
封
建
時
代
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主
君
と
家
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付
き
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い
方

|
|
『
レ

l
エ
ン
法
訴
訟
法
書
』

が
教
え
る
も
の

高

津

春

久

封
建
時
代
の
社
会
制
度
を
内
部
か
ら
支
え
た
力
は
、
人
が
人
に
服
従
す
る
こ
と
、
家
臣
が
君
主
を
敬
う
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
農

業
経
済
の
も
た
ら
す
古
風
な
制
約
だ
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
か
ら
の
視
点
で
あ
る
。
そ
の
時
代
に
生
き
る
と
、

そ
う
し
た
生
き
方
が

高
貴
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
。
生
涯
か
け
て
尊
敬
す
る
人
の
た
め
に
欲
得
を
こ
え
て
尽
く
す
、
こ
れ
は
た
し
か
に
高
貴
な
行
い
と
い

え
た
で
あ
ろ
う
。
カ
及
ば
ず
た
だ
屈
服
す
る
の
で
は
な
い
。
わ
が
身
を
捨
て
て
他
を
助
け
る
の
は
、
母
の
子
に
対
す
る
気
持
の
よ
う

に
純
粋
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
の
時
代
の
物
語
は
く
り
か
え
し
英
雄
の
自
己
犠
牲
に
熱
狂
し
、
主
君
に
対
す
る
家
臣
の
忠
節
を
ほ
め
上
げ
た
。
恋
愛
詩

も
貴
婦
人
に
恋
慕
す
る
騎
士
の
心
を
歌
う
の
に
、

し
ば
し
ば
主
君
に
奉
仕
す
る
家
臣
の
純
粋
な
気
持
に
こ
れ
を
た
と
え
る
。
歌
が
最

も
賛
美
し
た
も
の
は
、
永
久
に
報
わ
れ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
奉
仕
的
な
愛
で
あ
る
。
自
己
献
身
へ
の
陶
酔
が
こ
の
時
代
の
文
化
に
特
異

な
性
格
を
与
え
た
。

封
建
制
度
の
人
間
関
係
を
、

そ
の
時
代
の
視
野
か
ら
理
想
化
す
る
叙
述
に
対
し
て
、
君
臣
の
正
し
い
あ
り
方
を
定
め
た
当
時
の
法

規
と
王
侯
の
政
治
行
動
の
記
録
は
、

か
な
り
の
隔
た
り
を
見
せ
て
い
る
。
中
世
の
最
も
重
要
な
法
書
『
ザ
ク
セ
ン

シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
』

封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方
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一

は
ラ
ン
ト
法
書
(
戸
自
己
Z
n
Z
)
と
レ

1
エ
ン
法
書

(
Z
g
z
n
Z)
か
ら
成
っ
て
い
る
。
ラ
ン
ト
法
が
一
般
法
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
レ

1
エ
ン
法
は
封
主
と
封
臣
の
関
係
を
規
定
す
る
特
別
法
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
中
世
の
人
間
関
係
を
レ

l
エ
ン
法
の
規
定
を

通
し
て
う
か
が
お
う
と
す
る
。

一
般
に
法
の
定
め
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
起
こ
る
放
置
で
き
な
い
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
生
ま

れ
て
く
る
。

レ
1
エ
ン
法
の
文
章
表
現
は
、
十
三
世
紀
前
半
の
主
君
と
家
臣
の
関
係
で
解
決
を
求
め
ら
れ
た
事
項
を
教
え
て
お
り
、

そ
こ
に
あ
る
判
断
か
ら
騎
士
階
級
の
常
識
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

『ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
」
の
注
解
者
ヨ

i
ハ
ン

・
フ

オ
ン
・
プ

l
フ
は
法
廷
審
理
の
手
順
を
詳
し
く
教
え
る
た
め
『
ラ
ン
ト
法
訴
訟
法
書
』

を
著
し
た。

こ
れ
に
続
い
て
君
主
と
臣
下
の

関
係
を
定
め
る

『ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
・
レ

l
エ
ン
法
』

に
対
し
て
も

『レ

l
エ
ン
法
訴
訟
法
書
』
(ロ
R
E
n
z
a
am

円、何}同ロ「巾口町一行印一)

が
作
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
の
作
者
が
同
じ
く
プ
1
フ
で
あ
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
し
か
し
法
廷
で
争
う
二
者

の
主
張
を
迫
真
の
対
立
関
係
に
置
き
、

レ
1
エ
ン
法
に
生
彩
を
与
え
る
筆
致
は
ラ
ン
ト
法
の
訴
訟
法
書
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
。

君
主
と
臣
下
の
結
合
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は

〈
B
E
R
Y阻
止
〉
と
呼
ば
れ
る
厳
粛
な
授
封
の
儀
式
が
必
要
で
あ
っ
た
。
主
君
の
封

土
が
家
臣
に
授
け
ら
れ
る
と
き
、
庇
護
に
こ
た
え
て
家
臣
は
生
涯
変
わ
ら
ぬ
忠
誠
を
誓
う
。
封
建
制
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
の
封
土

〈向。
C
仏
ロ
ヨ
〉
で
あ
り
、
土
地
の
授
与
と
忠
誠
の
交
換
が
こ
の
制
度
の
根
幹
に
あ
っ
た
。
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家
臣
の
主
君
に
対
す
る
義
務
は
、
彼
に
忠
義
を
尽
く
し
、
誠
実
と
愛
を
誓
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
家
臣
と
し
て
知
行
を

受
け
る
か
ぎ
り
、
主
君
に
と
る
べ
き
正
当
な
態
度
で
あ
る
。
彼
が
そ
う
し
な
い
な
ら
、
誰
か
の
た
め
に
レ

l
エ
ン
の
法
廷
で
証

人
に
立
つ
こ
と
も
で
き
な
い
。
さ
ら
に
主
君
の
間
近
で
は
言
葉
づ
か
い
と
態
度
に
尊
敬
を
あ
ら
わ
し
、
御
前
で
は
い
つ
も
起
立

し
、
歩
く
に
は
ご
主
君
の
後
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。

七
十
八
の
章
か
ら
成
る
レ

l
エ
ン
法
は
、
ま
ず
主
君
に
対
す
る
家
臣
の
心
構
え
か
ら
説
き
お
こ
す
。
そ
し
て
家
臣
の
マ
ナ
ー
に
う

る
さ
い
注
文
を
つ
け
て
い
る
。
法
律
に
マ
ナ
1
の
指
示
は
調
和
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
胸
の
中
は
測
り
が
た
い
た

め
、
中
世
の
法
は
肝
心
の
と
こ
ろ
で
人
の
マ
ナ
ー
を
問
題
に
す
る
。
広
大
な
封
土
と
天
秤
に
か
け
ら
れ
た
家
臣
の
忠
誠
の
度
合
い
は
、

授
封
の
瞬
間
こ
そ
き
び
し
く
吟
味
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
の
家
臣
の
マ
ナ
ー
に
わ
ず
か
な
狂
い
も
許
さ
れ
な
い
。

レ
!
エ
ン
法
訴
訟
法

書
二
十
二
章
第
一
節
は
、
死
ん
だ
父
親
の
封
土
を
授
か
る
た
め
に
や
っ
て
来
た
息
子
に
、
主
君
が
ど
う
応
待
す
る
べ
き
か
教
え
て
い

る
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こ
こ
に
あ
な
た
の
家
臣
が
自
分
の
土
地
相
続
の
こ
と
で
や
っ
て
来
て
、
手
を
合
わ
せ
る
。
そ
し
て
あ
な
た
が
立
っ
て
お
れ
ば
、

そ
の
前
に
立
ち
、
あ
な
た
が
座
っ
て
い
る
な
ら
、

そ
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
。
彼
は
両
手
で
あ
な
た
に
触
れ
ん
ば
か
り
に
近
ょ
っ

て
語
り
だ
す
「
ご
主
君
、

お
願
い
で
す
。
あ
な
た
さ
ま
の
吟
味
を
願
い
出
ま
し
た
こ
の
土
地
、
何
と
ぞ
私
め
に
お
授
け
下
さ
い
。

そ
の
た
め
に
は
あ
な
た
さ
ま
へ
の
忠
節
を
一
度
、
二
度
、
三
度
申
し
入
れ
ま
す
。
」
も
し
臣
下
が
こ
の
よ
う
に
振
る
ま
わ
ず
、

違
っ
た
言
動
を
と
れ
ば
、
君
主
よ
、
あ
な
た
は
こ
の
者
に
封
土
を
授
け
る
に
及
ば
な
い
。
こ
の
ま
ま
一
年
六
週
間
と
三
日
が
過

ぎ
れ
ば
、
彼
は
知
行
を
失
う
。
教
会
か
教
会
墓
地
で
家
臣
が
こ
れ
を
行
な
う
と
き
も
何
ら
効
力
は
な
い
。

ラ
ン
ト
法
の
法
廷
は
決
ま
っ
た
場
所
で
聞
か
れ
た
が
、

レ
l
エ
ン
法
を
執
行
す
る
た
め
の
決
ま
っ
た
裁
判
所
は
な
い
。
主
君
は
ど

の
よ
う
な
場
所
で
も
臣
下
を
呼
び
出
し
、
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
た
。
例
外
は
教
会
と
墓
地
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
全
き
静
誼
の

地
で
あ
り
、
争
い
ご
と
や
争
い
の
裁
き
を
こ
こ
か
ら
遠
ざ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

お
よ
そ
公
事
と
は
無
縁
の
地
で
あ
っ
た
か
ら
。

と
に
か
く
訴
訟
法
書
の
い
う
所
で
は
、
知
行
を
相
続
す
る
息
子
の
立
ち
す
わ
り
と
居
住
ま
い
、
主
君
へ
の
言
葉
次
第
に
よ
っ
て
、

せ

っ
か
く
の
相
続
も
ふ
い
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
レ

i
エ
ン
法
本
文
の
指
示
は
、
当
の
息
子
に
向
か
っ
て
、
彼
の
手
の
動
き
に
異

常
と
も
い
え
る
配
慮
を
見
せ
て
い
る
。
「
父
が
死
ん
だ
の
ち
、

一
ヶ
年
六
週
間
と
三
日
以
内
に
息
子
は
な
き
父
の
主
君
の
前
に
あ
ら

わ
れ
、
彼
に
向
か
っ
て
手
の
ひ
ら
を
合
わ
せ
な
が
ら
忠
誠
を
誓
う
が
よ
い
。
主
君
が
立
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
主
君
が
こ
ち
ら
に

手
を
差
し
の
べ
ら
れ
る
ほ
ど
近
く
ま
で
歩
み
出
る
。
主
君
が
す
わ
っ
て
い
る
な
ら
、

そ
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
け
。
そ
の
と
き
主
君
の
方

へ
両
手
の
ひ
ら
を
突
き
だ
せ
と
い
う
人
も
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
主
君
が
立
つ
と
こ
ろ
ま
で
臣
下
が
近
よ
る
に
せ
よ
、
主
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君
が
す
わ
る
と
こ
ろ
に
出
て
ひ
ざ
ま
ず
く
に
せ
よ
、
そ
の
体
全
体
が
進
め
ば
、
手

も
そ
れ
に
つ
れ
て
近
よ
る
は
ず
だ
か
ら
。
」
な
ぜ
合
わ
せ
た
手
の
動
き
が
こ
れ
ほ

ど
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
両
手
を
差
し
だ
す
の
は
わ
が
身
を
相
手
に
あ
ず
け
る
こ

と
を
表
す
。
主
君
は
こ
れ
に
こ
た
え
、
家
臣
と
な
る
も
の
の
手
を
自
分
の
両
手
で

覆
っ
て
や
る
。
君
主
は
そ
れ
に
よ
っ
て
家
臣
の
忠
誠
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
示
す
。

ザ
ク
セ
ン

シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
絵
入
写
本
の
画
家
は
、

レ
1
エ
ン

法
二
十
二
章
の
忠
誠
宣
言
の
場
面
を
描
い
た
。
グ
レ

l
の
服
の
家
臣
が
花
冠
を
い

た
だ
く
緑
衣
の
主
君
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
。
家
臣
は
前
か
が
み
に
な
ら
ず
、

し
か

も
主
君
の
手
が
と
ど
く
範
囲
に
接
近
し
て
い
る
。
家
臣
の
三
つ
目
の
手
は
証
人
と

し
て
授
封
を
見
と
ど
け
る
背
後
の
三
人
の
家
臣
を
示
し
て
い
る
。
証
人
の
ひ
と
り

Tこは
こロ
と l
をマ
確数
司{

言~，予L

し五
て十
し=二
るZと

/¥ 

を
刀之

し
て

一
年
と
六
週
間
三
日
の
期
限
が
守
ら
れ

相
続
す
る
子
息
の
忠
誠
宣
言
を
語
る
部
分
は
ラ
ン
ト
法
に
も
あ
る
。
彼
は
今
よ

う
や
く
成
年
に
達
し
た
の
で
相
続
地
に
生
え
る
ぶ
ど
う
の
収
益
金
を
受
げ
と
る
こ

と
が
で
き
る
。
彼
は
ま
ず
聖
遺
物
に
か
け
て
自
分
の
成
年
に
達
し
た
こ
と
を
誓
い
、

そ
の
後
主
君
の
家
臣
と
な
っ
て
封
土
を
授
か
る
。
こ
こ
で
は
彼
の
合
わ
せ
た
手
が

主
君
の
手
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
す
わ
る
主
君
に
は
ひ
ざ
ま
，
す
い
て
忠
誠
を
誓
う
こ

2玉
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プミ

と
に
な
っ
て
い
る
。
家
臣
の
申
し
出
が
正
当
で
あ
る
か
ぎ
り
、
主
君
は
場
所
、
時
聞
を

問
わ
ず
、
彼
に
封
土
を
授
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
君
は
教
会
の
中
で
家
臣
の
申
し
込

み
を
受
け
て
直
ち
に
こ
れ
を
果
た
そ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
剃
髪
の
聖
職
者
に
追
い
出
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

忠
誠
宣
言
の
セ
レ
モ
ニ
ー
の
中
心
は
、
家
臣
が
合
わ
せ
る
手
を
主
君
が
覆
う
こ
と
で

あ
る
。

レ
l
エ
ン
法
の
記
述
を
こ
こ
ま
で
た
ど
れ
ば
、
封
土
を
与
え
る
主
君
と
忠
勤
を

は
げ
む
家
臣
の
聞
に
は
、
動
か
ぬ
上
下
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
文
は
主
君

の
前
に
出
た
家
臣
か
ら
恭
し
い
言
葉
使
い
と
直
立
不
動
さ
え
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

主
君
が
封
土
を
授
け
る
儀
式
は
手
を
取
り
合
う
だ
け
で
完
了
し
な
か
っ
た
。
接
吻
し
な

い
で
は
滞
り
な
く
終
っ
た
と
い
え
な
い
。
こ
こ
で
接
吻
の
必
要
を
説
く
訴
訟
法
書
の
言

葉
は
、
中
世
の
君
主
と
臣
下
の
関
係
に
ひ
そ
む
意
外
な
事
実
を
教
え
て
い
る
。
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お
ま
え
の
主
君
が
接
吻
も
与
え
ず
封
土
を
授
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
正
式
の
授
封
の
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ド

封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

手
続
を
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
主
君
は
正
し
い
授
封
を
私

に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
法
廷
に
質
問
せ
よ
。
そ
の
通
り
だ
と

判
決
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
お
ま
え
の
主
君
が
正
式
の
授
封
の
手
続

を
せ
ず
封
土
を
与
え
て
も
、

そ
れ
で
は
封
土
を
与
え
た
こ
と
に
な

ら
な
い
か
ら
。

こ
こ
か
ら
は
表
現
の
流
れ
が
違
っ
て
く
る
。
家
臣
が
主
君
の
授
封
手

続
に
手
抜
き
を
発
見
す
る
。
彼
は
主
君
に
向
か

っ
て
毅
然
た
る
態
度
を

変
え
な
い
。
主
君
は
怠
慢
を
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
レ

1
エ
ン

法
の
法
廷
に
質
問
す
る
。
法
廷
は
家
臣
に
味
方
す
る
。
こ
の
法
廷
の
裁

判
長
は
当
の
主
君
で
あ
り
、
家
臣
を
擁
護
す
る
判
決
を
下
し
た
の
は
、

同
じ
主
君
を
い
た
だ
く
他
の
複
数
家
臣
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
彼
ら

は
ど
の
よ
う
な
心
理
関
係
の
も
と
に
宮
廷
を
作
っ
て
い
た
の
か
。
こ
の

問
題
に
私
た
ち
も
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
。
接
吻
は
本
来
家
臣
が
主

君
の
足
先
や
ひ
ざ
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
恭
順
を
表
す
た
め
に
あ
っ

た
。
し
か
し
後
に
は
ひ
れ
伏
す
家
臣
を
主
君
が
た
す
け
起
こ
し
、

そ
の

顔
に
接
吻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
人
の
格
差
を
な
く
し
、
同
等
に
す

tコ



封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

〆、

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル
の
時
代
に
接
吻
は
た
が
い
の
信
頼
や
誠
実
を
表
す
た
め
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

主
と
し
て
講
和
や
同
盟
を
結
ぶ
と
き
王
た
ち
に
よ
っ
て
交
わ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

二
人
を
同
格
に
す
る
た
め
の
儀
礼
が
、
こ
こ
で

家
臣
の
方
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
同
じ
節
の
中
で
家
臣
は
接
吻
の
ほ
か
に
、
主
君
の
服
装
に
も

注
文
を
つ
け
て
い
る
。
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お
ま
え
が
封
土
を
受
け
る
た
め
、
主
君
に
忠
誠
を
誓
う
と
き
、

は
じ
め
て
家
臣
と
主
君
の
間
の
信
義
が
お
ま
え
た
ち
に
生
ま
れ

た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
主
君
が
フ

l
ド
の
つ
い
た
衣
装
、

そ
れ
に
似
た
も
の
を
身
に
つ
け
ず
お
ま
え
に
封
土
を
授
け
よ
う
と
す

れ
ば
、
主
君
た
る
も
の
こ
れ
を
着
て
授
け
る
の
が
本
来
で
あ
る
か
ら
、
次
の
よ
う
に
尋
ね
る
が
よ
い
。
主
君
が
授
封
と
引
き
か

え
に
一
た
び
忠
誠
を
誓
わ
せ
た
以
上
、
私
に
土
地
の
貸
与
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
が
。
す
る
と
主
君
は
そ
れ
が
で
き

な
い
と
の
判
決
が
あ
る
。

こ
の
段
落
の
家
臣
の
質
問
は
皮
肉
で
あ
る
。
丸
坊
主
の
略
式
儀
礼
は
、
家
臣
か
ら
忠
誠
だ
げ
受
け
と
っ
て
伺
も
よ
こ
さ
ぬ
な
め
た

態
度
で
は
な
い
か
と
な
じ
っ
て
い
る
。
今
回
も
家
臣
団
の
判
決
は
主
君
に
対
す
る
マ
ナ

l
批
判
を
支
持
し
て
い
る
。
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石

出
し
の
村
は
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
と
家
臣
が
尋
ね
れ
ば
、
主
君

は
そ
れ
を
教
え
て
や
る
。
所
々
に
点
在
す
る
村
落
が
同
じ
名
を
持
っ

て
い
る
か
ら
。

　

文
面
か
ら
主
君
と
い
え
ど
家
臣
を
自
由
気
ま
ま
に
処
分
で
き
な
い
空
気

が
感
じ
ら
れ
る
。
家
臣
た
ち
の
目
が
光
っ
て
い
る
。
ひ
と
り
の
家
臣
を
呼

び
出
す
の
も
彼
ら
の
慎
重
な
検
討
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
主
君
は
そ
の
決
定
に

従
う
よ
う
で
あ
る
。
呼
び
出
し
も
他
の
家
臣
が
下
し
た
判
決
の
名
に
お
い

て
本
人
に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
法
廷
の
場
所
に
つ
い
て
は

そ
れ
が
任
意
に
選
ば
れ
、
あ
ら
か
じ
め
設
営
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か

る
。
し
か
も
同
じ
名
で
呼
ば
れ
る
小
さ
い
村
が
森
か
げ
広
野
に
遠
く
へ
だ

た
る
十
三
世
紀
の
景
観
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
挿
絵
画
家

は
こ
の
く
だ
り
を
読
ん
で
、
レ
ー
エ
ン
法
廷
に
つ
い
て
の
要
件
を
一
つ
の

画
面
に
表
し
た
。
上
段
は
平
和
維
持
日
以
外
の
日
の
午
前
中
、
教
会
と
墓

地
を
除
く
す
べ
て
の
場
所
で
法
廷
が
開
か
れ
る
こ
と
を
示
す
。
主
君
の
左

に
午
前
を
表
す
太
陽
を
、
右
に
は
禁
じ
ら
れ
た
教
会
を
描
い
た
。
そ
の
下

に
召
喚
の
是
非
に
つ
い
て
判
決
す
る
家
臣
集
団
を
主
君
と
向
き
合
わ
せ
る
。
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六
日
と
十
四
日
を
表
す
ロ
ー
マ
数
字
、
柳
の
枝
を
編
ん
だ
村
の
境
界
と
家
々
が
見
え
る
。

法
廷
で
訴
え
ら
れ
た
家
臣
は
い
か
な
る
飾
り
も
そ
の
体
に
帯
び
て
は
な
ら
な
い
。
剣
、
短
万
、
拍
車
、
帽
子
、
頭
巾
、
手
袋
、

フ

1
1
ビト、

一
切
の
武
具
を
脱
ぎ
、
恭
順
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

レ
l
エ
ン
法
は
こ
れ
を
語
っ
た
あ
と
、

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
一
節
を
設

け
て
い
る
。
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法
廷
で
、
私
の
い
う
こ
の
よ
う
な
恥
ず
か
し
め
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
罪
を
犯
し
主
君
に
呼
び
出
さ
れ
た
者
に
か
ぎ
る
。

家
臣
が
主
君
に
何
か
を
要
求
し
、

そ
の
こ
と
で
法
廷
に
呼
ば
れ
る
と
き
、
彼
は
他
の
家
臣
同
様
、
主
君
に
向
か
っ
て
何
も
恥
じ

入
る
こ
と
は
な
い
。

中
世
の
レ

l
エ
ン
法
は
「
法
の
前
に
人
は
平
等
」
を
明
快
に
、

そ
し
て
い
く
ど
も
宣
言
す
る
。
主
君
と
い
う
絶
対
的
な
壁
を
前
に
、

こ
の
声
の
反
響
を
試
し
て
い
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
が
書
か
れ
た
こ
ろ
、
家
臣
は
も
は
や
声
を
響
か
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、

主
君
を
立
派
な
上
座
に
押
し
こ
め
な
が
ら
、
実
質
的
な
裁
判
権
を
手
中
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

レ
1
エ
ン
法
廷
の
審
理
を
た
ど
れ

ば
、
主
君
と
家
臣
の
ひ
と
り
ひ
と
り
は
、
家
臣
集
団
の
裁
判
権
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
審
理
の
行
方
を
決
定
す
る
判
決
発
見

人
と
し
て
、

レ
l
エ
ン
法
廷
を
な
か
ば
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。

封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方
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こ
の
法
廷
で
は
主
君
が
家
臣
を
訴
え
る
だ
け
で
な
く
、
家
臣
が
主
君
を
訴
え
る
場
合
も
多
い
。
す
な
わ
ち
ひ
と
り
の
家
臣
が
同
僚

家
臣
団
に
主
君
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。
レ
l
エ
ン
法
廷
の
裁
判
長
そ
の
人
が
訴
え
ら
れ、

そ
の
た
め
に
自
分
を
裁
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
喜
劇
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

レ
i
エ
ン
法
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

す
べ
て
実
際
に
起
こ
っ
た
事
件
の
処
理
方
法
で
あ
る
。

そ
の
中
か
ら
極
端
な
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
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家
臣
は
主
君
を
裁
判
所
に
訴
え
借
金
の
担
保
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
臣
に
は
こ
の
借
金
の
証
人
が
い
る
の
で
、

主
君

は
こ
の
一
件
を
家
臣
た
ち
の
前
で
審
理
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
主
君
が
家
臣
の
も
の
を
奪
え
ば
、
家
臣

は
他
人
の
犯
行
と
区
別
な
く
、
こ
れ
を
ラ
ン
ト
法
の
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
廷
で
は
主
君
と
戦
っ
て
自
分
の
財

を
守
る
べ
き
で
あ
る
。
家
臣
が
同
僚
家
臣
の
前
で
主
君
を
非
難
し
、
主
君
が
家
臣
の
た
め
の
法
廷
審
理
を
拒
否
し
た
か
ら
と
い

っ
て
、
主
君
に
そ
の
封
土
を
返
す
に
は
及
ば
な
い
。

主
君
は
自
分
の
罪
を
自
分
で
裁
く
わ
け
に
い
か
ず
、
こ
れ
を
拒
絶
し
た
。
屋
内
で
家
臣
と
向
か
い
合
っ
た
主
君
が
腕
組
み
す
る
の
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は
、
審
理
拒
否
を
表
し
て
い
る
。
家
臣
は
左

端
の
ラ
ン
ト
法
裁
判
長
に
右
手
指
で
背
後
の

主
君
を
指
し
て
い
る
。
聖
遺
物
に
か
け
て
証

言
す
る
二
人
の
証
人
と
と
も
に
、
彼
は
主
君

を
訴
え
て
い
る
。
裁
判
長
は
家
臣
に
勝
訴
を

宣
告
す
る
。
家
臣
が
馬
の
手
綱
を
取
っ
て
出

て
く
る
の
は
、
主
君
か
ら
担
保
を
取
っ
た
の

で
あ
る
。
下
図
で
は
主
君
の
別
の
犯
罪
行
為

が
描
か
れ
る
。
左
画
面
は
、
武
装
し
た
主
君

が
手
綱
を
取
っ
て
、
抵
抗
す
る
臣
下
か
ら
馬

を
奪
お
う
と
し
て
い
る
。
両
方
が
抜
身
の
剣

を
持
つ
の
は
、

い
か
に
荒
々
し
い
強
奪
で
あ

る
か
を
物
語
る
。
右
側
で
は
馬
を
取
ら
れ
た

臣
下
が
、
足
組
み
し
て
聞
く
ラ
ン
ト
法
廷
の

裁
判
長
に
、
証
人
を
つ
れ
主
君
の
強
奪
を
訴

後え
をる
指
し目
て撃
い事
るE実
。を

告
げ
る
証
人
カ3

左
手
で

一= 
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Z国

こ
う
な
れ
ば
君
主
も
た
だ
の
人
に
す
ぎ
な
い
。
君
主
で
あ
る
と
い
う

だ
け
で
、
も
は
や
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
人
柄
を
見
と
ど
け
た
上

で
、
自
分
が
主
君
か
ら
得
て
い
る
知
行
の
こ
と
も
冷
静
に
考
え
直
す
。

主
君
ご
自
身
の
も
の
を
自
分
は
い
た
だ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
身
分
の

上
下
は
生
ま
れ
に
よ

っ
て
今
さ
ら
変
え
よ
う
が
な
い
が
、
主
君
が
先
祖

の
力
で
得
た
も
の
を
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
、
こ
ち
ら
が
恐
れ
入
る
こ
と

も
な
い
。
父
親
が
仕
え
て
い
た
主
君
に
息
子
が
拝
謁
し
て
、
封
土
を
引

き
継
ぎ
た
い
と
申
し
出
る
話
は
先
に
引
い
た
が
、

息
子
の
顕
い
を
主
君

は
必
ず
し
も
許
す
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、

本
来
特
別
の
場
合
を
除
い
て
主
君
に
許
さ
れ
て
い
な
い
。
「
主
君
は
い

か
な
る
者
の
忠
誠
宣
言
も
拒
絶
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し

へ
l
ル
シ

lレ
ト

(
出

合
作
円

RE--仏
)
を
持
た
な
い
者
、
帝
国
の
ア
ハ
ト
刑

(
平
和
喪

失
)
を
受
け
て
い
る
者
、
同
一
司
法
管
区
で
予
備
追
放
中
の
も
の
、
強

盗
そ
の
他
の
犯
罪
の
か
ど
で
閉
じ
主
君
が
ラ
ン
ト
法
廷
に
訴
え
た
者
を
除
く
。
」

犯
罪
者
で
な
い
か
ぎ
り
、

へ
1
ル
シ
ル
ト
所
有
者

(
騎
士
の
資
格
あ
る
も
の
)
が
申
し
出
れ
ば
、
こ
れ
を
家
臣
と
し
て
授
封
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
授
封
は
主
君
の
お
情
け
で
は
な

く
、
彼
の
義
務
で
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
君
の
不
当
な
拒
否
は
あ
っ
た
。

緑
衣
に
花
冠
を
い
た
だ
く
主
君
は
、
封
土
を
相
続

す
る
た
め
に
手
を
合
わ
せ
忠
誠
を
誓
う
若
者
に
顔
を
そ
む
け
て
い
る
。
腕
組
み
し
た
そ
の
手
は
彼
に
差
し
の
べ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。



騎
士
の
申
出
が
あ
れ
ば
、
土
地
を
貸
与
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
、
主
君
が
あ
え
て
拒
絶
し
た
と
き
、

か
な
り
懲

罰
的
な
レ

i
エ
ン
法
が
彼
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
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も
し
主
君
が
こ
の
者
を
家
臣
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
不
当
に
拒
む
な
ら
、
彼
は
授
封
の
た
め
忠
誠
を
誓
っ
た
主
君
の
土
地

を
返
さ
ず
、

君
主
に
勤
務
す
る
こ
と
な
く
そ
の
土
地
に
居
つ
づ
け
て
よ
い
。
彼
が
誓
っ
た
の
を
目
撃
し
た
証
人
が
生
き
て
い
る

か
ぎ
り
、
土
地
の
授
与
を
再
び
主
君
に
促
す
必
要
は
な
い
。
家
臣
は
こ
の
土
地
を
子
供
に
相
続
さ
せ
、

さ
ら
に
自
分
の
家
臣
に

授
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
所
有
で
き
る
権
利
が
、

た
だ
一
方
的
に
拒
否
さ
れ
た
土
地
は
、
返
さ
な
く
て
よ
い
か
ら
だ
。

彼
の
忠
誠
宣
言
を
目
撃
し
た
証
人
が
死
な
な
い
か
ぎ
り
、
君
主
の
前
で
再
び
忠
誠
を
誓
う
必
要
は
な
い
。

家
臣
に
よ
る
主
君
無
視
の
い
く
つ
か
の
行
為
を
画
家
は
巧
み
に
一
つ
の
画
面
に
表
し
た
。
彼
は
子
供
た
ち
に
土
地
を
相
続
さ
せ
る
。

子
供
た
ち
は
彼
の
背
後
で
穀
物
の
穂
を
引
い
て
い
る
。
麦
の
穂
を
持
つ
こ
と
は
土
地
所
有
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
彼
ら
は
父
親
を
指

さ
し
な
が
ら
土
地
の
所
有
権
を
父
か
ら
も
ら
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
右
側
で
は
同
じ
家
臣
が
自
分
の
家
臣
，に
封
土
を
授
け
て
い

封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

芝五
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可

プミ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
今
や
主
君
に
な
っ
た
元
家
臣
は
、
主
君
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る
緑
衣
と
花
冠
を
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
の
家
臣
に
堂
々

と
授
封
し
て
い
る
。

レ
l
エ
ン
法
に
は
二
つ
の
相
容
れ
な
い
記
述
の
系
列
が
残
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

一
つ
は
主
君
の
権
威
を
絶
対
化
し
、
侵
し
が
た
い
も
の

と
す
る
。
授
封
の
手
順
に
そ
れ
が
集
中
し
て
い
る
。
わ
が
身
を
主
君
の

庇
護
に
あ
ず
け
る
象
徴
的
な
手
の
動
き
、
儀
式
の
中
で
家
臣
が
真
率
の

思
い
を
こ
め
て
語
る
の
は
、
独
、
仏
、
英
ど
の
国
の
資
料
に
照
ら
し
て

も、

主
君
へ
の
絶
対
服
従
で
あ
る
。
太
古

ふ
た
り
の
勇
士
が
行
な
っ

た
神
秘
的
結
盟
と
も
い
え
る
も
の
が
、
十
四
世
紀
に
も
行
わ
れ
て
い
た
。

法
文
は
そ
の
あ
と
、
唐
突
に
も
赤
裸
々
な
主
人
と
従
者
の
日
常
生
活
を

語
り
出
す
。
以
前
従
者
は
封
土
と
引
き
か
え
に
主
人
に
無
限
大
の
奉
仕

を
誓
っ
て
い
た
。

ひ
ざ
ま
ず
く
彼
の
慎
み
ぶ
か
さ
、

そ
の
手
を
と
る
主

人
の
温
か
さ
、
こ
の
関
係
は
永
久
不
変
と
思
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
あ

と
ふ
た
り
は
急
に
与
え
る
べ
き
も
の
を
相
手
に
渡
さ
な
く
な
っ
て
い
る
。

十
四
世
紀
は
中
世
的
な
も
の
を
ま
だ
十
分
純
粋
な
形
で
見
る
こ
と
の
で

き
る
時
代
で
あ
っ
た
。
儀
式
の
仕
草
が
現
実
の
社
会
生
活
か
ら
遊
離
し



た
過
去
の
形
骸
に
す
ぎ
ぬ
と
す
る
見
方
は
、

こ
の
時
代
に
も
は
や
一
般
的
で
あ
っ
た
の
か
。

主
人
と
従
者
の
聞
に
は
合
理
化
や
約
束

が
か
な
り
進
ん
で
い
た
と
見
受
け
る
。
彼
ら
が
摩
擦
を
重
ね
な
が
ら
達
し
た
賢
明
な
妥
協
を
レ

1
エ
ン
法
は
示
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ク
王
国
の
時
代
に
は
、
主
君
の
家
臣
に
な
る
こ
と
が
封
土
を
授
与
さ
れ
る
法
的
根
拠
で
あ

っ
た
。

中
世
を
通
じ
て
固
定
す

る
こ
と
と
な
っ
た
授
封
の
手
順
は
、
ま
ず
家
臣
が
両
手
を
合
わ
せ
、

わ
れ
を
主
君
に
託
し
、

一
方
的
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
差
し
出
さ
れ
た
手
を
主
君
が
覆
っ
て
庇
護
す
る
。
献
身
が
先
で
、
庇
護
が
後
で
あ
っ
た
。
古
い
時
代
の
倫
理

的
な
色
彩
の
濃
い
主
従
の
結
合
は
、
く
だ

っ
て
十
二
世
紀
末
か
ら
始
ま
る
封
土
の
物
件
契
約
的
性
格
か
ら
は
縁
遠
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
の
レ

1
エ
ン
法
の
変
容
は
、
引
用
し
た
主
君
の
専
横
を
規
制
す
る
条
文
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
十
三
世
紀
初
頭
に
書
か
れ

た
ザ
ク
セ
ン
シ

ュ
ピ

1
ゲ
ル
か
ら
明
白
に
読
み
と
れ
る
。
レ

1
エ
ン
法
の
変
化
が
完
全
に
進
む
と
、
主
君
に
対
す
る
奉
仕
義
務
は
彼

の
人
間
的
な
愛
に
対
す
る
家
臣
の
感
謝
で
は
な
く
な
る
。
封
土
は
授
け
ら
れ
る
前
か
ら
義
務
を
含
む
も
の
と
さ
れ
、
人
が
封
土
を
授

か
る
と
、
自
動
的
に
封
土
に
附
属
し
た
義
務
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
受
け
と
っ
た
封
土
の
広
さ
に
従
っ
て
、
主
君
に
対
す
る
勤

務
内
容
や
出
兵
員
数
を
定
め
ら
れ
る
。
か
つ
て
家
臣
は
主
君
に
尊
敬
の
思
い
を
こ
め
て
奉
仕
し
た
。
そ
れ
を
ね
ぎ
ら
う
意
味
で
彼
に

土
地
が
授
り
ら
れ
た
。
い
ま
や
授
封
の
法
的
論
理
は
逆
転
す
る
。
人
間
関
係
が
薄
ま
っ
た
分
、
封
土
が
い
ろ
い
ろ
な
勤
務
を
家
臣
に

さ
せ
る
法
的
根
拠
と
な
る
。
勤
務
は
物
的
負
担
の
性
格
を
持
つ
に
い
た
っ
た
。
再
び
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ

ピ
l
ゲ
ル
成
立
時
に
話
を
も
ど

す
と
、
騎
士
の
心
は
主
君
に
対
し
て
必
ず
し
も
割
り
切
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。

話
の
都
合
で
授
封
の
物
件
化
の
最
終
段
階
を
先
に

説
明
し
た
が
、

一
般
的
に
主
君
へ
の
思
い
が
そ
れ
ほ
ど
希
薄
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
授
封
の
儀
式
の
伝
統
的
な
形
式
が
長
く
守
ら

れ
た
よ
う
に
、
主
君
と
の
人
間
的
結
び
つ
き
こ
そ
騎
士
社
会
の
支
え
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
、

深
く
根
づ
い
て
い
た
。

封
土
の
物
件
的
要
素
を
重
ん
じ
る
傾
向
は
と
く
に
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
で
強
く
表
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
レ

l
エ
ン
法
が
強
力
に

封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

tコ



封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

-，、

完
成
さ
れ
、
国
王
が
す
べ
て
の
封
臣
、
封
土
の
頂
点
に
君
臨
し
た
と
と
が
、
封
建
制
に
お
け
る
人
間
的
従
属
関
係
を
強
め
る
こ
と
と

な
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
国
土
の
大
半
が
交
通
不
便
な
森
林
地
帯
で
あ
っ
た
か
ら
、
貴
族
は
各
所
で
こ
れ
を
開
墾
し
て
利
用
可
能
な
畑
に

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
自
分
が
開
墾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
帝
国
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
な
い
私
有
地
(
〉
-
Z仏
)
を
持
つ
こ

と
が
で
き
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
す
べ
て
の
土
地
が
封
土
で
あ
っ
た
が
、
各
地
貴
族
の
私
有
地
の
集
合
体
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
一
極

集
中
が
実
現
せ
ず
、
各
地
分
散
型
の
封
建
制
が
生
ま
れ
る
。
こ
こ
で
は
上
層
部
が
権
力
の
上
下
関
係
を
完
成
す
る
こ
と
が
な
い
。
君

主
権
に
対
し
て
封
臣
権
が
保
護
さ
れ
る
。
封
臣
の
目
で
見
た
利
害
を
鮮
明
に
す
る
レ

l
エ
ン
法
は
、
土
地
の
物
権
的
性
格
を
強
調
す

る
家
臣
の
義
務
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

一
た
び
授
か
っ
た
封
土
を
没
収
さ
れ
る
ほ
ど
の
家
臣
の
違
反
は
何
で
あ
っ
た
か
。

こ
れ
を
レ

i
エ
ン
法
の
条
文
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。
家
臣
の
義
務
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
軍
役

(
F
2
g
ユ)
で
あ
る
。
帝

国
の
た
め
武
器
を
と
っ
て
戦
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
。
出
征
日
の
六
週
間
前
に
、
他
の
二
人
の
家
臣
が
聞
く
と
こ
ろ
で
レ

l
エ
ン
法

廷
の
判
決
と
し
て
当
人
に
通
告
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
家
臣
は
六
週
間
自
前
の
費
用
で
主
君
の
軍
に
勤
務
す
る
。
軍
役
に
参
加
せ
ぬ
家

臣
は
、
義
務
不
履
行
の
か
ど
で
封
土
を
没
収
さ
れ
る
。

レ
l
エ
ン
法
訴
訟
法
書
は
出
征
後
軍
隊
か
ら
逃
げ
出
し
た
家
臣
の
審
理
を
克

明
に
描
写
し
て
い
る
。
か
な
り
よ
く
起
こ
っ
た
ケ

l
ス
だ
と
思
わ
れ
る
。
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封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

5 

と
が
で
き
る
が
、

一
体
ど
ち
ら
の
論
証
が
優
先
さ
れ
る
の
か
」
と
反
問
す
る
。
「
家
臣
が
優
先
さ
れ
る
」

と
判
決
が
あ
る
。
ま

た
家
臣
が
「
や
む
を
え
な
い
事
由
に
よ
っ
て
隊
を
離
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
」
と
弁
明
す
る
と
き
、
病
気
以
外
は
理
由
に
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
「
病
気
だ
っ
た
こ
と
を
ど
う
し
て
立
証
す
る
の
か
」
と
家
臣
は
尋
ね
よ
。
「
聖
遺
物
に
か
け
て
」
と
判
決
が
あ

る
。
さ
ら
に
家
臣
が
こ
の
よ
う
に
尋
ね
る
か
も
知
れ
な
い
「
ご
主
君
、
私
は
軍
中
に
六
週
間
お
り
ま
し
た
か
ら
、

そ
の
後
軍
を

去
っ
て
も
罪
に
な
ら
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
判
決
を
お
願
い
し
ま
す
。
」
「
罪
に
な
ら
な
い
」
と
判
決
が
あ
る
。
家
臣
が

こ
う
尋
ね
る
こ
と
が
あ
る
。
「
私
の
主
君
は
当
時
ロ

1
マ
帝
国
の
王
に
従
軍
せ
ず
、

別
の
方
面
へ
出
兵
し
た
の
で
す
か
ら
、
私

が
あ
た
か
も
帝
国
軍
隊
か
ら
逃
げ
た
よ
う
に
い
え
る
の
で
あ
り
ま
す
か
。
」
こ
れ
に
対
し
て
主
君
は
次
の
よ
う
に
問
う
が
よ
い

「
帝
国
が
任
命
し
た
人
物
の
た
め
に
起
こ
す
箪
は
、
す
べ
て
帝
国
の
軍
で
は
な
い
の
か
。
」
「
そ
の
通
り
だ
」
と
判
決
さ
れ
る
。

家
臣
が
結
局
主
君
の
軍
役
を
逃
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
主
君
は
「
こ
の
家
臣
の
償
い
は
何
で
あ
る
か
」
と
問
え。

「
勤
務
の
報
酬
と
し
て
主
君
か
ら
も
ら
っ
て
い
た
封
土
を
家
臣
は
こ
れ
で
失
っ
た
」
と
判
決
さ
れ
る
。

嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
者
の
申
し
開
き
を
法
廷
は
優
先
す
る
と
い
う
当
時
の
原
則
か
ら
、
軍
隊
離
脱
に
つ
い
て
主
君
と
家
臣
の
言
い

分
が
対
立
す
る
と
き
、
家
臣
側
の
証
人
立
証
を
聞
く
こ
と
と
な
る
。

お
そ
ら
く
主
君
が
用
意
す
る
証
人
は
発
言
す
る
に
い
た
ら
な
い
。

病
気
が
軍
役
離
脱
の
理
由
で
あ
っ
た
と
い
う
証
明
も
、

当
人
が
自
分
の
責
任
で
聖
遺
物
に
誓
え
ば
よ
い
。
六
週
間
の
従
軍
ノ
ル
マ
を

果
た
せ
ば
、
家
臣
は
そ
れ
以
上
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
。
授
封
儀
式
の
家
臣
の
言
葉
は
、
絶
対
的
な
忠
誠
宣
言
で
あ
っ
た
。
無
際
限
の

自
己
献
身
を
誓
っ
て
い
た
。
そ
し
て
現
実
に
は
病
気
を
理
由
に
隊
伍
を
去
り
、

一
ヶ
月
半
の
従
軍
後
は
休
息
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

レ
1
エ
ン
法
四
章
一
節
は
、
除
隊
後
六
週
間
家
臣
が
武
器
を
取
ら
ず
、

レ

l
エ
ン
法
廷
に
も
参
加
し
な
い
こ
と
を
保
証
し
て
い
る。



封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

主
君
が
訴
え
て
も
家
臣
は
さ
ま
ざ
ま
弁
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

レ
l
エ
ン
法
が
そ
の

弁
解
の
多
く
を
家
臣
の
立
場
に
立
っ
て
聞
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
訴
訟
法
書

の
筆
致
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
の
主
張
の
聞
か
ら
、
行
司
の
よ
う
に
短
く
、

し
か
も
強
く
否
応
の
判
決
を
出
し
て
い
る
の
が
、
こ
れ
も
家
臣
の
義
務
か
ら
当
日
出
廷

し
て
い
る
家
臣
団
で
あ
る
。
こ
れ
ら
判
決
発
見
人
は
、
同
僚
家
臣
の
立
場
に
好
意
を
持

ち
な
が
ら
、

そ
の
判
決
の

一
つ

一
つ
に
よ
っ

て
い
わ
ば
宮
廷
の
理
性
が
保
た
れ
る
よ
う

気
づ
か
っ
て
い
る。

彼
ら
は
同
僚
に
傾
斜
し
た
判
決
に
よ

っ
て、

レ
1
エ
ン
法
廷
の
権

威
を
壊
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
最
後
に
帝
国
軍
本
隊
と
違
っ
た
方
面
へ

の
出
向
も
帝
国
軍
の
作
戦
だ
と
す
る
主
君
を
支
持
し
、
家
臣
団
は
法
廷
の
理
性
を
守
ろ

い
か
に
弁
解
し
て
も
家
臣
の
軍
役
離
脱
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
罰
と
し
て

う
と
し
た
。

家
臣
は
封
土
を
没
収
さ
れ
る
。
訴
訟
法
書
の
筆
者
は
、
こ
と
さ
ら
封
土
に
「
勤
務
の
報

酬
と
し
て
主
君
か
ら
も
ら
っ
て
い
た
」
と
い
う
定
義
を
そ
え
る
。
軍
役
義
務
の
内
在
す

る
封
土
と
い
う
概
念
は
、
す
で
に
で
き
上
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
義
務
を
果
た
さ

ぬ
者
は
封
土
に
あ
ず
か
る
権
利
を
投
げ
う
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
義
務
が
地
代
の
よ
う

に
土
地
に
付
い
て
、
人
の
手
か
ら
手
へ
移
っ
て
行
け
ば
、
主
君
と
家
臣
の
心
情
的
結
合

は
弱
ま
る
は
ず
で
あ
る
。

レ
l
エ
ン
法
四
章
一
節
に
対
す
る
同
時
代
の
挿
絵
は
出
征
を
命
ず
る
封
主
と
家
臣
の
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姿
を
描
い
て
い
る
。
右
側
に
王
冠
を
い
た
だ
き
坊
を
持
つ
国
王
が
、

ひ
と
り
の
君
主
に
兵
を
召
集
し
て
帝
国
軍
に
加
わ
る
よ
う
命
じ

て
い
る
。
君
主
は
武
装
し
た
上
に
緑
衣
を
羽
織
り
、
床
に
剣
を
立
て
て
ひ
ざ
ま
ず
く
。
同
じ
君
主
が
左
の
図
で
は
座
に
つ
い
て
、
右

手
に
剣
を
持
ち
、
左
手
で
家
臣
に
出
障
を
命
じ
て
い
る
。
家
臣
は
鎖
か
た
ぴ
ら
に
黄
の
衣
服
を
ま
と
い
、

ひ
ざ
ま
ず
く
。
君
主
も
家

臣
も
右
手
指
を
立
て
て
命
令
に
従
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
向
か
い
合
う
二
人
の
聞
に
ロ
ー
マ
数
字
の
六
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
六
週
間
の
従
軍
義
務
を
表
す
。

軍
役
と
並
ん
で
家
臣
が
怠
る
こ
と
の
で
き
な
い
義
務
は
主
邸
参
向

(Z守
RH)
で
あ
る
。
家
臣
は
主
君
が
開
く
レ

1
エ
ン
法
廷

に
お
も
む
き
、

そ
の
審
理
に
参
加
す
る
義
務
を
持
っ
て
い
た
。

お
も
に
判
決
発
見
人
と
し
て
、

ま
た
証
人
と
し
て
主
君
が
聞
く
裁
判

を
助
け
た
の
で
あ
る
。
主
君
を
頂
点
と
す
る
封
建
的
組
織
が
、

つ
ね
に
合
理
的
に
正
し
く
維
持
さ
れ
る
よ
う
家
臣
は
裁
判
参
加
を
通

じ
て
こ
れ
を
監
視
す
る
義
務
を
持
っ
た
。
軍
役
と
違
っ
て
ふ
だ
ん
の
継
続
的
義
務
で
あ
る
が
、
構
成
員
を
主
体
的
に
参
加
さ
せ
な
が

ら
封
建
制
を
維
持
す
る
た
め
の
機
構
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
廷
の
審
理
か
ら
真
っ
先
に
と
び
込
ん
で
く
る
の
は
、
平
等
と
人
間
尊
重
の

声
で
あ
る
。
封
建
社
会
に
そ
れ
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
自
由
で
、

し
か
も
分
別
の
あ
る
法
廷
を
家
臣
た
ち
は
作
り
出

し
て
い
る
。
加
え
て
臣
下
の
意
見
を
聞
く
主
君
の
寛
容
は
、
訴
訟
法
書
に
見
る
限
り
ほ
と
ん
ど
童
話
の
中
の
王
様
を
思
わ
せ
る
。
家

臣
の
も
の
を
巻
き
あ
げ
て
知
ら
ぬ
顔
の
主
君
も
登
場
す
る
。
し
か
し
彼
が
家
臣
に
裁
か
れ
る
と
き
、
彼
に
無
駄
な
抵
抗
は
見
ら
れ
な

必
要
と
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

ぃ
。
し
か
も
訴
訟
法
書
は
審
理
の
実
用
的
手
法
を
法
廷
に
か
か
わ
る
者
に
教
え
る
本
で
あ
っ
た
。
な
ん
ら
現
実
を
美
化
す
る
こ
と
を

レ
l
エ
ン
法
廷
を
示
す
絵
図
の
中
か
ら
最
も
平
均
的
な
場
面
を
え
ら
ん
で
み
る
。
緊
張
の
中
に

あ
り
、
し
か
も
和
や
か
と
い
え
る
。
右
端
に
は
緑
衣
の
主
君
が
赤
、
青
の
着
衣
の
二
人
の
家
臣
と
と
も
に
座
っ
て
お
り
、
あ
ら
か
じ

め
通
達
し
た
時
間
通
り
裁
判
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
。

レ
l
エ
ン
法
廷
に
呼
び
出
さ
れ
た
赤
い
服
の
家
臣
は
聖
遺
物
に
誓
い
な
が
ら
、
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出
廷
で
き
な
い
理
由
を
告
げ
て
い
る
。
帝
国
軍
に
召
集
さ
れ
た
彼
は
間
も
な
く
出
征
す
る
。

軍
役
参
加
は
す
べ
て
に
優
先
す
る
の
で
、
レ
ー
エ
ン
法
廷
に
訴
え
ら
れ
て
も
出
廷
は
延
期

さ
れ
る
。
左
端
の
武
装
し
た
男
を
家
臣
が
指
し
て
い
る
の
は
、
自
分
が
帝
国
軍
に
参
加
す

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
軍
役
が
他
の
義
務
に
先
ん
ず
る
こ
と
を
定
め
た
レ
ー
エ
ン
法
七
十
九
章
二
節
を

解
説
す
る
画
面
で
あ
る
。
宮
廷
は
難
し
い
問
題
の
解
決
に
、
居
あ
わ
せ
た
家
臣
団
の
合
議

と
聖
遺
物
に
向
か
っ
て
の
当
事
者
の
宣
誓
だ
け
を
用
い
た
。
宮
廷
内
部
に
法
廷
が
常
置
さ

れ
て
い
た
と
い
え
る
。
宮
廷
は
そ
れ
に
よ
っ
て
身
近
な
人
間
の
権
利
と
義
務
の
相
関
に
つ

い
て
、
家
臣
が
判
断
を
と
ぎ
す
ま
す
場
で
あ
っ
た
。
行
政
判
断
は
王
と
そ
の
周
り
の
少
数

が
掌
握
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
騎
士
階
級
の
行
動
規
範
や
倫
理
的
な
問
題
は
自
治
的

な
意
識
を
も
っ
て
家
臣
団
が
こ
れ
を
決
定
し
た
。
そ
れ
は
レ
ー
エ
ン
法
全
体
か
ら
読
み
と

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
場
、
そ
の
時
に
要
求
さ
れ
た
こ
と
だ
け
行
う
よ
り
も
、
人
間
的
な
誠
意
か
ら
出
た

行
動
の
方
を
、
中
世
も
ま
た
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
本
来
は
つ
ね
に
主
人
の
そ
ば
に

い
て
、
求
め
ら
れ
る
こ
と
以
上
を
果
た
す
の
が
よ
き
家
臣
で
あ
っ
た
。
主
人
思
い
の
心
が
行
動
の
す
べ
て
に
に
じ
む
と
い
う
の
が
本

当
の
忠
誠
で
あ
る
。
忠
誠
こ
そ
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
尊
重
す
る
美
徳
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
封
建
制
の
人
間
関
係
の
中
心
に
す
え
た

い
気
持
は
強
か
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
本
気
で
主
人
に
忠
節
を
守
る
者
は
、
自
分
に
要
求
さ
れ
た
も
の
が
過
大
で
は
な
い
か
、
履
行
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-Eヨ

不
能
で
は
な
い
か
を
つ
ね
に
気
づ
か
う
。
主
人
に
対
す
る
権
利
と
義
務
の
限
界
を
見
定
め
よ
う
と
い
う
気
持
も
強
い
。
た
だ
従
順
で

あ
る
な
ら
、
こ
の
配
慮
は
要
ら
な
い
が
、
忠
誠
を
尽
く
す
に
は
そ
れ
を
見
通
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
忠
誠
を
つ
ら
ぬ
く
者
は

相
手
の
態
度
に
も
要
求
が
強
い
。
主
君
が
自
分
に
応
え
て
誠
意
を
示
す
こ
と
も
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
主
君
の
態
度
次
第
で

家
臣
は
忠
誠
の
度
合
い
を
決
め
る
。
本
当
の
忠
実
さ
は
契
約
項
目
を
記
し
た
文
書
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
は
な
い
。
主
君
を
思
う
人

間
的
な
尊
敬
か
ら
そ
れ
は
生
ま
れ
る
か
ら
、
主
君
の
日
日
の
振
る
ま
い
が
家
臣
の
誠
意
を
決
め
る
と
も
い
え
る
。
自
分
に
多
く
を
課

す
る
主
君
だ
け
が
、

よ
く
出
来
た
臣
下
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
の
騎
士
社
会
は
何
世
代
も
吟
味
を
重
ね
て
こ
の
よ
う
な
認

識
に
達
し
た
。
す
な
わ
ち
レ

l
エ
ン
法
は
中
世
騎
士
社
会
が
作
り
出
し
た
主
従
の
契
約
の
書
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
忠
誠
に
つ
い
て
偽

り
の
な
い
思
考
の
結
果
が
あ
る
。
何
よ
り
も
相

E
忠
誠
の
思
想
が
す
み
ず
み
に
行
き
と
ど
い
て
い
る
。
相
手
か
ら
何
を
ど
こ
ま
で
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
、
公
平
な
視
点
で
考
え
て
い
る
。

こ
の
主
君
へ
の
忠
節
に
逆
行
す
る
例
が
、
こ
と
さ
ら
レ

l
エ
ン
法
に
は
ち
り
ば
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
不
届
き
な
臣
下
の
行
動
は
警

告
の
意
味
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
中
世
の
世
相
を
教
え
る
題
材
と
し
て
と
く
に
私
た
ち
の
目
を
引
く
。
以
下
は
訴
訟
法
書
か
ら
の
引

用
で
あ
る
。
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封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

アミ

ら
れ
る
。
」
そ
う
い
う
わ
り
で
家
臣
が
釈
明
を
求
め
ら
れ
た
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
う
が
よ
い
「
ご
主
君
、
あ
な
た
は
私
か
ら
こ

の
土
地
を
お
取
り
あ
げ
に
な
り
ま
し
た
。
私
か
ら
土
地
使
用
権
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。
あ
な
た
は
私
の
使
用
権
を
不
当
に
無
に
さ

れ
た
の
で
す
か
ら
、
私
に
そ
れ
を
回
復
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
、

レ
l
エ
ン
法
に
照
ら
し
て
判
決
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
」

そ
の
通
り
判
決
さ
れ
る
。
そ
こ
で
主
君
の
代
弁
人
は
尋
ね
よ
「
彼
に
再
び
土
地
の
使
用
権
を
与
え
る
の
が
正
し
い
と
判
決
さ
れ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
こ
の
使
用
権
と
封
土
を
主
君
の
恩
寵
と
封
主
権
に
よ
っ
て
得
て
い
た
こ
と
、
他
の
主
君
か
ら
得
た
も

の
で
な
い
こ
と
を
、
彼
は
即
刻
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
」
そ
の
通
り
で
あ
る
と
判
決
さ
れ
る
。

土
地
台
帳
と
い
う
も
の
の
な
い
時
代
の
話
で
あ
る
。
授
封
の
儀
式
が
象
徴
的
な
手
振
や
接
吻
を
必
要
と
し
た
の
は
、
多
く
の
家
臣

の
記
憶
に
そ
の
光
景
が
長
く
刻
ま
れ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
土
地
の
帰
属
の
確
認
は
、
家
臣
団
の
記
憶
と
証
言
だ
け
を
頼
り
と

し
た
。
そ
れ
で
こ
の
よ
う
な
事
が
起
こ
る
。
こ
こ
で
偽
証
し
た
り
主
君
へ
の
忠
誠
を
破
る
者
は
、
同
僚
騎
士
に
対
す
る
自
分
の
体
面

と
主
君
か
ら
得
た
封
土
を
失
う
。
こ
れ
は
ラ
ン
ト
法
に
も
記
さ
れ
た
原
則
で
あ
る
。
こ
の
家
臣
は
土
地
の
使
用
権
を
奪
わ
れ
ま
い
と

し
た
こ
と
か
ら
、
自
分
が
否
定
し
た
ば
か
り
の
事
実
、
す
な
わ
ち
土
地
が
主
君
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
分
の
口
か
ら
認
め
て
し
ま

ぅ
。
主
君
か
ら
授
か
っ
た
土
地
が
当
人
の
記
憶
に
な
い
は
ず
は
な
い
。
記
憶
違
い
で
は
な
く
、
主
君
の
所
有
権
を
損
な
お
う
と
い
う

意
図
の
申
し
立
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
家
臣
か
ら
土
地
使
用
権
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
彼
の
言
い
分
に
反
し
て
合
法
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
判
決
を
下
す
家
臣
団
は
家
臣
の
巧
み
に
乗
ぜ
ら
れ
ず
、
明
確
な
自
分
の
判
断
を
持
つ
べ
き
で
あ
っ
た
。
家
臣
は
主
人
に
忠
誠

で
な
か
っ
た
こ
と
の
罰
を
不
当
に
免
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き
か
え
主
君
の
代
弁
人
は
切
れ
者
で
あ
る
。
誤
審
を
逆
手
に
取
っ
て
、

家
臣
の
う
そ
を
見
事
に
暴
露
し
た
。



封
土
の
不
法
な
文
貸
し
を
フ
ル
フ
ト
ザ
ル
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と
い
う
。
語
源
で
あ
る
「
逃
亡
」
と
ど
う
つ
な
が
る
か
を
レ

l
エ
ン

法
が
説
明
し
て
い
る
。
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封
土
を
フ
ル
フ
ト
ザ
ル
に
よ
っ
て
文
貸
し
す
る
者
は
、
宣
誓
に
よ
っ
て
潔
白
を
明
か
さ
ぬ
限
り
、
主
君
に
罰
金
を
払
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
そ
し
て
六
週
間
以
内
に
家
臣
は
法
廷
で
こ
の
貸
与
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
あ
る
い
は
家
臣
に
宣
告
し
て
こ
の
封

土
を
没
収
す
る
か
で
あ
る
。

フ
ル
フ
ト
ザ
ル
と
い
う
の
は
、
病
床
に
あ
っ
て
も
は
や
わ
が
命
は
な
い
と
あ
き
ら
め
、

ま
た
は
し

ば
ら
く
国
を
出
て
旅
し
よ
う
と
思
い
立
つ
が
、
万
一
病
が
治
っ
た
り
帰
国
し
た
ら
、

そ
の
土
地
を
ま
た
利
用
し
よ
う
と
企
ん
で
、

一
時
他
人
に
貸
し
て
お
く
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
意
図
で
土
地
を
貸
す
者
は
、
神
に
反
し
、
法
に
反
し
、
主
君
へ
の
忠
誠

に
反
し
て
貸
す
の
で
あ
る
。
主
君
に
忠
実
で
あ
り
、
主
君
を
思
う
の
が
家
臣
の
務
め
で
あ
る
か
ら
だ
。
彼
は
自
分
の
も
の
を
貸

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
生
き
て
い
る
限
り
手
放
す
気
遣
い
は
な
い
か
ら
、
死
ん
だ
あ
と
主
君
な
り
、
他
人
な
り
の
手
に
収
ま

封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

tコ
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二
八

る
も
の
を
、
厚
か
ま
し
く
人
に
貸
し
て
い
る
の
だ
。

　

こ
れ
が
家
臣
の
行
う
二
つ
目
の
主
君
へ
の
裏
切
り
行
為
で

あ
る
。
又
貸
し
さ
れ
た
者
は
家
臣
を
土
地
の
所
有
者
と
思
っ

て
い
る
か
ら
、
彼
が
死
ん
だ
り
国
に
帰
ら
ぬ
と
き
は
、
そ
の

土
地
に
居
す
わ
る
で
あ
ろ
う
。
主
君
が
退
去
を
命
じ
て
始
め

て
事
は
明
ら
か
に
な
る
。
ド
レ
ス
デ
ン
絵
入
写
本
は
フ
ル
フ

ト
ザ
ル
の
時
間
経
過
を
二
つ
の
絵
に
分
け
て
示
そ
う
と
し
た
。

上
段
右
に
は
重
病
の
家
臣
が
土
地
を
授
け
、
左
に
は
遠
路
の

船
旅
に
発
つ
家
臣
が
岸
で
見
送
る
男
に
授
け
て
い
る
。
に
わ

か
封
主
は
冠
を
頂
き
、
授
封
の
手
振
も
正
式
で
あ
る
。
下
段

右
に
は
奇
跡
的
に
快
癒
し
た
の
か
、
左
に
見
え
る
船
で
今
帰

っ
て
き
た
の
か
、
と
に
か
く
フ
ル
フ
ト
ザ
ル
を
犯
し
た
家
臣

が
座
に
つ
い
て
、
封
土
を
貸
し
た
者
か
ら
返
さ
せ
る
と
こ
ろ
。

封
土
は
果
物
の
枝
で
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ル
フ
ト
ザ
ル
を
犯
し
た
こ
と
が
確
定
す
る
と
、
家
臣
は

主
君
に
罰
金
（
詫
だ
沁
芯
）
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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を
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没
収
さ
れ
る
ほ
ど
の
場
合
は
さ
ら
に
悪
ら
つ
で
あ
る
。
主
君
の
封
土
を
売
っ
て
金
に
か
え
る
家
臣
の
こ
と
が
訴
訟
法
書
に
報
告
さ
れ

て
い
る
。
「
あ
な
た
の
家
臣
が
あ
な
た
か
ら
授
か
っ
た
封
土
を
売
り
払
っ
た
と
す
る
。
相
手
は
そ
れ
を
買
っ
て
も
売
り
手
の
家
臣
に

な
ろ
う
と
し
な
い
男
、

ま
た
あ
な
た
が
直
接
授
封
す
る
気
に
も
な
れ
な
い
男
で
あ
る
。
土
地
を
売
っ
た
家
臣
は
さ
ら
に
買
手
の
縁
者

や
部
下
に
同
じ
土
地
を
使
わ
せ
、
買
手
の
土
地
だ
と
思
い
こ
ま
せ
る
。
縁
者
は
土
地
を
利
用
し
、
買
手
も
利
益
に
あ
ず
か
る
。
あ
な

た
が
こ
の
家
臣
の
行
為
を
不
正
と
見
る
な
ら
ば
、
法
廷
に
問
わ
れ
る
が
よ
い
。
家
臣
は
そ
れ
に
よ
っ
て
土
地
を
失
っ
て
当
然
で
は
な

い
か
と
。
そ
の
通
り
だ
と
判
決
さ
れ
る
。
家
臣
は
余
に
不
誠
実
を
働
い
た
か
、

と
尋
ね
ら
れ
よ
。
そ
の
通
り
だ
と
判
決
さ
れ
る
。
ま

た
尋
ね
ら
れ
よ
。
彼
が
主
君
で
あ
る
余
に
誠
実
を
破
っ
た
こ
と
を
認
め
た
以
上
、

そ
の
封
土
の
す
べ
て
に
対
す
る
権
利
を
失
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
。
そ
の
通
り
だ
と
判
決
さ
れ
る
。
」

あ
る
家
臣
は
気
に
入
っ
た
者
ら
に
無
償
で
自
分
の
土
地
を
使
わ
せ
て
や
っ
た
。
法
廷
に
呼
び
出
さ
れ
て
家
臣
が
答
え
る
に
は
、
彼

ら
の
た
め
に
な
る
と
思
い
、
私
は
好
意
か
ら
こ
の
土
地
を
使
わ
せ
ま
し
た
。
彼
ら
が
こ
の
土
地
で
不
正
を
働
き
ま
し
で
も
、
私
が
痛

い
目
に
合
う
だ
け
で
殿
様
に
迷
惑
は
及
び
ま
せ
ん
と
言
う
。
し
か
し
レ

l
エ
ン
法
廷
は
、
六
週
間
以
内
に
自
分
で
土
地
を
管
理
す
る

こ
と
を
家
臣
か
ら
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
主
君
の
土
地
は
、
奉
仕
義
務
を
伴
う
正
式
の
貸
与
で
な
け
れ
ば
人
手
に
渡
つ
て
は
な
ら

t

3

0

 

十
，
旬
、

ν

い
た
る
所
で
こ
の
原
則
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

レ
1
エ
ン
法
六
十
八
章
の
各
項
は
、
罰
金
に
価
す
る
家
臣
の
違
反
行
為
を
数
え
て
い
る
。
主
君
に
不
名
誉
や
損
害
を
与
え
る
家
臣

の
言
葉
と
行
動
。
主
君
か
ら
あ
ず
か
る
封
土
を
何
者
か
が
奪
い
と
っ
た
が
、
こ
れ
を
主
君
に
告
げ
ず
、
自
分
も
相
手
を
追
求
し
な
い

と
き
。
主
君
の
許
可
な
く
そ
の
封
土
を
家
臣
が
質
入
れ
す
る
と
き
。
主
君
は
レ

l
エ
ン
法
廷
の
判
決
に
基
づ
き
、
六
週
間
以
内
の
請

け
出
し
を
命
ず
る
。
命
令
に
従
わ
ね
ば
、
家
臣
は
罰
金
を
払
う
。
家
臣
が
同
僚
の
封
土
を
奪
う
と
き
、

ま
た
は
同
僚
と
そ
の
従
者
の

封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

ずし
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き
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Cコ

不
名
誉
と
な
る
言
動
の
あ
っ
た
と
き
。

家
臣
は
こ
れ
ら
を
償
っ
て
、
十
四
日
以
内
に
主
君
の
屋
敷
に
出
頭
し
、
十
ポ
ン
ド
の
罰
金
を
支
払
う
。
こ
れ
は
大
へ
ん
な
高
額
で

あ
る
。
十
ポ
ン
ド
は
二
四

O
Oプ
フ
ェ
ニ
ヒ
に
当
た
る
。

『ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
』
が
書
か
れ
た
十
三
世
紀
初
頭
の
物
価
は
、

驚
鳥
一
羽
一
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
、
羊
一
頭
四
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
、
牛
一
頭
四
十
八
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
、
重
労
働
に
た
え
る
成
育
馬
一
頭
百
四
十
四
プ

フ
ェ
ニ
ヒ
で
あ
っ
泊
。
主
人
の
封
土
を
質
草
に
す
れ
ば
法
廷
で
油
を
し
ぼ
ら
れ
た
上
、
牛
五
十
頭
を
償
い
と
す
る
。
こ
の
厳
罰
に
よ

っ
て
主
従
の
節
度
は
よ
く
守
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
レ

i
エ
ン
法
は
自
由
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
語
り
を
持
っ
て
い
る
。
罰

金
に
関
す
る
条
文
の
中
に
は
、
騎
士
が
ど
ん
な
態
度
で
法
廷
に
出
席
し
て
い
た
か
を
教
え
る
文
章
も
あ
る
。

。
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目
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目
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Z
E
g
o
-ロ
仏
0
・

家
臣
が
レ

l
エ
ン
法
廷
で
鼻
を
ふ
い
た
り
、

か
ん
だ
り
、

つ
ば
を
吐
き
、
あ
く
び
し
、
咳
し
、
く
し
ゃ
み
を
す
る
。
自
分
の
代

弁
人
と
立
つ
場
所
を
入
れ
か
え
る
。
見
苦
し
く
な
い
ほ
ど
だ
が
、
あ
た
り
を
見
回
す
。

は
え
、
蚊
、
あ
ぷ
を
追
払
う
。
こ
れ
を

し
た
ら
罰
金
も
の
だ
と
分
か
ら
ず
屋
は
思
い
込
む
が
、
実
際
は
罰
を
食
う
こ
と
は
な
い
。

授
封
儀
式
が
求
め
た
厳
格
さ
に
引
き
か
え
、
法
廷
審
理
で
は
家
臣
が
の
び
や
か
に
撮
る
ま
っ
た
。
家
臣
の
屈
託
な
さ
は
中
世
の
宮
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廷
が
暴
君
の
威
令
に
お
び
え
る
必
要
の
な
か
っ
た
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
罰
金
は
高
か
っ
た
。
封

土
の
没
収
も
あ
っ
た
。
し
か
し
裁
判
は
複
数
の
家
臣
の
知
恵
を
集
め
て
道
理
に
か
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
人
び
と
に
安
堵
を
与
え
た
。
明
日
は
ま
た
他
の
同
僚
を
裁
く
自
分
で
あ
る
。
自
治
的
な
組

織
の
申
か
ら
む
し
ろ
自
由
な
空
気
が
生
ま
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
中
世
家
臣
の
無
遠
慮
な
仕
草
の

そ
れ
ぞ
れ
を
描
き
分
け
た
画
家
も
ま
た
無
邪
気
で
あ
っ
た
。
左
端
の
鼻
を
ふ
く
、
鼻
を
か
む
に
始

ま
り
右
へ
は
え
、
あ
ぶ
を
払
う
ま
で
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
が
描
か
れ
て
い
る
。
右
端
の
主
君
は
ガ
ウ
ン

の
す
そ
を
開
い
て
罰
金
を
受
け
取
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
前
に
い
る
赤
服
の
家
臣
が
拒
否
の
手
ぶ

り
で
必
要
な
い
こ
と
を
告
げ
る
。

　

家
臣
の
不
始
末
が
レ
ー
エ
ン
法
廷
で
裁
か
れ
、
彼
が
封
土
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

家
臣
が
自
分
か
ら
封
土
の
明
け
渡
し
を
主
君
に
申
し
出
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
レ
ー
エ
ン
法
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
た
行
為
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
で
は
家
臣
か
ら
の
申
し
出
が
多
か
っ
た
。
土

地
を
主
君
に
返
せ
ば
、
主
従
の
人
間
関
係
や
忠
誠
義
務
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
。
忠
誠
を
捧
げ
た
者

か
ら
そ
れ
を
申
し
出
る
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
主
従
の
関
係
が
す
で
に
物
の
契
約
の

関
係
に
移
行
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
こ
の
変
化
は
あ
ま
り
浸
透
し
な
か
っ
た
。

政
治
的
に
重
要
な
封
土
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
主
従
の
人
間
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
封
土
を

返
し
て
か
ら
も
心
の
絆
が
長
く
残
る
こ
と
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
多
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
封
土
を
主

人
に
返
す
儀
式
は
授
封
の
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
中
世
盛
期
ま
で
盛
大
に
続
け
ら
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ

封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

Ξ



封
建
時
代
の
主
君
と
家
臣
の
付
き
合
い
方

で
は
家
臣
が
口
頭
で
申
し
出
る
だ
り
で
足
り
た
。
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)

家
臣
が
主
君
に
、
主
君
が
家
臣
に
主
従
関
係
の
解
消
を
申
し
入
れ
る
の
は
、
当
人
が
相
手
に
口
頭
で
す
る
以
外
、
法
は
こ
れ
を

認
め
な
い
。
そ
の
後
一
昼
夜
は
ど
ち
ら
か
ら
も
他
に
害
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
。

何
か
い
や
な
こ
と
が
あ
っ
て
決
別
を
申
し
込
む
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

一
昼
夜
の
停
戦
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
家
臣
は
口
頭

の
申
し
入
れ
を
す
る
だ
け
で
封
土
を
明
け
わ
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
主
君
の
場
合
は
、

た
だ
申
し
入
れ
で
も
家
臣
が
応
じ
な

け
れ
ば
、
彼
と
の
関
係
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
家
臣
が
封
土
を
放
し
た
く
な
け
れ
ば
、

そ
の
願
い
は
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ

る
。
「
主
君
が
家
臣
に
対
す
る
誠
実
を
破
り
、
封
土
を
明
け
渡
す
よ
う
迫
る
と
す
る
。
家
臣
は
主
君
を
一
年
以
内
に
専
横
の
か
ど
で

{
却
)

訴
え
、
法
廷
で
事
実
を
認
め
さ
せ
れ
ば
、
損
害
を
こ
う
む
ら
ず
に
す
む
。
」
ド
イ
ツ
の
封
建
的
主
従
関
係
は
不
動
産
契
約
の
性
格
を

強
め
る
に
つ
れ
て
、
家
臣
の
権
限
を
大
き
く
し
て
い
っ
た
。

レ
1
エ
ン
法
廷
は
主
君
が
家
臣
を
訴
え
、
家
臣
が
主
君
を
訴
え
る
場
で
あ
っ
た
。

レ
l
エ
ン
法
を
通
し
て
読
む
と
き
、
家
臣
が
主

君
に
向
か
っ
て
権
利
と
正
当
性
を
説
く
立
場
は
鮮
明
で
あ
り
、
分
か
り
ゃ
す
い
。
し
か
し
家
臣
に
一
言
い
た
い
こ
と
を
言
わ
せ
な
が
ら
、

自
分
は
強
い
発
言
を
し
て
い
な
い
主
君
の
存
在
は
謎
を
残
し
て
い
る
。
主
君
の
身
辺
は
フ
ラ
ン
ク
王
国
以
来
変
わ
ら
ぬ
主
君
尊
重
の

形
式
を
残
し
な
が
ら
、
封
建
領
主
も
臣
下
と
同
じ
人
間
だ
と
す
る
時
代
に
生
き
て
い
た
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
が
成
立
し
た
の
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