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前
回
ま
で
「
記
紀
」
に
現
れ
た
「
市
場
」

の
原
形
を
探
る
作
業
を
続
け
て
き
た
の
だ

が
、
予
期
し
な
か
っ
た
大
災
害
が
発
生
し
、

ま
だ
そ
の
復
興
の
メ
ド
も
十
分
に
付
か
な

い
現
状
の
も
と
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
い
ち

ば
」
の
形
を
主
に
追
求
し
て
き
た
こ
と
を

中
止
し
て
、
よ
り
「
い
ち
ば
」
の
本
質
に
迫

る
作
業
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
し
た
。

◇
「
風
評
」
と
市
場

　

東
京
で
は
晩
春
に
入
っ
た
あ
の
日
か
ら

早
く
も
初
夏
を
迎
え
た
。ア
ッ
と
い
う
間
の

こ
の
三
ヵ
月
後
で
あ
る
。有
史
以
来
の
地
震

と
津
波
で
東
日
本
は
も
と
よ
り
、列
島
全
体

に
そ
の
影
響
は
深
く
浸
透
し
て
い
る
。

　

ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
か
と
い
う

点
を
「
い
ち
ば
」
に
限
っ
て
み
る
と
、
今
そ

の
最
大
の
も
の
は
「
風
評
被
害
」
と
い
う
形

の
影
響
だ
ろ
う
。
津
波
直
後
か
ら
の
原
子
炉

の
溶
融
（
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
）
と
い
う
最
悪
の

事
態
は
、二
ヵ
月
後
に
や
っ
と
公
表
さ
れ
た
。 　

こ
の
事
実
を
正
確
に
知
ら
さ
れ
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
国
民
に
と
っ
て

の
最
大
の
風
評
被
害
な
の
だ
が
、
改
め
て

「
い
ち
ば
機
能
」
に
関
連
さ
せ
て
見
る
と
、

未
曾
有
の
大
災
害
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
被

災
者
と
国
民
は
自
分
の
体
験
と
、
そ
れ
を

客
観
的
に
《
観
た
》
結
果
で
あ
る
「
風
評
」

を
信
頼
す
る
ほ
か
は
無
い
の
だ
。

　

実
は
こ
の
「
変
り
行
く
都
市
像
」
執
筆
の

目
的
は
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

ハ
コ
モ
ノ
と
し
て
の
「
都
市
」
の
形
状
・
寸

法
で
は
な
く
、
絶
え
ず
変
化
を
し
続
け
る

「
情
報
を
含
む
ヒ
ト
と
モ
ノ
の
交
流
の
場
」

の
原
理
的
な
形
の
変
化
の
追
求
を
目
的
に

し
て
き
た
。

　

つ
ま
り
市
場
こ
そ
「
風
評
被
害
」
な
ら
ぬ

風
評
が
現
実
化
す
る
場
所
に
他
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
市
場
＝
都
市
は

変
わ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
以
下
、そ
の
こ

と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
こ
の
大
災
害
を

機
会
に
、
改
め
て
「
都
市
機
能
」
の
原
点
を

追
い
続
け
る
こ
と
に
す
る
。

　

手
じ
か
の
国
語
辞
典
（『
大
辞
林
』）
を
見

る
と
「
風
評
」
と
は
「
よ
く
な
い
う
わ
さ
。

世
の
中
の
取
り
ざ
た
。
と
か
く
の
風
評
が

あ
る
。」
と
あ
り
、
そ
れ
を
補
強
し
て
「
風

評
被
害
と
は
事
故
や
事
件
の
後
、
根
拠
の

無
い
噂
や
憶
測
な
ど
で
発
生
す
る
経
済
的

被
害
」
だ
と
あ
る
。

　

非
常
に
現
代
的
な
状
況
を
前
提
に
し
た

よ
う
な
こ
の
国
語
辞
典
の
解
説
の
仕
方

は
、
そ
れ
な
り
に
適
切
な
も
の
な
の
だ
が
、

現
在
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
《
始
め

か
ら
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
》
と
い
う
事
実
を
隠

蔽
し
た
こ
と
が
、
国
際
的
な
風
評
発
生
の

最
大
の
原
因
で
あ
り
、
結
果
に
も
な
る
と

い
う
好
例
の
よ
う
に
も
読
め
る
。

　

だ
が
日
本
列
島
内
に
限
っ
て
も
《
こ
の

千
二
、
三
百
年
前
か
ら
の
昔
》
か
ら
、
今
の

よ
う
に
I
T
技
術
に
よ
る
通
信
手
段
が
普

及
す
る
ま
で
は
、
限
ら
れ
た
人
の
歩
み
の

速
度
で
、
多
く
の
う
わ
さ
が
広
く
拡
ま
り

流
通
し
て
い
た
。

　
《
好
く
な
い
う
わ
さ
》
を
含
め
た
…
む
し

ろ
そ
の
部
分
の
方
が
多
い
の
が
実
情
だ
ろ

う
が
、
風
評
は
世
間
一
般
の
常
識
＝
世
評

で
あ
り
、
つ
ま
り
好
・
悪
取
り
混
ざ
っ
た
う

わ
さ
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
が
、
同
時
に

「
い
ち
ば
」
の
情
報
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。

　

例
え
ば
「
い
ち
ば
」
内
の
相
場
の
高
下
現

象
そ
の
も
の
が
、
関
係
者
に
と
っ
て
は
た

だ
ち
に
「
好
（
善
）・
悪
」
の
判
断
に
つ
い

て
の
正
確
な
情
報
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
⒆

　
　
　
　
　
《
風
評
と
市
場
》
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で
も
な
い
。

　

話
が
飛
ぶ
が
「
市
」
と
い
う
文
字
は
、

そ
れ
が
開
か
れ
る
場
所
を
示
す
《
大
き

な
旗
》を
意
味
す
る
も
の
だ
と
い
う『
字

源
』（
白
川
静
著
）
の
解
釈
は
、
そ
れ
を

読
む
者
に
「
風
」
に
ひ
る
が
え
る
《
市

の
旗
》
の
映
像
を
伴
な
い
な
が
ら
そ
の

状
況
を
十
分
に
納
得
さ
せ
て
く
れ
る
も

の
が
あ
る
。

　

都
市
の
情
報
は
〔
正
・
邪
〕、〔
好
・

悪
〕、〔
高
・
安
〕
な
ど
の
対
立
的
条
件
、

つ
ま
り
風
評
そ
の
も
の
で
あ
り
、「
い
ち

ば
」
は
そ
う
し
た
状
況
を
正
確
に
反
映

さ
せ
る
役
割
の
場
所
だ
っ
た
。
そ
の
意

味
で
「
い
ち
ば
」
は
《
好
く
な
い
う
わ

さ
》
を
含
め
た
風
評
の
発
生
源
で
あ
り

続
け
る
。
そ
う
し
た
意
味
で「
い
ち
ば
」

に
飛
び
交
う
多
様
な
情
報
こ
そ
貴
重
な

存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
こ
れ
ま
で
に
、

手
を
変
え
品
を
変
え
て
述
べ
て
き
た
の

だ
が
、
例
え
ば
歴
史
的
用
語
と
し
て
の

「
近
世
直
前
」
に
発
生
し
た
、「
楽
市
・
楽

座
」
と
い
う
「
い
ち
ば
」
の
性
格
を
予

断
さ
せ
る
よ
う
な
冠
称
を
付
け
ら
れ
た

「
い
ち
ば
」
は
、
そ
の
瞬
間
か
ら
《
い
ち

ば
の
神
》
に
見
放
さ
れ
た
存
在
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、案
外
に
無

関
心
に
見
逃
し
て
い
た
場
合
が
多
い
。

　

近
代
か
ら
現
代
ま
で
の
経
済
学
が
ど

の
よ
う
に
解
釈
を
加
え
よ
う
が
そ
の
現

実
は
「
い
ち
ば
」
の
本
質
は
風
評
が
渦

巻
く
空
間
な
の
で
あ
る
。

◇
実
情
報
告

　

私
は
今
度
の
災
害
被
災
地
に
隣
接
す

る
地
域
の
複
数
の
小
企
業
主
た
ち
か

ら
、
連
続
的
に
被
災
地
の
種
々
相
の
報

告
を
聞
く
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
テ

レ
ビ
の
報
道
で
は
感
じ
る
こ
と
の
出
来

な
い
悪
臭
・
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
遺

体
・
彼
ら
の
何
回
も
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

体
験
・
そ
し
て
眼
に
見
え
な
い
放
射
能

へ
の
根
源
的
な
恐
怖
な
ど
の
眼
に
見
え

な
い
《
空
気
》
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ

ッ
ク
に
で
は
な
く
、
小
企
業
主
た
ち
が

見
て
体
験
し
た
話
を
聞
き
続
け
た
。

　

そ
れ
を
要
約
す
る
と
、
第
一
が
災
害

発
生
直
後
か
ら
の《
東
京
を
経
た
情
報
》

の
異
常
な
遅
れ
と
、
長
か
っ
た
遮
断
。

人
の
動
き
方
も
広
域
の
交
通
規
制
で
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
志
願
者
が
災
害
現
場
に
近

づ
け
な
か
っ
た
こ
と
の
不
合
理
さ
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
傍
若
無
人
に
被
災

地
を
荒
ら
し
ま
わ
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
存

在
も
風
評
に
の
ぼ
っ
た
。

　

第
二
は
「
物
流
」
は
形
ば
か
り
の
回

復
に
向
か
っ
た
が
、
そ
の
「
物
」
自
体

は
多
く
の
束
縛
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ

れ
て
い
て
、
例
え
ば
ガ
ソ
リ
ン
は
あ
っ

て
も
燃
料
と
し
て
の
用
途
が
定
ま
ら
な

い
ま
ま
、
保
管
さ
れ
て
し
ま
い
、
自
動

車
燃
料
と
し
て
は
依
然
と
し
て
途
絶
状

況
を
続
け
る
と
い
う
「
物
流
破
壊
」。

　

食
糧
の
場
合
も
同
じ
で
、
避
難
所
の

給
食
は
い
わ
ゆ
る
災
害
定
食
の
形
で

「
与
え
」
ら
れ
、
極
端
な
例
と
し
て
は
一

週
間
お
な
じ
「
定メ
ニ
ュ
ー食

」
が
供
給
さ
れ
た

場
合
も
多
い
。
そ
の
上
に
絶
対
的
公
平

を
期
す
る
こ
と
が
最
優
先
と
い
う
原
則

が
、
新
た
な
災
害
の
形
で
被
災
者
の
上

に
襲
い
掛
か
っ
た
…
…
。

　

被
災
地
と
い
う
異
常
空
間
の
人
々
の

中
に
、
援
助
側
の
「
善
意
」
と
行
動
が

入
り
込
む
と
、
双
方
に
全
く
予
期
し
な

い
状
況
を
出
現
さ
せ
る
。

　

―
原
始
の
昔
の
「
い
ち
ば
」
の
原
形

は
、
言
葉
も
通
じ
な
い
人
々
の
複
数
の

グ
ル
ー
プ
が
、
偶
然
に
出
会
っ
て
、
そ

の
場
で
双
方
に
必
要
な
モ
ノ
を
平
和
的

に
交
換
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
す

る
と
、
こ
の
二
十
一
世
紀
始
め
の
日
本

人
社
会
に
発
生
し
た
二
つ
の
異
な
る
社

会
的
ル
ー
ル
＝
《
気
分
》
の
遭
遇
は
、

そ
の
昔
は
ど
ん
な
形
で
あ
っ
た
か
を
思

わ
せ
る
。

　

第
三
は
零
細
な
が
ら
企
業
活
動
を
維

持
す
る
た
め
に
、
分
に
合
っ
た
求
人
広

告
を
す
る
と
「
今
ど
き
求
人
す
る
企
業

は
《
忙
し
い
か
ら
だ
ろ
う
、
そ
ん
な
と

こ
ろ
で
働
き
た
く
は
な
い
》」と
い
う
反

応
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
だ
と
い
う
実
態
が

あ
る
。
そ
れ
は
賃
金
の
高
下
を
問
題
に

す
る
以
前
の
求
職
者
の
共
通
的
な
言
葉

だ
と
言
う
。
人
々
は
働
く
こ
と
を
拒
否

し
始
め
た
の
で
あ
る
。「
労
働
市
場
」は

い
ま
風
評
被
害
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

某
首
長
が
関
東
大
震
災
当
時
に
流
行

っ
た
《
災
害
天て
ん

譴け
ん

論
》
を
口
に
し
て
、

瞬
間
的
に
そ
れ
を
撤
回
し
た
こ
と
が
あ

る
が
、「
天
罰
」
を
怖
れ
ず
に
い
え
ば
、

今
度
の
災
害
は
風
評
を
風
評
の
ま
ま
定

着
さ
せ
た
結
果
と
し
て
の
労
働
否
定
社

会
の
幕
開
け
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
零
細
企
業
者
の
実
感
な
の

で
あ
る
。
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◇
「
い
ち
ば
」
概
観

　

こ
こ
で
こ
の
連
載
に
お
け
る
「
い
ち

ば
」
の
足
取
り
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
最
初
に
記
さ
れ
た
『
魏
志
倭

人
伝
』
中
の
「
市
」
の
紹
介
に
始
ま
り
、

そ
れ
に
続
く
大
陸
由
来
の
帝
王
の
権
力

装
置
と
し
て
の
「
市い
ち

」
に
触
れ
た
後
に
、

そ
れ
を
受
け
継
い
だ
飛
鳥
・
平
城
・
平

安
と
三
つ
の
「
京
」
に
お
け
る
東
・
西

の
「
市
」
の
消
長
を
追
っ
た
。

　

さ
ら
に
『
風
土
記
』
な
ど
に
よ
り
地

方
の
「
市
」
の
成
立
状
況
、
つ
ま
り

「
市
」の
立
地
や
そ
れ
と
平
行
し
て
交
通

路
な
ど
を
、「
記
・
紀
」
を
中
心
と
し
た

文
献
と
、
ほ
と
ん
ど
絶
え
間
な
く
報
道

さ
れ
る
現
在
の
考
古
学
的
知
見
な
ど
を

ふ
ま
え
た
か
た
ち
で
「
市
」
の
変
遷
の

概
観
を
続
け
て
き
た
。

　

律
令
制
度
の
停
滞
と
破
綻
と
国
風
の

形
成
の
結
果
と
し
て
、「
神
」
と
そ
の
居

所
で
あ
る
「
宮
」
が
社
会
組
織
の
中
心

と
し
て
機
能
し
て
き
た
時
期
は
終
わ
り

を
迎
え
、
十
二
世
紀
か
ら
は
じ
ま
っ
た

武
家
の
時
代
、
い
い
か
え
る
と
中
世
に

は
い
る
と
、
そ
の
宗
教
状
況
も
大
き
く

変
わ
っ
た
こ
と
。

　

天
台
・
真
言
で
代
表
さ
れ
る
国
教
的

な
寺
院
活
動
か
ら
、
個
人
の
浄
土
願
望

を
満
た
す
た
め
の
新
仏
教
（
い
わ
ゆ
る

鎌
倉
仏
教
）
が
発
生
し
た
。
土
地
本
位

で
も
あ
っ
た
律
令
制
度
に
よ
る
支
配
体

制
は
、
氏
族
層
の
領
地
中
心
の
支
配
に

変
わ
り
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
々
の
精

神
的
《
宇
宙
》
は
国
家
中
心
か
ら
個
人

の
極
楽
往
生
願
望
と
細
分
化
し
て
広
く

転
換
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
寺
」
の
時
代

の
幕
開
け
だ
っ
た
。

　

そ
の
結
果
と
し
て
「
市
」
の
あ
り
方

も
大
き
く
変
わ
り
、
国
家
権
力
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
て
き
た
「
市
」
は
消
滅
し
、

か
わ
り
に
自
然
発
生
的
な
「
市
」
が
多

く
の
場
合
、
新
仏
教
の
信
者
に
よ
っ
て

成
立
・
発
展
・
伝
播
し
て
い
っ
た
。

　

そ
の
代
表
的
な
も
の
は
一い
っ

遍ぺ
ん

が
開
い

た
時じ

宗し
ゅ
うで
あ
る
。
元
寇
に
動
員
さ
れ
て

傷
病
し
た
西
国
の
武
士
達
の
救
済
が
、

そ
の
宗
派
成
立
の
直
接
的
な
契
機
だ
と

い
わ
れ
る
し
、
ま
た
国
内
の
武
家
同
士

の
戦
場
跡
の
整
理
＝
死
体
処
理
の
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
新
し

い
「
市
」
の
発
生
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

　

そ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
改
め
て
考

え
て
み
る
と
、
現
在
の
よ
う
な
情
報
伝

達
手
段
が
無
い
時
代
に
、
元
帝
国
と
い

う
外
国
の
存
在
＝
交
易
を
知
り
、
戦
場

の
死
者
を
弔
う
際
に
は
、
そ
の
衣
類
・

甲
冑
・
武
器
な
ど
の
回
収
と
再
利
用
の

専
業
化
は
新
し
い
商
業
と
工
業
の
成
立

を
物
語
る
。
時
宗
の
成
立
と
活
動
は
、

一
所
定
住
の
農
民
が
大
部
分
だ
っ
た
時

代
に
、
移
動
す
る
商
人
・
工
人
と
「
市

人
」
が
発
生
し
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

注　

 

そ
の
具
体
例
は
こ
の
館
報
の
一

二
五
号
よ
り
一
二
七
号
《
変
わ

り
ゆ
く
都
市
像
》
⑸
～
⑺
に
挿

絵
入
り
で
説
明
し
て
も
あ
る
。

◇
「
ほ
う
け
ん
」
と
は

　

十
六
世
紀
に
入
っ
て
弱
肉
強
食
の
戦

国
時
代
に
な
る
と
、
自
然
成
立
し
た

「
市
」
の
争
奪
戦
が
は
じ
ま
り
、
や
が
て

地
方
領
主
に
よ
る
「
市
」
の
「
楽
市
・

楽
座
」
化
宣
言
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
本
来
の
自
由
だ
っ
た
「
市
」
で
は

な
い
、
管
理
さ
れ
た
「
市
」
が
増
え
て

い
っ
た
。

　

さ
ら
に
武
家
政
権
の
確
立
と
と
も
に

「
市
」
は
そ
の
本
拠
に
集
中
さ
せ
ら
れ
、

や
が
て
そ
れ
ま
で
の
社
寺
の
門
前
町
・

寺
内
町
と
い
っ
た
形
の
「
い
ち
」
が
城

下
町
と
い
う
形
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て

行
く
。
そ
れ
が
京
都
を
例
外
と
し
た
安

土
・
大
坂
・
江
戸
の
い
わ
ゆ
る
城
下
町

＝
都
市
の
成
立
で
あ
る
。

　

こ
の
三
都
以
外
に
も
武
家
政
権
の
基

本
的
な
構
造
で
あ
る「
封ほ
う

建だ

て
」＝「
封ほ
う

建け
ん

」
の
原
則
に
よ
り
、
大
規
模
な
「
封ほ
う

」

の
経
営
を
委
任
さ
れ
た
家
臣
＝
大
名
の

居
城
の
下も
と

に
も
城
下
町
と
い
う
名
の
都

市
が
成
立
し
た
。

　

こ
こ
で
「
封
建
」
の
意
味
を
述
べ
る

と
、
封ほ
う

と
は
太
閤
ま
た
は
将
軍
が
そ
の

配
下
の
大
名
に
「
一
定
の
米
の
収
穫
が

期
待
さ
れ
る
土
地
と
、
そ
の
住
民
を
支

配
す
る
範
囲
」
の
経
営
委
任
を
意
味
し

た
。
実
例
的
に
言
え
ば
最
大
の
大
名
で

知
ら
れ
た
前
田
利
家
は
、
徳
川
将
軍
か

ら
加
賀
国
ほ
か
に
「
百
万
石
の
米
の
収

穫
が
期
待
さ
れ
る
土
地
と
そ
の
住
民
」

＝
封ほ
う

の
運
営
を
委
任
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
し
た
。

　

い
い
か
え
る
と
全
て
の
大
名
と
そ
の

家
来
は
「
石こ
く

高だ
か

」、
た
と
え
ば
何
郡
何
村

に
石
高
五
千
石
の
所
領
を
与
え
ら
れ
た

と
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け
の
米
の
収
穫
予
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定
量
を
持
つ
範
囲
の
土
地
と
、
そ
こ
に

住
む
住
民
の
支
配
を
将
軍
な
り
大
名
か

ら
委
任
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
し

た
が
っ
て
そ
の
範
囲
が
増
減
す
る
こ
と

を
加か

封ほ
う

・
減げ
ん

封ほ
う

、
そ
の
場
所
が
変
わ
れ

ば
移い

封ほ
う

・
転て
ん

封ほ
う

な
ど
と
表
現
さ
れ
た
。

す
べ
て
の
武
家
は
封
の
経
営
の
受
任
者

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
は
金
・
銀
・
銅
三
種
の

金
属
で
作
ら
れ
た
貨
幣
が
流
通
し
て
い

た
。
こ
の
三
貨
制
は
江
戸
の
金
遣づ
か

い
・

大
坂
の
銀ぎ
ん

遣づ
か

い
で
代
表
さ
れ
る
地
域
別

の
流
通
事
情
が
あ
っ
た
が
、
共
通
的
に

は
土
地
は
金
遣
い
、
茶
葉
・
薬
品
な
ど

は
銀
遣
い
な
ど
と
品
物
に
よ
っ
て
特
徴

的
な
流
通
を
し
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
「
金き
ん

建だ

て
」・「
銀ぎ
ん

建だ

て
」、

あ
る
い
は
「
米こ
め

建だ

て
」
と
い
う
取
引
方

法
が
そ
れ
ぞ
れ
明
示
さ
れ
て
い
た
。
武

家
の
場
合
の
「
封ほ
う

建だ

て
」
を
漢
字
読
み

に
し
た
の
が
「
封
建
時
代
」
の
「
ほ
う

け
ん
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

◇
都
市
の
誕
生

　

こ
の
「
封ほ
う

建だ

て
」
の
領
域
が
確
定
し

た
の
は
、
十
六
世
紀
末
の
徳
川
政
権
の

成
立
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま

で
は
日
本
列
島
自
体（
北
海
道
を
除
く
）

が
古
代
以
来
の
抽
象
的
な
範
囲
で
の
天

皇
領
＝
公
領
と
見
な
さ
れ
、
時
代
を
追

っ
て
天
皇
政
府
（
公こ
う

家け

）
が
そ
の
支
配

組
織
に
従
事
す
る
者
に
対
し
て
土
地
を

「
支
給
」
し
た
。

　

こ
の「
支
給
」の
場
合
の
実
際
も「
封ほ
う

建だ

て
」
と
同
じ
く
そ
の
土
地
の
経
営
委

任
だ
っ
た
の
だ
が
、
現
実
的
に
は
純
然

と
し
た
「
私
有
」
と
感
覚
さ
れ
て
し
ま

い
公
田
・
私
田
の
別
が
発
生
し
た
（
ま

た
私
田
は
開
発
者
の
土
地
で
あ
り
、
そ

れ
に
属
す
る
私
民
を
含
む
地
域
と
い
う

理
解
も
あ
っ
た
）。

　

さ
ら
に
公
田
地
域
に
公
家
や
武
家
が

支
配
を
委
任
さ
れ
た
土
地
や
、
古
代
か

ら
の
神
仏
に
捧
げ
ら
れ
た
地
域
が
や
が

て
そ
れ
を
祀
る
寺
社
に
与
え
ら
れ
る
形

と
な
り
、
寺
社
領
と
い
う
地
目
も
生
れ

た
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
大
陸
渡
来
の
先

進
文
化
圏
に
繰
り
込
ま
れ
た
地
域
と

人
々
の
ほ
か
の
場
所
で
は
、
大
部
分
の

土
地
は
無
主
の
《
自
然
状
態
》
に
あ
り
、

そ
の
場
所
の
特
性
に
応
じ
た
形
で
人
々

は
農
・
漁
・
山
林
・
牧
畜
・
石
工
・
金か
ね

堀ぼ
り

・
鍛
冶
・
祭
祀
者
・
土は

師じ

な
ど
の
広

範
な
仕
事
を
す
る
人
々
が
い
た
。
そ
し

て
そ
れ
ら
の
人
々
の
活
躍
を
結
ぶ
業
態

に
関
わ
っ
た
の
が
市
人
だ
っ
た
。
ま
た

市
人
は
舟
・
牛
馬
な
ど
の
移
動
と
輸
送

手
段
を
持
つ
者
で
も
あ
っ
た
。

　

無
主
の
《
自
然
状
態
》
に
あ
る
山
地
・

河
川
・
海
岸
・
平
地
と
い
っ
た
地
勢
と
、

そ
れ
に
即
し
た
植
生
な
ど
に
条
件
付
け

ら
れ
な
が
ら
、
人
々
は
自
分
達
の
生
活

空
間
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
多

く
の
危
険
と
失
敗
と
災
害
を
記
憶
し
、

そ
れ
を
伝
承
し
続
け
た
結
果
と
し
て
の

分
業
で
も
あ
っ
た
。

　

農
や
漁
と
い
っ
て
も
食
糧
生
産
専
門

で
は
な
く
、
石
工
も
や
れ
ば
大
工
も
や

る
、
自
分
が
出
来
る
こ
と
は
何
で
も
や

ら
な
け
れ
ば
生
活
は
成
り
立
た
な
か
っ

た
時
期
で
あ
る
。
古
代
人
は
エ
ン
サ
イ

ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
で
な
け
れ
ば
生
き
て
は

行
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
分
業
の
中
で
個
々
の
記
憶
・
伝

承
を
蓄
積
で
き
た
者
、
と
く
に
天
体
移

動
と
そ
の
周
期
を
知
っ
た
「
日ひ

知し

り
」

＝
聖ひ
じ
りに

よ
る
暦
の
発
見
と
い
う
よ
り
知

見
は
、
お
そ
ら
く
階
級
と
い
う
社
会
的

分
業
が
発
生
し
た
最
初
の
姿
で
あ
っ
た

ろ
う
。

　

前
々
項
の
「
い
ち
ば
」
概
観
の
項
で

述
べ
た
「
公
」
の
支
配
施
設
で
あ
っ
た

飛
鳥
・
平
城
・
平
安
と
三
つ
の
代
表
的

「
京
」
に
つ
い
て
は
一
二
五
号
で
東
・
西

の
「
市
」
の
片
鱗
を
紹
介
し
た
が
、
そ

も
そ
も
ひ
と
つ
の
都
市
内
に
東
西
二
箇

所
の
「
市
」
が
計
画
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
自

体
「
市
」
と
い
う
も
の
の
性
格
を
反
映

さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
東
西
二
箇
所
の
市
と
は
単
な

る
上
場
物
資
（
お
そ
ら
く
ま
だ
商
品
と

い
う
感
覚
は
薄
か
っ
た
で
あ
ろ
う
）
の

仕
分
け
や
輸
送
だ
け
の
問
題
で
複
数
が

設
置
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
東

西
相
互
の
市
の
運
営
状
態
の
比
較
が
出

来
る
こ
と
で
あ
り
、
か
な
り
競
争
的
な

事
柄
（
都
市
計
画
）
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。「
複
数
の
市
」の
論
理
は「
善
・

悪
」
の
比
較
を
す
る
た
め
の
手
段
で
あ

り
、
風
評
を
確
認
さ
せ
る
方
法
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

 

（
こ
の
項
続
く　

鈴
木
理
生
）


