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大化・白惟期の班田と校田について（。．完

（
１
）

畿
内
と
い
う
一
定
の
地
域
的
な
区
画
が
制
度
と
－
」
て
成
立
Ｉ
し
た
の
は
、
一
般
に
大
化
の
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
改

新
詔
の
第
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
畿
内
制
度
は
、
国
の
区
画
を
基
礎
と
し
た
令
制
的
な
畿
内
制
と
異
な
っ
て
、
単
に
四
地
点
で
の

（
２
）

み
そ
の
境
界
を
一
不
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
信
愚
性
を
疑
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
改
新
詔
に
あ
っ
て
、
こ
の
畿
内
制
に
関
す
る
規
定
は
、
大

化
当
時
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
畿
内
と
い
う
地
理
的
空
間
が
形
成
さ
れ
た
の
は
か
な
り
古
く
、
既

五
畿
内
を
中
心
と
し
た
校
田
と
田
地
賜
与

大
化
・
白
惟
期
の
班
田
と

校
田
に
つ
い
て
口
．
完

七六五四三二

石
母
田
説
の
検
討

大
化
・
白
惟
期
の
班
田
・
校
田
関
係
記
事

東
国
に
お
け
る
校
田
と
班
田
（
以
上
二
六
巻
二
号
）

畿
内
を
中
心
と
し
た
校
田
と
田
地
賜
与

改
新
詔
と
白
惟
三
年
の
班
田
記
事

む
す
び
〈
以
上
本
号
）

は
じ
め
に

梅
田
康
夫
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に
弥
生
時
代
に
お
い
て
小
河
川
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
一
定
の
地
域
的
ま
と
ま
り
は
、
古
墳
時
代
に
入
る
と
淀
川
水
系
を
め
ぐ

（
３
）

る
特
殊
な
環
状
地
帯
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
、
７
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
畿
内
制
の
前
進
と
も
い
う
べ
き
実
態
的
な
区
域

（
４
）

は
、
大
化
前
代
に
お
い
て
既
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
動
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
ウ
チ
ッ
ク
ニ
」
と
称
さ
れ
、
自
然
的
に
発
生
し
た
一
定

の
境
界
と
な
る
地
点
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
。
そ
の
境
界
点
は
、
基
幹
的
な
道
路
上
に
位
置
す
る
交
通
上
・
軍
事
上
の
要
衝
で
も
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
境
界
点
を
除
け
ば
、
「
ウ
チ
ッ
ク
ニ
」
の
境
域
は
か
な
り
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
明
確
な
界
線
に

よ
っ
て
区
画
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
人
為
的
な
行
政
区
域
と
は
い
え
な
い
。
改
新
詔
の
畿
内
制
は
、
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す

る
大
化
前
代
の
領
域
区
分
を
制
度
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
大
化
の
畿
内
制
が
導
入
さ
れ
た
理
由
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
他
の
地
域
と
の
関
連
で
有
す
る
意
義
・
特
色
に
つ
い
て
は
、
朝
廷

（
５
）

権
力
の
構
成
員
す
な
わ
ち
官
人
有
資
格
者
の
居
住
地
域
と
い
う
点
に
求
め
る
説
、
百
済
の
「
五
方
五
部
」
と
い
う
軍
事
的
編
成
と
の

（
６
）

（
７
）

類
似
で
考
え
る
説
、
部
民
制
の
廃
止
や
評
制
の
施
行
の
よ
う
な
改
革
か
ら
除
外
さ
れ
た
地
域
と
い
う
面
か
ら
捉
、
え
る
説
、
天
子
の
居

（
８
）

（
９
）

所
で
あ
る
京
師
と
の
密
接
な
関
係
を
強
調
す
る
説
、
天
子
を
中
心
と
し
た
礼
秩
序
の
空
間
的
認
識
と
い
う
面
か
ら
捉
、
え
る
説
、
等
が

唱
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
民
衆
支
配
の
あ
り
方
と
い
う
面
か
ら
畿
内
制
を
特
色
づ
け
る
、
大
津
透

（
皿
）

氏
の
最
近
の
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
律
令
制
下
に
お
い
て
民
衆
に
課
せ
ら
れ
た
諸
負
担
は
、
畿
内
と
畿
外
と
で
そ
の
性
格

を
異
に
し
て
お
り
、
畿
外
で
は
大
化
前
代
の
国
造
制
下
の
形
態
を
残
し
、
ま
た
服
属
儀
礼
的
性
格
を
窺
わ
せ
る
の
に
対
し
、
畿
内
で

は
、
籍
帳
に
よ
る
徹
底
的
な
個
別
的
人
身
把
握
を
基
礎
に
し
て
、
在
地
首
長
を
媒
介
と
せ
ず
国
家
が
民
衆
を
直
接
に
支
配
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
畿
内
と
畿
外
の
相
違
は
大
化
前
代
に
遡
り
、
そ
れ
は
、
要
す
る
に
畿
内
に
お
け
る
国
造
制
的
支
配
の
欠
如

に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
土
地
支
配
の
面
で
は
、
畿
内
の
屯
倉
は
大
和
王
権
自
ら
開
墾
し
て
地
溝
開
発
を
行
な
っ

た
の
に
対
し
、
畿
外
の
屯
倉
は
実
質
的
に
は
国
造
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
条
里
制
、
班
田
制
と

密
接
な
連
関
を
有
す
る
田
租
制
は
、
ま
ず
畿
内
に
お
い
て
成
立
し
、
畿
外
に
お
い
て
は
、
田
租
の
徴
収
・
管
理
権
は
大
宝
以
降
に
な
っ
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た
だ
し
、
大
津
氏
の
研
究
は
、
あ
く
ま
で
も
律
令
制
下
の
負
担
体
系
の
分
析
等
か
ら
、
畿
内
と
畿
外
に
お
け
る
支
配
榊
造
の
違
い

や
、
そ
の
違
い
が
も
た
ら
さ
れ
た
理
由
を
、
か
な
り
巨
視
的
に
探
っ
た
も
の
で
あ
り
、
大
化
に
お
け
る
改
革
を
史
料
に
則
し
て
具
体

的
に
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
畿
内
制
の
成
立
と
い
う
視
点
か
ら
、
大
化
に
お
け
る
改
革
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
課
題

は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
畿
内
と
い
う
地
域
的
な
限
定
が
加
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
改
新
詔
に
規
定

さ
れ
た
事
項
を
そ
の
ま
ま
改
革
の
中
味
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
個
別
具
体
的
な
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
本
稿
で
は
土
地

支
配
の
あ
り
方
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
民
衆
支
配
の
あ
り
方
と
密
接
不
可
分
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
は

言
を
俟
た
な
い
。
た
だ
、
部
民
制
や
国
造
制
等
の
変
革
に
関
す
る
問
題
は
、
い
わ
ば
支
配
構
造
の
根
幹
に
係
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
大
化
改
新
の
歴
史
的
意
義
を
全
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
中
で
は
じ
め
て
解
明
し
得
る
課
題
で
も
あ
る
の
で
、
今
の
と
こ
ろ
残

念
な
が
ら
そ
れ
ら
の
問
題
に
直
接
に
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

て
は
じ
め
て
国
司
に
移
っ
た
と
す
る
。
屯
倉
を
中
核
と
す
る
大
和
王
権
の
領
域
的
支
配
が
公
地
支
配
へ
と
発
展
し
、
畿
内
に
お
い
て
、

（
ｕ
）

租
税
や
力
役
の
直
接
的
・
人
身
的
な
徴
発
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

（
皿
）

こ
の
大
津
氏
の
見
解
は
、
畿
内
と
畿
外
と
の
支
配
構
造
の
差
異
に
着
目
す
る
と
い
う
点
で
は
、
大
山
誠
一
氏
の
研
究
と
辻
〈
通
す
る

面
を
有
す
る
が
、
そ
の
支
配
構
造
の
実
態
的
な
捉
え
方
は
全
く
正
反
対
の
様
相
を
呈
し
、
そ
の
結
果
、
大
山
氏
に
よ
れ
ば
、
大
化
前

代
の
部
民
制
的
社
会
構
造
の
変
革
は
畿
外
か
ら
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
逆
に
大
津
氏
に
よ
れ
ば
、
律
令
制
的
な
個
別
人

（
皿
）

身
支
配
に
つ
な
が
る
改
革
は
、
ま
ず
畿
内
よ
り
始
め
．
わ
れ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
大
山
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
既
に
長
山
泰
孝
氏
の

（
ｕ
）

批
判
に
も
あ
る
よ
う
に
、
大
化
の
改
革
に
お
い
て
畿
内
を
全
く
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
土
地
支
配
を

め
ぐ
っ
て
一
定
の
変
革
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
基
本
的
に
は
大
化
の
畿
内
制
は
、
改
革
か
ら
除
外
さ
れ

た
地
域
と
し
て
消
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
大
津
氏
の
ご
と
く
、
一
定
の
改
革
が
行
な
わ
れ
た
地
域
と
し
て
積
極

6３



そ
こ
で
問
題
を
大
化
の
土
地
変
革
に
限
定
し
て
論
述
を
す
す
め
る
な
ら
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
大
化
・

白
堆
期
の
班
田
・
校
田
関
係
記
事
の
う
ち
、
前
掲
し
た
史
料
⑧
、
⑥
、
お
よ
び
史
料
㈹
、
Ｄ
の
後
段
部
分
は
、
主
に
畿
内
を
中
心
と

し
た
校
田
と
田
地
賜
与
に
関
す
る
記
事
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
次
の
四
つ
の
事
項
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

㈹
倭
国
六
県
に
対
す
る
校
田
（
史
料
㈲
の
⑪
部
分
）

回
寺
院
関
係
田
地
の
調
査
と
田
地
賜
与
（
史
料
⑧
の
⑤
部
分
、
史
料
⑪
の
⑥
部
分
）

い
官
司
屯
田
の
廃
止
と
群
臣
・
伴
造
等
へ
の
賜
与
（
史
料
⑪
の
何
部
分
）

㈲
市
司
・
要
路
津
済
渡
子
へ
の
田
地
賜
与
（
史
料
⑪
の
⑥
部
分
）

こ
れ
ら
の
う
ち
、
㈹
に
つ
い
て
は
、
畿
内
と
い
う
限
定
さ
れ
た
地
域
内
で
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な

く
明
瞭
で
あ
る
。
六
県
と
は
、
『
延
喜
式
』
の
祈
年
祭
や
月
次
祭
の
祝
詞
に
あ
ら
わ
れ
る
、
高
市
、
葛
木
、
十
市
、
志
武
、
山
辺
、
曽

布
の
六
県
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
天
皇
の
直
轄
地
で
あ
っ
た
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
六
県
に
つ
い
て
、
小
林
敏
男
氏

は
、
そ
れ
を
ア
ガ
タ
で
は
な
く
コ
ホ
リ
と
し
て
捉
え
、
そ
の
管
掌
者
は
県
主
で
は
な
く
稲
置
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
揺
役
労
働
型
ミ
ヤ

〈
旧
〉

ケ
Ⅱ
屯
田
の
設
定
さ
れ
た
一
定
の
領
域
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。
ま
た
、
鎌
田
一
元
一
氏
は
、
県
と
コ
ホ
リ
の
密
接
な
関
連
を
指
摘
し
、

屯
倉
を
中
核
と
し
て
一
定
の
領
域
的
支
配
の
行
な
わ
れ
た
コ
ホ
リ
が
、
大
化
前
代
に
お
い
て
畿
内
を
中
心
に
各
地
に
展
開
し
て
い
つ

（
焔
）

た
と
す
る
。
こ
の
鎌
田
氏
の
見
解
は
、
「
県
犬
養
連
」
に
関
す
る
『
続
日
本
紀
』
写
本
の
精
繊
な
分
析
を
経
て
提
起
さ
れ
た
ｊ
□
の
で
あ

り
、
県
犬
養
氏
は
屯
倉
と
密
接
な
結
び
付
き
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
氏
の
依
拠
し
た
黛
弘
道
氏
の
研
究

（
ｒ
）

に
よ
れ
ば
、
県
犬
養
氏
を
含
む
某
犬
養
氏
は
、
基
本
的
に
畿
内
に
お
い
て
の
み
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
キ
ー
重
視
す

る
な
ら
ば
、
犬
養
氏
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
屯
倉
を
中
核
と
し
て
発
展
し
た
コ
ホ
リ
も
ま
た
、
基
本
的
に
畿
内
に
所
在
し
た
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
倭
国
六
県
は
、
そ
の
よ
う
な
コ
ホ
リ
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
の
使
者
発
遣
は
倭

国
だ
け
を
対
象
に
し
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
た
と
え
倭
国
以
外
に
同
様
の
使
者
が
発
遣
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
コ
ホ
リ
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大化・白推期の班田と校田についてロ．完
を
対
象
と
し
た
使
者
発
遣
で
あ
り
、
そ
の
地
域
は
畿
内
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
使
者
に
よ
っ
て
、
造
籍
と
校
田
が
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
校
田
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
造
籍
に
つ
い

て
は
、
欽
明
朝
に
お
け
る
白
猪
屯
倉
の
「
田
部
丁
籍
」
、
「
田
部
名
籍
」
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
鎌
田
氏
に
よ
れ
ば
、
コ

ホ
リ
の
人
民
支
配
は
一
般
に
造
籍
を
と
も
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
倭
国
六
県
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
以
前
に
一
定
の
造
籍

が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
『
日
本
書
紀
』
の
分
注
に
よ
れ
ば
、
大
化
元
年
八
月
の
こ
の
時
の
造
籍
は
、
「
民
戸

〈
岨
〉

口
年
紀
」
の
調
査
を
意
味
し
た
。
こ
の
分
注
自
体
は
既
に
坂
本
太
郎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
後
漢
書
』
か
。
ｂ
の
引
用
で
あ
り
そ

の
ま
ま
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
戸
口
を
対
象
に
そ
の
年
令
ま
で
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
新
し
さ
が
あ
り
、
そ

れ
は
、
令
制
的
な
戸
籍
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
直
結
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
造
籍
自
体
に
つ

い
て
は
、
こ
こ
で
新
規
の
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
校
田
は
こ
の
時
に
は
じ
め
て
実
施
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
虎
尾
俊
哉
氏
は
、
正
倉
院
に
所
蔵
さ
れ
る
八
世〈
油
〉

紀
な
か
ば
の
「
新
羅
国
民
政
文
書
」
の
分
析
か
ら
、
大
化
一
別
の
屯
倉
に
お
い
て
「
賦
田
」
制
的
な
土
地
制
度
が
行
な
わ
れ
た
と
す
る
。

そ
こ
で
は
校
田
の
実
施
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
所
論
は
あ
く
ま
で
も
間
接
的
な
史
料
か
ら
の
推
論
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
校
田
の
実
施
を
直
接
に
証
明
し
た
も
の
で
は
な
い
。
「
賦
田
」
と
校
田
と
は
別
次
元
の
問
題
で
あ
り
、
た
と
え
間
接
的
に

「
賦
田
」
制
的
土
地
制
度
の
存
在
が
推
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
必
然
的
に
校
田
を
と
も
な
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い
い
き
れ
な
い
。

（
別
）

そ
の
こ
と
は
、
石
母
田
正
氏
が
「
賦
田
」
と
い
う
用
語
を
導
き
出
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
お
い
て
、
何
ら
校
田
が
実
施
さ
れ

た
形
跡
を
窺
え
な
い
点
に
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
投
下
し
た
一
定
数
の
化
外
人
に
対
し
、
｜
定
地
域
の
開
墾
予

定
地
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
一
定
地
域
へ
の
強
制
移
住
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
範

囲
が
校
田
の
結
果
積
出
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
勿
論
、
前
述
し
た
東
国
の
場
合
の
よ
う
に
、
校
田
を
経
た
上
で
「
賦
田
」
制
的

な
田
地
賜
与
が
行
な
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
い
え
ば
そ
の
二
つ
は
次
元
を
異
に
す
る
問
題
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
屯
倉
関
係
の
史
料
を
は
じ
め
と
し
て
、
大
化
前
代
に
校
田
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
存
在
し
な
い
。
勿

論
、
部
分
的
な
土
地
調
査
は
個
々
的
に
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
一
定
地
域
の
田
地
を
対
象
に
組
織
的
に
校
田
と
い
う
形
で

（
趣
）

行
な
わ
れ
た
形
跡
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
時
に
は
じ
め
て
前
述
し
た
東
国
の

場
合
と
同
時
に
、
畿
内
の
一
定
地
域
に
お
い
て
校
田
が
実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
こ
の
倭
国
六
県
を
対
象
に
行
な
わ
れ

た
校
田
の
意
義
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
班
田
と
関
連
づ
け
て
、
そ
の
準
備
的
作
業
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
後
に

詳
し
く
述
べ
る
が
、
少
な
く
と
も
史
料
的
に
み
る
限
り
、
こ
の
校
田
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
班
田
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
確
実

な
史
料
は
皆
無
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
㈹
の
場
合
の
校
田
が
畿
内
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み

行
な
わ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
回
、
い
、
㈲
の
場
合
に
つ
い
て
は
若
干
の
説
明
を
要
す
る
。

（
配
）

ま
ず
何
の
場
合
で
あ
る
が
、
坂
本
太
郎
氏
が
既
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
史
料
⑧
の
僧
尼
９
奴
稗
・
田
畝
の
調
査
と
史
料
⑪
の
田

地
賜
与
は
、
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
寺
院
保
有
の
田
地
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
、
登
録
す
べ
き

田
地
を
保
有
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
寺
院
に
対
し
て
、
新
た
に
田
と
山
を
施
入
せ
ん
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
問
題
は
、
改
新
時

に
存
在
し
た
寺
院
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
大
部
分
は
畿
内
に
所
在
し
た
よ
う
で

あ
る
。
六
世
紀
に
お
け
る
仏
教
伝
来
は
、
同
時
に
信
仰
の
場
と
し
て
の
仏
寺
の
造
営
を
も
た
ら
し
た
。
最
初
は
草
堂
的
な
も
の
に
す

ぎ
な
か
っ
た
寺
は
、
蘇
我
氏
の
庇
護
の
下
で
仏
教
の
興
隆
が
進
む
と
、
百
済
系
の
エ
人
を
は
じ
め
と
す
る
渡
来
氏
族
の
技
術
と
そ
の

活
躍
に
よ
り
、
堂
塔
、
回
廊
等
を
備
え
た
壮
大
な
伽
藍
建
築
へ
と
発
展
し
た
。
蘇
我
氏
の
氏
寺
と
し
て
崇
峻
元
年
に
建
立
が
開
始
さ

れ
た
飛
鳥
寺
（
法
與
寺
）
は
、
そ
の
よ
う
な
伽
藍
配
置
を
備
え
た
わ
が
国
で
は
じ
め
て
の
本
格
的
寺
院
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
以
降
、

聖
徳
太
子
を
は
じ
め
と
す
る
皇
族
や
各
氏
族
が
勢
力
的
に
寺
院
の
造
営
に
乗
り
出
し
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』

推
古
天
皇
三
二
年
九
月
丙
子
（
’
一
一
日
）
条
に
よ
れ
ば
、
当
時
四
六
寺
院
が
存
在
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
配
）

こ
の
大
化
以
前
、
飛
鳥
時
代
に
存
在
し
た
寺
院
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
石
田
茂
作
氏
の
先
駆
的
な
研
究
が
あ
る
。
石
田
氏
は
、
書
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大化・白推期の班田と校田について口．完
紀
や
資
財
帳
等
の
文
献
の
ほ
か
、
主
に
出
土
瓦
の
文
様
・
様
式
に
よ
っ
て
、
飛
鳥
時
代
に
存
在
し
た
寺
院
を
推
定
し
て
い
る
。
そ
の

推
定
の
仕
方
は
、
時
期
に
よ
っ
て
若
干
異
な
っ
て
い
る
が
、
一
九
四
四
年
に
発
表
さ
れ
た
『
総
説
飛
鳥
時
代
寺
院
杜
の
研
究
』
で
は
、

大
和
国
二
八
、
山
城
国
四
、
河
内
国
五
、
和
泉
国
四
、
摂
津
国
三
、
伊
賀
国
一
、
備
中
国
一
、
伊
予
国
一
一
、
豊
前
国
一
、
計
四
九
寺

（
別
）

院
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
石
田
氏
の
見
解
は
、
そ
の
後
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
基
本
的
に
引
き
継
が
れ
、
今
日
に
至
る

（
鰯
）

ま
で
通
説
的
地
位
を
占
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
鈴
木
嘉
士
口
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
寺
院
跡
の
発
掘

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
推
定
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
石
田
氏
の
古
瓦
判
定
の
甘
さ
を
批
判
し
、

（
妬
）

『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
一
二
二
年
記
事
の
真
偽
性
を
も
疑
う
、
た
な
か
し
げ
ひ
さ
氏
の
よ
う
な
見
解
も
一
方
で
は
存
す
る
。
氏
の
作
成

し
た
表
に
よ
れ
ば
、
七
世
紀
前
半
の
飛
鳥
時
代
に
存
在
し
た
寺
院
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
一
二
寺
し
か
数
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
畿
内
に
所
在
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
通
説
的
見
解
で
あ
る
石
田
説
に
よ
っ
て
も
、
飛
鳥
時
代
の
寺
院
は
そ
の
大
部
分
が
、
畿
内
と
く
に
大
和
国
に
所

在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
中
国
・
四
国
や
九
州
等
に
も
ご
く
少
数
の
寺
院
の
存
在
が
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
地
域

（
幻
）

で
は
、
飛
鳥
時
代
と
確
詞
》
さ
れ
る
寺
院
跡
は
ま
だ
発
掘
調
査
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
九
州
に
つ
い
て
は
、
飛
鳥
時
代
の
寺
院

〈
郷
）

（
均
〉

建
立
を
前
提
と
し
た
見
解
も
あ
る
が
、
寺
院
跡
の
調
査
か
ら
す
る
と
、
九
州
に
お
け
る
寺
院
の
出
現
は
七
世
紀
後
半
と
さ
れ
る
。
今

後
こ
れ
ら
の
地
域
で
、
飛
鳥
時
代
と
確
実
に
認
定
さ
れ
る
寺
院
跡
が
発
掘
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
と
し
て
も
、
飛
鳥
時
代
の
寺
院
は

そ
の
大
部
分
が
畿
内
に
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
大
化
改
新
時
に
新
政
府
に
よ
り
施
策
の
対
象
と
し
て
念
頭
に
お
か
れ
た
の
は
、
基
本

的
に
畿
内
の
寺
院
群
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
大
化
後
の
持
統
朝
に
お
い
て
さ
え
、
「
詔
令
一
一
一
京
師
及
四

（
釦
）

（
釦
）

畿
内
、
講
二
説
金
光
明
経
一
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
詔
読
二
経
於
京
畿
諸
寺
一
」
と
し
て
、
畿
内
の
寺
院
の
み
を
対
象
に
講
経
が
命
ぜ
ら

（
認
）

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
よ
う
。

以
上
、
大
化
時
の
寺
院
が
基
本
的
に
畿
内
に
所
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
の
寺
院
が
保
有
す
る
田
地
の
調
査
と
、
新
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た
な
田
地
の
賜
与
も
、
や
は
り
主
と
し
て
畿
内
の
範
囲
内
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
後
の
東
大
寺
の
ご
と
く
、

全
国
に
わ
た
っ
て
大
規
模
な
寺
領
を
有
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
ま
だ
草
創
間
も
な
い
諸
寺
院
に
は
考
え
難
く
、
そ
の
保
有
田
地
は
、

お
そ
ら
く
寺
院
の
近
辺
に
所
在
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
飛
鳥
時
代
に
創
建
さ
れ
た
諸
寺
の
資
財
帳

（
粥
〉

か
、
ｂ
も
窺
え
る
。
天
平
一
九
年
に
申
上
さ
れ
た
「
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
に
よ
れ
ば
、
近
江
、
大
倭
、
河
内
、
摂
津
、

播
磨
国
に
水
田
三
九
六
町
三
段
余
、
近
江
、
大
倭
、
河
内
、
播
磨
国
に
薗
地
一
一
一
一
町
二
段
、
大
和
、
河
内
、
摂
津
、
播
磨
国
に
山
林

〈
鋼
）

等
が
一
一
六
地
所
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
じ
く
同
年
に
申
上
さ
れ
た
「
一
兀
興
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
に
よ
れ
ば
、
水
田

四
五
三
町
七
段
余
が
、
大
和
、
河
内
、
摂
津
、
山
背
、
近
江
、
吉
備
、
紀
伊
の
七
ヶ
国
に
所
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

〈
弱
）

同
年
申
上
の
「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
に
よ
れ
ば
、
好
明
朝
に
納
賜
さ
れ
た
水
田
二
一
六
町
九
段
余
は
大
倭
、
近
江
国

（
妬
〉

に
、
大
化
後
天
武
朝
に
納
賜
さ
れ
た
墾
田
地
九
一
一
一
二
町
は
紀
伊
、
若
狭
、
伊
勢
国
に
と
い
う
形
で
、
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
所
在

し
た
よ
う
で
あ
る
。
天
平
期
の
資
財
帳
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
の
よ
う
な
寺
領
の
分
布
は
、
奈
良
時
代
以
前
に
保
有
な
い
し
賜
与
さ
れ
た

田
地
の
所
在
状
況
を
、
一
定
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
大
化
前

後
の
頃
に
お
い
て
は
、
大
部
分
の
寺
院
は
畿
内
に
所
在
し
、
そ
れ
に
所
属
す
る
田
地
も
、
基
本
的
に
畿
内
、
な
い
し
は
せ
い
ぜ
い
で

そ
の
周
辺
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
改
新
時
に
お
け
る
寺
院
関
係
の
田
地
調
査
と
田
地
賜
与
も
、
大
体
の
と
こ
ろ
畿

内
の
範
囲
内
で
行
な
わ
れ
た
施
策
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

次
に
、
い
の
官
司
屯
田
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
坂
本
太
郎
氏
は
、
官
司
と
は
素
朴
な
行
政
機
関
の

意
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
朝
廷
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
所
属
す
る
屯
田
を
群
臣
・
伴
造
等
に
班
賜
し
た
の
は
、
つ
ま
る
と

〈
初
）

こ
ろ
班
田
の
実
施
で
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
群
臣
・
伴
造
等
だ
け
に
班
賜
が
な
さ
れ
て
お
り
、
坂
本
氏

〈
銘
）

は
「
人
民
に
班
つ
こ
と
の
前
に
ま
づ
こ
れ
ら
の
人
に
班
っ
て
そ
の
範
を
一
示
す
意
味
が
あ
る
」
と
す
る
が
、
後
で
一
般
の
百
姓
に
対
し

班
賜
が
な
さ
れ
た
痕
跡
は
な
ん
ら
存
在
し
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
大
化
三
年
四
月
壬
午
（
二
六
日
）
条
の
品
部
廃
止
に
関
す
る
詔
に
は
、
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大化・白推期の班田と校田について口．完
「
故
始
二
於
皇
子
群
臣
一
、
及
二
諸
百
姓
一
、
将
賜
二
庸
調
一
」
（
傍
点
筆
者
）
と
あ
り
、
ま
た
史
料
上
の
信
頼
性
を
不
問
に
付
す
れ
ば
、
史

料
ｏ
に
掲
げ
た
改
新
詔
第
一
条
に
も
「
降
以
二
布
帛
一
、
賜
二
官
人
百
姓
一
、
有
し
差
」
（
傍
点
筆
者
）
と
あ
り
、
官
人
だ
け
で
な
く
百
姓

（
調
〉

に
も
賜
与
が
な
さ
れ
た
時
は
、
そ
の
旨
の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
官
司
屯
田
の
廃
止
に
と
も
な
う
百
姓
へ

の
班
賜
は
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
群
臣
・
伴
造
等
へ
の
班
賜
を
班
田
の
実
施
と
結
び
付
け
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
㈹
｝

こ
の
官
司
屯
田
を
め
ぐ
る
措
置
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
は
関
晃
氏
の
見
解
で
あ
る
。
関
氏
は
、
天
白
雪
に
所
属
す
る
屯
田
と
朝
廷

に
所
属
す
る
屯
倉
と
を
厳
密
に
区
別
す
る
視
点
か
ら
坂
本
説
を
批
判
し
、
官
司
屯
田
と
は
天
皇
の
屯
田
に
類
似
し
た
も
の
で
、
「
そ
の

実
態
は
田
地
だ
け
で
農
民
は
所
属
せ
ず
、
そ
の
収
獲
は
す
べ
て
官
司
に
納
め
ら
れ
て
、
そ
の
官
司
の
食
料
お
よ
び
雑
費
に
充
て
ら
れ

（
弧
〉

る
も
の
だ
っ
た
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
廃
止
と
群
臣
・
伴
造
等
へ
の
班
賜
は
、
位
田
・
職
田
の
よ
う
な
令
制
の
給
与
制
に
至

（
他
）

〈
鯛
〉

る
過
渡
的
措
置
で
あ
っ
た
と
す
る
。
薗
田
香
融
氏
や
泉
谷
康
夫
氏
等
も
ほ
ぼ
同
様
の
考
、
え
方
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
関
説
は
現
在
の

と
こ
ろ
通
説
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

群
臣
・
伴
造
等
へ
の
班
賜
を
班
田
と
直
接
に
関
係
づ
け
ず
、
位
田
・
職
田
に
近
い
も
の
と
み
る
点
は
私
も
異
論
が
な
い
。
ま
た
、

天
皇
に
所
属
す
る
屯
田
と
朝
廷
に
所
属
す
る
屯
倉
の
区
別
も
、
こ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
天
皇
と
朝
廷
、
お
よ
び
屯
倉
と
屯
田
の
二
種

の
区
別
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
官
司
の
理
解
に
つ
い
て
は
若
干
疑
問
が
残
る
。

関
説
を
は
じ
め
従
来
の
諸
説
は
い
ず
れ
も
、
官
司
を
律
令
的
な
宮
司
、
太
政
官
制
下
の
省
・
司
・
寮
・
職
等
に
近
い
行
政
的
な
機

関
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
官
司
屯
田
と
は
そ
の
よ
う
な
官
司
に
所
属
し
、
宮
司
の
経
済
的
基
盤
と
な
る
べ
き
田
地
と
す
る
。
し

（
鯛
）

か
し
な
が
ら
、
夙
に
津
田
左
右
士
ロ
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
大
化
以
前
に
そ
の
よ
う
な
官
司
と
そ
れ
に
所
属
す
る
屯
田
が
ど
の
程
度
存

在
し
て
い
た
か
非
常
に
疑
問
で
あ
る
。
私
は
前
に
律
令
田
制
下
に
お
け
る
諸
司
直
営
の
公
田
の
存
在
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る

（
伯
）

が
、
そ
の
よ
う
な
諸
司
公
田
は
、
中
央
諸
官
司
が
整
備
さ
れ
る
大
化
以
降
に
な
っ
て
出
現
す
る
の
で
あ
り
、
八
世
紀
後
半
以
降
に
諸

司
田
と
い
う
形
で
一
般
化
す
る
と
い
え
る
。
大
化
以
前
に
こ
れ
に
類
似
す
る
よ
う
な
田
地
の
存
在
は
極
め
て
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
関
氏
は
、
「
官
司
所
属
と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
世
襲
職
制
度
で
あ
る
か
ら
、
官
司
の
実
体
を

な
す
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
氏
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
官
司
の
屯
田
も
そ
の
特
定
の
氏
に
所
属
す
る
の
と
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど

（
妬
）

変
り
が
な
か
っ
た
」
と
し
、
そ
し
て
、
そ
の
群
臣
・
伴
造
等
へ
の
班
賜
は
、
世
襲
職
制
度
の
否
定
に
備
、
え
て
中
央
諸
豪
族
の
既
得
権

を
保
障
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
と
い
う
。
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
っ
て
津
田
氏
の
提
起
し
た
疑
問
が
解
消
し
た
と
い
え
る

の
か
、
私
に
は
了
解
し
難
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
田
地
は
実
質
的
に
は
一
貫
し
て
特
定
の
氏
、
中
央
諸

豪
族
に
所
属
し
た
の
で
あ
り
、
官
司
屯
田
を
め
ぐ
る
こ
の
措
置
は
、
単
に
形
式
上
の
こ
と
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
特
に
そ
の
廃
止
を
い

う
必
要
性
が
は
た
し
て
あ
る
の
か
、
と
い
う
新
た
な
疑
問
が
生
ず
る
。
関
氏
は
、
世
襲
職
制
度
の
否
定
に
よ
り
、
群
臣
・
伴
造
等
は

屯
田
か
ら
の
収
入
を
失
う
と
す
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
官
司
屯
田
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
新
し
く
任
命
さ
れ
る
官

職
に
対
応
す
る
屯
田
か
ら
の
収
入
が
期
待
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
新
し
い
官
職
体
系
に
見
合
っ
た
形
で
そ
の
屯
田
を
再
編
成
す
る
必

要
は
あ
っ
て
も
、
何
も
官
司
屯
田
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
必
要
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
従
来
か
ら
の
特
定
氏（
仰
）

族
と
の
結
び
付
き
を
断
ち
、
官
司
屯
田
を
真
に
官
司
に
所
属
す
る
田
地
と
し
て
位
置
づ
け
る
方
が
、
官
司
制
の
整
備
に
つ
な
が
り
、

全
体
的
な
改
新
の
流
れ
に
も
合
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

官
司
屯
田
を
行
政
的
な
機
関
に
所
属
す
る
田
地
と
考
え
る
限
り
、
そ
の
廃
止
と
群
臣
・
伴
造
等
へ
の
班
賜
は
、
た
と
え
そ
の
班
賜

を
官
人
給
与
的
な
も
の
と
捉
え
た
と
し
て
も
、
改
新
時
の
様
々
な
諸
施
策
と
は
か
な
り
異
質
の
、
む
し
ろ
逆
方
向
的
な
性
格
の
措
置

と
捉
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
の
措
置
を
改
新
時
の
諸
施
策
等
と
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
官
司
の
意
味
を
捉
え
直

す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
官
司
の
用
例
を
、
今
問
題
に
し
て
い
る
官
司
屯
田
の
事
例
を
除
い
て
列
挙
す
る

な
ら
ば
、
次
の
五
例
で
あ
る
。

Ⅲ
（
前
略
）
十
二
曰
、
国
司
国
造
、
勿
レ
敬
二
百
姓
一
、
国
非
一
一
二
君
一
、
民
無
二
両
主
一
、
率
土
兆
民
、
以
レ
王
為
し
主
、
所
任
官
司
、
皆
是
王
臣
、
何
敢
与
レ

（
梱
）

公
、
賦
二
敵
百
姓
「
（
後
略
、
傍
点
筆
者
）
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大化・白推期の班田と校田について口．完

側
是
月
、
勅
、
几
諸
寺
者
、
自
レ
今
以
後
、
除
下
為
二
国
大
寺
一
二
一
一
一
上
、
以
外
官
司
莫
レ
治
、
唯
其
有
二
食
封
一
肴
先
後
限
二
冊
講
一
）
、
若
数
レ
年
満
レ
冊

則
除
之
、
且
以
為
、
飛
鳥
寺
不
し
可
し
関
二
千
司
治
一
、
然
元
為
二
大
寺
一
、
而
官
司
恒
治
、
復
嘗
有
功
、
是
以
、
猶
入
二
官
治
之
例
一
、
（
傍
点
筆
者
）

⑤
詔
曰
、
諸
氏
人
等
、
各
定
下
可
二
氏
上
一
者
上
而
申
送
、
亦
其
巻
族
多
在
者
、
則
分
各
定
二
氏
上
一
、
並
申
二
於
官
司
一
、
然
後
鶴
二
酌
其
状
一
、
而
処
分

（
醜
）

之
、
因
承
二
官
判
「
唯
因
二
小
故
「
而
非
二
己
族
一
者
、
轍
莫
レ
附
、
（
傍
点
筆
者
〉

こ
の
五
例
の
う
ち
、
側
、
⑤
は
律
令
制
的
な
行
政
機
関
に
近
い
も
の
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
側
に
み
え
る
官
司
は
、

寺
院
の
監
督
に
た
ず
さ
わ
っ
て
お
り
、
田
村
回
澄
氏
は
こ
れ
を
、
『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
八
月
癸
卯
（
八
日
）
条
の
詔
（
前
掲
史
料

（
弱
）

⑧
）
に
み
、
え
る
寺
主
お
よ
び
法
頭
に
起
源
を
有
す
る
も
の
と
み
て
い
る
。
法
頭
は
俗
官
で
あ
り
、
後
に
律
令
制
の
下
で
、
仏
寺
や
僧

尼
の
名
籍
等
を
管
理
す
る
玄
蕃
寮
に
発
展
的
に
解
消
し
て
い
く
官
職
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
官
司
は
、
律
令
制
に
お
け
る

中
央
官
司
の
前
身
に
相
当
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
⑤
の
場
合
も
、
天
武
朝
に
お
い
て
氏
上
に
つ
い
て
管
理
し
た

理
官
が
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
理
官
は
令
制
の
八
省
の
一
つ
で
あ
る
治
部
省
の
前
身
で
あ
り
、
天
武
朝
に
は
か
な

（
別
）

り
整
備
さ
れ
た
中
央
諸
官
司
の
一
つ
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
天
武
朝
に
あ
ら
わ
れ
る
官
司
は
、
律
令
制
的
中
央
官
司
の
前
身
に
あ
た
る
も
の
を
さ
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ

が
、
大
化
以
前
の
⑩
と
大
化
期
の
③
に
み
え
る
官
司
は
、
そ
れ
ら
と
い
さ
さ
か
性
格
を
異
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。
．
仰
は
、
著
名
な
聖

徳
大
子
の
一
七
条
憲
法
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
偽
作
説
と
の
関
連
で
議
論
の
対
象
に
さ
れ
て
き
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
素
直

に
読
む
限
り
、
こ
こ
で
い
う
官
司
は
前
段
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
司
・
国
造
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な

（
弱
）

い
・
特
に
「
所
任
」
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
主
と
し
て
国
司
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
国
司
と
い
っ

て
も
、
律
令
的
な
国
司
制
が
こ
の
時
代
に
存
在
し
得
る
は
ず
は
な
く
、
も
し
そ
れ
が
偽
作
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
国
造
に

（
禍
）

②
（
前
略
）
中
臣
鎌
子
連
、
懐
二
至
忠
之
誠
一
、
拠
二
宰
臣
之
勢
一
、
処
二
宮
司
之
上
一
、
故
進
退
廃
置
、
計
従
事
立
、
云
々
、
（
後
略
、
傍
点
筆
者
）

（
別
）

③
（
前
略
）
復
有
下
腿
嫌
二
己
婦
軒
一
レ
他
、
好
向
二
官
司
一
鋼
卜
古
決
、
仮
便
、
得
二
明
一
二
証
一
、
而
倶
顕
陳
、
然
後
可
レ
諮
、
漣
生
二
浪
訴
一
、
（
後
略
、
傍

点
錨
者
）
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思
わ
れ
る
。

（
師
〉

対
し
て
臨
時
に
派
遣
さ
れ
る
官
人
・
使
者
の
よ
う
な
性
格
の
１
口
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
③
は
地
方
の
実
情
、
民
衆
の
風
俗
に
つ
き

ふ
れ
た
長
文
の
詔
の
一
部
で
あ
り
、
婚
姻
”
家
族
等
に
関
係
す
る
部
分
の
最
後
に
存
在
す
る
。
こ
こ
で
い
う
官
司
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
十
分
に
捉
え
難
い
が
、
そ
れ
は
民
衆
が
直
接
に
訴
訟
を
提
起
し
得
た
と
こ
ろ
の
よ
う
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
八
月
庚

子
（
五
日
）
条
の
鐘
・
度
を
設
け
た
際
の
詔
に
よ
る
と
、
訴
訟
は
原
則
と
し
て
伴
造
・
尊
長
に
提
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た

前
述
し
た
よ
う
に
、
東
国
国
司
の
下
で
も
訴
訟
提
起
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
そ
こ
で
受
理
さ
れ
、
一
定
の
調
査
を
経
て
朝

（
訂
〉

廷
に
申
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
官
司
は
、
伴
造
、
尊
長
、
東
国
国
司
の
よ
う
な
、
直
接
に
民
衆
と

接
触
す
る
立
場
の
人
物
を
さ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
化
以
前
あ
る
い
は
大
化
期
に
み
え
る
官
司
は
、
律
令
制
の
中
央
官
司
の
よ
う
な
行
政
機
関
、
組
織
体
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
任
務
を
帯
び
て
臨
時
に
派
遣
さ
れ
る
官
人
や
、
民
衆
を
直
接
に
支
配
す
る
個
々
の
人
物
を
さ
し
て
い
た

と
い
え
る
。
た
だ
し
、
②
は
、
左
大
臣
、
右
大
臣
、
内
臣
の
設
置
を
述
べ
た
文
の
後
に
続
い
て
お
り
、
そ
こ
に
み
え
る
官
司
は
、
文

〈
冊
）

脈
か
ら
す
る
と
中
央
諸
官
司
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
文
は
『
魏
志
』

武
帝
紀
の
表
現
を
借
り
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
一
応
こ
こ
で
は
無
視
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
今

こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
い
の
官
司
屯
田
の
官
司
も
、
律
令
制
的
な
中
央
の
官
衙
機
構
に
対
応
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に

〈
閑
）

と
こ
ろ
で
、
直
木
孝
次
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
屯
倉
の
管
理
形
態
と
し
て
は
、
中
央
か
ら
派
遣
室
」
れ
た
官
人
に
よ
っ
て
直
接
に
管
理
さ

れ
る
場
合
と
、
在
地
豪
族
の
管
理
に
委
ね
ら
れ
る
場
合
の
二
形
態
が
あ
り
、
畿
内
の
屯
倉
に
つ
い
て
も
そ
の
二
形
態
の
存
在
が
み
ら

れ
る
が
、
畿
内
の
場
合
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
前
者
の
方
が
次
第
に
一
般
化
す
る
よ
う
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀

に
み
え
る
屯
田
司
出
雲
臣
祖
搬
宇
や
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
元
年
六
月
甲
申
（
二
四
日
）
条
に
み
え
る
屯
田
司
舎
人
土
師
連
馬
手

（
帥
）

の
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
畿
内
の
屯
田
に
遣
わ
さ
れ
た
官
人
は
屯
田
司
と
称
さ
れ
た
。
こ
れ
は
令
制
下
に
お
い
て
官
内
省
か
ら
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宮
司
屯
田
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
廃
止
の
意
味
で
あ
る
。
今
述
べ
た
よ
う
な
官
司
屯
田

が
こ
の
時
に
す
べ
て
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
令
制
に
お
け
る
天
皇
の
供
御
田
と
し
て
の
官
田
（
屯
田
）
の
存
在
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
の
時
に
廃
止
さ
れ
た
の
は
特
定
の
官
司
屯
田
で
あ
り
、
天
皇
に
所
属
す
る
宮
司
屯
田
は
、
基
本
的
に
廃
止
さ
れ
な

か
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
時
に
同
時
に
「
吉
備
嶋
皇
祖
母
処
々
貸
稲
」
が
廃
止
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
吉
備
嶋
皇
祖
母
と
は
、
皇
極
・
孝
徳
両
天
皇
の
母
で
あ
り
、
中
大
兄
皇
子
の
祖
母
に
あ
た
る
。
皇
極
天
皇
二
年

に
死
亡
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
「
吉
備
嶋
皇
祖
母
処
々
貸
稲
」
と
は
、
吉
備
嶋
皇
祖
母
に
由
来
す
る
貸
稲
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
貸
稲
は
吉
備
嶋
皇
祖
母
に
所
属
す
る
の
で
は
な
く
、
誰
か
別
の
人
物
に
所
属
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
関
晃
氏
は
、
こ

（
皿
）

の
貸
稲
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
運
用
の
実
態
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
た
た
め
と
す
る
が
、
し
か
し
、
吉
備
鴫
白
雲
祖
母
が
死
ん
で

ま
だ
三
年
し
か
経
過
し
て
い
な
い
の
に
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
と
は
考
え
難
い
。
そ
の
廃
止
の
理
由
は
、
も
っ
と
別
の
と
こ

ろ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
貸
稲
の
廃
止
と
官
司
屯
田
の
廃
止
と
は
密
接
に
連
関
し
て
い
る
と
理
解
し
た
い
。
貸
稲
は

出
挙
稲
の
よ
う
な
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
独
自
に
機
能
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
官
司
屯
田
に
付
随
す
る
形
で
存
在
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
官
司
屯
田
を
耕
営
す
る
た
め
に
、
労
働
力
の
徴
発
お
よ
び
種
籾
の
供
与
と
い
っ
た
目
的
で
運
用

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
官
司
屯
田
と
並
べ
て
、
廃
止
の
対
象
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
貸
稲
は
、
実
質
的
に
中
大
兄
皇
子
に
所
属
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
二
年
一
○
月
壬
子
（
六

派
遣
さ
れ
た
田
司
の
前
身
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
畿
外
の
屯
倉
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
は
、
田
令
、
田
領
等
と
称
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
私
は
、
い
の
官
司
と
は
、
畿
内
の
屯
田
を
管
理
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
、
屯
田
司
の
よ
う
な
官
人
を
さ
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。
「
官
司
処
々
屯
田
」
と
は
、
官
司
に
所
属
す
る
屯
田
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
宮
司
に
よ
っ
て
管
理
・

経
営
さ
れ
る
屯
田
と
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
屯
田
そ
の
も
の
は
、
天
皇
お
よ
び
皇
族
に
所
属
し
た
も
の
と
恩
わ
れ

る
◎
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日
）
条
に
よ
れ
ば
、
蘇
我
蝦
夷
に
物
部
大
臣
と
称
さ
れ
る
子
（
入
鹿
も
し
く
は
そ
の
弟
）
が
い
た
が
、
「
大
臣
之
祖
母
、
物
部
弓
削
大

連
之
妹
、
故
因
二
母
財
一
、
取
二
威
於
也
一
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
祖
母
す
な
わ
ち
蘇
我
馬
子
の
妻
は
、
用
明
天
皇
二

年
に
馬
子
等
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
物
部
守
屋
の
妹
で
あ
り
、
そ
の
所
有
財
産
は
、
存
命
中
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
母
す
な
わ

ち
蘇
我
蝦
夷
の
妻
を
通
じ
て
、
蝦
夷
の
子
す
な
わ
ち
物
部
大
臣
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
継
承
の
過
程
は
必
ず
し
も
明
確

で
は
な
い
が
、
男
子
の
孫
が
祖
母
の
財
産
を
引
き
継
い
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
よ
う
な
財
産
の
継
承
方
式
が
当
時
あ

る
程
度
一
般
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
吉
備
嶋
皇
祖
母
の
貸
稲
は
、
そ
の
男
子
の
孫
で
あ
る
中
大
兄
皇
子
長
同
じ

よ
う
な
形
で
継
承
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
官
司
屯
田
と
吉
備
嶋
皇
祖
母
貸
稲
は
、
い
ず
れ

も
実
質
的
に
は
中
大
兄
皇
子
に
所
属
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
検
討
を
経
る
な
ら
ば
、
こ
の
両
者
の
廃
止
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
そ
の
次
の
日
の
記
事
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
、

入
部
・
屯
倉
の
献
上
に
関
す
る
皇
太
子
奏
と
深
く
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
皇
太
子
奏
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
議
論
の
多

（
醜
）

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
中
大
兄
皇
子
に
所
属
す
る
入
部
お
よ
び
屯
倉
が
、
そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
献
上
の
対

象
と
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
あ
る
意
味
で
は
、
明
治
維
新
の
際
に
倒
幕
を
主
導
し
た
西
南
雄
藩
の
藩
主
が
、
自

ら
率
先
し
て
版
籍
を
朝
廷
に
奉
還
し
た
の
と
、
次
元
は
異
な
る
が
似
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
官
司
屯
田
の
廃
止

も
こ
れ
と
同
じ
く
、
天
皇
に
献
上
す
る
意
味
で
あ
っ
た
と
解
し
た
い
。
屯
田
を
群
臣
・
伴
造
等
に
班
賜
し
得
る
主
体
は
、
法
的
に
は

天
皇
で
あ
ろ
う
。
官
司
屯
田
は
班
賜
さ
れ
る
前
に
一
旦
天
皇
に
献
上
さ
れ
、
天
皇
の
屯
田
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
一

方
、
皇
太
子
秦
に
よ
っ
て
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
入
部
・
屯
倉
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
処
置
さ
れ
た
か
記
載
が
な
く
、
諸

説
も
あ
ま
り
問
題
と
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
は
食
封
の
よ
う
な
形
で
群
臣
等
に
賜
与
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

（
田
）

か
。
大
化
の
食
封
に
つ
い
て
は
そ
の
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
そ
の
存
在
を
一
別
提
と
し
て

（
剛
）

考
え
た
い
。
薗
田
香
融
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
皇
太
子
奏
に
お
い
て
例
外
的
な
存
在
と
し
て
あ
り
ｂ
わ
れ
る
「
入
部
及
所
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封
民
」
は
、
い
わ
ば
新
た
に
皇
太
子
に
賜
与
さ
れ
た
食
封
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
献
上
さ
れ
た
入

部
・
屯
倉
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
は
食
封
の
よ
う
な
形
で
、
群
臣
等
に
賜
与
さ
れ
た
と
み
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
宮
司
屯
田
お
よ
び
入
部
・
屯
倉
は
、
い
ず
れ
も
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
後
、
位
田
・
職
田
お
よ
び
食
封
の
よ

う
な
形
で
、
群
臣
等
に
対
す
る
い
わ
ば
給
与
と
し
て
賜
与
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
改
新
詔
第
一
条
に
お
け
る
、
屯
倉
・
田
荘

の
廃
止
と
食
封
の
賜
与
に
通
じ
る
論
理
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
、
㈹
の
官
司
屯
田
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
推
測
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
が
多
分
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
畿
内
に
お
い
て
中
央

か
ら
派
遣
さ
れ
た
官
人
に
よ
っ
て
管
理
・
経
営
さ
れ
る
、
中
大
兄
皇
子
所
属
の
屯
田
を
廃
止
し
、
天
皇
に
献
上
し
た
後
、
群
臣
・
伴

造
等
に
位
田
・
職
田
に
近
い
形
で
班
賜
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
も
し
こ
の
よ
う
な
見
解
が
成
立
し
得
れ
ば
幸
い
で

あ
る
が
、
た
と
え
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
官
司
屯
田
が
畿
内
に
所
在
し
た
こ
と
は
、
従
来
の
見
方
に
立
っ
て
も
主
張

し
得
る
。
む
し
ろ
従
来
の
見
方
に
よ
る
方
が
、
も
っ
と
そ
の
こ
と
を
よ
り
直
裁
に
主
張
し
易
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
官
司

は
中
央
諸
官
司
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
所
属
の
田
地
も
主
に
畿
内
に
所
在
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
官
人
・
貴
族
の
禄
料
確
保

〈
錦
）

の
た
め
一
兀
慶
一
一
一
年
に
設
置
さ
れ
、
後
に
各
官
衙
所
属
の
諸
司
田
と
化
す
る
い
わ
ゆ
る
元
慶
官
田
が
、
畿
内
五
ヶ
国
に
所
在
し
た
こ
と

か
ら
も
間
接
的
に
推
測
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
群
臣
・
伴
造
等
が
大
和
国
を
中
心
に
畿
内
に
居
住
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
彼
ら
に
位
田
や
職
田
の
よ
う
な
形
で
班
賜
さ
れ
る
田
地
は
、
当
然
な
が
ら
畿
内
に
所
在
す
る
の
が
最
も
適
当
で
あ
る
。
ち

（
閉
）

な
み
に
、
令
制
下
に
お
い
て
、
職
田
は
天
平
一
元
年
に
畿
内
と
外
国
に
分
け
て
袷
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
位
田
も
そ
の
後
同
じ
よ
う

（
町
）

な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
措
置
は
官
人
の
増
加
と
畿
内
に
お
け
る
田
地
不
足
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
思
わ

れ
、
そ
れ
以
前
は
お
そ
ら
く
位
田
・
職
田
は
本
来
的
に
、
畿
内
に
お
い
て
給
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
延

（
肥
）

暦
九
年
八
月
八
日
大
政
官
符
に
よ
れ
ば
、
大
政
官
の
職
田
は
畿
内
に
一
一
分
、
外
国
に
一
分
給
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
内
訳
も

詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
外
国
と
は
近
江
・
播
磨
国
で
あ
り
、
畿
内
周
辺
と
い
え
る
。
同
じ
く
博
士
職
田
の
内
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内
で
行
な
わ
れ
た
と
い
え
る
。

〈
加
）

最
後
に
、
㈲
の
市
司
・
要
路
津
済
渡
子
へ
の
田
地
賜
与
に
つ
い
て
述
べ
る
。
坂
本
太
郎
氏
が
夙
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
措
置
は
、
市
司
や
渡
子
に
対
し
一
般
民
衆
か
ら
支
払
わ
れ
る
調
賦
を
廃
止
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
田
地
を
賜
与
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
市
司
や
渡
子
は
国
家
的
機
関
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
に
お

い
て
は
、
こ
の
記
事
の
後
に
⑪
部
分
に
畿
内
と
四
方
国
を
対
象
と
す
る
勧
農
記
事
が
続
き
、
さ
ら
に
⑨
部
分
で
は
畿
内
・
四
方
国
そ

れ
ぞ
れ
に
使
者
の
発
遣
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
市
司
と
渡
子
に
対
す
る
田
地
賜
与
は
、
こ
の
使
者
の
う
ち
、
特
に
畿
内
を
対
象

に
派
遣
さ
れ
た
「
清
廉
使
者
」
が
負
っ
た
任
務
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
市
や
要
路
津
済
の
存
在
状
況
か
ら
す
る
と
、
こ
の

よ
う
な
措
置
が
当
時
全
国
的
に
な
さ
れ
た
と
は
到
底
考
え
難
い
。
畿
内
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
そ
の
条
件
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

（
、
〉

市
が
、
物
資
の
交
換
・
流
通
場
所
と
し
て
、
古
来
よ
り
自
然
発
生
的
に
成
立
し
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
書
紀
等
の

文
献
に
よ
り
大
化
以
前
に
そ
の
具
体
的
な
存
在
を
知
ら
れ
る
市
と
し
て
は
、
軽
市
、
餌
香
市
、
海
石
柵
市
、
阿
斗
桑
市
等
が
あ
げ
ら

〈
犯
）

れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
大
和
国
な
い
し
河
内
国
に
所
在
す
る
市
で
あ
る
。
勿
諮
論
、
地
方
に
も
交
易
圏
の
中
心
地
と
し
て
自
然

発
生
的
な
市
の
存
在
は
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
は
た
し
て
そ
こ
に
市
司
の
ご
と
き
市
場
管
理
役
人
を
設
置
す
る
ほ
ど
ま
で
に
、
市

場
と
し
て
成
長
発
展
し
て
い
た
か
非
常
に
疑
わ
し
い
。
令
制
下
に
お
い
て
は
、
官
市
と
し
て
左
右
両
京
に
東
西
両
市
が
お
か
れ
、
そ

（
両
）

の
監
督
官
庁
と
も
い
え
る
市
司
は
、
商
品
の
標
準
価
格
の
設
定
を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
な
業
務
を
行
な
っ
た
。
栄
原
・
氷
遠
男
氏
は
、（
祠
）

令
制
下
の
地
方
交
易
圏
に
お
け
る
中
心
的
存
在
と
し
て
国
府
市
を
見
出
し
、
そ
し
て
、
国
府
市
に
お
け
る
市
司
の
存
在
キ
ー
指
摘
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
は
、
近
江
国
の
場
合
の
み
を
史
料
的
に
掲
げ
得
る
だ
け
で
あ
り
、
松
原
弘
宣
氏
が
述
べ
る
よ
う

（
泊
）

に
、
全
国
的
・
恒
常
的
な
存
在
と
み
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
令
制
下
に
お
け
る
状
況
か
ら
推
し
て
も
、
大
化
の
頃

（
的
〉

訳
を
記
し
た
延
暦
一
○
年
二
月
一
八
日
大
政
官
符
に
よ
れ
ば
、
博
士
職
田
は
河
内
、
山
背
、
近
江
、
摂
津
、
大
和
国
に
設
置
芸
」
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
い
の
宮
司
屯
田
に
対
す
る
措
置
は
、
主
に
畿
内
を
中
心
に
そ
の
周
辺
の
範
囲
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大化・白推期の班田と校田について口.完
に
畿
内
以
外
の
地
方
に
お
い
て
、
市
司
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
市
が
存
在
し
た
と
は
極
め
て
考
え
難
い
。

〈
市
）

要
路
津
済
渡
子
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
松
原
弘
一
曰
一
氏
に
よ
れ
ば
、
令
制
下
に
お
い
て
津
と
一
口
に
い
っ
て

も
、
船
津
と
渡
津
の
二
種
類
が
あ
り
、
津
済
と
は
後
者
の
こ
と
で
、
川
の
両
岸
の
渡
し
場
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
、
松
原
氏
は
、
『
日

本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
よ
り
大
化
前
代
に
存
在
し
た
こ
と
が
具
体
的
に
わ
か
る
津
済
と
し
て
七
ヶ
所
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
が
地
方
豪

〈万〉（祀）
族
の
在
地
支
配
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
津
済
は
、
陸
上
交
通
路
の
延
長

上
に
あ
り
、
道
路
の
発
達
・
整
備
と
と
も
に
出
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
化
前
の
道
路
状
況
に
つ
い
て
は
、
勿
論
人
間
の
移

動
に
よ
る
自
然
発
生
的
な
道
路
が
各
地
に
存
在
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、
令
制
の
七
道
の
前
身
に
あ
た
る
も
の
も
存
在
し

た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
整
備
さ
れ
て
い
た
か
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
ｏ
大
化
前
に
お
い
て
大
規
模
な
道
路
計

〈
ね
）

画
と
そ
の
造
成
が
実
行
さ
れ
た
の
は
、
大
和
と
河
内
を
中
心
と
す
る
畿
内
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
上
シ
道
、
中
シ
道
、

下
シ
道
、
横
大
路
、
丹
比
道
、
大
津
道
等
の
諸
道
で
あ
り
、
そ
の
い
く
つ
か
は
、
七
世
紀
の
推
古
朝
に
お
け
る
外
交
使
節
の
来
朝
を

契
機
に
、
い
わ
ば
官
道
と
し
て
建
設
・
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
松
原
氏
が
あ
げ
た
七
ヶ
所
の
津
済
の
う
ち
、
四
ヶ
所
は
畿
内

（
帥
）

に
所
在
す
る
。
大
化
前
の
道
路
支
配
の
状
況
か
．
ｂ
い
え
ば
、
大
化
の
頃
に
中
央
政
府
が
国
家
的
支
配
の
対
象
と
し
て
ま
ず
そ
の
念
頭

に
お
い
た
の
は
、
主
と
し
て
畿
内
に
所
在
す
る
津
済
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
雑
令
要
路
津
済
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
津
済
は
国
郡
司
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
そ
の
渡
子
に
は
人
夫
を
差
発
し
て
充

て
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
渡
子
の
労
働
力
は
、
『
令
集
解
』
の
諸
注
釈
等
に
よ
れ
ば
雑
後
に
よ
っ
て
徴
発
さ
れ
た
。
松

（
別
）

原
氏
は
、
渡
子
を
支
配
し
、
日
常
的
に
津
済
キ
ー
管
理
・
経
営
し
た
の
は
郡
司
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
大
化

前
代
の
在
地
豪
族
に
よ
る
津
済
の
支
配
方
式
を
踏
襲
し
つ
つ
、
そ
れ
に
国
家
的
な
位
置
付
け
を
与
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
国
家
の
直
接
的
な
管
理
・
経
営
を
目
ざ
し
た
と
も
い
え
る
、
㈲
の
要
路
津
済
渡
子
へ
の
田
地
賜
与
は
、
す

べ
て
の
津
済
を
対
象
に
し
て
な
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
端
的
に
い
え
ば
、
津
済
の
な
か
で
も
特
に
重
要
な
も
の
、
少
な
く
と
も
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陸
上
交
通
路
の
駅
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
津
済
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。〈
卵
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
の
補
注
弱
’
二
五
（
五
七
一
一
一
頁
）
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
前
稿
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
要

路
津
済
渡
子
に
対
す
る
田
地
賜
与
は
、
駅
戸
に
対
す
る
駅
田
の
給
与
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
駅
の
設
置
に
対
応
す
る
意
義
を
有
し
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
改
新
詔
に
は
既
に
駅
馬
・
伝
馬

の
制
が
み
え
る
が
、
し
か
し
、
実
際
に
駅
制
が
整
備
さ
れ
る
の
は
か
な
り
遅
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
坂
本
太
郎
氏
は
、
天
武
朝
に
駅
制

が
畿
内
近
国
に
お
い
て
整
備
さ
れ
た
と
す
る
一
方
、
大
宝
・
和
銅
の
頃
に
畿
内
近
国
に
駅
の
新
置
が
次
々
と
な
さ
れ
た
事
実
を
指
摘

（
醜
）

す
る
。
ま
た
、
田
名
網
宏
氏
も
Ｆ
改
新
詔
の
駅
伝
制
に
関
す
る
記
事
は
造
作
の
疑
い
が
強
く
、
駅
制
は
、
天
智
朝
の
こ
ろ
、
近
江
朝

．（師）（別）
廷
を
中
心
に
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
あ
る
程
度
行
な
わ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
駅
制
の
整
備
状
況
か
ら
考
え
て
み
て

も
、
大
化
の
頃
に
全
国
の
津
済
を
対
象
に
し
て
田
地
賜
与
を
行
な
い
、
そ
れ
を
国
家
的
施
設
に
移
管
し
た
と
は
思
え
な
い
。

雑
令
集
解
逸
文
中
の
古
記
は
、
津
済
の
例
と
し
て
難
波
堀
江
を
掲
げ
て
い
る
。
難
波
堀
江
は
推
古
朝
以
前
に
作
ら
れ
、
難
波
宮
の

北
に
位
置
し
、
淀
川
、
大
和
川
に
通
ず
る
。
そ
こ
に
は
難
波
津
と
難
波
市
が
近
接
し
、
そ
の
一
帯
は
物
資
の
集
積
地
、
交
易
の
中
心

（
開
）

地
で
あ
っ
た
。
も
し
大
化
の
頃
に
津
済
渡
子
へ
の
田
地
賜
与
が
行
な
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
枢
要
地
に
限
圏
わ
れ
る
で
あ
る

（
妬
）

う
。
松
原
弘
一
曰
一
氏
や
千
田
稔
氏
の
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
古
代
の
畿
内
に
お
い
て
水
上
交
通
路
が
有
し
た
大
き
な
意
義
、
お
よ
び

そ
の
陸
上
交
通
路
と
の
接
点
と
し
て
津
が
交
易
上
果
た
し
た
重
要
な
役
割
が
、
か
な
り
具
体
的
に
解
明
さ
れ
て
き
て
い
る
。
要
路
津

済
渡
子
に
対
す
る
田
地
賜
与
は
、
そ
の
よ
う
な
畿
内
の
状
況
を
背
景
に
し
て
は
じ
め
て
理
解
し
得
る
。

以
上
、
㈹
、
何
、
い
、
目
の
校
田
と
田
地
賜
与
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
主
に
畿
内
を
中
心
と
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
所
似
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
田
地
賜
与
は
、
寺
院
、
群
臣
・
伴
造
、
市
司
・
渡
子
を

対
象
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
｜
股
百
姓
を
対
象
と
す
る
給
田
が
な
さ
れ
た
形
跡
は
全
く
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
田
地
賜
与
を
、

班
田
収
授
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
は
無
理
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
令
制
下
に
お
け
る
寺
田
、
位
田
・
職
田
、
駅
田
等
に
類
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大化・白惟期の旺田と校田について口．完
似
し
た
田
地
賜
与
で
あ
り
、
い
わ
ば
特
殊
な
給
田
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、
寺
院
の
官
寺
化
、
群
臣
・
伴
造
の
官
人
化
、
市
・
津

済
の
国
家
機
関
化
へ
向
け
て
、
そ
の
財
政
的
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
時
に
お
そ
ら
く
畿
内

の
一
定
地
域
を
対
象
に
行
な
わ
れ
た
校
田
の
一
つ
の
目
的
は
、
田
地
賜
与
の
対
象
と
な
る
べ
き
田
地
を
析
出
し
、
そ
の
面
祇
を
あ
る

程
度
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
官
司
屯
田
を
廃
止
し
、
そ
れ
を
群
臣
・
伴
造
に
賜
与
す
る
場
合
、

お
そ
ら
く
そ
の
職
務
に
よ
っ
て
賜
与
額
等
は
相
違
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
史
料
に
は
校
田
の
こ
と
は
み
え
な
い
が
、
何
ら
か
の
土
地

調
査
を
必
要
と
し
た
可
能
性
は
高
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
寺
院
、
群
臣
・
伴
造
、
市
司
・
渡
子
に
対
す
る
田
地

賜
与
と
の
関
連
に
お
い
て
校
田
を
意
義
づ
け
る
必
要
性
は
十
分
に
あ
る
が
、
し
か
し
、
先
に
保
留
し
た
倭
国
六
県
に
対
す
る
校
田
は
、

そ
の
点
だ
け
か
ら
で
は
必
ず
し
も
納
得
の
い
く
説
明
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
畿
内
の
一
定
地
域
を
対
象
に
行
な
わ
れ

た
校
田
に
は
、
も
っ
と
重
要
な
意
義
と
目
的
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
改
新
詔
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
る
の
で
、
次
節

の
中
で
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）
関
晃
「
畿
内
制
の
成
立
」
（
『
山
梨
大
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
』
五
号
、
六
一
頁
以
下
）
、
長
山
泰
孝
「
改
新
詔
と
畿
内
制
の
成
立
」
山
〈
『
統
日
本
紀

研
究
』
二
○
九
畳
一
頁
以
下
）
－
剛
武
胤
「
畿
内
の
Ⅷ
と
古
事
記
ｌ
古
蕊
記
圃
縣
邑
塁
考
の
う
ち
ｌ
』
一
雨
神
道
学
』
一
○
八
号
一
頁
以
下
一
、

大
山
誠
一
「
大
化
改
新
像
の
再
榊
築
」
（
井
上
光
頁
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
古
代
史
論
叢
』
上
巻
、
四
五
一
頁
以
下
）
、
西
本
昌
弘
「
畿
内
制
の
基
礎
的

考
察
－
１
日
本
に
お
け
る
礼
制
の
受
容
－
－
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
三
編
一
号
、
五
三
頁
以
下
）
等
参
照
。

（
２
）
西
本
昌
弘
氏
は
、
四
至
表
示
と
内
部
の
行
政
区
画
と
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う
点
か
ら
、
大
化
の
畿
内
制
も
令
制
的
畿
内
制
と
同
じ
く
、
国
の
区
画
を

基
礎
と
し
て
い
た
と
す
る
（
前
掲
論
文
五
五
・
六
頁
）
。
し
か
し
、
令
制
的
国
制
が
こ
の
頃
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
国

造
制
下
の
国
も
ど
の
程
度
地
域
的
な
区
画
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
疑
問
で
あ
る
。
本
位
田
菊
士
氏
に
よ
れ
ば
「
日
本
古
代
国
家
形
成
過
程

の
研
究
』
四
一
四
頁
以
下
）
、
畿
内
が
令
制
国
で
編
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
天
武
朝
以
降
で
持
統
朝
の
頃
と
さ
れ
る
。

（
３
）
伊
達
宗
泰
「
畿
内
と
は
Ｉ
考
古
地
雲
学
の
立
場
か
ら
「
ｌ
』
一
『
ヒ
ス
ト
リ
ァ
』
七
七
号
一
頁
以
下
）
．

（
４
）
繭
国
哨
人
『
古
代
国
家
の
境
界
祭
祀
と
そ
の
地
域
性
』
、
一
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
一
六
号
二
九
‐
三
一
頁
）
．
大
津
透
「
律
令
国
家
と
畿
内
ｌ
古

代
国
家
の
支
配
樽
造
ｌ
‐
－
」
（
『
日
本
書
紀
研
究
』
一
三
冊
、
五
五
頁
以
下
）
、
西
本
前
掲
論
文
五
七
頁
以
下
、
門
脇
禎
二
「
大
化
『
改
新
」
詔
の
「
畿
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（
皿
）
前
掲
論
文
四
三
三
頁
以
下
。

（
田
）
な
お
、
中
田
興
吉
氏
は
、
大
山
説
を
大
化
の
変
革
は
畿
内
に
限
っ
て
実
施
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
と
誤
解
し
た
上
で
、
畿
内
・
畿
外
と
い
う
地
域
の

遠
近
に
も
と
づ
く
区
分
よ
り
、
王
権
そ
の
も
の
に
対
す
る
親
疎
の
度
合
が
問
題
で
あ
る
と
し
、
王
権
周
辺
部
の
村
落
に
の
み
改
新
詔
に
よ
る
変
革
が
実

施
さ
れ
た
と
す
る
（
「
孝
徳
朝
に
お
け
る
村
落
情
勢
」
（
澤
俊
男
教
授
退
官
記
念
会
編
朝
日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
上
、
二
二
頁
以
下
｝
）
。
方
向
性
と

し
て
は
是
認
し
得
る
が
、
し
か
し
、
王
権
周
辺
部
と
い
う
こ
と
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
範
囲
を
考
え
て
い
る
の
か
明
確
で
な
い
し
、
ま
た
改
新
詔
を

全
体
的
に
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
点
は
疑
問
で
あ
る
。

（
ｕ
）
前
掲
「
改
新
詔
と
畿
内
制
の
成
立
」
、
二
五
’
七
頁
。

（
蝿
）
「
臘
県
主
繍
の
再
検
討
口
Ｉ
ヤ
マ
ト
の
六
県
を
通
じ
て
山
耐
ｌ
」
｛
繍
日
本
紀
研
究
』
一
八
七
号
一
夏
以
下
同
一
八
八
号
一
二
五
頁
以
下
）
．

（
蝿
）
「
評
制
施
行
の
歴
史
的
諭
提
ｌ
所
謂
大
化
諭
代
の
「
コ
ホ
リ
」
に
つ
い
て
ｌ
」
一
雨
史
林
』
六
三
巻
四
号
一
頁
以
下
）
．

（
Ⅳ
）
『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
二
四
二
頁
以
下
。

（
蛆
）
『
大
化
改
新
の
研
究
』
二
九
四
頁
。

（
四
）
『
日
本
古
代
土
地
法
史
論
』
三
頁
以
下
。

（
加
）
持
統
天
皇
元
年
三
月
己
卯
（
一
五
日
｝
条
、
同
丙
戌
（
二
二
日
）
条
、
同
四
月
癸
卯
（
一
○
日
）
条
。

（
皿
）
な
お
、
条
里
制
が
大
化
前
に
遡
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
さ
し
あ
た
り
落
合
重
信
『
条
里
制
』
四
八
頁
以
下
、
渡
辺

久
雄
『
条
里
制
の
研
究
』
四
○
四
頁
以
下
．
竹
内
翠
三
『
律
令
制
と
賀
族
政
権
ｌ
第
１
部
貴
艤
政
権
成
立
の
議
前
礎
’
一
四
六
頁
以
下
彌
永

な
お
、
直
接
に
大
化
の
畿
内
制
と
の
関
連
で
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
直
木
孝
次
郎
氏
も
、
畿
内
に
は
有
力
な
部
姓
者
が
少
な
く
、
畿
内
の

民
衆
は
早
く
よ
り
個
別
的
な
支
配
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
『
大
化
前
代
に
お
け
る
畿
内
の
社
会
構
造
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三

五
号
、
一
頁
以
下
ご
・

に
つ
い
て
」
（
『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
五
○
号
、
三
○
頁
以
下
）
、
等
参
照
。

関
前
掲
論
文
六
五
・
六
頁
、
同
「
天
武
・
待
統
朝
の
畿
内
武
装
政
策
に
つ
い
て
」
（
廃
川
内
古
代
史
論
集
』
二
号
、
一
頁
以
下
）
。

石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』
一
五
七
－
九
頁
。

大
山
前
掲
論
文
四
四
七
頁
以
下
。

長
山
泰
孝
「
改
新
詔
と
畿
内
制
の
成
立
」
、
（
『
統
日
本
紀
研
究
』
一
二
○
号
、
二
一
頁
以
下
）
。

西
本
前
掲
論
文
四
三
頁
以
下
。

前
掲
論
文
二
三
頁
以
下
。
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と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

（
羽
）
『
寧
楽
遺
文
』
中
巻
、
三

（
狐
）
同
右
、
三
九
○
頁
。

（
”
）
小
田
富
士
雄
『
九
州
の
古
代
寺
院
ｌ
と
く
に
七
・
八
世
紀
の
馴
立
寺
院
に
つ
い
て
ｌ
」
（
九
州
歴
史
資
料
館
繍
『
大
宰
府
古
文
化
論
議
』
下
巻

四
一
頁
以
下
）
、
同
「
筑
紫
の
初
期
仏
教
文
化
」
「
東
洋
学
術
研
究
』
一
八
巻
三
号
、
七
四
頁
以
下
）
。

（
釦
）
『
日
本
書
紀
』
持
続
天
皇
六
年
閏
五
月
丁
酉
（
三
日
）
条
。

（
皿
）
『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
二
年
六
月
辛
未
（
六
日
）
条
。

（
犯
）
大
化
以
前
に
お
け
る
仏
教
の
流
布
が
畿
内
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
文
献
の
上
で
は
、
仏
教
伝
来
記
事
と
し
て
そ
の
真
偽
性
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の

議
論
が
な
さ
れ
、
必
ず
し
も
信
用
の
お
け
る
史
料
で
は
な
い
が
、
『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
一
三
年
一
○
月
条
に
、
「
泰
レ
伝
二
帝
国
一
、
流
二
通
畿
内
一
」

〈
型
）
福
山
敏
男
「
聖
徳
太
子
の
寺
院
」
（
聖
徳
太
子
泰
議
会
編
『
聖
徳
太
子
と
日
本
文
化
』
一
六
八
頁
以
下
）
、
稲
垣
晋
也
「
古
瓦
よ
り
み
た
る
飛
鳥
・
白

鳳
期
の
等
艤
」
（
『
古
代
の
日
本
』
９
砺
究
賛
科
一
八
六
頁
以
下
〉
同
「
考
古
学
か
ら
見
た
初
期
寺
院
の
造
営
ｌ
畿
内
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
っ
東

洋
学
術
研
究
』
一
八
巻
三
号
、
五
六
頁
以
下
）
、
小
田
富
士
雄
「
地
方
寺
院
の
存
在
形
態
」
（
『
古
代
の
日
本
』
９
研
究
資
料
、
一
一
○
三
頁
以
下
）
、
田
村

回
澄
『
飛
鳥
仏
敦
史
研
究
』
一
四
頁
、
等
参
照
。

（
躯
）
「
地
方
寺
院
の
成
立
と
展
開
」
（
『
日
本
の
考
古
学
』
Ⅶ
歴
史
時
代
、
、
三
○
二
頁
以
下
）
。

（
妬
）
『
奈
良
朝
以
前
寺
院
社
の
研
究
・
』
一
八
頁
以
下
、
六
六
頁
以
下
。

（
師
）
『
新
版
仏
教
考
古
学
講
座
』
第
二
巻
寺
院
、
二
七
頁
、
一
二
七
頁
。

（
鋼
）
八
尋
和
泉
「
九
州
の
飛
鳥
奈
良
艤
代
の
仏
像
Ｉ
Ｉ
九
州
仏
像
彫
刻
史
の
一
節
と
し
て
ｌ
』
（
九
州
歴
史
賓
料
館
繍
『
大
事
府
古
文
化
論
議
一
下

巻
、
五
六
一
頁
以
下
）
。

（
犯
）
前
掲
書
三
九
二
頁
。

（
胆
）
『
仏
教
考
古
学
論
孜
』

代
寺
院
並
の
研
究
』
一

貞
三
『
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
』
一
五
五
頁
以
下
、
等
参
照
）
。
た
し
か
に
、
条
里
制
の
実
施
は
校
旧
や
班
田
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
し
て
も
、

条
、
里
、
あ
る
い
は
坪
と
い
う
大
枠
の
設
定
と
、
そ
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
個
々
的
な
区
画
を
も
っ
て
存
在
す
る
田
地
に
対
す
る
校
田
・
班
田
と
は
、
お
の

ず
と
次
元
を
異
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
条
里
制
が
大
化
以
前
に
実
施
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち

に
校
田
・
班
田
の
実
施
の
証
明
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
頁
以
下
。

ヨー

ノ、

頁
。

一
寺
院
編
、
三
九
頁
以
下
、
『
仏
教
の
初
期
文
化
』
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
（
旧
）
所
収
）
二
四
頁
以
下
、
『
総
説
飛
鳥
時
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ゴー、ダムへ

３６３５
､￣､￣に

つ
い
て
は
、
必
ず
，

（
説
）
前
掲
書
三
九
○
・

（
詔
）
同
右
、
三
九
一
頁
。

（
羽
）
た
だ
し
、
こ
こ
で
い

￣、ゲー、￣、ニーージー、〆～〆￣、〆～

４７４６４５４４４３４２４１４０
－ゴ～〆、‐ジ～〆、－〆～シ、＝＝、-－

夛白、￣～ダニ、〆￣、ゲー、〆へ〆白、

5４５３５２５１５０４９４８
，－～〆～＝￣〆、－－ﾐーン、￣

『
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』
一
四
頁
。

「
大
化
前
代
の
土
地
制
度
’
一
つ
の
大
化
改
新
論
ｌ
」
（
『
日
本
脅
紀
研
究
』
第
六
冊
一
九
二
一
○
頁
一
・

『
日
本
上
代
史
の
研
究
』
一
六
一
・
二
頁
。

「
律
令
制
的
土
蝋
所
有
に
関
す
る
一
考
蘂
ｌ
い
わ
ゆ
る
田
主
権
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
一
二
（
『
法
学
』
四
二
巻
四
号
一
二
七
頁
）
．

前
掲
「
改
新
の
詔
の
研
究
」
山
、
一
三
頁
。

東
野
治
之
氏
は
、
孝
徳
朝
の
官
職
『
祠
官
頭
」
の
分
析
か
ら
、
孝
徳
朝
の
官
制
は
、
旧
来
の
氏
姓
的
な
制
度
に
補
わ
れ
な
が
ら
も
、
理
念
と
し
て
は

官
僚
制
的
な
要
素
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
る
（
「
大
化
以
諭
の
官
制
と
律
令
中
央
實
綱
ｌ
孝
徳
鯛
の
中
央
官
制
を
中
心
と
し
て
ｌ
」

（
『
日
本
歴
史
』
三
六
二
号
、
｜
頁
以
下
）
）
。

推
古
天
皇
一
二
年
四
月
戊
辰
〈
三
日
）
条
。

同
一
一
年
一
二
月
壬
戌
（
三
日
）
条
。

『
日
本
仏
教
史
』
１
飛
鳥
時
代
、
一
四
九
頁
。

さ
し
あ
た
り
、
内
藤
乾
吉
「
近
江
令
の
法
官
・
理
官
に
つ
い
て
」
（
『
法
学
雑
誌
』
四
巻
一
号
、
一
頁
以
下
『
熊
谷
公
男
「
治
部
省
の
成
立
」
（
『
史

学
雑
誌
』
八
八
編
四
号
、
一
頁
以
下
）
等
を
参
照
。

た
だ
Ｌ
こ
こ
で
い
う
百
姓
は
圭
回
材
武
彦
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
（
「
大
化
改
新
詔
の
第
一
調
に
つ
い
て
ｌ
改
新
認
研
究
に
か
ん
す
る
覚
欝
－
－
」

（
小
笠
原
長
和
編
『
東
国
の
社
会
と
文
化
』
五
頁
以
下
〉
）
、
村
首
層
等
を
中
心
に
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
改
新
の
詔
の
研
究
」
山
（
『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
一
五
号
、
一
二
頁
以
下
）
。

同
右
、
三
七
八
・
九
頁
。

た
だ
し
、
横
田
健
一
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
（
「
大
安
寺
の
経
済
に
関
す
る
二
三
の
問
題
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
○
号
、
五
頁
）
）
、
こ
の
記
載
の
真
偽

つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

前
掲
書
三
九
○
・
一
頁
。

大
化
二
年
三
月
甲
申
（
’
’
二
日
）
条
。

孝
徳
天
皇
即
位
前
紀
。

同
右
、
一
三
頁
。

天
武
天
皇
九
年
四
月
是
月
条
。
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（
髄
｝
元
慶
實
田
に
つ
い
て
は
．
繭
稿
「
律
令
制
的
土
地
所
有
に
関
す
る
一
考
察
ｌ
‐
い
わ
ゆ
る
田
主
権
の
闘
題
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
。
完
（
『
法
学
』

四
三
巻
二
号
、
二
一
頁
）
の
注
（
５
）
に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
。

（
価
）
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
二
月
癸
巳
（
七
日
）
条
。

（
暁
）
『
延
喜
式
』
巻
二
二
、
民
部
上
、
位
田
条
。

〈
船
）
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
五
、
職
田
位
田
公
解
田
事
。

尹占、〆へ戸一、

6５６４６３
－－、＝‐、-=

（
“
）
前
掲
「
改
新
の
詔
の
研
究
」
山
、
一
四
’
七
頁
。

〈
醜
）
さ
し
あ
た
り
、
闘
晃
「
大
化
繭
代
に
お
け
る
皇
室
私
有
民
ｌ
子
代
御
名
代
琴
Ｉ
」
（
『
日
本
経
済
史
大
系
』
１
古
代
一
七
八
質
以
下
｝
、
薗

田
前
掲
書
三
四
八
頁
以
下
、
門
脇
禎
二
「
い
わ
ゆ
る
、
中
大
兄
献
上
の
「
入
部
」
に
つ
い
て
」
（
小
葉
田
淳
教
授
退
官
記
念
事
業
会
編
『
国
史
論
集
』

（
弱
）
官
司
は
通
常
”
つ
か
さ
つ
か
さ
“
と
訓
読
み
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
”
つ
か
ざ
み
こ
と
も
ち
“
と
訓
読
み
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
国
司
の
古
訓
“
く

に
の
み
こ
と
も
ち
“
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
弱
）
滝
川
政
次
郎
「
十
七
条
憲
法
と
大
化
改
新
」
（
『
日
本
法
制
史
研
究
』
’
八
一
頁
）
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
、
一
八
五
頁
頭
注
、
日

本
思
想
大
系
『
聖
徳
太
子
集
』
一
九
頁
頭
注
、
等
参
照
。

（
研
）
③
の
「
而
倶
顕
陳
、
然
後
可
レ
諮
」
の
部
分
を
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
、
二
九
六
頁
頭
注
は
、
「
み
な
で
事
実
を
明
ら
か
に
し
て

申
立
て
、
し
か
る
後
、
官
司
に
は
か
る
こ
と
」
と
注
釈
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
「
陳
」
と
「
諮
」
と
、
官
司
に
二
度
の
訴
訟
提
起
が
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
後
者
の
「
諮
」
は
、
訴
訟
提
起
を
受
け
た
官
司
が
、
朝
廷
に
申
上
す
る
意
で
あ
ろ
う
。

（
卵
）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
》
Ｔ
－
１
出
典
論
を
中
心
と
す
る
比
較
文
学
的
考
奈
－
－
』
上
、
三
四
八
頁
。

（
”
｝
『
飛
鳥
奈
良
時
代
の
研
究
』
三
一
○
頁
以
下
「
畿
内
ミ
ャ
ヶ
の
一
考
察
１
１
管
理
形
態
を
中
心
に
ｌ
」
（
永
島
福
太
郎
先
生
退
鰄
記
念
会
編
『
日

本
歴
史
の
構
造
と
展
開
』
一
八
三
頁
以
下
）
。

（
印
）
た
だ
し
、
直
木
孝
次
郎
氏
に
よ
れ
ば
（
「
大
宝
令
前
官
制
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
考
察
」
（
井
上
光
賞
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
古
代
史
論
叢
』
中
巻
、

一
五
・
六
頁
）
）
、
こ
の
名
称
自
体
は
、
『
日
本
書
紀
』
編
者
の
修
文
加
筆
の
可
能
性
が
大
き
い
と
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い

な
い
が
、
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
五
縁
に
お
い
て
、
聖
徳
太
子
の
命
に
よ
り
播
磨
国
に
「
水
田
之
司
」
と
し
て
派
退
さ
れ
た
屋
栖
古
連
公
も
、
こ
れ

六
三
頁
以
下
）
等
を
参
照
。

一
五
・
六
頁
）
）
、
こ
の
名
称
自
位

な
い
が
、
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻

に
類
似
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
し
あ
た
り
、
前
稿
編

前
掲
書
三
五
二
・
一
一
一
頁
。

た
り
、
前
稿
「
班
田
収
授
制
の
成
立
」
〈
『
法
学
』
四
八
巻
六
号
、
’
三
頁
）
の
注
（
４
）
に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
。
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（
的
）
同
右
。

（
、
）
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
』
下
、
制
度
篇
、
三
一
一
一
五
・
六
頁
。

｛
、
）
勿
論
、
市
の
機
能
、
存
在
意
義
は
、
単
に
経
済
的
な
面
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
小
林
茂

文
「
古
代
の
市
の
景
観
ｌ
流
通
外
の
機
能
を
中
心
に
Ｉ
」
｛
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
婆
一
別
柵
八
巣
一
八
一
頁
以
下
）
を
参
照
．

（
わ
）
西
村
真
次
『
日
本
古
代
経
済
』
交
換
篇
、
第
二
冊
、
市
場
、
二
九
頁
以
下
、
秋
山
義
一
「
古
代
に
お
け
る
市
の
発
達
」
（
『
横
浜
商
大
論
集
》
二
巻
一
・

二
合
併
号
、
九
二
頁
以
下
）
等
参
照
。

（
両
）
さ
し
あ
た
り
、
大
井
重
二
郎
「
平
城
京
の
東
西
市
」
山
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
六
巻
五
号
、
一
頁
以
下
）
、
体
系
日
本
史
叢
書
田
『
流
通
史
』
Ｉ
、
一
一
一

○
頁
等
を
参
照
。

（
刺
）
「
奈
良
時
代
の
流
通
経
済
」
（
『
史
林
』
五
五
巻
四
号
、
三
七
頁
以
下
）
。

（
市
）
『
日
本
古
代
水
上
交
通
史
の
研
究
』
四
九
七
頁
。

（
妬
）
同
右
、
九
七
頁
以
下
。

〈
万
）
同
右
、
一
八
頁
以
下
。

（
泥
〉
田
名
綱
宏
『
古
代
の
交
通
』
一
九
頁
以
下
参
照
。

（
ね
）
岸
俊
男
「
古
道
の
歴
史
」
「
古
代
の
日
本
』
五
、
近
畿
、
九
一
一
一
頁
以
下
）
、
体
系
日
本
史
叢
書
型
『
交
通
史
』
四
頁
以
下
、
藤
岡
謙
二
郎
編
『
日
本

歴
史
地
理
総
説
』
古
代
篇
、
八
二
・
三
頁
等
参
照
。

（
別
）
そ
の
他
風
土
記
に
あ
ら
わ
れ
る
津
済
を
も
松
原
氏
は
掲
げ
て
お
り
（
前
掲
書
一
二
頁
）
．
そ
の
中
で
「
播
磨
風
土
記
」
に
あ
ら
わ
れ
る
「
摂
津
国
高

瀬
之
済
」
を
こ
こ
に
加
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

瀬
之
済
」
を
こ
こ
に
加
え
一

（
皿
）
前
掲
書
一
○
七
頁
以
下
。

｛
皿
）
「
律
令
制
的
土
地
所
有
に

（
郷
）
『
上
代
駅
制
の
研
究
』
｜

（
別
）
前
掲
書
四
五
頁
以
下
参
両

（
開
）
同
右
、
二
九
○
頁
以
下
》

（
髄
）
同
右
、
二
五
九
頁
以
下
。

（
駅
）
「
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺

「
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
古
代
の
水
運
と
港
津
」
「
環
境
文
化
』
五
五
号
、
四
五
頁
以
下
）
。

『
上
代
駅
制
の
研
究
』
一
六

前
掲
書
四
五
頁
以
下
参
照
。

「
律
令
制
的
土
地
所
有
に
関
す
る
一
考
察
－
ｌ
い
わ
ゆ
る
田
王
権
の
悶
題
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
Ｈ
一
『
法
学
』
四
二
巻
四
号
一
二
三
頁
）
．

『
上
代
駅
制
の
研
究
』
一
六
頁
以
下
。

二
九
○
頁
以
下
参
照
。
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大化・白雄期の班田と校田についてに)．完

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
使
者
発
遣
と
の
関
連
で
あ
ら
わ
れ
る
大
化
・
白
惟
期
の
班
田
・
校
田
関
係
記
事
を
分
析
す
る
と
、

東
国
に
お
い
て
は
建
評
に
際
し
て
の
軍
防
屯
田
的
な
班
田
が
、
畿
内
に
お
い
て
は
、
寺
院
、
群
臣
・
伴
造
、
市
司
・
渡
子
に
対
す
る

特
殊
な
田
地
賜
与
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
勿
論
、
使
者
の
発
遣
が
、
畿
内
と
東
国
に
の
み
行
な
わ
れ
た
も
の
で
な

い
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
化
元
年
九
月
一
日
に
は
、
諸
国
に
対
し
兵
器
収
集
の
使
者
が
発
遣
さ
れ
て
お
り
、

東
国
国
司
も
そ
の
一
環
と
し
て
兵
器
の
収
集
に
た
ず
さ
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
月
の
一
九
日
に
は
、
「
録
二
民
元
数
一
」
す
た

（
１
）

め
に
、
諸
国
に
使
者
が
発
遺
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
，
人
口
の
概
数
を
把
握
せ
ん
と
し
た
も
の
と
解

し
て
よ
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
土
地
調
査
に
関
す
る
こ
と
が
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
東
国
や
倭
国

に
派
遣
さ
れ
た
使
者
の
場
合
、
造
籍
と
校
田
が
一
連
の
措
置
と
し
て
扱
わ
れ
、
ま
た
、
寺
院
に
対
し
て
は
、
所
属
の
僧
尼
・
奴
稗
の

調
査
と
同
時
に
田
地
の
調
査
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
も
し
、
東
国
や
畿
内
以
外
に
お
い
て
も
、
校
田
に
相
当

す
る
作
業
が
行
な
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
人
口
調
査
を
命
じ
た
こ
の
時
に
な
さ
れ
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

こ
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
事
が
全
く
み
え
な
い
こ
と
は
、
こ
の
時
の
使
者
は
、
そ
の
よ
う
な
任
務
を
帯
び
て
い
な
か
っ

た
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
大
化
前
の
土
地
兼
併
の
状
況
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
著
名
な
、
こ
の
時
に
出
さ
れ
た
次

の
詔
の
内
容
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

佃
詔
曰
、
自
レ
古
以
降
、
毎
二
天
皇
時
一
、
置
二
標
代
民
一
、
垂
二
名
於
後
「
其
臣
連
等
・
伴
造
国
造
、
各
置
二
己
民
一
、
恋
し
情
駈

使
、
又
割
一
一
国
県
山
海
・
林
野
・
池
田
一
、
以
為
二
己
財
一
、
争
戦
不
し
巳
、
或
者
兼
一
一
弁
数
万
頃
田
一
、
或
者
全
無
二
容
針
少
地
一
、

進
二
調
賦
一
時
、
其
臣
連
伴
造
等
、
先
自
収
散
、
然
後
分
進
、
修
二
治
宮
殿
一
、
築
二
造
園
陵
一
、
各
率
二
己
民
「
随
し
事
而
作
、
易

六
改
新
詔
と
白
惟
三
年
の
班
田
記
事
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曰
、
損
し
上
益
レ
下
、
節
以
一
一
制
度
一
、
不
し
傷
し
財
、
不
し
害
し
民
、
方
今
、
百
姓
猶
乏
、
而
有
レ
勢
者
、
分
二
割
水
陸
一
、
以
為
二
私

地
一
、
売
一
一
与
百
姓
一
、
年
索
一
一
其
価
一
、
従
し
今
以
後
？
不
し
得
し
売
レ
地
、
勿
三
妄
作
し
主
兼
二
井
劣
弱
一
、
百
姓
大
悦
、

（
２
）

津
田
左
右
士
ロ
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
詔
に
は
造
作
の
部
分
が
多
く
、
必
ず
し
も
当
時
の
状
況
を
正
確
に
反
映
し
た
も
の
と
は

い
い
難
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
状
況
が
あ
る
意
味
で
虚
構
で
あ
る
と
し
て
も
、
否
む
し
ろ
虚
構
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
、
「
割
一
一
国
県
山
海
・
林
野
・
池
田
一
、
以
為
二
己
財
Ｅ
と
か
「
兼
二
弁
数
万
頃
田
一
、
或
者
全
無
二
容
針
少
地
一
」
と
い
う

事
態
に
対
し
て
、
そ
れ
は
否
定
的
な
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
そ
の
実
態
を
調
査
し
、
校
田
を
行
な
い
、

田
地
の
再
配
分
の
た
め
班
田
を
実
施
す
る
の
が
最
も
有
効
な
方
法
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
詔
で
は
、
「
有
し
勢
者
、
分
一
一
割
水

陸
一
、
以
為
二
私
地
一
、
売
二
与
百
姓
一
、
年
索
一
一
其
価
一
」
と
い
う
行
為
が
禁
制
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
「
水
陸
」
と
は
、
夙
に
飯
田
武

（
３
）

（
４
）

郷
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ま
た
前
稿
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
水
田
と
陸
田
を
さ
す
。
こ
の
よ
う
な
田
地
を
私
の
も
の
と
し
た
上
で
、

そ
れ
を
百
姓
に
「
売
与
」
す
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
山
野
河
海
に
関
す
る
領
有
は
、
こ
の
局
面
で
は
な
ん
ら
問
題
に

な
ら
な
い
。
ま
た
、
田
地
を
私
地
と
す
る
こ
と
自
体
が
違
法
と
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
「
従
し
今
以
後
、
不
し
得
し
売
レ
地
」
と
あ
る
よ

う
に
、
そ
の
よ
う
な
田
地
を
百
姓
に
「
売
与
」
し
て
は
じ
め
て
禁
制
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
「
売
与
」
と
は
、
一
般
に
理
解

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
令
制
下
に
お
け
る
賃
租
に
類
似
し
た
行
為
で
あ
ろ
う
。
「
其
価
」
を
百
姓
か
ら
徴
収
す
る
が
故
、
禁
止
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
詔
の
全
体
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
、
百
姓
に
対
す
る
私
的
な
支
配
、
そ
の
私
的
な
収
取
を
禁
止
す
る
こ

と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
詔
の
最
後
に
お
か
れ
た
「
勿
三
妾
作
し
主
兼
二
井
劣
弱
一
」
と
い
う
一
句
に
も

端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詔
が
、
事
態
を
あ
た
か
も
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
問
題
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
の
は
、
事
の
本
質

（
５
）

を
一
示
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
百
姓
支
配
に
付
随
し
て
生
ず
る
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
大
化
元
年
九
月
一
九
日
に
諸
国
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
の
任
務
は
、
基
本
的
に
一
般
百
姓
を
把

握
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
校
田
や
班
田
の
よ
う
な
土
地
支
配
に
係
わ
る
事
項
は
、
お
よ
そ
そ
の
守
備
範
囲
に
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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大化・白堆期の遜田と校田について口.完

班
田
収
授
と
い
う
用
語
が
、
原
詔
に
基
づ
く
も
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
修
飾
の
結
果
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
『
日
本
書
紀
』

編
纂
者
の
全
く
の
造
作
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
田
令
の
規
定
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
は
否
定

し
得
な
い
。
あ
え
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
班
田
と
は
、
田
令
六
年
一
班
条
の
「
凡
田
、
六
年
一
班
」
と
か
、
同
じ
く
班
田
条
の
「
几

応
し
班
し
田
者
」
と
い
う
表
現
に
通
ず
る
用
語
で
あ
る
。
ま
た
収
授
は
、
六
年
一
班
条
後
段
部
分
の
「
毎
し
至
二
班
年
一
、
即
従
二
収
授
こ

と
い
う
規
定
に
み
え
る
収
授
と
同
じ
用
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
や
規
定
が
、
一
般
百
姓
を
も
対
象
と
し
た
ロ
分
田
の
班
給
と
収

公
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
律
令
田
制
の
体
系
に
お
い
て
、
百
姓
を
も
対
象

と
す
る
一
般
的
な
口
分
田
の
班
給
と
、
官
人
貴
族
層
の
み
を
対
象
と
し
た
位
田
・
職
田
等
の
ご
と
き
特
権
的
給
田
と
が
並
存
す
る
こ

と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
宮
原
武
夫
氏
は
、
班
田
に
関
す
る
二
種
の
古
訓
か
ら
演
鐸
し
て
、
そ
れ
を
二
つ
の
班
田
収
授
制
と
し

て
位
置
づ
け
輪
）
し
か
し
、
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
班
田
収
授
と
は
、
基
本
的
に
前
者
の
、
百
姓
を
も
そ
の
対
象
に
含
め

た
ロ
分
田
の
班
給
・
収
公
シ
ス
テ
ム
を
さ
す
。

こ
の
よ
う
な
班
田
収
授
の
観
念
か
ら
す
れ
ば
、
畿
内
に
お
け
る
田
地
賜
与
は
、
全
く
そ
の
観
念
か
ら
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
後
者
の
特
殊
的
・
特
権
的
な
給
田
の
系
譜
に
該
当
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ

と
す
れ
ば
、
東
国
と
畿
内
を
除
け
ば
そ
れ
以
外
の
諸
国
に
お
い
て
は
、
班
田
や
田
地
賜
与
は
も
と
よ
り
、
校
田
す
ら
そ
の
実
施
の
痕

跡
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
大
化
に
お
け
る
一
定
の
土
地
変
革
は
、
東
国
と
畿
内
を
対
象
に
な
さ
れ
た
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
土
地
変
革
の
内
容
と
意
義
は
、
東
国
と
畿
内
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
共
通
し
た

性
格
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
、
前
掲
史
料
⑥
の
何
部
分
、
す
な
わ
ち
大
化
改
新
詔
の
第
三
条
に
あ
ら
わ
れ

る
班
田
収
授
が
、
何
ら
か
の
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
東
国
に
お
け
る
班
田
か
、
畿
内
に
お
け
る
田
地
賜
与

か
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
実
態
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
前
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

る
班
田
収
授
が
、

海
そ
の
い
ず
』

い
と
判
断
す
る
。
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こ
の
記
事
に
は
、
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
不
備
な
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
記
事
は
正
月
一
日
の
記

事
で
あ
る
か
ら
、
②
部
分
に
み
え
る
「
是
月
」
を
正
月
と
す
る
と
、
「
自
二
正
月
一
至
二
是
月
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
ま
た
、

⑪
部
分
に
お
い
て
田
の
長
さ
に
つ
い
て
の
表
示
は
あ
る
の
に
広
さ
の
表
示
が
な
い
、
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。
前
者
の
点
に
つ
い
て
は

い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
で
き
る
が
、
私
は
、
飯
田
武
郷
氏
が
横
山
由
清
説
と
の
関
連
で
「
自
二
正
月
一
の
三
字
は
、
自
二
大
化
二
年
正
月
一

（
７
）

の
誤
に
て
、
数
字
を
脱
せ
る
な
り
と
一
五
り
、
此
説
や
々
勝
る
が
如
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
正
月
と
は
大
化
一
一
年
正
月
の
改
新

詔
の
発
布
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
班
田
の
実
際
の
作
業
は
大
化
二
年
八
月
以
降
に
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

（
８
）

そ
の
作
業
の
起
点
は
、
改
新
詔
に
よ
っ
て
遜
給
の
基
準
が
作
成
さ
れ
た
、
大
化
一
一
年
正
月
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

事
で
あ
る
。

に
対
し
東
国
に
お
け
る
班
田
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
実
質
は
軍
防
屯
田
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
令
制
的
な
班
田
収
授
制
と

決
し
て
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
般
百
姓
を
対
象
に
田
地
の
給
与
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
こ
に
何
が
し
か
の
共
通
点

を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
私
は
、
史
料
ｏ
の
改
新
詔
に
お
け
る
班
田
収
授
と
、
史
料
⑥
の
白
堆
三
年
の
記
事
に
み
え
る
班
田

は
、
も
し
そ
れ
が
何
か
の
根
拠
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
東
国
に
お
け
る
土
地
変
革
と
の
関
連
で
、
『
日
本
書
紀
』

の
編
纂
者
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

改
新
詔
で
は
、
班
田
収
授
の
法
の
作
成
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
化
元
年
八
月
に
発
遣
さ
れ
た
東
国
国
司
は

造
籍
と
校
田
を
行
な
う
が
、
そ
の
校
田
と
は
、
開
墾
地
を
設
定
し
、
既
存
の
耕
地
を
調
査
し
、
そ
の
収
公
を
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て
析
出
さ
れ
た
田
地
を
ど
の
よ
う
に
百
姓
に
分
配
し
、
耕
営
せ
し
め
る
か
、
そ
の
班
給
の
基
準
を
作
る
こ
と
が
、
改

新
詔
に
お
い
て
班
田
収
授
の
法
を
造
れ
と
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
化
二
年
八
月
に
は
第

二
次
の
使
者
発
遣
が
東
国
に
対
し
て
行
な
わ
れ
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
田
地
の
班
給
が
、
建
評
に
際
し
て
一
定
の
地
域
で
実
施
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
業
は
、
白
惟
三
年
ま
で
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
史
料
。
の
白
堆
三
年
の
記
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大化・白錐期の班田と校田について｡・完

以
上
、
改
新
詔
と
白
惟
三
年
の
記
事
に
お
け
る
班
田
は
、
東
国
に
お
け
る
土
地
変
革
と
の
関
連
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
両
者
の
史
料
に
は
、
田
積
法
と
租
法
に
関
す
る
記
事
が
付
さ
れ
て
お
り
（
史
料
ｏ
の
⑥

部
分
、
史
料
ｏ
の
⑪
部
分
三
そ
れ
を
令
制
に
至
る
変
化
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
様
々
な
学
説
が

（
９
）

（
川
）

提
示
さ
れ
て
き
た
。
私
は
、
こ
の
田
積
法
・
租
法
に
関
す
る
記
事
は
、
い
ず
れ
も
信
用
し
難
い
と
考
え
る
。
一
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、

浄
御
原
令
制
下
の
田
積
法
は
基
本
的
に
町
制
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
全
国
的
に
統
一
し
た
形
で
の
地
割
と
地
積
測
定
を
行
な
う
た
め
、

浄
御
原
令
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
大
化
以
前
か
ら
の
伝
統
的
な
田
積
法
で
あ
る
代
制
が

わ
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
白
堆
三
年
は
、
大
化
二
年
よ
り
丁
度
六
年
後
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
六
年
一
班
制
が
適
用
さ
れ
た
と
す

る
見
方
が
、
夙
に
『
田
制
篇
』
巻
四
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
白
惟
三
年
の
記
事
は
、
大
化
一
一
年
正
月
よ
り
白
推
三
年
正
月

ま
で
継
続
し
て
班
田
が
実
施
さ
れ
た
よ
う
に
表
現
し
て
お
り
、
大
化
二
年
を
第
一
回
の
班
田
の
年
、
白
堆
三
年
を
第
一
一
回
の
班
田
の

年
と
み
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
、
白
堆
三
年
は
班
田
が
終
了
し
た
年
で
あ
る
の
に
対
し
、
大
化
二
年
は
あ
く
ま
で
も
班
田
収

授
の
法
を
作
っ
た
年
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
班
田
が
何
時
実
施
さ
れ
、
終
了
し
た
か
は
明
確
で
な
い
。
も
し
、
そ
れ
が
か
な
り
早

急
に
実
施
さ
れ
た
と
し
て
も
、
大
化
二
年
に
そ
の
作
業
が
す
べ
て
完
了
し
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
か
な
り
無
理
が
あ
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、
た
と
え
大
化
二
年
の
班
田
収
授
法
に
基
づ
く
班
田
を
第
一
回
の
班
田
と
考
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
実
施
は
翌
年
以
降
に
か
け
て

行
な
わ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
六
年
一
班
制
の
適
用
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
白

惟
三
年
に
班
田
が
終
了
し
た
と
い
う
の
は
、
第
二
回
の
班
田
が
終
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
大
化
一
一
年
以
降
に
始
め
ら
れ
た
班

田
が
、
白
推
三
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
完
了
し
た
と
い
う
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
班
田
と
は
東
国
に
お
け
る
班

田
で
あ
り
、
そ
の
実
質
は
軍
防
屯
田
の
設
置
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
全
て
の
評
に
付
随
し
た
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
建
評
と
並
行

し
て
、
そ
の
一
環
を
な
す
事
業
と
し
て
進
め
ら
れ
た
。
建
評
が
一
定
の
年
月
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
、
そ
の
作
業
は
当
然
数
ヶ
年
に
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〈
、
）

通
用
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
大
化
の
頃
に
令
制
的
な
町
段
制
が
実
施
共
ど
れ
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
東
国
や
畿
内
に
お
け

る
校
田
も
、
代
制
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
田
租
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
改
新
詔
と
白
惟
一
一
一
年
の
記
事
で
は
異
な
っ
て
お
り
、
白
堆
三
年
の
そ
れ
は
、
む
し
ろ
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
一
段
二
五
○
歩
制
（
一
歩
Ｉ
方
六
尺
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
こ
こ
に
広
さ
が
欠
落
し
て
い
る

の
は
、
そ
の
点
に
よ
る
影
響
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
大
化
の
頃
に
お
け
る
田
租
法
と
い
う
こ
と
だ
け
で
考
え
れ
ば
、
矛
盾
し

た
内
容
を
も
つ
白
推
三
年
の
記
事
の
方
が
、
ま
だ
し
も
何
か
の
根
拠
に
基
づ
く
可
能
性
を
残
し
て
い
る
と
い
え
る
。
不
合
理
性
の
中

に
隠
さ
れ
た
真
実
が
潜
む
こ
と
は
、
一
般
に
よ
く
あ
る
現
象
で
あ
る
。
改
新
詔
の
当
該
副
文
は
、
田
令
田
長
条
と
全
く
同
文
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
令
文
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
『
令
集
解
』
田
令
田
長
条
・
古
記（
吃
）

所
引
の
慶
雲
一
一
一
年
格
の
表
現
か
ら
す
る
と
、
浄
御
原
令
以
前
に
は
、
「
熱
田
百
代
、
租
稲
一
一
一
束
」
の
田
租
法
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。

も
し
大
化
の
頃
に
も
田
租
法
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
方
式
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
田
租
法
は
、

五
○
代
Ⅱ
Ⅱ
一
町
で
換
算
す
れ
ば
、
町
租
稲
一
五
束
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
白
堆
三
年
の
田
租
法
の
記
事
は
、
大
化
の
頃

の
田
租
法
を
そ
の
よ
う
に
潤
色
し
て
表
現
し
て
い
る
可
能
性
も
絶
無
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
化
の
頃
に
そ
の
よ
う
な
形
で
の
田
租
法
の
存
在
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
東
国
に
お
け
る
班
田
と
の
関
連
で
、

か
か
る
田
租
法
が
実
施
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
何
度
も
操
返
す
が
、
東
国
に
お
け
る
班
田
の
実
態
は
軍
防
屯
田
の
設
置
に
あ
り
、

そ
れ
は
、
評
を
中
心
と
し
た
軍
事
的
拠
点
に
お
け
る
経
済
的
基
盤
の
創
出
を
意
味
し
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
か
ら
す
る
と
、
一
○
○

代
に
つ
き
租
稲
三
束
と
い
う
、
極
め
て
低
率
の
土
地
生
産
物
の
収
取
で
は
、
お
よ
そ
そ
の
軍
事
的
必
要
性
か
ら
く
る
要
請
に
答
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
に
令
制
下
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
陸
奥
国
屯
田
の
場
合
、
町
別
二
○
束
以
上
の
地
子
が
収
取
さ
れ

（
皿
）

た
。
お
そ
ら
く
東
国
に
お
け
る
班
田
と
の
関
連
で
９
。
、
収
穫
の
約
一
一
○
％
に
相
当
す
る
公
田
地
子
的
な
収
取
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
改
新
詔
に
お
け
る
田
積
法
・
租
法
に
関
す
る
副
文
は
も
と
よ
り
、
白
惟
三
年
の
田
積
法
・
租
法
に
関
す
る
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大化・白推期の班田と校田について口．完
記
事
も
、
そ
の
前
提
を
な
す
班
田
記
事
と
の
関
係
で
は
、
い
ず
れ
も
信
用
し
難
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

も
し
大
化
の
頃
に
そ
の
よ
う
な
田
租
法
の
実
施
が
考
え
得
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
東
国
に
お
け
る
土
地
変
革
と
の
関
連
で
は
な
く
、

畿
内
に
お
け
る
土
地
変
革
、
と
り
わ
け
倭
国
六
県
に
対
す
る
校
田
と
の
係
わ
り
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
田
租
は
大
化
前（
皿
）

代
に
遡
り
得
る
と
考
、
え
ら
れ
て
い
る
が
、
石
母
田
氏
は
、
そ
の
田
租
の
先
行
形
態
を
、
令
制
的
田
租
と
区
別
し
て
原
田
租
と
称
す
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
在
地
の
首
長
に
対
し
共
同
体
成
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
初
穂
貢
納
の
儀
礼
に
起
源
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
原
田
租
が
令
制
的
田
租
に
転
化
す
る
た
め
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
二
つ
の
契
機
を
必
要
と
す
る
。
一
つ
は
、
収
穫
さ

れ
た
稲
に
対
し
そ
の
一
定
部
分
を
割
取
す
る
と
い
う
賦
課
方
式
か
ら
、
田
の
面
積
に
応
じ
て
一
定
量
の
稲
を
拠
出
す
る
と
い
う
賦
課

（
脂
）

方
式
へ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
土
地
を
基
準
と
し
た
田
租
徴
収
の
た
め
に
は
、
八
木
充
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
最
少
限
校
田

を
必
要
と
す
る
。
校
田
に
よ
っ
て
田
の
面
積
が
測
定
さ
れ
、
そ
れ
を
基
準
に
租
が
収
取
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
田
租
と

い
う
名
称
に
ふ
さ
わ
し
い
税
制
の
実
態
が
備
わ
っ
た
と
い
え
る
。
も
う
一
つ
の
契
機
は
、
当
初
は
在
地
の
首
長
に
委
ね
ら
れ
て
い
た

こ
の
田
租
の
徴
収
・
管
理
権
が
、
中
央
の
朝
廷
政
府
に
移
行
さ
れ
、
全
国
的
に
統
一
し
た
形
態
で
運
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上

（
旧
〉

（
Ⅳ
）

の
よ
う
な
二
つ
の
契
機
を
経
て
、
令
制
的
田
租
制
が
何
時
頃
成
立
し
た
か
と
い
、
え
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
宮
原
武
夫
氏
や
八
木
充
氏
が

（
肥
）

説
く
よ
う
に
、
浄
御
原
令
段
階
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
班
田
収
授
制
は
浄
御
原
令
段
階
の
持
統
朝
に

成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
田
租
制
も
同
じ
く
そ
の
頃
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
ご
と
く
大
津
透
氏
は
、
田
租
制
の
成

（
四
）

（
ｍ
）

立
を
大
宝
令
段
階
に
設
定
し
て
い
る
が
、
田
租
法
に
関
す
る
慶
雲
一
二
年
格
に
関
す
る
理
解
等
に
は
疑
問
を
点
が
多
く
、
そ
の
所
論
に

従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
の
発
想
の
根
底
に
は
、
畿
内
と
畿
外
と
で
田
租
制
の
成
立
時
期
が
異
な
る
の
で
は
な

い
か
と
す
る
捉
え
方
が
あ
り
、
そ
の
点
は
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
十
分
に
検
討
す
る
価
値
が
あ
ろ
う
。

（
幻
）

大
津
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
天
智
八
年
是
冬
条
に
は
、
「
修
二
高
安
城
一
、
収
二
畿
内
之
田
税
一
」
と
あ
り
、
既
に
天

〈
塑
）

智
朝
に
は
畿
内
か
ら
田
租
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
長
山
泰
孝
氏
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
記
事
は
当
時
．
の
状
況
か
ら
推
し
て
、
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特
に
否
定
す
べ
き
根
拠
は
な
い
と
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
畿
内
に
お
け
る
田
租
制
の
成
立
は
、
浄
御
原
令
段
階
以
前
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
八
木
充
氏
は
基
本
的
に
田
租
制
の
成
立
時
期
を
浄
御
原
令
段
階
に
求
め
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
大
化
以
降
に
お
い
て
、
「
班
田
制
の
部
分
的
な
実
施
に
対
応
し
て
田
租
が
収
取
き
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
推
測
す
る
余
地
は
残
さ

（
鋼
）

れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
「
部
分
的
な
実
施
」
と
い
う
内
容
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
収
公
さ
れ
た
屯
倉
・
田
庄
・
屯
田

（
割
）

に
お
け
る
班
田
の
実
施
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
田
租
制
の
成
立
１
口
そ
れ
に
付
随
し
て
と
い
う
一
一
と
に
な
る
が
、

し
か
し
、
前
記
の
天
智
八
年
の
記
述
を
重
視
す
れ
ば
、
「
部
分
的
」
と
は
、
畿
内
と
い
う
地
域
的
な
範
囲
の
限
定
を
ま
ず
考
え
て
し
か

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
化
の
頃
に
畿
内
に
お
い
て
は
、
官
人
等
を
対
象
と
し
た
特
殊
な
給
田
は
あ
っ

た
が
、
一
般
百
姓
を
も
含
め
て
班
田
が
実
施
さ
れ
た
形
跡
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
大
化
以
降

に
田
租
制
の
成
立
が
一
部
み
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
畿
内
と
い
う
範
囲
内
に
お
い
て
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
班
田
の
施
行
に

と
も
な
っ
て
実
施
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
畿
内
の
一
定
地
域
を
対
象
に
な
さ
れ
た
校
田
の
結
果
実
施
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

田
租
制
の
成
立
は
、
必
ず
し
も
班
田
の
実
施
を
必
要
と
し
な
い
。
校
田
が
行
な
わ
れ
れ
ば
そ
れ
は
十
分
可
能
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は

前
述
し
た
よ
う
に
八
木
氏
自
ら
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
、
倭
国
六
県
に
対
す
る
校
田
の
一
つ
の
目
的
は
、
田
租
制
の
実
施
と

以
上
、
令
制
的
な
田
租
制
が
全
国
的
に
成
立
す
る
の
は
浄
御
原
令
段
階
と
い
っ
て
よ
い
が
、
部
分
的
に
は
既
に
大
化
の
頃
に
畿
内

の
一
定
地
域
を
対
象
と
し
た
田
租
制
の
実
施
が
考
え
ら
れ
、
倭
国
六
県
に
対
す
る
校
田
の
目
的
の
一
つ
は
そ
の
点
に
あ
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
倭
国
六
県
に
対
す
る
校
田
の
目
的
・
意
義
は
、
こ
の
点
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
勿
論
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
畿
内
に
お
け
る
田
地
賜
与
の
対
象
と
な
り
得
べ
き
田
地
の
析
出
と
い
う
点
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
重

要
な
点
と
し
て
、
私
は
、
改
新
詔
の
第
四
条
に
み
え
る
田
調
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

（
溺
〉

戸
調
の
問
題
と
〈
ロ
わ
せ
こ
れ
ま
で
多
く
の
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
だ
に
確
と
し
た
定
説
が
存
在
す
る
と
は
い

い
う
点
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

以
上
、
令
制
的
な
田
租
制
沖
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大化・白堆期の班田と佼田について（二)・充

以
下
、
調
副
物
、
官
馬
、
兵
、
仕
丁
、
釆
女
に
関
す
る
記
述
が
、
凡
条
の
形
で
続
く
。
こ
の
構
成
は
、
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
改
新
詔
の
第
二
条
や
第
一
一
一
条
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
条
や
第
三
条
の
場
合
、
全
体
を
総
括
的
に
記

述
す
る
主
文
の
部
分
と
、
副
文
の
几
条
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
第
一
条
は
、
副
文
に
相
当
す
る
部
分
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い

の
で
、
一
応
考
慮
の
対
象
外
と
し
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
第
四
条
の
場
合
、
形
式
的
に
は
③
部
分
が
主
文
に
相
当
す
る
が
、
内
容
的

に
は
と
て
も
そ
の
よ
う
に
い
え
な
い
。
③
部
分
は
田
調
の
み
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
総
括
的
な
記
述
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ

故
、
井
上
光
貞
氏
の
ご
と
く
、
第
四
条
に
は
主
文
が
欠
落
し
て
い
る
と
す
る
見
方
も
当
然
な
が
ら
生
じ
て
く
る
。
ま
た
、
何
部
分
は

は
な
は
だ
そ
の
位
置
が
暖
昧
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
⑪
部
分
を
越
え
て
、
直
接
に
③
部
分
に
繁
る
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
現
に

八
木
充
氏
は
そ
の
よ
う
に
解
し
、
③
と
何
の
部
分
を
主
文
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
③
、
何
の
部
分
を
主
文
と
捉
え
る
べ
き
か
否
か
定
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
田
調
・
戸
調
に
の
み

関
す
る
記
述
で
あ
り
、
改
新
詔
の
第
四
条
全
体
に
係
わ
る
よ
う
な
主
文
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
関
晃
氏
は
、
改
新
詔

の
第
二
条
な
い
し
第
三
条
は
、
将
来
実
現
す
べ
き
制
度
の
予
定
・
目
標
を
示
し
た
の
に
対
し
、
第
四
条
は
、
直
ち
に
実
施
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
暫
定
的
な
制
度
を
示
し
た
と
す
る
。
第
四
条
の
性
格
付
け
に
関
す
る
こ
の
関
氏
の
見
解
に
、
基
本
的
に
同

意
し
た
い
。
第
四
条
で
は
、
現
に
実
施
さ
れ
て
い
る
税
制
や
こ
れ
か
ら
直
ち
に
実
施
す
る
税
制
を
、
し
か
も
特
に
注
目
さ
れ
る
も
の

だ
け
を
選
ん
で
網
羅
的
に
記
し
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
体
系
的
に
整
理
し
直
す
こ
と
が
煩
雑
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
技
術
的
に
困
難

い
難
い
状
況
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
田
調
の
問
題
を
中
心
に
、
一
つ
の
新
し
い
見
方
を
呈
示
し
た
い
。
ま
ず
、
改
新
詔
第
四
条
の
田
調
・

戸
調
に
関
す
る
部
分
を
、
前
掲
し
た
史
料
ｏ
で
は
省
略
し
た
の
で
次
に
褐
記
す
る
。

ａ
ｂ

其
四
日
、
罷
二
旧
賦
役
一
、
而
行
二
田
之
調
一
、
几
絹
維
絲
綿
、
並
随
二
郷
土
所
｝
し
出
、
田
一
町
絹
一
丈
、
四
町
成
し
匹
、
長
四
丈
、

ｃ

広
二
尺
半
、
紬
二
丈
、
二
町
成
し
匹
長
広
同
し
絹
、
布
四
丈
、
長
広
同
二
絹
弛
、
一
町
成
し
端
、
識
繍
淨
別
収
二
戸
別
之

（
駈
）

調
一
、
’
一
屏
皆
布
一
丈
一
一
尺
、
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と
な
り
、
全
体
に
わ
た
る
統
一
的
な
主
文
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た

税
制
は
い
ず
れ
も
現
実
的
な
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
田
調
・
戸
調
の
制
度
も
大
化
当
時
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
田
調
・

戸
調
、
特
に
田
調
に
つ
い
て
は
、
そ
の
信
愚
性
を
疑
問
視
す
る
見
方
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
そ
の
最
も
代
表
的
な
見
解
は
、
薗
田
香

融
氏
の
そ
れ
で
あ
る
。
薗
田
氏
は
、
主
文
に
あ
た
る
②
部
分
の
方
を
二
次
的
史
料
と
し
、
田
調
に
関
す
る
几
条
は
、
令
の
人
身
輪
調

法
を
翻
案
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
「
町
」
は
「
丁
」
の
誤
字
あ
る
い
は
誤
写
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、

長
山
泰
孝
氏
や
吉
村
武
彦
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
無
理
な
立
論
で
あ
ろ
う
。
「
町
」
の
字
は
確
か
に
信
頼
し
得
な
い

と
し
て
も
、
「
田
」
と
い
う
字
は
ど
の
よ
う
に
解
す
る
の
か
。
田
調
は
人
身
輪
調
法
を
翻
案
し
た
も
の
と
い
う
が
、
何
故
に
田
積
を
基

準
と
し
た
輪
調
法
に
翻
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
必
然
性
が
全
く
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、

夙
に
坂
本
太
郎
氏
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
綿
絲
絢
屯
、
諸
処
不
し
見
」
と
い
う
分
註
の
存
在
や
、
田
調
の
内
容
に
対

応
す
る
も
の
が
令
制
や
唐
制
に
見
出
せ
な
い
こ
と
は
、
田
調
・
戸
調
に
関
す
る
記
述
は
、
大
化
当
時
の
何
ら
か
の
史
料
に
基
づ
く
こ

（
”
）

と
を
一
不
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
田
調
・
戸
調
の
制
度
は
、
大
化
の
頃
に
実
際
に
実
施
さ
れ
た
税
制
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
が
、
そ
れ
が
改
新
に
よ
っ

て
新
し
く
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
山
泰
孝
、
青
木
和
夫
、
沼
野
勉
氏
の
ご
と

く
、
田
調
・
戸
調
と
も
に
大
化
前
代
か
ら
の
税
制
で
あ
っ
た
と
す
る
説
、
村
尾
次
郎
、
井
上
光
貞
、
林
陸
朗
氏
の
ご
と
く
、
田
調
の

み
を
大
化
に
お
い
て
新
し
く
設
け
ら
れ
た
税
制
と
す
る
説
、
入
木
充
氏
の
ご
と
く
、
田
調
・
戸
調
と
も
に
大
化
改
新
時
に
創
設
さ
れ

た
と
す
る
説
が
あ
る
。
入
木
氏
を
除
け
ば
、
戸
調
は
一
般
に
大
化
前
代
に
遡
る
と
さ
れ
て
お
り
、
私
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え

る
。
問
題
は
、
田
調
が
大
化
前
代
に
遡
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
否
定
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

田
調
が
大
化
前
代
に
遡
る
と
す
る
根
拠
の
一
つ
は
、
田
調
の
賦
課
量
が
町
段
歩
制
で
は
な
く
、
代
制
に
よ
り
適
合
的
だ
と
い
う
点

に
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
化
の
田
積
法
を
町
段
歩
制
と
み
る
の
は
根
拠
が
な
く
、
そ
れ
は
代
制
で
あ
っ
た
と
考
え
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大化・白推期の班田と校田について口.完

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
田
調
は
大
化
に
お
け
る
新
税
制
と
考
え
ら
れ
る
が
、
戸
調
と
の
関
係
で
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
性
格
づ
け
る
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
、
従
来
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
こ
の
点
に
詳
し
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な

議
論
の
中
で
ま
ず
第
一
に
注
意
す
べ
き
は
、
村
尾
次
郎
氏
や
長
山
泰
孝
氏
等
が
述
べ
る
よ
う
に
、
田
調
が
主
体
で
戸
調
は
付
加
税
的

な
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
賦
課
対
象
や
賦
課
地
域
が
異
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
関
晃
氏
や
薗
田
香
融
氏
等
が
指

制
度
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
③
部
分
に
み
え
る
「
罷
二
旧
賦
役
一
」
と
は
、
や
は
り
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
旧
来
の
税
制
を
廃
止
す
る
こ
と
で
あ

り
、
ひ
い
て
は
田
調
が
代
わ
り
に
新
し
く
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
長
山
泰
孝
氏
は
、
「
旧
賦
役
」

と
は
豪
族
ら
の
私
的
な
収
奪
で
あ
り
、
そ
の
廃
止
と
は
、
そ
の
収
奪
権
を
朝
廷
が
把
握
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
解
す
る
。
し

か
し
、
文
章
上
か
ら
い
っ
て
、
「
旧
」
と
は
前
の
と
か
古
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
徴
発
主
体
は
大
和
王
権
で
あ
っ
た

と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
徴
発
主
体
が
豪
族
層
で
あ
る
な
ら
ば
、
使
役
的
な
表
現
か
、
も
し
く
は
命
令
的
・
禁
止
的
な
用
法
が
使

わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
点
で
、
在
地
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
豪
族
の
収
奪
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
は
、

（
羽
）

非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
来
は
③
部
分
に
田
調
と
並
ん
で
配
置
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
回
部
分
の

戸
調
に
関
す
る
記
述
が
、
⑪
部
分
の
凡
条
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
て
い
る
の
は
、
戸
調
は
旧
来
か
ら
存
在
し
た
税
制
で
あ
る
故
、
田
調

と
同
じ
形
で
③
部
分
の
「
罷
二
旧
賦
役
こ
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

（
釣
）

ち
な
み
に
、
石
母
田
正
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
田
調
の
成
立
は
、
校
田
の
実
施
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
。
沼
野
勉
氏
は
、
賦
課
基

準
が
町
と
い
う
大
ま
か
な
単
位
で
あ
る
か
ら
校
田
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
が
、
た
と
え
町
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
は
田
積
で
あ
る
限
り
、

精
粗
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
に
せ
よ
校
田
を
実
施
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
前
述
し

た
ご
と
く
大
化
前
代
に
お
い
て
は
、
屯
倉
に
関
す
る
記
事
を
は
じ
め
と
し
て
、
編
戸
・
造
籍
を
窺
わ
せ
る
史
料
は
あ
っ
て
も
、
校
田

の
実
施
を
示
す
確
実
な
文
献
史
料
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
い
っ
て
も
、
田
調
は
大
化
の
時
点
で
新
し
く
設
け
ら
れ
た
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し
か
し
な
が
ら
、
戸
調
の
布
の
規
格
や
、
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
二
月
庚
寅
（
一
六
日
）
条
の
記
事
等
か
ら
、
戸
調
は
畿
内
の
み

（
釦
）

を
対
象
と
し
た
税
制
で
あ
る
と
す
る
井
上
氏
の
推
量
は
、
お
そ
ら
く
当
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
沼
野
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
慶
雲
一
二
年

に
京
お
よ
び
畿
内
に
お
い
て
、
人
身
に
よ
る
丁
調
に
代
え
て
、
戸
等
を
基
準
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
戸
別
之
調
」
は
、

ご
く
一
時
期
だ
け
実
施
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
京
お
よ
び
畿
内
の
調
の
賦
課
量
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
大
化
の
戸
調
が

復
活
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
関
晃
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
大
化
の
場
合
の
戸
調
は
戸
等
を
基
準
と
し
て
お
ら
ず
、
復
活

と
は
い
っ
て
も
単
純
な
復
活
で
な
い
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
戸
調
は
畿
内
に
お
い
て
の
み
行
な

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
が
第
二
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
注
意
す
べ
き
は
、
長
山
泰
孝
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
改
新
詔
第
四
条
に
あ
ら
わ
れ
る
税
制
は
い
ず
れ
も
直
接
民
衆
に
賦
課

さ
れ
て
お
り
、
田
調
・
戸
調
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
戸
調
は
民
衆
に
対
す
る
賦
課
と
さ
れ
る
。
し
か

し
、
田
調
に
つ
い
て
は
、
井
上
辰
雄
、
沼
野
勉
、
林
陸
朗
、
石
母
田
正
氏
等
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
豪
族
層
に
対
す
る
賦
課
と
す
る
見

方
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
の
背
景
に
は
、
田
調
の
賦
課
量
が
一
町
を
単
位
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
あ

る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
田
積
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
井
上
光
貞
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、

合
成
し
た
単
位
で
い
え
ば
、
賦
課
量
は
一
百
平
方
尺
と
い
う
単
純
な
数
値
に
基
づ
い
て
お
り
、
必
ず
し
も
一
町
以
下
の
田
積
に
対
す

る
賦
課
が
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
戸
別
に
田
積
を
集
計
し
賦
課
す
る
と
い
う
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
海

か
と
い
っ
て
直
ち
に
国
造
を
は
じ
め
と
し
た
豪
族
層
に
対
す
る
賦
課
で
あ
っ
た
と
短
絡
す
る
の
も
正
し
く
は
な
い
。
関
晃
氏
が
述
べ

る
よ
う
に
村
落
全
体
に
対
す
る
賦
課
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
私
は
、
実
態
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

摘
す
る
よ
う
に
、
「
別
収
二
戸
別
之
調
一
」
と
い
う
表
現
は
、
戸
調
が
田
調
の
負
担
者
に
二
重
に
課
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
井
上
辰
雄
氏
の
ご
と
く
、
田
調
と
戸
調
の
適
用
対
象
が
地
域
的
に
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
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大化・白推期の班田と校田について口．完
村
落
な
い
し
集
落
と
い
っ
た
共
同
体
的
な
場
に
対
す
る
賦
課
を
想
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
た
と
え
在

地
の
有
力
者
が
そ
の
よ
う
な
賦
課
の
集
計
を
行
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
賦
課
自
体
は
、
原
理
的
に
民
衆
に
直
接
に
課
せ
ら
れ
る
性

格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
留
意
点
を
総
合
す
る
な
ら
ば
、
田
調
・
戸
調
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
畿
内
の
民
衆
を
対
象
と
し
た
税
制

で
あ
っ
た
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
個
々
的
な
論
点
を
繋
げ
れ
ば
、
こ
れ
は
従
来
の
議
論
の
中
で
当
然
あ
ら
わ
れ
て
も
よ
い
主
張

で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
管
見
に
お
よ
ぶ
限
り
、
田
調
が
畿
内
だ
け
を
対
象
に
し
た
税
制
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
研
究
は
一
例
も

存
在
し
な
い
。
ち
な
み
に
、
改
新
詔
第
四
条
に
あ
ら
わ
れ
た
税
制
の
中
に
は
、
全
国
的
に
適
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の

地
域
に
の
み
通
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
田
調
・
戸
調
と
同
じ
く
、
令
制
や
唐
制
に
存
在
し
な
い
官
馬
の
貢
納
制
は
、

特
定
の
地
域
に
の
み
、
よ
り
具
体
的
に
は
東
国
に
お
い
て
の
み
実
施
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
官
馬
に
つ
い
て
関
晃
氏
は
、
大
化
前
代

か
ら
す
で
に
東
国
の
国
造
等
に
よ
る
貢
馬
の
慣
行
が
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
、
こ
れ
は
中
央
の
必
要
を
充
た
す
た

く
Ⅲ
）

め
特
定
の
地
域
に
の
み
賦
課
さ
れ
た
税
制
と
み
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
石
母
田
正
氏
も
そ
の
よ
う
に
明
一
不
的
で
は
な
い
が
、
東
国
国

（
蛇
）

司
に
よ
る
馬
の
徴
発
と
の
関
連
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。
私
は
、
官
馬
の
貢
納
制
は
東
国
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
と
考
、
え
た
い
。

高
橋
富
雄
氏
は
、
平
安
時
代
の
勅
旨
牧
が
、
甲
斐
、
武
蔵
、
信
濃
、
上
野
の
四
国
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
化
前
代
に

（
鋼
）

お
け
る
東
国
の
服
属
の
象
徴
と
し
て
の
貢
馬
制
と
の
関
連
弁
）
指
摘
し
て
い
る
。
改
新
詔
第
四
条
に
お
け
る
官
馬
の
制
も
、
そ
の
よ
う

な
文
脈
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
官
馬
の
貢
納
制
が
東
国
と
い
う
特
定
の
地
域
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
、
田
調
・
戸
調
も
畿
内
と
い

う
特
定
の
地
域
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
大
津
透
氏
は
、
律
令
負
担
体
系
に
お
け
る
畿
内
の
特
殊
性
に
つ

（
酬
）

い
て
鋭
い
分
析
を
加
え
た
が
、
こ
の
田
調
・
一
戸
調
に
つ
い
て
は
、
戸
調
を
「
畿
内
に
お
い
て
農
民
に
戸
別
に
か
け
た
租
税
」
と
し
な

が
ら
、
田
調
を
畿
外
に
対
す
る
国
造
あ
る
い
は
評
督
へ
の
割
当
て
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
井
上
辰
夫
説
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
い
つ
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て
よ
く
、
こ
の
点
で
は
畿
内
の
特
殊
性
の
徹
底
化
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
田
調
・
戸
調
は
、
わ
ず
か
半
年
余
後
の
大
化
二
年
八
月
に
は
、
前
掲
し
た
史
料
⑥
に
み
え
る
「
男
身
之
調
」
に
早
く
も
変
化

し
た
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
男
身
之
調
」
は
、
田
調
・
戸
調
と
同
じ
次
元
で
論
ぜ
ら
れ
る
性
格
の

も
の
と
は
思
え
な
い
。
津
田
左
右
吉
氏
は
、
こ
の
「
男
身
之
調
」
こ
そ
が
大
化
の
調
制
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な

一
般
的
な
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
対
象
も
地
域
も
限
定
さ
れ
た
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
改
新
詔
の
第
四
条
に
、
人
身

を
基
礎
に
賦
課
さ
れ
る
税
制
が
一
つ
だ
け
あ
る
。
「
兵
」
す
な
わ
ち
兵
器
の
輸
納
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
特
殊
な
税
制
で
あ
っ
て
、

田
調
・
戸
調
や
そ
の
他
の
税
制
と
も
併
存
し
得
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
林
陸
朗
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
男
身
之
調
」
は
東
国
国
司

に
関
す
る
記
事
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
東
国
を
対
象
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
東

国
国
司
に
関
連
す
る
詔
か
ら
窺
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
派
遺
さ
れ
た
使
者
は
、
兵
器
や
馬
を
徴
収
し
た
ほ
か
、
「
草
代
之
物
」
等
も
徴
収

し
た
よ
う
で
あ
る
。
「
男
身
之
調
」
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
さ
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
わ
ば
東
国
に
お
い
て
ご
く
一
時
期
行
な

わ
れ
た
、
臨
時
的
・
特
殊
的
な
収
奪
形
態
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
令
制
的
な
人
身
賦
課
は
一
般
的
に
は
、
天
武
・
持
統
朝

以
降
に
な
ら
な
け
れ
ば
実
現
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
田
調
・
戸
調
は
、
大
化
の
頃
に
畿
内
だ
け
を
対
象
と
し
て
行
な
わ
れ
た
、
基
本
的
な
税
制
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
。
こ
れ
が
ど
の
程
度
本
格
的
に
実
施
さ
れ
た
の
か
は
勿
論
全
く
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
田
調
の
賦
課
の
た
め
に
は

校
田
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
行
論
の
途
中
で
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
倭
国
六
県
に
対
す
る
校
田
は
、
こ
の
田
調
の

賦
課
と
の
関
連
で
行
な
わ
れ
た
と
い
え
る
。

最
後
に
、
一
般
に
大
化
改
新
に
お
け
る
最
大
の
土
地
変
革
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
、
屯
倉
・
田
荘
の
廃
止
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
一
言
だ
け
述
べ
て
お
こ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、
前
掲
史
料
ｏ
の
改
新
詔
第
一
条
の
信
避
性
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
ま

た
公
地
公
民
制
の
成
立
に
係
わ
る
問
題
と
し
て
、
大
化
改
新
を
め
ぐ
る
論
争
の
最
大
の
焦
点
と
も
な
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
し
か

9８



大化・白推期の班田と校田についてに)．完
し
、
私
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
え
て
ふ
れ
な
い
で
き
た
。
そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
第
一
に
、
屯
倉
・
田
荘
は（
お
）

た
し
か
に
土
地
区
分
を
基
礎
と
し
た
支
配
の
あ
り
方
を
一
不
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
中
に
は
民
衆
に
対
す
る
支
配
も
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
廃
止
は
、
単
純
に
土
地
変
革
を
意
味
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
領
有
の
変
化
を
示
す
に
し
て

も
、
純
粋
に
土
地
に
対
す
る
支
配
の
あ
り
方
の
変
化
と
い
う
意
味
で
の
土
地
変
革
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
面
が
あ
る
。
第
二
に
、

屯
倉
・
田
荘
の
廃
止
は
、
必
ず
し
も
班
田
収
授
制
の
成
立
と
結
び
付
け
て
、
そ
れ
と
の
関
連
で
論
ず
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、

（
妬
）

む
し
ろ
改
新
詔
第
一
条
の
構
成
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
食
封
制
の
成
立
の
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
、
え
る
。
食
封
制
が
、

土
地
よ
り
も
ま
ず
民
戸
に
対
す
る
支
配
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
屯
倉
に
つ
い
て
は
、
評
制
の
設
置
と
の
関

（
鋤
）

連
も
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
収
公
式
」
れ
た
屯
倉
や
田
荘
が
一
般
民
衆
に
口
分
田
と
し
て
班
給
さ
れ
た
と

す
る
想
定
は
、
あ
ま
り
根
拠
が
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
た
と
え
改
新
詔
第
一
条
を
そ
の
ま
ま
信
ず

る
と
し
て
も
、
大
化
以
降
に
も
屯
倉
・
田
荘
が
部
分
的
に
せ
よ
存
続
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
米
田
雄
介
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
と

（
羽
）

こ
ろ
で
あ
る
。
屯
倉
・
田
荘
の
廃
止
が
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
実
態
は
少
な
か
ら
ず
不
明
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
す
る
と
、
大
化
改
新
時
の
班
田
や
校
田
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
最
も
問
題
の
多
い
改
新
詔
第
一
条
の
分
析
が
必
ず
し
も
絶
対
に

必
要
不
可
欠
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
た
。

（
１
）
『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
九
月
甲
申
二
九
日
）
条
。

（
２
）
『
日
本
古
典
の
研
究
』
下
、
一
五
二
・
三
頁
。

（
３
）
『
日
本
書
紀
通
釈
』
第
五
、
三
一
九
五
頁
。

（
４
）
「
律
令
時
代
の
陸
田
と
園
地
」
（
『
宮
城
教
育
大
学
紀
要
』
一
三
巻
、
一
一
一
二
頁
）
の
注
（
５
）
。

（
５
）
泉
谷
康
夫
氏
は
、
こ
の
詔
に
よ
っ
て
璽
層
的
土
地
所
有
関
係
の
一
掃
が
は
か
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
有
勢
者
の
上
位
所
有
権
が
否
定
さ
れ
た
と
す
る

（
「
大
化
前
代
の
土
地
制
度
ｌ
｜
っ
の
大
化
改
新
鯖
－
１
」
〈
『
日
本
瞥
紀
研
究
』
熱
六
冊
一
四
頁
以
下
）
）
．
し
か
し
．
こ
の
鯛
は
あ
く
ま
で
も
賃
租
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的
行
為
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
り
、
土
地
所
有
の
廃
止
・
移
動
に
つ
い
て
は
何
ら
論
じ
て
は
い
な
い
。

（
６
）
『
日
本
古
代
の
国
家
と
農
民
』
一
八
一
頁
以
下
。

（
７
）
前
掲
書
三
二
九
五
頁
。
た
だ
し
、
飯
田
氏
は
行
字
の
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
８
）
植
松
考
穆
氏
は
「
自
一
一
正
月
一
」
は
あ
と
か
ら
の
書
き
加
え
で
あ
り
、
大
化
二
年
八
月
を
班
田
の
起
点
と
す
る
（
「
律
令
時
代
に
於
け
る
度
地
法
の
展

鬮
１
代
及
び
町
段
歩
に
就
い
て
の
考
察
Ｉ
」
（
『
史
観
』
九
畳
六
八
頁
）
）
．
ど
の
祷
点
を
起
点
に
す
る
か
で
ば
若
干
異
な
る
が
自
繼
三
竿

の
班
田
を
、
大
化
二
年
に
開
始
さ
れ
た
班
田
と
の
関
連
で
考
え
る
点
で
は
軌
を
一
に
す
る
。

（
９
）
さ
し
あ
た
り
、
体
系
日
本
史
叢
瞥
６
『
土
地
制
度
史
』
Ｉ
、
八
九
’
九
一
頁
参
照
。

（
、
）
「
大
宝
一
一
年
（
七
○
一
一
）
西
海
道
戸
籍
の
受
田
額
記
載
に
つ
い
て
」
（
『
金
沢
法
学
』
二
八
巻
一
一
号
、
一
二
六
頁
以
下
）
。

｛
ｕ
｝
植
松
前
掲
績
丈
六
四
頁
以
下
岻
田
隆
之
「
日
本
古
代
に
於
け
る
凪
租
田
禰
の
研
究
１
－
度
避
衡
制
と
の
関
連
を
通
し
て
ｌ
」
一
『
古
代
学
一
四
醤

二
号
、
’
五
三
頁
以
下
）
、
田
名
網
宏
「
田
制
及
び
租
法
か
ら
見
た
大
化
改
新
詔
の
信
過
性
に
つ
い
て
」
（
『
人
文
学
報
』
（
都
立
大
）
二
五
号
、
一
八
六

頁
以
下
）
等
参
照
。

戸■へ〆＝、ニーミ￣、〆￣、グー、〆－－

２０１９１８１７１６１５１４
－戸、－〆～〆～〆、‐〆、-〆、－〆

〆■、〆￣、

１３１２
、￣閨￣〆

照
０

前
掲
醤
一
六
五
頁
以
下
。

「
班
田
収
授
制
の
成
立
」
（
『
法
学
』
四
八
巻
六
号
、
一
頁
以
下
）
。

「
律
令
国
家
と
畿
内
ｌ
古
代
国
家
の
支
配
鱈
遣
ｌ
」
（
『
日
本
脅
紀
研
究
』
一
二
一
冊
六
三
・
四
頁
）
．

大
津
氏
は
、
一
．
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
九
月
丙
辰
（
一
五
日
）
条
の
田
租
記
事
を
慶
雲
一
一
一
年
格
と
は
別
の
も
の
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
必
ず
し
も

十
分
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
氏
に
よ
れ
ば
、
畿
外
で
は
大
宝
元
年
に
田
租
の
徴
収
・
管
理
権
が
国
司
に
移
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
と
す
れ
ば
そ
の
時
に

田
租
制
を
定
め
な
け
れ
ば
、
国
司
は
そ
の
業
務
を
行
な
い
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
氏
の
よ
う
に
、
そ
の
六
年
後
の
慶
雲
三
年
に
漸
く
制
度
的
に

田
租
制
が
定
ま
っ
た
と
解
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
大
宝
令
が
実
施
さ
れ
た
段
階
で
、
何
故
に
田
租
に
関
す
る
規
定
が
そ

の
効
力
を
発
揮
し
な
い
の
か
、
そ
の
こ
と
を
合
理
的
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

前
掲
拙
稿
「
大
宝
二
年
（
七
○
二
）
西
海
道
戸
籍
の
受
田
額
記
載
に
つ
い
て
」
一
三
九
頁
注
（
”
）
参
照
。

拙
稿
「
律
令
制
的
土
地
所
有
に
関
す
る
一
考
察
Ｉ
‐
い
わ
ゆ
る
田
主
権
の
間
題
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
Ｈ
（
『
法
学
』
囚
二
巻
四
畳
一
二
七
頁
一
参

『
日
本
の
古
代
国
家
』
二
九
六
頁
以
下
。

『
律
令
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』
一
八
四
頁
。

前
掲
書
一
九
一
頁
以
下
。
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大化・白推期の班田と校田について｡.完

〈
鋼
）
前
掲
書
一
一
三
・
四
頁
。

（
卯
）
「
慶
雲
三
年
二
月
十
六
日

（
型
）
同
右
、
一
八
四
・
五
頁
。

（
あ
）
管
見
に
入
っ
た
主
要
な
研
究
を
列
挙
す
れ
ば
、
坂
本
太
郎
『
大
化
改
新
の
研
究
』
三
六
五
’
九
頁
、
津
田
左
右
吉
『
日
本
上
代
史
の
研
究
』
一
九
一

頁
井
上
辰
雄
「
大
化
の
認
の
「
鯛
』
に
つ
い
て
’
一
田
之
調
」
「
戸
之
調
」
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
｛
夷
方
古
代
聯
究
」
’
○
号
二
二
蘆
以
下
）
・

村
尾
次
郎
『
律
令
財
政
史
の
研
究
』
三
八
’
四
三
頁
、
関
晃
「
改
新
の
詔
の
研
究
」
、
（
『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
’
六
号
、
一
四
一
’
九
頁
）
、

井
上
光
負
『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』
四
三
四
’
八
頁
、
青
木
和
夫
「
律
令
財
政
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
３
古
代
３
（
前
）
、
’
一
一
六
’
八
頁
〉
、

八
木
前
掲
書
三
三
一
一
－
七
頁
、
石
母
田
前
掲
書
一
一
三
・
四
頁
、
一
一
一
八
一
一
・
一
一
一
頁
、
沼
野
勉
「
調
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
‐
－
１
大
化
の
「
調
」
を
中
心
と

し
て
ｌ
」
（
『
史
元
』
’
三
号
一
三
頁
以
下
〉
繩
瞳
朗
「
大
化
改
新
認
の
「
田
之
調
』
と
「
戸
Ⅷ
之
調
こ
（
圃
学
艤
繼
誌
』
七
一
巻
二
号
四

三
頁
以
下
）
．
玉
置
悦
子
調
制
に
関
す
る
一
考
察
ｌ
そ
の
成
立
期
を
め
ぐ
っ
て
’
二
『
寧
楽
史
蒐
』
一
八
号
五
六
頁
以
下
）
、
石
上
英
一
「
日

本
古
代
に
お
け
る
調
廠
制
の
特
質
」
（
歴
史
学
研
究
別
冊
特
集
『
歴
史
に
お
け
る
民
族
と
民
主
主
挙
率
１
－
’
九
七
三
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告

ｌ
』
二
九
・
三
○
頁
『
長
山
泰
孝
霞
今
負
担
体
系
の
鰄
究
』
二
一
頁
以
下
薗
田
書
融
一
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』
二
三
－
九
頁
吉
村
武

彦
「
大
化
改
新
詔
研
究
に
か
ん
す
る
覚
書
」
（
『
千
葉
史
学
』
一
号
、
二
六
’
八
頁
）
等
で
あ
る
。
以
下
、
田
調
・
戸
調
に
関
す
る
諸
氏
の
研
究
に
つ
き

ふ
れ
る
時
は
、
断
り
の
な
い
限
り
こ
れ
ら
の
文
献
に
よ
る
。

（
妬
）
関
児
氏
に
従
っ
て
、
｜
股
の
刊
本
の
「
賀
」
は
採
ら
な
い
。

（
”
）
た
だ
し
、
玉
置
悦
子
氏
は
、
田
調
の
絹
、
紬
、
布
の
広
さ
二
尺
半
と
い
う
規
格
は
当
時
の
織
物
技
術
と
生
産
力
の
面
か
ら
あ
り
得
な
い
と
し
て
お
り
、

規
格
を
定
め
た
副
文
に
は
修
飾
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
後
述
す
る
よ
う
に
、
田
調
は
畿
内
に
限
っ
て
賦
課
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
令
制
の
調
庸
物
と
一
般
的
に
比
較
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
く
、
こ
の
点
は
よ
り
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
規
格
も
、

畿
内
の
先
進
地
域
で
は
可
能
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
．

（
魂
）
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
改
新
詔
の
第
四
条
に
は
、
仕
丁
、
釆
女
の
特
殊
な
形
態
を
除
い
て
、
令
制
の
歳
役
や
雑
後
に
相
当
す
る
力
役
一
般
が
全

く
姿
を
見
せ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
税
制
は
、
大
化
以
前
の
伝
統
的
な
慣
行
そ
の
ま
ま
に
在
地
豪
族
層
の
収
奪
体
系
の
中
で
機
能
し
て
お
り
、
そ
れ
を
一

挙
に
断
絶
せ
し
め
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

￣、エ戸へグー、ニー、←￣､

２５２４２３２２２１
、－〆、￣、-〆、－〆、－

「
慶
雲
三
年
二
月
十
六
日
格
の
『
戸
別
之
調
』
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
文
化
』
’
六
一
号
、
一
一
四
頁
以
下
）
。

前
掲
書
一
七
九
頁
。

「
改
新
詔
と
畿
内
制
の
成
立
」
山
「
続
日
本
紀
研
究
』
二
○
九
号
、
七
頁
）
。

前
掲
論
文
六
四
頁
。
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は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
化
の
班
田
収
授
制
に
関
し
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
四
種
の
学
説
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
ら
の
学
説
は
、
大
化
改
新
の
全
体
的
評
価
と
密
接
に
関
連
し
て
提
起
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
は
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で

も
あ
る
が
、
し
か
し
反
面
、
こ
の
問
題
だ
け
を
独
自
に
考
察
す
る
努
力
が
従
来
必
ず
し
も
十
分
に
な
さ
れ
た
と
は
い
い
難
い
面
と
も

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
問
題
を
も
っ
ぱ
ら
大
化
に
お
け
る
土
地
制
度
の
変
革
に
絞
っ
て
検
討
を
加
え
、
従

来
の
諸
説
と
は
か
な
り
異
な
る
形
で
そ
の
実
態
を
捉
え
よ
う
と
試
み
た
。

そ
の
結
果
、
大
化
改
新
時
に
お
い
て
、
一
定
の
土
地
変
革
が
東
国
と
畿
内
と
い
う
二
つ
の
地
域
に
お
い
て
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は

班
田
収
授
制
の
成
立
と
し
て
捉
え
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
東
国
に
お
け
る
校
田
と
班

田
は
、
建
評
と
並
行
的
に
強
制
的
な
移
住
と
開
墾
を
と
も
な
っ
て
進
め
ら
れ
た
措
置
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
軍
事
的
拠
点
に
お
け
る
経

グー、￣、グー、”￣､￣～戸戸､グー■￣、

３８３７３６３５３４３３３２３１
、－〆､￣、－＝、－ン、￣閂￣、ご〆、＝＝七

む
す
ぴ

さ
し
あ
た
り
、
彌
永
貞
三
「
大
化
以
前
の
大
土
地
所
有
」
（
『
日
本
経
済
史
大
系
』
１
古
代
、
九
五
頁
以
下
）
参
照
。

さ
し
あ
た
り
、
石
母
田
前
掲
瞥
九
四
頁
以
下
参
照
。
た
だ
し
、
石
母
田
氏
は
改
新
詔
第
一
条
の
食
封
は
述
作
さ
れ
た
も
の
と
み
て
い
る
。

さ
し
あ
た
り
、
田
中
卓
「
郡
司
剛
の
成
立
」
㈲
（
『
社
会
問
題
研
究
』
三
巻
一
号
、
四
四
頁
以
下
）
参
照
。

「
ミ
ヤ
ヶ
の
再
検
討
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
三
五
号
、
｜
頁
以
下
）
。
な
お
、
門
脇
禎
二
氏
は
（
「
七
世
紀
の
人
民
と
ミ
ヤ
ヶ
の
「
廃
止
」
」
（
『
日
本
史
研

究
』
一
三
九
・
一
四
○
合
併
号
、
四
八
頁
以
下
）
）
、
大
化
に
お
け
る
屯
倉
の
廃
止
を
全
面
的
に
否
定
し
、
逆
に
角
林
文
雄
氏
は
〈
「
大
化
の
屯
倉
廃
止
」

（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
九
二
号
、
一
頁
以
下
）
）
、
全
面
的
に
肯
定
す
る
よ
う
で
あ
る
。

前
掲
論
文
三
五
頁
。

「
古
代
東
国
の
貢
鬮
に
関
す
る
研
究
ｌ
「
鶏
鬮
」
の
伝
統
に
つ
い
て
ｌ
」
｛
「
歴
史
』
’
七
轍
一
四
頁
以
下
｝
．

前
掲
書
一
五
一
・
二
頁
。

前
掲
「
改
新
の
詔
の
研
究
」
、
一
五
一
’
三
頁
。
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大化・白推期の班田と校田について口．完
済
的
基
盤
の
創
出
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
倭
国
六
県
等
の
畿
内
の
一
定
地
域
に
対
し
て
な
さ
れ
た
校
田
の
主
要
な

意
義
は
田
租
お
よ
び
田
調
の
賦
課
に
あ
り
、
そ
し
て
畿
内
を
中
心
と
す
る
地
域
で
寺
院
や
群
臣
・
伴
造
、
市
司
・
渡
子
等
を
対
象
に

な
さ
れ
た
校
田
と
田
地
賜
与
の
意
義
は
、
い
わ
ば
令
制
的
な
国
家
機
構
の
確
立
へ
向
け
て
、
そ
の
財
政
的
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
こ
の
両
地
域
に
お
け
る
土
地
変
革
は
、
一
般
民
衆
を
も
対
象
に
一
定
の
田
地
が
定
期
的
に
班
給
・
収
公
さ
れ
る
と
い
う
、

令
制
的
な
班
田
収
授
制
に
直
ち
に
結
び
付
き
得
る
性
格
と
内
容
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
過
程
に

お
い
て
、
た
と
え
ば
東
国
国
司
詔
に
関
す
る
理
解
や
、
官
司
屯
田
お
よ
び
田
調
等
に
対
す
る
捉
え
方
に
つ
い
て
、
従
来
と
は
か
な
り

異
な
る
見
解
を
提
起
し
た
部
分
も
あ
る
：
思
い
す
ご
し
や
見
落
と
し
の
点
も
か
な
り
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
大
方
の
御
批
正
を
頂
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔
付
記
〕
私
自
身
の
怠
惰
・
不
徳
と
若
干
の
事
悩
に
よ
り
、
前
半
部
を
発
表
し
て
以
来
か
な
り
の
時
日
が
経
過
し
て
し
ま
い
、
そ
の
間
、
門
脇
禎
二
「
い

わ
ゆ
る
、
大
化
二
年
八
月
癸
酉
の
詔
に
つ
い
て
」
（
岸
俊
男
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
上
、
一
五
五
頁
以
下
）
、
高
橋
崇
「
大
化
の
東

国
国
司
に
つ
い
て
」
（
遠
藤
元
男
先
生
頌
寿
記
念
会
綱
『
日
本
古
代
史
論
苑
』
九
五
頁
以
下
『
中
西
康
裕
「
大
化
の
「
東
国
国
司
」
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
統

日
本
紀
研
究
』
二
四
七
号
、
一
頁
以
下
）
等
、
前
半
部
の
内
容
に
直
接
に
関
係
す
る
論
稿
が
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
た
。
い
ず
れ
機
会
を
得
て
補
訂
を
加
え
た

し、
０
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