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一
　

令
制
国
名
表
記
検
討
の
前
提

　

今
日
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
尾
張
・
三
河
と
い
う
地
域
呼
称
は
、
古
代
令
制
下

の
国
名
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
国
名
を
全
国
に
わ
た
っ
て
網
羅
的
に
記

載
し
て
い
る
の
は
『
延
喜
式
』
と
『
和
名
類
聚
抄
』
で
あ
ろ
う
が
、
も
と
よ
り
そ

れ
は
、
国
の
分
立
等
に
よ
っ
て
新
た
に
生
じ
た
国
名
を
含
め
た
、
改
定
さ
れ
た
二

次
的
な
も
の
で
あ
り
、
公
定
が
そ
れ
以
前
に
実
施
さ
れ
た
事
業
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
公
式
に
定
め
ら
れ
使
用
さ
れ
た
国
名
表
記
（
公
定
国
名
表

記
）
が
、
何
時
、
如
何
な
る
状
況
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

律
令
国
家
成
立
史
上
の
一
問
題
で
あ
る
。

　

公
定
国
名
表
記
成
立
の
前
提
と
し
て
、
令
制
国
の
成
立
と
い
う
問
題
が
あ
る
の

だ
が
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
編
纂
さ
れ
た
史
料
ば
か
り
で
は
な
く
、
令
制
国
の

成
立
時
点
以
前
の
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
木
簡
に
、
国
名
に
相
当
す
る
地
名

が
「
国
」
字
を
付
け
た
り
付
け
な
か
っ
た
り
し
な
が
ら
現
れ
る
。
狭
い
地
点
で
は

な
く
そ
れ
な
り
に
広
域
の
地
域
名
称
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
、
そ
の
中
か
ら

行
政
地
名
が
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
行
く
の
か
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
解
明
済
み

と
は
言
え
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、「
国
」
字

が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
応
の
見
通
し
を
つ
け
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
令
制
国
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、『
日
本
書
紀
』
天

武
十
二
年
（
六
八
三
）
十
二
月
丙
寅
条
・
同
十
三
年
十
月
辛
巳
条
・
同
十
四
年
十

月
己
丑
条
に
記
さ
れ
た
「
国
境
確
定
事
業
」
で
あ
る
。
大
町
健
氏
は
、
こ
の
国
境

確
定
の
意
義
に
つ
い
て
、
領
域
区
画
の
国
へ
と
転
換
し
た
も
の
と
し
て
、「
領
域

区
画
と
し
て
の
律
令
制
的
国
の
起
点
は
、
こ
こ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

さ
れ
た

（
１
）

。
館
野
和
己
氏
は
、「
各
国
の
範
囲
の
画
定
と
と
も
に
、
国
（
国
司
）
―

郡
（
評
）（
司
）
の
関
係
が
明
確
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
さ
れ
て
い

る
（
２
）。

ま
た
、
鐘
江
宏
之
氏
は
、
早
川
庄
八
氏
の
七
道
制
成
立
論

（
３
）

を
承
け
て
、
こ
の

事
業
の
意
義
を
、
国
造
制
支
配
原
理
の
否
定
と
、
七
道
制
確
立
の
二
面
か
ら
論
じ
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二

ら
れ
た

（
４
）

。

　

た
し
か
に
、
領
域
区
画
と
し
て
の
令
制
国
の
編
成
原
理
は
、
評
（
郡
）
や
五
十

戸
（
里
）
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
里
が
「
戸
令
為
里
粂
」
に
「
凡
戸
以
五
十

戸
為
里
」
と
あ
る
よ
う
に
戸
の
数
（
従
っ
て
人
間
の
数
）
を
基
準
に
定
め
た
も
の

で
あ
り
、
郡
も
ま
た
「
戸
令
定
郡
条
」
に
「
凡
郡
以
廿
里
以
下
、
十
六
里
以
上
、

為
大
郡
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
『
令
義
解
』
が
「
郡
不
得
過
千
戸
、
若
余
五
十

戸
以
上
者
、
隷
入
比
郡
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
区
分
で
あ
る
里
制
の

延
長
上
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て

（
５
）

、
国
は
あ
く
ま
で
も
領
域
の
区
画
で
あ

る
。
人
間
の
区
分
で
あ
る
郡
（
評
）
―
里
制
を
管
轄
す
る
郡
司
の
上
に
、
領
域
を

管
轄
す
る
国
司
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
域
的
人
民
編
成
と
し
て

の
令
制
国
制
が
出
現
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
国
境
確
定
は
、
決
定
的
画
期
で
あ

る
。
森
公
章
氏
が
「
こ
の
時
に
令
制
国
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て

い
る
の
は
首
肯
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
６
）

。
丸
山
裕
美
子
氏
は
、
令
制
の
国
境
が
、

山
河
な
ど
に
よ
っ
て
大
ま
か
に
区
画
さ
れ
て
い
た
国
造
の
国
境
と
は
異
な
る
こ
と

を
承
認
し
つ
つ
も
、
支
配
レ
ベ
ル
は
違
っ
て
も
「
国
」
が
国
造
の
ク
ニ
を
継
承
し

て
い
る
側
面
（
令
制
国
の
内
に
国
造
の
ク
ニ
の
領
域
を
継
承
し
て
い
る
）
に
注
目

す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
が

（
７
）

、
異
な
る
原
理
に
基
づ
く
も
の
の
中
に
も
継
承
さ
れ

る
側
面
が
あ
る
こ
と
、
段
階
を
追
っ
て
形
成
さ
れ
て
く
る
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
お
さ

え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
指
摘
と
、
理
解
し
た
い
。

　

た
だ
し
、
二
つ
の
点
に
つ
い
て
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
一
つ

は
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
以
前
に
お
い
て
も
国
司
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
こ
こ
に
お
い
て
国
司
の
役
割
が
転
換
し
た
の
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
第
一
の
点
と
も
係
わ
る
の
で
あ
る
が
、
令
制
国
の

成
立
と
い
う
場
合
に
は
、
領
域
の
み
で
な
く
、
地
方
行
政
の
仕
組
み
さ
ら
に
は
国

が
遂
行
す
べ
き
行
政
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
町
健
氏
は
、
領
域
区
画
と
し
て
の
国
の
上
に
残
っ

て
い
た
惣
領
の
国
が
廃
止
さ
れ
た
大
宝
令
施
行
時
を
以
っ
て
令
制
国
が
領
域
的
人

民
支
配
の
基
本
的
領
域
区
画
と
し
て
確
立
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
大
宝
令
の
施

行
は
領
域
区
画
を
定
め
る
に
と
ど
ま
ら
す
、
国
と
い
う
行
政
組
織
・
行
政
単
位
が

遂
行
す
べ
き
政
治
の
内
容
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
も
令
制
国
の

確
立
時
点
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
令
制
的
国
司
制
の
確
立
を
も

意
味
す
る
。「
職
員
令
大
国
条
」「
戸
令
国
司
巡
行
条
」
に
規
定
さ
れ
る
国
司
の
職

掌
が
、
令
制
国
の
機
能
を
端
的
に
表
現
す
る
。
大
宝
令
と
養
老
令
と
は
、
字
句
の

相
違
を
除
き
、
基
本
的
構
造
に
変
化
は
な
い
が
、
大
宝
令
成
立
以
前
の
国
司
の
職

掌
は
，
な
お
そ
れ
以
前
の
も
の
を
引
き
ず
っ
て
お
り
、
令
制
の
そ
れ
と
は
異
な
る

面
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
黛
弘
道
氏
が
論
じ
て
お
ら
れ
る

（
８
）

。

　

さ
て
、
実
態
史
料
で
あ
る
木
簡
の
記
載
で
は
、
ど
の
よ
う
な
様
相
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
最
も
多
く
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
三
野
（
国
）
を
例
と
し

て
、
見
て
行
こ
う
。（
以
下
は
、
独
立
行
政
法
人
文
化
財
研
究
所
奈
良
文
化
財
研

究
所
編
『
評
制
下
荷
札
木
簡
集
成
』
二
〇
〇
六
年
　

東
京
大
学
出
版
会
に
拠
る
。）

　
　

①
　

乙
丑
年
（
天
智
四
年
・
六
六
九
年
）
　
　
　

三
野
国
ム

（
牟
）

下
評

　
　
　
　

（
石
神
遺
跡
出
土
）

　
　

②
　

丁
丑
年
（
天
武
六
年
・
六
七
七
年
）
　
　
　

三
野
国
加
尓
評

　
　
　
　

（
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
）

　
　

③
　

丁
丑
年
（
天
武
六
年
・
六
七
七
年
）
　
　
　

三
野
国
刀
支
評

　
　
　
　

（
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
）

　
　

④
　

己
卯
年
（
天
武
八
年
・
六
七
九
年
）
　
　
　

三
野
国
加
尓
評

　
　
　
　

（
石
神
遺
跡
出
土
）
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三

　
　

⑤
　

庚
辰
年
（
天
武
九
年
・
六
八
〇
年
）
　
　
　

三
野
大
野
□

（
評
カ
）

　
　
　
　

（
石
神
遺
跡
出
土
）

　
　

⑥
　

癸
未
年
（
天
武
十
二
年
・
六
八
三
年
）
　
　

三
野
大
野
評

　
　
　
　

（
藤
原
宮
跡
出
土
）

　
　

⑦
　

甲
申
年
（
天
武
十
三
年
・
六
八
四
年
）
　
　

三
野
大
野
評

　
　
　
　

（
石
神
遺
跡
出
土
）

　
　

⑧
　

乙
酉
年
（
天
武
十
四
年
・
六
八
五
年
）
　
　

三
野
国
不
□
評

　
　
　
　

（
石
神
遺
跡
出
土
）

　
　

⑨
　

戊
子
年
（
持
統
二
年
・
六
八
八
年
）
　
　
　

三
野
国
加
毛
評

　
　
　
　

（
飛
鳥
京
苑
池
遺
構
出
土
）

　
　

⑩
　

丙
申
年
（
持
統
十
年
・
六
九
六
年
）
　
　
　

三
野
□

（
国
カ
）山

方
評

　
　
　
　

（
藤
原
京
跡
出
土
）

　
　

⑪
　

戊
戌
年
（
文
武
二
年
・
六
九
八
年
）
　
　
　

三
野
国
厚
見
郡

　
　
　
　

（
藤
原
宮
跡
出
土
）

　
　

⑫
　

己
亥
年
（
文
武
三
年
・
六
九
九
年
）
　
　
　

三
野
国
各
□

（
牟
カ
）□

　
　
　
　

（
藤
原
宮
跡
出
土
）

　

⑤
⑥
⑦
と
⑧
以
下
と
を
対
比
的
に
見
る
と
、
国
境
画
定
（
令
制
国
制
成
立
）
以

前
の
表
記
は
、
評
―
五
十
戸
（
里
）
が
存
在
し
て
い
る
当
該
地
の
地
域
名
称
を
記

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
以
後
は
そ
れ
が
国
名
と
し
て
公
認
さ
れ
た
も
の
（
た
だ

し
、
そ
れ
は
本
稿
の
主
題
で
あ
る
公
定
国
名
表
記
と
は
異
な
る
。「
三
野
」
の
令

制
下
に
お
け
る
表
記
は
「
美
濃
」
で
あ
る
。）
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の

限
り
で
は
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
令
制
国
の
成
立
時
点
の
問
題
を
、
傍
証
す
る
こ

と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
①
②
③
④
の
存
在
は
、
そ
の
反
証
と
な
る
。
森
公
章
氏
は
、
先
取

り
的
な
も
の
と
見
る
か
、
あ
る
い
は
令
制
国
成
立
以
前
の
国
造
の
ク
ニ
を
基
盤
と

す
る
地
域
名
を
記
し
た
も
の
と
見
る
な
ど
の
考
え
方
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た

（
９
）

。

「
先
取
り
的
な
も
の
」
と
い
う
の
は
、
概
念
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
思
う
が
、「
国

造
の
ク
ニ
を
基
盤
と
す
る
地
域
名
」
と
い
う
の
は
、
あ
り
う
る
想
定
で
あ
る
と
思

う
。
国
造
の
管
轄
す
る
対
象
領
域
を
指
す
名
称
と
し
て
は
、
国
造
と
い
う
名
称
か

ら
考
え
て
も
、「
国
」
以
外
の
も
の
は
考
え
に
く
い
。『
隋
書
』
倭
国
伝
に
見
え
る

「
軍
尼
」
は
人
数
表
記
で
あ
る
か
ら
、「
国
造
」
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

は
他
な
ら
ぬ
「
ク
ニ
」
を
管
轄
す
る
が
故
の
呼
称
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
国
造
と
評
の
関
係
如
何
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。『
国
造
本
紀
』
に
寄
れ
ば
、
美
濃
国
の
範
囲
に
は
、
額
田
国
造
、

三
野
前
国
造
、
三
野
後
国
造
が
存
在
し
た
。（
額
田
郡
が
参
河
国
以
外
に
は
見
出

さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
額
田
国
造
を
参
河
に
求
め
よ
う
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、

『
国
造
本
紀
』
の
記
載
順
、
美
濃
国
池
田
郡
額
田
郷
の
存
在
、
額
田
国
造
が
和
邇

臣
系
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
江
な
い
し
美
濃
に
求
め
る
「
通
説
」
に
従
う
。）

そ
れ
以
外
に
、『
古
事
記
』
開
化
段
に
は
三
野
国
之
本
巣
国
造
、『
釈
日
本
紀
』
所

引
『
上
宮
記
』
の
「
一
云
」
に
は
牟
義
都
国
造
の
名
が
見
え
る
。
牟
義
都
は
木
簡

①
の
「
ム
下
」
に
他
な
ら
な
い
。
三
野
前
国
造
・
三
野
後
国
造
は
三
野
国
に
引
き

継
が
れ
、
本
巣
国
造
・
牟
義
都
国
造
は
評
→
郡
に
、
額
田
国
造
は
里
に
引
き
継
が

れ
る
。

　

こ
の
場
合
、「
国
」
字
を
記
さ
ず
地
域
名
称
の
み
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
場
所
を
指
示
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、「
評
―
五
十
戸
」
の
上
に
冠
せ
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
違
和
感
が
な
い
が
、「
国
」
字
を
添
え
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を

単
純
に
「
国
造
の
ク
ニ
」
と
み
な
す
な
ら
ば
、
国
造
が
上
位
の
概
念
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
評
制
の
成
立
に
つ
い
て
、
段
階
的
成
立
説
・
孝
徳
朝
全
面
施
行
説
の
い
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四

ず
れ
の
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
、
評
制
が
国
造
制
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
採
用
さ

れ
た
も
の
と
見
る
限
り
、
整
合
性
を
欠
く
。「
国
造
の
ク
ニ
を
基
盤
と
す
る
地
域

名
」
と
い
う
の
は
、「
国
造
制
の
も
と
で
の
ク
ニ
の
名
称
を
引
き
継
ぐ
地
域
名
」

と
し
て
、（
地
域
で
あ
る
以
上
は
、
当
然
一
定
の
領
域
を
指
示
す
る
こ
と
も
当
然

で
あ
る
が
）
こ
れ
を
あ
く
ま
で
も
地
名
と
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
と
解
釈
し
た

い
。「
評
―
五
十
戸
（
里
）」
と
い
う
地
域
行
政
単
位
が
存
在
す
る
そ
の
当
該
地
域

を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
段
階
で
は
、
全
体
と
し
て
「
国
」
字
の
有
無
で
令
制
国
の

成
立
を
直
接
に
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
が
、
さ
し
あ
た
り
、
⑧
以
下
と
、

①
～
④
の
「
国
」
字
は
、
意
味
が
異
な
る
も
の
と
し
て
お
く
他
は
あ
る
ま
い
。
国

境
が
定
ま
る
前
の
国
司
と
そ
れ
以
後
の
国
司
を
同
一
視
で
き
な
い
の
と
同
様
で
あ

る
。

　

国
造
制
と
評
制
と
の
関
係
は
、
な
お
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ

る
と
思
う
が
、
現
時
点
で
は
、
鎌
田
元
一
氏
の
、
孝
徳
期
に
お
け
る
一
斉
建
評
を

認
め
る
と
と
も
に
、「
孝
徳
朝
以
後
に
お
け
る
国
造
の
存
在
は
そ
の
ま
ま
領
域
と

し
て
の
ク
ニ
の
存
続
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
即
ち
評
制
と
国
造
制
が
地
域

的
に
併
存
す
る
の
で
は
な
く
、
次
元
を
こ
と
に
し
て
重
な
り
合
っ
て
存
在
す
る
」

と
さ
れ
る
見
解

）
10
（

を
支
持
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
仁
藤
敦
史
氏
の
、
国
造
・
評

造
・
五
十
戸
造
の
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
於
け
る
税
の
貢
納
・
人
の
徴
発
の
分
担
を

想
定
す
る
見
解

）
11
（

と
整
合
的
で
あ
る
と
思
う
し
、
さ
ら
に
、
個
人
負
担
の
問
題
ま
で

含
め
て
、
木
簡
の
多
様
な
記
載
を
総
体
と
し
て
把
握
す
る
視
点
を
提
起
す
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
。
国
名
表
記
の
あ
り
方
も
こ
れ
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

　

二
　

公
定
国
名
表
記
成
立
時
点
検
討
の
方
法

　

令
制
国
成
立
に
伴
い
、
国
名
表
記
が
公
定
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
あ

る
時
点
に
お
い
て
、
全
国
一
斉
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
国
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
何
時
の
こ
と
で
あ
る
の
か
。
後
者
だ
と
す
れ
ば
か
な
り
随
意
的
に
行
わ
れ

た
の
か
、
あ
る
い
は
、
特
定
の
期
間
に
お
い
て
実
行
さ
れ
た
の
か
。
こ
う
し
た
問

題
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
、
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

  

こ
の
問
題
に
対
し
て
、
公
定
以
前
と
以
後
の
国
名
表
記
を
持
つ
実
態
史
料
の
分

析
に
よ
っ
て
、
帰
納
法
的
に
接
近
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
が
、
直
木
孝
次
郎
氏

）
12
（

と
野

村
忠
夫
氏

）
13
（

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
両
氏
と
も
に
公
定
国
名
表
記
の
成
立
時
点
に
つ

い
て
、
あ
る
程
度
の
時
間
幅
を
認
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
時
間
幅

と
い
う
も
の
が
、
そ
の
間
の
ど
こ
か
特
定
の
時
点
と
い
う
意
味
な
の
か
、
そ
の
幅

の
中
で
順
次
成
立
し
て
行
く
と
い
う
意
味
な
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
論
じ
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
宝
令
施
行
後
の
時
期
に
つ
い
て
「
な
お
画
一
的
な

歩
み
を
と
ら
ず
、
ま
た
公
定
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
旧
表
記
が
併
用
さ
れ
る
一
面

が
あ
っ
た
」
が
、
和
銅
六
年
ま
で
に
は
「
ほ
ぼ
全
国
的
に
公
的
な
国
名
表
記
の
画

一
的
な
定
着
化
が
終
了
し
て
い
た
」
と
さ
れ
る
野
村
氏
の
表
現
か
ら
は
、
後
者
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
。

　

両
氏
の
方
法
と
結
論
に
対
し
て
批
判
を
加
え
た
鎌
田
元
一
氏

）
14
（

は
、「
事
柄
の
性

質
か
ら
見
て
、
そ
の
完
全
な
定
着
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
表
記
の

公
定
そ
れ
自
体
は
あ
る
時
点
で
一
斉
に
な
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
」
と
さ
れ
、「（
直
木
・
野
村
）
両
氏
の
用
い
た
史
料
と
方
法
に
よ
っ
て
も
、
律
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五

令
制
国
名
表
記
の
公
定
が
行
わ
れ
た
時
期
を
ほ
ぼ
特
定
の
時
点
に
ま
で
絞
り
込
む

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
、
そ
れ
が
可
能
か
。「
あ
る
時

点
で
一
斉
に
な
さ
れ
る
と
見
る
限
り
、
あ
る
国
に
関
す
る
あ
る
時
点
の
史
料
に
す

で
に
改
定
さ
れ
た
新
表
記
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
そ
の
国
の
こ
と
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
（
中
略
）、
一
般
的
事
実
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
」
の

だ
か
ら
、「
改
定
さ
れ
た
史
料
の
上
限
と
旧
表
記
に
よ
る
史
料
の
下
限
と
を
追
求

す
れ
ば
、
適
切
な
史
料
に
恵
ま
れ
る
限
り
」
そ
の
転
換
時
点
を
特
定
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。

　

鎌
田
氏
は
、
そ
の
上
限
・
下
限
が
同
一
の
国
の
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
も

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
図
式
的
に
言
え
ば
、
検
討
の
仕
方
は
以
下
の
よ
う
に
な

る
。
ま
ず
、
ど
の
国
の
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
か
ら
、
旧
表
記
を
持
つ
史
料
を
す

べ
て
網
羅
し
そ
の
中
で
の
下
限
を
確
定
す
る
。
一
方
、
同
じ
要
領
で
新
表
記
史
料

の
上
限
を
確
定
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
転
換
の
時
点
す
な
わ
ち
公
定
の
時
点
は
、

前
者
の
下
限
以
降
・
後
者
の
上
限
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
理
想
的
に
言
え

ば
、
下
限
と
上
限
と
が
接
続
し
て
い
る
の
が
望
ま
し
い
し
、
そ
う
で
な
く
て
も
そ

の
間
隔
が
狭
い
ほ
ど
時
点
を
特
定
＝
限
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。「
適
切
な
史
料

に
恵
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
方
法
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
極
め
て
論
理
的
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

国
名
表
記
を
持
つ
史
料
の
具
体
相
に
即
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
様
々
な
不
都
合

が
生
じ
て
く
る
。
一
つ
に
は
、
鎌
田
氏
も
自
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
下
限
と
い

う
も
の
は
明
確
に
定
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新

表
記
出
現
以
後
の
旧
表
記
と
い
う
事
例
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
、
不
注
意
・
不

徹
底
に
よ
る
遺
存
例
な
の
か
、
許
容
さ
れ
た
併
用
例
な
の
か
、
そ
れ
自
体
と
し
て

区
別
が
つ
か
な
い
し
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
史
料
上
の
下
限
は
、
公
定
の
時

点
と
は
直
結
し
な
い
。
と
す
れ
ば
、
旧
表
記
は
基
準
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
新
＝

公
定
表
記
の
上
限
の
み
が
基
準
と
な
る
。
鎌
田
氏
は
「
新
表
記
の
上
限
は
よ
い
と

し
て
も
」
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
実
は
、
事
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
鎌
田
氏
の
論

理
が
貫
徹
す
る
た
め
に
は
、
公
定
国
名
表
記
は
あ
く
ま
で
も
「
新
表
記
」
で
あ
っ

て
、「
旧
表
記
」
か
ら
転
換
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
旧
表
記
」
時
代

か
ら
使
わ
れ
て
き
た
も
の
を
追
認
し
て
公
定
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
表
記

は
、
時
点
を
定
め
る
基
準
に
は
な
ら
な
い
。
出
雲
が
そ
の
例
に
当
た
る
こ
と
は
、

既
に
野
村
氏
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
尾

張
・
尾
治
は
併
存
し
て
お
り
、
公
定
表
記
で
も
あ
る
尾
張
の
初
見
は
、
天
武
期
に

遡
る
。
し
か
し
、
こ
の
存
在
を
も
っ
て
、
律
令
制
国
名
表
記
の
成
立
を
天
武
期
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
、
新
表

記
の
出
現
＝
表
記
公
定
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
方
法
は
、

成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
鎌
田
氏
は
、
上
限
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
な
い

ま
ま
、「
適
切
な
史
料
」
の
探
索
を
放
棄
し
、『
続
日
本
紀
』
大
宝
四
年
四
月
甲
子

（
九
日
）
条
に
見
え
る
諸
国
印
の
鋳
造
を
契
機
と
し
て
公
定
が
な
さ
れ
た
と
す
る

新
説
を
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
見
解
は
、
論
理
と
し
て
は
説
得
性
を
持
っ
て
い
る
と

思
う
。
国
印
鋳
造
を
一
つ
の
定
点
と
し
て
、
諸
史
料
の
整
合
的
な
理
解
が
可
能
か

ど
う
か
、
検
討
し
て
み
る
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
国
印
の
形
状
そ
の
も
の

が
国
名
の
二
字
表
記
を
要
求
す
る
と
い
う
鎌
田
説
は
首
肯
で
き
る
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
す
で
に
二
字
表
記
に
な
っ
て
い
る
多
く
の
国
名
表
記
を
さ
ら
に
改
訂
す
る
と

い
う
必
然
性
は
出
て
こ
な
い
と
思
う
。
表
記
改
定
の
背
景
と
し
て
、
例
の
「
好

字
・
嘉
名
」
に
通
じ
る
意
識
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
説
明
で
き

る
事
例
は
少
な
い
。
さ
し
あ
た
り
成
案
は
な
い
が
、
問
題
点
の
一
つ
と
し
て
指
摘
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六

し
て
お
き
た
い
。

　

三
　

尾
張
の
国
名
表
記

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
尾
張
国
の
表
記
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
木
簡

の
記
載
か
ら
見
れ
ば
、
尾
張
国
に
つ
い
て
は
、
尾
張
と
尾
治
の
二
つ
の
表
記
が

あ
っ
た
。
ま
た
、
人
名
の
場
合
に
も
尾
張
王
・
尾
治
王
が
諸
史
料
に
見
ら
れ
る
。

「
ヲ
ハ
リ
」
が
小
治
・
小
墾
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
尾
張
が
公
定
国
名
表
記
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
尾
治
が
公

定
以
前
に
見
ら
れ
る
表
記
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
単
純
に
、
尾

治
か
ら
尾
張
に
転
換
し
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
旧
稿
に

お
い
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

）
15
（

。

　

す
な
わ
ち
、
年
紀
を
記
す
尾
治
表
記
の
木
簡
の
初
出
年
次
は
辛
卯
年
（
持
統
五

年
・
六
九
一
年
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
岸
俊
男
氏
が
、
天
武
十
年
（
六
八
一

年
）
閏
七
月
前
後
の
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
飛
鳥
古
京
木
簡
に
、「
尾
張
」
表

記
の
削
屑
木
簡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
藤
原
宮
木
簡
に
も
「
尾
張
国
□
□
評
」
が

あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
四
日
市
市
西
ヶ
広
遺
跡
出
土
の
須
恵
器
ヘ
ラ
書
き
「
尾
治

山
寸
」
と
大
県
神
社
所
蔵
の
須
恵
器
の
ヘ
ラ
書
き
「
尾
張
山
寸
」
が
併
存
す
る
こ

と
を
指
摘
し
、
尾
張
・
尾
治
の
並
存
の
事
実
と
尾
張
先
行
の
可
能
性
に
つ
い
て
述

べ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
新
出
木
簡
の
集
積
に
よ
っ
て
、
事
態
は
ま
す
ま
す
明

瞭
に
な
っ
た
。
改
め
て
、
確
認
し
て
行
き
た
い
。（
な
お
、
以
下
の
木
簡
は
、
い

ず
れ
も
『
愛
知
県
史
』
資
料
編
６
・
７
に
、
法
量
・
出
土
遺
構
な
ど
の
注
記
と
と

も
に
釈
文
・
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
文
章
の
み
を
掲
げ
る
。）

○
　

評
制
下
の
木
簡
で
年
紀
を
記
す
も
の
。

　

①
　

・
戊
寅
年
十
二
月
尾
張
海
評
津
嶋
五
十
戸

　
　
　

・
韓
人
部
田
根
春

（
マ
マ
）赤

米
斗
加
支
各
田
部
金  

　

②
　

・
辛
卯
年
十
月
尾
治
国
知
多
評

　
　
　

・
入
見
里
神
部
身

三
斗

　

③
　
　

乙
未
年
　

尾
□

（
治
国
カ
）

□
／
□

（
守
カ
）部

□
（「
乙
未
年
」
の
下
に
、
二
行
に
割
書
き
）

　

④
　

・
丙
申
年
九
月
廿
五
日
尾
治
国
尓
皮
評
□

　
　
　

・
　

人
□

（
敢
石
部
カ
）

□
□

○
　

年
紀
を
欠
く
が
、「
五
十
戸
」
表
記
の
も
の
。

　

⑤
　

・
尾
治
国
山
田
評
山
田
五
十
□

（
戸
人
カ
）

□

　
　
　

・
三
□

（
家
人
部
カ
）

□
□
万
呂
米
五
斗

　

⑥
　
　

尾
張
海
評
堤
□

（
田
五
十
戸
カ
）

□
□
□

　

⑦
　

・
尾
治
□
評
嶋
田
五
十
戸

　
　
　

・
□
□
　
　
　

□

　

⑧
　
　

尾
張
海
評
□
□
五
□

（
十
戸
カ
）

□

○
　

「
評
―
里
」
表
記
の
も
の
。

　

⑨
　

・
尾
治
国
春
部
池
田
里

　
　
　

・
三
家
人
部
□
　
　
　

米
六
斗
入

○
　

「
評
」
の
み
分
か
る
も
の
。

　

⑩
　
　

□
治
国
春
部
春
□

　

⑪
　

・
尾
治
国
羽
栗
評
□

　
　
　

・
人
椋
橋
部
刀
良
□

（
国
カ
）□

□
（
六
カ
）

　

⑫
　
　

尾
張
国
□
□
評
□

　

①
は
、
国
名
表
記
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
検
討
す
べ
き
多
く
の
問
題
を
含
む
木

簡
で
あ
る
。
ま
ず
、
津
嶋
五
十
戸
（
津
嶋
里
）
は
、『
和
名
抄
』
に
も
見
え
ず
、
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（
牛
頭
天
王
信
仰
の
拠
点
で
あ
る
津
島
社
も
、『
延
喜
式
』
に
見
え
な
い
。）
そ
の

解
釈
が
さ
ま
ざ
ま
に
試
み
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
議
論
は
根
底
か
ら
立

て
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
木
簡
は
、
現
状
に
於
け
る
「
尾
張
」
地
名
の

初
出
史
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
里
名
と
し
て
も
「
津
嶋
」
が
最
も
古
い
時
点
で
確

認
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。『
和
名
抄
』
記
載
の
郷
名
の
性
格
、『
古
律
書
残
篇
』

と
の
関
連
、
津
島
社
の
問
題
な
ど
、
多
く
の
検
討
す
べ
き
課
題
が
生
じ
て
い
る
。

ま
た
、「
春
赤
米
」
は
「
舂
赤
米
」
の
誤
記
で
あ
る
が
、
韓
人
部
と
い
う
渡
来
系

の
人
物
が
負
担
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
丈
量
責
任
者
と
し
て
各
田
部
（
額
田
部
）

の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
天
平
期
に
は
、
海
部
郡

の
主
帳
と
し
て
額
田
部
が
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
赤
米

は
、
酒
造
米
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、「
天
平
六
年
尾
張
国
正
税
帳
」（
正
倉
院
文

書
）
に
よ
れ
ば
、
大
炊
寮
に
納
め
る
酒
料
赤
米
二
五
九
石
を
調
達
す
る
た
め
に
、

正
税
頴
稲
五
一
八
〇
束
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
一
束
が
稲
穀
一
斗
で
あ
る
か
ら
、

五
一
八
〇
束
な
ら
ば
、
五
一
八
石
と
な
る
。
こ
れ
を
舂
米
に
す
れ
ば
、
米
二
五
九

石
に
な
る
。
等
価
購
入
で
あ
る
。
こ
の
点
を
含
め
、
郷
名
、
個
人
名
な
ど
の
赤
米

木
簡
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
こ
と
を
旧
稿
で
指
摘
し
て
お
い
た
が

）
16
（

、
戊
寅
年
木
簡

の
登
場
に
よ
り
、
こ
の
点
は
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
が
必
要
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

　

さ
て
、
①
か
ら
④
の
、
年
紀
を
記
す
も
の
だ
け
を
見
れ
ば
、
戊
寅
年
は
天
武
七

年
（
六
七
八
年
）、
辛
卯
年
は
持
統
五
年
（
六
九
一
年
）、
乙
未
年
は
持
統
九
年

（
六
九
五
年
）、
丙
申
年
は
持
統
十
年
（
六
九
六
年
）
で
あ
る
か
ら
、
①
が
飛
び
離

れ
て
古
く
、
先
述
し
た
天
武
十
年
の
可
能
性
を
含
む
「
尾
張
」
記
載
の
断
簡
を
含

め
、
尾
張
表
記
が
尾
治
表
記
に
先
行
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
五

十
戸
」
表
記
が
「
里
」
表
記
に
転
換
す
る
の
が
天
武
末
年
か
ら
持
統
初
年
に
か
け

て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら

）
17
（

、
⑤
か
ら
⑧
は
、
②
③
④
に
は
確
実
に
先
行
し
、
①
に
先

行
あ
る
い
は
平
行
す
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
間
違

い
な
く
言
え
る
の
は
、
尾
張
・
尾
治
の
併
用
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
。
な
お
、

⑨
は
、
一
字
表
記
さ
れ
る
評
で
あ
り
、『
和
名
抄
』
に
よ
れ
ば
海
部
郡
に
嶋
田
郷

が
存
在
す
る
か
ら
、「
海
評
嶋
田
五
十
戸
」
で
あ
る
。
⑥
⑦
⑧
は
、
同
じ
評
に
お

い
て
、
両
者
が
併
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

で
は
尾
張
へ
の
公
定
時
点
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の

初
出
が
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
尾

治
」
表
記
の
あ
り
方
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
鎌
田
説
の
大
宝
四

年
を
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
検
討
し
た
い
。
評
制
下
の
も
の
は
既
に
論
じ
た
の

で
、
こ
こ
で
対
象
と
な
る
の
は
、
大
宝
令
以
後
の
も
の
で
あ
る
。

　

⑬
　

・
尾
治
国
知
多
郡  

　
　
　

・
大
宝
二
年

　

⑭
　

・
尾
治
国
知
多
郡
贄
代
里

　
　
　

・
丸
部
刀
良
三
斗
三
年
九
月
廿
日

⑮
　
　

和
銅
五
年
逃
　
　

尾
治
国
鮎
市
郡
（「
神
亀
三
年
山
背
国
愛
宕
郡
出
雲

郷
雲
上
里
計
帳
」
注
記
）

　

⑯
　

・
尾
治
国
海
郡
嶋
里
人

　
　
　

・ 

海
連
赤
麻
呂
米
六
斗

　

⑰
　

・
尾
治
国
海
郡

　
　
　

・
尾

　

⑱
　

・
尾
治
国
知
多
郡
□

（
贄
カ
）

　
　
　

・
白
髪
部
馬
見
塩
一
斗

　

⑭
は
、
年
号
を
記
さ
ず
単
に
「
三
年
」
と
の
み
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
大

宝
建
元
に
よ
っ
て
干
支
表
記
か
ら
年
号
表
記
に
転
換
し
た
最
初
だ
か
ら
、
年
数
を
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書
け
ば
そ
れ
で
通
用
し
た
も
の
と
し
て
、「
大
宝
三
年
」
と
理
解
し
よ
う
と
い
う

説
）
18
（

に
従
っ
て
お
き
た
い
。
⑯
⑰
は
、「
郡
」
だ
か
ら
大
宝
元
年
以
降
、
郡
里
が
一

字
表
記
だ
か
ら
和
銅
六
年
（
七
一
三
年
）
以
前
。
こ
の
和
銅
六
年
以
前
の
意
味
で

あ
る
が
、
こ
の
「
以
前
」
と
い
う
の
は
下
限
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ

も
⑬
⑭
と
同
時
期
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
⑱
は
大

宝
元
年
以
降
と
い
う
以
外
に
時
点
を
特
定
で
き
な
い
。

　

⑮
は
、
神
亀
三
年
（
七
二
六
年
）
の
計
帳
の
人
名
の
下
に
記
入
さ
れ
た
、
逃
亡

年
と
逃
亡
先
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
和
銅
五
年
段
階
で
の
記
入
を
引
き
継
い
で
写
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
和
銅
六
年
の
地
名
表
記
原
則
の
制
定
直
前
の
「
鮎
市
郡
」
表

記
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、「
尾
治
国
」
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た

り
こ
れ
が
下
限
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
下
限
は
、
こ
れ
以
前
と
い
う
意
味
で
は
な

く
、
ま
さ
に
こ
こ
と
特
定
さ
れ
る
時
点
の
あ
り
う
べ
き
下
限
で
あ
る
。

　

鎌
田
説
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
⑯
⑰
を
記
載
内
容
か
ら
特
定
さ
れ
る
時
間
幅

（
大
宝
元
年
～
和
銅
六
年
）
の
中
で
も
初
期
の
大
宝
四
年
以
前
に
位
置
付
け
た
上

で
、
⑮
に
つ
い
て
は
、
公
定
以
後
の
遺
存
例
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
想
定
自
体
は
、
そ
れ
ほ
ど
無
理
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
鎌
田
説
は
、
実
態
史
料
の
分
析
を
棚
上
げ
し
て
提
起
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
上
限
・
下
限
論
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
必
ず
し
も

は
っ
き
り
し
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
新
表
記
上
限
論
は
尾
張
に
お
い
て
破
綻

し
て
い
る
し
、
ま
た
、
新
表
記
へ
の
変
換
＝
公
定
論
も
、
同
様
で
あ
る
。
尾
張

は
、
既
存
の
表
記
の
中
か
ら
、
選
択
し
て
特
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
新
表
記
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
元
来
公
定
表
記
と
一
致
し
て
い
る
場
合
（
出
雲
）、
複
数
の
表

記
か
ら
一
つ
を
選
定
し
た
場
合
（
尾
張
）
を
捨
象
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
で
あ

ろ
う
。

　

四
　

参
河
の
国
名
表
記

　

参
河
国
に
関
し
て
は
、
史
料
の
そ
れ
ぞ
れ
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
端
的

な
時
代
区
分
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、「
国
造
」
の
時
代
に
お
い
て
は
、
律
令
制

下
の
参
河
国
の
地
域
は
、
参
河
と
穂
の
二
つ
の
「
ク
ニ
」
か
ら
成
っ
て
い
た
。
そ

れ
が
律
令
国
家
の
も
と
で
の
国
と
し
て
は
、
参
河
に
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
穂

国
は
、
参
河
国
の
一
部
と
し
て
の
穂
評
・
穂
郡
と
な
り
（
そ
の
領
域
は
さ
ら
に
分

割
さ
れ
て
、
飽
海
・
八
名
郡
が
成
立
し
、
さ
ら
に
は
、
設
樂
郡
が
分
立
さ
れ
る
。）、

二
字
表
記
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
宝
飫
郡
と
な
っ
た
が
、
誤
記
さ
れ
た
宝
飯
郡
が
定

着
し
、
や
が
て
「
ほ
い
」
郡
と
な
っ
た
。「
み
か
は
の
く
に
」
と
「
ほ
の
く
に
」

は
並
立
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、「
男
川
・
豊
川
・
矢
作
川
と
三
つ
の
大
川
が
あ
る

故
三
川
と
名
づ
く
」
と
い
う
本
居
宣
長
の
説
（『
古
事
記
伝
』
二
十
二
之
巻
）
は

成
立
し
な
い
。
豊
川
（
古
代
に
は
飽
海
川
と
呼
ば
れ
た
）
は
、
元
来
穂
国
に
属
す

る
川
で
あ
リ
、
参
河
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
両
国
の
境
の
川
で
も
な
い
。
穂
国

と
並
立
す
る
時
代
の
三
川
（
三
河
・
参
河
）
の
国
名
の
根
拠
に
は
な
り
よ
う
が
な

い
。
近
年
、

　

①
　

三
川
穂
評
穂
里
穂
部
佐

と
い
う
木
簡
が
出
土
し
、
宝
飫
郡
の
前
身
が
間
違
い
な
く
穂
評
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
中
心
的
地
域
に
穂
里
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

地
名
を
負
っ
た
部
姓
の
住
民
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
め
ら
れ
た
。
穂
五
十

戸
の
時
代
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
管
掌
氏
族
と
し
て
の
穂
君
・
穂
別
な
ど

の
存
在
も
、
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
三
川
穂
国
造
・
三
川
三
保
君
（「
天

孫
本
紀
」）
と
の
関
係
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
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木
簡
が
「
国
」
字
を
記
し
て
い
な
い
の
は
、
里
表
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て

も
、
国
制
成
立
以
前
の
も
の
だ
か
ら
で
は
な
く
、
書
き
落
と
し
で
あ
ろ
う
。「
津

嶋
五
十
戸
」
木
簡
と
は
意
味
が
違
う
。

　

さ
て
、
参
河
国
に
つ
い
て
は
、
評
制
下
の
木
簡
の
表
記
は
、
例
外
な
く
「
三

川
」
で
あ
る
。
年
紀
を
記
す
も
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

　

②
　

壬
辰
年
九
月
七
日
三
川
国
鴨
評
□
□

　

③
　

・
壬
辰
年
□

（
廿
四
カ
）

□
日
　

三
川
国
□

（
鴨
カ
）

　
　
　

・ 

高
椅
里
　

物
部
□
乃
井
六
斗

　

④
　

・
□

（
庚
寅
カ
）

□
年
十
二
月
三
川
国
鴨
評

　
　
　

・
山
田
里
物
部
□

（
万
呂
カ
）

□
□
米
六
斗

　

庚
寅
年
は
持
統
四
年
（
六
九
〇
年
）
、
壬
辰
年
は
持
統
六
年
（
六
九
二
年
）
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
年
紀
を
記
さ
な
い
が

　

⑤
　

三
川
国
青
見
評
大
市
部
五
十
戸

と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、「
五
十
戸
」
表
記
で
あ
る
か
ら
、
時
期
と
し
て
は
、
こ

れ
は
①
②
③
④
に
先
行
す
る
。

　

一
方
、「
参
河
」
表
記
の
初
出
は
、

　

⑥
　

・
参
河
国
飽
海
郡
寸
松
里
海
部
宇
麻
呂
舂
糯

　
　
　

・
米
五
斗
　

和
銅
二
年
十
二
月
无
位
主
帳
石
部
国
麻
呂

と
あ
る
も
の
で
、
和
銅
二
年
は
七
〇
九
年
に
あ
た
る
。
続
い
て
、
和
銅
六
年
・
七

年
の
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
郡
表
記
の
も
の
で
あ
っ
て
も
三
川
と
記
す
も
の
が
、

次
の
二
点
で
あ
る
。

　

⑦
　

・
三
川
国
飽
海
郡
大
鹿
部
里
人

　
　
　

・
大
鹿
部
塩
御
調
塩
三
斗

　

⑧
　

三
川
国
額
田
郡
□

　

い
ず
れ
も
大
宝
令
以
降
の
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
里
名
が
三
字
で
あ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
和
銅
六
年
以
前
と
い
う
事
に
な
る
。
和
銅
二
年
よ
り
前
と
す
れ
ば

⑥
と
は
矛
盾
し
な
い
が
、
大
宝
令
施
行
が
表
記
転
換
の
画
期
で
は
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
も
う
一
点
問
題
と
な
る
の
が
、
藤
原
木
簡
の

　

⑨
　

参
河
国
波
豆
郡
矢
田
里
白
髪
部
小
□
□

で
あ
る
。
幡
豆
郡
の
表
記
は
、
平
城
木
簡
で
は
、
基
本
的
に
「
播
豆
」
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
外
に
も
「
芳
豆
」・「
芳
図
」
が
あ
り
、
藤
原
木
簡
に
「
三
川
国
波
豆

評
」
が
認
め
ら
れ
る
。
波
豆
が
、
藤
原
京
時
代
の
相
対
的
に
古
い
表
記
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
時
期
を
厳
密
に
は
決
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
⑥
よ
り
古
い
と

い
う
論
拠
も
な
い
。

　

こ
れ
を
要
す
る
に
、
参
河
の
場
合
に
は
、
鎌
田
氏
の
大
宝
四
年
説
を
承
認
す
れ

ば
、
木
簡
史
料
を
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
参
河
の
事
例

は
、
鎌
田
説
を
間
接
的
に
補
強
す
る
意
味
を
持
つ
。
し
か
し
、
念
の
た
め
に
付
け

加
え
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
、
鎌
田
説
の
正
し
さ
を
論
証
す
る
も
の

で
は
な
い
。
な
お
、『
続
日
本
紀
』
に
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
見
え
る
「
三
河
」「
参

川
」
は
、
写
本
に
お
け
る
ミ
ス
で
あ
ろ
う
。「
正
倉
院
文
書
」
の
天
平
宝
字
頃
の

「
官
人
歴
名
」（
続
々
修
四
四
帙
五
巻
）
に
お
け
る
「
三
河
目
」「
三
川
史
生
」
は
、

誤
用
（
略
記
な
い
し
慣
用
的
遺
存
）
で
あ
ろ
う
が
、「
造
金
堂
所
解
案
」（
同
四
五

帙
五
巻
）
に
お
け
る
「
三
川
白
絁
」
は
、
固
有
名
詞
的
な
用
例
か
も
し
れ
な
い
。

人
名
が
「
三
川
」
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
延
暦
十
年
の
年

紀
を
記
す
長
岡
京
木
簡
に
、「
三
川
直
弓
足
」
の
名
が
見
え
て
、
地
名
表
記
と
は

異
な
っ
て
、
人
名
の
場
合
に
は
旧
表
記
が
生
き
る
こ
と
は
、
和
銅
六
年
の
地
名
改

定
後
も
、
神
社
名
・
人
名
が
旧
態
を
遺
す
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
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五
　

ま
と
め
に
代
え
て

　

尾
張
・
参
河
の
公
定
国
名
表
記
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
か
ら
見
れ

ば
、
そ
れ
以
後
の
尾
治
・
三
川
表
記
を
違
存
例
と
し
て
処
理
す
る
か
ぎ
り
、
大
宝

四
年
の
国
印
鋳
造
を
契
機
と
す
る
と
い
う
鎌
田
元
一
氏
の
提
言
は
、
そ
れ
と
し
て

成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
旧
表
記
か
ら
新
表
記
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
転
換
の
み
で
な
く
、
選
択
的
特
定
と
い
う
事
例
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
同
時
に
、「
完
全
な
定
着
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
表
記
の
公

定
そ
れ
自
体
は
あ
る
時
点
で
一
斉
に
な
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
」
あ
る
と
さ
れ
た

点
に
つ
い
て
も
、
確
か
に
事
柄
の
性
格
上
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
合
理
性
を

も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、「
国
印
の
鋳
造
・
頒
下
以
前
の
史
料
が
す
べ

て
旧
表
記
に
よ
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
は
、
尾
張
の
例
で
覆
さ
れ
る
。
ま
た
、

木
簡
以
外
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
。

　

二
つ
の
史
料
を
取
り
上
げ
た
い
。
一
つ
は
、
直
木
・
野
村
両
氏
も
触
れ
ら
れ
て

い
る
、『
職
員
令
集
解
』
に
引
か
れ
る
「
官
員
令
別
記
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

常
陸
国
・
倭
国
・
川
内
国
・
津
国
・
山
代
国
・
伊
勢
国
・
紀
伊
國
な
ど
、「
新
旧
」

の
国
名
表
記
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
別
記
の
成
立
年
代
は
、『
職
員
令
集
解
』

典
薬
寮
条
に
乳
戸
五
十
戸
と
あ
る
も
の
と
『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
五
月
丁
亥
条

に
山
背
国
に
設
置
さ
れ
た
乳
牛
戸
を
同
一
と
見
て
こ
れ
を
上
限
と
し
、
諸
陵
式
別

記
に
あ
る
陵
守
所
在
国
に
和
泉
国
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
霊
亀
二
年
四
月
甲
子

の
和
泉
監
設
置
を
下
限
と
す
る
、
ま
た
大
宝
令
に
乳
戸
が
見
え
る
が
、
実
態
の
設

置
は
和
銅
期
ま
で
下
が
り
別
記
は
そ
の
後
の
完
成
と
見
る
青
木
和
夫
説

）
19
（

が
あ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
乳
牛
戸
の
設
置
を
「
別
記
」
に
予
定
と
し
て
記
さ
れ
て

い
た
部
分
の
実
置
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
狩
野
久
氏
の
批
判
が
あ
る
。
狩
野
氏
は
、

付
属
法
た
る
別
記
の
作
成
年
を
確
定
す
る
の
に
、
明
法
家
注
釈
書
と
同
様
に
上
限

下
限
法
を
適
用
す
る
の
は
い
さ
さ
か
的
外
れ
で
あ
る
、
法
の
制
定
＝
施
行
発
布
と

は
必
ず
し
も
言
え
な
い
か
ら
と
さ
れ
る

）
20
（

。
確
か
に
青
木
説
で
も
、
大
宝
令
と
実
態

と
の
関
係
で
は
、
こ
の
論
理
が
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
別

記
に
も
適
用
す
る
の
が
一
貫
性
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
青
木
氏
は
、
原
理
を
使

い
分
け
て
い
る
。
ま
た
、
新
井
喜
久
夫
氏
は
、
大
宝
令
以
前
す
で
に
根
幹
が
成
っ

て
い
た
も
の
を
、
大
宝
令
撰
修
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
大
宝
官
員
令
の
別
記

と
し
て
編
集
し
な
お
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
乳
牛
戸
の

設
置
ま
で
別
記
の
完
成
を
延
ば
し
た
と
す
れ
ば
、
同
様
に
典
鋳
司
雑
工
戸
の
設
置

ま
で
延
引
す
べ
き
で
あ
る
の
に
そ
う
は
さ
れ
ず
、
一
方
は
別
記
に
予
定
と
し
て
記

載
さ
れ
一
方
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
品
部
と
雑
戸
の
性
質
の

違
い
に
そ
の
理
由
を
求
め
ら
れ
て
い
る

）
21
（

。
野
村
氏
は
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
別
記

の
成
立
を
八
世
紀
初
頭
と
さ
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
新
旧
国
名
表
記
の
混
在
す

る
こ
の
別
記
を
、
和
銅
六
年
五
月
ま
で
下
げ
る
の
は
、
行
政
地
名
表
記
原
則
の
公

定
そ
の
も
の
の
あ
り
方
か
ら
見
て
も
、
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の

は
、
郡
郷
の
名
称
に
「
好
字
・
嘉
名
・
二
字
」
を
用
い
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
の

は
、
ま
さ
し
く
和
銅
六
年
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
前
提
と
し
て
、
国
名
に
つ

い
て
は
「
解
決
済
み
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
段
階
で
、
新
旧
混
同
な
ら
、

誤
記
な
い
し
遺
存
例
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

い
ま
一
つ
は
、
こ
れ
も
野
村
氏
が
分
析
さ
れ
た
『
賦
役
令
集
解
』
調
庸
物
条
の

「
古
記
」
所
引
の
「
民
部
省
式
」
で
、
こ
れ
も
「
新
旧
」
国
名
が
混
在
す
る
。
井

上
辰
雄
氏
は
、
ま
ず
、
出
羽
・
丹
後
・
美
作
の
国
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

以
っ
て
、
和
銅
五
年
・
六
年
以
前
の
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
記
載
内
容
の
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詳
細
な
分
析
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
大
宝
令
付
属
の
式
と
論
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て

そ
の
成
立
を
大
宝
元
年
か
ら
和
銅
五
年
に
い
た
る
十
年
の
間
と
さ
れ
て
い
る
が

）
22
（

、

野
村
氏
は
、
大
宝
元
年
六
月
か
ら
三
年
五
月
成
立
の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
「
官
員
令
別
記
」
と
「
民
部
省
式
」
と
い
う
二
つ
の
史
料
は
、『
令
集
解
』

に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
、
明
法
家
の
解
釈
で
は
な
く
、
法
令
そ

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
多
数
の
旧
表
記
は
、「
完
全
な
定
着
に
つ
い
て

は
と
も
か
く
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
で
き
る
よ
う
な
、
誤
用
な
い
し
不
徹
底
に
よ

る
遺
存
例
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
方
で
は
、
大
宝
令
付
属
の

式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
含
め
て
、
い
ず
れ
も
大
宝
年
間
の
成
立
と
し
て

合
理
的
に
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
鎌
田
氏
の
大
宝
四
年=

国
印
鋳
造
契

機
説
成
立
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、「
一
斉
の
公
定
が
、
す
な
わ
ち
一
斉
の
改
定
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
論
証
さ
れ
て
い
な
い
し
、
野
村
氏
が
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
「
ミ
ノ
」「
シ
ナ
ノ
」

に
は
変
遷
が
認
め
ら
れ
、「
ヲ
ハ
リ
」
に
は
併
存
が
認
め
ら
れ
た
。
他
国
に
つ
い

て
も
、
公
定
以
前
に
す
で
に
新
表
記
が
使
用
さ
れ
始
め
て
い
た
場
合
が
あ
り
え
た

こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、「
一
斉
の
公
定
」
以
前
に
は
、
新
旧
表
記
の
混
在
・

あ
る
い
は
公
定
前
後
の
国
名
の
混
在
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
史
実
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
鎌
田
氏
の
大
宝
旧
年
説
は
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
新
旧
の
転
換
と
解
さ
れ
る
鎌
田
説
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
修
正
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
国
名
変
遷
の
実
際
と
、
公
定
対
象
の
選
定
過
程
は
、
も
う
少
し

多
様
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

注
一
覧

（
１
）

　

大
町
健
「
律
令
制
的
国
郡
の
成
立
」（『
日
本
古
代
の
国
家
と
在
地
首
長
制
』

一
九
八
六
年
　

校
倉
書
房
　

所
収
　

初
出
一
九
七
六
年
）

（
２
）

　

舘
野
和
己
「
律
令
制
の
成
立
と
木
簡
　
　

七
世
紀
の
木
簡
を
め
ぐ
っ
て
　
　

」

（『
木
簡
研
究
』
第
二
〇
号
一
九
九
八
年
）

　

（
３
）

　

早
川
庄
八
『
律
令
国
家
』『
日
本
の
歴
史
』
四
（
一
九
七
四
年
　

小
学
館
）
お

よ
び
「
律
令
制
の
形
成
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
二
　

一
九
七
五
年
　

岩
波

書
店
　

所
収
）

（
４
）

　

鐘
江
宏
之
「『
国
制
』
の
成
立
　
　

令
制
国
・
七
道
の
形
成
過
程
　
　

」（
笹

山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令
制
論
集
　

上
巻
』
一
九
九
三
年
　

吉

川
弘
文
館
　

所
収
）

（
５
）

　

こ
れ
は
論
理
の
問
題
と
し
て
の
表
現
で
あ
り
、
実
際
の
成
立
過
程
に
つ
い
て

言
う
な
ら
ば
、
評
が
先
行
し
、
五
十
戸
は
後
出
で
あ
る
。

（
６
）

　

森
公
章
「
評
制
下
の
国
造
に
関
す
る
一
考
察
」（『
古
代
郡
司
制
度
の
研
究
』

二
〇
〇
六
年
　

吉
川
弘
文
館
　

所
収
　

初
出
一
九
八
六
年
）

（
７
）

　

丸
山
裕
美
子
「
日
本
古
代
に
お
け
る
二
つ
の
『
国
境
』
の
成
立
・
覚
書
」（
上

川
通
夫
編
『
国
境
の
歴
史
文
化
』
二
〇
一
二
年
　

清
文
堂
　

所
収
）

（
８
）

　

黛
弘
道
「
国
司
制
の
成
立
」（『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
一
九
八
二
年
　

吉
川
弘
文
館
　

初
出
一
九
六
〇
年
）

（
９
）

　

森
氏
は
、「
評
制
下
の
地
方
支
配
と
令
制
国
の
成
立
時
期
」（『
日
本
歴
史
』
六

五
七
号
二
〇
〇
三
年
）
に
お
い
て
も
、
そ
の
点
を
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）

　

鎌
田
元
一
「
評
の
成
立
と
国
造
」（『
律
令
公
民
制
の
研
究
』
二
〇
〇
一
年
　

塙
書
房
　

所
収
　

初
出
一
九
七
七
年
）

（
11
）

　

仁
藤
敦
史
「
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
公
民
制
の
形
成
過
程
」（『
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
七
八
集
　

二
〇
一
三
年
）

（
12
）

　

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
』

一
九
七
五
年
　

塙
書
房
　

所
収
。
初
出
一
九
七
二
年
）

（
13
）

　

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

り
に
　
　

」（
井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
古
代
史
論
叢
』
中
巻
　

一
九
七

八
年
　

吉
川
弘
文
館
　

所
収
）
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二

（
14
）

　

鎌
田
元
一
「
律
令
制
国
名
表
記
の
成
立
」（『
前
掲
書
』
所
収
　

初
出
一
九
九

五
年
）

（
15
）

　

拙
稿
『
新
修
名
古
屋
市
史
』
第
一
巻
第
六
章
第
一
節
（
名
古
屋
市
　

一
九
九

七
年
）

（
16
）

　

拙
稿
『
前
掲
書
』
第
一
巻
第
六
章
第
三
節

（
17
）

　

市
大
樹
「
飛
鳥
藤
原
出
土
の
評
制
下
荷
札
木
簡
」（『
飛
鳥
藤
原
木
簡
の
研
究
』

二
〇
一
〇
年
　

塙
書
房
　

所
収
　

初
出
二
〇
〇
六
年
）

（
18
）

　

『
藤
原
宮
木
簡
二
　

解
説
』（「
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
」
第
十
八
冊
」

一
九
八
一
年
）

（
19
）

　

青
木
和
夫
「
雇
役
制
の
成
立
」
（『
日
本
律
令
国
家
論
攷
』
一
九
九
二
年
　

岩

波
書
店
　

所
収
　

初
出
一
九
五
五
年
）

（
20
）

　

狩
野
久
「
品
部
雑
戸
制
論
」（『
日
本
古
代
の
国
家
と
都
城
』
一
九
九
〇
年
　

東
京
大
学
出
版
会
　

所
収
　

初
出
一
九
六
〇
年
）

（
21
）

　

新
井
喜
久
夫
「
官
員
令
別
記
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
一
六
五
号
　

一
九

六
二
年
）

（
22
）

　

井
上
辰
雄
「『
民
部
省
式
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
日
本
歴
史
』
二
六
二
号
　

一
九
七
〇
年
）
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