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・

紹

介

貌
音
南
朝
の
政
治
と
枇
曾

越

智

重

明

著

昭
和
三
八
年
六
月
東
京
吉
川
弘
文
館

A
5
版
四
九
三
頁

貌
督
南
朝
史
研
究
の
分
野
に
お
い
て
、
精
力
的
な
活
躍
を
つ
づ
け
ら
れ
る
越

智
氏
が
、
自
己
の
成
果
を
一
冊
の
書
物
に
ま
と
め
て
上
梓
さ
れ
た
。
既
設
表
論

文
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
か
な
り
の
部
分
に
わ
た
っ
て
改
訂
が
加
え
ら
れ
、
ま

た
あ
ら
た
に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
内
容
は
、
「
貌
の
政
治
と

祉
禽
」
、
「
音
の
政
治
と
紅
曾
」
、
「
南
朝
の
政
治
と
吐
曾
」
の
三
篇
に
わ
か
れ

る
。
し
か
も
こ
れ
ら
が
氏
の
成
果
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
の
こ
り
の
部
分
は
、

第
二
部
と
し
て
選
撃
と
士
人
、
第
三
部
と
し
て
中
央
制
度
と
地
方
制
度
、
第
四

部
と
し
て
結
論
、
が
い
ず
れ
護
表
さ
れ
る
濠
定
だ
と
い
う
。
本
書
、
す
な
わ
ち

第
一
部
は
、
図
家
構
力
、
皇
帝
植
力
の
構
造
を
制
度
史
的
観
貼
か
ら
分
析
す
る

こ
と
を
主
た
る
閥
心
と
し
て
い
る
。
い
ま
、
内
容
の
紹
介
に
重
貼
を
お
き
つ
つ

私
見
を
の
べ
て
ゆ
き
た
い
。
な
お
そ
の
さ
い
、
本
書
の
排
列
の
順
序
に
し
た
が

わ
な
い
ば
あ
い
の
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

第
一
篇
「
貌
の
政
治
と
吐
曾
」
第
一
章
「
屯
田
」
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
越
智
氏
み
ず
か
ら
が
、
西
膏
の
占
田
課
田
制
と
の
つ
な
が
り
の
な

か
で
、
「
西
菅
の
田
制
、
賦
税
に
関
す
る
近
年
の
諸
研
究
」
(
東
洋
事
報
四
三

.
一
)
と
題
す
る
皐
界
動
向
を
執
筆
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
讃
み
あ
わ
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
に
示
さ
れ
た
見
解
の
も
つ
あ
た
ら
し
い
メ
リ
ッ
ト
は
、

一
そ
う
あ
き
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
氏
は
ま
ず
、
曹
操
の
軍
事
笹
制
の
支
計

と
し
て
、
建
安
元
年
に
、
各
州
郡
に
わ
た
っ
て
設
置
さ
れ
た
典
農
官
支
配
下
の

民
屯
田
を
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
民
屯
田
耕
作
者
は
客
と
よ
ば
れ
、
一
般
州
郡
民

と
性
格
を
こ
と
に
し
て
い
た
。
彼
ら
は
曹
操
の
私
田
耕
作
者
で
あ
っ
た
。
し
か

し
貌
王
朝
が
成
立
す
る
と
、
そ
れ
は
公
回
H
官
固
に
蝿
変
化
し
、
そ
の
耕
作
者

は
、
耕
作
と
閥
係
の
な
い
街
役
を
あ
ら
た
に
負
掘
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
代
償
と
し
て
園
家
は
、
典
農
官
に
彼
ら
の
た
め
に
お
こ
な
う
末
作
治

生
商
業
・
手
工
業
行
矯
ー
を
許
し
た
。
と
こ
ろ
で
典
農
官
の
携
嘗
経
営
量
は

耕
作
者
人
数
に
感
じ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
典
農
官
は
、
耕
作
経
営
に

つ
い
て
は
大
司
農
の
支
配
を
う
け
、
民
屯
田
耕
作
者
を
役
人
と
し
て
差
出
す
こ

と
に
つ
い
て
は
倫
書
省
の
支
配
を
う
け
る
と
い
う
二
元
的
支
配
下
に
あ
っ
た
た

め
、
そ
の
間
隙
を
つ
い
て
、
犬
司
農
に
虚
僑
の
報
告
を
お
こ
な
っ
て
据
嘗
経
営

量
を
す
く
な
く
し
、
徐
剰
の
民
屯
田
耕
作
者
を
も
っ
ぱ
ら
末
作
治
生
に
ふ
り
む

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
民
屯
田
耕
作
者
の
負
携
は
い
よ
い
よ
増
大
す

る
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
、
貌
末
膏
初
に
い
た
っ
て
民
屯
田
は
駿
止
さ

れ
た
。
そ
の
慶
止
の
事
貫
を
っ
た
え
る
「
罷
屯
田
官
、
以
均
政
役
」
(
貌
志
轡

四
陳
留
王
本
紀
威
照
元
年
)
と
い
う
記
事
、
こ
と
に
均
政
役
の
語
の
解
懇
を
め

ぐ
っ
て
、
い
ま
ま
で
に
い
く
つ
か
の
説
、
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
越
智

氏
は
い
う
。
『
均
政
役
H
均
征
役
の
語
の
内
容
は
、
政
役
の
語
の
意
義
か
ら
は

こ
れ
を
決
定
し
が
た
く
、
民
屯
田
支
配
機
構
の
改
幾
自
趨
の
迫
求
の
な
か
に
求

め
ね
ば
な
ら
な
い
。
』
(
司
・

5
)
か
く
し
て
、
民
屯
田
廃
止
よ
り
占
日
課
田
制
施

行
ま
で
の
あ
い
だ
、
民
屯
田
の
後
身
た
る
官
固
に
お
け
る
納
租
率
に
嬰
化
が
み

と
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
検
討
し
、
し
た
が
っ
て
征
役
は
税
役
で
は
な
ぐ
し
て
循
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役
の
意
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
均
と
は
寛
大
に
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ

て
、
け
っ
き
ょ
く
均
政
役
と
は
、
循
役
を
寛
大
に
す
る
こ
と
だ
と
結
論
さ
れ

る
。
第
一
章
で
は
そ
の
ほ
か
、
貌
建
園
後
、
呉
国
閣
に
封
略
す
る
た
め
、
民
屯
田

の
な
か
か
ら
「
且
耕
且
守
」
僅
制
を
つ
よ
く
お
し
だ
し
た
度
支
屯
田
が
成
立
す

る
過
程
、
呉
に
も
貌
と
同
様
の
民
屯
と
兵
戸
に
よ
る
軍
屯
の
存
在
し
た
こ
と
を

論
じ
、
ま
た
鶏
西
膏
時
代
に
み
ら
れ
る
二
度
の
大
は
ば
な
戸
厳
増
加
に
着
目
し

て
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
ぜ
ら
れ
る
“
①
卒
園
閣
時
か
ら
卒
呉
時
ま
明
、
の
鎮
の
書
官
地
に

お
け
る
六

O
高
か
ら
一
六

O
徐
高
へ
の
一

O
O高
の
増
加
は
、
貌
の
民
屯
田
暗
躍

止
に
と
も
な
う
そ
れ
ら
の
一
般
州
都
民
へ
の
く
り
い
れ
、
②
太
康
元
年
か
ら
三

年
ま
で
の
貌
の
替
地
に
お
け
る
一
六

O
徐
高
か
ら
こ

O
O高
へ
の
三

O
徐
蔦
の

増
加
、
ま
た
奥
賓
の
奮
地
に
お
け
る
八
一
高
か
ら
一
七
七
世
間
へ
の
一

O
O世間の

増
加
は
、
そ
れ
ぞ
れ
商
奮
の
度
支
屯
田
の
慶
止
と
沓
呉
の
民
屯
田
慶
止
に
と
も

な
う
そ
れ
ら
の
一
般
州
郡
民
へ
の
く
り
い
れ
に
も
と
ず
く
。
か
か
る
大
量
の
屯

国
民
が
存
在
す
る
事
賓
か
ら
、
致
の
国
家
権
力
の
基
悠
が
、
一
般
州
郡
民
よ
り

も
む
し
ろ
民
屯
田
耕
作
者
、
度
支
屯
田
耕
作
者
、
お
よ
び
兵
戸
に
あ
っ
た
と
結

論
さ
れ
る
。
(
な
お
兵
戸
に
つ
い
て
は
と
く
に
専
論
は
な
い
。
)

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
貌
の
園
家
槽
力
が
屯
田
耕
作
者
と
兵
戸
の
二
本

の
柱
に
よ
っ
て
き
さ
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
は
、
第
一
篇
全
盛
を
つ
ら
ぬ

く
ひ
と
つ
の
主
要
な
テ
1
7
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
三
章
「
戸
籍
制

度
」
で
は
、
三
園
時
代
の
戸
籍
が
、
士
・
庶
・
兵
・
屯
田
耕
作
者
な
ど
の
政
治

的
身
分
に
よ
っ
て
直
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論
謹
し
、
そ
の
こ
と
は
、
一
般
州

郡
民
と
兵
・
屯
田
耕
作
者
と
を
明
確
に
匡
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
い

う
。
ま
た
第
四
章
「
税
制
と
戸
」
で
は
、
一
般
州
都
民
に
劃
す
る
田
租
が
畝
封

象
均
額
の
四
升
、
調
が
戸
封
象
均
額
の
絹
二
匹
線
二
斤
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
た
の
ち
、
強
西
替
の
庶
|
一
般
州
都
民
|
の
戸
口
比
が
、
六
・
入
弱
(
景
元

四
年
卒
萄
時
)
、
七
・
ニ
強
(
太
康
元
年
卒
呉
時
)
と
き
わ
め
て
高
率
で
あ
る

こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
は
戸
調
の
均
額
を
利
用
し
て
、
庶
刊
か
戸
の
な
か
に
投
避

し
埋
渡
し
て
い
た
結
果
で
は
な
い
か
、
い
っ
ぽ
う
兵
戸
お
よ
び
屯
田
耕
作
者
に

つ
い
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
『
こ
う
し
た
相
遣
は
、
穿

っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
園
家
、
皇
帝
の
全
園
民
支
配
に
お
い
て
屯
田
耕
作
者
、

兵
戸
に
謝
す
る
支
配
力
確
立
の
意
圃
と
州
郡
民
に
封
す
る
支
配
力
確
立
の
意
閣

と
に
相
違
が
あ
り
、
前
者
に
比
し
後
者
の
方
が
ゆ
る
や
か
明
、
あ
っ
た
と
と
を
晴

之
異
に
物
語
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
』

Q
・
口
凶
)
と
結
論

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ち
か
ご
ろ
、
藤
家
種
之
助
氏
は
、
「
曹
貌
の
典
農
部
屯

田
の
消
長
」
(
東
洋
事
報
四
五
・
二
)
を
愛
表
し
、
い
く
つ
か
の
新
見
解
を
示

さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
氏
は
、
均
政
役
の
語
を
越
智
氏
と
は
ま
っ
た
く
反
封

に
、
一
得
役
を
郡
蘇
民
な
み
に
き
び
し
く
す
る
こ
と
だ
と
解
揮
し
て
い
る
。
藤
家

氏
が
か
か
る
解
離
に
到
達
し
た
背
景
に
は
、
園
家
が
屯
由
民
に
は
徳
役
よ

D
も

佃
科
を
、
郡
蘇
民
に
は
佃
科
よ
り
も
循
役
を
よ
り
大
き
な
任
務
と
し
て
課
し
て

い
た
と
い
う
理
解
が
あ
る
の
で
あ
る
@
こ
の
よ
う
に
越
智
氏
の
理
解
と
大
き
く

く
い
ち
が
う
見
解
が
提
出
さ
れ
、
問
題
は
将
来
に
の
と
さ
れ
て
い
る
と
と
を
、

こ
こ
で
書
き
と
め
て
お
く
。

第
二
章
「
客
戸
制
」
で
は
、
曹
貌
の
給
客
制
度
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
後
漢

末
、
各
地
の
有
力
者
(
主
)
は
私
的
随
従
者
(
臣
・
客
)
を
も
つ
こ
と
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。
曹
貌
で
は
そ
れ
ら
を
一
た
ん
皇
帝
が
完
全
に
匡
と
し
て
把
握
し

た
う
え
、
制
度
的
な
客
|
佃
客
・
衣
食
客
・
武
人
的
性
格
そ
も
つ
客
ー
と
し
て

政
治
的
身
分
に
感
じ
て
給
す
る
か
、
あ
る
い
は
が
ん
ら
い
主
と
無
関
係
の
も
の

を
客
と
し
て
給
し
た
。
そ
れ
は
、
主
と
あ
ら
た
に
そ
の
客
に
指
定
さ
れ
た
も
と

-103-
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の
私
的
随
従
者
と
の
結
合
関
係
に
、
図
家
、
皇
帝
の
直
接
支
配
と
い
う
模
を
う

ち
こ
む
こ
と
で
あ
る
、
と
民
は
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
制

度
的
な
承
認
行
潟
に
お
わ
る
か
ぎ
り
、
民
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
『
力
関
係
に

お
い
て
観
念
的
理
念
的
な
も
の
に
終
る
危
険
性
を
も
つ
も
の
』
(
司

-g)
で

あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
民
の
理
解
の
よ
う
に
岡
家
、
皇
帝
の
直
接
的
支
配
の

面
を
重
視
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
官
人
が
現
状
を
園
家
に
承
認
さ
せ
た
面
を
と

り
あ
げ
、
そ
の
事
賓
の
う
ち
に
官
人
の
力
が
園
家
を
上
ま
わ
っ
た
と
考
え
る
こ

と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
と
に
主
か
ら
規
定
数
を
こ
え
た
客
を
園
家
が

と
り
あ
げ
た
事
賓
が
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

第
五
章
「
異
姓
養
子
」
で
は
、
商
日
操
が
穫
の
規
定
を
否
定
し
て
異
姓
養
子
を

制
度
的
に
承
認
し
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
曹
操
の
父
曹
犠
が
夏
侯
氏
か
ら
宣
官
曹
騰
の
養
子
に
な
っ
た
と
い
う
自
己

の
家
系
を
正
嘗
化
す
る
必
要
の
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か

し
そ
れ
よ
り
も
、
兵
戸
に
封
し
て
異
姓
養
子
を
認
め
た
と
思
わ
れ
る
事
貨
に
注

目
し
、
ま
た
異
姓
養
子
の
制
度
的
承
認
が
、
卒
呉
直
後
の
太
康
三
年
|
軍
国
主

義
慢
制
の
鯵
熔
し
た
年
ー
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
兵
戸
の

維
持
、
ひ
い
て
は
軍
事
力
強
化
推
進
に
主
た
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と

い
わ
れ
る
。
と
の
一
章
も
、
さ
き
に
の
べ
た
民
の
見
解
を
側
面
か
ら
補
強
す
る

目
的
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
第
二
篇
「
育
の
政
治
と
枇
曾
」
に
う
つ
ろ
う
。
第
一
章
「
屯
田
の
慶

止
と
税
制
」
で
は
、
い
わ
ゆ
る
占
回
謀
田
制
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
奮
屯
田
地

が
課
回
と
な
り
、
一
般
私
有
地
が
占
回
と
よ
ば
れ
た
こ
と
、
ま
た
品
官
に
つ
い

て
の
占
回
額
規
定
が
所
有
制
限
額
で
は
な
く
、
政
府
の
施
政
上
に
お
け
る
ひ
と

つ
の
基
準
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
な
ど
の
指
摘
は
現
在
の
通
説
と
か
わ
り
は
な

ぃ
。
民
の
あ
た
ら
し
い
主
張
は
つ
ぎ
の
諸
黙
で
あ
る
。
』
白
田
諌
回
制
の
賓
施
と

同
時
に
、
従
来
の
戸
封
象
均
額
の
調
の
ほ
か
に
、
戸
を
貿
産
に
臨
応
じ
て
九
等
に

分
け
、
そ
れ
を
基
準
と
し
た
質
産
税
が
う
ま
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
後
者
が
前
者

を
し
だ
い
に
歴
倒
し
な
が
ら
、
南
朝
で
は
梁
ま
で
、
北
朝
で
は
均
田
制
施
行
時

ま
で
存
在
し
た
こ
と
、
ま
た
東
替
の
税
制
を
論
じ
て
、
音
書
食
貨
志
の
「
威
和

五
年
、
成
帝
始
度
百
姓
回
、

ω取
十
分
之
て
倒
率
畝
税
米
三
升
」
と
い
う
記

事
の
う
ち
、
叫
が
課
固
に
系
譜
を
も
っ
回
、
倒
が
占
回
に
系
譜
を
も
っ
固
に

封
す
る
租
と
区
別
さ
れ
た
貼
(
こ
の
設
に
つ
い
て
は
本
誌
二

0
・
四
磁
波
護

「
課
と
税
に
閲
す
る
諸
研
究
に
つ
い
て
」
を
参
照
)
が
そ
れ
で
あ
る
。

第
二
章
「
兵
制
」
。
こ
の
章
で
は
、
西
畜
が
呉
を
卒
定
し
た
の
ち
卒
和
が
恢

復
さ
れ
る
と
兵
戸
の
丁
男
が
兵
役
以
外
の
傍
役
に
服
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
般

州
郡
民
の
筏
役
負
携
量
が
減
少
し
た
こ
と
、
し
か
る
に
東
膏
で
は
、
南
土
に
流

寓
し
た
北
人
は
白
籍
に
附
さ
れ
て
循
役
・
兵
役
と
も
に
菟
除
さ
れ
て
い
た
の
に

反
し
、
賞
籍
に
附
さ
れ
た
南
人
の
庶
に
封
す
る
兵
役
・
復
役
は
き
わ
め
て
過
酷

で
あ
り
、
そ
こ
に
東
膏
末
、
桓
温
と
劉
俗
に
よ
る
二
度
の
土
断
が
行
な
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
魔
史
的
必
然
性
の
あ
っ
た
こ
と
が
の
べ
ら
れ
る
。
越
智

氏
の
見
解
で
注
意
す
べ
き
は
、
劉
裕
の
義
照
土
断
を
示
す
記
事
、
「
於
是
、
依

界
土
断
。
唯
徐
売
育
三
州
居
膏
陵
。
不
在
断
例
。
」
(
宋
書
各
二
武
帝
本
紀
中
)

の
解
様
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
強
力
な
抵
抗
の
海
想
さ
れ
る
膏
陵
郡
だ
け
そ

土
断
の
封
象
か
ら
は
ず
し
た
と
解
稗
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
民
は
反
封

に
、
音
陵
郡
に
強
力
な
土
断
を
行
な
い
、
そ
こ
の
民
を
資
籍
に
つ
け
た
こ
と
を

さ
す
の
で
あ
り
、
そ
の
措
置
を
第
一
歩
と
し
て
白
籍
が
し
だ
い
に
黄
籍
一
本
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
「
た
と
解
漕
さ
れ
る
。
な
お
私
家
の
奴
を
徴
褒
す
る
奴
兵
に

つ
い
て
の
一
節
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
『
質
的
に
奴
兵
の
奴
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の
「
所
有
」
者
の
中
核
を
な
す
の
は
南
人
在
地
豪
族
唐
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
そ

の
も
つ
「
カ
」
が
園
家
纏
力
機
構
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
の
に
封
し
必
ら
ず
し
も

反
射
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
そ
の
郷
村
佐
倉
の
治
安
維
持

に
閥
連
あ
る
場
合
と
い
う
枠
内
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
直
接
的
に
関
連

の
な
い
場
所
・
事
態
へ
そ
の
「
力
」
を
投
入
す
る
の
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
』

Q
-
M
N
H
l
M
)
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
南
人
豪
族
の
性
格
を
考
え
る
う
え
に

き
わ
め
て
示
唆
に
と
ん
だ
震
言
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章
「
客
戸
制
」
で
は
、
菅
代
ひ
い
て
は
六
朝
に
お
け
る
客
戸
の
政
治
的

身
分
が
良
民
で
あ
る
こ
と
を
論
置
し
、
そ
し
て
、
警
の
武
帝
は
規
定
政
を
こ
え

た
募
客
を
禁
止
し
た
け
れ
ど
も
、
東
膏
に
な
る
と
、
有
力
者
の
庇
護
を
う
け
て

い
た
多
敏
の
無
籍
の
流
民
を
制
度
的
な
客
戸
と
し
て
承
認
し
た
こ
と
、
そ
の
給

客
制
度
で
は
所
有
数
に
制
限
は
な
く
、
そ
の
さ
い
そ
う
し
た
客
戸
が
政
治
的
身

分
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
『
園
家
の
認
め
た
「
私
民
」
的
性
格
を
も
つ
こ

と
、
客
戸
所
有
が
現
貨
に
客
戸
の
全
人
格
的
把
撞
に
近
い
も
の
と
な
る
べ
き
こ

と
』
を
論
じ
ら
れ
る
。
た
だ
、
東
替
の
給
客
制
度
の
論
援
と
さ
れ
る
記
事
、

「
時
百
姓
遭
難
。
流
移
此
境
u

流
民
多
庇
大
姓
。
以
震
客
。
(
畜
)
元
帝
太
輿

四
年
。
詔
以
流
民
失
籍
。
使
僚
名
上
有
司
。
矯
給
客
制
度
。
」
(
南
密
書
答
十
四

州
都
志
南
禿
州
)
に
つ
い
て
、
上
を
「
く
わ
え
る
(
附
加
す
る
と
と
よ
み
、

有
め
を
品
官
の
意
味
と
し
、
『
流
民
で
籍
を
失
っ
て
い
る
も
の
を
検
括
し
て
そ

の
名
を
篠
し
、
有
司
を
封
象
に
そ
の
名
を
加
え
た
|
有
司
の
客
戸
と
し
た
。
』

な
-M8)
と
解
糊
さ
れ
る
の
に
は
疑
問
が
の
こ
る
。
結
論
と
し
て
は
た
し
か
に

そ
の
と
お
り
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
記
事
は
、
無
籍
者
の
客
の
姓
名
を
一
お

う
官
に
報
告
さ
せ
、
そ
れ
ら
そ
あ
ら
た
に
給
客
制
度
の
封
象
と
し
た
と
理
解
す

る
の
が
安
嘗
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
一
篇
第
六
章
「
封
建
制
」
に
お
い
て
、
貌
の
封
建
制
が
ま
っ
た
く
形
骸
化

し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
と
を
あ
き
ら
か
に
し
、
そ
し
て
、
『
六
朝
の
各
王
朝
が

つ
く
り
出
し
た
各
封
建
制
は
、
各
王
朝
の
性
格
に
賂
じ
て
内
容
に
か
な
り
大
き

い
相
違
を
示
し
て
い
る
。
王
朝
の
性
格
が
封
建
制
に
と
く
に
よ
く
現
わ
れ
て
い

る
の
は
、
膏
の
封
建
制
で
あ
る
。
』
な
-H8)
と
脂
製
言
し
た
著
者
は
、
第
四
重
・

「
五
等
爵
制
」
に
お
い
て
膏
の
封
建
制
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
た
膏

王
朝
の
性
格
を
よ
み
と
ろ
う
と
す
る
。
ま
ず
六
朝
諸
王
朝
の
う
ち
膏
の
封
建
制

の
み
に
み
ら
れ
る
諸
特
長
に
つ
い
て
き
わ
め
て
詳
細
に
・
の
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら

を
ま
と
め
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
川
有
爵
者
が
あ
ら
た
に
別
に

爵
を
有
す
る
さ
い
、
嫡
妻
長
子
〈
す
な
わ
ち
父
の
死
後
そ
の
爵
を
つ
ぐ
べ
き
世

子
)
以
外
の
直
系
男
子
な
い
し
傍
系
男
子
に
奮
爵
を
(
往
々
や
や
費
化
さ
せ

て
)
つ
が
せ
る
。

ω畜
建
国
の
さ
い
、
前
王
朝
の
爵
が
一
般
に
温
存
さ
れ
、
降

爵
さ
れ
な
い
。
帥
封
王
お
よ
び
五
等
諸
侯
が
皇
帝
自
還
の
相
を
自
己
の
直
臣
、

皇
帝
の
陪
臣
と
し
、
封
王
お
よ
び
郡
公
侯
が
皇
帝
自
還
の
内
史
を
自
己
の
直

臣
、
皇
帝
の
陪
臣
と
す
る
。
こ
れ
ら
三
貼
は
、
奮
の
封
建
制
に
周
の
封
建
制
の

ご
と
き
賞
が
そ
な
わ
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
る
。
し
か
る
に
膏

の
封
建
制
に
は
、
そ
れ
を
否
定
す
る
要
素
、
す
な
わ
ち
膏
の
武
帝
が
封
建
制

の
無
限
の
展
開
阻
止
の
意
閣
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち、

ω愈
降
制
の
否
定
、

ω封
建
制
強
化
を
主
張
す
る
劉
領
の
上
疏
〈
畜
帯
電
容

四
六
)
が
否
認
さ
れ
た
こ
と
、

ω太
康
十
年
、
一
時
的
な
が
ら
封
王
お
よ
び
郡

公
侯
の
相
を
省
き
、
治
民
を
職
と
す
る
内
史
一
本
に
ま
と
め
た
こ
と
、
が
そ
れ

で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
封
君
が
封
園
か
ら
う
け
と
る
秩
奉
は
ご
く
す
く
な
く
、

そ
れ
は
底
義
の
官
僚
樫
制
の
な
か
に
あ
る
宮
様
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る

2

こ

の
矛
盾
を
い
か
に
統
一
的
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
越
智
氏
は
つ
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ぎ
の
ご
と
く
い
わ
れ
る

3

貌
の
皇
帝
楢
力
が
屯
国
民
と
兵
戸
と
に
基
盤
を
お
い

て
い
た
の
と
は
こ
と
な
っ
て
、
司
馬
氏
は
か
か
る
特
定
の
権
力
の
基
盤
を
も
た

な
か
っ
た
。
覇
権
確
立
の
た
め
に
と
っ
た
方
法
は
、
国
軍
H
H
兵
戸
の
兵
を
し
だ

い
に
そ
の
手
中
に
収
め
る
こ
と
と
、
士
入
居
を
内
面
的
心
情
的
な
面
に
ま
で
も

た
ち
い
た
っ
て
十
全
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
氏
は
、
清

議
の
採
用
と
故
吏
の
奮
君
に
劃
す
る
服
爽
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
と
の
検
討
を

と
お
し
て
、
膏
代
に
『
士
入
居
の
私
情
が
園
政
の
運
営
、
王
法
の
運
営
の
場
に

も
ち
こ
ま
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
士
入
居
の
私
情
に
公
的
性
格
が
奥
え
ら
れ
る
こ

と
。
』
な
・
白
白
)
が
あ
っ
た
と
い
う
。
か
っ
、
貌
末
、
司
馬
氏
に
よ
っ
て
郡
中

正
の
ほ
か
に
州
大
中
正
が
設
置
さ
れ
る
と
、
州
大
中
正
か
ら
郷
品
二
品
以
上
を

あ
た
え
ら
れ
る
上
殻
土
入
居
が
う
ま
れ
た
。
彼
ら
の
利
害
代
表
で
あ
っ
た
司
馬

氏
政
楢
は
、
彼
ら
に
劃
す
る
一
種
感
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
授
爵
の
劃
象
は

こ
れ
ら
上
級
土
入
居
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
に
上
級
官
人
と

し
て
の
世
襲
性
を
あ
た
え
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
膏
王
朝
は
、
上
級
土
人
支

配
の
術
と
し
て
封
建
制
を
運
営
し
た
の
で
あ
る
、
と
結
論
さ
れ
る
。
宋
で
は
か

か
る
傾
向
は
否
定
さ
れ
、
五
等
爵
を
家
格
と
は
無
関
係
に
行
賞
の
僅
系
の
ひ
と

つ
と
し
て
用
い
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
の
章
の
補
論
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
第

五
章
「
封
王
の
制
と
八
王
の
飢
」
の
紹
介
は
省
略
す
る
。

と
こ
ろ
で
士
入
居
は
し
だ
い
に
政
治
に
謝
す
る
護
言
の
濁
立
性
を
う
し
な

い
、
官
人
と
し
て
無
能
化
し
は
じ
め
る
。
宋
の
劉
氏
は
、
も
は
や
こ
う
し
た
士

入
居
に
依
存
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
た
。
劉
氏
が
依
存
し
た
の
は
皇
親
|
封
王

ー
と
非
士
人
恩
倖
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
観
貼
か
ら
、
第
三
篇
「
南
朝

の
政
治
と
吐
曾
」
の
第
一
章
は
「
皇
親
」
と
題
さ
れ
る
(
恩
倖
に
つ
い
て
は

第
四
部
で
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
と
い
う
)
。
宋
代
で
は
何
書
令
、
中
書
監
就
任
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者
の
多
く
が
皇
親
で
あ
り
、
ま
た
剤
州
、
南
徐
州
の
二
大
州
鎮
の
長
官
に
皇
親

が
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
租
法
と
な
っ
て
い
た
事
賞
な
ど
か
ら
、
宋
代
に
皇
親
政

治
と
も
よ
ぶ
べ
き
政
治
僅
制
の
う
ま
れ
た
こ
と
を
の
ベ
、
な
お
そ
の
ほ
か
、
皇

太
子
・
皇
子
・
公
主
が
、
天
子
が
妾
に
劃
し
て
喪
服
を
た
つ
の
に
慮
じ
て
、
所

生
母
(
た
る
父
の
妾
)
に
劃
す
る
喪
服
を
お
こ
な
わ
な
い
厭
降
制
が
、
皇
子
・

公
主
に
つ
い
て
は
宋
の
元
嘉
二
十
九
年
か
ら
廃
止
さ
れ
、
喪
に
服
す
る
に
い
た

っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
、
天
子
と
皇
子
・
公
主
と
の
一
燈
感
が

く
ず
れ
て
君
臣
関
係
を
第
一
と
す
る
皇
帝
の
支
配
力
強
化
の
あ
ら
わ
れ
を
み
と

め
ら
れ
る
。
梁
の
ば
あ
い
に
は
、
皇
帝
と
皇
親
と
の
閥
係
に
は
、
宋
代
ほ
ど
の

冷
や
か
さ
は
な
く
、
一
種
感
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
か
つ
梁
の
封
王
の
皇
帝
自

選
の
侍
・
相
は
、
封
王
の
直
臣
、
皇
帝
の
陪
臣
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ

は
、
周
的
な
封
建
制
の
復
活
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
皇
帝
が
自
己
の
紹

封
性
を
保
ち
つ
つ
、
園
情
に
感
じ
た
支
配
を
圏
滑
に
行
な
う
べ
き
一
種
の
支
配

か
伽
を
示
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
だ
と
い
わ
れ
る
。
氏
は
再
三
に
わ
た
っ
て

支
配
の
術
と
い
う
表
現
を
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
便
利
な
こ
と
ば
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
す
こ
し
く
巌
密
を
か
く
よ
う
に
思
う
。

第
二
章
「
戸
籍
制
度
と
役
」
c

膏
代
に
は
、
士
籍
と
庶
籍
の
匝
別
が
明
確
で

あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
庶
の
階
層
分
化
が
お
こ
り
、
庶
籍
に
あ
る
も
の
の
う
ち

富
裕
者
、
有
力
者
で
品
官
に
つ
く
も
の
が
で
き
る
と
、
従
来
の
戸
籍
で
は
、
佐

倉
の
賓
情
と
の
あ
い
だ
に
し
だ
い
に
ズ
レ
が
生
ず
る
に
い
た
っ
た
。

a

か
く
し
て

宋
の
孝
武
帝
の
孝
建
元
年
に
戸
籍
の
改
訂
が
な
さ
れ
、
士
籍
と
庶
籍
と
が
一
本

化
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
奮
戸
籍
で
は
、
士
庶
の
匝
別
は
世
襲
性
を
も
っ
政

治
的
身
分
と
し
て
の
士
庶
の
直
別
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
組
理
性
を
も
っ
一
位
曾
的

身
分
と
し
て
の
土
庶
の
匡
別
で
も
あ
っ
た
が
、
新
戸
籍
で
は
、
品
官
に
つ
い
た
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も
の
が
す
な
わ
ち
政
治
的
身
分
と
し
て
の
土
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
斉
来
の
世

襲
性
を
も
っ
士
身
分
は
、
一
世
曾
的
身
分
と
し
て
の
み
の
こ
っ
た
。
こ
の
事
賓

は
二
元
的
人
身
支
配
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
門
地
二
品
の
存
在
、

つ
ま
り
累
世
官
人
と
な
り
累
世
克
役
の
家
の
存
在
を
許
す
と
い
う
貼
で
徹
底

を
か
〈
も
の
だ
あ
っ
た
ω

と
こ
ろ
で
品
官
に
つ
い
た
も
の
が
土
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
お
も
に
軍
駒
を
得
た
と
縛
し
て
戸
籍
の
僑
濫
を
お
こ
な
う
も
の
が
多

数
に
の
ぼ
っ
た
。
梁
の
武
帝
が
天
監
七
年
に
お
こ
な
っ
た
改
革
で
は
、
流
内
十

八
班
(
従
来
の
六
品
以
上
)
が
上
叡
土
人
、
流
外
七
班
(
従
来
の
七

i
九
品
)

が
下
級
土
人
、
三
品
種
位
が
庶
の
つ
く
べ
き
官
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
要
す
る

に
、
政
治
的
身
分
と
枇
曾
的
身
分
と
の
一
致
を
意
味
す
る
。

t

か
く
し
て
庶
は
菟

役
槽
の
な
い
職
に
つ
く
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
く
、
従
来
の
よ
う
に
動
位
に
つ
く

と
之
に
よ
っ
て
土
に
な
っ
た
と
稽
し
、
役
を
の
が
れ
る
戸
籍
俄
濫
の
問
題
は
解

決
さ
れ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
氏
は
、
梁
の
武
帝
が
上
級
土
入
居
と
下
級
土
入

居
と
の
特
権
を
明
草
花
し
、
彼
ら
を
支
配
者
層
と
措
定
し
て
彼
ら
へ
の
依
存
と

そ
の
官
人
と
し
て
の
把
還
の
強
化
と
に
つ
と
め
た
と
論
じ
て
お
き
な
が
ら
、
す

ぐ
そ
の
あ
と
で
、
『
帝
は
士
入
居
に
封
し
て
は
内
面
的
心
情
的
に
も
紹
封
者
と

し
て
の
距
離
感
を
示
し
て
い
た
。
』
(
句
・
お
∞
)
と
の
べ
ら
れ
る
の
は
、
唐
突
の

感
を
ま
の
が
れ
な
い
。
す
く
な
く
と
も
私
に
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い

の
か
見
韓
国
が
つ
き
か
ね
る
。

第
三
章
「
租
、
調
制
」
。
宋
密
で
は
畝
劃
象
均
額
の
田
租
と
戸
封
象
均
額
の

調
お
よ
び
戸
封
象
貿
産
封
藤
の
調
と
が
あ
っ
た
こ
と
、
と
こ
ろ
が
梁
の
武
帝
の

天
監
元
年
に
、
戸
封
象
均
額
の
調
が
了
調
に
か
わ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え

で
、
か
く
し
て
階
書
食
貨
士
山
の
、
「
其
謀
、
丁
男
、
調
、
布
絹
各
二
丈
、
紙
一
一
一

雨
、
綿
八
雨
、
熊
絹
入
尺
、
線
綿
三
雨
二
分
、
租
、
米
五
石
、
藤
米
ニ
石
、
丁
女

並
半
之
。
」
と
い
う
税
制
に
閲
す
る
記
事
は
、
梁
武
い
ご
の
制
九
正
確
に
は
梁

の
大
同
四
年
以
後
陳
の
太
建
九
年
以
前
の
制
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
べ

ら
れ
る
。
こ
れ
は
古
賀
登
氏
が
、
「
南
朝
租
調
致
L

(

史
皐
雑
誌
六
八
・
九
)

で
展
開
さ
れ
た
見
解
を
支
持
し
、
さ
ら
に
強
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し

梁
い
ど
に
も
、
了
租
、
丁
調
の
ほ
か
に
、
な
お
従
来
の
畝
封
象
均
額
の
租
と
戸

封
象
貿
産
封
慮
の
調
と
が
存
績
し
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
る
。
か
く
、
丁
租
、

丁
目
調
の
出
現
に
焦
駄
を
あ
わ
す
と
、
そ
こ
に
梁
の
武
帝
の
一
元
的
人
身
支
配
強

化
の
意
闘
が
く
み
と
れ
る
け
れ
ど
も
、
後
者
の
存
績
が
あ
る
い
じ
よ
う
は
、
徹

底
を
か
く
も
の
で
あ
っ
た
と
論
ぜ
ら
れ
る
。

第
四
章
「
客
戸
制
」
で
は
、
ま
ず
、
南
朝
に
な
っ
て
か
ら
客
戸
を
所
有
で
き

る
下
限
が
上
昇
し
た
、
そ
れ
は
政
治
的
支
配
者
層
の
下
限
が
上
回
升
し
た
こ
と
の

一
環
で
あ
る
と
の
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
階
書
食
貨
志
に
、
「
附
都
下
人
多
篤

諸
王
公
貴
人
左
右
佃
客
奥
計
衣
食
客
之
類
、
皆
無
課
役
。
倒
官
品
第
一
第
二
、

佃
客
無
過
四
十
戸
。
:
:
:
第
九
品
五
戸
。
:
:
:
」
と
あ
る
記
事
に
つ
い
て
凶
と

刷
と
は
別
の
時
期
の
規
定
、
す
な
わ
ち
倒
は
酉
奮
の
客
戸
制
の
繕
承
展
開
で
あ

っ
て
東
畜
末
ま
で
の
規
定
、

ωは
南
朝
に
入
っ
て
か
ら
の
規
定
だ
と
さ
れ
る
。

そ
の
論
嬢
と
し
て
、
王
公
貴
人
と
い
う
語
が
、
東
膏
末
い
ど
で
は
第
六
品
官
以

上
を
さ
す
こ
と
を
他
史
料
か
ら
蹄
納
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
は
た
し
て
右

の
文
章
に
お
い
て
、
王
公
費
人
と
い
う
語
が
そ
れ
ほ
ど
限
定
的
に
使
用
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
品
官
全
鰻
を
包
括
す
る
こ
と
ば
と
し
て
王
公
貴
人
と

い
う
表
現
を
使
用
し
、
倒
を
ひ
き
だ
す
導
入
部
と
し
て

ωの
記
述
が
お
か
れ
て

い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
す
っ
き
り
と
お
る
よ
う
に
私
は
思
う
。
階
書
食
貨
志
が
、

た
と
え
ば
税
役
の
記
事
に
つ
い
て
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
の

時
代
の
規
定
を
雑
然
と
記
述
し
て
い
る
部
分
を
ふ
く
む
と
し
て
も
守
・
怠
ω)
、
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右
の
文
章
に
お
い
て
凶
と

ωと
を
裁
然
と
直
別
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
の
こ

る
。
な
お
氏
は
、
人
士
と
い
う
語
が
六
品
官
以
上
を
さ
す
も
の
と
し
て
、
宋
代

に
お
い
て
す
で
に
客
戸
所
有
の
下
限
が
六
品
官
以
上
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
論

じ
て
お
ら
れ
る
が
、
人
士
H
六
品
官
以
上
と
い
う
論
詮
に
つ
い
て
も
同
様
の
危

倶
な
し
と
は
し
な
い
。
私
が
い
い
た
い
の
は
、
王
公
貴
人
と
か
人
士
と
か
い
う

と
と
ば
が
、
い
つ
の
ば
あ
い
に
も
き
わ
め
て
限
定
的
な
制
度
的
な
こ
と
ば
と
し

て
使
用
さ
れ
る
の
か
、
も
っ
と
自
由
に
使
用
さ
れ
る
ば
あ
い
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
が
、
四
九
三
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
大
著
に
も
り
こ
ま
れ
た
主
要
論
貼
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
紹
介
者
の
無
力
の
た
め
に
、
ま
た
謙
虚
な
著
者
は
他
人
の
読

と
こ
と
な
る
貼
を
を
ま
り
は
っ
き
り
と
指
示
さ
れ
な
い
た
め
に
、
著
者
、
が
行
聞

に
さ
り
げ
な
く
記
さ
れ
た
論
黙
を
つ
か
み
そ
こ
ね
た
と
こ
ろ
が
す
く
な
く
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
告
白
し
た
う
え
で
、
最
後
に
、
大
著
を
通
讃
し
た
あ

と
で
の
紹
介
者
の
雑
感
を
書
き
と
め
て
お
き
た
い
。

越
智
氏
は
か
つ
て
、
「
貌
西
膏
貴
族
制
論
」
(
東
洋
製
報
四
五
・
一
)
に
お

い
て
、
現
象
と
機
構
(
の
運
管
)
と
を
峻
別
す
る
必
要
を
強
調
さ
れ
た
。
そ
し

て
ま
た
機
構
と
し
て
の
膏
の
皇
帝
槽
力
の
寅
態
が
、
『
皇
帝
の
一
方
的
な
支
配

健
制
の
一
つ
』
で
あ
る
と
の
べ
ら
れ
た

Q

こ
の
護
言
に
留
意
す
る
こ
と
は
、
本

書
を
讃
む
う
え
に
も
有
用
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
枚
め
ら
れ
た
諸
論
文
は
、
も
つ

ば
ら
機
構
制
度
の
究
明
を
意
圃
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
機
構
制

度
が
寅
際
に
機
能
す
る
世
界
に
つ
い
て
の
記
述
は
き
わ
め
て
と
ぼ
し
い
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
第
一
篇
第
五
章
「
異
姓
養
子
」
に
お
い

て
、
畜
の
太
康
三
年
に
異
姓
養
子
が
制
度
的
に
禁
止
さ
れ
た
の
ち
に
も
、
現
寅

に
は
東
膏
時
代
に
な
っ
て
も
異
姓
養
子
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
・
た
事
質

を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
深
く
考
え
よ
う
と
は
さ
れ
な

い
。
『
「
紳
は
非
穫
を
散
け
ず
」
と
し
て
異
姓
養
子
を
否
認
す
る
の
は
穫
の
本
質

で
あ
り
、
少
な
く
と
も
漢
一
代
を
通
じ
て
不
動
の
龍
制
と
さ
れ
て
い
た
が
、
曹

操
は
自
己
の
政
治
種
制
を
確
立
す
る
た
め
に
、
礎
制
を
政
治
に
従
属
さ
せ
た
形

を
と
っ
て
こ
れ
を
否
定
し
た
。
』
(
貌
西
育
貴
族
制
論
)
と
い
う
よ
う
に
、
民
の

関
心
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
機
構
制
度
の
面
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
も
っ
ぱ
ら

む
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
機
構
制
度
と
い
う
も
の
は
、
い
つ

も
一
方
的
支
配
を
意
圃
し
、
な
い
し
は
そ
の
よ
う
に
よ
そ
お
う
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
機
構
制
度
が
現
寅
に
機
能
す
る
世
界
も
し
機
構
制
度
を
王
法

の
世
界
と
よ
ぶ
な
ら
ば
そ
れ
を
私
情
の
世
界
と
よ
ん
で
も
よ
か
ろ
う
ー
が
、
逆

に
機
構
制
度
を
限
定
し
動
か
し
て
ゆ
く
と
い
う
様
態
も
み
と
め
ら
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
王
法
に
完
全
に
つ
つ
み
こ
ま
れ
な
い
私
情
の
世
界
の

存
在
を
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
異
姓
養
子
が
制
度
的
に
禁
止
さ

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
寅
に
は
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
、
す
で
に
そ
う
し
た
王
法
に
つ
つ
み
こ
ま
れ
な
い
世
界
の
存
在
を
橡
想
さ

せ
る
。
民
は
「
貌
西
膏
貴
族
制
論
」
で
、
王
法
に
封
立
す
る
も
の
と
し
て
穫
を

私
情
の
モ
ラ
ル
と
措
定
し
、
曹
操
が
異
姓
養
子
を
承
認
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

王
法
が
私
情
を
従
属
さ
せ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
さ
い
、
六
朝

人
が
漢
代
人
と
は
こ
と
な
っ
て
、
「
穫
は
人
情
に
縁
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
端

的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
穫
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
自
由
で
弾
力
性

の
あ
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
も
あ
わ
せ
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
氏
の
研
究
が
、
客
戸
の
制
度
的
な
面
に
つ
い
て
あ
き
ら
か
に
し
た

功
績
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
し
か
し
客
戸
が
、
氏
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
主
の

私
民
的
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
王
法
に
封
立
す
る
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世
界
の
存
在
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
王
法
の
世
界
と
私
情
の

世
界
と
の
ふ
れ
あ
い
、
な
い
し
は
爾
者
の
ひ
「
ず
み
の
う
え
に
生
き
た
歴
史
像
が

う
か
び
あ
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
第
二
部
以
下
が
愛
表
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
の
疑
問
な
い
し
曲
解
は
、
そ

と
に
お
い
て
け
し
と
ぶ
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
だ
け
の
大
著
で
あ
り
な
が
ら
、
序
文
な
り
前
言
な
り
を
か
い
て

い
る
と
と
に
と
ま
ど
い
を
感
ず
る
。
そ
の
た
め
、
各
個
別
論
文
が
ど
の
よ
う
な

構
想
の
も
と
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
著
者
が
研
究
の
封
象
と
さ
れ
た

貌
膏
南
朝
と
い
う
時
代
を
中
園
史
全
慢
の
う
え
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う

と
さ
れ
る
の
か
、
は
な
は
だ
明
瞭
を
か
く
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
個
別
論

文
の
な
か
に
、
右
の
よ
う
な
疑
問
に
こ
た
え
る
銭
逃
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

著
者
は
護
者
が
お
の
ず
か
ら
そ
の
な
か
か
ら
讃
み
と
る
と
と
を
期
待
さ
れ
て
い

る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。
『
:
:
:
官
田
耕

作
者
に
課
す
る
税
と
私
田
の
所
有
者
に
課
す
る
税
と
の
基
本
的
性
格
が
共
通

で
、
そ
う
し
た
税
u
H
租
が
、
省
時
の
理
解
に
従
う
と
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
使
用

料
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
J

つ
ま
り
、

そ
こ
で
は
(
六
朝
の
政
治
理
念
に
お
い
て
)
闇
家
(
あ
る
い
は
皇
帝
)
が
全
園

の
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
通

常
「
私
田
を
所
有
す
る
」
と
い
っ
た
表
現
を
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
所
有
」

は
、
「
所
有
」
者
が
そ
の
権
利
を
貰
る
こ
と
が
で
き
る
・
貿
産
税
一
の
封
象
と
な

る
・
「
(
無
期
限
の
)
永
小
作
権
」
的
な
権
利
を
そ
の
回
に
も
っ
と
い
っ
た
意

味
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
政
治
理
念
ー
そ
の
政
治
へ
の
具
現
は
、
漠
時
代
の

も
の
と
は
微
妙
な
相
逮
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
北
朝
の
も
の
と
は
国
一
と
し

て
よ
い

d

e
・見出

i
d
し
か
し
と
れ
に
よ
っ
て
も
、
六
朝
の
土
地
所
有
を

め
ぐ
る
政
治
理
念
が
漢
代
の
そ
れ
と
微
妙
に
く
い
ち
が
う
と
い
わ
れ
る
に
と
ど

ま
っ
で
、
そ
れ
以
上
に
は
叙
述
の
筆
は
す
す
ま
な
い
。
爾
者
の
ち
が
い
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
著
者
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
と
い

う
黙
こ
そ
、
讃
者
の
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
慎
重
を
期
さ
れ
る
著
者
は
、

性
急
に
結
論
を
だ
す
こ
と
に
簿
謄
を
お
ぼ
え
、
第
四
部
ま
で
結
論
を
保
留
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
も
第
二
部
以
下
の
護
表
が
期
待
さ
れ
る

の

で

あ

る

。

(

吉

川

忠

夫

)

府

兵

制

度

考

理

• 
光

著

谷

一
九
六
二
年
七
月
上
海
人
民
出

版
枇

A
5
版

三

O
九
頁

-109-

戦
後
わ
れ
わ
れ
は
]
中
園
人
撃
者
の
手
に
な
る
幾
多
の
府
兵
制
研
究
の
成
果

に
接
し
て
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
翠
げ
れ
ば
、
陳
寅
格
氏
の
「
惰
唐
制

度
淵
源
略
論
稿
」
(
一
九
四
四
年
)
を
始
め
と
し
て
、
唐
長
濡
「
貌
周
府
兵
制

度
緋
疑
」
(
貌
奮
南
北
朝
史
論
叢
一
九
五
五
年
)
、
同
「
唐
番
兵
志
築
正
」
(
一

九
五
七
年
)
、
与
仲
勉
「
府
兵
制
度
研
究
L

(

一
九
五
七
年
)
な
ど
が
あ
り
、
い

ず
れ
も
わ
が
園
の
研
究
者
に
か
な
り
深
い
影
響
を
奥
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
こ
と
に
、
谷
舞
光
氏
の
新
著
を
え
た
。
周
知

の
と
お
り
、
谷
氏
は
一
九
三

0
年
代
か
ら
、
「
高
貢
L

誌
そ
の
他
を
遇
じ
て
、

六
朝
・
惰
唐
時
代
に
闘
す
る
諸
研
究
を
愛
表
し
て
き
た
事
者
で
あ
る
。
こ
と

に
、
勢
経
原
「
唐
折
衝
府
考
」
・
羅
振
玉

「
唐
折
衝
府
考
補
」

の
業
績
を
ひ
き

つ
い
だ
氏
の
「
唐
折
衝
府
枚
補
」
は
、
前
二
著
と
共
に
、
「
二
十
五
史
補
網
」


