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― Abstract ― 2

 This paper deals with the four inevitabilities in human life… “birth”, “aging”, “disease” and “death”…
featured in Japanese poetry. Due to the vast amount of materials at hand, it was impossible to put 
in all chapters about four inevitabilities in such a limited space. So I decided to deal with “birth” and 
“death” in this paper, leaving the other two chapters published in the other university journal.
 I have started my research in the field of life and death studies by grouping waka since Manyo 
era into four categories according to the inevitabilities in human life. Now I’ve come to deal with 
amateur writings put in tanka and haiku columns in newspapers. In this way, I am planning to bring 
out the essence of Japanese view of life and death.
 First, on poetry regarding “aging”. Since ancient times in Japan, aging was not necessarily con-
sidered something to hate and avoid, but a path to deeper understanding of the meaning of life, as 
evidenced by the writings by Zeami. In his Hushikadenn, Zeami portrayed the beauty of arts through 
the performer’s aging process. He described the natural beauty embodied in teenage performers as 
“Jibun no Hana” and their maturing beauty as “Makoo no Hana”. But he does not end there. On top 
of it he saw the ultimate beauty in a wilting flower, the beauty that transcended the natural limit of 
performer’s skills.
 Zeami casted okina in his noh plays. Folk plays found across Japan also have featured okina and 
ouna that represented the bridge between life and death, this world and the next world.
 The poets dealt here that deepened their lives in this way are Kanseki Hashi, Isamu Yoshii, 
Kanoko Okamoto, Ichinen Somiya and Kosyu Itoh.
 Regarding “death”, the leading contemporary poet, Mokichi Saito set the model of how Japa-
nese people have accepted their own death. It can be said that his attitude toward aging, disease 
and death deepened while accompanying his mother through to her death. In addition to that, his 
understanding of death deepened with the process of ancient community customs…end-of-life care, 
corpse cleansing, encoffinment, wake, funeral, coffin transport to the crematory and bone picking. 
As the rituals proceeded, he also proceeded his own process of dying slowly. A harsh but humorous 
acceptance is poetically portrayed, leaving behind a model of how to face death for us.
 In this chapter, I have developed my insights about poems written by Tekkyuu Tsubono, Fumi 
Saito, Yatsuka Ishihara, Bishuu Origasa, Kasei Murakosi and Kenji Miyazawa.
 It goes without saying that the four inevitabilities were for the first time spoken about by 
Shakyamuni Buddha. The poets referred to in this paper also tried to overcome transience of life in 
their own way.

The Birth, Aging, Illness & Death Depicted in Japanese Poems

Kaneyama Akio
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《
特
別
研
究
第
3
種
》

詩
歌
の
中
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生
老
病
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─
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祖
形
と
変
容
─

金

山

秋

男

は
じ
め
に

　

本
稿
は
二
〇
一
五
年
度
特
別
研
究
の
成
果
論
文
で
あ
る
が
、
末
尾
に
断
り
書
き

し
た
理
由
か
ら
、
研
究
期
間
内
に
別
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
「
生
」
と
「
病
」
を

除
く
、「
老
」
と
「
死
」
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
生
老
病
死
」
を
通
底
し
て
い
る
「
い
の
ち
」
と
は
一
体
ど
う
い
う

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
、「
い
の
ち
」
の
語
源
は
、「
息
の
内
」
と

も
「
息
の
道
」
と
も
い
わ
れ
、「
生
き
」
は
「
息
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
意
気
」
も

「
粋
」
も
「
勢
い
」
す
ら
そ
の
派
生
語
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、「
息
子
」
や
「
息
女
」

に
「
息
」
の
字
が
当
て
ら
れ
る
の
も
、
引
き
継
が
れ
る
べ
き
生
き
＝
息
を
前
提
に

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
人
の
死
が
よ
く
「
息
を
引
き
と
る
」
と
表
現
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
根

底
に
「
い
の
ち
の
循
環
」
へ
の
直
観
が
あ
り
、「
引
き
取
る
」
こ
と
は
「
手
元
に
引

き
受
け
る
」、「
元
に
戻
す
」
こ
と
で
あ
り
、「
引
き
継
ぐ
」
こ
と
で
も
あ
る
。
従
っ

て
、「
い
の
ち
」
は
あ
る
人
の
死
で
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
く
、
元
あ
っ
た
所
に
戻

り
、
子
孫
へ
引
き
継
れ
る
も
の
と
い
う
直
観
が
古
来
日
本
人
の
根
底
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
「
い
の
ち
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
近
代
以
降
の
詩
歌
の
中
に
「
生
老

病
死
」
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
き
た
か
を
辿
っ
て
い
く
が
、
そ
の
際
の
基
点

は
あ
く
ま
で
ポ
エ
ジ
ー
的
感
性
に
よ
る
「
い
の
ち
感
」
に
置
か
れ
、
思
想
家
や
学

者
の
知
性
的
視
点
か
ら
の
「
い
の
ち
観
」
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
宮
柊
二
の
次

の
歌
は
「
い
の
ち
感
」
で
こ
そ
味
わ
い
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
ず
か
な
る
生い

の
ち命
来
に
け
り
夜
を
起
き
て

溲
瓶
に
己
が
音
を
し
聞
け
ば�

　
（『
忘
瓦
亭
の
歌
』）

　

詩
人
の
感
性
は
、
あ
く
ま
で
自
分
の
心
身
が
何
か
具
体
的
な
も
の
と
触
れ
合

い
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
と
き
、「
い
の
ち
」
が
は
じ
め
て
迫
り
上
っ
て
く
る
と

い
う
風
に
で
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
詩
人
と
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
感
性
の
世
界
の

住
人
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
感
性
は
愛
す
る
他
者
の
「
生
老
病
死
」
に
接
す
る
と

き
も
、
同
様
に
具
体
性
を
も
っ
て
発
現
す
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
右
の
歌
の

作
者
が
初
め
て
自
分
の
「
い
の
ち
」
を
実
感
で
き
た
の
は
、
深
夜
ひ
と
り
病
床
か

ら
身
を
起
こ
し
、
溲
瓶
に
そ
そ
が
れ
る
自
分
の
尿
の
音
を
聞
い
た
と
き
。
つ
ま
り
、

目
に
見
え
な
い
「
い
の
ち
」
と
は
、
実
は
自
分
が
し
た
た
ら
す
小
便
の
音
で
あ
り
、

そ
の
色
で
あ
り
、
そ
の
匂
い
ほ
か
な
ら
な
い
。
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立
川
昭
二
か
ら
は
、
死
生
学
研
究
の
過
程
で
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
き
て
い
る

が
、
彼
も
い
う
よ
う
に
、

「
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
思
い
浮
ぶ
の
は
「
も
ろ
さ
」「
や
わ
ら
か

さ
」「
あ
た
た
か
さ
」「
な
つ
か
し
さ
」
そ
し
て
「
か
な
し
さ
」
と
い
っ
た
こ

と
ば
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
若
さ
や
健
康
あ
る
い
は
強
さ
と
い
う
よ

り
も
、
老
い
や
病
い
あ
る
い
は
弱
さ
に
つ
な
が
る
概
念
で
あ
る
。
能
動
的
と

い
う
よ
り
受
動
的
、
攻
撃
的
と
い
う
よ
り
親
和
的
と
い
え
る
。

�

（『
い
の
ち
の
文
化
史
』
256
ペ
ー
ジ
）

　

詩
人
と
は
と
か
く
己
れ
の
弱
み
あ
る
い
は
世
間
の
弱
者
の
側
に
寄
り
添
い
、
発

語
す
る
存
在
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

老
い
─
花
の
猶
上
の
事

超
え
ら
れ
な
い
美

　

私
た
ち
が
老
い
を
嫌
う
理
由
の
一
つ
に
、
若
さ
は
美
し
く
老
い
は
醜
い
と
い
う

現
代
の
社
会
通
念
が
あ
る
。
と
か
く
、
人
は
老
い
と
い
う
と
、
身
体
の
衰
え
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
家
族
や
世
間
の
手
前
、
不
必
要
に
萎
縮
し
、
恥
じ
ら
い
、
堂
々

と
な
り
き
れ
な
い
。
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
を
う
た
っ
た
薬
や
療
法
が
も
て
は
や
さ

れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

今
、
私
の
前
に
は
江
戸
期
の
医
学
者
杉
田
玄
白
の
肖
像
画
の
コ
ピ
ー
が
あ
る
。

深
く
刻
ま
れ
た
皺
、
遠
く
を
み
る
穏
か
な
眼
差
し
。
石
川
大
波
が
描
い
た
八
十
歳

の
座
像
だ
が
、
老
い
て
な
お
た
る
み
の
な
い
、
は
り
つ
め
た
日
々
を
送
る
人
間

が
、
静
か
に
息
を
つ
い
て
い
る
。
八
十
三
歳
に
し
て
五
十
年
前
を
あ
り
あ
り
と
回

想
し
て
書
き
上
げ
た
の
が
『
蘭
学

事
始
』。
し
か
し
、
そ
の
翌
年
、
彼

は
再
び
筆
を
と
り
、『
耄ぼ

う

耋て
つ

独
語
』

と
い
う
書
物
を
書
き
、
自
虐
的
な

ま
で
の
冷
静
な
目
で
、
大
小
便
時

の
不
様
に
至
る
ま
で
、
自
分
の
老

残
の
身
を
自
己
解
剖
し
て
み
せ
る

の
だ
。
彼
は
皺
が
深
く
な
る
ほ
ど

に
、
ペ
ル
ソ
ナ
を
削
ぎ
落
と
し
、
そ
の
文
章
は
光
彩
を
放
っ
て
く
る
よ
う
だ
。

　

こ
の
老
い
た
玄
白
の
顔
容
は
、
今
日
の
私
た
ち
に
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
や
は
り
老
い
は
醜
い
と
い
え
る
の
か
。
す
べ
て
は
そ
の
人
が
美
し
い
か

醜
い
か
に
還
元
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
仮
に
若
さ
は
美
し
い
と
い
っ
て
も
、
所
詮
そ
の

美
は
超
え
ら
れ
る
美
。
し
か
し
、
老
い
て
な
お
美
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
超

え
ら
れ
な
い
美
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

日
記
に
よ
る
と
、
彼
は
雨
の
日
も
風
の
日
も
往
診
に
出
か
け
、
芝
居
見
物
、
医

書
輪
読
会
に
も
顔
を
み
せ
、
終
生
旺
盛
な
好
奇
心
で
八
十
五
年
の
人
生
を
生
き

き
っ
た
。
そ
の
生
き
ざ
ま
は
、
古
稀
の
祝
い
の
と
き
の
戯
れ
の
一
文
「
鶴
亀
の
夢
」

に
付
さ
れ
た
次
の
歌
に
充
分
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

過
し
世
も
く
る
世
も
お
な
じ
夢
な
れ
ば

け
ふ
の
今
こ
そ
楽
し
か
り
け
れ

花
の
萎
れ
た
る
所

　

能
の
完
成
者
世
阿
弥
が
、
芸
の
美
を
役
者
の
年
齢
か
ら
論
じ
た
こ
と
は
周
知
で

あ
る
。
ま
ず
、「
時
分
の
花
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
若
さ
の
美
を
表
現
し
た
が
、
こ
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の
花
は
年
齢
と
と
も
に
衰
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
が
「
真
ま
こ
と

の
花
」
で
あ
り
、
若
さ
の
花
に
ま
さ
る
芸
の
花
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
で
終

ら
ず
、
世
阿
弥
は
こ
の
「
真
の
花
」
の
さ
ら
に
向
う
に
究
極
の
花
と
し
て
「
花
の

萎
れ
た
る
所
」
と
い
う
境
地
を
見
て
い
る
の
は
、『
風
姿
花
伝
』
の
次
の
一
節
か
ら

明
ら
か
だ
。

　

一
方
の
花
を
極
め
た
ら
ん
人
は
、
萎
れ
た
る
所
を
も
知
る
事
あ
る
べ
し
。

し
か
れ
ば
、
こ
の
萎
れ
た
る
と
申
す
こ
と
、
花
よ
り
も
猶
上
の
事
に
も
申
し

つ
べ
し
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
芸
事
に
は
「
花
」
が
不
可
欠
だ
か
ら
、
花
の
咲
か
な
い
草

木
に
は
用
が
な
い
。
要
は
そ
の
花
を
芸
の
「
形
木
」（
フ
ォ
ル
ム
）
に
は
め
込
む
よ

う
に
し
て
磨
き
上
げ
、
完
成
に
導
く
が
、
そ
の
完
成
は
本
当
の
完
成
で
は
な
い
と

い
う
の
だ
。
さ
ら
に
世
阿
弥
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

さ
れ
ば
、
花
を
極
め
ん
事
、
一
大
事
な
る
に
、
そ
の
上
と
も
申
す
べ
き
事

な
れ
ば
、
萎
れ
た
る
風
体
、
か
へ
す
が
へ
す
大
事
な
り

禅
の
究
極

　

と
こ
ろ
で
、
世
阿
弥
の
能
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
も
の
に
禅
が
あ

る
が
、
そ
の
禅
の
修
道
の
本
質
と
構
造
を
易
し
く
示
唆
し
て
く
れ
る
も
の
の
一
つ

に
、
た
と
え
ば
廓
庵
禅
師
の
「
十
牛
図
」
が
あ
る
（
次
頁
参
照
）。

　

こ
こ
で
は
、
人
が
、
ひ
と
ま
ず
「
本
来
の
自
己
」
と
も
目
さ
れ
る
牛
を
求
め
、

捕
え
て
、
牧
し
、
や
が
て
牛
と
一
体
と
な
り
、
そ
の
果
て
に
「
本
来
の
自
己
」
は

完
全
に
自
己
化
し
て
、
牛
の
姿
が
図
中
か
ら
消
え
る
と
い
う
の
が
、
第
一
図
か
ら

第
七
図
ま
で
の
表
層
的
プ
ロ
セ
ス
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
事
足
り
る
の

な
ら
、
第
七
「
忘
牛
存
人
」
は
紛
れ
も
な
く
修
道
の
完
成
で
あ
り
、
第
八
図
以
降

は
不
要
で
あ
る
。

　

第
八
「
人
牛
倶
忘
」
で
は
、
図
そ
の
も
の
が
完
全
に
脱
落
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

第
七
図
で
牛
が
忘
じ
ら
れ
、
今
度
は
人
も
、
と
い
う
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
全
く
異
質
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
や
っ
と
辿
り
着
い
た
悟
達
ら
し
き
境
位
が
あ
っ
さ

り
離
却
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
、
な
に
か
を
求
め
、
得
て
、
牧
し
、

そ
し
て
忘
じ
る
と
い
う
志
向
性
と
手
続
き
そ
の
も
の
が
、
こ
と
ご
と
く
空
ぜ
ら
れ

て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
牛
、
主
客
な
ど
と
分
節
・
分
別
さ
れ
て
い
た
経
験
世
界
の

差
別
相
が
、
一
挙
に
空
無
化
さ
れ
る
第
八
の
よ
う
な
境
位
が
覚
知
さ
れ
た
と
き
、

禅
で
は
そ
れ
を
「
無
」
と
か
「
無
一
物
」
と
呼
び
、
成
道
へ
の
不
可
欠
な
エ
レ
メ

ン
ト
だ
が
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
な
こ
と
は
、
そ
こ
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
こ
と
な
く
、

そ
の
無
も
ま
た
無
と
ば
か
り
に
、
有
相
＝
差
別
相
に
再
び
突
き
抜
け
て
く
る
。
そ

こ
を
「
真
空
妙
有
」
と
も
「
無
一
物
中
無
尽
蔵
」
と
も
い
っ
て
、
第
九
、
第
十
図

で
示
さ
れ
た
禅
仏
教
の
眼
目
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
第
八
で
図
が
こ
と
ご
と
く
消
去
さ
れ
て
は

じ
め
て
地
＝
円
相
が
顕
在
化
す
る
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
そ
れ
ま
で
示
さ
れ
た
図

柄
そ
の
も
の
が
、
す
べ
て
地
の
中
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
覚
知
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
第
八
に
至
る
ま
で
、
図
示
さ
れ
た
意
味
の
み
を
追
い
か
け
て
い

る
私
た
ち
は
、
そ
う
い
う
も
の
す
べ
て
が
そ
の
中
で
生
起
し
て
い
る
場
＝
地
の
存

在
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
第
一
か
ら
第
七
ま
で
す
べ
て
一
円
相
の
真
実
世
界
の
出
来
事
と
し

て
み
ら
れ
る
な
ら
ば
、
第
一
図
尋
牛
か
ら
始
ま
っ
た
自
己
探
求
の
歩
み
も
い
わ
ゆ
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る
「
証
上
の
修
」
す
な
わ
ち
悟
り
の
中
で
の
修
行
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
悟
り
の

中
で
悟
り
が
求
め
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
上
田
閑
照

も
い
う
よ
う
に
、「
求
め
ら
れ
て
い
た
真
の
自
己
は
は
じ
め
か
ら
、
実
は
牛
の
姿

で
表
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
表
す
と
す
れ
ば
、
円
相
で
こ
そ
表
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
旦
地
の
存
在
に
気
づ
い
た
修
道
者
の
眼
に
は
、
一
見
図
の

復
活
と
み
え
る
第
九
・
十
の
境
位
は
、
図
と
地
、
す
な
わ
ち
色
と
空
と
が
互
い
に

透
過
的
で
あ
り
、
も
は
や
図
柄
や
そ
の
意
味
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

さ
て
、
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
に
話
を
戻
せ
ば
、「
時
分
の
花
」
か
ら
「
真
の

花
」
へ
の
修
道
は
、「
十
牛
図
」
で
い
え
ば
、
第
七
図
で
完
成
す
る
が
、
そ
こ
に
安

住
す
れ
ば
、
図
柄
や
意
味
に
と
ら
わ
れ
た
自
己
満
足
の
世
界
に
と
ど
ま
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　

世
阿
弥
は
、「
花
の
萎
れ
た
る
所
」
こ
そ
、
今
を
盛
り
と
咲
き
誇
っ
て
い
る
「
時

分
の
花
」
や
芸
道
の
極
地
と
も
い
う
べ
き
「
真
の
花
」
よ
り
も
面
白
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
花
よ
り
も
猶
上
の
事
」
で
あ
る
「
萎
れ
た
る
風
体
」

こ
そ
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
は
「
翁
」
で
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

（
上
田
閑
照
『
十
牛
図
』
か
ら
の
借
用
）

第
一
尋
牛

第
六
騎
牛
帰
家

第
二
見
跡

第
七
忘
牛
存
人

第
三
見
牛

第
八
人
牛
倶
忘

第
四
得
牛

第
九
返
本
還
源

第
五
牧
牛

第
十
入
鄽
垂
手
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い
な
い
だ
ろ
う
。「
翁
」
が
能
楽
に
お
い
て
神
聖
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
で
、

そ
の
結
果
、
翁
面
が
ご
神
体
と
し
て
各
地
の
神
社
で
祀
ら
れ
て
い
く
の
だ
が
、
民

俗
学
的
に
は
、
日
本
の
カ
ミ
ガ
ミ
は
も
と
老
人
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

世
阿
弥
の
作
品
に
有
名
な
「
高
砂
」
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
登
場
す
る
尉
と
姥
こ

そ
、
各
地
の
祝
い
事
に
も
現
わ
れ
、
い
わ
ば
生
と
死
、
現
世
と
他
界
を
つ
な
ぐ
渡

し
守
と
い
っ
て
よ
い
。
神
楽
な
ど
の
民
間
芸
能
に
も
よ
く
オ
キ
ナ
が
登
場
し
、
や

が
て
神
に
変
身
し
た
り
す
る
が
、
日
本
の
文
化
の
中
で
は
、
人
は
老
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
死
に
向
っ
て
成
熟
し
、
カ
ミ
に
近
づ
く
と
共
に
、
か
つ
て
カ
ミ
で
あ
っ
た

ワ
ラ
ベ
（
童
）
に
還
っ
て
い
く
の
だ
。

　

世
阿
弥
の
能
楽
に
は
、
そ
の
よ
う
な
民
間
芸
能
に
登
場
す
る
オ
キ
ナ
と
は
似
て

非
な
る
尉
が
現
わ
れ
、
そ
の
表
情
も
人
間
的
完
成
の
穏
や
か
さ
を
超
え
て
怖
さ
や

哀
し
み
が
加
わ
っ
て
く
る
。
お
そ
ら
く
尉
こ
そ
『
風
姿
花
伝
』
に
い
う
「
花
の
萎

れ
た
る
風
体
」
を
形
象
化
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

老
い
を
超
え
る

　

無
論
、
芸
道
に
お
け
る
老
い
と
現
実
生
活
の
中
で
迎
え
る
老
い
を
安
易
に
同
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
古
来
日
本
人
が
培
っ
て
き
た
人
間
的
完
成
の
理
想
像

は
今
も
残
り
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
老
い
て
な
お
、
若
さ
に
増
し
て
妖
し

い
微
光
を
放
つ
「
花
の
萎
れ
た
る
風
体
」
が
生
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

れ
を
体
現
し
て
い
る
か
に
み
え
る
橋
閒
石
か
ら
。

体
内
も
枯
山
水
の
微
光
か
な�

（『
微
光
』）

　

句
集
『
微
光
』
に
収
め
ら
れ
た
閒
石
八
十
九
歳
の
句
だ
が
、
彼
は
そ
の
「
あ
と

が
き
」
で
、
自
分
が
今
徐
々
に
死
に
馴
れ
親
し
み
つ
つ
あ
る
明
澄
な
境
地
を
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

さ
す
が
に
近
頃
は
、
忍
び
よ
る
老
い
の
影
の
足
早
な
の
を
意
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
も
と
よ
り
そ
れ
を
嘆
く
い
わ
れ
は
な
い
。
む
し
ろ
し
ば
し
ば
身

も
句
も
共
々
に
、
不
思
議
と
し
づ
か
な
明
る
さ
の
、
幽
か
な
お
も
む
き
を
楽

し
む
折
り
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
今
ま
た
一
つ
の
、
お
そ
ら
く
最
後
の

節
目
に
さ
し
か
か
っ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

己
れ
の
老
い
さ
ら
ば
え
た
身
体
を
「
枯
山
水
」
に
た
と
え
る
の
も
面
白
い
が
、

そ
の
身
体
か
ら
「
微
光
」
が
幽
か
に
も
妖
し
く
光
っ
て
い
る
さ
ま
に
は
、
体
や
心

を
超
え
「
魂
の
風
景
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
現
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

同
句
集
に
は
、
同
様
な
境
地
か
ら
〈
雪
山
に
頬
ず
り
も
し
て
老
い
ん
か
な
〉
と
い

う
句
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
老
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
プ

ロ
セ
ス
を
含
み
込
ん
で
、
死
に
馴
れ
親
し
ん
で
い
く
ト
ポ
ス
だ
が
、
こ
こ
で
は
死

を
暗
示
す
る
「
雪
山
」
に
頬
ず
り
し
て
老
い
て
い
こ
う
と
い
う
の
だ
。

　

ま
た
、
吉
井
勇
の
次
の
歌
も
同
様
な
境
地
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

年
ひ
と
つ
加
ふ
る
こ
と
も
楽
し
み
と
し
て

し
づ
か
な
る
老
に
入
ら
ま
し

　

歌
集
に
寄
せ
た
佐
藤
春
夫
は
文
庫
本
解
説
で
「
真
に
青
春
を
生
き
た
者
ば
か
り

が
真
の
老
年
期
を
知
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
青
春
」
す
な
わ
ち
「
時

分
の
花
」
を
真
に
生
き
た
吉
井
勇
に
し
て
は
じ
め
て
、
こ
の
歌
に
現
成
し
て
い
る

「
花
の
萎
れ
た
る
風
体
」
の
境
地
が
可
能
と
な
っ
た
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
心

境
を
歌
人
は
「
老
境
か
な
」
と
一
文
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

老
境
と
い
ふ
も
の
の
楽
し
さ
を
、
身
に
し
み
じ
み
と
感
じ
て
い
る
。
老
境

の
今
日
と
な
っ
て
は
、
身
魂
と
も
清
浄
で
あ
る
。
私
の
胸
の
蓮
華
は
、
い
つ
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ま
で
も
し
ぼ
む
こ
と
な
く
、
な
が
く
開
き
つ
づ
け
て
ゆ
く
や
う
な
気
が
す

る
。（
中
略
）
老
境
な
る
か
な
、
老
境
な
る
か
な
、
や
っ
と
こ
こ
ま
で
到
達
し

た
か
と
思
ふ
と
限
り
な
く
楽
し
い
。�

（『
日
本
随
筆
選
集　

老
い
』）

　

こ
の
直
前
に
吉
井
は
大
病
を
し
て
い
る
が
、
死
線
を
超
え
て
改
め
て
己
が
い
の

ち
の
残
照
の
中
に
立
つ
と
き
、
老
病
死
は
一
体
と
な
っ
て
次
の
よ
う
な
歌
が
生
ま

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

目
閉
づ
れ
ば
瞼
に
触
る
る
も
の
の
あ
り

命
の
ご
と
き
あ
た
た
か
き
も
の

蛍
火
の
か
そ
け
き
を
見
て
ほ
の
か
に
も

月
光
菩
薩
思
ふ
し
づ
け
さ�

（
共
に
『
人
間
経
』）

　

同
じ
体
内
の
残
光
で
も
、
男
性
と
女
性
で
は
、
そ
の
様
相
に
相
当
な
差
異
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
五
十
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
作
家
岡
本
か
の
子
と
閒
石
や
勇
で
は

単
に
男
女
の
差
を
越
え
て
、
年
齢
の
差
も
無
視
で
き
な
い
が
、
彼
女
の
小
説
『
老

妓
抄
』
の
末
尾
に
置
か
れ
た
よ
く
知
ら
れ
た
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

年
々
に
わ
が
悲
し
み
は
深
く
し
て

い
よ
よ
華
や
ぐ
い
の
ち
な
り
け
り

　

と
か
く
女
性
の
方
が
成
熟
も
老
化
も
早
い
と
い
わ
れ
る
が
、
女
を
充
全
と
生
き

抜
い
て
き
た
人
ほ
ど
、
己
れ
の
老
に
敏
感
な
よ
う
で
あ
る
。
男
性
が
、
迫
り
来
る

老
い
を
忘
れ
て
、
ま
だ
現
役
の
階
段
を
登
り
つ
め
よ
う
と
し
て
い
る
年
齢
で
、
女

性
は
ヒ
タ
ヒ
タ
と
押
し
よ
せ
る
老
い
の
波
を
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
娘
時
代

に
別
れ
を
告
げ
、
老
い
の
時
間
を
刻
み
始
め
て
い
る
自
分
を
意
識
し
て
い
る
、
与

謝
野
晶
子
の
次
の
歌
か
ら
も
、
女
性
に
と
っ
て
の
時
間
の
不
可
逆
性
の
意
識
を
感

じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

し
ろ
が
ね
と
緑
を
う
ら
に
表
に
し

二
十
の
こ
こ
ろ
ひ
ろ
ご
り
て
行
く�

（『
春
泥
集
』）

　

こ
こ
に
は
既
に
、「
二
十
の
こ
こ
ろ
」
の
色
を
、
着
物
の
表
地
と
裏
地
に
託
し
、

若
さ
の
緑
を
表
に
し
な
が
ら
も
、
し
ぶ
い
銀
を
し
の
ば
せ
て
い
る
の
は
、
単
に
晶

子
の
作
歌
技
術
を
超
え
て
、「
二
十
」
に
し
て
老
い
を
自
覚
す
る
と
い
う
女
性
と
い

う
不
思
議
な
存
在
性
そ
の
も
の
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

晶
子
も
そ
う
だ
が
、
か
の
子
の
先
の
歌
に
も
、
人
生
の
終
末
に
さ
し
か
か
っ
た

哀
し
み
と
不
安
が
明
ら
か
で
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
彼
女
の
情
念
に
躍
動
感
を
生
み

出
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
女
性
と
し
て
の
末
期
を
意
識
し
た
こ
の
歌

は
、
寂
滅
と
絢
爛
の
せ
め
ぎ
合
う
不
思
議
な
光
を
放
つ
老
境
を
呈
示
し
て
い
る
。

　

音
楽
家
が
聴
力
を
失
っ
た
ら
致
命
的
だ
が
、
画
家
が
視
力
を
失
っ
て
も
、
同
様

に
事
態
は
深
刻
で
あ
ろ
う
。
曾
宮
一
念
は
画
家
と
し
て
脂
の
の
り
き
っ
た
六
十
六

歳
に
し
て
、
緑
内
障
で
右
眼
を
、
さ
ら
に
七
十
八
歳
に
し
て
左
眼
を
失
い
、
画
家

廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
。

　

し
か
し
、
失
明
後
、「
残
り
少
な
い
友
人
た
ち
へ
、
た
だ
の
挨
拶
よ
り
も
多
少
と

も
風
流
気
の
あ
る
も
の
を
贈
ろ
う
と
考
え
て
、
こ
れ
ま
で
全
く
書
い
た
こ
と
の
な

い
三
十
一
文
字
を
始
め
た
」
と
い
う
彼
が
短
歌
を
始
め
た
の
は
八
十
四
歳
の
頃
。

大
岡
信
も
い
う
よ
う
に
「
こ
の
高
齢
で
、
し
か
も
こ
れ
ほ
ど
の
悪
条
件
下
に
、
こ

ん
な
に
も
強
靭
な
精
神
活
動
を
営
み
得
た
人
、
端
然
と
自
ら
の
運
命
を
受
け
入

れ
、
記
憶
の
世
界
で
天
地
自
然
を
も
友
人
た
ち
の
記
憶
を
も
実
に
生
き
生
き
と
呼
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吸
し
続
け
得
た
人
は
、
世
界
中
さ
が
し
て
も
ま
っ
た
く
稀
れ
で
あ
ろ
う
」（『
雲
を

よ
ぶ
―
曾
宮
一
念
歌
集
』
解
説
）。
た
と
え
ば
、
次
の
歌
な
ど
に
は
、
身
体
に
障
害

を
持
っ
た
老
人
の
悲
哀
な
ど
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

食
ら
う
に
も
恋
を
す
る
に
も
眠
る
に
も

日
々
の
命
を
消
す
ほ
か
に
な
き�

（『
雁
わ
た
る
』）

　
「
自
嘲
」
と
題
さ
れ
た
『
雁
わ
た
る
』
の
中
の
歌
だ
が
、
彼
は
自
分
の
「
素
人
短

歌
」
に
、
昔
見
た
明
治
後
期
の
狂
歌
の
誌
名
か
ら
「
へ
な
ぶ
り
」
と
名
づ
け
、
そ

の
自
由
闊
達
な
諧
謔
趣
味
は
終
生
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
本
領
は
た
と
え
ば
次
の
歌
に
充
分
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

願
わ
く
は
落
葉
に
埋
も
れ
わ
れ
死
な
ん

霜
月
半
凩
の
こ
ろ

銀
杏
散
る
林
の
土
に
わ
が
柩

埋
め
て
も
ら
え
る
秋
に
死
に
た
し�
（
共
に
同
右
）

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
西
行
を
意
識
し
て
も
じ
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
も
安
易
に

西
行
的
情
念
に
依
り
か
か
る
こ
と
を
拒
否
す
る
だ
け
で
な
く
、
一
日
一
日
は
「
命
」

へ
の
切
迫
感
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
老
い
て
な
お
み
ず
み
ず
し
い
精
神

の
炎
が
燃
え
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
彼
の
一
日
一
日
は

「
日
を
消
す
」
こ
と
で
は
な
く
、「
命
を
消
す
」
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
。
次
の
歌
の
示
す
よ
う
に
、
そ
の
老
い
は
じ
っ
く
り
と
生
き
ら
れ
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
。

妻
老
い
て
若
き
に
ま
し
て
い
と
し
き
に

口
う
と
く
な
り
手
も
足
も
目
も�

（
同
右
）

　

以
上
、
詩
歌
に
表
わ
さ
れ
た
「
老
い
」
の
諸
相
を
み
て
来
た
が
、
こ
こ
に
掲
げ

ら
れ
た
老
い
を
超
克
し
た
詩
歌
た
ち
よ
り
も
、
老
い
の
悲
惨
を
嘆
く
作
品
の
方
が

は
る
か
に
多
い
こ
と
も
事
実
だ
ろ
う
。
無
論
そ
の
よ
う
な
老
い
方
を
し
て
も
悪
い

訳
で
は
な
い
。
老
い
も
病
い
も
死
も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
人
が
生
き
て
来
た
よ
う
に

受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。

　

し
か
し
、
な
ん
ぴ
と
も
拒
否
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
老
い
に
対
し
て
も
、
日
本

人
は
日
本
人
な
り
に
、
神
道
の
生
命
循
環
思
想
や
仏
教
の
無
常
観
を
基
礎
に
し

て
、
己
れ
を
そ
の
摂
理
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
諦
念
と
受
容
の
姿
勢
で
受
け
入
れ

て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

所
詮
避
け
ら
れ
な
い
老
い
な
ら
、
せ
め
て
死
が
到
来
す
る
ま
で
、
老
い
や
病
い

を
味
わ
い
尽
そ
う
で
は
な
い
か
。
古
来
、
日
本
人
の
中
に
息
づ
い
て
き
た
の
は
、

む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
し
た
た
か
な
感
覚
だ
。
伊
藤
篁
秋
の
次
の
歌
に
も
、
積
極
的

な
断
念
が
生
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
生
を
一
夢
と
言
へ
ど
七
十
路
に

見
残
る
夢
の
ま
だ
ま
だ
あ
る
か
な�

（『
玄
幻
帖
』）

　

七
十
歳
以
降
で
見
る
夢
は
、
己
れ
の
出
世
と
か
、
マ
イ
ホ
ー
ム
を
建
て
る
と
か
、

子
供
を
エ
リ
ー
ト
校
に
入
れ
る
と
か
い
う
、
所
有
や
競
争
の
原
理
に
か
か
わ
る
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
れ
、
壮
年
期
ま
で
に
は
想
像
も
つ

か
な
か
っ
た
感
動
や
発
見
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
真
に
自
分
の
内
面
か
ら
湧
き

上
っ
て
く
る
個
性
的
で
創
造
的
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
最
期
ま
で
そ
の
よ
う
な

仕
事
を
続
け
た
人
々
に
は
必
ず
そ
の
よ
う
な
輝
き
が
あ
り
、
同
時
に
そ
こ
に
、
先
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に
世
阿
弥
や
玄
白
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
超
え
ら
れ
な
い
老
い
の
美
を
見
出
す
の

も
、
難
し
く
な
い
は
ず
だ
。

死
─
人
は
ア
ナ
ロ
グ
的
に
死
ぬ

迫
り
来
る
死

　

七
十
五
年
の
人
生
を
、
歌
と
共
に
走
り
抜
け
た
斎
藤
茂
吉
に
は
、
己
れ
の
老
病

死
を
見
据
え
た
作
品
が
多
い
。
特
に
、
戦
後
六
十
代
半
ば
を
迎
え
た
後
の
歌
に
は
、

老
と
死
の
影
が
深
ま
っ
て
い
く
。
次
は
昭
和
二
十
二
年
、
六
十
四
歳
の
作
品
。

老
い
し
歯
の
痛
み
ゆ
る
み
し
さ
夜
ふ
け
は

何
と
い
う
心
の
し
づ
か
さ�

（『
白
き
山
』）

　

し
か
し
、
老
い
を
自
覚
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
は
一
気
に
枯
れ
て
い
く
の
で

は
な
い
。「
心
の
し
づ
か
さ
」
と
い
う
の
も
、
む
し
ろ
煩
悩
が
強
す
ぎ
て
、
そ
こ
か

ら
の
解
放
を
求
め
る
願
望
に
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
翌
二
十
三
年
に
は
次
の
よ
う

な
歌
が
生
ま
れ
る
。

年
老
い
て
心
た
ひ
ら
か
に
あ
り
な
む
を

能
は
ぬ
か
な
や
命
い
き
む
た
め�

（『
つ
き
か
げ
』）

　

そ
の
よ
う
な
折
で
あ
る
。「
老
い
ら
く
の
恋
」
で
有
名
な
川
田
順
か
ら
遺
書
が
送

ら
れ
て
く
る
の
は
。
自
殺
を
止
め
た
川
田
へ
の
返
書
の
一
節
が
面
白
い
。

　

レ
ン
ア
イ
も
切
実
な
問
題
だ
が
や
る
な
ら
お
も
ひ
き
っ
て
や
り
な
さ
い
。

一
体
大
兄
は
ま
だ
交
合
が
う
ま
く
出
来
る
の
か
。
出
来
る
な
ら
出
来
な
く
な

る
ま
で
や
り
な
さ
い
。

　

老
人
は
そ
れ
ま
で
身
に
ま
と
っ
て
い
た
ペ
ル
ソ
ナ
を
捨
て
る
と
い
う
。「
老
人

は
し
ば
し
ば
欲
望
す
る
こ
と
を
欲
望
す
る
」
と
い
う
が
、
と
き
に
老
い
て
な
お
涸

れ
る
こ
と
の
な
い
性
へ
の
妄
執
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
文
化
勲
章
を
受
け

た
二
十
六
年
に
は
相
矛
盾
す
る
よ
う
な
次
の
二
歌
が
あ
る
。

わ
が
色
欲
い
ま
だ
微
か
に
残
る
こ
ろ

渋
谷
の
駅
に
さ
し
か
か
り
け
り�

（
同
右
）

朦
朧
と
し
た
る
意
識
を
辛
う
じ
て

た
も
ち
な
が
ら
に
わ
れ
暁
に
臥
す�

（
同
右
）

　

そ
の
前
年
に
は
左
半
身
に
麻
痺
が
き
て
、
し
か
も
ボ
ケ
も
始
ま
り
急
速
に
衰
え

て
い
っ
た
時
期
に
し
て
右
の
第
一
歌
で
あ
る
。
茂
吉
に
と
っ
て
、
作
歌
の
効
用
と

は
、
老
い
て
な
お
体
内
に
く
す
ぶ
る
性
へ
の
情
念
を
掻
き
立
て
、
か
つ
洗
い
流
す

こ
と
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
最
後
の
歌
集
『
つ
き
か
げ
』
末
尾
の
歌
は
、
次
の
よ
う
に
、
老
い
を

徹
底
的
に
自
覚
し
、
死
を
常
に
予
感
し
て
生
き
て
き
た
者
に
し
て
は
じ
め
て
、
生

を
全
う
で
き
る
こ
と
を
、
私
た
ち
に
言
い
遺
し
た
歌
だ
。

い
つ
し
か
も
日
が
し
づ
み
ゆ
き
う
つ
せ
み
の

わ
れ
も
お
の
づ
か
ら
き
は
ま
る
ら
し
も�

（
同
右
）

　
「
日
」
以
外
、
す
べ
て
が
平
仮
名
で
つ
づ
ら
れ
た
こ
の
歌
は
、
す
べ
て
を
捨
て
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切
っ
た
明
澄
な
る
意
識
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
。

母
の
死
に
寄
り
添
う

　

彼
の
死
生
観
に
深
い
影
を
落
し
て
い
る
の
は
、
彼
自
身
が
看
取
っ
た
母
の
死
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、
看
取
る
人
々
の
中
で
逝
く
者
は
ゆ
っ
く
り
と
、
ア
ナ
ロ
グ

的
に
死
ん
で
い
く
の
だ
。
生
と
死
の
境
界
は
、
現
代
の
医
療
現
場
で
の
死
の
よ
う

に
、
突
然
デ
ジ
タ
ル
的
に
現
起
す
る
の
で
は
な
い
。
愛
す
る
者
を
喪
っ
た
遺
族
た

ち
の
、
そ
の
死
と
の
和
解
の
プ
ロ
セ
ス
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
推
移
し
、

各
種
の
葬
送
儀
礼
も
そ
の
テ
ン
ポ
に
合
わ
せ
た
も
の
だ
。

　

茂
吉
の
死
と
の
和
解
は
、
目
前
に
迫
り
来
る
母
の
死
に
徹
底
し
て
寄
り
添
う
と

こ
ろ
か
ら
明
確
な
か
た
ち
を
と
る
。『
赤
光
』
に
収
め
ら
れ
た
有
名
な
作
品
、

死
に
近
き
母
に
添
寝
の
し
ん
し
ん
と

遠
田
の
か
は
づ
天
に
聞
ゆ
る

　

す
で
に
母
の
床
の
ま
わ
り
に
は
死
の
気
配
が
漂
い
、
そ
の
深
い
静
け
さ
と
、
遠

く
の
田
圃
で
こ
こ
を
先
途
と
鳴
き
し
き
る
「
か
は
づ
」
の
声
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
死
に
ゆ
く
母
に
「
添
寝
」
し
て
い
る
茂
吉
は
、
今
そ
の
小
動
物
の
猛
猛

し
い
生
命
力
に
、
母
の
死
に
引
き
込
ま
れ
そ
う
な
己
れ
の
不
安
を
あ
ず
け
よ
う
と

し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、「
遠
田
の
か
は
づ
天
に
聞
ゆ
る
」
ほ
ど
、
そ
の

声
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
死
が
「
し
ん
し
ん
と
」
そ
の
静
寂
＝
涅
槃
の
雰
囲

気
を
深
め
て
い
く
の
だ
。
そ
れ
は
自
然
と
自
己
す
な
わ
ち
、
お
の
ず
か
ら
と
み
ず

か
ら
の
融
合
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
志
賀
直
哉
の
『
暗
夜
行
路
』
の
時
任
謙
作

が
伯
耆
大
山
中
腹
で
経
験
し
た
一
種
の
悟
り
に
近
い
。
こ
の
心
境
を
、
山
折
哲
雄

も
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

自
然
が
闇
の
中
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
身
を
お
こ
し
て
く
る
の
が
こ
の
と
き

だ
。
宇
宙
が
瞬
時
に
変
貌
す
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
自
然
に
包
ま
れ
、

そ
の
一
部
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
情
が
蘇
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
い
っ

て
み
れ
ば
、
自
我
の
重
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
感
覚
と
い
っ
て
も
い
い
。
そ
し

て
こ
の
湧
き
出
る
よ
う
な
解
放
感
の
底
に
は
、
生
の
息
吹
と
死
へ
の
共
感
が

分
ち
が
た
く
絡
ま
り
あ
っ
て
い
る
。
生
の
昂
揚
と
消
滅
の
意
識
が
未
分
離
の

ま
ま
、
そ
こ
に
露
出
し
て
い
る
。�

（『
日
本
人
の
心
情
』）

　

要
は
、
生
死
一
如
、
煩
悩
即
涅
槃
の
一
時
的
、
部
分
的
顕
現
と
い
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。

ア
ナ
ロ
グ
的
な
死
の
儀
礼

　

や
が
て
、
死
の
訪
れ
。
そ
れ
も
次
の
歌
に
み
る
よ
う
に
、
生
か
ら
死
へ
ゆ
っ
く

り
移
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
移
り
行
き
も
縁
者
に
よ
っ
て
見
守
ら
れ
、
共
体

験
さ
れ
、
完
結
す
る
の
だ
。

い
の
ち
あ
る
人
あ
つ
ま
り
て
我
が
母
の

い
の
ち
死
行
く
を
見
た
り
死
ゆ
く
を�

（『
赤
光
』）

と
、
こ
こ
で
は
「
死
に
ゆ
く
を
」
が
繰
り
返
え
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
死
に
行
く

者
は
あ
た
か
も
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
生
か
ら
死
へ
移
行
し
て
い
く
さ
ま

が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
や
が
て
、
死
に
水
を
と
ら
れ
、
死
を
迎
え
た
遺
体
は
、
枕

飯
、
湯
灌
、
魂
呼
び
な
ど
一
連
の
手
続
を
経
て
、
葬
送
儀
礼
へ
と
移
行
す
る
。
そ

の
前
に
通
夜
儀
礼
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
古
代
の
殯
に
も
つ
な
が
り
、
死
者
が
本
当

に
生
死
の
境
を
越
え
た
の
か
を
確
認
す
る
場
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
死
は
縁
者
た
ち
に
徐
々
に
納
得
さ
れ
、
受
容
さ
れ
て
次
の
よ
う
に
送
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ら
れ
て
い
く
。

葬
り
道
す
か
ん
ぽ
の
華
ほ
ほ
け
つ
つ

葬
り
道
べ
に
散
り
に
け
ら
ず
や�

（
同
右
）

　

輿
に
乗
せ
ら
れ
た
遺
体
は
山
の
中
腹
に
あ
る
野
焼
の
場
所
に
担
が
れ
て
い
く

が
、
毎
日
通
っ
て
き
た
そ
の
道
も
、
今
日
は
母
を
見
送
る
最
後
の
「
葬
り
道
」
に

変
貌
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
も
遺
族
に
と
っ
て
は
、
死
者
は
ま
だ
生
の
側
に
い

る
。
葬
送
儀
礼
と
は
、
死
に
行
く
者
が
死
に
切
る
ま
で
、
生
者
が
寄
り
添
い
、
宮

澤
賢
治
の
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
よ
ろ
し
く
、
ま
た
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

し
か
し
、
死
者
は
遺
骨
と
な
っ
て
一
旦
は
死
に
切
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と

で
遺
族
も
死
者
へ
の
思
い
を
断
ち
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
火
葬
が
要
請
さ

れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
現
場
か
ら
の
歌
。
茂
吉
の
時
代
は
火
力
が
弱

く
、
死
体
を
焼
く
火
を
徹
夜
で
見
守
っ
た
も
の
で
あ
る
。

星
の
ゐ
る
夜
ぞ
ら
の
も
と
に
赤
赤
と

は
は
そ
は
の
母
は
燃
え
ゆ
き
に
け
り�
（
同
右
）

　

や
が
て
翌
朝
、
朝
日
の
中
で
ゆ
っ
く
り
と
母
の
変
容
を
悲
し
み
と
と
も
に
味
わ

い
な
が
ら
、
そ
の
骨
を
拾
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
も
先
の
「
死
に
ゆ
く
を
」
同
様
「
ひ

ろ
へ
り
」
が
繰
り
返
え
さ
れ
、
い
つ
し
か
こ
の
歌
を
読
む
者
も
、
そ
の
収
骨
作
業

に
参
加
し
て
い
る
気
分
に
な
っ
て
く
る
。

灰
の
な
か
に
母
を
ひ
ろ
へ
り
朝
日
子
の

の
ぼ
る
が
な
か
に
母
を
ひ
ろ
へ
り�

（
同
右
）

　

繰
り
返
え
し
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
の
中
で
、
人
は
生
死
の
摂
理
を
受
け

入
れ
、
そ
れ
を
深
く
味
わ
い
な
が
ら
、
同
時
に
そ
こ
で
癒
さ
れ
、
立
ち
直
っ
て

い
っ
た
の
だ
。
無
論
、
今
日
で
も
末
期
の
水
か
ら
収
骨
に
至
る
習
慣
は
あ
る
が
、

伊
丹
十
三
の
『
お
葬
式
』
に
み
る
よ
う
に
、
余
り
に
も
商
業
化
さ
れ
、
形
骸
化
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
死
が
形
を
失
え
ば
、
生
も
ま
た
そ
の
姿
を
失
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

死
の
受
容
―
祈
り

　

以
上
、
茂
吉
の
歌
の
中
に
、
深
い
死
の
受
け
と
め
方
を
み
て
き
た
が
、
無
論
、

そ
れ
は
茂
吉
に
限
ら
ず
、
無
数
の
歌
に
詠
ま
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
坪
野
哲

久
も
、
そ
の
母
の
死
を
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。

い
の
ち
細
れ
る
母
の
く
ち
び
る
う
る
ほ
さ
ん

井
桁
に
高
く
雪
ふ
り
つ
も
る�

（『
碧
巌
』）

　

歌
人
の
母
が
死
に
ゆ
く
夜
、
外
は
井
戸
の
ふ
た
を
埋
め
る
ほ
ど
に
、
雪
が
深
く

降
り
積
も
っ
て
い
る
。
彼
の
声
が
聞
え
て
く
る
で
は
な
い
か
、「
母
さ
ん
、
唇
を
こ

の
雪
で
う
る
お
す
よ
。
ど
う
か
最
期
の
息
は
や
す
ら
か
に
」
と
。
歌
の
根
源
は
次

の
歌
の
よ
う
に
祈
り
で
あ
る
。

母
よ
母
よ
息
ふ
と
ぶ
と
と
は
き
た
ま
へ

夜
天
は
炎
え
て
雪
零
す
な
り�

（
同
右
）

　

無
論
、
死
者
へ
の
想
い
は
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
儀
礼
で
終
る
わ
け
で
は
な

い
。
日
本
人
の
死
生
観
は
ま
た
豊
か
な
霊
魂
観
や
他
界
観
に
支
え
ら
れ
て
き
た
か

ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
魂
の
実
在
へ
の
深
い
信
仰
が
、
私
た
ち
日
本
人
に

魂
を
実
際
に
視
る
と
い
う
視
力
を
与
え
て
き
た
よ
う
だ
。
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秋
の
虚そ

空ら

夜
を
い
だ
き
て
つ
ゆ
充
ち
ぬ

い
づ
ベ
の
あ
た
り
魂
は
ゆ
く
ら
む�

（『
ひ
た
く
れ
な
ゐ
』）

　

こ
の
歌
は
、
長
年
連
れ
添
っ
た
夫
を
失
っ
た
時
の
斎
藤
史
の
歌
。
不
思
議
な
こ

と
に
、
残
さ
れ
た
者
は
肉
体
を
去
っ
た
者
の
行
方
を
、
心
の
目
で
追
え
る
よ
う
で

あ
る
。
い
の
ち
は
体
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
顕
幽
二
界
を
行
来
で

き
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

　

な
る
ほ
ど
、
現
代
は
儀
礼
の
形
骸
化
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
霊
的
能
力
も

低
下
し
て
い
る
が
、
こ
と
ば
で
い
の
ち
を
掬
い
取
る
こ
と
に
専
念
し
て
き
た
詩
人

た
ち
に
と
っ
て
は
、
逝
く
者
へ
の
深
い
想
い
さ
え
あ
れ
ば
、
次
の
石
原
八
束
の
よ

う
に
、
涼
し
く
さ
わ
や
か
な
別
れ
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

目
を
す
ゑ
て
涼
し
き
別
れ
か
は
し
け
り�

（『
空
の
渚
』）

　

こ
の
句
は
、
俳
人
が
父
の
死
の
数
日
前
、
た
が
い
に
じ
っ
と
見
つ
め
あ
い
、
深

い
最
後
の
別
れ
を
交
わ
し
た
時
の
も
の
と
い
う
。「
涼
し
き
」
の
一
語
に
、
悔
い
の

な
い
別
れ
が
で
き
た
と
い
う
澄
ん
だ
境
地
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
逝
く
者
に
せ
よ
、
看
送
る
者
に
せ
よ
、
死
は
じ
っ
く
り
と
見
守

ら
れ
て
こ
そ
、
そ
の
生
も
全
体
性
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
両
者
に
は
、
死
と
直
面
し
、
受
容
す
る
態
度
に
大
差
は
見
ら
れ
な
い
。

　

次
の
句
の
作
者
は
四
十
七
歳
の
と
き
、
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
（
A
L
S
）
と

い
う
難
病
に
み
ま
わ
れ
た
折
笠
美
秋
。
人
工
呼
吸
器
を
つ
け
、
声
も
出
な
い
死
の

床
で
、
わ
ず
か
に
動
か
せ
る
目
と
唇
を
夫
人
が
読
み
取
っ
て
文
字
に
し
た
句
だ
。

逢
い
お
れ
ば
風
匂
い
生
き
お
れ
ば
闇
匂
い�

（『
死
出
の
衣
は
』）

　

夫
妻
の
涙
の
に
じ
む
努
力
か
ら
生
ま
れ
た
句
集
『
死
出
の
衣
は
』
に
は
、
迫
り

来
る
死
を
直
視
す
る
日
々
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
句
は
、
見
舞
に
来
た
娘
と

夫
妻
の
三
人
で
病
室
の
窓
か
ら
虹
に
見
と
れ
た
時
の
作
。
明
日
を
期
待
で
き
な
い

美
秋
だ
か
ら
こ
そ
、
愛
お
し
い
家
族
が
来
れ
ば
、
そ
の
体
に
ま
と
わ
り
つ
い
た
風

の
匂
い
が
す
る
と
い
う
の
だ
。

　

だ
が
、
家
族
が
帰
っ
て
一
人
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
匂
う
の
は
死
の
闇
ば
か
り
。

そ
し
て
俳
人
の
真
の
諧
謔
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
そ
こ
で
な
の
だ
。
一
人
で
立
向
う

闇
が
あ
っ
て
こ
そ
、
逢
え
ば
匂
う
風
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
諦
念
。
光

は
闇
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
輝
き
が
感
じ
ら
れ
、
逆
に
闇
も
光
が
あ
っ
て
こ
そ
、

そ
の
深
さ
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
。
真
に
闇
を
み
た
者
の
み
が
吐
け
る
の
が
次
の

句
、

闇
よ
り
も
濃
い
闇
が
来
る
燭
持
て
ば�

（
同
右
）

　

こ
こ
に
は
あ
く
ま
で
悲
劇
を
拒
絶
し
、
諧
謔
に
命
を
か
け
た
一
人
の
俳
人
が
い

る
。「
悟
り
切
っ
た
大
往
生
は
し
た
く
な
い
」
と
腹
を
き
め
て
い
る
美
秋
は
、
激
痛

の
中
で
も
最
期
ま
で
句
を
吐
き
続
け
た
正
岡
子
規
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に

頼
ろ
う
と
も
せ
ず
、「
人
生
は
、
や
は
り
最
大
の
作
品
で
あ
ろ
う
。
テ
ニ
オ
ハ
が
大

事
」
と
、
こ
と
ば
だ
け
に
残
り
わ
ず
か
な
い
の
ち
を
託
す
の
だ
。
彼
の
句
に
し
ば

し
ば
季
語
が
脱
落
し
、
と
き
に
定
型
す
ら
失
わ
れ
る
の
も
、
既
に
彼
が
定
型
社
会

か
ら
離
脱
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
日
常
社
会
で
は
、
あ
く
ま
で
光
は

光
、
闇
は
闇
で
し
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

同
様
に
、
死
の
臨
界
点
か
ら
生
を
観
て
い
る
の
は
、
若
く
し
て
ハ
ン
セ
ン
病
に

か
か
り
、
失
明
と
い
う
運
命
を
も
生
き
抜
い
た
村
越
化
石
で
あ
る
。
数
々
の
死
線

を
さ
ま
よ
っ
て
き
た
俳
人
の
最
後
に
辿
り
着
い
た
境
地
。
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窓
拭
か
れ
来
る
も
の
を
待
つ
冬
隣�

（『
八
十
八
夜
』）

　

す
で
に
「
窓
」
＝
心
は
拭
き
清
め
ら
れ
、
来
た
る
べ
き
冬
＝
死
を
待
ち
迎
え
る

作
者
の
端
然
と
し
た
、
す
が
す
が
し
い
居
ず
ま
い
が
如
実
に
表
現
さ
れ
た
一
句
。

彼
に
と
っ
て
は
、
今
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
が
僥
倖
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、

折
笠
美
秋
同
様
、
一
刻
一
刻
を
死
と
の
背
中
合
わ
せ
の
生
と
し
て
味
わ
っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
境
位
を
彼
は
、

生
き
て
い
る
こ
と
に
合
掌
柏
餅�

（
同
右
）

と
詠
ん
で
い
る
が
、
何
の
こ
と
は
な
い
、
目
の
前
の
柏
餅
一
つ
に
、
今
生
き
て
い

る
こ
と
の
感
謝
と
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

最
後
に
、
同
様
な
境
地
の
中
で
生
涯
を
終
え
た
宮
澤
賢
治
の
場
合
。
彼
の
晩
年

は
文
字
通
り
病
苦
の
連
続
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
不
思
議
に
も
、
い
つ
し
か
肉
体
の

カ
タ
ル
シ
ス
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
詩
篇

「
疾
中
」
の
一
節
、

だ
め
で
せ
う

と
ま
り
ま
せ
ん
な

が
ぶ
が
ぶ
湧
い
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
な

ゆ
ふ
べ
か
ら
ね
む
ら
ず
血
も
出
つ
づ
け
な
も
ん
で
す
か
ら

そ
こ
ら
は
青
く
し
ん
し
ん
と
し
て

ど
う
も
間
も
な
く
死
に
さ
う
で
す

　
　
（
中
略
）

け
れ
ど
も
な
ん
と
い
い
風
で
せ
う

も
う
清
明
が
近
い
の
で

あ
ん
な
に
青
ぞ
ら
か
ら
も
り
あ
が
っ
て
湧
く
や
う
に

き
れ
い
な
風
が
来
る
の
で
す
な

　
　
（
中
略
）

血
が
で
て
ゐ
る
に
か
ゝ
は
ら
ず

こ
ん
な
に
の
ん
き
で
苦
し
く
な
い
の
は

魂
魄
な
か
ば
か
ら
だ
を
は
な
れ
た
の
で
す
か
な

た
ゞ
ど
う
も
血
の
た
め
に

そ
れ
を
云
へ
な
い
が
ひ
ど
い
で
す

あ
な
た
の
方
か
ら
み
た
ら
ず
い
ぶ
ん
さ
ん
た
ん
た
る
け
し
き
で
せ
う
が

わ
た
し
か
ら
見
え
る
の
は

や
っ
ぱ
り
き
れ
い
な
青
ぞ
ら
と

す
き
と
ほ
っ
た
風
ば
か
り
で
す

　

右
の
詩
は
、
死
の
五
年
ほ
ど
前
、
ノ
ー
ト
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
こ

の
時
点
で
既
に
賢
治
の
魂
は
体
外
離
脱
が
可
能
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
「
銀

河
鉄
道
の
夜
」
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
、
死
ん
だ
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
に
寄
り
添
っ
て
銀
河

世
界
を
旅
す
る
場
面
な
ど
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

問
題
は
、
そ
の
浮
遊
感
と
も
恍
惚
感
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
、
独
得
な
カ
タ
ル

シ
ス
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
境
位
で
は
、
賢
治
に
と
っ
て
死
は
苦
し
く
な

い
の
み
か
、
む
し
ろ
待
ち
望
む
べ
き
喜
び
で
す
ら
あ
っ
た
と
思
え
る
。
苦
か
ら
喜

び
へ
の
転
換
点
は
、
や
は
り
「
疾
中
」
の
次
の
詩
の
一
節
に
明
ら
か
。

ひ
る
す
ぎ
の
三
時
と
な
れ
ば

わ
が
疾
め
る
左
の
胸
に

濁
り
た
る
赤
き
火
ぞ
つ
き

や
が
て
雨
は
げ
し
く
し
き
る
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は
じ
め
は
熱
く
暗
く
し
て

や
が
て
ま
ば
ゆ
き
そ
の
雨
の

杉
と
榊
を
洗
ひ
つ
つ

降
り
て
夜
明
け
に
至
る
な
れ

　

こ
の
詩
篇
の
前
半
四
行
と
後
半
四
行
の
、
五
七
律
か
ら
七
五
律
へ
の
転
調
は
、

彼
自
身
の
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
の
変
調
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
こ

こ
に
は
、
悲
し
み
や
苦
し
み
の
此
岸
か
ら
一
歩
一
歩
彼
岸
浄
土
へ
の
歩
み
を
進
め

る
中
で
、
全
身
の
細
胞
が
「
ま
ば
ゆ
い
そ
の
雨
」
で
、
洗
い
清
め
ら
れ
る
よ
う
な

カ
タ
ル
シ
ス
が
生
ま
れ
て
い
る
。
彼
の
絶
筆
は
、
神
の
「
み
の
り
」
に
己
れ
を
任

せ
切
っ
て
、「
う
れ
し
」
い
旅
立
ち
の
歌
で
あ
る
。

病い
た
づ
きの
ゆ
ゑ
に
も
く
ち
ん
い
の
ち
な
り

み
の
り
に
棄
て
ば
う
れ
し
か
ら
ま
し

　

そ
の
後
、
容
体
が
急
変
し
、
最
期
は
父
に
国
訳
妙
法
蓮
華
経
を
千
部
作
り
、

配
っ
て
く
れ
と
た
の
み
、
弟
に
笑
い
か
け
、
母
か
ら
手
渡
さ
れ
た
水
を
う
ま
そ
う

に
飲
み
、
オ
キ
シ
フ
ル
の
綿
で
自
分
の
体
を
拭
き
、「
あ
あ
、
い
い
気
持
ち
だ
」
と

い
い
、
そ
の
綿
を
ポ
ロ
リ
と
落
し
た
時
に
息
を
引
き
取
っ
た
と
い
う
。

　

賢
治
に
と
っ
て
は
「
病
の
ゆ
ゑ
」
に
い
の
ち
は
朽
ち
て
も
、
そ
れ
は
深
く
信
ず

る
「
御み

の
り法
」
に
棄
て
る
い
の
ち
で
あ
り
、
こ
の
世
界
の
稔
り
の
た
め
に
棄
て
る
い

の
ち
な
ら
、
心
か
ら
「
う
れ
し
か
ら
ま
し
」
と
い
え
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
「
生
老
病
死
」
が
「
四
苦
」
と
し
て
仏
教
の
出
発
点
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
人
生
に

苦
痛
や
悲
哀
を
観
る
の
は
当
然
だ
が
、
同
時
に
、
仏
教
は
そ
の
「
四
聖
諦
」
に
み

る
よ
う
に
、「
苦
諦
」
か
ら
の
解
脱
の
模
索
で
も
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
生

老
病
死
」
と
は
「
無
常
」
の
謂
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
仏
教
の
一
番
い
い
部
分
に

は
、
万
象
が
空
し
い
と
感
じ
た
と
き
に
、
逆
に
ふ
わ
っ
と
浮
び
上
っ
て
く
る
価
値

が
あ
る
。

　

本
稿
で
み
た
詩
人
た
ち
も
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、「
無
常
」
の
抗
い
難

い
流
れ
の
中
で
、
た
だ
悲
嘆
に
く
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
色
即
是
空
、
空
即

是
色
と
い
う
転
位
の
弁
証
法
は
、
次
の
伊
藤
左
千
夫
の
歌
の
よ
う
に
、
人
間
と
世

界
と
の
関
係
の
す
べ
て
の
真
理
を
つ
つ
ん
で
い
る
。

寂
し
さ
の
極
み
に
堪
て
天あ

め

地つ
ち

に

寄
す
る
命
を
つ
く
〳
〵
と
思
ふ
。

�

（『
伊
藤
左
千
夫　

全
歌
集
』）

　

詩
歌
と
は
、
私
た
ち
す
べ
て
が
死
す
べ
き
者
と
し
て
、
今
こ
こ
に
出
会
っ
て
い

る
こ
と
の
不
思
議
さ
、
い
と
お
し
さ
で
あ
り
、
人
生
へ
の
希
望
で
あ
り
、
祈
り
で

あ
る
。

※ 

本
稿
は
、
副
題
に
み
る
よ
う
に
、「
生
老
病
死
」
の
全
体
を
扱
う
べ
き
も
の
だ

が
、
集
積
し
た
材
料
は
厖
大
な
も
の
に
な
り
、「
生
」
と
「
病
」
に
つ
い
て
は
、

本
研
究
期
間
に
『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
の
通
巻
五
一
〇
号
と
五
一
六
号
と

五
二
一
号
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
い
の
ち
と
こ
と
ば
」「
病
い
の
人
間
学
」「〝
生
〟
の

詩
的
考
察
─
い
の
ち
か
ら
こ
と
ば
へ
─
」
と
し
て
発
表
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
を
お
断
り
す
る
次
第
で
あ
る
。
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― Abstract ― 18

 The author attempts to reconstruct the Section on the National Administration of Rice Paddies 
under the Taiho Code （enacted in 701） based on the Chronicle of Japan, compiled in 720. When the 
Chronicle of Japan was in the process of being compiled in the 710’s, the Taiho Code was in effect, 
and consequently, some descriptions in the Chronicle of Japan were under the influence of the Taiho 
Code. Yet, researches into the Taiho Code from the standpoint of the Chronicle of Japan have not 
been explored. A reconstruction of the Taiho Code is extremely important because the Taiho Code 
itself no longer exists, while the Yōrō Code （enacted in 718） is almost fully re-written in the Ryō-no-
gige 『令義解』 and the Ryo-no-shūge 『令集解』, both of which were collections of explanatory notes 
on the Yōrō Code. While the former was compiled in 833 by the national government, the latter was 
compiled by Koremure no Naomoto in the late ninth century.
 Previously, such a reconstruction has been done referring to the notes in the Section of Ancient 
Matters, which was an explanatory note on the Taiho Code in the Ryo-no-shūge. Some researchers 
also refer to the Later Chronicle of Japan, compiled in 797, to reconstruct the Taiho Code because 
some of the codes and articles related to the Taiho Code are included.
 Among the articles in the Chronicle of Japan, codes in the Taiho Code were most frequently 
referred to in the section on the imperial edicts of the Taika Reforms in 645. Indeed, the Chronicle of 
Japan was compiled so that readers would get the impression that the ritsuryō code originated from 
the Taika Reforms. The author re-examines previous researches, especially by the late Professor 
Kishi Toshio, on relationships between the imperial edicts of the Taika Reforms and the Taiho Code. 
The author further clarifies that the national government conducted exhaustive surveys of families 
and rice paddies in the process of the Taika Reforms in the late seventh century, and also considers 
some historical factors that necessitated these surveys.
 Furthermore, the author calls for the attention to tax on rice paddies under the Section on the 
National Administration of Rice Paddies. The tax on rice paddies was unique to Japan because in 
China peasants paid tax in the form of “labor service.” In Japan, tax on rice paddies was already 
evident in the Kiyomihara Code, enacted in 689. The author also examines the origins of this tax on 
rice paddies in the context of the Chronicle of Japan, especially the section on the imperial edicts of 
the Taika Reforms. Finally, the author points out again that, while only one article defined a code 
that rice paddies were offered to individuals every six years in the Yōrō Code, the same definitions 
were codified in two articles in the Taiho Code.

A Reconstruction of the Section on the National Administration  
of Rice Paddies Under the Taiho Code as an Approach  

to the Ritsuryo State Policy of Land and the Chronicle of Japan

Yoshimura Takehiko
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大
宝
田
令
の
復
元
と
『
日
本
書
紀
』

吉

村

武

彦

は
じ
め
に

　

私
の
研
究
課
題
は
、「
大
宝
田
令
の
復
元
と
律
令
制
国
家
の
土
地
・
農
業
政
策
」

で
あ
る
。
律
令
制
国
家
の
土
地
・
農
業
政
策
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
七
〇
二
年

（
大
宝
二
）
か
ら
七
五
七
年
（
天
平
宝
字
元
）
ま
で
施
行
さ
れ
た
大
宝
令
の
田
令

（
以
下
、
大
宝
田
令
と
略
す
こ
と
が
あ
る
）
が
政
治
基
調
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
の
養

老
令
体
制
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
宝
田
令
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
（
原
本
な
い
し
写
本
な
ど
）
で
は

残
っ
て
お
ら
ず
、『
令
集
解
』
な
ど
か
ら
復
元
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う

に
初
期
の
律
令
制
国
家
は
大
宝
令
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
、「
大
宝
田
令
の
復
元
」

と
「
律
令
制
国
家
の
土
地
・
農
業
政
策
」
の
研
究
と
は
、
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

　

本
塙
に
お
い
て
は
、
研
究
報
告
の
量
的
な
制
約
が
あ
る
た
め
、
前
者
の
な
か
で

も
こ
れ
ま
で
比
較
的
論
じ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
『
日
本
書
紀
』
と
の
関
係
に
し

ぼ
っ
て
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。）

1
（

 
一　

大
宝
令
の
田
令
復
元
─
研
究
課
題
の
設
定

日
本
律
令
と
中
国
法

　

日
本
古
代
の
国
家
的
し
く
み
は
、
律
令
制
国
家
と
い
う
枠
組
み
の
国
家
形
態
で

完
成
し
た
。
こ
の
律
令
法
の
母
法
は
、
中
国
で
発
展
し
た
体
系
的
な
法
典
で
あ
る
。

一
般
的
に
い
え
ば
律
は
刑
罰
法
で
あ
り
、
令
は
国
家
機
構
を
運
営
す
る
行
政
法
・

教
化
法
と
な
る
。

　

日
本
に
お
け
る
律
令
法
の
継
受
過
程
は
、
六
七
一
年
（
天
智
一
〇
）
に
施
行
さ

れ
た
「
近
江
令
」
か
ら
始
ま
る
と
い
う
。『
日
本
書
紀
』
に
「
東
宮
太
皇
弟
奉
宣
、

〈
或
本
云
、
大
友
皇
子
宣
命
〉
施
行
冠
位
法
度
之
事
。
大
赦
天
下
〈
法
度
冠
位
之

名
、
具
載
於
新
律
令
也
〉」（
天
智
十
年
正
月
条
）
と
あ
り
、
注
記
に
「
法
度
冠
位

之
名
、
具
載
於
新
律
令
也
」
と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
飛

鳥
浄
御
原
令
（
以
下
、
浄
御
原
令
と
称
す
）
段
階
で
も
、「
令
」
だ
け
が
施
行
さ

れ
、「
律
」
は
編
纂
さ
れ
て
い
な
い
（
唐
律
を
準
用
し
た
可
能
性
が
強
い
）。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
注
記
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
。
近
江
令
は
、
体
系
的
法

典
と
し
て
の
「
令
」
と
し
て
は
、
成
立
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。



20
　

た
だ
し
、「
冠
位
法
度
之
事
」
に
関
す
る
条
文
の
存
在
は
想
定
で
き
る
。
ま
た
、

『
藤
氏
家
伝
』
に
は
「
条
例
」
と
み
え
る
の
で
、
単
行
法
令
の
か
た
ち
で
施
行
さ
れ

て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
た
と
え
単
行
法
令
（
条
例
）
で
あ
っ
て
も
、
実
施
さ
れ

て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
十
分
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

律
令
法
支
配
の
端
緒
と
し
て
、
評
価
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
確
実
な
令
の
施
行
は
、
六
八
九
年
（
持
統
三
）
の
浄
御
原
令
（
二
二
巻
）

で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、「
戸
令
」
と
「
考
仕
令
」（
大
宝
令
も
同
じ
。
養
老

令
か
ら
考
課
令
）
の
篇
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
条
文
は
一
条
も
残
さ

れ
て
い
な
い
。

　

考
仕
令
の
存
在
は
、
官
人
考
課
の
勤
務
評
定
で
あ
り
、
官
人
・
官
司
制
（
官
僚

制
）
の
発
展
と
関
係
し
て
い
る
。
ま
た
、「
詔
諸
国
司
等
曰
、
凡
造
戸
籍
者
、
依
戸

令
也
」（
持
統
四
年
九
月
条
）
と
み
え
、
戸
籍
の
作
成
と
戸
令
が
密
接
に
関
係
す

る
。
戸
令
と
考
仕
令
の
施
行
は
、
百
姓
の
個
別
人
身
的
支
配
と
官
僚
制
の
展
開
と

に
関
係
し
て
お
り
、
天
武
・
持
統
朝
に
お
け
る
令
制
国
家
へ
の
志
向
を
読
み
取
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
浄
御
原
令
は
、
六
八
九
年
に
施
行
さ
れ
、
そ
の
戸
令
に
よ
っ
て

庚
寅
年
籍
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

近
年
、
浄
御
原
令
を
め
ぐ
っ
て
は
、
種
々
の
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
最
近
、

私
も
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
古
代
国
家
形
成
の
諸
問
題
（
覚
書
）」
に
お
い

て
、
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
た
。
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
問
題
の
所
在
は
そ

ち
ら
に
譲
り
た
い
。
た
だ
し
、
一
言
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
単
行
法
令
と
し
て
想

定
で
き
る
「
近
江
令
」
に
比
し
て
、
浄
御
原
令
に
は
明
確
に
「
令
」
と
呼
称
さ
れ

る
編
目
が
あ
り
、
両
者
は
質
的
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
律
令
法
と
し
て
は
七
〇
一
年
（
大
宝
元
）
に
大
宝
令
（
一
一
巻
）
と
律

（
六
巻
）
が
完
成
し
た
。
大
宝
令
の
巻
数
は
、
浄
御
原
令
二
二
巻
の
半
数
で
あ
る
。

こ
こ
に
日
本
の
古
代
国
家
は
、
律
令
制
国
家
と
し
て
完
成
し
た
。
こ
の
大
宝
律
令

の
模
本
と
な
っ
た
の
は
、
六
五
一
年
に
編
纂
さ
れ
た
唐
の
永
徽
律
令
で
あ
る
。
永

徽
律
令
は
、
七
世
紀
後
半
の
遣
唐
使
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
、
六
六
九
年
（
天
智
八
）
の
第
七
次
遣
唐
使
か
ら
、
七
〇
二
年
に
渡
航
し

た
第
八
次
遣
唐
使
の
間
、
中
国
へ
は
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
な
い
。
永
徽
律
令

は
、
第
七
次
遣
唐
使
以
前
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
な
お
、
派
遣
年
時
は
不
明
で
あ
る

が
、
大
宝
律
令
の
編
纂
に
参
加
し
た
留
学
生
土
師
甥
と
白
猪
宝
然
（
骨
）
は
六
八

四
年
（
天
武
一
三
）
一
二
月
、
新
羅
を
経
由
し
て
帰
国
し
て
い
る
。

大
宝
令
と
養
老
令

　

さ
て
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
令
は
、
養
老
令
で
あ
る
。
七
一
八
年
（
養
老
二
）
か

ら
養
老
律
令
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
が
、
実
施
に
移
さ
れ
た
の
は
七
五
七
年
（
天

平
宝
字
元
）
で
あ
る
。
そ
の
完
成
時
期
に
つ
い
て
は
議
論
が
わ
か
れ
て
い
る
が
、

七
三
九
～
七
四
一
年
頃
ま
で
編
纂
が
継
続
し
、
未
完
成
の
ま
ま
施
行
さ
れ
た
と
す

る
見
解
も
あ
る
（
榎
本
淳
一
「
養
老
律
令
試
論
」）。
こ
の
考
え
方
に
は
、
法
体
系

に
は
律
令
だ
け
で
は
な
く
、
施
行
細
則
で
あ
る
格
式
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
中
国

的
な
法
体
系
の
理
解
が
あ
る
。
し
か
し
私
に
は
、
中
国
と
異
な
る
日
本
的
律
令
制

支
配
の
特
徴
を
認
め
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
。
榎
本
の
言
葉
で
い
え
ば
、「
必
要

最
小
限
の
内
容
を
持
っ
た
律
令
体
制
の
骨
組
み
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
中
国
に
比
べ

て
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
社
会
で
あ
る
日
本
で
は
、
令
制
の
施
行
に
と
も
な
う
官
僚
制

機
構
と
都
づ
く
り
が
、
国
家
形
成
に
お
い
て
第
一
義
的
に
重
要
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
養
老
令
の
法
令
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
残
ら
ず
、
八
三
三
年
（
天

長
一
〇
）
に
撰
上
さ
れ
た
『
令
義
解
』（
養
老
令
の
公
定
注
釈
書
）、
九
世
紀
半
ば

に
成
立
し
た
『
令
集
解
』
の
本
文
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
の
両
書
に
よ
っ
て
、
養

老
令
の
全
貌
を
ほ
ぼ
知
る
こ
と
が
で
き
る
。『
令
集
解
』
は
、「
義
解
」
を
含
め
た

養
老
令
の
諸
注
釈
を
集
成
し
た
書
物
で
あ
る
。
こ
の
書
に
、
大
宝
令
を
注
釈
し
た

「
古
記
」
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
古
記
」
か
ら
大
宝
令
を
復
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元
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
歴
史
的
事
由
に
よ
り
、
大
宝
令
は
養
老
令
を
も
と
に
復
元
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
残
念
な
こ
と
に
大
宝
令
全
体
の
復
元
案
は
ま

だ
提
示
で
き
て
い
な
い
。
一
方
の
日
本
律
は
、
養
老
律
の
名
例
律
前
半
、
衛
禁
律
、

職
制
律
、
賊
盗
律
、
闘
訟
律
の
一
部
が
残
存
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
復
元
す
る

素
材
が
少
な
い
た
め
、
大
宝
律
の
復
元
は
大
宝
令
以
上
に
困
難
で
あ
る
。

　

中
国
の
方
で
は
、
唐
の
永
徽
律
令
も
、
後
の
開
元
年
間
の
令
（
開
元
七
年
、
二

五
年
令
）
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
継
受
し
た
日
本

令
を
参
考
に
し
て
復
元
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
唐
令
研
究
の
到
達
点
は
、『
唐
令
拾

遺
』・『
唐
令
拾
遺
補
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
近
年
、
中
国
浙
江
省
寧
波
市
の
天
一
閣
博
物
館
に
お
い
て
、
北
宋
天

聖
令
の
一
部
が
発
見
さ
れ
、
公
表
さ
れ
た
（『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
考
証
』

上
・
下
）。
北
宋
令
に
は
、
不
用
（「
右
令
不
行
」）
と
な
っ
た
開
元
二
五
年
令
が

付
載
さ
れ
て
お
り
、
中
国
令
研
究
で
は
画
期
的
な
発
見
と
な
っ
た
。
令
の
巻
数
で

い
え
ば
、
三
分
の
一
に
あ
た
る
。
北
宋
天
聖
令
の
出
現
に
よ
り
、『
唐
令
拾
遺
補
』

に
よ
る
大
宝
令
の
条
文
配
列
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

律
令
法
の
母
国
で
あ
る
中
国
と
日
本
と
で
は
、
律
と
令
の
も
つ
社
会
的
意
味
合

い
が
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
国
家
的
機
構
を
通
じ
て
統
治
す
る
令
の
方
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
律
令
法
の
施
行
過
程
に
お
い
て
も
、
令
の
実
施
が
先

行
し
て
い
る
。
令
の
な
か
で
も
職
員
令
の
施
行
は
、
二
官
八
省
と
い
う
官
司
機
構

の
整
備
を
意
味
す
る
。
原
理
的
に
い
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
律
令
法
を
構
想
・
施
行

す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
官
僚
制
機
構
を
ど
の
よ
う
に
設
置
・
運
営
す
る
か
と
い

う
問
題
に
直
結
す
る
。
し
た
が
っ
て
官
司
を
配
置
す
る
宮
都
の
建
設
と
も
、
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
律
令
法
の
施
行
は
、
宮
都
の
あ
り
方
に
反
映
す
る

の
で
あ
る
。

　

刑
法
で
あ
る
律
の
方
は
、
中
国
の
社
会
的
規
範
を
そ
の
背
景
に
し
て
い
る
。
律

の
継
受
に
あ
た
っ
て
、
日
本
で
は
中
国
の
刑
罰
よ
り
寛
刑
に
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
日
中
に
お
け
る
伝
統
的
な
社
会
規
範
に
違
い
が
あ
り
、
日
本
社
会
で
は

律
の
規
定
は
必
ず
し
も
十
全
に
機
能
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

『
日
本
書
紀
』
と
大
宝
令　

  

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
大
宝
令
は
そ
の
ま
ま
の
原
史
料
（
写
本
を
含
む
）

の
か
た
ち
で
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
基
本
と
し
て
は
、『
令
集
解
』
に
記

さ
れ
て
い
る
大
宝
令
注
釈
書
「
古
記
」
を
利
用
し
て
条
文
を
復
元
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
以
外
の
一
般
的
方
法
と
し
て
、
大
宝
令
施
行
期
の
法
令
な
ど
に
含
ま
れ

る
大
宝
令
条
文
を
『
続
日
本
紀
』『
類
聚
三
代
格
』『
令
集
解
』
な
ど
の
史
料
か
ら

探
し
出
し
て
復
元
に
活
用
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
宝
令
施
行
期
の
法
令
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
施
行
期
に
編
纂

さ
れ
た
書
籍
が
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。『
書
紀
』
は
、
七
二
〇
年
（
養
老

四
）
に
撰
進
さ
れ
た
編
纂
物
で
あ
る
が
、
大
化
改
新
を
律
令
制
支
配
の
起
点
と
す

る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
そ
の
『
書
紀
』
改
新
詔
は
、
か
つ
て
岸
俊
男
が
指

摘
し
た
よ
う
に
、
大
宝
令
に
よ
る
「
造
作
修
飾
」「
潤
色
」
を
受
け
て
い
る
（「
造

籍
と
大
化
改
新
詔
」）。

　

改
新
以
降
の
地
域
行
政
区
分
は
、『
書
紀
』
に
は
「
郡
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
地
中
か
ら
出
土
す
る
木
簡
は
、
大
宝
令
施
行
ま
で
の
木
簡
記
載
に
は
す

べ
て
「
評
」
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。
ま
た
、
田
の
面
積
（
田
積
）
の
単

位
は
、
大
宝
令
か
ら
「
町
段
歩
」
制
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
し
た
。
こ
う
し
た

経
緯
に
よ
っ
て
、
本
来
の
行
政
区
画
名
で
あ
っ
た
「
評
」
字
が
、
大
宝
令
の
「
郡
」

字
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
『
書
紀
』
の
記
載

は
、
ま
ち
が
い
な
く
当
時
の
法
令
で
あ
る
大
宝
律
令
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
た

だ
し
、
大
宝
令
の
潤
色
と
い
っ
て
も
、
条
文
全
体
が
影
響
さ
れ
て
い
る
の
か
、
条

文
へ
の
部
分
的
な
影
響
な
の
か
、
個
々
の
検
討
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
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い
る
。

　

個
々
の
法
令
条
文
と
の
関
係
で
、
大
宝
令
の
潤
色
や
影
響
問
題
を
時
系
列
で
整

理
し
て
い
け
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

第
一
に
、
六
八
九
年
（
持
統
三
）
以
降
の
浄
御
原
令
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
の
記

述
に
つ
い
て
。
こ
の
問
題
に
は
、
浄
御
原
令
の
構
造
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か

と
い
う
問
題
と
も
関
連
す
る
。
そ
れ
は
別
に
し
て
も
、『
書
紀
』
記
載
の
単
行
法
令

と
浄
御
原
令
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
と
い
う
難
し
い
問
題
で
あ

る
。
さ
ら
に
難
し
い
こ
と
は
、
一
部
の
研
究
者
に
『
書
紀
』
に
お
い
て
浄
御
原
令

関
係
の
規
定
や
、
そ
の
規
定
を
補
充
す
る
よ
う
な
法
令
か
ら
大
宝
令
を
想
定
す
る

と
い
う
説
も
あ
る
（
大
隅
清
陽
「
大
宝
律
令
の
歴
史
的
位
相
」）。
た
だ
し
、
今
日

の
段
階
で
は
浄
御
原
令
が
一
条
も
わ
か
ら
な
い
の
で
、
持
統
紀
の
法
令
と
浄
御
原

令
と
大
宝
令
と
の
関
係
な
ど
は
難
し
い
研
究
課
題
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
浄
御
原
令
以
前
の
「
近
江
令
」
期
の
法
令
と
の
関
係
。
そ
も
そ
も
法

令
が
、「
近
江
令
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
し
な
い
の
か
、
こ
れ
が
大
き
な

課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
大
宝
令
な
い
し
浄
御
原
令
の
ど
ち
ら
の
令
文
の
潤
色
を
受

け
た
の
か
と
、
い
う
問
題
と
も
な
る
。

　

第
三
と
し
て
は
、「
近
江
令
」
以
前
の
法
令
の
扱
い
。
こ
れ
は
第
一
・
第
二
の
課

題
と
も
関
係
す
る
。
個
々
の
法
令
が
、
浄
御
原
令
な
い
し
大
宝
令
か
ら
ど
の
よ
う

な
潤
色
を
受
け
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
の
問
題
で
あ
る
が
、
元
々
何
ら
か
の
法

令
が
あ
っ
て
影
響
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
法
令
も
な
く
ま
っ
た
く
の
虚
構
で
あ

る
の
か
、
と
い
う
判
断
も
必
要
と
な
る
。

　

以
上
の
問
題
は
、
具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
単
な
る
抽
象
的
議
論
に
な
る
。

そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い

ず
れ
も
浄
御
原
令
か
ら
大
宝
令
へ
と
い
う
時
系
列
の
継
承
関
係
を
含
め
、
同
時
に

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

大
化
改
新
詔
と
「
東
国
国
司
詔
」「
諸
国
へ
の
使
者
派
遣
」

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
よ
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
大

化
の
改
新
詔
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
大
宝
令
の
条
文
に
よ
っ
て
潤
色

さ
れ
て
い
た
。
改
新
詔
は
、
主
文
四
項
目
と
一
三
の
凡
条
（
副
文
）
と
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
文
を
簡
潔
に
述
べ
れ
ば
、

⑴ 　

天
皇
等
が
た
て
た
「
子
代
の
民
・
処
々
の
屯
倉
」
と
、
臣
・
連
・
伴
造
・

国
造
・
村
首
の
保
有
す
る
「
部
曲
の
民
・
処
々
の
田
荘
」
を
廃
止
し
て
、「
食

封
」「
帛
布
」
を
支
給
す
る
こ
と
。

⑵　

 

京
師
を
修
め
、
畿
内
国
・
郡
司
な
ど
の
地
域
行
政
組
織
や
兵
士
・
駅
制
を

設
定
し
、
山
河
を
区
画
と
す
る
こ
と
。

⑶　

戸
籍
・
計
帳
・
班
田
収
授
の
法
を
造
る
こ
と
。

⑷　

旧
の
賦
役
を
や
め
て
、
田
調
を
行
な
う
こ
と
。

の
四
項
目
で
あ
る
。

　

研
究
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
大
宝
田
令
の
復
元
は
第
三
項
、
田
令
条
文

を
含
む
土
地
・
農
業
政
策
や
経
営
拠
点
の
問
題
が
第
一
項
に
関
係
す
る
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
は
大
宝
田
令
の
復
元
研
究
を
主
眼
と
し
た
い
の
で
、
第
三
項
を
分
析

対
象
と
す
る
。
本
稿
で
は
、
改
新
詔
に
は
元
の
原
詔
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
立

場
を
と
る
が
、）

2
（

と
り
あ
え
ず
は
『
書
紀
』
の
分
析
か
ら
始
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
従
来
の
研
究
史
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
大
化
改
新
と
い
え
ば
、
改
新
の
詔
が
主
対
象
と
さ
れ
、
さ
ら
に
改
新
の
詔
と
の

関
係
で
孝
徳
紀
の
「
東
国
国
司
詔
」
に
注
意
が
払
わ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
同

じ
孝
徳
紀
に
あ
る
「
諸
国
へ
の
使
者
派
遣
」
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
注

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

具
体
的
に
述
べ
る
と
、「
東
国
国
司
詔
」
と
は
六
四
五
年
（
大
化
元
）
八
月
、
朝

廷
は
東
国
へ
使
者
を
派
遣
し
、
①
「
戸
籍
を
作
る
」、
②
「
田
畝
を
校
へ
る
」
お
よ
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び
土
地
の
共
同
利
用
、
③
兵
器
の
収
公
と
兵
庫
に
お
け
る
管
理
と
を
命
じ
た
詔
で

あ
る
。
た
だ
し
、
東
北
の
蝦
夷
と
接
す
る
地
域
に
は
、
武
器
を
返
却
す
る
。

　

こ
の
使
者
派
遣
の
①
②
の
職
務
は
、
改
新
詔
の
⑶
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
時
に
大
和
六
県
（『
延
喜
式
』
で
は
、
高
市
・
葛
木
・
十
市
・
志
紀
・

山
辺
・
曽
布
）
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
の
職
務
に
も
、
①
と
②
は
含
ま
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
後
、
諸
国
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
の
職
務
に
、
①
武
器
の
管
理
、
②
民

元
数
を
記
録
す
る
戸
口
調
査
と
、
③
土
地
の
兼
併
や
売
買
（
賃
貸
借
の
こ
と
）
禁

止
の
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
（『
書
紀
』
大
化
元
年
九
月
丙
寅
条
・
甲
申
条
、

大
化
二
年
正
月
是
月
条
）。
こ
の
よ
う
に
諸
国
へ
の
使
者
派
遣
は
、「
東
国
国
司
」

の
職
務
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
改
新
詔
の
分
析
に
あ
た
っ
て

は
、「
東
国
国
司
詔
」
の
史
料
と
と
も
に
、「
諸
国
へ
の
使
者
派
遣
」
関
係
史
料
に

も
関
連
づ
け
た
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
孝
徳
紀
の
三
史
料
群
と
し
て

重
要
な
位
置
を
与
え
て
分
析
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
大
宝
令
の
復
元
に
あ
た
っ
て
は
、『
書
紀
』
改

新
詔
関
係
の
研
究
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
の
で
、
本
稿
で
は
改
新
詔
関
係
の
分
析
か

ら
論
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

改
新
詔
と
大
宝
田
令

改
新
詔
第
三
項
の
構
成

　

第
一
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
大
宝
田
令
と
関
係
す
る
改
新
詔
は
第
三
項
で
あ

る
。
主
文
と
凡
条
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
箇

条
書
き
に
す
る
。

　
　

其
三
曰
、
初
造
戸
籍
・
計
帳
・
班
田
収
授
之
法
。

　
　
　

⒜　

 

凡
五
十
戸
為
里
。
毎
里
置
長
一
人
。
掌
按
検
戸
口
、
課
殖
農
桑
、
禁　
　
　
　
　

察
非
違
、
催
駈
賦
役
。
若
山
谷
阻
険
、
地
遠
人
稀
之
処
、
随
便
量
置
。

（
戸
令
第
一
条
、
為
里
条
）

　
　
　

⒝　

 

凡
田
長
卅
歩
、
広
十
二
歩
為
段
。
十
段
為
町
。
段
租
稲
二
束
二
把
。

町
租
稲
廿
二
束
。（
田
令
第
一
条
、
田
長
条
）

　

最
初
に
、
第
三
項
の
構
造
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
本
文
は
、
戸
籍
・
計
帳
と
班

田
収
授
法
の
作
成
を
指
示
し
た
も
の
で
、
そ
れ
と
関
係
す
る
凡
条
と
し
て
戸
令
と

田
令
の
条
文
を
あ
げ
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
戸
令
⒜
は
第
一
条
の
為
里
条
、
田
令
⒝
も
第
一
条
の
田
長
条
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
、
井
上
光
貞
が
凡
条
は
令
文
と
同
文
な
の
で
令
文

の
転
載
で
主
部
（
主
文
）
だ
け
が
原
詔
に
存
在
し
た
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
転

載
し
た
理
由
は
必
ず
し
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
（『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』）。

ま
た
、
関
晃
は
五
十
戸
一
里
の
里
制
と
一
段
三
六
〇
歩
・
二
束
二
把
の
制
度
が
あ

り
、
籍
帳
制
度
と
班
田
収
授
制
と
関
連
し
、
大
化
年
間
の
成
立
と
い
う
（『
大
化
改

新
の
研
究
』
上
）。
関
説
は
、
改
新
詔
を
最
大
限
に
生
か
そ
う
と
す
る
説
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
か
ら
み
れ
ば
、
里
制
の
初
見
史
料
は
六
八
三
年
（
天
武
一
二
）
の

木
簡
（
後
述
）、
ま
た
町
段
歩
制
の
成
立
は
大
宝
令
で
あ
る
の
で
、
誤
っ
た
説
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
岸
俊
男
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
令
の
第
一
条
を
機
械
的
に
取
り
あ
げ
た
と
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
新
詔
の
第
二
・
第
四
項
は
そ
の
よ
う
な
条
文
利
用
の
構

成
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
主
文
と
関
係
す
る
条
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
機
械
的
な
配
置
説
は
再
考
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
主
文
に
み
ら
れ
る
戸
籍

作
成
と
関
連
す
る
造
戸
籍
条
、
計
帳
作
成
と
関
係
す
る
造
計
帳
条
、
そ
し
て
班
田

収
授
の
六
年
一
班
条
な
い
し
班
田
条
は
副
文
と
し
て
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
い
え
ば
、
た
と
え
原
詔
に
は
何
も
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
戸
令
為
里
条
と
田
令
田
長
条
を
掲
げ
た
理
由
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
令
文

を
転
載
し
た
理
由
を
説
明
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
立
論
の
根
拠
が
な
い
と
い
わ
ね
ば



24

な
ら
な
い
。
こ
の
条
文
問
題
は
、
改
め
て
第
四
章
で
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

改
新
詔
第
三
項
⒜
と
戸
令
為
里
条

　

さ
て
、
第
三
項
⒜
の
戸
令
為
里
条
は
、
養
老
令
文
で
は
「
凡
戸
、
以
五
十
戸
為

里
。
毎
里
置
長
一
人
。〈
掌
、
検
校
戸
口
、
課
殖
農
桑
、
禁
察
非
違
、
催
駈
賦
役
〉。

若
山
谷
阻
険
、
地
遠
人
稀
之
処
、
随
便
量
置
」
で
あ
る
。
改
新
詔
と
養
老
令
を
比

較
す
れ
ば
、

　

⑴ 　

改
新
詔
の
「
凡
五
十
戸
為
里
」
は
、
養
老
令
で
は
「
凡
戸
以
五
十
戸
為
里
」

で
あ
り
、「
戸
以
」
の
部
分
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

⑵ 　

新
訂
増
補
国
史
大
系
な
ど
の
活
字
本
で
は
、
注
「
掌
、
検
校
戸
口
、
課
殖

農
桑
、
禁
察
非
違
、
催
駈
賦
役
」
の
文
字
の
大
き
さ
が
違
っ
て
い
る
（
細
字

で
あ
る
）。

　

⑶　

改
新
詔
「
按
検
」
の
注
記
が
、
養
老
令
で
は
「
検
校
」
で
あ
る
。

　

こ
の
な
か
で
⑵
の
文
字
の
大
き
さ
は
、
鷹
司
本
・
田
中
本
な
ど
の
写
本
で
は
本

文
・
注
記
は
同
じ
文
字
の
大
き
さ
で
あ
り
、
実
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
⑶
「
按

検
」
と
「
検
校
」
の
語
句
問
題
は
、
同
じ
戸
令
の
置
坊
長
条
と
も
関
連
す
る
。
こ

の
条
文
の
養
老
令
注
記
「
検
校
」
が
、
大
宝
令
で
は
『
令
集
解
』
の
「
古
記
」
か

ら
「
按
検
」
と
判
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
条
文
の
ほ
か
、
養
老
令
の
神
祇
令

供
祭
祀
条
「
検
校
」
が
、
大
宝
令
で
は
「
按
検
」
で
あ
り
、
戸
令
為
里
条
の
「
古

記
」
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
が
、
大
宝
令
で
は
「
按
検
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強

い
。
な
お
、
大
宝
令
・
養
老
令
と
も
に
「
按
検
」
の
条
文
も
あ
る
が
（
宮
衛
令
開

閉
門
条
）、
戸
令
に
お
い
て
は
「
検
校
」
に
改
訂
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
み
る

と
、
改
新
詔
は
大
宝
令
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
確
と
な
る
。

　

そ
れ
で
は
⑴
の
問
題
は
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
は
、

改
新
詔
以
外
の
史
料
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
素
材
は
、『
書
紀
』
白
雉
三
年

四
月
是
月
条
「
造
戸
籍
。
凡
五
十
戸
為
里
。
毎
里
長
一
人
。
凡
戸
主
、
皆
以
家
長

為
之
。
凡
戸
皆
五
家
相
保
。
一
人
為
長
。
以
相
検
察
」
で
あ
る
。
こ
の
条
文
の
戸

籍
作
成
は
、
改
新
詔
が
出
さ
れ
た
六
四
六
年
（
大
化
二
）
よ
り
六
年
後
の
六
五
二

年
（
白
雉
三
）
に
あ
た
る
。
六
年
後
と
い
う
年
次
は
、
戸
籍
の
六
年
一
造
制
の
影

響
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
引
用
さ
れ
て
い
る
戸
令
条
文
の
関
連
語
句
で
あ
る
。

　

ア　

戸
令
1
為
里
条
関
係　
「
凡
五
十
戸
為
里
。
毎
里
長
一
人
」

　

イ　

戸
令
5
戸
主
条
関
係　
「
凡
戸
主
、
皆
以
家
長
為
之
」

　

ウ　

戸
令
9
五
家
条
関
係　
「
凡
戸
皆
五
家
相
保
。
一
人
為
長
。
以
相
検
察
」

　

ア
は
「
凡
五
十
戸
為
里
」
の
語
句
が
改
新
詔
と
一
致
し
、
養
老
令
「
凡
戸
以
五

十
戸
為
里
」
と
は
異
な
る
。）

3
（

た
だ
し
、「
毎
里
長
一
人
」
の
部
分
は
、
改
新
詔
・
養

老
令
で
は
「
毎
里
置
長
一
人
」
の
よ
う
に
「
置
」
の
字
が
あ
る
。
同
条
『
令
集
解
』

の
「
古
記
」
に
「
随
便
量
置
。
謂
。
廿
五
戸
以
上
。
但
不
足
廿
五
戸
以
上
者
。
不

置
長
。
以
保
長
催
駈
耳
」
と
あ
る
の
で
、
大
宝
令
に
も
「
置
」
字
が
あ
っ
た
可
能

性
が
強
い
。
あ
る
い
は
「
置
」
字
が
、
脱
字
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

イ
ウ
は
、
養
老
令
条
文
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、
大
宝
令
と
の
関
係
で
は
、
イ

が
『
令
集
解
』
当
該
条
「
古
記
」
か
ら
「
戸
主
」
の
語
句
、
ウ
も
「
保
」
の
語
句

が
存
在
す
る
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
可
能
性
と
し
て
は
大
宝
令
文
も
同
文
と
想

定
さ
れ
る
が
、
厳
密
に
い
え
ば
、
全
体
の
文
章
が
一
致
す
る
か
ど
う
か
は
確
認
で

き
な
い
。
こ
こ
で
、
こ
の
分
析
を
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
次
の
改
新
詔
⒝
項
の
分
析

に
移
り
た
い
。

改
新
詔
第
三
項
⒝
と
田
令
田
長
条

　

改
新
詔
第
三
項
⒝
の
田
令
関
係
条
文
と
は
「
凡
田
、
長
卅
歩
、
広
十
二
歩
為
段
。

十
段
為
町
。
段
租
稲
二
束
二
把
。
町
租
稲
廿
二
束
」
で
あ
る
。
養
老
令
文
は
、「
凡

田
、
長
卅
歩
、
広
十
二
歩
為
段
。
十
段
為
町
。〈
段
租
稲
二
束
二
把
。
町
租
稲
廿
二

束
〉」
で
あ
り
、
同
文
で
あ
る
。
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『
令
集
解
』
の
「
古
記
」
問
答
に
「
問
。
田
長
卅
歩
。
広
十
二
歩
為
段
」
と
あ

り
、「
田
、
長
卅
歩
、
広
十
二
歩
為
段
」
の
語
句
が
大
宝
令
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
、
ほ
ぼ
確
定
で
き
る
。
ま
た
、「
古
記
」
所
引
の
慶
雲
三
年
九
月
十
日
格
に
、

「
准
令
、
田
租
一
段
。
租
稲
二
束
二
把
〈
以
方
五
尺
為
歩
。
歩
之
内
得
米
一
升
〉。

一
町
租
稲
廿
二
束
」
と
あ
る
の
で
、「
段
租
稲
二
束
二
把
。
町
租
稲
廿
二
束
」
の
部

分
も
ほ
ぼ
確
定
で
き
る
（「
古
記
」
の
注
釈
で
、「
謂
」
以
下
の
文
章
は
大
宝
令
文

が
確
定
で
き
る
が
、
問
答
や
引
用
句
の
部
分
は
「
ほ
ぼ
確
定
」
と
判
断
す
る
）。

　
「
十
段
為
町
」
の
語
句
は
見
え
な
い
が
、「
段
租
稲
二
束
二
把
」
と
「
町
租
稲
廿

二
束
」
と
の
単
位
基
準
か
ら
み
て
、
推
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え

方
に
大
過
が
な
け
れ
ば
、
第
三
項
凡
条
「
凡
田
、
長
卅
歩
、
広
十
二
歩
為
段
。
十

段
為
町
。
段
租
稲
二
束
二
把
。
町
租
稲
廿
二
束
」
は
、
ほ
ぼ
大
宝
令
文
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
前
項
で
検
討
し
た
白
雉
三
年
四
月
是
月
条
と
関
係
す
る
白
雉
三
年
正
月

条
「
自
正
月
至
是
月
、
班
田
既
訖
。
凡
田
、
長
卅
歩
為
段
。
十
段
為
町
。〈
段
租
稲

一
束
半
、
町
租
稲
十
五
束
〉」
を
と
り
あ
げ
た
い
。）

4
（

こ
こ
に
も
田
令
が
引
用
さ
れ
て

い
る
。
田
令
と
異
な
る
注
記
を
除
け
ば
、

　

エ　

田
令
田
長
条
関
係　
「
凡
田
、
長
卅
歩
為
段
。
十
段
為
町
」

と
な
る
。
白
雉
三
年
に
設
定
さ
れ
た
班
田
は
、
改
新
詔
か
ら
六
年
後
で
あ
り
、
岸

俊
男
「
造
籍
と
大
化
改
新
詔
」
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
宝
田
令
の
六
年
一
班
の

班
田
制
に
影
響
さ
れ
た
班
田
記
事
で
あ
る
。
最
近
、
大
宝
田
令
に
は
「
六
年
一
班
」

の
条
文
が
存
在
し
な
い
と
い
う
説
も
出
さ
れ
て
い
る
が
（
服
部
一
隆
『
班
田
収
授

法
の
復
原
的
研
究
』）、
こ
の
説
は
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
理
由
は
、
白
雉
三
年
条
の
記
事
配
置
の
ほ
か
、『
令
集
解
』
田
令
班
田
条
の

古
記
問
答
に
「
問
。
籍
六
年
一
造
。
田
六
年
一
班
。
未
知
。
同
年
造
班
以
不
」
と

記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
古
記
問
答
に
記
さ
れ
た
「
籍
六
年
一
造
」
と

「
田
六
年
一
班
」
は
、
大
宝
令
文
と
し
て
ほ
ぼ
確
定
す
る
と
み
て
い
い
。）

5
（

白
雉
三

年
条
は
、
大
宝
令
六
年
一
班
の
制
度
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
白
雉
三
年
正
月
条
「
凡
田
、
長
卅
歩
為
段
。
十
段
為
町
。〈
段
租
稲
一
束

半
、
町
租
稲
十
五
束
〉」
は
、
田
長
条
「
凡
田
、
長
卅
歩
、
広
十
二
歩
為
段
。
十
段

為
町
。〈
段
租
稲
二
束
二
把
、
町
租
稲
廿
二
束
〉」
と
関
係
す
る
。
養
老
令
と
比
較

す
れ
ば
、「（
長
卅
歩
）
広
十
二
歩
（
為
段
）」
の
「
広
十
二
歩
」
が
脱
落
し
て
い
る

こ
と
と
、
注
記
「〈
段
租
稲
一
束
半
、
町
租
稲
十
五
束
〉」
が
異
な
っ
て
い
る
。

　
「
広
十
二
歩
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、「
省
略
或
は
脱
落
し
て
い
る
」（
日
本
古
典

文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
頭
注
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
そ

れ
以
外
の
本
文
は
大
宝
令
文
で
あ
る
。
問
題
に
な
る
の
は
、
注
記
「〈
段
租
稲
一
束

半
、
町
租
稲
十
五
束
〉」
の
部
分
で
あ
る
。
別
人
の
記
入
説
（
同
、
頭
注
）
が
あ

り
、
岸
俊
男
も
追
記
説
を
と
る
（「
造
籍
と
大
化
改
新
詔
」）。
こ
れ
も
一
つ
の
見
方

で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
岸
は
一
方
で
『
書
紀
』
記
述
の
現
行
法
令
利
用
説
を
説
い
て
い
る
。

白
雉
三
年
条
は
、
改
新
詔
と
は
異
な
っ
て
、
大
宝
令
以
外
の
法
令
を
参
照
し
て
い

る
可
能
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
輸
租
に
つ
い
て
は
、
大
宝
令
の
「
段
租
稲
二
束

二
把
。
町
租
稲
廿
二
束
」
が
、
慶
雲
三
年
九
月
十
日
格
に
よ
っ
て
「
段
租
一
束
五

把
。
町
一
十
五
束
」
と
な
る
（『
令
集
解
』
田
令
田
長
条
令
釈
所
引
慶
雲
三
年
格
）。

白
雉
三
年
条
に
元
か
ら
注
記
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、『
書
紀
』
編
纂
の
現
行
法
令
で

あ
る
慶
雲
三
年
格
を
参
照
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
が
現
行
法
令
に
よ
る
修
飾

説
で
あ
る
。

　

他
方
、
別
の
考
え
方
も
可
能
で
あ
る
。
慶
雲
三
年
九
月
十
日
格
に
は
、「
令
前
租

法
。
熟
田
百
代
。
租
稲
三
束
」）

6
（

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
令
前
租
法
」
は
、
直

接
的
に
は
大
宝
令
以
前
の
「
租
法
」
を
意
味
す
る
。
お
そ
ら
く
浄
御
原
令
時
代
の

租
法
（
田
租
）
の
可
能
性
が
強
い
。
こ
の
浄
御
原
令
時
代
の
租
法
と
白
雉
三
年
条

の
関
係
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
改
新
詔
と
白
雉
三
年
条
と
の
検
討
は
、
第
四
章

で
行
な
う
こ
と
と
し
た
い
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、「
二
束
二
把
」
は
不
成
斤
の
束
（
大
宝
令
、
改
新
詔
）、「
一
束

五
把
」
は
成
斤
の
束
（
慶
雲
三
年
格
、
白
雉
三
年
条
）
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数

値
は
異
な
る
が
、「
右
件
二
種
租
法
。
束
数
雖
多
少
。
輸
実
猶
不
異
」（
古
記
）
と

あ
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
注
記
を
除
い
た
白
雉
三
年
正
月
条
と
三
月
条
は
、
改
新
詔
と
一
致

す
る
。
白
雉
三
年
条
に
言
及
し
た
の
で
、
か
え
っ
て
複
雑
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
が
、
白
雉
三
年
条
は
基
本
的
に
（
注
記
を
除
く
）
改
新
詔
と
一
致
し
、
大
宝
令

と
一
致
す
る
。
岸
は
す
で
に
、
改
新
詔
の
凡
条
は
大
宝
令
を
基
礎
に
潤
色
造
作
さ

れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
白
雉
三
年
条
の
本
文
ア
～
ウ

と
エ
と
一
致
す
る
改
新
詔
は
大
宝
令
文
で
あ
り
、
大
宝
令
の
復
元
材
料
と
し
て
利

用
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。）

7
（

 

　

こ
の
よ
う
に
立
論
し
て
い
け
ば
、
大
宝
令
文
を
引
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な

歴
史
的
条
件
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
第
三
項
の
本
文
と
二
つ
の
凡
条
が
、

な
ぜ
改
新
詔
に
含
ま
れ
た
の
か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
率
直
に
い
っ
て
、

こ
れ
は
困
難
な
研
究
課
題
で
あ
る
。
そ
の
研
究
に
あ
た
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
第

一
に
な
ぜ
改
新
の
詔
に
大
宝
令
が
用
い
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
、
第
二
に
は
特
定

の
条
文
が
使
わ
れ
た
歴
史
的
条
件
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。

　

第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
大
化
改
新
詔
に
か
ん
す
る
覚
書
」
に
お

い
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
結
論
的
に
述
べ
れ
ば
、
大
宝
令
に
お
い
て
郡
制

（
地
域
支
配
）
と
町
段
歩
制
（
田
積
単
位
）
を
導
入
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
当
時
の

中
国
の
州
県
制
や
頃
畝
制
と
は
、
名
称
を
異
に
す
る
日
本
独
自
の
制
度
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
の
歴
史
は
「
郡
」
は
「
評
」、「
町
段
歩
」
は
「
代
」
で
あ
っ
た
。

「
評
」
や
「
代
」
は
、
当
時
の
蕃
国
＝
朝
貢
国
で
あ
る
朝
鮮
半
島
諸
国
の
制
度
を
利

用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
大
宝
令
制
の
施
行
を
、
実
は
半
世
紀
前
に
な

る
大
化
改
新
詔
で
行
な
わ
れ
た
と
仮
託
し
た
こ
と
が
、
潤
色
を
行
な
っ
た
政
治
的

理
由
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
蕃
国
で
使
わ
れ
た
制
度
用
語
を
抹
消

し
、
日
本
が
大
化
改
新
時
か
ら
独
自
の
制
度
を
も
つ
小
帝
国
で
あ
っ
た
こ
と
を
強

調
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

次
の
第
三
章
で
は
第
二
の
問
題
に
関
係
す
る
、
孝
徳
紀
・
改
新
詔
以
前
に
配
置

さ
れ
た
記
事
か
ら
、
そ
の
歴
史
的
条
件
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
孝
徳
紀

に
記
さ
れ
た
「
東
国
国
司
の
詔
」
と
「
諸
国
へ
の
使
者
派
遣
」
で
あ
る
。

三　
「
東
国
国
司
の
詔
」
と
「
諸
国
へ
の
使
者
派
遣
」

「
東
国
国
司
の
詔
」

　
「
東
国
国
司
の
詔
」
と
い
う
よ
う
に
括
弧
で
く
く
る
の
は
、
当
時
は
「
国
司
」
の

用
語
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
在
、「
国
司
」
の
語
は
大
宝
令
か
ら
使
用
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
当
時
は
「
惣
領
」
な
い
し
「
使
者
」
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
東
国
国
司
の
詔
」
に
関
わ
る
記
事
は
、
次
の
四
か
所
で
あ

る
。

　

⑴　

大
化
元
年
八
月
庚
子
条
「
拝
東
国
等
国
司
。
仍
詔
国
司
等
」

　

⑵　

大
化
二
年
三
月
甲
子
条
「
詔
東
国
々
司
等
」

　

⑶　
　

同　
　

三
月
辛
巳
条
「
詔
東
国
朝
集
使
等
」

　

⑷　
　

同　
　

八
月
己
酉
条
（「
品
部
廃
止
詔
」
の
第
四
段
）

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
、
⑴
～
⑶
が
「
東
国
国
司
の
詔
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

が
、
⑷
「
今
発
遣
国
司
、
并
彼
国
造
、
可
以
奉
聞
。
去
年
付
於
朝
集
之
政
者
、
随

前
処
分
」
に
お
け
る
「
朝
集
之
政
」
は
、
そ
の
「
東
国
国
司
の
詔
」
と
関
係
す
る
。

そ
の
た
め
四
か
条
と
し
て
扱
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。

　

な
お
、
⑴
～
⑶
に
「
東
国
等
国
司
」
な
ど
「
等
」
の
字
が
あ
る
の
で
、
東
国
外

の
地
域
を
想
定
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
井
上
光
貞
・
関
晃
ら
の
研
究）

8
（

に
よ
っ
て
、

東
国
に
限
定
し
た
詔
と
考
え
る
見
方
が
正
し
い
。
し
か
も
、
次
項
で
検
討
す
る
語
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句
「
諸
国
へ
の
使
者
派
遣
」
の
「
諸
国
」
を
配
慮
す
る
と
、
東
国
外
の
地
域
を
含

む
と
考
え
る
と
地
域
が
重
複
し
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
、「
東
国
」
と
「
諸

国
」
と
で
全
国
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
る
（
後
述
）。

　

こ
の
「
東
国
国
司
の
詔
」
に
お
け
る
、
改
新
詔
第
三
項
に
記
さ
れ
た
戸
令
・
田

令
の
内
容
と
関
係
す
る
事
項
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

戸
令
関
係
は
、

　

⑴　
「
皆
作
戸
籍
」

だ
け
で
あ
る
。

　

田
令
関
係
で
は
、

　

⑴　
「
校
田
畝
。
其
薗
池
水
陸
之
利
、
与
百
姓
倶
」

　

⑵　

な
し

　

⑶ 　
「
宜
罷
官
司
処
々
屯
田
、
及
吉
備
嶋
皇
祖
母
処
々
貸
稲
。
以
其
屯
田
、
班　
　

賜
群
臣
及
伴
造
等
。（
又
於
脱
籍
寺
、
入
田
与
山
）」

　

⑷ 　
「
以
収
数
田
、
均
給
於
民
。
勿
生
彼
我
。
凡
給
田
者
、
其
百
姓
家
、
近
接

於
田
、
必
先
於
近
。
如
此
奉
宣
。（
凡
調
賦
者
、
可
収
男
身
之
調
。
凡
仕
丁

者
、
毎
五
十
戸
一
人
。
宜
観
国
々
壃
堺
、
或
書
或
図
、
持
来
奉
示
。
国
県
之

名
、
来
時
将
定
）。
国
々
可
築
堤
地
、
可
穿
溝
所
、
可
墾
田
間
、
均
給
使
造
。

当
聞
解
此
所
宣
」

の
三
か
条
で
あ
る
。

　

な
お
、「
東
国
国
司
」
と
と
も
に
発
遣
さ
れ
た
倭
（
大
和
）
六
県
の
使
者
へ
の
詔

に
は
、

　

⑸　
「
宜
造
戸
籍
、
并
校
田
畝
〈
謂
検
覈
墾
田
頃
畝
及
民
戸
口
年
紀
〉」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
条
文
に
よ
る
と
、
戸
籍
の
作
成
（
作
戸
籍
）
と
田
畝
の
検
校
（
校
田

畝
）
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
後
者
の
校
田
に
は
、
⑷
に
「
以
収
数
田
、
均
給
於
民
」

と
み
え
る
よ
う
に
校
出
田
（
収
数
田
）
を
と
も
な
い
、
そ
の
田
地
を
百
姓
に
支
給

し
て
い
る
（「
凡
給
田
者
、
其
百
姓
家
、
近
接
於
田
、
必
先
於
近
」）。
ま
た
、
薗
池

水
陸
の
利
用
に
つ
い
て
は
、「
其
薗
池
水
陸
之
利
、
与
百
姓
倶
」
と
い
う
よ
う
に
、

百
姓
と
の
共
同
利
用
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
国
々
可
築
堤
地
、
可
穿
溝

所
、
可
墾
田
間
、
均
給
使
造
」
と
い
う
よ
う
に
、
地
域
の
開
墾
を
奨
励
す
る
内
容

が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

た
い
へ
ん
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
お
い
て
、
令
文
と
同
じ
よ

う
な
性
格
を
も
つ
語
句
で
、
養
老
令
文
と
一
致
す
る
も
の
は
な
い
。
各
項
目
別
に

と
り
あ
げ
る
と
、

　
ａ　
「
作
（
造
）
戸
籍
」
─
「
凡
戸
籍
、
六
年
一
造
」（
造
戸
籍
条
）

　

ｂ　
「
校
田
畝
」
─ 

対
応
条
文
な
し

　
ｃ　

 「
其
薗
池
水
陸
之
利
、
与
百
姓
倶
」
─
「
山
川
藪
沢
之
利
、
公
私
共
之
」

（
雑
令
国
内
条
）

　

ｄ　
「
以
収
数
田
、
均
給
於
民
」
─ 

対
応
条
文
な
し

 （
関
係
語
句
を
含
む
参
考
条
文
と
し
て
、
大
宝
令
以
身
死
応
収
田
条
「
以
身
死

応
収
田
」、
還
公
田
条
「
凡
応
還
公
田
。
皆
令
主
自
量
。
為
一
段
退
」）

　
ｅ　

 「
凡
給
田
者
、
其
百
姓
家
、
近
接
於
田
、
必
先
於
近
」
─
「
凡
給
口
分
田
、

務
従
便
近
」（
田
令
従
便
近
条
）

　

ｆ　

 「
凡
調
賦
者
、
可
収
男
身
之
調
」
─
「
凡
調
絹
絁
糸
綿
布
、
並
随
郷
土
所

出
」（
賦
役
令
調
絹
絁
条
）

　
ｇ　

 「
凡
仕
丁
者
、
毎
五
十
戸
一
人
」
─
「
凡
仕
丁
者
、
毎
五
十
戸
二
人
」（
賦

役
令
仕
丁
条
）

と
な
る
。

　

こ
の
な
か
で
、
ｇ
だ
け
は
構
文
が
令
文
と
一
致
す
る
が
、
仕
丁
の
人
数
が
異
な

る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
ｇ
を
除
く
各
語
句
の
思
想
は
、
ｃ
と
ｅ
の
よ
う
に
令
文
と

同
じ
趣
旨
の
条
文
も
あ
る
が
、
令
文
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
ど
の

よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。
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か
つ
て
井
上
光
貞
は
「
東
国
国
司
の
詔
」
は
改
新
詔
と
は
異
な
っ
て
、「
ウ
ル
・

テ
ク
ス
ト
の
お
も
か
げ
を
よ
く
伝
え
て
い
る
」（『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』）
と
指

摘
し
た
。
今
日
の
研
究
水
準
で
い
え
ば
、「
ウ
ル
・
テ
キ
ス
ト
の
お
も
か
げ
」
と
い

う
井
上
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
日
本
語
表
記
の
研

究
が
進
展
し
て
、
井
上
が
言
う
よ
う
に
「
改
新
の
際
の
諸
詔
勅
は
宣
命
体
で
草
せ

ら
れ
」
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。）

9
（

 

　

七
世
紀
中
葉
の
時
点
に
お
い
て
、
詔
勅
の
発
布
に
お
け
る
、
宣
命
体
に
よ
る
表

記
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
具
体
的
な
史
料
は
な
く
、
漢
文
な
い
し
和
歌
の
よ
う
な

仮
借
（
漢
字
仮
名
）
の
表
記
で
し
か
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
（
稲
岡
耕
二
『
人
麻
呂

の
表
現
世
界
』、
犬
飼
隆
『
木
簡
か
ら
探
る
和
歌
の
起
源
』）。
確
か
に
言
え
る
こ
と

は
、「
東
国
国
司
の
詔
」
は
改
新
詔
の
よ
う
に
、
律
令
条
文
で
修
飾
す
る
よ
う
な

手
法
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
東
国
国
司
の
詔
」・「
諸
国
へ
の
使
者

派
遣
」
は
改
新
の
詔
と
の
間
に
違
い
が
あ
り
、
宣
命
体
の
よ
う
な
体
裁
で
古
く
見

せ
か
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
東
国
国
司
の
詔
」
の

関
連
史
料
群
に
は
、
令
文
の
直
接
的
影
響
は
一
部
を
除
き
基
本
的
に
は
認
め
ら
れ

ず
、
改
新
詔
と
は
大
き
な
懸
隔
が
あ
っ
た
。
こ
の
差
異
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
。

　

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、「
東
国
国
司
の
詔
」
に
記
さ
れ
た
基
本
任
務
に
は
、
戸

籍
の
作
成
と
田
畝
の
検
校
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
次
に
、「
諸
国
へ
の
使
者

派
遣
」
の
分
析
に
移
り
た
い
。

「
諸
国
へ
の
使
者
派
遣
」

   

こ
こ
で
は
、
諸
国
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
の
問
題
を
考
え
る
。
そ
の
条
文
と
は
、

　

⑴　

大
化
元
年
九
月
丙
寅
条
「
遣
使
者
於
諸
国
」

　

⑵　
　

同　
　

九
月
甲
申
条
「
遣
使
者
於
諸
国
」

　

⑶　

大
化
二
年
正
月
是
月
条
「
遣
使
者
、
詔
郡
国
」

で
あ
る
。
こ
の
三
か
条
は
、
⑴
⑵
が
「
遣
使
者
於
諸
国
」
と
い
う
定
型
句
、
そ
し

て
⑶
が
類
似
の
「
遣
使
者
、
詔
郡
国
」
の
形
で
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
共
通
し
た
性

格
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
令
文
と
同
文
な
い
し
類
似
の
語
句
は
み
ら
れ
な
い
。

「
東
国
国
司
の
詔
」
に
比
べ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
の
で
、
全
文
を
掲
げ
て
検
討
し
た
い
。

　

⑴　

 「
遣
使
者
於
諸
国
、
治
兵
。〈
或
本
云
、
従
六
月
至
于
九
月
、
遣
使
者
於
四

方
国
、
集
種
々
兵
器
〉」

　

⑵ 　

 「
遣
使
者
於
諸
国
、
録
民
元
数
。
仍
詔
曰
、
自
古
以
降
、
ア
毎
天
皇
時
、
置

標
代
民
、
垂
名
於
後
。
イ
其
臣
連
等
・
伴
造
国
造
、
各
置
己
民
、
恣
情
駈
使
。

又
ウ
割
国
県
山
海
・
林
野
・
池
田
、
以
為
己
財
、
争
戦
不
已
。
或
者
兼
并
数

万
頃
田
。
或
者
全
無
容
針
少
地
。
進
調
賦
時
、
其
臣
連
伴
造
等
、
先
自
収
斂
、

然
後
分
進
。
修
治
宮
殿
、
築
造
園
陵
、
各
率
己
民
、
随
事
而
作
。
易
曰
、
損

上
益
下
。
節
以
制
度
、
不
傷
財
。
不
害
民
。
方
今
、
百
姓
猶
乏
。
而
有
勢
者
、

分
割
水
陸
、
以
為
私
地
、
売
与
百
姓
、
年
索
其
価
。
従
今
以
後
、
不
得
売
地
。

勿
妄
作
主
、
兼
并
劣
弱
。
百
姓
大
悦
」

　

⑶ 　
「
天
皇
御
子
代
離
宮
。
遣
使
者
、
詔
郡
国
修
営
兵
庫
。
蝦
夷
親
附
。〈
或
本

云
、
壊
難
波
狭
屋
部
邑
子
代
屯
倉
、
而
起
行
宮
〉」

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
職
務
に
は
、
第
一
に
⑴
⑶
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

武
器
の
管
理
、
第
二
に
⑵
に
み
ら
れ
る
「
民
元
数
」
の
記
録
と
い
う
人
口
調
査
、

そ
し
て
第
三
に
⑵
土
地
の
兼
併
や
賃
貸
借
を
禁
止
す
る
政
策
が
あ
る
。
武
器
の
管

理
を
除
く
と
、
⑵
の
大
化
元
年
九
月
甲
申
詔
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
詔
の
趣
旨
は
、

大
化
元
年
八
月
庚
子
条
の
「
東
国
国
司
の
詔
」
と
思
想
的
に
通
じ
る
箇
所
が
あ
る
。

　

両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
百
姓
支
配
に
関
し
て
は
ア
「
毎
天
皇
時
、
置
標
代
民
、

垂
名
於
後
」
が
、「
国
家
所
有
公
民
」、
そ
し
て
イ
「
其
臣
連
等
・
伴
造
国
造
、
各

置
己
民
、
恣
情
駈
使
」
が
「
大
小
所
領
人
衆
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
天
皇
」
と

「
国
家
」、
そ
し
て
「
臣
連
等
・
伴
造
国
造
」
が
「
大
小
所
領
人
衆
」
の
「
大
小
」

と
対
応
す
る
。
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ま
た
、
土
地
に
対
し
て
は
ウ
「
割
国
県
山
海
・
林
野
・
池
田
、
以
為
己
財
、
争

戦
不
已
。
或
者
兼
并
数
万
頃
田
。
或
者
全
無
容
針
少
地
」
が
、「
其
薗
池
水
陸
之

利
、
与
百
姓
倶
」
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
細
部
の
表
記
は
異
な
る
が
、「
山
海
・
林

野
・
池
田
」
と
「
薗
池
水
陸
」
と
が
対
応
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
大
宝
令

の
復
元
を
目
的
に
し
て
い
る
の
で
、
違
い
の
指
摘
だ
け
に
留
め
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、「
諸
国
へ
の
使
者
派
遣
」
は
、「
民
元
数
」
を
記
す
と
い
う
人
口
調
査
と
、

土
地
の
兼
併
や
賃
貸
借
禁
止
策
と
い
う
土
地
政
策
が
出
さ
れ
て
い
る
。「
東
国
国

司
の
詔
」
に
み
ら
れ
る
戸
口
調
査
と
は
共
通
す
る
が
、「
校
田
畝
」
の
こ
と
は
書
か

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
土
地
政
策
の
面
で
は
類
似
の
政
策
が
打
ち
出
さ

れ
て
い
る
の
で
、
山
尾
幸
久
は
「
校
田
に
関
連
す
る
」
と
捉
え
て
い
る
（『「
大
化

改
新
」
の
史
料
批
判
』）。）

（1
（

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
両
者
は

ほ
ぼ
共
通
す
る
。

東
国
と
「
諸
国
」

  「
東
国
国
司
の
詔
」
が
、
東
国
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ

れ
で
は
、
こ
の
東
国
と
「
諸
国
」
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
⑶
大
化
二
年
正
月
是
月
条
に
は
「
郡
国
」
と
み
え
る
が
、

ま
だ
こ
の
時
期
は
「
郡
」
の
行
政
単
位
は
な
い
。
中
国
的
な
「
郡
国
」
の
修
飾
と

み
る
考
え
方
も
あ
る
。
⑵
の
詔
の
中
に
「
国
県
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
諸
国
」

の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
⑴
の
「
治
兵
」
と
関

係
す
る
の
で
、
同
一
方
向
の
施
策
と
考
え
ら
れ
る
。

　

従
来
の
研
究
史
を
み
れ
ば
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下
、「
新
編
古
典

全
集
」
と
称
す
る
）
が
、
大
化
元
年
九
月
甲
申
条
の
「
諸
国
」
の
頭
注
と
し
て
、

「
東
国
へ
「
国
司
」、
倭
国
の
六
県
に
「
使
」
を
遣
わ
し
た
後
、
諸
国
へ
「
使
者
」

を
遣
わ
す
。
諸
国
の
範
囲
は
不
詳
」
と
記
す
が
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
は
注

記
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
書
紀
』
の
注
釈
書
に
も
、
必
ず
し
も
掘
り
下
げ
た
注

釈
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
山
尾
幸
久
は
「
東
国
国
司
と
共
通
す
る
任
務
を
も
っ
た
国
司

は
、
全
国
的
・
一
般
的
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
、
学
説
史
上
こ
れ
に
は
異
論
を
見
な

い
」
と
述
べ
、
先
の
⑴
～
⑶
の
史
料
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、「
東
国
国
司
は
全
国
的

な
「
使
者
」
の
一
部
分
な
の
で
あ
る
」（
前
掲
書
三
五
八
頁
）
と
指
摘
す
る
。
し
か

し
、
事
実
と
し
て
は
『
新
編
古
典
全
集
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
諸
国
の
範

囲
は
不
詳
」
と
す
る
説
が
存
在
す
る
。
必
ず
し
も
一
致
し
た
学
説
で
は
な
い
。

　

こ
の
「
東
国
」
と
「
諸
国
」
を
考
え
る
素
材
が
、
実
は
存
在
す
る
。
⑴
大
化
元

年
九
月
丙
寅
条
の
注
記
「
或
本
云
、
従
六
月
至
于
九
月
、
遣
使
者
於
四
方
国
、
集

種
々
兵
器
」
で
あ
る
。
大
化
元
年
九
月
条
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
書
紀
』
本
文

が
依
拠
し
た
史
料
の
ほ
か
、
別
系
統
の
「
或
本
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
別
伝
と
本
文
の
違
い
は
、
本
文
が
「
九
月
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
別
伝
で
は
「
六

月
よ
り
九
月
に
至
る
」
で
あ
る
。
別
伝
で
は
、
乙
巳
の
変
に
か
ぎ
り
な
く
近
づ
く
こ

と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、「
治
兵
」
と
「
集
種
々
兵
器
」
と
の
微
妙
な
違
い
も
あ

る
。）

（（
（

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
四
方
国
」
の
記
述
で
あ
る
。

　

そ
の
解
釈
と
し
て
、「
諸
方
の
国
々
、
す
な
わ
ち
日
本
全
国
の
こ
と
と
す
る
の
が

一
般
的
だ
が
、
令
制
以
前
に
王
権
が
直
接
支
配
す
る
地
（
後
の
畿
内
）
以
外
の
地

域
を
、
ほ
ぼ
東
西
南
北
の
四
地
域
に
区
分
し
て
『
四
方
の
国
』
と
称
し
た
と
す
る

説
も
あ
る
」（『
新
編
古
典
全
集
』）
と
い
う
注
釈
も
あ
る
。
は
た
し
て
日
本
全
国
か

畿
外
地
域
か
、
ど
ち
ら
の
説
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

石
母
田
正
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
四
方
国
は
、
百
済
に
お
け
る
①

王
都
周
辺
は
畿
内
と
呼
ば
れ
、「
五
部
」
に
よ
っ
て
構
成
、
②
畿
外
地
方
は
「
五

方
」
に
よ
っ
て
分
割
、
③
五
方
に
は
「
郡
」
が
お
か
れ
「
一
方
」
に
一
〇
郡
が
所

属
、
の
制
度
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
倭
国
は
百
済
を
モ
デ
ル
に
し
て
、「
畿
内
」

と
「
四
方
国
」
と
い
う
制
度
を
受
け
つ
い
だ
の
だ
ろ
う
（『
日
本
の
古
代
国
家
』）。

ち
な
み
に
「
五
部
」
と
は
、
上
・
前
・
中
・
下
・
後
部
で
あ
り
、「
五
方
」
は
東
・
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南
・
西
・
北
・
中
部
で
あ
る
。『
三
国
史
記
』
に
は
「
分
国
内
民
戸
為
南
・
北
部
」

「
移
東
部
」「
西
部
人
」
な
ど
の
語
句
が
あ
り
、
南
部
・
北
部
・
東
部
・
西
部
の
名

称
が
み
え
る
。
た
だ
し
、
日
本
の
場
合
、
石
母
田
が
い
う
よ
う
に
孝
徳
紀
に
み
ら

れ
る
「
東
方
八
道
」
が
、
こ
の
「
方
」
と
関
係
す
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
東
方
の
「
東
」
は
四
方
国
に
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
畿
内

と
四
方
国
に
区
分
さ
れ
る
の
は
、
確
か
に
百
済
の
影
響
の
可
能
性
が
あ
る
。
関
係

史
料
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　

孝
徳
紀
に
お
け
る
大
化
二
年
三
月
甲
申
条
「
凡
始
畿
内
、
及
四
方
国
、
当
農
作

月
、
早
務
営
田
。
不
合
使
喫
美
物
与
酒
。
宜
差
清
廉
使
者
、
告
於
畿
内
。
其
四
方

諸
国
々
造
等
、
宜
択
善
使
、
依
詔
催
勤
」
に
は
、「
畿
内
」
と
「
四
方
国
」
の
対

比
が
み
ら
れ
る
。「
畿
内
よ
り
始
め
て
、
四
方
国
に
及
る
」
は
、
明
白
に
畿
内
と

四
方
国
の
領
域
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独

に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
清
廉
き
使
者
を
差
し
て
、
畿
内
に
告
へ
」
は
「
畿
内
」

に
宣
告
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
畿
内
と
対
比
し
て
「
其
の
四
方
諸
国
の
国
造
等
に

も
、
善
き
使
を
択
び
て
、
詔
の
依
に
催
し
勤
め
し
む
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、「
四

方
諸
国
」
へ
も
使
者
（
善
使
）
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
四
方
国
」
が
単

独
で
用
い
ら
れ
て
い
て
も
、「
畿
内
」
か
ら
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。）

（1
（

 

　

こ
う
し
た
考
え
方
に
大
過
が
な
け
れ
ば
、
大
化
元
年
九
月
丙
寅
条
所
引
の
「
或

本
」
に
は
「
四
方
国
」
し
か
出
て
こ
な
い
が
、
含
意
と
し
て
畿
内
が
除
か
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。「
四
方
国
」
に
対
し
て
、
使
者
を
派
遣
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
必
ず
し
も
「
四
方
国
」
は
全
国
の
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

　

問
題
は
、「
東
国
」
の
扱
い
で
あ
る
。
東
国
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
都
と
夷
（
ひ

な
）・
東
国
」・「『
東
国
の
調
』
と
ヤ
マ
ト
王
権
」）

（1
（

な
ど
の
論
文
で
考
察
を
加
え
て
き

た
。
端
的
に
言
え
ば
、
大
化
前
代
に
お
け
る
ヤ
マ
ト
王
権
時
代
の
東
国
は
、
特
別
な

政
治
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
一
つ
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
崇
神
四
十
八
年
正
月
条

は
、

天
皇
、
勅
豊
城
命
・
活
目
尊
曰
、「
汝
等
二
子
、
慈
愛
共
斉
。
不
知
、
曷
為
嗣
。

各
宜
夢
。
朕
以
夢
占
之
」。
二
皇
子
、
於
是
、
被
命
、
浄
沐
而
祈
寐
。
各
得
夢

也
。
会
明
、
兄
豊
城
命
以
夢
辞
奏
于
天
皇
曰
、「
自
登
御
諸
山
向
東
、
而
八
廻

弄
槍
、
八
廻
撃
刀
」。
弟
活
目
尊
以
夢
辞
奏
言
、「
自
登
御
諸
山
之
嶺
、
縄
絚冱

四
方
、
逐
食
粟
雀
」。
則
天
皇
相
夢
、
謂
二
子
曰
、「
兄
則
一
片
向
東
。
当
治

東
国
。
弟
是
悉
臨
四
方
。
宜
継
朕
位
」。

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
、
崇
神
天
皇
が
後
継
者
を
決
め
る
た
め
、
皇

子
の
夢
見
で
判
断
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

兄
の
豊
城
命
は
「
自
ら
御
諸
山
に
登
り
て
東
に
向
き
て
、
八
廻
弄
槍
し
、
八
廻

撃
刀
す
」
と
い
う
夢
。
一
方
、
弟
の
活
目
尊
は
「
自
ら
御
諸
山
の
嶺
に
登
り
て
、

縄
を
四
方
に
絚
へ
て
、
粟
を
食
む
雀
を
逐
る
」
と
い
う
夢
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、

東
方
に
向
い
た
兄
に
東
国
を
統
治
さ
せ
、
四
方
に
臨
ん
だ
弟
を
後
継
者
と
し
た
と

い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
東
国
統
治
と
い
う
よ
う
に
、
四
方
の
な
か
で
も
東
方

の
国
だ
け
が
特
別
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
ア
ヅ
マ
の
国
」
で
あ
る
。

　

一
方
、
崇
神
十
年
七
月
条
で
、「
其
れ
群
卿
を
選
び
て
、
四
方
に
遣
し
て
、
朕
が

憲
を
知
ら
し
め
よ
」
と
し
て
「
四
道
将
軍
」
を
派
遣
し
、「
大
彦
命
を
以
て
北
陸
に

遣
す
。
武
渟
川
別
を
も
て
東
海
に
遣
す
。
吉
備
津
彦
を
も
て
西
道
に
遣
す
。
丹
波

道
主
命
を
も
て
丹
波
に
遣
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
北
陸
・
東
海
・
西
道
・
丹
波
に

使
者
を
派
遣
す
る
。
こ
こ
の
四
方
に
は
東
海
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
、
四
方
国
の
な
か
に
東
国
が
含
ま
れ
、
そ
の
な
か

で
東
国
が
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
い
い
だ
ろ
う
。）

（1
（

「
東
国
国
司
」

は
、
特
別
に
派
遣
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
諸
国

へ
遣
わ
さ
れ
た
使
者
と
同
じ
よ
う
な
任
務
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

戸
口
調
査
と
校
田
の
歴
史
的
条
件

　
『
書
紀
』
に
お
い
て
、
東
国
へ
の
使
者
派
遣
は
大
化
元
年
八
月
庚
子
条
、
諸
国
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へ
は
大
化
元
年
九
月
丙
寅
条
と
同
甲
申
条
で
あ
り
、
大
化
二
年
正
月
の
改
新
詔
以

前
で
あ
る
。
改
新
詔
が
令
文
を
引
用
し
て
、
何
ら
か
の
基
準
を
示
し
て
い
る
と
す

れ
ば
、『
書
紀
』
の
時
系
列
で
は
整
合
性
が
と
れ
る
。
東
国
と
諸
国
へ
の
使
者
派

遣
の
目
的
は
、「
戸
籍
作
成
（
戸
口
調
査
）
と
田
畝
の
検
校
」
で
あ
る
。「
戸
籍
作

成
」
と
「
田
畝
検
校
」
の
一
般
的
基
準
を
示
す
の
が
改
新
の
詔
と
す
れ
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
の
意
図
を
捉
え
る
こ
と
は
可
能
と
な
る
。

　

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
戸
籍
作
成
（
戸
口
調
査
）」
や
「
田
畝
の
検
校
」

の
歴
史
的
条
件
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
山
尾
幸
久
は
、
門
脇
禎

二
説
を
引
用
す
る
か
た
ち
で
「
六
四
〇
年
代
に

0

0

0

0

0

0

一
般
的
な
造
籍
・
校
田
な
ど
な
し

得
る
条
件
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。）

（1
（

そ
し
て
、「
な

し
得
る
条
件
」
と
確
認
で
き
る
時
期
と
し
て
、
天
智
朝
や
天
武
朝
に
検
討
す
る
詔

な
ど
を
移
動
さ
せ
て
理
解
す
る
と
い
う
手
法
を
採
用
す
る
。
こ
う
し
た
「
史
料
批

判
」
の
方
法
は
、
客
観
的
な
基
準
に
充
た
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

問
題
に
し
た
い
の
は
、「
な
し
得
る
条
件
は
な
い
」
と
い
う
判
断
が
、
具
体
的
な

史
料
を
と
も
な
っ
て
お
ら
ず
、
主
観
的
な
判
断
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
類
似
の
こ
と
と
し
て
、「
東
国
国
司
の
詔
」
の
⑴
～
⑶
の
時
期
や
鐘
匱
制
度
の

施
行
時
期
に
関
し
て
、「
そ
の
間
隔
は
、『
孝
徳
紀
』
が
編
成
す
る
如
き
数
箇
月
で

は
な
く
、
実
は
数
年
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」）

（1
（

と
い
う
箇
所
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
そ
の
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で

可
能
性
で
あ
り
、
根
拠
に
な
る
史
料
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。）

（1
（

 

　

こ
う
し
た
史
料
操
作
は
、
石
上
英
一
が
「
史
料
編
年
再
構
成
手
法
」
と
呼
ぶ
「
史

料
批
判
」
の
方
法
で
あ
る
。
研
究
史
上
で
は
原
秀
三
郎
が
採
用
し
、
大
化
改
新
詔

批
判
と
し
て
、
改
新
否
定
論
者
が
多
く
用
い
る
手
法
で
あ
る
。
本
稿
は
改
新
詔
全

体
を
対
象
に
す
る
論
考
で
は
な
く
、
史
料
編
年
再
構
成
手
法
の
問
題
点
は
石
上
の

指
摘
ど
お
り
な
の
で
、
こ
の
程
度
で
留
め
て
お
き
た
い
。）

（1
（

 

　

私
は
か
つ
て
「
律
令
制
的
班
田
制
の
歴
史
的
前
提
に
つ
い
て
」
の
論
文
に
お
い

て
、
国
造
制
の
時
期
に
お
け
る
「
校
田
・
班
田
」
を
想
定
し
た
。）

（1
（

こ
の
見
解
は
、

石
母
田
正
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
⑴
裁
判
権
ま
た
は
刑
罰
権
、
⑵
軍
役
を
含
む

徴
税
権
、
⑶
行
政
権
と
し
て
の
「
勧
農
」、
⑷
祭
祀
権
と
い
う
国
造
制
支
配
の
内

容
（『
日
本
の
古
代
国
家
』）
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
吉
田
晶
に
よ
る
国
造
制
に
お
け

る
部
分
的
な
編
戸
制
と
い
う
新
し
い
支
配
方
式
の
研
究
（『
日
本
古
代
国
家
成
立

史
論
』）
を
前
提
に
し
て
、
提
起
し
た
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
直
接
的
な
史
料
は

な
く
、
関
連
史
料
か
ら
想
定
し
た
問
題
提
起
の
域
を
で
な
い
。
最
近
で
は
小
口
雅

史
が
私
説
に
対
し
、「
国
造
制
の
段
階
で
、
律
令
班
田
制
の
前
提
と
な
る
よ
う
な
田

地
編
成
に
か
か
わ
る
諸
権
限
を
国
造
＝
在
地
首
長
層
が
有
し
て
い
た
可
能
性
は
高

い
」
と
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
い
ち
が
い
に
「
な
し
得
る
条
件
は
な
い
」
と

断
言
で
き
る
研
究
状
況
で
は
な
い
。）

11
（

『
書
紀
』
に
も
、
い
く
つ
か
の
関
連
事
項
が
み

え
る
。

　
「
戸
籍
作
成
（
戸
口
調
査
）」
の
問
題
で
は
、『
書
紀
』
欽
明
紀
に
お
け
る
白
猪

屯
倉
に
対
す
る
戸
口
調
査
が
あ
る
。
大
臣
で
あ
る
蘇
我
稲
目
が
吉
備
に
行
き
、
白

猪
屯
倉
を
設
置
し
た
。
白
猪
屯
倉
と
は
農
業
経
営
の
拠
点
で
あ
る
。
こ
の
屯
倉
が

管
理
す
る
田
地
の
農
耕
に
従
事
す
る
耕
作
民
を
、
ま
ず
田
部
（
部
民
の
農
業
従
事

者
）
に
編
成
し
た
。
し
か
し
、
十
数
年
が
た
ち
、
籍
（
名
簿
）
に
載
ら
な
い
成
人

が
多
く
な
っ
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
田
部
の
丁
籍
（
成
人
の
名
簿
）
を
調
査
さ
せ

た
（
欽
明
三
十
年
正
月
条
）。
そ
し
て
、
籍
を
定
め
て
田
戸
に
編
成
し
た
（
同
四
月

条
）。

　

敏
達
三
年
（
五
七
四
）
条
で
は
、
馬
子
（
稲
目
の
子
）
が
大
臣
と
し
て
白
猪
屯

倉
に
行
っ
て
、
田
地
と
田
部
を
増
加
さ
せ
た
記
事
も
あ
る
。
吉
備
に
は
、
津
と
客

館
の
施
設
が
あ
っ
た
児
島
に
屯
倉
を
設
置
し
て
港
湾
施
設
も
整
備
し
た
。
瀬
戸
内

海
に
お
け
る
物
資
輸
送
の
重
要
拠
点
で
あ
っ
た
（
狩
野
久
『
発
掘
文
字
が
語
る 

古

代
王
権
と
列
島
社
会
』）。

　

こ
の
よ
う
に
蘇
我
氏
は
、
屯
倉
の
農
業
経
営
を
効
率
的
に
運
用
し
、
ヤ
マ
ト
王
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権
の
財
政
基
盤
を
拡
大
・
強
化
し
た
。
そ
の
具
体
的
方
法
は
、
名
籍
（
文
板
の
こ

と
、
ふ
だ
。
木
簡
に
書
か
れ
た
名
簿
か
）
に
田
部
の
名
前
を
記
入
し
、
そ
の
名
簿

を
使
っ
て
各
人
か
ら
公
租
公
課
（
租
税
）
を
負
担
さ
せ
る
よ
う
な
仕
組
み
で
あ
る
。

新
た
に
組
織
化
し
た
田
戸
は
、
漢
字
表
記
か
ら
み
て
戸
別
に
編
成
し
た
可
能
性
が

あ
り
、
新
し
い
屯
倉
経
営
の
管
理
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
欽
明
紀
に
お
け
る
白
猪
・
児
島
屯
倉
の
運
営
方
法
を
参
考
に
す
る

と
、「
戸
籍
作
成
（
戸
口
調
査
）
と
田
畝
の
検
校
」
の
条
件
は
、
逆
に
存
在
し
て

い
た
と
み
て
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
少
し
本
題
か
ら
離
れ
た
き
ら
い
が
あ
る
が
、

な
ぜ
大
宝
令
を
利
用
し
た
の
か
と
い
う
課
題
で
も
あ
る
の
で
、
検
討
を
続
け
て
き

た
。
次
に
は
、
あ
ら
た
め
て
改
新
詔
第
三
項
に
話
を
も
ど
し
た
い
。

四　
「
改
新
詔
」
と
大
宝
令
の
配
置

改
新
詔
第
三
項
の
歴
史
的
条
件

　

さ
て
、
第
三
項
の
主
文
は
、「
初
造
戸
籍
・
計
帳
・
班
田
収
授
之
法
」
で
あ
る
が

（
副
文
を
含
め
、
七
頁
参
照
）、
主
文
が
原
詔
に
あ
る
と
は
単
純
に
は
い
い
き
れ
な

い
。
今
日
の
研
究
水
準
で
は
、
令
文
と
同
文
な
い
し
近
似
す
る
文
章
に
つ
い
て
も
、

そ
の
転
載
と
割
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宣
命
体
風
の
表
記
に
関

し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
宣
命
体
表
記
が
可
能
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
り
、
同
時
期

の
文
体
と
し
て
存
在
し
た
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
古
色
め
か
し
て
い
る
こ
と
は
事
実

で
あ
ろ
う
が
、
改
新
時
に
宣
命
体
が
存
在
し
た
こ
と
は
実
証
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。）

1（
（

　

こ
こ
で
、
改
新
詔
研
究
で
代
表
的
な
井
上
光
貞
説
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。
井

上
は
、
前
半
の
戸
籍
・
計
帳
に
つ
い
て
は
、「
こ
の
首
文
は
も
と
、
人
口
を
調
査

し
、
そ
の
帳
簿
を
つ
く
れ
、
と
い
う
た
ぐ
い
の
文
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
編
纂
当
時

の
知
識
で
「
戸
籍
・
計
帳
を
造
れ
」
と
書
い
た
も
の
」
と
す
る
。
ま
た
、
後
半
の

「
班
田
収
授
之
法
を
造
れ
」
に
つ
い
て
は
、
班
田
収
授
法
の
実
施
は
後
の
こ
と
と
理

解
す
る
。
そ
し
て
、「
東
国
国
司
の
詔
」
か
ら
、
そ
の
手
続
き
の
一
環
の
校
田
や
均

田
法
的
思
想
が
み
ら
れ
る
の
で
、「
編
纂
当
時
の
知
識
で
書
き
あ
ら
わ
し
た
も
の
」

と
指
摘
す
る
（『
日
本
の
歴
史 

3
』
飛
鳥
の
朝
廷
）。

　

主
文
（
井
上
は
「
首
文
」
と
い
う
）
が
律
令
の
知
識
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
事

実
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
前
半
の
「
戸
籍
・
計
帳
」
を
「
人
口
調
査
と
帳
簿
」
と

解
釈
す
る
の
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
井
上
の
よ
う
に
、
当
時
の
歴
史
的
条
件
か

ら
判
断
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
確
か
に
「
東
国
国
司
の
詔
」
に
お
い
て

は
戸
口
調
査
が
あ
り
、
何
ら
か
の
帳
簿
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

副
文
の
構
成
に
お
い
て
は
、「
人
口
調
査
と
帳
簿
」
に
関
係
す
る
条
文
が
引
用
さ
れ

て
い
な
い
。
改
新
詔
で
は
、「
戸
籍
・
計
帳
」
の
関
係
事
項
が
⒜
戸
令
第
一
条
の
為

里
条
で
あ
り
、「
班
田
収
授
之
法
」
で
は
⒝
田
令
第
一
条
の
田
長
条
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
条
文
の
引
用
は
、
条
文
の
趣
旨
に
そ
う
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
改
新
詔
の
主
文
と
副
文
（
凡
条
）
と
の
関
係
は
、
密
接

な
も
の
が
あ
る
。
機
械
的
に
令
文
の
第
一
条
を
引
用
し
た
も
の
で
は
な
い
。
主
文

と
の
関
連
で
、
副
文
で
は
令
文
な
い
し
令
文
的
な
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
け
ば
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
三
項
に
お
け
る
第
一
の
副
文
⒜
は
、
為
里
条
で
あ
る
。
条
文
を
み
れ
ば
明
ら

か
な
よ
う
に
、
里
の
構
成
（
五
十
戸
）
と
里
長
の
職
掌
の
規
定
で
あ
る
。
現
在
、

里
の
最
古
の
史
料
は
、
次
表
に
あ
る
よ
う
に
六
八
三
年
（
天
武
一
二
）
の
「
三
野

大
野
評
阿
漏
里
」
の
木
簡
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
「
鴨
評
加
毛
五
十
戸
」（
六
八

一
）
の
よ
う
に
「
五
十
戸
」
表
記
が
使
わ
れ
て
い
た
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
『
評

制
下
荷
札
木
簡
集
成
』
よ
り
引
用
）。「
五
十
戸
」
の
紀
年
銘
木
簡
と
し
て
は
、「
乙

丑
年
」（
六
六
五
、
天
智
四
年
）
の
「
三
野
国
ム
下
評
大
山
五
十
戸
」
が
い
ち
ば
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ん
古
い
。
た
だ
し
、
最
古
の
「
五
十
戸
木
簡
」
は
、
飛
鳥
京
跡
第
五
十
一
次
調
査

で
出
土
し
た
「
白
髪
部
五
十
戸
」
の
木
簡
で
あ
る
。
時
期
は
、
同
遺
跡
の
伴
出
木

簡
か
ら
、
六
四
九
年
（
大
化
五
）
二
月
か
ら
六
六
四
年
（
天
智
三
）
二
月
の
間
で

あ
る
（
岸
俊
男
「「
白
髪
部
五
十
戸
」
の
貢
新
物
付
札
」）。
こ
れ
ら
の
出
土
木
簡

で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
改
新
時
に
は
「
里
」
の
用
字
の
制
度
は
な
く
、「
五
十
戸
」

が
用
い
ら
れ
て
い
た
。）

11
（

 

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
、
第
三
項
の
⒜
に
は
五
十
戸
の
制
度
が
規
定
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
強
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。）

11
（

そ
の
基
礎
と
し
て
、
戸
の
編
成
も

行
な
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
第
四
項
の
調
に
関
す
る
凡
条
に
は
、「
戸
別
之
調
」
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
欽
明
朝
の
時
期
の
白
猪
屯
倉
で
は
、「
田
戸
」
の
編

成
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
編
成
単
位
が
家
族
な
の
か
、
考
古
学
で
い
う
「
単

位
集
団
」
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
基
準
が

あ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
よ
う
。

　

な
お
当
時
、「
五
十
戸
」
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
の
か
、
直
接
に
読
み
を

示
す
史
料
は
な
い
。『
万
葉
集
』
を
参
照
す
れ
ば
、「
楚
取
（
し
も
と
と
る
） 

五
十

戸
良
我
許
惠
波
（
さ
と
を
さ
が
こ
ゑ
は
）」（
八
九
二
）、「
守
部
乃
五
十
戸
之
（
も

り
へ
の
さ
と
の
））（
二
二
五
一
）
と
い
う
よ
う
に
、「
さ
と
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、「
子
持
有
跡
五
十
戸
（
こ
も
て
り
と
い
へ
）」（
一
七
九
〇
）
の
よ
う
に

「
い
へ
」
の
表
記
も
あ
る
。
五
十
戸
木
簡
は
、
表
記
と
い
う
よ
り
五
十
戸
の
単
位
を

意
味
す
る
。
お
そ
ら
く
「
里
」
が
設
置
さ
れ
て
「
さ
と
」
と
読
む
よ
う
に
な
っ
た

が
、
そ
れ
以
前
も
五
十
戸
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
、「
さ
と
」
と
読
ま
れ
た
の
で

あ
ろ
う
が
、「
五
十
戸
」
の
時
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、
少
な
く
と
も
五
十
戸
と
い
う
単
位
の
制
度
化
は
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
第
四
項
の
凡
条
で
あ
る
ア
官
馬
（
厩
牧
令
厩
細
馬
条
）、
イ
兵
、
ウ
仕
丁
（
賦

役
令
仕
丁
条
）、
エ
采
女
（
後
宮
職
員
令
氏
女
采
女
条
）
の
う
ち
、
ア
官
馬
、
ウ
仕

丁
、
エ
采
女
が
五
十
戸
な
い
し
五
十
戸
の
倍
数
（
一
百
戸
、
二
百
戸
）
が
基
準
単

位
と
な
っ
て
い
る
。
五
十
戸
の
設
定
と
、
第
四
項
の
徴
発
基
準
と
は
適
合
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
項
の
郡
の
規
模
（
大
・
中
・
小
郡
）
も
、
五
十
戸

を
基
準
と
し
て
い
る
の
で
整
合
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
戸
を
単

位
（
お
そ
ら
く
五
十
戸
）
と
す
る
規
定
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

　

次
の
第
二
⒝
は
、
田
地
の
面
積
単
位
と
田
租
の
徴
収
規
定
で
あ
る
。
当
時
は
、

町
段
歩
制
で
は
な
く
「
代し

ろ

制
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ

も
「
一
代
」
と
は
「
一
束
」
の
収
穫
が
あ
る
面
積
で
、
五
〇
〇
代
（
一
町
）
か
ら

の
標
準
的
収
穫
高
は
五
〇
〇
束
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
代
制
は
収
穫
高
と
関
連
が

あ
る
面
積
単
位
で
あ
る
。
こ
の
代
制
は
、
朝
鮮
半
島
の
結
負
制
と
関
係
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。）

11
（

た
だ
し
今
日
、
必
ず
し
も
明
確
な
代
制
の
地
割
は
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。）

11
（

 

　

さ
て
唐
令
で
は
、
田
租
は
賦
役
（
課
役
）
の
一
部
で
あ
り
、
律
令
法
で
は
賦
役

令
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
令
で
は
、
次
項
で
述
べ
る
よ
う
に
、

遅
く
と
も
大
宝
令
か
ら
田
租
の
規
定
は
田
令
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
は
議
論
さ
れ
て
い
な
い
が
、
日
本
的
な

サト表記のある紀年銘木簡
西暦 干支 年号 木簡のサト表記 出典
665 乙丑年 天智 4 三野国ム下評大山五十戸 102
675 乙亥年 天武 4 知利布五十戸 飛18-170号
677 丁丑年 天武 6 三野国加尓評久々利五十戸 105
677 丁丑年 天武 6 三野国刀支評恵奈五十戸 107
678 戊寅年 天武 7 汗富五十戸 87
678 戊寅年 天武 7 尾張海評津嶋五十戸 22
678 戊寅年 天武 7 高井五□□ 271
679 己卯年 天武 8 □□五十戸 281
680 庚辰年 天武 9 三野大野評大田五十戸 92
681 辛巳年 天武 10 芝江五十戸 伊場4-3号
681 辛巳年 天武 10 鴨評加毛五十戸 68
683 癸未年 天武 12 三野大野評阿漏里 91
684 甲申年 天武 13 三野大野評堤野里 95
685 乙酉年 天武 14 三野国不□評新野見里 88
686 丙戌年 朱鳥元 大市了五十戸 38
687 丁亥年 持統元 若佐小丹評木津了五十戸 124
688 戊子年 持統 2 三野国加毛評度里 103
690 庚寅年 持統 4 三川国鴨評山田里 46
691 辛卯年 持統 5 尾治国知多評入見里 33
691 辛卯年 持統 5 新井里 59
692 壬辰年 持統 6 三川国鴨□高椅里 44
692 壬辰年 持統 6 万枯里 48
694 甲午年 持統 8 知田評阿具比里 32
695 乙未年 持統 9 木津里 126
695 乙未年 持統 9 入野里 60
696 丙申年 持統 10 三野国山方評大桑里 101
697 丁酉年 文武元 若俠国小丹生評岡田里 127
697 丁酉年 文武元 若佐国小丹□□生里 117
697 丁酉年 文武元 □□評野里 120
698 戊戌年 文武 2 三野国厚見評□□里 98
698 戊戌年 文武 2 若侠国小丹生評岡方里 128
698 戊戌年 文武 2 波伯吉国川村評久豆賀里 164
699 己亥年 文武 3 三野国各牟□汗奴麻里 99
699 己亥年 文武 3 吉備中□□評軽了里 216
699 己亥年 文武 3 上捄国阿波評松里 75
699 己亥年 文武 3 若佐国小丹生…三分里 122
699 己亥年 文武 3 玉杵里 118
699 己亥年 文武 3 二方評波多里 161
699 己亥年 文武 3 渕評竹田里 伊場4-108号
700 庚子年 文武 4 若佐国小丹生評木ツ里 125
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代
の
単
位
と
も
関
係
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
⒝
の
主
眼

は
面
積
単
位
の
規
定
に
あ
る
。

　

田
の
面
積
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
第
四
項
の
主
文
「
罷
旧
賦
役
、
而
行

田
之
調
」
に
記
さ
れ
た
「
田
調
」
の
徴
収
が
可
能
と
な
る
。
こ
こ
の
副
文
（
凡
条
）

で
は
、「
町
」
が
単
位
と
な
っ
て
い
る
が
、
町
段
歩
制
の
開
始
は
大
宝
令
か
ら
で
あ

り
、
原
詔
は
「
代
」
を
単
位
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

田
租
条
と
田
令

   

次
に
検
討
を
要
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
田
租
関
連
条
文
が
、
田
令
に
含
ま
れ
る

問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
宝
田
令
の
復
元
と
も
直
接
関
係
す
る
、
日
唐
間
の
重
要

な
問
題
で
あ
る
。
日
本
の
田
租
は
、
田
令
の
第
二
条
に
納
入
時
期
が
規
定
さ
れ
て

い
る
が
、
第
一
条
田
長
条
の
面
積
単
位
に
田
租
の
徴
収
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
日
本
令
で
は
、
第
一
条
と
第
二
条
と
い
う
冒
頭
部
分
に
田
租
の
規
定

が
あ
る
。
最
初
に
、
日
本
令
と
唐
令
の
冒
頭
部
分
三
か
条
を
比
較
し
て
お
き
た
い
。

　

養
老
令
の
田
令
で
は
、
⑴
田
長
条
、
⑵
田
租
条
、
⑶
口
分
条
と
続
く
。
こ
れ
に
対

し
唐
開
元
二
十
五
年
令
で
は
、
最
近
の
天
聖
令
研
究
を
ふ
ま
え
て
い
え
ば
、
⑴
田

積
条
（
田
広
条
）、
⑵
丁
中
受
田
条
（
丁
男
永
業
口
分
条
）、
⑶
当
戸
受
田
条
（
当

戸
永
業
口
分
条
）
と
な
る
。）

11
（

 

　

租
に
関
し
て
は
、『
唐
令
拾
遺
』
が
日
本
養
老
令
の
田
令
田
租
条
に
影
響
さ
れ

て
、
田
令
の
な
か
で
復
元
し
て
い
る
。
こ
の
復
元
案
に
対
し
、
つ
と
に
菊
池
英
夫

が
唐
令
で
は
租
も
賦
役
で
あ
り
、
賦
役
令
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
（「
唐
令

復
原
研
究
序
説
」）。
そ
の
後
、
新
し
い
『
唐
令
拾
遺
補
』
で
は
菊
池
案
が
採
用
さ

れ
、
租
関
係
の
条
文
は
賦
役
令
に
も
ど
さ
れ
た
。
こ
の
菊
池
案
が
、
新
出
し
た
天

聖
令
の
賦
役
令
に
租
（
丁
租
）
が
規
定
さ
れ
て
い
て
、
正
し
い
こ
と
が
実
証
さ
れ

た
。
つ
ま
り
日
本
令
で
は
、
唐
令
の
賦
役
令
か
ら
田
令
に
改
め
て
、
租
を
田
租
と

し
て
扱
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
来
、
唐
令
で
は
賦
役
令
に
含
ま
れ
て
い
た
租
が
、
ど
う
し
て
日
本
令
で
は
田

令
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
菊
池
は

中
国
の
丁
租
に
対
し
日
本
で
は
田
租
で
あ
る
こ
と
、「
口
分
田
の
班
給
と
田
租
の

徴
収
は
明
確
な
る
給
付
反
対
給
付
の
関
係
に
立
つ
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、

日
本
令
で
は
田
長
条
の
田
積
に
租
を
規
定
し
て
田
租
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
租
が

田
令
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
菊
池
前
掲
論
文
）。）

11
（

 

　

菊
池
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
令
で
は
第
一
条
の
田
積
条
項
に
租
の
基
準
が

定
め
ら
れ
、
そ
の
影
響
で
第
二
条
の
田
租
条
が
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
強
い
。

た
だ
し
、
口
分
田
と
田
租
の
関
係
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
来
か
ら
い
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、『
令
集
解
』
田
令
田
長
条
の
「
穴
記
」
に
「
租
。
賦
也
。
土
地
所

生
謂
之
賦
。
言
田
給
。
即
所
生
之
物
進
君
耳
」
と
あ
る
。
日
本
古
代
で
は
、
田
地

を
支
給
し
、
そ
の
生
産
物
の
一
部
を
君
（
天
皇
）
に
進
上
す
る
の
が
、
古
代
の
田

租
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
特
質
だ
か
ら
で
あ
る
。）

11
（

 

　

こ
の
問
題
は
、
田
租
が
課
役
な
い
し
賦
役
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
も

関
係
す
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
早
川
庄
八
「
律
令
「
租
税
」
制
に
関
す
る
二
、
三

の
問
題
」
な
ど
の
研
究
に
委
ね
、）

11
（

田
租
に
限
定
し
て
行
論
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
租
が
田
租
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
、
租
が
田
令
に
規

定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
。
理
由
と
し
て
は
、
一
束
の
収
穫

量
が
一
代し

ろ

と
い
う
面
積
単
位
に
な
る
と
い
う
、
代
と
収
穫
量
（
束
）
と
の
関
係
が

想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
収
穫
量
の
一
定
の
額
を
公
租
公
課
（
田
租
）
と
し
て
貢

納
す
る
と
い
う
形
態
が
、
日
本
的
田
租
の
起
源
と
結
び
つ
い
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
「
租
」「
田
租
」
は
、「
タ
チ
カ
ラ
」
と
読
ま
れ
る
。
こ
の
訓
の
成
立
時
期
の
詳
細

は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、「
チ
カ
ラ
（
税
）」
が
、「
チ
カ
ラ
（
労
力
）
に
よ
っ
て

生
産
さ
れ
る
も
の
」（『
岩
波
古
語
辞
典 

補
訂
版
』）
の
意
味
で
あ
れ
ば
、「
田
」
と

の
結
び
つ
き
が
古
く
か
ら
強
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
田
租
の
起

源
が
在
地
首
長
制
と
関
係
し
、「
初
穂
と
し
て
首
長
に
貢
納
す
る
慣
行
か
ら
発
生
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し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』（
二
九
八

頁
）
の
指
摘
は
的
を
射
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
本
的
な
特
徴
が
、
唐
賦
役
令
の

丁
租
を
日
本
田
令
の
田
租
へ
と
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

田
令
田
租
の
起
源
問
題

　

次
に
、
租
が
田
令
へ
組
み
こ
ま
れ
た
時
期
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
換

言
す
れ
ば
、
第
一
条
の
田
長
条
に
租
の
追
加
が
い
つ
行
な
わ
れ
た
か
の
問
題
で
あ

る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
慶
雲
三
年
九
月
十
日
格
に
「
准
令
、
田
租
一
段
。

租
稲
二
束
二
把
」
と
あ
り
、
大
宝
令
（「
准
令
」
の
令
が
大
宝
令
）
か
ら
田
積
に
租

が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
が
大
宝
令
か
、
あ
る
い
は
大
宝
令
以
前
に
田
租

と
し
て
扱
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
の
検
討
で
あ
る
。　

　

日
本
に
お
い
て
、
田
租
の
慣
習
な
い
し
制
度
は
い
つ
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
大
宝
令
が
成
立
す
る
以
前
の
史
料
を
、『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
か

ら
検
討
し
て
み
た
い
。「
租
」
と
記
さ
れ
て
い
る
記
述
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な

く
、
次
の
八
か
条
で
あ
る
。

⑴　

雄
略
一
三
年
八
月
条

　

播
磨
国
御
井
隈
人
文
石
小
麻
呂
、
有
力
強
心
。
肆
行
暴
虐
。
路
中
抄
刧
、

不
使
通
行
。
又
断
商
客
艖
艦附
、
悉
以
奪
取
。
兼
違
国
法
、
不
輸
租
賦
。

⑵　

顕
宗
即
位
前
紀

　

白
髪
天
皇
二
年
冬
十
一
月
、
播
磨
国
司
山
部
連
先
祖
伊
予
来
目
部
小
楯
、

於
赤
石
郡
、
親
弁
新
嘗
供
物
。〈
一
云
、
巡
行
郡
県
、
収
斂
田
租
也
〉 

⑶　

大
化
二
年
正
月
条

　
　

改
新
詔
（
省
略
）

⑷　

白
雉
三
年
正
月
条

　

自
正
月
至
是
月
、
班
田
既
訖
。
凡
田
、
長
卅
歩
為
段
。
十
段
為
町
。〈
段
租

稲
一
束
半
、
町
租
稲
十
五
束
〉　

⑸　

天
智
五
年
七
月
条

　
　

大
水
。
是
秋
、
復
租
調
。

⑹　

持
統
四
年
九
月
乙
酉
条

　
　

詔
曰
、
朕
将
巡
行
紀
伊
之
。
故
勿
収
今
年
京
師
田
租
口
賦
。

⑺　

文
武
元
年
八
月
条

　
　

仍
免
今
年
田
租
・
雑
徭
并
庸
之
半
。

⑻　

文
武
三
年
三
月
条

　
　
　

河
内
国
献
白
鳩
。
詔
、
免
錦
部
郡
一
年
租
役
。

　

⑴
の
租
賦
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
以
下
、
古
典
大
系
本
）
が

「
単
に
租
税
の
意
。
大
化
改
新
以
後
の
田
租
と
調
と
で
は
な
い
」
と
記
す
が
、
こ
の

解
釈
で
い
い
だ
ろ
う
。
⑵
の
「
田
租
」
に
つ
い
て
古
典
大
系
本
は
「
単
に
租
税
の

意
」
と
す
る
。
し
か
し
、
時
期
の
是
非
を
別
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
新
嘗
祭
に
お
け

る
初
穂
儀
礼
と
関
係
し
て
、
初
穂
を
含
む
貢
納
物
が
後
に
田
租
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
字
ど
お
り
「
田
租
」
と
理
解
し
て

い
い
だ
ろ
う
。）

11
（

そ
し
て
、
⑶
改
新
詔
と
、
⑷
白
雉
三
年
正
月
条
と
が
続
く
。

　

⑸
の
「
租
調
」
に
つ
い
て
、
古
典
大
系
本
と
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
は
、

と
も
に
改
新
詔
を
参
照
さ
せ
て
い
る
の
で
、「
田
租
」
と
捉
え
て
い
る
。
確
か
に

「
租
調
」
の
語
句
を
重
視
す
れ
ば
、
律
令
制
的
な
「
租
調
庸
」
と
の
関
係
で
、
田
租

と
推
測
し
て
も
あ
な
が
ち
ま
ち
が
い
で
は
な
い
。
ま
た
、『
書
紀
』
の
時
系
列
の
論

理
で
は
田
租
と
な
る
が
、
⑶
⑷
を
後
の
知
識
の
潤
色
と
し
て
除
外
す
れ
ば
、
必
ず

し
も
田
租
と
は
限
定
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
天
智
朝
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
八
木

充
「
田
租
制
の
成
立
」
に
よ
る
否
定
説
が
あ
る
。
史
料
批
判
の
視
点
か
ら
み
れ
ば

確
実
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
八
木
は
同
じ
天
智
紀
の
記
述
「
修
高
安
城
、
収
畿

内
之
田
税
」（
天
智
八
年
是
冬
条
）
に
は
肯
定
的
立
場
を
と
る
。
天
智
朝
に
「
田

税
」
が
存
在
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
田
租
の
形
態
が
存
在
し
て
も
不
都
合
は
な
い
。

こ
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
田
租
は
浄
御
原
令
以
前
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
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次
の
⑹
～
⑻
の
「
田
租
」
と
「
租
」
は
、
浄
御
原
田
令
と
関
連
す
る
田
租
で
あ

ろ
う
。）

1（
（

つ
ま
り
内
容
的
に
は
、『
令
集
解
』
田
令
田
長
条
所
引
の
慶
雲
三
年
九
月
十

日
格
に
い
う
「
令
前
租
法
。
熟
田
百
代
。
租
稲
三
束
」
の
「
令
前
租
法
」
の
こ
と

に
な
る
。
こ
の
「
令
」
は
大
宝
令
を
意
味
す
る
か
ら
、「
令
前
租
法
」
は
大
宝
令
以

前
の
「
租
法
」
と
な
り
、
⑹
～
⑻
の
史
料
と
関
係
づ
け
れ
ば
、
浄
御
原
令
時
代
に

田
租
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
こ
に
「
令
前
租
法
。
熟
田
百

代
」
と
あ
る
よ
う
に
、
浄
御
原
令
に
お
い
て
は
ま
ち
が
い
な
く
町
段
歩
制
は
成
立

し
て
お
ら
ず
、「
代し

ろ

」
制
と
し
て
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。）

11
（

 

原
田
租
と
田
令

　

こ
の
よ
う
に
『
書
紀
』
に
お
け
る
「
租
」「
田
租
」
の
用
例
は
け
っ
し
て
多
く

な
い
が
、
少
な
く
と
も
浄
御
原
令
段
階
の
田
租
は
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
天
智
朝
に
「
田
税
」
が
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
田
租
も
あ
り
え
た
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
で
浄
御
原
令
以
前
に
お
け
る
、「
田
租
」
類
の
収
取
に
つ
い
て
研
究

史
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
戦
後
の
歴
史
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
坂
本
太
郎

で
あ
る
。
坂
本
は
、
唐
令
以
前
に
お
け
る
魏
・
晋
の
田
租
の
制
度
が
朝
鮮
半
島
を

経
て
、
改
新
詔
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
（『
大
化
改
新
』）。
し

か
し
、
坂
本
の
見
解
は
改
新
詔
の
田
租
に
つ
い
て
史
料
批
判
す
る
こ
と
な
く
、
田

租
の
存
在
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
宝
令
と
改
新
詔
第
二
項
が
同

文
で
あ
る
の
で
、
慶
雲
三
年
格
の
「
令
前
租
法
」
を
大
化
前
代
の
「
租
法
」
と
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
令
前
租
法
」
は
「
大
宝
令
以
前
の
租
法
」
を
意
味
す
る
だ

け
で
あ
り
、
こ
れ
を
大
化
前
代
の
史
料
と
し
て
扱
う
こ
と
は
無
理
で
あ
り
、
こ
の

説
は
成
立
し
な
い
。）

11
（

 

　

と
こ
ろ
が
、
在
地
首
長
制
論
を
展
開
し
た
石
母
田
正
は
、
こ
の
坂
本
説
を
前
提

に
し
て
論
を
立
て
て
い
る
。
石
母
田
は
、
こ
の
「
令
前
租
法
」
を
「
大
化
前
代
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
先
行
形
態
と
み
る
通
説
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
（『
日
本

の
古
代
国
家
』
二
九
七
頁
）。
そ
し
て
、
旧
国
造
領
に
お
け
る
税
制
と
し
て
「
百
代

三
束
」
の
原
田
租
を
位
置
づ
け
、
大
化
前
代
の
国
造
法
の
一
部
を
な
し
て
い
た
と

推
定
す
る
（
同
書
二
九
八
、
三
〇
〇
頁
）。
こ
の
石
母
田
説
は
、
誤
っ
た
坂
本
説
を

前
提
と
し
て
議
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て
お
り
、「
百
代
三
束
」
と
い
う
大
化
前
代
の

原
田
租
説
は
、
成
立
す
る
余
地
は
な
い
。

　
「
百
代
三
束
」
の
数
値
に
こ
だ
わ
れ
ば
、
浄
御
原
令
に
存
在
し
た
可
能
性
は
強
い

だ
ろ
う
。
浄
御
原
令
に
田
令
が
存
在
し
た
確
た
る
証
拠
は
な
い
が
、『
書
紀
』
持
統

六
年
九
月
辛
丑
条
に
「
遣
班
田
大
夫
等
於
四
畿
内
」
と
あ
り
、
持
統
四
年
（
六
九

〇
）
の
庚
寅
年
籍
に
基
づ
く
班
田
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
庚
寅
年
籍
は
戸
令
に
基

づ
い
て
い
る
の
で
、
田
令
も
存
在
し
た
可
能
が
強
く
な
る
。
宮
本
救
が
い
う
と
こ

ろ
の
、「
浄
御
原
令
に
よ
る
造
籍
の
六
年
一
造
制
に
照
応
す
る
班
田
の
六
年
一
班

制
の
成
立
を
推
測
せ
し
め
る
」、「
浄
御
原
令
に
よ
っ
て
位
田
・
職
田
等
貴
族
に
対

す
る
特
権
的
な
班
給
田
の
明
確
な
規
定
（
面
積
等
）
が
定
ま
り
、
初
め
て
持
統
六

年
に
班
給
さ
れ
る
」
と
い
う
評
価
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
（『
律
令
田
制
と
班
田
図
』

三
九
、
四
〇
頁
）。）

11
（

班
田
制
の
規
定
が
田
令
に
あ
れ
ば
、
田
租
関
連
条
文
は
す
で

に
田
令
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
田
租
と
い
う
形
態
か
ら
い
え
ば
、「
田
税
」
の
存
在
が
事
実
と
し
て
認
め

ら
れ
る
な
ら
ば
、
田
租
は
天
智
朝
に
あ
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
天
智
朝
以
前

に
関
し
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
令
制
の
田
租
に
継
承
さ
れ
る
「
田
租
」
を
、

白
雉
三
年
条
な
い
し
改
新
詔
に
求
め
る
と
な
れ
ば
、
両
者
に
記
さ
れ
た
田
租
の
条

文
が
町
段
歩
の
単
位
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
、
町
段
歩
制
と
関
係
す
る
田
租
は
あ

り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
百
代
三
束
」
な
い
し
代
単
位
の
租
徴
収
の
起

点
と
し
て
、
白
雉
三
年
条
な
い
し
改
新
詔
に
お
い
て
「
田
租
」
の
形
態
を
求
め
る

こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
白
雉
三
年
条
を
大
化
改
新
の
六
年
後
の
班
田
と
し
て
『
書
紀
』
が
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設
定
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
改
新
詔
の
田
制
に
田
租
が
付
随
し
て
い
た
と

想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
確
た
る
証
拠
は
な
い
。
少
な
く
と
も
天
智
朝

に
田
租
の
形
態
が
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
浄
御
原
田
令
の
田
積
規
定
に
付
随

し
て
田
租
が
記
さ
れ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
浄
御
原
令
の
段

階
で
田
租
条
が
田
令
に
含
ま
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
、
石
母
田
の
よ
う
に
大

化
前
代
に
「
百
代
三
束
」
の
原
田
租
を
設
定
す
れ
ば
、
改
新
詔
に
「
田
租
」
の
規

定
が
あ
っ
て
も
い
っ
こ
う
に
か
ま
わ
な
い
。）

11
（

し
か
し
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
坂
本

説
に
依
拠
す
る
「
百
代
三
束
の
原
田
租
」
説
は
成
立
す
る
余
地
が
な
い
。

賦
役
令
か
ら
田
令
へ
の
田
租
の
組
み
換
え

　

こ
れ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
浄
御
原
令
に
は
田
令
に
田
租
関
連
の
条

文
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
田
租
自
体
と
し
て
は
、
天
智
朝
に
さ
か
の

ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
起
点
と
し
て
改
新
詔
に
存
在
し
た
可
能
性
も

皆
無
で
は
な
い
。
改
新
詔
第
三
項
の
副
文
に
、
田
長
条
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
田
積
の
規
定
は
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
田
積
の
規
定
だ
け
で

は
、
そ
れ
ほ
ど
の
意
味
は
な
い
。
改
新
詔
第
四
項
に
お
い
て
は
、「
調
（
田
調
）」

「
戸
別
之
調
」「
官
馬
」「
仕
丁
」「
采
女
」
の
徴
発
基
準
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

改
新
詔
第
三
項
に
「
租
（
田
租
）」
の
規
定
が
存
在
し
て
も
、
改
新
詔
の
内
容
か
ら

だ
け
い
え
ば
特
に
矛
盾
点
も
な
い
。
一
案
と
し
て
は
、
改
新
詔
に
「
租
（
田
租
）」

規
定
を
想
定
す
る
説
は
成
立
す
る
と
思
わ
れ
る
。）

11
（

 

　

こ
の
よ
う
に
、
大
宝
田
令
の
田
租
規
定
を
遡
源
し
て
い
け
ば
、
浄
御
原
令
の
編

纂
段
階
で
、
唐
の
賦
役
令
の
租
（
丁
租
）
規
定
を
田
令
に
組
み
換
え
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
大
宝
田
令
の
構
成
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要

な
問
題
を
提
起
す
る
。

　

天
聖
令
が
出
現
し
て
以
来
、
唐
令
を
継
受
し
た
日
本
令
の
構
成
と
条
文
の
配
列

に
つ
い
て
、
唐
令
と
の
比
較
研
究
を
直
接
で
き
る
条
件
が
整
っ
た
。
こ
れ
は
、
同

時
に
日
本
律
令
の
編
纂
と
も
関
わ
る
重
要
問
題
で
あ
る
。

　

最
近
の
服
部
一
隆
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
日
本
令
へ
の
影
響
は
、

①　

唐
日
令
は
類
似
し
て
い
た
た
め
継
受
関
係
が
明
確
に
な
っ
た
。

② 　

唐
日
令
の
微
細
な
差
異
か
ら
日
本
令
の
特
徴
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

③ 　

日
本
令
に
お
い
て
独
自
条
文
を
作
成
す
る
と
き
は
編
目
の
末
尾
に
付
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
（
末
尾
条
文
群
）。

④ 　

日
本
令
へ
の
継
受
率
や
独
自
条
文
の
数
に
は
編
目
に
よ
っ
て
偏
り
が
あ
り

浄
御
原
令
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。

⑤ 　

唐
令
の
体
系
的
継
受
は
大
宝
令
段
階
で
あ
り
浄
御
原
令
は
近
江
令
か
ら
の

連
続
性
で
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
班
田
収
授
法
の
復
原
的
研
究
』
五
六
頁
）。
①
と
②
の
事

柄
は
と
も
か
く
、
③
～
⑤
に
関
し
て
は
、
い
く
ぶ
ん
抽
象
的
な
指
摘
で
あ
り
、
各

令
・
各
条
文
の
個
別
的
な
比
較
研
究
の
進
展
を
待
っ
て
、
結
論
づ
け
ね
ば
な
ら
な

い
。

　

小
稿
で
検
討
し
て
い
る
田
令
の
場
合
、
日
本
独
自
の
田
租
条
（
第
二
条
）
は
、

第
一
条
の
田
長
条
と
の
関
係
で
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
末
尾
条
文
群
」
で
は
な

い
。
ま
た
、
養
老
田
令
公
田
条
（
大
宝
令
に
も
存
在
す
る
が
、
語
句
は
異
な
る
）

は
唐
田
令
条
文
に
は
な
く
、
日
本
独
自
の
条
文
と
い
わ
れ
る
（
大
津
透
「
北
宋
天

聖
令
の
公
刊
と
そ
の
意
義
」
二
九
二
頁
）。
こ
の
条
文
は
、
養
老
令
で
は
田
令
全

三
七
条
の
う
ち
一
一
番
目
の
条
文
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
に
な
る
が
、
条
文
の
位

置
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
配
置
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

そ
も
そ
も
田
令
で
は
、
継
受
し
な
か
っ
た
唐
令
後
半
の
「
屯
田
」
規
定
の
影
響
も

あ
っ
て
か
、「
末
尾
条
文
群
」
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
田
令
は
特
別
扱
い

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
細
部
を
詰
め
て
、
結
論
づ
け
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
そ
し
て
、
問
題
に
な
る
田
租
条
文
が
、
賦
役
令
か
ら
田
令
に
組
み
換
え
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ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
か
、
必
ず
し
も
論
究
さ
れ
て
い
な
い
。

　

浄
御
原
令
と
大
宝
令
と
の
関
係
は
、「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
古
代
国
家
形

成
の
諸
問
題
（
覚
書
）」
に
お
い
て
少
し
考
え
た
が
、
田
令
に
関
し
て
も
田
租
問
題

を
通
じ
て
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
浄
御
原
令
段
階
か
ら
、
令
の
組
み

換
え
を
含
め
て
継
受
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

五　

六
年
一
班
条

『
令
集
解
』
田
令
六
年
一
班
条
の
大
宝
令
と
養
老
令

　

本
稿
で
主
に
論
じ
て
き
た
大
宝
田
令
は
、
改
新
詔
に
記
載
さ
れ
て
い
る
田
令
田

長
条
で
あ
り
、
関
連
事
項
を
含
め
て
検
討
し
て
き
た
。『
日
本
書
紀
』
に
は
改
新
詔

と
は
直
接
に
関
係
し
な
い
が
、
大
宝
田
令
に
影
響
を
受
け
た
記
述
も
あ
る
。
田
令

六
年
一
班
条
で
あ
る
。
最
後
に
、
大
宝
令
に
お
け
る
六
年
一
班
条
の
問
題
に
つ
い

て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
書
紀
』
で
は
直
接
に
六
年
一
班
条
は
引
用
さ
れ
て

い
な
い
。
白
雉
三
年
四
月
是
月
条
に
記
さ
れ
た
班
田
が
、
改
新
詔
か
ら
六
年
後
で

あ
る
の
で
、
大
宝
田
令
の
六
年
一
班
条
に
影
響
を
受
け
た
班
田
記
事
と
し
て
評
価

さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
が
通
説
的
位
置
を
し
め
て
い
る
が
、
服
部
一
隆
「
大
宝
田
令

班
田
関
連
条
文
の
復
原
」
が
、
大
宝
令
文
に
は
六
年
一
班
条
は
な
か
っ
た
と
い
う

否
定
説
を
唱
え
た
（『
班
田
収
授
法
の
復
原
的
研
究
』）。
こ
れ
に
対
し
て
坂
上
康

俊
が
、
古
記
の
内
容
か
ら
異
議
を
と
な
え
た
。
な
か
で
も
「
班
田
年
」（
班
年
か
））

11
（

 

の
規
定
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
班
年
自
体
の
条
文
が
な
い
の
は
理
解
で
き
な
い
こ

と
で
あ
る
（
書
評
、
服
部
一
隆
著
『
班
田
収
授
法
の
復
原
的
研
究
』）。
本
稿
で
は

別
の
視
点
か
ら
賛
成
で
き
な
い
旨
を
述
べ
て
き
た
。）

11
（

こ
れ
は
『
集
解
』
の
「
古
記
」

か
ら
大
宝
令
文
を
復
元
す
る
基
準
の
面
か
ら
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
『
集
解
』
当
該
条
文
か
ら
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

 　

最
初
に
、
養
老
令
の
六
年
一
班
条
に
つ
い
て
、『
令
集
解
』
の
養
老
令
文
と
「
古

記
」
の
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
傍
線
が
、
大
宝
令
と
考
え
ら
れ
る
語
句
で
あ
る
。

凡
田
六
年
一
班
。［
a
］〈
神
田
寺
田
不
在
此
限
〉［
b
］
若
以
身
死
応
退
田

者
。
毎
至
班
年
。
即
従
収
授
。［
c
］

［
ａ
部
分
］
初
班
。
謂
六
年
也
。
後
年
。
謂
再
班
也
。
班
。
謂
約
六
年
之
名
。
仮

令
。
初
班
死
。
再
班
収
也
。
再
班
死
。
三
班
収
耳
。
問
。
人
生
六
年
得
授
田
。

此
名
為
初
班
。
為
当
。
死
年
名
初
班
。
未
知
其
理
。
答
。
以
始
給
田
年
為
初

班
。
以
死
年
為
初
班
者
非
。
問
。
上
条
三
班
乃
追
。
与
此
条
三
班
収
授
。
其

別
如
何
。
答
。
一
種
无
別
也
。
三
班
収
授
。
謂
即
三
班
収
授
也
。
問
。
於
二

月
授
田
訖
。
至
十
二
月
卅
日
以
前
身
亡
。
何
為
初
班
也
。
答
。
以
作
年
為
初

班
也
。
仮
令
。
自
元
年
正
月
至
十
二
月
卅
日
以
前
。
謂
之
初
班
也
。

［
ｂ
部
分
］
神
田
条
。
不
在
収
授
之
限
。
謂
収
而
不
授
百
姓
也
。
一
云
。
神
田
余

者
不
収
。
欠
加
。
寺
田
雖
欠
乗
。
不
在
収
加
之
例
。
問
。
神
田
寺
田
輸
租
以

不
。
答
。
並
輸
。
各
入
本
主
。
問
。
神
田
寺
田
聴
売
買
以
不
。
答
。
寺
田
聴

売
買
也
。
神
田
不
合
。

［
ｃ
部
分
］
古
記
な
し

　

最
初
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ｂ
部
分
の
「
古
記
」
に
「
神
田
条
」

の
語
句
が
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
大
宝
律
令
が
成
立
し
た
時
、
律
令
条

文
に
条
文
名
が
記
載
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、

条
文
名
は
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
る
。）

11
（

確
か
に
固
有
の
条
文
名
が
存

在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
明
法
家
の
議
論
だ
け
で
は
な
く
今
日
の
条
文
解
釈
に
お

い
て
も
、
当
該
条
文
が
明
白
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
条
文
の
名
称
は
つ

け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
必
ず
し
も
条
文
の
冒
頭
部
分
か
ら
命
名
さ
れ
て
い
な
い
と
す

れ
ば
、
混
乱
を
招
き
や
す
い
。

　

さ
て
、
養
老
六
年
一
班
条
に
神
田
条
の
語
句
が
み
え
る
こ
と
は
、
大
宝
令
と
養
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老
令
で
条
文
内
容
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

六
年
一
班
条
関
係
の
考
察
に
お
い
て
は
、
大
宝
・
養
老
令
の
条
文
構
成
の
問
題
か

ら
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

考
察
の
際
の
注
意
事
項
と
し
て
、
時
期
の
違
う
記
載
・
注
記
を
区
別
す
る
必
要

性
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
⑴
『
令
義
解
』『
令
集
解
』
に
記
さ
れ
た
養
老
令
の
体

裁
と
、
後
の
時
期
の
条
文
名
、
⑵
『
令
集
解
』
を
編
纂
し
た
惟
宗
直
本
の
注
記
の

仕
方
、
⑶
諸
明
法
家
の
記
述
、
た
と
え
ば
大
宝
令
注
釈
の
「
古
記
」
で
は
大
宝
令

の
構
成
、
養
老
令
の
注
釈
（
令
釈
、
跡
記
、
穴
記
、
義
解
等
）
で
は
「
前
令
」（
古

令
。
大
宝
令
の
こ
と
）
と
の
比
較
を
、
そ
れ
ぞ
れ
判
別
し
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
各
明
法
家
に
共
通
し
た
理
解
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
条
文
名
の
呼

称
な
ど
で
は
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
思
わ
ぬ
誤
解
も
生
じ
る
か
ら
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ｂ
部
分
の
「
神
田
条
」
に
つ
い
て
は
、
編
者
の
直
本
も
、
本
条
に

注
記
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
私
。
此
云
。
在
田
有
交
錯
条
下
。
案
之
。
古
令
。

神
田
寺
田
別
立
条
。
似
不
称
於
此
条
。
新
令
。
省
其
条
。
可
附
此
条
。
仍
以
事
緒

相
類
。
附
此
条
中
也
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
古
令
」
は
大
宝
令
、「
新
令
」
は

養
老
令
で
あ
る
。
直
本
に
よ
れ
ば
、
大
宝
令
で
は
「
神
田
寺
田
、
別
に
条
を
立
つ
」

と
あ
る
の
で
、
神
田
寺
田
は
別
条
文
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
神
田
条
に
つ
い
て
は
、「
古
記
」
と
直
本
は
、
共
通
し
て
養
老
六
年

一
班
条
と
は
異
な
り
、
大
宝
令
の
神
田
寺
田
規
定
は
別
条
に
あ
っ
た
と
理
解
し
て

い
た
。
こ
の
よ
う
に
共
通
の
理
解
の
場
合
は
、
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的

に
は
条
文
名
の
不
統
一
な
ど
の
問
題
を
含
め
、「
古
記
」（
七
三
九
年
前
後
に
成
立
）

と
直
本
の
注
記
時
期
（
九
世
紀
中
葉
前
後
の
成
立
か
）
は
異
な
っ
て
お
り
、
両
者

の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
踏
ま
え
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
「
神
田
寺
田
」
の
問
題
で
注
意
し
た
い
の
は
、「
神
田
条
」「
神
田
寺
田
」

と
記
さ
れ
た
内
容
が
、
神
田
寺
田
条
と
い
う
一
条
な
の
か
、
神
田
条
と
寺
田
条
の

二
か
条
に
分
か
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。「
古
記
」
の
記
述
で
は
、

「
問
。
神
田
寺
田
輸
租
以
不
」「
問
。
神
田
寺
田
聴
売
買
以
不
」
と
い
う
よ
う
に
、

神
田
と
寺
田
が
対
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
一
云
」（
古
記
本
文
に
対
す
る
異
説
）

も
、「
神
田
余
者
不
収
。
欠
加
。
寺
田
雖
欠
乗
。
不
在
収
加
之
例
」
と
同
じ
く
対
に

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
田
と
寺
田
が
対
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。）

11
（

な
お
、
条
文
の
名
称
は
、
ふ
つ
う
は
文
章
の
冒
頭
部
分
か
ら
命

名
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、「
神
田
寺
田
条
」
で
は
な
く
、「
神
田
条
」
で
も
さ

し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
六
年
一
班
条
に
つ
い
て
は
、
一
条
の
養
老
令
条
文
が
、
大
宝
令
で

は
少
な
く
と
も
二
か
条
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
お
そ
ら
く
神
田
と

寺
田
関
係
の
規
定
は
、「
神
田
寺
田
、
不
在
収
授
之
限
」
と
い
う
よ
う
な
条
文
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。）

1（
（

こ
れ
が
養
老
令
で
は
六
年
一
班
条
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
、

一
部
の
語
句
が
変
更
さ
れ
て
「
神
田
寺
田
、
不
在
此
限
」
の
注
記
に
な
っ
た
。
養

老
令
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
、
大
宝
令
条
文
の
再
編
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
注
意
し

て
お
き
た
い
。
こ
の
条
文
数
の
分
析
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
（
大
宝

令
の
復
元
）、『
令
集
解
』
の
「
古
記
」
説
の
分
析
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
令
集
解
』
田
令
六
年
一
班
条
と
関
連
条
文
の
「
古
記
」

　

さ
て
、「
古
記
」
の
引
用
法
か
ら
い
え
ば
、
直
接
に
「
此
条
」
と
指
示
さ
れ
た
語

句
の
ほ
か
、「
謂
」
の
文
字
か
ら
始
ま
る
直
前
の
語
句
が
大
宝
令
文
と
な
る
。「
○

○
。
謂
＊
＊
＊
」
の
○
部
分
で
あ
る
。
六
年
一
班
条
で
い
え
ば
、
傍
線
を
引
い
た

「
初
班
」「
後
年
」「
班
」「
三
班
収
授
」
な
ど
の
語
句
が
そ
れ
に
該
当
し
、
大
宝
令

に
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
条
文
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
語
句
は
必
ず
し
も

養
老
令
文
に
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。
養
老
令
で
は
、
お
そ
ら
く
大
幅
に
改
編
さ

れ
て
い
る
可
能
性
が
強
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
此
条
」
に
対
す
る
「
上
条
」
は
、『
令
集
解
』
田
令
王
事
条
で
あ
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る
。
直
接
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
其
身
分
之
地
。
十
年
乃
追
」
に
付
さ
れ

た
「
古
記
」
の
「
三
班
乃
追
。
謂
二
班
之
後
。
三
班
之
年
。
即
収
授
也
。
問
。
計

班
之
法
。
未
知
。
若
為
。
答
。
以
身
死
応
収
田
条
一
種
。
仮
令
。
初
班
之
年
。
知

不
還
収
。
三
班
収
授
。
又
初
班
之
内
。
五
年
之
間
亦
初
班
耳
」
で
あ
る
。
こ
こ
で

注
意
し
た
い
の
は
、
王
事
条
の
「
三
班
乃
追
」
行
為
が
「
以
身
死
応
収
田
条
の
一

種
」
と
さ
れ
、
同
類
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
養
老

田
令
六
年
一
班
条
の
「
若
以
身
死
応
退
田
者
、
毎
至
班
年
、
即
従
収
授
」
の
部
分

が
「
以
身
死
応
収
田
条
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

こ
の
ほ
か
六
年
一
班
条
以
外
の
注
釈
で
、
六
年
一
班
条
に
関
係
す
る
「
古
記
」

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

⒟　

班
田
条
古
記

十
一
月
一
日
。
総
集
対
共
給
授
。
謂
此
不
名
為
初
班
之
年
也
。
二
月
卅
日
内

使
訖
。
謂
此
名
為
初
班
年
也
。
其
収
田
戸
内
。
有
合
進
受
者
。
謂
以
死
人
分
。

取
生
益
分
聴
之
。
問
。
籍
六
年
一
造
。
田
六
年
一
班
。
未
知
。
同
年
造
班
以

不
。
答
。
造
籍
之
後
年
。
造
田
簿
給
授
。
同
年
不
可
得
。
為
依
籍
造
田
文
故

也
。
仮
令
。
籍
今
年
起
十
一
月
。
来
年
五
月
内
使
訖
。
即
田
文
。
此
年
起
十

月
授
造
。
又
来
年
二
月
卅
日
内
使
訖
。

　

こ
の
う
ち
古
記
問
答
の
問
「
籍
六
年
一
造
。
田
六
年
一
班
。
未
知
。
同
年
造
班

以
不
」
が
、
六
年
一
班
条
の
復
元
材
料
と
な
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
服
部
一
隆
は
大
宝
令
の
復
元
方
法
と
し
て
、「
唐
日
田

令
対
照
史
料
」
の
判
例
に
、「
古
記
の
引
用
に
よ
り
復
原
で
き
る
大
宝
令
文
に
つ
い

て
は
、
養
老
令
の
傍
ら
に
符
号
お
よ
び
字
句
を
記
し
た
」
と
書
き
、「
◎
は
、「 

」

謂
…
、「 

」
者
と
い
う
引
用
符
が
つ
き
、
○
は
「　

」
未
知
…
、
問
「　

」
…
と

い
う
よ
う
な
形
式
で
そ
れ
ぞ
れ
、
引
用
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
養
老
令
と
同
文
の

も
の
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
基
準
は
、『
令
集
解
』
の
読
解
に
あ
た
り
、
筆
者
も

用
い
て
き
た
大
宝
令
の
復
元
基
準
で
あ
る
。「
○
と
さ
れ
た
」
語
句
と
、「
◎
と
さ

れ
た
語
句
」
が
大
宝
令
文
と
し
て
確
実
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
を
示
す
の

で
、
大
宝
令
を
復
元
す
る
う
え
で
重
要
な
条
件
と
な
る
。）

11
（

 

　

こ
の
基
準
に
従
え
ば
、「
籍
六
年
一
造
。
田
六
年
一
班
」
の
語
句
は
、
こ
の
問
答

が
た
と
え
律
令
の
取
意
文
で
あ
る
と
し
て
も
、
大
宝
令
に
存
在
し
た
可
能
性
が
強

い
。）

11
（

「
籍
六
年
一
造
」
の
語
句
は
、
養
老
戸
令
造
戸
籍
条
の
「
凡
戸
籍
六
年
一
造
」

の
関
連
条
文
で
あ
る
。
こ
の
語
句
が
大
宝
令
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に

通
説
的
位
置
に
あ
る
。
大
宝
令
以
前
に
つ
い
て
は
、
六
九
〇
年
（
持
統
四
）
に
お

け
る
戸
令
に
基
づ
く
庚
寅
年
籍
、
七
〇
二
年
（
大
宝
二
）
の
大
宝
令
戸
籍
か
ら
み

て
、
浄
御
原
令
段
階
で
設
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
間
に
お
け
る
六
九

六
年
（
持
統
一
〇
）
の
戸
籍
に
つ
い
て
も
、
造
籍
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
と
思
わ

れ
る
。）

11
（

少
な
く
と
も
大
宝
令
段
階
で
、
戸
籍
の
六
年
一
造
制
、
班
田
の
六
年
一
班

制
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、「
初
班
」
の
語

句
に
つ
い
て
は
、
⒠
で
と
り
あ
げ
る
。

　

⒠　

授
田
条
古
記

　
　

先
无
。
謂
初
班
年
五
年
以
下
不
給
也
。

　

こ
の
「
古
記
」
に
み
ら
れ
る
「
初
班
年
」
に
つ
い
て
は
、
今
宮
新
や
宮
本
救
の

研
究
が
あ
る
。
そ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、「
初
班
之
年
（
初
班
年
）」
は
「
班
田
終
了

の
年
＝
耕
作
年
（
そ
れ
に
続
く
五
カ
年
）」
を
、「
班
田
之
年
＝
班
年
」
は
「
班
田

開
始
の
年
」
を
意
味
す
る
。）

11
（

つ
ま
り
、
六
歳
に
満
た
な
い
者
に
は
班
田
し
な
い
と

い
う
意
味
と
い
う
。

　

⒡　

荒
廃
条
古
記

替
解
日
還
官
収
授
。
謂
百
姓
墾
者
待
正
身
亡
。
即
収
授
。
唯
初
墾
六
年
内
亡

者
。
三
班
収
授
也
。
公
給
熟
田
。
尚
須
六
年
之
後
収
授
。
況
加
私
功
。
未
得

実
哉
。
挙
軽
明
重
義
。
其
租
者
。
初
耕
明
年
始
輸
也

　

こ
の
条
文
に
あ
る
「
収
授
」
と
「
三
班
収
授
」
の
語
句
は
、（
ａ
）
の
「
初
班
」

「
三
班
収
授
」
と
と
も
に
、
大
宝
令
の
復
元
と
関
連
す
る
史
料
で
あ
る
。
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大
宝
令
の
復
元
条
文
数

　

次
に
、
い
よ
い
よ
大
宝
令
を
復
元
す
る
こ
と
に
な
る
。
養
老
田
令
六
年
一
班
条

に
み
ら
れ
る
条
文
の
大
宝
令
復
元
は
、
最
低
で
も
二
か
条
に
な
る
こ
と
は
既
述
し

た
。
研
究
史
で
は
、
復
元
条
文
数
は
一
条
か
ら
三
条
ま
で
、
多
く
の
論
争
が
あ
っ

た
が
、
検
討
す
べ
き
条
文
数
は
二
か
条
か
三
か
条
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
学
説
史
を

小
括
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
詳
細
な
学
説
に
つ
い
て
は
、
村
山
光

一
『
研
究
史 

班
田
収
授
』、
仁
井
田
陞
著
・
池
田
温
編
集
代
俵
『
唐
令
拾
遺
補
』

の
当
該
条
文
の
項
、
さ
ら
に
服
部
一
隆
『
班
田
収
授
法
の
復
原
的
研
究
』
な
ど
を

参
照
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
、
論
点
を
中
心
に
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

養
老
令
文
の
六
年
一
班
条
は
、
少
な
く
と
も
大
宝
令
で
は
神
田
条
と
以
身
死
応

収
田
条
と
に
分
か
れ
て
い
た
。
古
記
所
載
の
神
田
条
と
以
身
死
応
収
田
条
の
名
称

は
、「
古
記
」
本
文
の
記
述
で
あ
り
、
仮
に
惟
宗
直
本
が
大
宝
令
文
を
見
て
い
な

か
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
二
条
の
存
在
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
。）

11
（

直
本
が
、『
令
集

解
』
の
編
纂
に
あ
た
り
、
六
年
一
班
条
に
神
田
条
記
載
の
「
古
記
」
を
配
置
し
て
、

自
ら
大
宝
令
の
神
田
条
は
「
田
有
交
錯
条
の
下
に
在
り
」
と
記
し
、
さ
ら
に
「
古

令
、
神
田
寺
田
は
別
に
条
を
立
つ
」
と
記
載
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
、
天
聖
令
所
引
の
唐
令
と
の
条
文
の
対
応
関
係
か
ら
考
え
て
み
よ

う
。
天
聖
令
の
田
令
に
は
「
右
令
不
行
」
と
記
さ
れ
た
唐
令
（
開
元
二
五
年
令
）

が
多
く
残
っ
て
お
り
、
日
本
令
と
の
比
較
を
行
な
い
や
す
い
。
そ
の
た
め
内
容
の

改
編
を
別
に
す
れ
ば
、
そ
の
条
文
配
列
の
比
較
が
容
易
で
あ
る
。
す
で
に
服
部
一

隆
や
渡
辺
信
一
郎）

11
（

 （
た
だ
し
養
老
令
と
の
比
較
）
が
試
み
て
い
る
。

　

天
聖
令
の
配
列
と
で
比
較
す
れ
ば
、
以
身
死
応
収
田
条
は
、
唐
令
の
身
死
応
退

田
条
（
渡
辺
は
田
土
返
還
条
）
と
対
応
す
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
神
田

条
は
惟
宗
直
本
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
日
本
令
は
田
有
交
錯
条
（
交
錯
条
）
の
次
に

来
る
。
日
本
令
の
交
錯
条
は
、
唐
令
の
田
有
交
錯
条
（
同
、
交
錯
条
）
と
対
応
す

る
。
そ
の
次
に
位
置
す
る
の
が
、
唐
令
の
道
士
女
冠
条
（
同
、
道
僧
受
田
条
）
で

あ
る
。
こ
の
条
文
は
、
道
教
の
道
士
・
女
冠
と
僧
尼
に
対
す
る
田
地
の
支
給
規
定

で
あ
る
。
日
本
で
は
道
観
を
含
む
道
教
組
織
の
法
令
は
継
受
し
て
い
な
い
の
で
、

こ
の
部
分
の
対
応
条
文
は
な
い
。
直
本
に
よ
れ
ば
、
大
宝
令
に
お
い
て
は
、
こ
こ

に
神
田
条
を
配
置
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
日
本
令
の

以
身
死
応
収
田
条
と
神
田
条
に
は
、
唐
令
条
文
に
対
応
す
る
二
か
条
（
身
死
応
退

田
条
と
道
士
女
冠
条
）
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
服
部
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

養
老
令
の
六
年
一
班
条
は
、
こ
の
面
か
ら
も
大
宝
令
で
は
二
か
条
が
存
在
し
た
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　

問
題
と
な
る
の
は
、
神
田
条
を
除
く
、
養
老
令
の
六
年
一
班
条
と
大
宝
令
の
以

身
死
応
収
田
条
と
の
関
係
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
大
宝
令
に
以
身
死
応
収

田
条
に
あ
た
る
語
句
の
ほ
か
、「
田
六
年
一
班
」
の
語
句
が
、
ど
の
条
に
存
在
し
た

か
ど
う
か
で
あ
る
。
同
じ
条
文
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
一
条
説
（
以
身
死
応
収

田
条
に
田
六
年
一
班
の
語
が
存
在
す
る
）、
別
立
て
の
条
文
で
あ
れ
ば
二
条
説
（
六

年
一
班
条
と
以
身
死
応
収
田
条
）
と
な
る
。

　

さ
て
、
大
宝
令
に
六
年
一
班
条
と
呼
称
す
る
条
文
が
あ
っ
た
と
い
う
直
接
の
根

拠
は
、「
古
記
」
と
惟
宗
直
本
の
注
記
に
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
養
老
令
の
明
法

家
の
注
釈
に
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
厳
密
に
い
え
ば
、
大
宝
令
に
六
年
一
班
条
と

呼
ぶ
条
文
の
存
在
は
確
定
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
善
の
方
法
を
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
。
テ
キ
ス
ト
問
題
と
し
て
は
、
①
日
本
で
六
年
一
班
制
が
規
定

さ
れ
た
条
文
の
配
列
と
、
②
惟
宗
直
本
の
注
記
内
容
の
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

③
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
三
月
癸
丑
条
の
問
題
が
あ
る
。

　

六
年
一
班
の
制
度
は
日
本
独
自
の
班
田
収
授
制
で
あ
り
、
中
国
に
は
な
い
。
唐

令
で
は
毎
年
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
田
地
（
口
分
田
等
）
に
は
受
田
・
収

公
の
収
授
（
還
授
）
の
規
定
が
付
随
す
る
。
こ
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
唐
令
は
、

神
田
条
が
道
士
女
冠
条
（
道
僧
受
田
条
）
と
関
係
し
て
い
る
の
で
除
外
す
れ
ば
、
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⒜
身
死
応
退
田
条
（
田
土
返
還
条
）
と
⒝
収
授
田
条
（
収
授
運
用
条
）
の
二
か
条

と
な
る
。

⒜ 　

諸
以
身
死
応
退
永
業
・
口
分
地
者
。
若
戸
頭
限
二
年
追
。
戸
内
口
限
一
年

追
。
如
死
在
春
季
者
。
即
以
死
年
統
入
限
内
。
死
在
夏
季
以
後
者
。
聴
計
後

年
為
始
。
其
絶
後
無
人
供
祭
及
女
戸
死
者
。
皆
当
年
追
。

⒝　

 

諸
応
収
授
之
田
。
毎
年
起
十
月
一
日
。
里
正
予
校
勘
造
簿
。
至
十
一
月
一

日
。
県
令
総
集
応
退
応
授
之
人
。
対
共
給
授
。
十
二
月
卅
日
内
使
訖
。
符
下

案
記
。
不
得
輒
自
請
射
。（
以
下
略
）

　

後
者
の
⒝
収
授
田
条
は
田
地
給
与
の
実
務
的
な
手
続
き
規
定
で
あ
る
の
で
、
給

田
（
日
本
で
は
班
田
）
の
法
令
と
し
て
は
適
さ
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
独

立
の
条
文
を
設
け
な
い
と
す
れ
ば
、
⒜
身
死
応
退
田
条
の
規
定
を
改
変
す
る
こ
と

に
な
る
。
養
老
令
で
は
、
服
部
や
渡
辺
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
身
死
応
退
田

条
と
六
年
一
班
条
と
が
対
応
関
係
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
田
六
年
一
班
」
の
規

定
は
、
配
列
問
題
か
ら
考
え
れ
ば
、
独
立
条
文
か
身
死
応
退
田
条
の
改
変
と
な
る
。

　

次
に
、
②
惟
宗
直
本
の
注
記
の
問
題
か
ら
考
察
し
よ
う
。
直
本
は
、
神
田
条
に

対
し
て
は
「
神
田
寺
田
、
別
に
条
を
立
つ
」
と
記
し
た
が
、
以
身
死
応
収
田
条
に
つ

い
て
は
語
ら
な
い
。
養
老
令
の
六
年
一
班
条
の
注
釈
に
あ
た
り
、
こ
の
注
記
が
事

実
を
伝
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
神
田
条

に
つ
い
て
言
及
し
た
姿
勢
か
ら
み
れ
ば
、
以
身
死
応
収
田
条
が
別
条
で
は
な
か
っ

た
公
算
が
大
き
い
。
た
だ
し
、
注
記
し
な
か
っ
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
く
、
現

行
本
に
お
け
る
直
本
の
注
記
の
仕
方
が
客
観
的
な
事
実
と
も
評
せ
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
、「
六
年
一
班
」
の
条
項
は
独
立
条
文
で
は
な
く
、
以

身
死
応
収
田
条
に
包
括
さ
れ
て
い
た
と
見
た
方
が
い
い
。
松
原
弘
宣
に
よ
れ
ば
、

条
文
の
呼
称
は
必
ず
し
も
冒
頭
部
分
か
ら
引
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
以
身
死
応
収
田

条
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。）

11
（

 

　

こ
う
し
た
脈
絡
で
、
③
天
平
元
年
（
七
二
九
）
三
月
癸
丑
条
を
分
析
し
て
み
よ

う
。

太
政
官
奏
曰
。（
略
）
又
班
口
分
田
、
依
令
収
授
。
於
事
不
便
、
請
悉
収
更　
　

班
。
並
許
之
。

　

天
平
元
年
は
、
六
年
一
班
制
の
班
田
年
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
条
に
み
ら
れ

る
「
班
口
分
田
（
口
分
田
を
班
つ
）」
と
は
、「
班
」
の
字
の
用
い
方
か
ら
み
て
、

養
老
令
の
「
田
、
六
年
一
班
」（
六
年
一
班
条
）、「
応
班
田
者
」（
班
田
条
）
に
関

わ
る
班
田
行
為
で
あ
る
。
他
方
、「
給
」
の
字
が
使
用
さ
れ
る
「
給
口
分
田
（
口

分
田
を
給
は
む
）」
を
含
む
条
文
、
す
な
わ
ち
「
給
口
分
田
者
、
男
二
段
」（
口
分

条
）、「
給
田
」（
非
其
土
人
条
）、「
給
口
分
田
、
務
従
便
近
」（
従
便
近
条
）
の
三

か
条
と
は
違
う
だ
ろ
う
。

　
「
班
」
が
使
わ
れ
て
い
る
二
つ
の
条
文
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
班
田
の
日
程
や

手
続
き
を
規
定
し
た
班
田
条
で
は
な
く
、
六
年
一
班
条
の
可
能
性
が
強
い
。
し
か

も
、
そ
の
口
分
田
の
班
給
に
あ
た
っ
て
、「
依
令
収
授
（
令
に
依
り
て
収
め
授
く
る

こ
と
）」
と
い
う
文
章
が
続
い
て
い
る
。
つ
ま
り
口
分
田
の
班
給
は
、
令
条
に
基
づ

い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
大
宝
令
で
あ
る
の
で
、
大
宝

令
規
定
に
よ
る
「
収
授
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
田

令
条
文
に
基
づ
く
口
分
田
の
収
授
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

条
文
の
脈
絡
と
し
て
は
、
養
老
令
の
六
年
一
班
条
に
対
応
す
る
大
宝
令
に
、「
収

授
」
の
規
定
が
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
「
収
授
」
は
、
以
身

死
応
収
田
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
大
宝
令
で
は
六
年
一
班
と
以
身
死
応
収

田
条
の
項
目
が
合
わ
さ
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
班

田
を
含
む
条
文
と
、「
依
令
収
授
」
と
記
さ
れ
た
「
収
授
」
の
条
文
と
は
必
ず
し
も

結
び
つ
け
る
必
然
性
は
な
い
。
大
宝
令
で
た
と
え
六
年
一
班
条
が
独
立
し
て
い
て

も
、「
令
（
田
令
）」
の
範
囲
で
あ
れ
ば
解
釈
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
か
つ
て
拙
稿
「
律
令
制
的
班
田
制
の
歴
史
的
前
提
に
つ

い
て
」
に
お
い
て
、
養
老
令
の
六
年
一
班
条
は
大
宝
令
で
は
二
条
に
分
か
れ
、
神
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田
条
は
交
錯
条
の
次
に
来
る
可
能
性
が
強
い
と
述
べ
た
。）

11
（

今
日
の
時
点
で
も
こ
の

考
え
に
変
わ
り
は
な
い
が
、「
凡
田
、
六
年
一
班
」
と
い
う
独
立
条
文
で
あ
っ
た
可

能
性
も
否
定
し
き
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
独
立
条
文
で
あ
っ
て
も
、
さ
し
つ
か
え
な

い
。
そ
の
場
合
、
特
に
各
条
文
と
の
矛
盾
も
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
独
立
の
条
文
「
凡
田
六
年
一
班
」
で
は
、
あ
ま
り
に
も
短
い
と
い

う
説
が
一
部
に
あ
る
。
し
か
し
、「
凡
田
、
六
年
一
班
」（
六
字
）
の
条
文
が
短
く
、

「
凡
神
田
寺
田
、
不
在
収
授
之
限
」（
一
一
字
）
が
短
く
な
い
と
は
誰
も
い
え
な
い

だ
ろ
う
。）

11
（

ま
ず
は
条
文
の
復
元
作
業
を
重
視
し
て
、
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
大
宝
田
令
に
お
い
て
六
年
一
班
条
が
独
立
し
た
条
文
で
あ
る
可
能
性
（
三

か
条
説
）
を
否
定
せ
ず
、
二
か
条
説
を
主
張
し
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

口
分
田
の
班
給
規
定
が
あ
り
、
班
年
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

大
宝
田
令
の
「
以
身
死
応
収
田
条
」
の
復
元

　

最
後
に
大
宝
令
の
田
令
以
身
死
応
収
田
条
（
六
年
一
班
条
）
の
復
元
に
つ
い

て
、
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
条
文
の
当
該
条
項
の
復
元
に
つ
い
て
は
、
条
文
の

内
容
・
構
成
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
か
条

説
の
虎
尾
俊
哉
新
説
で
徐
々
に
ま
と
ま
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
経
過
を
簡
単
に
振
り

か
え
っ
て
お
き
た
い
。

　

当
初
、
虎
尾
は
六
年
一
班
条
の
復
元
に
あ
た
り
、

凡
以
身
死
応
収
田
者
、
初
班
従
三
班
収
授
、
後
年
二
（
ま
た
は
再
）
班
収
授
、

と
い
う
「
復
旧
試
案
」
を
提
起
し
た
。）

1（
（

し
か
し
そ
の
後
、
田
中
卓
が
虎
尾
案
を
含

め
た
学
説
を
検
討
し
、
以
身
死
応
収
田
条
（
田
中
の
呼
称
は
、
死
亡
者
口
分
田
収

公
条
）
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
復
旧
案
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。）

11
（

 

凡
以
身
死
応
収
田
者
、
初
班
従
三
班
収
授
、
後
年
毎
至
班
年
即
収
授
。

　

後
半
部
分
に
つ
い
て
は
、
虎
尾
案
よ
り
説
得
力
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
虎
尾
は

田
中
に
よ
る
自
説
へ
の
批
判
を
受
け
入
れ
、
そ
の
一
部
を
継
承
し
て
、
最
終
的
に

は
次
の
よ
う
な
二
か
条
の
復
元
案
を
提
示
し
た
。）

11
（

 

⑴ 　

凡
田
六
年
一
班
、
若
以
身
死
応
収
田
者
、
初
班
従
三
班
収
授
、
後
年
毎
至

班
年
即
収
授
、

⑵　

凡
神
田
寺
田
、
不
在
収
授
之
限
、

　

新
出
の
天
聖
令
か
ら
⑴
と
⑵
に
分
別
し
た
方
が
い
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ

た
。
こ
の
形
式
を
前
提
に
す
れ
ば
、
細
か
い
語
の
是
非
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
れ
ま

で
の
と
こ
ろ
虎
尾
新
説
が
い
ち
ば
ん
妥
当
性
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
「
二
律
規
定
」
で
あ
り
、

当
該
箇
所
の
「
古
記
」
を
あ
ら
た
め
て
取
り
あ
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

⒜　

六
年
一
班
条

初
班
。
謂
六
年
也
。
後
年
。
謂
再
班
也
。
班
。
謂
約
六
年
之
名
。
仮
令
。
初

班
死
。
再
班
収
也
。
再
班
死
。
三
班
収
耳
。

　

⒝　

荒
廃
条

百
姓
墾
者
待
正
身
亡
。
即
収
授
。
唯
初
墾
六
年
内
亡
者
。
三
班
収
授
也
。
公

給
熟
田
。
尚
須
六
年
之
後
収
授
。
況
加
私
功
。
未
得
実
哉
。
挙
軽
明
重
義
。

　

い
ず
れ
も
「
初
班
死
」
の
扱
い
を
問
題
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
⒜
の
「
仮
令
」

に
記
さ
れ
た
例
示
に
よ
れ
ば
、
口
分
田
は
「
初
班
」
の
場
合
は
次
の
再
班
で
収
公

さ
れ
、「
再
班
」
で
は
次
の
三
班
で
収
公
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
⒝
に
書
か
れ
た
百
姓
墾
田
の
扱
い
は
、「
公
給
熟
田
」（
口
分
田
）
と
比
較
し

て
優
遇
措
置
に
な
る
。

　

そ
の
優
遇
措
置
と
は
、「
尚
、
六
年
之
後
を
須
ち
て
収
授
せ
よ
」
と
い
う
処
理
法

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
初
班
死
」
の
口
分
田
は
、
六
年
後
の
収
授
と
な
る
。
ふ
つ
う

に
考
え
れ
ば
、
三
班
収
授
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
初
班
」
の
語
が
同
じ
意
味

で
あ
る
な
ら
ば
、
⒜
と
⒝
と
は
異
な
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
議
論
が
戦
わ
さ
れ
て
き

た
。
つ
と
に
虎
尾
俊
哉
は
、「
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
誤
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」、

あ
る
い
は
「
古
記
自
体
或
い
は
伝
写
の
間
の
何
れ
か
に
お
い
て
養
老
令
の
知
識
に
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基
づ
く
変
改
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う

に
苦
渋
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。）

11
（

し
か
し
、
別
の
解
釈
も
で
て
い
る
。

　

六
年
一
班
条
の
「
初
班
」
は
、「
古
記
」
の
問
答
に
「
問
。
人
生
六
年
得
授
田
。

此
名
為
初
班
。
為
当
。
死
年
名
初
班
。
未
知
其
理
。
答
。
以
始
給
田
年
為
初
班
。

以
死
年
為
初
班
者
非
」
と
あ
る
よ
う
に
、
生
ま
れ
て
六
歳
に
な
っ
た
、
初
め
て
の

班
田
の
「
初
班
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
授
田
条
の
「
古
記
」
が
、「
先
无
。
謂

初
班
年
五
年
以
下
不
給
也
」
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
令
文
の
「
初
班
」
の
概
念
は
、
必
ず
し
も
最
初
に
班
田
さ
れ
る
六
歳

だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
王
事
」（
戦
争
な
ど
）
に
よ
っ
て
帰
国
し
た

最
初
の
班
田
な
ど
、
複
数
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
（
川
北
靖
之
「
大
宝
田
令
六
年

一
班
条
の
復
原
を
め
ぐ
っ
て
」）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
示
の
「
初
班
」
に
つ
い

て
も
、
別
の
考
え
方
が
提
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
川
北
の
よ
う
に
、
⒜
の
「
初

班
」
は
「
生
後
最
初
の
班
田
を
意
味
し
な
い
」
と
い
う
見
解
も
出
て
く
る
の
で
あ

る
。
そ
の
是
非
に
つ
い
て
は
別
に
し
て
、「
古
記
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
確

定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
問
題
点
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
大
宝
令
に
虎
尾
新
説
の
い
う
よ
う

な
規
定
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
も
は
や
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
趣

旨
か
ら
い
え
ば
、
大
宝
令
に
六
年
一
班
条
「
凡
田
六
年
一
班
」
は
ま
ち
が
い
な
く

存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
細
部
の
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
、

小
稿
で
は
大
宝
田
令
六
年
一
班
条
の
存
在
を
強
調
し
て
擱
筆
す
る
。

【
参
照
文
献
】

石
母
田
正�

『
日
本
の
古
代
国
家
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一

稲
岡
耕
二�

『
人
麻
呂
の
表
現
世
界
─
古
体
歌
か
ら
新
体
歌
へ
─
』
岩
波
書
店
、
一
九

九
一

犬
飼　

隆�

『
木
簡
か
ら
探
る
和
歌
の
起
源
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八

井
上
光
貞�

『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五

井
上
光
貞�

『
日
本
の
歴
史 

3
』「
飛
鳥
の
朝
廷
」
小
学
館
、
一
九
七
四

榎
本
淳
一�

「
養
老
律
令
試
論
」（『
日
本
律
令
制
論
集
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
）、
一
九
九
三

大
津　

透�

「
北
宋
天
聖
令
の
公
刊
と
そ
の
意
義
」（『
律
令
制
研
究
入
門
』
名
著
刊
行
会
）、

二
〇
一
一

大
隅
清
陽�

「
大
宝
律
令
の
歴
史
的
位
相
」（『
日
唐
律
令
比
較
研
究
の
新
段
階
』
山
川
出
版

社
）、
二
〇
〇
八

小
口
雅
史�

「
日
本
古
代
に
お
け
る
「
イ
ネ
」
の
収
取
に
つ
い
て
」（『
古
代
王
権
と
祭
儀
』

吉
川
弘
文
館
）、
一
九
九
〇

狩
野　

久
『
発
掘
文
字
が
語
る 

古
代
王
権
と
列
島
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇

川
北
靖
之�

「
大
宝
田
令
六
年
一
班
条
の
復
原
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
唐
律
令
法
の
基
礎
的
研

究
』
国
書
刊
行
会
）、
二
〇
一
五

菊
池
英
夫�

「
唐
令
復
原
研
究
序
説
─
特
に
戸
令
・
田
令
に
ふ
れ
て
─
」（『
東
洋
史
研

究
』
三
一
―
四
）、
一
九
七
二

岸　

俊
男�

「
造
籍
と
大
化
改
新
詔
」（『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
塙
書
房
）、　

一
九
七
三

岸　

俊
男�

「「
白
髪
部
五
十
戸
」
の
貢
新
物
付
札
」（『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
塙
書
房
）、

一
九
八
八

坂
上
康
俊�

「
書
評 

服
部
一
隆
『
班
田
収
授
法
の
復
原
的
研
究
』」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
二

―
一
）、
二
〇
一
三

坂
本
太
郎�

『
大
化
改
新
』（
坂
本
太
郎
著
作
集
第
六
巻
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八

関　

晃�

『
大
化
改
新
の
研
究
』
上
（
関
晃
著
作
集
第
一
巻
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六

仁
井
田
陞
著
・
池
田
温
編
集
代
表
『
唐
令
拾
遺
補
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七

服
部
一
隆�

『
班
田
収
授
法
の
復
原
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二

早
川
庄
八�

「
律
令
「
租
税
」
制
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」（『
日
本
古
代
の
財
政
制
度
』

名
著
刊
行
会
）、
二
〇
〇
〇
（
初
出
は
、
一
九
七
一
）

宮
本　

救�

『
律
令
田
制
と
班
田
図
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八

村
山
光
一�

『
研
究
史 

班
田
収
授
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八

八
木　

充�

「
田
租
制
の
成
立
」（『
律
令
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』
塙
書
房
）
一
九
六
八

山
尾
幸
久�
『「
大
化
改
新
」
の
史
料
批
判
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
六

吉
田　

晶�
『
日
本
古
代
国
家
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三

吉
村
武
彦�

「
律
令
制
的
班
田
制
の
歴
史
的
前
提
に
つ
い
て
─
国
造
制
的
土
地
所
有
に
関

す
る
覚
書
」（『
古
代
史
論
叢
』
中
、
吉
川
弘
文
館
）、
一
九
七
八
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吉
村
武
彦�

「
大
化
改
新
詔
研
究
に
か
ん
す
る
覚
書
」（『
千
葉
史
学
』
創
刊
号
）
一
九
八
二

吉
村
武
彦�

「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
古
代
国
家
形
成
の
諸
問
題
（
覚
書
）」（『
日
本
古
代

学
』
八
）、
二
〇
一
六

天
一
閣
博
物
館
他
考
証
『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
考
証
』
上
下
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六

奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
評
制
下
荷
札
木
簡
集
成
』
二
〇
〇
六

　
　
（
煩
雑
に
な
る
の
で
、
学
術
書
・
論
文
の
初
出
年
等
は
省
略
し
た
場
合
が
あ
る
）

［
付
記 

］ 

史
料
の
引
用
は
、『
日
本
書
紀
』
や
大
宝
令
・
養
老
令
の
条
文
は
句
読
点
を
つ
け
、

『
令
集
解
』
は
解
釈
と
関
係
す
る
の
で
句
点
を
施
し
た
。

《
注
》

（
1
）�

当
初
設
定
し
た
研
究
課
題
「
律
令
制
国
家
の
土
地
・
農
業
政
策
」
に
つ
い
て
は
、

「
律
令
制
国
家
期
の
農
耕
と
主
要
産
業
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
後
日
公
表
す
る
こ
と
に

し
た
い
（『
生
産
技
術
史
』
山
川
出
版
社
）。

（
2
）�

大
化
改
新
詔
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
大
化
改
新
詔
に
か
ん
す
る
覚
書
」
と

「
大
化
改
新
詔
の
第
一
詔
に
つ
い
て
」（『
東
国
の
社
会
と
文
化
』
梓
出
版
社
、
一
九
八

五
）
に
お
い
て
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
論
考
で
は
、
改
新
詔
に
は
元
の
形
が
あ
っ
た
と

い
う
原
詔
説
の
立
場
で
論
じ
て
い
る
。

（
3
）�

『
令
集
解
』
為
里
条
の
古
記
に
「
若
有
六
十
戸
者
。
為
二
分
。
各
以
卅
戸
為
里
也
」

と
あ
る
。
こ
の
説
明
文
に
は
、「
以
卅
戸
」
と
あ
る
が
、
六
十
戸
を
二
分
割
し
て
、
わ

か
り
や
す
く
「
以
」
を
補
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
大
宝
令
文
に
「
以
」
の
字
が
あ
っ

た
証
左
に
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（
4
）�

こ
の
記
事
は
、
正
月
条
に
「
自
正
月
至
是
月
」
と
あ
り
、「
是
月
」
が
意
味
を
な
さ

ず
、
記
事
自
体
に
矛
盾
が
は
ら
ん
で
い
る
。
ま
た
、
四
月
是
月
条
に
「
造
戸
籍
」
の
記

述
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
戸
籍
か
ら
班
田
へ
と
い
う
順
序
に
反
し
て
い
る
（
た
と

え
ば
今
宮
新
「
上
代
土
地
制
度
の
諸
問
題
」『
史
学
』
三
一
―
一
～
四
、
一
九
五
八
）。

お
そ
ら
く
『
書
紀
』
編
纂
時
に
、
何
ら
か
の
配
列
上
の
誤
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
田
令
関
係
の
語
句
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
検
討
す
る
の
で
、
矛

盾
の
指
摘
に
留
め
て
お
き
た
い
。

（
5
）�

服
部
一
隆
は
、
大
宝
令
の
復
原
に
あ
た
り
、「
謂
」
以
下
を
大
宝
令
と
す
る
基
準

（
◎
と
表
記
す
る
）
に
続
き
、
大
宝
令
を
復
元
す
る
次
の
ラ
ン
ク
と
し
て
、「
未
知
」
や

「
問
答
」
に
お
け
る
語
句
を
あ
げ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
○
は
「　

」
未
知
…
、
問

「　

」
…
と
い
う
よ
う
な
形
式
で
そ
れ
ぞ
れ
、
引
用
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
養
老
令
と

同
文
の
も
の
」
と
し
て
、
大
宝
令
の
復
元
を
想
定
す
る
（
九
一
頁
）。
○
は
、
本
稿
で

い
う
「
ほ
ぼ
確
定
（
同
文
）」
に
あ
た
る
。

　
　
　

こ
う
し
た
基
準
を
設
け
た
場
合
、
大
宝
令
へ
の
復
元
処
理
は
統
一
的
に
行
な
う
必

要
が
あ
る
。
本
人
の
説
に
不
都
合
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
事
情
で
、
例
外
扱
い
す
べ

き
で
は
な
い
。
本
稿
で
問
題
と
す
る
「
田
六
年
一
班
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
や
は
り

例
外
扱
い
は
不
当
で
あ
る
。
仮
に
例
外
を
認
め
る
よ
う
な
立
場
を
と
る
場
合
、
す
べ

て
の
事
例
で
個
別
的
検
討
が
必
要
と
な
る
。
服
部
著
書
で
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う

な
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
例
外
の
認
定
は
主
観
的
な
判
断
に
陥
り
や
す
く
、
大

宝
令
復
元
の
統
一
基
準
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

　
　
　

な
お
、
坂
上
康
俊
は
『
令
集
解
』
田
令
の
古
記
の
内
容
か
ら
、
六
年
一
班
条
の
大

宝
令
存
在
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
、
服
部
説
を
批
判
し
て
い
る
（「
書
評 

服
部
一

隆
『
班
田
収
授
法
の
復
原
的
研
究
』」）。
坂
上
の
指
摘
か
ら
み
て
も
、
例
外
規
定
は
正

し
く
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。

（
6
）�

慶
雲
三
年
九
月
十
日
格
は
、「
令
前
租
法
。
熟
田
百
代
。
租
稲
三
束
。〈
以
方
六
尺

為
歩
。
歩
之
内
得
米
一
升
〉
一
町
租
稲
一
十
五
束
」
で
あ
る
。
こ
の
格
の
う
ち
「
一

町
租
稲
一
十
五
束
」
は
、「
熟
田
百
代
。
租
稲
三
束
」
を
大
宝
令
の
町
に
換
算
し
た
も

の
で
あ
る
。

（
7
）�

『
日
本
書
紀
』
の
法
令
は
、
編
纂
時
の
現
行
法
で
あ
る
大
宝
令
に
基
づ
い
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
大
宝
令
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
変
更
し
た
法
令

に
影
響
を
受
け
た
記
述
が
あ
る
か
ど
う
か
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
白
雉
三
年

正
月
条
の
「
一
束
五
把
」
の
規
定
は
、『
書
紀
』
編
纂
時
の
現
行
法
令
で
あ
る
慶
雲
三

年
九
月
十
日
格
の
「
一
束
五
把
」
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
改
新
詔
は
「
二

束
二
把
」
の
規
定
で
あ
り
、
必
ず
し
も
影
響
を
う
け
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
大
宝
令
か
ら
『
書
紀
』
編
纂
時
ま
で
に
法
令
の
変
更
が
あ
る
場
合
、
そ
の
影

響
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
今
後
の
研
究
を
ま
ち
た
い
。

（
8
）�
井
上
光
貞
『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
。
関
晃
『
大
化
改

新
の
研
究
』
上
（
関
晃
著
作
集
第
一
巻
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六

（
9
）�

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
当
時
の
研
究
水
準
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
関
晃
は
「
み
な
も
と
は
か
な
り
和
文
風
の
文
章
だ
っ
た
も
の
を
、
書
紀
の
編
者
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が
手
を
加
え
て
漢
文
風
に
修
飾
し
た
も
の
ら
し
く
」
と
述
べ
て
い
た
（「
大
化
の
東
国

国
司
に
つ
い
て
」『
大
化
改
新
の
研
究
』
下
、〈
関
晃
著
作
集　

第
二
巻
〉
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
六
）。
つ
ま
り
、
和
文
か
ら
漢
文
へ
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
現
在
の
研
究

で
は
、
こ
の
時
期
に
は
和
文
表
記
は
完
成
し
て
お
ら
ず
、
事
実
と
し
て
は
「
漢
文
か

ら
和
文
へ
」
と
い
う
逆
の
こ
と
に
な
る
。
宣
命
体
の
出
現
時
期
な
ど
、
ま
だ
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
10
）�

つ
と
に
今
宮
新
も
「
班
田
制
を
施
行
す
る
準
備
」
と
考
え
て
い
た
（
前
掲
「
上
代

土
地
制
度
の
諸
問
題
」）。

（
11
）�

大
化
元
年
八
月
「
東
国
国
司
の
詔
」
に
は
、「
又
於
閑
曠
之
所
、
起
造
兵
庫
、
収
聚

国
郡
刀
甲
弓
矢
、
辺
国
近
与
蝦
夷
接
境
処
者
、
可
尽
数
集
其
兵
、
而
猶
仮
授
本
主
」
と

み
え
、
諸
国
詔
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

（
12
）�

『
続
日
本
紀
』
の
な
か
に
、「
畿
内
及
諸
国
」
と
い
う
よ
う
に
、「
畿
内
」
と
「
諸
国
」

が
対
比
さ
れ
た
記
述
が
あ
る
（
天
平
一
三
年
一
〇
月
癸
巳
条
、
同
一
八
年
一
二
月
丁

巳
条
、
天
平
勝
宝
六
年
是
年
八
月
条
）。
し
か
し
、
ほ
か
の
条
文
箇
所
を
参
照
す
る
と
、

「
畿
内
」
と
「
七
道
諸
国
」
の
こ
と
で
、「
七
道
」
が
抜
け
落
ち
た
記
述
で
あ
る
。『
続

日
本
紀
』
に
お
い
て
は
、「
畿
内
」
と
「
七
道
諸
国
」
と
い
う
組
合
せ
と
な
る
。
七
道

制
の
成
立
以
前
は
、
畿
内
と
四
方
国
と
い
う
区
分
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
13
）�

吉
村
武
彦
「
都
と
夷
（
ひ
な
）・
東
国
」（『
万
葉
集
研
究
』
二
一
、
塙
書
房
）
一
九

九
七
。「「
東
国
の
調
」
と
ヤ
マ
ト
王
権
」（『
房
総
と
古
代
王
権
』
高
志
書
院
）
二
〇

〇
九
。

（
14
）�

吉
村
前
掲
「
都
と
夷
（
ひ
な
）・
東
国
」。
な
お
、
四
方
国
制
を
積
極
的
に
設
定
し
、

東
国
を
含
め
て
考
え
る
研
究
に
、
前
田
晴
人
『
日
本
古
代
の
道
と
衢
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
六
）
が
あ
る
。
ま
た
、
平
野
邦
雄
の
よ
う
に
、
畿
内
・
四
方
国
・
東
国
と
す

る
考
え
方
も
存
在
す
る
（「
い
ま
歴
史
学
か
ら
〈
古
代
〉
を
見
る
」『
国
文
学
』
三
二

―
二
、
一
九
八
七
）。
史
料
が
少
な
く
、
絶
対
的
な
判
断
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
で

き
る
。

（
15
）�

山
尾
幸
久
『「
大
化
改
新
」
の
史
料
批
判
』
三
六
一
頁
。

（
16
）�

山
尾
前
掲
書
三
五
三
頁
。

（
17
）�

「
条
件
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
主
観
的
な
判
断
に
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
ら
い

い
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
学
で
あ
る
の
で
、
史
料
的
な
根
拠
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。
井
上
光
貞
は
、
大
化

改
新
詔
研
究
に
お
い
て
原
秀
三
郎
説
を
と
り
あ
げ
る
中
で
、
こ
う
し
た
⑴
「
考
え
ら

れ
な
い
」
と
い
う
見
方
と
、
⑵
史
料
解
釈
の
問
題
を
話
題
に
し
て
い
る
（『
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
日
本
歴
史　

3
』
大
化
改
新
、
学
生
社
、
一
九
六
九
）。
た
だ
し
、
原
説
は
⑵
の

史
料
解
釈
が
あ
り
（
原
氏
独
自
の
史
料
解
釈
）、
そ
の
是
非
を
別
と
す
れ
ば
、
論
理
的

整
合
性
は
あ
る
。
井
上
が
、
大
化
改
新
否
定
論
で
原
説
を
仮
説
と
し
て
認
め
る
由
縁

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
妥
当
性
が
な
い
こ
と
は
、
注（
18
）の
石
上
論
文
が
指
摘

す
る
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
山
尾
説
の
場
合
、
⑵
の
部
分
の
史
料
解
釈
が
必
ず
し

も
十
分
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
主
観
的
判
断
の
域
を
出
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

（
18
）�

石
上
英
一
「
大
化
改
新
論
」（『
律
令
国
家
と
社
会
構
造
』
名
著
刊
行
会
、
一
九
九

六
。
初
出
は
、
一
九
九
四
）。
な
お
、
山
尾
幸
久
『「
大
化
改
新
」
の
史
料
批
判
』
に

は
、
石
上
論
文
へ
の
再
批
判
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
19
）�

吉
村
前
掲
「
律
令
制
的
班
田
制
の
歴
史
的
前
提
に
つ
い
て
」。
国
造
制
段
階
の
実
証

的
研
究
は
、
史
料
上
難
し
く
、
仮
説
と
し
て
の
推
測
の
域
を
で
な
い
。
国
造
制
に
つ

い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
論
述
す
る
機
会
を
も
ち
た
い
と
思
う
。

（
20
）�

新
体
系
日
本
史
3
『
土
地
所
有
史
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）
の
「
Ⅰ 

古
代
」

の
小
口
執
筆
部
分
。
と
り
わ
け
「
1
章 

首
長
制
的
土
地
所
有
─
国
家
的
土
地
所
有

の
前
提
と
し
て
の
─
」。

（
21
）�

改
新
詔
第
三
項
に
お
け
る
原
詔
の
研
究
は
、
拙
稿
「
大
化
改
新
詔
研
究
に
か
ん
す

る
覚
書
」
に
お
い
て
指
摘
し
た
論
点
を
、
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

（
22
）�

な
お
、
法
隆
寺
幡
に
対
す
る
狩
野
久
の
研
究
に
よ
れ
ば
、「
癸
亥
年
」
の
紀
年
銘
を

も
つ
「
山
部
五
十
戸
」
の
幡
が
あ
り
、
六
六
三
年
（
天
智
二
）
と
な
る
（『
発
掘
文
字

が
語
る 

古
代
王
権
と
列
島
社
会
』
二
四
八
頁
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
智
二
年
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
「
五
十
戸
」
の
制
度
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。〔
補
注
〕

（
23
）�

井
上
光
貞
も
、
旧
来
の
説
を
変
更
し
、「
改
新
詔
の
原
詔
に
す
で
に
⑴
五
十
戸
一
里

制
、
⑵
五
十
戸
を
単
位
と
す
る
徴
税
制
が
規
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
で
て
き
た
」

（「
そ
の
後
の
木
簡
」『
井
上
光
貞
著
作
集
』
六
。
初
出
一
九
七
八
）
と
述
べ
て
い
る
。

「
里
」
の
用
字
は
あ
り
え
な
い
が
、「
五
十
戸
」
単
位
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
同
論
文

に
は
「
白
髪
部
里
」
を
「
白
髪
部
五
十
戸
」
と
書
い
た
と
い
う
解
釈
が
あ
る
が
、
本

文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
事
実
は
「
五
十
戸
」
か
ら
「
里
」
で
あ
る
。
な
お
、
か
つ
て

は
「
詔
に
は
、
田
租
の
規
定
は
な
く
、
五
十
戸
を
も
っ
て
一
里
と
す
る
規
定
も
な
か
っ
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た
」（『
飛
鳥
の
朝
廷
』）
と
考
え
て
い
た
。

（
24
）�

筆
者
は
、「
大
化
改
新
詔
研
究
に
か
ん
す
る
覚
書
」（
一
九
八
二
）
に
お
い
て
、
そ

の
関
係
を
想
定
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
語
論
文
で
は
李
泰
鎮
「
韓
国
で
の
結
負
法
の

伝
統
と
そ
の
特
徴
」（『
日
本
古
代
荘
園
図
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
）
が
公

表
さ
れ
た
、
し
か
し
、
結
負
制
に
つ
い
て
は
韓
国
学
界
で
も
意
見
の
一
致
を
み
な
い

こ
と
が
わ
か
る
が
、
代
制
と
の
関
係
は
十
分
に
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
25
）�

奈
良
文
化
財
研
究
所
の
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
の

時
点
で
、
大
宝
令
以
前
に
お
け
る
明
確
な
町
段
歩
制
を
施
行
し
た
と
す
る
木
簡
は
出

土
し
て
い
な
い
。
す
べ
て
「
代
」
の
単
位
で
あ
る
。
代
制
に
つ
い
て
は
、
岸
俊
男
「
方

格
地
割
り
の
展
開
」（『
日
本
古
代
宮
都
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
）
参
照
の

こ
と
。
た
だ
し
筆
者
は
、
大
宝
令
に
よ
っ
て
町
段
歩
制
が
実
施
さ
れ
た
と
す
る
立
場

で
あ
る
。

（
26
）�

開
元
二
五
年
令
の
各
条
文
名
に
つ
い
て
は
、
そ
の
呼
称
法
が
い
ま
だ
確
定
し
て
い

な
い
。
本
稿
で
は
、
中
国
古
代
史
の
渡
辺
信
一
郎
の
呼
び
方
を
先
に
挙
げ
（「
北
宋
天

聖
令
に
よ
る
唐
開
元
二
十
五
年
令
田
令
の
復
原
並
び
に
訳
注
」『
京
都
府
立
大
学
学
術

報
告 

人
文
・
社
会
』
五
八
、
二
〇
〇
六
）、
日
本
古
代
史
の
服
部
一
隆
の
呼
称
法
を

括
弧
内
に
付
し
て
お
く
（『
班
田
収
授
法
の
復
原
的
研
究
』）。

　
　
　

な
お
、
養
老
田
令
と
大
宝
田
令
の
配
列
が
問
題
と
な
る
が
、
基
本
的
に
同
じ
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
（
吉
村
「
律
令
制
的
班
田
制
の
歴
史
的
前
提
に
つ
い
て
」
注
五
五
）。

（
27
）�

こ
こ
で
い
う
田
租
の
意
味
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
租
が
、
人
別
な
い

し
個
別
に
収
取
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
田
地
の
面
積
（
田
積
）
を
単
位
と
し
て
公
租

公
課
（
租
税
）
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
を
「
田
租
」
と
捉
え
る
。
し
た
が
っ
て
公
租
公

課
が
、
成
人
男
子
（
丁
）
な
ど
の
人
別
に
課
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
田

地
を
耕
作
す
る
者
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
さ
す
。

（
28
）�

石
母
田
は
、「
口
分
田
の
班
給
と
田
租
の
徴
収
は
明
確
な
る
給
付
反
対
給
付
の
関
係

に
立
つ
」
説
に
は
否
定
的
で
あ
り
、「
少
な
く
と
も
、
田
租
が
口
分
田
班
給
の
反
対
給

付
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
」
と
い
う
。
そ
し
て
、「
君
ニ
進
ム
ル
」
こ
と
を
強
調
す
る

（『
日
本
の
古
代
国
家
』
三
〇
一
、
三
〇
二
頁
）。
し
か
し
、「
租
。
賦
也
。
土
地
所
生

謂
之
賦
。
言
田
給
。
即
所
生
之
物
進
君
耳
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
穴
記
」
は
給
田
と
生

産
物
の
進
上
と
を
統
一
的
に
捉
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
菊
池
が
い
う
「
徴
収
」
で

は
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は　
「
進
上
」
で
あ
る
。

（
29
）�

早
川
は
、
こ
の
論
文
で
、
律
令
田
租
の
特
徴
と
し
て
、「
⑴
田
租
は
課
役
の
範
疇
外

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
⑵
田
租
の
賦
課
対
象
と
賦
課
基
準
は
、
課
役
の
そ
れ
と
ま
っ

た
く
異
な
る
こ
と
。
⑶
租
率
は
概
し
て
低
率
で
あ
り
、
か
つ
令
制
施
行
後
長
期
に
わ

た
っ
て
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
⑷
田
租
が
積
極
的
な
財
政
的
機
能
を
有
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
こ
と
」
を
指
摘
し
て
い
る
（『
日
本
古
代
の
財
政
制

度
』
一
六
三
頁
）。
こ
の
ま
と
め
は
、
石
母
田
『
日
本
の
古
代
国
家
』
な
ど
の
多
く
の

研
究
史
の
小
括
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
田
租
の
特
徴
と
、
田
租
が
田
令
に
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
と
は
相
関
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
が
、
早
川
は
田
租
が
田
令
に
含
ま

れ
る
こ
と
は
特
に
言
及
し
て
い
な
い
。

（
30
）�

石
母
田
『
日
本
の
古
代
国
家
』
第
四
章
第
一
節
3
「
田
租
と
調
の
原
初
形
態
」、
小

口
雅
史
「
日
本
古
代
に
お
け
る
「
イ
ネ
」
の
収
取
に
つ
い
て
」（『
古
代
王
権
と
祭
儀
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
）
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
新
嘗
祭
と
関
連
す
る
「
田

租
」
類
の
存
在
は
、
十
分
に
想
定
が
可
能
で
あ
る
。

（
31
）�

浄
御
原
令
に
田
租
の
規
定
が
あ
る
こ
と
は
、
八
木
充
「
田
租
制
の
成
立
」。
た
だ
し
、

八
木
は
田
積
単
位
を
町
段
歩
制
と
し
て
捉
え
て
お
り
、「
こ
れ
は
あ
く
ま
で
条
文
上
の

規
定
で
あ
っ
て
、
現
実
の
田
積
法
・
租
法
が
規
定
ど
お
り
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
は

容
易
に
決
し
が
た
い
」（
一
九
二
頁
）
と
い
う
非
実
施
説
を
と
る
。
当
時
の
研
究
水
準

に
影
響
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
苦
し
い
立
論
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
32
）�

た
だ
し
、
研
究
史
の
上
で
は
浄
御
原
令
の
田
積
単
位
を
町
段
歩
制
と
し
て
捉
え
て

い
る
学
説
も
あ
る
。
虎
尾
俊
哉
『
班
田
収
授
制
の
研
究
』、
八
木
充
前
掲
「
田
租
制
の

成
立
」
で
あ
る
が
、「
令
前
租
法
。
熟
田
百
代
。
租
稲
三
束
」
の
規
定
か
ら
み
て
無
理

で
あ
る
。
虎
尾
は
、
大
宝
令
と
浄
御
原
令
と
が
同
一
の
田
積
法
・
租
法
で
あ
れ
ば
、
両

令
を
含
め
て
「
令
内
」
と
し
、
そ
れ
以
前
の
も
の
を
「
令
前
」
と
称
す
る
こ
と
も
あ
り

え
る
と
す
る
立
場
を
と
る
（『
日
本
古
代
土
地
法
史
論
』
六
二
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
一
）。
し
か
し
、
こ
う
し
た
読
み
方
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
慶
雲
三
年
九
月
十
日
格

は
、「
准
令
。
田
租
一
段
。
租
稲
二
束
二
把
〈
以
方
五
尺
為
歩
。
歩
之
内
得
米
一
升
〉。

一
町
租
稲
廿
二
束
。
令
前
租
法
。
熟
田
百
代
。
租
稲
三
束
〈
以
方
六
尺
為
歩
。
歩
之

内
得
米
一
升
〉」
で
あ
る
。
前
者
の
「
令
」
は
慶
雲
三
年
当
時
の
法
制
で
あ
る
大
宝
令

を
意
味
す
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
後
者
の
「
令
前
租
法
」
の

「
令
」
も
大
宝
令
を
意
味
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
近
接
す
る
「
令
」
の
用
語
が
二
重
の
意

味
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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（
33
）�

坂
本
太
郎
『
大
化
改
新
』
で
は
、「
租
法
に
つ
い
て
考
ふ
る
に
、
こ
れ
の
大
化
前
の

制
は
令
前
租
法
百
代
の
穫
稲
百
束
租
稲
三
束
と
い
ふ
よ
り
類
推
す
る
の
外
は
な
い
」

（
二
百
頁
）
と
し
て
、
事
実
上
論
を
進
め
て
い
く
。
し
か
し
、
八
木
充
前
掲
「
田
租
制

の
成
立
」
の
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
化
以
前
の
史
料
と
は
な
し
が
た
く
、
こ

の
議
論
は
成
立
し
な
い
。

（
34
）�

こ
こ
で
は
、
令
と
班
田
と
の
関
係
に
限
定
し
て
述
べ
て
い
る
。
田
租
と
田
積
の
変

遷
問
題
等
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
議
論
が
あ
る
。
浄
御
原
令
で
町
段
歩
制
を
承
認
す

る
宮
本
説
と
は
、
歴
史
の
プ
ロ
セ
ス
の
認
識
が
異
な
る
。

（
35
）�

た
だ
し
、
石
母
田
は
改
新
詔
の
規
定
は
と
ら
な
い
（『
日
本
の
古
代
国
家
』
二
九
七

頁
）

（
36
）�

大
津
透
は
、
大
宝
賦
役
令
の
歳
役
条
は
、「
お
そ
ら
く
大
化
改
新
詔
に
も
み
え
て
い

る
、
仕
丁
の
庸
・
采
女
の
庸
の
伝
統
が
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
改
新
詔
に
も
規
定

さ
れ
て
い
る
仕
丁
と
采
女
の
「
庸
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
田
令

で
は
な
く
、
賦
役
令
で
は
あ
る
が
、
改
新
詔
の
影
響
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

（『
日
唐
律
令
制
の
財
政
構
造
』
二
〇
八
頁
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
）。

　
　
　

た
だ
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
大
宝
令
以
前
の
木
簡
に
は
「
庸
」
は
な
く
、
仕
丁
の
資

養
物
と
し
て
「
養
米
」
を
貢
進
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。「
庸
」
の
字
は
、
大
宝
令
に
よ

る
潤
色
の
可
能
性
が
強
い
と
い
う
（
市
大
樹
『
飛
鳥
藤
原
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、
二

〇
一
〇
）。
な
お
、
熊
谷
公
男
も
そ
の
事
実
を
強
調
し
て
い
る
（『
大
王
か
ら
天
皇
へ
』

「
学
術
文
庫
版
あ
と
が
き
」
講
談
社
、
二
〇
〇
八
）。

（
37
）�

服
部
の
復
元
案
は
「
凡
以
身
死
応
収
田
者
、
初
班
三
班
収
授
、
後
年
待
班
田
年
収

授
」（
一
二
四
頁
）
で
あ
る
が
、
こ
の
案
の
う
ち
、
通
説
は
「
班
田
年
」
で
は
な
く

「
班
年
」
で
あ
る
。
養
老
令
と
同
じ
「
班
年
」
の
語
句
が
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
38
）�

前
掲
注
（
5
）。
大
宝
令
の
復
元
に
あ
た
っ
て
は
、
統
一
し
た
基
準
で
処
理
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
39
）�

松
原
弘
宣
「『
令
集
解
』
に
お
け
る
諸
法
家
の
条
文
引
用
法
」（『
日
本
歴
史
』
三
五

三
、
一
九
七
七
）。

（
40
）�

『
令
集
解
』
六
年
一
班
条
古
記
の
ほ
か
に
、
為
水
侵
食
条
古
記
に
「
問
。
神
田
寺
田
。

若
為
処
分
。
答
。
神
田
有
欠
者
加
給
。
寺
田
不
合
」
と
み
え
る
。
こ
の
記
述
は
、「
神

田
条
。
不
在
収
授
之
限
」
と
も
関
連
す
る
記
述
で
あ
り
、
神
田
と
寺
田
が
対
と
な
っ

て
い
る
。

（
41
）�

神
田
条
に
対
応
関
係
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
唐
令
は
、
道
士
女
冠
条
で
あ
る
が
、

内
容
は
か
な
り
相
違
す
る
。
神
田
条
が
「
凡
神
田
寺
田
不
在
此
限
」
の
文
章
で
完
結

し
て
い
た
か
ど
う
か
、
厳
密
に
い
え
ば
史
料
的
に
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

（
42
）�

な
お
、「
○
○
。
謂
＊
＊
＊
」
の
場
合
、
○
○
が
養
老
令
文
と
一
致
し
な
く
て
さ
し

つ
か
え
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
養
老
令
で
条
文
・
語
句
が
変
更
さ
れ
た

の
で
あ
る
。「
問
答
」
の
場
合
も
、
一
般
的
に
は
明
白
な
矛
盾
が
な
い
か
ぎ
り
、
大
宝

令
文
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
43
）�

服
部
は
、
こ
の
記
載
に
つ
い
て
養
老
令
文
混
入
説
を
と
り
、「
六
年
一
班
」
の
語
句

は
養
老
令
文
で
あ
り
、
大
宝
令
と
は
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、
坂
上
康
俊
が
い
う
よ

う
に
養
老
令
に
し
か
な
い
語
句
で
あ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
論
証
さ
れ
て
い
な
い
。「
籍

六
年
一
造
」
が
大
宝
令
で
あ
れ
ば
、「
田
六
年
一
班
」
も
大
宝
令
と
認
め
る
の
が
正
し

い
手
法
で
あ
ろ
う
（
前
掲
書
評
）。「
古
記
」
の
作
者
が
養
老
令
を
見
て
い
た
に
せ
よ
、

基
本
は
大
宝
令
の
注
釈
で
あ
り
、
例
外
規
定
を
用
い
る
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
な
お
、
傍
証
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
参
考
史
料
が
、「
田
文
」
の
用
語
で
あ
る
。

田
文
の
語
は
、
班
田
条
の
二
か
所
の
「
古
記
」
に
加
え
、
田
令
官
位
解
免
条
と
田
令

六
年
一
班
条
に
そ
れ
ぞ
れ
一
か
所
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
「
古
記
」
に
引
用
さ
れ
て

お
り
、
大
宝
令
の
注
釈
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

な
お
、
服
部
論
文
の
論
理
で
い
え
ば
、
大
宝
令
に
六
年
一
班
条
が
存
在
し
て
も
特

に
問
題
は
生
じ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
44
）�

弥
永
貞
三
『
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
）、　

平
田
耿

二
『
日
本
古
代
籍
帳
制
度
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
）
等
。

（
45
）�

今
宮
新
『
班
田
収
授
制
の
研
究
』（
龍
吟
社
、
一
九
四
四
）
七
八
頁
。
宮
本
救
『
律

令
田
制
と
班
田
制
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
）。
本
文
の
引
用
は
、
宮
本
著
書
九

七
頁
に
よ
る
。

　
　
　

な
お
、
班
田
条
「
十
一
月
一
日
。
総
集
対
共
給
授
。
謂
此
不
名
為
初
班
之
年
也
。
二

月
卅
日
内
使
訖
。
謂
此
名
為
初
班
年
也
」
の
意
味
は
、
少
し
と
り
に
く
い
か
も
し
れ

な
い
。
班
田
は
二
か
年
に
わ
た
る
が
、
前
者
は
前
年
（
十
一
月
の
年
）
が
初
班
年
で

あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
後
者
の
翌
年
（
一
月
か
ら
）
が
初
班
年
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

（
46
）�

た
と
え
ば
松
原
前
掲
「『
令
集
解
』
に
お
け
る
諸
法
家
の
条
文
引
用
法
」
は
、「
大

宝
令
に
お
い
て
六
年
一
班
条
、
神
田
条
、
以
身
死
応
収
田
条
の
三
条
に
分
か
れ
て
い
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た
根
拠
と
し
て
、
①
六
年
一
班
条
の
惟
宗
直
本
の
注
記
（
古
令
。
神
田
寺
田
別
立
条
）

と
、
②
田
令
王
事
条
の
古
記
（
以
身
死
応
収
田
条
）
を
あ
げ
、
①
に
つ
い
て
「
神
田

寺
田
条
が
古
令
（
大
宝
令
）
に
お
い
て
は
別
条
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
、
根
拠
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
、
②
だ
け
が
根
拠

に
な
る
と
い
う
。
率
直
に
い
っ
て
、
①
に
関
す
る
松
原
の
文
意
の
意
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
が
、
た
と
え
松
原
の
説
に
従
っ
て
も
、
③
六
年
一
班
条
の
古
記
に
神
田
条
の
記

載
が
あ
り
、
六
年
一
班
条
と
は
別
条
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
松
原
自
身
も
神
田

条
を
想
定
し
て
お
り
、
復
元
に
あ
た
り
、
な
ぜ
③
の
記
述
を
無
視
し
た
の
か
わ
か
ら

な
い
。

（
47
）�

渡
辺
前
掲
「
北
宋
天
聖
令
に
よ
る
唐
開
元
二
十
五
年
令
田
令
の
復
原
並
び
に
訳
注
」

（
48
）�

松
原
前
掲
論
文
に
お
け
る
古
記
引
用
の
条
文
名
一
七
条
（『
令
集
解
』
公
式
令
事
有

急
速
条
所
引
の
勅
賜
人
馬
条
は
、
対
応
条
文
が
不
明
と
い
う
理
由
で
、
表
か
ら
省
か

れ
て
い
る
の
で
、
養
老
令
に
継
承
さ
れ
た
の
は
一
六
条
）
の
う
ち
、
僧
尼
令
の
改
配

外
国
事
条
、
以
身
死
応
収
田
条
、
致
仕
条
、
減
損
戸
口
条
の
四
か
条
が
、
途
中
の
語

句
か
ら
の
条
文
名
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
以
身
死
応
収
田
条
の
呼
称
は
、
例
外
で
は

な
い
。
な
お
、
冒
頭
部
分
か
ら
の
命
名
が
多
い
（
一
二
条
。
た
だ
し
勅
賜
人
馬
条
は

不
明
）
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
49
）�

吉
村
前
掲
「
律
令
制
的
班
田
制
の
歴
史
的
前
提
に
つ
い
て
」
注
五
五
。

（
50
）�

令
文
の
な
か
で
は
、
た
と
え
ば
考
課
令
の
善
条
は
八
字
で
あ
り
、
官
位
令
は
特
殊

と
は
い
え
「
正
一
位
」
条
な
ど
ご
く
短
い
条
文
が
あ
る
。

（
51
）�

虎
尾
俊
哉
『
日
本
古
代
土
地
法
史
論
』
一
〇
七
頁
。
た
だ
し
、
本
文
で
述
べ
る
よ

う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
二
律
規
定
」
に
言
及
し
、「
古
記
」
自
体
や
伝
写
間
の
変
改
を
指

摘
し
て
い
た
。
な
お
、『
班
田
収
授
法
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
）
の
段

階
で
は
、「
田
令
対
照
法
」
に
よ
る
と
、
①
「
凡
六
年
一
班
」、
②
、「
凡
神
田
寺
田
不

在
収
授
之
限
」、
③
「
凡
以
身
死
応
収
田
者
、
初
班
従
三
班
収
授
、
後
年
毎
至
班
年
即

収
授
」
と
い
う
三
か
条
説
で
あ
る
。

（
52
）�

田
中
卓
「
大
宝
令
に
お
け
る
死
亡
者
口
分
田
収
公
条
文
の
復
旧
」（『
日
本
古
典
の
研

究
』
五
九
四
頁
、
皇
学
館
大
学
出
版
部
）
一
九
七
三
。（『
田
中
卓
著
作
集
』
六
、
国

書
刊
行
会
）

（
53
）�

虎
尾
前
掲
『
日
本
古
代
土
地
法
史
論
』
一
四
〇
頁
。
そ
の
際
、
大
宝
令
の
死
亡
者

口
分
田
収
公
規
定
は
二
律
規
定
で
あ
る
こ
と
、
条
文
の
形
式
は
神
田
条
独
立
の
形
で

の
二
か
条
説
、
つ
い
で
三
か
条
説
、
最
後
に
一
か
条
説
の
順
序
に
蓋
然
性
が
高
い
と

指
摘
し
て
い
る
。

（
54
）�

虎
尾
前
掲
『
日
本
古
代
土
地
法
史
論
』
一
一
七
頁
。

〔
補
注
〕

　

さ
ら
に
、
大
阪
市
中
央
区
の
難
波
宮
の
朱
雀
門
よ
り
南
の
遺
跡
か
ら
、「
玉
作
五
十
戸

俵
」
と
書
か
れ
た
木
簡
が
出
土
（
谷
崎
仁
美
「
発
見
！
「
玉
作
五
十
戸
俵
」
木
簡
」、『
葦

火
』
一
七
四
）。
残
念
な
が
ら
、
前
期
難
波
宮
に
関
係
す
る
木
簡
と
思
わ
れ
る
が
、
出
土
遺

構
の
年
代
が
特
定
で
き
な
い
た
め
木
簡
の
年
代
は
不
明
。
た
だ
し
、
前
期
難
波
宮
が
存
在

し
た
孝
徳
朝
に
も
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
。


