
は

じ

め

に

こ.＇, 

と

く

須

恵

器

生

産

者

と

従
来
の
行
基
研
究
で
は
、
行
基
の
も
と
で
そ
の
活
動
に
参
加
し
た
民

衆
に
つ
い
て
、
様
々
の
論
点
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
そ
の
民

衆
の
具
体
像
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
石
母
田
正
氏
が
畿
内
近
国
の

①
 

班
田
農
民
、
手
工
業
者
、
渡
来
人
等
を
想
定
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
、

R

⑧

 

米
田
雄
介
氏
や
長
山
泰
孝
氏
に
よ
っ
て
、
豪
族
層
や
技
術
者
層
と
の
関

係
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
行
基
集
団
の
組
織
的
把
握
が
成
さ
れ
て
き
た
。

④
 

ま
た
勝
浦
令
子
氏
に
よ
っ
て
も
、
女
性
参
加
の
銀
点
か
ら
、
民
衆
の
特

質
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
諸
先
学
の
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
、
行
基

集
団
を
構
成
じ
て
い
た
民
衆
の
具
体
像
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い

と
思
う
。
民
衆
像
を
と
ら
え
る
に
も
様
々
の
領
点
が
あ
る
が
、
特
に
こ

こ
で
は
行
基
集
団
形
成
時
に
早
く
も
み
ら
れ
る
手
工
業
者
（
と
く
に
須

恵
器
生
産
者
）
と
の
関
係
に
着
目
し
た
い
。
行
基
集
団
の
形
成
期
に
つ

い
て
は
、
史
料
上
の
制
約
か
ら
従
来
充
分
に
論
が
成
さ
れ
て
き
た
と
は

い
い
難
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
行
基
活
動
の
初
期
の
動
向
に
つ
い
て
そ
の

史
料
性
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
行
基
年
譜
」
で
は
慶
雲
元
年
ま
で
行
基
が
山
林
に
「
棲
息
」
し
て

い
た
こ
と
を
伝
え
、
同
年
生
家
（
和
泉
国
大
鳥
郡
）
に
「
仏
閣
」
（
家
原
寺
）

を
な
し
た
後
、
慶
雲
二
年
に
は
大
烏
郡
大
村
郷
に
「
大
修
恵
院
」
を
建

立
し
、
さ
ら
に
同
年
母
を
「
右
京
左
紀
堂
」
に
引
導
し
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
。
そ
し
て
慶
雲
四
年
に
は
「
生
馬
仙
房
」
に
、
母
へ
の
孝
養
を

尽
す
た
め
、
母
と
と
も
に
移
動
し
て
い
る
。

慶
雲
二
年
「
右
京
佐
紀
堂
」
に
母
を
引
導
し
、
慶
雲
四
年
「
生
馬
仙

房
」
に
移
動
し
た
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
は
、
「
行
基
菩
薩
伝
」
か
ら

の
引
用
部
分
で
あ
る
。
「
右
京
佐
紀
堂
」
の
所
在
地
で
あ
る
大
和
国
添

井

の

関

連

か

ら

I

和

泉

地

方

に

お

け

る

行

基

集

団

の

形

成

山

温

子
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下
郡
佐
紀
の
地
に
は
、
佐
紀
盾
列
古
墳
群
が
所
在
し
て
お
り
、
当
地
は

土
師
氏
と
の
関
係
が
深
い
地
で
も
あ
っ
た
。
土
師
氏
は
行
基
と
の
関
係

が
深
く
、
行
基
が
こ
の
地
に
母
を
引
導
し
た
の
も
、
そ
の
関
係
が
理
由

⑤
 

と
し
て
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
慶
雲
四
年
の
佐
紀
堂

か
ら
生
馬
へ
の
移
動
が
、
平
城
京
造
営
に
と
も
な
う
立
ち
退
き
を
理
由

⑥
 

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
「
行
基
菩
薩
伝
」
か
ら

引
用
さ
れ
た
慶
雲
年
間
の
記
事
は
、
信
憑
性
の
高
い
も
の
と
し
て
考
え

ら
れ
る
。
慶
雲
二
年
の
大
修
恵
院
建
立
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
「
年
代

R
 

記
」
か
ら
の
引
用
部
分
で
あ
り
、
信
頼
性
の
お
け
る
も
の
と
い
え
る
。

行
基
が
和
泉
国
に
在
住
し
た
の
は
、
史
料
上
か
ら
は
慶
雲
元
年
か
ら
四

年
に
至
る
ま
で
の
短
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
以
上
の
よ

う
に
、
慶
雲
年
間
に
お
け
る
行
基
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
「
行
基
年
譜
」

の
記
載
に
信
頼
を
お
き
、
以
下
論
を
進
め
た
い
と
思
う
。

田
村
國
澄
氏
は
、
平
城
京
の
造
営
が
開
始
さ
れ
て
以
後
、
養
老
七
年

に
行
基
が
大
和
か
ら
和
泉
に
移
住
す
る
ま
で
の
間
に
、
行
基
の
第
一
次

集
団
が
形
成
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
集
団
は
、
平
城
京

造
営
に
徴
収
さ
れ
た
役
民
の
浮
浪
、
逃
亡
し
た
者
を
軸
と
し
て
構
成
さ

⑧
 

れ
、
畿
外
の
国
々
の
出
身
者
を
多
く
含
ん
だ
と
述
べ
ら
れ
る
。
田
村
氏

の
説
で
は
、
慶
雲
年
間
に
お
け
る
和
泉
在
住
期
間
の
活
動
を
、
行
基
集

団
形
成
上
に
お
い
て
評
価
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
う
か
が
わ
れ
る
。

史
料
的
に
は
慶
雲
元
年
か
ら
慶
雲
四
年
ま
で
と
い
う
非
常
に
短
か
い
期

間
で
あ
る
が
、
行
基
集
団
の
形
成
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
無
視
で

き
な
い
時
期
で
は
な
か
ろ
う
か
。
慶
雲
二
年
の
大
修
恵
院
建
立
に
際
し

て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
在
地
の
支
持
が
す
で
に
存
在
し
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
、
と
な
れ
ば
行
基
集
団
形
成
上
の
意
義
を
、
和
泉
地
方
に
お
い

て
求
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
下
、
和
泉
地
方
に
お
け
る
行
基
集
団
の
具
体
的
民
衆
像
を
把
握
し

つ
つ
、
手
工
業
者
と
く
に
大
修
恵
院
の
建
立
に
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ

る
須
恵
器
生
産
者
と
の
関
係
を
考
察
し
、
行
基
集
団
の
形
成
と
そ
の
活

動
上
に
お
け
る
意
義
を
み
い
だ
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

大
野
寺
土
塔
人
名
瓦
の
再
検
討

行
基
の
生
地
で
も
あ
る
和
泉
地
方
は
、
行
基
活
動
上
、
強
固
な
基
盤

を
有
す
る
地
で
あ
っ
た
。
和
泉
地
方
に
お
け
る
行
基
の
社
会
事
業
は
、

神
亀
元
年
以
降
活
発
化
し
、
清
浄
土
院
、
檜
尾
池
院
、
大
野
寺
が
相
次

い
で
建
立
さ
れ
、
併
せ
て
池
溝
開
発
も
開
始
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
社
会

事
業
の
遂
行
に
は
、
在
地
豪
族
や
有
力
農
民
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
不

R
 

可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
社
会
事
業
が
開
始
さ
れ

る
以
前
、
す
な
わ
ち
養
老
期
以
前
に
は
、
「
続
日
本
紀
」
養
老
元
年
の

諮
に
も
み
え
る
よ
う
に
、
「
方
今
小
僧
行
基
、
拝
弟
子
等
、
零
ー
ー
畳
街

衝
↓
妄
説
ー
ー
罪
福
公
里
構
朋
党
↓
焚
ー
ー
剥
指
臀
↓
歴
門
仮
説
、
強
乞
ー
ー
余
物
f

詐
称
ー
ー
聖
道
五
笞
惑
百
姓
↓
」
と
い
っ
た
行
基
と
そ
の
集
団
に
よ
る
布
教

⑩
 

活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
様
な
活
動
は
、
大
和
を
中
心
と
し
て
行
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邸．4

図1

59.0 

（上）大野寺土塔人名瓦「大村

二」
（下）大野寺土塔平面図

註⑯⑱より引用

わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
行
基
の
活

動
の
始
源
地
で
も
あ
っ
た
和
泉
地
方
に
お
い
て
、
慶
雲
期
に
既
に
行
わ

れ
て
い
た
活
動
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
と
も
あ
れ
行
基
活
動
の
動

静
は
、
そ
の
布
教
活
動
と
社
会
事
業
の
両
面
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

和
泉
地
方
に
お
け
る
行
基
集
団
の
活
動
状
態
を
考
察
す
る
に
は
、
ま

ず
和
泉
地
方
に
お
い
て
行
基
集
団
を
構
成
し
、
そ
の
活
動
に
関
与
し
た

と
考
え
ら
れ
る
具
体
的
氏
族
を
知
る
こ
と
が
先
決
と
な
る
。
そ
れ
に
は

次
に
示
す
大
野
寺
土
塔
人
名
瓦
が
、
最
も
好
資
料
で
あ
る
。

「
行
基
年
譜
」
所
収
「
年
代
記
」
の
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
に
建
立
さ

れ
た
と
記
さ
れ
る
大
野
寺
の
南
方
に
、
行
基
集
団
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
土
塔
が
所
在
す
る
。
こ
の
土
塔
は
五
四

m
x
五

九

m
の
方
錐
形
を
し
て
お
り
（
図
1
参
照
）
、
奈
良
頭
塔
と
同
じ
く
階
段

⑪
 

式
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
造
立
当
初
は
瓦
が
葺
か
れ
て
い
た

ら
し
く
、
人
名
瓦
お
よ
そ
百
数
点
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
人
名
瓦
の
研

究
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
森
浩
一
氏
が
九
十
数
例
の
資
料
を
提
示
さ
れ

⑫
 

考
察
を
行
っ
た
。
人
名
瓦
に
は
、
在
地
氏
族
や
僧
尼
、
な
ら
び
無
姓
者

や
女
性
の
幅
広
い
階
層
に
わ
た
る
人
名
が
み
え
る
。
森
氏
は
こ
れ
ら
の

人
名
か
ら
「
政
治
力
を
背
景
と
し
な
い
―
つ
の
民
衆
の
存
在
と
活
動
を

予
想
さ
せ
る
」
と
指
摘
し
、
土
塔
造
立
に
尽
力
し
た
行
基
の
「
信
者

層
」
（
知
識
）
の
人
名
が
記
さ
れ
た
の
だ
と
述
べ
ら
れ
た
。
森
氏
の
御
指

摘
ど
お
り
、
こ
の
人
名
瓦
は
個
人
名
だ
け
が
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
郡
名
や
戸
主
姓
名
が
記
さ
れ
て
、
賦
課
を
前
提
と
し
て
製
作
さ
れ

⑬
 

た
武
蔵
国
分
寺
の
瓦
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
え

⑭

⑮

 

る
。
人
名
瓦
に
み
え
る
氏
姓
に
は
、
「
高
志
史
」
「
土
師
宿
禰
」
等
、
行

基
と
特
に
関
係
の
深
い
氏
族
名
が
み
え
、
ま
た
「
智
雲
」
「
法
興
」
「
善

智
尼
」
等
、
僧
尼
名
の
多
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
土
塔
が
行
基
と
無
関

係
に
造
立
さ
れ
た
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

森
氏
の
提
示
さ
れ
た
資
料
か
ら
氏
姓
を
有
す
る
も
の
だ
け
を
抜
粋
し
、

⑯
 

ま
た
森
氏
の
資
料
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
資
料
を
補
足
し
て
み
る
と
、
表

1
に
示
す
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
氏
族
の
本
居
地
を
「
新
撰
姓
氏

録
」
等
の
史
料
か
ら
求
め
る
と
、
和
泉
か
ら
河
内
地
方
に
か
け
て
を
本

居
地
と
す
る
氏
族
が
多
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
土
師
宿
禰
（
資
料
14

•
1
5
)
、
百
済
君
（
資
料
3
)
は
土
塔
の
所
在
す
る
大
鳥
郡
土
師
郷
に
本
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表1 大野寺土塔人名瓦

（氏姓の有するもののみ）

No. I 人 名 II油 I人 名

1 秦公色夫智［~ 23 津守御杖

2 白鳥村主牛表 24 丹比在子

3 百済君刀自古 25 船大宅

4 大宅連亡二 26 神人亡二

5 岡田臣姪［二： 27 茨田［~

6 岡田史石［~ 28 大伴亡二

7 山口伊美亡ニ 29 志止理小万呂

8 片野連足嶋 30 葛木刀自古， 坂本臣刀良女 31 秦玉女

10 荒田直亡二 32 丈部［二こ

11 大友寸主亡二 33 春日［~

12 倉臣亡二 34 綿野

13 高市連亡二 35 長山

14 土師宿禰［二二 36 ニコ臣茨日女

15 土師宿禰茅亡二 37 ごコ門迫馬

16 平藁朝［~ 38 ニコ君百亡二

17 上村主白刀自 39 ニコ直広ロニ

18 高志史亡ニ 40 こコ忌寸虫田気

19 這知足 41 二井浄亡二

20 徒部刀自女 42 ニコ師姉亡二

21 調大魚 43 大村［二（直）•(補）

22 淡海［二： l , 44 高史亡二 （補）

居
が
あ
り
、
大
村
直
（
資
料
41)
、
荒
田
直
（
資
料
10)
は
同
郡
大
村
郷
、

坂
本
臣
（
資
料
9
)
は
和
泉
郡
坂
本
郷
、
上
村
主
や
高
志
史
（
資
料
18)

も
和
泉
郡
を
本
居
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
白
鳥
村
主

牛
養
（
資
料
2
)
は
河
内
国
古
市
郡
あ
た
り
を
本
居
と
し
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
人
名
瓦
に
み
え
る
氏
族
名
は
、
土
塔
造
立
時

に
際
し
て
関
与
し
て
い
た
知
識
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
氏
族

の
本
居
地
よ
り
、
和
泉
地
方
の
行
基
集
団
が
ど
れ
程
の
地
理
的
な
拡
が

り
を
も
っ
て
、
―
つ
の
集
合
体
を
形
成
し
て
い
た
の
か
が
あ
る
程
度
判

明
す
る
。
必
ず
し
も
和
泉
国
の
全
域
に
わ
た
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た

⑰
 

和
泉
国
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
判
明
で
き
る
範
囲
で
は
、

和
泉
、
大
鳥
郡
を
中
心
と
し
、
河
内
地
方
の
一
部
を
包
括
し
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
行
政
的
な
地
区
区
分
に
規
定
さ
れ
た
集
合
体

で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
行
基
を
中
心
と
し
、
こ
の
よ
う

な
動
員
力
を
有
し
た
、
土
塔
造
立
時
と
は
い
っ
た
い
い
つ
頃
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

カ
パ
ネ

森
氏
は
人
名
瓦
に
み
ら
れ
る
姓
よ
り
、
そ
の
瓦
寄
進
は
行
基
死
後⑱

 

の
天
平
宝
字
三
年
よ
り
後
ま
で
行
わ
れ
た
、
と
す
る
。
ま
た
井
上
薫
氏

に
よ
っ
て
そ
の
造
立
年
代
を
天
平
宝
字
三
年
よ
り
以
後
、
ま
た
は
宝
亀

元
年
以
後
の
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
造

立
年
代
に
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
通
説
的
に
は
土
塔

の
造
立
は
行
基
死
後
（
天
平
ニ
ー
年
以
後
）
の
事
業
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
以
下
の
理

由
に
よ
り
、
天
平
宝
字
三
年
よ
り
も
以
前
、
「
年
代

記
」
に
み
え
る
大
野
寺
の
建
立
年
代
と
ほ
ぽ
近
い
頃

に
土
塔
が
造
立
さ
れ
た
と
考
え
た
い
。

ま
ず
森
氏
が
天
平
宝
字
三
年
以
後
と
さ
れ
る
人
名

瓦
に
つ
い
て
の
論
拠
は
、
次
に
示
す
「
続
日
本
紀
」

天
平
宝
字
三
年
十
月
辛
丑
条
に
あ
る
。

天
下
諸
姓
著
ー
一
君
字
一
者
換
以
ー
ー
公
字
ー
伊
美
吉

以
-
I

忌
寸
↓

森
氏
は
人
名
瓦
の
う
ち
「
百
済
君
刀
自
古
」
と
「
山
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口
伊
美
吉
」
を
天
平
宝
字
三
年
十
月
辛
丑
条
に
も
と
ず
吾
、
宝
字
三
年

以
前
の
瓦
と
し
た
。
ま
た
「
秦
公
色
夫
智

□日
」
、
「

L
J忌
寸
虫
田
気
」

を
宝
字
三
年
以
後
と
考
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
宝
字
三
年
の
史
料
を
「
君
」

「
伊
美
吉
」
の
姓
に
か
え
て
新
た
に
「
公
」
「
忌
寸
」
と
い
う
姓
が
定

め
ら
れ
た
の
だ
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
天
平
宝
字
三
年
以

前
に
お
い
て
「
公
」
と
「
君
」
、
「
伊
美
吉
」
と
「
忌
寸
」
の
併
用
の
あ

⑲
 

っ
た
こ
と
は
、
既
に
東
野
治
之
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
新
た

に
「
公
」
「
忌
寸
」
の
用
字
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る

こ
と
は
で
苔
な
い
。
お
そ
ら
く
天
平
宝
字
三
年
以
後
、
用
字
の
統
一
が

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
森
氏
が

天
平
宝
字
三
年
以
後
と
さ
れ
た
人
名
瓦
資
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
拠

を
失
な
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
全
て
の
人
名
瓦
資
料
に
、
天
平
宝

字
三
年
以
前
で
あ
る
可
能
性
が
み
い
だ
さ
れ
る
。

ま
た
森
氏
は
瓦
の
寄
進
が
長
期
に
わ
た
る
も
の
と
推
察
さ
れ
た
。
し

か
し
土
塔
の
建
築
様
式
が
、
方
錐
形
、
階
段
式
と
い
う
あ
る
一
定
の
造

立
計
画
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
瓦
の
生
産
方
法
が

当
時
に
お
い
て
窯
を
用
い
る
一
括
大
量
生
産
の
過
程
を
経
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
瓦
寄
進
を
前
提
と
し
た
造
立
計
画
の
も
と

で
、
一
時
期
に
瓦
が
生
産
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

瓦
の
生
産
が
一
時
期
に
焼
成
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
む
し
ろ
姓
の
併
存

が
認
め
ら
れ
る
天
平
宝
字
三
年
以
前
の
生
産
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ

r
う
。

ま
た
土
塔
の
南
東
部
に
は
ダ
イ
モ
ン
池
が
所
在
す
る
。
こ
れ
が
「
行

基
年
譜
」
所
引
「
天
平
十
三
年
記
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
土
室
池
か
長

土
池
の
両
者
の
う
ち
一
方
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
ダ
イ
モ
ン

⑪
 

池
と
土
塔
と
が
併
行
し
て
造
築
さ
れ
た
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
、
と
す

る
と
土
塔
の
造
立
年
代
は
天
平
十
三
年
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

こ，ク

と
も
あ
れ
造
立
年
代
の
決
定
的
な
資
料
と
し
て
は
、
や
は
り
そ
の
瓦

の
生
産
地
が
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
。
土
塔
人
名
瓦
の
調
整
手
法
に

は
、
須
恵
器
の
調
整
手
法
で
あ
る
青
海
波
文
状
の
叩
文
が
あ
り
、
ま
た

硬
質
（
環
元
焼
成
）
の
瓦
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
須
恵
器
生
産
者

⑫
 

の
関
与
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
須
恵
器
生
産
者
に
よ
っ
て
こ
の
人

名
瓦
が
生
産
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
土
塔
と
地
理
的
に
も
近

接
し
て
い
る
陶
邑
古
窯
跡
群
に
そ
の
生
産
地
を
求
め
る
べ
吾
で
あ
ろ
う
。R

 

陶
邑
古
窯
跡
群
は
発
掘
調
査
上
幾
つ
か
の
地
区
設
定
を
行
っ
て
い
る

（図
5
参
照
）
。
そ
の
中
の
光
明
池
地
区
に
は
、
八
世
紀
の
瓦
を
生
産
し

⑭
 

て
い
る
三
基
の
窯
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
光
明
池
22
、

3
8
I
I
I
（図
2

参
照
）
、

51
号
窯
で
あ
る
が
、
陶
邑
古
窯
跡
群
で
八
世
紀
の
瓦
を
生
産
し

て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
三
基
の
み
で
あ
る
。
須
恵

器
窯
に
お
け
る
生
産
器
種
は
、
不
良
焼
成
製
品
の
捨
て
場
で
も
あ
る
灰

原
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
瓦
は
そ
の
用
途

か
ら
考
え
て
も
、
一
枚
や
二
枚
の
少
数
で
焼
成
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な

い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
他
窯
で
八
世
紀
の
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
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図2 光明池38-Il号窯側

面実測図

註⑳より引用

図3

0 I 2M 
l,  I I 

光明池38-Il号窯出土人名

瓦「大庭造國亡二」
註⑭より引用

と
い
う
こ
と
は
、
陶
邑
古
窯
跡
群
に
お
け
る
八
世
紀
の
瓦
生
産
は
こ
の

三
基
の
み
で
あ
る
可
能
性
が
強
く
、
非
常
に
限
定
し
た
地
域
で
生
産
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
瓦
を
生
産
し
て
い
た
三
基
の
う
ち
、
光
明

池
3
8
|
J
I
号
窯
か
ら
は
人
名
瓦
（
図
3
参
照
）
が
出
土
し
て
い
る
。
出

土
し
た
三
片
の
人
名
瓦
に
は
、
「
大
庭
造
國

□（
「
國
」
は
「
関
」
と
も

解
読
さ
れ
て
い
る
）
「
女
麻
刀
自
」
「

LJ呂
」
の
三
名
の
人
名
が
陰
刻
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
大
庭
造
」
に
つ
い
て
は
「
新
撰
姓
氏
録
」
で

は
和
泉
国
神
別
に
記
載
さ
れ
る
氏
族
で
あ
る
。
大
庭
造
は
「
行
基
年

譜
」
で
勝
宝
二
年
に
建
立
さ
れ
た
と
記
さ
れ
る
「
大
庭
院
」
と
の
関
係

臥
棗
び
‘
行
基
と
の
関
知
も
深
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

「
女
麻
刀
自
」
の
瓦
の
存
在
は
、
性
別
や
階
層
に
こ
だ
わ
り
な
く
瓦
が

製
作
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
点
に
お
い
て
、
大
野
寺
土
塔
の
人
名

瓦
の
性
格
と
一
致
し
て
い
る
。

光
明
池
38ー

JI
号
窯
か
ら
出
土
し
た
人
名
瓦
の
こ
の
様
な
性
格
を
留

意
す
る
と
、
当
然
大
野
寺
人
名
瓦
の
生
産
地
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
従
来
確
証
さ
れ
な
か
っ
た
原
因
の
一
っ

に
は
、
先
示
し
た
森
氏
の
大
野
寺
土
塔
人
名
瓦
に
つ
い
て
の
年
代
観
と
、

光
明
池
38ー

JI
号
窯
の
生
産
時
期
の
相
違
が
問
題
と
し
て
あ
っ
た
か
ら

⑯
 

で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
野
寺
の
人
名
瓦
は
長
期
に
わ
た
る
寄

進
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
光
明
池
38ー

JI
号
窯
の
生
産
時
期

と
当
窯
で
生
産
さ
れ
た
瓦
の
生
産
手
法
を
検
討
し
、
大
野
寺
土
塔
人
名

瓦
の
生
産
窯
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
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次
に
光
明
池
38ー

II
号
窯
の
生
産
時
期
を
検
討
し
て
み
た
い
。

こ
の
光
明
池
3
8
|
I
I
号
窯
は
特
殊
平
窯
の
形
態
を
も
つ
。
高
蔵
寺
、

陶
器
山
地
区
で
は
陶
邑
編
年
II
型
式
末
か
ら

N
型
式
の
時
期
（
七
世
紀

＠
 

末
し
八
世
紀
）
に
同
様
の
形
態
を
も
つ
平
窯
が
み
ら
れ
る
が
、
管
見
す

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
当
窯
の
み
で
あ
る
。
当
地
区
に
お
い
て
平
窯
は
、

希
少
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

須
恵
器
生
産
窯
は
、
同
じ
窯
で
焼
成
を
繰
り
返
す
こ
と
に
、
灰
の
溶

解
に
よ
っ
て
製
品
が
床
に
密
着
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
床
面
が
粘
土
に

よ
っ
て
塗
り
か
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
最
終
床
面
下
に
何
層
か
の
床
面

⑮
 

と
そ
の
間
層
の
層
位
が
み
ら
れ
る
。
報
告
書
に
よ
れ
ば
当
窯
の
最
終
床

面
下
の
層
位
は
八
層
あ
り
、
最
終
床
面
よ
り
下
層
の
五
、
七
層
目
の
間

層
に
瓦
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
蓋
杯
、
皿
類
の
小
型
器
型
の
須
恵
器
は
、

そ
れ
よ
り
も
上
層
の
床
面
の
間
層
に
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
瓦
は
こ
の

窯
が
造
築
さ
れ
て
早
い
時
期
に
焼
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
以
後

は
通
常
の
須
恵
器
生
産
に
も
ど
っ
た
ら
し
い
。
上
層
の
床
面
よ
り
検
出

⑲
 

さ
れ
る
須
恵
器
は
陶
邑
編
年
W
型
式
2
段
階
ー
3
段
階
（
八
世
紀
前
半
）

の
も
の
で
あ
る
か
ら
（
図
4
参
照
）
瓦
は
そ
れ
以
前
に
焼
成
さ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り

W
型
式
2
段
階
以
前
、
八
世
紀
の
第
1
四
半

⑲
 

期
の
終
わ
り
か
ら
第
2
四
半
期
を
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
時
期
に
瓦
が
焼
成

さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
光
明
池
3
8
|
I
I
号
窯
の
瓦
の
調
整
手
法
に
は
、
内
面
に
は
布
目
、

ナ
デ
、
青
海
波
状
文
の
叩
き
目
の
各
種
が
あ
り
、
外
面
に
は
格
子
目
叩

き
、
縄
席
文
、
ナ
デ
の
手
法
が
施
さ
れ
て
い
る
。
布
目
、
格
子
目
叩
き

縄
席
文
は
通
常
の
瓦
に
み
ら
れ
、
ま
た
青
海
波
状
文
の
叩
き
目
は
須
恵

器
甕
等
に
み
ら
れ
る
手
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
通
常
の
瓦
調
整
手
法
と
須

恵
器
調
整
手
法
を
用
い
た
瓦
が
混
在
し
て
お
り
、
須
恵
器
生
産
工
人
の

み
な
ら
ず
瓦
専
門
エ
人
の
参
与
も
考
え
ら
れ
、
共
同
作
業
で
あ
っ
た
と

推
察
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
大
野
寺
土
塔
人
名
瓦
の
調
整
手
法

⑪
 

に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
年
代
的
に
も
、
先
に
推
定
し
た
土
塔
の

造
立
時
期
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
光
明
池
38ー

Il
号
窯
が
大

野
寺
土
塔
人
名
瓦
の
生
産
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
つ
ま
り
先
示

し
た
「
大
庭
造
」
な
ど
の
人
名
も
、
行
基
と
関
係
す
る
知
識
層
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
野
寺
土
塔
の
人
名
瓦
の
製
作
が
、
異
職
種
の
エ
人
集
団
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
一
方
そ
の
人
名
瓦
の
筆
跡

が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
整
っ
た

筆
跡
の
人
名
瓦
も
存
在
し
、
知
識
が
直
接
瓦
の
製
作
に
関
与
し
な
が
ら
、

一
人
一
人
が
自
ら
の
人
名
を
記
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
自
ら
の
職
能

集
団
を
超
え
、
知
識
の
活
動
と
し
て
瓦
生
産
を
行
っ
た
知
識
集
団
の
結

束
の
強
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
瓦
生
産
は
彼
ら
に
と

っ
て
、
喜
捨
行
為
の
―
つ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
大
野
寺
土
塔
の
造
立
年
代
を
、
そ
の
人
名
瓦
の
生
産
時
期
よ

り
検
討
を
行
っ
た
。
従
来
そ
の
瓦
寄
進
は
行
基
死
後
も
行
わ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
人
名
瓦
の
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生
産
は
大
野
寺
が
建
立
さ
れ
る
神
亀
四
年
よ
り
天
平
十
三
年
に
至
る
ま

で
の
、
あ
る
一
時
期
に
生
産
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
大
野
寺

人
名
瓦
に
み
え
る
知
識
達
は
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
、
と
く
に
和
泉
地

方
を
中
心
と
し
て
結
束
を
固
め
て
い
た
行
基
集
団
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
行
基
が
和
泉
地
方
で
活
発
な
社
会
事
業
を
開
始
す
る
神
亀
か
ら
天
平

年
間
に
は
、
人
名
瓦
の
氏
族
の
本
居
地
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
和

泉
郡
か
ら
大
鳥
郡
、
河
内
地
方
に
か
け
て
の
広
範
囲
に
わ
た
り
、
宗
教

的
基
盤
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
人
名
瓦
よ
り
、

そ
の
行
基
集
団
に
は
、
在
地
豪
族
を
は
じ
め
と
し
、
女
性
、
無
姓
者
が

包
括
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
い
か
に
民
衆
に
浸
透
し
た

基
盤
を
も
っ
て
、
行
基
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
が
理
解
さ
れ
よ

う
。
和
泉
地
方
に
お
け
る
行
基
の
活
動
と
、
律
令
国
家
、
ま
た
は
国
衡

⑲
 

と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
最
近
の
研
究
動
向
の
中
に
あ
っ
て
、
大

野
寺
土
塔
人
名
瓦
資
料
は
、
神
亀
年
間
か
ら
天
平
年
間
に
お
け
る
民
衆

と
行
基
と
の
緊
密
な
関
係
を
再
認
識
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。

陶
邑
古
窯
跡
群
と
行
基

行
基
と
関
係
を
も
っ
た
知
識
の
瓦
が
生
産
さ
れ
た
陶
邑
古
窯
跡
群
の

光
明
池
地
区
は
、
和
泉
地
方
に
お
け
る
行
基
信
仰
圏
の
真
っ
只
中
に
所

在
し
た
と
い
え
る
。
知
識
の
瓦
が
当
地
で
生
産
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
よ

う
な
環
境
の
中
に
位
置
し
、
そ
の
需
要
に
応
え
た
た
め
だ
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
は
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
行
基

の
活
動
が
階
級
や
身
分
の
存
在
を
無
視
し
、
広
く
民
衆
に
根
ざ
し
た
布

教
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ

の
陶
邑
古
窯
跡
群
も
布
教
の
場
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
で

操
業
を
行
っ
て
い
た
須
恵
器
生
産
者
達
も
、
行
基
に
よ
る
仏
教
的
活
動

の
影
響
を
精
神
的
に
受
け
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
多
分
に
あ
る
だ
ろ

r

つ。
先
示
し
た
多
く
の
知
識
の
瓦
も
、
そ
の
様
な
状
況
下
で
生
産
さ
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
陶
邑
古
窯
跡
群
に
お
け
る

須
恵
器
の
生
産
状
態
よ
り
、
当
地
に
お
け
る
行
基
集
団
の
活
動
の
影
響

を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

さ
て
先
述
し
た
様
に
、
陶
邑
古
窯
跡
群
に
お
け
る
八
世
紀
の
瓦
生
産

は
、
光
明
池
地
区
と
い
う
限
定
し
た
地
域
で
生
産
が
行
わ
れ
る
も
の
だ

っ
た
。
奈
良
時
代
の
瓦
生
産
は
、
平
窯
で
生
産
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ

り
、
登
窯
に
よ
る
須
恵
器
と
の
併
焼
は
、
飛
鳥
時
代
や
、
平
安
時
代
の

地
方
窯
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
例
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
奈
良
時
代
で

は
極
め
て
特
殊
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
光
明
池
地
区
の
生
産
は
、
瓦

の
み
で
な
く
他
の
器
種
に
お
い
て
も
特
徴
的
な
製
品
を
生
産
し
て
い
た
。

そ
の
器
種
を
挙
げ
る
と
、
通
称
、
佛
鉢
型
土
器
、
薬
壺
型
土
器
（
骨

壺
型
土
器
）
、
と
い
わ
れ
る
鉢
や
壺
類
の
他
、
硯
や
舎
利
瓶
器
型
小
壺
が

⑲

⑭

 

生
産
さ
れ
て
い
る
（
図
4
参
照
）
。
こ
れ
ら
の
器
種
の
多
く
は
、
陶
邑
古

窯
群
に
お
い
て
、
八
世
紀
初
頭
か
ら
八
世
紀
中
頃
ま
で
（
陶
邑
編
年
N
型
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式
1
段
階
ー
3
段
階
）
の
限
定
し
た
時
期
に
生
産
さ
れ
、
ま
た
佛
鉢
型
土

器
を
除
く
と
、
光
明
池
地
区
を
中
心
と
し
た
地
域
で
集
中
的
に
生
産
さ

れ
て
い
た
（
図
5
参
照
）
。

佛
鉢
型
土
器
は
図
6
と
図
4
ー

3
と
を
比
較
し
て
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
佛
鉢
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
う
通
称
さ
れ
て
い
る
。

佛
鉢
は
梵
語
で
は
鉢
多
羅

patra
と
い
い
、
「
三
衣
一
鉢
と
い
っ
て
比

R

⑱

 

丘
は
こ
の
鉢
を
持
し
て
托
鉢
を
行
な
」
っ
た
。
『
十
誦
律
』
で
は
「
汝

等
に
二
種
の
鉢
を
畜
ふ
る
を
聴
す
、
銑
鉢
瓦
鉢
な
り
」
と
あ
り
、
金
、

銀
、
琉
璃
等
の
鉢
を
使
用
す
る
こ
と
は
聴
さ
れ
ず
、
鉄
と
瓦
製
の
鉢
の

み
が
聴
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
瓦
」
は
こ
の
場
合
、
い
う

ま
で
も
な
く
「
土
」
を
意
味
し
て
い
る
。
「
瓦
鉢
」
が
土
製
の
鉢
と
し

て
特
別
な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
は
、
『
十
誦
律
』
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

り
、
陶
邑
古
窯
群
に
お
け
る
佛
鉢
型
土
器
は
「
瓦
鉢
」
と
し
て
生
産
さ

れ
、
托
鉢
行
為
時
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
托
鉢
行
為
は
先
示
し
た
養
老
元
年
行
基
弾
圧
の
詔
に
、
「
強

乞
余
物
」
と
記
さ
れ
る
如
く
、
当
時
に
お
い
て
は
行
基
活
動
の
特
徴
的

行
為
で
あ
っ
た
。
陶
邑
古
窯
跡
群
で
は
、
佛
鉢
型
土
器
の
生
産
は
光
明

池
地
区
で
多
く
み
ら
れ
る
も
の
の
、
他
地
区
で
も
若
干
生
産
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
器
型
の
特
殊
性
や
、
ま
た
八
世
紀
か
ら
生
産
が
開
始
さ
れ
る

器
種
で
あ
る
こ
と
を
も
考
慮
す
る
と
、
佛
鉢
型
土
器
の
生
産
は
、
和
泉

地
方
に
お
け
る
行
基
活
動
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
硯
に
つ
い
て
は
、
在
地
の
写
経
活
動
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
も
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図 5 行基関係寺院ならびに陶邑における八世紀須恵器生産窯の分布
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受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
光

明
池
地
区
に
程
近
い
、
日
下

部
郷
で
行
な
わ
れ
た
天
平
二

年
の
「
喩
伽
師
地
論
」
写
経

は
、
和
泉
郡
大
領
日
下
部
首

麻
呂
が
知
識
七
百
九
人
を
引

率
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

和
泉
郡
大
領
が
行
基
の
知
識

で
あ
っ
た
こ
と
は
「
日
本
霊

⑰
 

異
記
」
に
も
み
え
、
こ
の

「
喩
伽
師
地
論
」
の
写
経
も
、

行
基
の
知
識
集
団
に
よ
る
も

⑲
 

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
光
明

池
地
区
の
東
部
、
坂
本
郷
桑

原
村
に
お
い
て
、
天
平
宝
字
二
年
沙
弥
道
行
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
「
大

⑲
 

般
若
経
」
の
写
経
も
、
行
基
の
知
識
集
団
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
光
明
池
地
区
で
の
硯
の
生
産
も
、
こ
の
よ
う
な
行
基
活
動
の
影

響
下
に
あ
っ
た
在
地
の
需
要
に
即
応
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

薬
壺
型
壺
（
蔵
骨
器
型
土
器
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
薬
壷
と
す
る
と

正
倉
院
御
物
に
類
例
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
ま
た
蔵
骨
器
と
す
れ
ば
当
時

の
仏
教
的
思
想
の
影
響
下
に
あ
る
火
葬
の
流
行
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

苔
よ
う
。
そ
の
用
途
を
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ず

図6 佛鉢 東大寺蔵 註⑮より引用

⑲
 

れ
に
し
て
も
病
人
の
看
病
救
済
を
活
動
の
一
っ
と
し
、
荼
砒
に
付
さ
れ

た
行
基
と
の
関
係
を
推
察
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
理
な
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
器
種
の
生
産
が
、
汎
陶
邑
的
な
も
の
で
な
く
、
か
つ
生

産
時
期
が
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
注
目

す
べ
き
点
で
あ
る
。
八
世
紀
に
お
け
る
一
般
的
な
仏
教
的
影
響
を
受
け

て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
陶
邑
に
お
け
る
八
世
紀
の
生
産
窯
域
に
お
い

て
一
様
な
生
産
状
況
を
み
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
生
産

が
時
期
的
に
も
、
生
産
地
域
に
お
い
て
も
限
定
性
が
み
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
特
殊
な
事
情
の
影
響
、
先
述
し
た
よ
う
な
在
地
に
お
け
る
行

基
活
動
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
需
要
に
応
え
た
生
産
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

と
な
れ
ば
、
こ
こ
で
興
味
あ
る
事
実
が
ひ
き
だ
せ
る
。
そ
れ
は
八
世

紀
初
頭
（
陶
邑
編
年
W
型
式
1
段
階
）
よ
り
、
瓦
や
佛
鉢
型
土
器
を
は
じ

め
と
す
る
こ
れ
ら
の
器
種
が
、
光
明
池
地
区
に
お
い
て
生
産
が
開
始
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
従
来
よ
り
行
基
の
和
泉
地
方
で
の
活
動

は
、
「
行
基
年
譜
」
に
み
え
る
建
造
物
の
数
か
ら
、
行
基
が
大
和
か
ら

帰
郷
す
る
養
老
六
l
七
年
頃
よ
り
本
格
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
慶
雲

期
に
お
け
る
活
動
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
行
基
の
活

動
と
何
ら
か
の
関
連
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
先
示
し
た
器
種
の
生
産
開

始
時
期
に
よ
っ
て
、
八
世
紀
初
頭
に
は
既
に
和
泉
地
方
に
お
い
て
行
基

集
団
が
形
成
さ
れ
、
活
動
を
開
始
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
年
代
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記
」
に
記
載
さ
れ
る
、
慶
雲
二
年
の
大
修
恵
院
の
建
立
も
、
そ
の
よ
う

な
在
地
の
支
持
の
中
に
あ
っ
て
こ
そ
、
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
こ
の
大
修
恵
院
が
陶
邑
古
窯
跡
群
内
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
や
、

ス

エ

ま
た
「
大
修
恵
院
」
と
い
う
名
称
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
在
地
の
支

持
と
は
こ
の
場
合
、
そ
の
頃
当
該
地
域
で
操
業
を
行
っ
て
い
た
須
恵
器

生
産
者
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
行
基
が
最

も
早
く
そ
の
支
持
基
盤
を
確
立
し
得
た
民
衆
の
中
に
、
陶
邑
古
窯
跡
群

に
お
け
る
須
恵
器
生
産
者
集
団
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
行

基
は
八
世
紀
の
初
頭
に
は
早
く
も
、
須
恵
器
生
産
者
を
中
心
と
し
て
集

団
を
形
成
し
、
活
動
を
開
始
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
大
須
恵
院
」
と
須
恵
器
生
産
者
と
の
関
係
は
、
田
村
闘
澄
氏
に
よ

っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
「
行
基
は
、
須
恵
器
生
産
に
た
ず
さ
わ

っ
て
い
る
人
々
の
姿
に
接
し
、
休
息
、
慰
安
の
場
と
し
て
、
大
修
恵
院

＠
 

を
建
て
た
と
思
う
。
」
と
さ
れ
、
大
修
恵
院
は
須
恵
器
生
産
に
従
事
す

る
人
々
を
中
心
と
す
る
施
設
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
た
。
し
か
し
一
方

で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
行
基
集
団
の
形
成
は
大
和
地
方
で
の
活
動

に
お
い
て
、
浮
浪
、
逃
亡
者
と
結
合
し
て
い
く
こ
と
が
そ
の
要
因
で
あ

＠
 

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
田
村
氏
が
和
泉
地
方
に
お
い
て
行
基
集
団
の
形

成
の
意
義
を
み
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
「
大
修
恵
院
」
の
建
立
は
、

須
恵
器
生
産
者
に
対
す
る
行
基
の
一
方
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
よ
り
活
動
力
の
あ
る
完
成
さ
れ
た
行
基
集
団
の
形
成
に
ま
で
は

至
ら
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
慶
雲
期

に
お
け
る
和
泉
在
住
期
間
は
短
か
く
、
行
基
の
活
動
は
そ
の
後
、
養
老

末
年
頃
ま
で
大
和
地
方
を
中
心
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
大
和
地
方

で
形
成
さ
れ
た
行
基
集
団
は
、
そ
の
規
模
ま
た
は
性
格
上
脅
威
的
な
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
当
地
で
の
浮
浪
、
逃
亡
者
と
の
結
合
の
み

に
行
基
集
団
形
成
上
の
意
義
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

院
の
建
立
や
池
溝
開
発
に
深
く
関
係
す
る
在
地
基
盤
の
形
成
に
つ
い
て

着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
行
基
の
和
泉
在
住
期
間
が
短
か
か
っ
た

と
は
い
え
、
大
和
へ
移
動
後
か
ら
再
び
帰
郷
す
る
ま
で
の
間
、
和
泉
地

方
で
の
行
基
集
団
の
活
動
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
活
動
に
衰
微
が
あ
っ
た
な
ら
、

慶
雲
二
年
に
建
立
さ
れ
た
大
修
恵
院
の
存
在
は
無
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

須
恵
器
生
産
の
状
況
か
ら
も
、
そ
の
活
動
の
継
続
を
推
察
で
き
る
。

光
明
池
地
区
の
行
基
活
動
の
影
響
を
う
け
た
器
種
の
生
産
は
、
八
世
紀

初
頭
頃
よ
り
光
明
池
地
区
で
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
知
識
の
瓦
が
焼
成
さ

れ
、
八
世
紀
中
頃
す
ぎ
ま
で
特
徴
的
器
種
の
生
産
が
同
地
域
に
お
い
て

継
続
的
に
行
わ
れ
た
。
行
基
集
団
の
活
動
が
継
続
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

同
地
域
に
お
け
る
生
産
も
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
行
基
不
在
と

は
い
え
、
慶
雲
年
間
に
形
成
さ
れ
た
行
基
集
団
に
よ
っ
て
、
和
泉
地
方

で
は
托
鉢
行
為
等
の
自
主
的
活
動
が
大
修
恵
院
を
拠
点
と
し
て
行
わ
れ

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
在
地
基
盤
の
形
成
が
慶
雲

年
間
よ
り
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
養
老
年
間
の
律
令
国
家
に
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⑱
 

よ
る
弾
圧
下
の
中
に
あ
っ
て
、
行
基
が
帰
郷
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
そ
れ
以
後
の
和
泉
地
方
に
お
け
る
活
発
な
社
会
事
業
を
成
し
得
た

の
で
あ
ろ
う
。
在
地
豪
族
と
の
関
係
が
緊
密
で
あ
っ
た
和
泉
地
方
で

は
、
在
地
基
盤
の
形
成
開
始
時
期
と
し
て
、
慶
雲
年
間
の
活
動
は
意
義

深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
在
地
基
盤
の
早
期
の
形
成
開
始
に

よ
っ
て
、
後
の
行
基
活
動
の
発
展
要
因
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
も
い
え
よ

"
9
 

行
基
と
須
恵
器
生
産
者

前
章
ま
で
に
、
慶
雲
年
間
、
既
に
行
基
集
団
が
和
泉
地
方
で
形
成
さ

れ
、
活
動
を
開
始
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
集

団
に
は
須
恵
器
生
産
者
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
関
係
に
よ
っ
て
慶
雲

二
年
、
大
修
恵
院
が
こ
の
陶
邑
古
窯
跡
群
内
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
指

摘
し
た
。
こ
の
行
基
集
団
を
構
成
し
て
い
た
須
恵
器
生
産
者
達
は
、
自

ら
が
生
産
し
た
瓦
や
硯
、
佛
鉢
型
土
器
等
の
製
品
を
、
行
基
の
活
動
に

際
し
て
提
供
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
そ
の
須
恵
器
生
産

に
関
与
し
て
い
た
在
地
氏
族
と
の
関
係
よ
り
、
さ
ら
に
和
泉
地
方
に
お

け
る
行
基
集
団
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

陶
邑
古
窯
跡
群
は
、
現
在
の
大
阪
府
堺
市
を
中
心
と
し
て
、
東
部
は

狭
山
町
か
ら
西
南
部
は
和
泉
市
に
か
け
て
の
広
範
な
地
域
に
窯
跡
が
分

布
し
て
い
る
。
八
世
紀
の
生
産
窯
の
分
布
は
図
4
の
と
お
り
で
あ
り
、

表2 陶邑古窯跡群およびその周辺の氏族

と「行基年譜」記載建造物

_郡1郷名|氏族| 窯跡群 |―「行基年記譜載」建造物

大村直 高蔵地区
大修恵院

大
大村郷 荒田直 陶器山地区

菱木造

鳥
上神郷

神直 栂地区 大庭院
大庭造

郡

和田郷
和田連 大野池地区 檜尾池院

和田首 光明池地区 檜尾池

信太郷
信田首

大野池地区

和
取石造

坂本朝臣

泉 坂本郷 坂本臣
大野池地区

韓国連

郡

池田郷
池田首 谷山池地区

隆池院

池辺直 久米田池｀同池溝

奈
良
時
代
の
郡
名
で
い
え
ば
、
大
鳥
郡
か
ら
和
泉
郡
に
か
け
て
の
地
域

で
あ
っ
た
。
で
は
こ
の
地
域
を
本
居
と
し
て
い
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な

氏
族
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
新
撰
姓
氏
録
」
等
の
史
料
か
ら
そ
れ

⑭
 

ら
の
氏
族
を
検
討
し
、
当
時
の
郷
と
陶
邑
古
窯
跡
群
の
発
掘
調
査
時
に

R
 

設
定
さ
れ
た
地
区
と
を
対
応
さ
せ
て
表
示
し
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
。

陶
邑
古
窯
跡
群
内
に
は
大
修
恵
院
や
檜
尾
池
院
等
「
行
基
年
譜
」
に

記
載
さ
れ
る
院
や
池
が
幾
つ
か
所
在
し
て
い
る
。
そ
の
分
布
は
、
ほ
ぽ
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八
世
紀
の
生
産
窯
域
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
を
本
居
と
す

る
氏
族
に
は
、
明
ら
か
に
行
基
と
の
関
係
を
見
い
出
せ
る
も
の
が
多
い
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
氏
族
と
行
基
、
な
ら
び
に
須
恵
器
生
産
と
の
関
係
を

考
察
し
て
い
き
た
い
。

大
村
直
は
大
鳥
郡
大
村
郷
を
本
居
と
し
た
。
と
く
に
大
修
恵
院
の
建

⑯
 

立
地
で
も
あ
る
、
「
大
村
里
大
村
山
」
を
中
心
と
す
る
地
域
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
よ
り
陶
邑
古
窯
跡
群
の
生
産
関
与
氏
族
に
つ

＠
 

い
て
は
論
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
「
大
村
山
」
周
辺
、
つ
ま
り
高
蔵

寺
地
区
か
ら
陶
器
山
地
区
に
相
当
す
る
地
域
を
本
居
と
し
た
大
村
直
を

指
摘
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
新
撰
姓

氏
録
」
に
は
、
大
村
直
は
「
紀
直
同
祖
、
大
名
草
彦
命
男
板
弥
都
命
之

後
也
」
と
し
て
あ
り
、
紀
氏
系
の
氏
族
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
手
工
業

⑱
 

に
関
係
が
深
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
須
恵
器
生
産
に
関
与
し
た
一
氏
族

と
し
て
指
摘
で
送
る
だ
ろ
う
。
ま
た
大
野
寺
土
塔
人
名
瓦
に
は
「
大

村
」
（
表
1
資
料
41)

の
資
料
が
あ
り
、
こ
れ
が
大
村
直
を
示
し
て
い
る

こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
行
基
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
ゆ
え
に

大
修
恵
院
の
建
立
に
も
、
大
村
直
は
関
与
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
お
そ

ら
く
行
基
と
須
恵
器
生
産
関
与
氏
族
で
あ
っ
た
大
村
直
と
の
間
に
は
、

緊
密
な
関
係
が
存
在
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
修
恵
院
の
建
立
が
な
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
同
じ
く
大
村
郷
を
本
居
と
し
て
い
た
氏
族
に
、
荒
田
直
が
い
る
。

大
村
郷
に
は
式
内
社
陶
荒
田
神
社
が
所
在
す
る
が
、
そ
の
祭
祀
を
掌
っ

⑲
 

て
い
た
氏
族
が
荒
田
直
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
陶
荒
田
神
社
は

「
陶
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
須
恵
器
生
産
と
の
関
連

が
考
え
ら
れ
、
荒
田
直
は
生
産
に
関
与
し
た
氏
族
で
あ
っ
た
と
し
て
然

る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
大
野
寺
土
塔
人
名
瓦
に
も
「
荒
田
直
」
（
表
1
資

料
10)

の
資
料
が
存
在
し
、
行
基
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
荒
田
直
も
、
大
村
直
と
同
じ
く
行
基
と
交
渉
を
持
っ
た
須
恵
器
生

産
関
与
氏
族
で
あ
っ
た
。

和
田
首
は
光
明
池
地
区
に
相
当
す
る
、
和
田
郷
を
そ
の
本
居
と
し
た
。

R
 

和
田
首
も
、
大
村
直
と
同
じ
く
紀
直
氏
と
同
族
系
譜
上
に
あ
り
、
須
恵

器
生
産
に
関
与
す
る
氏
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
ま
た
先
述
し
た

よ
う
に
、
光
明
池
地
区
で
は
行
基
活
動
の
影
響
を
受
け
た
生
産
が
行
わ

れ
て
い
た
。
同
地
区
に
は
「
行
基
年
譜
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
檜
尾

池
院
や
柏
尾
池
が
所
在
し
て
い
る
。
和
田
首
は
こ
の
よ
う
な
行
基
の
影

響
下
の
強
い
地
域
を
本
居
と
し
、
自
ら
も
そ
の
影
響
下
で
須
恵
器
生
産

に
関
与
し
な
が
ら
、
須
恵
器
製
品
を
行
基
活
動
に
提
供
し
て
い
た
こ
と

が
推
測
で
き
る
。

以
上
‘
陶
邑
古
窯
跡
群
に
お
け
る
具
体
的
な
生
産
関
与
氏
族
と
行
基

と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
含
た
。
で
は
こ
の
よ
う
な
行
基
と
須
恵
器

生
産
者
と
の
関
係
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
い
か
な
る
要
因
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
吉
田
靖
雄
氏
は
、
和
泉
地
方
に
お
け
る
「
須
恵

器
生
産
の
斜
陽
化
」
を
原
因
と
し
て
、
行
基
が
「
郷
土
の
生
ん
だ
偉
大

な
験
者
で
あ
る
と
の
住
民
の
認
識
と
産
業
の
衰
退
か
ら
生
ま
れ
た
地
域
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⑲
 

住
民
の
精
神
的
不
安
が
最
大
の
要
因
」
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
陶
邑
古

窯
跡
群
に
お
け
る
七
世
紀
の
生
産
は
、
生
産
史
上
最
も
活
発
な
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
吉
田
氏
の
御
指
摘
ど
お
り
、
八
世
紀
の
生
産
は
確

⑲
 

か
に
七
世
紀
に
比
較
し
て
衰
え
て
い
る
。
し
か
し
行
基
と
須
恵
器
生
産

者
と
の
関
係
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
八
世
紀
初
頭
に
は
成
立
し
て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
、
八
世
紀
以
降
の
生
産
の
衰
退
を
、
行
基
と
の
結
合
要

因
と
し
て
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
行
基
と
の

緊
密
な
関
係
に
と
も
な
い
、
生
産
を
斜
陽
化
に
追
い
込
む
―
つ
の
原
因

が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
行
基
と
の

関
係
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
生
業
変
換
、
ま
た
は
生
業
比
重
の
変
化
が
も

⑲

⑭

 

た
ら
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
養
老
元
年
行
基
弾
圧
の
詔
に

見
え
る
「
妖
ー
ー
惑
百
姓
↓
道
俗
擾
乱
、
四
民
棄
レ
業
」
と
い
う
部
分
が
想

起
さ
れ
る
。
須
恵
器
生
産
者
の
中
に
も
生
業
を
棄
て
、
行
基
の
活
動
に

傾
倒
し
て
い
く
者
が
多
く
存
在
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
行
基
集

団
に
よ
る
灌
漑
活
動
等
を
考
慮
し
た
場
合
、
農
業
へ
転
換
し
て
い
っ
た

と
い
う
可
能
性
も
多
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

須
恵
器
生
産
者
と
の
結
合
要
因
を
考
え
る
た
め
に
は
、
行
基
が
山
林

修
業
の
経
験
を
長
年
積
み
重
ね
て
い
た
こ
と
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
行
基
菩
薩
伝
」
に
よ
れ
ば
、
慶
雲
元
年
ま
で
行
基
は
山
林
に
「
棲

息
」
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
棲
息
」
が
山
林
修
行
を
示
す

⑲
 

こ
と
は
、
先
学
諸
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
長
年
の
山
林
修
行

が
、
そ
の
後
の
行
基
活
動
上
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
つ

ぎ
の
様
な
初
期
の
活
動
状
況
か
ら
も
明
白
に
う
か
が
わ
れ
る
。
慶
雲
ニ

年
に
は
、
ま
ず
最
初
の
院
と
し
て
大
修
恵
院
が
建
立
さ
れ
る
が
、
当
院

は
「
大
村
里
大
村
山
」
と
い
う
山
間
部
に
立
地
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

⑲
 

そ
れ
に
引
き
続
き
、
恩
光
寺
、
隆
福
院
、
石
凝
院
が
建
立
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
も
ま
た
、
大
修
恵
院
と
同
じ
く
山
間
部
に
立
地
さ
れ
る
。
さ
ら
に

＠
 

大
和
に
お
け
る
行
基
の
拠
点
と
な
っ
た
生
駒
山
寺
（
生
駒
仙
房
）
も
、

そ
の
名
称
ど
お
り
山
寺
で
あ
る
。
行
基
は
特
に
初
期
の
活
動
上
に
お
い

て
、
山
間
部
に
活
動
の
拠
点
を
お
く
こ
と
を
、
活
動
上
の
―
つ
の
条
件

と
し
て
考
え
て
い
た
。
生
地
で
も
あ
る
和
泉
地
方
で
活
動
を
開
始
し
た

行
基
に
は
、
こ
の
地
方
の
山
間
部
の
大
部
分
を
占
め
る
陶
邑
古
窯
跡
群

内
で
操
業
を
行
な
っ
て
い
た
須
恵
器
生
産
者
と
の
接
触
の
機
会
が
、
そ

の
活
動
範
囲
上
、
必
然
的
に
多
く
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

両
者
の
関
係
を
生
ん
だ
、
―
つ
の
要
因
と
し
て
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
よ
り
も
、
須
恵
器
生
産
者
が
、
和
泉
地
方
に
お
け
る
伐
木

権
等
の
山
間
部
の
支
配
権
を
実
質
的
に
掌
握
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す

べ
き
と
考
え
る
。
須
恵
器
生
産
に
は
大
量
の
燃
料
材
が
必
要
と
な
る
。

陶
邑
で
は
無
計
画
な
長
期
に
わ
た
る
伐
木
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
産
窯
域

は
燃
料
材
を
も
と
め
て
北
か
ら
南
へ
と
移
動
し
て
い
く
。
そ
し
て
九
世

⑲
 

紀
の
中
頃
に
は
、
「
河
内
和
泉
両
国
相
争
焼
陶
伐
薪
之
山
」
と
い
う
状

況
ま
で
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
。
た
と
え
令
制
下
に
お
い
て
「
山
川
藪
沢

誠

之
利
。
＾
ム
私
共
之
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
様
な
状

況
か
ら
も
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
陶
邑
に
お
け
る
伐
木
権
等
の
実
質
的
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「
行
基
年
譜
」

掌
握
権
は
、
須
恵
器
生
産
者
が
そ
の
大
部
分
を
保
持
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
八
世
紀
の
生
産
窯
域
は
図

5
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
大

修
恵
院
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
須
恵
器
生
産
者
の
賛
同
が
ま
ず
な
け
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
場
に
大
修
恵
院
の
建
立
は
成
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
行
基
に
と
っ
て
須
恵
器
生
産
関
与
氏
族
と
の
交
渉
を
持
つ
こ
と
は
、

活
動
上
の
拠
点
で
も
あ
る
院
を
建
立
す
る
前
提
と
し
て
、
回
避
で
き
な

い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
須
恵
器
生
産
者
に
対
す
る
布
教
活
動

も
、
か
な
り
積
極
的
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
し
て
行
基
と
須
恵
器
生
産
者
と
の
関
係
が
、
行
基
活
動

上
の
初
期
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
行
基
の
布
教
活
動
開
始
の
場
が
、
和
泉

地
方
の
山
間
部
で
あ
っ
た
な
ら
r

須
恵
器
生
産
者
は
行
基
が
布
教
し
た

最
初
の
民
衆
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
須
恵
器
生
産
者
と
の
関
係

に
よ
っ
て
、
行
基
集
団
の
形
成
、
大
修
恵
院
の
建
立
、
さ
ら
に
須
恵
器

製
品
の
提
供
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
須
恵
器
生

産
者
の
活
動
意
義
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
そ
の
交
易
に
伴
っ
た
移
動
性

に
よ
っ
て
、
行
基
と
い
う
存
在
を
広
く
民
衆
に
流
布
す
る
役
割
を
も
果

た
し
た
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
須
恵
器
生
産
者
に
よ
る
活
動
上
の
意
義

は
、
他
の
手
工
業
者
と
の
関
係
に
も
み
う
け
ら
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
本
稿
で
は
行
基
と
手
工
業
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
総
括
的
に
扱

う
余
裕
は
な
い
が
、
同
じ
く
和
泉
地
方
に
本
居
を
も
つ
、
大
庭
造
に
つ

い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

大
庭
造
は
大
鳥
郡
上
神
郷
を
そ
の
本
居
地
と
す
る
。

に
よ
れ
ば
勝
宝
二
年
、
大
庭
院
が
こ
の
地
に
建
立
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く

在
地
氏
族
で
あ
る
大
庭
造
が
、
そ
の
建
立
に
関
与
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

先
示
し
た
光
明
池
3
8—
J
I
号
窯
出
土
人
名
瓦
に
、
「
大
庭
造
國
□
口
」

の
資
料
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
行
基
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
「
新

撰
姓
氏
録
」
に
よ
る
と
大
庭
造
は
、
「
神
魂
命
八
世
孫
天
津
麻
良
命
之

⑲

R

 

後
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。
「
天
津
麻
良
」
は
「
古
事
記
」
に
は
「
鍛

＠
 

人
、
天
津
麻
羅
」
、
「
日
本
書
記
」
に
は
「
倭
鍛
冶
部
天
津
麻
浦
真
竪
鍛
」

と
あ
る
。
こ
の
様
に
「
天
津
麻
羅
」
は
鍛
冶
に
関
与
し
て
お
り
、
そ
れ

を
祖
と
す
る
大
庭
造
も
鍛
冶
に
関
与
す
る
氏
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る。

＠｝ 

農
業
生
産
力
の
低
い
和
泉
国
で
は
、
須
恵
器
生
産
と
と
も
に
鍛
冶
も

活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
。
大
庭
造
の
他
、
紀
辛
梶
臣
も
鍛
冶
に
関
与
し

R
 

た
氏
族
と
し
て
あ
り
、
堺
市
内
で
は
製
鉄
遺
跡
と
し
て
土
師
遺
跡
や
陵

命―

南
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
環
境
の
中
に
あ
っ
て
鍛
冶
に

関
与
し
た
者
も
、
数
多
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
須
恵
器
生
産

者
が
瓦
や
佛
鉢
な
ど
の
生
産
物
を
行
基
の
活
動
に
提
供
し
て
い
た
の
と

同
様
に
、
鍛
冶
に
関
与
し
た
大
庭
造
も
、
自
ら
の
生
産
物
を
提
供
し
て

い
た
可
能
性
が
強
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
行
基
集
団
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

大
規
模
な
土
木
作
業
に
際
し
、
彼
ら
が
生
産
し
提
供
し
た
資
材
に
よ
っ

て
労
働
効
果
の
高
め
ら
れ
た
こ
と
が
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
行
基
集
団

の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
手
工
業
者
が
存
在
し
た
こ
と
に
よ
り
、
行
基
の

活
動
は
物
質
的
に
も
大
き
く
支
え
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
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以
上
、
行
基
活
動
上
に
お
け
る
須
恵
器
生
産
者
と
そ
の
関
係
を
、
考

古
資
料
に
よ
っ
て
考
え
な
が
ら
、
須
恵
器
生
産
者
の
行
基
集
団
形
成
上

の
役
割
り
と
、
活
動
上
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
苔
た
。
行

基
と
手
工
業
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た

の
み
で
あ
り
、
今
後
も
商
工
業
者
と
の
関
連
を
含
め
て
考
察
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
摂
津
に
お
け
る
、
木
工
業
者
と
の
関
係
も
今
後

⑮
 

検
討
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
行
基
の
活
動
上
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

商
工
業
者
は
土
木
建
築
上
の
技
術
者
、
ま
た
は
資
材
提
供
者
と
し
て
、

行
基
集
団
の
活
動
上
大
き
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
る
。

論
じ
残
し
た
点
、
ま
た
は
失
考
も
存
す
る
か
と
思
う
が
今
後
の
課
題

と
し
、
大
方
の
御
叱
正
を
賜
わ
り
た
い
。

〔
付
記
〕

成
稿
に
あ
た
り
薗
田
香
融
先
生
、
和
歌
山
市
立
博
物
館
寺
西
貞
弘
氏
、

関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
斉
藤
博
久
氏
の
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
昨
年
め
で
た
＜
古
稀
を
お

迎
え
に
な
ら
れ
た
横
田
健
一
先
生
、
な
ら
び
に
長
年
御
指
導
を
賜
わ

っ
て
い
る
大
谷
女
子
大
学
中
村
浩
先
生
の
、
日
頃
か
ら
の
学
恩
に
対

し
、
末
筆
な
が
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
、

お

わ

り

に

註
①
石
母
田
正
「
国
家
と
行
基
と
人
民
」
（
『
日
本
古
代
国
家
論
』
第
一
部
）
。

R
米
田
雄
介
「
行
基
と
古
代
仏
教
政
策
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
七
四
昭
和
四

六
年
）
。

③
長
山
泰
孝
「
行
基
の
布
教
と
豪
族
」
（
『
大
阪
大
学
教
養
部
研
究
集
録
』
一
九

昭
和
四
六
年
の
ち
『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
』
所
収
）
。

④
勝
浦
令
子
「
行
基
の
活
動
に
お
け
る
民
衆
参
加
の
特
質
—
都
市
住
民
と
女
性

の
参
加
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
一
ー
三
昭
和
五
七
年
）
。

⑤
田
村
闘
澄
「
行
基
と
平
城
京
造
営
」
（
『
史
淵
』
―
―
二
昭
和
五
0
年）。

同
「
行
基
と
僧
尼
令
」
（
笠
原
一
男
博
士
還
暦
記
念
『
日
本
宗
教
史
論
集
』
上

巻）。
同
「
行
基
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
問
題
」
（
『
続
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
昭
和

五一＿一年）。

⑥
前
掲
④
⑥

⑦
前
掲
③
な
ら
び
栄
原
永
遠
男
「
行
基
と
三
世
一
身
法
」
（
赤
松
俊
秀
教
授
退

官
記
念
『
国
史
論
集
』
所
収
昭
和
四
七
年
）
。
「
年
代
記
」
の
史
料
性
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
る
。

⑧
前
掲
⑤

⑨
前
掲
③

⑩
前
掲
⑦
米
田
氏
、
栄
原
氏
に
よ
っ
て
、
蓑
老
年
間
ま
で
の
活
動
と
天
平
以

降
の
行
基
の
活
動
に
は
、
そ
の
性
格
上
、
異
な
り
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

⑪
奈
良
頭
塔
に
つ
い
て
は
堀
池
春
峰
「
奈
良
頭
塔
に
つ
い
て
」
（
『
大
和
文
化
研

究
』
九
—
五
昭
和
三
九
）
。
石
田
茂
作
「
頭
塔
の
復
原
」
（
『
歴
史
考
古
』
ニ
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昭
和
三
三
年
）
。
板
橋
倫
行
「
頭
塔
に
つ
い
て
」
（
『
文
学
思
想
研
究
』
九
昭

和
四
年
）
。
福
山
敏
男
「
頭
塔
の
造
立
年
代
に
つ
い
て
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
ニ

ニ
ー
六
昭
和
七
年
）
。
奈
良
頭
塔
は
最
近
の
調
査
に
よ
っ
て
土
塔
で
は
な
く
、

石
積
の
階
段
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

大
野
寺
土
塔
に
つ
い
て
は
、
末
永
雅
雄
「
泉
北
地
方
の
古
文
化
」
（
『
龍
谷
史
壇
』

第
三

0
号
昭
和
三
十
年
）
。
高
橋
建
自
「
古
瓦
に
現
れ
た
る
文
字
」
（
『
考
古

学
雑
誌
』
五
ー
十
二
大
正
四
年
）
。
井
上
薫
『
行
基
』
昭
和
三
四
年
。
森
浩

-
「
大
野
寺
土
塔
と
人
名
瓦
に
つ
い
て
」
（
『
文
化
史
学
』
第
十
三
号
昭
和
三

二
年
）
。
坪
之
内
徹
「
大
野
寺
土
塔
の
方
錐
形
塔
婆
遺
構
と
知
識
瓦
」
（
『
摂
河

泉
文
化
資
料
』
十
四
号
昭
和
五
四
年
）
。
薗
田
香
融
「
頭
塔
の
原
流
」
（
『
関

西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
所
報
」
昭
和
四
二
年
）
。

⑱
森
浩
一
「
大
野
寺
土
塔
と
人
名
瓦
に
つ
い
て
」
（
『
文
化
史
学
』
第
十
三
号

昭
和
三
二
年
）
．

⑱
角
田
文
衛
編
『
国
分
寺
の
研
究
』
所
収
宮
崎
礼
「
武
蔵
国
分
寺
」
（
昭
和
十

三
年
）
。
宇
野
信
四
郎
「
武
蔵
国
分
寺
創
建
時
に
於
け
る
瓦
に
つ
い
て
」
（
『
西

郊
文
化
」
第
四
輯
昭
和
二
八
年
）
。

⑭
「
大
僧
上
舎
利
瓶
記
」
に
は
行
基
の
俗
姓
が
「
高
志
氏
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

「
日
本
霊
異
記
」
お
よ
び
「
行
基
菩
薩
伝
」
に
は
「
越
史
」
「
高
志
史
」
を
行

基
の
俗
姓
と
し
て
い
る
。

⑮
土
師
宿
禰
は
、
行
基
関
連
寺
院
で
あ
る
大
野
寺
菅
原
寺
、
竹
林
寺
と
の
関
係

か
ら
も
、
行
基
と
の
関
係
が
深
い
氏
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯
『
記
さ
れ
た
世
界
』
（
泉
北
考
古
資
料
館
編
昭
和
五
九
年
）
。

⑰
和
泉
国
は
河
内
国
よ
り
分
割
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
霊
亀
二
年
に
は
河
内
よ

り
三
郡
が
割
か
れ
て
和
泉
監
の
管
轄
下
に
入
り
、
天
平
十
二
年
再
び
河
内
へ
復

し
、
天
平
宝
字
元
年
、
河
内
国
よ
り
三
郡
が
割
か
れ
て
、
和
泉
国
と
な
っ
て
い

る
。
本
稿
で
は
和
泉
国
の
三
郡
な
ら
び
に
そ
の
周
辺
の
、
行
基
集
団
と
し
て
一

つ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
地
域
を
「
和
泉
地
方
」
と
し
述
べ
て
い
き
た
い
。
ま
た

氏
族
分
布
に
つ
い
て
は
、
吉
田
晶
「
和
泉
地
方
の
氏
族
分
布
に
関
す
る
予
備
的

考
察
」
（
小
葉
田
淳
教
授
退
官
記
念
『
国
史
論
集
』
）
を
参
考
と
す
る
。

⑱
井
上
薫
人
物
叢
書
『
行
基
』
昭
和
三
四
年

⑲
東
野
治
之
「
備
後
宮
前
廃
寺
出
土
の
文
字
瓦
」
（
『
草
戸
千
軒
』
八
四
昭
和

五
五
年
の
ち
『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
所
収
）
。
東
野
氏
は
「
日
本
書
記
」

天
武
元
年
十
二
月
条
「
猪
名
公
高
見
」
、
正
倉
院
丹
裏
文
書
「
山
代
忌
寸
国
依
」

の
史
料
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
も
、
「
山
背
国
愛
宕
郡
雲
下
里
計
帳
」

に
お
け
る
「
高
椅
忌
寸
」
の
例
が
指
摘
で
き
る
。

⑳

前

掲

⑪

⑳
前
掲
⑱
で
井
上
氏
は
「
大
門
池
を
堀
っ
た
と
吾
の
土
が
、
土
塔
を
築
く
の
に

使
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

⑬

前

掲

⑫

⑬
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
陶
邑
』

I

昭
和
五
一
年

⑳
前
掲
⑳
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
「
和
泉
光
明
池
地
区
窯
跡
群
発
掘
調
査
概
報
」

昭
和
四
二
年

⑮
藤
沢
一
夫
「
造
瓦
技
術
の
進
展
」
（
『
日
本
の
考
古
学
』

VI

昭
和
四
二
年
）
。

藤
沢
氏
は
光
明
池
38
ー
II
号
窯
出
土
人
名
瓦
が
、
大
庭
院
の
造
営
の
た
め
に
生

産
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
当
窯
出
土
の
文
字
瓦
は
、

「
大
庭
造
國

n」
の
み
で
は
な
く
、
他
に
二
片
の
出
土
が
あ
る
。
ま
た
瓦
の

生
産
年
代
と
大
庭
院
の
造
立
年
代
が
、
少
し
く
い
違
い
を
み
せ
て
い
る
の
で
、

大
庭
院
造
営
の
た
め
の
瓦
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

- 37 -



⑳
坪
之
内
徹
「
大
野
寺
土
塔
の
方
錐
形
塔
婆
遺
構
と
知
識
瓦
」
（
』
摂
河
泉
文
化

資
料
』
十
四
号
昭
和
五
四
年
）
。
坪
之
内
氏
は
大
野
寺
土
塔
人
名
瓦
と
須
恵

器
生
産
者
の
関
係
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
光
明
池
3
8
|
r
r
号
窯
を
大
野
寺
土
塔

生
産
地
に
は
確
定
し
て
い
な
い
。

⑰
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
陶
邑
』

I
i
v

⑱
前
掲
⑳
⑳

⑳
陶
邑
古
窯
跡
群
の
須
恵
器
編
年
に
は
、
森
浩
一
編
年
、
田
辺
昭
三
編
年
、
中

村
浩
編
年
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
中
村
編
年
に
よ
る
。

⑳
陶
邑
編
年
W
型
式
の
絶
対
年
代
に
つ
い
て
は
、
中
村
浩
『
和
泉
陶
邑
窯
の
研

究
』
に
よ
る
。

⑳
前
掲
⑬
。
森
氏
は
大
野
寺
土
塔
人
名
瓦
を
、

A
i
D
型
の
四
種
に
分
類
し
て

い
る
。
人
名
瓦
の
中
で
は
、

B
類
の
「
須
恵
器
と
同
じ
位
に
硬
質
で
青
海
波
文

状
の
叩
文
は
な
く
凹
面
に
布
目
、
凸
面
に
は
と
く
わ
ず
か
な
縄
目
文
が
あ
る
い

は
文
様
の
な
い
」
タ
イ
プ
の
も
の
が
多
く
を
し
め
る
。
し
か
し
A
i
D
型
と
も

に
同
一
窯
で
生
産
可
能
の
特
徴
を
も
ち
、
特
徴
の
ち
が
い
か
ら
、
複
数
の
生
産

地
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑲
畑
井
出
「
行
基
集
団
の
開
発
と
律
令
国
家
」
。
若
井
敏
明
「
行
基
二
考
」
。
（
両

論
文
と
も
横
田
健
一
先
生
古
稀
記
念
『
文
化
史
論
叢
』
上
昭
和
六
二
年
）
。

⑳
前
掲
⑳
⑳

⑳
硯
は
陶
邑
古
窯
跡
群
で
は
六
世
紀
か
ら
生
産
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
八
世
紀

に
お
い
て
は
、
光
明
池
地
区
で
集
中
的
に
生
産
さ
れ
て
い
る
。

⑮
石
田
茂
作
監
修
『
新
版
仏
教
考
古
学
講
座
』
第
五
巻
仏
具

石
田
茂
作
『
仏
教
考
古
学
論
孜
』
五
仏
具
編
昭
和
五
二
年

R
『
国
繹
一
切
経
』
律
部
六
『
十
誦
律
』
巻
三
七

昭
和
五
一
年
。

⑰
「
日
本
霊
異
記
」
中
巻
第
二
話
に
み
え
る
血
沼
県
主
倭
麻
呂

⑱
井
上
光
貞
「
『
行
基
年
譜
』
特
に
天
平
十
三
年
記
の
研
究
」
（
『
律
令
国
家
と

貴
族
社
会
』
昭
和
四
四
年
）
。

⑲
吉
田
靖
雄
『
行
基
と
律
令
国
家
』
昭
和
六
二
年

⑩
「
続
日
本
記
」
養
老
元
年
四
月
二
＿
―
-
日
条

＠
田
村
闘
澄
『
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
』
昭
和
五
五
年

＠

前

掲

⑤

⑬

前

掲

⑩

⑭
吉
田
晶
「
和
泉
地
方
の
氏
族
分
布
に
関
す
る
予
備
的
考
察
」
（
小
葉
田
淳
教

授
退
官
記
念
『
国
史
論
集
」
昭
和
四
五
年
）
。

⑮
中
村
浩
「
和
泉
陶
邑
窯
の
成
立
」
（
『
和
泉
陶
邑
窯
の
研
究
』
所
収
昭
和
五

六
年
）
。
氏
の
比
定
地
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
表
2
参
照
。

⑯
「
行
基
年
譜
」
。

＠
薗
田
香
融
他
『
岩
橋
千
塚
ー
文
献
班
の
成
呆
』
昭
和
四
二
年
。
岩
橋
千
塚
よ

り
多
く
の
須
恵
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
よ
り
、
大
村
直
な
ど
の
紀
直
系
氏
族

を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
晶
前
掲
⑭
。
氏
は
大
村
直
、
和
田
首
を
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
浅
香
年
木
「
倭
政
権
と
手
工
業
生
産
．

l

（
『
日
本
古
代
手
工
業
史
の
研

究
』
昭
和
四
五
年
）
。
荒
田
直
、
大
村
直
、
狭
山
直
、
蜂
田
連
、
神
直
な
ど
に

も
、
そ
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
中
村
浩
「
和
泉
陶
邑
窯
の
成
立
」
（
『
日
本

書
紀
研
究
』
第
七
冊
昭
和
四
八
年
。
の
ち
『
和
泉
陶
邑
窯
の
研
究
』
に
所

収）
c

⑱
岸
俊
男
「
紀
氏
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
所
収

和
四
一
年
）
。

⑲

前

掲

⑲

昭
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（
関
西
大
学
大
学
院
生

成
稿
昭
和
六
二
年
六
月
十
二
日

一）

昭
和
五
九
年

⑲

前

掲

⑰

⑬

前

掲

⑳

⑲

前

掲

⑰

⑬
吉
田
靖
雄
氏
は
前
掲
⑳
で
「
行
基
の
教
説
に
は
、
勤
労
の
奨
励
、
私
富
蓄
稿

の
肯
定
、
生
業
変
換
の
論
理
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
本
文
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
八
世
紀
に
お
け
る
生
産
の
斜
陽
化
が
、
行

基
と
結
び
つ
く
要
因
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑭

前

掲

⑩

⑮
前
掲
⑥
な
ら
び
に
⑳

R
「
行
基
年
譜
」
所
収
「
年
代
記
」
。

⑰
「
日
本
霊
異
記
」
中
の
八
話
で
は
、
「
生
馬
山
寺
」
に
行
基
が
居
住
し
て
い
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑱
「
三
代
実
録
」
貞
観
元
年
夏
四
月
条

⑲
「
養
老
雑
令
」
⑨
国
内
条

⑳
和
泉
国
神
別
に
記
載
さ
れ
る
。

⑱
「
古
事
記
」
天
石
屋
戸
段

⑬
「
日
本
書
紀
」
緩
靖
天
皇
即
位
前
紀

⑱
舟
尾
好
正
「
古
代
稲
倉
を
め
ぐ
る
権
力
と
農
民

j
和
泉
地
方
を
中
心
と
し

て
ー
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
六
九
・
七
四
昭
和
五
一
し
五
二
年
）
。

⑭

前

掲

⑱

⑮
堺
市
教
育
委
員
会
『
田
園
』

II

⑱

前

掲

⑳

〔
新
刊
紹
介
〕

ロ
ジ
ェ
1
1
ア
ン
リ
・
ゲ
ラ
ン
著

大
矢
タ
カ
ヤ
ス
訳

『
ト
イ
レ
の
文
化
史
」

（
一
九
八
七
年
四
月
刊

（
明
尾
圭
造
）

筑
摩
書
房
・
一
九

0
0円）

最
近
の
社
会
史
隆
盛
の
風
潮
で
、
と
も
す
れ
ば
好
事
家
の
ゲ
テ
物
諏
味
に

陥
り
か
ね
な
い
よ
う
な
こ
の
研
究
対
象
を
、
著
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る

公
衆
衛
生
の
確
立
過
程
と
い
う
観
点
を
軸
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
率
直
な
た
め
に
か
え
っ
て
痛
快
で
さ
え
あ
る
。

本
書
は
、
中
世
か
ら
現
在
に
い
た
る
フ
ラ
ン
ス
の
ト
イ
レ
事
情
を
ほ
ぼ
網

羅
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
全
体
は
九
章
か
ら
成
り
、
第
三
章
ま
で
は
ト

イ
＞
以
前
の
お
話
。
読
み
物
と
し
て
は
面
白
い
が
、
史
料
的
裏
付
け
に
欠
け

る
。
第
四
章
「
公
衆
衛
生
監
弩
局
の
起
源
」
以
降
は
、
豊
富
な
資
料
を
用
い

て
時
代
順
に
そ
の
変
遷
を
詳
迩
し
、
飽
き
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

さ
て
、
一
読
し
て
不
思
議
に
思
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
あ
ら
ゆ
る
形

態
の
汚
物
に
対
し
て
、
一
様
に
無
関
心
な
社
会
的
状
況
と
い
っ
た
も
の
が
、

十
九
世
紀
の
中
頃
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
臭
郷
パ
リ
を

脱
出
す
べ
く
建
設
さ
れ
た
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
の
設
計
書
に
、
ト
イ
レ
の
形
跡

が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
お
い
て
象
徴
的
で
あ
り
、
公
衆
衛
生
の
進
展
を
遅
ら

せ
た
最
大
原
因
と
も
言
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
本
書
は
、
社
会
史
の
も
つ
可
能
性
を
清
濁
あ
わ
せ
て
表
現
し
た

ス
リ
リ
ン
グ
な
一
冊
と
し
て
、
専
門
に
拘
ら
ず
読
め
る
好
著
と
な
っ
て
い
る
。

尚
、
著
者
は
。
ハ
リ
1
1
ベ
ル
ヴ
ィ
ル
国
立
建
築
学
校
の
教
授
で
、
『
地
下
鉄

の
歴
史
』
・
『
ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
獲
得
』
・
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
扶
助
住
宅

の
起
源
』
な
ど
の
社
会
史
的
著
作
が
多
く
あ
る
。
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