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戦
後
は
終
っ
た
。
し
か
し
、
学
界
で
は
ま
だ
そ
の
余
韻
が
残
っ
て
い
る
。

敗
戦
直
後
そ
れ
ま
で
牢
固
と
し
て
あ
っ
た
封
建
遺
制
の
克
服
と
、
新
し
い
民

主
主
義
的
・
自
由
主
義
的
な
発
展
が
叫
ば
れ
て
以
来
、
封
建
制
度
は
、
超
克

さ
れ
る
べ
き
も
の
、
つ
ま
り
現
存
す
る
悪
の
根
元
と
し
て
、
研
究
さ
れ
つ
づ

け
、
今
だ
に
そ
の
態
度
は
か
わ
っ
て
い
な
い
。
本
書
も
、
戦
後
一
世
を
風
靡

し
た
こ
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
か
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

・
し
か
し
、
基
底
に
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
ひ
め
な
が
ら
も
、
今
日
ま
で

の
封
建
制
研
究
に
は
波
が
あ
っ
た
。
波
長
十
数
年
、
最
初
の
波
は
、
唯
物
史

観
に
よ
り
、
川
底
よ
り
お
こ
さ
れ
た
強
烈
な
も
の
で
あ
り
、
研
究
者
の
大
半

の
目
は
、
社
会
経
済
史
的
研
究
、
具
体
的
に
は
、
農
奴
制
社
会
、
荘
園
研
究

に
釘
付
け
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
本
書
に
は
、
著
者
の
こ
の
時
期
の
成
果
は
収

録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
著
者
の
研
究
歴
も
こ
の
時
代
よ
り
始
ま
る
。

　
こ
こ
十
年
の
経
済
界
の
高
度
成
長
の
お
か
げ
で
、
敗
戦
直
後
の
極
端
な
食

糧
の
欠
乏
が
な
く
な
り
、
　
「
理
解
さ
れ
る
以
前
に
体
得
で
き
た
唯
物
史
観

に
適
合
的
な
土
壊
」
が
失
な
わ
れ
、
研
究
対
象
も
前
代
の
研
究
成
果
を
ふ
ま

え
て
、
下
部
構
造
の
う
え
に
構
築
さ
れ
る
封
建
社
会
の
全
体
像
、
社
会
経
済

史
よ
り
政
治
史
、
法
制
史
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
一
九
六
八
年
度
第
十
九

回
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
中
世
史
部
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
最
後
に
あ
た
り
、

あ
る
研
究
者
が
、
擬
奴
制
が
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
い
の
を
遺
憾
と
す
る

む
ね
の
発
言
が
あ
り
、
は
か
ら
ず
も
研
究
対
象
の
推
移
が
象
徴
的
に
示
さ
れ

た
。
本
書
は
、
こ
れ
ら
の
時
代
の
動
き
に
敏
感
に
反
応
し
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
り
、
ア
ブ
・
ト
ゥ
・
デ
イ
ト
な
成
果
と
い
え
る
。

　
さ
て
、
本
書
は
、
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
前
半
で
は
、

ノ
ル
マ
ソ
征
服
以
晶
罰
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
蒔
代
の
王
政
の
発
展
（
第
一
章
）
、

封
建
的
所
領
の
形
成
（
繁
二
輩
）
、
さ
ら
に
は
両
者
を
対
置
さ
せ
て
、
國
家
的

貢
租
と
封
建
地
代
、
領
主
保
譲
制
と
王
政
、
裁
判
権
、
軍
役
（
以
上
第
四
章
）

の
分
析
が
あ
り
、
後
半
は
、
ノ
ル
マ
ソ
征
服
後
の
王
政
の
発
展
（
第
五
章
）

と
封
建
制
の
展
開
（
第
六
章
）
を
展
望
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
が
一
貫
し

て
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
王
政
と
封
建
制
と
は
か
な
ら
ず
し
も
矛
盾
し
な

い
こ
と
、
さ
ら
に
前
半
と
後
半
の
分
岐
点
と
し
て
ノ
ル
マ
ソ
征
服
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
叙
述
の
な
か
で
は
、
征
服
を
そ
れ
ほ
ど
画
期
的
事
件

と
は
評
価
せ
ず
、
征
服
に
よ
り
た
だ
前
時
代
の
サ
ク
ソ
ン
的
な
も
の
の
発
展

が
促
進
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
の
ご
と
く
、

サ
ク
ソ
ン
時
代
の
研
究
で
み
う
け
る
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
と
ロ
マ
ニ
ス
ト
の
対
立

を
、
ノ
ル
マ
ソ
征
服
に
ま
で
敷
抄
す
る
の
は
、
混
乱
の
も
と
で
は
あ
る
が
、

著
者
の
立
場
を
あ
え
て
こ
の
雷
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
征
服
前
で
は
ロ
ー
マ
的

な
も
の
を
否
定
し
、
征
服
に
つ
い
て
は
ノ
ル
マ
ソ
的
・
ラ
テ
ン
的
な
も
の
を

否
定
す
る
、
い
わ
ば
一
貫
性
の
あ
る
ゲ
ル
マ
一
一
ス
ト
と
い
え
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
王
政
の
発
展
を

概
観
す
る
。
つ
ま
り
、
八
世
紀
末
マ
…
シ
ア
王
オ
フ
ァ
時
代
か
ら
九
世
紀
末

ア
ル
フ
レ
ヅ
ド
大
王
時
代
を
経
、
十
世
紀
初
の
か
れ
の
後
継
者
に
か
け
て
、

（785）163



滋
雨
・
地
方
の
行
政
組
織
が
整
備
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
れ
て
王
権
そ
の
も
の
も

確
立
し
て
い
く
過
程
が
確
認
さ
れ
る
。
じ
つ
は
、
こ
の
時
期
は
、
ブ
ッ
ク
ラ

ン
ド
（
封
建
的
所
領
）
の
成
立
期
で
も
あ
り
、
イ
ギ
ジ
ス
封
建
制
度
の
特
質

が
あ
き
ら
か
に
な
る
と
き
で
も
あ
る
。
こ
の
ブ
ッ
ク
ラ
ン
ド
の
成
立
に
つ
い

て
は
、
つ
ぎ
の
第
二
章
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
筆
者
の
み
る
と

こ
ろ
で
は
こ
の
第
二
章
こ
そ
本
書
の
な
か
で
最
も
野
心
的
な
部
分
の
ひ
と
つ

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
従
来
ア
ソ
グ
ワ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
を
理
解
す
る
に
つ
い
て
、
ゲ
ル
マ
ニ
ス

ト
と
ロ
マ
ニ
ス
ト
と
の
間
に
論
争
が
た
た
か
わ
さ
れ
て
き
た
。
著
者
は
最
近

活
躍
の
め
ざ
ま
し
い
ロ
マ
ニ
ス
ト
、
£
・
ジ
ョ
ン
の
最
新
の
業
績
を
批
判
的

，
に
摂
取
し
つ
つ
、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
的
立
場
を
補
強
強
化
し
て
い
る
。
ゲ
ル

マ
ニ
ス
ト
・
メ
…
ト
ラ
ソ
ド
の
見
解
で
は
、
本
来
一
般
的
で
あ
っ
た
民
有
地

（鴎

n
一
犀
一
飛
一
掴
α
）
が
、
七
・
八
世
紀
、
教
会
へ
の
土
地
寄
進
が
盛
ん
に
な
る
に
と

も
な
っ
て
、
封
建
的
領
有
地
（
び
o
o
匹
露
α
）
に
転
換
し
て
い
っ
た
と
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
際
ブ
ッ
ク
ラ
ン
ド
を
領
有
し
た
教
会
が
も
っ
た
権
利
は
、
土

地
に
関
す
る
収
益
の
一
部
の
収
用
権
と
そ
の
土
地
の
負
う
て
い
る
負
担
の
徴

収
権
の
み
で
あ
り
、
土
地
の
所
有
権
ま
で
譲
渡
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い

わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
前
記
£
・
ジ
ョ
ン
は
反
論
し
、
ブ
ッ
ク
ラ
ン

ド
を
も
っ
た
教
会
は
、
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
が
の
べ
た
権
利
の
ほ
か
に
、
土
地
の

自
由
処
分
権
、
永
代
後
継
権
な
ど
も
含
ま
れ
た
永
代
所
膚
権
を
と
も
な
っ
た

凝
望
た
る
権
利
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
、
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
を
批
判
し
た
（
こ

の
法
習
慣
の
起
源
は
、
ロ
ー
マ
帝
政
末
期
の
穣
地
寄
進
の
慣
例
を
借
点
し
た
も
の
一

猛
・
ジ
ョ
ン
）
。

　
こ
の
二
丁
を
前
に
し
て
、
著
者
は
、
ブ
ッ
ク
ラ
ン
ド
に
含
ま
れ
た
諸
権
利

に
つ
き
、
E
・
ジ
翼
ン
説
の
正
し
さ
を
確
認
す
る
一
方
、
民
有
地
の
存
在
を

否
定
し
た
E
・
ジ
コ
ン
の
説
に
は
、
こ
と
ご
と
く
反
論
を
加
え
、
ブ
ッ
ク
ラ

ン
ド
成
立
以
前
に
は
、
民
有
地
が
卓
越
し
て
い
た
こ
と
を
立
証
す
る
。
し
か

も
著
者
は
、
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
の
い
う
民
有
地
よ
り
E
・
ジ
ョ
ン
が
主
張
す
る

ブ
ッ
ク
ラ
ン
ド
へ
移
行
す
る
中
間
に
、
メ
ー
ト
ラ
ソ
ド
の
い
う
ブ
ッ
ク
ラ
ン

ド
説
を
介
入
さ
せ
、
教
会
・
豪
族
の
民
有
地
領
有
（
食
物
地
代
徴
収
権
と
行
政

権
の
み
。
相
続
権
は
譲
渡
さ
れ
て
い
な
い
）
の
段
階
を
、
過
渡
期
的
保
有
の
段
階

と
措
定
し
、
民
有
地
よ
り
ブ
ッ
ク
ラ
ン
ド
へ
の
移
行
と
い
う
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト

的
路
線
の
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
て
い
る
。
こ
の
過
渡
期
的
段
階
を
積
極
的

に
確
認
し
た
の
は
著
者
の
新
し
い
野
心
的
な
主
張
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
第
三
章
に
お
い
て
は
、
前
章
で
確
認
さ
れ
た
民
有
地
…
…
豪
族
に
よ
る
民

　
　
　
　
　
　
ブ
ッ
ク
ラ
ン
ド

有
地
保
有
1
…
封
建
的
所
領
と
い
う
系
列
に
対
応
し
て
、
地
代
、
保
証
制
、

裁
判
権
が
い
か
に
転
換
さ
れ
て
い
く
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
た
と
え
ば
、
本

来
国
王
に
納
め
ら
れ
て
い
た
国
家
的
貢
租
σ
Q
既
9
が
、
豪
族
の
民
有
地
保
有
、

さ
ら
に
は
ブ
ッ
ク
ラ
ン
ド
の
盛
行
と
同
時
に
、
そ
の
給
付
さ
き
が
国
王
よ
り

豪
族
に
か
わ
り
、
ひ
い
て
は
σ
q
鉱
9
も
封
建
地
代
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な

る
こ
と
（
第
一
節
）
。
　
ま
た
保
証
制
度
の
発
達
に
お
い
て
も
、
民
有
地
段
階

の
メ
イ
ズ
（
血
縁
共
同
体
）
か
ら
七
－
九
世
紀
の
ブ
ッ
ク
ラ
ン
ド
の
段
階
の

び
属
一
σ
Q
餌
（
σ
o
旨
保
証
人
）
湖
へ
と
い
う
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
。
さ
ら
に
こ

の
制
度
は
、
領
主
の
支
配
下
に
あ
る
領
民
の
領
主
に
よ
る
保
証
の
外
に
い
る

自
由
人
に
対
し
て
ま
で
も
幽
霊
に
保
証
を
強
要
し
た
制
度
で
あ
る
が
、
こ
の

制
度
を
テ
コ
に
領
霊
の
自
由
人
支
配
の
可
能
性
を
ひ
き
だ
す
制
度
で
も
あ
っ

た
こ
と
。
し
か
し
、
こ
の
自
由
人
の
な
か
に
常
習
犯
・
前
科
者
が
い
る
場
合
、

領
主
は
そ
の
わ
ず
ら
わ
し
い
責
任
を
剛
避
し
ょ
う
と
し
、
責
任
は
共
同
体
に
、

収
益
は
領
主
に
と
い
う
制
度
の
創
設
に
つ
と
め
、
こ
れ
が
ク
ヌ
ー
ト
王
時
代

の
自
由
な
領
民
た
ち
の
み
の
集
団
保
証
制
度
此
身
貯
σ
q
ω
団
ω
富
鑓
（
十
人
組
組

164 （786）



評書

畿
）
に
結
果
す
る
こ
と
な
ど
確
認
す
る
（
箆
二
節
）
。

　
さ
ら
に
、
領
主
裁
判
権
の
発
展
に
つ
い
て
も
」
・
ゲ
ー
ベ
ル
の
主
張
（
サ

ク
ソ
ン
時
代
の
領
主
裁
判
権
の
内
容
騰
裁
判
科
料
徴
収
権
の
み
）
を
排
し
て
、
九
世

　
　
　
　
ブ
　
ッ
　
ク

紀
以
降
領
地
権
利
証
書
に
よ
り
み
と
め
ら
れ
た
裁
判
権
の
な
か
に
は
、
科
料

徴
収
権
の
み
で
は
な
く
、
犯
人
を
裁
判
す
る
権
利
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
の

べ
、
ブ
ッ
ク
ラ
ン
ド
段
階
で
の
領
主
裁
判
権
の
一
歩
前
進
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
（
第
三
節
）
。

　
軍
役
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ル
ド
軍
は
本
来
国
家
的
義
務
に
よ
り
召
集
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
国
民
軍
と
し
て
の
性
格
を
と
り
つ
づ
け
、
封
建
化
の
動
き

と
一
見
無
関
係
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
実
、
封
建
的
所
領
が
成
立
す
る

に
つ
れ
て
、
単
位
地
域
の
軍
役
義
務
は
、
そ
の
支
配
者
で
あ
る
封
建
的
領
主

が
負
う
よ
う
に
な
る
。
ま
だ
そ
の
段
階
で
は
、
た
だ
そ
の
軍
隊
へ
の
監
督
権

の
み
で
、
封
建
的
軍
役
義
務
の
成
立
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
へ
の
一

里
塚
で
あ
る
こ
と
を
閣
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
フ
ィ
ル
ド
軍
に
関
し
て

は
、
最
近
と
み
に
論
争
が
は
げ
し
く
、
問
題
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
手

ぎ
わ
よ
く
そ
の
論
争
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
大
い
に
参
考
に
な
る

（
第
四
節
）
。

　
以
上
が
、
本
書
前
半
韻
の
概
要
で
あ
る
。
著
者
の
基
本
的
な
主
張
は
、
王

政
と
封
建
制
と
は
矛
盾
せ
ず
、
両
老
が
と
も
に
平
行
し
て
発
展
し
て
い
く
こ

と
と
、
民
有
地
一
豪
族
に
よ
る
民
有
地
保
有
－
封
建
的
所
領
と
い
う
三

段
階
に
よ
る
封
建
的
所
領
の
形
成
の
図
式
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
指
摘
に
は
問

題
は
な
い
と
し
て
も
、
後
者
の
も
の
に
若
干
不
十
分
な
点
が
残
る
。
と
い
う

の
は
、
幾
有
地
か
ら
封
建
的
所
領
へ
と
い
う
図
式
に
、
積
極
的
に
豪
族
に
よ

る
畏
有
地
の
保
有
と
い
う
過
渡
期
的
と
は
い
え
ひ
と
つ
の
段
階
を
介
在
さ
せ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
段
階
に
お
け
る
地
代
の
あ
り
方
、
保
証
制
度
の
特
徴
、

裁
判
権
上
の
意
味
な
ど
も
そ
の
段
階
に
鮒
応
ず
る
積
極
約
な
特
徴
を
も
っ
て

い
る
こ
と
を
主
張
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
過
渡
期
的
段
階
に
お
け
る
地
代
、
保
証
制
、
裁
判
翻
の
過
渡
期

的
段
階
が
明
確
に
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
の
段
階
の
画
期
的
な
意
味
が
よ
り
明

瞭
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
本
書
の
後
半
部
の
紹
介
に
う
つ
る
。

　
第
四
章
で
は
、
ノ
ル
マ
ン
征
服
の
経
過
を
あ
と
づ
け
、
ノ
ル
マ
ン
征
豊
後

の
発
展
は
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
も
の
が
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
サ
ク
ソ

ン
時
代
の
伝
統
的
基
盤
の
う
え
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
ノ
ル
η
、
ソ

魚
眼
の
意
味
は
強
調
さ
れ
な
い
。

　
五
章
の
王
政
の
発
展
は
、
大
法
官
書
記
局
、
最
高
司
法
官
、
会
計
院
な
ど
、

史
料
が
不
足
し
、
か
つ
欄
度
自
体
い
り
く
ん
で
い
る
中
央
制
度
の
発
展
を
、

無
難
な
線
で
ま
と
め
ら
れ
、
有
益
な
概
説
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
シ
モ

ン
・
ド
・
モ
ソ
フ
ォ
…
ル
の
内
乱
、
そ
の
後
の
王
政
な
ど
ま
で
展
望
を
の
ば

し
、
こ
の
種
の
概
説
の
す
く
な
い
分
野
だ
け
に
、
研
究
家
に
と
っ
て
役
立
つ

も
の
で
あ
る
。

　
一
九
六
六
年
は
、
ノ
ル
マ
ソ
征
服
後
九
〇
〇
年
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
機
会

に
し
て
、
英
米
学
界
で
は
、
そ
の
前
後
に
ノ
ル
マ
ソ
征
服
に
関
す
る
多
数
の

論
文
、
著
書
が
世
に
出
た
。
従
来
の
定
説
と
真
向
か
ら
対
立
す
る
説
、
定
説

支
持
の
論
文
、
そ
れ
ら
の
折
哀
に
よ
る
第
三
の
説
な
ど
、
意
欲
的
に
論
争
が

お
こ
な
わ
れ
、
わ
が
国
で
も
、
そ
の
論
争
の
紹
介
が
さ
れ
て
い
る
。
第
六
章

で
論
じ
ら
れ
た
も
の
は
、
こ
の
論
争
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
の
結
論
を
ひ

ろ
い
あ
げ
れ
ば
、
騎
士
役
賦
課
（
ω
O
周
く
一
叶
一
口
日
　
島
①
一
）
一
け
昌
昌
P
）
は
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
が
、
征
服
後
、
征
服
地
で
創
り
あ
げ
た
も
の
（
U
・
O
．
U
o
霞
α
Q
冨
ω
説
）
、

ナ
イ
ト
釆
邑
（
瞠
巳
σ
Q
｝
詳
h
o
Φ
）
の
創
設
に
は
、
お
よ
そ
八
十
年
ほ
ど
か
か
り
、
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奪

最
初
は
家
中
騎
士
、
そ
れ
か
ら
本
来
の
騎
士
へ
と
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
、
さ

ら
に
、
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
軍
隊
制
度
と
、
制
度
の
う
え

で
類
似
点
が
多
い
こ
と
（
連
続
面
）
、
ま
た
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
国
民
軍
フ
ィ
ル

ド
が
征
服
後
ま
で
も
存
続
し
、
し
か
も
歴
史
の
方
向
を
決
定
す
る
役
割
を
演

じ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
う
え
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
征
服
に
よ
り
封
建
制
度
を

整
備
す
る
や
い
な
や
、
そ
の
直
後
よ
り
、
ナ
イ
ト
釆
邑
の
細
分
化
、
軍
役
冥

加
金
（
。
・
2
富
σ
q
Φ
）
の
流
行
な
ど
が
み
ら
れ
、
封
建
化
の
方
向
と
非
封
建
化

の
方
向
と
が
い
り
み
だ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
度
の
複
雑
さ
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
第
一
節
）
。

　
つ
ぎ
に
、
　
第
三
章
第
二
節
と
対
比
し
な
が
ら
、
　
征
服
以
後
の
保
証
制
度

（
碕
磐
平
編
①
匹
σ
q
o
紹
馨
①
臼
）
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
筏
牛
後
の
十
人
組
組
織
は
、
征
服
前
の
葺
ぼ
昌
α
q
ω
巻
♂
日
と
、
施
行
地

域
は
南
英
と
一
緒
で
あ
る
が
、
そ
の
対
象
は
、
征
服
前
は
自
由
人
、
征
服
後

は
不
自
由
人
と
対
称
的
で
あ
り
、
著
者
は
、
こ
の
間
に
お
け
る
農
奴
制
の
成

立
を
暗
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
不
脅
由
人
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
史
料
が
ほ
と
ん
ど
十
三
世
紀
初
の
も
の
で
あ
る
の
が
気
が
か
り
な
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
ジ
ス
王
政
は
、
公
共
法
廷
を
通
し
て
自
由
民
を
直
接
支

配
す
る
と
同
暗
に
、
領
主
法
廷
を
正
し
て
不
自
由
人
、
農
奴
の
聞
接
支
配
を

行
な
い
、
漸
次
封
建
制
度
を
ふ
り
き
っ
て
王
権
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
と
も
の

べ
ら
れ
て
い
る
（
第
二
節
）
。

　
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
王
政
の
確
立
、
国
王
大
権
理
念
と
封
建
制
を
論

じ
（
第
三
節
）
、
終
章
で
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
最
盛
期
を
サ
ク
ソ
ン
末
期
よ
り

征
服
直
後
に
か
け
て
の
時
期
に
求
め
て
、
本
書
を
終
え
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス

封
建
制
の
研
究
の
む
ず
か
し
さ
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
度
の
展
開
の

う
ち
に
は
、
か
な
ら
ず
非
封
建
化
の
う
ご
き
が
あ
り
、
何
時
を
も
っ
て
そ
の

最
盛
期
と
き
め
る
か
は
至
難
の
わ
ざ
で
あ
る
。
著
者
の
場
合
に
お
い
て
も
、

こ
の
時
期
に
は
騎
士
は
ま
だ
釆
邑
を
も
た
ず
、
典
型
的
な
騎
土
と
は
い
え
ず
、

騎
士
の
成
立
を
封
建
翻
成
立
の
ひ
と
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
れ
ば
、
た
ち

ま
ち
あ
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
農
奴
制
の
成
立
を
と
っ
て
み
て
も
、
著
者
は
保
証
制
度
の
変
遷
（
自

由
人
対
象
の
甑
夢
酵
α
Q
昌
ω
富
露
か
ら
不
自
由
人
対
象
の
沖
碧
園
覧
㊦
山
σ
q
Φ
）
、

潟
①
o
江
ξ
正
野
Φ
ω
ω
ぎ
σ
q
喧
嘩
餌
巳
期
賃
。
。
o
⇔
胃
ρ
ヨ
　
（
一
〇
二
五
年
）
の
農
民

層
と
ド
ゥ
ー
ム
ズ
デ
イ
・
ブ
ッ
ク
（
一
〇
八
六
年
）
の
そ
れ
と
を
対
比
し
て
、

農
斑
各
階
層
の
隷
属
化
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
ド
ゥ
ー
ム
ズ
デ
イ
・
ブ
ッ
ク

の
く
韓
ρ
妻
ω
（
直
訳
村
民
）
が
、
は
た
し
て
法
的
身
分
の
上
で
不
自
由
身

分
つ
ま
り
農
奴
身
分
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
ま
だ
ま
だ
検
討
す
べ
き
点
が
残
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
ド
ゥ
ー
ム
ズ
デ
イ
時
代
に
は
、
　
イ
ー
ス
ト
・
ア

ン
ダ
リ
ア
、
デ
ー
ン
ロ
ー
地
帯
で
は
、
自
由
農
民
が
多
数
残
っ
て
い
た
し
、

そ
の
う
え
、
か
れ
ら
が
軍
役
奉
仕
（
フ
ィ
ル
ド
軍
）
を
し
て
い
た
こ
と
も
報

告
さ
れ
て
い
る
（
ピ
ー
タ
バ
ラ
修
道
院
の
場
合
）
。
　
ま
た
、
　
ノ
ル
マ
ソ
時
代
の

フ
ィ
ル
ド
軍
の
召
集
を
み
れ
ば
、
＜
津
ρ
目
。
。
し
か
み
い
だ
せ
な
い
よ
う
な

地
域
で
も
召
集
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
フ
ィ
ル
ド
軍
参
加
義
務
は
三
大
公
的

義
務
の
ひ
と
つ
で
、
　
国
王
は
土
地
を
領
主
に
譲
渡
し
て
も
、
　
こ
の
三
大
公

的
義
務
の
権
利
だ
け
は
手
元
に
留
保
し
て
い
た
と
し
て
も
、
は
た
し
て

く
筥
§
g
。
。
が
法
的
に
不
自
由
民
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
検
討
し
て
み
る
余

地
が
あ
ろ
う
（
》
．
い
・
℃
o
巳
や
○
σ
獄
σ
Q
暮
δ
昌
ω
o
出
o
Q
o
9
①
馨
一
詳
夢
Φ
図
昌

怨
α
蚤
H
H
O
窪
9
凱
①
ρ
や
H
。
。
）
。

　
最
後
に
も
う
ひ
と
つ
。
著
者
の
封
建
制
度
研
究
の
視
角
に
つ
い
て
ふ
れ
て

お
き
た
い
。
著
者
は
、
ま
え
が
き
の
と
こ
ろ
で
、
封
建
制
度
を
克
服
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
、
自
宙
主
義
・
民
主
主
義
の
発
展
を
は
ば
む
も
の
と
し
て
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ン

研
究
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
筆
者
は
不
満
を
感
じ
る
。
こ
れ
で
は
、

封
建
制
度
の
二
測
し
か
閉
ら
か
に
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
敗

戦
直
後
で
は
、
こ
の
態
度
も
や
む
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
二
十
三

年
す
ぎ
た
今
、
も
う
少
し
柔
軟
な
態
度
で
封
建
制
研
究
に
と
り
く
む
べ
き
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
封
建
制
度
に
は
、
唾
を
は
き
か
け
た
く
な
る
面
が
多

く
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
三
里
、
近
代
的
な
契
約
社
会
を
生
み

だ
す
踏
台
に
な
っ
た
封
建
制
度
の
本
質
的
な
一
面
（
封
建
契
約
）
の
あ
っ
た

こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
ら
わ
れ
の
な
い
目

で
、
柔
軟
性
あ
る
態
度
で
研
究
が
進
め
ば
、
も
ち
ろ
ん
悪
の
面
も
あ
き
ら
か

に
さ
れ
よ
う
が
、
ま
た
同
時
に
評
価
す
べ
き
颪
も
あ
き
ら
か
に
な
ろ
う
。
こ

の
両
面
を
綜
合
し
た
と
き
、
真
の
封
建
制
度
が
歴
史
に
対
し
て
は
た
し
た
役

割
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
書
は
、
四
百
頁
に
な
ん
な
ん
と
す
る
力
作
で
あ
り
、
内
容
の
豊
か
さ
は
、

ど
わ
れ
わ
れ
浅
学
の
手
に
は
十
分
に
紹
介
し
き
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
各
章

は
、
か
つ
て
個
々
の
独
立
の
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
に
手
直
し
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
有
機
的
連
関
を
も
っ
て
配
列

さ
れ
て
お
り
、
国
制
史
を
中
心
に
、
パ
ラ
ソ
ス
の
と
れ
た
研
究
書
に
な
っ
て

い
る
。
中
世
末
期
や
近
世
初
頭
に
く
ら
べ
て
、
こ
の
種
の
書
物
の
少
な
か
っ

た
初
期
の
中
世
に
つ
き
、
こ
の
よ
う
な
本
格
的
書
物
の
鵬
た
こ
と
は
、
う
れ

し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
結
論
も
、
英
国
史
学
界
の

長
い
伝
統
に
が
っ
ち
り
足
を
お
い
た
も
の
で
、
奇
を
て
ら
う
も
の
で
は
な
く
、

穏
健
な
も
の
で
、
安
心
し
て
読
め
る
。
最
初
に
の
べ
た
よ
う
に
ゲ
ル
マ
ニ
ス

ト
の
立
場
に
立
つ
と
は
い
え
、
最
新
の
研
究
を
も
う
ま
く
摂
取
し
、
分
野
も

経
済
の
み
に
限
定
さ
れ
ず
、
広
く
綜
合
的
に
権
力
構
造
を
論
じ
た
も
の
と
し

．
て
、
本
書
の
出
版
を
喜
び
た
い
。

　
　
（
A
5
版
　
四
一
二
一
ペ
ー
ジ
　
昭
和
四
十
瓢
一
年
・
三
月
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
雷
房
刊
諺
漣
疋
価

　
　
二
五
〇
〇
円
）
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戸
市
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国
語
大
学
謙
師
）
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