
「
初
期
武
家
法
に
於
け
る
所
領
没
収
の
制
度
」
な
る
論
考
で
、
中
世
武
家
法
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
刑
罰
体

か
つ
て
牧
健
二
博
士
は
、

系
の
な
か
で
も
、
正
刑
と
し
て
の
財
産
刑
優
位
の
法
体
系
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
中
世
法
に
お
け
る
所
領
没
収
刑
の
盛
行
と
い
う
現

象
の
諸
原
因
を
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
か
か
る
所
領
没
収
刑
の
先
駆
的
形
態
と
し
て
、
紀
伊
国
高
野
山
領
官
省
符
庄
に
お

(
1
)
 

け
る
庄
例
を
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
官
省
符
庄
の
庄
例
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
、
在
地
に
お
け
る
種
々
の
動
向
、

と
り
わ
け
、
積
極
的
な
対
応
を
示
し
た
「
住
人
」
層
に
注
目
し
て
、
庄
園
法
形
成
過
程
の
考
察
を
こ
こ
ろ
み
た
も
の
で
あ
る
。
庄
園
法
が

次
第
に
「
往
古
例
」
、
「
常
例
」
と
し
て
固
定
さ
れ
、
確
立
さ
れ
る
に
至
る
に
は
、
こ
れ
ら
「
住
人
」
層
の
果
し
た
役
割
が
極
め
て
大
き

か
っ
た
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
い
わ
い
成
立
期
官
省
符
庄
に
関
し
て
は
、
既
に
、
そ
れ
ぞ
れ
観
点
は
異
な
る
が
、
上
横
手
雅
敬
氏
を

は
じ
め
と
し
て
、
木
村
茂
光
氏
、
田
中
文
英
氏
等
に
よ
る
、
詳
細
に
し
て
精
力
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
は
も
と
よ
り
こ
れ
ら

(
2
)
 

先
学
の
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

市

中
世
初
期
高
野
山
領
官
省
符
庄
に
お
け
る

庄
園
法
の
形
成
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治
安
三
年

(
1
0二
三
）
・
永
承
三
年

(
1
0四
八
）
の
二
度
に
わ
た
る
、

四
五
」
（
二
八
七
）

高
野
山
領
膝
下
庄
園
の
な
か
で
も
寺
領
の
中
心
と
称
さ
れ
た
金
剛
峯
寺
領
官
省
符
庄
は
、
十
一
世
紀
の
中
頃
、
永
承
四
年

(
1
0四
九
）

に
、
太
政
官
符
に
よ
っ
て
不
輸
不
入
を
認
め
ら
れ
、
こ
こ
に
寺
領
と
し
て
の
官
省
符
庄
の
成
立
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
境
域
は
嵯
峨

谷
を
西
の
境
と
し
、
東
は
東
谷
、
北
は
葛
城
山
の
分
水
嶺
、
南
は
紀
ノ
川
に
か
こ
ま
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
作
田
は
、

(
3
)
 

長
社
村
、
大
野
村
に
、
わ
ず
か
に
二
十
五
町
余
し
か
な
く
、
そ
の
大
部
分
は
荒
野
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
高
野
山
の
寺

田
は
、
も
と
も
と
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
田
租
を
勅
免
さ
れ
た
、
紀
伊
国
四
郡
に
散
在
す
る
三
十
八
町
の
水
陸
田
が
あ
る
に
す
ぎ
な
か

入
に
力
を
得
て
、
先
の
水
陸
田
と
相
博
し
て
、
政
所
前
田
井
荒
野
の
承
認
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
康
乎
六
年

(
1
0六
―
―
-
)
に

は
紀
伊
国
司
藤
原
重
経
に
よ
っ
て
、
万
灯
会
料
所
を
収
公
し
た
代
償
と
し
て
、
官
省
符
庄
の
西
隣
の
揖
里
村
、
大
谷
村
の
領
有
が
認
め
ら

(

4

)

 

れ
、
後
に
下
方
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
紀
ノ
川
南
岸
の
、
空
海
が
常
住
の
場
と
し
て
い
た
、
由
緒
の
深
い
所
に
置
か
れ
た
政
所

付
近
の
里
内
も
官
省
符
庄
に
編
入
さ
れ
て
河
南
と
称
さ
れ
、
最
初
官
符
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
河
北
と
併
せ
て
、
広
大
な
境
域
を
も
つ
庄

園
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
内
は
、
大
部
分
が
荒
野
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
高
野
山
自
身
が
独
自
に
庄

園
経
営
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
官
省
符
庄
の
成
立
か
ら
ほ
ぼ
四
十
年
を
経
た
寛
治
年

中

(
1
0八
七

-
1
0九
三
）
に
、
坂
上
経
澄
な
る
も
の
が
、
寺
家
所
司
行
賢
を
殺
害
し
、
そ
れ
が
た
め
庄
内
か
ら
追
却
さ
れ
、
庄
内
の

(
5
)
 

所
領
田
畠
八
十
余
町
を
、
寺
家
政
所
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
庄
内
で
八
十
余
町
の
所
領
を
有
し
て
い

た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
経
澄
が
こ
の
地
方
の
有
力
土
豪
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
う
る
が
、
経
澄
の
祖
父
に
あ
た
る
坂
上
晴
澄
は
、
前
国
司

っ
た
が
、

中
世
初
期
高
野
山
領
官
省
符
庄
に
お
け
る
庄
園
法
の
形
成

藤
原
道
長
・
頼
通
親
子
の
政
所
河
北
・
河
南
の
施



山
上
を
追
放
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
お
わ
っ
た
。

「
伊
都
住
人
」
と
呼
ば
れ
る
紀
清
任
が
晴
澄
の
も
と
へ
来
着
し
て
家
人
と
な

(
7
)
 

り
、
以
来
三
代
に
わ
た
っ
て
坂
上
氏
の
家
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
れ
ら
を
自
己
の
支
配
下
に
お
き
、
中
世
的
な
在

地
領
主
へ
向
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
坂
上
氏
は
、
と
く
に
伊
都
郡
、
那
賀
郡
を
中
心
に
、
こ
の
地
方
に
古
く
か
ら
蝠
鋸
し

て
い
る
一
族
で
あ
り
、
郡
司
・
刀
禰
・
追
捕
使
等
の
肩
書
を
も
つ
も
の
や
、
従
六
位
の
位
、
宿
禰
の
姓
を
も
つ
も
の
を
見
出
だ
し
う
る
、

(
8
)
 

い
わ
ゆ
る
「
郡
司
的
土
豪
」
層
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
経
澄
の
追
放
後
、
そ
の
没
収
田
畠
は
「
要
人
」
に
宛
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
十
二
世
紀
初
頭
、
鳥
羽
僧
正
が
長
者
た
る
時
に
、

(
9
)
 

経
澄
は
安
楽
房
円
深
阿
閣
梨
を
通
じ
て
所
領
田
畠
の
返
還
を
は
か
っ
て
い
る
。
安
楽
房
円
深
は
、
第
十
代
執
行
興
胤
、
第
十
一
代
執
行
検

(10) 

校
維
範
の
預
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
次
第
に
発
言
力
を
強
め
て
い
っ
た
も
の
と
思
え
る
が
、
経
澄
は
か
か
る
人
物
と
の
い
わ
ゆ
る
「
強
縁
」

に
依
存
し
て
返
還
を
せ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
寺
家
庄
内
の
抵
抗
に
あ
い
、
円
深
自
身
も
「
大
衆
議
定
」
に
よ
っ
て

そ
の
後
永
久
年
間
（
一
ー
ニ
ニ
ー
―
―
―
七
）
に
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
事
件
が
発
生
す
る
。
す
な
わ
ち
、
長
行
任
の
私
宅
を
出
た
、
そ
の

子
僧
範
勝
が
政
所
前
に
て
寺
家
所
司
良
快
を
殺
害
せ
ん
と
し
て
刃
傷
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
良
快
は
こ
れ
を
捕
へ
、
寺
家

の
例
に
任
せ
て
追
却
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
長
行
任
に
対
し
て
も
縁
座
を
適
用
し
て
同
様
に
追
放
し
、
没
収
し
た
所
領
田
畠
を
請
料

(11) 

を
と
っ
て
「
要
人
」
に
宛
行
っ
た
の
で
あ
る
。
長
氏
も
ま
た
、
那
賀
・
名
草
両
郡
を
中
心
に
武
士
団
を
形
成
し
て
き
た
有
力
土
豪
と
し
て
、

坂
上
一
族
に
比
し
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。
同
族
と
思
わ
れ
る
が
、
伊
都
郡
の
郡
司
代
を
勤
め
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
那
賀
郡
神
野
・

(12) 

真
国
両
庄
の
開
発
領
主
の
子
孫
で
、
こ
れ
を
藤
原
成
通
に
寄
進
し
た
長
依
友
も
、
そ
の
一
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
長
氏
の
所
領
没
収
、
庄
内
追
却
以
降
、
約
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
長
氏
の
子
孫
に
よ
る
所
領
返
還
請
求
が
執
拗
に
行
な

(
6
)
 

平
惟
時
の
郎
等
と
し
て
勢
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

関
法
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六
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仁
は
、

わ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
「
要
人
」

11
住
人
層
の
徹
底
し
た
抵
抗
運
動
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

が
寛
助
か
ら
勝
覚
に
遷
替
す
る
や
、
行
任
の
孫
良
寛
は
、
経
円
・
永
誉
等
の
僧
を
頼
っ
て
田
畠
の
返
給
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
住
人
は
解
状
を
提
出
し
、
盗
犯
殺
害
に
対
し
て
は
追
放
刑
を
科
し
、
そ
の
没
収
田
畠
を
要
人
に
宛
行
う
こ
と
は
「
当
官
省
符
之
例
」

で
あ
る
こ
と
、
寺
家
政
所
前
で
謀
反
を
発
し
た
が
ゆ
え
に
、
先
例
に
よ
っ
て
庄
内
追
却
、
所
領
没
収
の
制
裁
を
科
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と

し
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

四
七

（
二
八
九
）

ま
ず
天
治
二
年
(
-
―
二
五
）
、

「
然
近
来
依

,

1

経
円
・
永
誉
等
1

田
畠
返
給
、

申
＿
云
々
、
是
各
随
＞
分
尽

-l資財
f

為
瓦
本
代
所
ー
ー
請
申
＿
田
畠
5

無
＞
由
被
ー
ー
返
取
f

愁
中
愁
也
、

（
中
略
）
然
間
田
畠
返
給
、
庄
内
居
住
仕

者
、
色
良
快
元
多
＞
畏
、
加
之
為
ー
ー
傍
輩
所
司
笥
大
愁
也
」
と
述
べ
、
ま
た
、
「
然
如
＞
此
返
給
者
、
彼
田
畠
請
人
御
庄
内
多
ー
ー
其
数
f

誰

(13) 

人
不
＞
致
＞
訴
哉
」
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
住
人
と
し
て
署
名
し
て
い
る
者
は
、
後
年
に
再
び
提
出
さ
れ
た
解
状
に
署
名
し
て
い
る
者
と

ほ
ぼ
同
一
の
人
々
で
あ
り
、
人
数
も
一
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
か
れ
ら
が
官
省
符
庄
を
構
成
す
る
民
衆
の
中
心
的
な
社
会
層
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
か
れ
ら
が
庄
内
の
数
多
く
の
「
田
畠
請
人
」
並
び
に
「
傍
輩
所
司
等
」
と
結
束

し
、
か
つ
指
導
的
な
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
れ
ら
の
訴
え
に
対
し
て
、
三
綱
を
含
む
所
司
等
が
証
判

を
加
え
、
山
上
の
裁
決
に
よ
っ
て
、
良
寛
の
意
図
は
ひ
と
ま
ず
阻
止
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
大
治
四
年
(
-
―
二
九
）
に

(14) 

も
良
寛
は
訴
を
な
し
、
住
人
が
長
者
勝
覚
の
外
題
を
得
て
田
畠
領
知
を
承
認
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
信
証
の
代
に
良
寛
は
さ
ら
に
画
策
し
て
、

行
任
の
所
領
田
畠
を
領
知
せ
よ
と
の
長
者
外
題
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
住
人
ら
が
重
ね
て
由
緒
を
陳
申
し
た
が

た
め
、
あ
ら
た
め
て
住
人
ら
に
宛
文
が
与
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
久
安
元
年
（
―
-
四
五
）
寛
信
が
長
者
に
任
ず
る
や
、
良
寛
の
弟
良

「
究
党
強
縁
」
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
御
判
」
を
賜
る
に
至
っ
た
。

(15) 

の
「
無
道
之
訴
」
を
停
止
さ
れ
ん
こ
と
を
請
求
し
て
解
状
を
提
出
し
、
あ
る
い
は
勘
状
を
進
め
た
が
、
実
現
せ
ぬ
ま
ま
長
者
が
寛
遍
に
変

中
世
初
期
高
野
山
領
官
省
符
庄
に
お
け
る
庄
園
法
の
形
成

そ
の
た
め
住
人
は
、

久
安
三
年
(
-
―
四
七
）
、
良
仁

令
＞
存
ー
ー
請
地
返
之
由
訴

長
者



（
二
九
0
)

り
、
仁
乎
二
年
（
―
-
五
二
）
に
至
っ
て
、
か
つ
て
要
人
の
ひ
と
り
と
し
て
没
収
田
畠
の
領
知
を
認
め
ら
れ
た
坂
上
行
澄
の
子
坂
上
真
澄

を
中
心
と
し
た
住
人
ら
は
、
さ
ら
に
代
々
長
者
の
判
状
、
傍
例
日
記
等
を
副
え
て
訴
え
る
に
お
よ
び
、
所
司
等
も
ま
た
、
「
如
＞
此
犯
過
之

輩
、
田
地
訴
返
之
条
、
為
二
御
庄
所
司
住
人
惣
山
上
山
下
一
大
訴
也
、
於
二
自
今
以
後
一
者
、
同
心
永
以
可
二
停
止

1

」
と
し
て
判
を
加
へ
、
つ

(16) 

い
に
良
仁
の
妨
げ
は
否
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
も
っ
て
長
氏
の
返
還
運
動
は
終
結
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
所
領
没
収
以
降
の
動
向
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
良
寛
・
良
仁
ら
の
返
還
請
求
の
根
拠
と
し
て
は
、
行
任
を
も
縁
座
に
よ
っ

(17) 

て
処
罰
す
る
こ
と
の
不
当
性
を
主
張
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
、
「
祖
父
行
任
之
処
分
」
あ
り
と
称
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ

(18) 

「
依
＞
為
ー
一
本
主
f

可
1

一
返
給
1

之
由
」
と
訴
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
右
の
本
主
権
は
、

中
世
武
家
法
上
の
本
主
権
と
は
考
察
す
べ
き
で
な
い
。
と
い
う
の
は
周
知
の
ご
と
く
鎌
倉
武
家
法
に
お
け
る
強
力
な
本
主
権
は
、
現
実
的

具
体
的
占
有
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
犯
過
人
の
子
孫
や
そ
の
一
族
に
犯
過
人
の
開
所
地
が
給
与
さ
れ
る
可
能
性
が
大
で
あ
っ

一
般
に
本
主
権
そ
の
も
の
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
逆
説
的
に
思
考
し
た
住
人
坂
上
真
澄
自
身
は
、
「
若
件
地
給
1

一
良
仁
一
者
、
経
澄
等
田
畠
争
不
二
領
知
一
乎
」
と
述
べ
て
、
過
去
の
本

主
権
に
基
づ
き
長
氏
の
領
知
を
認
め
る
な
ら
ば
、
同
じ
く
坂
上
経
澄
等
が
本
主
で
あ
っ
た
没
収
跡
地
も
、
子
孫
た
る
わ
れ
わ
れ
に
宛
行
わ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
し
て
、
高
野
山
を
激
し
く
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
非
難
に
は
現
実
の
占
有
の
事
実
を
権
利
と
合
体
し
て

考
察
す
る
武
家
法
的
領
知
権
の
主
張
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
鎌
倉
武
家
法
に
あ
っ
て
は
、
式
目
第
七
条
に
み
え

る
よ
う
に
、
た
と
え
本
主
で
あ
っ
て
も
、
既
に
闘
所
地
が
他
の
人
に
宛
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
．
人
物
に
罪
科
の
な
い
か
ぎ
り
本

主
へ
の
給
与
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
官
省
符
庄
の
住
人
ら
も
、
む
し
ろ
そ
の
点
を
、

も
は
や
動
か
し
え
な
い
と
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
要
求
を
、
耕
作
権
擁
護
の
た
め
の
農
民
的
な
発
想
と
し
て
一

た
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
官
省
符
庄
の
場
合
、

る
が
、
な
に
よ
り
も
重
要
な
の
は
、

関
法
第
二
六
巻
第
二
号

つ
ま
り
、
庄
内
要
人
に
宛
行
わ
れ
た
以
上
、

四
八
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「
長
者
・
検
校
ら
が
こ
う
し
た
動
き
を
積
極
的
に
制
止
し
た

義
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
長
氏
の
返
還
請
求
が
半
世
紀
あ
ま
り
も
執
拗
に
展
開
さ
れ
、

一
時
的
に
も
せ
よ
良
寛
・
良
仁
の
時
に
い
た
っ
て
、
そ
れ
が
功
を
奏
し
た
背
景
に
は
、
寺
社
領
庄
園
の
現
実
的
な
占
有
を
と
も
な
う
本
主

権
に
対
す
る
否
定
的
な
考
え
方
、
あ
る
い
は
家
父
長
的
、
恣
意
的
な
裁
量
と
い
う
伝
統
的
考
え
方
が
存
在
し
た
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
で
き

ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
長
氏
の
返
還
運
動
が
、
高
野
山
金
剛
峯
寺
の
頂
点
に
位
置
す
る
長
者
の
遷
替
ご
と

に
、
有
力
僧
侶
と
の
「
強
縁
」
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
坂
上
経
澄
の
場
合
に
も
安
楽
房
円
深
を
通
じ
て
所
領
返
還
の

企
て
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
田
中
文
英
氏
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

形
跡
は
な
い
の
で
」
あ
っ
た
。
何
故
返
還
請
求
に
際
し
て
、
か
か
る
強
縁
的
な
人
的
関
係
に
依
存
し
て
ゆ
く
方
向
を
と
り
、
ま
た
何
故
そ

れ
が
可
能
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
田
中
氏
自
身
は
そ
れ
を
、
僧
団
へ
の
積
極
的
な

接
近
を
通
じ
て
子
弟
の
多
く
を
上
層
の
僧
侶
と
し
て
ゆ
く
よ
う
な
在
地
領
主
の
存
在
形
態
、
な
ら
び
に
金
剛
峯
寺
の
中
枢
部
を
構
成
し
た
、

長
者
・
検
校
ら
を
囲
続
す
る
「
山
上
」
の
特
定
勢
力
の
な
か
に
、
在
地
領
主
層
を
包
摂
し
そ
の
領
主
権
と
利
益
を
政
治
的
に
保
証
な
い
し

(19) 

再
生
産
せ
し
め
る
よ
う
な
権
力
組
織
が
形
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
筆
者
は
そ
の
こ
と
自
体
に
は
異
存
は
な
い
が
、

そ
れ
が
、
先
例
に
従
う
と
い
う
方
向
で
は
な
し
に
、
強
縁
的
人
的
関
係
に
依
存
し
た
動
き
を
と
る
と
い
う
こ
と
の
積
極
的
根
拠
と
な
る
か

と
い
う
点
に
疑
問
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
に
は
、
何
故
に
在
地
領
主
層
の
本
主
権
が
保
証
さ
れ
、
確
立
し
て
ゆ
く
方
向

を
と
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
ら
た
め
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
住
人
集
団
の
反
対
運
動
が
成
功
し
た
背

景
に
は
、
多
数
の
農
民
層
の
僧
侶
化
が
進
行
す
る
な
か
で
、
大
衆
集
団
の
組
織
と
構
成
に
、
農
民
諸
階
層
（
筆
者
註
ー
田
中
氏
は
官
省
符

庄
住
人
を
上
級
農
民
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
）
の
闘
争
や
要
求
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
う
け
と
め
反
映
す
る
よ
う
な
階
級
的
基
盤
が
存

在
し
、
十
一
世
紀
末
ま
で
に
は
「
大
衆
議
定
」
の
帰
趨
を
規
定
す
る
ほ
ど
の
勢
力
と
な
っ
て
い
た
が
た
め
、
住
人
集
団
の
一
連
の
反
対
運

（
二
九
一
）



（
二
九
二
）

動
が
、
か
か
る
「
大
衆
議
定
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
し
え
た
か
ら
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
「
大
衆
議
定
」
の

実
体
は
未
だ
明
確
に
は
把
握
し
え
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
、
金
剛
峯
寺
の
権
力
組
織
の
な
か
で
の
最
終
的
決
定
機
関
と
し
て
、
検
校
を
は

じ
め
と
す
る
山
上
勢
力
を
も
構
成
員
と
し
、
か
れ
ら
を
中
軸
に
す
え
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
「
階
級
的
」
性
格
1

近
代
的
「
階
級
」

概
念
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
中
世
社
会
に
遡
及
せ
し
め
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
ー
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
官
省
符

庄
の
住
人
の
動
向
が
、
最
終
的
に
は
こ
の
「
大
衆
議
定
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
官
省
符
庄
に
お
け
る
こ
れ
ら
一
連
の
事
件
に
い
ち
は
や
く
注
目
さ
れ
、
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
ら
れ
た
の
は
上
横
手
雅
敬

氏
で
あ
っ
た
。
著
名
な
「
武
士
団
成
立
史
の
一
駒
」
以
降
、
く
り
か
え
し
こ
の
問
題
を
追
求
さ
れ
、

の
ち
に
『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』

第
一
章
第
一
節
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
氏
の
中
心
的
な
問
題
関
心
は
、
鎌
倉
期
の
典
型
的
武
士
た
る
地
頭
的
領
主
の

源
流
は
、
そ
れ
以
前
の
ど
の
よ
う
な
階
層
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
上
横
手
氏
は
そ
れ
を
郡
司
的
土
豪
層
に
見

出
だ
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
、

い
わ
ゆ
る
田
堵
名
主
的
上
級
農
民
か
ら
明
瞭
に
区
別
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
上
横
手
説
は
、
か

(20) 

つ
て
大
き
な
波
紋
を
よ
び
お
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
上
横
手
氏
、
永
原
慶
二
氏
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
中
世

社
会
に
お
け
る
職
の
体
系
が
、
郡
司
職
、
郷
司
職
等
か
ら
次
第
に
上
下
に
広
ま
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
き
わ
め
て
妥
当
な
見

解
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
武
土
団
の
成
長
は
、
上
横
手
氏
に
よ
れ
ば
、
坂
上
晴
澄
が
前
国
司
の
郎
等
と
な

っ
た
如
く
、
も
し
く
は
郡
司
・
刀
禰
等
々
と
し
て
、

の
成
立
に
よ
っ
て
、

関
法
第
二
六
巻
第
二
号

つ
ま
り
は
主
と
し
て
国
衡
と
の
関
係
に
お
い
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
庄
圏
制

「
一
介
の
荘
民
た
る
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
せ
ぬ
土
豪
の
荘
園
制
へ
の
抵
抗
」
の
た
め
に
、
こ
と
に
高
野
山
領
官
省

符
庄
に
お
い
て
は
か
が
る
武
士
団
は
芽
の
う
ち
に
つ
み
と
ら
れ
て
し
ま
い
、
同
様
に
領
主
化
の
道
を
歩
む
庄
園
領
主
高
野
山
の
計
画
的
な

圧
力
の
も
と
で
敗
北
し
て
し
ま
っ
た
と
断
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に
上
横
手
氏
は
、
武
士
の
発
生
は
む
し
ろ
国
街
領

五
〇
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に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
庄
園
制
は
本
質
的
に
、
か
れ
ら
の
成
長
に
対
し
て
阻
止
的
に
働
く
の
で
あ
る
と
力
説
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
庄
園
制
は
、
そ
の
特
質
と
し
て
、
私
領
主
の
存
在
否
定
、
土
豪
の
村
落
支
配
の
分
断
、
庄
官
に
対
す
る
抑
圧
を
な
し
、
国
街
領
に
お
い

て
こ
そ
人
間
的
な
主
従
関
係
が
存
し
、
ま
た
公
的
政
治
的
性
格
を
保
持
し
つ
づ
け
う
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
庄
園
制
支
配
の
も

「
そ
れ
と
と
も
に
有
力
土
豪
の
村
落
支
配
に
代
っ
て
、
百
姓
の
世
界
が
生
ま
れ
、
土
豪
を
介
せ
ず
、

と
で
は
、
土
豪
を
排
除
し
、
庄
園
体
制
に
い
ま
だ
脅
威
を
与
へ
る
に
至
っ
て
い
な
い
均
等
規
模
の
中
・
小
百
姓
層
の
み
に
よ
っ
て
庄
内
を

構
成
せ
ん
と
意
図
す
る
の
で
あ
り
、

直
接
荘
園
領
主
に
把
握
さ
れ
る
に
至
」
り
、
そ
し
て
「
高
野
山
に
よ
る
荘
園
支
配
の
進
行
は
、
百
姓
の
成
長
を
古
い
枠
で
つ
な
ぎ
と
め
よ

一
種
の
開
明
を
こ
の
地
に
も
た
ら
し
た
と
も
い
え
る
」
と
結
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
む

し
ろ
庄
園
領
主
高
野
山
は
、
か
か
る
中
・
小
百
姓
の
み
に
よ
っ
て
庄
内
を
構
成
せ
ん
と
し
た
が
た
め
に
、
没
収
跡
地
を
庄
内
要
人
に
宛
行

っ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
な
見
解
を
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
氏

が
、
最
も
重
要
な
理
論
的
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
坂
上
経
澄
等
の
没
収
田
畠
を
宛
行
わ
れ
た
「
要
人
」
な
る
も
の
が
、
坂

上
氏
や
長
氏
の
家
人
以
下
の
人
々
（
田
堵
名
主
層
を
も
含
め
た
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
没
収
跡
地
が
果
た

し
て
ど
の
よ
う
な
階
層
に
宛
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
の
論
議
に
お
い
て
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
に

異
論
は
な
か
ろ
う
。
ま
ず
こ
こ
で
は
、
跡
地
の
給
付
が
家
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

坂
上
経
澄
が
庄
内
を
追
却
さ
れ
た
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
か
れ
の
三
代
の
家
人
で
あ
っ
た
紀
仲
清
な
る
人
物
に
よ
っ
て
、
経
澄
の
所
領
山

(21) 

前
八
多
山
等
が
押
領
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
上
横
手
氏
は
、
こ
の
係
争
地
こ
そ
が
没
収
田
晶
の
一
部
で
あ
り
、

田
畑
を
宛
行
わ
れ
た
要
人
の
す
く
な
く
と
も
一
部
は
、
坂
上
氏
の
か
つ
て
の
家
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
高
野
山
は
坂
上
氏
の
武
士
団
に
楔

上
横
手
雅
敬
氏
は
、

う
と
し
た
土
豪
を
没
落
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
二
九
三
）



思
え
な
い
の
で
あ
る
。

を
打
ち
込
み
、
家
人
層
を
離
反
さ
せ
た
の
で
あ
る
と
考
察
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
二
九
四
）

寛
治
三
年

(
1
0八
九
）
経
澄
は
三
谷
口
井
郡
内
の
裁
を
申
請
し
て
、
仲
清
の
押
領
を
訴
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
所
領
山
前
八
多
山

の
相
伝
領
知
を
保
証
し
た
の
は
在
地
随
近
刀
禰
の
二
つ
の
組
織
で
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
「
郡
内
」
と
呼
ば
れ
る
組
織
で
あ
り
、
僧
頼
元
、

郡
司
代
長
・
紀
、
多
武
峯
寺
権
都
那
、
金
剛
峯
寺
権
都
那
、
従
六
位
上
多
紀
、
従
六
位
坂
上
、
散
位
坂
上
宿
禰
の
署
名
が
み
と
め
ら
れ
、

他
方
は
「
三
谷
在
地
」
と
し
て
僧
、
神
祝
丹
生
、
神
主
丹
生
、
従
六
位
坂
上
が
署
名
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
在
地
刀
禰
層
に
つ

い
て
は
木
村
茂
光
氏
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
分
析
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
郡
内
法
、
一
二
谷
在
地
法
の
法
的
主
体
と
し
て
地
域
的
政
治
的
組
織
を
形

(22) 

成
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
か
れ
ら
の
証
言
は
、
諸
権
益
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
に
有
力
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
在
地
刀
禰
の
形
成
過
程
を
綿
密
に
調
査
さ
れ
た
丹
生
谷
哲
一
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
在
地
刀
禰
層
の
な
か

(23) 

に
数
多
く
の
庄
官
層
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
十
一
世
紀
の
特
徴
と
し
て
郡
司
と
刀
禰
と
の
同
質
化
が
指
摘
し
う
る
の
で
あ
っ
て

三
谷
在
地
や
郡
内
の
在
地
随
近
刀
禰
が
坂
上
経
澄
と
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
階
層
の
在
地
領
主
層
と
し
て
、
在
地
法
の
法
的
主
体
と
な
り
え
た

の
で
あ
り
、
経
澄
を
頂
点
と
し
た
強
力
な
ヒ
ニ
ラ
ル
ヒ
ー
を
持
つ
武
士
団
を
想
定
す
る
こ
と
は
最
初
か
ら
困
難
で
あ
り
ー
庄
園
領
主
へ

強
縁
を
も
っ
て
依
存
し
て
ゆ
く
と
い
う
考
え
方
を
許
容
し
な
い
闘
争
集
団
た
る
性
格
を
有
す
る
と
こ
ろ
に
中
世
初
期
武
士
団
の
本
質
が
あ

る
の
で
あ
り
ー
、
従
っ
て
同
輩
者
間
の
結
合
に
基
づ
く
政
治
団
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
在
地
法
の
担
い
手
と
し
て
登
場
し
え
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
郡
司
的
土
豪
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
か
か
る
広
範
な
地
方
名
望
家
層
を
も
含
む
も
の
と
し
て
、
た
え
ず
そ
こ

か
ら
産
み
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
郡
司
的
土
豪
が
個
々
的
に
、
も
し
く
は
特
定
の
家
関
係
か
ら
現
わ
れ
る
と
は

と
こ
ろ
で
経
澄
の
所
領
山
前
八
多
山
は
、
官
省
符
庄
の
庄
例
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
た
所
領
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

関
法
第
二
六
巻
第
二
号

五



も
し
も
紀
仲
清
に
跡
地
を
給
し
、
坂
上
氏
の
武
士
団
か
ら
の
離
反
を
謀
っ
た
と
す
れ
ば
、
何
故
高
野
山
は
経
澄
の
訴
え
を
承
認
し
た
の
か

わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
先
の
長
氏
に
よ
る
返
還
請
求
に
対
し
て
、
要
人
に
給
付
し
た
以
上
、
跡
地
は
も
は
や
動
か
し
え
な
い

と
す
る
住
人
ら
の
主
張
を
、
山
上
政
所
自
身
が
背
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
し
て
仲
清
も
ま
た
こ
れ
ら
住
人
と
同
様
の
階
層

に
あ
り
、
同
様
の
立
場
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
仲
清
は
自
身
に
宛
行
わ
れ
た
没
収
跡
地
の
不
動
性
を
主
張
し
え
た
は
ず
で
あ
る
し
、
高
野
山

も
ま
た
そ
れ
を
黙
視
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
た
と
え
坂
上
経
澄
が
犯
過
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
庄

外
の
所
領
に
対
し
て
は
金
剛
峯
寺
も
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
紀
仲
清
は
、
ま
さ
に
押
領
を
謀
っ

中
世
初
期
高
野
山
領
官
省
符
庄
に
お
け
る
庄
園
法
の
形
成

行
者
た
る
金
剛
峯
寺
山
上
預
が
、

在
の
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
に
存
す
る
『
山
崎
』

五

木
村
茂
光
氏
が
、
先
の
三
谷
在
地
並
び
に
郡
内
に
関
す
る
考
察
に
際
し
て
な
さ
れ
た
考
証
が
参
考
と
な
る
。
木
村
氏
は
、

の
山
地
の
所
在
地
で
あ
る
が
、
解
状
で
は
『
山
前
山
地
』
、
『
山
前
八
多
山
地
等
』
と
い
わ
れ
、
四
至
の
中
に
は
『
限
西
御
多
良
井
谷
、
但

天
野
登
道
』
『
限
北
大
川
』
と
あ
る
。
ま
た
、
解
状
の
最
後
に
証
判
を
加
え
て
い
る
在
地
随
近
刀
禰
等
の
中
に
は
『
三
谷
在
地
』
と
も
見

「
ま
ず
、
問
題

え
て
い
る
。
天
野
登
道
と
は
、
こ
の
地
一
帯
の
地
主
神
丹
生
都
比
売
命
を
祀
る
天
野
社
へ
の
登
道
の
こ
と
で
あ
り
、
大
川
は
こ
の
地
方
を

東
か
ら
西
へ
貫
通
す
る
紀
ノ
川
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
と
、
山
前
・
三
谷
な
ど
と
い
う
地
名
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
山
地
が
現

『
三
谷
』
を
中
心
と
し
た
紀
ノ
川
南
岸
の
山
地
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
あ
る
ま
い
」

と
さ
れ
て
、
さ
ら
に
山
前
の
地
が
天
野
社
領
で
あ
り
、
丹
生
氏
領
掌
の
地
御
榊
山
と
坂
上
氏
領
掌
の
地
山
前
八
多
山
地
は
、
御
手
洗
谷
II

御
多
良
井
谷
を
は
さ
ん
で
互
い
に
接
し
合
っ
て
お
り
、
坂
上
氏
は
天
野
氏
長
者
、
丹
生
氏
は
丹
生
大
明
神
総
神
主
の
地
位
を
占
め
つ
つ
、

(24) 

そ
れ
ぞ
れ
分
割
領
有
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
天
野
社
領
で
あ
る
と
指
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
天
野
社
も
ま
た
、
究
極
的
に
は
高
野
検
校
の
統
制

下
に
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
官
省
符
庄
の
問
題
と
結
び
つ
か
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
高
野
検
校
の
代

「
依
＿
＿
公
験
理
明
白
こ
り
て
、
経
澄
の
主
張
を
認
め
、
仲
清
の
押
領
を
取
り
消
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

（
二
九
五
）



対
決
し
て
い
っ
た
「
住
人
等
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
そ
れ
が
一
般
農
民
を
も
含
ん
で
い
た
の
か
ど
う
か
と
い

う
点
に
関
し
て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

も
、
ど
の
よ
う
な
身
分
状
況
も
し
く
は
階
層
に
あ
る
者
な
の
か
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
天
治
二
年
(
-
―
二
五
）
、
大
治
四
年

(
-
―
二
九
）
の
解
状
の
い
ず
れ
に
も
署
名
し
て
い
る
の
は
、
大
中
臣
武
安
、
物
部
守
延
、
坂
上
時
澄
、
坂
上
行
澄
、
権
都
那
法
師
僧
維

賢
、
権
寺
主
法
師
僧
尋
禅
、
上
座
大
法
師
僧
良
快
、
僧
勢
心
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
被
害
者
た
る
良
快
を
も
含
め
、
一
二
綱
に
準
ず
る
身
分

に
あ
る
者
が
三
名
も
見
出
だ
さ
れ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
と
思
う
。
も
っ
と
も
、
三
綱
と
い
っ
て
も
、
田
中
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、

(25) 

か
れ
ら
は
山
下
政
所
の
所
司
で
あ
り
、
金
剛
峯
寺
の
権
力
組
織
の
頂
点
に
位
置
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
か
れ
ら
に
関
し

て
、
特
権
的
上
級
農
民
を
権
力
組
織
の
末
端
に
編
成
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
惑
ず
る
の
で
あ
る
。
政
所
所
司
は
、

(26)

（町）

山
上
免
、
在
家
な
ど
を
給
付
さ
れ
、
庄
園
経
営
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
実
務
の
任
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
後
の
史
料
に
な
る
が
、
三

(28) 

網
の
署
名
す
る
「
金
剛
峯
寺
所
司
等
申
文
」
に
よ
る
と
、
か
れ
ら
は
高
野
山
全
体
の
意
思
を
表
明
し
て
、
各
庄
園
に
お
け
る
造
内
裏
課
役

の
免
除
を
請
求
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
か
れ
ら
が
庄
園
管
理
、
経
営
の
実
質
的
な
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
坂
上
経
澄
や
長
氏
の
よ
う
な
在
地
土
豪
が
、
寺
家
所
司
に
対
決
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

長
行
任
等
の
所
領
田
畠
を
宛
行
わ
れ
た
の
は
、

関
法

ま
た
、

第
二
六
巻
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た
が
た
め
に
直
ち
に
取
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
坂
上
氏
の
家
人
に
没
収
地
の
一
部
が
宛
行
わ
れ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
ど
の
よ
う
な
階
層
に
宛
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
田
畠
請
人
御
庄
内
多
-

1

其
数
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
長
氏
の
返
還
運
動
に
積
極
的
に

そ
れ
ぞ
れ
の
解
状
に
名
を
連
ね
て
い
る
ほ
ぼ
十
名
前
後
の
住
人
の
多
く

五
四

（
二
九
六
）



中
世
初
期
高
野
山
領
官
省
符
庄
に
お
け
る
庄
園
法
の
形
成

で
あ
り
、
か
れ
ら
の
家
人
ク
ラ
ス
の
人
々
を
、
高
野
山
権
力
組
織
の
末
端
に
編
成
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
鎌

(29) 

倉
期
に
数
多
く
出
現
す
る
庄
官
請
文
に
、

る
が
、
さ
き
の
政
所
所
司
も
ま
た
、
か
か
る
「
寺
僧
」
の
構
成
員
と
し
て
、
す
く
な
く
と
も
庄
官
層
か
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
地
位
に

あ
っ
た
者
と
解
し
う
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
住
人
」
の
ひ
と
り
と
し
て
、
こ
れ
ら
三
綱
と
と
も
に
署
名
し
て
い
る
坂
上
時
澄
に
関
し
て
も
、
単
な
る
上
級
農
民
層
と
し
て
把

握
し
え
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
時
澄
は
法
名
を
法
蓮
と
い
い
、
官
省
符
庄
内
の
揖
里
村
を
拠
点
と
し
て
勢
力
を
蓄
え
て
い
た
ら
し

「
揖
里
入
道
殿
時
澄
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
久
安
五
年
(
-
―
四
九
）
に
、
大
野
村
に
あ
る
相
伝
私
領
た
る
荒
野
を
大
宝
房

(30) 

珍
円
上
座
に
処
分
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
如
く
、
時
澄
は
他
に
も
私
領
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
か
れ
は
、
十
二
世
紀
後
半
に
激
化
し
て
く
る
覚
鰻
の
率
い
る
大
伝
法
院
と
の
抗
争
の
な
か
で
は
、
金
剛
峯
寺
方
に
属
し
て
武
力
を
担
っ

(31) 

て
い
た
の
で
あ
り
、
保
延
五
年
（
―
-
三
九
）
に
出
さ
れ
た
「
鳥
羽
上
皇
院
庁
下
文
」
に
よ
る
と
、
時
澄
は
琳
賢
、
兼
賢
、
宗
賢
ら
と
と
も

に
、
「
各
結
図
党
こ
ぶ
「
群
類
」
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
名
の
僧
は
い
ず
れ
も
後
に
検
校
執
行
に
任
ぜ
ら
れ

(32)

（

33) 

る
こ
と
に
な
る
高
僧
で
あ
り
、
大
伝
法
院
と
の
確
執
で
の
金
剛
峯
寺
側
の
主
力
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
勢
力
の
頂
点
に
位
置
す
る
検
校

良
禅
は
、
任
尊
、
明
算
に
仕
え
、
さ
き
の
琳
賢
、
兼
賢
等
の
上
足
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
高
野
山
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
良
禅

(
3
4
)
 

の
俗
姓
は
坂
上
氏
で
あ
り
、
明
算
、
琳
賢
と
同
邑
の
那
賀
郡
神
崎
の
産
で
あ
っ
た
。
良
禅
と
坂
上
時
澄
と
が
、
は
た
し
て
同
族
で
あ
っ
た

る
の
で
あ
る
。

か
ど
う
か
は
知
る
術
は
な
い
が
、

＜ ヽ

「
寺
僧
領
」
へ
の
庄
官
の
介
入
を
禁
止
し
、

五
五

「
群
類
」
と
し
て
共
同
し
て
闘
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
と
考
え
う

ま
た
同
じ
く
「
住
人
」
と
し
て
署
名
し
て
い
る
坂
上
行
澄
・
真
澄
親
子
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
長
氏
一
族
へ
の
没
収

（
二
九
七
）

「
寺
僧
」
へ
の
非
礼
を
規
制
す
る
規
定
が
見
ら
れ



と
こ
ろ
で
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
没
収
田
畠
は
、

等
解
』

田
畠
の
返
還
請
求
に
対
し
て
、
も
し
そ
れ
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
経
澄
の
所
領
田
畠
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
領
知
し
て
よ
い
は
ず
で
は

な
い
か
と
い
う
論
理
を
用
い
て
対
抗
し
て
い
る
点
か
ら
い
っ
て
も
、
か
れ
ら
が
坂
上
経
澄
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

ほ
ぼ
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
在
地
土
豪
か
ら
上
級
農
民
層
へ
の
勢
力
交
替
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
没
収
跡
地
の
給
付
が
家
人
層
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
じ
階
層
の
も
の
に
対
し
て
な
さ
れ
た
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
庄
園
領
主
高
野
山
が
在
地
領
主
の
支
配
を
脱
し
よ
う
と
す
る
家
人
層
の
権
力
関
心
を
利
用
し
つ
つ
、
在
地
領

主
層
の
没
落
を
謀
っ
た
と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
上
横
手
雅
敬
氏
は
、
例
え
ば
元
暦
二
年
(
-
―
八
五
）
の
「
金
剛
峯
寺
下
政
所

(35) 

三
方
百
姓
等
起
請
文
」
に
み
え
る
三
百
名
近
い
百
姓
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
、
官
省
符
庄
は
こ
れ
ら
百
姓
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
か
つ
て
の

住
人
集
団
も
ま
た
そ
こ
へ
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
直
接
耕
作
者
と
み
な
し
う
る
こ
れ
ら
の
人
々
に
、
さ

き
の
住
人
層
を
も
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
関
し
て
、
関
口
恒
雄
氏
が
、

『
荘
官
住
人
等
解
』
な
ど
二
、
三
人
か
ら
八
、
九
人
ま
で
の
署
名
を
も
つ
も
の
と
は
、
構
造
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
百
姓
等
』
の
出
現
は
お
そ
ら
く
、
内
乱
期
に
在
地
領
主
の
階
級
的
結
集
が
飛
躍
的
に
す
す
み
、
百
姓
等
と
の
身
分
上
の
分
離
が
は
っ
き

り
し
て
き
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
首
肯
し
う
る
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

た
。
ま
た
坂
上
真
澄
の
解
に
は
「
田
堵
等
」
と
し
て
か
れ
ら
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

（
町
）
．

住
人
層
を
庄
田
請
作
人
11
田
堵
と
解
す
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
は
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と

は
、
た
だ
ち
に
か
れ
ら
を
上
級
農
民
層
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
次
の
史
料
か
ら
も
推
測

関
法
第
二
六
巻
第
二
号

「
召
一
＿
請
料
f

被
＞
充
二
行
於
要
人
f

永
樽
ー
ー
子
孫
f

不
＞
朽
所
＞
令
ー
ー
領
知
こ
で
あ
っ

五
六

（
二
九
八
）

「
こ
れ
は
『
田
堵



可
下
早
以
ー
ー
坂
上
豊
澄
面
ば
下
司
品
『

（
マ
マ
）

右
、
件
所
者
、
弊
身
自
ー
ー
故
奥
陸
守
女
子
藤
原
氏
之
手
一
相
l

l

具
本
公
験
井
調
度
文
書
「
所
ー
ー
博
得
一
之
領
地
也
、
初
奉
＞
寄
ー
ー
御
願
寺
密

厳
院
＿
之
処
、
既
立
『

1

券
御
庄
領
f

被
＞
堺
1

一
四
至
「
打
ー
ー
膀
示

I

畢、

本
公
験
四
至
内
之
田
畠
一
領
作
年
尚
突
、
傍
豊
澄
以
ー
ー
件
所
領
函
宮
副
調
度
文
書
等
f

限
ー
ー
永
代
-
雰
与
弊
身
一
畢
者
、

司
鵬
也
、
但
於
ー
ー
件
本
公
験
等
一
者
、
至
ー
ー
子
豊
澄
子
々
孫
々
玉
翌
全
下
司
職
一
無
ー
ー
相
違
油
含
豊
澄
一
屹
、

用
＞
之
、
不
后
空
違
失
一
故
下
、

私
見
に
よ
れ
ば
、

む
し
ろ
こ
れ
ら
の
家
人
層
こ
そ
、

中
世
初
期
高
野
山
領
官
省
符
庄
に
お
け
る
庄
園
法
の
形
成

わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

五
七

住
人
等
宜
承
知
、

（
二
九
九
）

先
に
上
横
手
氏
が
提
起
さ
れ
た
坂
上
重
方
の
「
宅
垣

所
＞
令
＞
補
-

l

下

依
＞
件

(
3
8
)
 

こ
の
長
承
元
年
（
―
-
三
二
）
の
「
覚
鑽
下
文
案
」
に
よ
れ
ば
、
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
坂
上
経
澄

の
孫
で
あ
る
豊
澄
は
、
陸
奥
守
女
子
の
田
堵
と
し
て
、
自
己
の
家
人
層
を
駆
使
し
て
田
畠
を
開
発
し
、
久
し
く
領
作
し
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
高
野
山
密
厳
院
領
と
な
る
や
、
覚
錢
に
寄
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
下
司
職
を
留
保
さ
れ
、
そ
の
世
襲
を
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
「
田
堵
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
豊
澄
自
身
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
豊
澄
の
家
人
を
示
し
て
い
る

内
」
に
「
屋
」
を
与
へ
ら
れ
て
居
住
し
て
い
る
隷
属
的
な
従
者
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
宛
書
で
の
「
田
堵

等
」
は
、
本
文
に
あ
っ
て
は
「
住
人
等
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
を
要
す
る
。
坂
上
豊
澄
の
下
司
職
補
任
に
関
し
て
、
田
堵
等

而
豊
澄
先
祖
相
樽
、

依
＞
為
ー
ー
彼
本
主
之
田
堵
f

家
人
多
開
ー
ー
発
件

下

相
賀
御
庄
田
堵
等
所

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。



（
住
人
等
）
に
宛
て
て
承
知
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
田
堵
等
が
単
な
る
農
民
層
ー
家
人
層
で
は
な
く
し
て
、
伊
都
郡

相
賀
御
庄
の
在
地
に
お
け
る
中
枢
の
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
豊
澄
と
同
輩
の
関
係
に
あ
る
が
た

め
に
田
堵
等
の
所
へ
宛
て
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
永
治
二
年
（
―
-
四
二
）
、
密
厳
院
政
所
は
相
賀
庄
河
北
住
人
等
（
田

(
3
9
)
 

堵
住
人
等
）
に
宛
て
て
、
河
内
親
正
な
る
人
物
を
河
北
下
司
職
に
補
任
す
る
こ
と
を
承
知
せ
し
め
て
い
る
よ
う
に
、
下
司
職
そ
れ
自
身
も

坂
上
氏
一
族
に
限
定
さ
れ
ず
に
補
任
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
か
え
っ
て
住
人
層
自
体
が
た
え
ず
か
よ
う
な
下
司
等
を
産
み
出
し
て
ゆ
く

(40) 

基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
「
下
司
井
田
堵
等
」
と
記
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
こ
れ
ら
の
階
層
に
は
相
重

な
る
側
面
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

と
思
え
る
の
で
あ
る
。

（三

0
0
)

い
わ
ゆ
る
郡
司
的
土
豪
層
も
ま
た
広
範
な
階
層
を
含
む
も
の
と
し
て
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か

田
堵
に
関
し
て
は
既
に
先
学
に
よ
っ
て
、
荒
廃
田
畠
等
の
開
発
を
な
し
、
ま
た
従
類
な
ど
を
従
え
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
領
主
化
し
よ
う

と
す
る
大
名
田
堵
の
存
在
や
、
下
級
官
人
の
系
譜
を
引
く
も
の
が
多
い
と
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
田
堵
と
在
地
刀
禰

(
4
1
)
 

と
の
関
係
を
問
題
に
さ
れ
た
の
は
秋
宗
康
子
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
十
一
世
紀
後
半
に
活
発
な
動
き
を
示
し
て
い
る
、
著
名
な
伊
勢
国
東
寺

領
川
合
庄
田
堵
荒
木
田
延
能
、
延
明
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
如
く
、
田
堵
身
分
で
あ
る
と
同
時
に
刀
禰
で
も
あ
り
、
ま
た
伊
勢
神
宮
の
下

級
神
官
で
も
あ
る
よ
う
な
存
在
形
態
な
ら
び
に
こ
れ
ら
大
名
田
堵
的
な
在
地
有
力
者
の
共
同
組
織
に
着
目
さ
れ
て
、
そ
こ
に
共
同
体
的
役

割
を
も
果
す
地
方
的
政
治
組
織
の
形
成
を
み
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
本
来
公
郷
の
秩
序
維
持
を
そ
の
任
務
と
し
た
刀
禰
が
、

何
故
に
荘
田
田
堵
化
す
る
の
か
と
い
う
点
を
さ
ら
に
追
求
さ
れ
た
奥
野
中
彦
氏
は
、
庄
園
経
営
を
庄
田
請
作
方
式
に
よ
っ
て
軌
道
に
の
せ

よ
う
と
意
図
す
る
庄
園
領
主
と
、
庄
田
田
堵
化
を
通
じ
て
さ
ら
に
領
主
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
在
地
刀
禰
層
と
の
結
び
つ
き
の
な
か
に
解

(42) 

決
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
な
お
検
討
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
と
く
に
秋
宗
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

関
法
第
二
六
巻
第
二
号

五
八



中
世
初
期
高
野
山
頒
官
省
符
庄
に
お
け
る
庄
園
法
の
形
成

的
な
活
動
が
あ
ず
か
っ
て
力
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
か
れ
ら
を
荘
司
、
と
く
に
下
司
等
を
中
核
と
し
た
在
地
小
武
士
団
で
あ
る
と

把
握
さ
れ
、
か
つ
「
村
落
共
同
体
の
形
成
の
具
体
的
な
行
動
の
担
い
手
と
し
て
在
地
領
主
が
登
場
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
こ
と
を
力
説
さ
れ

(44) 

た
の
で
あ
る
が
、
高
野
山
官
省
符
庄
の
も
と
に
お
い
て
も
、
解
状
に
署
名
し
て
い
る
坂
上
時
澄
等
を
中
心
と
す
る
在
地
武
士
団
の
広
範
な

る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
黒
田
俊
雄
氏
は
、
中
世
村
落
共
同
体
の
形
成
に
、

五
九

「
寛
弘
七
年
に
伊
勢
国
二
見
郷
廿
三
条
二
見
里
を
開
発
せ
ん
と
し
た
石
部
千
吉
は
、
該
地
が
実
際
に
荒
野

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
署
判
を
二
見
郷
の
刀
禰
に
請
い
、
や
は
り
二
見
郷
浜
大
浦
を
開
か
ん
と
し
た
僧
長
恵
は
、
該
地
は
先
に
刀
禰
福
時

が
開
墾
を
申
請
し
た
土
地
で
あ
っ
た
が
成
功
し
な
か
っ
た
た
め
、
改
め
て
自
分
に
開
墾
す
る
の
を
許
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
刀
禰
及
び
同
地

の
地
主
高
宮
御
塩
焼
物
忌
従
七
位
服
連
兼
村
が
加
署
し
て
い
る
。
更
に
永
保
二
年
二
月
正
月
廿
日
永
作
手
田
宛
行
状
に
よ
る
と
、
刀
禰
四

く
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

名
及
び
預
が
僧
知
増
に
荒
田
畠
を
充
行
っ
て
開
発
せ
し
め
、
永
作
手
を
許
し
た
例
が
あ
る
こ
と
よ
り
し
て
、
地
域
的
に
も
限
定
さ
れ
た
村

(43) 

落
内
部
の
荒
野
開
発
を
管
理
す
る
任
務
は
刀
禰
逹
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
と
考
え
得
る
。
」

自
身
が
開
発
に
た
ず
さ
わ
り
、
開
発
領
主
化
し
う
る
根
拠
が
そ
こ
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に
庄
田
田
堵
化
し
て
開
発
を
進
め
て
ゆ

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
田
堵
、
刀
禰
、
あ
る
い
は
郡
司
と
称
さ
れ
る
人
々
は
、
必
ず
し
も
対
立
的
な
、
相
離
れ

う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
階
層
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
相
重
な
る
側
面
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
官
省
符
庄
住
人
と
坂
上
経
澄
等
に
つ
い

て
も
あ
て
は
ま
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
住
人
は
没
収
田
畠
を
宛
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
永
代
に
わ
た
り
「
領
知
」
し

「
領
知
」
権
の
具
体
的
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
言
葉
が
示
す
如
く
、
現
実
的
な
土
地
支
配
を
行

な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
庄
内
に
屋
敷
地
を
か
ま
え
、
私
領
田
畠
を
領
有
し
て
い
る
私
領
主
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
田
堵
等
」

「
住
人
等
」

「
百
姓
等
」
と
称
す
る
人
々
の
主
体

（三

0
1
) と

す
れ
ば
在
地
刀
禰



（三

0
二）

展
開
が
み
ら
れ
た
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
従
っ
て
庄
園
領
主
高
野
山
は
、
坂
上
氏
や
長
氏
の
家
人
層
に
そ
の
没
収
田
畠
を
給
付
し
た
の
で

は
な
く
、
か
れ
ら
と
同
輩
に
あ
た
る
人
々
に
宛
行
っ
た
の
で
あ
り
、
郡
司
的
土
豪
層
と
呼
ば
れ
る
階
層
が
相
当
の
幅
を
も
ち
つ
、
庄
園
制

さ
て
こ
れ
ま
で
述
べ
き
た
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
さ
き
の
官
省
符
庄
の
庄
例
を
め
ぐ
る
抗
争
を
み
て
み
よ
う
。

坂
上
氏
、
長
氏
が
種
々
の
縁
故
を
た
よ
っ
て
庄
内
に
返
り
咲
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
長
者
、
検
校
ら
が
何
ら
積
極
的
な
制

止
を
加
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
ま
ず
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
金
剛
峯
寺
教
団
内
部
の
政
治
的
社
会
的
諸
矛
盾
の
反
映

と
み
る
前
に
、
こ
の
よ
う
な
形
態
が
、
類
型
と
し
て
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
罪
科
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ

た
坂
上
氏
ら
が
、
た
と
え
長
者
の
遷
替
の
時
期
を
巧
妙
に
利
用
し
た
と
は
い
え
、
再
び
復
活
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
阻
止
し
え
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
先
例
の
遵
守
と
い
う
原
則
が
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
か
れ
ら
が
金
剛
峯
寺
政
所

の
裁
決
を
否
認
し
、
先
例
を
拒
否
せ
ん
と
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
か
か
る
利
害
関
心
に
も
と
づ
い
て
か
れ
ら
は
、

家
父
長
的
、
恣
意
的
な
恩
給
関
係
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
、
ま
た
金
剛
峯
寺
内
に
も
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
向
が
み
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
対
し
て
、
先
例
の
遵
守
と
い
う
原
則
を
保
持
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
社
会
層
の
台
頭
を
み
と
め
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
れ
ら
の
先
例
へ
の
固
執
こ
そ
が
、
庄
園
領
主
側
を
も
規
制
し
、
拘
束
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
法
の
形
成
、
先
例
の
確

立
に
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
坂
上
氏
ら
が
強
縁
的
に
庄
園
領
主
側
と
結
び
つ
い
て
ゆ
き
、
か
つ
恣
意
的
な

恩
給
関
係
を
成
立
さ
せ
ん
と
す
る
の
に
対
し
、
坂
上
氏
ら
と
同
一
の
階
層
に
あ
る
と
み
な
し
う
る
こ
れ
ら
の
社
会
層
が
、
む
し
ろ
横
の
連

携
関
係
を
形
成
し
つ
つ
、
地
域
的
政
治
的
組
織
を
つ
く
っ
て
ゆ
き
、

下
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

関
法
第
二
六
巻
第
二
号

い
う
な
れ
ば
実
質
的
な
庄
園
法
の
担
い
手
と
な
り
、
家
父
長
的
、
恣

六
〇



し
か
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

意
的
な
恩
給
関
係
を
打
倒
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
こ
の
官
省
符
庄
の
一
連
の
事
件
の
性
格
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
上
横

手
氏
は
庄
園
制
支
配
の
も
と
で
は
、
郡
司
的
土
豪
の
敗
北
と
い
う
結
果
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
結
論
さ
れ
た
が
、
律
令
体
制
（
公
家
法

的
意
味
の
）
を
強
く
う
け
つ
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
寺
領
庄
園
に
お
い
て
も
、
郡
司
的
土
豪
に
等
し
い
階
層
、
す
く
な
く
と
も
坂
上
氏

や
長
氏
に
比
し
う
る
社
会
層
が
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

...... 
/‘ 

と
こ
ろ
で
、
官
省
符
庄
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
住
人
に
注
目
さ
れ
て
、
す
ぐ
れ
た
分
析
を
な
さ
れ
た
木
村
茂
光
氏
も
ま
た
、
か
れ
ら
を
単

な
る
上
層
農
民
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
氏
は
、
河
音
能
乎
氏
の
提
起
さ
れ
た
奉
仕
者
集
団
の
論
理
を
適
用
さ
れ
て
、
住
人
集
団
の
奉

仕
者
集
団
化
と
し
て
と
ら
え
、
さ
ら
に
在
地
領
主
化
し
つ
つ
あ
る
階
層
の
庄
園
領
主
へ
の
奉
仕
者
化
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
官
省
符
庄
の
住
人
ら
の
用
い
た
論
理
は
、
は
た
し
て
奉
仕
者
集
団
の
そ
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
か
れ
ら

の
論
理
は
、
む
し
ろ
庄
園
領
主
側
を
も
規
制
す
る
方
向
で
働
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
庄
園
法
の
形
成
に
有
効
な
作
用
を
及
ぼ
し
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
や
は
り
、
官
省
符
庄
の
住
人
層
を
、
上
横
手
氏
が
提
起
さ
れ
た
郡
司
的
土
豪
の
系
譜
で
考
え
た
い

(
4
5
)
 

と
思
う
。
河
音
能
平
氏
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
世
農
民
は
極
度
に
悲
惨
な
状
況
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
先
例
の
確

立
へ
と
積
極
的
な
対
応
を
示
し
た
官
省
符
庄
住
人
層
と
は
明
確
に
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
木
村
氏
の
見
解
に
よ

る
な
ら
ば
、
官
省
符
庄
の
こ
の
一
連
の
事
件
は
坂
上
氏
等
の
如
く
個
別
的
強
縁
的
に
庄
園
領
主
側
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
か
、
あ
る
い
は
集

団
的
に
奉
仕
者
化
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
ゆ
く
か
の
ち
が
い
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
究
極
的
に
は
同
質
の
権
力
志
向
が
働
い
て
い
た
と
し
て

な
お
す
で
に
ふ
れ
た
如
く
、
紀
伊
国
高
野
山
領
に
お
い
て
は
、
鎌
倉
中
期
以
降
に
数
多
く
の
庄
官
請
文
が
出
現
し
、
数
十
条
に
も
わ
た

る
詳
細
に
し
て
具
体
的
な
規
定
を
な
し
て
い
る
の
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
熱
田
公
氏
は
こ
れ
に
関
し
て
、
在
地
の
構
造
・
現
実
の

中
世
初
期
高
野
山
領
官
省
符
庄
に
お
け
る
庄
園
法
の
形
成

(＝
10三）



(
-
―

10四）

農
業
経
営
か
ら
遊
離
し
た
支
配
制
度
の
維
持
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
さ
れ
た
際
に
、
庄
園
支
配
が

在
地
領
主
層
の
権
力
楷
造
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
の
請
文
が
、
悪
党
対
策
を
中
心
と
す
る
も
の
で

(46) 

あ
り
、
庄
官
の
高
野
山
へ
の
絶
対
的
忠
誠
を
強
要
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
察
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
庄
官
請
文
は
、
著

名
な
荒
川
庄
の
悪
党
等
の
活
躍
し
た
直
後
か
ら
見
出
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
点
か
ら
い
っ
て
も
熱
田
氏
の
見
解
は
妥
当
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
庄
官
請
文
そ
の
も
の
を
見
る
な
ら
ば
、
在
地
に
密
着
し
た
法
も
し
く
は
慣
例
|
|
例
え
ば
当
事
者
主
義
に
も
と

づ
く
検
断
権
の
行
使
、
親
子
契
約
等
ー
が
多
数
見
出
だ
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
や
は
り
、
羽
下
徳
彦
氏
が
考
察
さ
れ
て
い
る

(47) 

如
く
、
庄
官
層
自
体
が
庄
園
法
の
担
い
手
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
問
題
な
の
は
、
何

故
こ
れ
ら
の
庄
官
請
文
に
見
ら
れ
る
諸
規
定
が
、
南
北
朝
以
降
に
な
る
や
、
極
め
て
抽
象
的
な
表
現
に
変
化
し
て
ゆ
く
の
か
、
そ
し
て
そ

の
後
に
は
消
滅
し
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
、
今
後
さ
ら
に
考
察
を
つ
づ
け
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

(
1
)

牧
健
二
『
歴
史
と
地
理
』
二
三
巻
四
号
。
な
お
牧
英
正
教
授
も
、
「
鎌
倉
幕
府
の
国
家
的
権
力
と
幕
府
法
の
刑
罰
体
系
」
（
法
制
史
学
会
編
『
刑

罰
と
国
家
権
力
』
所
収
）
九
一
頁
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
庄
例
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)

上
横
手
雅
敬
「
武
士
団
成
立
史
の
一
駒
」
（
『
史
窓
』
九
号
）
、
「
在
地
領
主
制
の
形
成
と
荘
園
体
制
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
二
号
）
、
「
私
領
の

特
質
」
（
佐
藤
・
石
母
田
編
『
中
世
の
法
と
国
家
』
所
収
）
。
と
く
に
本
稿
に
お
い
て
は
、
氏
が
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』

第
一
章
第
一
節
「
武
士
団
の
成
立
」
に
つ
い
て
の
み
取
扱
う
こ
と
に
す
る
。

木
村
茂
光
「
荘
園
領
主
制
の
成
立
と
住
人
集
団
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
八
九
号
）
。

田
中
文
英
「
荘
園
制
支
配
の
形
成
と
僧
団
組
織
」
（
大
阪
歴
史
学
会
編
『
中
世
社
会
の
成
立
と
展
開
』
所
収
）
。

(
3
)

永
承
四
年
十
二
月
二
八
日
太
政
官
符
案
（
『
平
安
遣
文
』
六
七
五
号
）
。
以
下
『
平
安
遺
文
』
所
収
文
書
は
番
号
の
み
を
記
す
。
な
お
、
今
井
林

太
郎
「
高
野
山
領
紀
伊
国
官
省
符
庄
」
（
『
研
究
』
三
五
号
）
、
江
頭
恒
治
『
高
野
山
領
荘
園
の
研
究
』
二
八
頁
以
下
参
照
。

(
4
)

『
高
野
春
秋
』
康
乎
六
年
二
月
十
八
日
条
。

関
法
第
二
六
巻
第
二
号

........ 
ノ‘



中
世
初
期
高
野
山
領
官
省
符
庄
に
お
け
る
庄
園
法
の
形
成

六

(
5
)

天
治
二
年
七
月
十
三
日
金
剛
峰
寺
官
省
符
荘
住
人
解
（
二

0
四
三
号
）
。

(
6
)

『
今
昔
物
語
』
巻
二
九
、
紀
伊
国
晴
澄
値
三
盗
人
ー
語
第
ニ
―
°

(
7
)

寛
治
三
年
五
月
六
日
散
位
坂
上
経
澄
解
案
(
―
二
七
一
号
）
。

(
8
)

上
横
手
氏
前
掲
書
十
頁
以
下
。

(
9
)

註
(
5
)
。

(10)

高
野
山
検
校
帳
（
『
高
野
山
文
書
』
七
ー
一
六
六
一
）
。

(11)

註
(
5
)
。

(12)

上
横
手
氏
前
掲
書
十
一
頁
以
下
、
江
頭
氏
前
掲
書
一
五
九
頁
以
下
参
照
。

(13)

註
(
5
)
。

(14)

大
治
四
年
正
月
十
九
日
金
剛
峯
寺
荘
住
人
等
解
（
ニ
―
二
三
号
）
。

(15)

久
安
三
年
四
月
日
紀
伊
国
官
省
符
荘
住
人
等
解
案
（
二
六
一

0
号）。

(
1
6
)
仁
乎
二
年
十
一
月
十
四
日
坂
上
真
澄
解
（
二
七
七
三
号
）
。

(17)

同。

(
1
8
)
註
(15)
。

(
1
9
)
田
中
氏
前
掲
書
二
六
八
頁
以
下
参
照
。

(20)

上
横
手
氏
前
掲
書
第
一
章
第
二
節
「
国
衡
領
と
職
」
、
永
原
慶
二
『
日
本
中
世
社
会
構
造
の
研
究
』
第
二
「
荘
園
制
に
お
け
る
職
の
性
格
」
、
と

く
に
二
「
職
の
発
生
」
を
参
照
。

(21)

註
(
7
)
。

(22)

木
村
氏
前
掲
書
三
二
頁
以
下
。

(23)

丹
生
谷
哲
一
「
在
地
刀
禰
の
形
成
と
歴
史
的
位
置
」
（
大
阪
歴
史
学
会
編
『
中
世
社
会
の
成
立
と
展
開
』
所
収
）
ニ
―
一
頁
以
下
。

(
2
4
)
木
村
氏
前
掲
書
三
二
頁
以
下
。

(25)

田
中
氏
前
掲
書
二
六
二
頁
以
下
。

(26)

平
治
元
年
十
二
月
日
金
剛
峯
寺
所
司
等
下
文
(
-
―

10四
四
号
）
。

(
-
―

10五）



(
2
7
)
田
中
氏
前
掲
書
二
六
三
頁
。

(28)

元
久
元
年
七
月
日
（
一
四
七

0
号）。

(29)

『
高
野
山
文
書
』
七
等
を
参
照
。
な
お
江
頭
氏
前
掲
書
所
収
「
紀
伊
国
神
野
・
真
国
荘
の
研
究
」

(30)

久
安
五
年
十
二
月
二
五
日
法
蓮
荒
野
処
分
状
案
（
補
七
七
号
）
。

(31)

（
二
四
―
二
号
）
。

(32)

前
掲
「
高
野
山
検
校
帳
」
、
『
紀
伊
続
風
土
記
』
四
「
山
王
検
校
次
第
之
一
」
参
照
。

(33)

大
伝
法
院
と
金
剛
峯
寺
と
の
抗
争
に
関
し
て
は
、
『
興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
』
二
に
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(34)

『
紀
伊
続
風
土
記
』
四
「
高
僧
行
状
部
」
、
『
高
野
春
秋
』
天
仁
元
年
十
月
朔
条
等
参
照
。
但
し
、
『
高
野
春
秋
』
天
喜
四
年
三
月
日
条
に
は
、

良
禅
は
伊
都
郡
相
賀
庄
産
と
な
っ
て
い
る
。

(35)

（
四
二
三
七
号
）
。

(36)

関
口
恒
雄
「
中
世
前
期
の
民
衆
と
村
落
」
（
岩
波
講
座
日
本
歴
史
中
世
1
所
収
）
一
四
一
頁
。

(37)

但
し
、
高
野
山
領
に
お
い
て
は
「
田
堵
」
と
い
う
名
称
は
ま
れ
で
、
通
常
は
「
地
主
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。

(
3
8
)
（
補
二

0
五
号
）
。

(39)

永
治
二
年
三
月
十
＿
―
-
日
紀
伊
国
密
厳
院
政
所
下
文
案
（
t
-
四
六

0
号）。

(40)

長
承
二
年
二
月
日
覚
鑽
下
文
案
（
補
二

0
七
号
）
、
以
上
の
大
伝
法
院
領
の
特
色
は
、
覚
鑽
の
個
人
的
性
格
や
大
伝
法
院
領
の
特
殊
性
に
帰
す

よ
り
も
、
こ
の
時
期
の
高
野
山
領
全
般
に
わ
た
っ
て
観
察
し
う
る
と
思
え
る
。

(
4
1
)
秋
宗
康
子
「
保
証
刀
禰
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
四
四
巻
四
号
）
。

(42)

奥
野
中
彦
「
在
地
刀
禰
の
形
成
と
展
開
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
六
二
号
）
、
「
乎
安
時
代
に
お
け
る
荘
田
田
堵
の
荘
住
人
化
過
程
」

学
研
究
』
一
二
四
四
号
）
。

(43)

秋
宗
氏
前
掲
書
十
七
頁
。

(
4
4
)
黒
田
俊
雄
「
村
落
共
同
体
の
中
世
的
特
質
」
（
『
日
本
中
世
封
建
制
論
』
所
収
）
、
と
く
に
一
〇
六
頁
以
下
を
参
照
。

(45)

河
音
能
平
「
中
世
社
会
成
立
期
の
農
民
問
題
」
（
『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』
所
収
）
。

(46)

熱
田
公
「
室
町
時
代
の
高
野
山
領
庄
園
に
つ
い
て
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
号
）
三
八
頁
以
下
。

(47)

羽
下
徳
彦
「
領
主
支
配
と
法
」
（
岩
波
講
座
日
本
歴
史
中
世
1
)
一
九
七
頁
以
下
。

関
法
第
二
六
巻
第
二
号

一
八
七
頁
以
下
に
、

六
四

（
『
歴
史

一
部
そ
の
解
説
が
あ
る
。

(-＝10六）




