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の
一
環
と
な
る
論
考
で
あ
る
。
前
者
で
は
次
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即

ち
、
土
地
制
度
史
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
寛
郷
・
狭
郷
。
と
は
別
に
、
南
宋
で

は
、
役
法
上
こ
の
語
殺
を
使
用
し
て
い
た
。
寛
郷
と
は
富
戸
が
多
く
役
に
充
て

ら
れ
る
戸
が
多
い
た
め
、
役
負
婚
が
経
く
雨
税
額
も
多
く
て
富
裕
な
と
こ
ろ

で
、
狭
郷
と
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
郷
の
下
の
都
と
も
関
連
し
、
事

寅
笛
時
、
究
都
・
狭
都
と
い
う
表
現
も
あ
っ
た
。
周
藤
氏
は
、

こ
う
し
た
寛
狭

の
郷
都
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
於
け
る
役
法
の
問
題
、
政
府
の
封
策
を
物
語
る

史
料
を
数
多
く
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
後
者
は
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
民

兵
制
度
・
自
警
組
織
を
目
指
し
た
王
安
石
の
保
甲
法
が
、
次
第
に
そ
の
本
来
の

青
山
味
を
失
っ
て
役
法
化
し
、
そ
れ
と
共
に
、
北
宋
末
か
ら
南
宋
に
亘
っ
て
、
保
伍

法
と
呼
ば
れ
る
、
も
と
の
意
味
の
保
甲
法
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
保
伍
法
は
、
特

に
南
宋
後
半
に
至
っ
て
整
備
さ
れ
た
が
、
こ
の
法
を
通
じ
て
政
府
は
、
警
察
、
防

災
、
戸
口
把
握
、
租
税
徴
集
の
補
助
、
教
化、

救
済
な
ど
の
諸
政
策
を
行
っ
て

い
た
。
ま
た
、
官
は
滋
時
郷
村
で
大
土
地
所
有
を
行
っ
て
い
た
官
戸

・
形
勢
戸

を
利
用
し
て
保
伍
法
を
行
っ
て
お
り
、
彼
ら
も
こ
の
法
を
通
し
て
郷
都
の
一
般

人
民
に
勢
力
を
伸
張
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
於
て
も
、
凡
そ

保
伍
法
に
開
通
し
た
史
料
は
亘
細
と
な
く
蒐
集
さ
れ
、
地
域
別
時
代
順
に
分
類

解
説
さ
れ
て
い
る
。
今
後
こ
の
問
題
の
研
究
者
は
、
史
料
に
闘
す
る
限
り
は
、

こ
れ
を
参
考
に
す
る
だ
け
で
多
く
の
稗
盆
を
受
け
よ
う
。
た
だ
|
|
こ
の
こ
と

は
郷
村
制
の
嬰
濯
に
闘
す
る
論
考
に
も
あ
て
は
ま
る
が
|
|
あ
ま
り
に
数
多
く

の
、
し
か
も
必
ず
し
も
次
元
を
同
じ
く
し
な
い
史
料
が
列
記
さ
れ
る
と
、
つ
い

本
筋
を
見
失
い
が
ち
に
な
っ
て
来
る
。
保
甲
法
が
役
法
に
獲
る
と
い
う
問
題
に

し
て
も
、
制
度
の
鑓
遜
の一
一袋
側
を
も
う
少
し
採
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

以
上
、
盲
蛇
に
お
じ
ず
の
妄
言
を
重
ね
た
。
大
著
の
全
部
に
ふ
れ
る
の
は
紙

般
の
制
限
も
あ
っ
て
果
し
得
ず
、
ま
た
こ
こ

に
紹
介
し
た
新
編
に
つ
い
て
も
、

甚
だ
偏
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
重
ね
て
著
者
な
ら
び
に
讃
者
の
お

許

し

を

乞

う

次

第

で

あ

る

。

(

梅

原

郁

)

明
代
筏
役
制
度
の
展
開

山

根

孝

夫

著

昭
和
四
十
一
年
三
月
東
京
女
子
大
祭
摩
曾

A

5
剣
本
文
二
一
九
頁
索
引
十
一
一
貝

山
根
幸
夫
氏
が
戟
後
の
明
代
徳
役
制
度
研
究
の
有
力
な
推
進
者
の

一
人
で
あ

っ
た
こ
と
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
此
の
度
、
氏
が
こ
れ
ま
で

に
震
表
さ
れ
た
数
多
く
の
径
役
制
度
に
闘
す
る
論
文
を
基
礎
に
、
更
に
そ
れ
ら

に
大
き
く
手
を
加
え
、
ま
た
同
時
に
他
の
研
究
者
の
成
果
や
批
剣
を
も
採
り
入

れ
て
、
「
明
代
筏
役
制
度
の
展
開
」
な
る
勢
作
を
公
に
さ
れ
た
。
氏
が
明
代
名
役

制
度
研
究
の
上
に
果
さ
れ
た
業
績
に
つ
い
て
は
、
本
警
の
序
文
中
に
お
い
て
岩

見
宏
氏
が
適
切
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
の
で
こ
こ
に
く
り
返
さ
な
い
。
私
も
氏
の

論
文
に
導
か
れ
て
明
代
の
筏
役
制
度
研
究
に
よ
う
や
く
入
門
し
た
ば
か
り
で
あ

る
。
氏
の
魔
女
論
文
「
十
五

・
六
世
紀
中
国
に
お
け
る
賦
役
労
働
制
の
改
革
」

ゃ
、
「
明
代
里
長
の
職
責
に
関
す
る
一
考
察
」
等
の
論
文
が
、
私
の
研
究
に
ど

れ
程
大
き
な
教
示
を
輿
え
て
く
れ
た
か
は
、
山
東
の
門
銀
に
関
す
る
拙
稿
を
讃

ま
れ
た
方
に
は
瞭
然
だ
と
思
う
。
そ
の
入
門
者
が
氏
の
今
回
の
努
作
を
批
評
す

る
と
い
う
大
任
を
負
わ
さ
れ
た
。
荷
の
重
す
ぎ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ

か
ら
本
書
を
讃
ん
で
感
じ
た
こ
と
、
疑
問
駄
を
率
直
に
述
べ
る
と
い
っ
た
よ
う

な
批
評
に
終
り
そ
う
な
こ
と
を
著
者
及
び
大
方
の
方
々
に
封
し
て
お
断
り
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
本
書
は
中
園
歴
代
の
筏
役
制
度
の
特
徴
を
略
述
し
た
序
説
よ
り
始
ま
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り
、
寸
明
初
の
循
役
制
度
」
と
い
う
表
題
の
第
一
章
、
寸
明
代
中
期
に
お
け
る

循
役
制
度
の
展
開
」
な
る
第
二
章
及
び
、
「
明
代
華
北
に
お
け
る
役
法
の
特

質
」
の
附
論
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
本
書
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の

は
第

一
章
と
第
二
章
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
章
に
お
い
て
、
明
初
の
均
工
夫
役
の

制
定
よ
り
一
機
鞭
法
質
施
に
至
る
前
ま
で
の
明
代
循
役
制
度
の
褒
展
と
特
質
が

詳
論
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
章
を
追
っ
て
そ
の
内
容
の
筒
車
な
紹
介

と
共
に
私
の
感
想
な
り
批
評
を
述
べ
て
み
た
い
。

先
ず
第
一
章
は
次
の
四
節
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。
第
一
節
、
「
均
工
夫
の

制
定
」
、
第
二
節
、
「
里
甲
制
の
成
立
L

、
第
三
節
、
「
里
甲
正
役
」
、
第
四

節
、
「
雑
役
」
の
各
節
で
る
り
、
最
後
に
結
語
が
附
さ
れ
、
こ
の
章
全
健
の
ま

と
め
が
な
さ
れ
て
い
る
。
各
節
の
題
目
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
章
で

は
、
均
工
夫
の
役
に
闘
す
る
問
題
の
外
、
明
代
に
お
け
る
術
役
制
度
の
基
礎
と

な
っ
た
里
甲
制
の
成
立
、
及
び
明
初
の
箔
役
制
度
の
内
容
と
そ
の
襲
遜
が
詳
細

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
第
一
節
で
は
、
明
初
の
街
役
と
し
て
最
初
に
登
場
す
る
均
工
夫
の
役

が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
役
が
洪
武
元
年
(
一
一
一
一
六
八
)
に
制
定
さ
れ
、
直
拍
酬
の

膝
天
等
十
八
府
州
、
及
び
江
西
の
九
江
・
鏡
州
・
南
康
の
三
府
に
割
り
嘗
て
ら

れ
た
こ
と
、
そ
の
際
こ
の
役
を
科
波
さ
れ
た
の
は
国
土
(
民
団
〉
所
有
者
(
地

主
・
自
作
農
)
の
み
で
あ
っ
て
、
回
一
頃
に
つ
き
均
工
夫
一
人
を
出
さ
せ
、
官

回
の
耕
作
者
は
こ
の
役
を
謀
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
洪
武

三
年
に
は
こ
の
制
度
を
整
備
す
る
た
め
に
、
科
波
の
基
礎
と
な
る
肇
帳
「
均
工

図
冊
」
が
編
造
さ
れ
、
ま
た
そ
の
施
行
地
域
も
後
に
は
江
西
全
省
に
鎖
大
さ
れ

て
い

っ
た
と
い
う
諸
鮎
が
先
ず
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
役
は
、
毎
年

冬
十
月
よ
り
十
二
月
に
至
る
農
関
期
に
調
設
さ
れ
、
満
一
カ
月
、
京
師
に
お
い

て
、
工
部
の
指
揮
の
も
と
に
、
園
都
の
修
築
や
河
道
の
溶
深
な
ど
に
従
事
す
る

の
を
主
な
内
容
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
均
工
夫
は
、
上
に
述
べ
た

よ
う
に
元
来
園
都
造
俸
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
臨
時
の
循
役
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
完
了
後
も
、
一
時
停
止
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
の
永
く
存
綴
し
、
宣
徳

年
間
に
至
っ
て
も
、
「
均
工
民
夫
」
と
い
っ
た
名
で
呼
ば
れ
、
城
河
の
修
治
に

嘗
っ
て
い
た
。
以
上
が
第
一
節
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
氏
は
こ
こ
で
奮
稿

(
「
明
初
の
均
工
夫
に
つ
い
て
」
東
洋
祭
報
三
九
の
三
〉
の
誤
り
、
即
ち
「
均

工
夫
に
服
役
し
た
場
合
に
は
、
積
極
菟
除
の
特
典
が
奥
え
ら
れ
て
い
た
」
貼
を

①
 

藤
井
宏
氏
の
批
判
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
一
方
、
藤
井
氏
が
こ
の

役
の
性
格
を
、
少
く
と
も
洪
武
前
期
に
お
い
て
は
他
の
筏
役
と
本
質
的
に
異
る

も
の
で
な
か
っ
た
(
殆
ん
ど
全
て
の
循
役
、か
国
土
面
積
を
科
波
の
基
準
と
し
て

レ
た
)
と
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
て
、
氏
は
、
里
甲
正
役
で
あ
る
里
長
の
役
を

は
じ
め
、
一
般
の
循
役
が
菟
除
さ
れ
て
い
る
の
に
、
均
工
夫
が
免
除
さ
れ
て
い

な
い
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
や
は
り
こ
の
役
は
他
の
彼
役
と
異
っ
た
特
殊

な
役
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
氏
は

均
工
夫
の
性
格
解
明
に
な
お
疑
問
を
残
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
藤
井
氏
の
結

論
に
謝
し
て
、
氏
の
こ
の
指
摘
だ
け
で
は
や
は
り
説
得
力
が
弱
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

次
い
で
第
二
節
で
は
里
甲
制
の
成
立
に
闘
す
る
問
題
、
及
び
そ
の
制
度
と
し

て
の
確
立
と
賦
役
黄
冊
の
編
造
等
に
関
す
る
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
。
従
来
、
里

甲
制
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
洪
武
十
四
年
を
以
っ
て
初
め
と
し
、
そ
れ
以
前
の

税
役
の
徴
枚
は
里
甲
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
く
、
な
ん
ら
の
統
一
も
な
い
ま
与

に
行
わ
れ
た
と
設
か
れ
て
来
た
。
し
か
し
最
近
、
鶴
見
伶
弘
氏
は
「
明
代
の
崎

零
戸
に
つ
い
て
」
(
東
洋
皐
報
四
七
の
=
一
)
と
い
う
論
文
で
、
江
南
デ
ル

タ
地

帯
の
あ
る
地
域
で
は
洪
武
二
、
三
年
頃
に
既
に
堅
甲
制
の
前
身
と
も
い
う
べ
き

制
度
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
特
に
湖
州
府
の
そ
れ
を
「
小
貫
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冊
闘
の
法
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
山
根
氏
も
里
甲
制
の
前
身
を
こ
の
「
小
策
冊

園
の
法
」
に
求
め
、
そ
の
制
度
面
で
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
な

お
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
里
甲
制
が
湖
州
府
以
外
に
ど
の
よ
う
な
地
域
に
行
わ
れ

た
か
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
「
戸
帖
」
の
制
度
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
「
戸

帖
」
の
制
度
は
全
閣
の
戸
口
を
調
査
し
、
戸
籍
を
編
造
す
る
た
め
に
、
洪
武
三

年
、
全
国
的
に
賞
施
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
て
、
戸
帖
に
は
各
戸
の
郷
貫

・
丁
口

・
姓
名

・
年
齢
と
共
に
国
土

・
家
屋

・
役
畜
等
の
事
産
を
も
記
入
さ
せ
た
。
従

っ
て
こ
の
こ
と
よ
り
し
て
、
氏
は
戸
帖
が
軍
に
戸
籍
作
製
の
た
め
ば
か
り
で
な

く
、
賦
役
科
汲
に
も
役
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
洪
武
三
年
に
、
こ
の

よ
う
な
戸
帖
の
制
度
が
全
国
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
と
、
湖
州
府
に
お
け
る
里
甲

制
の
成
立
H
H
小
葉
市
の
編
造
と
は
、
何
ら
か
の
関
連
を
有
し
て
い
た
に
違
い
な

い
と
推
論
し
て
お
ら
れ
る
。
私
も
氏
の
推
論
に
質
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
戸

帖
制
と
小
策
冊
と
の
具
種
的
な
閥
係
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
こ
の

雨
者
の
閥
係
が
立
登
さ
れ
た
な
ら
ば
、
里
甲
制
(
小
葉
冊
闘
の
法
〉
の
施
行
が

湖
州
府
下
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
相
骨
田
鹿
範
囲
に
質
施
さ
れ
た
こ
と
が
結
論
づ
け

ら
れ
よ
う
し
、
王
朝
機
力
が
そ
の
よ
う
な
在
地
の
組
織
を
通
じ
て
農
民
を
把
握

し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
従
っ
て
戸
帖
が
賦
役
科
波
に
役
立
っ
て
い
た
こ
と
も
具

健
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
小
賀
町
図
の
法
、
あ
る
い
は
戸
帖
H
戸
籍
制
度
を
基

盤
と
し
て
、
洪
武
十
四
年
、
皇
甲
制
が
確
立
さ
れ
、
賦
役
策
冊
が
編
造
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
洪
武
十
四
年
の
最
初
の
賦
役
責
冊
(
以
下
黄
冊
と

略
構
す
る
)
の
編
造
に
つ
い
て
は
、
不
備
な
黙
や
錯
誤
も
多
か
っ
た
の
で
、
洪

武
二
十
四
年
の
第
二
回
編
造
に
嘗
つ

て
は
そ
の
貼
が
整
備
さ
れ
、
里
甲
の
編
成

原
則
も
よ
り
目
穴
健
的
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
第
二
回
の
編
造
に

省
つ
て
は
、
先
の
十
四
年
の
際
に
は
何
ら
の
指
示
も
な
か
っ
た
上
中
下
三
等
の

戸
則
が
記
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
崎
一容
戸
に
関
す
る
規
定
等
も
よ
り
目
穴

種
的
に
な
っ
た
。
な
お
氏
は
こ
こ
で
章
慶
遠
氏
が
そ
の
著
「
明
代
糞
冊
制
度
」

中
で
紹
介
さ
れ
た
「
椅
佃
供
箪
」
を
引
い
て
北
東
冊
編
迭
の
過
程
を
具
慢
的
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
上
中
下
三
等
の
戸
則
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
糞
冊

へ
の
記
入
は
洪
武
二
十
四
年
よ
り
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
先
、
洪
武

十
八
年
に
賦
役
冊
が
造
ら
れ
、
そ
れ
に
上
中
下
三
等
の
戸
則
が
設
定
さ
れ
る
こ

に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
黄
冊
へ
の
記
入
は
こ
の
賦
役
冊
の
戸
則
を
踏
襲
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
氏
は
こ
の
節
の
最
後
で
賦
役
冊
と
黄
冊
と
の
閥
係
を

検
討
し
て
お
ら
れ
る
。
氏
は
清
水
泰
次
氏
の
見
解
を
引
き
、
や
は
り
黄
怖
の
他

に
賦
役
冊
が
存
在
し
た
ら
し
い
と
し
、
賦
役
冊
は
も
っ
ぱ
ら
径
役
科
阪
の
基
準

と
し
て
編
造
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し

@
 

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
賦
役
慨
は
黄
怖
に
吸
牧
さ
れ
た
と
い
う
見
解
も
あ
り
、

な
お
検
討
を
要
す
る
問
題
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
藤
井
氏
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
洪
武
十
八
年
以
前
の
街
役
の
科
娠
が
田
土
(
糧
〉
を
基
準
と

し
て
い
た
の
に
封
し
、
こ
れ
以
後
は
田
土
の
み
で
な
く
、
人
丁

・
事
産
を
も
併

せ
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
田
土
の
外
、
人
了

・
事
産
を
綜
合
評
領
し
た
上
中
下

の
戸
則
に
基
づ
い
て
循
役
科
汲
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
百
六
鱒
的

理
由
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
里
甲
の
組
織
原
則
に
つ
い
て
も
、
氏

は
正
管
戸
に
は
佃
戸
は
編
入
さ
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に

封
し
て
は
総
見
氏
が
前
掲
の
論
文
に
お
い
て
佃
戸
が
入

っ
て
い
た
可
能
性
を
指

摘
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
黙
は
里
甲
制
の
内
部
構
造
を
解
明
す
る
上
で
非
常
に

重
要
な
問
題
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
貼
が
目
穴
岨
極
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
な

ら
ば
、
明
代
後
役
の
賦
課
封
象
が
原
則
と
し
て
田
土
所
有
者
の
み
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
も
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
里

甲
制
に
つ
い
て
は
な
お
問
題
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
氏
が
、
里
甲
制
設
定
の
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意
闘
は
、
あ
く
ま
で
も
税
役
の
科
波
・
徴
牧
の
た
め
の
機
構
と
し
て
こ
れ
を
活

用
す
る
こ
と
に
あ
り
、
ま
た
賦
役
黄
冊
は
箪
な
る
戸
籍
簿
で
は
な
く
、
賦
役
科

波
の
た
め
の
肇
帳
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
し
、
里
甲
制
施
行
の
基
盤
と
な
る

も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
し
て
お
ら
れ
る
貼
は
全
く
同
感
で
あ
る
。

綴
い
て
第
三
節
で
は
、
前
節
で
論
じ
ら
れ
た
皇
甲
制
の
機
能
を
果
す
た
め
に

設
け
ら
れ
た
呈
長
・
甲
半
自
等
の
役
割
り
に
つ
い
て
、
卸
ち
「
里
甲
正
役
」
に
閲

す
る
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
。
里
甲
正
役
と
い
う
と
一
般
的
に
は
里
長
・
甲
首
・

老
人
等
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
糧
長
・
塘
長
・
嫡
縮
小
甲
・
書
手
等
を
も

そ
の
中
に
加
え
る
地
方
も
あ
る
。
要
す
る
に
里
甲
正
役
の
数
え
方
に
つ
い
て

は
、
地
方
に
よ
り
、
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

黙
に
つ
い
て
氏
は
、
里
甲
制
を
運
営
し
て
い
く
上
に
密
接
な
閥
連
を
も
っ
径
役

を
「
里
甲
正
役
」
と
考
え
る
の
が
委
答
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
役

目
に
闘
し
て
こ
う
し
た
地
方
的
、
ま
た
時
代
的
な
差
違
が
生
ず
る
の
は
首
然
と

い
え
ば
嘗
然
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
差
違
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

地
方
農
村
の
具
程
的
な
吠
況
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
そ
の
場
合
各
役
の
機
能
的
な
側
面
を
正
確
に
把
ま
え
る
こ
と
が
重
要
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
で
氏
の
こ
の
指
摘
に
は
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

思
う
。
こ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
氏
は
正
役
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て

論
じ
て
お
ら
れ
る
。
ま
ず
里
長
・
甲
首
に
つ
い
て
、
特
に
里
長
は
元
代
の
皇
正

を
継
承
し
た
職
役
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
職
責
を
論
じ
て

お
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
従
来
税
糧
の
催
餅
と
並
ん
で
豆
長
の
重

要
な
職
責
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
勾
掻
公
事
」
が
、
公
事
と
は
別
個
の
各
種
の
費

用
の
出
鮮
を
も
含
め
て
考
え
ら
れ
て
い
た
鮎
を
明
瞭
に
指
摘
し
、
そ
れ
ら
各
種

の
費
用
の
負
揺
を
上
供
・
公
費
の
出
郷
と
し
て
、
即
ち
「
勾
掻
公
事
」
と
は
異

な
る
別
種
の
重
要
な
職
責
と
し
て
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
更
に
公

費
の
内
容
に
は
、
箪
に
各
種
の
費
用
の
み
で
な
く
役
使
も
含
ま
れ
る
こ
と
、
そ

の
役
使
の
最
も
重
要
な
も
の
が
、
「
里
甲
夫
馬
L

で
あ
っ
た
こ
と
等
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
里
長
・
甲
首
が
如
何
に
雑
多
な
負
鎗

を
負
わ
さ
れ
て
い
た
の
か
を
具
鵠
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
老
人
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
里
民
の
教
化
・
動
農
の
役
割
り
と
同
時
に
、

軽
微
な
訴
訟
事
件
の
裁
剣
権
を
も
輿
え
ら
れ
て
い
る
所
か
ら
、
郷
村
の
自
治
機

能
の
携
い
手
と
し
て
、
得
役
と
は
や
や
異
な
っ
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
も
の
と

も
考
え
ら
れ
る
が
。
し
か
し
現
質
に
官
治
機
構
の
末
端
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も

の
で
、
や
は
り
筏
役
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
次
に
糧

長
に
つ
い
て
は
、
こ
の
役
を
里
甲
正
役
の
一
種
と
考
え
る
べ
き
貼
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
糧
長
を
割
嘗
て
る
車
位
に
な
っ
て
い
た
直
と
い
う
も
の
が
、

車
に
税
糧
一
高
石
を
出
す
匿
域
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
若
干
の
里
を
組
合
わ
せ

て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
糧
長
は
若
干
里
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
た
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
い
い
換
え
る
と
、
「
糧
長
は
皇
甲
制
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
、
そ

の
匿
内
の
有
力
な
里
長
戸
か
ら
選
出
」
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
氏

が
筒
軍
に
言
及
さ
れ
て
い
る
華
北
の
「
大
戸
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
割
嘗
て
の

直
域
が
糧
長
と
遣
っ
て
お
り
、
ま
た
雑
役
の
一
種
と
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る

の
で
、
糧
長
と
同
様
の
職
役
と
み
な
し
て
い
い
か
ど
う
か
な
お
疑
問
が
あ
る
。

最
後
に
氏
は
従
来
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
線
小
甲
制
に
つ
い
て
も
、
里

甲
正
役
の
一
種
と
し
て
論
じ
て
い
ら
れ
る
。

績
い
て
第
四
節
で
は
明
初
の
雑
役
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
雑
役
と
い
う
の

は
、
里
甲
正
役
以
外
の
全
て
の
筏
役
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
る
が
、
非
常
に
種

々
雑
多
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
氏
は
そ
れ
ら
を
次
の
五
種
に
分
類
し
て
お

ら
れ
る
。
(
I
〉
、
中
央
お
よ
び
地
方
の
官
鹿
に
お
け
る
雑
役
。
(

E

)

、
官
用
の

交
遁

・
通
信
・
運
輸
に
従
事
す
る
役
。
(
直
)
、
地
方
の
治
安
維
持
に
嘗
る
役
。
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(
w
v

税
糧
の
徴
牧
や
輪
迭
に
携
わ
る
役
。
〈
V
)
、
土
木
工
事
に
闘
す
る
雑

役
。
そ
し
て
こ
れ
ら
各
項
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
役
目
個
々
に
つ
い
て
そ
の

役
の
内
容
や
、
科
波
の
基
準
等
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
特
に
騨

逓
に
闘
す
る
役
に
つ
い
て
は
、
従
来
清
水
泰
次
氏
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
得
役
の
面
か
ら
の
考
察
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
土
木
工
事
に
閲

す
る
役
も
部
分
的
に
ふ
れ
た
も
の
は
あ
っ
て
も
、
雑
役
の
一
種
と
し
て
全
面
的

に
と
り
あ
げ
た
も
の
は
無
か
っ
た
。
そ
の
貼
で
氏
が
雑
多
な
役
目
を
そ
の
内
容

に
よ
っ
て
分
類
整
理
し
、
そ
の
役
割
り
な
ど
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
今
後

の
研
究
に
非
常
な
便
宜
を
輿
え
る
も
の
と
思
う
。
な
お
最
後
に
氏
は
従
来
殆
ん

ど
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
雑
役
戸
の
役
に
つ
い
て
も
論
じ
て
お
ら
れ
、
こ
の

役
が
非
常
に
特
殊
で
桜
微
で
あ
っ
た
所
か
ら
、

富
裕
な
民
戸
が
一
般
の
循
役
を

脱
兎
す
る
た
め
に
、
あ
る
種
の
雑
役
戸
に
投
充
す
る
と
い
う
事
質
が
あ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
事
質
が
か
な
り
一
般
的
に
認
め
ら
れ

る
な
ら
ば
、
氏
が
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
通
り
、
明
代
の
箔
役
制
度
を

考
察
す
る
上
で
興
味
あ
る
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
が
第
四
節

の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
の
節
を
通
じ
て
氏
が
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

雑
役
の
科
源
は
全
く
不
定
期
的
で
、
か
つ
内
容
も
不
統

一
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
時
代
が
降
る
と
と
も
に
雑
役
の
負
掘
が
加
重
さ
れ
て
く
る
と
、
有
力
戸
は
科

波
方
法
の
不
備
に

つ
け
こ
ん
で
種
々
の
不
正
手
段
に
よ
り
重
い
雑
役
負
揺
を
克

が
れ
、
却
っ
て
無
力
な
農
民
が
重
い
負
蜘
加
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
沼
山
役

制
度
の
図
滑
な
巡
航
閣
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
術
役
制
度

の
矛
盾
を
打
開
し
、
新
し
く
合
理
的
で
公
卒
な
雑
役
科
汲
を
保
護
す
る
制
度
が

要
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
貼
を
受
け
て
新
た
な
沼
田
役

制
度
の
展
開
が
論
じ
ら
れ
る
の
が
次
の
第
二
掌
で
あ
る
。

第
二
章
は
「
明
代
中
期
に
お
け
る
箔
役
制
度
の
展
開
」
と
題
さ
れ
、
第

一
節

「
均
筏
法
の
成
立
と
そ
の
設
展
」
、
第
二
節
「
皇
甲
正
役
の
設
展
」
、
第
三
節

「
民
枇
」、

第
四
節
「
騨
縛
」
の
四
節
よ
り
成
立

っ
て
お
り
、
最
後
に
結
語
と

し
て
こ
の
章
の
ま
と
め
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
第
一
節
で
は
明
初
の
箔
役

制
度
、か、

里
甲
正
役
を
除
い
て
は
ま
だ
鐙
系
化
さ
れ
ず
、
不
定
期
的
・
不
定
量

的
に
科
仮
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
科
振
の
基
準
と
し
て
一
腹

上
中
下
三
等
の
戸
則
は
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
街
役
制
度
の
質
際
の
運
用
は
ほ

と
ん
ど
地
方
官
の
怒
意
的
な
酌
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
貼
が
先
ず
指
摘
さ
れ

る
。
な
お
雑
役
科
娠
の
基
準
と
な
っ
た
戸
則
の
決
定
要
素
は
、
丁
糧
の
多
寡

・

事
産
の
厚
薄
で
あ
っ
た
が
、
中
で
も
最
も
重
視
さ
れ
た
の
は
税
糧
H
H
回
土
所
有

額
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
一
方
、

宣
徳

・
正
統
頃
か
ら
土
地
集
中
化
の
傾
向

が
生
じ、

貧
富
の
差
が
い
ち
じ
る
し
く
な
っ

て
来
る
と
、
上
述
の
戸
則
に
よ
っ

て
雑
役
を
科
渡
し
た
場
合
、

国
土
を
多
量
に
所
有
す
る
富
裕
な
地
主
が
重
役
を

負
掘
す
る
の
は
嘗
然
の
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
等
は
そ
の
重
役
を
忌
避

す
る
た
め
、
官
吏
と
結
託
し
て
種
々
の
不
正
行
震
を
働
い
た
。
こ
の
よ
う
な
弊

害
が
最
も
早
く
表
面
化
し
た
の
は
、
土
地
の
集
中
化
が
進
ん
で
レ
た
江
南
地
方

で
あ
っ
た
。
従
っ

て、

傍
役
制
度
の
改
革
は
ま
ず
江
南
地
方
に
お
い
て
着
手
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
改
革
の
最
も
重
要
な
も
の
が
、
正
統
八

年、

念
事
夏
時
に
よ
っ
て
江
西
で
創
行
さ
れ
た
均
箔
法
で
あ
っ
た
。
以
上
の
経

過
を
述
べ
た
後
、
績
い
て
氏
は
均
循
法
の
施
行
を
め
ぐ
る
問
題
、
及
び
そ
の
特

徴
等
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
卸
ち
均
筏
法
の
特
徴
の
最
も
重
要
な
貼
は
、
「
甲
」

鼠
位
に
雑
役
に
服
す
る
こ
と
で
、
塁
甲
正
役
に
就
い
て
の
ち
五
年
目
に
雑
役
に

就
く
こ
と
、
そ
の
た
め
に
賦
役
策
冊
の
他
に

「
均
倍
冊
」
が
編
迭
さ
れ
、
得
役

①
 

割
り
あ
て
の
た
め
の
肇
帳
と
な
り
、
そ
の
戸
則
に
従
っ
て
役
、
が
割
り
あ
て
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
い
い
換
え
る
と
、
従
来
は
不
定
期

・
不
定
量
に
科
源
さ
れ
た

雑
役
が
、
里
甲
正
役
の
場
合
と
同
様
、
定
期
的
に
十
年
に
一
回
科
滅
さ
れ
る
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(
一
里
十
甲
の
う
ち
の
一
甲
ず
つ
が
毎
年
雑
役
に
服
す
る
)
こ
と
に
な
り
、
ま

た
科
源
さ
れ
る
役
目
も
戸
則
に
従
っ
て
確
定
さ
れ
た
。
な
お
均
箔
冊
の
戸
則
で

は
、
専
ら
税
糧
H
田
土
所
有
額
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以

上
が
均
徳
法
の
主
な
改
革
貼
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
雑
役
の
科
波
方
法
が
、

均
衝
法
の
改
革
に
よ
っ
て
合
理
化
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
さ
ら
に
均
倍
法
の
内
部

に
大
き
な
出
現
化
が
生
じ
て
く
る
。
所
謂
「
銀
差
」
の
出
現
で
あ
る
。
こ
の
銀
差

の
成
立
に
関
し
て
、
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
鮎
の
評
債
は
、
序
文
中
で
岩
見
氏

が
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
改
め
て
述
べ
な
い
。
ま
た
街
役
銀
納
化
の

過
程
で
現
れ
る
問
題
鮎
に
つ
い
て
も
、
山
根
氏
の
見
解
に
封
し
て
、
か
つ
て
岩

@
 

見
氏
が
批
判
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
鮎
に
つ
い
て
も
山
根
氏
は
本
文
中

で
一
一
論
及
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
に
繰
り
返
さ
な
い
。
た
だ
雨
氏
の
見
解
に

つ
い
て
は
、
山
根
氏
が
役
自
鐙
に
内
在
す
る
銀
納
化
要
因
ゃ
、
世
曾
政
策
的
な

観
鮎
を
重
視
さ
れ
る
の
に
封
し
、
岩
見
氏
は
、
官
僚
の
銀
要
求
と
い
う
面
を
強

調
し
て
お
ら
れ
る
。
筆
者
も
岩
見
氏
の
強
調
さ
れ
る
面
が
あ
る
こ
と
は
認
め
る

が
、
そ
れ
を
全
て
の
循
役
に
適
用
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
山
根
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
個
々
の
役
の
銀
納
化
過
程
を
な

お
細
か
く
追
求
す
る
と
共
に
、
銀
流
通
の
地
方
的
な
差
違
等
を
も
具
鵠
的
に
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
銀
差
に
つ
い
て
は
な
お

こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
氏
が
結
論
的
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
「
銀
差
は
循
役
制
度
の
鰻
系
化

・
合
理
化
の
必
然
的
錦
結
で
あ
っ
た
」
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
均
街
法
に
お
い
て
一
態
確
立
さ
れ
た
径
役
科
振

の
定
期
化
・
定
量
化
の
方
向
が
、
そ
の
後
十
六
世
紀
初
頭
に
至
り
、
さ
ら
に
一

歩
准
し
す
L
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
十
段
法
」
の
出
現
で
あ
る
。

氏
は
そ
れ
を
「
均
箔
法
の
努
革
」
と
し
て
と
ら
え
、
十
段
法
出
現
の
過
程
、
中

圏
各
地
で
の
賞
施
の
欣
況
、
及
び
そ
の
改
革
の
意
味
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
氏

に
よ
れ
ば
、
こ
の
改
革
の
枇
曾
的
背
景
と
な
っ
た
の
は
、
嘗
時
の
中
国
農
村
に

お
い
て
表
面
化
し
た
富
豪

・
大
戸
に
よ
る
土
地
所
有
の
集
中
化
で
あ
り
、
小
山
炭

の
波
落
と
い
う
現
象
で
あ
っ
た
。
一
方
時
代
の
降
る
と
と
も
に
径
役
の
科
汲
が

加
重
さ
れ
、
均
倍
法
の

「
十
年
一
役
」
と
い
う
原
則
は
守
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
こ
の
原
則
を
く
ず
す
こ
と
な
く
、
ま
た
従
来
一
般
小
農
が
負
指
し
て
い

た
箔
役
を
補
充
し
、
か
つ
種
々
の
不
正
手
段
に
よ
っ
て
径
役
を
廻
避
し
よ
う
と

す
る
富
豪
・
大
戸
に
、
そ
の
回
土
所
有
額
に
態
じ
た
沼
田
役
を
科
汲
さ
せ
る
た
め

に
、
回
土
に
封
し
て
直
接
循
役
を
科
波
し
よ
う
と
す
る
封
策
が
講
じ
ら
れ
た
。

そ
の
結
果
出
現
し
た
の
が
十
段
法
で
あ
っ
た
。
な
お
氏
は
、
こ
の
改
革
に
つ
い

て
、
「
十
段
法
の
示
す
方
向
こ
そ
、
得
役
制
度
改
革
の
進
路
を
示
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
十
段
法
で
す
べ
て
の
矛
盾
が
解
消
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に

一
係
鞭
法
に
ま
で
設
展
し
な
け
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
許
債

を
輿
え
、
十
段
法
を
一
係
鞭
法
に
先
行
す
る
改
革
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
ら
れ

る
。
氏
の
許
僚
に
謝
し
て
は
筆
者
も
全
く
同
意
す
る
所
で
あ
る
が
、
敢
え
て
若

干
の
疑
問
を
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
十
段
法
に
よ
る
改
革
が
一
州
蘇
の
丁
回
(
丁

糧
〉
を
封
象
と
し
、
そ
れ
を
十
段
に
均
分
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
各
段
と
従
来

の
里
甲
制
に
お
け
る
各
甲
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
貼
に
つ
い
て

で
あ
る
。
氏
は
里
甲
制
は
十
段
法
に
お
い
て
も
奮
来
の
ま
与
踏
襲
さ
れ
た
と
考

え
て
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
一
問
者
の
関
係
を
今
少
し
具
健
的
に
論
じ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

次
い
て
第
二
簡
に
入
る
。
こ
の
節
で
は
第
一
章
第
三
節
で
考
察
さ
れ
た
皇
甲

正
役
に
つ
い
て
、
特
に
現
年
里
長
・
甲
首
の
最
大
の
負
携
で
あ
っ
た
上
供
物
料

・
公
費
の
出
競
が
、
そ
の
後
如
何
に
改
革
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
と
、
里
甲
正

役
の
分
化
と
い
う
問
題
が
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、
里
甲
正
役
の
負

携
が
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
時
代
と
と
も
に
次
第
に
過
重
と
な
る
傾
向
が
あ
っ
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た
こ
と
は
、
銑
に
前
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
所
で
あ
っ
た
。
殊
に
里
長
・
甲
首
甲
銀
の
成
立
だ
け
で
現
年
里
甲
の
苦
痛
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

の
負
揺
す
る
上
供
・
公
費
の
出
搬
は
、
非
常
に
多
種
多
様
と
な
り
、
そ
の
科
波
そ
こ
で
特
に
重
役
で
あ
っ
た
里
長
戸
の
負
掘
を
軽
減
す
る
封
策
が
考
え
ら
れ
た

方
法
も
は
っ
き
り
し
た
基
準
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
十
五
世
紀
宇
ば
よ
り
の
で
あ
る
。
以
下
氏
は
、
数
戸
で
里
長
に
充
た
る
「
朋
充
」
制
が
採
ら
れ
た
こ

回
賦
の
銀
納
(
金
花
銀
)
が
始
ま
り
、
雑
役
が
整
理
・
統
一
さ
れ
て
均
世
間
と
な
と
、
さ
ら
に
里
長
の
職
責
を
若
干
の
職
能
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
職
役

り
、
均
倍
の
銀
納
化
(
銀
差
)
が
促
進
さ
れ
て
く
る
と
、
上
供

・
公
費
の
負
掘
に
す
る
傾
向
の
生
じ
た
こ
と
を
論
じ
、
結
局
、
地
方
に
よ
っ
て
濁
自
の
形
態

も
ま
た
、
逐
次
整
理
、
統
合
さ
れ
、
貨
幣
納
化
さ
れ
る
機
運
が
生
じ
た
。
こ
う
.
と
名
稽
を
と
り
つ
つ
も
、
全
穏
と
し
て
付
里
内
の
税
糧
の
催
郷
に
嘗
る
役
、
口

し
て
上
供

・
公
費
な
ど
の
負
携
が
銀
納
化
さ
れ
て
、
所
謂
「
里
甲
銀
」
が
成
立
官
府
の
差
解
に
肺
応
じ
て
出
餅
す
る
役
、
国
治
安
の
維
持
な
ど
、
里
内
の
雑
事
を

し
た
の
で
あ
る
。
氏
は
里
甲
銀
成
立
の
過
程
を
考
察
し
、
そ
れ
が
地
方
に
ょ
っ
管
掌
す
る
役
、
の
一
一
一
者
に
分
割
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ

て
均
卒
銀

・
鋼
銀
・
曾
銀
な
と
と
も
呼
ば
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
の
負
抱
が
る
。
ま
た
、
首
初
は
里
長
の
手
に
あ
っ
た
黄
聞
編
造
の
事
務
も
分
離
し
、
軍
濁

現
年
里
甲
の
丁
糧
(
丁
目
)
の
多
寡
に
肺
応
じ
て
割
嘗
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
役
に
な
っ
て
行
っ
た
。
里
長
の
職
責
の
分
化
と
と
も
に
、
ま
た
糧
長
の
そ
れ

と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
繭
建
の
場
合
は
上
供

・
公
費
の
負
携
は
銀
納
化
さ
も
分
化
し
た
。
糧
長
の
職
責
と
し
て
は
、
大
別
し
て
税
糧
の
催
緋

・
徴
枚
・
解

れ
た
も
の
の
一
本
化
は
さ
れ
ず
、
前
者
は
「
丁
料
」
と
よ
ば
れ
、
後
者
は
「
鋼
連
の
三
つ
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
の
職
役
に
分
化
し
て
い
っ

銀
」
と
よ
ば
れ
て
二
本
立
て
と
な
り
、
そ
の
科
波
方
法
も
他
の
地
方
に
比
べ
て
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
里
甲
正
役
分
化
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

特
殊
な
形
態
を
と
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
う
し
た
里
甲
分
化
現
象
の
現
わ
れ
た
理
由
と
し
て
、
氏
は
里
長
に
つ
い
て
、
「
醤
来
の
里
長

銀
に
は
、
す
べ
て
の
上
供
・
公
費
の
負
掘
が
一
括
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、

地
方
戸
に
充
て
ら
れ
た
も
の
は
、
郷
村
の
土
地
所
有
者
と
し
て
の
有
力
戸
が
多
か
つ

に
よ
っ
て
は
そ
の
一
部
が
均
絡
の
中
に
繰
り
込
ま
れ
た
り
、
華
北
の
よ
う
に
、
た
も
の
が
、
一
部
は
官
戸
と
な
り
、
あ
る
い
は
寄
荘
戸
と
し
て
減
居
地
主
と
な

そ
の
多
く
が
銀
差
の
中
へ
源
入
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き

・
り
、
皇
甲
正
役
を
廻
避
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
郷
村
に
残
っ
て
里
長
に
充
て
ら

で
あ
ろ
う
。

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
者
が
、
以
前
ほ
ど
有
力
戸
で
な
く
な
っ
た
」
こ
と
を
指
摘

つ
づ
い
て
氏
は
、
里
甲
銀
の
成
立
と
併
行
し
て
進
展
し
た
里
甲
正
役
そ
れ
自
し
て
お
ら
れ
る
。
糧
長
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ

飽
の
分
化
を
論
じ
ら
れ
る
。
前
章
第
三
節
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
里
甲
の
鮎
に
は
非
常
に
興
味
が
そ
そ
ら
れ
る
。
最
後
に
氏
は
、
特
に
華
北
に
お
い
て

正
役
の
中
で
最
も
重
要
な
役
割
り
を
持
っ
て
い
た
の
は
里
長
・
甲
首
と
糧
長
で
里
甲
の
大
き
な
負
抱
と
な
っ
て
い
た
里
甲
夫
馬
銀
に
つ
い
て
も
論
及
し
て
お
ら

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
職
役
の
負
掘
が
増
大
し
、
煩
雑
化
す
る
傾
向
の
あ
れ
る
が
、
そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
不
明
と
し
て
、
問
題
を
後
に
残
こ
さ
れ

っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
里
甲
銀
の
成
立
は
、
そ
う
し
た
現
年
里
甲
の
た
。

負
婚
の
増
大
を
少
し
で
も
緩
和
し
、
公
卒
化
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
次
に
第
三
節
で
は
民
壮
の
役
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
役
は
明
初
に
は
存

だ
里
長

・
甲
首
の
負
抱
は
上
供
・
公
費
の
出
郷
の
み
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
里
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
、
正
統
十
四
年
、
土
木
の
獲
に
際
し
て
華
北
の
各
地
よ
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り
召
募
さ
れ
た
民
兵
が
そ
の
最
初
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
の
民
社
が
北
遜
防
衛
と

い
う
本
来
の
役
割
り
を
喪
失
し
、
弘
治
二
年
の
「
ム
双
民
社
法
」
の
制
定
以
後
は

循
役
と
し
て
科
波
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
過
、
ま
た
嘉
靖
年
間
よ
り
そ
の
銀

納
化
が
進
み
、
民
枇
銀
は
軍
事
費
の
不
足
を
補
う
費
用
に
充
て
ら
れ
、
首
初
の

意
義
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
鮎
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

綴
い
て
第
四
節
で
は
騨
停
に
つ
い
て
、
こ
の
役
が
、
明
初
は
雑
役
の
中
に
含

ま
れ
て
い
た
緯
遜
関
係
の
徳
役
で
、
原
則
と
し
て
田
糧
の
多
寡
の
み
を
科
波
の

基
準
と
し
た
こ
と
。
ま
た
嘉
靖
年
間
よ
り
そ
の
銀
納
化
が
急
速
に
進
み
、
そ
れ

は
「
騨
停
銀
」
「
姑
銀
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
が
、
田
糧
の
み
に
依
援
し
て
徴
銀

さ
れ
た
結
果
、
騨
傍
銀
は
田
賦
の
附
加
税
的
な
色
彩
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
本

来
の
筏
役
と
し
て
の
性
格
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
貼
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
第
三
、
四
節
で
は
、
明
代
中
期
に
お
い
て
、
里
甲
・
均
径
と
並
ん
で

‘

四
差
と
よ
ば
れ
た
民
社
・
騨
停
が
、
そ
の
銀
納
化
過
程
を
中
心
に
考
察
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
の
中
心
を
な
す
第
一
章
・
第
二
章
に
つ
い
て
そ
の
内
容
の
あ
ら

ま
し
を
紹
介
し
、
そ
の
都
度
、
若
干
の
疑
問
や
感
想
を
述
べ
て
来
た
が
、
輿
え

ら
れ
た
紙
数
も
ほ
ぼ
霊
き
た
。
最
後
に
全
程
的
な
感
想
を
少
し
述
べ
て
こ
の
稿

を
終
り
た
い
。
本
書
は
、
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
初
よ
り
一
傑
鞭

法
貨
施
に
至
る
迄
の
時
期
の
径
役
制
度
を
論
じ
る
こ
と
に
中
心
が
お
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
筆
者
流
に
換
言
す
れ
ば
、
一
係
鞭
法
賓
施
に
至
る
直
前
の
段
階
で

得
役
制
度
に
如
何
な
る
問
題
が
出
て
来
て
い
た
か
を
系
統
的
に
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
一
中
心
的
な
テ
1
7
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
テ
ー

マ
は
、
均
循
法
の
褒
展
と
曲
変
革
、
呈
甲
銀
の
成
立
を
中
心
に
、
研
究
の
現
段
階

に
お
い
て
、
非
常
に
具
種
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
ま
た
明
初
の

径
役
制
度
の
成
立
に
関
し
て
は
、
史
料
的
な
制
約
の
大
き
い
中
で
、
努
め
て
元

代
と
の
繋
が
り
を
考
察
し
て
お
ら
れ
る
貼
、
今
後
の
研
究
の
方
向
を
示
唆
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
本
室
聞は
あ
く
ま
で
も
制
度
史
の
面
か
ら
明
代
径
役

制
度
の
設
展
を
論
じ
ら
れ
た
氏
は
む
し
ろ
そ
の
面
に
問
題
を
限
定
さ
れ
た
の

だ
と
思
う
が
ー
も
の
で
、
里
甲
制
の
描
変
化
や
、
そ
の
背
後
に
あ
る
農
村
の
構
造

的
愛
化
と
傷
役
制
度
の
愛
化
と
の
具
纏
的
な
関
連
は
、
そ
の
都
度
指
摘
さ
れ
て

い
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
貼
に
な
お
若
干
の
物
足
り
な
き
を
感
じ
る
が
、

こ
れ
は
明
代
径
役
制
度
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

な
お
附
論
に
つ
い
て
は
筆
者
自
身
か
つ
て
卑
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た

氏
自
身
補
記
に
お
い
て
そ
の
問
題
貼
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
改
め
て

こ
こ
に
と
り
上
げ
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
最
近
衛
役
制
度
と
里
甲
制
の
関
連

@
 

を
考
え
る
上
で
、
鶴
見
氏
が
重
要
な
問
題
を
提
出
さ
れ
、
均
径
法
に
お
け
る
戸

則
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
岩
見
氏
が
こ
れ
ま
た
大
き
な
問
題
を
出
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
一
係
鞭
法
の
本
質
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
小
山
正
明
氏
が
新
た
な
問

①
 

題
を
出
し
て
お
ら
れ
、
明
代
径
役
制
度
の
研
究
は
新
た
な
展
開
を
見
ょ
う
と
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
時
、
本
書
は
、
箪
に
従
来
の
研
究
の
集
大
成
と
い
う
に
止

ま
ら
ず
、
今
後
の
研
究
の
確
固
た
る
基
礎
に
な
る
も
の
と
し
て
、
大
き
な
役
割

り
を
果
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
筆
者
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
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註ω
藤
井
宏
「
明
初
に
於
け
る
均
工
夫
と
税
糧
と
の
閥
係

l
山
根
幸
夫
氏
の
新

設
を
め
ぐ
る
諸
問
題
|
」
(
東
洋
事
報
四
四
の
四
)

凶
岩
見
宏
「
明
代
に
お
け
る
雑
役
の
賦
課
に
つ
い
て
|
均
筏
法
と
九
等
法

ー
」
(
東
洋
史
研
究
二
四
の
三
)

註

ω論
文

均
倍
加
法
に
お
け
る
戸
別
に
つ
い
て
、
最
近
岩
見
氏
いか
註

ωの
論
文
に
お
わ

)
 

向。(
 

)
 

a
4
 

(
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て
大
き
な
問
題
を
出
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
は
均
篠
冊
に
お
け
る
戸
別
は
、
従

来
の
賛
怖
の
そ
れ
と
は
異
っ
た
基
準
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
ζ

と
が
多
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
そ
の
場
合
問
土
(
税
糧
)
を
重
視
し
た
意
味
は
何

か
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
初
期
の
均
筏
法
で
は
従
来
の
上

中
下
三
等
の
戸
川
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
三
世
守
九
則
の
戸
則
は

採
用
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

乙
の
問
題

が
単
な
る
戸
別
だ
け
の
問
題
で
な
い
こ
と
は
氏
の
論
文
を
諌
め
ば
隙
然
で
、

均
徳
法
の
普
及
、
及
び
そ
の
鎚
質
の
過
程
を
さ
ら
に
詳
細
に
再
検
討
し
な
け

れ
ば
解
決
の
つ
か
な
い
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

削
岩
見
宏
「
銀
差
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
|
明
代
筏
役
の
銀
納
化
に
闘
す
る

一

問
題

l
」
(
史
林
四

O
の
五
)

山
間
鶴
見
倫
弘
「
明
代
の
崎
容
戸
に
つ
い
て
」
(
東
洋
間
半
報
四
七
の
=
一
)
。
乙

の
論
文
の
提
起
し
た
間
組
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
小
山
正
明
「
明
消
枇
曾
経

済
史
研
究
の
回
顧
」
(
枇
曾
経
済
史
拶
三
一
の
一
五
)
が
泊
航
に
論
じ
て

い
る
。

仰
小
山
正
明
「
明
代
華
北
賦
・
役
制
度
改
革
史
研
究
の
一
検
討
」
(
東
洋
文

化
三
七
)
。
乙
の
鮎
に
つ
い
て
は
山
線
氏
も
後
記
で

ふ
れ
て
お
ら
れ
る
。

(
谷
口
規
矩
維
)

中
園
回
数
史
序
説

そ
の
枇
曾
史
的
研
究今

永

清

ニ

著

昭
和
四
十
年
十
月
弘
文
堂

A
5剣
一
九
八
頁

四
回
民
族
或
い
は
回
族
は
、
中
闘
に
於
け
る
少
数
民
族
の
中
で
も
比
較
的
人

口
の
多
い
民
族
で
あ
り
、
一
九
五
三
年
の
調
査
に

4
れ
ば
、
西
蔵

・
墓
鴻

・
華

僑
中
の
国
民
を
除
い
て
約
三
五

O
高
と
い
わ
れ
、
現
在
で
は
四

O
O寓
近
く
、

中
国
仙
総
人
口
の
約

0
・
六
%
を
占
め
て
い
る
。

現
在
中
闘
に
於
い
て
は
、
特
に
少
数
民
族
史
研
究
の
立
場
か
ら
回
族
に
つ

い

て
の
研
究
が
進
め
ら
れ
、
清
代
の
回
民
運
動
に
闘
す
る
資
料
集
、
「
回
民
起

義
」
の
公
刊
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
研
究
成
果
が
設
表
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
闘
に
於
い
て
も
、
戦
後
新
た
に
中
関
回
数
史
研
究
が
復
活
し
、
故
田
坂

輿
道
氏
の
大
著
「
中
闘
に
於
け
る
回
数
の
停
来
と
そ
の
弘
通
」
を
は
じ
め
、
現

在
活
飽
中
の
二

・
コ
ヌ
り
先
撃
に
よ
り
研
究
成
果
が
著
書
・
論
文
と
し
て
震
表
さ

れ
て
き
て
い
る
。
本
書
も
こ
う
し
た
戦
後
の
回
数
史
研
究
の
中
で
の
一
つ
の

成
果
で
あ
り
、
従
来
の
研
究
に
新
ら
し
い
観
貼
を
加
味
し
、
更
に
近
代
中
園
に

於
け
る
民
族
問
題
を
も
検
討
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
、
少
数
民
族
史
研
究

の
翻
貼
か
ら
も
評
値
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
黒
人
に
劃
す
る
人
種
差
別
問
題
、
わ

が
国
に
於
け
る
部
落
解
放
運
動
、
清
代
中
闘
に
於
け
る
国
民
問
題
な
ど
は
、

「
同
一

の
世
界
史
的
課
題
の
範
鴫
に
属
す
る
も
の
」
と
み
な
さ
れ
、
特
に
清
代

の
漢

・
回
問
題
は
民
族
差
別
の
具
短
的
か
つ
顕
著
な
佐
倉
現
象
で
あ
っ
た
と
し

て
把
田
位
さ
れ
て
い
る
。
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