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本
書
は
一
般
向
け
レ
ー
ベ
ル
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
が
、

前
近
代
東
ア
ジ
ア
の
貨
幣
流
通
史
研
究
を
長
年
牽
引
し
て
き
た
大
田
由

紀
夫
氏
（
以
下
、
著
者
）
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
簡
便
か
つ
的
確
に
ま

と
め
た
一
冊
で
あ
る
。
一
般
向
け
を
意
識
し
て
叙
述
は
平
易
な
筆
致
に

務
め
て
い
る
と
拝
察
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
内
容
は
著
者
以
外
の
多
く

の
研
究
者
に
よ
る
研
究
成
果
を
ほ
ぼ
余
す
と
こ
ろ
な
く
採
り
入
れ
た
も

の
と
な
っ
て
お
り
、
研
究
史
上
極
め
て
意
義
深
い
研
究
書
と
位
置
づ
け

う
る
成
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
評
者
は
日
本
史
の
立
場
か
ら
一
二
～
一
七
世
紀
に
か
け
て
の

東
ア
ジ
ア
海
域
（「
海
域
ア
ジ
ア
」
と
の
呼
称
も
あ
る
）
に
お
け
る
貨
幣

流
通
史
研
究
を
進
め
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
本
書
で
引
用
さ
れ
る
多
く
の

中
国
史
史
料
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
批
評
を
行
う
の
で
は
な
く
、
日
本

史
か
ら
み
た
史
料
批
判
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
こ
と
を

許
さ
れ
た
い
。
目
次
の
紹
介
は
紙
幅
の
都
合
上
割
愛
し
て
本
書
の
概
要

紹
介
へ
と
移
る
が
、
本
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
本
書
で
付
さ
れ
て

い
る
振
り
仮
名
を
削
除
し
て
い
る
。

一
　

は
じ
め
に
で
は
本
書
の
目
的
が
明
快
に
語
ら
れ
る
。
著
者
に
よ
る
と
、

「
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
に
い
た
る
東
ア
ジ
ア
の
貨
幣
と
経
済
の
歴

史
で
あ
る
。（
中
略
）
と
り
わ
け
一
五
世
紀
後
半
以
降
の
「
撰
銭
」（
流

通
銭
を
選
別
し
て
価
値
づ
け
る
行
為
）
に
代
表
さ
れ
る
銭
貨
流
通
の
動

揺
や
一
六
世
紀
中
葉
に
お
け
る
日
本
銀
（「
倭
銀
」）
の
登
場
と
い
っ
た

通
貨
変
動
が
お
も
な
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
な
る
」（
六
頁
）
と
い
う
。
こ
こ

で
、「
撰
銭
」
と
「
倭
銀
」
が
本
書
に
通
底
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
で

批
評
と
紹
介大

田
由
紀
夫
著
『
銭
躍
る
東
シ
ナ
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

―
貨
幣
と
贅
沢
の
一
五
～
一
六
世
紀
』

川　

戸　
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史
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あ
ろ
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
確
か
に
、
一
五
～
一
七
世
紀
の
東
ア
ジ

ア
に
お
け
る
貨
幣
流
通
史
研
究
に
お
い
て
外
す
こ
と
の
で
き
な
い
単
語

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
現
象
あ
る
い
は
モ
ノ
は
偶
然
登
場
し
た

歴
史
上
の
産
物
と
捉
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
著
者
に
よ
る
と
そ
れ

ら
は
「
東
ア
ジ
ア
各
地
で
起
こ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
が
積
み
重
な

っ
て
あ
る
種
の
時
代
趨
勢
を
形
成
し
、
そ
の
な
か
か
ら
派
生
し
て
き
た

も
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、「
こ
う
し
た
歴
史
過
程
を
た

ど
る
こ
と
に
よ
り
、
一
五
～
一
六
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
経
済
（
ひ
い
て

は
歴
史
）
を
動
か
し
て
い
た
力
学
と
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
」（
六
～
七
頁
）
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

本
書
が
一
国
史
的
な
叙
述
に
な
る
は
ず
が
な
い
こ
と
は
読
者
も
容
易

に
想
像
で
き
る
が
、
と
は
い
え
国
際
交
流
が
語
ら
れ
る
際
に
は
二
国
間

関
係
（
た
と
え
ば
日
中
関
係
な
ど
）
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
著

者
は
そ
の
よ
う
な
視
点
を
も
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
一
六
世
紀
初
頭
に

中
国
で
銀
不
足
が
深
刻
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
五
二
〇
年
代
に

登
場
し
た
日
本
銀
が
中
国
で
は
な
く
は
じ
め
は
朝
鮮
へ
向
か
っ
た
例
を

挙
げ
て
、
中
国
に
お
け
る
銀
需
要
の
高
ま
り
や
日
中
と
い
う
単
純
な
二

国
間
関
係
の
枠
組
み
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、「
本

書
で
は
、
日
本
銀
の
登
場
が
よ
り
広
域
（
少
な
く
と
も
日
中
二
国
間
レ

ベ
ル
で
は
な
い
東
ア
ジ
ア
レ
ベ
ル
）
で
の
多
様
な
要
因
・
出
来
事
の
絡

ま
り
あ
い
の
な
か
か
ら
生
じ
た
出
来
事
だ
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
具
体
的

な
様
相
の
再
構
成
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
」（
八
頁
）
こ
と
を
本

書
の
テ
ー
マ
と
し
て
著
者
は
掲
げ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
視
点
を
踏
ま

え
な
が
ら
本
論
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

　

第
一
章
で
は
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
そ
れ
ぞ
れ
の
順
に
、
一
五
世
紀
に

お
け
る
経
済
事
情
に
つ
い
て
詳
説
し
て
い
る
。
中
国
（
本
書
で
は
「
大

陸
」
と
呼
ぶ
）
で
は
、
一
四
七
〇
年
代
の
北
京
で
贅
沢
風
潮
が
高
ま
り
、

江
南
地
方
へ
と
拡
大
し
た
と
す
る
。
そ
の
結
果
高
級
絹
織
物
の
消
費
が

拡
大
し
、
主
要
産
地
で
あ
っ
た
江
南
の
絹
製
品
が
中
国
全
土
に
広
く
流

通
し
た
と
い
う
。
明
朝
建
国
以
来
一
五
世
紀
前
半
ま
で
は
海
禁
政
策
に

よ
っ
て
対
外
交
易
が
激
減
し
経
済
が
沈
滞
し
て
い
た
が
、
一
転
し
て
一

五
世
紀
後
半
に
海
禁
が
弛
緩
し
て
国
内
外
の
交
易
が
活
性
化
し
た
こ
と

が
、
如
上
の
よ
う
な
活
況
を
も
た
ら
す
要
因
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の

時
期
は
東
南
ア
ジ
ア
と
の
交
易
が
特
に
活
発
で
、
江
南
産
の
陶
磁
（
特

に
青
花
）
が
大
量
生
産
さ
れ
、
輸
出
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　

一
五
世
紀
後
半
の
活
況
は
中
国
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
朝
鮮（
本

書
で
は
「
半
島
」
と
呼
ぶ
）
で
は
、
明
朝
の
海
禁
に
よ
っ
て
や
は
り
一

五
世
紀
前
半
ま
で
の
中
国
と
の
交
易
は
急
速
に
縮
小
し
た
が
、
一
転
し

て
一
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
中
国
と
の
交
易
が
活
発
化
し
て
ソ
ウ
ル
で
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は
享
楽
的
な
消
費
が
勃
興
し
、
や
は
り
青
花
や
華
美
な
衣
裳
へ
の
需
要

が
拡
大
し
て
高
級
絹
製
品
や
貂
皮
の
消
費
が
伸
び
た
と
い
う
。
日
本
と

の
交
易
も
過
熱
し
、
銅
・
硫
黄
や
東
南
ア
ジ
ア
産
品
が
日
本
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
一
方
、
日
本
へ
は
こ
の
頃
か
ら
朝
鮮
で
生
産
が
拡
大
し
た
大

量
の
綿
製
品
が
輸
出
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
日
本
（
本
書
で
は
「
列
島
」
と
呼
ぶ
）
で
は
、
や
は
り
一
五

世
紀
中
葉
ま
で
中
国
陶
磁
の
流
入
が
落
ち
込
む
な
ど
対
外
交
易
は
縮
小

し
て
い
た
が
、
権
力
者
層
に
よ
る
唐
物
需
要
は
根
強
か
っ
た
。
そ
の
た

め
唐
物
は
主
に
琉
球
を
経
由
し
て
日
本
へ
と
流
入
し
た
可
能
性
が
高
い

と
す
る
。
当
然
密
貿
易
に
よ
る
流
入
も
想
定
さ
れ
る
。
琉
球
は
日
中
間

の
中
継
貿
易
に
よ
っ
て
大
い
に
繁
栄
し
た
が
、
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一

六
世
紀
前
半
に
最
も
豊
富
な
中
国
陶
磁
の
出
土
量
を
誇
る
こ
と
が
そ
れ

を
示
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
、「
明
朝
中

国
に
お
け
る
奢
侈
的
消
費
の
拡
大
は
、
都
城
・
北
京
が
起
点
と
な
り
、

や
が
て
沿
海
部
各
地
に
伝
播
す
る
と
い
う
経
過
で
進
展
し
た
。
さ
ら
に
、

同
時
代
の
朝
鮮
半
島
の
贅
沢
風
潮
の
盛
行
も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
北

京
を
震
源
地
と
す
る
贅
沢
現
象
は
、
明
の
版
図
内
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、

国
境
を
越
え
て
伝
播
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
」（
三
九
頁
）
と
ま
と
め
て

お
り
、
は
じ
め
に
で
提
示
し
た
視
座
が
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
現

象
を
指
し
て
著
者
は
「
共
時
的
現
象
の
出
現
」
あ
る
い
は
「
贅
沢
の
連

鎖
」（
い
ず
れ
も
四
〇
頁
）
と
表
現
し
て
い
る
。

　

一
五
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア
で
経
済
復
興
の
連
鎖
が
起
き
た
要
因
は

何
か
。
著
者
に
よ
る
と
、
北
京
へ
の
遷
都
に
よ
っ
て
進
展
し
た
南
―
北

物
流
体
制
の
確
立
、
銀
財
政
化
に
よ
っ
て
北
京
へ
流
入
す
る
銀
が
増
加

し
た
こ
と
、
土
木
の
変
以
降
の
首
都
防
衛
強
化
に
よ
っ
て
物
資
供
給
体

制
が
再
編
さ
れ
銀
の
市
場
へ
の
投
下
が
拡
大
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い

る
。
ま
た
密
貿
易
の
取
り
締
ま
り
が
緩
ん
だ
こ
と
も
影
響
し
た
と
い
う
。

裏
付
け
と
し
て
、
一
五
世
紀
前
半
に
東
南
ア
ジ
ア
各
地
で
の
中
国
陶
磁

の
出
土
量
が
落
ち
込
む
い
わ
ゆ
る“

M
ing Gap”

が
一
五
世
紀
後
半
に

な
る
と
終
息
し
た
こ
と
を
示
す
。

　

朝
鮮
に
つ
い
て
は
、
貢
納
や
軍
役
の
代
納
に
よ
っ
て
貨
幣
の
布
貨
が

ソ
ウ
ル
へ
流
入
し
て
市
場
全
体
の
購
買
力
が
拡
大
し
て
地
方
か
ら
の
人

口
流
入
も
誘
引
し
た
こ
と
、
一
五
世
紀
後
半
に
朝
鮮
半
島
の
南
北
で
対

外
交
易
が
拡
大
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
可
能
と
し
た
の
は

生
産
が
拡
大
し
た
木
綿
（
綿
布
）
で
あ
り
、
特
に
需
要
の
高
い
日
本
と

の
間
で
交
易
が
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。

　

そ
し
て
日
本
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
市
場
法
の
発
布
件
数
に
注
目
す

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
一
五
世
紀
後
半
～
一
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
は
発

布
事
例
が
前
代
に
比
べ
て
増
加
す
る
と
い
う
。
市
場
法
の
発
布
は
商
品

流
通
の
活
性
化
を
表
す
指
標
と
い
う
。
た
だ
し
、
デ
ー
タ
数
は
少
な
く
、
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発
布
件
数
だ
け
で
そ
こ
ま
で
言
い
切
れ
る
か
は
や
や
心
許
な
い
。
先
行

研
究
で
は
一
五
世
紀
全
体
を
「
生
産
革
命
」
期
と
捉
え
る
指
摘
も
あ
る

が
、
著
者
は
、「「
生
産
革
命
」
と
の
議
論
と
の
関
り
で
い
え
ば
、
一
四

世
紀
後
半
以
来
の
多
分
野
に
わ
た
る
技
術
革
新
の
蓄
積
と
い
う
列
島
内

の
動
向
も
一
因
0

0

と
な
り
、
一
五
世
紀
後
半
の
経
済
成
長
が
開
花
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
」（
七
三
頁
、
傍
点
は
著
者
に
よ
る
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

最
後
に
琉
球
に
つ
い
て
み
る
と
、
対
明
進
貢
貿
易
の
頻
度
で
い
え
ば

一
五
世
紀
前
半
が
最
も
高
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
宋
元
期
に
比
べ
れ
ば

頻
度
は
落
ち
込
ん
で
お
り
、「
一
四
世
紀
後
半
～
一
五
世
紀
前
半
に
は

前
代
ま
で
盛
ん
で
あ
っ
た
中
国
製
陶
磁
な
ど
の
流
入
が
激
減
し
た
」（
七

六
頁
）
と
指
摘
す
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
一
五
世
紀
前
半
の
落
ち
込
み

（
と
そ
の
後
の
回
復
）
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

二
　

第
二
章
は
、
貨
幣
流
通
の
実
態
に
即
し
て
東
ア
ジ
ア
の
経
済
動
向
を

照
射
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
と
、「
当
時
の
通
貨
変
動

の
先
駆
と
目
さ
れ
る
一
五
世
紀
後
半
の
明
朝
（
中
略
）
で
発
生
し
た
銭

貨
流
通
の
動
揺
を
ま
ず
議
論
の
俎
上
に
載
せ
、
つ
い
で
東
ア
ジ
ア
（
お

も
に
日
本
と
朝
鮮
）
の
通
貨
変
動
に
つ
い
て
論
じ
る
」（
八
〇
頁
）
こ
と

（
マ
マ
）

と
し
て
い
る
。

　

一
五
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア
は
、
や
は
り
共
時
的
に
貨
幣
流
通
秩
序

が
動
揺
す
る
。
中
国
で
銭
貨
流
通
の
動
揺
は
、
一
四
六
〇
年
代
に
発
生

し
た
北
京
に
お
け
る
「
揀
銭
」
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
た
。
こ
の
頃
、
洪

武
・
永
楽
・
宣
徳
の
よ
う
な
明
銭
や
唐
の
開
元
通
宝
な
ど
の
銭
貨
は
二

分
の
一
文
（「
二
様
」）
と
評
価
さ
れ
、
粗
悪
私
鋳
銭
は
三
分
の
一
文
の

値
が
つ
け
ら
れ
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
揀
銭
」
が
発
生
し

た
の
は
、
粗
悪
な
私
鋳
銭
が
市
場
に
出
回
り
、
善
悪
さ
ま
ざ
ま
な
銭
貨

が
混
ざ
り
あ
っ
て
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
私

鋳
銭
は
、
江
南
で
偽
造
さ
れ
た
も
の
が
北
京
に
流
入
し
た
と
い
う
。
北

京
で
銭
貨
流
通
の
動
揺
が
突
如
発
生
し
た
の
は
、
や
は
り
遷
都
以
降
の

南
―
北
物
流
体
制
の
形
成
等
、
前
章
で
述
べ
た
事
情
が
背
景
に
あ
っ
た

と
指
摘
し
て
い
る
。
市
場
の
拡
大
が
通
貨
へ
の
需
要
を
上
昇
さ
せ
た
一

方
、
明
朝
は
銭
貨
の
追
加
供
給
を
せ
ず
、
流
通
銭
の
不
足
を
来
し
た
こ

と
に
な
る
。
額
面
切
り
上
げ
退
蔵
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
高
ま
り
銭

貨
の
流
動
性
が
低
下
す
る
た
め
、
銭
貨
の
流
動
性
を
高
め
る
に
は
、
安

価
（
＝
粗
悪
）
な
銭
貨
を
市
場
に
供
給
す
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。

揀
銭
は
徐
々
に
南
下
し
て
一
五
世
紀
末
ま
で
に
は
長
江
下
流
域
の
江
南

地
方
へ
と
波
及
し
、
貿
易
を
通
じ
て
東
ア
ジ
ア
の
中
国
銭
流
通
圏
に
も

揀
銭
現
象
は
伝
播
し
、
現
地
の
銭
貨
流
通
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
る
こ
と
に
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な
っ
た
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
日
本
の
様
相
で
あ
る
。
果
た
し
て
文
明

一
七
年
（
一
四
八
五
）
に
、
博
多
を
支
配
す
る
大
内
氏
が
撰
銭
令
を
発

布
し
た
。
内
容
か
ら
明
銭
が
市
場
で
は
忌
避
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
悪
銭
も
横
行
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
一

五
世
紀
後
半
の
博
多
は
「
個
別
出
土
銭
（
遺
棄
・
廃
棄
銭
）」
の
様
相
に

よ
る
と
流
入
量
の
ピ
ー
ク
が
あ
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
り
、
一
五
世
紀
後

半
に
お
け
る
渡
来
銭
流
入
の
増
加
、
す
な
わ
ち
明
銭
と
私
鋳
銭
の
流
入

が
撰
銭
を
惹
起
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
指
摘
す
る
。

　

中
国
銭
流
通
圏
に
は
属
さ
な
い
朝
鮮
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く

し
て
朝
鮮
半
島
で
も
通
貨
変
動
が
発
生
し
た
。
朝
鮮
で
は
一
五
世
紀
後

半
に
綿
布
が
麻
布
に
か
わ
っ
て
布
貨
の
主
流
と
な
る
が
、成
宗
期（
一
四

七
〇
～
九
四
）
に
粗
悪
な
綿
布
（
悪
布
・
麤
布
）
の
流
通
が
次
第
に
増

加
し
た
と
い
う
。
結
局
、
一
六
世
紀
中
葉
ま
で
に
は
一
部
納
税
手
段
と

し
て
公
認
し
、
悪
布
の
行
使
は
黙
認
さ
れ
て
い
っ
た
。
悪
布
流
通
の
拡

大
の
要
因
は
ソ
ウ
ル
を
中
心
と
し
た
商
品
流
通
の
拡
大
に
と
も
な
う
流

動
性
需
要
の
高
ま
り
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
か
か
る
共
時
的
現
象
は
東

ア
ジ
ア
に
留
ま
ら
ず
、
中
国
銭
流
通
圏
に
あ
っ
た
北
部
ベ
ト
ナ
ム
（
大

越
国
）
に
お
い
て
も
一
五
世
紀
後
半
に
は
揀
銭
や
「
偽
銭
」
横
行
し
、

ジ
ャ
ワ
で
は
、
当
該
期
に
標
準
渡
来
銭
と
粗
悪
銭
が
並
存
し
て
流
通
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
港
市
の
繁
栄
（「
交
易
の
時

代
」）
と
東
ア
ジ
ア
の
経
済
変
動
が
連
動
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
る
。
こ
の
点
は
著
者
自
身
が
触
れ
て
い
る
が
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
リ
ー

ド
（
同
著
、
太
田
淳
・
長
田
紀
之
監
訳
『
世
界
史
の
な
か
の
東
南
ア
ジ

ア
―
歴
史
を
変
え
る
交
差
路
』
上
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一

年
な
ど
）
ら
に
よ
る
「
長
い
一
六
世
紀
」
と
の
密
接
な
関
連
を
読
者
に

強
く
想
起
さ
せ
る
。

三
　

第
三
章
は
、「
倭
銀
」
の
登
場
を
軸
と
し
た
一
六
世
紀
前
半
の
東
ア
ジ

ア
経
済
へ
と
進
む
。
日
本
で
は
渡
来
銭
流
入
が
縮
小
し
た
こ
と
を
強
く

示
唆
す
る
事
例
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
背
景
に
、
日
本
へ
の
銭

貨
流
入
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
琉
球
か
ら
の
流
入
が
落
ち
込
ん
だ
影
響
を
指

摘
す
る
。
同
時
に
中
国
で
は
悪
銭
の
劣
悪
化
が
ま
す
ま
す
進
行
し
て
好

銭
が
流
通
界
か
ら
駆
逐
さ
れ
、
好
銭
の
海
外
流
出
自
体
が
減
少
し
た
影

響
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
日
本
銀
（
倭
銀
）
が
一
六
二
〇
年
代
に
登

場
し
た
。
し
か
し
こ
の
頃
の
東
ア
ジ
ア
海
域
は
む
し
ろ
交
流
の
停
滞
を

示
す
事
例
が
目
立
つ
と
い
う
。
た
だ
し
京
都
で
の
発
掘
成
果
に
よ
る
と
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一
五
〇
〇
～
三
〇
年
頃
に
比
定
さ
れ
る
貿
易
陶
磁
は
多
量
に
出
土
と
の

情
報
も
あ
り
、「
停
滞
」
と
す
る
評
価
と
の
整
合
性
が
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
は
あ
る
。
た
だ
し
少
な
く
と
も
銭
貨
に
つ
い
て
は
、
日
本
へ
の
流

入
が
落
ち
込
み
、
列
島
経
済
も
停
滞
局
面
へ
転
換
し
た
と
推
定
し
て
い

る
。

　

中
国
と
南
シ
ナ
海
域
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
一
六
世
紀
初
頭
に
広

州
で
の
外
国
船
の
受
け
入
れ
規
制
が
大
幅
緩
和
さ
れ
、
こ
の
前
後
か
ら

景
徳
鎮
製
青
花
の
東
南
ア
ジ
ア
流
入
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
一
五
一
〇
年

代
に
マ
ラ
ッ
カ
を
占
領
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
中
国
へ
来
航
し
一
時
は

友
好
的
関
係
に
あ
っ
た
が
、
一
五
二
〇
年
代
前
半
に
広
州
か
ら
追
放
す

る
と
、
明
朝
は
正
徳
一
五
年
（
一
五
二
〇
）
に
広
東
で
の
抽
分
制
を
停

止
し
、
朝
貢
船
の
み
を
受
け
入
れ
る
体
制
へ
回
帰
し
て
密
貿
易
の
取
締

も
強
化
し
た
。
そ
の
結
果
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
東
南
ア
ジ
ア
の
海
商

た
ち
は
、
規
制
が
比
較
的
緩
や
か
な
福
建
漳
州
の
月
港
や
寧
波
近
海
の

双
嶼
へ
北
上
し
て
華
人
海
商
と
の
密
貿
易
に
活
路
を
求
め
る
よ
う
に
な

り
、
月
港
や
双
嶼
が
密
貿
易
の
一
大
拠
点
と
な
っ
た
。
た
だ
し
著
者
に

よ
る
と
、
一
五
二
〇
年
代
は
華
人
海
商
の
南
シ
ナ
海
で
の
密
貿
易
活
動

も
一
時
的
に
鈍
っ
た
と
い
う
。
一
五
二
〇
年
代
前
後
の
南
シ
ナ
海
域
で

は
沈
没
船
の
積
荷
か
ら
中
国
製
青
花
や
ベ
ト
ナ
ム
製
陶
磁
器
が
減
少
す

る“
M

ac Gap”

と
呼
ば
れ
る
現
象
が
起
き
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し

か
し
一
五
二
〇
年
代
後
半
に
浙
江
近
海
の
密
貿
易
が
活
発
化
し
、
一
五

三
〇
年
代
に
入
る
と
マ
ラ
ッ
カ
―
パ
タ
ニ
―
漳
州
を
結
ぶ
胡
椒
貿
易
が

急
成
長
し
て
東
南
ア
ジ
ア
産
の
胡
椒
が
中
国
へ
大
量
に
供
給
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
一
五
四
〇
年
頃
に
は
双
嶼
へ
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
引
き
込

み
、
南
シ
ナ
海
域
と
の
密
貿
易
を
よ
り
活
発
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
一
五
二
七
年
に
石
見
銀
山
発
見
に
端
を
発
す
る
「
倭
銀
」

は
中
国
大
陸
へ
直
接
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
第
四
章
で
一
六
世
紀
後
半
へ
と
時
代
は
移
る
。
倭
銀
に
よ
る

「
シ
ル
バ
ー
・
ラ
ッ
シ
ュ
」
が
い
か
な
る
事
態
を
も
た
ら
し
た
か
が
論

点
と
な
る
。
一
五
四
〇
年
代
に
は
倭
銀
を
軸
に
日
中
ほ
か
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
東
シ
ナ
海
を
頻
繁
に
往
来
し
密
貿
易
が
展

開
し
た
。
当
該
期
日
本
で
は
市
場
法
が
激
増
し
、
京
都
へ
の
搬
入
陶
磁

器
が
急
増
し
た
徴
候
が
見
て
取
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
期
の
列
島
に
お

け
る
商
品
流
通
の
急
速
な
拡
大
が
あ
っ
た
と
い
う
。
評
者
の
管
見
の
限

り
で
は
、
こ
の
ほ
か
各
地
の
城
郭
遺
跡
な
ど
か
ら
も
中
国
福
建
産
や
東

南
ア
ジ
ア
産
貿
易
陶
磁
の
出
土
事
例
が
多
く
報
告
さ
れ
て
お
り
、
著
者

の
指
摘
は
首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
経
済
は
一
六
世
紀
中
葉
か

ら
未
曾
有
の
活
況
を
み
せ
る
と
著
者
は
い
う
。
一
方
で
日
本
列
島
で
は

銭
貨
流
通
の
「
棲
み
分
け
」
現
象
（
秩
序
の
地
域
差
）
が
明
瞭
化
し
た

が
、
著
者
は
こ
れ
を
「
銭
種
間
で
貨
幣
機
能
の
分
業
関
係
を
形
成
」（
一
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八
四
頁
）
し
た
と
み
る
。
こ
の
銭
種
間
の
「
棲
み
分
け
」
は
、
倭
銀
―

唐
物
密
貿
易
の
交
流
に
よ
り
未
曾
有
の
商
品
流
通
が
拡
大
し
て
銭
需
要

が
急
速
に
高
ま
っ
た
も
の
の
、
畿
内
で
は
精
銭
ス
ト
ッ
ク
が
恵
ま
れ
て

お
り
明
銭
忌
避
の
慣
行
が
存
続
し
た
一
方
、
条
件
の
劣
っ
た
東
西
の
遠

隔
地
で
は
不
足
し
が
ち
な
精
銭
に
か
わ
り
明
銭
を
流
通
銭
の
中
心
に
据

え
る
こ
と
で
銭
貨
流
通
秩
序
の
維
持
を
は
か
っ
て
い
っ
た
た
め
だ
と
い

う
。

　

と
は
い
え
日
本
の
銭
需
要
を
満
た
せ
ず
、
代
替
手
段
と
し
て
米
遣
い

を
選
好
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
っ
た
。
先
行
研
究
に
拠
り
つ
つ
、
一

五
四
〇
～
六
〇
年
代
頃
の
近
江
・
摂
津
で
は
、
売
券
に
記
さ
れ
た
支
払

手
段
が
銭
建
て
よ
り
も
米
建
て
の
方
が
優
越
し
た
と
指
摘
す
る
。
し
か

し
米
の
商
品
化
水
準
の
高
低
と
米
建
取
引
の
多
寡
は
、
つ
ね
に
強
い
相

関
性
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
各
地
の
通
貨
行
使

が
分
岐
し
た
要
因
を
考
え
る
に
は
、
通
貨
行
使
の
在
り
方
が
ど
の
よ
う

な
地
域
的
分
布
を
示
し
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
述

べ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
三
つ
類
型
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
、
①
畿
内

中
央
型
―
銭
建
取
引
が
優
越
、
②
中
央
隣
接
型
（
近
江
、
摂
津
、
丹
波
、

播
磨
（
姫
路
））
―
銭
建
・
米
建
取
引
が
並
存
、
③
畿
内
周
辺
型
―
銭
建

取
引
が
優
越
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
②
で
米
遣
い
が
拡
大
し
た

背
景
は
、
各
地
域
に
お
け
る
銭
貨
の
効
用
（
＝
利
便
性
）
に
対
す
る
需

要
度
（
銭
へ
の
依
存
度
）
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
地
域
分
化
は
、
①
都
市
的
消
費
人
口
の
多
寡
（「
中
央
型
」
は

多
く
、「
隣
接
型
」
は
相
対
的
に
少
な
い
）、
②
主
穀
生
産
・
米
の
消
費

財
需
要
の
大
小
（「
中
央
型
」〈
特
に
都
市
部
〉
は
生
産
が
少
な
く
需
要

が
大
き
い
の
に
対
し
て
、「
隣
接
型
」
は
生
産
が
多
く
て
需
要
が
「
中

央
型
」
よ
り
小
さ
い
）、
③
域
内
に
お
け
る
銭
ス
ト
ッ
ク
の
多
寡
＝
渡

来
銭
流
入
の
多
寡
（
京
や
奈
良
で
は
多
い
が
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
相

対
的
に
少
な
い
）、
④
貢
納
な
ど
遠
隔
地
決
済
の
た
め
の
銭
需
要
の
大

小
（「
隣
接
型
」
は
需
要
が
比
較
的
低
く
、「
周
辺
型
」
は
相
対
的
に
大

き
い
）、
⑤
流
動
性
需
要
＝
市
場
規
模
の
大
小
（「
隣
接
型
」
は
大
き
く
、

対
し
て
「
周
辺
型
」
は
小
さ
い
）
の
五
点
が
そ
の
理
由
と
し
て
説
明
さ

れ
る
。四

　

第
四
章
の
後
半
か
ら
は
、
一
六
世
紀
中
葉
に
お
け
る
「
後
期
倭
寇
」

の
動
向
か
ら
一
六
世
紀
後
半
以
降
の
東
シ
ナ
海
域
経
済
の
変
動
が
読
み

解
か
れ
る
。「
後
期
倭
寇
」
の
活
動
に
対
し
明
朝
が
一
五
四
〇
年
代
か
ら

取
り
締
ま
り
を
本
格
化
さ
せ
、
双
嶼
を
占
領
し
て
廃
港
に
追
い
込
ん
だ

も
の
の
、
そ
の
後
倭
寇
は
暴
力
性
を
強
め
て
略
奪
が
激
化
し
て
い
っ
た
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（「
嘉
靖
大
倭
寇
」）。
一
五
六
〇
年
代
に
漸
く
平
定
へ
と
至
っ
て
海
禁
を

緩
和
す
る
と
、
中
国
か
ら
日
本
へ
の
渡
来
銭
流
入
が
終
焉
し
た
。
そ
の

た
め
西
日
本
で
米
遣
い
そ
し
て
銀
遣
い
に
転
換
し
て
お
り
、
こ
の
米
遣

い
を
前
提
と
し
て
、
日
本
で
石
高
制
が
成
立
し
た
と
す
る
。
一
方
の
中

国
へ
は
倭
銀
と
と
も
に
新
大
陸
銀
が
マ
ニ
ラ
を
経
由
し
て
流
入
し
、
漳

州
一
帯
で
も
銀
遣
い
に
転
換
し
て
銭
貨
流
通
が
途
絶
し
た
と
い
う
。

　

当
時
の
日
本
の
動
向
に
つ
い
て
、
近
江
国
北
東
部
に
お
け
る
浅
井
氏

の
撰
銭
令
に
注
目
す
る
。
同
法
令
は
最
劣
悪
銭
以
外
の
す
べ
て
の
銭
を

等
価
通
用
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
寛
永
通
宝
発
行
以
前
の
徳
川
幕
府

の
通
貨
政
策
と
も
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
著
者
は
現
実
的
な

政
策
と
評
価
す
る
。
近
江
北
東
部
で
は
最
初
に
米
遣
い
へ
転
換
し
た
と

さ
れ
る
が
、
著
者
に
よ
る
と
、
当
該
地
域
は
銭
依
存
度
が
低
い
こ
と
、

商
品
流
通
が
発
達
し
て
流
動
性
需
要
が
高
い
こ
と
、
京
都
と
比
較
し
て

銭
ス
ト
ッ
ク
の
少
な
さ
な
ど
の
要
因
が
重
な
っ
た
た
め
と
い
う
。
す
な

わ
ち
日
本
の
米
遣
い
は
、
流
動
性
需
要
の
急
拡
大
を
支
え
る
渡
来
銭
の

流
入
が
突
如
途
絶
し
た
こ
と
が
も
た
ら
し
た
結
果
だ
と
い
う
。
た
だ
し

精
銭
に
必
ず
し
も
固
執
し
な
い
東
日
本
で
は
、
稀
少
化
し
た
精
銭
に
か

わ
っ
て
他
の
銭
種
（
永
楽
銭
や
ビ
タ
銭
）
を
中
心
に
据
え
た
銭
貨
流
通

秩
序
を
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
構
築
し
、
米
遣
い
へ
の
劇
的
な
転
換
も
明

瞭
な
形
で
は
発
生
し
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。

　

対
し
て
中
国
で
は
「
銀
不
足
」
が
継
続
し
て
銀
流
入
は
一
七
世
紀
初

頭
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
そ
の
結
果
中
国
で
は
銀
遣
い
が
銭
遣
い
を
圧

倒
し
て
地
域
内
の
交
換
媒
体
と
し
て
も
盛
ん
に
活
用
さ
れ
、
北
の
辺
境

地
帯
で
も
一
種
の
「
商
業
ブ
ー
ム
」
を
巻
き
起
こ
し
た
。
一
五
七
〇
年

代
に
モ
ン
ゴ
ル
と
和
議
が
成
立
す
る
と
互
市
が
定
期
的
に
行
わ
れ
、
北

辺
の
交
易
規
模
が
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
著
者
に
よ
る
と
、

「
銀
の
大
流
動
を
契
機
に
中
国
の
南
北
辺
境
で
出
現
し
た
「
商
業
ブ
ー

ム
」
は
、
そ
こ
か
ら
大
き
な
富
を
吸
収
し
て
蓄
え
た
経
済
力
を
背
景
に

強
大
な
軍
事
力
を
保
有
し
、
周
辺
勢
力
を
統
合
し
て
一
大
勢
力
を
築
き

上
げ
る
商
業
・
軍
事
的
な
新
興
勢
力
の
成
長
を
、
東
ア
ジ
ア
各
地
で
促

し
て
い
っ
た
」（
二
一
一
頁
）。
朝
鮮
で
は
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
攻
の

際
に
進
駐
し
た
明
軍
が
銀
を
大
量
に
放
出
し
た
の
を
契
機
と
し
て
、
銀

遣
い
が
ソ
ウ
ル
を
中
心
と
す
る
地
域
で
普
及
し
て
い
っ
た
。
一
六
一
〇

年
代
に
は
倭
銀
流
入
が
再
開
し
、
一
七
世
紀
後
半
に
銀
流
通
は
最
も
盛

ん
に
な
っ
た
。

　

一
七
世
紀
前
半
に
は
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
の
三
地
域
に
お
い
て
銀
遣

い
が
拡
大
し
、
そ
れ
が
さ
ら
な
る
動
乱
の
火
種
を
播
く
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
。
そ
れ
は
、
銀
建
物
価
の
上
昇
＝
「
価
格
革
命
」（
長
期
の
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
貨
幣

数
量
的
な
理
解
で
「
価
格
革
命
」
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
か
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と
い
う
と
、
銀
の
価
格
が
一
国
に
お
け
る
銀
の
生
産
量
や
流
通
と
い
っ

た
、
ロ
ー
カ
ル
・
レ
ベ
ル
の
需
要
・
供
給
関
係
と
は
無
関
係
な
次
元
で

決
定
さ
れ
る
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
は
論
点
と
な
り
そ
う
だ
が
、

ひ
と
ま
ず
は
著
者
の
指
摘
に
従
い
た
い
。

　

シ
ル
バ
ー
・
ラ
ッ
シ
ュ
が
東
ア
ジ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
で
、
生
糸

や
穀
物
な
ど
の
限
ら
れ
た
商
品
が
銀
と
の
相
対
価
格
を
上
昇
さ
せ
た
。

そ
の
結
果
江
南
地
方
や
穀
倉
地
帯
の
湖
北
一
帯
な
ど
で
地
域
外
へ
の
穀

物
流
出
を
実
力
で
阻
止
す
る
行
動
に
出
た
り
、
買
い
占
め
を
行
う
穀
物

商
を
襲
っ
た
り
す
る
な
ど
の
食
糧
暴
動
が
頻
発
し
た
。
こ
う
し
て
社
会

不
安
が
一
六
四
〇
年
代
に
頂
点
に
達
し
、
土
地
の
痩
せ
た
華
北
で
は
農

民
た
ち
を
反
乱
に
駆
り
立
て
る
結
果
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
う
し
て
農
民

反
乱
軍
が
北
京
を
陥
落
し
、
明
朝
は
滅
亡
し
た
。
満
洲
か
ら
南
下
し
た

清
朝
軍
が
中
国
の
派
遣
を
握
る
が
、
満
洲
に
お
け
る
深
刻
な
食
糧
難
が

清
軍
南
下
の
背
景
に
あ
っ
た
と
い
う
。
著
者
は
こ
れ
を
中
国
版
「
一
七

世
紀
の
危
機
」
の
内
実
と
評
価
す
る
。
日
本
で
も
穀
物
や
生
糸
の
銀
建

価
格
の
騰
貴
が
発
生
し
、
江
戸
幕
府
は
物
価
騰
貴
を
誘
発
す
る
国
際
市

場
の
直
接
影
響
下
か
ら
の
離
脱
、
す
な
わ
ち
鎖
国
へ
と
向
か
っ
た
。
こ

う
し
て
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
交
易
活
動
は
し
ば
し
の
沈
滞
期
に
入
る
こ

と
に
な
っ
た
と
す
る
。

　

朝
鮮
で
は
一
六
世
紀
中
葉
以
降
も
倭
銀
が
一
定
量
流
入
し
続
け
、
中

国
へ
の
銀
持
込
禁
制
も
次
第
に
有
名
無
実
化
し
た
。
一
六
世
紀
後
半
に

は
、
布
貨
に
か
わ
っ
て
米
穀
の
貨
幣
的
使
用
が
比
重
を
増
加
さ
せ
た
と

い
う
。
一
七
世
紀
初
頭
に
倭
銀
の
流
入
が
再
拡
大
し
、
ソ
ウ
ル
周
辺
で

銀
貨
が
優
勢
と
な
っ
た
。
た
だ
し
銀
遣
い
は
朝
鮮
全
土
に
普
及
せ
ず
、

「
価
格
革
命
」
の
洗
礼
を
受
け
な
か
っ
た
と
す
る
。
朝
鮮
で
一
七
世
紀
に

大
き
な
政
治
・
社
会
変
動
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
理
由
と
著
者
は
推
定
す

る
。

　

以
上
の
ま
と
め
と
し
て
著
者
は
、「
一
六
世
紀
末
頃
か
ら
銀
を
通
じ
て

い
っ
た
ん
は
つ
な
が
っ
た
東
ア
ジ
ア
は
、
一
七
世
紀
以
降
、
各
地
が
銀

の
奔
流
を
受
け
止
め
て
独
自
の
通
貨
的
対
応
を
は
か
り
、
貨
幣
・
経
済

秩
序
の
一
定
を
達
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
分
岐
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
」（
二
二
二
頁
）
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
一
五
世

紀
以
後
の
東
ア
ジ
ア
で
次
々
と
生
起
し
た
諸
事
象
は
、
外
に
閉
ざ
さ
れ

た
明
朝
中
国
に
対
す
る
周
辺
地
域
の
一
種
の
「
門
戸
開
放
」
運
動
だ
っ

た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」（
二
二
四
頁
）
と
し
、
東
ア
ジ
ア
経
済

は
、「
中
心
―
半
周
辺
―
周
辺
」
と
い
う
差
別
化
さ
れ
た
階
層
構
造
を

も
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
と
は
異
な
り
、
有
機
的

・
一
体
的
に
構
造
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
ゆ
る
や
か
な
「
共
進
化

（
共
同
進
化
）」
の
関
係
の
も
と
で
展
開
し
て
い
っ
た
と
指
摘
し
、
中
国

な
い
し
東
ア
ジ
ア
中
心
主
義
的
な
歴
史
像
で
も
な
く
、
内
在
発
展
論
的
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な
歴
史
像
で
も
な
い
、
双
方
向
的
な
東
ア
ジ
ア
史
の
構
築
を
追
求
す
べ

き
と
提
言
し
て
い
る
。

五
　

本
書
は
一
般
書
と
し
て
著
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は

実
に
深
く
、
一
五
～
一
七
世
紀
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る
経
済
を
中
心

と
し
た
社
会
動
向
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
徹
底
的

に
最
新
研
究
に
目
配
せ
し
て
い
る
た
め
、
現
時
点
に
お
け
る
決
定
版
と

呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
般
書
で

あ
る
た
め
史
料
引
用
は
必
要
最
低
限
と
な
っ
て
い
る
が
、
専
門
性
は
極

め
て
高
く
、
入
門
書
と
い
う
よ
り
も
当
該
分
野
で
よ
り
研
究
を
深
め
た

い
時
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
文
献
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
書
の
叙
述
に
お
い
て
特
筆
さ
れ
る
点
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
は
一
五

世
紀
後
半
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
経
済
へ
の
見
解
で
あ
る
。
著
者
に
よ
る

と
、
当
該
期
の
東
ア
ジ
ア
で
は
各
地
で
奢
侈
的
な
消
費
が
拡
大
し
、
そ

の
た
め
の
流
動
性
需
要
が
増
大
し
た
こ
と
が
、
私
鋳
銭
を
含
め
た
追
加

の
銭
貨
供
給
を
刺
激
し
た
要
因
と
指
摘
す
る
。

　

こ
の
視
点
は
、少
な
く
と
も
日
本
史
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
想

定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
四
六
〇
年
代
の
寛
正
の

大
飢
饉
や
応
仁
・
文
明
の
乱
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
烈
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
む
し
ろ
食
糧
難
と
戦
乱
に
よ
る
経
済
低
迷
期
と
い
う
印
象
が

強
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
デ
ー
タ
も
登
場
し
つ

つ
あ
る
。
一
つ
は
著
者
が
触
れ
る
よ
う
に
、
一
五
世
紀
後
半
に
永
楽
通

宝
が
多
く
日
本
へ
流
入
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

従
来
は
私
鋳
銭
（
悪
銭
）
の
流
入
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

と
同
時
に
明
銭
も
ま
た
大
量
に
流
入
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
議
論
を
呼
び
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、

経
済
史
の
側
か
ら
当
該
期
に
農
業
生
産
性
が
向
上
し
た
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
高
島
正
憲
『
経
済
成
長
の
日
本
史
―
古
代
か

ら
近
世
の
超
長
期
Ｇ
Ｄ
Ｐ
推
計
７
３
０-

１
８
７
４
』
名
古
屋
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
七
年
、
第
一
部
第
二
章
）。
も
っ
と
も
当
該
デ
ー
タ
の
評

価
は
慎
重
た
る
べ
き
だ
が
、
そ
の
他
気
候
変
動
問
題
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
も
踏
ま
え
る
と
、
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
の
日
本

は
（
地
域
偏
差
は
あ
る
が
）
長
期
的
な
成
長
期
に
あ
っ
た
徴
候
が
い
く

つ
か
示
さ
れ
て
い
る
。
当
該
問
題
に
つ
い
て
は
様
々
な
分
野
か
ら
今
後

も
研
究
蓄
積
が
予
想
さ
れ
る
が
、
本
書
の
成
果
も
当
然
な
が
ら
参
照
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
論
点
は
あ
く
ま
で
一
例
で
あ
り
、
本

書
で
は
そ
の
後
の
「
長
い
一
六
世
紀
」
の
議
論
、
そ
し
て
「
一
七
世
紀

の
危
機
」
と
い
う
概
念
を
的
確
に
採
り
入
れ
な
が
ら
東
ア
ジ
ア
経
済
史
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の
枠
組
み
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

以
下
、
評
者
の
関
心
か
ら
以
下
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
、
上
述
の
論
点
も
関
係
す
る
が
、
一
六
世
紀
前
半
に
お
け
る
日

中
間
で
の
銭
貨
の
移
動
に
つ
い
て
、
中
島
楽
章
氏
か
ら
か
つ
て
異
論
が

提
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
論
点
は
琉
球
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
一

五
世
紀
後
半
琉
球
の
中
継
貿
易
に
よ
っ
て
日
本
へ
大
量
に
銭
貨
が
流
入

し
た
と
す
る
著
者
の
見
解
に
対
し
て
、
当
時
の
福
建
と
西
日
本
に
お
け

る
銭
貨
の
銀
建
て
価
格
は
、
好
銭
は
福
建
の
方
が
高
く
、
私
鋳
銭
は
ほ

ぼ
同
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
銭
貨
が
中
国
か
ら
日
本
へ
流
出
し
た
可
能

性
は
低
い
と
指
摘
す
る
（
中
島
「
撰
銭
の
世
紀
―
一
四
六
〇
～
一
五
六

〇
年
代
の
東
ア
ジ
ア
銭
貨
流
通
―
」、『
史
学
研
究
』
二
七
七
、
二
〇
一

二
年
、
三
三
～
三
五
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
「
無
理
が
あ
る
」
と

反
論
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
銀
建
て
価
格
が
日
本
よ
り
中
国
が
高

く
と
も
、
日
本
へ
の
輸
出
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
う
る
か

ら
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
日
本
か
ら
の
輸
入
に
よ
っ
て
高
利
潤
を
生
み

出
す
商
品
（
銅
や
硫
黄
な
ど
）
が
銭
比
価
の
コ
ス
ト
を
上
回
れ
ば
よ
い

か
ら
で
あ
る
と
い
う
（
大
田
「「
撰
銭
の
世
紀
」
を
め
ぐ
る
応
答
」、『
鹿

大
史
学
』
六
二
、
二
〇
一
五
年
、
五
頁
）。
一
五
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る
銭
貨
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
議
論
が
深
め
ら
れ
て
い

く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

も
う
一
点
、
や
や
込
み
入
っ
た
話
で
は
あ
る
が
触
れ
て
お
く
べ
き
点

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
六
世
紀
後
半
の
日
本
で
米
が
貨
幣
と
し
て
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
浦
長
瀬
隆
氏
の
売
券
分
析

を
代
表
的
な
研
究
に
掲
げ
て
い
る
（
同
『
中
近
世
日
本
貨
幣
流
通
史
―

取
引
手
段
の
変
化
と
要
因
―
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
点
で
あ
る
。

研
究
史
に
お
い
て
浦
長
瀬
氏
の
研
究
が
画
期
的
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
の
だ
が
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
具
体
的
な
点
に
つ
い
て
は
、
再
検

証
を
経
る
機
運
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
す
で
に
高
木
久
史
氏
が
指
摘
す

る
ご
と
く
、
売
券
に
お
け
る
価
格
表
記
と
実
際
に
支
払
っ
た
媒
体
が
同

一
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て

史
料
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
同
『
日
本
中
世
貨
幣
史

論
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）。
な
か
で
も
著
者
は
近
江
北
部
の
事
例

と
し
て
菅
浦
の
事
例
に
注
目
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
史
料
面
か
ら
再
検

討
が
必
要
で
は
な
い
か
と
評
者
は
認
識
し
て
い
る
（
そ
の
取
り
組
み
は

こ
れ
か
ら
で
は
あ
る
が
）。
た
だ
し
浅
井
氏
撰
銭
令
に
対
す
る
著
者
の
評

価
は
評
者
も
賛
同
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

な
お
、
評
者
の
誤
解
で
な
け
れ
ば
、
著
者
の
見
解
が
浦
長
瀬
説
と
相

違
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
の
で
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
四
章
第
二
節
で
「
中
央
隣
接
型
」
の
一
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い

る
播
磨
国
に
つ
い
て
、
著
者
は
一
六
世
紀
後
半
に
は
一
五
六
〇
年
代
に
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銭
建
て
が
増
加
し
て
い
る
と
し
て
、
著
者
は
分
類
に
つ
い
て
「
再
考
す

る
必
要
が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
」（
二
四
九
頁
）
と
述
べ
る
。
し
か

し
浦
長
瀬
氏
は
播
磨
に
つ
い
て
、「
一
五
七
〇
年
代
以
後
に
な
る
と
す
べ

て
米
に
よ
る
支
払
い
に
変
化
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
同
前
掲
著

書
八
四
頁
）。
同
書
で
掲
げ
ら
れ
た
表
の
数
値
も
そ
れ
を
示
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
播
磨
で
は
一
五
七
〇
年
代
に
米
遣
い
に
変
化
し
た
と
す
る
の

が
通
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
念
の
た
め
評
者
も
ま
た
浦
長
瀬
氏
が
拠

る
「
正
明
寺
文
書
」（『
兵
庫
県
史
・
史
料
編
中
世
二
』
所
収
）
を
確
認

し
た
と
こ
ろ
、
永
禄
一
一
年
（
一
五
六
八
）
ま
で
の
売
券
は
す
べ
て
銭

建
て
で
、
永
禄
一
三
年
（
一
五
七
〇
）
の
も
の
は
一
転
し
て
す
べ
て
米

建
て
に
な
っ
て
い
る
（
別
表
参
照
）。
こ
の
一
五
六
八
～
七
〇
年
の
間
に

お
け
る
米
遣
い
の
普
及
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
京
都
周
辺
で
も
確
認
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
と
同
様
の
現
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て

播
磨
を
例
外
と
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に

同
じ
「
正
明
寺
文
書
」
に
は
永
禄
一
三
年
三
月
一
二
日
付
の
黒
田
孝
高

借
銭
請
取
状
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
買
銭
内
弐
斗
分
不
渡
」
と
の
表
現

が
あ
る
（「
同
」
五
八
号
、
前
掲
書
所
収
）。
銭
建
て
と
み
ら
れ
る
借
銭

に
つ
い
て
米
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
銭
建
て
か
ら

米
建
て
へ
の
移
行
期
を
示
す
興
味
深
い
文
言
で
あ
ろ
う
。

　

既
に
紙
幅
は
尽
き
た
。
多
く
の
重
要
な
論
点
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触

れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
評
者
の
能
力
不
足
で
あ
り
、
著
者

に
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。
本
書
を
契
機
に
当
該
研
究
が
さ
ら
な
る
飛
躍

を
遂
げ
る
こ
と
を
期
待
し
て
擱
筆
す
る
。
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講
談
社
、
二
〇
二
一
年
九
月
、
四
六
判
、
二
八
〇
頁

 （
か
わ
と　

た
か
し　

名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
教
授
）

別表　 「正明寺文書」（『兵庫県史史料編中世 2 』所収）の1540～60年代
の売券
史料名 年月日 面積 価格 諸役 文書番号 備考

1 母里孫六入道ほか
連署下地売券 1547.12.17 1反 直銭600文 － 48

2 中屋孫左衛門尉下
地売券 1547.12.25 2反 直銭1貫500文

本役称名寺9合5夕
（枡脱ヵ）1石宛、
其外井領免米

49

3 藤左衛門尉下地売
券 1548.11.30 2段 直銭2貫文 本役9合枡9斗5升

代 50

4 紺屋次郎左衛門尉
ほか連署下地売券 1552.4.11 1段 直銭1貫300文 本役称名寺エ7斗2

升 51

5 某軒山地売券 1555.3.17 「姫路山」直銭1貫500文 － 52 差出は「上月里軒
（村ヵ）」某。

6 助大夫畠地売券 1561.12.29 1段 直銭2貫700文 本役称名寺エ両季
400文 53 畠

7 黒田孝高下地売券 1567.12.23 1反 作徳1貫文 本役800文 54 「作徳」とあり米で
支払の可能性あり。

8 了一房下地売券 1568.12.19 2段 直銭1貫600文 本役1貫600文 55

9 五郎左衛門下地売
券 1570.2.5 1段 直米1石2斗4升 年貢銭800文 56

10 弥五郎下地売券 1570.2.11 1段 直米1石2斗5升 年貢銭800文 57

11 吉兵衛ほか連署下
地売券案 1570.5.10 1段 直米1石5斗 本役御寺江800文 59

（註）史料名および文書番号は『兵庫県史』によるが、史料名は一部改変した箇所がある。




