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一
向
一
揆
の
粛
清
と
侵
略
主
義

一
向
一
揆
の
粛
清
は
身
分
解
放
に
向
か
う
自
治
的
都
市
連
合
の
粛
清
で
あ
り
、
自
治
都
市
の
市
民
に
対
す
る
弾
圧
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
身
分
差
別
主
義
の
権
力
政
策
が
侵
略
主
義
と
必
然
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
歴
史
的
事
実
は
明
示
す
る
。

「
統
一
権
力
と
ま
っ
こ
う
か
ら
敵
対
し
つ
づ
け
た
一
向
一
揆
、
統
一
権
力
の
朝
鮮
侵
略
に
加
担
す
る
一
向
宗
道
場
。
こ
の
逆
説
と
も

い
う
べ
き
二
つ
の
史
実
を
、
わ
た
く
し
は
ど
う
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
（
「
織
田
・
豊
臣
政
権
」
十
九
頁
）

右
の
よ
う
に
藤
木
氏
は
述
べ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
問
題
、
二
つ
の
史
実
は
逆
説
的
関
係
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
く
て
、
い
わ
ゆ
る
統

一
権
力
に
屈
服
し
た
と
い
う
こ
と
は
身
分
差
別
主
義
の
権
力
政
策
に
転
向
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
い
わ
ば
人
権
抹
殺
の
権
力
主

義
に
同
調
し
た
転
向
せ
る
一
向
一
揆
が
同
じ
く
人
権
抹
殺
の
侵
略
主
義
に
向
か
う
の
は
、
ま
さ
に
必
然
的
関
係
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
藤
木
氏
が
必
然
で
は
な
く
し
て
、
逆
説
と
理
解
し
た
理
由
は
、
統
一
権
力
の
実
質
が
実
は
暴
力
主
義
的
、
専
制
主
義
的
権
力

で
あ
り
、
家
産
制
的
権
力
で
あ
る
こ
と
を
見
過
ご
し
た
こ
と
に
よ
る
。
藤
木
氏
の
統
一
権
力
の
理
解
は
分
権
か
ら
集
権
国
家
へ
と
い
う
に

と
ど
ま
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
分
権
的
権
力
た
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
一
向
一
揆
が
侵
略
主
義
に
転
化
す
る
の
は
単
な
る
逆
説
、
逆
立
ち

の
関
係
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、
両
者
の
必
然
的
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

浄
土
真
宗
の
布
教
の
対
象
が
当
時
の
社
会
構
造
上
の
底
辺
に
あ
る
職
人
層
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た
の
は
井
上
鋭
夫
氏
で

あ
る
。
し
か
し
単
な
る
職
人
層
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、
海
の
民
、
海
賊
衆
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
さ
ら
に
強
調
す
る
必
要

が
あ
る
。
浄
土
真
宗
は
こ
の
よ
う
に
最
底
辺
の
民
衆
に
仏
性
の
絶
対
的
平
等
を
布
教
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
浄
土
真
宗
が
単
な
る

底
辺
民
衆
へ
の
教
化
に
つ
き
ず
し
て
、
底
辺
の
民
衆
が
自
ら
を
解
放
す
る
身
分
解
放
の
動
向
の
推
進
力
と
な
る
理
由
が
あ
る
。
中
世
末
期

石
山
本
願
寺
合
戦
の
意
義

第
一
、

（
一
四
三
五
）



の
身
分
解
放
の
動
向
は
宗
教
的
自
治
都
市
す
な
わ
ち
寺
内
町
の
建
設
と
し
て
結
実
し
た
。
そ
れ
は
寺
内
町
連
合
、
港
湾
都
市
連
合
の
建
設

で
も
あ
る
。
底
辺
の
民
衆
へ
の
布
教
は
同
時
に
宗
教
的
自
治
都
市
、
寺
内
町
を
確
立
す
る
た
め
の
布
教
で
あ
っ
た
理
由
を
か
く
し
て
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
戦
国
大
名
か
ら
織
豊
政
権
へ
の
権
力
の
反
動
化
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
身
分
差
別
主
義
の
強
行
、

血
統
序
列
主
義
の
強
行
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
天
皇
制
神
道
す
な
わ
ち
神
国
思
想
を
基
本
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

こ
に
思
想
闘
争
を
含
む
身
分
解
放
を
目
的
と
す
る
長
い
階
級
闘
争
が
展
開
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
。

ひ

や

っ

ぷ

く

じ

く

も

の

「
こ
の
侵
略
に
あ
た
っ
て
、
本
願
寺
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
朝
鮮
布
教
の
た
め
に
百
幅
の
本
尊
の
軸
物
を
一
向
宗
の
寺
々
に
下
付
し

た
と
い
う
、
お
ど
ろ
く
べ
き
由
緒
を
あ
わ
せ
伝
え
、
そ
の
う
ち
の
一
軸
は
、
唐
津
の
一
向
宗
高
（
光
）
徳
寺
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
と
も
記

し
て
い
た
。
（
山
口
「
端
坊
」
）
こ
の
端
坊
由
緒
を
た
し
か
め
る
た
め
、
わ
た
く
し
は
唐
津
市
に
高
徳
寺
を
た
ず
ね
た
。
（
中
略
）
拝
観
を

し
ん
ら
ん

ゆ
る
さ
れ
た
親
鸞
上
人
絵
像
の
一
軸
に
は
、
慶
長
三
年
の
本
願
寺
教
如
の
名
に
よ
る
『
朝
鮮
国
釜
山
海
高
徳
寺
』
あ
て
の
裏
書
き
が
添

右
の
よ
う
に
藤
木
氏
は
、
述
べ
て
い
る
。
勅
命
講
和
以
後
の
教
如
の
抵
抗
の
姿
勢
は
、
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
質
は
、
雑
賀

門
徒
を
は
じ
め
と
す
る
末
々
の
門
徒
の
抵
抗
の
意
志
に
屈
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
か
つ
て
論
証
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
こ

と
は
、
こ
の
「
朝
鮮
国
釜
山
海
高
徳
寺
」
あ
て
の
裏
書
に
よ
っ
て
も
立
証
さ
れ
る
。

第
二
、
仏
法
領
の
領
主
と
し
て
の
石
山
本
願
寺

石
山
本
願
寺
は
諸
々
の
寺
内
町
へ
の
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
を
付
与
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
一
応
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
教

会
領
の
教
皇
に
も
比
較
し
う
る
よ
う
な
特
権
を
本
願
寺
の
宗
主
が
有
し
て
い
た
と
形
式
的
に
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
形
式
的
比
較
に
お

え
ら
れ
て
い
た
。
」
（
本
書
二
十
頁
）
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と
い
っ
て
い
る
（
『
日
本
史
』
）
。
（
本
書
二
十
五
頁
）

右
の
よ
う
に
藤
木
氏
は
、
述
べ
る
。

五

い
て
の
み
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
実
質
は
石
山
本
願
寺
が
門
跡
寺
院
た
る
こ
と
に
努
力
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
両
者
の

間
に
重
大
な
質
の
相
違
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
仏
法
領
は
こ
の
よ
う
に
様
々
な
限
界
を
含
み
な
が
ら
も
寺
内

町
連
合
で
あ
り
、
宗
教
的
自
治
都
市
連
合
を
可
能
に
し
、
暴
力
的
武
士
団
か
ら
の
身
分
差
別
解
放
と
諸
役
の
免
除
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
教
会
領
と
の
類
比
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ざ

い

け

（

軒

）

は

ん

ぎ

よ

う

「
『
富
田
と
申
す
所
は
、
在
家
七
百
間
こ
れ
あ
り
。
富
貴
の
所
な
り
。
大
坂
よ
り
代
坊
主
を
入
れ
置
き
、
美
濃
・
尾
張
の
判
形
を
取

そ
う
け
ん
苔

り
候
て
、
免
許
の
地
な
り
。
』
信
長
方
の
観
察
を
『
信
長
公
記
』
は
こ
う
記
し
、
『
総
見
記
」
（
『
織
田
軍
記
』
）
も
ま
た
、
こ
の
寺
を
一

向
宗
の
大
名
坊
主
と
い
い
、
『
尾
張
・
美
濃
両
国
の
守
（
護
）
よ
り
、
諸
役
免
許
の
朱
印
を
取
り
置
き
、
近
国
無
双
」
と
語
る
。
」
（
本

書
二
十
三
頁
）

じ

よ

う

づ

な

が

の

ざ

い

き

よ

う

「
苅
安
賀
御
堂
と
も
い
わ
れ
た
こ
の
寺
は
、
大
坂
の
石
山
本
願
寺
か
ら
大
坂
常
詰
め
の
長
在
京
衆
に
指
定
さ
れ
て
、
尾
張
一
向

宗
の
中
心
御
堂
で
あ
っ
た
と
、
同
時
代
の
『
石
山
本
願
寺
日
記
」
も
証
言
す
る
。
」
（
本
書
二
十
三
頁
）

石
山
本
願
寺
に
よ
る
諸
役
免
除
（
非
課
税
）
の
保
証
（
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
の
付
与
）
を
意
味
す
る
こ
と
、
明
白
で
あ
る
。

藤
木
氏
は
「
寺
内
の
実
像
」
を
示
し
た
も
の
と
し
た
「
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
ル
イ
ス
11

フ
ロ
イ
ス
」
の
次
の
如
き
証
言
を
あ
げ
る
。

「
僧
侶
た
ち
は
、
寺
院
の
側
に
、
完
全
な
町
の
よ
う
な
も
の
を
創
っ
た
。
そ
こ
は
、
す
べ
て
粘
土
壁
で
囲
ま
れ
て
い
て
、
か
れ
ら
は
、
そ

ふ

け

ジ

ナ

イ

こ
で
も
っ
と
自
由
に
、
乱
れ
た
快
楽
に
耽
り
、
不
品
行
な
生
活
を
送
る
（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
種
類
の
地
所
の
こ
と
を
、
日
本
で
は
寺
内

寺
内
町
の
自
治
に
つ
い
て
、

フ
ロ
イ
ス
は
「
乱
れ
た
快
楽
に
耽
り
、
不
品
行
な
生
活
を
送
る
」
と
し
て
僧
侶
の
妻
帯
に
つ
い
て
皮
肉
な

石
山
本
願
寺
合
戦
の
意
義

（
一
四
一
＿
一
七
）



で
あ
る
。

あ
る
。

（
一
四
＿
―
-
八
）

視
線
を
そ
そ
い
で
い
る
が
し
か
し
、
と
に
か
く
自
由
の
方
向
の
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
る
。
武
士
身
分
へ
の
対
抗
の
姿
勢

と
仏
の
下
の
平
等
に
よ
る
身
分
解
放
の
思
想
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

諸
役
を
つ
と
め
な
い
と
い
う
こ
と
も
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
自
治
的
裁
判
権
の
確
立
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
フ
ロ
イ
ス
が
別
の
こ
と
ろ
で
述
べ
て
い
る
寺
内
町
に
お
け
る
血
筋
か
ら
の
解
放
の
思
想
と
重
要
な
関
係
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
寺
内
町
の
構
成
メ
ン
バ
ー
が
当
時
卑
賤
視
さ
れ
た
職
人
層
と
い
っ
た
底
辺
の
民
衆
、
あ
る
い
は
海
賊
衆
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

藤
木
氏
が
二
十
六
頁
に
「
加
納
寺
内
と
楽
市
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
「
楽
市
令
の
板
き
れ
」
を
伝
え
る
一
向
宗
円
徳
寺
に
つ
い
て
、
こ
の

い
た
ず
ら
も
の

寺
に
石
山
戦
争
に
敗
れ
た
直
後
の
本
願
寺
の
宗
主
の
顕
如
の
書
い
た
手
紙
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
『
徒
者
、
五
、
六
人
の
所

行
と
し
て
、
新
門
（
教
如
）
を
す
す
め
、
逆
意
を
企
て
（
中
略
）
た
と
ひ
、
こ
の
以
前
、
聞
き
惑
は
れ
候
衆
あ
り
と
も
、
心
中
を
あ
ら
た

め
ら
る
べ
き
こ
と
。
』
（
本
書
二
十
六
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
「
徒
者
」
と
い
う
概
念
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
概
念
は
後
に
考
証
す
る
よ
う

に
、
末
々
の
者
と
同
義
で
あ
り
、
末
々
の
門
徒
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
末
々
の
門
徒
で
あ
る
徒
者
を
特
に
名
ざ
し
で
勅
命
講

和
へ
の
恭
順
の
指
示
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
寺
内
町
の
抵
抗
の
主
要
な
構
成
メ
ン
バ
ー
が
こ
の
末
々
の
門
徒
、
す
な
わ
ち
職
人
衆
、

山
の
民
、
海
の
民
、
海
賊
衆
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
楽
市
令
と
い
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
寺
内
の
商
手
工
業
者
の
身
分
的
特
権
を

破
壊
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
え
っ
て
、
自
治
権
弱
化
と
都
市
の
経
済
活
動
に
関
す
る
特
権
へ
の
権
力
側
の
介
入
を
意
味
す
る
と
解
す
べ
き
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こ。t
 

る
門
徒
あ
る
い
は
海
賊
門
徒
で
あ
っ
た
事
実
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

七

川
内
都
市
と
い
う
の
は
港
湾
都
市
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
職
人
層
と
共
に
海
賊
衆
の
拠
点
と
し
て
の
港
湾
都
市
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
海
賊
衆
は
港
湾
都
市
を
拠
点
と
し
て
海
上
交
通
あ
る
い
は
川
や
海
の
貿
易
に
携
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
本
来
荘
園
制
に
枠

づ
け
ら
れ
な
い
性
格
を
有
し
て
お
り
、
仏
法
領
は
こ
の
よ
う
な
川
内
都
市
の
側
か
ら
の
荘
園
制
の
解
体
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
石
山
本
願
寺
合
戦
に
お
け
る
最
も
戦
闘
的
な
集
団
で
あ
る
雑
賀
門
徒
と
安
芸
門
徒
は
い
ず
れ
も
主
と
し
て
職
人
層
た

本
書
八
十
五
頁
に
は
「
紀
ノ
川
デ
ル
タ
は
こ
の
国
の
一
向
宗
の
母
胎
で
あ
っ
た
。
」
と
あ
り
、
本
書
八
十
七
頁
に
は
、
勅
命
講
和
の
際

す

え

ず

え

ろ

う

ぜ

峯

に
「
雑
賀
の
鈴
木
孫
一
ら
五
名
は
、
名
を
つ
ら
ね
て
本
願
寺
に
さ
さ
げ
た
誓
詞
の
な
か
で
、
「
末
々
の
者
共
、
狼
藉
を
致
す
の
儀
、
言
語

道
断
の
く
せ
ご
と
に
存
じ
候
、
年
寄
に
お
い
て
は
存
知
せ
ず
、
千
万
迷
惑
』
と
し
て
年
寄
の
者
と
末
々
の
者
共
と
の
雑
賀
衆
内
部
で
対
立

が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
勅
命
講
和
を
拒
否
し
た
の
は
、
末
々
の
門
徒
、
徒
者
た
る
門
徒
で
あ
っ
て
、
寺
内
町

の
戦
闘
的
門
徒
た
る
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
の
時
点
ま
で
年
寄
衆
は
末
々
の
門
徒
の
意
向
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
意
味
で
寺
内
町
の
市
民
の
中
心
は
末
々
の
門
徒
に
あ
り
、
そ
れ
故
に
決
し
て
両
者
の
対
立
は
雑
賀
衆
内
部
の
対
立
に
尽
き
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
末
々
の
門
徒
こ
そ
藤
木
氏
も
い
う
よ
う
に
雑
賀
鉄
砲
衆
、
雑
賀
船
手
衆
で
あ
っ
た
。

本
書
八
十
七
頁
に
も
「
雑
賀
五
ケ
御
坊
」
は
「
カ
ワ
サ
キ
ト
ノ
」
と
い
わ
れ
た
川
崎
道
場
を
筆
頭
と
す
る
結
束
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ

九
十
一
頁
で
は
「
内
海
一
揆
」
と
し
て
安
芸
門
徒
と
紀
州
門
徒
の
一
揆
水
軍
の
英
賀
御
堂
を
援
助
を
目
的
と
す
る
連
帯
的
行
動
が
あ
っ

石
山
本
願
寺
合
戦
の
意
義

第
三
、
川
内
都
市
の
典
型
と
し
て
の
石
山
本
願
寺
寺
内

（
一
四
三
九
）



な
い
。
」
（
本
書
百
六
頁
）

『
惣
赦
免
』
は
、
そ
の
核
心
で
あ
っ
た
。
」
（
本
書
百
二
頁
）

た
と
す
る
。

第
四
、
勅
命
講
和

（
一
四
四
0
)

天
正
八
年
閏
三
月
五
日
の
勅
命
講
和
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
近
衛
前
久
と
い
う
人
物
は
『
多
聞
院
日
記
』
に
よ
れ
ば
武
家
方
一
辺
倒

の
公
家
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
時
の
勅
命
が
武
家
方
の
意
向
を
基
と
す
る
勅
命
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
天
皇
も
親
王
も
大
坂
退
城
を
希
望
す
る
、
そ
れ
が
仏
法
繁
昌
の
基
だ
、
と
臆
面
も
な
く
い
う
。
天
皇
家
の
権
威
が
ま
る
ご
と
織
田

苔
ん
り

権
力
に
よ
っ
て
動
員
さ
れ
て
い
る
実
情
は
お
お
い
よ
う
も
な
い
。
大
坂
方
も
ま
た
一
貫
し
て
こ
の
講
和
を
『
叡
慮
」
「
禁
裏
様
』
の
命

に
よ
る
『
御
赦
免
』
な
れ
ば
こ
そ
だ
、
法
敵
信
長
へ
の
屈
伏
で
は
な
い
、
と
い
う
姿
勢
を
と
り
つ
づ
け
て
い
た
。
そ
の
裏
に
は
、
顕
如

の
信
長
に
対
す
る
決
起
の
論
理
と
し
て
の
『
法
敵
』
信
長
論
を
、
『
天
下
』
信
長
論
に
よ
っ
て
破
砕
し
え
な
い
ま
ま
、
本
願
寺
側
の
王

法
仏
法
両
輪
の
伝
統
的
な
思
考
の
形
式
に
乗
じ
て
、
「
叡
慮
」
（
天
皇
11
王
法
）
を
か
か
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
敵
論
を
お
さ
え
こ
も

う
と
い
う
、
信
長
の
深
謀
が
か
く
さ
れ
て
い
た
。
本
願
寺
を
王
法
為
本
に
回
帰
さ
せ
る
”
勅
命
講
和
の
体
制
“
と
、
こ
れ
を
よ
ぽ
う
。

「
法
敵
信
長
に
は
法
城
を
渡
さ
ぬ
と
い
い
、
『
法
敵
の
巣
と
な
り
果
て
候
は
ん
こ
と
一
宗
の
無
念
』
と
も
い
っ
た
。
『
法
敵
を
討
て
」

が
教
如
決
起
の
論
理
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
決
起
ア
ピ
ー
ル
で
「
叡
慮
へ
も
、
た
つ
て
お
こ
と
わ
り
し
、
御
一
宗
の
存
続
を
』
と

も
ら
す
あ
た
り
、
抗
戦
派
の
教
如
側
も
、
す
で
に
信
長
の
た
く
ら
ん
だ
勅
命
講
和
の
秩
序
に
と
ら
え
こ
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
ほ
か
は

藤
木
氏
は
、
百
二
頁
、
百
六
頁
に
以
上
の
ご
と
く
述
べ
る
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
勅
命
講
和
の
体
制
が
本
願
寺
を
し
て
王
法
為
本
に

関
法
第
四
一
巻
第
五
・
六
号
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九

回
帰
さ
せ
る
と
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
仏
法
為
本
と
王
法
為
本
を
両
輪
論
|
―
種
の
循
環
論
と
し
て
短
絡
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

原
始
浄
土
真
宗
の
思
想
に
お
い
て
は
、
王
法
為
本
と
仏
法
為
本
は
両
輪
論
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
本
質
は
厳
し

く
対
立
す
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
法
為
本
の
立
場
に
即
す
る
な
ら
ば
、
王
法
（
藤
本
氏
は
こ
れ
を
天
皇
と
同
義
と
し
て
い
る
）

為
本
と
い
う
転
向
は
、
天
皇
制
神
道
の
呪
術
的
血
統
序
列
主
義
と
い
う
呪
術
思
想
に
転
落
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は

仏
法
上
の
原
罪
思
想
を
天
皇
に
対
す
る
反
逆
罪
と
い
う
現
世
的
反
逆
罪
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
単
に
叡
慮
に

よ
っ
て
法
敵
論
を
抑
え
る
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で
は
な
く
、
現
世
的
呪
術
思
想
に
転
落
せ
し
め
る
と
い
う
宗
教
思
想
の
呪
術
化
と
い
う

重
大
な
転
向
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
権
力
の
手
段
と
し
て
の
宗
教
の
真
相
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
勅
命
講
和
に
よ
っ
て
日
本
に
お
け
る
宗
教
思
想
は
、
呪
術
思
想
を
本
質
と
す
る
重
大
な
反
動
思
想
に
陥
っ
た
こ
と
を
意

一
宗
の
存
続
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
民
衆
の
宗
教
思
想
及
び
そ
れ
を
基
盤
と

す
る
自
治
と
解
放
の
存
続
と
い
う
こ
と
か
ら
既
に
遊
離
し
て
本
願
寺
自
身
の
存
続
を
考
え
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

呪
術
思
想
に
転
落
す
る
と
い
う
こ
と
は
血
統
的
身
分
差
別
主
義
を
む
し
ろ
輪
廻
に
よ
っ
て
民
衆
に
教
化
す
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

真
宗
の
教
義
が
転
落
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
侵
略
主
義
の
手
先
と
な
っ
て
侵
略
地
の
寺
院
に
六
字
名
号
を
何
等
の
思

想
的
矛
盾
を
感
ず
る
こ
と
な
く
付
与
す
る
と
い
う
理
由
が
あ
り
、
既
に
指
摘
し
た
侵
略
主
義
と
身
分
差
別
主
義
の
必
然
的
結
合
は
ま
さ
に

勅
命
講
和
に
こ
そ
そ
の
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
安
良
城
理
論
は
身
分
差
別
主
義
（
幻
想
的
上
昇
論
）
と
侵
略
主
義
と

い
う
も
の
を
断
絶
さ
せ
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
そ
の
理
論
の
不
当
性
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う

に
仏
法
上
の
原
罪
、
仏
法
上
の
地
獄
と
い
う
も
の
を
現
世
の
反
逆
罪
と
し
て
把
握
し
た
、
そ
し
て
勅
命
講
和
違
反
の
門
徒
を
現
世
の
地
獄

に
陥
る
べ
き
反
逆
者
、
人
間
の
顔
を
し
た
ケ
ダ
モ
ノ
と
し
て
身
分
貶
下
し
奴
隷
身
分
へ
の
貶
下
を
な
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
勅
命
講
和

石
山
本
願
寺
合
戦
の
意
義

味
す
る
の
で
あ
る
。
教
如
の
決
起
の
言
葉
に
、

（
一
四
四
一
）



の
不
服
従
者
、
す
な
わ
ち
最
も
純
粋
な
信
仰
の
人
々
を
最
も
稿
れ
た
信
仰
の
徒
と
し
て
現
世
の
最
も
け
が
ら
わ
し
い
反
逆
者
と
し
て
身
分

貶
下
す
る
と
い
う
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
本
願
寺
は
こ
の
ケ
ダ
モ
ノ
を
抱
え
込
み
、
恭
順
の
集
団
と
し
て
監
視
し
教
化
す
る
と
い
う
こ

と
を
秀
吉
に
誓
約
し
た
の
で
あ
り
、
最
も
呪
術
的
な
思
想
、
血
統
主
義
の
感
想
体
系
に
転
落
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
本
願
寺
の
屋
敷

地
に
な
ぜ
稿
多
屋
敷
を
置
い
た
か
と
い
う
理
由
を
解
く
鍵
が
あ
る
。
本
願
寺
が
天
正
十
三
年
四
月
大
田
城
に
お
け
る
最
後
の
一
向
一
揆
の

抵
抗
が
粛
清
さ
れ
た
直
後
、
蔵
寺
組
織
を
定
立
し
た
と
い
う
理
由
を
解
く
鍵
が
あ
る
。

第
五
、
新
寺
内
町
の
創
設
と
一
揆
寺
内
の
破
却

（
一
四
四
二
）

従
来
の
学
説
は
自
治
都
市
と
し
て
の
寺
内
町
の
自
治
の
問
題
の
重
要
性
を
看
過
し
、
単
な
る
治
外
法
権
的
都
市
と
し
て
把
握
す
る
が
故

に
、
織
豊
政
権
の
下
に
お
け
る
新
寺
内
町
の
創
設
を
治
外
法
権
を
取
り
払
っ
た
都
市
と
い
う
理
解
を
な
し
、
寺
内
町
と
新
寺
内
町
と
の
両

者
の
連
続
性
を
主
張
す
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
自
治
を
破
壊
す
る
こ
と
が
い
か
に
重
大
な
思
想
的
変
革
、
す
な
わ
ち
宗
教
思
想
の
呪

術
化
に
対
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

「
信
長
が
お
な
じ
元
亀
三
年
(
-
五
七
二
）
三
月
に
摂
津
一
向
衆
の
集
中
す
る
尼
崎
に
発
し
た
七
か
条
か
ら
な
る
禁
制
が
そ
れ
で
あ

る
。
い
ま
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
写
し
だ
が
、
も
と
は
あ
の
加
納
と
お
な
じ
よ
う
に
、
木
板
の
高
札
と
し
て
屋
外
に
掲
示
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
条
文
の
あ
ら
ま
し
は
①
市
場
・
寺
内
に
陣
ど
っ
た
り
、
武
装
し
て
出
入
り
し
て
は
な
ら
ぬ
。
②
軍
用
金
・
兵
根
米

を
課
し
て
は
な
ら
ぬ
。
③
強
引
な
質
（
借
金
）
取
り
を
し
て
は
な
ら
ぬ
。
④
徳
政
（
貸
し
借
り
無
効
令
）
の
適
用
を
免
除
す
る
。
⑤
敵

方
の
者
も
立
入
り
自
由
。
⑥
棟
別
（
家
税
）
や
臨
時
賦
課
は
す
べ
て
免
除
。
⑦
寺
内
の
竹
木
を
伐
採
し
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
明
ら
か

な
楽
市
令
で
あ
る
。
」
（
本
書
百
十
六
頁
）
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藤
木
氏
は
、
本
書
百
十
六
頁
に
、
信
長
が
元
亀
三
年
三
月
に
摂
津
一
向
衆
の
集
中
す
る
尼
崎
に
発
し
た
七
か
条
か
ら
な
る
禁
制
を
解
説

し
て
、
こ
れ
は
む
し
ろ
楽
市
令
を
中
心
と
す
る
寺
内
市
場
の
「
織
田
権
力
の
監
視
下
」
の
解
放
性
と
い
う
伝
統
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る

が
、
第
一
条
に
あ
る
武
装
解
除
の
問
題
は
実
は
自
治
都
市
の
市
民
の
武
装
能
力
の
剥
奪
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
。

こ
れ
も
、
自
治
都
市
の
問
題
で
、
単
に
治
外
法
権
的
都
市
と
解
す
る
が
故
の
誤
り
で
あ
り
、
ま
た
強
引
な
質
取
禁
止
に
し
て
も
、
こ
れ
は

実
は
民
事
的
な
意
味
の
自
力
救
済
の
禁
止
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
書
百
十
九
頁
に
は
「
寺
内
特
権
の
解
体
こ
そ
信
長
の
統
一
権
力
へ
の
最
大
の
画
期
」
で
あ
る
と
す
る
藤
本
氏
の
理
解
を
述
べ
、
脇
田

氏
理
論
と
の
間
に
微
妙
な
相
違
が
あ
る
と
す
る
が
、
こ
こ
に
勅
命
講
和
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
要
す
る
に
、
分
権
の
極
限
と
し
て
の
寺
内
特
権
を
把
握
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

本
書
百
十
九
頁
に
は
「
『
大
坂
並
み
』
の
解
体
」
と
し
て
『
和
泉
一
国
、
一
揆
寺
内
の
こ
と
、
こ
と
ご
と
く
破
却
せ
し
む
べ
し
』
と
い

う
貝
塚
寺
内
の
一
揆
衆
の
掃
討
を
命
じ
た
指
令
が
あ
り
、
百
二
十
頁
に
は
「
織
田
権
力
の
ね
ら
い
は
、
結
衆
（
一
揆
）
の
信
心
の
象
徴

一
揆
び
と
の
社
会
生
活
の
拠
点
と
し
て
の
一
揆
寺
内
を
解
体
さ
せ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い

た
。
」
と
す
る
が
、
こ
こ
に
は
結
衆
の
信
心
の
中
心
と
し
て
の
寺
院
と
一
揆
び
と
の
社
会
生
活
が
分
裂
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
両
者
を
分
裂
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
寺
内
町
そ
の
も
の
に
対
す
る
誤
解
を
意
味
す
る
。
浄
土
真
宗
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
仏
性
の
絶
対
的
平
等
を
基
と
す
る
と
い
う
信
仰
を
信
頼
す
る
人
々
の
身
分
解
放
の
拠
点
と
し
て
の
寺
内
破
却
は
、
単
な
る
統
一

権
力
に
よ
る
諸
都
市
の
連
合
の
解
体
で
は
な
く
し
て
、
信
仰
を
紐
帯
と
す
る
自
治
都
市
連
合
す
な
わ
ち
「
大
坂
並
み
」
の
解
体
で
あ
り
、

全
国
に
わ
た
る
人
民
的
階
級
編
成
の
解
体
を
企
画
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
土
一
揆
は
流
通
の
担
い
手
を
中
心

石
山
本
願
寺
合
戦
の
意
義

と
し
て
の
寺
院
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、

（
一
四
四
三
）



と
す
る
一
揆
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
拡
大
し
た
海
賊
衆
は
既
に
全
国
的
連
携
を
可
能
に
す
る
客
観
的
条
件
を
保
有
し
て
い
た
と

本
書
百
二
十
頁
に
は
「
和
泉
一
国
一
揆
の
中
心
に
あ
っ
た
大
坂
湾
頭
の
貝
塚
寺
内
は
、
そ
の
「
基
立
書
』
に
よ
れ
ば
、
も
と
白
砂
青
松

の
海
浜
に
、
天
文
二
四
年
(
-
五
五
五
）
、
廻
船
を
業
と
す
る
『
渡
り
』
び
と
の
こ
ん
た
屋
や
、
農
村
に
根
ざ
し
て
業
を
い
と
な
む
麹
売

り
の
さ
こ
屋
な
ど
、
こ
の
あ
た
り
の
住
民
た
ち
の
手
で
、
貝
塚
道
場
を
中
心
に
し
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
」
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

百
二
十
一
頁
に
は
南
河
内
の
富
田
林
寺
内
に
つ
い
て
の
脇
田
氏
の
研
究
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
古
く
『
富
田
芝
』
と
い
わ
れ
た
広
野

に
開
発
が
進
む
の
は
、
戦
国
時
代
に
こ
こ
に
寺
内
が
ひ
ら
か
れ
て
の
ち
、
永
禄
・
天
正
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
由
緒
を
伝

え
る
『
古
記
』
に
よ
れ
ば
、
『
八
人
衆
の
年
寄
出
仕
い
た
し
、
芝
地
開
発
つ
か
ま
つ
り
、
御
堂
を
守
護
し
、
寺
内
に
、
七
筋
八
町
の
町
割

つ
か
ま
つ
り
、
富
田
村
と
命
名
す
』
と
語
ら
れ
る
。
」
と
藤
木
氏
は
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
に
よ
れ
ば
富
田
林
寺
内
は
中
世
後
期
の
惣

村
の
連
続
的
発
展
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
渡
り
び
と
や
海
賊
衆
を
中
心
と
す
る
川
内
都
市
、
港
湾
都
市
に
お
け
る
ご
と
き
徹

底
し
た
身
分
解
放
の
動
向
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
の
で
あ
り
、
寺
内
町
に
つ
い
て
も
農
村
か
ら
の
連
続
的
発
展
を
基
本
と
す
る
寺

内
町
と
、
海
賊
衆
の
拠
点
と
す
る
寺
内
町
と
の
間
に
重
大
な
相
違
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
富
田
林
寺
内
が
な
ぜ
石

山
本
願
寺
合
戦
に
参
加
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
理
由
を
解
明
す
る
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
一
四
四
四
）

み
か
づ
き

本
書
百
二
十
一
頁
に
は
紀
州
沿
岸
に
お
け
る
三
十
六
カ
所
に
わ
た
る
「
塩
浜
」
す
な
わ
ち
塩
田
と
「
三
日
月
ノ
芝
」
と
い
わ
れ
る
新

開
田
の
芝
地
を
め
ぐ
る
争
い
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
藤
木
氏
は
こ
れ
は
い
か
に
も
「
川
内
世
界
ら
し
い
争
」
い
で
あ
り
、
後
世
の
由
緒

み

か

ら

み

さ

い

か

書
に
よ
れ
ば
紀
州
一
揆
の
内
部
に
お
け
る
三
鍼
衆
と
雑
賀
衆
の
と
の
対
立
の
原
因
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
果
し
て
そ
れ
を
川
内
世
界
の
内

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

関
法
第
四
一
巻
第
五
・
六
号



第
六
、
信
長
、
秀
吉
の
天
下
概
念

部
の
都
市
の
争
い
と
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
、
土
地
の
占
拠
を
基
盤
と
す
る
寺
内
町
、
脇
田
氏
は
こ
れ
を
も
っ
て
寺
内
町
の
重
要
な
も
の

と
す
る
が
、
そ
れ
と
川
内
都
市
と
し
て
の
寺
内
町
と
は
む
し
ろ
峻
別
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
く
と
も
身
分
解
放
の
徹
底
と
い
う
思

想
に
注
目
す
れ
ば
、
両
者
の
間
に
重
要
な
相
違
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

藤
木
氏
は
、
「
大
坂
並
み
」
と
い
う
の
は
仏
法
の
世
界
を
は
み
出
す
政
治
的
な
「
大
坂
並
み
」
体
制
の
形
成
で
あ
り
、
統
一
権
力
が
一

揆
寺
内
破
却
と
い
う
と
き
目
指
し
て
い
た
の
は
「
大
坂
並
み
」
特
権
の
破
砕
で
あ
り
、
そ
の
根
源
に
あ
る
石
山
本
願
寺
の
解
体
で
あ
っ
た

と
述
べ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
仏
法
の
世
界
と
い
う
の
は
身
分
解
放
と
は
無
縁
の
世
界
で
あ
り
、
身
分
解
放
を
目
的
と
す
る
体
制
は
仏
法
の

世
界
を
は
み
出
す
体
制
と
い
う
見
解
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
大
坂
並
み
」
の
体
制
は
「
治
外
法
権
の
世
界
」
の
形
成
と
い
う

こ
と
に
帰
着
す
る
。
思
想
運
動
と
身
分
解
放
運
動
と
は
本
来
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
民
衆
の
身
分
解
放
闘
争
の
連

帯
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
の
呪
術
化
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
決
す
る
拒
否
の
闘
争
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
全
く
無
視

さ
れ
て
い
る
。
「
大
坂
並
み
」
と
い
う
の
は
諸
都
市
に
よ
る
治
外
法
権
の
獲
得
で
は
な
く
し
て
、
連
合
で
あ
り
、
自
治
都
市
の
連
帯
で
あ
り
、

人
民
的
階
級
の
編
成
へ
向
か
う
動
向
を
必
然
的
に
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
全
く
無
視
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
信
長
、
秀
吉
の
天
下
概

念
は
、
こ
の
よ
う
な
人
民
階
級
的
結
束
を
破
壊
す
る
暴
力
国
家
た
る
こ
と
を
隠
蔽
す
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
全
く
無
視
さ
れ
、
単

な
る
統
一
国
家
—
近
代
の
集
権
国
家
に
準
ず
る
統
一
国
家
を
あ
ら
わ
す
概
念
と
し
て
美
化
さ
れ
る
。

石
山
本
願
寺
合
戦
の
意
義

（
一
四
四
五
）



日
本
に
お
け
る
荘
園
制
の
解
体
は
寺
内
町
の
連
携
か
ら
す
る
荘
園
制
の
解
体
で
は
な
く
し
て
、
暴
力
的
権
力
の
側
か
ら
す
る
荘
圏
制
の

解
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
職
を
抽
象
化
し
た
、
様
々
な
職
の
特
質
を
抹
殺
し
た
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
土
地
の
重
層
的
権
利
体
系
と
い
う
も

の
を
、
様
々
な
権
利
の
特
質
を
生
か
し
な
が
ら
解
体
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
す
な
わ
ち
都
市
の
初
期
資
本
主
義
的
動
向
に
よ
る
解
体
で

は
な
く
し
て
、
権
力
の
側
か
ら
の
職
の
抽
象
化
に
よ
る
権
利
そ
の
も
の
の
解
体
、
権
力
に
よ
る
土
地
領
有
主
義
に
基
づ
く
解
体
で
あ
る
。

権
力
の
側
か
ら
の
荘
園
制
の
解
体
に
つ
い
て
、

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
国
家
の
財
政
的
利
害
関
心
は
こ
れ
に
預
か
っ
て
力
が
あ

る
と
す
る
（
「
社
会
経
済
史
要
論
」
）
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
荘
園
制
が
崩
壊
す
れ
ば
、
農
村
の
租
税
負
担
力
が
増
進
す
る
に
違
い
な
い
と
見

込
み
を
立
て
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
農
村
の
租
税
負
担
能
力
が
増
進
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
権
力
に
恭
順
な
ラ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
団
体
と

し
て
強
制
団
体
の
定
立
で
あ
り
、
人
民
自
治
組
織
の
否
定
で
あ
り
、

徹
底
せ
る
弾
圧
の
原
因
と
な
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

信
長
の
朱
印
状
に
基
づ
く
一
職
支
配
は
当
知
行
の
短
絡
化
で
あ
り
、
名
主
職
の
根
本
的
な
粛
清
で
あ
る
。
こ
こ
に
暴
力
的
な
土
地
領
有

権
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
一
職
支
配
は
戦
国
大
名
の
検
地
に
認
め
ら
れ
る
。
信
長
が
天
正
四
年
と
い
う
石
山
決
戦
の
直
前
の
時
期
に
「
分

国
統
治
の
基
本
法
令
と
し
て
、
『
朱
印
次
第
』
と
い
う
荘
園
政
策
を
明
示
し
て
い
た
」
（
百
三
十
二
頁
）
と
藤
木
氏
は
述
べ
、
「
信
長
の
土

い
つ
し
き

地
大
権
」
の
も
と
に
荘
園
を
編
成
し
な
お
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
保
障
の
内
容
と
し
て
し
ば
し
ば
み
え
る
『

i

職
の
こ
と
』
と
い
う
条

し

き

み

よ

う

し

ゅ

に

じ

ゅ

う

な

n

件
指
示
に
つ
い
て
、
領
主
権
益
（
職
）
の
複
雑
な
関
係
の
抽
象
化
と
「
名
主
百
姓
側
に
む
か
っ
て
、
『
他
納
』
『
二
重
成
』
を
厳
禁
し
『
指

出
」
の
提
出
を
命
じ
て
、
負
担
関
係
の
整
理
掌
握
を
ね
ら
っ
て
い
る
」
こ
と
と
表
裏
一
体
の
指
令
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
『
他
納
』
と
『
ニ

第
七
、
荘
園
制
の
形
骸
化
、

関
法
第
四
一
巻
第
五
・
六
号

一
揆
寺
内
の
粛
清
が
や
が
て
は
自
治
を
喪
失
し
た
都
市
・
農
村
へ
の

一
職
支
配
の
本
質

一四

（
一
四
四
六



「
織
田
権
力
の
国
掟
の
施
行
を
ま
か
さ
れ
た
柴
田
勝
家
が
あ
く
る
四
年
三
月
、
越
前
国
中
に
発
令
し
た
全
七
条
か
ら
な
る
掟
書
が

あ
る
。
か
つ
て
の
一
揆
衆
ー
ー
名
主
百
姓
（
二
条
）
•
土
民
百
姓
（
五
条
）
•
在
々
百
姓
（
七
条
）
ー
の
「
人
足
』
『
賄
』
な
ど
軍
事

も
つ
ば

徴
用
の
軽
減
を
は
か
っ
て
、
「
耕
作
専
ら
に
』
さ
せ
、
『
主
ど
り
』
や
他
郷
へ
の
逃
亡
移
住
を
禁
じ
て
、
か
れ
ら
を
百
姓
と
し
て
一
向

頁）

る
で
あ
ろ
う
。

一
向
一
揆
の
粛
清
と
検
地
の
強
行

一
五

重
成
』
の
厳
禁
は
名
主
層
が
多
元
的
な
支
配
関
係
、
主
従
関
係
を
百
姓
た
ち
と
編
成
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
農
民
を
ラ
イ

ト
ゥ
ル
ギ
ー
的
な
農
村
団
体
に
封
じ
込
め
る
政
策
で
あ
っ
て
、
後
の
太
閤
検
地
の
お
け
る
作
合
否
定
の
源
流
を
成
す
と
い
う
こ
と
が
で
き

「
越
前
に
検
地
が
強
行
さ
れ
た
の
は
一
向
一
揆
壊
滅
の
直
後
で
あ
っ
た
。
ほ
か
の
各
地
で
本
格
的
な
検
地
が
行
な
わ
れ
る
の
は
、
天

正
八
年
(
-
五
八

0
)
の
石
山
戦
争
の
終
わ
り
が
画
期
で
あ
り
、
事
情
は
お
な
じ
で
あ
っ
た
。
織
田
方
の
検
地
政
策
ひ
と
つ
、
各
地
の

一
向
一
揆
や
石
山
戦
争
と
の
か
か
わ
り
を
ぬ
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
石
山
炎
上
の
日
、
京
に
の
ぽ
っ
て
い
っ
た
大
和
（
奈

つ
つ
い
じ
ゅ
ん
け
い

良
県
）
の
国
主
筒
井
順
慶
は
、
あ
く
る
八
月
三
日
、
『
国
中
諸
城
破
却
す
べ
し
』
と
い
う
信
長
の
城
割
り
命
令
を
う
け
て
帰
国
し
た
。

さ
ら
に
同
八
日
『
摂
州
・
河
州
（
大
阪
府
）
の
諸
城
こ
と
ご
と
く
破
却
』
と
い
う
指
令
が
あ
い
つ
い
で
だ
さ
れ
、
順
慶
も
河
内
へ
出
張

し
た
。
（
中
略
）
大
和
一
国
検
地
と
い
う
信
長
の
指
令
を
う
け
て
、
明
智
光
秀
と
滝
川
一
益
が
、
奈
良
の
興
福
寺
に
上
使
と
し
て
到
着

し
た
の
は
、
そ
う
し
た
地
な
ら
し
の
終
わ
っ
た
九
月
二
五
日
。
そ
し
て
、
あ
く
る
日
、
早
く
も
行
動
を
開
始
し
た
。
」
（
本
書
百
三
十
七

石
山
本
願
寺
合
戦
の
意
義

こ
の
点
に
関
す
る
藤
木
氏
の
叙
述
が
あ
る
。

第
八
、

（
一
四
四
七
）



一
向
一
揆
の
粛
清
は
身
分
差
別
解
放
の
動
向
の
粛
清
で
あ
り
、
こ
れ
は
必
然
的
に
身
分
差
別
の
強
行
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
り
、
ラ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
的
団
体
と
し
て
の
都
市
農
村
の
自
治
の
剥
奪
と
平
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
す
な
わ
ち
身
分
差
別
の
強

行
と
検
地
政
策
の
間
に
は
必
然
的
な
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
白
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
必
然
的
関
係
の
存
在
に
も
と
づ
い

て
、
な
ぜ
太
閤
検
地
に
賤
民
の
肩
書
記
載
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

教
行
寺
に
関
す
る
史
料
は
、
検
地
政
策
の
強
行
は
勅
命
講
和
以
後
に
抵
抗
し
た
一
向
衆
徒
の
摘
発
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
示

し
、
摘
発
し
た
一
向
衆
徒
を
賤
民
と
し
て
記
載
し
た
と
い
う
事
実
を
想
定
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

本
書
百
五
十
五
頁
に
は
本
願
寺
（
上
様
）

へ
、
諸
国
の
坊
主
衆
が
「
志
」
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
「
今
世
、
後
世
ト
リ
ハ
ヅ
ス
ベ
シ
」

と
い
う
記
録
、
こ
れ
は
十
六
世
紀
中
頃
、
近
江
堅
田
の
一
向
宗
の
庶
民
僧
が
子
孫
に
あ
て
て
害
き
置
き
し
た
一
文
で
あ
る
が
、
藤
木
氏
は
、

「
上
様
を
信
長
に
、
坊
主
・
門
徒
を
武
士
団
に
、
「
志
』
を
奉
公
に
、
今
世
・
後
世
を
現
在
・
未
来
に
お
き
か
え
て
読
め
ば
、
信
長
の
こ

の
論
法
が
、
ど
れ
ほ
ど
深
く
一
向
宗
の
そ
れ
を
対
立
的
に
意
識
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
が
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。
」
と
述
べ
る
。

実
は
本
願
寺
の
こ
の
論
法
な
る
も
の
は
本
願
寺
の
上
層
部
の
論
法
で
あ
り
、
顕
如
も
自
分
が
死
滅
す
れ
ば
仏
法
も
滅
び
る
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
こ
に
は
既
に
神
仏
習
合
傾
斜
へ
の
道
が
あ
り
、
呪
術
的
生
き
神
信
仰
に
傾
斜
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
が
門
徒
を
平

気
で
傭
兵
と
し
て
使
役
す
る
と
い
う
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
般
の
門
徒
、
末
々
の
門
徒
は
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
重
要

要
す
る
に
、

組
織
と
し
て
作
動
し
は
じ
め
て
い
た
。
」
（
百
四
十
九
頁
）

民
支
配
の
原
型
だ
と
断
定
し
う
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
」
（
本
書
百
四
十
頁
ー
百
四
十
一
頁
）
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（
一
四
四
八
）

一
揆
と
の
対
決
の
経
験
の
総
括
に
も
と
づ
い
て
創
出
さ
れ
た
農
村
政
策
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
統
一
政
権
の
農

「
指
出
を
通
じ
て
権
力
に
つ
か
ま
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
惣
中
は
、
村
人
の
た
め
の
結
合
と
い
う
よ
り
は
、
権
力
の
た
め
の
相
互
監
視



一七

な
事
実
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
土
真
宗
の
真
実
の
思
想
は
末
々
の
門
徒
の
こ
の
実
践
的
行
動
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
藤

ー
恭
順
の
倫
理
・
奴
隷
的
奉
公
と
の
間
に
は
、
峻
別
す
べ
き
問
題
が
あ
り
、

め
の
闘
争
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
本
願
寺
も
、
明
智
光
秀
に
、
ひ
そ
か
に
信
長
父
子
の
討
伐
を
祝
う
飛
脚
を
送
っ
て
い
た
。
」
（
本
書
百
六
十
四
頁
）

き
よ
う
に
よ

「
信
長
の
強
圧
に
抗
し
て
、
父
子
義
絶
の
ま
ま
影
を
ひ
そ
め
て
い
た
本
願
寺
教
如
も
姿
を
現
わ
し
、
天
皇
の
と
り
な
し
と
い
う
か
た

ち
で
雑
賀
に
い
る
父
顕
如
の
も
と
へ
も
ど
っ
て
き
た
。
」
（
百
六
十
五
頁
）

ひ
苔
こ
と
こ
と
し
き
う
さ
く

「
大
坂
普
請
二
、
諸
国
ヨ
リ
人
夫
来
テ
、
石
ヲ
曳
、
事
々
敷
造
作
」
（
『
多
聞
院
日
記
』
）
（
本
書
百
六
十
八
頁
）

ね

ご

ろ

こ

か

わ

「
天
正
―
一
年
春
の
こ
ろ
秀
吉
は
、
『
紀
州
表
、
根
来
・
粉
河
・
雑
賀
ノ
一
揆
ト
モ
』
の
勢
力
を
す
く
な
く
と
も
三
万
余
と
み
な
し
、

そ
の
抑
え
と
し
て
和
泉
岸
和
田
の
城
に
子
飼
い
の
中
村
一
氏
を
配
置
し
た
。
」
（
百
七
十
一
頁
）

「
紀
州
の
一
揆
衆
は
、
こ
の
岸
和
田
城
の
豊
臣
権
力
に
対
し
て
、
陸
上
に
『
雑
賀
衆
ノ
持
タ
ル
城
』
と
い
わ
れ
た
沢
城
、
「
根
来
寺

せ
ん
か
ん
ぽ
り
し
ゅ
＜
ぜ
ん
じ

衆
ノ
城
』
と
い
わ
れ
た
千
石
堀
・
積
善
寺
城
の
ほ
か
、
『
百
姓
持
タ
ル
城
』
と
い
わ
れ
た
畠
中
城
を
き
ず
く
な
ど
、

一
揆
と
し
て
の
あ

ら
た
な
積
極
的
な
抵
抗
と
、
百
姓
が
独
自
に
主
体
と
な
る
よ
う
な
深
化
を
し
め
し
て
い
た
。
海
上
で
も
一
揆
方
の
『
船
手
百
三
十
艘
ば

か
り
j

が
岸
和
田
城
か
ら
堺
の
港
ま
で
を
攻
撃
す
る
な
ど
、
水
軍
と
し
て
も
、
そ
の
健
在
ぶ
り
を
の
ぞ
か
せ
て
い
た
。
ま
た
、
雑
賀
年

寄
衆
と
い
わ
れ
た
国
侍
一
揆
衆
も
、
永
禄
六
年
(
-
五
六
三
）
以
来
の
一
向
宗
禁
制
を
解
除
し
た
徳
川
家
康
の
誘
い
に
応
じ
、
小
牧
・

長
久
手
戦
に
呼
応
し
て
、
公
然
と
秀
吉
に
敵
対
す
る
動
き
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
た
。
」
（
百
七
十
二
頁
）

石
山
本
願
寺
合
戦
の
意
義

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
藤
木
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

木
氏
の
ご
と
く
一
向
宗
全
体
の
論
理
と
見
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

（
一
四
四
九
）

一
向
一
揆
は
人
民
の
名
誉
と
自
立
的
品
位
を
た
か
め
る
た

一
向
一
揆
の
闘
争
継
続
の
た
め
の
「
志
」
と
信
長
へ
の
奉
公



重
要
な
点
は
、
こ
の
と
き
の
紀
州
一
揆
が
国
一
揆
で
あ
り
、

い
。
」
（
本
書
百
七
十
六
頁
）

（
一
四
五
0
)

「
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
雑
賀
一
揆
の
内
情
と
は
別
に
、
『
百
姓
持
タ
ル
城
』
を
和
泉
に
き
ず
く
ま
で
に
成
長
を
と
げ
て
い
た
紀
州

一
揆
は
、
秀
吉
軍
の
強
圧
や
国
衆
の
分
裂
に
よ
っ
て
も
、
た
だ
ち
に
解
体
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
の
紀
州
一
揆
は
国
一
揆
で
あ
り

一
向
一
揆
で
は
な
い
と
い
う
多
く
の
説
に
、
わ
た
く
し
は
同
意
で
き
な
い
。
何
よ
り
も
、
豊
臣
軍
の
先
鋒
が
三
月
二
三
日
攻
撃
を
開
始

し
て
以
来
、
四
月
二
二
日
水
攻
め
に
屈
し
て
降
伏
す
る
ま
で
、
じ
つ
に
一
か
月
の
あ
い
だ
、
国
衆
の
脱
走
や
裏
切
り
に
も
耐
え
て
、
太

ろ
う
じ
よ
う

田
城
に
籠
城
し
て
抵
抗
し
た
一
揆
び
と
の
戦
い
は
、
『
雑
賀
衆
ノ
持
タ
ル
城
』
と
峻
別
さ
れ
た
『
百
姓
持
タ
ル
城
』
の
存
立
と
と
も
に
、

や
は
り
織
田
・
豊
臣
政
権
に
対
し
て
抵
抗
し
つ
づ
け
て
き
た
最
後
の
一
向
一
揆
と
し
て
、
正
当
に
あ
と
づ
け
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
向
一
揆
で
は
な
い
と
い
う
多
く
の
学
説
に
藤
木
氏
は
同
意
し
な
い
と
述

べ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
が
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
は
、
天
正
八
年
間
三
月
五
日
勅
命
講
和
に
際
し
て
の
雑
賀
年
寄
衆
の

誓
詞
に
、
末
々
の
者
は
勅
命
講
和
に
不
服
従
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
と
き
の
年
寄
衆
の
中
に
土
橋
氏
が
欠
落
し
て
い

る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
天
正
八
年
四
月
十
五
日
付
の
越
中
国
坊
主
衆
、
門
徒
衆
に
宛
て
た
顕
如
の
書
状
に
よ
れ
ば
、
徒
者
が

勅
命
講
和
に
不
服
従
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
顕
如
の
書
状
に
勅
命
講
和
に
不
服
従
の
門
徒
を
末
々
の
者
な
い
し
は
徒
者
と
称

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
末
々
の
者
と
徒
者
は
勅
命
講
和
不
服
従
で
あ
る
門
徒
を
あ
ら
わ
す
同
義
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の

人
々
（
末
々
の
門
徒
）
が
最
後
の
一
向
一
揆
、
太
田
城
抵
抗
の
主
体
た
る
門
徒
で
あ
り
、
天
正
十
三
年
三
月
十
八
日
前
田
玄
以
宛
の
秀
吉

書
状
に
一
揆
の
張
本
人
と
い
わ
れ
た
人
々
で
あ
る
。
こ
の
人
々
が
降
伏
し
た
直
後
の
秀
吉
朱
印
状
に
遠
里
近
郷
の
徒
者
と
あ
る
。
こ
の
徒

者
は
末
々
の
者
（
末
々
の
門
徒
）
と
同
義
で
あ
り
、
勅
命
講
和
に
不
服
従
の
門
徒
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
最
後
の

一
向
一
揆
は
国
一
揆
な
ど
で
は
な
く
、
末
々
の
門
徒
の
一
揆
で
あ
り
、
ま
さ
に
一
向
一
揆
の
本
流
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

関
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一
九

右
の
秀
吉
朱
印
状
に
よ
れ
ば
平
百
姓
と
地
百
姓
の
処
置
は
峻
別
さ
れ
て
お
り
、
地
百
姓
は
在
々
百
姓
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
武
装
解
除

さ
れ
た
後
、
在
所
に
お
い
て
百
姓
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
平
百
姓
は
切
首
の
刑
を
免
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
す

な
わ
ち
あ
わ
れ
み
に
よ
っ
て
助
命
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
在
所
に
帰
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
平
百
姓
こ
そ
同
じ
朱
印
状

に
あ
る
徒
者
（
末
々
の
門
徒
）
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
末
々
の
門
徒
ー
勅
命
講
和
不
服
従
の
門
徒
は
、
秀
吉
の
書
状
に
よ
れ
ば
勅
命

に
違
反
し
た
ケ
ダ
モ
ノ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
藤
木
氏
本
書
百
七
十
七
頁
に
は
平
百
姓
以
下
に
も
耕
作
の
地
を
与
え
た
、
す
な
わ
ち
百
姓

概
念
に
包
括
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
平
百
姓
と
地
百
姓
の
概
念
の
区
別
を
混
乱
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

本
書
百
七
十
八
頁
に
は
「
大
坂
へ
凱
旋
す
る
秀
吉
を
、
和
泉
貝
塚
の
顕
如
父
子
は
途
中
に
わ
ざ
わ
ざ
出
む
か
え
て
、
祝
勝
の
宴
を
も
う

み
け
し
き

け
て
い
た
。
秀
吉
は
『
こ
と
の
ほ
か
御
気
色
よ
く
」
上
機
嫌
で
あ
っ
た
と
い
う
。
（
中
略
）
と
つ
ぜ
ん
秀
吉
は
法
主
に
本
願
寺
の
「
寺
内
」

を
こ
の
大
坂
城
の
近
く
に
あ
た
え
よ
う
と
い
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

し
か
し
『
本
願
寺
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
秀
吉
は
上
機
嫌
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
立
腹
し
、
二
十
五
日
本
願
寺
が
詫
び
ご
と
を
申
し
出

た
の
で
機
嫌
を
直
し
た
と
あ
る
。
詫
び
ご
と
の
内
容
は
二
十
八
日
の
項
に
あ
る
よ
う
に
、
大
坂
本
願
寺
の
境
内
地
に
渡
辺
の
在
所
を
置
く

と
い
う
こ
と
を
申
し
出
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
願
寺
境
内
地
に
賤
民
の
在
所
を
設
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
坂
ヘ

の
寺
基
移
転
す
な
わ
ち
大
坂
城
の
近
く
に
寺
内
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
と
渡
辺
の
在
所
を
寺
内
に
置
く
と
い
う
こ
と
、
本
願
寺
の
再
建
と

そ
の
屋
敷
地
内
に
賤
民
を
置
く
と
い
う
こ
と
が
不
可
分
の
一
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
す
。
こ
の
と
き
ケ
ダ
モ
ノ
と
し
て
秀

吉
政
権
を
悩
ま
し
た
者
は
勅
命
講
和
不
服
従
の
末
々
の
門
徒
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
ケ
ダ
モ
ノ
た
る
末
々
の
門
徒
を
賤
民
と
し
て
屋
敷
地

内
に
抱
え
込
ん
で
監
視
す
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
出
て
、
そ
の
こ
と
を
条
件
と
し
て
本
願
寺
の
再
建
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
願

寺
の
再
建
は
そ
の
出
発
点
か
ら
寺
基
に
稿
多
屋
敷
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
、
稿
多
屋
敷
を
本
願
寺
屋
敷
地
内
に
包
括
す
る
と
い
う
意
味

石
山
本
願
寺
合
戦
の
意
義

（
一
四
五
一
）



し
て
い
る
。

け
い
れ
た
の
で
あ
る
。

（
一
四
五
二
）

|
—
こ
の
こ
と
は
部
落
寺
院
の
組
織
の
創
設
を
意
味
す
る
ー
で
の
再
建
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
本
願
寺
の
再
建
と
部
落
寺
院
の

組
織
の
創
設
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
は
、
権
力
に
迎
合
す
る
宗
教
行
政
に
積
極
的
に
参
加
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
呪
術

信
仰
へ
の
宗
教
の
決
定
的
転
落
が
あ
る
。
教
如
は
そ
の
後
不
服
従
の
門
徒
の
宣
撫
に
あ
た
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
勅
命
講
和
の
際
、
末
々

の
門
徒
の
圧
力
に
屈
し
て
勅
命
講
和
不
服
従
の
格
好
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
そ
の
責
任
を
追
求
さ
れ
て
、
教
如
は
勅
命
講
和
不
服
従

の
門
徒
を
鎮
圧
す
る
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
石
山
本
願
寺
合
戦
の
粛
清
は
、
政
治
と
宗
教
の
厳
格
な
分
離
、
神
の
も
と
の
平
等
、
仏
の
も
と
の
平
等
の
思
想
に
も
と
づ

く
人
民
の
自
治
的
結
合
を
徹
底
的
に
う
ち
く
だ
き
粛
清
す
る
も
の
で
あ
り
、
真
の
意
味
の
合
理
的
思
想
、
解
放
的
思
想
を
勅
命
講
和
に
よ

り
呪
術
信
仰
、
権
力
の
手
段
と
し
て
の
宗
教
に
転
落
せ
し
め
る
決
定
的
な
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

被
差
別
部
落
が
、
何
故
穣
寺
を
中
心
と
し
た
全
国
的
に
組
織
さ
れ
た
か
、
そ
の
制
度
的
根
源
が
勅
命
講
和
に
屈
伏
し
た
本
願
寺
が
自
ら

の
屋
敷
地
に
身
分
貶
下
さ
れ
た
賤
民
を
か
か
え
こ
み
監
視
す
る
こ
と
を
秀
吉
に
申
し
出
た
そ
の
時
点
に
あ
る
と
い
っ
た
問
題
は
、
石
山
本

願
寺
合
戦
及
び
勅
命
講
和
に
対
す
る
不
服
従
と
し
て
抵
抗
を
つ
づ
け
て
い
た
最
後
の
一
向
一
揆
の
粛
清
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明

す
る
。
最
も
純
粋
な
信
仰
の
徒
に
対
し
最
も
穣
れ
た
信
仰
の
徒
と
い
う
烙
印
を
お
す
と
い
う
転
向
を
権
力
と
一
体
と
な
っ
た
本
願
寺
が
う

最
近
横
行
す
る
中
世
賤
民
起
源
説
な
る
も
の
は
、
か
か
る
重
大
な
意
義
を
も
つ
部
落
寺
院
の
組
織
の
創
設
に
対
し
全
く
の
無
知
を
暴
露

関
法
第
四
一
巻
第
五
・
六
号

二
0




