
梗

概

日
本
古
代
行
政
地
名
の
表
記
原
則
を
時
系
列
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
、
単
に
そ

れ
ぞ
れ
の
史
料
の
年
次
を
定
め
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
代
社
会
構
造
の
解
明

に
と
っ
て
も
、
重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

こ
の
課
題
に
か
か
わ
る
、
い
く
つ
か
の
論
点
の
中
の
ひ
と
つ
に
、｢
郷
里
制｣

の
施
行
期
間
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る

｢

好
字
・
嘉
名
・
二
字｣

問
題
が
存
在
す
る

こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
問
題
は

『

続
日
本
紀』

和
銅
六
年
五
月
丙
子
条
・

『
出
雲

国
風
土
記』

に
見
え
る

｢

霊
亀
元
年
式｣

｢

神
亀
三
年
民
部
省
口
宣｣

・『

延
喜
式』

諸
国
部
内
郡
里
名
条
の
理
解
に
か
か
わ
っ
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
周
知
の
事
柄
に
属
し
て
お
り
、
先
学
に
よ
る
論
及
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、

従
来
の
研
究
は
、
こ
れ
ら
諸
史
料
が
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
を
出
ず
、

そ
れ
ら
が
、
ど
の
よ
う
な
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
部

分
的
・
示
唆
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
主
と
し
て

『

風
土
記』

研

究
の
立
場
で
の
論
稿
に
は
、
そ
の
内
的
関
連
に
つ
い
て
の
論
及
が
見
ら
れ
る
も
の

の
、
古
代
史
研
究
上
の
基
礎
的
な
事
実
認
識
に
つ
い
て
の
誤
解
が
含
ま
れ
て
い
る

も
の
が
少
な
く
な
い
。

本
稿
は
、
従
来
の
研
究
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
存
在
す

る
問
題
点
を
確
認
し
、
そ
の
克
服
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、『

続
日
本
紀』

記
事
の

原
態
が

『

延
喜
式』

条
文
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
論
証
し
、｢

神
亀
三
年
民
部
省

口
宣｣

に
つ
い
て
の
仮
説
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『

続
日
本
紀』

条
文
の

潤
色
を
主
張
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
っ
て
、
関
係
諸
史
料
の
矛
盾
な
き

統
一
的
な
解
釈
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
、
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
基
礎
的
な

｢

実

証｣
研
究
で
あ
る
が
、
古
代
地
名
論
に
か
か
わ
る
基
準
点
を
確
立
す
る
こ
と
を
目

指
し
た
。
ま
た
、
諸
史
料
の
内
的
関
連
を
追
及
す
る
こ
と
を
通
し
て
、『

風
土
記』

研
究
に
も
一
石
を
投
じ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
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は
じ
め
に

本
稿
は
、
古
代
地
方
制
度
の
一
部
と
し
て
の
行
政
単
位
の
法
的
規
定
・
行
政
地

名
表
記
法
変
遷
、
具
体
的
に
は
、
郷
・
里
の
制
度
お
よ
び
地
名
の

｢

好
字｣

｢

嘉

名｣
｢

二
字｣

表
記
に
つ
い
て
の

｢

定
点｣

を
求
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ

れ
は
、
確
実
な
同
時
代
史
料
で
あ
る
木
簡
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
詳
し
い
年
代

判
定
を
行
う
た
め
の
拠
り
所
を
得
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
実
は
、
こ
の
問
題
は
、

『

風
土
記』

の
成
立
論
と
も
深
く
か
か
わ
り
を
持
っ
て
お
り
、
必
然
的
に
、
こ
れ

ま
で
の

『

風
土
記』

研
究
の
成
果
に
も
論
及
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
本
稿
の
目
的
に
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
き
わ
め
て
限
定

さ
れ
た
範
囲
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
行
政
単
位
表
記
と
い
う
主
題
に
関
し
て
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
が
、
か

の

｢

郡
評
論
争｣

で
あ
ろ
う
が
、
木
簡
史
料
の
集
積
に
よ
っ
て
、
こ
の
論
争
に
は

一
応
の

｢

決
着｣

が
つ
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。｢

大
宝
令
施
行
を
契
機
と
す
る
評

字
か
ら
郡
字
へ
の
表
記
転
換｣

は
、
こ
れ
を
直
接
的
に
明
示
す
る
陳
述
史
料
を
持

た
な
い
が
、
具
体
的
な
使
用
例
に
基
づ
い
て
帰
納
法
的
に
導
か
れ
た
結
論
と
し
て

は
、
ほ
ぼ
確
定
的
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
反
証
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

表
記
転
換
は
な
ぜ
実
施
さ
れ
た
の
か
、
表
記
の
み
な
ら
ず
、
制
度
上
何
ら
か
の
内

容
的
転
換
が
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
言
え
ば
、『

日
本
書
紀』

が
新
制
度
に
従
っ

て
全
面
的
に
書
き
換
え
た
必
要
性
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
な
ど
、
解
明
さ
れ
き
っ

て
い
な
い
課
題
は
残
る
も
の
の
、
文
字
の
表
記
問
題
と
し
て
は
、
論
争
は
終
結
の

状
況
で
あ
る
。｢

郡
評
論
争｣

と
は
、
そ
も
そ
も

｢

大
化
改
新
詔｣

の
本
文
＝

｢

原
詔｣

の
字
句
上
の
潤
色
の
存
否
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
っ
た
。｢

大
化
年
間｣

の

原
史
料
上
の
表
記
と
し
て
、｢

郡｣

が
あ
り
得
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
確
定
的
結

論
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
目
的
に
沿
っ
て
言
え
ば
、｢

表
記
転
換｣

の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
で
足
り
る
。
こ
の
転
換
は
、
木
簡
に
於
け
る

｢

干
支
表

記｣

か
ら

｢

年
号
表
記｣

へ
の
転
換
と
も
整
合
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
、｢

大
宝
建

元｣

と
対
応
し
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
問
題
と
し
て
、
近
年
飛
躍
的
に
増
大
し
た

｢

五
十
戸｣

記
載
を
持
つ
木
簡
に
つ
い
て
も
、｢

里｣

へ
の
転
換
期
を
追
求
す
る
こ
と
が
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
年
紀
の
あ
る
荷
札
木
簡
の
分

析
に
基
づ
く
、
市
大
樹
氏
の
主
張
が
今
日
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、

(

１)

天
武
十
年

(

六
八
一)

以
前
の
表
記
は

｢

五
十
戸｣

に
限
ら
れ
る
。

(

２)

天
武
十
二
年
以
後
に

｢

里｣

が
み
え
は
じ
め
る
が
、｢

五
十
戸｣

表
記

も
一
部
に
残
る
。

(

３)

持
統
二
年

(

六
八
八)

以
降
は

｢

里｣

に
統
一
さ
れ
る
。

の
で
あ
り
、
公
式
用
字
の
使
用
を
重
視
し
な
い
レ
ベ
ル
の
表
記
で
は
、
持
統
朝
以

後
も

｢

五
十
戸｣

が
遺
制
と
し
て
残
る
が
、
荷
札
木
簡
な
ど
公
式
用
字
の
表
記
で

は
、
大
局
的
に
見
て
、｢

五
十
戸｣

は
天
武
朝
以
前
、｢

里｣

は
持
統
朝
以
後
と
い

う
年
代
観
は
動
か
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
サ
ト
表
記
の
変
化
の
背
景
に
つ

い
て
は
、
天
武
五
年

(

六
八
一)

に
編
纂
開
始
さ
れ
た
浄
御
原
令
、
天
武
十
二
年

か
ら
十
四
年
に
か
け
て
の
国
境
画
定
事
業
と
の
関
連
を
指
摘
す
る

(

１)

。
新
た
な
木
簡

の
発
見
に
よ
り
、
こ
の
年
代
観
が
揺
ら
が
な
い
限
り
、
論
点
は

｢

背
景｣

の
理
解

に
絞
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『

続
日
本
紀』

和
銅
六
年
五
月
丙
子
条
・

｢

霊
亀
元
年
式｣

・｢

神
亀
三
年
民
部

省
口
宣｣

・｢
延
喜
式

民
部
上｣

の
関
連
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
試
案
を
提
起
し
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た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
結
論
の
み
を
記
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か

(

２)

、
こ
れ
ま
で
、
賛

否
い
ず
れ
に
せ
よ
、
論
評
を
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、『

風
土
記』

研
究
の
成
果
に
も
学
び
つ
つ
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
た
が
、
な
お
、
私
説
を
改
め

る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
や
や
詳
し
く
論
拠
を
示
し

て
再
論
す
る
こ
と
と
す
る
。

注(

１)

市
大
樹

『

飛
鳥
藤
原
木
簡
の
研
究』

(

二
〇
一
〇
年

塙
書
房)

第
一
章
お
よ

び
第
八
章

(

２)

拙
稿

｢

若
狭
国
の
地
名
表
記
に
つ
い
て

―
野
里
郷
・
濃
飯
駅
を
中
心
に
―｣

吉
田
晶
編

『

日
本
古
代
の
国
家
と
村
落』

(

一
九
九
八
年

塙
書
房)

所
収

一

関
連
史
料
の
概
観

本
稿
の
課
題
に
即
し
て
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
三
点
の

史
料
で
あ
る
。
二
の

『

出
雲
国
風
土
記』

は
、｢

霊
亀
元
年
式｣
と

｢

神
亀
三
年

民
部
省
口
宣｣

と
い
う
二
つ
の
法
令
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、『

出

雲
国
風
土
記』

以
外
に
は
、
直
接
的
に
そ
れ
を
指
す
史
料
は
、
見
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。

一

『

続
日
本
紀』

和
銅
六
年
五
月
丙
子
条

畿
内
七
道
諸
国
郡
郷
名
、
着
好
字
。
其
郡
内
所
生
、
銀
銅
彩
色
草
木
禽
獣

魚
虫
等
物
、
具
録
色
目
、
及
土
地
沃
�
、
山
川
原
野
名
号
所
由
、
又
古
老
相

伝
旧
聞
異
事
、
載
于
史
籍
言
上
。

二

『

出
雲
国
風
土
記』

総
記

右
件
郷
字
者
、
依
霊
亀
元
年
式
、
改
里
為
郷
。
其
郷
名
字
者
、
被
神
亀
三

年
民
部
省
口
宣
改
之
。

三

『

延
喜
式』

巻
二
十
二

民
部
上

凡
諸
国
部
内
郡
里
等
名
、
並
用
二
字
、
必
取
嘉
名
。

ま
ず
、
一
で
あ
る
が
、『

続
日
本
紀』

当
該
条
は
、
諸
本
に
よ
り
、
若
干
の
異

同
が
あ
る
が
、
巻
一
か
ら
巻
十
に
つ
い
て
、
蓬
左
文
庫
補
写
本
を
底
本
と
し
、
そ

の
祖
本
で
あ
る
兼
右
本
を
重
視
す
る

｢

新
日
本
古
典
文
学
大
系
本｣

(

岩
波
書
店)

に
拠
っ
た
。｢

新
訂
増
補
国
史
大
系
本｣

は
、
書
陵
部
蔵
の
谷
森
健
男
氏
旧
蔵
校

本
の
朱
筆
書
き
入
れ
を
採
用
し
、
日
付
の
後
に

｢

制｣

の
一
文
字
を
補
い
、『

扶

桑
略
記』

に
よ
っ
て
、
末
尾
の

｢

史
籍｣

と

｢

言
上｣

の
間
に
、｢

亦
宜｣

の
二

文
字
を
補
っ
て
い
る
。
後
者
は
、
そ
の
有
無
に
よ
っ
て
、
微
妙
な
解
釈
の
差
を
も

た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
な
お
、『

扶
桑
略
記』

は
、

｢

着
好
字｣

で
い
っ
た
ん
切
っ
て
、｢

其
郡
内
所
出｣

の
前
に

｢

又
令
作
風
土
記｣

の
一
文
を
入
れ
て
い
る
。
な
ん
ら
か
の
典
拠
が
存
在
し
た
可
能
性
を
完
全
に
否
定

す
る
こ
と
も
出
来
な
い
が
、
延
喜
十
四
年

(

九
一
四)

に
執
筆
さ
れ
た
三
善
清
行

の

『

意
見
封
事
十
二
箇
条』

に

｢

臣
去
寛
平
五
年

(

八
九
三)

任
備
中
介
、
彼
国

下
道
郡
、
有
邇
磨
郷
、
爰
見
彼
国
風
土
記
云
々｣

と
あ
る
の
が
、
陳
述
史
料
に
お

け
る

｢

風
土
記｣

の
名
称
の
初
出
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
こ
の
条

文
の
解
釈
を
め
ぐ
る

｢

皇
円
の
認
識｣

を
示
し
た
加
筆
で
あ
る
と
み
な
す
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
私
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、｢

皇
円
の
認
識｣

は
、
検

討
に
値
す
る
と
考
え
て
い
る
。

｢
制｣

に
つ
い
て
は
、『

日
本
書
紀』

を
除
く
五
国
史
に
お
け
る
そ
の
用
例
に
つ

い
て
の
、
早
川
庄
八
氏
の
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。
早
川
氏
に
よ
れ
ば
、
制
は
か
な

り
無
限
定
に
用
い
ら
れ
て
い
る

(

３)

。
と
す
れ
ば
、｢

制｣

を
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
、

こ
の
法
令
の
性
格
を
論
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
底
本
に
従
い
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｢

制｣

を
補
わ
ず
に
お
く
。

風
土
記
研
究
の
世
界
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
一
般
に
、
同
日
に
発
せ
ら
れ
た

｢

官
命｣
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る

(

４)

。
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、｢

官
命｣

と
は
、
太

政
官
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
太
政
官
符
・
太
政
官
牒
な
ど
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う

が
、｢

中
央
政
府
か
ら
発
せ
ら
れ
た
命
令｣

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
用
法
に
つ
い
て
は
、
や
や
な
じ
め
ぬ
も
の

を
感
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
都
度
、｢

和
銅
六
年
甲
子
に
発
せ
ら
れ
た
命
令

(

な
い
し
法
令)｣

と
表
記
す
る
の
も
き
わ
め
て
煩
わ
し
い
こ
と
な
の
で
、
風
土
記

研
究
の
通
例
を
準
用
し
て
、｢

(
和
銅
六
年
の)

官
命｣

と
仮
称
す
る
こ
と
と
す

る
。

『

出
雲
国
風
土
記』

の
冒
頭
部
分
は
、
一
般
的
に
は

｢

総
記｣

と
呼
ば
れ
て
い

る
が
、
田
中
卓
氏
は

｢

総
叙｣

と
呼
ん
で
い
る

(『
神
道
大
系』)

。
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、『

出
雲
国
風
土
記』
の
当
該
部
分
に
つ
い
て
は
、

(

校
本
作
成
に
さ
い
し
て
、
正
字
を
用
い
る
か
、
通
用
文
字
を
用
い
る
か
を
除
い

て)

諸
本
に
よ
る
違
い
は
な
い
。

『

延
喜
式』

は
、｢

国
史
大
系｣

本
を
用
い
た
。

(

３)

早
川
庄
八

｢

制
に
つ
い
て｣

井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
編

『

古
代
史
論
叢

中
卷』

(

一
九
七
八
年

吉
川
弘
文
舘)

所
収
。『

続
日
本
紀』

(

新
日
本
古
典
文

学
大
系)

補
注
２
一
〇
四
は
、
こ
の
早
川
氏
の
研
究
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(

４)

論
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
を

｢

詔｣

と
し
つ
つ

｢

官
命｣

と
呼
ぶ
が
、
詔
そ

の
も
の
は
官
の
命
令
で
は
な
い
。

二

分
析
の
起
点
と
し
て
の

｢

霊
亀
元
年
式｣

さ
て
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
郷
あ
る
い
は
里
の
地
名
表
記
と
い
う
点
で
共
通
性

を
持
つ
こ
と
か
ら
も
容
易
に
想
定
で
き
る
よ
う
に
、
あ
き
ら
か
に
関
連
を
持
っ
て

い
る
。｢

霊
亀
元
年
式｣

が
、
里
を
改
め
て
郷
と
し
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
が
、｢

和
銅
六
年
官
命｣

と

『

延
喜
式』

の
双
方
と
ど
う
関
わ
る
の

か
が
、
解
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、｢

霊
亀
元
年
式｣

と

｢

神
亀
三

年
民
部
省
口
宣｣

は
、
論
理
的
に
は
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
の
中
に
お
か
れ
て
い

る
の
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
整
合
的
に
理
解
す
る
起
点
は
、｢

霊
亀
元
年
式｣

に
あ

る
と
、
私
は
考
え
る
。
な
ぜ
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
を

問
わ
ず
、
里
や
郷
と
い
う
文
字
を
記
す
史
料
は
少
な
く
な
い
が
、『

出
雲
国
風
土

記』

に
見
え
る

｢

霊
亀
元
年
式｣

は
、｢

里｣

か
ら

｢

郷｣

へ
の
転
換
を
語
る
唯

一
の
陳
述
史
料
＝

｢

天
下
の
孤
条｣

だ
か
ら
で
あ
る
。
同
時
代
の
史
料
に
記
さ
れ

て
い
る
文
字
と
、
そ
こ
か
ら
帰
納
さ
れ
る
結
論
が
、
こ
の
式
の
内
容
を
傍
証
す
る

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
も
と
に
、
年
紀
を
記
さ
ぬ

(

年
次
の)

｢

不
確
実

な｣

史
料
の
編
年
的
位
置
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と

が
出
来
る
し
、
前
掲
の
他
の
史
料
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
な

る
。こ

の
｢

霊
亀
元
年
式｣

を
め
ぐ
っ
て
、
き
わ
め
て
詳
細
で
説
得
的
な
学
説
を
提

起
し
た
の
が
、
岸
俊
男
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
、
そ
れ
ま
で
ご
く
常
識
的
に
理
解
さ

れ
て
き
た

｢
里
制｣

か
ら

｢

郷
制｣

へ
の
転
換
を
、
単
な
る
名
称
的
変
化
で
は
な

く
、
そ
れ
ま
で
の

｢

里｣

を

｢

郷｣

と
改
め
る
と
と
も
に
そ
の
下
部
組
織
と
し
て
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の
｢

里｣
(

従
来
の

｢

里｣

と
は
区
別
さ
れ
た

｢

コ
ザ
ト｣

と
も
言
う
べ
き
も
の)

を
置
く
、
新
た
な
地
方
行
政
組
織
で
あ
る

｢

郷
里
制｣

の
設
定
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
、
さ
ら
に
、
霊
亀
元
年
に
始
ま
る
郷
里
制
が
存
続
し
た
の
は
、
天
平
十

一
年

(
七
三
九)

末
か
ら
十
二
年
の
初
め
に
か
け
て
の
時
期
ま
で
で
あ
り
、
そ
の

後
は
、
下
部
組
織
と
し
て
の
里
を
廃
し
た

｢

郷
制｣

に
移
行
す
る
も
の
と
し
て
、

｢

里
制｣

↓

｢

郷
里
制｣

↓

｢

郷
制｣

と
い
う
変
遷
過
程
を
解
明
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
中
央
政
府
に
お
け
る
地
方
行
政
遂
行
上
の
課
題
解
決
策
の
一
環
と
し

て
こ
れ
を
位
置
づ
け
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
岸
説
は
、
長
く
定
説
の
位
置
を
占
め

続
け
て
来
た

(

５)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
木
簡
の
記
述
の
検
討
に
よ
っ
て
、｢

郷

里
制
霊
亀
三
年
始
期｣

説
を
提
起
し
た
の
が
、
鎌
田
元
一
氏
で
あ
る

(

６)

。
後
述
す
る

よ
う
に
、
私
は
、
鎌
田
説
は
首
肯
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
の

と
こ
ろ
、
賛
否
い
ず
れ
に
せ
よ
、
印
象
批
評
的
な
も
の
以
上
の
検
討
は
な
さ
れ
て

い
な
い
と
思
う
。
関
和
彦
氏
は
、
鎌
田
説
に
つ
い
て
、｢
実
態
資
料
を
中
心
に
据

え
て
論
を
展
開
し
て
お
り
、
論
文
の
全
体
的
な
流
れ
か
ら
み
て
支
持
せ
ざ
る
を
え

な
い｣

し
、｢

霊
亀
元
年
式｣

と
い
う

『

出
雲
国
風
土
記』

の
記
載
は
、｢

誤
写
と

考
え
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う｣

が
、｢

問
題
は
、
鎌
田
論
文
の
重
要
性
を
認
識
す

る
時
、『

出
雲
国
風
土
記』

研
究
に
お
い
て
未
だ
同
論
文
の
成
否
を
め
ぐ
っ
て
ま
っ

た
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。｣

と
す
る
が

(

７)

、
確
か
に
、
鎌
田
論

文
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
寺
崎
保
広
氏
の
賛
成
論
、
田
中
卓
氏
の｢

移
行
措
置｣

論

(

８)

く
ら
い
し
か
管
見
に
触
れ
な
い
。

鎌
田
氏
の
新
説
が
成
立
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
岸
説
の
論

理
構
造
を
確
認
し
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
鎌
田
説
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
論
理
の
違
い
な
の
か
、
同
一
の
論
理
に
基
づ
く
史
料
解
釈
の
違
い
な
の
か
、

そ
れ
と
も
新
出(

あ
る
い
は
見
落
と
し)

史
料
の
提
示
な
の
か
が
、
問
題
と
な
る
。

岸
説
の
根
幹
を
な
す
の
は
、
年
代
を
明
記
す
る
確
実
な
同
時
代
史
料
を
編
年
的
に

整
理
し
た
結
果
、
郷
里
制
の
施
行
さ
れ
て
い
る
事
を
実
証
す
る
現
存
史
料
が
、
養

老
五
年

(

七
二
一)

か
ら
天
平
十
一
年
の
間
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
五
十
戸
一
里
の

里
制
を
示
す
史
料
の
下
限
が
和
銅
七
年(

七
一
四)

十
一
月
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
帰
納
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
郷
里
制
の
施
行
時
点

(

そ
の
終
期
に
つ
い

て
は
、
後
述
す
る)

は
、
和
銅
七
年
十
一
月
以
降
・
養
老
五
年
以
前
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
一
定
の
幅
が
あ
る
の
だ
が
、『

出
雲
国
風
土
記』

の
記
す
霊
亀
元
年
が
こ

の
枠
の
中
に
入
る
の
で
、
そ
こ
に
矛
盾
は
な
い
か
ら
、『

出
雲
国
風
土
記』

に
お

け
る
霊
亀
元
年
式
を
事
実
と
し
て
認
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
下
限
の
史
料
は
、
天
平
十
一
年
十
一
月
の
も
の
で
あ
り
、
六
月
三

十
日
以
前
に
作
成
が
始
め
ら
れ
る
天
平
十
二
年
計
帳
が
郷
制
に
拠
っ
て
い
る
こ
と

を
も
っ
て
、
郷
里
制
の
廃
止
時
期
は
、
天
平
十
一
年
末
か
ら
天
平
十
二
年
初
め
に

か
け
て
の
頃
と
論
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
始
期
と
は
逆
に
、

陳
述
史
料
を
欠
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
察
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
岸
氏
は
造
籍
と
の
関
係
を
あ
げ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
六
年
一
造
と
い
う

｢

戸
令｣

の
規
定
に
従
え
ば
、
天
平
五

年

(

七
三
三)

に
次
ぐ
造
籍
は
天
平
十
一
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
天

平
五
年
に
次
ぐ
実
際
の
造
籍
年
は
天
平
十
二
年
で
あ
る
こ
と
に
、
岸
氏
は
着
目
す

る
。
そ
し
て
、｢

戸
令｣

の
規
定
に
よ
り
、
天
平
十
一
年
の
十
一
月
頃
よ
り
造
籍

に
取
り
か
か
っ
た

(

翌
年
五
月
三
十
日
以
前
に
完
成
さ
せ
る
規
定
で
あ
り
、
造
籍

年
は
完
成
時
の
そ
れ
で
は
な
く
、
造
籍
開
始
の
年
で
表
現
さ
れ
る)

の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
完
成
し
な
い
間
に
郷
里
制
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
に
、
混
乱
が
起
こ
り
、
完

成
が
一
年
延
び
て
し
ま
い
、
新
し
い
郷
制
に
よ
り
天
平
十
二
年
の
戸
籍
が
新
造
さ
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れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
郷
里
制
施
行
期
に
つ
い
て
も
こ
の
論
理
を
適
用

す
る
。
郷
里
制
施
行
の
霊
亀
元
年
の
前
年
、
和
銅
七
年
が
造
籍
年
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
次
ぐ
造
籍
は
、
本
来
は
養
老
四
年(

七
二
〇)

で
な
け
れ
ば
な
ら
い
の
だ
が
、

実
際
に
は
養
老
五
年
に
な
っ
て
い
る
。
和
銅
七
年
に
開
始
さ
れ
た
造
籍
事
業
の
進

行
中
に
郷
里
制
が
施
行
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
の
完
成
が
遅
延
し
、
あ
る
い
は
霊
亀

元
年
中
に
は
で
き
ず
、
翌
二
年
に
わ
た
っ
た
も
の
も
生
じ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
遅
延
が
、
六
年
後
の
造
籍
を
も
一
年
遅
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
の
が
、
岸
氏
の
主
張
で
あ
る
。

岸
氏
は
、
こ
の
改
定
が
単
に
表
記
上
の
問
題
で
は
な
く
地
方
行
政
制
度
の
改
定

で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
こ
の
郷
里
制
の
施
行
や
廃
止
に
か
か
わ
っ
て
、
当
時
の

政
治
や
社
会
経
済
的
情
勢
に
つ
い
て
も
論
じ
て
お
り
、
時
代
背
景
に
つ
い
て
の
説

得
性
あ
る
立
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
論

理
の
基
本
は
上
記
の
通
り
で
あ
り
、
こ
れ
が
大
方
の
承
認
を
得
た

｢

定
説｣

と
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
鎌
田
元
一
氏
の
批
判
を
概
観
し
つ
つ
、
岸
説
を
検
討
し
よ
う
。

鎌
田
氏
は
、
そ
の
主
張
の
出
発
点
に
、
平
城
宮
出
土
の
和
銅
八
年
の
年
紀
を
持
つ

計
帳
軸
の
分
析
を
置
く
。
こ
の
計
帳
軸
は
、
一
方
の
木
口
に｢

和
銅
八
年

計
帳｣

、

他
方
の
木
口
に

｢

大
倭
国
志
癸
上
郡
大
神
里｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
計
帳
軸

は
、
い
わ
ゆ
る

｢

歴
名｣

つ
ま
り
手
実
と
目
録

(

国
帳)

の
中
間
段
階
に
位
置
す

る
文
書
の
軸
で
あ
る
。
和
銅
八
年
は
、
実
は
、
霊
亀
元
年
と
同
じ
年
で
あ
り
、
九

月
二
日
に
改
元
さ
れ
て
霊
亀
元
年
と
な
っ
た
。
計
帳
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
の
法

令
、
実
態
を
示
す
関
連
史
料
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
当
該
の
歴
名
軸
の
墨
書
は
、
少

な
く
と
も
六
月
、
場
合
に
よ
っ
て
は
七
月
な
い
し
八
月
に
な
さ
れ
た
も
の
と
見
ら

れ
る
。
と
す
れ
ば
、
和
銅
八
年
六
月
〜
八
月
の
段
階
で
、
な
お
里
制
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
造
籍
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
岸
氏
の
主
張
は
、
和
銅
七
年
籍
の
作

成
中
に
、
郷
里
制
が
施
行
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
施
行
期
は
造

籍
完
成
期
限
の
、
和
銅
八
年
五
月
末
日
以
前
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鎌
田
氏
の
主
張
は
以
下
の
ご
と
く
で

あ
る
。
改
元
年
に
お
け
る
元
号
の
取
り
扱
い
を
調
査
す
る
と
、
六
国
史
な
ど
の
編

纂
物
は
別
と
し
て
、『

類
聚
三
代
格』

所
収
の
詔
勅
官
符
に
お
い
て
は
、
若
干
の

例
外
は
あ
る
も
の
の
、
過
去
の
改
元
年
に
発
布
さ
れ
た
法
令
に
言
及
す
る
と
き
は
、

安
易
に
新
元
号
に
変
更
せ
ず
に
、
本
来
の
発
布
時
の
元
号
を
称
し
て
い
る
。
と
す

れ
ば
、｢

霊
亀
元
年
式｣

は
、
九
月
二
日
以
降
の
も
の
と
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
和
銅
七
年
籍
の
作
成
が
延
引
し
て
和
銅
八
年
に
及
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
天
平
十
一
年
籍
が
十
二
年
籍
と
な
っ
た
の
と
同
様
に
、
和
銅
八
年
籍
と
呼
ば
れ

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
説
明
は
論
理
が
分
裂
し
て
い
る
。
そ
し
て
、｢

和
銅
八

年
計
帳
軸｣

が
、
里
制
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
限
り
、
霊
亀
元

年
郷
里
制
施
行
説
は
、
容
易
に
承
認
し
が
た
い
も
の
と
な
る
。

ま
た
、
計
帳
歴
名
軸
を
ふ
く
め
、
岸
論
文
以
降
に
新
た
に
発
見
さ
れ
た
、
里
制

に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
た
木
簡
で
、
霊
亀
元
年
十
月
十
三
日
、
霊
亀
二
年
、
霊
亀
三

年
、
霊
亀
三
年
十
月
の
年
紀
を
持
つ
も
の
が
確
認
さ
れ
る
。
一
方
、
郷
里
制
木
簡

は
、
養
老
二
年

(

霊
亀
三
年
の
翌
年
で
あ
る)

四
月
三
日
が
初
見
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
い
わ
ゆ
る

｢

長
屋
王
邸｣

出
土
木
簡
の
中
で
、
す
べ
て
霊
亀
二
年
以
前
の
も

の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
溝
の
も
の
は
里
制
の
み
で
あ
り
、
霊
亀

三
年
の
恐
ら
く
後
半
に
片
寄
っ
た
時
期
の
一
括
資
料
で
あ
る
Ｓ
Ｅ
四
七
七
〇
井
戸

の
も
の
は
、
郷
里
制
の
み
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
寺
崎
保
弘
氏
の
指
摘
に
従
っ
て

傍
証
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
鎌
田
氏
と
と
も
に
、
岸
氏
の
論
拠
を
も
う
一
度
、
点
検
す
る
必

要
が
生
じ
て
い
る
と
思
う
。
岸
氏
が
、
確
実
と
見
ら
れ
る
同
時
代
の
実
態
的
史
料

か
ら
導
き
出
し
た
結
論
は
、
実
は
郷
里
制
の
成
立
は
、
和
銅
七
年
十
一
月
以
降
で

養
老
五
年
以
前
と
い
う
期
間
の
中
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

霊
亀
元
年
に
収
斂
さ
れ
る
の
は
、『

出
雲
国
風
土
記』

に
見
ら
れ
る
そ
の
年
次
が
、

こ
の
枠
の
な
か
に
収
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『

出
雲
国

風
土
記』

の
記
述
が
な
け
れ
ば
、
幅
は
幅
の
ま
ま
、
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

岸
氏
が
実
態
史
料
か
ら
帰
納
し
た
結
論
は
、
正
確
に
言
え
ば
、
郷
里
制
の
成
立

は
、
和
銅
七
年
十
一
月
以
降
で
養
老
五
年
以
前
、
そ
の
廃
止
は
、
天
平
十
一
年
末

以
降
で
十
二
年
初
頭
以
前
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
造
籍
年
の

ず
れ
が
そ
れ
に
か
か
わ
る
と
い
う
推
定
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
岸

氏
が
、
霊
亀
元
年
を
郷
里
制
の
起
点
と
し
た
の
は
、
推
論
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で

も『

出
雲
国
風
土
記』

の
霊
亀
元
年
式
が
、
岸
氏
の
認
定
し
た
時
間
の
中
に
収
ま
っ

て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

鎌
田
氏
の
主
張
は
、
ひ
と
つ
に
は
新
た
に
発
見
さ
れ
た
、
同
時
代
の
実
態
史
料

(

木
簡
の
記
載)

に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
岸
氏
と
同
一

の
論
理
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
実
態
史
料
の
示
す
と
こ
ろ
に
拠
れ
ば
、
郷

里
制
の
成
立
時
点
は
、
霊
亀
三
年

(

養
老
元
年)

六
月
以
降
、
養
老
二
年
四
月
以

前
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
新
出
史
料
は
、
岸
氏
の
論
稿
の
時
代
に
は
発
見
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
限
り
で
は
、
岸
説
の
瑕
と
は
な
ら
な
い
。
新
た

な
史
料
に
よ
り
、
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
、
岸
説
の
時
期
想
定
を
よ
り
限
定
し
た
時

期
に
絞
り
込
む
事
が
出
来
る
の
で
、
岸
説
の
延
長
上
に
学
説
の
訂
正
が
な
さ
れ
た

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
度
確
認
す
る
が
、
岸
氏
が
、
時
間
的
ス
パ
ン
を

持
っ
た
分
析
結
果
を
、
霊
亀
元
年
に
絞
り
込
ん
だ
の
は
、『

出
雲
国
風
土
記』

の

｢

霊
亀
元
年
式｣

と
い
う
記
事
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
岸
氏
が
、
鎌
田
氏
と

同
じ
史
料
を
用
い
得
る
条
件
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、｢

郷
里
制
の
成
立
時
点
は
、

霊
亀
三
年

(

養
老
元
年)

六
月
以
降
、
養
老
二
年
四
月
以
前
で
あ
る｣

と
い
う
帰

納
的
結
論
に
た
ど
り
つ
き
、
風
土
記
の
記
載
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

と
い
う
別
の
問
題
に
直
面
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
鎌
田
氏

が
岸
説
を

｢

方
法
論
的
意
味
に
お
い
て
批
判｣

し
て
い
る
の
は
、
和
銅
七
年
籍
を

め
ぐ
る
問
題
点
の
み
で
あ
る
。

天
平
十
一
年
で
あ
る
べ
き
造
籍
が
、
郷
制
へ
の
転
換
と
い
う｢

混
乱｣

の
中
で
、

一
年
延
び
て
天
平
十
二
年
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
状
況
証
拠
と
し
て
説
得
的

で
あ
る
が
、
郷
里
制
の
始
期
に
関
わ
っ
て
和
銅
七
年
戸
籍
に
続
く
は
ず
の
養
老
四

年
の
造
籍
が
養
老
五
年
に
延
び
て
い
る
こ
と
を
、
同
じ
論
理
で
説
明
す
る
の
は
、

無
理
が
あ
る
、
和
銅
七
年
の
造
籍
は
遅
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
あ
く

ま
で
も
和
銅
七
年
籍
で
あ
る
。
養
老
の
そ
れ
が
一
年
遅
れ
て
い
る
の
は
、
本
来
の

造
籍
年
で
あ
る
養
老
四
年
と
い
う
年
に
何
か
問
題
が
あ
っ
た
の
か
、
他
の
理
由
が

あ
っ
た
の
か
、
別
途
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
鎌
田
氏
は
言
う
。
こ
の
こ
と
も
踏

ま
え
、
鎌
田
説
は
、
主
要
な
点
で
言
え
ば
、｢

学
説
の
訂
正
・
補
強｣

と
も
言
う

べ
き
性
格
を
持
っ
て
い
て
、
岸
説
の
延
長
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

こ
こ
に
お
い
て
、
問
題
は
、
直
接
的
史
料
と

『

出
雲
国
風
土
記』

に
の
み
に
見

え
る

｢

霊
亀
元
年
式｣

と
の
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
絞
ら
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
鎌
田
氏
は
、
そ
れ
を

｢

霊
亀
三
年｣

の
誤
写
と
し
て
解
決
し
よ
う

と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
田
中
卓
氏
は
、
本
文
を
諸
本
の
記
載
の
ま
ま
に

｢

霊

亀
元
年｣
と
し
、
そ
の
理
由
を

｢

移
行
措
置
ヲ
考
ヘ
テ
諸
本
ノ
マ
マ
ト
ス｣

と
述

べ
て
い
る

(

８)

。
つ
ま
り
、
法
令
は
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
実
施
が
徹
底
し
て
い
な
い
、
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あ
る
い
は
完
全
実
施
ま
で
の
猶
予
期
間
が
あ
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、

｢
誤
写
説｣

と
い
う
も
の
は

(｢

万
能
の
解
決
策｣

た
る
性
格
を
持
つ
か
ら)

、
よ

ほ
ど
の
合
理
的
根
拠
が
な
い
限
り
、
安
易
に
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
、
私
も
思

う
。
し
か
し
一
方
、｢

霊
亀
元
年
式｣

と
い
う
の
は
、
こ
れ
を
引
用
し
た
も
の
あ

る
い
は
関
連
し
た
陳
述
史
料
を
一
切
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。『

出
雲
国
風
土
記』

本
文
に
は
、
郷
里
制
自
体
の
存
在
を
示
す
記
述
は
あ
る
が
、
そ
の
施
行
時
点
を
推

測
さ
せ
る
も
の
は
一
切
な
い
。
つ
ま
り
、
逆
の
面
か
ら
い
え
ば
、｢

霊
亀
元
年
式｣

は
、
そ
こ
に
の
み
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
以
外
に
、
そ
の
正
し
さ
を

実
証
す
る
手
段
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
唯
一
の
方
法
は
、
実
態
史
料
か
ら
の
帰

納
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、｢

実
態
史
料
の
枠
の
中
に
収
ま
る｣

と
い
う
岸
説
の
意

義
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
で
は
、｢
霊
亀
元
年
式｣

は
、
実
証
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、｢

霊
亀
三
年
式｣

の
誤
写
説

は
、｢

元｣

と

｢

三｣

の
紛
ら
わ
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
房
戸
の
初
見
史
料

が
霊
亀
三
年
十
一
月
八
日
官
符

(

五
月
二
十
二
日
頒
下
の
青
苗
簿
式
に
見
え
る
こ

と
を
追
加)

で
あ
る
こ
と
、
五
月
二
十
二
日
に
大
計
帳
等
の
式
が
頒
下
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
同
年
に
は
調
庸
制
の
改
定
、
中
男
作
物
の
創
出
な
ど
が
見
ら
れ
る
こ
と

な
ど
、
こ
の
時
期
の
重
要
性
を
あ
わ
せ
て
、
か
な
り
の
説
得
性
を
も
っ
て
提
起
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
鎌
田
説
は
、
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。｢

移
行
措
置｣

説
に
つ
い
て
言
え
ば
、
地
名
表
記
に
つ
い
て
も
行
政
制
度
に
つ
い
て
も
、｢

不
徹

底｣
｢

錯
誤｣

な
ど
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
、
旧
制
度
記
載
は
、
決
し
て
少
な
く

は
な
い
。
と
は
言
う
も
の
の
、
そ
れ
は
新
制
度
の
施
行
後
に
、
そ
れ
と
並
ん
で
見

ら
れ
る

｢

遺
例｣

な
の
で
あ
っ
て

(

た
と
え
ば
、
岸
氏
が
挙
げ
て
い
る
郷
里
制
廃

止
後
に
お
け
る
郷
里
制
記
載
な
ど)

、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
制

度
と
し
て

｢

両
者
併
用
を
認
め
る
過
渡
的
措
置｣

と
し
て
の

｢

移
行
措
置｣

は
、

考
え
に
く
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

鎌
田
説
と
、
そ
れ
を
承
認
す
る
私
見
が
撤
回
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

霊
亀
元
年
・
霊
亀
二
年
の
記
載
を
持
つ

｢

郷
里
制
史
料｣

が
出
現
し
た
と
き
に
限

ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
関
氏
と
と
も
に
、
鎌
田
説
は
、｢

支
持
せ
ざ
る
を
え
な

い｣

し
、｢

誤
写
と
考
え
る
し
か
な
い｣

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
考
え
る
事
は
、

関
連
史
料
に
つ
い
て
の
合
理
的
解
釈
を
妨
げ
る
要
因
を
全
く
持
た
な
い
と
、
私
は

考
え
る
。

(

５)

岸
俊
男

｢

古
代
村
落
と
郷
里
制｣

『

日
本
古
代
籍
帳
の
研
究』

(

一
九
七
三
年

塙
書
房)

所
収

初
出

一
九
五
一
年
。

同

｢

郷
里
制
廃
止
の
前
後｣

『

日
本

古
代
政
治
史
研
究』

(

一
九
六
六
年

塙
書
房)

所
収

初
出

一
九
五
七
年

(

６)

鎌
田
元
一

｢

郷
里
制
の
施
行
と
霊
亀
元
年
式｣

『

律
令
公
民
制
の
研
究』

(

二

〇
〇
一
年

塙
書
房)

初
出

一
九
九
一
年
。
同

｢

郷
里
制
の
施
行

補
論｣

『

律
令
公
民
制
の
研
究』

(

二
〇
〇
一
年

塙
書
房)

初
出

一
九
九
二
年

(

７)

関
和
彦

｢『

出
雲
国
風
土
記』

註
論｣

(

二
〇
〇
六
年

明
石
書
店)

(

８)

田
中
卓

｢

出
雲
国
風
土
記｣

の
校
注

(『

神
道
大
系

古
典
編
七

風
土
記』

神
道
大
系
編
纂
会

一
九
九
四)

三

和
銅
六
年
法
令
と

『

延
喜
式』

の
検
討

さ
て
、
霊
亀
三
年
郷
里
制
施
行
と
い
う
定
点
が
定
ま
る
と
、『

続
日
本
紀』

和

銅
六
年
五
月
丙
子
条
及
び

『

延
喜
式』

(

民
部
上)

の
条
文
の
分
析
の
前
提
が
得

ら
れ
る
。
実
は
、
霊
亀
元
年
で
あ
っ
て
も
、
以
下
の
論
点
に
変
わ
り
は
な
い
の
だ

が
、
年
紀
を
記
さ
な
い
木
簡
の
時
代
判
定
に
と
っ
て
は
、
重
要
な

｢

物
差
し｣

が
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で
き
あ
が
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
時
期
の
政
治
・
社
会
・
経
済
の
微

細
な
状
況
認
識
に
と
っ
て
は
、
二
年
の
差
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
、
前

述
の
青
苗
簿
式
・
大
帳
式
頒
下
に
照
ら
し
て
も
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
点
は
こ
こ
で
の
主
題
で
は
な
い
の
で
、
言
及
に
と
ど
め
る
。

和
銅
六
年
五
月
丙
子
条
を
再
掲
し
よ
う
。

畿
内
七
道
諸
国
郡
郷
名
、
着
好
字
。
其
郡
内
所
生
、
銀
銅
彩
色
草
木
禽
獣
魚

虫
等
物
、
具
録
色
目
、
及
土
地
沃
�
、
山
川
原
野
名
号
所
由
、
又
古
老
相
伝
旧

聞
異
事
、
載
于
史
籍
言
上
。

こ
の
記
事

(

法
令)

は
、

一

畿
内
七
道
諸
国
郡
郷
名
、
着
好
字

二

其
郡
内
所
生
、
銀
銅
彩
色
草
木
禽
獣
魚
虫
等
物
、
具
録
色
目

三

土
地
沃
�

四

山
川
原
野
名
号
所
由

五

古
老
相
伝
旧
聞
異
事

の
五
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
末
尾
に
置
か

れ
る

｢

載
于
史
籍
言
上｣

が
ど
の
項
目
に
ま
で
か
か
る
の
か
、
そ
れ
と
の
関
わ
り

で
、
第
二
項
目
に
あ
る

｢

具
録
色
目｣

と
そ
れ
以
下
の
項
目
と
の
関
係
は
ど
う
な

る
の
か
、
第
一
項
目
は
ど
こ
で
切
れ
る
の
か

(｢

好
字｣

の
対
象
は
、
国
郡
郷
の

ど
れ
な
の
か)

な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
諸
説
が
入
り
乱
れ
る
の
で
あ
る
。

『

風
土
記』

研
究
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
い
な
い
本
稿
に
お
い
て
、
検
討
し

た
い
の
は
二
つ
の
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
五
項
目
を
一
体
の

｢

官
命｣

と
捉

え
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
第
一
項
目
の
内
容
で
あ
り
、

よ
り
端
的
に
表
現
す
れ
ば
、｢

こ
の
官
命
の
内
部
に
お
い
て｣

(

関
連
史
料
と
の
理

解
の
整
合
性
を
求
め
る
上
で
は
、
こ
の
点
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の

一
般
的
趨
勢
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。)

、
国
名
に
つ
い
て
も

｢

好
字
を

着
け
る｣

こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ

の
対
象
と
し
て
国
を
含
ん
で
い
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
て

｢

各
国
に
対
し
て｣

そ
の
管
轄
下
の
地
名
に

｢

好
字｣

を
着
け
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
な
の
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
他
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
、
最
低
限
論
じ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
に
限
定
す
る
。

さ
て
、
膨
大
な
研
究
史
を
持
つ

『

風
土
記』

論
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
は
傍

論
以
上
の
意
味
を
持
つ
論
点
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
全
体
を
総
括
す
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
い
が
、
代
表
的
と
思
わ
れ
る
見
解
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ

う
。秋

本
吉
郎
氏
は
、『

扶
桑
略
記』

的
解
釈
・
・
・
・

｢

又
作
風
土
記｣

の
一
文

を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢

好
字｣

を

『

風
土
記』

と
は
区
別
さ
れ
た
独
立
条

項
と
考
え
る
・
・
・
・
の
成
立
す
る
余
地
を
認
め
つ
つ
も
、
結
論
的
に
は

｢

畿
内

七
道
諸
国｣

に
対
し
て

｢

郡
郷
名
着
好
字｣

か
ら

｢

古
老
相
伝
旧
聞
異
事｣

の
全

体
を

｢

載
于
史
籍
言
上｣

す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
と
結
論
付
け
る
。｢

好
字｣

は
、『

風
土
記』

の
内
容
に
包
摂
さ
れ
る
と
見
る
と
と
も
に
、
国
に
対
し
て
そ
れ

を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
名
表
記
の
対
象
に
国
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
四
六
文
の
駢
儷
対
偶
の
修
辞
表
現
で
あ
り
、
本
来
の
文
章
で
は
な
く

『

続
日
本
紀』

編
者
の
修
辞
・
文
飾
の
結
果
で
あ
る
と
見
て
い
る

(

９)

。

植
垣
節
也
氏
は
、｢

国
へ
の
呼
び
か
け
と
解
す
る
説｣

に
も

｢

一
理
が
あ
る｣

が
、
そ
う
す
る
と

｢

好
字｣

の
対
象
か
ら
国
名
が
除
か
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

実
際
に
は
、｢

木
国｣

か
ら

｢

紀
伊
国｣

、｢

津
国｣

か
ら

｢

摂
津
国｣

の
ご
と
く

改
名
・
改
字
を
行
っ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
こ
の
文
は
、
八
字
・
四
字
の
句
で
成

り
立
っ
て
お
り
、
以
下
の
文
章
も
す
べ
て
四
字
句
を
中
心
と
す
る
美
文
調
で
あ
っ
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て
、｢

畿
内
七
道
諸
国
、
郡
郷
名
着
好
字｣

の
ご
と
く
、
六
字
・
六
字
の
構
成
と

す
る
と
、
後
の
文
章
の
形
が
壊
れ
る
と
い
う

(

�)

。
さ
ら
に
、
高
藤
昇
氏
の
論
稿

(

�)

を
踏

ま
え
て

｢

畿
内
七
道
諸
国｣

と
い
う
語
句
が
和
銅
六
年
の
も
の
と
し
て
は
少
し
早

す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
も

｢

国
へ
の
呼
び
か
け｣

に
疑
念
を
持
つ
所
以
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
。
少
し
分
か
り
に
く
い
の
だ
が
、
国
に
対
し
て
、
管
下
の
地
名
を
改

定
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
は
な
く
、
国
郡
郷
の
名
を
改
定
す
る
方
針
を
中
央
政

府
が
定
め
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
直
接
的
に
は
述
べ
て

い
な
い
が
、
文
体
の
共
通
性
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
第
一
項
を
独
立
し
た
も
の
と

見
做
し
て
い
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
文
体
の
問
題
は
、
も
と
も

と
別
の
法
令
・
命
令
を
、
同
日
条
に
集
成
し
た
と
見
れ
ば
解
決
す
る
。
あ
る
い
は
、

八
字
・
四
字
と
い
う
文
体
そ
の
も
の
が
、
編
者
の
認
識
に
基
づ
く
整
理
の
結
果
で

あ
っ
て
、
原
文
の
構
造
を
正
確
に
伝
え
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の
事
は
秋

本
氏
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
条
文
の
内
部
に
お
け
る
検
討
で
は
、
水

掛
け
論
に
終
わ
る
。

第
一
項
を
独
立
の
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
点
で
、
両
者
は
一
致
す
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
別
の
視
点
で
論
じ
て
い
る
の
が
増
尾
伸
一
郎
氏
で
あ
る
。

氏
は
、
第
二
項
の
は
じ
め
に
、｢

其
郡
内｣

と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
確
か
に

｢

其｣

と
い
う
語
は
、
そ
れ
以
前
の
文
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
増
尾
氏

の｢

現
行
の
続
紀
の
本
文
に
拠
る
限
り
は
、
一
連
の
文
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う｣

と
す
る
見
解
は
、
首
肯
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(

�)

。
焦
点
は
、｢

現
行
の
続
紀
の
本

文
に
拠
る
限
り
は｣

に
あ
る
。

全
体
と
し
て
、
風
土
記
研
究
者
の
見
解
は
、
地
名
表
記
を
風
土
記
撰
述
に
包
摂

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
見
は
や
や
異
な
る
。
地
名
表
記
原
則
と

『

風

土
記』

選
進
は
、
同
時
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は

『

風
土
記』

選
進
を
契

機
と
し
て
前
者
が
法
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
が
一
体
の
も
の
と
し
て
、『

風
土
記』

選
進
の
命
令
の
中
に
地
名
表
記
原
則
が

包
摂
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
は
、
論
理
的
に
無
理
が
あ
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

地
名
の
表
記
法
は
そ
れ
以
後
の
行
政
遂
行
上
、
常
に
準
拠
さ
れ
る
べ
き
制
度
で
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
後
述
の
よ
う
に

｢

式｣

と
し
て
集
成
さ
れ
る
必
然
性
が
生
じ

る
。
そ
れ
に
対
し
て

『

風
土
記』

の
選
進
は
、
そ
れ
と
し
て
独
立
し
た
一
つ
の

｢

事
業｣

で
あ
る
。
そ
の
事
業
が
完
成
す
れ
ば
、
そ
こ
で
完
結
す
る
。(

実
際
に
は
、

中
央
政
府
に
於
い
て
そ
れ
が
紛
失
・
散
逸
し
、
延
長
年
間
に
再
度
の

｢

事
業｣

遂

行
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
。)

一
方
は
、｢

法
令｣

で
あ
り
、
他
方
は

｢

官
命｣

で
あ
れ

｢

詔
勅｣

で
あ
れ
、

具
体
的
な
事
業
遂
行
の

｢

命
令｣

で
あ
る
。『

風
土
記』

の
叙
述
も
ま
た
、
新
た

な
地
名
表
記
原
則
に
準
拠
せ
よ
と
言
う
こ
と
な
ら
ば
、
そ
の
事
業
は
、
新
た
な
制

度
を
守
っ
て
遂
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、｢

包
摂
論｣

に
従
え
ば
、『

風
土
記』

叙

述
上
の
基
準
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

た
と
え
ば
、
そ
の
部
分
に
、｢

永
為
恒
例｣

な
ど
の
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
て

い
た
と
し
て
も
、
そ
の
部
分
だ
け
が

｢

式｣

と
し
て
集
成
さ
れ
る
と
い
う
の
も
考

え
に
く
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。｢

新
古
典
文
学
大
系｣

本
の

『

続
日
本
紀』

が
、

明
確
に
こ
れ
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。『

扶
桑
略
記』

に

お
け
る
皇
円
の
認
識
が
検
討
に
値
す
る
と
前
述
し
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

国
名
も
対
象
で
あ
る
と
い
う
植
垣
説
は
、
成
立
し
な
い
と
思
う
。
植
垣
説
の
論

拠
は
、
実
際
に
国
名
表
記
の
改
定
が
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
と
こ
ろ
に
置
か
れ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が

｢

和
銅
六
年
官
命｣

に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
と
い
う
証

拠
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
来
の
文
章
は
、

『

延
喜
式』

の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
私
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
疑
念
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を
発
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
名
の
改
名
・
改
字
は
、
こ
れ
以
前

に
終
わ
っ
て
い
る
と
す
る
の
が
、
古
代
史
学
の
通
説
で
あ
る

(

�)

。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、｢

和
銅
六
年
官
命｣

の
文
面
に
関
し
て
、｢

霊
亀
元

(

三)

年
式｣
の
存
在
に
よ
り
、
直
ち
に
問
題
と
な
る
の
が
、
諸
先
学
が
指
摘
す
る｢

郷｣

と
い
う
文
字
で
あ
る
。
里
制
か
ら
郷
里
制
へ
の
転
換
が
霊
亀
年
間
の
こ
と
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
こ
こ
は
、｢

里｣

と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
、『

続
日
本
紀』

編
纂
者
に
よ
る
、(

編
纂
時
の
制
度
を
基
に
し
た)

書
き
換
え
か
、
あ
る
い
は
誤

記
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

坂
本
太
郎
氏
は
、『

続
日
本
紀』
に
つ
い
て
、
延
暦
年
間
に
入
っ
て
か
ら
の
編

纂
で
、
こ
と
に
前
半
は
三
十
巻
を
十
二
巻
に
圧
縮
す
る
と
い
う
荒
療
治
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、｢

続
紀
が
編
纂
上
の
不
手
際
を
数
々
も
っ
て
い
る

こ
と
は
学
界
の
定
論｣

と
言
っ
て
い
る

(

�)

。
た
し
か
に
、｢

不
手
際｣

と
い
う
こ
と

も
ひ
と
つ
の
見
方
だ
が
、
い
わ
ゆ
る

｢

地
の
文｣
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
編
纂
時
の
知
識
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
と
い
う
見
方
も
あ
り
う
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か

(

�)

。
法
令
を
直
接
全
文
引
用
し
て
い
る
場
合
は
別
と
し
て
も
、
あ
る
年

月
日
に
か
け
た
記
事
で
あ
っ
て
も
、
典
拠
と
な
る
史
料
が
後
代
の
も
の
で
あ
る
場

合
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
法
令
が
、
直
接
採
録
で
あ
る
か
否

か
に
つ
い
て
は
、
検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

曽
我
部
静
雄
氏
は
、
和
銅
四
年
か
ら
七
年
に
か
け
て

『

続
日
本
紀』

に

｢

郷｣

字
の
用
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
、｢

式｣

に
つ
い
て
の
法
制
上
の
理
解
を
根
拠
と

し
て
、
和
銅
年
間
の
前
半
に
里
か
ら
郷
へ
の
転
換
を
命
じ
た
制
勅
が
出
さ
れ
て
お

り
、
霊
亀
元
年
式
は
そ
れ
を
受
け
た

｢

施
行
細
則｣

で
あ
り
、
そ
れ
も
対
象
が
出

雲
国
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
独
特
の
説
を
提
起
し
た
が

(

�)

、
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
坂
本
太
郎
氏
に
よ
る
反
論
に
よ
り
、
成
立
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
出
土
し
た
木
簡
に
よ
っ
て
も
、
曽
我
部
説

の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

｢

郷｣

一
字
を
以
っ
て
し
て
も
、
こ
れ
が
原
文
を
表
現
し
て
い
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
考
え
る
た
め
に
は
、
多
く
の
先
学
が
そ
の
関
連
性
に

つ
い
て

(

た
だ
し
、
ど
う
い
う
関
連
性
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
瞭

で
は
な
い
ま
ま
に)

論
じ
て
い
る
、『

延
喜
式』

巻
二
十
二

民
部
上
の

｢

凡
諸

国
部
内
郡
里
等
名
、
並
用
二
字
、
必
取
嘉
名｣

と
い
う
一
文
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

(

�)

。｢

和
銅
官
命｣

と
こ
の

『

延
喜
式』

の
一
条
と
の
関
係
は
、
必
ず
し

も
十
分
に
分
析
さ
れ
き
っ
て
い
な
い
。
山
田
英
雄
氏
が
、
和
銅
六
年
五
月
に
お
い

て
は
郷
里
制
は
存
在
せ
ず
、
こ
の
記
事
の
郷
は
、
一
般
名
詞
と
し
て
取
り
扱
う
か
、

郷
制
以
後
の
訂
正
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
弘
仁
・
延
喜
式
の
文
章

は
そ
の
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
制
度
に
合
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
一
歩
進
め
、
最
初
出
さ
れ
た
当
時
の
文
面(

原
態)

を
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
と
し
て
い
る
こ
と
を

(

�)

重
視
す
べ
き
で

あ
る
と
思
う
。

｢

和
銅
六
年
官
命｣

は
、
少
な
く
と
も
、｢

郡
里
名｣

と
復
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
曽
我
部
氏
を
除
い
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
異
論

が
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
と
す
れ
ば
、｢

郡
里
等
名｣

と
あ
る

『

延
喜
式』

が
注

目
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
一
、
二
の
例
外

(『

延
喜
式』

を
、
神
亀
三
年

民
部
省
口
宣
と
関
連
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
改

め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る)

を
除
い
て
、
こ
の
両
者
は
関
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
る

の
が
一
般
的
な
の
で
あ
る
が
、
両
者
を
合
わ
せ
て
ひ
と
つ
の
制
度
と
考
え
て
、
そ

の
複
雑
さ
や
あ
い
ま
い
性
を
論
じ
る
場
合
が
多
く
、
両
者
の
内
的
な
関
係
、
そ
の

構
造
は
ほ
と
ん
ど
、
考
察
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
ま
ず
、『

延
喜
式』

と
は

何
者
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
宮
城
栄
昌
氏
は
、｢

延
喜
式
に
収
め
ら
れ
て
い
る
式
は
、
現
行
法
と
し
て
の

効
力
を
有
し
て
い
る
か
否
か
は
第
一
義
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
既
成
式
を
網
羅
し
た
一
大
法
典
を
編
纂
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た｣

と
し
、
さ
ら
に
、｢

延
喜
式
は
、
律
令
時
代
三
百
年
の
歴
史
の
跡
方

で
あ
り
、
律
令
制
社
会
の
成
立
、
発
展
、
衰
頽
の
過
程
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

条
文
個
々
の
成
立
期
と
成
立
意
義
を
通
じ
て
、
そ
の
過
程
を
知
り
得
る
と
こ
ろ
に

延
喜
式
の
歴
史
的
価
値
が
あ
る｣
と
述
べ
て
、
そ
の
史
料
的
性
格
を
明
確
に
規
定

し
て
、
具
体
的
に
各
条
文
に
つ
い
て
の
法
源
を
集
成
し
た
の
で
あ
る

(

�)

。

虎
尾
俊
哉
氏
も
ま
た
、
よ
り
わ
か
り
や
す
い
表
現
で
、｢

延
喜
以
前
の
或
る
時

点
に
お
い
て
成
立
し
、
そ
の
後
或
る
期
間
効
力
を
持
っ
た
も
の
を
、
ほ
と
ん
ど
網

羅
的
に
集
成
し
た
も
の｣

で
あ
る
か
ら
、｢

本
書
を
以
て
直
ち
に
延
喜
・
延
長
頃

の
現
行
法
と
認
識
し
、
従
っ
て
そ
の
内
容
を
以
て
延
喜
・
延
長
頃
の
実
情
に
即
し

た
も
の
と
即
断
す
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
、
注
意
を
喚
起
し
て

い
る

(

�)

。
従
っ
て
、
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、『

延
喜
式』

の
当
該
条
文
の

法
源
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
存
す
る
史
料

に
よ
る
限
り
、
地
名
表
記
に
か
か
わ
る
規
定
は
、｢

和
銅
六
年
官
命｣

と
、｢

神
亀

三
年
民
部
省
口
宣｣

以
外
に
は
見
出
せ
な
い
。
後
者
が
法
源
た
り
得
な
い
こ
と
は

後
述
す
る
が
、｢

和
銅
六
年
官
命｣

と
も
十
分
に
は
重
な
り
合
わ
な
い
こ
と
は
、

先
学
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、｢

式
条｣

と

｢

官
命｣

を
並
列
的
に

取
り
扱
っ
て
、｢

嘉
名
・
好
字
・
二
字｣

の
三
点
セ
ッ
ト
が
、｢

官
命｣

の
実
質
的

内
容
で
あ
る
と
い
う

｢

通
説｣

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、｢

法

源｣

追
求
と
い
う
視
点
は
見
ら
れ
な
い
。

坂
本
太
郎
氏
は
、
郡
郷
名
に
好
字
を
着
け
る
こ
と
と
、
郡
内
の
産
物
や
名
号
の

由
来
を
言
上
さ
せ
る
こ
と
は
、
い
ち
お
う
別
の
こ
と
で
あ
り
、
同
時
の
格
で
令
せ

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
、｢

郡
郷
名
に
好
字
を
つ
け
よ
の
文
は
、

編
者
が
あ
と
か
ら
書
加
え
た
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る｣

と
述
べ
て
い
る
。
五

項
目
一
体
説
へ
の
批
判
で
あ
る
が
、
好
字
の
記
事
は
、
編
者
が
後
代
の
知
識
に
基

づ
い
て
こ
こ
に
書
き
加
え
た
と
い
う
こ
と
は
、｢

好
字｣

使
用
は
こ
の
こ
ろ
定
め

ら
れ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
と
い
う
認
識
に
通
じ
る
。
こ
の
認
識
も
ま
た
、｢

延

喜
式
の
法
源
不
明｣

論
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
坂
本
氏
の
主
張
の
中
心
は
、

｢

好
字｣

と

『

風
土
記』

が
一
応
別
の
こ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
後
段
の
推
論
は
、
少
し
極
論
す
ぎ
る
面
を
持
つ
と
と
も
に
、
坂
本
氏

自
身

｢

も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る｣

と
ぼ
か
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
、
な
ん

と
で
も
解
釈
で
き
て
し
ま
う
曖
昧
さ
を
持
つ
。

む
し
ろ
、
山
田
英
雄
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、『

延
喜
式』

の
表
記
は
、
和
銅
と

い
う
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
っ
て
、
も
し
、

坂
本
氏
の
言
う

｢

編
者
の
書
き
加
え｣

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
編
者
に
そ
の
よ
う

に
認
識
さ
せ
る
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
念

の
た
め
言
え
ば
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、｢

百
歩
譲
っ
て｣

も
、
こ
う
な
る
と
思

う
の
で
、
私
は
坂
本
推
論
を
採
ら
な
い
。

(
９)

秋
本
吉
郎

｢

風
土
記
の
地
名
用
字
と
そ
の
編
述
方
針｣

『

風
土
記
の
研
究』

ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

一
九
六
三

『

風
土
記

日
本
古
典
文
学
大
系
２』

解
説

岩

波
書
店

一
九
五
八

(

�)

植
垣
節
也

｢

風
土
記
撰
進
の
官
命
と
諸
国
の
反
応｣

『

風
土
記

新
編
日
本
古
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典
文
学
全
集』

解
説

小
学
館

一
九
九
七

(

�)

高
藤
昇

｢

和
銅
六
年
五
月
甲
子
の
官
命
の
構
造

｢

畿
内
七
道
諸
国｣

に

つ
い
て

｣

『

風
土
記
研
究』

十
七
号

一
九
九
三

｢

和
銅
六
年
五
月
甲
子
の
官
命
と
そ

の
構
造

風
土
記
の
成
立
試
論

｣
『

新
国
学
の
視
点』

一
九
九
三

(

�)
増
尾
伸
一
郎

｢

風
土
記
編
纂
の
史
的
意
義｣

植
垣
節
也
・
橋
本
雅
之
編

『

風

土
記
を
学
ぶ
人
の
た
め
に』

世
界
思
潮
社

二
〇
〇
一

(

�)

①

直
木
孝
次
郎｢

古
事
記
の
国
名
表
記
に
つ
い
て｣

『

飛
鳥
奈
良
時
代
の
研
究』

塙
書
房

一
九
七
五

初
出
一
九
七
二

大
宝
後
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期

(

慶
雲
四
年
頃
ま
で
に
、
お
お
む
ね)

に
国
名
表
記
の
改
正
が
完
了
し
た
。

②

野
村
忠
夫

｢

律
令
的
行
政
地
名
の
確
立
過
程
―
ミ
ノ
関
係
の
木
簡
を
手
掛

か
り
に｣

井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
編

『

古
代
史
論
叢』

中
巻

吉
川

弘
文
館
一
九
七
八

和
銅
六
年
五
月
制
ま
で
に
、
律
令
制
的
な
国
名
表
記
へ
の
改
定
・
定
着
が

完
了
し
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
和
銅
元
年
籍
の
完
成
を
メ
ド
と
し
た
。

③

鎌
田
元
一

｢

律
令
制
国
名
表
記
の
成
立｣

門
脇
禎
二
編

『

日
本
古
代
国
家

の
展
開

上』

思
文
閣
出
版

一
九
九
五

国
名
表
記
は
、
最
初
か
ら
中
央
政
府
の
手
に
よ
っ
て
一
括
公
定
さ
れ
た
可

能
性
が
高
い
。
郡
里
名
に
つ
い
て
は
、
数
も
多
く
所
管
国
司
の
撰
定
・
言

上
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
た

[

だ
か
ら
国
司
に
対
し
て

｢

命
じ
ら
れ
た｣]

大
宝
四
年
に
諸
国
印
が
鋳
造
さ
れ
た
が
、
公
印
で
あ
る
か
ら
国
名
表
記
が

改
定
さ
れ
れ
ば
印
も
改
鋳
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
ま
で
に
、
律

令
制
国
名
が
確
定
。

④

風
土
記
研
究
の
内
部
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
筏
勲

｢

古
代
国
名
の
二

字
表
記
に
就
い
て｣

『

国
語
国
文
学』

三
六
巻
一
〇
号

一
九
五
七

和
銅
六
年
詔
は
、
郡
郷
名
に
ま
で
拡
げ
て
の
最
後
の
仕
上
げ
の
公
式
表
明
。

(

�)

坂
本
太
郎

｢

出
雲
国
風
土
記
霊
亀
元
年
式
の
意
義
に
つ
い
て｣

『

日
本
古
代
史

の
基
礎
的
研
究』

下
制
度
篇

(

一
九
六
四
年

東
京
大
学
出
版
会)

所
収.

初

出

一
九
五
八
年
。
同

｢

出
雲
国
風
土
記
の
価
値｣

『

風
土
記
と
万
葉
集』

坂
本

太
郎
著
作
集
第
四
巻

(

一
九
八
八
年

吉
川
弘
文
舘)

所
収

初
出

一
九
六

四
年
。

(

�)

た
と
え
ば
、
行
基
の
示
寂
伝

(『

続
日
本
紀』

天
平
二
一
年
二
月
丁
酉
条)

の

成
立
年
代
に
つ
い
て
も
、
記
載
年
次
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
事
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
井
上
薫
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
井
上
説
を
さ
ら
に

降
る
も
の
で
あ
る
事
を
、
拙
稿｢

行
基
伝
の
形
成｣

『

日
本
福
祉
大
学
研
究
紀
要』

三
八
・
三
九
合
併
号

(

一
九
七
九
年)

で
も
触
れ
た
。

(

�)

曽
我
部
静
雄｢

我
が
律
令
時
代
の
里
と
郷
と
に
つ
い
て｣

『

史
林』

三
三
の
五
、

｢

我
国
の
郷
制
度
実
施
の
時
期
に
つ
い
て｣

『

日
本
歴
史』

九
六

(

�)
『

延
喜
式』

の
こ
の
条
は
、『

弘
仁
式』

に
も
採
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、『

紅

葉
山
文
庫
本

令
義
解』

の

｢

戸
令
定
郡
条｣

の
書
き
入
れ
に
よ
っ
て
確
認
で

き
る
。
後
掲
の
宮
城
栄
昌
氏
の

『

延
喜
式

史
料
編』

は
、｢

弘
式
、
諸
國
部
内

郡
里
等
名
、
用
二
字
取
嘉
名｣

と
す
る
が
、『

紅
葉
山
文
庫
本

令
義
解』

の
影

印
本

(

東
京
堂
出
版)

で
確
か
め
る
と
、｢

弘
式
諸
国
郡
内
郡
里
等
名
用
二
字
取

嘉
名｣

と
な
っ
て
い
る
。
虎
尾
俊
哉
編

『

弘
仁
貞
観
式
逸
文
集
成』

(

国
書
刊
行

会)

は
、
原
文
の

｢

郡
内｣

に

｢

部｣

と
傍
書
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宮
城
氏

は
、
校
訂
を
加
え
た
上
で
こ
れ
を
採
録
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
確
か
に

｢

郡

内
の
郡
里
等
の
名｣

で
は
な
く
、｢

部
内
の
郡
里｣

で
な
け
れ
ば
、
意
味
が
通
ら

な
い
。
こ
の
場
合
の

｢

部
内｣

は

｢

く
に
う
ち
・
く
ぬ
ち｣

で
あ
る
。

(

�)

山
田
英
雄

｢

風
土
記｣

岡
崎
敬
・
平
野
邦
雄
編

『

日
本
の
古
代』

第
九
巻

研
究
資
料

(

一
九
七
一
年

角
川
書
店)

所
収

(

	)

宮
城
栄
昌

『

延
喜
式
の
研
究

論
述
篇』

第
四
篇

延
喜
式
の
成
立

第
二

章
・
第
一
節

(

一
九
五
七
年

大
修
舘
書
店)

宮
城
氏
は
、
論
述
篇
に
先
立
っ

て
、｢

個
々
の
条
文
の
成
立
時
期
・
成
立
目
的
・
及
び
以
後
に
お
け
る
施
行
の
変

化
を
知
る｣

た
め
に
、
各
条
毎
に
時
代
の
順
序
に
史
料
を
配
列
し
た

『

延
喜
式

の
研
究

史
料
編』

(

一
九
五
五
年

大
修
舘
書
店)

を
上
梓
し
て
い
る
。

(

)

虎
尾
俊
哉

｢

延
喜
式｣

坂
本
太
郎
・
黒
板
昌
夫
編

『

国
史
大
系
書
目
解
題

上
巻』

(

一
九
七
一
年

吉
川
弘
文
舘)

所
収
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四
｢

嘉
名｣

と

｢

好
字｣

で
は
、
ど
の
様
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。『

延
喜
式』

の
定
め
る
と

こ
ろ
は
、
き
わ
め
て
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
国
に
対
し
て

｢

部
内
の
郡
里
等

の
名｣

に
つ
い
て
命
令
を
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は

｢

二

字｣

で
表
記
す
る
こ
と
と
、｢

必
ず
嘉
名
を
採
用｣

す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
解
釈
を
要
す
る
の
は
、｢

等｣

が
含
む
範
囲
と
、｢

嘉
名｣

と
は
何

を
指
す
の
か
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
さ
し
あ
た
り
問
題

と
な
る
の
は
、
駅
家
・
自
然
地
名
・
地
名
を
帯
び
る
人
名
・
神
社
名
な
ど
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
、
事
実
に
基
づ
い
て
判
断
し
た
上
で
、
そ
れ
が
論
理
整
合
性
を
持
つ

か
否
か
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。(

『

出
雲
国
風
土
記』

で
は
、
駅
家
も
対
象
で

あ
る
。
神
名
帳
な
ど
に
よ
れ
ば
、
神
社
名
は
二
字
表
記
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な

い
。
人
名
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。)

そ
こ
で
、
こ
の
条
文
の

｢

法
源｣

を
例
の

｢

官
命｣

に
求
め
る
こ
と
は
可
能
か

ど
う
か
を
検
討
す
る
。

｢

嘉
名｣

と

｢

好
字｣

と
の
関
係
は
、
後
に
論
じ
る
と
し
て
、｢

二
字
表
記｣

に

つ
い
て
は
、
木
簡
な
ど
の
実
態
史
料
が
、
明
瞭
に
和
銅
六
年
を
基
準
と
し
て
の
二

字
へ
の
転
換
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
全
国
各
地
で
記
入
さ
れ
た
、
膨
大
な

木
簡
の
中
に
は
、｢

遺
制｣

を
示
す
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
勢
は
動

か
な
い
。『

延
喜
式』

の
条
文
の
ど
こ
に
も
、
和
銅
六
年
は
示
唆
も
さ
れ
て
い
な

い
が

(

わ
れ
わ
れ
が
、｢

式
条｣

と

｢

官
命｣

と
の
関
連
を
推
定
す
る
の
は
、
さ

し
あ
た
り
は
、
文
章
上
の
類
似
性
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で

は
な
い)

、『

延
喜
式』

の
条
文
の
示
す
内
容
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
和
銅
六
年
を
転
機

と
し
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
文
章
上
の
類
似
性
云
々
の
問
題
を

越
え
て
、
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
、｢

郷｣

字
に

よ
っ
て
、『

続
日
本
紀』

の
潤
飾
が
確
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
部
分
に

も
加
筆
・
省
略
・
改
変
等
の
潤
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
。

｢

好
字｣

が
潤
飾
で
は
な
い
保
障
は
な
い
。

そ
こ
で
、『

延
喜
式』

の
史
料
的
性
格
を
勘
案
し
て
、｢

官
命｣

を
そ
の
法
源
と

見
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
思
い
切
っ
て

『

延
喜
式』

が
、
本
来
の

｢

官
命｣

で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
提
起
し
た
い
。

ま
ず
、｢

里｣

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『

続
日
本
紀』

の

｢

難
点｣

が
解
決
さ

れ
る
。
次
い
で
、｢

官
命｣

に
欠
け
て
い
る

｢

二
字｣

が
、
実
態
史
料
と
整
合
性

を
持
つ
。｢

諸
国
郡
郷｣

と
い
う
両
様
に
解
釈
さ
れ
る
文
言
が
、｢

諸
国
の
郡
里｣

と
し
て
、
一
義
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
風
土
記
研
究
の
世

界
に
お
け
る
諸
説
併
立
と
は
異
な
り
、｢

国
を
対
象
と
し
な
い｣

と
い
う
の
が

｢

古
代
史
学
界｣

の
定
説
で
あ
る
。
問
題
は
、｢

好
字｣

と｢

嘉
名｣

の
関
係
で
あ
っ

て
、
こ
の
点
に
つ
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
両
者
は
、｢

同
一

内
容
の
別
表
記｣

的
理
解
や
、｢

嘉
名｣

〈｢

好
字｣

(｢

嘉
名｣

は

｢

好
字｣

の
一

具
体
例)

と
い
う
解
釈
が
有
力
視
さ
れ
る
が

(

�)

、
果
た
し
て
そ
れ
は
正
確
で
あ
ろ
う

か
。猿

田
知
之
氏
は
、｢

好
字｣

と

｢

嘉
名｣

を
同
じ
も
の
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か

安
易
で
は
な
い
か
、
な
ぜ

『

延
喜
式』

が

｢

好
字｣

で
は
な
く

｢

嘉
名｣

と
し
た

の
か
と
い
う
問
題
意
識
に
た
っ
た
論
考
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
用
語
に
つ
い
て
、

き
わ
め
て
興
味
深
い
調
査
結
果
を
報
告
し
て
い
る

(

�)

。

氏
に
よ
れ
ば
、｢

好
字｣

は
、『

続
日
本
紀』

に
も
八
世
紀
成
立
の
文
献
に
も
見

ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く

｢

韓
・
漢
土｣

に
お
い
て
も
き
わ
め
て
稀
用
の
語
で
あ
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り
、｢

嘉
〜｣

の
用
例
は
、『

日
本
書
紀』

に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
漢
土
思
想
の
受

容
に
よ
り

『

続
日
本
紀』

に
い
た
っ
て
頻
用
さ
れ
る
。
こ
の
事
実
認
識
そ
の
も
の

は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
う
。

猿
田
氏
は
、
好
字
の
意
義
は
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
官
人
た
ち
な
ら
言
い
そ
う

な
、｢

い
ー
く
ら
か
げ
ん
の
字｣

｢

そ
こ
そ
こ
の
字｣

つ
ま
り

｢

適
当
な
文
字｣

な

の
だ
が
、
そ
れ
が
、
時
代
思
想
と
し
て
瑞
祥
思
想
を
は
じ
め
と
す
る
漢
土
思
想
を

受
容
し
、
模
倣
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
命
名
付
字
は
、｢

嘉
名｣

以
外
に
考
え
ら

れ
な
く
な
る
と
言
う
。
氏
は
ま
ず
、｢

和
銅
官
命｣

＝

｢

好
字｣

、『

延
喜
式』

＝

｢

嘉
名｣

を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ

｢

好
字｣

が

｢

嘉
名｣

に

変
化
し
た
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
、｢

て
き
と
う｣

｢

そ
こ
そ
こ｣

｢

い
い

加
減｣

で
あ
っ
た
も
の

(｢

好
字｣)

が
、
時
代
風
潮
と
し
て
本
来
あ
る
べ
き

｢

嘉

名｣

に
な
っ
た
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

私
が
、
事
実
認
識
と
し
て
重
要
と
言
っ
た
の
は
、｢
嘉
〜｣

が
頻
用
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、｢

好
字｣

が
稀
用
の
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
見
で
は
、

｢

嘉
名｣

こ
そ
が
本
来
の

｢

和
銅
官
命｣

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、

延
喜
期
に
お
い
て
も

｢

現
役
の｣

法
令
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
時
期
で
の
立

法
な
の
で
は
な
い
。(

｢

弘
仁
式｣

と
の
間
だ
け
で
も
一
〇
〇
年
の
履
歴
が
あ
る
。)

そ
し
て
、
和
銅
年
間
に

｢

嘉
名｣

を
置
く
こ
と
は
、
猿
田
氏
の
事
実
認
識
と
矛
盾

し
な
い
。
問
題
は

｢

好
字｣

で
あ
っ
て
、
そ
の
点
は
後
述
す
る
。

(

�)

小
島
憲
之

『

上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学

上』

塙
書
房

一
九
六
二
年

は
、｢

一
方
が
文
字
に
関
し
、
他
方
が
名
前
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

相
違
が
あ
る｣

こ
と
、｢

悪
名
を
捨
て
て
嘉
名
に
改
名
す
る
こ
と
も

(

中
略)

『

好
字』

と
混
同
す
べ
き
で
な
い｣

と
し
つ
つ
も
、｢

好
字
を
つ
け
る
こ
と
は
、

時
に
は
嘉
名
と
な
り
得
る
こ
と
も
あ
る｣

の
で
、｢『

延
喜
式』

の

『

嘉
名』

は
、

む
し
ろ
和
銅
の

『

好
字』

の
一
解
釈
と
も
見
ら
れ
る｣

と
し
て
、｢『

好
字』

の

中
に
、
嘉
名
を
も
含
め
る
説｣

に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

猿
田
知
之

｢『

好
字』

と
そ
の
周
辺｣

『

シ
オ
ン
短
期
大
学
研
究
紀
要』

平
成

七
年
十
二
月
号

一
九
九
五

五

神
亀
三
年
の
口
宣
に
つ
い
て

｢

神
亀
三
年
の
口
宣｣

が
、｢

和
銅
官
命｣

を
徹
底
さ
せ
る
目
的
を
持
っ
て
発
せ

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
論
者
の
間
に
意
見
の
違
い
は
な
い
。『

出
雲

国
風
土
記』

で
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
処
理
さ
れ
た
地
名
が
多
い
。
た
だ

し
、
口
宣
の
内
容
に
つ
い
て
、
近
藤
信
義
氏
は

｢

延
喜
式
に
記
録
さ
れ
て
い
る
記

録
を
持
っ
て
理
解
す
る
の
が
常
套
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち

『

凡
諸
国
部
内
郡
里
等

名
、
並
用
二
字
、
必
取
嘉
名』

と
あ
る
も
の
で
原
則
的
に
は
和
銅
の
官
命
と
異
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、『

好
字』

が

『

嘉
名』

と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の

地
名
は

『

二
字』

で
あ
る
こ
と
の
指
示
が
注
意
さ
れ
る｣

と
述
べ

(

�)

、
上
田
設
夫
氏

も
、
口
宣
は

｢

延
喜
式｣

の
文
言
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
和
銅
の
詔
を

｢

実
質
的

に
追
加
命
令
し
た
も
の｣

と
す
る

(

�)

。
文
字
の
相
違
と

｢

二
字｣

の
指
示
が
、
ど
う

い
う
意
味
で

｢

注
意
さ
れ
る｣

の
か
、
そ
れ
が
な
ぜ
、
原
則
的
に
和
銅
の
官
命
と

異
な
ら
な
い
の
か
、｢

実
質
的
に｣

何
が
追
加
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
意
味
を
解
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
れ
へ
の
論
及
は
な
い
ま
ま
に
、
近
藤
氏
も
上

田
氏
も
、『

延
喜
式』

と

｢

神
亀
三
年
民
部
省
口
宣｣

は
、
全
く
同
じ
、
そ
の
も

の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の

｢

常
套｣
と
な
っ
て
い
る

｢

理
解｣

は
、
失
考
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
わ
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ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
神
亀
の
段
階
で
は

｢

郡
里｣

は
あ
り

え
な
い
。
郷
里
制
下
の
里
な
の
だ
と
い
う
強
弁
は
無
理
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、

｢

諸
国
部
内
郡
郷
里｣

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
法
文
は
、
霊
亀
三
年
以
後
に

は
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
法
源
は
そ
れ
以
前
の
も
の
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
限
り
の
文
献
に
お
い
て
、
和
銅
官
命
の
第
一
項
目
以

外
の
も
の
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、｢

用
二
字｣

と
い
う
条
件
は
基

本
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、｢

和
銅
官
命｣

で
命
じ
漏
ら
し
た
も
の
を
、
追
加
で

出
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
木
簡
な
ど
の
示
す
と
こ

ろ
は
、
二
字
へ
の
転
換
は
、
神
亀
が
画
期
で
は
な
く
、
和
銅
が
画
期
で
あ
る
。
た

だ
し
、『

出
雲
国
風
土
記』

で
は
、
神
亀
の
口
宣
に
よ
っ
て
改
定
さ
れ
た
と
す
る

二
十
八
の
地
名
の
中
で
、
三
字
あ
る
い
は
一
字
か
ら
二
字
に
改
め
ら
れ
た
地
名
は
、

九
例
あ
る
。
な
お
、
著
名
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
伊
農
↓
伊
努
、
伊
努
↓

伊
農
と
い
う
相
反
す
る
改
定
が
共
存
す
る
。

神
亀
の
口
宣
は
、｢

和
銅
官
命｣

を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
出
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
地
名
改
定
が
進
行
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

た
だ
し
、
問
題
は
何
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、『

延
喜
式』

の
文
言
こ
そ
、｢

和
銅
官
命｣
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
猿
田
氏
の
指
摘
は
、
氏
の
結
論
と
は
別
に
、
極
め
て
重
要
で
あ
る

と
思
う
。
し
か
し
、｢

嘉
名｣

は
理
念
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
地
方
官
人
に

と
っ
て
具
体
的
な
用
字
と
の
関
係
で
、
戸
惑
い
も
生
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
こ
で
、｢

字
面
も
よ
い
意
味
を
持
つ
も
の
を
選
べ｣

と
指
示
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
あ
る
意
味
で
は
、｢

好
字｣

は
そ
の
時
点
で
の

｢

官
人
の
造
語｣

で
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い

｢

好
い
字｣

な
ら
、
理
念
的
な
迷
い
を
超
え
て
実
践
的
な
解
決
が

出
来
る
。
だ
か
ら
、
神
亀
三
年
民
部
省
口
宣
に
お
い
て
、｢

好
字｣

が
登
場
し
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
が
、
現
実
の
行
政
指
針
と
な
っ
た
が
故
に
、『

続
日

本
紀』

は
、
後
の
時
期
の
実
態
を
踏
ま
え
て
、｢

嘉
名｣

で
は
な
く
、
分
か
り
や

す
い
も
の
と
し
て
の｢

好
字｣

と
い
う
文
飾
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
わ
せ
て
、

編
纂
の
杜
撰
さ
を
象
徴
す
る
が
ご
と
く
、｢

二
字｣

と
い
う
決
定
的
な
も
う
ひ
と

つ
の
条
件
を
、
書
き
落
と
し
た
の
で
あ
る
。
関
和
彦
氏
は
、｢

神
亀
三
年
民
部
省

口
宣｣

は

｢

風
土
記｣

の
内
容
か
ら
し
て
郷
名
の
改
定
で
あ
っ
て
和
銅
の
命
に
通

じ
る
側
面
が
あ
る
が
、
和
銅
の
命
は
風
土
記
編
纂
の
命
で
あ
り

｢

郷
名
改
字｣

を

命
じ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
独
自
の
解
釈
を
と
る
が

(

�)

、
そ
の
よ
う
に
考
え

る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
改
字
は
、
和
銅
六
年
だ
け
の
課
題
で
は
な
く
、
各
国
風
土
記
の
記
述

に
照
ら
し
て
も
、
重
層
的
に
遂
行
さ
れ
た
し
、
出
雲
国
に
お
け
る
神
亀
三
年
の
決

定
的
意
義
も
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
態
史
料
か
ら
し
て
も
、

和
銅
六
年
は
画
期
的
な
の
で
あ
る
。

(

�)

近
藤
信
義｢『

郡
郷
名
着
好
字』

・
常
陸
国
風
土
記
の
場
合｣

『

国
語
と
国
文
学』

平
成
十
六
年
二
十
一
月
特
集
号

二
〇
〇
四

(

�)

上
田
設
夫

｢

出
雲
国
風
土
記
の
地
名
表
記
に
見
ら
れ
る
好
字
意
識
に
つ
い
て

神
亀
三
年
の
口
宣
に
よ
る
郷
名
改
字
の
問
題

｣
『

風
土
記
研
究』

一

一
号

一
九
九
〇

(

�)

注
７
に
よ
る
。
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ま
と
め

最
も
合
理
的
に
史
料
の
関
連
を
考
察
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得

な
い
の
で
は
な
い
か
。

第
一
に
、｢

和
銅
官
命｣

が
、
地
名
表
記
の
問
題
を

『

風
土
記』

撰
述
の
命
令

の
中
に
包
摂
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
一
方
は

｢

制
度｣

で
あ
り
、
他
方
は

｢

事
業｣

で
あ
る
。
こ
の｢
事
業｣

を
契
機
と
し
て
、｢

制
度｣

を
出
発
さ
せ
た
り
、

こ
の

｢

制
度｣

を

｢

事
業｣

に
適
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
来
別
の

｢

官
命｣

で
あ
る
。
増
尾
氏
の
見
解
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
は

『

続
日
本
紀』

の

こ
の
条
に
は
、
省
略
あ
る
い
は
書
き
換
え
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。(

あ
る
い
は
、

｢

郡
内｣

は

｢

部
内｣

の
誤
記
か
も
し
れ
な
い
。)

第
二
に
、｢

霊
亀
元
年

(

三
年)

式｣

が
あ
る
以
上
、(
そ
の
存
在
は
、
実
態
を

示
す
史
料
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る)

｢

和
銅
官
命｣

は
後
世
の
知
識
に
よ
る
書
き

換
え
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
書
き
換
え
の
存
在
が
動
か
な
け
れ
ば
、

そ
の
可
能
性
は
条
文
全
体
に
及
ぶ
。

第
三
に
、｢

霊
亀
元
年(

三
年)

式｣

が
あ
る
以
上
、｢

神
亀
三
年
民
部
省
口
宣｣

は
、『

延
喜
式』

の
法
源
に
は
な
り
え
な
い
。

第
四
に
、｢

霊
亀
元
年

(

三
年)

式｣

が
あ
る
以
上
、『

延
喜
式』

の
法
源
は
、

そ
れ
以
前
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
名
表
記
の
公
定
に
つ
い
て
の
研
究
成
果

を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
対
象
規
定
は
、
和
銅
六
年
五
月
に
置
か
れ
る
に
ふ
さ
わ
し

い
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

第
五
に
、｢

嘉
名｣

｢

好
字｣

の
用
例
か
ら
す
れ
ば
、
後
者
は
極
め
て
珍
し
い
稀

用
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
地
名
表
記
を
支
え
る
理
念
と
し
て
む
し
ろ
ふ
さ
わ

し
い
。
当
初
か
ら
存
在
し
た
文
字
と
考
え
て
、
矛
盾
は
な
い
。

第
六
に
、｢

二
字
表
記｣

も
、
地
名
改
定
の
理
念
か
ら
見
て
も
、
実
態
史
料
の

あ
り
方
か
ら
見
て
も
、
和
銅
に
ふ
さ
わ
し
い
。

し
た
が
っ
て
、
結
論
は
、
こ
う
な
る
と
思
う
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

和
銅
六
年
五
月
丙
子
条
は
、
お
そ
ら
く
太
政
官
符

(

あ
る
い
は
民
部
省
符)

と

し
て
発
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

『

延
喜
式』

民
部
上
に
収
め
ら
れ
た
文
章
に
復
元
さ

れ
る
。
霊
亀
三
年
式
に
お
い
て
郷
里
制
へ
の
移
行
が
定
め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、

和
銅
の
法
令
の
う
ち
、｢

里｣

と
あ
る
も
の
は
、｢

郷｣

と
読
み
替
え
ら
れ
る
。

(

た
だ
し
、
元
態
は
、
そ
の
ま
ま
で
三
代
の

｢

式｣

の
集
成
に
引
き
つ
が
れ
る
。)

実
践
上
の
迷
い

(

あ
る
い
は
混
乱)

を
踏
ま
え
て
、
制
度
の
徹
底
と
あ
わ
せ
て
、

理
念
的
な

｢

嘉
名｣

は
、
具
体
的
な

｢

好
字｣

で
あ
る
こ
と
が
、
神
亀
三
年
の
民

部
省
口
宣
で
示
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
で
、
関
連
諸
史
料
が
合
理
的
・
体
系
的
に
把
握
さ
れ
、

実
態
を
示
す
史
料
と
も
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上

本
稿
の
要
旨
は
、
名
古
屋
古
代
史
研
究
会
例
会

(

二
〇
〇
九
年
六
月
六
日

於

名
古
屋
大
学
文
学
部)

で
報
告
し
、
会
員
各
位
か
ら
ご
教
示
・
ご
助
言
を
受
け
る

こ
と
が
出
来
た
。
論
旨
に
変
更
は
な
い
が
、
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。(

二
〇
一
〇

年
九
月)
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