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黒

川

以

北

十

郡

の

成

立

熊

谷

公

男

は

じ

め

に

奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
、
大
崎
平
野
を
中
心
と
す
る
現
宮
城
県

北
部
一
帯
は
、
し
ば
し
ば

「黒
川
以
北
十
郡

」
と
一
括
し
て
呼
ば
れ
、
特
別
な

地
域
を
形
づ
く
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る

。
こ
れ
ら
の
地
域
が
、

他
地
域
に
ほ
と
ん
ど
例
を
見
な
い
ほ
ど
微
小
な
郡
に
細
分
さ
れ
な
が
ら

、
一
方

で
一
体
的
に
把
握
さ
れ
る
、と
い
う
非
常
に
特
異
な
あ
り
方
を
し
て
い
た
の
は
、

『
続
紀
』

延
暦
八

（
七
八
九
）
年
八
月
己
亥
条
に

「其
牡
鹿
・
小
田
・
新
田
・
長

岡
・
志
太
・
玉
造
・
富
田
・
色
麻
・
賀
美
・
黒
川
等
一
十
箇
郡
、
与
レ

賊
接
レ

居
、

不
レ

可
二

同
等
一
、
故
特
延
二

復
年
一
」
と
あ
る
よ
う
に

、
蝦
夷
と
近
接
し
た
地

域
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

。
天
平
七

（
七
三
五
）
年
五
月

二
十
一
日
格
に
見
え
る

「陸
奥
之
近
夷
郡

」〔
『
三
代
格
』

弘
仁
五
年
三
月
二
十

九
日
官
符
所
引
〕

も
同
地
域
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

。
ま
た
一
方
で

、
こ
の

地
域
は

『
続
紀
』

天
平
九

（
七
三
七
）
年
四
月
戊
午
条
の

「玉
造
等
五
細

」、い

わ
ゆ
る
天
平
五
棚
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た

。
そ
こ
で
黒
川
以
北
十
郡

の
存
在
形
態
は
、
こ
れ
ら
の
城
棚
の
存
在
・
機
能
と
も
深
く
関
連
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
予
想
さ
れ
る

。

東
北
の
古
代
城
柵
に
関
し
て
は
、
近
年
多
賀
城
の
発
掘
調
査
に
あ
た
っ
た
人

び
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
城
棚
=
官
衙
説
が
提
起
さ
れ
、
旧
来

の

「蝦
夷
征
伐

」
史
観
は
重
大
な
反
省
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

。
そ
の

点
で
こ
の
城
概
=
官
衡
説
が
研
究
史
上
画
期
的
な
意
義
を
も
っ
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い

。
た
だ
そ
の
後
考
古
学
・
文
献
史
学
両
分
野
か
ら
い
つ
く
か
の
批
判

も
出
さ
れ
て
ぉ
り
、
筆
者
は
、
「城
棚
の
基
本
的
性
格
と
実
体
が
国
府
・
郡
衙
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
と
さ
ら

『
城
』

と
か

『
棚
』

と
か
呼

ば
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か

」
「城
秘
か
ら
そ
の
軍
事
的
性
格
を
完
全
に
拭
い

去
つ
て
し
ま
ぉ
う
と
す
る
の
は
、
や
は
り
無
理
だ
と
い
う
気
が
す
る

。
そ
の
建

物
の
配
置
が
他
の
国
府
な
ど
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
、
城
棚
が
国
府
や
郡
衝
の

機
能
も
あ
わ
せ
て
持
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、
基
本
的
な

軍
事
的
性
格
を
否
定
す
る
力
が
あ
る
か
ど
う
か

。
ま
た
-
:
・
築
地
な
ら
ば
軍
事

基
地
的
な
性
格
な
し
と
い
え
る
か
ど
う
か

」〔
虎
尾
俊
哉

『
律
令
国
家
と
蝦
夷
』

（若
い
世
代
と
語
る
日
本
の
歴
史

一
〇
）
評
論
社

一
九
七
五

一
一
七
頁
〕

、

あ
る
い
は

「あ
え
て
い
え
ば
、
こ
の
城
細
=
官
衙
説
が
従
来
の
軍
事
基
地
説
へ

の
批
判
に
性
急
な
あ
ま
り
、
城
柵
の
問
題
を
官
衙
一
般
の
問
題
に
解
消
し
て
し

黒
川
以
北
十
郡
の
成
立



黒
川
以
北
十
郡
の
成
立

ま
い

、
古
代
東
北
地
方
の
も
っ
固
有
の
意
義
を
過
少
に
評
価
す
る
結
果
に
な
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る

」〔
佐
藤
宗
諄

「城
概
の
彼
方

」
（
『
日
本
史
研
究
」
二
八
〇

一
九
八
五
） 〕
、
「城
棚
は
、
蝦
夷
と
の
戦
争
の
た
め
の
軍
事
的
拠
点
と
の
み
考
え

る
の
は
誤
り
で
あ
る

。
-
:
・
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
城
棚
は
軍
事
的
性
格
を
も
た

な
い
と
い
っ
た
ら
誤
り
で
あ
る

。:
-

・
国
司
の
管
下
に
軍
毅
・
兵
士
が
常
駐
し
、

ま
た
外
郭
に
は
、
築
地
塀
・
土
塁
・
材
木
列
な
ど
を
め
ぐ
ら
し
て
お
り
、
軍
事

的
性
格
を
濃
厚
に
も
っ
て
い
た

」〔
今
泉
隆
雄

「多
賀
城
の
時
代

」
（渡
辺
信
夫

編

『
図
説
宮
城
県
の
歴
史
』

河
出
書
房
新
社

一・
九
八
八
） 〕

と
い
っ
た
評
価
に

共
感
で
き
る
点
が
多
い

。
今
泉
隆
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

、
陸
奥
・
出

羽
両
国
と
出
羽
建
国
以
前
の
越
後
国
は
公
民
支
配
と
蝦
夷
支
配
の
両
方
に
関

わ
っ
て
い
た
が

、そ
の
う
ち
郡

1
里

（郷
）
の
機
構
が
前
者
に
対
応
し
、
在
地

の
豪
族
・
有
力
者
が
任
じ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
城
棚
は
後
者
に
対
応
す
る
機

構
で
、
国
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
司
が
統
轄
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
「城

棚
と
郡
家
は
、
官
制
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
設
置
の
目
的
が
違
う

」
こ
と
を
十
分
に

確
認
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
〔

今
泉
隆
雄

「城
概
の
官
制
に
っ

い
て

」
（科
学
研
究
費
研
究
成
果
報
告
書

『
北
日
本
中
世
史
の
総
合
的
研
究
』

一
九
八
八
） 〕

。

蝦
夷
支
配
と
は
、
法
的
に
い
え
ば
職
員
令
大
国
条
に

、
一
般
の
国
司
の
職
掌

を
か
か
げ
た
あ
と
に

、
特
に
陸
奥
・
出
羽
・
越
後
の
国
守
の
職
掌
と
し
て
規
定

さ
れ
て
い
る

「響
給

（
大
宝
令
で
は
撫
慰
）
、
征
討
、
斥
候

」
の
三
つ
の
職
掌
に

相
当
し
、
城
棚
は
い
っ
て
み
れ
ば
こ
れ
ら
の
規
定
を
実
現
す
る
た
め
に
設
置
さ

れ
た
施
設
で
あ
り
、
城
棚
に
国
司
四
等
官
が
軍
毅
・
兵
士
な
ど
を
率
い
て
派
遣

さ
れ
た
の
も
こ
の
職
員
令
の
規
定
を
法
的
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
〔

今
泉

氏
、
前
掲

「城
棚
の
官
制
に
つ
い
て

」〕
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
蝦
夷
支
配
を

実
現
す
る
た
め
に
は

、
征
討
な
い
し
守
備
に
多
数
の
兵
士
・
軍
根
が
必
要
な
ば

か
り
で
な
く
、
掘
一一一給

（撫
慰
）
と
は
前

一 :

-一宴
や
賜
禄
に
よ
っ
て
蝦
夷
を
懐
柔
し
て

支
配
下
に
入
れ
る
こ
と
〔

今
泉
隆
雄

「蝦
夷
の
朝
貢
と
響
給

」
（高
橋
富
雄
編

『
束
北
古
代
史
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館

一
九
八
六
） 〕

で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ

に
も
多
く
の
組
食
・
物
資
を
要
し
た

。
す
な
わ
ち
城
棚
を
拠
点
と
す
る
蝦
夷
支

配
は
、膨
大
な
人
的
・
物
的
資
源
が
そ
の
政
策
の
遂
行
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
律
令
国
家
は
そ
の
調
達
に
た
え
ず
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

。

こ
の
人
的
・
物
的
資
源
の
供
給
に
東
国
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
は
広

く
知
ら
れ
て
い
る

。
城
概
と
郡
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
目
的
を
異
に
す
る
別

個
の
機
構
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
今
泉
氏
が
指
摘
し
た
通
り
と
思
わ
れ
る

が

、
近
夷
郡
と
し
て
の
黒
川
以
北
十
郡
の
性
格
を
考
え
る
場
合
、
城
細
支
配
の

遂
行
に
必
要
な
人
的
・
物
的
資
源
の
供
給
基
盤
と
い
う
視
点
か
ら
の
考
察
が
必

要
と
思
わ
れ
る

。「近
夷
郡

」
と
し
て
の
黒
川
以
北
十
郡
が

、
城
棚
設
置
地
域
に

細
分
化
さ
れ
た
小
郡
の
集
合
体
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
特
異
な
形

態
を
と
っ
た
の
は
、こ
れ
ら
の
郡
が
城
棚
の
蝦
夷
支
配
と
不
可
分
に
結
び
っ
き

、

こ
れ
を
支
え
る
重
要
な
基
盤
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る

。令
制
当
初
、
越
後
・
陸
奥
両
国
は
い
ず
れ
も
そ
の
北
端
に
蝦
夷
と
境
を
接
す

る
特
別
な
地
域
を
か
か
え
て
ぉ
り
、
和
銅
五

（七
一
二
）
年
の
出
羽
建
国
と
、

養
老
二

（
七
一
八
）
年
の
石
城
・
石
背
両
国
の
分
離
に
よ
る
小
規
模
な
陸
奥
国

の
成
立
は

、
蝦
夷
と
境
を
接
す
る
特
別
な
地
域
を
別
個
の
国
と
し
て
独
立
さ
せ

る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ

、「新
制
度
下
の
陸
奥
国
と
出
羽
国
は
蝦
夷



と
境
を
接
し
、
蝦
夷
と
の
関
係
が
殆
ど
す
べ
て
で
あ
る
国
で
あ
っ
た

」〔
工
藤
雅

樹

「石
城
、石
背
両
国
の
分
置
と
広
域
陸
奥
国
の
復
活

」
（関
晃
先
生
古
稀
記
念

会
編

『
律
令
国
家
の
構
造
』

吉
川
弘
文
館

一
九
八
九
） 〕

。
石
城
・
石
背
両
国

は
ま
も
な
く
陸
奥
国
に
再
併
合
さ
れ
る
が
、
黒
川
以
北
十
郡
が
成
立
し
た
の
は

こ
の
よ
う
な
律
令
国
家
の
蝦
夷
政
策
の
重
要
な
変
更
が
相
つ
い
だ
時
期
に

あ

た
っ
て
お
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
こ
の
時
期
の
蝦
夷
政
策
全
体
の
な
か
で
黒
川

以
北
十
郡
の
成
立
の
意
義
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う

。

小
稿
で
は
、
ま
ず
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
過
程
を
検
討
し
、
っ
ぎ
に
そ
れ
を

律
令
国
家
の
蝦
夷
政
策
全
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
そ
の
成
立
の
時
期
と
意
義

と
を
考
え
て
み
た
い

。

一
、
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
過
程

黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
過
程
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
最
初
に
問
題
と

な
る
史
料
は
、『続
紀
』

慶
雲
四

（
七
〇
七
）
年
五
月

i

実
亥
条
の

「陸
奥
国
信
太

郡
生
王
五
百
足

」
ら
が
百
済
救
援
の
と
き
に
唐
の
捕
廣
と
な
り
、
官
戸
と
さ
れ

て
四
十
余
年
を
彼
の
地
で
す
ご
し
た
が
、
造
唐
使
粟
田
真
人
に
し
た
が
っ
て
帰

朝
し
た
、
と
い
う
記
事
で
あ
る

。
従
来
は
こ
こ
に
見
え
る

「信
太
郡

」
を
陸
奥

国
信
夫
郡
な
い
し
常
陸
国
信
太
郡
の
誤
り
と
解
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た

が
、
こ
れ
は
や
は
り
史
料
解
釈
と
し
て
は
恣
意
的
に
過
ぎ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う

。
最
近
、
仙
台
市
郡
山
遺
跡
・
古
川
市
名
生
館
遺
跡
な
ど
、
多
賀
城
よ
り

も
確
実
に
ふ
る
い
城
棚
・
官
衛
遺
跡
が
相
つ
い
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
初
め
の
陸
奥
国
の
北
限
に
っ
い
て
の
従
来
の
通
説
的
見

解
は
も
は
や
成
り
立
ち
え
な
く
な
っ
て
お
り
、
上
記
の

「信
太
郡

」
に
つ
い
て

も
、
の
ち
の
黒
川
以
北
十
郡
の
一
つ
の
志
太
郡
に
相
当
す
る
と
み
る
見
方
が

一

般
的
と
な
っ
て
い
る
〔

平
川
南

「律
令
制
下
の
多
賀
城

」
（
『
多
賀
城
跡

政
庁

跡
本
文
編
』

宮
城
県
教
育
委
員
会
・
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

一
九
八

二
）
。
高
橋
崇

『
蝦
夷
』

（中
公
新
書

中
央
公
論
社

一
九
八
六

一
一
五

頁
）
。
今
泉
隆
雄

「名
生
館
適
跡
と
県
北
の
支
配

」
（
前
掲

『
図
説
宮
城
県
の
歴

史
』
）
。工
藤
氏
、
前
掲

「石
城
、
石
背
両
国
の
分
置
と
広
域
陸
奥
国
の
復
活

」
な

ど
〕

。筆
者
も
こ
の
見
方
に
費
成
で
あ
る

。し
た
が
っ
て
八
世
紀
の
初
頭
に
は
少

な
く
と
も
大
崎
平
野
の
南
部
に
建
郡
が
及
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る

。
自
村
江
の

戦
い
の
あ
っ
た
六
六
〇
年
代
初
頭
に

、
こ
の
地
域
に
す
で
に
評
が
建
て
ら
れ
て

い
た
と
は
速
断
し
が
た
い
が
、
兵
士
の
徴
発
が
可
能
な
程
度
に
中
央
政
府
の
支

配
が
及
ん
で
い
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
〔

今
泉
氏
、
前

掲

「名
生
館
遺
跡
と
県
北
の
支
配

」。
工
藤
氏
、
前
掲

「石
城
、
石
背
両
国
の
分

置
と
広
域
陸
奥
国
の
復
活

」〕
。

っ
ぎ
に
黒
川
以
北
十
郡
に
関
係
す
る
史
料
は
、
『続
紀
』

和
銅
六

（
七
一
三
）

年
十
二
月
辛
卯
条
の

「新
建
二

陸
奥
国
丹
取
郡
一
」
と
い
う
記
事
で
あ
る

。こ
こ

に
見
え
る
丹
取
郡
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
名
取
郡
の
こ
と
と
す
る
説
が

一
般

的
で
あ
っ
た

。と
こ
ろ
が
こ
の

「丹
取

」
と
い
う
地
名
は
、ほ
か
に

『
続
紀
』

神

亀
五

（七
二
八
）
年
四
月
丁
丑
条
に

「陸
奥
国
請
下

新
置
二

白
河
軍
団
一
、又
改
二

丹
取
軍
団
一
為
中

玉
作
軍
団
上

。
並
許
レ

之

」
と
見
え
て
い
て
、
玉
造
地
方
の
地

名
と
解
す
る
ほ
う
が
は
る
か
に
自
然
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
創
建
期
が
七
世
紀
末

な
い
し
八
世
紀
初
頭
ご
ろ
と
み
ら
れ
る
古
川
市
の
名
生
館
過
跡
が
発
見
さ
れ

て
、
多
賀
城
の
創
建
よ
り
も
前
に
中
央
政
府
が
大
崎
平
野
ま
で
進
出
し
て
い
た

黒
川
以
北
十
郡
の
成
立



黒
川
以
北
十
郡
の
成
立

こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
在
で
は
丹
取
郡
を

玉
造
地
方
に
置
か
れ
た
郡
と
み
る
見
解
が
大
勢
を
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
筆
者
も
こ
の
見
解
を
と
る

。
し
た
が
っ
て
丹
取
郡
の
建
置
の
時
点
で
、
大

崎
地
方
に
は
少
な
く
と
も
信
太
・
丹
取
の
二
郡
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る

。

さ
て
、
玉
造
地
方
に
丹
取
郡
が
置
か
れ
た
二
年
後
の
一W一一一亀
元

（七
一
五
）
年

に
は
相
模
・
上
総
・
常
陸
・
上
野
・
武
蔵
・
下
野
六
カ
国
の
富
民
一
千
戸
が
陸

奥
に
移
配
さ
れ
て
い
る
〔

『
続
紀
』

同
年
五
月
庚
成
条
〕

。
こ
の
移
民
は
い
わ
ゆ

る
概
戸
に
相
当
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
移
配
先
は
当
時
城
細
が
設

置
さ
れ
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

。
こ
の
移
配
が
丹
取
建
郡
の
直
後

に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と

、
丹
取
郡
は
い
っ
て
み
れ
ば
東
国
か
ら
の

細
戸
移
配
の
新
た
な
受
け
皿
と
し
て
大
崎
地
方
に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
ち
が
い

な
く
、
既
存
の
信
太
郡
な
ど
と
と
も
に
こ
の
地
域
が
移
配
先
の
中
心
で
あ
っ
た

ろ
う
と
推
測
さ
れ
る

。
一
千
戸
と
い
う
戸
数
は
郷
里
制
下
の
二
十
郷
分
に
あ
た

り
、
黒
川
以
北
十
郡
が

『
和
名
抄
』

に
よ
れ
ば
二
～-
五
郷
、
平
均
三
・
二
郷
と

い
う
小
規
模
な
郡
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
と
対
比
す
れ
ば
、
こ
の
戸
数
は
き
わ

め
て
多
数
で
あ
り
、
そ
れ
に

「富
民

」
と
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る

と

、
こ
の
と
き
の
概
戸
の
移
配
は
大
崎
地
方
に
お
け
る
律
令
国
家
の
支
配
の
進

展
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な

い

。
た
だ
こ
の
こ
ろ
に
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
を
想
定
す
る
考
え
〔

今
泉
氏
、

前
掲

「名
生
館
遺
跡
と
県
北
の
支
配

」〕
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
理
由
か
ら
と
ら

な
い

。
丹
取
郡
の
設
置
意
義
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
も
う

一
つ
重
要
な
て
が
か
り

と
な
る
の
が
丹
取
軍
団
の
存
在
で
あ
る

。さ
き
に
も
引
用
し
た
よ
う
に

『
続
紀
』

神
亀
五

（七
二
八
）
年
四
月
丁
丑
条
に

「改
二

丹
取
軍
団
一
為
二

玉
作
軍
団
一
」

と
あ
り
、
こ
れ
以
前
に
丹
取
軍
団
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

そ
の
名
称
か
ら
み
て
丹
取
郡
の
建
置
以
降
、
そ
れ
と

一
連
の
政
策
と
し
て
置
か

れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

。
と
す
れ
ば
、
丹
取
郡
を
は
じ
め
と
す
る
大
崎
地
方

へ
の
棚
戸
の
移
配
は
、
当
初
か
ら
棚
戸
の
軍
団
兵
と
し
て
の
徴
発
を
予
定
し
て

い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

。
近
年
棚
戸
の
軍
事
的
役
割
に
否
定
的
な
見

解
が
だ
さ
れ
て
お
り
〔

た
と
え
ば
佐
々
木
常
人

「鎮
兵
小
考

」
（
『
東
北
歴
史
資

料
館
研
究
紀
要
』

一
一

一
九
八
五
） 〕

、
筆
者
も
同
感
で
き
る
点
が
多
い
が
、

そ
の
軍
事
的
意
義
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
は
や
は
り
無
理
と
思
わ
れ
る

。
専

門
兵
士
と
し
て
の
鎮
兵
の
前
身
を
棚
戸
に
求
め

、
棚
戸
か
ら
鎮
兵
へ
と
い
っ
た

系
譜
を
想
定
す
る
よ
う
な
考
え
は
、
鎮
兵
制
の
変
遷
過
程

（後
述
）
か
ら
い
っ

て
も
、
棚
戸
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
兵
制
上
の
区
分
で
は
な
い
こ
と
か

ら
も

、
明
ら
か
に
成
り
立
ち
が
た
い

。『続
紀
』

神
護
景
雲
二

（七
六
八
）
年
九

月
壬
辰
条
に
は
、
百
済
王
敬
福
が
陸
奥
守
の
と
き
他
国
の
鎮
兵
を
停
止
し
て
当

国
の
兵
士
を
加
点
し
た
例
に
な
ら
っ
て
、
兵
士
四
千
人
を
加
点
し
て
他
国
の
鎮

兵
二
千
五
百
人
を
や
め
た
い
と
い
う
申
請
が
陸
奥
国
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
が

、

こ
の
事
例
か
ら
も
明
白
な
よ
う
に

、
鎮
兵
に
対
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
当
国
兵

=
軍
団
兵
で
あ
っ
て
、
決
し
て
粉
戸
で
は
な
ぃ
の
で
あ
る

。た
だ
棚
戸
は
、
『
続

紀
』

天
平
宝
字
四

（
七
六
〇
）
年
十
月

i

実
酉
条
に

「陸
奥
国
棚
戸
百
姓

」
と
あ

る
よ
う
に

、
身
分
的
に
は
百
姓
な
の
で
あ
っ
て
、
一
般
の
公
民
と
同
様
に
兵
役

の
義
務
を
負
つ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

。
棚

戸
な
ど
の
移
民
に
対
し
て
は
し
ば
し
ば
給
復
な
ど
の
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
た

4



が

、
兵
役
を
免
除
す
る
と
い
っ
た
措
置
は
史
料
上
確
認
で
き
な
い

。
ま
た

『
続

紀
』

神
護
景
雲
三

（
七
六
九
）
年
正
月
己
亥
条
で
は
、
陸
奥
国
司
が

、
天
平
宝

字
三
〈

二
ヵ
〉

年
の
符
に
よ
っ
て
浮
浪

一
千
人
を
桃
生
棚
戸
に
配
し
た
が
、
定

着
せ
ず
に
逃
亡
し
て
し
ま
う
の
で
、
隣
国
の
三
丁
以
上
の
戸
二
〇
〇
烟
を
募
つ

て
桃
生
・
伊
治
二
城
に
安
置
し
て
辺
境
の
成
と
し
、
そ
の
安
堵
に
し
た
が
っ
て

鎮
兵
を
減
省
し
た
ぃ
と
願
つ
た
の
に
対
し
て
、
太
政
官
は
罪
の
な
い
民
を
辺
城

の
成
に
移
配
し
て
も
情
勢
が
不
穏
と
な
っ
て
逃
亡
が
止
ま
な
い
と
し
て
、
当

国
・
他
国
を
問
わ
ず

一
般
民
戸
に
法
外
の
復
を
給
し
て
移
住
者
を
募
る
と
い
う

方
針
を
打
ち
だ
す
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
棚
戸
が
は
っ
き
り

「辺
城
の
成

」

と
認
識
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
定
着
に
し
た
が
っ
て
鎮
兵
を
減
員

す
る
と
い
う
政
策
が
掲
げ
ら
れ
て
ぉ
り
、
現
実
に
当
国
兵
の
供
給
源
と
し
て
、

一
定
の
軍
事
的
役
割
を
担
つ
て
い
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う

。

ま
た
黒
川
以
北
十
郡
に
直
接
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
丹
取
郡
建
置
の
と
き
よ

り
や
や
時
代
は
く
だ
る
が
、
田
尻
町
の
木
戸
瓦
窯
跡
か
ら

「

」郡仲村郷

他
辺
里
長
/
二
百
長
丈
部
呰
人

」
と
い
う
ヘ
ラ
書
き
の
あ
る
多
賀
城
創
建
期
の

平
瓦
が
出
土
し
て
い
る

。
こ
の
瓦
は
通
称

「二
百
長
瓦

」
と
し
て
著
名
な
も
の

で
あ
る
が
、
欠
け
て
い
る
郡
名
は
新
田
郡
で
、
「二
百
長

」
と
は
軍
団
で
二
〇
〇

人
の
兵
士
を
管
轄
す
る
校
尉
の
別
名
で
あ
り
、「丈
部
些
］人

」
は
そ
の
氏
姓
か
ら

み
て
移
民
系
す
な
わ
ち
棚
戸
の
人
物
、
そ
れ
も
里
長

（こ
の
場
合
は
郷
里
制
下

の
里
〈

こ
ざ
と
〉

の
長
）
を
兼
務
し
て
い
る
か
ら
あ
る
程
度
の
有
力
者
と
判
断

さ
れ
る

。
里
長
が
二
百
長
を
兼
務
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
一
例
の
み

で
は
断
定
は
で
き
な
い
も
の
の
、
郷
里
制
の
支
配
機
構
が
軍
団
の
徴
兵
・
訓
練

組
織
と
結
び
っ
い
て
い
た
こ
と
を
っ
よ
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る

。
い
ず
れ
に

し
て
も
多
賀
城
の
創
建
期
に
は
黒
川
以
北
十
郡
の
概
戸
系
の
人
び
と
が
軍
団
兵

士
、
す
な
わ
ち
当
国
兵
と
し
て
徴
発
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う

。
た
だ
城
細
に
詰
め
る
当
国
兵
は
、
陸
奥
全
域
の
軍
団
か
ら
上

番
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
棚
戸
は
陸
奥
国
の
他
地
域
の
公
民
と
と
も

に
そ
の
供
給
源
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。
と
す
れ
ば
、

丹
取
郡
の
建
置
後
、
お
そ
ら
く
ほ
ど
な
く
し
て
丹
取
軍
団
が
置
か
れ
た
の
は
、

大
崎
地
方
に
移
配
さ
れ
た
棚
戸
を
兵
士
と
し
て
徴
発
す
る
機
構
が
と
と
の
え
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

。
ま
た
別
稿
で
論
ず
る
よ
う
に

、
近
夷
郡

の
住
民
は
非
常
時
に
は
城
棚
に
た
て
こ
も
っ
て
難
を
逃
れ
る
と
と
も
に
そ
の
防

守
に
あ
た
っ
た
か
ら

、
城
棚
周
辺
に
民
を
集
住
さ
せ
る
こ
と
自
体
に
城
細
の
軍

事
的
基
盤
を
強
化
す
る
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
〔

拙
稿

「近
夷
郡
と
城
棚
支
配

」（『
東
北
学
院
大
学
論
集
』

歴
史
学
・
地
理
学

二
一
号
掲
載
予
定
） 〕

。そ
う
ぃ
う
意
味
一一-・一e一一?-E
-
一

元
（
七
一
五
）

年
五
月
の
東
国
か
ら
の
富
民
柵
戸
の
大
量
移
配
は
、
移
配
先
の
軍
事
的
基
盤
を

強
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
主
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

つ
ぎ
に
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
史
料
は
、
さ
き
に

も
ふ
れ
た
神
亀
五

（
七
二
八
）
年
四
月
の
丹
取
軍
団
を
玉
作
軍
団
と
改
め
た
と

い
う
記
事
で
あ
る
〔

『
続
紀
』

同
年
四
月
丁
丑
条
〕

。
軍
団
名
に
は
通
常
郡
名
を

冠
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
こ
の
と
き
に
近
い
こ
ろ
に
玉
作

（
造
）
郡
が
成
立
し
た

こ
と
に
と
も
な
う
改
称
と
考
え
ら
れ
る
〔

工
藤
雅
樹

「多
賀
城
の
起
源
と
そ
の

性
格

」
（
『
古
代
の
日
本
』

八

東
北

角
川
書
店

一
九
七
〇
）
。高
橋
氏
、
前

掲

『
蝦
夷
』

一
二
九
頁
〕

。大
崎
地
方
は
地
形
的
に

一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
、
古
墳
時
代
に
お
い
て
す
で
に

文
化
的
に

一
つ
の
ま
と

黒
川
以
北
十
郡
の
成
立



黒
川
以
北
十
郡
の
成
立

ま
っ
た
地
域
を
形
成
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る

。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
小

規
模
で
か
っ
ほ
ぼ
同
規
模
の
多
数
の
郡
が
出
現
す
る
の
は

、
何
ら
か
の
政
策
的

意
図
の
も
と
に
い
っ
せ
い
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
〔

今
泉
氏
、

前
掲

「名
生
館
遺
跡
と
県
北
の
支
配

」〕
。
こ
う
し
て
玉
作
郡
の
成
立
と
と
き
を

同
じ
く
し
て
大
崎
地
方
で
郡
の
再
編
が
行
な
わ
れ
た

、
す
な
わ
ち
黒
川
以
北
十

郡
が
成
立
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
下
限
は
神
亀
五
年
と
い
う
こ
と
に
な

る
〔

工
藤
氏
、
前
掲

「多
賀
城
の
起
源
と
そ
の
性
格

」〕
。
丹
取
軍
団
か
ら
玉
作

軍
団
へ
の
改
称
が
玉
作
郡
の
成
立
に
と
も
な
う
も
の
と
す
れ
ば
、
玉
作
郡
し
た

が
っ
て
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
は
神
亀
五
年
か
ら
そ
う
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
時
期

と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が

、
そ
の
上
限
を
直
接
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
明
確
に

限
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い

。

既
述
の
よ
う
に

、一W一一一亀
元

（
七
一
五
）
年
の
東
国
富
民
の
大
量
移
配
は
、
黒

川
以
北
十
郡
の
成
立
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
十
郡
の
成
立
に
む
す
び
っ
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
な
お
十
年
前
後
の
歳
月
を
要
し
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
間
陸
奥
国
は
激
動

の
時
代
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

。
養
老
二

（
七
一
八
）
年
に
は
陸
奥
国

か
ら
石
城
・
石
背
両
国
が
分
離
す
る
が
、
そ
の
後
養
老
四

（
七
二
〇
）
年
九
月

に
蝦
夷
が
反
乱
を
ぉ
こ
し
て
按
察
使
上
毛
野
広
人
を
殺
害
し
、
さ
ら
に
神
亀
元

（
七
二
四
）
年
三
月
に
な
っ
て
海
道
の
蝦
夷
の
反
乱
が
お
こ
り
、陸
奥
大
一稼
の
佐

伯
児
屋
麻
呂
が
殺
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
重
大
な
事
件
が
相
つ
ぐ

。
詳
細
は
次
節

で
検
討
す
る
が
、
そ
の
間
政
府
は
陸
奥
鎮
所
を
蝦
夷
支
配
の
拠
点
と
す
る
政
策

を
中
心
に

、
東
国
の
人
的
・
物
的
資
源
に
依
拠
し
っ
っ
蝦
夷
支
配
の
た
め
の
基

盤
づ
く
り
を
小
規
模
に
な
っ
た
陸
奥
国
で
強
力
に
推
進
し
て
い
く
の
で
あ
る

。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
蝦
夷
の
反
乱
は

、
出
羽
建
国
の
際
に

、
そ
れ
に
蝦
夷
が

頑
強
に
抵
抗
し
た
よ
う
に
〔

平
川
南

「古
代
東
北
城
棚
の
特
質
に

つ
い

て

」

（
『
東
北
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要
」
四

一
九
七
八
） 〕

、
律
令
国
家
側
の
強
攻
策

に
蝦
夷
が
反
発
し
て
お
こ
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う

。
黒
川
以
北
十

郡
が
成
立
す
る
た
め
に
は

、
な
ぉ
現
地
で
こ
の
よ
う
な
組
纖
的
な
基
盤
づ
く
り

を
行
な
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る

。

以
上
、
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
過
程
を
文
献
史
料
に
よ
っ
て
検
討
し
て
き
た

が

、
こ
こ
で
も
う

一
度
ま
と
め
て
お
く
と

、
ま
ず
七
世
紀
後
半
段
階
に
少
な
く

と
も
志
太
地
方
は
中
央
政
府
の
支
配
下
に
入
つ
て
お
り
、
兵
士
の
徴
発
な
ど
も

行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
八
世
紀
初
頭
ま
で
に
そ
こ
に
信
太
郡
が
建
郡
さ
れ
る

。

そ
の
後
和
銅
六

（
七
一
三
）
年
に

玉
造
地
方
に
新
た
に
丹
取
郡
が
置
か
れ
る

と
、
ほ
ど
な
く
富
民
棚
戸
の
大
量
移
配
が
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
丹
取
軍
団
が

置
か
れ
て
、
大
崎
地
方
に
お
い
て
蝦
夷
支
配
の
た
め
の
基
盤
強
化
策
が
組
織
的

に
実
施
さ
れ
る

。
つ
づ
く
養
老
年
間
に
は

、
鎮
所
の
蝦
夷
支
配
の
拠
点
化
を
中

心
に
大
崎
地
方
の
蝦
夷
支
配
の
基
地
化
が
い
っ
そ
う
推
進
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な

政
策
の
一
応
の
帰
結
点
と
し
て
神
亀
五

（
七
二
八
）
年
に
近
い
こ
ろ
に
黒
川
以

北
十
郡
が
い
っ
せ
い
に
成
立
す
る
の
で
あ
る

。

黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
過
程
が
ほ
ぼ
以
上
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

そ
の
成
立
ま
で
に
は
い
く
っ
か
の
段
階
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

る

。
す
な
わ
ち
そ
の
第

一
段
階
は
陸
奥
国
の
成
立
か
ら
丹
取
郡
の
建
置
ま
で
の

期
間
で
、
そ
の
詳
細
は
文
献
史
料
か
ら
は
不
明
で
あ
る
が
、
す
で
に
大
崎
地
方

に
ま
で
中
央
政
府
の
支
配
が
及
ん
で
ぉ
り
、
一
部
で
は
建
郡
も
ぉ
こ
な
わ
れ
て

い
た

。
建
郡
の
事
実
と

『
日
本
書
紀
』

持
統
紀
三
年
正
月
丙
辰
条
の

「陸
奥
国
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」
の
存
在
な
ど
か
ら
推
測
し
て
、
大
崎
地
方
に

も
す
で
に
棚
が
設
置
さ
れ
て
束
国
な
ど
か
ら
棚
戸
が
移
配
さ
れ
て
い
た
可
能
性

も
十
分
に
考
え
ら
れ
る

。
第
二
段
階
は
丹
取
郡
の
建
置
か
ら
黒
川
以
北
十
郡
が

成
立
す
る
ま
で
の
時
期
で
あ
る

。
こ
の
期
間
は
中
央
政
府
の
大
崎
地
方
に
対
す

る
政
策
が
も
っ
と
も
積
極
化
す
る
時
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、
こ
の
地
域
を
蝦
夷

支
配
の
拠
点
と
す
る
政
策
が
強
力
に
推
進
さ
れ
る

。
そ
う
し
た
な
か
で
蝦
夷
の

反
乱
に
よ
っ
て
按
察
使
や
国
司
が
殺
害
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
重
大
な
事
件
が
相

っ
い
で
お
こ
り
、
当
時
陸
奥
国
で
は
、
政
府
の
強
攻
策
に
よ
っ
て
か
な
り
不
穏

な
情
勢
が
惹
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る

。
第
三
段
階
が
黒
川
以
北

十
郡
の
成
立
す
る
神
亀
年
間
ご
ろ
以
降
で
、第
二
段
階
の
積
極
策
が

一
段
落
し
、

そ
の
結
果
新
し
ぃ
体
制
が
陸
奥
国
に
で
き
て
相
対
的
な
安
定
期
を
む
か
え
る
時

期
で
あ
る

。
こ
の
新
し
い
体
制
と
は
、
石
城
・
石
背
両
国
の
陸
奥
国
へ
の
再
併

合
、新
た
な
陸
奥
の
国
府
と
し
て
の
多
賀
城
の
創
建
、
鎮
兵
制
の
実
質
的
成
立
・

軍
団
制
の
整
備
強
化
に
よ
る
東
国
へ
の
依
存
度
の
縮
小
化［
陸
奥
現
地
の
国

力
・
軍
事
力
の
強
化
な
ど
の
一
連
の
政
策
の
実
施
に
よ
っ
て
、
東
国
へ
の
依
存

を
最
小
限
に
し
て
陸
奥
一
国
で
蝦
夷
支
配
の
遂
行
を
一
応
可
能
に
す
る
態
勢
が

樹
立
さ
れ
る
こ
と
を
さ
す
が

、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
述
す
る

。

以
上
が
文
献
史
料
か
ら
み
た
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
過
程
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
現
在
ま
で
の
考
古
学
の
分
野
に
お
け
る
調
査
・
研
究
の
成
果
と
大
筋
に
お
い

て
符
合
す
る
と
思
わ
れ
る
。
進
藤
秋
輝
氏
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
宮
城
県
内
の
城

棚
官
衡
適
跡
調
査
の
成
果
か
ら
み
る
と
、（1

）瓦の
分
布
か
ら
七
世
紀
末
な
い
し

八
世
紀
初
頭
段
階
に
す
で
に
大
崎
地
方
ま
で
が
律
令
体
制
に
組
み
入
れ
ら
れ
て

お
り
、多
賀
城
創
建
の
支
配
領
域
は
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と

、

（2
）多賀
城
創
建
期
頃
に
県
北
諸
郡
が
分
割
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
は
名
生
館
遺

跡

（A
期
・
B
期
）・
伏
見
廃
寺
跡
や

一
関
遺
跡
な
ど
、
多
賀
城
よ
り
さ
か
の
ぼ

る
適
跡
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
複
数
の
郡
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が

大
で
あ
る
こ
と

、（3
）関東
系
の
技
法
で
作
ら
れ
た
土
師
器
の
出
土
傾
向
か
ら
、

七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
関
東
地
方
と
の
交
流
が
き
わ
め
て
盛

ん
だ
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
が
〔

進
藤
氏
、
「多
賀
城
創
建
を
め
ぐ

る
諸
問
題

」
（前
掲

『東
北
古
代
史
の
研
究
』

所
収
） 〕

、こ
れ
ら
の
諸
点
は
い
ず

れ
も
如
上
の
考
察
結
果
と
矛
盾
し
な
い

。
と
く
に（2
）で多
賀
城
の
創
建
以
前
に

大
崎
地
方
に
数
郡
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ

れ
る

。
以
上
、本
節
で
は
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
過
程
に
っ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、

つ
ぎ
に
そ
の
成
立
の
時
期
に
相
前
後
し
て
実
施
さ
れ
る
一
連
の
陸
奧
国
に
か
か

わ
る
政
策
の
性
格
を
考
え
、
そ
れ
と
の
関
連
で
黒
川
以
北
十
郡
成
立
の
意
義
を

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い

。

二
、
「神
亀
元
年
」
体
制
と
黒
川
以
北
十
部
の
成
立

前
節
で
見
た
よ
う
に
黒
川
以
北
十
郡
が
成
立
す
る
の
は
、
和
銅
六
年
の
丹
取

郡
の
建
置
以
降
に
実
施
さ
れ
る
一
連
の
蝦
夷
支
配
の
た
め
の
積
極
策
の
結
果
と

し
て
で
あ
っ
た

。
本
節
で
は
、
十
郡
の
成
立
前
後
の
時
期
の
東
北
政
策
の
変
遷

を
た
ど
っ
て
、
十
郡
の
成
立
を
律
令
国
家
の
蝦
夷
政
策
の
な
か
に
位
置
づ
け
て

み
た
い

。

養
老
二

（
七
一
八
）
年
五
月
に
陸
奥
国
か
ら
石
城
・
石
背
両
国
が
分
置
さ
れ
、

黒
川
以
北
十
郡
の
成
立



一
黑
川
以
北
十
郡
の
成
立

陸
奥
国
は
従
来
に
く
ら
べ
て
格
段
に
規
模
が
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

。
こ

れ
が
律
令
国
家
の
蝦
夷
政
策
の
重
要
な
変
更
を
意
味
す
る
こ
と
が
、
最
近
改
め

て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
て
い
る
が
〔

今
泉
氏
、
前
掲

「名
生
館
過
跡
と

県
北
の
支
配

」。
工
藤
氏
、
前
掲

「石
城
、
石
背
両
国
の
分
置
と
広
域
陸
奥
国
の

成
立
」。
同
氏

「多
賀
城
以
前

」
（
『
福
大
史
学
』

四
六
・
四
七
合
併
号

一
九
八

九
） 〕

、
基
本
的
に
は
工
藤
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に

、
和
銅
五

（
七
一
二
）
年

の
出
羽
建
国
と
同
様
に

、
蝦
夷
と
境
を
接
す
る
特
別
な
地
域
を
別
個
の
国
と
し

て
独
立
さ
せ
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る

。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に

、

そ
の
後
、
新
制
陸
奥
国
で
は
蝦
夷
支
配
の
基
地
化
が
以
前
に
も
ま
し
て
強
力
に

推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

。
養
老
六

（
七
二
二
）
年
閏
四
月
、
政
府

は
有
名
な
百
万
町
歩
開
墾
計
画
を
含
む
一
連
の
政
策
を
発
布
す
る
が
、
そ
の
な

か
で
陸
奥
国
出
身
の

「授
刀
・
兵
衛
・
衛
士
、
及
位
子
・
帳
内
・
資
人
并
防
閤
・

仕
丁
・
采
女
・
仕
女

」
な
ど
を
す
べ
て
本
国
に
送
還
す
る
よ
う
に
命
じ
、
ま
た

他
国
か
ら
の
移
住
者
に
は
徴
税
を
一
年
猶
予
す
る
こ
と
を
定
例
化
し
、
さ
ら
に

は

「鎮
無
二

儲
一根
一
、
何
堪
二

固
守
一

」
と
し
て
、
鎮
所
へ
穀
を
運
ん
だ
も
の
に

そ
の
距
離
と
数
量
に
応
じ
て
位
を
授
け
る
こ
と
に
し
て
、
鎮
所
へ
の
運
穀
を
奨

励
し
て
い
る
〔

『
続
紀
』

同
年
閏
四
月
乙
丑
条
〕

。
こ
れ
ら
は
北
啓
太
氏
も
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に

、
陸
奥
現
地
、
す
な
わ
ち
新
制
陸
奥
国
の
国
力
、
な
か
ん
ず

く
軍
事
力
の
充
実
を
目
的
と
し
た
政
策
〔

北
啓
太

「征
夷
軍
編
成
に
っ
い
て
の

一
考
察

」
（
『
書
陵
部
紀
要
』

三
九

一
九
八
八
） 〕
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ

ろ
う

。
都
に
行
つ
て
い
る
人
び
と
を
本
国
に
召
還
す
る
と
と
も
に

、
税
制
上
の

優
遇
措
置
を
講
じ
て
他
国
民
の
移
住
を
容
易
に
し
た
の
は
兵
士
の
要
員
を
含
む

人
的
資
源
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
り
、
鎮
所
へ
の
運
穀
の
奨
励
は
い
う
ま
で
も

な
く
軍
一根
な
ど
の
物
的
資
源
の
確
保
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
蝦
夷

支
配
を
遂
行
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た

。
か
か
る
方
針
は
す
ぐ
さ

ま
実
施
に
移
さ
れ
、
わ
ず
か
四
カ
月
後
の
同
年
八
月
に
は
諸
国
司
に
棚
戸
一
千

人
を
簡
点
し
て
陸
奥
鎮
所
に
送
る
よ
う
命
じ
て
い
る
し
〔

『
続
紀
』

同
年
八
月
丁

卯
条
〕

、翌
養
老
七

（七
二
三
）
年
二
月
と
翌
々
神
亀
元

（
七
二
四
）
年
二
月
に

は
私
穀
を
陸
奥
鎮
所
に
献
じ
た
人
び
と
合
わ
せ
て
十
三
人
に
外
従
五
位
下
が
授

け
ら
れ
て
い
る
〔

『
続
紀
』

養
老
七
年
二
月
戊
申
条
・
神
亀
元
年
二
月
壬
子
条
〕

。

石
城
・
石
背
両
国
は
短
期
間
で
ふ
た
た
び
陸
奥
国
に
併
合
さ
れ
る
が

、
そ
の

時
期
は
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い

。
た
だ

『類
聚
国
史
』

巻
八
三
免
租
税
の
養
老

四

（
七
二
〇
）
年
十
一
月
甲
成
条
に

「勅
、
陸
奥
・
石
背
・
石
城
三
国
調
庸
并

租
、
減
口
之

」
と
石
城
・
石
背
の
国
名
が
見
え
て
ぉ
り
、
一
方

『
続
紀
』

神
亀

五

（
七
二
八
）
年
四
月
丁
丑
条
に
は

「陸
奥
国
請
下

新
置
二

白
河
軍
団
一
、又
改
二

丹
取
軍
団
一
為
中

玉
作
軍
団
上

。
並
許
レ

之

」
と
あ
っ
て
、
白
河
軍
団
が
陸
奥
国

の
管
轄
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
間
に
再
併
合
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い

。
と
こ
ろ
が
そ
の
間
の
『
続
紀
』

神
亀
元

（七
二
四
）
年
四
月
癸
卯
条
に
は

「坂
東
九
国

」
と
い
う
表
現
が
見
え
て
い
る

。
国
史
大
系
本
の
頭
注
は

「九
国

。

恐
八
国
之
誤

」
と
す
る
が
、『
続
紀
』

の
写
本
は

一
致
し
て

「九
国

」
と
し
て
お

り
、
簡
単
に
誤
り
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

。
む
し
ろ
こ
の
九
国
は
通
常
の

坂
東
八
国

（
相
模
・
武
蔵
・
安
房
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
・
上
野
・
下
野
）
に

陸
奥
を
加
え
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
、
こ
の
と
き
ま
で
に
石
城
・
石
背
両
国

は
消
滅
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
〔

喜
田
貞
吉

「石
城
・
石
背
両
国
建

置
沿
革
考

」
（一「r
喜
田
貞
吉
著
作
集
』

四

歴
史
地
理
研
究

平
凡
社

一
九
八

二
、原
論
文
の
発
表
は
一
九
一
二
）
。今
泉
隆
雄

「陸
奥
国
の
建
国
と
郡
山
遺
跡

」



（
前
掲

『
図
説
宮
城
県
の
歴
史
』
） 〕

。
す
な
わ
ち
石
城
・
石
背
両
国
は
養
老
二
年

五
月
に
建
置
さ
れ
、
養
老
四
年
十
一
月
以
降
神
亀
元
年
四
月
ま
で
の
三
年
余
の

間
に
再
併
合
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
存
続
期
間
は
二
年
半
か
ら
最
大
限

で
も
六
年
た
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
、
き
わ
め
て
短
命
な
国
で
あ
っ
た

。
こ
の
間

律
令
国
家
は
め
ま
ぐ
る
し
く
蝦
夷
政
策
を
転
換
し
た
こ
と
に
な
る
が

、
そ
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
以
下
で
さ
ら
に
具
体
的
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い

。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
奈
良
時
代
前
半
で
鎮
所
が
集
中
的
に
史
料
に
現

わ
れ
る
時
期
と
石
城
・
石
背
両
国
が
分
置
さ
れ
て
い
た
期
間
が
ほ
ぼ
対
応
す
る

こ
と
に
気
が
つ
く
が
、
そ
れ
は
単
な
る
偶
然
な
の
で
は
な
く
、
二
国
の
分
置
と

鎮
所
の
整
備
・
強
化
と
が
一
連
の
政
策
と
し
て
結
び
っ
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る

。
す
な
わ
ち
二
国
を
分
離
し
た
新
制
陸
奥
国
で

は
、
丹
取
郡
の
建
置
と
そ
れ
に
っ
づ
く
東
国
か
ら
の
富
民
棚
戸
の
大
量
移
配
と

い
う
和
銅
～
霊
亀
年
間
の
大
崎
地
方
の
基
盤
整
備
を
受
け
て
、
主
と
し
て
東
国

か
ら
人
的
・
物
的
資
源
の
一
層
の
集
積
を
ぉ
こ
な
っ
て
鎮
所
を
蝦
夷
支
配
の
拠

（
l
）

点
化
す
る
、
と
い
う
政
策
を
強
力
に
推
進
し
、
新
制
陸
奥
国
の
国
力
、
な
か
ん

ず
く
軍
事
力
を
強
化
し
て
蝦
夷
支
配
の
た
め
の
特
別
な
地
域
=
基
地
と
し
て
整

備
す
る
と
い
う
政
策
を
と
っ
た

。
東
国
の
豊
富
な
人
口
と
経
済
力
に
依
拠
し
て

蝦
夷
と
境
を
接
す
る
地
域
を
軍
事
的
・
経
済
的
に
い
っ
そ
う
強
化
し
、
蝦
夷
支

配
の
拠
点
と
し
て
整
備
す
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
時
期
の
中
央
政
府
の
基
本
方

針
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

。
そ
の
場
合
の
石
城
・
石
背
両
国
の
役
割
で
あ
る
が

、

そ
れ
を
明
示
す
る
史
料
は
見
当
ら
な
い
が
、
陸
奥
国
か
ら
分
離
し
た
と
い
う
こ

と
は
、
坂
東
諸
国
と
と
も
に
新
制
陸
奥
国
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
人
的
・
物
的

資
源
の
供
給
基
地
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
、『
続
紀
』

養
老
六

（
七
二
二
）
年
八
月
丁
卯
条
の

「令
下

諸
国
司
簡
二

点
棚
戸
一
千
人
一
、
配
中

陸
奥

鎮
所
上

焉

」
と
い
う
記
事
の

「諸
国
司

」
の
な
か
に
は
石
城
・
石
背
両
国
の
国

司
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
っ
よ
い

。

周
知
の
よ
う
に

『
和
名
抄
』

に
よ
る
と
、
黒
川
以
北
十
郡
の
郡
郷
名
に
は
坂

東
諸
国
の
国
郡
名
と
一
致
す
る
も
の
が
多
く
、
ほ
か
に
少
数
で
は
あ
る
が
、
黒

川
郡
白
川
郷
、
賀
美
郡
磐
瀬
郷
な
ど
陸
奥
国
南
部
の
郡
名
と

一
致
す
る
も
の
も

あ
り
、
い
ず
れ
も
移
民
の
郷
里
の
国
郡
名
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る

。
ま
た
改
賜
姓
の
際
に
陸
奥
国
北
部
諸
郡
の
ひ
と
が
南
部
諸
郡
の
ひ
と
と
一

括
し
て
同
じ
氏
姓
を
賜
与
さ
れ
て
ぃ
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る

。
神
護
景
雲
三

（
七
六
九
）
年
三
月
の
有
名
な
大
国
造
道
嶋
嶋
足
の
申
請
に
よ
る
大
量
賜
姓
の

際
に
は
、
賀
美
郡
の
丈
部
国
益
が
白
河
郡
・
標
葉
郡
の
丈
部
と
と
も
に
阿
倍
陸

奥
臣
を
、
ま
た
黒
川
郡
の
靭
大
伴
部
弟
虫
ら
八
人
が
白
河
郡
の
靭
大
伴
部
と
と

も
に
靭
大
伴
連
を
賜
与
さ
れ
て
い
る
〔

『
続
紀
』

同
年
三
月
辛
巳
条
〕

。
ほ
か
に

も
延
暦
十
六

（
七
九
七
）
年
正
月
に
は
黒
河
郡
の
大
伴
部
真
守
が
行
方
郡
の
大

伴
部
と
と
も
に
大
伴
行
方
連
を
、
富
田
郡
の
丸
子
部
佐
美
と
小
田
郡
の
丸
子
部

稲
麻
呂
が
安
積
郡
の
丸
子
部
・
大
田
部
と
と
も
に
大
伴
安
積
連
を
賜
与
さ
れ
て

い
る
〔

『
後
紀
』

同
年
正
月
庚
子
条
〕

。
奈
良
時
代
の
改
賜
姓
は
同
族
な
い
し
同

祖
関
係
に
も
と
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
〔

拙
稿
、
「令
制
下
の
カ

バ
ネ
と
氏
族
系
譜

」
（
『
東
北
学
院
大
学
論
集
』

歴
史
学
・
地
理
学

一
四

一

九
八
四
） 〕
、
こ
れ
ら
は
互
い
に
同
族
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
、
あ

る
時
期
に

一
族
の
一
部
が
陸
奥
南
部
の
諸
郡
か
ら
黒
川
以
北
の
諸
郡
に
移
住
し

た
結
果
、
本
貫
地
を
異
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

。
彼
ら
の
移
住
の

時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
神
護
景
雲
三
年
以
前
に
す
で
に
あ
っ

黒
川
以
北
十
郡
の
成
立



黑
川
以
北
十
郡
の
成
立

た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
改
賜
姓
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
在
地
の
有
力

豪
族
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
棚
一

戸
の
変
質
す
る
天
平
宝
字
年
間

以
前
の
こ
と
と
推
定
し
て
誤
り
あ
る
ま
い

。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
れ

ら
の
陸
奥
南
部
か
ら
黒
川
以
北
十
郡
へ
の
移
民
の
な
か
に
は
石
城
・
石
背
両
国

が
分
置
さ
れ
て
い
た
時
期
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る

。

い
ず
れ
に
し
て
も
石
城
・
石
背
二
国
の
分
置
は
、
こ
の
両
国
を
坂
東
諸
国
と

と
も
に
新
制
陸
奥
国
の
後
方
基
地
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
、
両
国
が
陸
奥
国
に
再
併
合
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
新
制
陸
奥
国

で
は
両
国
と
坂
東
諸
国
の
国
力
に
依
拠
し
て
如
上
の
一
連
の
政
策
が
実
施
さ
れ

て
い
く

。
つ
ぎ
に
こ
れ
ら

一
連
の
政
策
の
意
義
を
さ
ら
に
具
体
的
に
考
察
し
て

み
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
際
特
に
問
題
と
な
る
の
が
、
こ
の
時
期
の
史
料
に
集

中
的
に
現
わ
れ
る
鎮
所
の
性
格
と
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
る
鎮

兵
制
度
の
成
立
で
あ
る

。
ま
ず
陸
奥

（国
）
鎮
所
と
は
、
具
体
的
に
は
、
天
平

五

（
七
三
三
）
年
十
一
月
十
四
日
勅
符
に
み
え
る

「鎮
奥
塞

」
〔

『
三
代
格
』

大

同
五
年
五
月
十
一
日
官
符
所
引
〕

、さ
ら
に
は

『
続
紀
』

天
平
九
年
四
月
戊
午
条

の

「玉
造
等
五
棚

」
と
の
関
連
性
を
想
定
し
て
、
当
時
建
郡
が
進
行
中
の
大
崎

地
方
に
そ
の
中
核
と
し
て
置
か
れ
た
、
棚
戸
の
付
属
す
る
複
数
の
城
棚
を
総
称

し
た
も
の
と
す
る
佐
々
木
茂
楨
氏
の
見
解
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
〔

佐
々
木
氏

「多
賀
城
と
玉
造
等
諸
概

」
（『
国
史
談
話
会
雑
誌
』

豊
田
・
石
井
両
先
生
退
官
記

念
号

一
九
七
三
） 〕

。

'

こ
の
鎮
所
に
つ
い
て
、
佐
々
木
茂
楨
氏
は

「棚
戸
収
納
の
行
政
的
性
格
の
っ

よ
い
複
数
の
城
棚

」
と
し
て
い
る
が
、『
続
紀
』

養
老
六

（
七
二
二
）
年
閏
四
月

乙
丑
条
で
は
、
鎮
所
へ
の
連
穀
を
奨
励
す
る
に
あ
た
っ
て

「鎮
無
二

儲
根
一
、
何

堪
二

固
守
一

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
兵
士
な
ど
が
常
駐
す
る

施
設
と
み
ら
れ
、そ
の
軍
事
的
性
格
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

。

そ
こ
で
鎮
所
と
鎮
兵
制
度
と
の
関
連
が
問
題
と
な
っ
て
く
る

。

東
国
出
身
者
に
よ
る
専
業
兵
士
と
し
て
の
鎮
兵
制
度
は
、
神
亀
元
年

（
七
二

四
）
年
二
月
条
の

「陸
奥
国
鎮
守
軍
卒

」
を
鎮
兵
類
似
の
制
度
と
み
て
、
実
質

的
に
は
神
亀
元
年
ご
ろ
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
と
す
る
見
解
が
ほ
ぼ
通
説
と

な
っ
て
い
る

。
鎮
兵
は

一
般
農
民
層
か
ら
徴
発
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
軍
団
兵

（2
）

と
同
じ
で
あ
る
が

、
種
々
の
点
で
軍
団
兵
と
は
際
立
つ
た
違
い
が
あ
っ
た

。
ま

ず
軍
団
兵
が
軍
団
に
所
属
し
、軍
団
ご
と
に
い
く
っ
か
の
番
に
分
か
れ
て

（
『続

紀
』

慶
雲
元
年
六
月
丁
巳
条
に
は

「団
別
分
為
二

十
番
一
」と
あ
る
）
、
比
較
的
短

期
間
ず
っ
（十
～
十
五
日
程
度
）
、年
間
数
回
の
国
内
上
番
を
ぉ
こ
な
っ
て
い
た

の
に
対
し
て
、
鎮
兵
は
城
柵
に
本
属
し
年
間
を
通
し
て
城
秘
に
詰
め
て
い
た

。

軍
団
兵
の
国
内
上
番
と
は
軍
団
や
国
府
に
上
番
し
て
訓
練
を
受
け
た
り
、
国
府

や
軍
団
倉
庫
の
警
備
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
が
〔

『
続
紀
』

慶
雲
元
年
六
月
条
と

国
内
上
番
に

つ
い
て
は
、
北
啓
太

「軍
団
兵
士
の
訓
練
に
関
す
る

一
考
察

」

（「続
日
本
紀
研
究
』

二
二
四

一
九
八
二
）
参
照
〕

、
陸
奥
・
出
羽
で
は
国
府
に

（
3
）

加
え
て
城
柵
に
も
上
番
し
て
警
備
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。
ま
た
軍
団

兵
が
私
一根
を
食
む
の
に
対
し
て
、
鎮
兵
は
公
一根
を
支
給
さ
れ
た

。
鎮
兵
は
妻
子

を
同
伴
し
て
赴
任
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、農
耕
生
活
を
営
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、

年
間
を
通
し
て
兵
役
に
あ
る
た
め
、
実
際
に
は
生
業
に
従
事
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
っ
た

。
鎮
兵
制
度
の
維
持
に
公
一根
の
支
給
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
ゆ
え
ん
で

あ
る

。
こ
の
鎮
兵
制
度
が
鎮
兵
に
と
っ
て
き
わ
め
て
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

10



と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、『
三
代
格
』

所
収
弘
仁
六

（
八
一
五
）
年
八
月
二
十
三

日
官
符
に

「百
姓
苦
レ

役
無
レ

過
二

鎮
兵
一
。
当
レ

成
之
年
妻
子
共
赴

。
絶
レ

隣
在

違
無
レ

所
二

乞
貸
一
。
身
迫
二

公
役
一
不
レ

遑
二

耕
作
一
。
尽
売
二

衣
物
一
僅
資
二

妻

子
一
。
帰
レ

郷
之
日
裸
身
露
頂
、
道
程
僻
遠
復
無
二

路
根
一
。
望
二

其
旧
居
一
応

无
二

所
処
一
。
因
レ

斯
規
レ

留
二

奥
地
一
、
長
絶
二

帰
情
一
。
山
川
迂
遠
無
レ

由
二

検

括
一
。奥
地
米
宛
熟
郡
先
竭
、
職
此
之
由

」
と
、
そ
の
窮
状
が
具
体
的
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
し
、
そ
の
ほ
か
に
も

「比
年
、
諸
国
発
入
鎮
兵
、
路
間
逃
亡
」〔
『
続

紀
』

神
護
景
雲
二
年
九
月
壬
辰
条
〕

、
「出
羽
国
鎮
兵
-
-
在
二

辺
成
一
家
業
絶

亡
」〔
『
後
紀
』

弘
仁
二
年
七
月
乙
未
条
〕

な
ど
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る

。
一
方

こ
の
鎮
兵
制
度
は
律
令
国
家
に
と
っ
て
も
非
常
に
大
き
な
財
政
上
の
負
担
と

な
っ
た

。
陸
奥
の
鎮
兵
一根
は
神
護
景
雲
二

（
七
六
八
）
年
に
三
十
六
万
束
〔

『
続

紀
』

神
護
景
雲
二
年
九
月
壬
辰
条
〕

、弘
仁
元

（
八
一
〇
）
年
に
は
五
十
余
万
束

〔

『
類
聚
国
史
』

巻
八
四
公
廨

大
同
五
年
五
月
壬
子
条
〕

に
も
の
ぼ
り
、
そ
の

負
担
が
在
地
の
疲
弊
を
ま
ね
い
て
深
刻
な
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
が
し

ば
し
ば
語
ら
れ
て
ぉ
り
、
そ
れ
が
鎮
兵
を
減
員
・
停
廃
す
る
際
の
主
要
な
理
由

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

。
蝦
夷
支
配
の
遂
行
の
た
め
の
常
備
軍

（城
棚
の
造

営
・
修
理
の
労
働
力
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
）
の
中
核
と
し
て
陸
奥
出
羽
両
国

に
特
設
さ
れ
た
鎮
兵
制
度
が
破
綻
し
て
い
く
過
程
に

、
律
令
国
家
の
蝦
夷
政
策

の
矛
盾
が
集
中
的
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

。

以
上
鎮
兵
制
度
の
概
要
を
み
た
が
、
か
か
る
兵
制
の
創
設
に
は
要
員
の
確
保

と
と
も
に

、
そ
れ
を
支
え
る
の
に
必
要
な
膨
大
な
額
の
鎮
兵
一根
の
確
保
が
不
可

欠
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る

。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
養
老
六

（
七
二
二
）

年
か
ら
神
亀
元

（
七
二
四
）
年
に
か
け
て
集
中
的
に
現
わ
れ
る
陸
奥
鎮
所
へ
の

私
穀
の
運
送
で
あ
る

。
こ
の
私
穀
が
軍
一根
で
あ
る
こ
と
は
、
前
引
の
養
老
六
年

閏
四
月
条
に

「鎮
無
二

儲
根
一
、
何
堪
二

固
守
一

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
が

、
こ
れ
こ
そ
鎮
兵
制
度
の
前
身
に
あ
た
る
専
業
兵
士
制
の
創
設
に
あ

た
っ
て
、
そ
れ
に
必
要
な
根
食
の
備
蓄
を
ぉ
こ
な
っ
た
も
の
と
解
し
う
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か

。
虎
尾
俊
哉
氏
は
養
老
六
年
八
月
丁
卯
条
の

「令
下

諸
国
司
簡
二

点
棚
戸
一
千
人
一
、
配
二

陸
奥
鎮
所
一
焉

」
と
い
う
棚
戸
の
移
配
記
事
に
注
日

し
、
こ
こ
で
棚
一尸
が
従
来
の
よ
う
に
戸
単
位
で
な
く
、
人
単
位
で
示
さ
れ
て
ぉ

り
、
「戸
を
単
位
と
す
る
移
住
で
は
な
く
、
単
身
で
陸
奥
鎮
所
に
配
属
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
鎮
所
の
軍
卒
、
っ
ま
り
鎮
兵
に
ほ
か
な
る
ま
い

」
と

推
定
し
、
養
老
六
年
が
陸
奥
鎮
所
の
整
備
の
う
え
で

一
っ
の
画
期
で
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
〔

虎
尾
氏
、「律
令
国
家
の
奥
羽
経
営

」
（
『
古
代
の
地
方
史
』

六

奥
羽
編

朝
倉
書
店

一
九
七
八
） 〕

。
既
述
の
よ
う
に

、
棚
戸
そ
れ
自
体

は
城
棚
の
管
轄
下
に
あ
る
公
民
と
い
う
こ
と
で
、兵
制
上
の
区
分
で
は
な
い
が

、

柵
戸
移
配
の
軍
事
的
意
義
を
否
定
し
が
た
い
と
す
れ
ば
、
人
単
位
で
あ
る
こ
と

と
い
い

、
移
配
先
が
鎮
所
で
あ
る
こ
と
と
い
い

、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
と
思
わ

れ
る

。
し
か
も
こ
の
時
期
に
鎮
所
に
専
業
兵
士
制
の
創
設
に
不
可
欠
な
軍
一根
の

集
積
を
組
織
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

。
こ
れ
だ
け
の
条
件
が
そ
ろ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
諸
事
象
を
他
の
観
点
か
ら
よ
り
整
合
的
に

解
釈
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
時
期
の
一
連
の
政
策
に
よ
っ
て
、
養
老
六
年
に

移
配
さ
れ
た
一
千
人
の
棚
戸
を
中
核
と
し
て
、
鎮
兵
制
の
前
身
と
な
る
よ
う
な

専
業
兵
士
制
が
神
亀
元
年
ま
で
に
成
立
し
、
鎮
所

1I
城
棚
に
配
備
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

。

こ
の
鎮
兵
制
の
実
質
的
成
立
は

、
城
棚
支
配
の
進
展
を
考
え
る
う
え
で
き
わ

1i
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黒
川
以
北
十
郡
の
成
立

め
て
重
要
で
あ
る

。
と
い
う
の
は
、
こ
の
鎮
兵
は
、
以
後
、
弘
仁
六

（
八
一
五
）

年
八
月
に
鎮
兵
一
千
人
を
廃
止
し
て
代
わ
り
に
健
士
二
千
人
を
ぉ
く
ま
で
、
ほ

ぼ
全
期
間
を
通
じ
て

（一
時
他
国
の
鎮
兵
が
全
廃
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
）

当
国
兵
と
と
も
に
城
粉
に
配
備
さ
れ
た
陸
奥
国
の
常
備
軍
の
主
力
を
構
成
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
今
泉
隆
雄
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に

、
こ
の
令
外

の
兵
制
で
あ
る
鎮
兵
を
統
轄
す
る
官
司
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
が
、
令
外
の
官

で
あ
る
鎮
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
鎮
守
府
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

、
鎮
守
府

が
成
立
し
た
の
も
こ
の
神
亀
元
年
前
後
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
〔

今
泉

氏
、
前
掲

「多
賀
城
の
時
代

」〕

。
す
な
わ
ち
鎮
兵
制
度
と
そ
の
統
轄
官
司
と
し

て
の
鎮
守
府
の
成
立
に
よ
っ
て
、
城
柵
に
は
当
国
兵
と
鎮
兵
が
っ
ね
に
配
備
さ

れ
、
城
棚
に
派
遣
さ
れ
た
国
司
が
前
者
を
、
鎮
官
が
後
者
を
率
い
る

（た
だ
し

国
司
と
鎮
官
は
兼
任
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
）
、と
い
う
平
時
の
蝦
夷

支
配
の
軍
事
的
基
礎
が
で
き
あ
が
る
の
で
あ
る

。

と
こ
ろ
が
以
上
に
み
た
よ
う
な
方
針
は
、神
亀
元
年
こ
ろ
を
境
に
し
て
大
き
く

転
換
し
て
い
く

。北
啓
太
氏
は
養
老
四
年
ま
で
と
神
亀
元
年
以
降
で
は
、征
夷
軍

の
編
成
に
大
き
な
違
い
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

。す
な
わ
ち
征
夷
軍
の
動

員
地
域
に
、
養
老
四
年
の
発
動
ま
で
は
坂
東
諸
国
以
外
に
も
北
陸
道
諸
国
や
遠

江
・
駿
河
・
甲
斐
・
美
濃
・
信
濃
と
い
っ
た
国
々
も
見
え
る
の
に
対
し
、
神
亀

元
年
以
降
は
坂
東
諸
国
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う

。
そ
の
間
、
陸
奥
で
は
現
地
の

国
力
、
な
か
ん
ず
く
軍
事
力
の
充
実
が
図
ら
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
陸
奥
国
で

常
成
に
当
る
鎮
兵
の
制
が
神
亀
元
年
ま
で
に
実
質
的
に
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ

る

。
鎮
兵
は
主
と
し
て
坂
東
諸
国
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
厳
密
に

は
現
地
軍
で
は
な
い
が

、
事
に
あ
た
っ
て
臨
時
に
動
員
す
る

（［1
征
夷
軍
）
こ

と
を
な
る
べ
く
避
け
、
現
地
に
常
駐
す
る
兵
力
を
強
化
す
る
こ
と
で
征
夷
に
備

え
る
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る

。
そ
の
点
で
鎮
兵
制
は
、
坂
束
か
ら

の
征
討
軍
の
常
駐
化
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
征
夷
に
お
け

る
現
地
重
視
の
方
式
は
、
そ
の
後
も
継
続
し
て
と
ら
れ
る

。
神
亀
元
年
の
征
夷

に
お
い
て
も
、
天
平
九

（
七
三
七
）
年
の
陸
奥
・
出
羽
直
路
開
削
に
際
し
て
の

軍
事
行
動
に
お
い
て
も
、
現
地
の
官
人

（按
察
使
・
陸
奥
国
司
・
鎮
守
府
官
人
）

が
主
導
し
て
い
る
し
、
天
平
九
年
以
降
は
宝
亀
十
一
（
七
八
〇
）
年
伊
治
公
呰

麻
呂
の
乱
ま
で
征
討
使
の
派
遣
は
一
度
も
な
く
、
按
察
使
・
陸
奥
出
羽
国
司
・

鎮
守
府
官
人
等
が
征
夷
事
業
を
主
導
し
、
政
府
が
そ
の
事
業
に
て
こ
入
れ
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
鎮
守
副
将
軍
の
任
命
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る

。
兵
力
に

っ
い
て
み
て
も

、
天
平
九
年
以
降
、
宝
亀
十
一
年
の
覚
嫌
城
築
城
ま
で
は
、
あ

く
ま
で
も
陸
奥
出
羽
の
現
地
が
主
と
し
て
負
担
し
、
そ
の
間
坂
東
か
ら
の
支
援

も
あ
っ
た
が
騎
兵
に
限
ら
れ
て
い
た
、
と
し
て
い
る
〔

北
氏
、
前
掲

「征
夷
軍

編
成
に
つ
い
て
の
一
考
察

」〕

。

こ
の
征
夷
軍
に
関
す
る
北
氏
の
見
解
に
は
注
目
す
べ
き
点
が
多
々
あ
り
、
当

該
時
期
の
蝦
夷
政
策
全
体
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
も
示
唆
に
富
ん
で
い
る
と

思
わ
れ
る

。
北
氏
は
神
亀
元
年
の
征
夷
軍
の
派
遣
以
降
、
陸
奥
出
羽
現
地
主
導

型
の
征
夷
が
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が

、
神
亀
元
年
前
後

に
蝦
夷
政
策
に

大
き
な
画
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
な
点
か

ら
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

。
ま
ず
周
知
の
ご
と
く
、
多
賀
城
碑
で
多
賀
城
の

創
建
を
神
亀
元
年
と
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る

。
こ
の
多
賀
城
碑
は
明
治

年
間
に
偽
作
説
が
唱
え
ら
れ
て
以
来
、
そ
れ
が
有
力
視
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年

碑
の
再
検
討
が
ぉ
こ
な
わ
れ
た
結
果
、
偽
作
説
の
根
拠
が
決
し
て
十
分
と
は
い

1 2



い
が
た
い
こ
と
、
さ
ら
に
偽
作
説
の
積
極
的
反
証
と
し
て
、
碑
文
の
割
り
付
け

に
天
平
尺
が
使
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
っ
よ
い
こ
と
、
発
掘
調
査
の
結
果
判
明

し
た
多
賀
城
の
遺
跡
の
変
遷
と
碑
文
の
内
容
が
符
合
す
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か

（
補
一
選
）

上
な
り
、
真
物
説
が
に
わ
か
に
つ
よ
ま
っ
て
い
る

。
こ
の
よ
う
な
近
年
の
成
果

を
受
け
て
今
泉
隆
雄
氏
は
、
碑
文
を
多
賀
城
の
理
解
に
積
極
的
に
利
用
す
る
こ

と
を
提
唱
し
て
い
る
が
〔

今
泉
氏

「多
賀
城
碑
は
真
物
か
偽
物
か

」
（
前
掲

『
図

説
宮
城
県
の
歴
史
』
） 〕
、偽
作
で
あ
る
と
い
う
積
極
説
な
根
拠
が
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
碑
は
新
た
な
疑
点
が
発
見
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
真
物
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
著
者
も
今
泉
氏
の
意
見
に
賛
成
で
あ
る

。
そ
こ
で

こ
こ
で
は
多
賀
城
の
創
建
を
、
碑
文
に
依
拠
し
て
神
亀
元
年
と
考
え
て
お
く

。

た
だ
今
泉
氏
も
注
意
し
て
い
る
よ
う
に

、
碑
文
の

「此
城
神
亀
元
年
-
-
大
野

朝
臣
東
人
之
所
レ

置
也

」
と
い
う
記
述
は
、
城
の
完
成
時
か
造
営
着
手
時
か
が

必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
完
成
は
神
亀
元
年
ご
ろ
と
多
少
幅
を
も
た

せ
て
ぉ
い
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う

。
多
賀
城
は
当
初
か
ら
陸
奥
国
の
国
府
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
既
述
の
よ
う
に
鎮
守
府
も
神
亀
元
年
前
後

に
鎮
兵
の
統
轄
機
関
と
し
て
成
立
し
た
と
す
れ
ば
、
多
賀
城
は
当
初
か
ら
陸
奥

国
府
兼
鎮
守
府
と
し
て
創
建
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
律
令
国
家
の
東
北

政
策
の
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
改
め
て

述
べ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う

。

さ
き
に
養
老
二
年
五
月
に
建
置
さ
れ
た
石
城
・
石
背
両
国
が
養
老
四
年
十
一

月
以
降
神
亀
元
年
四
月
ま
で
の
三
年
余
の
間
に
再
併
合
さ
れ
た
こ
と
を
み
た

が
、
こ
の
石
城
・
石
背
両
国
の
再
併
合
は
多
賀
城
の
創
建
=
陸
奥
国
府
の
新
設

の
直
前
な
い
し
同
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
両
者
は
一
連
の
政
策

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る

。
す
な
わ
ち
多
賀
城
は
復
活
し
た
広
域
の

陸
奥
国
の
国
府
と
し
て
創
建
さ
れ
た
と
い
う
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る

。
つ
ぎ
に

こ
の
点
を
い
わ
ゆ
る
広
域
陸
奥
国
復
活
の
意
義
を
考
え
な
が
ら
さ
ら
に
検
討
し

て
み
た
い

。

北
氏
は
神
亀
元
年
以
降
、
律
令
国
家
は
臨
時
に
東
国
を
中
心
に
編
成
さ
れ
る

征
夷
軍
に
依
存
す
る
体
制
を
改
め
、
陸
奥
現
地
の
国
力
を
高
め
て
恒
常
的
な
蝦

夷
支
配
体
制
を
陸
奥
国
に
確
立
す
る
方
向
へ
政
策
を
転
換
し
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た

。
こ
の
こ
と
は
東
国
出
身
者
に
よ
る
鎮
兵
制
の
創
設
な
ど
に
示
さ
れ
る

よ
う
に

、
決
し
て
坂
東
諸
国
の
負
担
が
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た

が
、
少
な
く
と
も
桃
生
・
雄
勝
両
城
の
築
城
に
よ
っ
て
蝦
夷
政
策
が
積
極
化
す

（4
）

る
天
平
宝
字
年
間
ご
ろ
ま
で
は
、陸
奥
国
内
の
蝦
夷
支
配
体
制
の
強
化
に
っ
と
め

て
坂
東
諸
国
へ
の
依
存
を
最
小
限
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
、
蝦
夷
政
策

の
各
分
野
に
わ
た
っ
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

最
初
に
他
国
か
ら
の
棚
戸
の
移
配
に

つ
い
て
み
て
み
る
と

、
養
老
六

（
七
二

二
）
年
八
月
の

「令
下

諸
国
司
簡
二

点
棚
戸
一
千
人
一
、
配
中

陸
奥
鎮
所
上

焉

」

〔

『
続
紀
』

同
年
八
月
丁
卯
条
〕

を
最
後
に
し
ば
ら
く
文
献
史
料
か
ら
姿
を
消

し
、
つ
ぎ
に
確
認
で
き
る
の
は
棚
戸
が
変
質
し
、
罪
人
や
浮
浪
人
な
ど
が
中
心

と
な
っ
て
徒
刑
労
働
的
色
彩
が
強
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
る
天
平
宝
字
年
間
以
降

の
こ
と
で
あ
る

。
そ
れ
も
出
羽
で
は

『
続
紀
』

天
平
宝
字
三

（
七
五
九
）
年
九

月
庚
寅
条
に

「遷
二

坂
東
八
国
、
并
越
前
・
能
登
・
越
後
等
四
国
浮
浪
人
二
千

人
一
、
以
為
二

雄
勝
棚
戸
一

」
と
あ
り
、
こ
の
と
き
に
坂
東
や
北
陸
諸
国
か
ら
大

規
模
な
浮
浪
人
の
移
配
が
ぉ
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
陸
奥
で
は
同
書

天
平
宝
字
二

（
七
五
八
）
年
十
月
甲
子
条
に

「発
二

陸
奥
国
浮
浪
人
一
、
造
二

桃
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川
:

，一川
以
-l;
-
部
の
成
立

生
城
・

。
既
而
復
二

其
調
庸
一
、
便
即
占
着

。
又
浮
宕
之
徒
、
貫
為
二

棚
戸
一
」
と

見
え
て
い
て
、
陸
奥
国
内
の
浮
浪
人
を
桃
生
城
の
造
営
に
動
員
し
た
り
、
棚
戸

と
し
て
移
配
し
て
い
る

。
と
こ
ろ
が
こ
の
政
策
は
、
伊
治
城
完
成
後
の
神
護
景

雲
三

（
七
六
九
）
年
正
月
己
亥
条
に

「被
二

天
平
宝
字
三
〈

二
力
〉

年
符
一
、差
二

浮
浪
一
千
人
一
、
以
配
二

桃
生
棚
戸
一
。
本
是
情
抱
二

規
避
一
、
萍
漂
蓬
転
、
将

至
二

城
下
一
、
復
逃
亡
」
と
実
情
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

、
浮
浪
人
の
規
避
・

逃
亡
に
あ
っ
て
ま
も
な
く
破
綻
し
て
し
ま
う

。
こ
の
こ
ろ
か
ら
桃
生
・
伊
治
両

城
に
関
し
て
、
「陸
奥
国
管
内
及
他
国
百
姓

」
（神
護
景
雲
二
年
十
二
月
丙
辰

条
）、「不
レ

論
二

当
国
他
国
一
」
（神
護
景
雲
三
月
正
月
己
亥
条
）
、あ
る
い
は

「令
三

坂
東
八
国
、
各
募
二

部
下
百
姓
一

」
（同
年
二
月
丙
辰
条
）
な
ど
と
あ
る
よ
う

に

、
陸
奥
国
内
ば
か
り
で
な
く
ふ
た
た
び
坂
束
諸
国
な
ど
か
ら
も
、
し
か
も
浮

浪
人
で
は
な
く
百
姓
を
、
「法
外
給
復

」
を
ほ
ど
こ
す
な
ど
の
、
こ
れ
ま
で
以
上

の
優
遇
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
城
に

「安
置

」
し
、「辺
守

」
に
充
て

よ
う
と
す
る
政
策
に
転
換
す
る
の
で
あ
る

。
こ
れ
は
従
前
か
ら
の
棚
戸
政
策
の

行
き
詰
ま
り
が
さ
ら
に
進
行
し
て
再
度
政
策
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
坂
東

諸
国
へ
の
依
存
を
ふ
た
た
び
っ
よ
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る

。
こ
の
よ
う
に
棚
戸
政
策
の
推
移
を
た
ど
っ
て
く
る
と

、

陸
奥
国
で
養
老
六
年
以
降
、
じ
っ
に
五
十
年
近
く
も
の
あ
い
だ
他
国
か
ら
の
移

民
記
事
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
坂
東
諸
国
へ
の
依
存

を
縮
小
し
よ
う
と
す
る
政
策
の
一
環
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
方
針
を
転
換
し
た

（5
）

結
果
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

っ
ぎ
に
兵
制
の
変
遷
に
つ
い
て
み
て
み
る
と

、
神
亀
元
年
二
月
に
は
、
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に

「陸
奥
国
鎮
守
軍
卒
等

」
の
本
籍
を
除
い
て
比
部
に
貫
し
、

父
母
妻
子
と
と
も
に
生
業
を
営
む
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る

。
こ
れ
は
鎮
守
軍
卒

の
配
属
先
で
あ
る
陸
奥
国
北
部
諸
郡
に
彼
ら
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
策

で
、
や
は
り
陸
奥
国
現
地
の
蝦
夷
支
配
体
制
整
備
の
一
環
と
解
さ
れ
よ
う

。
『
続

紀
』

神
護
景
雲
二
年
九
月
壬
辰
条
に

「前
守
従
三
位
百
済
王
敬
福
之
時
、
停
止

他
国
鎮
兵
、
点
加
当
国
兵
士
」
と
あ
っ
て
、
百
済
王
敬
福
が
陸
奥
守
で
あ
っ
た

天
平
末
年
か
ら
天
平
勝
宝
初
年
に
か
け
て
の
こ
ろ
に

、
他
国
の
鎮
兵
が
廃
止
さ

（
6
）

れ
当
国
兵
の
み
に
切
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。
こ
の
よ
う
な
体
制
が

い
つ
ま
で
続
い
た
の
か
さ
だ
か
で
な
い
が

、
少
な
く
と
も
蝦
夷
政
策
が
積
極
化

（
7
）

す
る
天
平
宝
字
ご
ろ
ま
で
は
続
い
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

。
こ
れ

は
東
国
へ
の
依
存
を
縮
小
す
る
と
い
う
政
策
が
そ
の
後
さ
ら
に
推
し
進
め
ら
れ

て
、
っ
い
に
陸
奥
国
内
の
常
備
軍
を
当
国
兵
だ
け
で
固
め
る
と
い
う
体
制
を
生

み
出
す
に
い
た
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
が

、
じ
つ
は
こ
の
よ
う
な
当
国
兵
重
視

の
傾
向
は
す
で
に
神
亀
年
間
か
ら
み
ら
れ
る
の
で
あ
る

。
す
な
わ
ち
神
亀
五

（
七
二
八
）
年
四
月
に
新
た
に
白
河
軍
団
を
置
い
て
い
る
が
〔

『続
紀
』

同
年
四

月
丁
丑
条
〕

、こ
れ
は
広
域
陸
奥
国
が
復
活
し
た
直
後
に
当
国
兵
士
制
を
拡
充
す

る
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い

。
『
三
代

格
』

所
収
の
天
平
十
八

（
七
四
六
）
年
十
二
月
十
五
日
官
奏
に
よ
れ
ば
、
当
時

陸
奥
国
は
六
軍
団
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。
そ
の
後
、
い
つ
の
こ
ろ
か

ら
か
さ
だ
か
で
な
い
が
、
陸
奥
国
の
軍
団
は
減
少
傾
向
を
た
ど
っ
た
よ
う
で
、

大
同
四

（
八
〇
九
）
年
に
は
四
団
で
、
さ
ら
に
弘
仁
二

（
八
一
一
）
年
に
は
わ

ず
か
に
二
団
に
な
っ
て
し
ま
う

。
以
後
ま
も
な
く
増
加
に
転
じ
、
弘
仁
六

（
八

一
五
）
年
に
六
団
制
に
復
帰
し
、
さ
ら
に
承
和
十
五

（
八
四
八
）
年
ま
で
に

一

団
ふ
え
て
七
団
制
と
な
っ
て
延
喜
式
制
に
い
た
る
〔

板
橋
源

「古
代
陸
奥
軍
団
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考

」
（
『
軍
事
史
学
』

五

一
九
六
六
）
参
照
〕

。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と

、
陸

奥
で
は
九
世
紀
半
ば
以
降
の
七
団
制
の
時
期
を
除
け
ば
六
団
制
が
標
準
で
あ
っ

た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
の
六
団
制
は
神
亀
五
年
の
白
河
軍
団
の
新
設
の

と
き
か
ら
天
平
十
八
年
ま
で
の
間
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る

。
他
国
の
鎖
兵
の

廃
止
を
断
行
し
た
背
景
に
は
神
亀
年
間
以
降
の
こ
の
よ
う
な
当
国
兵
士
制
の
増

強
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る

。
さ
き
に

、
神
亀
元
年
の
征
夷
軍
の
派
遺
以
降
、
陸

奥
出
羽
現
地
主
導
型
の
征
夷
が
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
北
氏
が
明

ら
か
に
し
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、そ
の
よ
う
な
方
式
を
可
能
に
し
た
も
の
こ
そ
、

上
述
の
神
亀
元
年
ご
ろ
の
鎮
兵
制
の
創
設
と
そ
れ
以
降
の
当
国
兵
士
の
整
備
・

強
化
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う

。

以
上
、
石
城
・
石
背
両
国
が
再
併
合
さ
れ
て
広
域
の
陸
奥
国
が
復
活
す
る
神

亀
元
年
ご
ろ
か
ら
あ
と
の
蝦
夷
政
策
を
検
討
し
て
き
た
が
、
東
国
の
民
を
棚
戸

と
し
て
陸
奥
へ
移
配
す
る
こ
と
の
中
断
と
い
い

、
当
国
兵
士
制
の
増
強
と
そ
の

一
方
で
の
鎮
兵
制
の
縮
小
と
い
い

、
そ
れ
ま
で
の
坂
東
諸
国
の
豊
か
な
人
口
と

経
済
力
に
よ
っ
て
蝦
夷
と
境
を
接
す
る
地
域
を
強
化
す
る
と
い
う
方
針
と
き
わ

だ
っ
た
対
照
を
み
せ
て
ぉ
り
、
坂
東
諸
国
へ
の
依
存
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
で

き
う
る
か
ぎ
り
陸
奥

一
国
で
蝦
夷
支
配
の
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
方
針
に

大
き
く
転
換
し
た
こ
と
が
明
瞭
に
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る

。
と
す
れ
ば
、
広

域
陸
奥
国
の
復
活
と
は
、
石
城
・
石
背
両
国
分
置
以
前
の
体
制
に
も
ど
る
と
い

う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
一
時
陸
奥
国
か
ら
切
り
離
し
て
坂
東
諸
国
と
と
も

に
新
制
陸
奥
国
の
後
援

（=
人
的
・
物
的
資
源
の
供
給
基
地
）
と
位
置
づ
け
ら

れ
た
両
国
を
再
び
陸
奥
国
に
併
合
し
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
含
め
た
広
域
の
陸
奥

一
国
で
、
可
能
な
か
ぎ
り
蝦
夷
支
配
を
遂
行
し
て
い
こ
う
と
す
る
体
制
を
創
設

し
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う

。
そ
し
て
多
賀
城
は
こ
の
よ

う
な
新
た
な
政
策
を
推
進
し
て
い
く
拠
点
--
国
府
兼
鎮
守
府
と
し
て
創
建
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。
そ
こ
で
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
石
城
・
石
背
両

国
の
再
併
合
に
よ
る
広
域
陸
奥
国
の
復
活
と
そ
の
国
府
兼
鎮
守
府
と
し
て
の
多

賀
城
の
創
建
、
さ
ら
に
は
神
亀
元
年
ご
ろ
を
境
と
す
る
坂
東
諸
国
へ
の
依
存
の

縮
小
と
陸
奥
一
国
に
よ
る
蝦
夷
支
配
体
制
の
創
設
、
と
い
う

一
連
の
政
策
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
体
制
を
、
多
賀
城
碑
の
多
賀
城
創
建
の
年
次
に

よ
っ
て
、
か
り
に

「神
亀
元
年

」
体
制
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い

。

神
亀
元
年
ご
ろ
を
境
に
し
て
、
律
令
国
家
が
こ
の
よ
う
な
蝦
夷
政
策
の
大
転

換
を
ぉ
こ
な
っ
た
理
由
は
さ
だ
か
で
な
い
が
、
ぉ
そ
ら
く
石
城
・
石
背
両
国
の

分
置
し
た
時
期
に
強
力
に
推
進
し
た
新
制
陸
奥
国
の
基
盤
強
化
策
が
一
応
の
成

果
を
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
と

、
そ
の
よ
う
な
全
面
的
に
東
国
に
依
拠
し
た
急
激

な
強
化
策
が
東
国
に
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
ず
み
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
両
方
の
こ
と

で
、
政
策
の
転
換
が
は
か
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る

。

前
節
で
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
過
程
を
考
察
し
、
十
郡
は
神
亀
五
年
に
近
い

こ
ろ
に
い
っ
せ
い
に
成
立
し
た
こ
と
を
推
定
し
た
が

、
こ
れ
は
ま
さ
し
く

「神

亀
元
年

」
体
制
の
成
立
時
期
に
あ
た
っ
て
ぉ
り
、
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
も
ま

た
こ
の
新
体
制
創
設
の
一
環
と
み
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
成
立
時
期
も
神
亀

元
年
前
後
と
み
て
ほ
ぼ
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う

。
さ
ら
に
推
測
す
れ
ば
、
こ
の
新

体
制
に
と
も
な
っ
て
国
府
=
鎮
守
府
機
構
に
対
応
し
た
当
国
兵
と
鎮
兵
の
城
棚

へ
の
配
備
体
制
を
敷
く
た
め
に
鎮
所
の
整
備
・
再
編
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て

『
続
紀
』

天
平
九

（
七
三
七
）
年
四
月
条
に
見
え
る

「玉
造
等
五
棚

」

が
、
新
た
な
方
式
の
蝦
夷
支
配
の
拠
点
と
し
て
、
や
は
り
こ
の
こ
ろ
に
成
立
す
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黒
川
以
北
十
郡
の
成
立

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

。

周
知
の
よ
う
に

、
多
賀
城
の
創
建
期
の
瓦
は
大
崎
地
方
の
日
の
出
山
・
木
戸
・

大
吉
山
の
三
瓦
窯
で
生
産
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
え
多
賀
城
創
建
期
と
同
時
期

の
瓦
が
古
川
市
名
生
館
遺
跡

（小
館
地
区
）
、
同
市
伏
見
廃
寺
、
中
新
田
町
菜
切

谷
廃
寺
跡
、
色
麻
町
一
関
遺
跡
、
宮
崎
町
東
山
遺
跡
、
田
尻
町
推
定
新
田
棚
跡

な
ど
の
大
崎
地
方
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら

、
多
賀
城
の
創
建
と

大
崎
地
方
の
城
棚
な
い
し
郡
衙
、
ぉ
よ
び
そ
の
付
属
寺
院
の
整
備
が
同
時
期
に

一
体
の
造
営
事
業
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
考
古
学
的
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る

。
こ
の
こ
と
は
多
賀
城
の
創
建
と
大
崎
地
方
の
城
棚
な
い
し
郡
衙
の
整

備
が
一
連
の
政
策
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
如
上

の
文
献
に
よ
る
考
察
と
も
よ
く
符
合
す
る
と
い
え
よ
う

。

（
l
）

養
老
六
年
八
月
に
は

「諸
国
司

」
に

一
千
人
の
棚
戸
の
簡
点
を
命
じ
て
い
る
が
こ
れ

は
当
然
東
国
が
中
心
で
あ
ろ
う
し
、
私
殺
を
陸
奥
国
鎮
所
に
献
じ
た
人
び
と
も
常
陸
国
那

賀
郡
大
領
字
治
部
直
荒
山

（
養
老
七
年
二
月
条
）
を
は
じ
め
と
し
て
神
一
電
元
年
条
に

見
る

十
二
人
の
大
半
も
氏
姓
か
ら
み
て
坂
東
や
陸
奥
南
部

（=
石
城
・
石
背
）
の
豪
族
と
思
わ

れ
る

。

（
2
）

鎮
兵
に

つ
い
て
は
板
橋
源

「陸
奥
出
羽
鐵
兵
考

」
（
「岩
手
史
学
研
究
」
八

一
九
五

一
）
が
基
礎
的
な
考
察
を
ぉ
こ
な
っ
て
ぉ
り
、
佐
々
木
常
人
、
前
掲

「續
兵
小
考

」
は
研
究

史
を
克
明
に
整
理
し
て
鎮
兵
を
め
ぐ
る
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

。

（3
）

た
と
え
ば

『
三
代
格
」
所
収
弘
仁
六
年
八
月
二
十
三
日
官
符
に
は
、
六
千
人
の
兵
士

を
六
番
に
分
け
て
一
番
十
日
と
し
て

「城
塞
」
を
守
ら
せ
る
、
と
あ
る

。

（
4
）

藤
原
仲
麻
呂
政
権
下
の
天
平
宝
字
年
間
ご
ろ
か
ら
に
わ
か
に
蝦
夷
政
策
が
被
極
化
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
虎
尾
氏
、
前
掲

「律
令
国
家
と
蝦
夷
』
、
平
川
氏
、
前
掲

「律
令
制

下
の
多
賀
城

」
な
ど
参
照

。

（
5
）

い
わ
ゆ
る
関
束
系
土
器
が
七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
前
半
ご
ろ
の
在
地
系
の
土
器
と
伴

出
す
る
例
が
多
く
、
八
世
紀
後
半
以
降
に

は
例
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る

（
進
藤
氏
、
前
掲

「多
賀
城
創
建
を
め
ぐ
る
諸
問
題

」）
の
も
、
こ
の
よ
う
な
棚
戸
政
策
の
転
換
を
反
映
し
た

も
の
で
あ
ろ
う

。

（
6
）

な
ぉ
鎮
兵
の
出
身
地
に
つ
い
て
は
、
当
初
よ
り
し
ば
ら
く
の
間
は
坂
束
出
身
者
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
の
に

、
弘
仁
六
年
ま
で
に
他
国
の
鎖
兵
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
い

、

陸
奥
の
み
か
ら
徴
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と

一
般
に

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
点
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

。
と
い
う
の
は
神
-la
元
年
に

「陸
奥

国
鎮
守
軍
卒
等

」
が
そ
の
本
籍
を
除
い
て
比
部
に
移
實
し
、
父
母
妻
子
と
と
も
に

生
業
を

営
む
こ
と
を
許
さ
れ
て
ぉ
り
、
こ
の
記
事
を
北
氏
は

「本
来
は
や
が
て
帰
国
す
る
軍
卒
に

対
し
、
そ
の
願
に
よ
り
家
族
ぐ
る
み
の
移
一
買
を
許
し
た
も
の
」
と
解
し
て
い
る
が

、該
記
事

に

「除
二

已
本
籍
一
使

一員
二

比
部
一
」
と
あ
る
よ
う
に

、
こ
れ
は
明
白
に
移
一
買
で
あ
っ
て
、

実
体
ば
か
り
で
な
く
戸
籍
上
も
陸
奥
国
の
住
民
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。

帰
国
を
前
提
と
し
た
一
時
的
な
移
動
な
ら
本
實
を
選
す
必
要
は
な
い

は
ず
で
あ
る
か
ら
、

佐
々
木
常
人
氏
の
よ
う
に
移
住
と
み
る
べ
き
で
あ
る

（佐
々
木
氏
、
前
掲

「鎮
兵
小
考
」）
。

し
か
も
こ
れ
ら
の
軍
卒
が
、
既
述
の
よ
う
に
鎮
兵
制
創
設
の
中
核
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、 :一製

兵
制
は
当
初
よ
り
、
出
身
は
束
国
で
あ
っ
て
も
す
で
に
陸
奥
に
移
住
し
た
当
国
人
の
兵
士
、

す
な
わ
ち
当
国
の

:

鎮
兵
を
そ
の
中
核
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

。
さ
ら
に
ま
た

神
一謹
景
雲
二
年
九
月
条
に
は

「他
国

:

鎖
兵

」
と
あ
る
の
で
、
ほ
か
に

「当
国
鑽
兵

」
が
存

在
し
た
と
も
解
し
う
る

。そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
鎖
兵
制
は
当
初
よ
り
一一
買
し
て
当
国
の

鎮
兵

（
そ
の
な
か
に
は
当
然
束
国
か
ら
の
移
住
者
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
）

を
主
体
と
し
て
ぉ
り
、
状
況
に
応
じ
て
そ
れ
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
他
国
の
鎖
兵
が
坂

東
諸
国
か
ら
数
年
の
任
期
で
派
--l-
さ
れ
て
き
た

（
宝
一m

l-l-
六
年
十
月
に
は
坂
束
諸
国
か
ら
出

羽
国
に

三
年
間
を
限
つ
て
兵
士
九
九
六
人
を
鎮
兵
と
し
て
派
造
し
て
い
る
）
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
な
ぉ
後
考
を
挨
ち
た
い

。

（
7
）

『
続
紀

」
天
平
宝
字
三
年
十
一
月
辛
未
条
に
は

「勅
二

坂
束
八
国
一
、
陸
奥
国
若
有
二

急

速
一
索
二

援
軍
一
者
、
国
別
差
二

発
二
千
已
下
兵
一
。
択
二

国
司
精
幹
者
一
人
一
押
領
、
速
相
救

援

」
と
あ
っ
て
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
坂
束
諸
国

へ
の
依
存
を
ふ
た
た
び
っ
よ
め
て
ぃ
く
傾
向

が
み
え
は
じ
め
る

。こ
れ
は
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
天
平
宝
字
年
間
か
ら
蝦
夷
政
策
が

に

わ
か
に

積
極
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
た
め
陸
奥
一
国
の
国
力
で
は
支
え
き

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
と
思
わ
れ
る

。
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む
す
び
に
か
え
て

小
稿
で
考
察
し
た
ご
と
く
、
律
令
国
家
は
神
亀
元
年
ご
ろ
を
境
に

し
て
東
北

政
策
を
大
き
く
転
換
し
、
東
国
へ
の
依
存
を
最
小
限
に
し
て
陸
奥
一
国
で
蝦
夷

支
配
の
遂
行
を
あ
る
程
度
可
能
と
す
る

「神
亀
元
年

」
体
制
の
確
立
へ
と
向
か

う

。
そ
の
あ
ら
わ
れ
が
石
城
・
石
背
両
国
の
陸
奥
国
へ
の
再
併
合
と
新
た
な
陸

奥
の
国
府
と
し
て
の
多
賀
城
の
創
建
、
鎮
守
府

11
鎮
兵
体
制
の
創
建
と
軍
団
制

の
整
備
強
化
に
よ
る
陸
奥
現
地
の
国
力
・
軍
事
力
の
強
化
な
ど
の
一
連
の
政
策

で
あ
り
、
黒
川
以
北
十
郡
も
こ
の
よ
う
な
政
策
の
一
環
と
し
て
、
多
賀
城
、
「玉

造
等
五
棚

」
と
一
体
の
も
の
と
し
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。
そ

こ
で
っ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
陸
奥
一
国
体
制
の
創
設
と

と
も
に
成
立
し
た
十
郡
が
微
小
な
郡
の
集
合
体
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
特
異

な
形
態
を
と
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。
こ
の
問
題
を
検
討
す

る
た
め
に
は
、近
夷
郡
と
し
て
城
棚
の
設
置
さ
れ
た
地
域
に
存
在
し
た
十
郡
が
、

城
棚
の
蝦
夷
支
配
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
ま
た
郡
固
有
の
機
能
と
し
て
ど
の

よ
う
な
も
の
を
有
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う

。

城
樹
設
置
地
域
の
城
棚
と
郡
の
関
係
に
関
し
て
は
、
城
棚
の
本
質
の
理
解
が

重
要
と
な
っ
て
く
る
が
、
城
棚
は
当
初
か
ら
兵
力
と
物
資
の
供
給
源
と
し
て
の

移
民
系
の
住
民

（棚
戸
、
浮
浪
人
な
ど
）
と
俘
軍
の
要
員
と
し
て
の
帰
順
し
た

蝦
夷
系
の
住
民

（
棚
養
蝦
夷
・
俘
囚
、
帰
降
夷
俘
な
ど
、
時
期
、
実
体
の
相
違

に
よ
っ
て
名
称
が
異
な
る
）
を
付
属
さ
せ
て
、
あ
る
程
度
自
律
的
に
蝦
夷
支
配

を
ぉ
こ
な
う
こ
と
の
で
き
る
組
織
と
し
て
設
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
顕
著
な
特
徴

が
あ
り
、
こ
の
特
徴
は
蝦
夷
支
配
が
積
極
化
し
、
棚
戸
が
変
質
す
る
八
世
紀
後

半
以
降
も
本
質
的
に
変
わ
ら
な
い

。
こ
の
時
期
に
蝦
夷
と
の
戦
闘
が
長
期
化
し

近
夷
郡
の
人
び
と
が
逃
亡
し
て
し
ま
う
と

、
国
郡
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
立
て
を
講

じ
て
人
び
と
の
来
集
に
つ
と
め
て
い
る

。
こ
れ
は
城
細
支
配
が
城
棚
に
付
属
す

る
移
民
系
・
蝦
夷
系
の
人
び
と
の
存
在
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
物

語
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
民
の
十
分
な
集
住
な
し
に
は
城
棚
支
配
を
遂
行
す
る

こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る

。

近
夷
郡
は
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
地
域
に
建
置
さ
れ
た
、
そ
の
形
態
も
住
民
構

成
も
き
わ
め
て
特
殊
な
郡
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
郡
は
、
他
に
く
ら
べ
て
在
地

の
状
況
が
き
わ
め
て
流
動
的
な
地
域
で
、
城
棚
支
配
の
基
盤
と
な
る
人
び
と
の

確
保
と
徴
兵
・
徴
税

（
近
夷
郡
で
は
租
税
の
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
は
一
定
期
間
の
給
復
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
決
し
て
無
条
件
に
租
税
が

全
免
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
）
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
支
配
秩
序
の
維
持

を
ぉ
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

。
詳
し
く
は
別
稿

「近
夷
郡
と
城
棚
支

配

」
に
譲
る
が
、
黒
川
以
北
十
郡
が
微
小
な
郡
の
集
合
体
と
し
て
存
在
し
た
理

由
は
、こ
の
よ
う
な
近
夷
郡
の
お
か
れ
て
い
た
特
殊
な
状
況
と
、東
国
か
ら
の
移

民
を
母
体
と
し
て
組
纖
さ
れ
た
郡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
ふ
ま
え
な
が

ら
、
城
棚
支
配
と
の
関
連
で
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

。

1 7

（
補
註
）
脱
稿
後
、
近
年
の
多
賀
城
碑
の
研
究
を
集
成
し
た
安
倍
辰
夫
・
平
川
南
編

「多
資
城

碑

1
そ
の
謎
を
解
く

」
（雄
山
閣
出
版
）
が
刊
行
さ
れ
た

。

一
黑
川
以
北
十
郡
の
成
立


