
九
世
紀
前
半
の
畿
内
国
別
当

鮎

川

礼

は
じ
め
に

九
世
紀
の
畿
内
に
は
国
別
当
と
称
す
官
が
置
か
れ
て
い
た
︒
国
別
当
は
畿
内
の

他
に
も
筑
前
国(

)

と
武
蔵
国(

)

に
も
見
ら
れ
る
が
︑
筑
前
国
の
例
は
︑
大
宰
府
と
統

1

2

合
・
分
立
を
繰
り
返
す
筑
前
国
に
お
い
て
︑
大
宰
府
官
人
を
分
置
し
別
当
と
し
て

筑
前
国
の
国
務
を
担
わ
せ
る
た
め
に
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
武
蔵
国
の
例

は
︑
武
蔵
国
の
御
牧
の
管
理
を
職
掌
と
し
︑
在
庁
官
人
ク
ラ
ス
が
任
じ
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
︒
一
方
で
︑
畿
内
の
国
別
当
は
︑
九
世
紀
の
畿
内
に
お
い
て
公
卿
が

補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
他
地
域
の
も
の
と
様
相
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ

る
︒ま

た
︑
畿
内
の
国
別
当
の
事
例
と
し
て
︑
史
料
上
に
﹁
国
別
当
﹂
と
明
記
さ
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
︑
天
長
三
年
︵
八
二
六
︶
正
月
二
八
日
の
﹁
山
城
国
別
当
﹂

︵
後
掲
史
料
ｇ
︶
と
︑
寛
平
七
年
︵
八
九
五
︶
の
﹁
五
畿
内
諸
国
別
当(

)

﹂
が
あ
げ
ら

3

れ
る
︒
た
だ
し
︑
両
者
は
公
卿
が
補
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
も

の
の
︑
前
者
が
畿
内
一
国
を
︑
後
者
が
五
畿
内
全
体
を
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
す
る
点

で
相
違
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
両
者
は
異
な
る
も
の
と
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

り
︑
本
稿
で
は
︑
畿
内
一
国
を
対
象
と
す
る
前
者
の
国
別
当
を
扱
う
︒
な
お
︑
す

で
に
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
畿
内
一
国
を
対
象
と
す
る
国
別
当
の

事
例
と
し
て
は
︑
他
に
も
河
内
国
を
対
象
と
し
た
天
長
三
年
五
月
三
日
の
二
つ
の

官
符
が
存
在
す
る
︵
後
掲
ａ
︑
ｄ
︶
︒
両
官
符
と
も
河
内
国
に
関
す
る
奏
上
を
行
っ

て
お
り
︑
公
卿
が
補
任
さ
れ
て
い
る
﹁
別
当
﹂
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
︑
先
行
研
究

の
指
摘
に
従
い
︑
本
稿
に
お
い
て
も
畿
内
一
国
を
対
象
と
す
る
国
別
当
の
史
料
と

し
て
扱
う
︒

で
は
︑
国
別
当
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
具
体
的
に
触
れ
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
︑

初
め
て
畿
内
の
国
別
当
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
は
森
田
悌
氏
で
あ
る(

)

︒
森
田
氏

4

は
︑
国
別
当
に
つ
い
て
畿
内
諸
国
を
集
中
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
図
っ
た
と
推
定

し
た
︒
し
か
し
︑
森
田
氏
の
見
解
は
︑
検
非
違
使
を
中
心
に
扱
う
論
考
の
中
で
触

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
渡
辺
直
彦
氏
に
よ
っ
て
や
や
具
象
性
に
欠
け
る

見
解
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る(

)

︒
な
お
︑
渡
辺
氏
は
国
別
当
に
つ

5

い
て
畿
内
の
校
班
田
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒

そ
の
後
︑
畿
内
の
国
別
当
の
研
究
を
進
展
さ
せ
た
の
が
笠
井
純
一
氏
で
あ
る(

)

︒
6

笠
井
氏
は
国
別
当
を
地
方
行
政
監
察
制
度
の
変
遷
の
中
に
位
置
づ
け
︑
延
暦
期
と

寛
平
期
の
問
民
苦
使
を
結
ぶ
存
在
と
し
て
検
討
し
︑
畿
内
主
要
諸
国
に
お
い
て
国

守
の
上
に
置
か
れ
た
︑
公
卿
が
兼
務
す
る
一
国
の
最
高
行
政
責
任
者
で
あ
る
と
し

た
︒
ま
た
︑
そ
の
設
置
に
つ
い
て
は
弘
仁
一
三
年
︵
八
二
二
︶
以
前
に
さ
か
の
ぼ

り
︑
少
な
く
と
も
天
長
三
年
ま
で
は
引
き
続
い
て
設
置
さ
れ
て
い
た
と
す
る
︒
さ

ら
に
︑
笠
井
氏
も
校
班
田
と
の
関
係
を
想
定
し
て
お
り
︑
弘
仁
一
二
年
の
班
田
に

あ
た
り
︑
王
臣
家
・
富
豪
層
の
経
済
活
動
に
は
ど
め
を
か
け
︑
校
班
田
の
任
を
付

与
さ
れ
た
国
司
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
を
一
目
的
と
し
て
︑
従
来
の
公
卿
国

守
制
の
延
長
線
上
に
設
置
さ
れ
た
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
︒

九
世
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し
か
し
︑
こ
の
笠
井
氏
の
見
解
に
対
し
て
安
田
政
彦
氏
は
︑
議
政
官
が
奏
状
を

奉
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
こ
と
︑
弘
仁
一
三
年
の
良
峯
安
世
の
上
疏
︵
後
掲
ｃ
︶

の
検
討
等
か
ら
︑
国
別
当
を
一
定
期
間
活
動
し
た
官
と
み
な
し
︑
国
守
の
上
位
に

位
置
す
る
一
国
の
最
高
行
政
責
任
者
と
し
て
の
役
割
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
と
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る(

)

︒
ま
た
︑
国
別
当
の
設
置
を
公
卿
国
守
制
の
延
長

7

線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
難
い
と
し
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
災

害
と
水
利
に
関
わ
る
役
割
を
想
定
し
︑
臨
時
的
な
官
と
し
て
︑
国
司
と
協
力
し
て

大
規
模
な
水
利
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
監
督
官
的
役
割
を
推
測
で
き
る
と
指
摘

し
て
い
る
︒

ま
た
︑
近
年
の
研
究
と
し
て
は
市
大
樹
氏
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る(

)

︒
市
氏
は
︑

8

国
別
当
が
確
実
に
存
在
し
た
期
間
中
に
治
水
や
校
班
田
に
関
わ
る
朝
使
が
畿
内
に

派
遣
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
着
目
し
︑
朝
使
に
代
わ
る
新
た
な
対
応
策
と
し
て
︑

公
卿
を
国
別
当
に
任
じ
て
国
務
全
般
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒

さ
ら
に
︑
国
別
当
は
基
本
的
に
は
在
京
し
な
が
ら
国
務
を
検
校
し
て
い
た
と
想
定

し
︑
災
害
の
頻
発
化
や
王
臣
家
・
富
豪
層
の
動
向
に
対
応
し
て
︑
国
司
の
部
内
支

配
を
支
援
す
る
こ
と
も
強
く
求
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
︒

以
上
が
畿
内
の
国
別
当
の
先
行
研
究
で
あ
る
が
︑
以
下
の
疑
問
点
か
ら
先
行
研

究
の
見
解
に
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
︒

ま
ず
︑
国
別
当
に
任
じ
ら
れ
た
公
卿
が
在
京
し
な
が
ら
国
務
全
般
を
監
督
し
て

い
た
と
い
う
市
氏
の
見
解
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
氏
の
見
解
は
︑
元
慶
期
の
畿
内
班

田
に
お
い
て
︑
朝
使
の
派
遣
を
行
わ
ず
に
在
京
す
る
公
卿
が
国
司
に
よ
る
班
田
業

務
を
検
校
す
る
と
い
う
方
式
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
る(

)

︒
し
か
し
︑
元
慶
期

9

の
畿
内
班
田
に
つ
い
て
は
︑
同
じ
く
元
慶
期
に
行
わ
れ
た
官
田
の
設
置
と
の
関
係

が
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る(

)

︒
こ
の
指
摘
に
基
づ
け
ば
︑
班
田
業
務
の
遂
行

10

が
官
田
の
設
置
と
密
接
に
関
係
す
る
た
め
に
︑
在
京
す
る
公
卿
に
国
司
の
班
田
業

務
を
検
校
さ
せ
る
と
い
う
方
式
を
取
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
方
式
は
元
慶
期
特
有
の
も
の
と
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
疑
問
点
が
氏
の
検
討
方
法
に
お
い
て
存
在
す
る
た
め
︑
国
別
当
に
任

じ
ら
れ
た
公
卿
が
在
京
し
な
が
ら
国
務
全
体
を
監
督
す
る
立
場
で
あ
っ
た
と
い
う

氏
の
見
解
は
成
立
し
難
い
と
考
え
る
︒

次
に
︑
笠
井
氏
以
降
の
先
行
研
究
が
︑
国
別
当
は
国
司
の
上
級
官
で
あ
る
と
い

う
視
点
か
ら
検
討
を
進
め
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
︒
諸
研
究
が
そ
の

よ
う
な
検
討
視
角
を
用
い
て
い
る
の
は
︑
山
城
国
別
当
が
山
城
国
司
を
率
い
て
天

皇
に
献
物
を
行
っ
て
い
る
事
例
︵
後
掲
ｇ
︶
に
着
目
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
ま

た
︑
こ
の
事
例
に
基
づ
き
︑
国
別
当
が
国
司
を
検
校
・
監
督
す
る
立
場
で
あ
っ
た

と
い
う
見
解
も
示
さ
れ
︑﹃
性
霊
集
﹄
所
収
﹁
大
和
州
益
田
池
碑
銘
幷
序
﹂
や
弘

仁
一
三
年
の
良
峯
安
世
の
上
疏
も
国
別
当
の
史
料
と
し
て
扱
わ
れ
︑
国
別
当
の
設

置
時
期
が
弘
仁
期
か
ら
天
長
期
に
及
ぶ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
山
城
国

別
当
に
関
す
る
記
載
か
ら
は
︑
国
別
当
が
相
対
的
に
国
司
よ
り
上
位
で
あ
る
以
上

の
こ
と
は
理
解
で
き
ず
︑
そ
の
た
め
︑
諸
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
な
検
校
・
監
督

を
類
推
す
る
ほ
ど
強
い
上
下
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒
た
し
か
に
︑
他
の
国
別
当
の
事
例
で
あ
る
河
内
国
別
当
の
史
料
︵
後
掲
ａ
︑

ｄ
︶
は
︑
一
国
内
の
事
象
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
︑
国
別
当
の
活
動
が
国
司
と

無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
国
別
当
が
国
司
を
検

校
・
監
督
す
る
立
場
で
あ
っ
た
と
す
る
に
は
や
は
り
不
十
分
で
あ
る
︒
そ
の
た

め
︑
国
別
当
が
国
司
の
上
級
官
で
あ
る
と
い
う
視
点
と
は
異
な
る
検
討
方
法
を
用

い
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
諸
研
究
に
お
い
て
国
別
当
の
史
料
と
さ
れ
て
い
る

﹁
大
和
州
益
田
池
碑
銘
幷
序
﹂
と
天
長
三
年
の
良
峯
安
世
の
上
疏
︵
後
掲
ｃ
︶
の

両
史
料
は
︑
右
の
疑
問
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
国
別
当
の
史
料
か
ら
除
外
し
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

以
上
の
疑
問
点
を
踏
ま
え
︑
本
稿
で
は
︑
従
来
の
研
究
で
用
い
ら
れ
て
き
た
検

討
方
法
や
視
角
と
は
異
な
る
新
た
な
検
討
方
法
と
し
て
︑
国
別
当
の
活
動
を
記
す

五
〇
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天
長
三
年
の
用
水
施
設
の
修
理
・
郡
司
任
用
・
天
皇
遊
猟
の
三
つ
の
史
料
を
中
心

に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
に
お
け
る
政
策
・
方
針
の
中
で
国
別
当
の
活
動
を
具
体
的

に
検
討
し
︑
そ
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
︒

一

河
内
国
別
当
の
検
討

１

用
水
施
設
の
修
理
と
河
内
国
別
当

ま
ず
本
節
で
は
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
畿
内
の
校
班
田
や
水
利
事
業
と
の
関
係

を
想
定
す
る
論
拠
と
し
て
︑
中
心
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
用
水
施
設
の
修
理
に
関
す

る
河
内
国
別
当
の
活
動
を
検
討
す
る
︒
そ
の
活
動
を
示
す
史
料
は
次
の
ａ
天
長
三

年
五
月
三
日
官
符
で
あ
る(

)

︒
11

(前
略
︶
謹
案
二

太
政
官
去
天
長
三
年
五
月
三
日
符
一

称
︑
別
当
正
三
位
行
中

納
言
兼
右
近
衛
大
将
春
宮
大
夫
良
峯
朝
臣
安
世
奏
状
称
︑
往
年
之
間
︑
堤
防

浸
決
︑
邑
居
漂
没
︒
良
田
久
荒
︑
農
夫
失
レ

業
︒
方
今
堤
防
漸
修
︑
水
門
一

定
︒
地
脉
新
分
︑
百
姓
竟
点
︒
若
是
任
レ

意
聴
二

其
耕
作
一

︑
富
強
専
レ

利
︑

貧
弱
少
レ

得
︒
望
請
︑
随
二

得
レ

地
之
数
一

定
二

多
少
之
法
一

︑
令
三

各
修
二

理
堤

防
一

︒
仮
令
給
二

一
町
之
地
一

修
二

理
一
丈
之
堤
一

︑
不
レ

加
二

公
労
一

令
二

堤
防

全
一

之
術
也
︒
若
得
レ

地
之
後
不
レ

事
二

堤
防
一

︑
随
則
還
レ

公
者
︒
中
納
言
従

三
位
兼
行
左
兵
衛
督
清
原
真
人
夏
野
宣
︑
奉

レ

勅
︑
依
レ

奏
︒︵
後
略
︶

ａ
は
︑
土
地
を
支
給
さ
れ
た
耕
作
者
が
そ
の
面
積
に
応
じ
て
堤
防
を
修
理
す
る

こ
と
を
規
定
し
た
官
符
で
あ
る
︒
河
内
国
を
対
象
と
し
た
用
水
施
設
の
修
理
策
で

あ
る
た
め
︑
用
水
施
設
の
修
理
策
全
体
の
中
で
ａ
を
位
置
付
け
て
検
討
を
行
っ
て

い
く
︒

ま
ず
︑
部
内
の
用
水
施
設
の
管
理
は
任
期
中
の
国
司
の
義
務
で
あ
り
︑
国
司
交

替
の
際
は
解
由
の
対
象
と
な
る
事
項
で
も
あ
っ
た(

)

︒
ま
た
︑
国
司
が
用
水
施
設
を

12

修
理
す
る
際
は
︑
百
姓
を
雑
徭
と
し
て
使
役
し
修
理
を
行
う
と
令
条
等
に
規
定
さ

れ
て
い
た(

)

︒
13

こ
の
よ
う
な
修
理
事
業
に
従
事
す
る
雑
徭
に
は
公
粮
が
支
給
さ
れ
る
場
合
が

あ
っ
た
︒
雑
徭
へ
の
給
粮
に
つ
い
て
︑
吉
野
秋
二
氏
に
よ
る
と
︑
八
世
紀
後
半
以

後
︑
用
水
施
設
の
修
理
等
に
従
事
す
る
雑
徭
へ
の
給
粮
が
畿
内
・
近
国
を
中
心
に

拡
大
し
︑
公
粮
の
財
源
で
あ
る
正
税
の
運
用
に
影
響
が
出
始
め
た
た
め
︑
九
世
紀

以
後
の
雑
徭
制
の
展
開
は
︑
正
税
制
に
規
制
さ
れ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

る(

)

︒
実
際
︑
弘
仁
期
に
な
る
と
正
倉
・
官
舎
・
用
水
施
設
の
修
理
不
徹
底
や
不
適

14切
な
給
粮
に
よ
り
︑
正
税
や
公
粮
の
浪
費
が
問
題
視
さ
れ
︑
公
粮
支
給
に
制
限
が

か
か
る
よ
う
に
な
る(

)

︒
15

し
か
し
︑
修
理
事
業
に
伴
う
公
粮
支
給
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め

か
︑
弘
仁
一
三
年
閏
九
月
二
〇
日
官
符
で
は
︑
公
粮
支
給
対
象
と
す
る
徭
丁
を
列

挙
し
た
上
で
︑
支
給
額
を
﹁
人
別
日
米
一
升
﹂
と
明
確
に
し
︑
そ
の
財
源
に
正
税

を
充
て
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る(

)

︒
ま
た
︑
列
挙
さ
れ
た
徭
丁
の
中
に
は
﹁
修
二

16

理
官
舎
正
倉
溝
池
堰
堤
等
一

丁(

)

﹂
が
確
認
で
き
る
︒
吉
野
氏
は
︑
こ
の
徭
丁
が

17

﹁
臨
レ

事
可
レ

処
﹂
事
業
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
︑
本
官
符
か
ら
は

正
税
浪
費
の
抑
止
︑
特
に
予
算
化
で
き
な
い
﹁
臨
レ

事
可
レ

処
﹂
の
修
理
事
業
を

抑
制
す
る
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る(

)

︒
18

そ
の
後
︑
天
長
期
に
な
る
と
用
水
施
設
の
修
理
に
関
す
る
規
定
が
大
き
く
変
化

す
る
︒
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
次
の
ｂ
天
長
二
年
一
二
月
の
官
符
で
あ
る(

)

︒
19

(前
略
︶
被
二

太
政
官
天
長
二
年
十
二
月
廿
一
日
符
一

称
︑
左
大
臣
宣
︑

奉

レ

勅
︑
如
レ

聞
︑
諸
国
溝
池
破
損
者
衆
︑
修
造
之
煩
︑
毎
年
不
レ

息
︒

宜
下

出
二

挙
正
税
一

令
上
レ

充
二

其
料
一

︒
大
国
四
万
束
︑
上
国
三
万
束
︑
下
国
一

万
束
︒
須
三

年
中
少
破
先
尽
二

用
水
之
家
一

︒
若
作
物
多
レ

数
︑
不
レ

堪
二

修

造
一

︑
支
度
勘
録
︑
先
言
後
用
︒
但
先
挙
之
国
︑
依
レ

件
増
減
者
︒︵
後
略
︶

す
な
わ
ち
︑
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
︑
国
の
等
級
ご
と
に
正
税
を
出
挙
し
︑
修

理
料
に
充
て
る
こ
と
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
吉
野
氏
は
︑
こ
の
よ
う
な

九
世
紀
前
半
の
畿
内
国
別
当

五
一
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独
立
財
源
の
設
定
に
よ
り
︑
用
水
施
設
修
造
役
は
︑
雑
徭
か
ら
雇
役
に
変
化
し
︑

天
長
期
を
画
期
と
し
て
雑
徭
制
の
機
能
は
相
対
的
に
縮
小
す
る
と
さ
れ
て
い
る(

)

︒
20

吉
野
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
出
挙
に
よ
る
修
理
費
用
の
独
立
財
源
を
設
定
し

た
こ
と
が
︑
諸
国
の
用
水
施
設
の
修
理
策
に
お
い
て
重
要
な
点
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
ｂ
の
翌
年
に
は
河
内
国
の
修
理
策
で
あ
る
ａ
が
出
さ
れ

て
い
る
た
め
︑
ａ
の
河
内
国
別
当
の
活
動
は
ｂ
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
︒
そ
こ

で
次
に
︑
ｂ
と
の
関
係
の
中
で
河
内
国
の
用
水
施
設
の
修
理
策
を
検
討
す
る
︒

ま
ず
︑
河
内
国
の
用
水
施
設
の
修
理
策
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
弘
仁
期
の

初
め
に
︑
銭
貨
を
出
挙
す
る
こ
と
で
諸
国
に
先
駆
け
て
修
理
費
用
の
独
立
財
源
を

設
置
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る(

)

︒
河
内
国
に
お
い
て
︑
こ
の
よ
う
な
策
が
取
ら
れ
た

21

背
景
に
は
︑
河
内
国
が
洪
水
多
発
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
だ

ろ
う
︒
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
左
の
表
で
あ
る
︒
こ
の
表
は
︑
河
内
国
の
洪
水
被

害
と
修
理
事
業
の
事
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
史
料
的
制
限
か
ら
八
世
紀
後

半
の
事
例
の
み
で
は
あ
る
が
︑
注
目
す
べ
き
は
同
一
の
郡
に
お
い
て
繰
り
返
し
被

害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
郡
は
︑
洪
水
被
害
が
発
生
し
や
す
い

地
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
九
世
紀
に
お
い
て
も
多
く
の
洪
水
被
害
が
発

生
し
︑
用
水
施
設
の
修
理
頻
度
が
変
わ
ら
ず
高
い
地
域
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き

る
︒
そ
の
た
め
︑
河
内
国
で
は
諸
国
に
先
駆
け
た
修
理
費
用
の
設
置
が
必
要
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

そ
の
後
︑
ｂ
に
よ
っ
て
出
挙
稲
の
修
理
費
用
が
独
立
財
源
と
し
て
設
置
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
︑
河
内
国
で
は
こ
の
ｂ
の
規
定
を
遂
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
の
が
次
の
ｃ
弘
仁
一
三
年
一
二
月
の

史
料
で
あ
る(

)

︒
22

中
納
言
従
三
位
兼
行
春
宮
大
夫
左
衛
門
督
陸
奥
出
羽
按
察
使
良
岑
朝
臣
安
世

上
疏
曰
云
々
︒
又
河
内
国
︑
諸
家
庄
園
︑
往
々
而
在
︑
土
人
数
少
︑
京
戸
過

多
︒
伏
望
不
レ

論
二

京
戸
土
人
一

︑
営
二

田
一
町
一

者
︑
出
二

挙
正
税
三
十
束
一

云
々
︒
許
レ

之
︒

つ
ま
り
︑
良
峯
安
世
の
上
疏
の
内
容
に
よ
れ
ば
︑
河
内
国
で
は
京
戸
の
者
が
多

い
た
め
︑
土
地
面
積
に
応
じ
た
独
自
の
出
挙
方
法
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
河
内
国
で
は
他
国
と
同
様
の
出
挙
方
法
の
実
施
が
困
難
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
そ
の
た
め
︑
ｂ
の
規
定
も
遂
行
で
き
な
か
っ
た
可
能

性
が
想
定
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
天
長
期
の
河
内
国
は
用
水
施
設
の
被
害
が
多
い

地
域
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
諸
国
と
同
様
の
出
挙
を
用
い
た
修
理
策
で
は
独
立

財
源
を
設
置
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ａ
の
官
符
は
こ
の
よ
う
な
河
内
国
の
状
況
下
に
お
い
て
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

五
二
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表
︼
河
内
国
の
洪
水
被
害
と
修
理
事
業

元
号

西
暦

月

日

内
容

①

天
平
勝
宝
二

七
五
〇

五

一
九

伎
人
郷
・
茨
田
郡
の
堤
が
所
々
で
決
壊
︒

②

天
平
宝
字
六

七
六
二

四

八

狭
山
池
の
堤
が
決
壊
し
た
こ
と
に
よ
る
修

理
︒

③

天
平
宝
字
六

七
六
二

六

二
一

長
瀬
の
堤
が
決
壊
し
た
こ
と
に
よ
る
修
理
︒

④

宝
亀
元

七
七
〇

七

二
二

志
紀
・
渋
川
・
茨
田
郡
の
堤
を
修
理
︒

⑤

宝
亀
三

七
七
二

八

是
月

長
雨
・
大
風
に
よ
り
茨
田
郡
の
堤
六
箇
所
︑

渋
川
郡
の
堤
一
一
箇
所
︑
志
紀
郡
五
箇
所
が

決
壊
︒

⑥

延
暦
三

七
八
四

閏
九

一
〇

茨
田
郡
の
一
五
箇
所
の
堤
が
決
壊
し
た
こ
と

に
よ
る
修
理
︒

⑦

延
暦
四

七
八
五

九

一
〇

洪
水
が
発
生
し
︑
百
姓
た
ち
が
飢
え
て
い
る

た
め
︑
河
内
国
に
遣
使
を
し
︑
賑
給
を
実

施
︒

⑧

延
暦
四

七
八
五

一
〇

二
七

堤
防
三
〇
箇
所
が
破
損
し
た
こ
と
に
よ
る
修

理
︒

※
出
典
は
す
べ
て
﹃
続
日
本
紀
』



そ
こ
で
改
め
て
ａ
を
確
認
す
る
と
︑
こ
の
官
符
は
河
内
国
別
当
の
奏
状
を
受
け

て
︑
支
給
し
た
土
地
の
面
積
に
応
じ
た
堤
防
の
修
理
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ

た
︒
修
理
費
用
の
側
面
か
ら
解
釈
す
る
と
︑
河
内
国
側
は
土
地
を
用
意
し
耕
作
者

に
支
給
す
る
こ
と
で
堤
防
の
修
理
を
委
託
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
ａ
の
官
符
に
よ
っ
て
従
来
の
修
理
費
用
や
出
挙
稲
に

よ
る
費
用
の
捻
出
を
行
わ
ず
と
も
︑
用
水
施
設
の
修
理
が
可
能
に
な
る
の
で
あ

る
︒以

上
の
こ
と
か
ら
︑
用
水
施
設
の
修
理
に
関
す
る
河
内
国
別
当
の
活
動
は
︑
洪

水
等
が
多
発
す
る
地
域
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
出
挙
を
用
い
た
修
理
費
用
の
捻

出
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
河
内
国
の
事
情
を
受
け
て
︑
土
地
の
支
給
単
位
に
応
じ

た
用
水
施
設
の
修
理
規
定
を
奏
上
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

２

郡
司
任
用
と
河
内
国
別
当

本
節
で
は
︑
史
料
ａ
と
同
日
の
官
符
で
あ
る
︑
次
の
ｄ
天
長
三
年
五
月
三
日
官

符
を
中
心
に
河
内
国
別
当
の
活
動
を
検
討
す
る(

)

︒
23

太
政
官
符

一
応
レ

贖
二

郡
司
罪
一

事

右
撰
格
所
起
請
称
︑
太
政
官
天
長
三
年
五
月
三
日
下
二

河
内
国
一

符
称
︑
別

当
正
三
位
行
中
納
言
兼
右
近
衛
大
将
春
宮
大
夫
良
峯
朝
臣
安
世
奏
状
称
︑
前

年
之
間
︑
水
旱
相
仍
︑
百
姓
凋
瘁
︒
或
合
門
流
移
︑
或
絶
戸
死
亡
︒
風
俗

由
レ

厥
長
衰
︑
郡
吏
以
レ

之
逃
散
︒
所
以
頃
年
以
二

諸
司
主
典
一

任
二

用
郡
司
一

︒

至
レ

有
二

闕
怠
一

必
加
二

刑
罰
一

︒
雖
下

各
拠
二

時
格
一

以
望
中

爵
級
上

︑
而
不
レ

忍
二

彼
恥
一

︑
遂
致
二

逃
遁
一

︒
凡
決
二

罰
郡
司
一

︑
法
家
不
レ

聴
︑
格
式
無
レ

有
︒
伏

請
︑
主
典
以
上
被
レ

補
二

郡
司
一

︑
若
有
二

罪
過
一

︑
依
レ

法
令
レ

贖
︒
然
則
不

レ

去
二

其
職
一

︑
必
致
二

経
遠
之
図
一

︒
但
自
余
郡
司
不
レ

改
二

前
例
一

者
︒
中
納

言
従
三
位
兼
行
左
兵
衛
督
清
原
真
人
夏
野
宣
︑
奉

レ

勅
︑
依
レ

奏
者
︒︵
後

略
︶

こ
の
官
符
は
︑
河
内
国
の
郡
司
に
補
任
さ
れ
る
諸
司
主
典
に
罪
科
が
あ
る
場
合

は
贖
罪
に
処
し
て
郡
司
に
留
ま
ら
せ
る
こ
と
を
規
定
し
た
官
符
で
あ
り
︑
河
内
国

の
郡
司
任
用
策
と
捉
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
前
節
と
同
じ
く
︑
諸
国
の
郡
司
任
用

方
針
を
考
察
し
た
上
で
︑
ｄ
の
官
符
と
比
較
し
検
討
を
行
う
︒

諸
国
の
郡
司
任
用
策
と
し
て
天
長
期
の
直
前
に
出
さ
れ
た
も
の
は
︑
次
の
ｅ
弘

仁
一
三
年
一
二
月
の
太
政
官
奏
で
あ
る(

)

︒
24

太
政
官
謹
奏

郡
司
初
擬
三
年
後
乃
預
二

銓
例
一

事

右
中
納
言
従
三
位
兼
行
春
宮
大
夫
左
衛
門
督
陸
奥
出
羽
按
察
使
良
峯
朝
臣
安

①

世
解
称
︑
謹
案
二

太
政
官
去
弘
仁
三
年
八
月
五
日
符
一

称
︑
自
今
以
後
︑
銓
二

擬
郡
司
一

︑
一
依
二

国
定
一

︒
若
選
非
二

其
人
一

政
績
无
レ

験
︑
則
署
帳
之
官
咸

解
二

見
任
一

︒
永
不
二

叙
用
一

︑
以
懲
二

将
来
一

者
︒
知
レ

人
之
難
古
人
猶
病
︑
吏

非
二

其
人
一

何
無
二

謬
挙
一

︒
若
拠
二

行
此
格
一

自
陥
二

刑
罰
一

︑
若
懼
レ

罪
不
レ

選

②

徒
失
二

人
功
一

︒
望
請
︑
先
申
二

初
擬
一

歴
二

試
雑
務
一

︑
待
レ

可
レ

底
レ

績
︑
銓

擬
言
上
︒
仍
於
二

所
司
一

計
二

会
功
過
一

︑
始
預
二

見
任
一

︒
然
則
国
宰
免
二

濫
選

③

之
責
一

︑
郡
司
絶
二

僥
倖
之
望
一

︒
但
先
尽
二

譜
第
一

後
及
二

芸
業
一

︑
依
二

前

詔
一

者
︑
政
無
二

膠
柱
一

︑
事
有
二

沿
革
一

︒
観
レ

物
裁
成
︑
守
レ

株
不
レ

可
︒
臣

等
商
量
︑
所
レ

申
合
レ

宜
︒
伏
聴
二

天
裁
一

︑
謹
以
申
聞
︑
謹
奏
︒
聞
︒

弘
仁
十
三
年
十
二
月
十
八
日

弘
仁
三
年
の
官
符
以
降
︑
郡
司
任
用
は
﹁
一
依
二

国
定
一

﹂
る
こ
と
と
な
っ
た

︵
傍
線
①
︶
が
︑
不
適
任
者
を
選
出
し
た
場
合
に
国
司
の
責
任
と
な
る
こ
と
が
問

題
視
さ
れ
た
た
め
︑
三
年
間
の
試
用
期
間
を
経
た
上
で
郡
司
に
任
用
す
る
こ
と
を

規
定
︵
傍
線
②
︶
し
︑
そ
し
て
任
用
さ
れ
る
者
は
︑﹁
前
詔
﹂
に
従
い
︑
ま
ず

﹁
譜
第
﹂
か
ら
選
び
︑
次
に
﹁
芸
業
﹂
か
ら
選
ぶ
︵
傍
線
③
︶
と
し
た
の
が
ｅ
の

内
容
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
ｅ
の
官
奏
が
出
さ
れ
る
背
景
に
は
︑
延
暦
期
に
お
け

九
世
紀
前
半
の
畿
内
国
別
当

五
三
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る
郡
司
任
用
方
針
の
転
換
が
関
係
し
て
い
る
︒

八
世
紀
の
郡
司
任
用
は
代
々
郡
司
を
輩
出
す
る
家
系
で
あ
る
﹁
譜
第
﹂
を
基
準

と
し
て
任
用
す
る
方
針
で
あ
っ
た(

)

︒
し
か
し
︑
そ
の
方
針
が
延
暦
一
七
︑
一
八
年

25

に
大
き
く
転
換
す
る
こ
と
に
な
る(

)

︒
こ
れ
に
よ
り
長
く
中
央
に
出
仕
し
て
い
る
者

26

か
ら
﹁
芸
業
﹂
を
基
準
と
し
て
︑
式
部
省
銓
擬
を
も
っ
て
任
用
す
る
方
針
が
取
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
本
来
の
郡
司
任
用
で
は
︑
国
擬
を
受
け
て
式
部
省
銓
擬
を

行
う
と
い
う
手
続
き
が
七
世
紀
半
ば
か
ら
一
一
世
紀
ま
で
変
化
し
て
い
な
い
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら(

)

︑
こ
の
延
暦
期
の
郡
司
任
用
方
針
は
中
央
側
の
意
向
が
強
く

27

働
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
延
暦
期
の
方
針
が
改
め
ら
れ
る
の
が
弘
仁
期
で
あ
る
︒
弘
仁
二
年
の
詔
に

よ
っ
て
︑﹁
譜
第
﹂
を
基
準
と
し
た
任
用
方
針
に
復
し
︑
弘
仁
三
年
の
官
符
に
よ

り
︑
国
擬
に
基
づ
い
た
任
用
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
た(

)

の
で
あ
る
︒

28

そ
し
て
︑
弘
仁
二
年
の
詔
と
弘
仁
三
年
の
官
符
を
そ
れ
ぞ
れ
﹁
前
詔
﹂︑﹁
弘
仁

三
年
八
月
五
日
符
﹂
と
引
用
す
る
史
料
ｅ
に
よ
り
︑
国
司
が
郡
司
の
定
員
に
関
係

な
く
擬
任
郡
司
を
複
数
設
置
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り(

)

︑
擬
任
郡
司
の
ポ
ス
ト
は

29

地
方
の
有
力
者
層
全
体
の
受
け
皿
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
と
評
価
が
な
さ

れ
て
い
る(

)

︒
30

以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
天
長
期
に
至
る
ま
で
に
︑
諸
国
を
対
象
と
し
た
郡
司
任

用
策
に
よ
り
︑
郡
司
の
定
員
を
増
加
さ
せ
︑﹁
譜
第
﹂
を
基
準
と
し
て
多
く
の
者

を
任
用
す
る
と
い
う
方
針
が
確
立
し
て
い
た
と
言
え
る
︒

で
は
︑
諸
国
の
郡
司
任
用
方
針
に
対
し
て
ｄ
の
河
内
国
の
郡
司
任
用
方
針
は
ど

の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
次
の
ｆ
天
長

二
年
閏
七
月
の
官
符
で
あ
る(

)

︒
31

太
政
官
符

応
下

諸
郡
司
病
損
之
後
不
レ

預
二

他
色
一

依
レ

旧
復
任
及
還
本
上

事

右
得
二

式
部
省
解
一

称
︑
検
二

案
内
一

︑
太
政
官
去
弘
仁
八
年
正
月
廿
四
日
符

称
︑
今
月
廿
三
日
下
二

五
畿
内
諸
国
一

符
称
︑
右
大
臣
奏
状
称
︑
依
二

太
政
官

去
延
暦
十
八
年
四
月
廿
八
日
符
一

五
国
郡
司
一
居
二

内
考
一

率
由
︑
近
接
二

都

下
一

駆
策
殊
甚
︒
准
二

於
外
国
一

不
レ

可
レ

同
レ

日
︒
今
件
人
等
未
二

出
身
一

前
競

如
レ

林
︒
既
得
レ

考
後
好
称
二

詐
病
一

︒
非
三

啻
闕
二

棄
郡
務
一

︑
誠
是
欺
二

犯
朝

章
一

︒
伏
望
︑
自
今
以
後
有
二

斯
類
一

者
︑
中
納
言
正
三
位
兼
行
民
部
卿
藤
原

朝
臣
葛
野
麻
呂
宣
︑
奉

レ

勅
︑
依
レ

奏
者
︒
然
則
詐
病
還
レ

本
︑
格
意
明

白
︑
実
病
得
レ

痊
処
置
未
レ

的
︒
又
貪
濁
有
レ

状
無
レ

故
不
レ

上
︑
省
例
還
本
事

即
無
レ

疑
︒
但
或
服
解
後
不
レ

堪
二

復
任
一

︑
或
雖
レ

居
レ

職
不
レ

堪
二

時
務
一

︒

如
レ

此
解
任
︑
理
在
レ

難
レ

仰
︒
然
而
人
情
詭
濫
︑
真
偽
叵
レ

信
︒
推
二

尋
事

迹
一

非
レ

無
二

疑
渉
一

︒
概
由
レ

叨
二

内
考
之
栄
一

︑
還
足
レ

致
二

濫
偽
之
源
一

︒
如

聞
︑
件
郡
司
等
遁
レ

職
之
日
︑
巧
称
二

病
患
一

︑
解
却
之
後
仍
称
二

病
痊
一

︒

規
二

去
本
職
一

求
レ

入
二

他
選
一

︑
仍
勘
二

格
出
之
後
解
却
之
人
一

七
十
二
人
︒
望

請
︑
実
病
之
人
者
︑
国
司
研
レ

実
毎
レ

得
二

痊
瘉
一

更
用
復
任
︒
不
レ

堪
二

釐
務
一

者
︑
省
家
閲
レ

帳
為
レ

欺
二

朝
章
一

︑
将
レ

従
二

還
本
一

︒
其
実
病
得
レ

痊
待
レ

闕

之
間
︑
従
二

於
抑
退
一

不
レ

預
二

他
考
一

︒
然
則
人
皆
懲
慎
姦
迹
自
絶
︒
謹
請
二

官
裁
一

者
︒
左
大
臣
宣
︑
奉

レ

勅
︑
依
レ

請
︒

天
長
二
年
閏
七
月
廿
六
日

従
来
の
研
究
で
は
︑
ｆ
は
ｄ
と
と
も
に
畿
内
に
お
け
る
郡
司
職
忌
避
の
事
例
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
る(

)

︒
た
だ
︑
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
受
け
て
郡
司
任
用
策
と
し

32

て
ｆ
と
ｄ
を
検
討
す
る
と
︑
ｆ
は
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
︑
病
気
を
理
由
に
郡
司

を
辞
し
た
者
を
治
癒
の
後
に
再
び
任
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
理

解
で
き
︑
ｄ
は
罪
科
の
あ
る
諸
司
主
典
を
贖
罪
に
処
し
て
郡
司
に
任
用
す
る
も
の

と
理
解
で
き
る
︒

諸
国
の
郡
司
任
用
方
針
が
﹁
譜
第
﹂
を
基
準
と
し
て
多
く
の
者
を
任
用
す
る
と

し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
畿
内
︑
河
内
国
は
諸
国
と
同
じ
方
針
を
取
る
こ
と
が
で

き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
︒
特
に
河
内
国
の
場
合
は
︑
前
掲
の
表
で
分
析
し
た
よ

五
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う
に
洪
水
等
が
多
発
す
る
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
ｄ
に
あ
る
よ
う
な
洪

水
・
干
ば
つ
を
理
由
と
し
た
郡
司
の
逃
散
が
実
態
と
し
て
存
在
し
︑
諸
国
の
方
針

に
基
づ
い
た
任
用
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
代
替
策
と
し
て
諸

司
主
典
か
ら
郡
司
を
任
用
す
る
と
い
う
河
内
国
独
自
の
方
針
が
確
立
さ
れ
る
も
の

と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
者
た
ち
の
中
に
は
罪
科
の
あ
る
者
も
お
り
︑
郡
司
を

任
用
し
た
い
河
内
国
の
事
情
に
反
し
て
︑
任
用
に
支
障
を
き
た
し
か
ね
な
い
状
況

が
生
じ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
河
内
国
別
当
の
奏
状
に
基
づ
き
ｄ
の
天
長
三
年
の

官
符
が
発
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
郡
司
任
用
に
関
す
る

河
内
国
別
当
の
活
動
は
︑
諸
司
主
典
を
郡
司
に
任
用
す
る
と
い
う
河
内
国
の
独
自

の
方
針
に
基
づ
い
て
︑
安
定
的
に
郡
司
任
用
を
進
め
て
い
く
た
め
に
奏
上
を
行
っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

本
章
で
は
二
節
に
わ
た
り
河
内
国
別
当
の
活
動
を
検
討
し
て
き
た
︒
本
章
の
検

討
を
通
し
て
も
︑
国
別
当
が
国
司
を
検
校
・
監
督
し
て
い
る
様
子
は
確
認
で
き
な

い
こ
と
か
ら
︑
や
は
り
先
行
研
究
の
指
摘
は
考
え
難
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

二

山
城
国
別
当
の
検
討

１

畿
内
国
別
当
の
性
格

前
章
で
は
︑
史
料
ａ
︑
ｄ
を
中
心
に
河
内
国
別
当
の
検
討
を
行
っ
た
が
︑
本
章

で
は
山
城
国
別
当
の
検
討
を
行
う
︒
た
だ
し
︑
検
討
に
入
る
前
に
畿
内
の
国
別
当

の
性
格
を
ま
ず
は
考
察
し
た
い
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
山
城
国
別
当
の
活
動
を

記
す
史
料
︵
後
掲
ｇ
︶
は
︑
河
内
国
別
当
の
史
料
に
比
べ
て
簡
潔
な
体
裁
で
あ
る

た
め
︑
ど
の
よ
う
に
検
討
を
進
め
る
べ
き
か
と
い
う
分
析
視
角
を
得
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
節
で
は
︑
畿
内
の
国
別
当
の
性
格
を
考
察

す
る
に
あ
た
り
︑
延
暦
寺
俗
別
当
を
参
照
し
考
察
を
行
う
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は

以
下
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

ま
ず
︑
国
別
当
の
活
動
期
と
同
じ
九
世
紀
前
半
の
弘
仁
一
四
年
に
延
暦
寺
俗
別

当
が
設
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る(

)

︒
延
暦
寺
俗
別
当
の
設
置
は
︑
弘
仁
九
年
に
最

33

澄
が
俗
別
当
の
設
置
を
要
請
し
た
こ
と
に
始
ま
る(

)

︒
そ
の
要
請
と
は
︑
治
部
省
・

34

玄
蕃
寮
・
僧
綱
の
三
司
が
寺
院
・
僧
尼
を
統
轄
す
る
と
い
う
体
制
か
ら
の
独
立
を

求
め
る
も
の
で
あ
り
︑
大
乗
戒
壇
独
立
運
動
の
一
環
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る(

)

︒
35

次
に
︑
東
寺
俗
別
当
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
九
世
紀
前
半
に
は
︑
延
暦

寺
俗
別
当
以
外
に
も
他
寺
院
の
俗
別
当
の
活
動
が
見
ら
れ
︑
東
寺
俗
別
当
も
そ
の

一
つ
で
あ
っ
た
︒
主
に
寺
院
の
造
作
を
担
う
活
動
を
し
て
い
た
東
寺
俗
別
当
は
︑

承
和
期
に
な
る
と
延
暦
寺
俗
別
当
に
準
え
て
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
な

る(

)

︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
延
暦
寺
俗
別
当
は
同
時
期
に
活
動
し
て
い
る
他
寺
院
の
俗

36別
当
が
規
範
と
し
得
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
最
も
直
接
的
な
理
由
と
し
て
︑
補
任
さ
れ
て
い
る
公
卿
か
ら
畿
内
の
国

別
当
と
の
関
係
性
が
窺
え
る
点
で
あ
る
︒
延
暦
寺
俗
別
当
が
弘
仁
一
四
年
の
タ
イ

ミ
ン
グ
で
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
︑
前
年
の
四
賢
臣
に
よ
る
嵯
峨

天
皇
へ
の
奏
上
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
る(

)

︒
四
賢
臣
と
は
︑
藤
原
冬
嗣
・
良
峯
安

37

世
・
藤
原
三
守
・
伴
国
道
の
こ
と
で
あ
り
︑
天
長
三
年
に
河
内
国
別
当
を
務
め
て

い
る
安
世
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
四
賢
臣
は
そ
の
後
延
暦
寺

俗
別
当
に
補
任
さ
れ
︑
安
世
も
天
長
二
年
に
延
暦
寺
俗
別
当
を
務
め
て
い
る
と
さ

れ
て
い
る(

)

︒
つ
ま
り
︑
国
別
当
の
活
動
を
確
認
で
き
る
天
長
期
に
︑
国
別
当
と
共

38

通
す
る
公
卿
が
補
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
延
暦
寺
俗
別
当
は
︑
最
澄

の
発
案
に
よ
っ
て
創
置
さ
れ
た
延
暦
寺
と
い
う
一
寺
院
に
関
わ
る
官
で
は
あ
る

が
︑
弘
仁
一
四
年
に
太
政
官
符
を
も
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
官
制
に
基

づ
く
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
国
別
当
を
考
察
す
る
上
で
比
較
可
能
な
官
で

あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う(

)

︒
39

以
上
の
点
か
ら
︑
畿
内
の
国
別
当
の
性
格
を
考
察
す
る
上
で
延
暦
寺
俗
別
当
を

参
照
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
引
き
続
き
考
察
を
進
め
て

九
世
紀
前
半
の
畿
内
国
別
当
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五
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い
く
︒

延
暦
寺
俗
別
当
の
機
能
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
全
敏
氏
が
重
要
な
指
摘
を
さ
れ
て

い
る(

)

︒
氏
は
︑
成
立
期
の
延
暦
寺
俗
別
当
は
︑
得
度
︑
授
戒
︑
御
斎
会
聴
衆
・
安

40

居
講
師
の
簡
定
︑
天
皇
・
寺
家
間
で
の
随
時
の
政
務
を
︑
三
司
を
経
る
こ
と
な
く

担
当
し
︑
太
政
官
と
は
別
に
寺
家
と
天
皇
を
恒
常
的
に
結
び
つ
け
る
機
能
を
果
た

し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
氏
の
見
解
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
延
暦
寺
俗
別

当
が
寺
家
と
天
皇
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
︒

別
当
と
天
皇
の
関
係
性
は
︑
畿
内
の
国
別
当
の
史
料
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒
前

章
で
扱
っ
た
史
料
ａ
︑
ｄ
の
官
符
は
河
内
国
別
当
の
奏
状
を
受
け
て
発
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
︒
奏
状
と
は
天
皇
へ
の
上
申
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
時
︑
河

内
国
別
当
は
天
皇
に
対
し
て
河
内
国
内
の
諸
事
を
直
接
上
申
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
︑
こ
の
点
に
国
別
当
と
天
皇
の
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
︒

た
だ
し
︑
河
内
国
内
の
諸
事
を
上
申
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
国
司
ら
に
よ
る
河
内

国
解
に
よ
る
対
応
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
国
別
当
の
奏
状

が
国
解
に
代
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ

で
︑
天
長
期
の
河
内
国
解
の
事
例
を
調
べ
る
と
︑
河
内
国
解
を
受
け
て
発
出
し
た

太
政
官
符
と
し
て
︑
畿
内
国
司
の
作
田
停
止
と
事
力
の
支
給
を
規
定
し
た
天
長
二

年
閏
七
月
官
符
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る(

)

︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
国
別
当
の
活
動

41

期
で
あ
る
天
長
期
に
国
解
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
︑
国
解
と
は
異

な
る
上
申
方
法
と
し
て
国
別
当
が
奏
状
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒

す
な
わ
ち
︑
奏
状
を
も
っ
て
天
皇
に
上
申
す
る
こ
と
が
畿
内
の
国
別
当
の
特
徴
で

あ
る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
︒

以
上
の
佐
藤
氏
の
見
解
と
︑
国
別
当
が
奏
状
を
用
い
て
上
申
し
て
い
た
こ
と
を

踏
ま
え
る
と
︑
畿
内
の
国
別
当
の
性
格
と
は
︑
天
皇
と
畿
内
の
諸
事
を
直
接
結
び

つ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

２

天
皇
遊
猟
と
山
城
国
別
当

本
節
で
は
︑
前
節
で
検
討
し
た
畿
内
国
別
当
の
性
格
を
視
角
と
し
︑
山
城
国
別

当
の
活
動
を
検
討
す
る
︒
山
城
国
別
当
の
活
動
が
見
ら
れ
る
の
は
次
の
天
長
三
年

正
月
の
史
料
ｇ
で
あ
る(

)

︒
42

幸
二

芹
川
野
一

遊
猟
︒
従
四
位
下
源
朝
臣
信
為
二

侍
従
一

︒
山
城
国
別
当
中
納

言
従
三
位
清
原
真
人
夏
野
率
二

国
司
一

聊
献
レ

物
︒
賜
二

群
臣
及
国
司
判
官
以

上
衣
被
一

︒

芹
川
野
で
の
天
皇
遊
猟
に
お
い
て
︑
山
城
国
別
当
は
山
城
国
司
を
率
い
て
天
皇

に
献
物
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
の
史
料
を
畿
内
国
別
当
の
性
格
か
ら
解
釈
す
れ
ば
︑

山
城
国
別
当
が
天
皇
と
国
司
を
結
び
つ
け
て
献
物
︵
奉
献
︶
を
行
っ
て
い
る
と
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
で
は
︑
こ
の
天
皇
遊
猟
に
お
け
る
山
城
国
別
当

の
活
動
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
時
の
遊
猟
先
と
な
っ
て
い
る
芹
川
野
は
︑
平
安
京
遷
都
後
に
新
た
に
設
置

さ
れ
た
遊
猟
地
で
あ
り
︑
嵯
峨
朝
で
の
遊
猟
回
数
が
突
出
し
︑
そ
の
後
の
淳
和
・

仁
明
朝
に
お
い
て
も
複
数
回
遊
猟
し
て
い
る
た
め
︑
王
権
に
と
っ
て
重
要
な
遊
猟

地
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る(

)

︒
で
は
︑
こ
の
時
の
遊
猟
地
が
芹
川
野
で
あ
る
こ
と

43

が
︑
山
城
国
別
当
の
活
動
と
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ｇ
を
収
録
す
る
﹃
類
史
﹄

の
天
皇
遊
猟
の
項
に
は
︑
ｇ
以
外
に
も
多
く
の
天
皇
遊
猟
の
事
例
が
収
録
さ
れ
て

お
り
︑
そ
れ
ら
に
よ
る
と
︑
山
城
国
別
当
を
介
さ
ず
と
も
︑
山
城
国
司
の
奉
献
が

行
わ
れ
て
お
り
︑
芹
川
野
以
外
の
遊
猟
地
に
お
い
て
も
同
じ
く
山
城
国
司
の
奉
献

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
︒

ま
た
︑
次
の
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
仁
和
二
年
︵
八
八
六
︶
一
二
月
一
四
日
条
の

芹
川
野
へ
の
行
幸
に
お
い
て
も
山
城
国
司
の
奉
献
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

行
二

幸
芹
川
野
一

︒
寅
二
剋
︑
鸞
駕
出
二

建
礼
門
一

︑
到
二

門
前
一

駐
レ

蹕
︒

勅

賜
二

皇
子
源
朝
臣
諱
︿
朱
雀
太
政
天
皇
﹀
帯
剣
一

︒
是
日
︑

勅
︑
参
議
已

上
着
二

摺
布
衫
行
騰
一

︑
別

勅
二

皇
子
源
朝
臣
諱
︑
散
位
正
五
位
下
藤
原
朝

五
六

762



臣
時
平
二
人
一

︑
令
レ

着
二

摺
衫
行
騰
一

焉
︒
辰
一
剋
至
二

野
口
一

︑
放
二

鷹

鷂
一

︑
拂
二

撃
野
禽
一

︒
山
城
国
司
献
レ

物
︑
幷
設
二

酒
醴
一

︑
飲
二

猟
徒
一

︒
日

暮
︑
乗
輿
幸
二

左
衛
門
佐
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
高
経
別
野
一

︑
奉
レ

進
二

夕

膳
一

︑
高
経
献
レ

物
︒
賜
二

従
レ

行
親
王
公
卿
侍
従
及
山
城
国
司
等
禄
一

各
有

レ

差
︒
夜
鸞
輿
還
宮
︒

こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
︑
仁
明
朝
以
前
の
天
皇
遊
猟
の
基
本
形
態
を
踏
ま
え
て

整
備
し
た
集
大
成
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る(

)

︒
こ
の
指
摘
を
参
考
に
す
る
と
︑

44

山
城
国
司
の
奉
献
は
天
皇
遊
猟
に
お
い
て
必
ず
行
わ
れ
る
事
項
で
あ
っ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
天
皇
遊
猟
は
光
孝
か
ら
醍
醐
朝
に
お
い
て
︑
狩
猟
を
全
目
的
と
し
て

実
施
す
る
野
行
幸
と
し
て
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る(

)

︒
野
行
幸
の
形
態
を
詳
細
に

45

記
す
﹃
新
儀
式
﹄
野
行
幸
事
を
見
る
と
︑
野
行
幸
に
お
い
て
も
山
城
国
司
の
奉
献

を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る(

)

︒
46

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
山
城
国
司
の
奉
献
は
遊
猟
地
に
関
係
な
く
行
わ
れ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
天
皇
遊
猟
に
お
い
て
山
城
国
司
の
奉
献
が
行
わ
れ
る
の

は
︑
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
山
城
国
別
当
の
活
動

は
遊
猟
地
と
い
う
視
点
か
ら
で
は
な
く
︑
山
城
国
司
の
奉
献
に
着
目
し
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

で
は
︑
そ
も
そ
も
天
皇
遊
猟
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
山
城
国
司
の
奉
献
と
は
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
仁
藤
敦
史
氏
に
よ
る
と
︑
狩
猟
に

お
け
る
国
司
の
奉
献
は
︑
在
地
首
長
が
天
皇
に
対
し
て
直
接
御
贄
を
献
上
す
る
服

属
儀
礼
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
り(

)

︑
ま
た
︑
仁
藤
智
子
氏
は
︑
国
司
ら
に
よ
る

47

天
皇
遊
猟
な
ど
で
の
奉
献
は
︑
奈
良
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
在
地
社
会
か
ら
の

収
奪
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(

)

︒
天
皇
遊
猟
の
際
に
︑
天
皇
へ
の
山
城
国

48

司
の
奉
献
が
ほ
ぼ
必
ず
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
背
景
に
は
︑
両
氏
が
指
摘
す
る
と

こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
服
属
儀
礼
の
系
譜
を
引
く
国
司
の
奉
献
に
よ
り
︑
す
で

に
天
皇
と
山
城
国
司
は
結
び
つ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
り
︑
な
ぜ
ｇ
に
あ
る
よ
う

に
︑
天
長
三
年
に
至
り
山
城
国
別
当
が
両
者
の
間
に
入
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生

じ
る
︒
疑
問
の
解
決
の
た
め
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
は
︑
ｇ
が
他
の
天
皇
遊

猟
に
対
し
て
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
こ
の
時
期
の
天
皇
遊
猟
の
事
例
を
確
認
す
る
と
︑
史
料
ｇ
が
淳
和
朝

で
初
め
て
確
認
で
き
る
事
例
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
淳
和
天
皇

即
位
後
初
の
天
皇
遊
猟
で
あ
る
可
能
性
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
淳

和
天
皇
の
即
位
は
弘
仁
一
四
年
四
月
で
あ
り(

)

︑
そ
の
間
に
二
年
半
以
上
の
期
間
が

49

存
在
す
る
た
め
︑
こ
の
想
定
を
即
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
︒
ｇ
の
天
皇
遊
猟

が
淳
和
天
皇
即
位
後
初
の
天
皇
遊
猟
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
︑
こ
の
期
間
に
天

皇
遊
猟
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
注
目
さ

れ
る
の
が
﹃
要
略
﹄
所
収
の
次
の
史
料
ｈ
で
あ
る(

)

︒
50

天
長
二
年
二
月
四
日
宣
旨
云
︑
一
聴
三

鷹
飼
官
人
着
二

摺
衣
一

事
︒
右
左
大
臣

宣
︑
奉

レ

勅
︑
諸
衛
府
鷹
飼
官
人
︑
行
幸
之
時
︑
執
レ

鷹
供
奉
︑
聴
レ

着
二

摺
衣
一

︒

ｈ
は
︑
天
長
二
年
に
鷹
飼
官
人
が
摺
衣
を
着
用
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
史
料
で

あ
る
︒
こ
の
ｈ
の
内
容
と
ｇ
の
天
皇
遊
猟
と
の
関
係
を
理
解
す
る
に
は
﹁
鷹
飼
官

人
﹂
と
﹁
摺
衣
﹂
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

ま
ず
鷹
飼
官
人
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
職
員
令
に
よ
る
と
天
皇
遊
猟
な
ど
の
鷹

狩
に
用
い
る
鷹
や
犬
は
︑
兵
部
省
被
官
の
主
鷹
司
が
そ
の
調
教
を
掌
る
と
さ
れ
︑

主
鷹
司
の
下
に
は
鷹
戸
が
配
さ
れ
て
い
た(

)

︒
そ
の
鷹
戸
は
古
記
や
釈
記
な
ど
に
よ

51

る
と
品
部
・
雑
戸
制
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
と
窺
え
る
こ
と
か
ら
︑
鷹
戸
が

鷹
の
調
教
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
︑
延
暦
一

〇
年
に
な
る
と
鷹
戸
は
停
止
す
る
こ
と
と
な
る(

)

︒
た
だ
︑
桓
武
朝
や
嵯
峨
朝
で
は

52

頻
繁
に
天
皇
遊
猟
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
鷹
戸
に
替
わ
っ
て
調
教
を
担
う

九
世
紀
前
半
の
畿
内
国
別
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存
在
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
点
に
関
し
て
は
︑﹃
三
代
実
録
﹄
元
慶
七
年
七
月
五
日
条
に
︑﹁
弘
仁
十
一

年
以
来
︑
主
鷹
司
鷹
飼
三
十
人
︑
犬
三
十
牙
食
料
︑
毎
月
充
二

彼
司
一

﹂
と
あ
る

こ
と
か
ら
︑
弘
仁
一
一
年
に
は
主
鷹
司
の
下
に
鷹
飼
官
人
が
配
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
先
行
研
究
で
は
史
料
ｈ
を
踏
ま
え
て
︑
延
暦
一
〇
年
の

鷹
戸
の
停
止
後
︑
諸
衛
府
の
鷹
飼
官
人
が
替
わ
っ
て
主
鷹
司
の
下
に
配
さ
れ
た
と

指
摘
さ
れ
て
い
る(

)

︒
と
す
る
と
︑
ｈ
に
見
ら
れ
る
諸
衛
府
の
鷹
飼
官
人
は
︑
ｇ
の
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天
皇
遊
猟
の
際
に
も
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

続
い
て
︑
摺
衣
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
鷹
狩
に
お
け
る
摺
衣
に
つ
い
て
は
儀
式
書

に
記
載
が
見
ら
れ
る
︒
先
に
触
れ
た
﹃
新
儀
式
﹄
野
行
幸
事
に
は
﹁
仰
二

検
非
違

使
一

聴
下

親
王
公
卿
被
レ

点
二

鷂
飼
鷹
飼
一

之
輩
行
幸
日
著
中

摺
衣
上

︒﹂
と
あ
る
︒
つ

ま
り
︑
親
王
公
卿
の
う
ち
実
際
に
鷹
狩
に
参
加
す
る
者
は
︑
行
幸
当
日
に
摺
衣
を

着
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り
︑
少
な
く
と
も
﹃
新
儀
式
﹄
が
成
立
し
た
一
〇

世
紀
後
半
段
階
に
お
い
て
は
︑
摺
衣
は
鷹
狩
参
加
者
が
着
用
す
る
衣
服
と
い
う
認

識
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る(

)

︒
ま
た
︑﹃
西
宮
記
﹄
野
行
幸
に
は
︑﹁
仁
和
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年
中
芹
川
行
幸
之
日
︑
王
卿
皆
着
二

摺
衣
一

︒﹂
と
あ
る
︒﹃
新
儀
式
﹄
で
は
鷹
狩

に
参
加
す
る
親
王
公
卿
に
限
り
摺
衣
を
着
用
し
て
い
た
が
︑﹃
西
宮
記
﹄
の
記
す

九
世
紀
後
半
の
仁
和
期
で
は
す
べ
て
の
王
卿
が
着
用
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
︒
以
上
の
儀
式
書
に
記
さ
れ
る
鷹
狩
に
お
け
る
摺
衣
の
着
用
規
定
か
ら
︑

鷹
狩
の
参
加
者
は
基
本
的
に
摺
衣
を
着
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

つ
ま
り
︑
儀
式
と
し
て
の
鷹
狩
に
参
加
す
る
に
あ
た
り
︑
摺
衣
は
適
切
な
服
装
と

い
う
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
︑
史
料
ｈ
は
︑
鷹
飼
官
人
に
摺
衣
の
着
用
を
許
可

す
る
こ
と
で
︑
鷹
狩
で
あ
る
天
皇
遊
猟
を
儀
式
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
理
解
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
鷹
狩
の
儀
式
化
に
つ
い
て
は
︑
弓
野
正
武
氏
に
よ

る
︑
九
世
紀
前
半
の
天
皇
遊
猟
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
う
ち
に
︑
嵯
峨
天
皇
は
鷹
狩

の
儀
式
化
を
進
め
︑
天
長
・
承
和
期
頃
に
な
る
と
そ
の
方
式
が
完
成
す
る
と
の
見

解
が
あ
る(

)

︒
弓
野
氏
の
見
解
を
参
考
に
す
る
と
︑
ｈ
は
鷹
狩
を
一
段
階
儀
式
化
さ
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せ
る
規
定
で
あ
り
︑
こ
の
段
階
を
経
た
上
で
︑
ｇ
の
淳
和
天
皇
即
位
後
初
の
天
皇

遊
猟
を
実
施
す
る
に
至
っ
た
と
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
想
定
を
補
強
す
る
事
例
と
し
て
史
料
ｈ
が
出
さ
れ
た
後
に
︑
嵯
峨
太
上
天

皇
の
天
皇
譲
位
後
初
の
太
上
天
皇
遊
猟
と
し
て
交
野
へ
遊
猟
し
て
い
る
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る(

)

︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
天
長
二
年
に
ｈ
の
鷹
飼
官
人
へ
の
摺
衣
着
用
許
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可
と
い
う
儀
式
化
の
段
階
を
経
る
ま
で
︑
天
皇
・
太
上
天
皇
の
遊
猟
は
行
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
よ
っ
て
︑
ｇ
の
天
長
三
年
正
月
の
天
皇
遊
猟

が
︑
淳
和
天
皇
即
位
後
初
の
天
皇
遊
猟
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
淳
和
天
皇
即
位
後
初
の
天
皇
遊
猟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
︑
山
城
国

別
当
の
活
動
の
背
景
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
新
た
に

即
位
し
た
天
皇
と
︑
天
皇
遊
猟
に
お
け
る
必
須
事
項
の
山
城
国
司
の
奉
献
を
結
び

つ
け
る
た
め
に
︑
山
城
国
別
当
の
清
原
夏
野
が
山
城
国
司
を
率
い
て
奉
献
し
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

以
上
︑
畿
内
国
別
当
に
つ
い
て
︑
河
内
国
別
当
と
山
城
国
別
当
そ
れ
ぞ
れ
の
活

動
を
具
体
的
に
検
討
し
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
活
動
は
天
皇
と
畿
内
の
諸
事
を

直
接
結
び
つ
け
る
と
い
う
性
格
の
中
で
理
解
で
き
る
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き

た
︒
最
後
に
︑
畿
内
国
別
当
の
役
割
と
そ
の
成
立
に
つ
い
て
も
触
れ
て
本
稿
を
終

え
た
い
︒

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
︑
畿
内
の
国
別
当
の
活
動
を
記
す
天
長
三
年
の
用
水
施
設
の
修
理
・

郡
司
任
用
・
天
皇
遊
猟
の
史
料
を
中
心
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
の
中
で
国
別
当
の

活
動
を
検
討
し
て
き
た
︒
そ
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
︒

五
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ま
ず
︑
用
水
施
設
の
修
理
お
よ
び
郡
司
任
用
の
史
料
か
ら
は
︑
河
内
国
別
当
が

そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
に
関
す
る
諸
国
の
方
針
・
政
策
に
対
す
る
河
内
国
の
事
情
を
受

け
て
︑
奏
状
を
用
い
た
政
策
提
言
と
い
う
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
た
︒

ま
た
︑
河
内
国
別
当
の
奏
状
を
用
い
た
活
動
と
合
わ
せ
て
︑
延
暦
寺
俗
別
当
の

機
能
を
参
照
し
︑
畿
内
の
国
別
当
の
性
格
を
検
討
す
る
と
︑
国
別
当
は
天
皇
と
畿

内
の
諸
事
を
直
接
結
び
つ
け
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
︒そ

し
て
︑
こ
の
畿
内
の
国
別
当
の
性
格
を
視
角
と
し
て
︑
天
皇
遊
猟
の
史
料
を

検
討
す
る
と
︑
山
城
国
別
当
が
淳
和
天
皇
即
位
後
初
の
天
皇
遊
猟
に
お
い
て
︑
新

天
皇
と
山
城
国
司
の
奉
献
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
河
内
国
別
当
と
山
城
国
別
当
の
活
動
の
検
討
を
通
し
て
︑
畿
内
の
国
別

当
の
活
動
は
天
皇
と
畿
内
の
諸
事
を
結
び
つ
け
る
性
格
の
中
で
理
解
で
き
る
こ
と

を
示
す
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
こ
で
最
後
に
︑
国
別
当
の
役
割
を
検
討
し
︑
ま
た
成

立
に
つ
い
て
も
触
れ
て
本
稿
を
終
え
た
い
︒

畿
内
の
国
別
当
の
役
割
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
︑
改
め
て
河
内
国
別
当
と
山
城

国
別
当
の
活
動
を
確
認
し
た
い
︒
ま
ず
︑
河
内
国
別
当
の
活
動
は
︑
天
皇
へ
の
奏

状
を
用
い
て
畿
内
の
諸
事
を
上
申
し
政
策
提
言
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
当
該
期

に
は
国
解
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
国
司
が
上
申
す
る
べ
き
事
案
と
天
皇
に

直
接
奏
上
す
る
べ
き
事
案
を
選
別
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う

な
活
動
は
︑
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
地
方
監
察
官
の
よ
う
な
活
動

に
類
似
し
て
い
る
︒
一
方
で
︑
注
目
す
る
べ
き
は
︑
山
城
国
別
当
の
活
動
で
あ

る
︒
山
城
国
別
当
は
︑
新
天
皇
と
山
城
国
司
の
間
を
取
り
な
す
活
動
を
し
て
い

た
︒
こ
の
活
動
は
︑
地
方
監
察
の
よ
う
な
活
動
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
天
皇
遊
猟
に

お
い
て
︑
国
別
当
に
国
司
と
の
関
係
を
結
び
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
は
︑
新
た
な
服

属
関
係
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
か
ら
︑
新
天
皇
側
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
国
別
当
は
畿
内
側
か
ら
の
み
で
は
な
く
︑
天
皇
側
か
ら

畿
内
と
結
び
つ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
が
︑
多
く
の
史

料
上
に
見
ら
れ
る
地
方
監
察
官
な
ど
と
は
異
な
る
点
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
九

世
紀
前
半
に
お
け
る
畿
内
の
国
別
当
の
役
割
と
は
︑
天
皇
と
畿
内
を
双
方
向
的
に

直
接
取
り
次
ぐ
窓
口
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
畿
内
の
国
別
当
の
成
立
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
︑
こ
の
国
別
当
の
役

割
が
手
掛
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
に
結
論
を
述
べ
る
と
︑
国
別
当
の
成

立
は
淳
和
朝
と
い
う
幅
の
中
で
想
定
し
た
い
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
国
別
当
に

よ
っ
て
畿
内
と
結
び
つ
こ
う
と
し
て
い
る
天
皇
が
淳
和
天
皇
個
人
と
し
て
の
意
味

合
い
が
強
い
点
に
注
目
で
き
る
た
め
で
あ
る
︒
特
に
史
料
ｇ
で
は
︑
淳
和
天
皇
即

位
後
初
の
天
皇
遊
猟
と
い
う
の
が
山
城
国
別
当
の
活
動
を
必
要
と
す
る
理
由
で

あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
淳
和
朝
を
成
立
期
と
す
る
想
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
国
別
当
の
史
料
が
確
認
で
き
る
時
期
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ
る
︒
本
稿

で
は
︑
天
長
三
年
の
国
別
当
の
史
料
を
中
心
に
検
討
を
し
て
き
た
が
︑
先
述
し
た

よ
う
に
先
行
研
究
で
は
︑
史
料
ｃ
も
国
別
当
の
史
料
と
さ
れ
て
い
る(

)

︒
そ
の
理
由
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は
︑
天
長
三
年
に
河
内
国
別
当
を
務
め
て
い
る
良
峯
安
世
が
弘
仁
一
三
年
に
河
内

国
の
出
挙
方
法
に
つ
い
て
上
疏
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
国
別
当
の

活
動
期
を
弘
仁
期
か
ら
天
長
期
と
想
定
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ｃ
は
嵯
峨
朝
の

間
の
史
料
で
あ
る
︒
も
し
国
別
当
の
活
動
期
を
淳
和
朝
の
間
と
し
て
よ
い
の
な
ら

ば
︑
ｃ
は
国
別
当
の
史
料
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
︑
安
田
氏
が
指
摘
す
る
よ

う
に
﹁
別
当
﹂
の
肩
書
が
な
い
こ
と
も
説
明
が
つ
く(

)

︒
58

畿
内
の
国
別
当
の
成
立
に
つ
い
て
︑
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
成
立
は
淳
和
朝
の
間
と
想
定
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
︒
た
だ
し
︑
こ
の
想
定
に
つ
い
て
は
︑
淳
和
朝
の
政
治
体
制
な
ど
と
も
合
わ
せ

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
︑
あ
く
ま
で
も
問
題
提
起
と
し
て
の
想
定
に
留
め

九
世
紀
前
半
の
畿
内
国
別
当

五
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て
お
き
た
い
︒

以
上
︑
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
畿
内
の
国
別
当
の
役
割
を
検
討
し
て
き
た
︒
こ

れ
ま
で
研
究
で
は
︑
国
別
当
は
国
司
の
上
級
官
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
︑
地
方
監

察
官
の
よ
う
な
役
割
を
持
つ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
本
研
究
で

は
国
司
と
の
関
係
で
は
な
く
︑
天
長
三
年
の
用
水
施
設
の
修
理
・
郡
司
任
用
・
天

皇
遊
猟
の
史
料
を
中
心
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
に
お
け
る
国
別
当
の
活
動
を
検
討

す
る
こ
と
で
︑
国
別
当
は
天
皇
と
畿
内
を
双
方
向
的
に
直
接
取
り
次
ぐ
窓
口
と
し

て
の
役
割
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
本
研
究
に
よ
り
︑
九
世
紀
の
畿
内
に

お
い
て
地
方
監
察
以
外
を
目
的
と
す
る
官
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
︑
ま

た
︑
畿
内
の
地
方
支
配
を
検
討
す
る
上
で
も
︑
新
た
な
視
座
を
提
示
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
考
え
る
︒

畿
内
の
国
別
当
の
成
立
に
関
す
る
具
体
的
な
検
討
等
々
︑
紙
幅
の
関
係
で
論
じ

き
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
多
々
あ
る
が
︑
さ
ら
な
る
考
察
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題

と
し
て
別
稿
に
譲
り
た
い
︒

注(

)
『類
聚
三
代
格
﹄
大
同
三
年
︵
八
〇
八
︶
五
月
一
六
日
官
符
︒

1(

)
『延
喜
式
﹄
左
右
馬
寮
式
牧
監
条
︒

2(

)
『公
卿
補
任
﹄
寛
平
七
年
条
に
︑
大
納
言
正
三
位
源
能
有
が
補
任
さ
れ
て
い
る
官
職
と
し

3

て
記
載
︒

(

)
森
田
悌
﹁
検
非
違
使
に
つ
い
て
﹂︑
同
﹁
律
令
官
司
制
度
の
展
開
と
変
質
﹂︵
と
も
に

4

﹃
日
本
古
代
官
司
制
度
史
序
説
﹄
一
九
六
七
︶︒

(

)
渡
辺
直
彦
﹁
一
九
六
七
年
の
歴
史
学
界

日
本
︵
古
代
︶
五
﹂︵﹃
史
学
雑
誌
﹄
七
七
︱

5

五
︑
一
九
六
八
︶︒

(

)
笠
井
純
一
﹁
天
長
・
承
和
期
に
お
け
る
地
方
行
政
監
察
に
つ
い
て
﹂︵
井
上
薫
教
授
還
暦

6

記
念
会
編
﹃
日
本
古
代
の
国
家
と
宗
教
﹄
下
巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
〇
︶︒

(

)
安
田
政
彦
﹁
国
別
当
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
続
日
本
紀
研
究
﹄
三
一
五
︑
一
九
九
八
︶︒

7(

)
市
大
樹
﹁
弘
仁
・
天
長
の
畿
内
国
別
当
﹂︵﹃
日
本
古
代
都
鄙
間
交
通
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑

8

二
〇
一
七
︒
初
出
二
〇
〇
四
︶︒

(

)
『日
本
三
代
実
録
﹄
元
慶
三
年
︵
八
七
九
︶
一
二
月
八
日
条
︒

9(

)
大
塚
徳
郎
﹁
元
慶
三
年
設
置
の
官
田
に
つ
い
て
﹂︵﹃
平
安
初
期
政
治
史
研
究
﹄
吉
川
弘

10

文
館
︑
一
九
六
九
︒
初
出
一
九
六
〇
︶︒
た
だ
し
︑
班
田
と
官
田
の
関
係
を
詳
細
に
扱
っ

て
い
る
の
は
初
出
論
文
の
同
﹁
元
慶
三
年
設
置
の
官
田
に
つ
い
て
﹂︵﹃
東
北
大
学
教
養

部
文
科
紀
要
﹄
第
六
集
︑
一
九
六
〇
︶
で
あ
る
︒
村
井
康
彦
﹁
元
慶
官
田
の
史
的
意
義
﹂

︵﹃
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
六
九
︒
初
出
一
九
六
三
︶︒
佐
藤
宗

諄
﹁
平
安
初
期
政
治
の
崩
壊
過
程
︱
藤
原
冬
緒
と
そ
の
時
代
︱
﹂︵﹃
平
安
前
期
政
治
史

序
説
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
七
︶︒

(

)
『三
代
格
﹄
元
慶
三
年
七
月
九
日
官
符
所
収
︒

11(

)
『弘
仁
交
替
式
﹄
延
暦
一
九
年
︵
八
〇
〇
︶
九
月
一
六
日
官
符
︒

12(

)
『三
代
格
﹄
弘
仁
八
年
一
二
月
二
五
日
官
符
で
は
︑
溝
池
を
修
理
す
る
際
は
﹁
民
徭
﹂
を

13

用
い
る
こ
と
と
し
て
い
る
︒
営
繕
令
近
大
水
条
や
雑
令
取
水
漑
田
条
︑﹃
令
集
解
﹄
雑
令

取
水
漑
田
条
逸
文
で
あ
る
﹃
政
事
要
略
﹄
交
替
雑
事
︵
溝
池
堰
堤
︶
か
ら
考
察
す
る
に

﹁
民
徭
﹂
と
は
雑
徭
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒

(

)
吉
野
秋
二
﹁
雑
徭
制
の
構
造
と
展
開
﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
四
八
七
︑
二
〇
〇
三
︶︒

14(

)
『三
代
格
﹄
弘
仁
二
年
九
月
二
四
日
官
符
︒﹃
同
﹄
弘
仁
一
一
年
七
月
一
日
官
符
︒

15(

)
『三
代
格
﹄
弘
仁
一
三
年
閏
九
月
二
〇
日
官
符
︒

16(

)
当
該
箇
所
の
校
訂
に
つ
い
て
は
︑
吉
野
氏
註

論
文
を
参
照
し
て
お
り
︑﹁
丁
﹂
の
箇
所

17

14

を
﹁
事
﹂
よ
り
改
め
て
い
る
︒

(

)
吉
野
氏
註

論
文
︒

18

14

(

)
『貞
観
交
替
式
﹄
天
長
三
年
七
月
一
五
日
官
符
所
収
︒

19(

)
吉
野
氏
註

論
文
︒

20

14

(

)
『日
本
後
紀
﹄
弘
仁
二
年
四
月
一
一
日
条
︒﹃
同
﹄
弘
仁
三
年
四
月
一
一
日
条
︒

21(

)
『類
聚
国
史
﹄
巻
八
三
政
理
五
︵
正
税
︶
弘
仁
一
三
年
一
二
月
二
八
日
条
︒

22(

)
『三
代
格
﹄
貞
観
一
〇
年
︵
八
六
八
︶
六
月
二
八
日
官
符
所
収
︒

23(

)
『三
代
格
﹄
弘
仁
一
三
年
一
二
月
一
八
日
官
奏
︒

24(

)
『続
紀
﹄
天
平
七
年
︵
七
三
五
︶
五
月
二
一
日
条
︒

25(

)
『類
史
﹄
巻
一
九
︵
国
造
︶
延
暦
一
七
年
三
月
一
六
日
条
︒﹃
後
紀
﹄
延
暦
一
八
年
五
月

26

二
七
日
条
︒

(

)
早
川
庄
八
﹁
選
任
令
・
選
叙
令
と
郡
領
の
﹁
試
練
﹂﹂︵﹃
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
﹄
岩

27

波
書
店
︑
一
九
八
六
︒
初
出
一
九
八
四
︶︒
森
公
章
﹁
評
司
の
任
用
方
法
に
つ
い
て
﹂

︵﹃
古
代
郡
司
制
度
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
〇
︒
初
出
一
九
九
六
︶︒
磐
下
徹

﹁
擬
郡
司
帳
管
見
︱
郡
司
任
用
日
程
の
変
遷
︱
﹂︑
同
﹁
郡
司
読
奏
考
︱
郡
司
と
天
皇
︱
﹂

︵
と
も
に
初
出
二
〇
〇
七
︶︑
同
﹁
郡
司
任
用
制
度
の
考
察
︱
郡
司
・
郡
司
層
と
天
皇
︱
﹂

︵
初
出
二
〇
一
三
︶︒
磐
下
氏
の
論
文
は
︑
す
べ
て
﹃
日
本
古
代
の
郡
司
と
天
皇
﹄︵
吉
川

六
〇
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弘
文
館
︑
二
〇
一
六
︶
に
収
録
︒

(

)
『三
代
格
﹄
弘
仁
二
年
二
月
二
〇
日
詔
︒﹃
同
﹄
弘
仁
三
年
八
月
五
日
官
符
︒

28(

)
米
田
雄
介
﹁
擬
任
郡
司
制
の
成
立
と
展
開
﹂︵﹃
郡
司
の
研
究
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
一

29

九
七
六
︒
初
出
一
九
六
九
︶︒
同
﹃
郡
司
と
天
皇
︱
地
方
豪
族
と
古
代
国
家
︱
﹄︵
吉
川

弘
文
館
︑
二
〇
二
二
︶︒

(

)
磐
下
氏
註

二
〇
一
三
年
初
出
論
文
︒

30

27

(

)
『三
代
格
﹄
天
長
二
年
閏
七
月
二
六
日
官
符
︒

31(

)
森
公
章
﹁
九
世
紀
の
郡
司
と
そ
の
動
向
﹂︵
森
氏
前
掲
註

書
︶︑
磐
下
氏
註

二
〇
一

32

27

27

三
年
初
出
論
文
︒

(

)
『東
宝
記
﹄
所
収
﹃
東
寺
俗
別
当
初
例
﹄
は
弘
仁
一
四
年
二
月
二
六
日
︑﹃
天
台
座
主
記
﹄

33

と
﹃
叡
岳
要
記
﹄
は
三
月
三
日
に
設
置
と
記
載
︒

(

)
『山
家
学
生
式
﹄
に
収
録
さ
れ
る
﹃
観
奨
天
台
宗
年
分
学
生
式
﹄
弘
仁
九
年
八
月
二
七
日

34

の
中
で
﹁
凡
此
天
台
宗
院
︑
差
二

俗
別
当
両
人
一

︑
結
レ

番
令
レ

加
二

検
校
一

︒
兼
令
レ

禁
二

盗

賊
酒
女
等
一

︑
住
二

持
仏
法
一

︑
守
二

護
国
家
一

︒﹂
と
あ
る
︒

(

)
所
京
子
﹁
俗
別
当
の
成
立
︱
と
く
に
〝
官
人
〟
俗
別
当
に
つ
い
て
︱
﹂︵﹃
平
安
期

35

﹁
所
・
後
院
・
俗
別
当
﹂
の
研
究
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
四
︒
初
出
一
九
六
八
︶︒
佐
藤

全
敏
﹁
平
安
時
代
の
寺
院
と
俗
別
当
﹂︵﹃
平
安
時
代
の
天
皇
と
官
僚
制
﹄
東
京
大
学
出

版
会
︑
二
〇
〇
八
︶︒
岡
野
浩
二
﹁
天
台
・
真
言
・
南
都
寺
院
の
監
督
﹂︵﹃
平
安
時
代
の

国
家
と
寺
院
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
〇
九
︒
初
出
一
九
八
五
︶︒

(

)
『東
宝
記
﹄
東
寺
俗
別
当
初
例
所
収
︑
承
和
五
年
︵
八
三
八
︶
九
月
の
﹁
請
レ

令
三

東
寺
俗

36

別
当
検
二

校
真
言
雑
事
一

﹂
の
中
に
︑﹁
真
言
宗
得
度
・
講
読
・
修
法
等
雑
事
︑
准
二

延
暦

寺
之
例
一

︑
令
三

東
寺
俗
別
当
同
加
二

検
校
一

﹂
と
記
載
︒
ま
た
︑
同
じ
く
東
寺
別
当
初
例

所
収
︑
承
和
六
年
四
月
一
一
日
に
治
部
省
へ
下
し
た
官
符
に
は
︑﹁
令
三

東
寺
俗
別
当
検
二

校
真
言
宗
之
事
一

︑
件
宗
得
度
及
任
二

諸
国
講
読
師
等
一

諸
事
︑
令
下

当
時
伝
法
阿
闍
梨

承
二

宗
柄
一

者
商
量
簡
定
上

︒
而
後
挙
二

申
別
当
一

︑
其
処
置
之
事
︑
准
二

延
暦
寺
俗
別

当
一

︒﹂
と
記
載
︒

(

)
『叡
山
大
師
伝
﹄
に
記
載
︒

37(

)
良
峯
安
世
の
延
暦
寺
俗
別
当
就
任
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
全
敏
氏
が
﹃
伝
述
一
心
戒
文
﹄

38

巻
中
の
記
載
を
検
討
し
︑
天
長
二
年
に
就
任
と
さ
れ
て
い
る
︵
佐
藤
全
敏
氏
前
掲
註
35

論
文
︶︒

(

)
『東
寺
俗
別
当
初
例
﹄
所
収
承
和
五
年
九
月
の
﹁
請
レ

令
三

東
寺
俗
別
当
検
二

校
真
言
雑

39

事
一

﹂
に
は
︑﹁
太
政
官
去
弘
仁
十
四
年
二
月
二
十
六
日
置
二

比
叡
山
寺
別
当
一

符
﹂
と
記

載
︒

(

)
佐
藤
全
敏
氏
註

論
文
︒

40

35

(

)
『類
聚
三
代
格
﹄
天
長
二
年
閏
七
月
二
二
日
官
符
︒

41(

)
『類
史
﹄
巻
三
二
帝
王
一
二
︵
天
皇
遊
猟
︶
天
長
三
年
正
月
二
八
日
条
︒

42(

)
山
中
章
﹁
平
安
京
と
遊
猟
﹂︵
広
瀬
和
雄
︑
山
中
章
︑
吉
川
真
司
編
﹃
講
座

畿
内
の
古

43

代
学

第
Ⅲ
巻

王
宮
と
王
都
﹄
雄
山
閣
︑
二
〇
二
〇
︶︑
同
﹁
平
安
京
の
禁
苑
と
遊

猟
﹂︵
公
益
財
団
法
人
古
代
学
協
会
﹃
平
安
京
と
嵯
峨
﹄
二
〇
二
一
︶︑
同
﹁
桓
武
天
皇

の
遊
猟
地
と
禁
野
・
禁
苑
の
形
成
﹂︵﹃
三
重
大
史
学
﹄
二
二
︑
二
〇
二
二
︶︒

(

)
秋
吉
正
博
﹁
養
鷹
の
統
合
と
天
皇
﹂︵﹃
日
本
古
代
養
鷹
の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇

44

〇
四
︶︒

(

)
榎
村
寛
之
﹁
王
権
儀
礼
と
し
て
の
天
皇
遊
猟
﹂︵﹃
律
令
天
皇
制
祭
祀
と
古
代
王
権
﹄
塙

45

書
房
︑
二
〇
二
〇
︶︒

(

)
﹁
山
城
国
幷
近
辺
所
司
献
レ

物
﹂
と
記
載
︒

46(

)
仁
藤
敦
史
﹁
古
代
王
権
と
行
幸
﹂︵
黛
弘
道
﹃
古
代
王
権
と
祭
儀
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九

47

九
〇
︶︑
同
﹁
古
代
国
家
に
お
け
る
都
城
と
行
幸
︱
﹁
動
く
王
﹂
か
ら
﹁
動
か
な
い
王
﹂

へ
の
変
質
︱
﹂︵﹃
古
代
王
権
と
都
城
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
八
︒
初
出
一
九
九
〇
︶︒

(

)
仁
藤
智
子
﹁
古
代
行
幸
の
変
遷
﹂︵﹃
平
安
初
期
の
王
権
と
官
僚
制
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二

48

〇
〇
〇
年
︶︒

(

)
『日
本
紀
略
﹄
弘
仁
一
四
年
四
月
一
六
日
条
︒

49(

)
『要
略
﹄
糾
弾
雑
事
︵
男
女
衣
服
幷
資
用
雑
物
︶︒

50(

)
『令
集
解
﹄
職
員
令
主
鷹
司
︒

51(

)
『続
紀
﹄
延
暦
一
〇
年
七
月
二
七
日
条
︒

52(

)
新
井
喜
久
夫
﹁
品
部
雑
戸
制
の
解
体
過
程
﹂︵
弥
永
貞
三
先
生
還
暦
記
念
会
編
﹃
日
本
古

53

代
の
社
会
と
経
済
﹄
上
巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
八
︶︒
秋
吉
氏
註

論
文
︒

45

(

)
『新
儀
式
﹄
の
成
立
は
応
和
三
年
︵
九
六
三
︶
以
前
と
す
る
榎
村
氏
の
見
解
に
従
う
︵
榎

54

村
氏
註

論
文
︶︒

46

(

)
弓
野
正
武
﹁
平
安
時
代
の
鷹
狩
に
つ
い
て
﹂︵﹃
民
衆
史
研
究
﹄
一
六
︑
一
九
七
八
︶︒

55(

)
『類
史
﹄
巻
三
二
帝
王
一
二
︵
太
政
天
皇
遊
猟
︶
天
長
二
年
一
〇
月
一
〇
日
条
︒

56(

)
笠
井
氏
註
６
論
文
︒
市
氏
註
８
論
文
︒

57(

)
安
田
氏
註
７
論
文
︒

58

︵
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
)

九
世
紀
前
半
の
畿
内
国
別
当

六
一
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六
二
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