
、
逆
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
多
数
の
農
民
的
土
地
所
有
の

安
定
的
実
現
を
阻
止
す
る
と
い
う
性
格
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
の
で
あ
り
、
か
か
る
体
制
を
近
隣
の
諸
荘
の
中
で
も
と
く
に
水

田
荘
の
み
に
お
い
て
成
立
せ
し
め
る
に
は
、
そ
れ
桐
豪
の
政
治
的
条

件
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ

き
に
す
く
な
く
と
も
南
北
朝
後
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
の
で

き
た
十
八
名
体
制
の
成
立
時
点
を
、
一
層
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
点
を
理
解
す
る
に
は
、
南
北
朝
期
の
水
田
荘
と
く
に

南
島
の
お
か
れ
た
事
情
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
鎌
倉
期
の
水
田
荘
の
領
有
形
態
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
南
北
朝
前

期
に
は
大
鳥
居
信
高
が
、
お
そ
ら
く
預
所
・
下
司
職
と
し
て
実
質
上

荘
園
経
営
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
康
永
三
（
一

三
四
四
）
年
に
、
大
鳥
虚
血
公
信
哲
真
面
の
大
輔
房
な
る
者
に
、
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

島
内
の
北
牟
田
・
大
江
牟
田
を
給
分
と
し
て
宛
行
っ
て
お
り
、
荘
園

下
地
の
管
理
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
信
高
の
あ
と
そ
の

子
の
信
弁
・
信
源
が
預
所
と
な
っ
た
が
、
永
和
四
（
一
三
七
八
）
踏

襲
に
い
た
り
、
粟
田
が
預
所
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
爾
島
の
田
地
を

方
女
に
沽
輝
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
　
「
職
敵
」
　
「
領
家
敵
」
と
し
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て
改
易
さ
れ
、
代
っ
て
大
鳥
居
亀
松
丸
が
、
領
家
菅
原
長
衡
の
下
文
を

も
っ
て
南
島
の
「
預
所
職
並
下
司
職
」
に
補
さ
れ
た
。
同
年
十
一
月
信

源
は
亀
松
丸
に
「
水
田
庄
本
村
内
田
屋
敷
・
同
庄
下
腕
田
村
」
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
「
思
議
庄
内
甘
木
村
並
宰
府
屋
敷
」
に
つ
い
て
避
状
を
書
き
、
そ

の
中
で
「
髪
乱
琶
之
間
、
半
済
給
人
悉
依
令
違
乱
、
京
進
物
無
沙
汰

之
問
、
舎
兄
思
弁
並
罪
源
、
蒙
領
家
御
不
審
、
軽
信
弁
信
奉
分
領
、

被
補
任
亀
松
丸
畢
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
事
実
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
亀
松
丸
は
さ
ら
に
永
徳
元
（
；
一
八
一
）
年
に
は
、
福

島
に
つ
い
て
も
「
預
所
職
並
下
司
職
」
に
配
せ
ら
れ
（
北
島
は
小
鳥
贋

氏
の
管
領
で
あ
っ
た
）
、
鎮
西
探
題
今
川
了
俊
も
こ
れ
を
安
堵
し
、
半
済

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

給
人
の
押
妨
を
禁
じ
た
。
し
か
し
半
済
給
人
の
押
妨
は
止
ま
ず
、
加

う
る
に
「
大
内
京
兆
兄
弟
確
執
」
に
よ
る
「
芸
州
辺
之
狼
籍
」
に
よ

る
運
送
途
上
の
事
故
も
あ
り
、
亀
松
丸
は
、
聖
駕
と
年
質
の
無
沙
汰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
故
に
間
も
な
く
改
易
さ
れ
、
昼
鳶
弁
法
眼
儒
豪
が
撰
補
さ
れ
た
。

半
済
給
人
の
違
乱
は
な
お
止
ま
な
か
っ
た
が
、
領
家
長
衡
は
永
徳
三

年
五
月
に
い
た
り
、
将
軍
・
家
文
道
師
範
の
故
を
も
っ
て
、
幕
府
に
水

田
藤
の
半
済
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
南
島
・
福
島
は
大
鳥

居
信
栄
に
、
北
島
は
「
信
豪
・
信
会
跡
」
の
三
王
丸
に
沙
汰
し
つ
け

⑳た
。
信
栄
は
同
年
七
月
、
本
村
（
南
島
）
の
内
の
北
牟
田
鐘
免
田
一

町
を
岡
荘
内
天
満
宮
末
社
老
松
祉
（
今
日
の
水
田
天
溝
宮
）
の
長
吉
房

　
・
韓
・

幸
喜
に
、
応
永
二
年
に
は
田
地
三
反
三
丈
を
高
野
道
場
に
寄
進
し
て

　
壌

い
る
。
こ
の
間
多
年
に
わ
た
り
関
口
掃
部
助
・
永
鐵
下
総
守
・
福
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

弾
正
忠
・
福
島
蔵
入
・
土
持
某
・
溝
口
太
郎
等
の
半
済
給
人
の
違
乱

と
、
そ
れ
に
便
乗
し
た
前
述
の
ご
と
き
農
民
の
反
抗
も
あ
り
、
菅
原

家
と
安
楽
寺
の
荘
園
支
配
は
避
く
困
難
を
き
わ
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、
均
等
名
体
制
の
編
成
と
い
う
劃
期

的
事
業
を
な
し
う
る
条
件
が
あ
っ
た
の
は
、
次
の
二
つ
の
時
期
を
お

い
て
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
建
武
政
権
が
成
立
し
、
荘

園
領
主
に
と
っ
て
有
利
な
政
治
的
情
勢
が
も
た
ら
さ
れ
、
い
ま
だ
半

済
法
も
施
行
さ
れ
な
い
段
階
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
儒
高
が
荘
務
を

管
領
し
て
い
た
爾
北
朝
前
期
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
半
済
適
用
が

止
め
ら
れ
た
永
徳
三
年
五
月
以
降
の
一
円
的
領
家
支
配
が
醐
復
さ
れ

た
段
階
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
後
者
は
、
半
済
停
止
以
前
の
永
徳
三
年

三
月
の
文
書
に
十
八
名
の
一
つ
「
弥
王
丸
名
漏
の
名
が
見
え
て
い
る

こ
と
か
ら
成
り
立
ち
え
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、
前
者
つ

ま
り
信
高
の
段
階
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ

ろ
う
。

　
『
筑
後
国
跡
脚
粧
史
料
』
の
編
者
（
片
山
直
義
．
恵
良
宏
両
氏
）
は
、
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そ
の
「
は
し
が
き
」
で
、
「
室
町
時
代
初
期
に
は
、
下
妻
温
水
田
（
南

島
）
・
北
島
・
下
牟
田
（
福
島
）
の
三
村
に
お
い
て
約
二
百
町
歩
余
の

田
地
が
あ
っ
た
が
、
留
守
大
鳥
居
信
高
の
水
田
移
住
と
と
も
に
拡
張

さ
れ
、
そ
の
後
三
塁
郡
・
山
門
郡
に
お
い
て
約
四
百
町
歩
余
の
田
地

が
加
え
ら
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
後
述
の
ご
と
く
大
鳥
居
信
高

が
水
田
荘
経
営
に
活
躍
し
た
の
は
南
北
朝
の
前
期
で
あ
る
か
ら
、
　
「
は
し
が

き
」
の
い
う
「
室
町
時
代
」
と
は
南
北
朝
期
を
ふ
く
め
て
い
わ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
ろ
う
）
。
撃
高
の
「
水
田
移
住
」
を
証
す
る
資
料
は
見
出
せ
ず
、

両
氏
の
論
拠
も
不
明
で
あ
る
が
、
史
料
の
残
存
状
況
等
よ
り
み
て
お

そ
ら
く
正
し
い
指
摘
で
あ
ろ
う
。
水
田
荘
関
係
史
料
は
、
鎌
倉
期
の

も
の
は
わ
ず
か
に
三
通
で
、
し
か
も
う
ち
二
通
は
大
鳥
居
氏
の
所
領

注
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
南
北
朝
期
に
な
る
と
、
と
く
に
暦
応
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（｝

O
三
九
）
年
以
降
そ
の
数
は
急
増
す
る
。
そ
の
最
初
が
岡
年
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

月
九
日
の
北
水
田
蓮
僑
和
与
状
で
あ
る
（
蓮
信
は
お
そ
ら
く
水
購
荘

の
根
本
傾
主
の
系
譜
を
ひ
く
在
地
領
主
で
あ
ろ
う
）
。
こ
れ
は
、
北
水
田
荘

福
島
村
下
牟
田
の
田
地
に
つ
い
て
蓮
信
と
信
高
が
和
与
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
中
に
「
去
建
武
三
年
九
月
十
二
臼
、
同
十
月
十
一
臼

□
将
軍
家
御
下
文
並
左
馬
頭
殿
御
教
書
、
蝋
腺
下
地
煙
害
儒
沙
汰
□

付
処
、
宿
鼻
高
方
依
支
申
之
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
み
て
、
信
高
の
水

田
荘
管
領
は
す
く
な
く
と
も
建
武
年
間
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
勿
論
こ
れ
だ
け
で
は
信
高
が
水
田
荘
に
入
部
し
た

史
料
と
は
な
ら
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
安
楽
寺
領
水
謡
荘
の
経

営
が
儒
高
の
時
か
ら
非
常
に
活
発
化
し
た
こ
と
は
事
実
と
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
爾
来
水
田
荘
は
、
大
宰
府
天
満
宮
領
の
最
重
要
荘
園
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
今
臼
に
残
る
天
満
宮
文
書
中
水
田
荘
関
係
の
史
料
は

最
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
点
よ
り
み
て
、
信
高
の
管
領
期
は
明
ら
か

に
水
田
荘
の
歴
史
の
上
で
、
最
も
重
要
な
｝
時
期
を
劃
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
確
実
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
十
八
名
の
均
等

名
体
制
の
編
成
こ
そ
は
、
ま
さ
に
心
高
に
よ
る
水
濁
荘
支
配
1
1
再
編

成
の
中
核
を
な
す
事
業
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
一
般
的
に
は
荘
園
捌
の
解
体
期
と
さ
れ
る
段
階
に
お
い
て
、
こ
の

よ
う
な
積
極
的
方
策
を
打
ち
出
し
、
そ
の
後
の
荘
園
経
営
の
規
準
を

つ
く
り
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
菅
原
家
を
領
象
と
す
る

と
は
い
え
、
事
実
上
安
楽
寺
の
膝
下
所
課
と
し
て
、
菅
原
氏
の
一
族

で
あ
る
大
鳥
居
氏
が
、
と
り
わ
け
信
高
が
直
接
在
地
に
臨
ん
で
荘
務

に
あ
た
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
中
央
に
お

け
る
菅
原
長
瀞
の
半
済
解
除
の
た
め
の
努
力
に
対
応
し
て
、
留
守
大

鳥
居
残
と
し
て
も
水
軍
荘
経
営
に
は
集
中
的
努
力
を
傾
け
た
の
で
は

lli　（179）



な
か
ろ
う
か
。
南
北
朝
期
以
降
の
大
宰
府
天
満
宮
文
書
中
、
水
田
荘

関
係
史
料
が
最
も
多
く
残
っ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
と
思
う
。

ま
た
が
っ
て
老
松
社
と
呼
ば
れ
た
水
田
天
満
宮
（
社
の
記
録
に
よ
る
と

嘉
禄
二
（
一
ニ
ニ
六
）
年
菅
原
為
長
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
い
う
）
は
、

水
田
荘
支
配
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

規
模
と
い
い
荘
麗
さ
と
い
い
、
大
宰
府
天
満
宮
に
次
ぐ
も
の
で
あ
る

こ
と
も
、
安
楽
寺
領
と
し
て
の
水
田
荘
の
重
要
な
位
置
を
示
し
て
い

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
、
水
田
論
客
島
村
の
均
等
名
体
制

の
特
質
は
次
の
ご
と
く
要
約
で
き
よ
う
。

　
e
　
そ
の
成
立
は
、
荘
園
制
解
体
の
一
般
的
情
勢
の
中
で
、
建
武

政
権
の
成
立
を
背
景
に
、
領
家
の
留
守
職
で
あ
る
大
鳥
居
信
高
が
、

現
地
に
の
ぞ
ん
で
行
な
っ
た
支
配
体
糊
の
再
編
成
の
産
物
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
決
し
て
荘
園
棚
の
完
成
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
⇔
　
そ
れ
は
在
家
役
収
取
の
関
係
を
先
行
形
態
と
し
、
そ
の
う
ち

の
本
在
家
と
考
え
ら
れ
る
十
八
人
の
有
力
農
民
に
田
地
の
保
有
を
み

と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。

　
⇔
　
そ
の
保
有
地
の
均
等
性
よ
り
み
て
、
名
主
と
な
っ
た
農
民
の

現
実
の
経
営
を
そ
の
ま
ま
、
追
認
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
作

為
糊
は
強
く
な
く
、
現
実
の
経
営
が
一
応
前
提
と
さ
れ
た
と
判
断
さ

れ
る
。

　
圓
　
十
八
人
制
名
主
と
名
田
の
保
有
を
み
と
め
ら
れ
な
い
三
十
人

の
小
在
家
の
間
に
は
、
か
な
り
の
階
層
的
断
絶
が
あ
り
、
こ
の
体
欄
　

は
か
か
る
二
重
構
造
を
制
度
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
、
そ
の
か
ぎ

り
で
は
太
良
荘
や
黒
田
荘
で
典
型
的
に
み
ら
れ
る
百
姓
名
の
成
立
と
、

共
通
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
㈲
　
し
か
し
、
そ
の
成
立
が
、
一
般
に
荘
園
支
配
が
解
体
し
つ
つ

あ
り
、
新
名
の
成
立
が
各
地
で
み
ら
れ
、
貨
幣
経
済
の
か
な
り
の
発

展
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
農
民
の
地
域
的
連
帯
性
の
成
長
が
す
す
ん

で
い
る
十
四
世
紀
の
段
階
に
お
い
て
、
小
荘
家
層
の
田
地
所
有
権
の

確
保
を
妨
げ
、
分
裂
支
配
の
体
制
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
た
点
、
よ

り
反
動
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
の
よ
う

な
情
況
に
お
け
る
編
成
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
鳥
居
氏
と
名
主
の
間
の

支
配
関
係
は
、
身
分
制
的
関
係
が
稀
薄
で
、
む
し
ろ
契
約
的
斜
高
を

つ
よ
く
も
つ
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
の
点
、
南
北
朝
期
に
お
け
る
興

福
寺
の
大
和
国
諸
荘
園
に
対
す
る
支
配
体
制
の
再
編
成
と
も
共
通
す

る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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九州における；陶等名体＄，ljの繊立と性格（工藤）

①
　
太
宰
窟
神
祉
文
書
、
建
長
二
な
十
六
日
目
　
一
8
⊥
人
鳥
居
信
ム
鵡
駈
衛
照
注
文
案
（
片
由
山
阻

義
・
恵
良
宏
編
『
筑
後
鳳
細
盛
運
隠
…
九
州
荘
園
史
料
嚢
目
す
一
喜
）

　
以
下
水
田
藤
に
関
す
る
史
料
は
す
べ
て
太
宰
府
神
社
文
書
で
、
単
に
…
号
と
示
す

　
の
は
同
書
の
番
号
で
あ
る
。

②
右
同
書
序
文
に
よ
る
。

③
七
一
号
・
七
工
号
。

④
　
水
田
荘
の
こ
の
二
二
に
つ
い
て
は
六
根
大
梁
氏
が
『
禰
陶
県
史
』
（
第
一
巻
上
）

　
で
ふ
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
人
為
的
に
組
み
引
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
組
合

　
名
あ
る
い
は
均
等
名
と
称
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
一
六
七
一
八
頁
）
。

⑤
黒
田
俊
雄
「
録
倉
時
代
の
薪
翻
の
勧
農
と
農
黒
甜
の
構
成
扁
（
『
歴
炎
学
研
究
』

　
二
六
一
・
二
六
二
号
）
　
・
大
賑
喬
単
「
中
世
社
会
の
農
畏
」
（
『
日
本
史
研
究
』
五

　
九
帯
）
参
照
。

⑥
藻
徳
二
年
二
月
十
三
日
今
川
了
俊
欝
下
（
覧
翫
・
三
六
・
五
七
口
上
）
。

⑦
　
永
徳
元
年
五
月
廿
七
日
領
家
脇
骨
御
教
書
（
二
八
号
）
。

⑧
永
徳
三
年
三
月
廿
七
日
今
川
了
俊
霊
下
（
四
七
暑
）
。

⑨
戸
細
芳
笑
「
黒
田
荘
に
お
け
る
寺
領
と
農
氏
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一
一
〇
口
万
）
参

　
照
。

⑩
　
七
一
号
文
書
で
綿
丸
名
の
中
に
「
井
駈
一
反
一
丈
」
が
あ
り
、
　
こ
れ
は
七
二
号

に
も
二
塁
丈
蝋
㌘
し
と
し
菟
出
せ
る
。
七
毒
に
は
・
の
ほ
か
「
五

　
反
井
れ
う
扁
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
井
新
」
「
井
れ
う
」
の
徳
所
に
は
他
の
坪
に
つ

　
い
て
は
全
て
地
名
（
濁
地
の
所
在
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑪
と
い
っ
て
も
岡
じ
粥
島
村
内
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
は
な
れ
て
い
る
わ
け
で

　
は
な
い
。
主
と
し
て
今
日
の
水
照
天
満
密
の
西
方
に
南
島
の
水
田
は
広
が
っ
て
い

　
た
よ
う
で
あ
る
。

⑫
　
本
節
注
⑥
五
五
号
・
五
七
号
文
欝
。

⑬
　
佐
々
本
銀
弥
氏
は
、
尾
張
や
関
東
と
と
も
に
、
九
州
で
も
地
方
の
社
寺
や
領
主

　
顯
が
在
地
の
経
済
条
件
に
支
え
ら
れ
て
、
自
己
周
辺
の
荘
園
所
領
か
ら
の
代
論
戦

　
販
傾
向
が
十
干
世
紀
以
降
顕
著
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
「
荘
圏
に
お

　
け
る
代
銭
納
の
成
立
漏
一
・
氷
療
・
稲
垣
編
『
中
世
の
社
会
と
経
済
』
飛
雪
）
。

⑭
　
応
永
十
九
年
十
－
月
華
論
旨
一
家
繍
絆
叡
漱
川
（
六
三
簿
）
。

「
⑮
w
　
三
唱
小
瓢
一
年
十
月
廿
五
霞
ム
鉱
害
掃
墨
梅
葦
毛
飼
宛
行
上
寿
　
（
一
ハ
隠
写
）
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ダ
コ
リ
ぎ
し

⑯
永
和
幽
年
九
月
卦
六
田
領
家
翻
御
教
書
二
六
号
）
、
岡
下
文
（
　
四
号
）
。

⑰
永
和
四
年
十
一
月
九
日
大
鳥
屠
信
源
避
状
（
一
九
号
）
。

⑱
　
永
徳
元
年
五
月
廿
七
爲
領
家
菅
原
長
衡
下
文
（
三
一
号
）
。

⑲
　
永
徳
元
年
・
八
月
十
八
日
今
川
了
俊
下
文
（
ゴ
一
二
号
）
。

⑳
　
某
回
状
（
霊
九
丹
）
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
永
徳
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ

　
れ
る
。

⑳
　
　
（
永
徳
三
年
）
六
［
月
十
八
掴
菅
隙
長
衡
書
状
（
四
八
号
）
、
永
徳
三
年
五
月
二

田
将
軍
家
灘
御
教
書
（
五
〇
丹
）

⑫
　
永
徳
三
年
七
月
昔
五
日
大
鳥
居
信
栄
寄
進
状
案
（
五
一
号
）

〔
欝
　
　
応
、
氷
二
年
六
田
月
昔
五
臼
【
大
鳥
居
信
嗣
栄
寄
進
状
（
六
二
号
）

⑳
　
康
暦
二
年
十
二
月
十
二
日
今
川
了
俊
轡
下
（
…
一
一
号
）
、
永
徳
三
年
正
月
黒
々

　
霜
今
用
了
俊
書
下
（
四
附
弩
）
、
永
徳
三
年
五
拷
二
日
将
軍
家
御
教
霊
（
五
〇
号
）

　
な
ど
参
照
。

⑳
　
か
り
に
前
掲
史
料
集
に
よ
る
と
、
水
田
荘
の
史
料
は
鎌
倉
期
三
等
、
南
北
朝
期

　
五
十
八
通
、
室
町
期
（
応
永
～
文
明
）
三
十
三
通
、
戦
鼠
期
（
長
寧
一
天
正
）
二

　
十
｝
通
と
な
っ
て
い
る
。

㊧
　
閥
弩
。二

　
豊
後
国
華
染
蕪
糸
永
名

田
染
荘
は
今
巳
の
豊
後
高
田
市
に
ふ
く
ま
れ
、
娃
川
支
流
田
原
川

の
谷
合
に
開
け
た
宇
佐
旧
領
の
荘
園
で
あ
り
、
弘
安
八
年
当
時
は
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

十
余
論
と
い
わ
れ
、
糸
永
名
は
そ
の
う
ち
三
十
町
で
あ
っ
た
。
問
題

（181）

と
な
る
史
料
は
、
康
永
三
（
；
西
四
）
年
二
月
の
田
染
荘
糸
永
名
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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③

帳
案
で
あ
る
。
田
染
荘
に
は
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
期
に
は
、
糸
永
名

の
ほ
か
光
並
・
行
成
・
永
正
・
末
次
・
恒
任
な
ど
の
領
主
名
が
ふ
く

ま
れ
て
い
た
が
、
在
地
領
主
層
の
押
妨
に
よ
り
、
夫
女
に
か
な
り
こ

と
な
っ
た
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
田
津
荘

全
体
の
構
造
等
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は

と
り
あ
え
ず
糸
永
名
の
み
に
つ
い
て
、
さ
き
の
惣
甲
案
成
立
の
前
提

を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
糸
永
名
は
、
と
り
わ
け
他
の
領
主
権

と
は
こ
と
な
っ
た
な
り
た
ち
と
性
格
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か

ら
、
一
応
他
の
夕
潮
と
切
り
は
な
し
て
理
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い

　
　
　
③

と
考
え
る
。

」
十
二
世
紀
の
な
か
ば
天
養
二
（
一
一
四
五
）
年
の
六
月
七
臼
の
宇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
（
次
作
力
）

佐
窩
公
文
所
閥
注
申
詞
寵
に
は
、
　
「
今
始
宮
［
〕
勲
等
を
糸
永
領
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

申
事
』
と
あ
り
、
こ
の
願
宇
佐
宮
関
係
の
所
領
と
し
て
糸
永
の
名
が

生
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
そ
の
翼
長
寛
三
（
一
一
下
五
）
年

五
月
関
白
家
政
所
は
、
宇
佐
宮
神
官
等
に
下
文
を
下
し
、
　
「
神
領
田

染
庄
内
糸
永
名
」
を
擬
大
宮
司
宇
佐
宿
禰
愚
輔
に
領
掌
せ
し
め
て
い

⑤る
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
鎌
倉
荘
内
の
領
主
名
と
し
て
糸
永
名
が
成
立

し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
鎌
倉
時
代
と
な
り
、
寛

元
三
（
一
二
四
五
）
年
七
月
に
は
、
宇
佐
大
宮
司
藤
高
の
切
符
が
、
田

原
郡
司
と
田
染
荘
糸
永
保
司
に
下
さ
れ
、
宇
佐
宮
の
御
田
殿
年
中
御

菜
米
三
十
六
石
に
、
田
原
別
符
と
糸
永
保
の
所
当
米
の
内
、
夫
々
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

十
石
・
六
石
を
下
行
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
保
と
あ

る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
そ
れ
は
な
お
宇
佐
宮
の
一
円
堺
領
で
は
な
く
、

半
不
輸
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
よ
り
前
建

保
五
（
一
三
七
）
年
宇
佐
邦
輔
（
権
惣
検
校
）
と
糸
永
昌
重
が
糸
永

名
の
領
有
に
つ
い
て
争
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
相
伝
私
領
」
と

　
　
　
　
⑦

称
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
綴
重
が
長
寛
の
文
書
に
登
場
し
た
昌
輔
の

系
譜
を
ひ
く
も
の
と
し
て
、
私
領
主
と
し
て
の
権
限
を
も
っ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
糸
永
名
の
地
頭
に
は
、
文
永
十
一
（
一
二
七
四
）
年
肥
前
国
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

家
人
の
曾
根
崎
藩
論
が
補
せ
ら
れ
、
道
慶
（
通
幸
）
・
道
西
（
通
定
）
と

相
伝
さ
れ
た
が
、
道
西
の
時
に
は
同
圏
内
の
重
安
名
を
糸
永
名
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
り
こ
も
う
と
し
て
、
神
主
忠
基
と
の
聞
に
梢
論
を
行
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
脳
麿
四
（
一
三
二
九
）
年
七
月
に
は
、
大
友
氏
の
一
族
で
隣
郷

田
原
郷
の
地
頭
で
あ
っ
た
田
原
貞
広
が
、
糸
永
名
三
十
町
の
う
ち
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

畠
五
町
を
「
親
子
の
儀
を
も
っ
て
」
道
西
か
ら
譲
得
し
て
い
る
。
さ

ら
に
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
と
思
わ
れ
る
貞
広
の
避
状
（
後
軍
）
に
よ

れ
ば
、
　
「
糸
永
名
内
曾
根
崎
入
道
道
会
知
行
半
分
」
を
譲
得
し
た
と

14 （182）・



九州における均等名表髭指彗の成立と性絡（工藤）

第工蓑
事公黒作用（瀬）門

「1布2．切（200文）藍1束（100文）大豆3斗

　　　　　　　　　　1！

　　　　　　　　　　ll

　　　　　　　　　　11

　　　　　　　　　　11

　　　　　　　　　　11

　　　　　　　　　　1－

　　　　　　　　　　1！

　　　　　　　　　　11

　　　　　　　　　　ク

　　　　　　　　　　1！

　　　　　　　　　　11・

　　　　　　　　　　1！

　　　　　　　　　　1！

4亙建200文，　4石2鱗齢

反

5
5
3
3
2
5
3
6
6
5
3
3
5
3

1反10代
lf

ク

ク

11

1！

一1

！！

11

1！

ク

！1

！1

11

1　i・・y6反4・代i
5町7及： 4亙建200文，　4石2鱗齢

〔融〕　（1）門（薗）分の田の中，3町9反30幾は寺社免田とさ

　　　　　れている。

　　　（2＞田畠とも毛により毎年検注が行なわれる。

1町8反
！一

1

1！

l1

1！

！1

11

11

一！

11

1！

ク

11

7

24町

3町

丸
義
出
丸
本
野
や
の
下
の
の
の
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
貴
そ
そ

　
　
　
　
　
　
ち
そ

郎
郎
・
尾
。
で
競
・
・

三
三
匠
三
井
日
□
中
由
目
か
O
城
さ

1

計

董安下作治部
四郎入道妻女

篠原道玄
1

系六神（｝：～舜．i．．1免〉　

1
一
…

院導蕗
…

　
⑭

あ
る
。
そ
う
し
て
、
問
題
の
康
永
三
年
の
惣
帳
案
で
は
糸
永
名
三
十

町
全
体
の
注
進
に
貞
広
が
袖
判
を
加
え
て
い
る
か
ら
、
こ
の
晴
に
は

曾
根
崎
氏
に
代
り
、
田
原
氏
の
支
配
権
は
糸
永
名
金
体
に
及
ぶ
も
の

に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
惣
帳
案
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
宇
佐

宮
に
対
す
る
負
担
は
、
御
供
米
三
石
五
斗
お
よ
び
僅
少
の
諸
役
の
み

で
あ
り
、
下
地
避
止
権
は
地
頭
職
を
う
け
つ
い
だ
典
広
の
手
に
あ
っ

　
　
　
　
　
⑪

た
は
ず
で
あ
る
。
惣
帳
案
は
爽
広
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
な
の

で
あ
る
。
以
上
の
ご
と
き
糸
永
名
の
歴
史
的
性
格
を
前
提
と
し
て
、
惣

帳
案
を
分
析
す
る
。
第
二
表
は
惣
帳
案
か
ら
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
渡
辺
氏
は
、
田
地
が
均
等
で
あ
る
こ
と
、
全
て
居

屋
敷
一
ケ
所
を
有
し
、
畠
は
不
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
米
田

を
基
礎
と
し
、
畠
は
考
慮
外
と
し
た
畿
内
の
均
等
名
と
岡
様
で
あ
る
。

地
頭
佃
た
る
用
作
が
一
反
十
代
ず
つ
割
付
け
ら
れ
、
門
布
と
藍
が
一

律
に
課
さ
れ
て
い
る
点
も
均
等
名
体
欄
と
酷
似
す
る
、
と
指
摘
さ
れ

　
　
⑫

て
い
る
。
こ
の
指
摘
自
体
に
つ
い
て
は
異
論
を
さ
し
は
さ
む
べ
き
余

地
は
な
い
が
、
い
ま
す
こ
し
つ
っ
こ
ん
で
考
え
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
が
「
…
譲
一
所
1
反
」
と
い
う

記
載
方
法
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
薦
（
在
家
）
が
基
本
と
な
り
、
そ
れ
に

均
等
田
を
割
り
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
こ
の
場
禽
も
在
家
体
制
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
均
等
賦
課
忘
れ
て
い
る
門
布
・
藍
・
大
豆
な
ど
は
、

鵡
面
積
が
夫
肉
異
な
る
の
だ
か
ら
明
ら
か
に
本
来
在
家
役
で
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
水
田
荘
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
水

田
荘
の
場
合
そ
れ
が
地
形
脹
屋
敷
銭
一
本
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
こ
こ
で
は
門
布
・
藍
・
大
豆
と
い
う
畠
作
・
手
工
業
生
産
物
が

賦
課
さ
れ
て
い
る
点
で
、
よ
り
古
い
（
本
来
的
な
）
形
態
を
示
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
門
布
と
藍
は
実
際
は
半
銭
納

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
や
は
り
こ
の
体
制
は
一
定
の
商
品
経
済
の

展
開
（
1
1
地
頭
の
自
給
的
家
産
経
済
の
解
体
）
の
中
で
編
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
次
に
田
地
保
有
の
面
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
十
四
の
均
等

田
は
ニ
ケ
所
が
一
町
八
反
、
他
は
す
べ
て
一
町
七
反
と
な
っ
て
い
て
、

著
る
し
い
作
為
性
が
読
と
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
糸
永
名
の
水
田
三
十

町
の
中
か
ら
ま
ず
五
分
四
に
当
る
二
十
四
町
を
と
り
、
こ
れ
を
十
四

に
反
を
単
位
に
分
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
水
田
荘
の
場
合
よ

り
、
領
主
権
力
が
農
民
的
土
地
所
有
権
に
対
し
て
相
対
的
に
強
力
で

あ
る
と
い
え
る
。
均
等
田
を
保
有
し
た
薗
が
名
と
呼
ば
れ
な
い
こ
と

も
、
こ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
と
は
い
え
こ
の
よ
う
な

・
体
潮
す
な
わ
ち
在
家
と
田
地
を
結
合
し
、
一
応
固
定
的
な
収
取
単
位

と
す
る
こ
と
を
有
利
と
す
る
条
件
と
し
て
、
当
然
農
民
的
土
地
所
有

権
の
一
定
度
の
成
熟
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
頭
佃
が
均
等
面
積

ず
つ
聖
女
に
割
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に

対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
糸
永
名
の
編
成
が
水
田
荘
の
場
合
と
こ
と
な
る
最
大
の
点
は
、
こ

れ
が
地
頭
の
収
取
体
制
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
鎌
倉
末
に
は
田
染
荘
内
の
ど
の
名
で
も
地
頭
の
押
妨
が
相
次
ぎ
、

正
和
元
年
の
神
領
興
業
法
お
よ
び
建
武
政
権
の
成
立
に
よ
っ
て
、
そ

れ
は
一
且
は
禁
じ
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
効
果
は
ほ
と
ん
ど
実
を
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ば
ず
、
地
頭
は
次
第
に
下
地
進
止
権
を
確
実
な
も
の
と
し
て
い
っ
た
。

と
り
わ
け
田
原
氏
は
、
糸
永
名
に
貞
広
、
永
正
・
小
手
則
・
末
次
名

に
盛
薩
・
貞
次
父
子
、
手
並
・
行
成
名
に
直
平
と
い
う
よ
う
に
、
一

族
の
実
力
に
よ
る
支
配
を
通
じ
て
、
宇
佐
宮
に
も
そ
の
権
利
を
認
め

　
　
　
　
　
　
⑭

さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、
惣
帳
案
の
如
き
糸

永
名
の
支
配
体
制
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
渡
辺
義
も
指
摘
さ

れ
た
通
り
、
こ
れ
は
形
式
上
は
畿
内
の
均
等
名
荘
園
の
場
合
と
き
わ

め
て
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
在
地
領
主

の
下
地
管
理
の
実
態
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
を
成
立
せ
し
め
た
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段
階
の
特
質
と
し
て
、
膝
下
所
領
に
お
け
る
荘
園
制
的
支
配
と
在
地

領
主
制
的
支
配
と
の
満
質
化
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
均
等
名
護

舗
と
い
う
本
来
荘
園
制
的
支
配
形
態
は
、
こ
こ
で
は
在
地
領
主
の
支

配
体
制
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
糸
永
名
の
均
等
田
体
制
の
特
色
ゆ
、
協
次
の
諸
点
と

な
ろ
う
。

　
e
　
田
地
の
均
等
性
（
畠
は
不
均
等
）
、
均
等
佃
の
割
付
、
均
等
課
役

よ
り
み
て
畿
内
荘
園
の
均
等
名
と
酷
似
す
る
。

　
⇔
　
水
田
蕪
の
場
合
と
同
様
、
在
家
役
収
取
の
体
制
が
前
提
と
な

り
、
こ
れ
に
均
等
田
を
割
り
付
け
る
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
「
薗
」
と
よ
ば
れ
「
名
」
と
は
い
わ
れ
な
い
。

　
陶
　
田
地
の
割
付
は
作
為
性
が
き
わ
め
て
強
く
、
農
民
の
土
地
保

有
権
の
成
熟
を
条
件
と
は
し
つ
つ
も
、
領
主
権
の
栢
対
的
弓
さ
が
う

か
が
わ
れ
る
。

　
㈱
　
在
家
役
の
系
譜
を
ひ
く
均
等
課
役
が
、
水
田
荘
で
は
貨
幣
に

．
一
本
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
門
布
・
藍
・
大
豆
な
ど

が
み
ら
れ
る
点
よ
り
古
い
形
を
示
し
て
い
る
。
　
た
だ
し
こ
こ
で
も

門
布
・
藍
は
代
銭
納
と
な
っ
て
い
る
点
、
貨
幣
経
済
の
進
展
は
否
定

し
え
な
い
。

　
㈲
　
こ
の
場
合
の
最
大
特
色
は
、
こ
れ
が
荘
園
領
主
で
は
な
く
、

事
実
上
下
地
心
止
権
を
確
立
し
た
地
頭
に
よ
っ
て
、
晦
北
朝
期
に
編

成
さ
れ
た
収
取
体
擶
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
．
．
い
わ
ば
在
地
領
主
が
、

膝
下
荘
園
に
対
す
る
荘
園
領
主
と
同
じ
よ
う
な
支
配
形
態
を
、
荘
園

制
の
解
体
の
段
階
で
採
用
し
た
の
で
あ
り
、
在
地
領
主
制
的
支
配
と

荘
園
制
豹
支
配
の
同
質
化
の
一
事
例
と
し
う
る
。

　
①
　
弘
安
八
年
豊
後
購
麟
田
影
写
（
田
北
学
編
q
．
編
年
大
友
史
料
一
疋
和
以
前
…
』

　
　
五
九
八
号
）
。

　
②
永
弘
文
書
の
（
『
大
分
県
史
料
』
㈲
）
二
八
○
号
・
二
八
一
母
。

　
③
糸
永
名
以
外
の
名
と
そ
れ
に
将
す
る
在
地
領
主
の
押
妨
に
つ
い
て
は
、
建
武
二

　
　
年
の
永
圧
名
に
対
す
る
田
凍
盛
直
に
よ
る
も
の
（
永
弘
文
澄
“
8
二
四
五
～
二
購
八

　
　
号
）
、
建
武
四
年
の
行
戒
・
光
無
名
に
養
す
る
田
源
直
平
に
よ
る
も
の
　
（
同
二
五

　
　
一
～
二
五
鷲
号
）
、
末
次
名
に
嬉
す
る
小
罵
原
泰
郷
に
よ
る
も
の
（
圓
…
烈
一
号
）
、

　
　
煩
任
名
に
対
す
る
狭
闘
左
衛
門
入
道
に
よ
る
も
の
（
同
一
五
一
一
号
）
な
ど
　
多
く
の

　
　
史
料
が
確
認
で
き
る
。
又
糸
氷
野
の
特
殊
性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
註
①
の
豊
後
麹

　
　
図
購
帳
で
、
田
染
郷
の
．
項
に
は
名
と
称
す
る
も
の
は
吉
丸
名
と
糸
永
名
の
二
つ
し

　
　
か
な
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が
他
の
光
畝
・
行
成
こ
氷
距
な
ど
の
諸
名
と
こ
と
な

　
　
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
④
永
弘
文
書
の
三
号
。

　
⑤
　
到
津
文
書
の
（
『
火
分
県
史
料
駈
ω
〉
　
長
寛
竃
年
五
月
越
獅
関
白
藤
原
塞
実
家

　
　
政
所
下
文
。

　
⑥
寛
元
三
年
七
月
三
日
大
宮
司
宇
佐
公
高
切
符
案
（
永
弘
文
書
の
三
七
号
）
。

　
⑦
建
保
五
年
十
二
月
廿
四
二
図
書
允
清
原
某
等
連
署
奉
霊
案
（
到
津
文
書
e

　
　
三
七
号
）
Q

　
③
　
弘
安
元
年
七
月
八
日
　
将
軍
家
政
所
下
文
案
（
費
浪
崎
元
　
文
誓
1
『
大
分
県

　
　
史
料
温
働
一
憲
万
ソ
五
）
。
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⑨
正
和
二
年
七
月
十
二
日
再
製
下
知
状
（
永
弘
文
書
8
一
五
四
号
）
。

⑱
嘉
暦
鰯
年
七
月
祉
五
日
照
原
荘
糸
永
名
文
書
案
（
岡
套
三
六
辱
）
。
詞
藤
原

　
撫
頁
広
契
約
状
案
（
同
一
三
七
簿
）
、
お
よ
び
田
原
貞
広
契
約
状
案
（
後
欠
）
　
（
同

　
二
二
八
号
）
。

、
⑪
渡
辺
澄
夫
氏
は
こ
れ
を
三
根
崎
氏
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

　
前
掲
誉
閣
二
〇
…
貝
お
よ
び
四
二
九
頁
註
（
2
0
）
。
し
か
し
曾
鍛
上
道
粥
は
本
文
の
ご

　
と
く
そ
の
所
傾
を
親
子
の
義
に
よ
っ
て
田
原
爽
広
に
譲
っ
て
お
り
、
曾
根
崎
氏
（
助

　
三
郎
通
秀
）
に
駈
領
が
醤
び
預
け
ら
れ
た
の
は
観
慮
三
年
六
超
の
こ
と
で
あ
っ
た

　
（
盤
根
祭
文
脅
　
辻
固
）
こ
と
、
脅
根
崎
氏
も
本
来
東
陶
御
家
人
で
あ
っ
て
、
そ

　
の
地
．
頭
職
は
い
わ
ゆ
る
九
州
の
夜
地
土
豪
の
補
せ
ら
れ
た
小
地
頭
職
で
は
な
く
、

　
従
っ
て
爽
広
へ
の
譲
与
に
よ
っ
て
、
地
頭
職
は
一
時
曾
根
崎
氏
の
手
を
は
な
れ
た

　
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
よ
り
み
て
、
こ
れ
は
田
際
貞
広
の
収
取
体
鋼
を
示
す
も
の

　
と
考
え
る
。

⑫
前
掲
樽
闘
二
〇
頁
。

⑬
　
神
領
興
業
法
に
つ
い
て
は
川
添
昭
二
「
鎮
醐
探
題
と
神
領
興
業
法
」
謹
選
会
経

　
済
史
学
』
二
八
巻
盆
轡
）
に
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。

⑭
　
本
節
註
③
参
照
。

三
　
豊
前
国
岩
崎
荘
・
豊
後
国
小
野
荘

　
い
ず
れ
も
宇
佐
宮
の
封
戸
に
起
源
を
も
つ
膝
下
の
荘
園
で
、
岩
崎

荘
は
今
日
の
興
趣
町
岩
崎
で
封
戸
割
譲
に
（
宇
佐
郡
）
、
小
野
蕪
は
来

縄
郷
（
懸
命
郡
1
1
現
豊
後
高
田
衛
内
）
に
あ
っ
た
。
岩
晦
荘
は
寄
藻
川

の
上
流
と
そ
の
支
流
向
野
川
に
は
さ
ま
れ
、
小
野
荘
は
桂
川
の
流
域

で
い
ず
れ
も
低
平
な
水
田
地
帯
で
あ
る
。
均
等
賦
課
体
制
そ
の
も
の

を
添
し
て
い
る
の
は
、
岩
崎
荘
の
正
平
二
十
一
（
；
一
六
六
）
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
番
長
永
福
重
輔
の
手
に
な
る
御
供
鐵
鱗
毛
注
進
状
で
あ
る
（
小
野

荘
も
後
述
の
ご
と
く
岩
崎
荘
と
金
く
同
性
格
の
荘
園
で
あ
る
）
。

　
こ
の
文
書
に
よ
る
と
岩
崎
荘
に
は
恒
弘
・
質
平
・
弘
行
・
末
宗
・

清
末
・
為
重
の
六
名
が
あ
り
、
夫
々
は
正
御
供
米
五
十
束
髄
分
米
二

石
笠
幡
五
升
（
東
別
五
升
）
・
厨
家
米
五
十
束
1
1
分
米
二
石
五
斗
（
東

別
五
升
）
・
祭
料
九
束
1
1
分
米
三
斗
六
升
（
爽
別
四
升
）
・
行
騰
二
十
五

束
一
分
米
謡
講
八
升
（
喪
主
憲
升
）
を
嘱
せ
ら
れ
る
こ
と
を
た
て
ま
え

と
し
て
い
た
。
実
際
は
検
見
に
よ
っ
て
高
分
は
減
ぜ
ら
れ
た
の
だ
が
、

そ
の
際
も
夫
々
の
名
の
作
柄
に
応
じ
て
偲
々
に
減
ぜ
ら
れ
た
の
で
な

く
、
全
体
と
し
て
一
定
の
比
率
で
減
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第

三
表
㈲
欄
は
、
夫
々
の
名
に
つ
い
て
夫
々
の
負
担
の
損
・
得
分
を
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
正
御
供
米
以
外
に
つ
い
て
は
、
ど

の
名
も
損
得
の
最
は
共
通
で
あ
る
。
正
御
供
米
に
つ
い
て
も
些
少
の

繊
入
は
あ
る
が
、
虞
平
名
は
収
納
使
得
分
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
こ
と
等
（
第
三
褒
※
参
照
）
か
ら
別
と
し
て
、
他
は
ほ
ぼ
共
通

し
て
い
る
と
い
え
る
。
⑧
欄
に
記
し
た
の
は
正
平
十
二
年
の
検
見
注

　
②

進
状
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
も
各
名
の
負
担
塾
は
下

平
名
を
除
き
大
体
難
じ
（
画
名
は
金
く
同
じ
）
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

合
計
は
正
平
十
二
年
も
（
検
見
前
審
分
米
と
も
）
、
二
十
八
年
も
十
四
石
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余
で
あ
り
、
実
際
の
負
担
量
に
お
い
て
も
毎
年
ほ
ぼ
定
量
化
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
な
お
正
平
十
二
年
の
注
進
状
に
は
、
㈲
　

欄
に
書
き
上
げ
た
ご
と
き
「
得
田
」
と
称
す
る
田
積
が
名
ご
と
に
載

せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
通
常
の
意
味
、
つ
ま
り
損
田
に
対

す
る
得
照
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
は
当
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
弘
行

・
清
末
・
末
宗
の
一
二
名
の
場
奮
な
ど
、
得
田
一
反
当
り
の
負
担
は
九

斗
二
升
以
上
に
も
な
る
し
、
他
の
名
に
つ
い
て
も
そ
れ
と
大
差
は
な

く
、
ま
し
て
検
見
前
の
納
入
分
四
十
八
斗
を
加
え
る
な
ら
、
平
均
し

て
そ
の
負
撫
は
一
反
当
り
一
石
四
斗
に
も
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
実
際
に
は
厨
家
米
・
祭
料
・
行
稲
の
負
担
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、

各
回
の
現
実
の
得
田
が
、
こ
の
史
料
の
「
得
田
」
の
み
で
あ
っ
た
と

は
到
底
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
こ
の
「
得
．

田
」
と
は
、
む
し
ろ
そ
の
年
の
正
御
供
米
の
量
（
そ
れ
は
年
に
よ
り
若

干
の
出
入
り
が
あ
る
）
を
、
そ
れ
だ
け
の
収
獲
を
あ
げ
う
る
田
地
の
面

積
で
示
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　
以
上
の
点
だ
け
か
ら
み
て
も
、
岩
崎
荘
の
均
等
名
体
制
は
、
水
田

荘
や
糸
永
名
の
そ
れ
と
は
、
か
な
り
性
格
を
こ
と
に
す
る
も
の
で
あ

る
と
愚
わ
れ
る
。
第
一
に
こ
こ
で
の
負
担
が
、
全
て
神
用
物
で
し
か

も
現
米
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
旧
作
生
産
物
な
ど
在
家
役
の
系
統
の
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も
の
は
全
く
な
い
こ
と
、
第
二
に
こ
れ
と
関
連
し
て
、
均
等
異
体
舗

　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

編
成
の
前
提
と
し
て
在
家
支
配
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
在
家
と
は

無
関
係
に
田
地
の
み
が
配
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
糸
永
名
の

場
合
以
上
に
作
為
挫
が
つ
よ
く
、
む
し
ろ
神
事
用
途
の
必
要
上
、
机

上
罪
作
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
収
取
体
型
と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、

な
ど
を
ひ
と
ま
ず
指
摘
し
、
以
下
、
岩
崎
荘
と
全
く
同
じ
性
絡
の
所

領
で
あ
る
小
野
荘
に
つ
い
て
も
併
せ
考
え
つ
つ
、
こ
の
均
等
名
体
制

の
特
質
を
一
層
ほ
り
さ
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

　
岩
崎
・
小
野
両
荘
は
と
も
に
「
正
御
供
田
」
と
し
て
、
毎
臼
宇
佐

宮
に
供
え
る
正
御
供
稲
を
負
担
す
る
荘
園
で
あ
り
、
「
御
法
（
宝
）
味

地
」
と
も
い
わ
れ
た
。
中
世
末
近
く
に
は
、
岩
崎
荘
六
名
が
大
嘗
会

よ
り
在
籠
ま
で
（
八
月
～
一
月
）
、
小
野
荘
十
二
名
が
二
月
大
祭
か
ら
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

七
月
虫
振
ま
で
の
間
の
分
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
両
者
は
多

く
の
史
料
で
共
通
し
て
現
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
り
た
ち
や
性
格
も

殆
ん
ど
同
一
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
由
緒
に
つ
い
て
は
、

後
代
に
は
「
両
六
事
悉
聖
武
天
皇
御
宇
、
神
亀
・
天
平
年
中
自
二
御

　
　
　
　
　
　
　
⑤

寄
進
一
滴
定
役
所
事
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
荘
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
初
見
史
料
は
、
建
武
四
（
一
一
三
二
九
）
年
に
小
野
荘
が
見
え
、
一
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

岩
崎
庄
は
正
平
十
二
（
一
三
五
七
）
年
が
初
見
で
あ
る
。
鎌
倉
以
前
に

関
し
て
は
全
く
所
見
が
な
く
、
建
久
年
間
の
編
集
に
な
る
と
い
わ
れ

　
　
　
　
　
③

”
る
　
「
｛
十
佐
大
鏡
」
　
に
は
勿
仏
醐
一
両
非
壮
け
撚
兄
、
え
謬
ヲ
、
　
噌
弘
｛
女
喝
八
　
（
一
一
丁
八
五
）

年
の
豊
後
国
図
野
帳
に
も
小
．
野
荘
は
見
え
な
い
。
従
っ
て
荘
園
と
な

っ
た
の
は
鎌
倉
末
な
い
し
、
南
北
朝
初
期
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
そ

れ
が
聖
武
天
皇
の
時
寄
進
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
の
は
、
小
野
荘
の
あ

っ
た
豊
後
圏
来
望
郷
も
岩
崎
荘
の
あ
っ
た
豊
前
濁
封
戸
郷
も
、
天
平

～
天
平
勝
宝
年
間
に
五
十
戸
雇
一
郷
が
ま
と
ま
っ
て
施
入
さ
れ
た
こ

と
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
「
大
鏡
」
で
は
封
芦
郷
は
田
数

百
五
十
町
五
段
十
、
来
自
慰
は
三
百
五
十
町
で
、
う
ち
来
縄
郷
に
つ

い
て
は
「
趨
請
御
封
田
六
十
八
町
、
余
田
ハ
号
溺
作
随
検
注
得
田
所

三
段
別
三
斗
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
ノ
＼
岩
崎
荘
は
こ
の

百
五
十
町
五
段
十
の
う
ち
の
一
部
、
小
野
荘
は
起
請
御
壷
田
の
一
部

か
ら
成
立
し
て
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
永
弘
文
書
」
や
「
到
津
文
書
」
か
ら
、
以
下
砺
荘
の
存
在
形
態

を
究
明
し
て
ゆ
こ
う
。
岩
崎
荘
が
六
名
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
は
既

述
の
通
り
で
あ
る
が
、
小
野
荘
は
明
応
十
（
一
五
〇
一
〉
年
骨
質
、

吉
成
・
行
成
・
成
安
・
清
末
・
か
う
ま
ん
・
正
行
・
為
成
・
ひ
ろ
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

・
光
成
・
二
郎
丸
・
ち
か
蒔
・
久
次
の
十
二
名
か
ら
な
っ
て
い
た
。

十
二
名
編
成
の
存
在
自
体
は
す
で
に
正
平
十
八
年
に
た
し
か
め
ら
れ
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如
・
か
か
る
岩
崎
荘
六
名
小
野
荘
＋
二
名
と
い
混
成
隻
正
七

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

年
当
時
ま
で
変
ら
ず
、
ま
た
小
野
荘
の
う
ち
の
吉
成
名
は
さ
き
に
ふ

れ
た
よ
う
に
建
武
四
年
の
同
荘
の
初
見
史
料
に
も
見
え
て
い
る
。
し

た
が
う
て
両
三
の
名
編
成
は
、
鴨
島
の
成
立
期
（
鎌
倉
宋
～
南
北
朝
初

期
）
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
世
を
通
じ
て
、
そ
の

実
体
は
と
も
か
く
、
形
式
的
に
は
基
準
的
な
意
味
を
も
ち
つ
づ
け
た

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
両
町
の
構
造
や
性
格
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
の
は
、
や
や

時
代
は
下
る
が
永
正
の
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
宇
佐
富
正
供
田
条

女
事
書
案
（
本
節
註
⑤
）
で
あ
る
。
多
く
の
聞
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
の

で
煩
を
い
と
わ
ず
金
文
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
就
正
御
供
田
條
≧

ω
　
　
一
、
両
庄
事
、

　
　
　
　
添
塑
武
天
皇
御
牢
、
神
亀
天
平
年
中
唐
御
寄
進
、
想
定
役
所
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
億
力
）

②
　
て
御
供
田
惣
司
欝
、
代
≧
番
長
重
職
也
候
、

　
　
（
顔
筆
）

㈲
コ
、
下
宮
三
社
灯
油
免
、
永
弘
代
≧
重
職
也
、
」

ω
　
一
、
厨
家
別
当
職
事
、
中
古
宮
成
被
掬
之
、

㈲
　
一
、
御
供
田
成
敗
之
役
人
、
収
納
使
重
役
也
、

㈲
　
一
、
名
鐙
進
退
之
役
所
、
都
主
重
役
候
、

⑦
　
　
轡
、
肖
一
名
本
田
八
段
澱
代
立
除
、
鰍
地
を
ハ
総
主
根
拘
、
本
田
失

⑧紛（ict（k1）⑫（糟（14）｝〈i‘’1）

（
i
＄（1．F・

（
1
わ

　
桜
之
瞬
、
以
醸
地
之
内
入
立
候
事
先
側
也
、

一、

ﾘ
・
田
醗
地
共
ル
大
候
ヘ
ハ
、
御
供
m
山
近
慨
屑
之
㎜
隅
楠
｝
を
取
、
晶
倣
立
御

　
供
照
旧
事
旧
例
也
、
撫
御
成
敗
、

一、

ﾞ
八
段
購
代
事
を
ハ
、
御
二
士
と
串
神
人
致
作
、
御
供
米
を
社

　
納
仕
、
其
身
ハ
当
社
買
収
出
仕
候
、

一、

ﾞ
八
段
聖
代
之
内
よ
り
、
御
供
米
之
外
々
米
、
八
ケ
往
祭
嫁
御

　
供
米
廠
之
、
駕
頑
役
所
へ
下
得
之
ハ

一、

芫
泄
ﾄ
之
外
高
除
之
米
在
之
、
号
厨
家
米
、
御
神
事
之
時
、
饗

　
膳
井
寺
家
赴
家
人
料
遣
方
下
行
米
也
、

一、

ﾞ
米
請
取
役
所
事
、
則
厨
家
別
嘉
と
頭
、
以
前
謡
本
役
人
候
、

，
中
古
以
来
宮
成
家
よ
り
号
嗣
所
、
麟
当
時
彼
家
仁
諸
塚
候
、

一、

ｬ
野
漫
事
、
名
≧
失
地
候
問
、
妊
社
例
可
被
立
替
籐
地
之
逓
、

　
対
毎
蜥
護
致
駄
心
誹
轍
賦
へ
鼻
六
、
串
木
仰
付
鳳
朕
、

一、

竝
闖
ｯ
事
、
郷
分
圏
に
候
て
、
以
次
失
地
事
可
被
稗
付
、
収
納

　
使
井
都
主
注
進
上
候
、

一
、
収
納
使
役
事
、
橋
津
掃
部
助
惣
之
、

一、

博
蝟
�
R
、

　
心
乗
房
・
縮
田
房
・
橋
津
掃
部
助
、

一
、
一
名
田
近
年
鱗
被
混
成
武
領
勝
闘
、
石
盤
兵
庫
県
給
之
、

一、

ｬ
野
庄
事
、
波
多
・
高
田
顧
≧
被
物
候
、
多
分
田
原
八
郎
方
拘

　
候
、

右
、
條
≧
如
伴

　
　
九
月
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こ
の
条
々
事
書
の
示
す
も
の
は
、
中
世
末
の
状
況
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
ま
ま
南
北
朝
期
の
事
実
を
示
す
と
は
い
え
な
い
点
も
あ
る
と
思

わ
れ
る
の
で
、
夫
々
の
項
に
つ
い
て
他
の
史
料
に
よ
っ
て
検
討
を
加

え
つ
つ
、
そ
の
基
本
的
性
格
を
究
明
し
て
ゆ
き
た
い
。
ま
ず
G
D
は
両

荘
の
成
立
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
勿
論
両
荘
が
聖
武
天
皇
の
時

荘
と
し
て
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
封
戸
の
施
入
の
こ
と
を
さ
し

て
い
る
こ
と
は
さ
き
に
の
べ
た
。
②
御
供
田
管
理
者
（
惣
司
）
が
番

長
永
弘
．
家
で
あ
る
こ
と
は
、
さ
き
の
正
平
二
十
一
年
の
岩
崎
荘
御
供

田
損
毛
注
進
状
の
注
進
主
体
が
、
番
長
永
弘
重
輔
で
あ
っ
た
こ
と
を

は
じ
め
、
南
北
朝
期
以
来
多
く
の
史
料
に
明
ら
か
で
あ
る
。
番
長
は

下
宮
の
管
理
者
で
、
正
御
供
田
の
外
に
御
菜
免
田
を
管
理
し
、
永
弘

氏
に
よ
る
番
長
職
の
世
襲
は
平
安
時
代
延
久
元
（
一
〇
六
九
）
年
に
さ

か
の
鴇
・
御
借
の
管
理
も
婁
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
㌧
と
は
・

天
治
元
（
一
一
二
四
）
年
番
長
宇
佐
保
俊
が
、
神
供
解
怠
に
よ
り
御
供

田
作
入
の
免
田
を
停
止
す
る
よ
う
国
司
に
申
諦
し
て
い
る
こ
と
か
ら

　
　
　
⑬

し
ら
れ
る
。
し
か
し
大
宮
司
が
全
く
こ
れ
に
関
与
し
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
。
正
平
十
三
（
一
三
五
八
）
年
に
は
、
小
野
荘
正
面
供
米
及
び

厨
家
米
の
不
足
分
の
補
填
に
つ
い
て
、
大
宮
司
（
宮
成
皇
居
）
が
番
長

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
指
示
を
与
え
て
い
る
。
③
は
予
言
氏
が
下
宮
の
管
理
者
で
あ
っ
た

こ
と
で
当
然
で
あ
る
。
㈲
は
ω
㌧
㈱
と
関
連
し
て
後
に
と
り
あ
げ
る
。

⑤
御
供
田
を
現
地
で
実
際
に
管
理
す
る
者
が
収
納
使
で
あ
る
。
そ
の

名
称
よ
り
見
て
正
御
供
米
の
徴
収
を
主
要
任
務
と
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
条
々
事
書
案
が
つ
く
ら
れ
た
当
館
は
、
岩
崎
荘
で
は
⑮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ご
と
く
橋
津
掃
華
麗
が
つ
と
め
て
い
た
。
そ
し
て
⑯
で
わ
か
る
よ
う

に
彼
は
次
に
の
べ
る
部
落
（
戸
主
）
の
一
人
で
あ
っ
た
。
他
に
収
納

使
が
わ
か
る
も
の
に
は
、
正
平
十
三
年
嚢
時
の
小
野
荘
の
収
納
使
直

　
　
　
⑯

秀
が
あ
る
。
⑥
∴
⑦
・
⑧
・
⑨
の
四
項
は
正
御
供
田
と
し
て
の
両
論

の
性
格
を
示
す
最
も
璽
要
な
点
で
あ
る
。
一
括
し
て
要
約
す
る
と
、

⑥
名
田
の
進
退
者
が
部
主
で
あ
り
、
⑦
一
名
か
ら
八
反
三
十
代
を
本

田
（
正
御
供
郎
）
と
し
、
残
り
（
余
地
）
は
部
主
の
相
馬
地
と
し
、
本
田

が
失
な
わ
れ
た
時
は
ま
ず
こ
の
分
を
も
っ
て
補
填
し
、
⑧
も
し
本

田
・
余
地
と
も
失
な
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
御
供
田
近
辺
の
田
地

を
も
っ
て
御
供
田
に
た
て
る
の
が
例
で
あ
る
。
そ
う
し
て
⑨
本
田
部

分
は
御
駈
士
と
い
う
神
人
が
耕
作
し
て
御
供
米
を
社
濡
し
、
駈
土
は

さ
ら
に
薮
社
に
患
卜
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
⑥
の
「
門
主
」
は

他
の
史
料
で
は
コ
μ
主
脳
と
も
か
か
れ
、
戸
主
1
1
名
主
と
考
え
て
よ

い
。
そ
れ
が
「
戸
主
篇
と
い
わ
れ
た
の
は
、
や
は
り
こ
の
地
が
封
戸

に
源
流
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
次
に
⑦
に
よ
っ
て
、
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均
等
年
貢
が
課
さ
れ
た
の
は
名
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
一

部
が
均
等
田
と
し
て
立
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る

わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
八
段
三
十
代
と
あ
る
の
は
小
野
荘
の
場
合
に
は

そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
が
、
岩
崎
荘
に
つ
い
て
は
間
題
が
あ
る
。
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

明
十
六
（
一
四
八
四
）
年
の
検
注
帳
に
よ
る
と
、
　
「
宇
佐
宮
正
供
田
岩

崎
庄
六
名
酒
記
数
四
町
五
段
三
十
代
」
と
あ
り
、
一
名
あ
た
り
の
面

積
は
七
反
三
十
代
と
な
る
。
　
一
方
小
野
荘
に
つ
い
て
は
同
帳
に
も

「
十
弐
名
田
数
十
町
三
反
十
代
」
と
あ
る
か
ら
、
一
名
あ
た
り
正
し
く

八
反
三
十
代
と
な
る
。
こ
の
問
の
事
情
は
今
の
と
こ
ろ
説
明
で
き
な

い
。
と
こ
ろ
で
⑧
⑨
は
そ
の
正
御
供
田
が
失
地
と
な
っ
た
時
の
補
充

に
つ
い
て
そ
の
原
則
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
現
実
に
は
ど
の
程
度
失

地
と
な
り
、
そ
れ
は
ど
う
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
表
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
正
平
二
十
一
年
の
十
分
は
か
な
り
大
き
い
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
さ
き
の
文
明
十
六
年
の
検
注
帳
に
よ
る
と
、
こ
の
年

は
岩
崎
荘
が
「
四
町
五
反
三
十
代
定
御
供
米
十
二
石
五
斗
」
の
う
ち
、

年
々
河
成
田
地
質
が
一
嘗
四
反
余
で
そ
の
分
米
四
聖
、
残
得
数
三
晦

九
反
三
十
代
分
米
七
石
五
斗
、
小
野
荘
が
、
十
町
三
反
十
代
中
年
々

河
成
田
地
が
六
町
余
で
分
米
五
石
塁
斗
、
両
荘
併
せ
る
と
不
足
分
が

九
石
七
斗
余
で
あ
っ
た
。
小
野
荘
に
つ
い
て
は
定
供
米
高
も
得
田
の

分
米
高
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
収
納
率
は
分
ら
な
い
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
そ
の
立
地
条
件
か
ら
み
て
も
、
眉
成
そ
の
他
の
事
態
に

よ
り
、
毎
年
相
薮
の
正
御
供
田
が
失
地
と
な
っ
た
こ
と
は
事
実
と
せ

ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
際
の
処
霞
例
と
し
て
、
正
平
十
三
年
余
小
野

荘
の
場
合
を
み
よ
う
。
こ
の
年
小
野
荘
は
菊
池
肥
前
守
の
代
富
が
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

務
を
し
、
作
毛
点
定
、
苅
田
な
ど
を
行
な
っ
た
た
め
、
地
下
の
戸
主
・
軍

士
等
が
社
納
分
不
足
に
つ
い
て
愁
訴
を
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
大
宮

司
宮
成
出
居
は
番
長
に
対
し
て
、
御
供
燈
光
は
収
納
使
直
秀
の
得
分

を
も
っ
て
立
入
れ
、
厨
家
米
に
つ
い
て
は
厨
家
捌
当
盛
勝
に
、
「
余
土

貢
」
つ
ま
り
「
余
地
」
分
の
年
貢
を
も
っ
て
社
質
す
る
よ
う
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
御
供
米
の
不
足
の
処
理
方
法
は
、
さ
き
の

条
≧
事
暑
の
示
す
と
こ
ろ
と
や
や
こ
と
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際

は
岩
崎
荘
の
収
納
使
が
戸
主
の
一
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
収
納
使
も

「
余
地
」
を
か
か
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
条
々
事
書
の
原

則
は
こ
の
場
合
も
決
し
て
当
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
厨
米
に
つ
い

て
は
次
に
の
べ
る
が
、
こ
の
不
足
分
の
処
蹟
は
ま
さ
に
条
々
事
書
の

示
す
と
こ
ろ
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
明
応
十
年
、
小
野
荘
の
十
二

名
が
連
署
し
て
、
社
納
米
の
羅
川
怠
な
き
こ
と
の
請
文
を
出
し
て
い
る

が
、
そ
れ
に
は
、
正
供
田
失
地
河
成
の
た
め
、
　
「
今
戸
主
一
よ
り
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・
嬢

以
二
後
地
内
｛
半
［
〕
立
」
て
た
と
詑
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
条
≧
事
書
の
雫

示
す
と
こ
ろ
は
事
実
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
先
例
」
　
「
社
例
し
で
あ
っ

た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
ら
ば
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
第
一
に
正
供
田
の
耕
作
者
で
あ
る
駈

±
と
、
正
供
田
と
「
余
地
」
（
「
後
地
」
）
を
合
せ
た
も
の
の
名
主
で
あ

る
部
（
戸
）
主
と
の
関
係
、
第
二
に
名
と
「
近
所
之
田
地
」
と
の
関

係
、
こ
の
二
つ
を
究
輸
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
第
一
の
点
だ
が
、

両
者
は
は
た
し
て
同
一
人
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
一
人
だ
と
す

れ
ば
前
記
の
ご
と
き
補
充
関
係
は
当
然
の
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
前

掲
好
女
事
書
で
は
、
部
主
役
は
⑯
の
よ
う
に
収
納
使
を
ふ
く
め
て
三

人
し
か
あ
げ
ら
れ
て
い
ず
（
こ
れ
は
岩
崎
腔
の
み
）
、
六
名
を
三
人
で
有

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
二
士
は
神
人
と
し
て
出
仕
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
部
主
の
数
に
応
じ
て
三
人
と
な
る
と
は
考

え
が
た
い
。
ま
た
彼
等
三
人
の
名
前
の
上
か
ら
も
農
民
と
は
考
え
が

た
い
。
こ
の
よ
う
に
条
≧
事
書
に
よ
る
か
ぎ
り
で
は
、
歌
主
と
駈
士

は
同
一
人
と
は
考
え
に
く
い
。
延
徳
二
（
一
四
九
〇
）
年
の
も
の
と
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

定
さ
れ
て
い
る
番
長
大
夫
賄
費
重
幸
目
安
案
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

抑
憲
社
正
御
財
田
［
ロ
ロ
問
事
、
代
≧
番
長
預
ゆ
新
所
晶
て
候
、
子
細

□
、
［
H
U
嘉
鋼
豊
名
田
数
八
反
滑
代
、
惣
司
纂
者
目
本
役
二
て

候
、
地
下
成
敗
者
、
収
納
と
暗
候
て
日
よ
り
役
翫
へ
回
し
ん
た
い
之

　
役
所
者
、
R
］
と
申
候
て
、
是
又
先
祖
よ
り
役
所
二
て
候
、
彼
名
作
人
ハ
御

　
く
し
と
嘩
候
て
、
当
社
神
人
二
て
候
、
彼
八
反
八
代
之
内
よ
り
く
り
や
け

　
米
と
申
候
て
、
二
反
の
ぞ
き
尊
称
ハ
、
　
こ
れ
も
御
神
事
料
米
ユ
て
蝶
、
（
傍

　
線
は
工
薩
…
）
　
　
　
　
　
　
　
　
智

　
關
字
が
多
く
必
ず
し
も
十
分
理
解
し
う
る
と
い
え
な
い
が
、
　
「
収

　
　
　
　
　
　
　
（
駈
忠

納
」
（
使
）
と
「
御
く
し
」
と
の
間
の
傍
線
の
部
分
は
、
当
然
部
（
戸
）

主
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
傍
線
都
分

の
「
翻
し
は
名
の
誤
字
、
［
〕
は
部
（
戸
）
主
で
あ
ろ
う
。
と
す
る

と
こ
こ
で
も
部
（
戸
）
主
と
博
士
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
戸
主
と
駈
土
の
関
係
は
ど
う
か
。
さ

き
に
も
ふ
れ
た
明
応
十
年
の
小
野
荘
の
十
二
省
が
、
連
署
し
て
社
継
…

米
の
僻
怠
な
き
こ
と
を
誓
っ
た
請
文
に
は
、
正
供
田
失
地
に
つ
い
て

は
芦
主
が
「
後
地
」
か
ら
補
充
す
る
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
、
も
し
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

沙
汰
が
あ
れ
ば
「
御
駈
仕
職
」
を
改
易
さ
れ
て
も
よ
い
と
記
し
て
い

る
．
、
す
な
わ
ち
駈
士
は
一
応
は
芦
主
の
進
止
下
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
駈
士
は
決
し
て
戸
主
に
完
全
に
支
配
さ
れ
る
存
在
で

も
な
く
、
そ
の
耕
作
す
る
田
も
蕉
御
供
田
φ
み
で
は
な
か
っ
た
。
小
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野
荘
の
初
見
史
科
で
、
こ
れ
も
さ
き
に
ふ
れ
た
建
武
四
年
の
小
野
荘

吉
成
心
駈
士
安
弘
申
状
案
に
よ
る
と
、
吉
成
名
信
士
□
原
安
弘
は
、
．

吉
成
名
内
の
他
人
知
行
の
所
生
を
本
名
に
糺
返
さ
れ
る
よ
う
に
乞
う

た
が
、
そ
の
中
で
「
御
田
後
地
は
他
人
知
行
を
停
止
さ
れ
、
駈
士
ら

が
耕
作
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
政
所
検
校
も
こ
の

訴
え
を
認
め
、
　
「
御
田
後
地
」
は
薄
日
が
重
役
で
あ
る
か
ら
、
糺
返

せ
ら
れ
る
の
は
先
規
で
あ
る
と
し
て
、
安
弘
の
領
掌
を
み
と
め
て
い

る
。
そ
こ
に
は
か
な
り
の
自
立
性
を
も
っ
た
駈
士
の
姿
を
見
る
こ
と

　
　
　
⑫

が
で
き
る
。

　
ま
た
本
節
の
最
初
に
の
べ
た
よ
う
に
正
平
工
十
一
年
の
岩
崎
荘
の

一
名
の
基
準
賦
諜
量
は
、
御
供
米
・
厨
騰
米
・
祭
料
・
行
稲
あ
わ
せ

て
六
石
三
斗
九
升
で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
き
に
推
定
し
た
岩
崎
荘
の
正

供
田
七
反
三
十
代
で
除
す
る
と
、
反
当
八
斗
四
升
と
な
る
。
こ
の
ぽ

か
に
駈
士
に
は
神
人
と
し
て
社
頭
出
仕
の
義
務
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
駈
士
の
負
担
は
、
正
供
田
の
み
の
耕
作
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
に
は

あ
ま
り
過
重
で
あ
る
。
そ
の
「
重
役
」
を
果
す
代
償
と
し
て
、
岩
崎

荘
で
も
嘉
然
「
余
地
」
（
「
後
地
」
）
の
耕
作
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
と

判
断
さ
れ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
戸
主
は
給
主
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ

と
、
駈
士
は
戸
主
の
名
闘
全
体
の
耕
作
者
で
あ
っ
て
、
戸
主
の
一
応

の
規
制
下
に
あ
る
と
は
い
え
、
決
し
て
下
人
的
存
在
で
は
な
い
。
正

御
供
米
の
納
入
面
に
つ
い
て
い
え
ば
、
両
者
は
む
．
し
ろ
連
帯
責
任
を

負
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
思
う
。

　
次
に
第
二
の
名
と
「
近
所
之
田
地
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
岩
崎
荘

に
つ
い
て
は
荘
田
全
体
の
而
積
が
わ
か
ら
な
い
が
、
小
野
荘
は
三
十

六
町
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
十
町
三
反
十
代
が
正
供
田
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
つ
の
問
題
は
、
「
近
所
之
闘
地
」
が
荘
内

の
名
田
以
外
の
田
地
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
荘
田
は
全
て
名
田

で
あ
り
、
「
近
所
回
田
地
」
は
荘
外
の
田
地
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
瞭
に
示
す
史
料
は
な
く
、
断
定
を
下
す
わ

け
に
は
い
か
な
い
が
、
私
は
む
し
ろ
後
者
の
可
能
挫
が
強
い
と
考
え

て
い
る
。
そ
の
理
田
と
し
て
は
、
両
荘
と
も
門
地
や
在
家
に
関
す
る

史
料
が
全
く
な
く
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
除
田
に
つ
い
て
の
記
載
も
皆
無

で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
荘
自
体
が
正
議
供
米
等
の
神
事
用
現
米
の
み

の
収
取
を
自
訴
と
し
て
藁
菰
さ
れ
、
か
2
編
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
す
で
に
荘
と
し
て
成
立
し
て
い
た

も
の
の
中
に
名
が
編
成
さ
れ
、
正
御
供
懸
が
立
用
さ
れ
た
の
で
は
な
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く
、
そ
れ
は
同
時
に
な
さ
れ
た
も
の
、
し
た
が
っ
て
単
に
正
御
供
田
の

定
立
が
一
定
の
基
準
に
よ
る
作
為
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
名
や
荘
の

成
立
自
体
も
や
は
り
そ
れ
と
平
行
す
る
政
治
的
産
物
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
小
野
荘
の
面
積
が
三
十
六
町
で
あ
り
、
名
が
十
二

名
で
あ
っ
て
平
均
一
名
が
ち
ょ
う
ど
三
町
と
な
る
こ
と
も
、
こ
の
よ

う
に
考
え
れ
ば
合
理
的
に
説
明
で
き
よ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

い
よ
い
よ
正
御
供
田
を
ふ
く
む
名
と
「
近
所
之
田
地
」
の
補
充
関
係

が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
、
癬

的
で
立
齢
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
理
由
如
何
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
そ
の
説
明
は
、
両
荘
が
夫
々
郷
全
体
（
五
十
戸
）
が
封
戸
で
あ

っ
た
封
戸
郷
と
来
縄
郷
の
内
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
可
能
で
あ
ろ
う
。

封
戸
の
荘
園
化
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
学
の
究
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

　
　
⑳

あ
る
が
、
寛
平
元
（
八
八
九
）
年
十
二
月
二
十
六
臼
の
裏
付
の
あ
る

宇
佐
八
幡
宮
行
事
面
責
文
の
中
に
、
封
郷
は
他
の
本
田
治
田
と
と
も

に
不
輸
租
と
し
、
国
使
入
勘
を
停
止
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ

う
し
て
平
安
後
期
に
は
封
郷
も
全
体
と
し
て
事
実
上
荘
園
化
し
て
い

　
　
　
　
　
　
鐙

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
山
荘
の
あ
る
封
戸
郷
・
来
縄
郷

が
、
全
体
と
し
て
事
実
上
宇
佐
宮
の
荘
園
化
し
て
い
る
と
す
る
と
、

正
御
供
米
の
補
充
が
、
荘
外
の
「
近
所
之
田
地
」
に
ま
で
拡
大
さ
れ

る
こ
と
も
あ
え
て
異
と
す
る
に
足
り
な
い
。
と
す
る
と
残
る
問
題
は
、

両
荘
成
立
は
如
何
な
る
意
味
を
も
ち
、
な
に
ゆ
え
に
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
な
お
後
考
に
ま
つ
べ

き
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
一
応
の
考
え
を
の
べ
れ
ば
、
私
は
そ
れ
は
正
、

供
田
を
定
免
化
（
躍
定
化
）
し
、
そ
れ
を
連
帯
し
て
保
障
す
る
も
の

と
し
て
コ
戸
主
」
　
「
膏
土
」
を
定
め
て
、
．
名
田
の
保
有
と
耕
作
と
い

う
特
権
を
付
与
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
出
御
供
米
は
勿
論
両
荘
の
成
立
以
前
か
ら
最
も
重
要
な
神
用
米
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
こ
か
ら
収
取
さ
れ
て
い
た
か
は
わ
か

ら
な
い
が
、
十
郷
つ
ま
り
封
郷
の
中
か
ら
収
取
さ
れ
た
こ
と
は
た
し

か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
が
、
十
郷
全
体
の
役
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
不
明
で
、
両
荘
成
立
以
前
に
す
で
に
封
戸
・
来
縄
両
説
の
役
に
な

っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
中
世
末
の
史
料
に
は
「
小
野
庄
三
十
六

　
　
　
（
御
垂
跡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

町
事
、
［
H
］
以
来
、
為
漢
斎
清
浄
地
…
…
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
そ
れ
が
浮
免
の
形
態
を
と
っ
て
賦
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

さ
き
に
ふ
れ
た
天
治
元
年
の
番
長
宇
佐
保
俊
の
解
状
に
見
え
る
よ
う

に
、
そ
れ
は
「
募
免
田
」
り
、
　
「
申
請
要
名
」
け
る
と
い
う
方
法
で

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
解
状
が

国
裁
を
乞
う
た
の
も
こ
れ
が
半
不
輸
の
免
田
で
あ
っ
た
か
ら
と
判
断
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さ
れ
る
。
勿
論
か
か
る
状
況
が
そ
の
ま
ま
鎌
倉
末
ま
で
続
い
て
い
た

か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
鎌
倉
中
期
以
降
に
な
る
と
、
前
節
で

指
摘
し
た
よ
う
な
在
地
の
地
頭
領
主
鱗
の
発
展
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴

な
う
半
不
輸
体
制
に
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
国
衙
機
能
の
蓑
退
に

よ
っ
て
、
従
来
の
浮
免
的
な
あ
り
方
で
は
、
確
実
な
収
取
は
困
難
と

な
っ
て
来
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
に
今
一
つ
基
底
的
条
件
と

し
て
農
民
の
耕
作
権
の
安
定
化
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
鎌
倉
中
期
以

後
九
州
で
も
農
民
的
土
地
所
有
の
成
立
が
す
す
み
、
領
主
測
と
し
て

も
農
民
の
耕
作
権
を
保
障
し
て
「
神
人
」
と
し
て
固
定
化
し
、
そ
の

上
に
た
っ
て
収
取
体
糊
を
編
成
す
る
方
が
有
利
な
生
産
力
的
情
勢
と

な
っ
て
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
諸
条
件
の
も
と

に
お
い
て
、
定
免
制
に
よ
る
収
取
体
制
の
再
編
組
織
化
が
要
請
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
、
長
く
な
っ
た
が
、
均
等
田
体
制
の
性
格
上
馬
も
重
要
な
点

で
あ
る
王
女
事
書
の
⑥
∴
⑦
・
⑧
∵
⑨
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
⑩
は
御

供
米
の
外
に
正
供
田
に
八
ヶ
社
祭
米
が
課
さ
れ
、
諸
役
所
に
下
行
さ

れ
た
こ
と
だ
が
、
第
三
表
の
よ
う
に
南
北
朝
期
も
祭
米
が
賦
課
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
、
特
に
検
討
す
る
必
要
は
な
い
。
次
に
⑪
・
⑫
そ
れ

に
㈲
の
厨
家
米
収
取
の
問
題
で
あ
る
。
⑳
に
よ
れ
ば
厨
象
米
は
高
津

米
で
、
神
事
の
時
饗
膳
や
人
料
に
す
る
と
あ
る
が
、
第
三
表
の
よ
う

に
こ
れ
も
正
御
供
田
に
か
か
る
均
等
賦
課
で
あ
っ
た
。
前
に
引
用
し

た
延
徳
二
年
の
番
長
大
夫
永
弘
重
幸
目
安
案
は
、
　
「
彼
八
反
三
十
代

之
内
よ
り
く
り
や
け
米
と
申
候
て
、
二
反
の
ぞ
き
候
米
ハ
、
こ
れ
も

御
神
慕
新
二
て
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

厨
家
米
の
負
担
分
と
し
て
、
正
供
田
の
中
二
反
を
さ
き
あ
て
る
こ
と

が
た
て
ま
え
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な

い
と
思
う
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
条
々
事
書
に
も
そ
の
よ
う
な

記
載
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
も
と
も
と
正
御
供
矯
の

な
か
に
ふ
く
め
る
こ
と
壁
体
不
合
理
で
、
は
じ
め
か
ら
一
名
に
つ
い

て
二
反
ず
つ
を
厨
家
米
所
出
田
と
し
て
定
め
た
方
が
は
る
か
に
す
っ

き
り
し
た
は
ず
で
あ
る
。
や
は
り
厨
家
米
が
正
御
供
田
へ
の
賦
課
分

と
し
て
存
在
し
た
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
本
来
制
御
供
田
に
対
す
る
付
加
税
的
性
格

を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
覇
断
ず
る
。
第
三
表
に
見
え
る
祭
料
・
行

稲
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
さ
き
の
「
二
反
の
ぞ
き

候
米
」
と
い
う
意
味
は
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
私

は
お
そ
ら
く
二
期
分
の
収
獲
に
相
当
す
る
分
を
、
厨
家
米
に
の
ぞ
き

あ
て
る
と
い
う
悪
心
味
で
あ
る
と
思
う
。
本
節
の
は
じ
め
に
の
べ
た
よ
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う
に
、
岩
崎
荘
の
場
合
厨
家
米
の
規
定
量
は
、
五
十
束
一
分
米
二
石

五
斗
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
当
蒋
の
反
当
収
量
で
二
反
分
に
網
毒

す
る
。
さ
き
に
第
三
表
㈲
欄
の
「
得
田
」
が
、
実
は
正
御
供
米
を
収

獲
網
当
の
面
積
で
示
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
し
た
が
、

こ
の
場
合
も
そ
の
よ
う
な
意
味
に
と
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
し
た

が
っ
て
「
二
反
の
ぞ
き
候
」
と
い
っ
て
も
、
現
実
北
正
御
供
田
の
中

に
二
反
の
特
殊
な
田
が
指
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
勿
論
な
い
し
、
浮
野

の
形
で
存
在
し
た
わ
け
で
も
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
現
実
に
は
二
反

の
収
獲
相
当
分
が
優
先
的
に
控
除
さ
れ
た
の
で
も
な
い
。
第
三
表
に

み
ら
れ
る
ご
と
く
、
正
平
二
十
一
年
の
岩
崎
荘
の
規
準
賦
課
量
に
対

す
る
種
三
塁
収
納
率
は
、
正
御
供
米
が
約
八
七
％
、
厨
家
米
七
四
％
、

祭
料
五
〇
％
、
行
稲
二
二
％
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
正
御
供
米
が
優
先

す
る
の
で
あ
っ
て
、
厨
家
米
以
下
は
付
加
税
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
次
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
条
々
事
書
の

㈲
と
⑫
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
厨
家
米
の
収
。
取
は
「
中
古
以

来
」
大
宮
司
宮
成
家
が
掌
ど
る
に
い
た
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
番

長
心
誤
氏
は
、
し
き
り
に
そ
の
週
復
を
希
望
し
て
運
動
し
て
い
た
が
、

容
易
に
果
せ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
大
宮
司
と
し
て
の
宮
成
家
の
勢

力
の
強
大
化
に
よ
っ
て
、
宮
成
氏
の
所
管
と
な
っ
た
厨
家
米
の
収
”
取

が
、
中
世
末
に
は
本
来
の
付
加
税
的
な
位
置
か
ら
、
正
御
供
米
と
な

ら
ぶ
よ
う
な
比
重
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と

で
は
な
か
ろ
う
。
　
「
二
反
の
ぞ
き
候
米
」
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
に

な
っ
た
段
階
の
状
況
を
指
し
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
⑬
・
⑭
は
中
世
末
の
大
友
氏
お
よ
び
大
内
氏
の
進
繊
に
よ
っ
て
、

両
荘
と
も
正
課
供
田
が
失
地
と
な
っ
て
い
る
状
態
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
㈱
以
下
も
そ
れ
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
ぽ
、
均
等
等
名
体
制
の
成
立
と
構
造
を
論
ず
る
本
稿
の
対
象
と
す

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
詳
説
し
な
い
。

　
以
上
、
中
世
末
の
宇
佐
富
正
供
田
条
た
事
書
案
を
て
が
か
り
と
し

て
、
岩
崎
・
小
野
両
荘
の
均
等
賦
課
体
制
の
構
造
と
性
格
を
追
及
し

た
。
そ
れ
は
要
約
す
れ
ば
大
略
次
の
ご
と
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
e
　
両
荘
の
成
立
は
鎌
倉
末
期
な
い
し
建
武
初
年
と
推
定
さ
れ
、

本
来
封
事
に
浮
免
形
態
で
課
さ
れ
て
い
た
正
御
供
米
を
、
在
地
領
主

制
の
発
展
と
国
衙
の
衰
退
、
そ
れ
に
基
本
的
に
は
農
民
の
安
定
的
耕

作
権
を
み
と
め
る
こ
と
を
有
利
と
す
る
新
雨
に
規
定
さ
れ
て
、
宇
佐

宮
に
隣
接
す
る
封
郷
で
あ
る
封
戸
郷
と
来
縄
生
内
の
岩
崎
。
小
野
の

両
地
域
に
定
免
化
し
、
そ
の
負
担
者
を
定
め
る
こ
－
．
」
に
よ
っ
て
荘
号

を
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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⇔
　
両
荘
の
一
見
均
等
名
体
制
と
も
見
え
る
均
等
な
正
御
供
田
は
、

正
心
供
米
を
中
心
と
す
る
神
用
現
米
の
み
の
均
等
賦
課
を
爆
心
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
㊨
　
そ
の
均
等
な
正
御
供
田
は
、
即
均
等
名
な
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
名
内
の
一
言
を
さ
き
立
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
㈲
　
も
し
正
御
供
田
が
失
地
と
な
っ
た
時
は
、
　
「
余
地
」
ま
た
は

「
後
地
し
と
よ
ば
れ
た
正
御
供
田
以
外
の
名
内
の
田
地
を
も
っ
て
補

充
し
た
。
名
田
自
体
が
均
等
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
証
は
で
き
な

い
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。

　
㈲
　
名
田
を
も
っ
て
補
充
し
て
な
お
不
足
す
る
時
は
、
　
「
近
所
之

田
地
」
を
も
っ
て
補
充
し
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た

の
は
、
封
戸
郷
・
来
縄
索
金
谷
が
本
来
全
体
と
し
て
封
郷
で
あ
り
、

事
実
上
荘
園
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
㈹
　
正
御
供
田
の
耕
作
義
務
を
も
つ
も
の
は
、
駈
士
と
称
す
る
神

人
で
あ
っ
た
が
、
彼
等
は
社
頭
へ
の
嵩
仕
も
行
な
い
、
そ
の
負
担
は

き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
の
で
、
そ
の
代
償
と
し
て
正
御
供
湧
の
ほ
か
、

そ
の
所
属
す
る
名
田
す
な
わ
ち
「
後
地
」
の
耕
作
を
保
障
さ
れ
て
い

た
。　

㈹
　
し
か
し
駈
士
は
名
主
で
は
な
く
、
先
複
相
伝
の
役
所
と
し
て

名
を
進
退
す
る
も
の
は
、
部
（
戸
）
主
と
い
わ
れ
、
い
わ
ば
給
主
的
性

質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
部
（
戸
）
主
は
、
い
く
つ

も
の
名
の
部
（
戸
）
主
で
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
彼
等
は
、

そ
の
関
係
す
る
名
の
正
御
供
米
以
下
の
納
入
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。

駈
士
は
一
応
は
こ
の
部
（
…
）
主
の
進
書
下
に
あ
っ
た
が
、
決
し
て

彼
等
は
下
人
・
隷
従
的
な
も
の
で
は
な
く
、
神
人
と
し
て
は
宇
佐
官

に
蕊
接
つ
な
が
り
、
名
田
の
耕
作
を
保
障
さ
れ
た
、
か
な
り
窟
立
性

の
高
い
、
経
営
面
か
ら
い
え
ば
事
実
上
斎
姓
名
の
名
主
に
無
二
す
る

よ
う
な
農
民
で
あ
っ
た
。

　
㈹
　
以
上
の
諸
点
よ
り
み
て
、
均
等
正
御
供
田
の
成
立
は
、
名
や

荘
の
成
立
に
お
く
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
同
時
点
に
お
い
て
、

正
御
供
米
収
取
の
再
編
成
と
し
て
成
立
し
て
来
た
一
連
の
も
の
で
あ

り
、
全
体
と
し
て
政
治
的
に
編
成
さ
れ
た
き
わ
め
て
作
為
性
の
強
い

も
の
で
あ
っ
た
ど
考
え
ら
れ
る
。
両
荘
が
田
地
の
み
の
単
純
な
構
成

を
と
っ
て
い
る
こ
と
も
、
正
直
供
田
・
名
・
荘
の
三
者
が
初
見
史
料

に
お
い
て
同
時
に
見
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
か
一
つ
も
、
そ

れ
以
前
の
史
料
に
は
出
現
し
な
い
の
も
そ
れ
を
裏
書
す
る
も
の
で
あ

る
。　

㈹
　
し
た
が
っ
て
こ
の
均
等
名
編
成
は
、
水
田
荘
や
下
染
荘
示
永
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名
の
場
合
の
よ
う
に
、
鎌
倉
末
期
ま
で
九
州
地
方
の
一
般
的
な
収
取

構
造
で
あ
っ
た
在
家
役
賦
課
の
体
制
と
は
薩
接
む
す
び
つ
く
も
の
で

は
な
い
。
た
だ
正
順
供
田
お
よ
び
「
後
地
レ
を
ふ
く
め
た
三
町
程
度

の
名
体
制
が
つ
く
ら
れ
る
条
件
と
し
て
、
有
力
農
民
に
よ
る
田
地
耕

作
権
の
安
定
的
確
立
と
い
う
一
般
的
状
況
は
当
然
確
認
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
鎌
倉
最
末
期
と
い
う
時
点
で
、
こ
の
体
制
が
作
ら
れ
た
こ

と
も
、
単
に
外
約
条
件
に
よ
る
定
免
化
の
必
要
と
い
う
こ
と
だ
け
で

な
く
、
生
産
構
造
の
あ
り
方
麟
体
の
中
に
、
そ
れ
を
有
利
と
す
る
条

件
が
生
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
ω
　
か
く
て
こ
の
体
制
は
、
と
く
に
㈲
で
述
べ
た
部
（
望
粥
）
と
駈

士
の
性
格
、
，
お
よ
び
回
者
の
関
係
や
、
そ
れ
が
在
家
支
配
と
無
関
係

で
あ
る
点
な
ど
、
熱
田
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
高
野
山
領
の

紀
創
国
警
荘
の
南
北
朝
期
に
お
け
る
支
配
の
再
編
成
で
あ
る
、
い
わ

ゆ
る
「
分
田
」
支
配
と
相
似
た
性
格
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ

う
し
て
名
の
耕
作
者
で
あ
る
駈
士
の
土
地
所
有
権
を
、
名
隣
的
に
も

み
と
め
る
の
で
は
な
く
、
名
賠
的
に
は
、
給
主
的
性
絡
を
も
つ
部

（
戸
）
主
を
も
っ
て
名
主
に
相
当
さ
せ
る
と
い
う
形
で
、
あ
く
ま
で

も
農
民
の
土
地
所
有
権
を
法
事
に
は
み
と
め
な
い
体
制
で
あ
っ
た
点
、

や
は
り
そ
の
性
格
は
反
動
約
な
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

①
　
永
噌
弘
文
書
6
　
　
瓢
瓢
ハ
四
臨
写
G

②
鑑
塁
十
二
年
九
月
岩
崎
正
御
供
田
検
見
洗
進
状
案
（
永
泓
文
霊
e
三
三
八
号
）
。

③
　
基
準
量
の
上
で
も
中
世
末
に
な
る
と
雑
ぜ
ら
れ
、
岩
崎
寝
も
小
野
荘
も
十
こ
石

　
五
斗
ず
つ
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
　
（
文
明
十
阿
附
年
十
凸
月
臼
宇
佐
愉
瞬
箆
供
脚
則
篇

　
崎
荘
等
検
注
状
一
永
弘
文
書
O
『
大
分
県
史
料
』
¢
D
一
〇
九
八
骨
．
年
月
日
未
詳

　
　
御
供
二
日
米
銭
注
文
、
同
五
九
八
母
）
。

④
　
長
禄
二
年
灘
月
昔
二
霧
　
宇
姓
密
年
中
供
米
菜
二
二
文
（
到
津
愛
馬
e
　
二
四

　
五
弩
）
。

⑤
　
　
（
年
未
詳
九
月
）
宇
佐
宮
正
供
田
条
々
導
標
野
（
同
郷
　
二
八
五
旦
’
7
）
。

⑥
建
武
閨
年
九
月
置
小
野
荘
吉
成
名
駈
士
安
泓
申
状
案
（
同
右
一
三
七
号
）
。

⑦
　
本
節
註
②
文
潜
。

⑧
正
し
く
は
「
八
幡
宇
佐
宮
郷
神
領
大
鏡
扁
と
称
し
、
そ
の
成
立
は
建
久
菰
～
七
’

　
年
の
頃
、
宇
佐
大
宮
司
宇
佐
公
…
舞
の
編
纂
に
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
到
津
文

　
勲
日
⇔
一
凹
轟
八
分
県
中
｛
料
』
㈱
一
四
六
八
口
写
、
中
野
嫌
…
能
氏
柵
解
説
に
よ
る
）
。

⑨
　
明
応
十
年
臨
月
鷹
日
　
小
野
荘
齋
戒
名
等
連
署
請
文
（
永
弘
文
欝
蔭
毒
…
『
大
分

　
県
史
料
』
⑤
ー
コ
訟
閤
闘
号
）
、
　
な
お
こ
の
文
書
を
『
大
分
県
史
料
』
で
は
岩
崎

　
荘
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。

⑩
　
配
平
十
八
年
正
月
十
八
日
　
番
長
永
弘
璽
輔
洗
進
状
案
（
永
弘
文
欝
8
…
二
五
五

　
号
）
の
端
裏
に
「
高
醐
御
玉
小
野
庄
十
二
名
次
第
漏
と
あ
る
。

⑪
　
　
（
天
正
七
年
）
凶
月
廿
八
曇
字
佐
宮
一
祉
中
礒
安
蔓
草
（
到
津
文
警
⇔
圏
三
七

　
号
）
に
、
　
「
顯
社
御
心
味
地
小
野
島
十
二
名
・
岩
崎
か
圧
六
名
…
…
」
と
あ
る
。

⑫
　
中
野
幡
能
氏
の
永
泓
文
書
に
対
す
る
解
説
に
よ
る
（
『
大
分
県
史
料
』
③
）
。

⑬
　
天
治
元
年
五
鍔
十
九
日
　
悉
羅
宇
佐
保
俊
解
状
案
（
永
弘
文
鞍
θ
　
工
号
）
。

⑭
蕉
半
三
歪
皐
三
日
宇
莫
寄
創
製
書
案
（
二
二
　
三
三
九
号
）

⑯
｝
　
こ
の
条
々
事
書
の
⑮
双
軸
…
使
役
事
鱒
部
煮
役
事
は
小
野
菰
砧
・
岩
擁
「
荘
一
の
区
溺
は

　
記
し
て
な
い
が
、
㊥
「
岩
崎
雀
事
扁
の
ゆ
の
「
収
納
使
弁
部
空
注
進
上
候
」
を
う

　
け
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
奴
納
綻
の
姓
矯
津
は
岩
崎
に
．
隣
接
す
る
地
名
で
、
そ
の

　
地
を
根
拠
に
し
て
い
た
脅
で
あ
ろ
う
、
、

⑯
　
本
節
註
⑭
文
書
。
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⑰
　
本
節
註
③
文
書
。

⑱
正
平
土
矢
旱
七
日
宇
佐
莫
高
氏
家
御
教
墓

　
九
日
　
同
（
永
弘
文
書
〇
　
一
一
皿
一
一
一
〇
・
三
三
三
号
）
Q

⑲
・
本
節
註
⑭
文
書
。

⑳
　
本
節
識
⑨
文
書
。

⑳
永
弘
父
欝
ω
　
こ
ご
一
斗
写
。

㊧

同
年
九
月
＋

　
宝
徳
元
年
に
も
小
野
荘
の
駈
士
等
は
「
野
々
訴
訟
」
を
も
っ
て
、
当
作
風
毛
に

　
よ
る
扶
持
を
要
隷
酬
し
て
し
て
い
る
（
宝
μ
櫻
兀
年
九
月
廿
九
臼
明
本
潅
”
状
一
永
弘
文

　
灘
口
¢
⇒
　
　
七
一
一
八
篇
写
）
。

㊧
　
　
（
年
未
詳
）
七
二
某
書
状
・
岡
九
月
祝
宮
増
欝
状
ハ
永
弘
文
目
口
　
八
七
一
・

　
八
七
二
号
）
い
ず
れ
も
長
禄
の
頃
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
天
蕉
十
五
年
六

　
月
三
日
大
宮
司
宮
戒
公
三
瓶
頼
浮
付
（
宮
三
文
霊
一
『
大
分
県
史
料
』
単
一
二
二

　
二
号
）
に
も
三
ナ
六
町
と
あ
る
。
こ
の
面
麟
は
形
式
的
に
は
　
心
し
て
変
化
な
か

　
つ
た
も
の
と
慰
わ
れ
る
。

⑳
竹
内
理
雀
「
講
座
日
本
荘
網
史
」
第
十
四
講
寅
臼
木
歴
史
臨
＝
…
○
野
）
。

・
⑳
　
『
平
安
臓
瑚
文
』
第
九
巻
四
五
潤
九
号
、
但
し
こ
れ
以
後
完
全
に
全
て
の
封
卿
や

　
治
繊
が
不
輸
不
入
化
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
多
く
半
不
輸
の
状
況
で
あ
っ
た
ら
し

　
い
。
註
⑱
の
文
書
に
よ
る
と
、
番
長
は
御
供
米
塀
怠
の
免
蹴
作
人
を
陣
翫
す
る
よ

　
う
飼
衙
に
申
し
入
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
半
不
輸
で
あ
っ
た
が
ら
で
あ
る
。
し
か

　
し
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
不
輸
の
方
向
を
強
め
て
ゆ
き
、
鎌
倉
後
期
の
荊
荘

　
成
立
時
以
降
は
お
そ
ら
く
魍
衙
の
機
能
も
劣
え
、
写
実
上
、
農
園
術
関
係
に
お
い

　
て
は
不
輪
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

鵬
　
本
節
註
偽
判
宮
増
嘗
状
。

む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
三
つ
の
均
等
名
体
・
制
は
、
そ
の
お
か
れ

た
請
条
件
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
か
な
り
の
独
自
の
特
微
を
も
っ

て
い
た
。
そ
れ
ら
の
点
に
九
州
の
百
姓
名
体
制
全
般
に
つ
な
が
る
璽

要
な
問
題
も
多
く
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
水
田
荘
南
島
の
場
合
に
指
摘

し
た
村
落
の
二
重
構
造
の
園
定
化
の
歴
史
的
意
義
、
そ
れ
に
こ
れ
は

糸
永
名
の
場
含
に
も
共
通
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
こ
れ
が
、
九
州
地

方
で
長
い
間
収
取
の
基
幹
的
形
態
で
あ
っ
た
在
家
役
収
取
の
体
言
を

前
提
と
し
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
と
く
に
重
要
な
点

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
各
論
に
お
い
て
要
約
を
加
え

て
お
い
た
の
で
、
く
り
返
す
こ
と
は
さ
け
、
こ
こ
で
は
九
州
に
お
け

る
均
等
名
体
制
に
つ
い
て
、
総
括
的
に
そ
の
歴
史
的
評
価
な
り
位
濁

づ
け
な
り
を
お
こ
な
っ
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。

　
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
そ
の
成
立
が
、
十
四
世
紀
の
、
一

般
的
に
い
っ
て
荘
園
制
の
解
体
が
決
定
的
と
な
り
、
商
愚
流
通
．
貨

幣
経
済
の
浸
透
が
顕
著
と
な
る
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
、
荘
園
領
主
に

よ
る
支
配
の
再
編
成
に
せ
よ
、
在
地
領
主
に
よ
る
新
た
な
支
配
の
確

立
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
強
力
な
在
地
掘
握
を
め
ざ
す
一
定
の
政
治
的

目
的
を
も
っ
て
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
点
は
共

通
の
特
質
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
第
一
の
点
に

つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農

斑
の
阻
地
と
の
結
び
つ
き
の
強
化
、
田
地
の
生
産
力
の
向
上
に
も
と
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つ
く
在
家
役
の
田
率
化
を
契
機
に
、
収
取
の
均
分
化
を
図
る
べ
く
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

有
田
の
調
整
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
い
っ

て
妥
嚢
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
一
般
論
に

す
ぎ
よ
う
。
均
等
名
体
制
の
成
立
は
決
し
て
普
遍
的
に
み
ら
れ
た
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
自
体
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
特
殊
な
政

治
的
産
物
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
鎌
倉
中
末
期
に
い
た

り
逢
着
す
る
に
い
た
っ
た
荘
園
制
の
矛
鷹
の
一
つ
の
解
決
形
態
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
私
が
こ
れ
ま
で
行

な
っ
て
来
た
研
究
を
参
考
に
、
一
応
の
図
式
化
を
試
み
て
お
き
た
い
。

　
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
鎌
倉
中
末
期
の
荘
園
領
主
の
暴
富
は
、
在

地
領
主
制
の
発
展
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
困
難
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
荘
園
領
主
側
の
対
応
は
、
社
会
約
・
経
済

的
諸
条
件
、
ま
た
政
治
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
多
様
で
あ
っ

た
。
ま
ず
中
央
権
門
が
荘
務
権
を
も
っ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
遠
隔
地
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

園
で
は
、
特
殊
な
場
合
を
の
ぞ
き
、
一
般
的
に
い
っ
て
在
地
領
主
の

請
負
化
が
す
す
ん
で
、
荘
園
領
主
は
寄
生
化
の
傾
向
を
た
ど
り
、
鎌

倉
幕
府
法
秩
序
の
解
体
の
中
で
事
実
上
退
転
を
と
げ
て
ゆ
く
。
摂
関

暴
富
）
驚
津
荘
の
場
合
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
舳
・
次
に
地
，

方
社
寺
領
の
場
合
で
あ
る
が
、
九
州
地
方
で
は
宇
佐
宮
お
よ
び
大
宰

府
天
満
宮
安
楽
寺
等
を
の
ぞ
く
国
の
一
宮
や
郡
社
の
所
領
は
、
殆
ん

ど
が
半
不
輸
の
免
田
所
領
で
あ
り
、
国
郡
衙
の
機
能
に
よ
っ
て
そ
の

収
取
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
地
方
社
寺
領

で
は
、
国
衙
機
構
の
衰
退
は
同
時
に
所
領
の
維
持
困
難
を
も
た
ら
し
、

そ
の
克
服
の
た
め
、
社
家
慮
ら
が
及
び
う
る
局
限
さ
れ
た
地
域
で
、

下
地
煽
止
権
を
と
も
な
う
一
円
所
領
の
実
力
に
よ
る
確
保
に
向
う
。

肥
前
国
一
宮
の
河
上
神
社
領
、
同
じ
く
肥
前
国
杵
島
郡
の
郡
鎮
守
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

雄
神
社
領
の
場
合
な
ど
が
そ
の
代
表
的
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　
次
に
全
九
州
約
規
模
を
も
つ
宇
佐
宮
領
や
大
宰
府
天
満
宮
領
で
も
、

半
不
輸
領
の
場
合
や
、
遠
隔
の
所
領
の
場
合
は
前
二
者
と
ほ
ぼ
栢
似

た
事
清
が
想
定
さ
れ
る
が
、
膝
下
の
一
円
所
領
中
重
要
な
も
の
に
対

し
て
は
、
そ
れ
だ
け
に
む
し
ろ
こ
れ
を
一
所
懸
命
の
地
と
し
て
確
保

す
べ
く
、
集
中
的
努
力
を
傾
注
し
、
支
配
体
制
の
再
編
成
を
は
か
っ

た
。
水
田
荘
の
均
等
名
体
制
は
そ
の
代
表
的
事
例
と
さ
れ
る
。
岩
崎

・
小
野
両
荘
の
均
等
名
体
制
も
、
宇
佐
宮
社
家
（
番
長
）
が
、
浮
免

的
賦
課
形
態
か
ら
定
免
化
に
よ
っ
て
一
層
明
確
な
下
地
把
握
を
果
そ

う
と
し
た
も
の
で
、
い
わ
ば
水
田
荘
の
場
合
と
河
上
・
武
雄
社
領
の

場
合
の
両
方
の
性
格
を
併
せ
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
一
方
田
染
荘

糸
永
名
の
場
合
は
、
そ
れ
が
在
地
領
主
側
の
支
配
体
制
と
し
て
採
用
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九州における均等名体舗の成立と性格（工藤）

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
在
地
領
主
支
配
の
独
自
の
新
し

い
も
の
で
は
な
～
＼
岩
崎
荘
・
小
野
荘
な
ど
に
み
ら
れ
る
宇
佐
裳
の

膝
下
所
領
の
支
配
体
制
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
九
州
に
お
け
る
均
等
名
体
制
は
、
荘
園
支
配
が

解
体
に
向
い
、
実
力
に
よ
る
下
地
支
配
が
必
要
と
な
り
、
し
か
も
一

方
で
農
民
的
土
地
所
有
権
が
成
熟
し
つ
つ
あ
る
段
階
に
、
そ
れ
を
可

能
と
す
る
よ
う
な
特
殊
な
条
件
i
強
力
な
直
接
支
配
…
…
を
も
っ

た
場
合
の
み
に
成
立
し
え
た
も
の
で
、
し
か
も
基
本
的
に
は
荘
園
制

的
編
成
方
式
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
九
州
の
均
等
名
体
制
は
、
興

福
寺
領
の
大
和
圏
諸
勢
や
高
野
山
領
の
紀
伊
国
諸
荘
が
、
平
安
末
～

鎌
倉
初
期
と
南
北
朝
期
の
二
つ
の
段
階
で
果
し
た
も
の
を
、
併
せ
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
と
思
う
。

　
均
等
誹
議
儲
の
評
価
は
、
今
日
中
世
史
研
究
上
重
要
な
論
点
と
な
っ
て

い
る
二
つ
の
問
題
と
派
生
的
な
関
連
を
も
つ
。
　
一
つ
は
殻
近
火
山
並
平
氏

が
、
領
主
制
の
発
展
と
は
在
地
性
の
理
工
で
あ
る
と
い
う
領
主
制
論
の
パ

イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
石
市
田
正
氏
以
来
の
通
説
に
対
し
、
逆
に
「
日
本
の
領

主
制
が
中
倣
を
通
じ
て
、
よ
り
深
く
、
よ
り
確
実
に
在
地
に
浪
を
お
ろ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

う
と
努
力
し
つ
づ
け
た
事
実
を
重
視
陣
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
れ
は

古
代
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
に
刻
印
さ
れ
て
、
領
主
制
は
公
権
へ
の
依
存
か
ら

鵡
発
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
、
日
本
史
の
独
宿
罪
を
強
調
し
た
も

の
で
あ
る
。
職
の
体
系
に
依
序
し
た
支
削
の
克
服
と
し
て
、
よ
り
強
露
な

下
地
支
配
が
果
さ
れ
て
い
く
と
い
う
基
本
的
方
向
は
、
箭
述
の
ご
と
く
九

州
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
均
等
益
体
鋼
の
成
立
も
そ

の
一
環
で
あ
っ
た
。
そ
の
か
ぎ
り
で
私
も
大
山
氏
の
提
苫
に
賛
意
を
表
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
至
要
な
こ
と
は
、
「
在
地
性
偏
・
「
下
地
支
測
」
の
内

容
・
実
態
を
も
っ
と
明
確
に
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
と
く
に
大

由
氏
に
よ
っ
て
「
在
地
性
の
中
核
部
分
を
な
す
」
と
さ
れ
た
直
営
閏
経
営

の
問
題
は
、
も
っ
と
具
体
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
九
州
地

方
な
ど
で
は
、
既
述
の
ご
と
く
央
役
を
ふ
く
め
た
在
家
役
の
銭
納
化
が
鎌

倉
後
期
以
降
進
行
し
、
佃
の
名
々
へ
の
分
舗
も
進
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
当
然
話
調
氏
の
指
摘
す
る
土
塗
支
紀
に
お
け
る

貨
幣
の
重
要
性
と
闘
輸
し
て
来
る
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
指
楽
し
た
よ
う

に
、
均
簿
名
体
鰯
の
成
立
な
ど
で
示
さ
れ
る
頒
主
の
「
在
地
性
」
深
化
の

時
期
が
、
商
贔
経
済
・
貨
幣
流
逓
の
か
な
り
の
発
展
が
み
ら
れ
る
段
階
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
注
鼠
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
い
ま
一
つ
は
荘
園
制
の
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。
均
等
名
体
制
は
渡
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

澄
夫
氏
に
よ
っ
て
荘
園
制
の
完
成
を
示
す
も
の
と
い
わ
れ
て
来
た
．
ま
た

永
原
慶
二
氏
も
先
進
地
帯
の
十
二
世
紀
に
お
け
る
不
輸
不
入
化
を
実
脱
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
寄
進
晶
系
荘
園
を
も
っ
て
荘
颪
制
の
典
型
を
示
す
も
の
と
さ
れ
怠
。
こ

れ
に
対
し
私
は
さ
き
に
、
そ
れ
は
む
し
ろ
荘
園
制
の
変
質
と
し
て
理
解
さ

る
べ
き
で
、
荘
園
制
の
本
来
的
性
格
は
、
む
し
ろ
羅
衙
機
構
等
と
の
摺
互

補
完
的
関
係
に
お
い
て
な
り
た
っ
て
い
る
段
階
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し

⑧
．

た
。
本
稿
で
究
聾
し
た
九
州
に
お
け
る
均
等
名
体
制
の
あ
り
方
も
、
そ
の
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よ
う
な
観
点
に
た
っ
て
考
え
る
時
、
も
っ
と
も
合
理
的
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
荘
園
体
制
完
成
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
さ

れ
て
来
た
不
輸
不
入
化
あ
る
い
は
定
免
化
、
さ
ら
に
は
最
も
完
成
し
た
荘

園
制
的
支
配
形
態
と
さ
れ
る
均
等
名
体
制
が
、
荘
園
体
制
の
の
ぼ
り
坂
に

お
い
て
で
は
な
く
、
実
は
荘
園
制
的
支
配
の
全
般
的
解
体
の
過
程
に
お
い

て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
田
翼
壁
糸
永
名
の
場
合
が
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
在
地
領
主
の
支
配
体
制
と
の
同
質
化
で
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
九
州
地
方
の
鎌
倉
末
～
爾
北
朝
期
の
荘
園
支
配
の
展
開

過
程
か
ら
見
て
も
、
貴
族
的
領
有
の
体
制
と
し
て
の
荘
園
制
の
本
来
の
あ

り
方
は
、
職
の
体
系
に
よ
っ
て
相
互
に
補
完
さ
れ
る
よ
う
な
、
免
購
．
半

不
輸
・
浮
免
・
入
り
組
み
と
い
っ
た
、
　
一
般
に
は
荘
園
制
と
し
て
は
未
熟

な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
段
階
に
も
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
九
州
の
均
等
名
に
つ
い
て
は
本
稿
で
ふ
れ
な
か
っ
た
事
例
も
い
べ

つ
か
あ
る
。
そ
れ
は
本
稿
が
、
均
等
名
体
捌
の
成
立
と
性
格
を
、
在

家
の
進
化
と
い
っ
た
経
済
史
的
観
点
か
ら
で
な
く
、
そ
の
政
治
的
条

件
を
も
ふ
く
め
て
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
た
め
、

断
片
的
史
料
し
か
存
在
し
な
い
場
合
は
、
あ
え
て
こ
れ
を
と
り
上
げ

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も

本
稿
の
考
察
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
正
確
な
判
断
を

く
だ
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
た

い
。
な
お
、
本
稿
自
体
究
明
の
足
り
な
い
点
を
多
く
残
し
て
い
る
。

大
方
の
御
叱
正
を
お
願
い
す
る
。

①
佐
州
弘
門
浮
免
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
〇
一
号
）
、
佐
川
氏

　
の
こ
の
論
文
は
、
鎌
倉
末
以
降
に
お
け
る
在
家
体
制
の
再
編
成
を
、
そ
の
結
果
名

　
や
門
か
ら
除
外
さ
れ
て
戒
博
し
た
「
浮
免
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
、
拙
稿

　
と
は
い
わ
ば
う
ら
は
ら
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。

②
た
と
え
ば
三
壁
寺
領
燈
後
上
大
野
荘
で
は
天
正
年
三
ま
で
領
家
年
貢
が
寄
進
さ

　
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
九
州
荘
園
研
究
上
の
二
・
三
の
問
題
」

　
（
飛
熊
本
史
学
』
一
一
六
号
）
で
ふ
れ
た
。
最
近
飯
田
久
雄
氏
が
『
大
分
県
地
方
史
駈

　
三
八
・
霊
九
・
四
〇
合
併
号
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
と
間
い
て
い
る
が
未
見
で
あ

　
る
。

③
拙
稿
「
遠
隔
地
荘
園
の
支
配
構
造
（
『
史
林
臨
四
五
巻
訂
写
）
参
照
。

④
拙
稿
二
宮
社
領
免
田
の
支
配
構
造
」
（
『
日
本
史
研
究
』
六
七
号
×
同
「
肥
前

　
礪
武
雄
玉
筆
の
支
配
構
造
」
　
（
原
田
敏
明
先
生
古
稀
記
念
『
環
史
論
叢
』
所
収
）

　
参
照
。

⑤
門
中
世
史
研
究
の
一
視
角
扁
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
一
〇
九
考
）
。

⑥
前
掲
雷
お
よ
び
「
公
武
権
力
と
荘
園
側
」
（
岩
波
講
座
『
臼
木
歴
史
』
中
世
2
）
。

⑦
「
荘
園
制
の
歴
史
的
位
置
」
（
『
罠
本
封
建
社
会
成
立
過
程
の
研
究
』
所
収
）
。

⑧
　
　
「
荘
園
の
性
格
」
（
『
臼
本
歴
史
』
二
〇
〇
弩
、
後
『
臼
本
史
の
問
題
点
』
に
収

　
録
）
。

〔
付
馬
〕
　
本
稿
の
一
部
は
昭
三
四
〇
年
・
度
西
日
本
史
学
会
春
季
大
会
ハ
於
九
大
）

で
発
表
し
た
。
そ
の
際
有
益
な
御
教
示
を
与
え
ら
れ
た
用
添
昭
二
氏
に
際
く
郷
礼
を

申
し
あ
げ
た
い
。
　
（
一
九
六
六
↓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
熊
本
大
学
助
教
授
）
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The　Formation　and　Character　of　th6　Kint∂物・∂＝均等名

　　　　　　　　　　　　　　System　inκy命砺九州

by

Keiichi　Kudo

　This　article　is　to　explain　sy魔hざtically　the　Hyabush6myδ百姓名

system　of．manor　in絢露s海z2九州，　especiaHy　the　s乞ruc七ure　a！ユd　character

of　the　Kinto“my6均等名system，　not　only　as　a　probiem　of　the　evolution

of　Z認んθ在家，　but　a1串。　ill　each　political　conditions．　The　three　cases，

Mitanosh6水濁荘呈n　the　C励㎎’o筑後cou批ry，　T¢20menosho田染荘in

the　Bungo豊後country，　and伽αsα馴初。碗δ岩崎神田the　Buzen豊前
coulltry　（and　Ononosh6　つ、野荘≡）　in　the　Bntngo　country），．are　treated　in

this　artlcls　as　historical　materials，　which　have　each　speciality　with

the　certain　related　sources　that　lead　to　otir　considei’able　supposltion

of　lts　circUmstances　of　those　days，　except　the　fragmentary　sources．

Then，　there　were　the　two　problems　in　the　character　of　those　1〈int6一

吻6system，　the　problems　which　consisted　of　the　formation　of　the

Hyakush6my6　system　in　the　advanced　area　in　the　12th　century　q．　nd

the　reformation　of　rUle　as　in乞he　territory　under　the　K6yasan高野山

and　K6faleuj．i、興福寺in　the　period　of　Nanbofluch6爾北朝；圭t　was　never

the　completion　of　manorial　governmeiit，　but　reorgani2期目ion．

Historico－geographical　Research　on　the　Jleeda池田Manor

　　　under　the　Rule　of　the　Matsuo松尾．ShriRe　in　the

　　　　　　　　lower　Basin　of　the　Tenayu天龍River

by

Takeo　Tanioka

　The　document　registered　ln　the　3rd　year　of　Ka6嘉応（1171）about

the　Ileeda　池日≡i　man6r，　under　the　rule　of　the　Matsuo　著公尾　Shrine，　in

the　T6t6mi　」’gsi”？1［　province，　was　very　important　to　kmow　the　origln　of

the　dispersed　settlements　iR　Japan，　as　already　pointbd　out　by　the　late

Dr．　M．　Fujita；　but　as　this　manor　was　situated　on　the　fiood　plaiB　in

the玉ower　part　of　the　Tenryu天龍r量ver，　and　su鉦ered堕rorn　frequent

（332）


