
御
成
敗
式
目
第
四
二
条
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て

一
中
世
の
所
有
と
法
に
つ
い
て
の
一
試
論
i

奥

野

中

彦

御成敗式目第四二条の規定をめぐって（奥野）

【
要
約
】
　
小
稿
の
目
的
は
、
式
目
第
四
二
条
規
定
の
理
解
を
ひ
と
つ
の
突
破
口
と
し
て
、
わ
が
国
中
世
に
お
け
る
所
有
と
法
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
式
目
四
二
条
に
は
、
百
姓
の
去
留
に
お
い
て
は
介
意
に
任
す
べ
し
と
い
う
倶
書
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
条
項
は
但
書
と
い
い
な
が
ら
、

わ
が
国
中
世
の
特
質
を
考
え
る
素
材
に
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
条
項
の
従
前
の
理
解
に
は
一
種
の
飛
躍
が
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
．
ま
ず

百
姓
と
い
わ
れ
る
も
の
の
歴
史
的
生
成
か
ら
考
え
た
。
式
匿
の
首
鼠
と
は
、
王
朝
国
家
段
階
の
百
姓
（
そ
の
段
階
に
お
い
て
収
取
の
基
礎
と
し
て
再
把
握

さ
れ
た
農
民
）
が
荘
園
村
落
形
成
の
な
か
で
、
村
落
成
員
1
1
名
主
と
非
成
員
と
に
分
裂
支
配
を
う
け
る
に
い
た
る
が
、
そ
の
後
者
一
荘
園
村
落
非
成
員

と
し
て
の
社
会
的
身
分
に
お
と
し
め
ら
れ
た
も
の
を
指
す
こ
と
、
し
た
が
っ
て
第
四
二
条
規
定
は
百
姓
身
分
に
た
い
す
る
身
分
規
定
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
勧

な
ら
ぬ
と
し
た
。
さ
ら
に
中
世
に
お
け
る
所
有
の
歴
史
的
形
態
た
る
職
に
は
矛
盾
対
立
の
契
機
が
内
在
し
、
そ
れ
は
領
主
的
所
有
（
鰭
職
の
体
系
）
対
農

民
的
保
有
（
1
1
農
民
的
職
の
成
立
・
分
化
）
の
形
を
も
っ
て
く
る
こ
と
、
農
民
的
職
の
成
立
に
よ
っ
て
一
見
、
中
世
に
お
け
る
職
の
秩
序
は
完
成
し
た
よ

う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
中
世
農
民
の
人
民
的
成
長
の
指
標
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
し
た
。
さ
ら
に
職
が
売
買
・
譲
与
の
対
象
と
な
る
と
い
う
特
質
は
、
中
世
に

お
け
る
身
分
を
あ
た
か
も
関
係
を
し
め
す
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
認
識
す
ら
ひ
き
お
こ
す
が
、
そ
れ
は
身
分
の
浮
動
性
で
は
な
く
得
分
権
の
移
動
を
し
め
す

に
す
ぎ
ず
、
多
様
な
職
の
分
化
に
お
け
る
収
取
関
係
の
錯
綜
も
、
身
分
が
維
持
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
永
続
性
・
確
実
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ

っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
二
巻
四
号
　
一
九
六
九
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

御
成
敗
式
目
第
四
二
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
百
姓
逃
散
時
逃
殿
振
損
亡
事

右
諸
国
住
民
逃
脱
之
時
其
領
主
等
称
逃
殿
抑
留
妻
子
奪
取
資
財
所

行
之
企
甚
背
仁
政
若
被
召
決
之
処
有
年
貢
所
当
之
未
済
者
可
致
其

償
不
然
者
早
可
被
糺
返
事
物
但
於
去
留
老
宜
任
民
意
也

い
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
「
百
姓
」
逃
激
に
お
い
て
領
主
ら
が
や
や
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も
す
れ
ば
直
ち
に
軍
令
と
称
し
て
「
百
姓
」
の
妻
子
を
抑
留
し
資
財

を
奪
取
す
る
行
為
に
出
る
の
を
と
ど
め
る
べ
く
、
ま
ず
召
決
に
あ
た

っ
て
、
も
し
年
貢
七
癖
の
未
済
の
と
き
は
そ
の
償
を
な
さ
し
め
、
し

か
ら
ざ
る
と
き
は
損
物
（
翻
領
主
ら
が
抑
留
奪
取
せ
る
妻
子
・
資
財
）

を
返
還
せ
し
め
る
。
し
か
し
て
「
百
姓
」
の
去
留
に
お
い
て
は
民
意

に
任
し
、
領
主
ら
こ
れ
を
拘
束
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
民
意
に
任
せ
よ
云
々
に
た
い
し
て
は
、
夙
に
積
極
的
に
理
解
さ
れ
、

そ
れ
は
鎌
倉
幕
府
が
「
民
意
を
尊
重
し
た
一
端
を
し
め
す
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
民
権
史
上
頗
る
注
目
に
価
す
る
」
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
右
の
よ
う
な
民
意
云
々
に
対
す
る
積
極
的
評
価
は
、
単
に

文
面
的
解
釈
か
ら
の
み
で
は
な
く
、
中
世
に
お
け
る
職
の
問
題
、
そ

の
理
解
評
価
か
ら
も
支
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る

職
は
、
領
主
的
職
に
は
じ
ま
っ
て
農
量
的
職
ま
で
発
生
し
、
職
は
社

会
の
す
み
ず
み
に
い
た
る
ま
で
こ
れ
を
と
ら
え
た
感
が
あ
り
、
そ
の

意
味
で
中
世
社
会
は
職
の
世
界
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
職

が
そ
の
特
質
と
し
て
、
売
買
・
譲
与
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
他

方
に
お
け
る
、
社
会
的
変
動
に
な
る
身
分
的
浮
沈
の
激
化
現
象
と
と

も
に
中
世
の
身
分
は
関
係
を
し
め
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
を
生

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
こ
の
職
の
理
解
か
ら
、
さ
き
の
「
百

姓
」
の
輪
留
に
お
い
て
は
民
意
に
任
す
べ
し
云
々
も
、
農
民
一
般
に

た
い
す
る
去
留
の
自
由
の
規
定
と
し
て
う
け
と
ら
れ
、
ひ
い
て
は
そ

れ
は
中
世
社
会
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
大
凡
、
特
定
の
発
展
段
階
に
お
け
る
特
定
の
法
の
理
解
に

は
、
法
が
い
か
な
る
社
会
の
要
請
に
応
え
る
べ
く
立
法
せ
ら
れ
た
か

が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
式
目
第
四
二
条
規
定
に
即
し

て
い
え
ば
、
　
「
百
姓
」
と
い
う
階
層
概
念
そ
れ
自
体
、
歴
史
的
内
容

を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
書
留
に
お
い
て
は
民
意
に
任
す
べ
し

と
い
う
こ
と
か
ら
、
中
世
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
を
ひ
き
だ
す

と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
自
由
と
は
な
に
に
た
い
す
る
い
か
な
る
性

格
の
「
自
由
」
か
が
明
瞭
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
民
意
を
尊
重
さ

れ
た
「
百
姓
」
が
己
れ
の
居
住
の
地
を
去
っ
た
場
合
、
　
「
百
姓
」
の

う
る
も
の
は
は
た
し
て
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
、
表
留
の
自
由
が
は
た

し
て
「
百
姓
」
に
と
っ
て
そ
の
民
意
が
尊
重
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
、
等
々
つ
き
つ
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
ま

た
少
な
し
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
小
稿
で
は
、
時
代
の
法
の
認
識

に
は
所
有
制
の
理
解
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張

の
も
と
に
、
式
目
第
四
二
条
の
規
定
に
し
ぼ
っ
て
そ
の
法
的
性
格
を
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御成敗式9第四二条の規定をめぐって（奥野）

考
え
、
あ
わ
せ
中
世
の
法
の
特
質
に
迫
ま
る
べ
き
ひ
と
つ
の
出
発
点

を
え
た
い
と
思
う
。

①
佐
藤
進
丁
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
第
｝
巻
鎌
倉
幕
府
法
臨
二
四
～

　
五
頁
。

②
植
木
直
一
郎
『
御
成
敗
式
唐
研
究
隠
二
二
八
頁
。

一
　
「
百
姓
」
の
歴
史
的
生
成

　
一
〇
～
一
二
世
紀
、
い
わ
ゆ
る
王
朝
国
家
段
階
の
研
究
は
、
荘
園

な
い
し
荘
園
制
の
究
明
と
い
う
視
角
か
ら
論
究
さ
れ
る
の
が
一
般
的

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
荘
園
に
対
比
さ
れ
る
公
領
の
面
の
追

究
の
重
要
性
を
と
い
た
人
に
早
く
清
水
三
男
三
が
い
た
。
茂
は
具
体

的
に
は
、
武
士
の
公
的
な
面
、
い
い
か
え
れ
ば
地
方
の
治
安
の
維
持

老
・
擁
護
者
と
し
て
の
存
在
に
注
目
し
、
武
士
と
地
方
制
度
、
律
令

制
の
も
と
に
お
け
る
地
方
綱
度
と
し
て
の
国
郡
郷
里
が
武
士
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
い
か
に
う
け
つ
が
れ
、
新
生
さ
れ
よ
う
と
し
た
か
を
追
究
さ
れ
た
。

こ
の
清
水
氏
に
よ
っ
て
き
り
ひ
ら
か
れ
た
問
題
視
角
は
、
そ
の
後
多

く
の
人
に
よ
っ
て
維
承
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
。
国
衙
支
配
体
制
の

変
化
、
国
衙
と
領
主
制
と
の
連
関
と
い
う
こ
と
を
追
究
さ
れ
た
松
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
②

久
人
・
上
横
手
雅
敬
氏
ら
の
業
績
、
ま
た
鎌
倉
幕
府
の
本
質
を
律
令

国
家
機
構
と
の
関
連
に
お
い
て
、
と
く
に
国
衙
と
の
か
か
わ
り
あ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
い
う
こ
と
か
ら
追
求
さ
れ
た
石
井
進
氏
の
研
究
等
は
、
い
ず
れ
も

荘
園
に
対
比
黙
る
べ
き
公
領
問
題
の
重
み
と
い
う
も
の
を
認
識
さ
せ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
荘
園
の
究
明

も
荘
田
請
作
田
堵
の
荘
・
二
黒
属
性
と
い
う
こ
と
よ
り
、
荘
・
公
対

比
に
よ
っ
て
し
か
正
し
い
展
望
は
ひ
き
だ
し
え
な
い
こ
と
を
し
め
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
た
の
が
赤
松
俊
秀
氏
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
荘
園
研
究
に
は
じ
ま
っ
て
公
領
研
究
へ
、
さ
ら
に
荘
・

公
対
比
へ
と
い
う
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
て
き
た
一
〇
～
一
二
世
紀
の

時
期
の
究
明
に
お
い
て
、
真
に
荘
・
公
対
比
の
な
か
で
し
か
問
題
を

出
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は
農
民
問
題
把
握
を
第
一
義
と
し
た
と
き
で
あ
ろ
う
。
す
で
に

早
く
荘
園
に
対
比
さ
る
べ
き
公
領
の
骨
無
を
農
畏
支
配
の
面
で
究
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

さ
れ
た
人
に
戸
田
芳
実
氏
が
い
る
が
、
こ
の
戸
田
氏
に
た
い
す
る
批

判
が
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
少
し
く
注
意
を
喚
起
し

て
お
き
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
戸
田
氏
は
、
一
〇
世
紀
以
降
の
公
領

”
国
衙
領
に
お
け
る
収
取
体
制
を
追
究
し
、
一
〇
世
紀
よ
り
＝
一
世

紀
初
頭
ま
で
は
荘
園
収
取
に
お
け
る
田
堵
段
階
に
み
あ
う
形
態
と
し

て
書
名
体
制
、
以
後
の
院
政
期
は
、
そ
れ
を
属
地
主
義
に
も
と
つ
い
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て
全
住
民
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
公
郷
在
家
体
制
で
あ
る
と
指
摘
さ

　
⑥

れ
た
。
こ
の
戸
田
説
に
た
い
し
て
、
村
井
康
彦
・
高
田
実
の
両
氏
は

次
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
r
ま
ず
、
村
井
氏
は
、
戸
田
氏

の
公
田
請
作
化
説
に
た
い
し
て
、
「
旧
口
分
田
－
公
田
を
も
つ
公
民

が
、
班
田
崩
壊
後
毎
年
国
衙
に
請
文
を
提
出
し
て
耕
作
す
る
と
い
う

手
続
き
を
一
々
と
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
と
批
判
し
、
公
傾
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

国
衙
領
に
お
け
る
収
取
体
制
を
以
下
の
よ
う
に
措
定
さ
れ
る
。
班
田

制
弛
緩
後
、
国
衙
が
適
宜
検
注
を
行
な
っ
て
、
豊
田
帳
を
作
成
し
、

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
所
当
宮
物
を
賦
課
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の

際
、
　
「
検
田
帳
に
記
載
さ
れ
る
田
朋
戸
田
は
、
戸
田
の
名
を
冠
し
て

呼
ば
れ
る
名
と
し
て
成
立
す
る
に
至
る
」
、
そ
れ
が
「
国
衙
領
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

け
る
一
般
的
な
名
で
あ
っ
た
」
と
。
つ
ま
り
、
村
井
馬
は
、
公
領
－

国
衙
領
も
荘
園
同
様
、
名
組
織
を
も
っ
て
収
取
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

が
、
そ
れ
は
荘
田
田
堵
の
よ
う
に
請
作
に
発
す
る
の
で
は
な
く
、
国

衙
の
上
か
ら
の
検
注
の
結
果
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る

に
あ
る
。
次
い
で
高
田
氏
は
、
戸
田
説
の
拠
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
た
出

作
公
田
の
開
発
や
荒
廃
公
田
の
再
興
史
料
を
再
度
検
討
し
、
公
田
請

作
の
例
は
い
ず
れ
も
一
般
公
田
に
ま
で
敷
衛
し
え
な
い
も
の
で
あ
る

と
し
、
荒
廃
公
田
の
再
興
史
料
一
寛
弘
九
年
（
一
〇
一
二
）
の
和

泉
国
符
を
も
と
に
し
て
、
一
般
公
田
に
た
い
す
る
農
民
の
か
か
わ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

あ
い
を
以
下
の
よ
う
に
ひ
き
だ
さ
れ
る
。
公
領
に
お
け
る
田
堵
一

「
国
衙
領
内
平
民
百
姓
」
　
の
請
作
は
荒
廃
公
田
に
の
み
限
ら
れ
、

コ
般
公
田
に
対
す
る
平
民
田
堵
の
関
係
は
有
期
的
請
作
と
い
う
形

式
で
は
な
く
、
古
作
の
事
実
の
法
的
承
認
－
経
営
権
が
保
証
さ
れ
て

　
　
　
⑭

い
た
し
と
。
こ
の
よ
う
に
村
井
・
高
田
の
両
氏
が
公
領
n
国
衙
領
に

お
け
る
収
取
体
系
を
と
ら
え
な
お
そ
う
し
た
姿
勢
は
高
く
評
価
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
村
井
・
高
田
批
判
に
も
か
か

わ
ら
ず
依
然
と
し
て
一
〇
世
紀
以
降
の
農
民
層
の
あ
り
か
た
は
不
明

の
ま
ま
で
あ
る
。
た
と
え
ば
村
非
氏
の
批
判
に
し
て
も
公
領
－
国
衙

領
の
収
取
体
制
は
結
局
の
と
こ
ろ
名
組
織
を
も
つ
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

問
題
は
な
に
故
に
名
組
織
を
と
っ
て
く
る
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
等

閑
視
し
た
ま
ま
、
公
領
－
国
衙
領
の
名
は
公
田
請
作
の
結
果
で
は
な

く
、
国
衙
に
お
け
る
検
注
の
結
果
だ
と
い
う
の
で
は
、
戸
田
説
を
完

全
に
批
判
し
え
た
と
は
い
え
ず
、
た
だ
異
見
が
出
さ
れ
た
と
い
う
に

と
ど
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
史
料
解
釈
を
そ
の
所
説
の
拠
り
ど
こ
ろ
に

す
る
高
田
氏
の
そ
れ
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
戸
田
説
、
そ
の

公
田
請
作
卓
説
に
た
い
す
る
批
判
は
、
一
〇
世
紀
以
降
の
農
民
は
い

か
な
る
収
取
体
制
の
も
と
に
と
ら
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
か
。
ま
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た
そ
れ
は
ど
う
し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
に
た
つ
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
荘
園
に
対

比
し
て
公
領
を
考
え
る
と
い
う
二
元
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
荘
・
公
対
比
に
お
い
て
、
よ
り
積
極
的
に
い
え
ば
、

農
民
支
配
を
実
現
し
て
い
た
権
力
機
構
一
国
家
と
こ
れ
に
対
す
る
農

民
と
い
う
か
た
ち
で
追
究
さ
れ
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
で
想
起
さ
る
べ
き
は
一
九
六
三
年
度
の
日
本
史
研
究
大
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
お
け
る
河
鱒
能
平
属
の
報
告
で
あ
る
笥
そ
こ
に
お
い
て
発
音
氏
は
、

「
中
世
社
会
成
立
期
の
農
罠
問
題
」
と
題
し
て
、
　
「
中
世
封
建
社
会

の
成
立
と
い
う
こ
と
は
勤
労
人
民
と
し
て
の
農
民
大
衆
に
と
っ
て
何

を
意
味
し
て
い
た
の
か
」
と
い
う
問
題
提
起
を
さ
れ
た
。
こ
の
報
告

の
意
義
は
多
面
に
わ
た
る
が
、
そ
の
最
大
の
意
義
は
、
一
〇
～
一
二

世
紀
の
研
究
が
荘
園
と
そ
れ
に
対
比
さ
る
べ
き
公
領
の
問
題
と
半
ば

二
元
論
的
に
論
究
さ
れ
て
き
た
研
究
上
の
隆
路
を
打
開
し
た
点
に
も

と
め
ら
れ
よ
う
。
氏
は
早
世
社
会
の
前
段
階
を
王
朝
国
家
体
制
と

し
、
そ
れ
を
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
の
延
喜
荘
園
整
理
令
よ
り
、
延

久
元
年
（
一
〇
六
九
）
の
延
久
整
理
令
の
前
年
で
あ
る
治
暦
四
年
（
［

〇
六
八
）
ま
で
と
し
、
そ
こ
に
お
い
て
農
民
は
ω
体
制
的
被
支
配
身

分
の
も
の
と
、
㊥
体
欄
外
の
存
在
と
に
分
れ
、
ω
の
体
制
的
被
支
配

身
分
は
公
田
の
有
期
黒
質
作
者
と
し
て
の
田
堵
で
あ
り
、
㊥
の
体
制

外
的
身
分
の
も
の
は
、
各
田
堵
公
民
に
個
別
的
に
包
摂
さ
れ
た
存
在

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
「
農
奴
的
小
農
民
博
」

で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
河
音
氏
の
研
究
視
角
を

前
提
に
律
令
制
的
収
取
の
転
換
期
に
い
か
に
農
民
は
再
把
握
さ
れ
る

に
い
た
っ
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
問
題
は
班
田
収
授
制
の
弛
緩
後
、
班
田
農
民
は
い
か
に
と
ら
え
ら

れ
る
に
い
た
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
班
田
制
の
弛
緩
は

即
、
令
制
に
よ
る
徴
税
体
系
の
ゆ
き
ず
ま
り
を
意
味
し
た
が
、
支
配

層
は
こ
の
事
態
を
迎
え
て
た
だ
便
々
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
た
だ
ち
に
新
ら
た
な
収
取
体
制
を
摸
索
し
、
そ
れ
が
定
立
に

努
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
班
田
制
の
弛
緩
に
と
も
な
っ
て
他
爾
で
は

荘
園
が
盛
ん
に
造
立
さ
れ
、
そ
の
新
ら
た
な
展
開
を
み
る
が
、
こ
の

荘
園
も
班
田
制
弛
緩
後
の
新
ら
た
な
収
取
形
態
の
ひ
と
つ
と
し
て
と

ら
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
公
営
田
や
官
田
な
ど
の
国
家
的
営
田
も
も

と
よ
り
新
ら
た
に
摸
索
さ
れ
た
収
取
体
制
の
方
向
を
し
め
す
も
の
で
、

そ
れ
ら
は
荘
園
を
含
め
、
財
源
の
土
地
化
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と

と
ら
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
財
源
の
土
地
化
政
策
の
ひ
と
つ
と
し
て

の
荘
園
収
取
は
そ
の
後
急
速
に
伸
び
て
い
っ
た
。
し
か
し
こ
の
荘
園
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と
い
う
の
は
荘
園
領
主
が
政
治
的
経
済
的
な
支
配
権
と
し
て
の
領
有

権
を
も
つ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
国
家
的
収
取
体
系
内
に

お
い
て
個
別
収
取
を
容
認
さ
れ
た
経
済
体
、
私
的
収
取
地
に
す
ぎ
な

い
。
確
か
に
そ
れ
は
一
〇
世
紀
段
階
に
お
い
て
は
地
子
徴
収
の
客
体

に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
一
、
二
世
紀
に
入
る
と
、
雑
物
・
夫
役
の

収
取
の
場
に
拡
大
し
て
い
く
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
荘
園
収
取

権
の
拡
大
は
、
既
存
の
国
家
的
収
取
体
系
に
た
い
す
る
超
克
で
は
な

く
、
既
存
の
国
家
体
制
が
こ
の
個
別
収
取
権
の
拡
大
を
容
認
し
追
認

し
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
令
制
に
よ
る
収
取
体
系
が
く
ず
れ
、
新
ら
た
な
収
取
体
系
を
摸
索

し
て
い
た
段
階
に
お
け
る
国
家
的
収
取
の
実
際
を
も
っ
と
も
鮮
明
に

伝
え
る
も
の
と
し
て
永
延
二
年
（
九
八
八
）
の
「
尾
張
国
郡
司
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
⑫

等
解
」
を
あ
げ
う
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
令
制
に
よ
る
徴
税
の
仕
組

み
と
い
う
も
の
が
か
な
り
濃
厚
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
眺
め
ら
れ
る

が
、
他
面
、
国
司
の
恣
意
に
も
と
つ
く
微
税
方
法
の
改
変
が
目
立
つ
。

い
ま
そ
の
内
容
に
立
入
る
こ
と
は
差
控
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
こ
に

お
い
て
と
ら
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
令
制
に
よ
る
複
雑
多
岐
な
徴

税
方
法
が
整
理
統
合
一
篇
骨
脱
胎
化
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
租
税
田
と
地
子
田
の
別
を
た
て
ず
、
租
税
田
に
准

じ
て
地
子
田
に
も
官
物
加
徴
を
行
な
う
と
い
う
施
策
は
そ
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
さ
ら
に
調
丁
霊
に
お
い
て
は
本
来
代
価
な
し
の
収
取
で
あ

っ
た
も
の
が
調
物
に
お
い
て
代
価
を
与
え
て
い
た
こ
と
、
ま
た
庸
は

問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
の
で
、
一
二
世
紀
に
入
っ
て
租
税
官

物
・
公
事
・
夫
役
と
統
合
さ
れ
て
い
く
過
渡
的
形
態
が
う
か
が
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
徴
税
方
法
の
実
態
と
と
も
に
当
薗
重
要
な
こ
と
は
、
徴

税
の
対
象
と
な
る
農
民
が
「
百
姓
」
ま
た
は
「
田
堵
百
姓
等
」
と
し

て
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
百
姓
」
と
は
「
ひ
ゃ
く

し
ょ
う
」
で
農
民
層
を
対
象
し
た
用
語
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
動
か
な

い
。
し
か
し
、
　
「
百
姓
」
が
「
ひ
ゃ
く
し
ょ
う
」
と
呼
ば
れ
て
農
民

層
に
た
い
す
る
呼
称
と
な
っ
た
の
は
平
安
時
代
、
そ
れ
も
九
世
紀
に

入
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
弘
仁
一
四
年
（
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

二
一
二
）
の
近
江
国
長
岡
郷
長
解
に
は
「
部
内
傭
姓
」
と
い
い
、
く
だ

っ
て
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
の
後
三
条
天
皇
宣
旨
山
雲
の
高
市
郡

司
解
に
は
「
百
姓
無
所
依
作
之
地
、
空
失
農
業
之
勤
、
或
遜
蔵
他
境
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

或
交
雑
山
野
、
郡
司
之
所
演
、
全
無
所
用
」
と
出
て
く
る
。
そ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
「
百
姓
」
馴
「
ひ
ゃ
く
し
ょ
う
」
で
農
民
層
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
百
姓
」
と
は
本
来
「
ひ
や
く
せ
い
」
で
あ
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っ
て
、
　
「
百
姓
、
聖
天
下
之
民
皆
氏
族
姓
、
言
百
挙
仁
多
也
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

う
の
が
そ
の
原
義
で
あ
る
。
こ
の
中
国
の
用
字
が
日
本
に
移
さ
れ
た

と
き
に
は
そ
の
原
義
に
基
づ
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
令
義
解
職
員
令

に
は
「
左
京
職
、
大
夫
一
人
、
掌
左
京
戸
口
、
名
籍
、
字
養
百
姓
」

　
　
⑯

と
み
え
、
　
「
ひ
や
く
せ
い
」
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
力
）

ま
た
延
暦
一
四
年
四
月
二
七
日
の
太
政
宮
符
に
い
う
「
禁
凡
下
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

磐
田
宅
園
地
売
買
与
寺
蔓
」
と
あ
る
「
百
姓
」
も
「
ひ
や
く
せ
い
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
　
「
ひ
や
く
せ
い
」
と
称
し
て
、

最
初
貴
庶
を
問
わ
ぬ
汎
称
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
九
世

紀
こ
ろ
よ
り
「
ひ
ゃ
く
し
ょ
う
」
と
し
て
専
ら
農
民
層
を
指
す
呼
称

に
変
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
さ
き
の
「
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
質
」
に
「
百
姓
」
と
と
も

に
、
　
「
田
堵
百
姓
」
と
出
て
く
る
田
堵
は
そ
れ
で
は
い
か
に
考
え
と

ら
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
ひ
と
つ
は
「
田
堵
」
翻
「
百
姓
」

と
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
「
田
堵
」
を
「
百
姓
」
の
一
部

と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
　
「
百
姓
」
も
「
田
堵
」
も
同
一
実

態
の
異
称
に
過
ぎ
な
い
と
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
河
音
氏
が
農
民

層
を
、
体
制
的
被
支
配
身
分
た
る
田
堵
と
、
体
制
外
身
分
た
る
農
奴

三
蓋
農
民
層
と
二
つ
に
わ
け
た
の
は
、
い
ま
の
べ
た
「
百
姓
」
－
「
田

堵
」
と
い
う
考
え
に
た
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
、
「
田
堵
」

は
「
百
姓
」
の
同
一
実
態
で
は
な
く
、
　
「
百
姓
」
内
の
一
部
な
い
し

特
定
層
の
呼
称
で
あ
っ
た
と
思
う
。
「
田
堵
」
と
い
う
の
は
荘
・
公

と
も
に
請
作
関
係
に
入
っ
た
も
の
の
呼
称
で
、
公
領
の
よ
う
に
従
来

か
ら
口
分
田
や
墾
田
－
公
田
を
耕
作
し
、
請
作
関
係
に
入
ら
ぬ
農
民

が
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
堅
作
関
係
に
入
っ
た
農
民

は
「
田
堵
」
と
い
う
が
、
残
余
は
こ
の
「
田
堵
」
公
民
も
含
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

「
百
姓
」
態
「
ひ
ゃ
く
し
ょ
う
」
と
称
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
し

か
し
て
、
班
田
制
弛
緩
後
の
農
民
掌
握
は
、
口
分
田
班
給
に
お
け
る

よ
う
な
全
人
民
的
掌
握
で
は
な
く
、
負
担
能
力
を
最
優
先
し
た
な
い

し
徴
税
第
一
主
義
を
と
っ
た
収
取
体
調
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
収

取
関
係
の
な
か
に
広
汎
に
出
現
し
て
く
る
「
名
」
鉗
「
み
ょ
う
」
と

い
う
の
は
そ
の
歴
史
的
表
現
形
態
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
課
税
負

撞
義
務
者
と
そ
の
課
税
負
担
地
と
が
有
機
的
に
結
び
あ
わ
さ
れ
た
も

の
が
「
名
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
名
」
と
い
う
の

は
請
作
地
に
の
み
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
国
衙
検
田

帳
記
載
の
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
要
田
帳
記
載

の
農
民
を
指
し
て
「
百
姓
」
と
称
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
百

姓
」
と
い
う
の
は
か
っ
て
の
班
照
農
民
の
根
幹
部
分
に
あ
た
る
も
の
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と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
班
田
制
の
弛
緩
後
も
欝
欝
は
班
田
農
民
を

「
百
姓
し
と
し
て
そ
の
根
幹
部
分
を
掌
握
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
の
究
明
の
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
は
、
延
喜
整
理
令
を
も

と
に
し
て
そ
こ
に
基
準
国
図
の
成
立
－
免
除
領
田
制
の
形
成
、
国
司

単
解
の
成
立
－
国
司
免
制
の
端
緒
を
探
ぐ
ら
れ
た
坂
本
二
三
氏
の
研

　
　
　
　
⑲

究
で
あ
ろ
う
。
坂
本
疵
は
延
喜
整
理
令
を
含
む
一
〇
世
紀
初
頭
の
土

地
制
度
の
改
編
で
串
発
し
、
大
凡
一
一
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
つ
づ
い
た

土
地
制
度
を
「
十
世
紀
王
朝
国
家
土
地
鰯
度
」
と
し
て
把
握
さ
れ
、

そ
の
制
度
は
「
私
領
と
対
立
す
る
意
味
の
公
田
を
国
司
に
維
持
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
こ
と
を
中
心
に
し
て
構
成
さ
れ
た
」
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の

坂
本
氏
の
見
解
は
当
時
の
荘
園
の
発
達
を
念
頭
に
お
か
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
農
民
支
配
を
理
解
す
る
上
に
も
貴
重
な
手
が
か
り
を
与
え

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
私
領
と
対
立
す
る
意
味
の
公
田
と

い
う
か
允
ち
で
公
領
の
再
把
握
を
し
た
際
に
、
班
田
農
民
の
経
済
的

基
盤
の
根
幹
を
な
す
口
分
田
は
公
田
の
な
か
に
組
入
れ
ら
れ
、
そ
こ

に
基
盤
を
お
く
農
民
は
「
王
朝
国
家
土
地
制
度
」
の
も
と
で
の
収
取

の
基
盤
に
お
か
れ
た
農
民
と
し
て
「
百
姓
」
と
呼
称
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
し
か
し
て
王
朝
国
家
は
そ
の
農
民
支
配
を
貫
徹
す
る
た
め
に
も
、

律
令
制
行
政
機
構
た
る
国
郡
制
の
再
整
備
と
い
う
こ
と
を
不
可
欠
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

課
題
と
し
た
。
国
衙
に
お
け
る
在
庁
機
構
の
新
設
、
さ
ら
に
は
農

民
支
配
の
末
端
機
構
と
し
て
の
郷
制
を
再
編
強
化
す
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
⑳

が
図
ら
れ
た
。
再
編
さ
れ
た
町
制
は
国
衙
に
よ
る
勧
農
・
検
田
の
拠

り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
こ
と
は
今
更
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
「
百
姓
」
腱
「
ひ
ゃ
く
し
ょ
う
」
と
は
、
班
田
制
の

弛
緩
後
、
王
朝
国
家
に
よ
っ
て
単
身
的
に
再
把
握
さ
れ
た
農
民
層
に

た
い
す
る
指
称
で
、
そ
れ
は
国
衙
が
出
田
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
検
田
帳
に
記
載
し
、
国
衙
の
徴
税
に
応
ず
る
義
務
を
負
わ
せ
た

農
民
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
百
姓
」
の
う
ち
に
は
、
「
田
堵
」
と
呼
ば
れ

た
も
、
の
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
　
「
百
姓
」
は
す
べ
て
「
田
堵
」
で
は

な
く
、
「
百
姓
」
の
な
か
の
特
定
の
も
の
が
「
田
堵
」
と
呼
ば
れ
た
の

だ
と
思
う
。
か
っ
て
私
は
荘
田
田
堵
－
荘
田
を
請
作
し
荘
園
に
服
す

る
も
の
一
の
出
自
を
在
地
刀
禰
層
に
も
と
め
た
が
、
公
地
田
堵
も
ま

た
在
地
刀
禰
層
の
う
ち
で
、
荒
廃
公
田
の
開
発
や
出
作
公
田
を
講
負

っ
た
も
の
を
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
し
か
し
て
こ
こ
で
鎌
倉
幕
府
法
（
以
下
単
に
幕
府
法
と
の
み
い
う
）

に
い
う
「
百
姓
」
と
の
関
連
が
言
及
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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幕
府
法
に
お
け
る
「
百
姓
」
は
「
奴
碑
・
下
人
」
と
は
異
な
っ
た
身

分
概
念
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
「
名
主
」
と
も
区
別
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
節
を
改
め
て
の
べ
る
が
、
幕
府

法
に
い
う
「
百
姓
」
と
は
そ
の
よ
う
に
「
奴
碑
・
下
人
」
、
「
名
主
」

と
も
区
別
さ
れ
た
特
定
の
身
分
概
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
幕
府

法
に
お
け
る
「
百
姓
」
身
分
が
、
い
ま
ま
で
縷
述
し
て
き
た
王
朝
国

家
に
論
け
る
「
百
姓
」
概
念
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
改

め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
幕
府
法
に
い
う
「
百
姓
」

は
王
朝
国
家
段
階
の
「
百
姓
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
一
二
世
紀
に

形
成
を
み
た
荘
園
村
落
の
構
成
員
一
名
主
一
根
本
住
人
た
り
え
な
か

っ
た
も
の
の
身
分
概
念
で
あ
っ
た
。
荘
園
村
落
の
形
成
過
程
は
、
分

裂
支
配
の
体
制
の
成
立
を
意
味
し
た
と
い
う
こ
と
が
河
音
能
平
氏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
う
意
味
は
、
荘
園
村
落
の
形
成
に
と

も
な
っ
て
有
力
農
民
は
根
本
住
人
化
－
－
名
主
化
を
体
節
的
に
容
認
さ

れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
一
般
農
民
は
村
落
成
員
と
し
て
の
社
会
的
身

分
を
う
ば
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
村
落
成

員
と
し
て
の
社
会
的
身
分
を
う
ば
わ
れ
て
し
ま
っ
た
一
般
農
民
は
名

主
ら
に
半
ば
隷
属
す
る
以
外
に
安
定
し
た
生
活
を
送
り
え
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
分
裂
支
配
」
の
実
質
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
。

私
は
荘
園
村
落
成
員
－
根
本
住
人
－
名
主
化
を
は
た
し
た
上
層
農
民

は
田
堵
層
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
が
、
こ
の
田
堵
層
を
除

い
た
、
い
い
か
え
れ
ば
村
落
成
員
と
し
て
の
社
会
的
身
分
を
う
ば
わ

れ
た
も
の
が
、
中
世
の
「
百
姓
」
、
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
幕
府
法
に

い
う
「
百
姓
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
　
つ
ま
り
王
朝
国
家
段
階
の

「
百
姓
」
が
「
名
主
」
肛
村
落
成
員
、
　
「
百
姓
」
1
1
非
村
落
成
員
の

エ
つ
の
社
会
的
身
分
に
ひ
き
さ
が
れ
、
そ
の
後
者
が
幕
府
法
に
い
う

「
百
姓
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
幕
府
法
に
い
う

「
百
姓
」
と
は
、
決
し
て
農
民
一
般
に
た
い
す
る
呼
称
で
は
な
く
、

右
の
よ
う
な
歴
史
的
性
格
を
も
っ
た
「
個
の
身
分
概
念
で
あ
っ
た
。

そ
の
豊
野
に
お
い
て
は
民
意
に
任
す
べ
し
と
さ
れ
た
の
も
、
一
個
の

身
分
概
念
と
し
て
の
「
百
姓
」
に
た
い
す
る
規
定
と
し
て
厳
密
に
把

握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

①
「
国
璽
領
と
武
士
」
（
『
史
林
』
二
七
の
四
、
の
ち
『
上
代
の
土
地
関
係
』
所
収
）
。

　
な
お
澗
水
氏
は
同
じ
く
『
上
代
の
土
地
関
係
』
所
収
の
「
荘
園
制
と
律
令
制
の
関

　
係
」
で
従
来
、
そ
の
両
者
が
対
雛
的
な
機
構
と
し
て
研
究
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を

　
鋤
判
し
、
そ
こ
に
は
緊
密
な
相
互
連
関
性
の
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。

②
松
岡
久
人
「
上
代
末
期
の
地
方
政
治
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
）
、
「
百

姓
名
の
成
立
と
そ
の
性
格
」
（
竹
内
理
三
編
冒
本
封
建
鋼
成
立
の
研
究
』
所
収
）
、

　
「
郷
司
の
成
立
に
つ
い
て
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
一
五
）
。
上
横
手
雅
敬
「
在
地

　
領
主
欄
の
展
開
と
荘
園
体
欄
」
　
（
『
臼
本
史
研
究
』
三
二
）
。
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③
石
井
進
「
鎌
倉
幕
府
と
律
令
制
度
地
方
行
政
機
関
と
の
関
係
」
（
『
史
学
雑
誌
』

　
六
六
の
＝
）
、
「
鎌
倉
幕
府
と
律
令
国
家
」
　
（
石
母
田
正
・
佐
藤
進
一
共
編
『
中

　
世
の
法
と
国
家
磁
所
…
収
）
。

④
「
鎌
倉
仏
教
の
課
題
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
の
七
、
の
ち
『
続
鎌
倉
仏
教
の

　
諜
題
』
所
収
）
。

⑤
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
（
日
本
史
研
究
令
史
料
研
究
部
会
編
『
中

　
世
社
会
の
基
本
構
造
』
所
収
、
の
ち
戸
田
芳
実
『
目
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』

　
所
収
）
。

⑥
　
右
に
同
じ
。

⑦
「
国
衙
領
の
構
造
」
（
『
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』
所
収
）
。

⑧
『
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
撫
三
閣
二
頁
。

⑨
「
十
二
～
十
三
世
紀
に
お
け
る
国
家
権
力
と
国
衙
頒
支
配
体
観
」
（
『
史
潮
』
九

　
九
）
。

⑩
前
掲
誌
九
頁
。

⑪
『
日
本
史
研
究
』
七
一
掲
載
。

⑫
永
延
二
年
二
月
八
日
太
政
官
符
案
（
『
平
安
遺
文
』
三
三
九
）
。

⑬
　
弘
仁
一
四
年
一
二
月
九
日
置
聖
遷
長
岡
郷
長
解
（
『
平
安
遣
導
引
四
八
）
。

⑭
延
久
元
年
一
〇
月
七
日
後
三
条
天
皇
宣
量
（
『
平
安
遺
文
』
　
〇
四
〇
）
。

⑮
凹
孝
経
』
天
子
章
、
正
義
。
『
大
言
海
隠
、
「
ひ
ゃ
く
し
ゃ
う
」
参
照
。

⑯
鴨
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
ニ
ニ
巻
五
八
頁
。

⑰
『
類
聚
三
代
格
隔
巻
一
九
禁
制
事
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
二
部
七
、
六

　
〇
三
頁
）
。

⑱
荘
田
田
堵
が
荘
田
の
諮
作
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
が
、
公

　
地
田
堵
に
つ
い
て
は
、
公
領
耕
作
の
方
法
、
い
い
か
え
れ
ば
公
領
全
体
が
諮
作
地

　
化
し
た
か
ど
う
か
で
そ
の
と
ら
え
方
が
違
っ
て
こ
よ
う
。
こ
の
点
、
泓
は
、
「
公

　
田
の
諮
俘
は
、
荒
廃
公
田
の
復
旧
、
未
墾
地
の
開
発
と
、
そ
れ
に
続
く
耕
営
に
お

　
い
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
平
民
所
作
脳
裏
で
は
請
文
目
講
作
が
行
な
わ
れ

　
た
と
は
思
え
な
い
」
と
い
う
村
井
康
彦
氏
の
所
説
（
『
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研

　
究
』
第
二
章
四
「
口
分
田
と
墾
田
」
ω
の
注
（
2
9
）
、
同
著
三
二
七
頁
）
に
し
た

　
が
う
も
の
で
あ
る
。

⑲
　
　
「
延
喜
荘
園
整
理
令
の
性
格
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
七
ご
…
）
、
「
曲
壮
園
に
対
す
る

　
国
司
免
制
の
形
成
に
つ
い
て
」
　
（
『
滋
賀
大
学
学
芸
学
部
紀
要
』
人
文
・
社
会
一

　
二
）
、
「
十
世
紀
王
朝
国
家
土
地
制
度
と
そ
の
崩
壊
」
　
（
『
史
林
』
四
八
の
四
）
。

⑳
「
十
世
紀
王
朝
国
家
士
地
制
度
と
そ
の
崩
壊
」
（
呪
史
林
臨
四
八
の
四
）
。

⑳
　
高
田
実
「
中
世
初
期
の
國
衙
撫
…
織
…
と
郡
司
層
」
第
四
章
第
｝
雄
即
「
国
衙
在
庁
制

　
の
成
一
立
」
　
（
『
史
学
研
究
』
…
東
由
黒
教
育
大
学
文
学
部
紀
要
六
六
）
。

⑫
　

「
前
司
の
成
立
に
つ
い
て
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
購
一
＝
五
）
。

㊧
　
　
「
荘
田
田
堵
の
巴
里
人
化
過
程
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
阯
三
四
四
）
。

⑳
一
　
「
中
世
胡
征
会
成
立
期
の
農
民
問
題
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
七
一
）
。

二
　
名
主
名
田
体
制
と
中
世
の
農
民

　
中
世
の
収
取
組
織
は
名
主
名
田
体
鰯
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
名
主
名
田
体

制
が
、
中
世
の
収
取
組
織
と
し
て
い
か
に
定
着
す
る
か
に
つ
い
て
は

い
ま
こ
れ
を
考
察
の
対
象
外
と
し
、
名
主
名
田
体
制
の
も
つ
工
・
三

の
問
題
点
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。

　
ま
ず
結
論
的
に
い
っ
て
、
名
主
名
田
体
綱
と
い
う
の
は
、
個
々
の

領
主
層
が
領
主
的
所
有
の
実
現
の
た
め
に
上
か
ら
編
成
し
た
収
取
組

織
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
と
思
う
。
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従
来
か
ら
の
有
力
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
名
田
は
名
主
の
私
有
地
龍

売
買
可
能
地
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
こ
の
見
解
は
、

田
堵
か
ら
名
主
へ
の
展
望
を
跡
づ
け
た
村
井
康
彦
氏
の
考
察
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
一
段
と
補
強
さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
は
た
し
て
名
田
は
名
主

の
私
有
地
－
売
買
可
能
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
す
る
否
定
は
す
で
に
永
原
慶
二
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、

ま
ず
事
実
問
題
か
ら
名
主
と
名
田
と
の
関
係
を
顧
み
て
み
た
い
。

　
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
讃
岐
吉
任
な
る
も
の
は
稲
荷
中
社
領
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
る
名
田
三
段
を
、
　
「
年
来
作
手
」
な
り
と
し
て
売
却
し
て
い
る
。

　
　
謹
辞
　
沽
渡
名
田
券
文
事

　
　
合
参
段
雌
籍
器
噸
「
段
別
」

　
　
　
　
　
稲
荷
中
社
領
田
也
、

　
右
件
田
、
讃
岐
吉
任
年
来
作
手
也
、
而
依
立
直
要
用
、
露
量
実
厳
永
年
之

　
（
作
ヵ
）

　
盛
手
所
論
渡
如
件
、
但
年
≧
返
抄
相
副
也
、
働
為
後
日
沙
汰
、
注
事
状
、

　
以
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
寛
治
六
年
正
月
廿
九
日
　
　
　
　
讃
岐
（
花
押
）
　
　
（
以
下
略
）

こ
こ
で
吉
任
が
売
却
し
た
名
田
は
、
稲
荷
中
社
の
領
田
で
あ
っ
て
、

吉
任
が
売
却
し
え
た
の
は
名
田
で
は
な
く
、
　
「
永
年
之
作
手
」
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
吉
任
が
も
っ
た
所
有
権
の
対
象
は
名
田
そ
の
も
の

で
は
な
く
、
当
該
名
田
に
た
い
す
る
「
作
手
」
な
る
権
利
、
い
い
か

え
れ
ば
名
主
と
し
て
の
地
位
で
あ
ろ
う
。
吉
野
が
売
却
し
た
対
象
た

る
名
田
が
稲
荷
中
社
の
罪
跡
の
一
部
を
構
成
し
、
当
該
名
田
か
ら
稲

荷
中
社
に
貢
納
関
係
が
存
し
た
こ
と
は
、
　
「
年
々
返
抄
相
副
」
と
あ

る
の
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
は
売
却
し
た
の
ち
も
変
る
こ
と

、
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
永
暦
元
年
（
二
六
〇
）
、
小
泉
御
厩
で
は
、
左
近
先
生
の
給

田
一
町
が
知
万
な
る
も
の
に
よ
っ
て
妨
げ
を
う
け
た
と
し
て
そ
の
停

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

止
方
を
御
厨
下
司
公
文
刀
禰
等
に
命
じ
て
い
る
。

　
　
（
端
裏
書
）
　
　
　
　
（
知
万
）

　
　
　
「
さ
い
み
ん
田
ち
ま
か
せ
い
し
む
を
と
」
め
ら
る
」
下
文
、
ゆ
き
の
入
道
下
文
」

　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
下
小
泉
御
厩
下
司
公
文
刀
禰
等

　
　
可
惜
停
止
左
近
先
生
給
田
壱
町
立
知
万
事

　
右
、
盤
石
万
名
田
壱
町
者
、
去
年
春
充
給
門
先
生
自
越
後
守
殿
已
畢
、
然

　
何
知
万
号
本
作
人
、
可
致
其
妨
哉
、
為
左
先
生
作
田
、
可
停
止
知
万
妨
之
．

　
状
、
所
仰
如
件
、
故
下
、

　
　
　
永
贋
元
年
三
月
四
日

右
は
、
拳
万
名
田
へ
町
を
今
度
は
左
近
先
生
の
作
田
と
し
た
と
い
う

の
で
あ
っ
て
、
知
万
名
田
は
左
近
先
生
名
田
と
な
っ
た
と
解
す
べ
き
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で
あ
ろ
う
。
知
万
は
そ
の
名
田
一
町
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ

て
そ
の
こ
と
は
同
時
に
名
主
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
昧

し
て
い
よ
う
。
静
劇
名
田
と
い
わ
れ
た
の
は
、
知
万
が
当
該
名
田
に

所
有
権
を
も
っ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
。
も
し
か
り
に
知
万
名
田
が

鼻
血
の
所
有
権
地
な
ら
ば
、
そ
う
た
や
す
く
め
し
と
ら
れ
、
左
近
先

生
の
給
田
－
作
田
と
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
嘉
応
元
年
（
＝
六
九
）
の
伊
賀
国
頭
田
荘
杣
工
安
倍
三
子
解
に
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

せ
ら
れ
た
荘
園
領
主
の
裁
許
状
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
先
年
付
貞
成
解
状
、
一
旦
難
成
裁
判
、
今
安
倍
三
子
相
伝
有
限
之
由
、
r
庄

　
民
庶
依
加
証
判
、
仰
庄
官
応
召
問
両
方
之
処
、
三
子
為
道
理
之
旨
同
以
令

　
勘
申
之
上
、
件
田
脱
蝋
音
譜
雑
事
、
偏
為
隠
田
之
由
、
号
名
主
公
文
証
判

　
顕
然
者
、
早
豊
本
可
領
作
三
子
、
勤
仕
寺
役
雑
事
之
、

安
倍
三
子
解
と
い
う
の
は
、
三
子
が
そ
の
先
祖
相
伝
の
私
領
田
一
段

を
江
八
郎
貞
成
と
い
う
も
の
に
押
取
ら
れ
た
と
い
う
訴
え
で
あ
る
。

件
の
愁
状
に
よ
れ
ば
、
貞
成
は
押
領
田
一
段
を
公
文
名
の
う
ち
と
い

い
、
あ
え
て
所
命
官
物
を
弁
済
せ
ず
、
ま
た
公
事
寺
役
を
勤
仕
し
ょ

う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
け
て
公
文
は
、
件

の
一
段
は
隠
田
で
あ
る
と
自
己
の
論
判
を
加
え
て
東
大
寺
へ
報
告
し

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
公
文
証
判
に
は
わ
ざ
わ
ざ
「
名
主
と
号

す
る
公
文
」
と
あ
る
。
な
ぜ
「
名
主
と
号
す
る
」
と
但
書
が
つ
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
件
の
一
段
を
貞
成
が
公
文
名
の
う
ち
で
あ

る
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る
名
と
い
う
の
は
、

寺
役
雑
事
の
賦
課
対
象
、
な
い
し
、
寺
塔
勤
仕
に
と
も
な
う
反
対
給

付
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
名
田
の
所
有
権
は
名
主
に
あ
る
の

で
は
な
し
に
、
こ
の
場
合
、
荘
園
領
主
た
る
東
大
寺
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
二
、
三
の
例
を
通
し
て
み
て
も
、
名
主
は
名
田
の
所
有
権

老
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
、
畿
内

型
荘
園
の
場
合
と
し
て
、
百
姓
名
を
し
て
、
夫
役
徴
収
の
便
宜
目
的

か
ら
荘
園
領
主
権
力
に
よ
っ
て
上
か
ら
均
等
面
積
に
編
成
さ
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
で
あ
る
と
な
し
た
渡
辺
澄
夫
氏
の
見
解
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
渡

辺
見
解
も
含
め
て
永
原
慶
二
氏
は
、
農
民
的
土
地
保
有
の
性
格
を
均

等
名
お
よ
び
勧
農
の
問
題
か
ら
追
究
検
討
さ
れ
て
次
の
よ
う
な
結
論

に
到
達
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
　
「
百
姓
名
は
所
有
・
保
有

お
よ
び
経
営
の
単
位
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
徴
税
単
位
に
す
ぎ
ず
、

し
た
が
っ
て
名
主
と
は
そ
の
よ
う
な
徴
税
単
位
に
対
す
る
最
末
端
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

小
荘
官
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
」
と
ゆ
永
原
氏
は
名
田
は
名
主
の
私
有

地
一
売
買
可
能
地
と
い
う
考
え
を
否
定
さ
れ
た
上
で
上
記
の
よ
う
な

見
解
を
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
氏
の
考
え
に
沿
っ
て
い
え
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御成敗式環第四二条の規定をめぐって（奥野）

ば
名
主
名
田
体
制
は
、
納
税
負
担
者
と
し
て
の
名
主
、
そ
の
名
主
の

納
税
負
担
義
務
地
蜂
微
税
単
位
と
し
て
の
名
田
と
い
う
構
成
上
の
特

質
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
名
主
名
田
体
制
の
理
解

に
お
い
て
、
私
は
こ
の
永
原
見
解
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
っ
て
、
田

堵
か
ら
名
主
へ
の
展
開
も
こ
う
し
た
名
主
名
田
体
制
の
特
質
を
踏
ま

え
た
上
で
見
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
名
主
名
田
体

制
は
、
律
令
制
的
収
取
に
ゆ
き
ず
ま
っ
た
支
配
階
層
が
新
し
い
収
取

組
織
と
し
て
見
出
し
、
編
み
だ
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い

う
る
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
収
取
組
織
の
再
編
と
い
う
べ
き

も
の
で
は
な
く
、
領
主
的
土
地
所
有
と
し
て
の
職
の
成
立
・
展
開
に

楽
な
っ
て
定
着
し
た
も
の
と
し
て
古
代
的
収
取
組
織
の
超
克
の
な
か

で
生
い
き
た
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
名
別
賦
課
は
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
荘
・
公
を
問
わ

ず
、
ま
た
全
国
を
通
し
て
普
遍
化
し
て
い
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
う
。

た
だ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
名
主
名
田
の
規
模
で
あ
っ
て
、

こ
の
点
、
畿
内
や
そ
の
周
辺
地
域
と
関
東
や
九
州
地
区
で
は
い
ち
じ

る
し
い
違
い
が
あ
っ
た
。
前
者
、
畿
内
や
そ
の
周
辺
地
域
で
は
一
町

～
二
町
の
ほ
ぼ
同
一
田
積
か
ら
な
る
均
等
名
を
な
し
て
い
る
の
に
対

し
、
後
者
、
関
東
や
九
州
地
区
で
は
小
は
一
・
二
町
か
ら
大
は
数
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

町
に
わ
た
る
不
均
等
な
田
積
を
な
し
て
い
た
。
そ
れ
は
上
か
ら
の
領

主
的
編
成
と
し
て
の
名
主
名
田
体
制
が
、
関
東
・
九
州
地
区
で
は
末

端
ま
で
貫
徹
せ
ず
、
荘
官
・
地
頭
に
も
任
ぜ
ら
れ
る
在
地
領
主
層
を

名
主
と
し
、
下
地
に
た
い
す
る
所
当
所
課
進
済
の
責
務
を
負
わ
し
め

た
た
め
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
て
、
右
に
み
た
よ
う
に
名
主
名
田
重
富
は
領
主
的
所
有
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

現
の
た
め
の
収
取
組
織
で
あ
っ
た
。
こ
の
収
取
の
も
と
に
お
か
れ
、

そ
の
収
取
に
応
じ
た
と
こ
ろ
の
中
世
農
民
は
い
か
に
存
在
し
、
い
か

な
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
六
月
一
七
日
付
の
高
野
山
文
書
に
、
同
寺

院
領
紀
伊
国
神
野
・
真
国
・
猿
川
の
三
ケ
庄
の
荘
官
等
が
連
署
し
た

　
　
　
　
　
　
⑪

起
請
文
が
み
え
る
。
そ
の
起
請
文
に
も
ら
れ
た
条
々
は
寺
領
荘
園
の

取
り
し
ま
り
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
の

時
代
の
農
民
の
生
活
を
う
か
が
わ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
全
部
で
一

五
条
に
わ
か
れ
、
以
下
の
ご
と
き
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
ω
殺
生
と

四
一
半
H
博
突
を
武
家
領
の
ご
と
く
に
制
禁
ず
る
。
②
強
盗
・
窃
盗

な
ら
び
に
放
火
を
起
毛
す
る
。
こ
の
条
で
犯
人
が
「
当
科
之
仁
」
な

ら
ば
「
進
退
在
掌
」
と
い
い
、
「
地
領
之
輩
」
に
お
い
て
は
、
「
故
励

身
力
可
打
留
之
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
と
く
に
前
段
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の
「
進
退
在
掌
」
と
い
う
の
は
、
荘
園
に
お
け
る
農
民
統
制
が
い
か

に
貫
徹
し
て
い
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
③
寺
僧
嘉
例
な

ら
び
に
荘
官
の
所
従
に
た
い
す
る
取
決
め
で
、
放
火
殺
害
等
が
明
ら

か
な
以
外
に
、
雑
誌
と
い
う
だ
け
で
荘
官
使
や
寺
家
使
に
引
き
わ
た

し
た
り
、
ま
た
質
物
を
奪
っ
た
り
、
搦
取
っ
た
り
身
代
を
追
求
す
る

と
い
う
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
¢
り
盗
難
を
う
け
た
も
の
の
不
申

告
を
理
由
に
荘
官
ら
が
こ
れ
を
責
め
た
て
る
よ
う
な
場
合
の
取
決
め

で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
厳
罰
を
う
け
る
。
⑤
犯
過
の
疑
い
が
あ
っ

て
使
を
下
し
、
無
実
と
わ
か
っ
て
も
使
料
と
い
っ
て
勘
失
す
る
も
の

を
荘
官
は
科
料
に
処
せ
。
⑥
上
座
・
都
維
那
使
・
寺
主
な
ら
び
に
大

夫
の
任
補
に
ご
ど
よ
せ
て
、
辞
退
を
申
出
る
も
の
を
科
怠
に
処
す
る

と
い
う
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
⑦
寺
僧
に
た
い
し
て
無
礼
を
働
く
荘

官
以
下
の
輩
は
閣
内
か
ら
追
揺
す
る
。
⑧
山
野
に
放
飼
し
て
あ
る
馬

を
馬
主
の
許
可
な
し
に
騎
旅
す
る
も
の
は
盗
人
と
し
て
罪
科
に
処
す
。

⑨
越
訴
を
禁
止
す
る
。
⑩
牛
馬
を
放
飼
し
て
作
毛
を
損
傷
し
た
場
合

に
は
そ
の
分
を
弁
償
さ
せ
る
。
も
し
弁
償
し
な
け
れ
ば
そ
の
牛
馬
を

取
っ
て
よ
い
。
も
し
い
う
こ
と
を
聞
か
な
け
れ
ば
寺
家
に
訴
え
る
。

秣
と
い
っ
て
作
毛
を
苅
守
る
よ
う
な
も
の
が
あ
れ
ば
罪
科
に
処
す
。

⑪
嵜
沙
汰
の
禁
－
他
人
の
譲
与
が
あ
る
と
い
い
、
親
子
契
約
が
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
勝
手
に
田
畠
貢
物
等
押
取
る
こ
と
を
罰
す
る
。
ま
た

苅
田
薫
蒸
を
働
く
も
の
に
た
い
し
て
そ
れ
が
も
し
他
荘
の
も
の
な
ら

ば
荘
官
が
こ
れ
を
取
押
え
、
“
も
し
自
荘
の
も
の
の
所
為
な
ら
ば
そ
の

身
を
追
放
す
る
こ
と
。
⑫
守
護
所
持
の
寺
領
入
部
に
た
い
し
て
は
荘

官
が
充
分
警
固
を
加
え
、
も
し
守
護
所
使
を
招
思
す
る
も
の
が
あ
れ

ば
罪
科
に
処
す
る
。
締
荘
官
等
が
当
方
な
い
し
方
違
い
と
い
っ
て
妻

子
従
類
を
ひ
き
い
て
百
姓
家
に
押
入
り
、
引
出
物
を
責
め
取
る
と
い

う
こ
と
を
制
禁
ず
る
。
α
φ
商
人
が
権
威
を
募
っ
て
抑
恋
す
る
こ
と
に

た
い
し
て
荘
官
こ
れ
を
堅
く
事
実
す
る
こ
と
。
㈹
供
料
・
凄
惨
の
未

進
の
張
や
、
作
人
の
不
法
に
た
い
す
る
取
決
め
で
、
そ
の
よ
う
な
も

の
は
堂
衆
を
差
し
下
し
て
学
内
か
ら
追
放
す
る
。
出
作
人
は
他
荘
に

住
む
故
そ
れ
を
お
そ
れ
な
い
か
ら
こ
の
老
に
た
い
し
て
は
出
作
を
停

止
す
る
。
他
荘
の
住
人
で
、
荘
内
に
私
領
を
も
つ
も
の
の
東
作
は
認

め
る
も
、
一
定
課
役
の
未
進
が
あ
れ
ば
そ
の
田
地
を
点
定
す
る
。

　
以
上
で
あ
っ
て
、
猿
川
・
真
国
・
神
野
の
三
章
と
も
そ
れ
ぞ
れ
惣

追
捕
使
お
よ
び
公
文
の
署
名
が
あ
る
。
こ
こ
に
当
時
の
荘
園
生
活
の

実
状
を
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
荘
園
は
単
に

年
貢
物
等
の
収
取
機
構
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
は
自
律
的
な
生
活

の
揚
i
荘
園
村
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
も
つ
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て
、
名
主
名
田
体
制
下
に
お
け
る
名
主
・
百
姓
等
の
生
活
の
実
態
が

か
い
ま
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
口
に
い
っ
て
、
荘
園
を
主
な
拠
り

ど
こ
ろ
と
し
つ
つ
、
年
貢
・
公
事
・
夫
役
に
応
ず
る
も
の
で
あ
り
、
課

役
負
担
に
忠
実
な
限
り
に
お
い
て
生
活
上
の
根
拠
を
保
護
さ
れ
る
も

の
の
姿
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
改
め
て
注
目
さ

れ
る
こ
と
は
荘
園
村
落
に
お
け
る
秩
序
の
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

は
荘
官
を
現
地
支
配
者
と
し
、
　
「
土
民
」
一
「
百
姓
」
を
収
取
の
基

底
的
存
在
と
す
る
領
域
的
な
支
配
秩
序
が
眺
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

荘
官
は
単
な
る
現
地
管
理
者
で
は
な
く
、
　
「
被
盗
所
有
之
財
産
、
空

令
憂
悩
」
し
め
る
農
民
に
た
い
し
て
、
　
「
庄
官
等
称
言
告
辞
、
放
付

巨
多
使
」
す
こ
と
が
出
来
る
（
第
四
条
）
存
在
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
守

護
所
使
者
推
入
者
、
庄
官
宜
警
固
、
嵩
置
於
招
入
際
聾
者
、
黒
帯
行

罪
科
」
と
期
待
さ
れ
る
（
第
＝
一
条
）
面
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
一

方
「
百
姓
」
は
「
庄
官
等
或
称
吉
方
、
或
称
方
達
、
引
率
妻
子
従
類
、

押
入
百
姓
家
、
責
取
引
出
物
」
ら
れ
る
（
第
一
三
条
）
存
在
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
「
微
々
音
名
等
、
動
致
難
渋
対
押
（
鐸
）
、
又
依
作
人
不
法

改
易
之
時
、
蔑
如
地
主
、
抑
而
耕
作
記
聞
有
之
鰍
、
速
差
下
堂
衆
、

可
追
放
庄
内
」
と
そ
の
「
不
法
」
の
行
為
に
た
い
し
て
は
荘
内
か
ら

追
放
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
第
一
五
条
）
。
荘
園
領
主
ら
支

配
層
が
か
れ
ら
「
百
姓
」
を
荘
園
的
領
域
支
配
に
と
ら
え
て
い
る
こ

と
の
自
信
の
ほ
ど
は
「
当
庄
之
仁
者
、
進
退
誓
言
」
の
一
句
に
あ
ま

す
と
こ
ろ
な
く
で
て
い
る
（
第
二
条
）
。

　
右
の
ご
と
く
、
　
「
高
野
山
領
紀
伊
国
神
野
・
真
読
・
富
川
三
ケ
庄

々
官
等
連
署
起
請
文
」
は
疑
い
も
な
く
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
農
民
生

活
の
少
く
と
も
一
断
面
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
こ
に
結
論
的
に
う
か

が
わ
れ
る
中
世
農
民
の
実
態
は
、
自
発
性
と
か
自
由
と
は
全
く
無
縁

の
荘
園
に
緊
縛
さ
れ
た
も
の
の
姿
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
中
世

農
民
は
と
ら
わ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
名
主
名
田
体
舗
と
い
う
収
取
も

可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
名
主
名
田
体
制
の
貫
徹
は
、
中

世
農
民
の
荘
園
へ
の
緊
縛
性
に
基
づ
く
と
い
う
だ
け
で
は
不
充
分
で

あ
ろ
う
。
問
題
は
中
世
農
民
が
荘
園
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
条
件
は

な
に
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
中
世
農
斑
は
ご
く
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
ω
名
主
、
②
得
姓
、
㈲

下
人
・
所
従
の
三
つ
の
身
分
的
編
成
の
も
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
㈹
は
人
身
的
隷
属
性
を
そ
の
身
分
的
特
色
と
す

る
故
、
ω
と
②
の
あ
り
か
た
を
考
え
な
お
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

島
田
次
郎
氏
ら
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
文
治
五
年

（一

齡
ｪ
九
）
の
摂
津
国
垂
水
西
牧
榎
坂
郷
の
名
寄
帳
に
は
、
耕
地
保
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有
者
と
し
て
名
を
あ
ら
わ
す
も
の
は
二
三
四
名
に
の
ぼ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
台
帳
上
に
公
式
に
屋
敷
地
を
登
録
さ
れ
た
農
民
は
二

四
名
し
か
な
く
、
残
り
の
二
百
名
を
こ
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
が
す
べ
て
検
注
対
象
外
の
郷
外
居
住
民
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、

そ
の
者
達
の
宅
地
は
独
立
し
た
所
有
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
た
と
考

　
　
　
　
　
⑫

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
名
主
と
百
姓
の
身
分
上
の
差
を
端
的

に
あ
ら
わ
す
も
の
と
と
ら
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

名
寄
帳
上
に
公
式
に
屋
敷
地
を
登
録
さ
れ
た
も
の
が
名
主
で
あ
り
、

他
は
百
姓
で
あ
っ
た
と
。
こ
の
身
分
上
の
百
姓
は
、
名
主
の
よ
う
に

荘
園
領
主
か
ら
名
号
な
る
夫
役
負
担
が
な
い
代
わ
り
に
、
荘
園
内
の

領
主
直
属
地
た
る
一
色
田
や
間
田
、
さ
ら
に
は
名
耕
地
の
一
部
を
講

作
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
か
れ
ら
百
姓
の
耕
作
権
は

浮
動
・
不
安
定
性
を
ま
ぬ
が
れ
難
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

存
在
と
し
て
の
百
姓
に
と
っ
て
、
そ
れ
で
は
荘
園
を
の
が
れ
る
こ
と

は
か
れ
ら
の
自
由
を
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ぎ
に
神
野
・
真

野
・
猿
築
三
力
荘
の
場
合
に
み
た
よ
う
に
、
荘
か
ら
の
追
放
は
刑
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
い
か
に
自
発
的
に
移
住
の
道
を
え
ら
ん
だ
に
せ
よ
、

結
果
的
に
追
放
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
当
時
の
農
民
が
す
す
ん
で
や

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
七
月
二
六
日
の

追
加
法
に
も
、
　
「
一
依
違
背
地
頭
餐
、
野
里
遣
庄
官
百
姓
芸
事
」
と

し
て
、
　
「
於
自
今
以
後
者
、
不
及
召
誠
其
身
、
所
詮
、
罪
科
無
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

遁
者
、
不
可
居
住
其
所
、
三
聖
追
出
之
云
々
」
と
み
え
る
。
法
意
自

ら
明
ら
か
で
、
地
頭
に
違
背
し
た
荘
官
3
百
姓
は
居
所
よ
り
の
追
却

を
も
っ
て
そ
の
罰
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
居
所
よ
り
の
毬
果
が
罰
で

あ
り
え
た
の
は
、
百
姓
に
と
っ
て
去
留
の
「
去
」
は
「
層
の
零
落
へ

の
確
率
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

歴
史
的
諸
条
件
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
宅
地
の
所
有
す
ら
承
認
せ
ず
、

土
地
保
有
に
た
い
し
て
劣
弱
な
条
件
し
か
も
た
な
か
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
荘
内
緊
縛
を
持
続
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
う
し
て

み
て
く
る
と
き
、
百
姓
に
た
い
し
て
去
留
に
お
い
て
は
民
意
に
任
す

べ
し
と
し
た
の
は
、
百
姓
の
存
在
を
冷
酷
な
ま
で
に
よ
み
と
っ
た
上

で
の
法
的
な
宣
言
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

去
留
に
お
い
て
は
民
意
に
任
す
べ
し
と
い
う
の
は
、
百
姓
に
自
由
が

留
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
百
姓
の
止
地
保

有
を
否
認
し
た
ま
ま
支
配
し
収
奪
を
つ
づ
け
る
こ
と
を
意
図
す
る
と

こ
ろ
の
、
百
姓
身
分
の
特
質
を
強
調
し
た
、
一
個
の
身
分
規
定
に
ほ

　
　
　
　
⑭

か
な
ら
な
い
。

①
中
世
の
収
取
組
織
が
名
主
名
田
体
制
な
い
し
名
体
制
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
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た
と
い
う
こ
と
は
今
日
す
で
に
定
説
化
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
工
藤

　
敬
一
・
島
田
次
郎
「
荘
園
筆
下
の
村
落
と
農
畏
」
一
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
6
中

　
世
2
』
参
照
）
。
　
た
だ
問
題
は
、
そ
の
名
主
名
田
体
制
の
名
田
が
即
名
主
の
経
営

　
単
位
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
見
解
が
分
れ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
工
藤
氏
ら
は
「
隔
名
体
型
の
成
立
は
、
百
姓
名
の
名
主
の
成

　
立
、
つ
ま
り
特
定
農
民
に
よ
る
田
地
の
永
続
的
占
有
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
」
と

　
し
て
（
前
掲
書
…
〇
五
頁
）
、
　
名
田
を
名
主
の
経
営
単
位
で
も
あ
っ
た
と
と
ら
え

　
ら
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
名
主
名
田
体
制
と
は
名
主
自
体
の

　
経
営
と
は
一
応
き
り
は
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
純
然
た
る
収
取
単
位
で
あ
っ
た
の
で

　
は
な
い
か
。

②
『
宵
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』
第
二
部
第
二
章
三
「
田
堵
の
存
在
形
態
一
1

　
と
く
に
散
繊
瑚
諮
作
に
つ
い
て
一
」
。
こ
れ
は
は
じ
め
『
史
林
』
四
〇
の
二
に

　
掲
載
さ
れ
た
。

③
「
日
本
の
封
建
法
の
特
質
－
そ
の
一
端
と
し
て
、
中
世
初
期
の
土
地
所
有
の

　
性
格
に
つ
い
て
」
（
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
社
会
』
一
仁
井
困
陞
博
士
追
悼
論

　
文
集
第
一
巻
）
。
「
中
世
農
民
的
土
地
所
有
の
性
格
」
（
『
一
橋
論
叢
』
五
九
の
三
）
。

④
寛
治
六
年
正
月
二
九
日
讃
岐
吉
任
田
地
売
券
（
『
平
安
遺
文
』
補
二
七
）
。

⑤
永
暦
元
年
三
月
四
日
ゆ
き
の
入
道
下
文
（
『
平
安
遺
文
』
五
〇
三
六
）
。

⑥
　
嘉
応
元
年
七
月
臼
伊
賀
黒
黒
田
荘
盤
景
安
倍
三
子
解
（
『
平
安
遺
文
』
三
五
〇

　
九
）
。

⑦
『
畿
内
庄
園
の
基
礎
構
造
』
。

⑧
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
認
社
会
』
四
六
五
頁
。

．
⑨
工
藤
．
島
田
両
氏
の
前
掲
論
文
（
注
－
）
に
よ
れ
ば
、
名
主
名
田
体
制
の
成
立

　
は
「
東
国
や
幣
九
州
な
ど
の
辺
境
地
帯
以
外
」
と
さ
れ
て
い
る
が
　
（
『
岩
波
講
座

　
臼
本
歴
史
6
中
世
2
』
　
一
〇
四
頁
）
、
東
国
で
も
荘
園
領
主
に
よ
る
収
取
組
織
と

　
し
て
は
名
主
名
田
体
制
を
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
拙
稿
「
中
世
に
お

　
け
る
東
国
濃
罠
の
支
配
形
態
及
び
存
在
形
態
i
中
世
社
会
発
展
期
」
1
『
史

　
観
』
六
〇
）
。

⑩
名
主
名
田
体
箭
が
｝
個
の
収
取
組
織
で
あ
る
と
す
れ
ば
な
お
ざ
ら
、
名
主
の
名

　
田
に
た
い
す
る
関
係
は
経
営
単
位
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
み
か
た
を

　
と
る
も
の
が
あ
る
が
、
実
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
中
世
社
会
に
お
け

　
る
領
主
的
所
有
が
、
土
地
の
領
有
関
係
と
し
て
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
日
本

　
中
世
に
特
有
な
職
の
重
屠
的
体
系
を
と
ら
し
め
た
因
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
名

　
主
名
田
体
制
が
名
主
の
経
営
単
位
と
は
き
り
は
な
さ
れ
て
成
立
す
る
過
程
に
つ
い

　
て
は
拙
稿
「
荘
田
田
堵
の
荘
住
人
化
過
程
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
四
四
）
で
論
じ
た
。

⑪
『
大
日
本
古
文
省
』
家
わ
け
第
一
、
宝
三
士
｝
＝
八
、
四
四
七
。

⑫
島
田
次
郎
編
『
目
本
中
世
村
落
史
の
研
究
』
。

⑬
『
中
世
中
綱
史
料
集
』
第
【
巻
鎌
倉
幕
世
法
＝
五
頁
。

⑭
式
目
第
四
二
条
の
規
定
は
、
仁
治
三
年
（
｝
二
四
二
）
三
月
三
日
の
追
加
法

　
（
『
中
世
法
制
史
料
集
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
』
＝
島
五
頁
）
、
建
長
五
年
（
＝
　
五

　
三
）
一
〇
月
一
日
の
そ
れ
（
前
掲
書
　
七
四
）
に
も
繰
返
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に

　
後
者
建
長
五
年
の
追
加
法
に
絃
、
「
土
民
量
器
事
」
と
「
土
民
」
と
出
て
く
る
。

　
し
か
し
「
土
民
」
は
イ
コ
ー
ル
「
百
姓
」
で
、
式
目
が
い
う
「
選
任
民
意
」
と
い

　
う
の
は
「
百
姓
」
身
分
に
た
い
す
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
下
人
・

　
所
従
」
ら
を
含
め
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
て
網
野
善
彦
氏
は
式

　
全
機
四
二
条
の
条
項
を
「
小
百
姓
」
に
適
用
で
き
ぬ
と
す
る
根
拠
は
な
い
と
い
わ

　
れ
て
い
る
（
『
中
世
荘
園
の
様
梱
』
七
五
～
六
頁
）
、
こ
の
「
小
百
姓
」
を
名
主
”
本

　
百
姓
に
た
い
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
「
小
百
姓
」
に
こ
そ
適

　
用
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
氏
が
い
う
「
小
百
姓
」
と
は
、
氏
自

　
ら
「
『
地
頭
・
下
人
』
、
所
従
、
一
類
等
と
い
わ
れ
、
本
百
姓
の
『
家
内
に
居
え
躍

　
か
れ
』
、
そ
の
耕
地
は
『
年
々
宛
て
作
ら
』
れ
る
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
小
百
姓
」

　
と
概
念
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
　
（
「
農
村
の
発
達
と
領
主
経
済
の
転
換
」
1

　
『
日
本
経
済
史
大
系
2
中
世
』
　
一
〇
七
頁
）
、
身
分
と
し
て
の
下
人
・
所
従
も
含

　
む
よ
う
に
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
式
目
第
四
二
条
の
既
定
を
身
分
的
に
は
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下
人
・
所
従
を
含
む
よ
う
な
階
層
概
念
と
し
て
の
「
小
百
姓
」
に
ま
で
拡
大
し
て

解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
第
四
二
条
規
定
本
来
の
意
義
は
き
わ
め
て
曖
昧
な
も
の
に

化
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

三
　
農
民
的
職
の
成
立
と
本
名
の
解
体

　
名
主
名
田
体
制
は
、
本
名
体
制
な
い
し
帽
名
体
制
と
名
づ
け
ら
れ

る
が
、
こ
の
体
制
は
時
と
と
も
に
変
質
解
体
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

く
。
そ
れ
で
は
い
か
に
し
て
本
名
体
制
は
く
ず
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
本
名
体
制
を
揺
が
し
た
も
の
に
農
民
聖
職
の
成
立
・
発
履
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
名
主
名
田
体
制
∬
本
名
体
調
に
お
け
る
下
顎
の
貢
納

義
務
者
と
し
て
の
名
主
が
、
名
主
職
と
い
う
職
を
所
有
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
鎌
倉
幕
府
法
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

①り
、
そ
の
存
在
が
名
主
名
田
体
制
の
成
立
期
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る
も

の
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ほ
疑
い
な
い
と
思
う
。
し
か
し
名

主
名
田
体
制
成
立
期
に
お
け
る
農
民
的
職
は
、
右
の
名
主
職
ま
で
で

あ
っ
て
、
他
の
名
主
職
に
対
比
し
う
る
よ
う
な
農
民
的
職
が
成
立
し

て
く
る
の
は
名
主
職
の
成
立
後
の
こ
と
に
属
す
る
。
そ
れ
で
は
名
主

職
以
下
の
農
民
的
職
は
い
か
に
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
そ
れ
は
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
中
世
は
職
の
世
界
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
、
そ
の
表
面
的
な
意
味
は
、

中
世
に
お
け
る
諸
階
層
の
存
在
や
得
分
権
は
こ
の
職
の
形
を
と
っ
て

あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
は
領
家
職
・
預
所
職
な
ど
の

領
主
的
職
、
下
司
職
・
地
頭
職
な
ど
の
鴬
遷
職
、
　
さ
ら
に
は
名
主

職
・
作
職
・
下
作
職
な
ど
の
農
民
的
職
ま
で
実
に
多
様
な
形
態
を
と

っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
単
に
職
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
古
代
に
も
あ

る
。
し
か
し
中
世
に
お
け
る
職
は
、
古
代
に
お
け
る
そ
れ
と
異
な
り
、

官
職
的
地
位
で
は
な
く
、
そ
れ
が
私
権
化
さ
れ
た
不
動
産
物
権
・
得

分
権
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
の
は
中
田
薫
氏
で
、
氏
は
こ
う
し
て
中

世
に
お
け
る
職
が
実
に
中
世
的
な
所
有
の
形
式
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
明
白
に
さ
れ
た

の
は
、
牧
健
二
氏
で
、
牧
氏
は
中
田
説
を
批
判
し
、
職
は
単
に
得
分

権
．
不
動
産
物
権
と
い
う
よ
り
は
、
国
法
上
認
め
ら
れ
、
「
知
行
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
対
象
と
な
る
法
的
地
位
と
み
る
べ
き
だ
と
指
摘
さ
れ
た
。

　
中
世
に
お
け
る
職
を
、
当
時
の
所
有
の
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

い
う
認
識
を
出
発
点
と
す
る
と
き
、
こ
の
職
に
た
い
す
る
検
討
が
中

世
の
法
の
理
解
に
必
須
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
こ
の
職
の
問
題
は
鳳
声
な
角
度
か
ら
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

問
題
の
ひ
と
つ
は
、
中
世
の
所
有
制
が
な
ぜ
職
の
形
を
と
っ
た
の
か
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
是
非
と
も
中
世
的
職

の
起
源
を
探
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
の
問
題
は
当
面
す
る
課
題
か
ら
は
ず
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
中

世
適
職
成
立
後
の
こ
と
で
、
も
っ
と
現
象
的
な
こ
と
に
問
題
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
中
世
的
な
職
の
体
系
の
問

題
で
あ
る
。
中
世
の
職
は
、
上
は
領
主
的
職
か
ら
下
は
農
民
的
職
ま
で
、

様
々
な
職
の
形
を
と
り
な
が
ら
中
世
の
全
階
層
を
網
羅
し
て
い
る
。

少
な
く
と
も
そ
う
し
た
形
を
次
第
に
と
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
中
世
は

職
の
世
界
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
し
か
し
て
、
普
通
中

世
に
お
け
る
職
を
問
題
に
す
る
場
合
、
職
の
体
系
が
い
か
に
貫
徹
し

て
い
る
か
と
い
う
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の

観
点
を
と
る
こ
と
は
、
職
が
下
地
の
支
配
で
は
な
く
、
こ
の
職
の
克

服
、
下
地
支
配
に
よ
っ
て
封
建
制
が
出
て
く
る
と
考
え
る
も
の
に
重

要
な
論
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
職
の
世
界
は
、
封
建
制
の

未
成
熟
な
い
し
封
建
制
と
は
異
質
の
社
会
構
成
で
あ
る
と
い
う
認
識

に
導
く
も
の
と
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
す
る
前

に
、
実
は
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
職
の
世
界
の
開
示
の
し
か
た
、
い
い
か
え
れ
ば
、
職
の
体
系

が
い
か
に
整
序
す
る
に
い
た
っ
た
の
か
と
い
う
事
実
問
題
で
あ
る
。

職
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
全
面
的
同
時
的
に
開
示
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
領
家
職
・
下
司
職
な
ど
の
上
級
職
が
あ
ら
わ
れ
る

の
は
一
一
世
紀
で
あ
る
が
、
冨
画
塾
・
作
職
・
下
作
職
な
ど
の
農
民

的
職
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
一
三
世
紀
そ
れ
も
後
半
に
入
っ
て
の
こ
と

　
　
⑤

で
あ
る
。
こ
の
職
の
世
界
に
お
け
る
そ
の
開
示
の
特
性
は
い
か
に
考

え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
網
野
善
彦
氏
は
、
農
民
的
職
の
出
現
の
遅
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実

を
確
認
さ
れ
た
上
で
、
ど
う
し
て
職
が
農
民
的
所
有
の
面
に
ま
で
あ

ら
わ
れ
て
く
る
の
か
と
い
う
よ
う
に
問
題
を
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
氏
に
お
い
て
は
農
民
的
職
の
出
現
は
職
形
式
の
強
烈
な
ま
で
の
残

存
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
茂
は
、

中
世
の
職
は
主
体
関
係
を
し
め
す
と
と
も
に
あ
る
種
の
利
権
で
あ
る

と
し
、
こ
れ
を
職
の
も
つ
両
側
面
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
意
味
と
関

係
を
追
求
す
る
こ
と
が
中
世
社
会
の
法
則
を
と
ら
え
る
鍵
で
あ
る
と

　
　
　
　
⑥

さ
れ
て
い
る
。
職
は
主
体
関
係
を
し
め
す
の
が
先
行
形
態
で
、
の
ち

得
分
権
一
利
権
と
し
て
の
姿
を
あ
ら
わ
す
と
し
、
そ
れ
は
、
　
「
所
職

の
均
質
化
・
普
遍
化
、
す
な
わ
ち
非
個
性
化
の
過
程
」
で
あ
る
と
さ

　
⑦

れ
る
。
氏
の
職
に
た
い
す
る
考
え
方
、
そ
の
と
ら
え
方
は
、
次
の
よ

う
な
「
下
剋
上
」
社
会
の
説
明
に
鮮
明
に
で
て
く
る
。
　
〃
惣
百
姓
が
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「
非
個
性
的
」
に
な
っ
て
き
た
こ
と
の
背
景
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情

（
筆
者
注
一
所
職
の
均
質
化
・
普
遍
化
と
い
う
こ
と
）
　
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
と
同
時
に
、
彼
等
の
要
求
が
よ
り
生
ま
な
も
の
に
な

り
、
生
き
生
き
し
た
一
種
の
明
る
さ
を
保
ち
え
た
理
由
も
ま
た
こ
の

方
面
か
ら
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
彼
等
は
、
い
か
な
る
所
職

で
も
か
ち
う
る
可
能
性
を
も
ち
え
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
　
「
下

剋
上
」
の
条
件
は
、
あ
る
意
味
で
無
限
で
あ
り
え
た
。
貴
賎
を
奪
わ

ぬ
一
種
の
平
等
観
が
生
れ
え
た
現
実
的
根
拠
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
⑧

い
え
よ
う
1
1
と
。
つ
ま
り
、
網
野
氏
は
職
の
世
界
と
い
う
も
の
が
中

世
社
会
の
特
色
で
あ
り
、
こ
の
社
会
に
特
有
な
職
の
発
展
は
、
　
「
下

剋
上
」
社
会
の
必
然
的
条
件
を
つ
く
っ
た
と
い
う
理
解
に
た
た
れ
て

　
　
　
　
　
⑨

い
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
職
の
分
化
、
と
く
に
蝉
茸
聖
職
の
発
生
は
職
そ
の
も
の
か

ら
も
一
応
は
説
明
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
農
民
的
職
の
発
生
が
、

職
が
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
の
で
は
現
象
の
説

明
以
上
に
は
出
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
代
末
に
中
世

的
職
が
成
立
し
、
そ
こ
か
ら
農
民
的
職
が
成
立
し
て
く
る
、
そ
こ
に
は

職
の
「
均
質
化
・
普
遍
化
」
と
把
握
す
る
よ
り
以
上
に
よ
り
重
要
な
問

題
が
秘
め
ら
れ
て
は
い
ま
い
か
。
こ
の
点
是
非
と
も
参
看
さ
る
べ
き

は
永
原
慶
二
氏
の
所
説
で
あ
ろ
う
。
永
原
氏
は
網
野
氏
の
職
の
と
ら

え
方
を
批
判
し
、
職
は
領
主
的
所
有
の
特
徴
的
形
態
と
し
て
と
ら
え

ら
る
べ
き
こ
と
、
農
民
離
職
が
出
現
し
て
く
る
の
は
、
領
主
的
所
有
と

対
応
関
係
を
も
つ
「
農
民
的
保
有
」
の
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
永
原
氏
の
職
の
と

ら
え
方
は
、
柑
田
修
三
氏
が
『
北
京
科
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
歴
史
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

参
加
論
文
集
』
で
し
め
さ
れ
た
見
解
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
、
職
所

有
に
内
在
す
る
対
立
的
契
機
を
と
ら
え
た
も
の
と
し
て
注
風
さ
る
べ

　
　
　
　
⑫

き
で
あ
ろ
う
。
農
民
的
職
が
成
立
し
て
く
る
の
は
、
職
が
均
質
化
・

普
遍
化
し
て
い
っ
た
結
果
で
は
な
く
、
農
民
自
体
の
独
自
の
動
き
、

そ
の
成
長
の
結
果
で
あ
っ
た
。
　
「
下
剋
上
」
も
職
の
発
展
か
ら
説
明

さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
農
民
の
独
自
の
動
き
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。
問
題
を
具
体
的
に
し
て
み
よ
う
。

　
宮
川
満
氏
は
、
勝
尾
寺
文
書
の
多
く
の
売
券
・
寄
進
状
・
譲
状
等

　
　
　
　
　
　
⑬

を
整
理
検
討
さ
れ
、
勝
尾
寺
領
に
は
平
安
末
に
摂
津
国
塗
下
郡
内
に

金
丸
名
・
小
犬
名
・
恒
逸
名
等
の
名
主
名
田
体
制
阻
本
名
体
制
が
成

立
し
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
名
が
、
職
の
分
化
に
と
も
な
っ
て
つ
ぎ
つ

ぎ
に
分
割
売
買
さ
れ
て
解
体
し
て
い
っ
た
こ
と
を
説
明
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
名
が
分
割
売
買
さ
れ
る
と
い
う
そ
の
仕
方
の
実
際
は
大
別
す
る
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と
次
の
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
と
い
う
。
ω
名
田
が
分
割
さ
れ
、
そ
の

地
を
獲
得
し
た
農
民
が
、
そ
の
地
の
年
貢
・
公
事
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
も
の
。
②
名
主
職
が
分
化
し
て
、
加
地
子
を
負
担

す
る
作
人
一
作
職
所
有
者
と
加
地
子
を
収
取
す
る
名
主
職
所
有
者
と

が
出
現
す
る
と
い
う
も
の
。
そ
の
う
ち
②
の
場
合
は
、
加
地
子
を
収

取
す
る
名
主
職
所
有
者
が
、
④
作
人
か
ら
加
地
子
に
加
え
て
年
貢
公

事
を
も
収
取
し
、
そ
の
う
ち
年
貢
公
事
は
領
主
へ
送
進
ず
る
と
い
う

「
地
主
的
占
有
」
形
態
と
、
⑭
作
人
か
ら
加
地
子
の
み
を
収
取
し
、

年
貢
公
事
は
作
人
の
負
担
と
す
る
「
加
地
子
領
主
的
土
地
所
有
」
の

二
形
態
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
か
っ
て
の
名
主
名
田

体
制
に
お
け
る
名
田
－
本
名
は
、
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て

つ
ぎ
つ
ぎ
に
分
割
売
買
さ
れ
解
体
し
て
い
く
と
い
う
。
例
を
金
丸
名

に
と
る
と
、
　
「
成
立
期
に
は
一
人
の
名
主
に
占
有
さ
れ
て
年
貢
公
事

の
収
取
負
担
単
位
で
あ
っ
た
は
ず
の
金
丸
名
が
、
鎌
倉
中
期
ご
ろ
か

ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
一
反
前
後
つ
つ
分
割
売
買
さ
れ
、
さ
ら
に
寄

進
さ
れ
て
解
体
し
て
ゆ
く
」
と
。
し
か
し
て
、
宮
川
氏
は
職
の
分
化

は
階
層
分
化
で
は
な
く
、
階
層
的
な
土
地
の
権
利
関
係
の
成
立
で
あ

る
と
い
う
学
説
に
た
ち
、
　
「
名
主
職
一
作
職
は
、
従
来
の
名
主
職
所

有
者
の
階
層
分
化
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
階
層
的
な
土
地
の
権
利
関

係
で
あ
り
、
そ
れ
は
階
層
分
化
な
い
し
封
建
的
支
配
隷
属
関
係
を
示

す
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
し
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
宮
川
氏
の
以
上
の
よ
う
な
所
説
だ
け
で
は
職
の
分
化
…

農
民
的
職
の
成
立
・
発
展
に
よ
っ
て
本
名
体
制
が
解
体
し
た
と
い
う

こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
名
体
制
が
解
体
し
た
と
い
う
た

め
に
は
、
そ
の
収
取
機
構
と
し
て
の
本
来
の
姿
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
か
、
な
い
し
は
本
名
体
制
に
代
わ
る
収
取
機
構
が
編
み
出
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
て
、
宮
川
氏
に
お
い
て
は
、
名
主
名
田
体
翻
翻
本
名
体
制
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
名
主
は
名
田
の
経
営
者
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
た
た
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
名
田
の
分
割
と
い
う
事
態
は
、
そ
れ
自
体
、
本
名
体
制

解
体
の
一
表
徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
し
か
し
、
本
名
が
つ
ぎ

つ
ぎ
に
分
割
さ
れ
な
が
ら
も
、
名
田
の
分
割
者
を
名
主
と
は
い
わ
ず
、

分
割
地
を
名
田
と
い
い
代
え
る
こ
と
も
な
く
、
年
貢
・
公
事
は
栢
変

ら
ず
旧
名
単
位
で
徴
収
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実

を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
だ
け
に
旧
名
の
解
体
を
い
う
た
め
に
さ
ら
に

宮
捌
疑
は
名
主
の
性
格
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。

「
旧
本
名
に
名
主
・
名
主
代
・
名
一
7
6
を
設
定
し
て
分
割
分
の
各
名
主
占

有
者
か
ら
年
貢
公
事
を
徴
収
す
る
下
級
庄
官
的
な
責
任
者
と
し
、
ま
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た
売
買
を
保
証
す
る
た
め
売
券
に
連
署
す
る
等
の
村
役
人
的
な
事
務

に
当
ら
せ
て
お
り
、
従
っ
て
主
名
の
性
格
が
従
来
と
は
ち
が
っ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

た
こ
と
が
わ
か
る
」
と
。
結
局
、
下
級
荘
官
的
性
格
の
名
主
な
い
し

名
主
代
等
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
か

っ
て
の
本
名
体
鋼
の
収
取
の
あ
り
か
た
と
違
う
と
こ
ろ
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
職
の
分
化
に
と
も
な
っ
て
か
っ
て
の
本
名
の
名
主
は
下
級

庄
官
化
し
た
、
そ
の
点
に
本
名
の
解
体
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で

は
、
本
名
体
制
の
名
主
が
本
来
、
下
級
庄
官
的
憔
格
を
も
っ
て
い
た

立
場
か
ら
す
れ
ば
納
得
し
難
い
。

　
本
名
体
綱
は
、
職
の
分
化
－
農
民
的
職
・
発
展
に
よ
っ
て
も
解
体

す
る
こ
と
な
く
な
お
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
問
題
は
、
農
民
鳶
職
の
成
立
・
発
展

に
と
も
な
っ
て
勝
尾
寺
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
売
得
集
積
す
る
も
の
が

あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
荘
園
維
持
の
困
難
性
の
増

大
に
と
も
な
っ
て
、
荘
園
領
主
が
新
ら
た
に
追
求
は
じ
め
た
も
の
で
、

農
民
的
職
の
成
立
・
展
開
に
た
い
し
て
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
荘
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

領
主
側
の
対
応
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
農
民
的
職
の

成
立
・
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
荘
園
領
主
が
農
民
的
所
職
の
売
得
集

積
に
よ
っ
て
加
地
子
領
主
に
転
換
し
て
い
く
の
が
眺
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
荘
園
領
主
が
加
地
子
領
主
に
転
じ
て
い
く
こ
と
は
、
結
局
名

主
名
田
体
制
鷹
本
名
体
制
の
放
棄
を
意
味
す
る
。
本
名
息
綱
は
職
の

分
化
に
よ
っ
て
直
接
的
に
は
解
体
し
な
い
が
、
職
の
分
化
に
と
も
な

幽
っ
て
、
荘
園
領
主
は
農
民
軍
職
の
売
得
集
積
を
心
掛
け
、
そ
れ
と
裏

腹
の
関
係
で
、
本
名
体
質
の
維
持
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
、
そ
こ
に

本
名
体
制
は
収
取
機
構
と
し
て
の
実
を
失
う
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
名
解
体
に
た
い
す
る
筋
道
の
認
識
に
お
い
て
私
は
宮

川
氏
と
見
解
を
異
に
す
る
が
、
結
論
的
に
い
っ
て
職
の
分
化
一
農
民

的
職
の
成
立
・
発
展
が
本
名
体
制
を
解
体
に
追
い
や
っ
た
と
い
う
こ

と
で
は
一
致
す
る
。

　
農
民
廟
宇
の
成
立
・
発
展
は
農
民
の
間
に
も
職
所
有
が
始
ま
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
も
と
よ
り
農
民
的
職
の
所
有
が
専
与
農
民
層
に

み
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
農
民
的
職
の
所
有
と
い
う
こ
と

か
ら
い
え
ば
そ
の
集
積
者
は
農
民
層
よ
り
領
主
層
に
一
段
と
顕
著
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
農
民
的
職
が
成
立
す
る
こ
と
は
農
民

層
の
耕
地
に
た
い
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
が
権
利
化
し
た
こ
と
を
し

め
す
も
の
で
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
農
民
層
に
お
い
て
も
自
ら
も
つ

権
利
を
売
買
・
譲
与
の
対
象
と
し
、
ま
た
同
時
に
他
の
も
の
を
獲
得

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
れ
ば
農
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⑱

民
的
職
の
成
立
・
発
展
が
農
民
の
成
長
を
物
語
る
と
い
う
こ
と
は
改

め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
問
題
は
な
ぜ
当
時
農

民
の
成
長
が
農
民
的
職
の
成
立
・
発
展
の
形
を
と
っ
て
く
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
農
民
的
成
長
が
結
局
は
所
職
の
世
界

に
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

　
中
世
社
会
に
お
け
る
農
民
の
成
長
は
、
農
民
五
経
の
発
展
と
い
う

面
だ
け
で
は
な
く
、
新
名
主
の
成
立
、
脇
在
家
の
成
立
、
下
人
・
所

従
の
土
地
保
有
等
々
多
様
な
か
た
ち
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
農

民
聖
職
の
展
開
と
い
う
の
も
そ
の
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ
る
。
し
か
し

て
農
民
的
職
の
展
開
と
い
う
こ
と
は
、
農
民
の
所
有
権
が
土
地
所
有

権
の
形
態
を
と
ら
ず
、
得
分
権
の
分
化
、
獲
得
と
い
う
形
を
と
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
軽
々
に
断
定
を
下
す
こ
と
は
慎
し
む
べ
き

で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
農
民
が
保
有
耕
地
に
た
い
し
て
そ
れ
を
所

有
権
化
し
え
ぬ
ま
ま
耕
地
に
た
い
す
る
得
分
権
の
分
化
、
獲
得
と
い

う
動
き
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
ま
た
、
職
の
重
層
的
体
系
に
よ
っ
て
領
主
的
所
有
を
行
う
支

配
層
が
、
農
民
の
成
長
を
職
の
分
有
1
そ
れ
を
領
主
層
に
お
け
る
職

の
所
有
の
よ
う
に
政
治
的
地
位
の
確
保
と
い
う
面
を
捨
象
し
た
得
分

権
の
所
有
と
い
う
形
に
押
し
と
ど
め
よ
う
と
し
た
そ
の
あ
ら
わ
れ
と

み
る
こ
と
も
で
き
る
。
農
民
の
成
長
が
職
の
分
化
一
農
民
畳
職
の
展

開
と
い
う
形
を
と
る
限
り
、
い
か
に
そ
れ
が
多
様
に
分
化
し
て
い
こ

う
と
も
、
支
配
隷
属
を
基
本
と
す
る
既
存
の
秩
序
体
系
の
な
か
に
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
本
質
を
有
す
る
が
故

に
、
領
主
層
は
既
存
の
地
位
を
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
な
が
ら
も
、
他
面
、

多
様
に
分
化
し
た
職
の
己
れ
へ
の
集
中
を
図
っ
て
長
く
そ
の
地
位
を

長
く
確
保
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
農
民
的
職
の
展
開
が
既
存
支

配
秩
序
の
止
揚
に
結
果
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
こ
に
あ
ら
わ

れ
た
農
民
の
成
長
を
評
価
し
な
い
と
す
れ
ば
大
き
な
誤
り
を
犯
す
こ

と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
農
民
的
職
の
展
開
に
よ
っ
て
、
い
か
に

領
主
的
所
有
が
動
揺
を
ま
ぬ
が
れ
難
か
っ
た
か
は
、
領
主
階
層
の
農

民
的
職
獲
得
の
狂
奔
に
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
領
主
階
層
に
お
け
る
農
民
的
職
の
獲
得
と
い
う
こ
と
は
、
中

世
的
領
主
的
所
有
膣
職
の
体
系
下
の
収
取
形
態
た
る
名
主
名
田
体
制

の
実
質
的
放
棄
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
加
地
子

得
分
権
の
集
積
に
た
つ
よ
う
な
領
主
層
が
、
農
民
層
の
「
下
剋
上
」

に
よ
っ
て
激
し
く
動
揺
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま

で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
の
存
続
を
続
け
た
い
な
ら
ば
、
領

主
相
互
間
の
結
集
強
化
は
半
ば
必
然
的
課
題
で
あ
り
、
事
実
、
領
主
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層
は
そ
の
力
の
結
集
に
よ
っ
て
農
民
層
の
新
ら
た
な
摺
伏
を
企
図
し

て
く
る
。

①
式
目
第
三
八
条
。

②
「
王
朝
時
代
の
荘
園
に
関
す
る
研
究
」
（
『
法
制
史
論
集
』
第
二
巻
、
『
荘
園
の

　
研
究
』
所
収
）
。

③
「
知
行
の
原
始
段
階
－
律
令
的
知
行
の
成
立
及
び
本
質
」
（
野
村
兼
太
郎
博

　
士
還
暦
記
念
論
文
集
『
封
建
制
と
資
本
制
』
所
収
）
。

④
職
研
究
に
た
い
す
る
現
況
と
、
そ
の
問
題
点
を
知
る
に
は
網
野
善
彦
氏
の
「
『
職
』

　
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
」
が
き
わ
め
て
参
考
に
な
る
（
『
史
学
雑
誌
』
七
六
の
二
）
。

　
し
か
し
本
文
中
で
し
ば
し
ば
言
及
す
る
よ
う
に
、
網
野
氏
自
身
の
職
の
と
ら
え
方

　
に
た
い
し
て
は
異
論
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。

⑤
網
野
善
彦
「
『
職
』
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
」
二
の
注
（
1
1
）
。
『
史
学
雑
誌
』
七

　
六
の
二
、
七
穴
～
七
頁
。

⑥
「
『
職
』
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
中
世
荘
園
の
様
相
』
＝
三
二
頁
。

⑦
「
『
職
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
』
」
、
『
中
世
荘
園
の
様
稠
駈
二
七
四
頁
。

⑧
『
中
世
荘
園
の
繰
網
』
二
七
三
頁
。

⑨
「
『
職
』
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
」
。
氏
は
そ
こ
で
、
中
世
後
期
に
は
、
罵
下
剋

　
上
』
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
隷
属
面
も
ま
た
自
発
性
に
よ

　
っ
て
お
お
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
」
が
み
ら
れ
た
と
し
（
『
史
学
雑
誌
』
七
六
の
二
、

　
八
三
頁
）
、
さ
ら
に
「
日
本
中
世
の
『
自
由
臨
の
問
題
は
こ
こ
か
ら
も
考
え
て
ゆ

　
け
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
前
同
八
六
頁
）
。
．

⑩
「
日
本
封
建
法
の
特
質
1
そ
の
…
端
と
し
て
、
中
世
初
期
の
土
地
所
有
の
性

　
格
に
つ
い
て
」
（
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
祉
会
』
1
仁
井
田
陞
博
士
追
悼
論
文

　
謹
厳
一
巻
）
。
「
中
世
農
民
的
土
地
所
有
の
性
格
」
　
（
『
一
橋
論
叢
』
五
九
の
三
）
。

　
し
か
し
て
領
主
的
所
有
の
形
態
と
し
て
の
職
に
つ
い
て
は
永
原
氏
は
別
に
「
荘
園

　
鋼
の
歴
史
的
位
置
」
　
（
『
日
本
封
建
舗
成
立
過
程
の
研
究
』
所
収
）
お
よ
び
、
「
荘

　
園
鰯
に
お
け
る
職
の
性
格
」
（
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
古
代
、
中
世
編
』
所
収
）

　
で
論
究
さ
れ
、
そ
れ
を
封
建
的
土
地
所
有
権
の
実
現
と
は
み
な
し
難
い
こ
と
を
述

　
べ
て
い
る
。
確
か
に
職
の
体
系
下
に
お
け
る
所
有
の
内
容
の
封
建
的
成
熟
度
か
ら

　
い
え
ば
永
原
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
、
職
の
体
系
を
封
建
制
の
展
開
と
し
て
位
置
付

　
け
る
こ
と
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
封
建
鰯
の
展
開
は

　
封
建
的
関
係
の
成
熟
度
か
ら
聞
題
に
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
職
の
体
系
が
い
か
な

　
る
所
有
制
の
超
克
の
な
か
か
ら
出
て
き
た
か
、
い
か
な
る
所
有
制
の
原
理
の
上
に

　
成
立
っ
て
い
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
積
極
的
に
見
直
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑪
村
田
氏
は
同
書
（
”
北
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
の
な
か
で
一
三
世
紀
末
の
在
地
の

　
変
動
の
一
端
を
「
領
主
の
封
建
的
土
地
所
有
」
に
た
い
す
る
「
小
農
民
の
封
建
的

　
土
地
保
有
権
」
の
成
立
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
と
ら
え
、
農
民
の
「
土
地
保
有

　
権
」
が
「
職
」
の
か
た
ち
を
と
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
（
走
書
三
〇
頁
）
。

⑫
笠
松
宏
至
・
羽
下
徳
彦
両
氏
は
、
そ
の
「
中
世
法
」
に
お
い
て
（
『
岩
波
講
座

　
日
本
歴
史
6
中
世
2
』
所
収
）
、
職
の
成
立
と
と
も
に
日
本
法
史
に
お
け
る
中
世

　
が
始
ま
る
と
し
て
、
中
世
に
お
け
る
職
の
秩
序
を
重
視
さ
れ
る
と
と
も
に
、
「
『
職
』

　
が
領
有
権
と
農
奴
的
小
土
地
保
有
と
に
分
裂
し
た
時
点
に
お
い
て
中
世
の
終
末
が

　
訪
れ
る
」
と
（
岡
書
三
一
八
頁
）
、
領
有
権
と
農
民
の
土
地
保
有
の
対
立
が
職
の

　
秩
序
の
あ
と
に
訪
れ
る
よ
う
に
と
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
い
わ
ゆ
る
職
の
世
界
の

　
な
か
に
、
領
右
一
権
に
た
い
す
る
農
民
の
保
有
権
の
対
立
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

　
う
か
。
少
く
と
も
職
の
秩
序
そ
の
も
の
に
矛
贋
対
立
の
契
機
が
存
在
し
た
こ
と
を

　
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
式
目
第
四
二
条
に
関
し
て
、
　
「
そ
こ
に
は
農
奴

　
鰯
的
支
配
は
十
全
な
意
味
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と

　
い
わ
れ
て
い
る
（
同
魯
三
一
七
頁
）
、
確
か
に
純
然
た
る
法
解
釈
か
ら
い
え
ば
そ

　
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
面
、
居
住
地
か
ら
の
追
放
が
刑
罰
で
あ
っ
た
よ
う

　
に
、
中
世
農
民
の
土
地
に
た
い
す
る
緊
縛
度
は
想
像
以
上
に
根
強
い
。
中
世
農
民

　
の
「
農
奴
制
的
性
格
」
は
そ
の
現
実
の
存
在
形
態
の
上
か
ら
も
み
な
さ
れ
ね
ば
な

　
ら
な
い
と
思
う
。
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⑬
『
太
閤
検
地
論
第
－
部
』
一
六
九
～
｝
七
三
頁
。
お
よ
び
一
八
九
～
一
九
五
頁
。

　
勝
尾
寺
文
書
の
分
析
は
、
宮
州
氏
の
ほ
か
阿
部
猛
氏
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る

　
（
「
中
世
に
お
け
る
寺
院
経
済
維
持
の
形
態
」
一
『
中
世
日
本
荘
園
史
』
所
収
）
。

　
そ
の
要
旨
は
、
在
地
の
職
の
分
化
に
即
応
し
て
旧
権
力
側
の
対
応
が
な
さ
れ
る
。

　
勝
毘
寺
の
場
合
に
は
加
地
子
得
分
権
の
集
積
の
上
に
た
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

　
た
と
い
わ
れ
る
に
あ
る
。

⑭
氏
は
百
姓
名
は
「
少
な
く
と
も
成
立
期
に
は
貢
租
の
負
担
単
位
で
あ
る
と
共
に
、

　
ミ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
で
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ゐ
　
　
へ

　
完
全
な
一
つ
の
経
営
単
位
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
（
前
掲
書
八
五
頁
、
傍
点

　
奥
野
）
い
わ
れ
て
い
る
。

⑮
前
掲
漁
三
七
二
頁
。

⑯
杉
山
博
氏
は
、
名
の
解
体
と
と
も
に
名
主
職
所
有
者
の
直
納
と
い
う
方
向
に
す

　
す
ん
だ
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
　
「
荘
園
の
収
取
の
基
本
体
制
と
し
て
の
旧
名
体
制

　
が
、
お
そ
く
と
も
十
五
世
紀
中
葉
ご
ろ
ま
で
は
、
ま
だ
現
実
に
闇
々
を
秩
序
づ
け

　
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
『
荘
園
解
体
過
程
の
研
究
』
二
四
三
頁
）
。

⑰
大
徳
寺
の
場
合
も
そ
の
例
で
あ
ろ
う
（
佑
々
木
銀
弥
「
荘
園
制
解
体
期
に
お
け

　
る
寺
院
経
済
の
伸
縣
換
形
態
」
1
『
経
済
巌
ず
季
報
…
』
一
四
）
。

⑱
永
原
慶
二
氏
が
網
野
善
彦
氏
の
見
解
を
批
判
し
、
「
農
民
的
職
の
発
展
と
領
主

　
的
職
の
解
体
が
相
関
性
を
も
つ
点
を
こ
そ
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
農
民
的
職
は

　
網
野
氏
の
い
わ
れ
る
通
り
領
主
的
職
の
如
く
、
寄
進
－
補
任
に
よ
っ
て
成
立
す
る

　
も
の
で
は
な
く
、
農
民
的
土
地
保
有
そ
の
も
の
の
前
進
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
と

　
し
て
出
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
．
そ
の
面
か
ら
も
両
者
は
響
胴
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

　
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
（
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
社
会
』
四
七
三
頁
）
の
は

　
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

四

中
世
に
お
け
る
身
分

　
－
結
び
に
代
え
て
一

　
鎌
倉
幕
府
法
に
お
い
て
、
侍
と
郎
従
、
侍
と
凡
下
と
い
う
身
分
差

が
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
法
規
の
な
か
か
ら
容
易
に
指
摘
し
う
る
こ

　
　
　
　
①

と
で
あ
る
。
農
民
規
定
の
う
ち
で
も
、
名
主
と
百
姓
、
野
尻
・
雑
人
、

下
人
・
所
従
と
い
う
身
分
差
が
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
た
容
易
に
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
当
時
の
法
規
に
よ
っ
て
若
干
補
足
を
加
え
れ

ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
名
主
と
百
姓
と
が
異
な
る
身
分
概
念

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
吾
妻
鏡
』
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
一
〇
月
一

四
臼
条
に
、
　
「
一
、
密
事
他
人
妻
事
」
と
し
て
、
　
「
名
主
、
百
姓
等

中
、
密
懐
他
人
妻
事
、
訴
人
出
来
者
、
自
決
両
方
、
可
尋
明
証
拠
、

名
主
過
料
三
十
貫
文
、
百
姓
過
料
五
貫
文
、
女
罪
科
事
以
同
前
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

定
め
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
。
個

品
・
雑
人
に
つ
い
て
は
、
式
目
四
一
条
に
「
右
任
大
将
家
之
例
無
其

沙
汰
過
十
箇
年
老
言
論
理
非
不
及
改
沙
汰
次
奴
産
所
生
男
万
事
法
意

渋
難
有
子
細
任
同
御
時
之
例
男
者
付
父
女
者
毛
付
母
也
」
と
定
め
て

　
③

い
る
。
こ
の
条
項
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
奴
碑
・
雑
人
に
た

い
す
る
所
有
権
取
得
時
効
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
所
従
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
式
目
四
六
条
に
「
私
物
雑
具
井
所
従
馬
牛
等
」
と
み
え
る
よ
う
に

馬
牛
と
同
じ
く
資
財
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
下
人
に

つ
い
て
は
、
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
四
月
二
〇
日
の
追
加
法
に
、
堺
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を
越
え
て
逃
亡
し
た
下
人
は
、
地
頭
の
所
従
、
百
姓
の
下
人
た
る
を

問
わ
ず
と
も
に
一
〇
箇
年
の
内
は
相
互
に
糺
返
せ
し
む
べ
し
と
定
め

　
　
⑤

て
い
る
。
こ
の
条
項
か
ら
い
え
ば
、
下
人
も
所
従
も
同
類
異
称
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
こ
う
し
て
名
主
と
百
姓
、
奴
碑
・
雑
人
、
下

人
・
所
従
が
そ
れ
ぞ
れ
他
と
異
な
る
身
分
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　
こ
う
し
て
鎌
倉
期
に
身
分
編
成
が
あ
っ
た
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い

る
が
、
こ
の
鎌
倉
期
の
身
分
－
中
世
的
身
分
に
た
い
し
て
は
次
の
よ

う
な
と
ら
え
方
が
一
方
に
あ
る
。
網
野
善
彦
氏
は
い
う
。
〃
「
下
人
・

所
従
」
と
い
う
言
葉
が
、
関
係
を
示
す
言
葉
と
し
て
の
み
使
わ
れ
、

一
個
の
身
分
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
日
本
の
中
世
社

会
で
は
、
奴
隷
は
つ
い
に
身
分
と
し
て
は
固
定
し
な
か
っ
た
”
と
。

ま
た
次
の
よ
う
に
も
指
摘
さ
れ
る
。
〃
貞
永
式
目
が
「
百
姓
」
の
「
去

留
」
を
「
民
意
に
任
」
せ
て
い
た
の
は
有
名
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
「
小
百
姓
」
に
適
用
で
き
ぬ
と
す
る
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
面
こ
そ
彼
等
が
「
奴
碑
」
で
は
な
く
、
　
「
百
姓
」
と
い
わ

れ
た
側
面
を
示
し
て
い
る
の
で
、
　
　
方
で
「
下
人
」
と
い
い
「
所

従
」
と
い
わ
れ
て
も
、
彼
等
に
は
な
お
あ
る
程
度
ま
で
、
そ
の
独
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
意
志
を
動
か
し
う
る
余
地
が
あ
っ
た
”
と
。
こ
う
し
て
網
野
氏
は
、

〃
中
世
社
会
の
深
い
奥
底
に
、
な
お
こ
の
よ
う
な
自
発
性
と
「
自
由
」
　
吻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

が
残
さ
れ
て
い
た
点
、
わ
れ
わ
れ
は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
”

⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6

と
、
注
意
を
喚
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
地
頭
・
預
所
・
「
本
百
姓
」

が
「
同
齢
」
を
所
有
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
　
「
下
人
・
所
従
」
と

い
わ
れ
た
「
小
百
姓
」
、
さ
ら
に
は
「
本
百
姓
」
で
す
ら
隷
属
関
係

の
面
か
ら
売
買
・
譲
与
の
対
象
に
な
り
え
た
と
き
、
さ
ら
に
ま
た
「
奴

碑
」
に
身
を
お
と
し
た
人
で
も
「
百
姓
」
に
な
り
う
る
可
能
性
を
常

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
も
つ
て
い
た
と
し
て
右
の
よ
う
な
評
価
を
下
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
百
姓
の
去
留
を
民
意
に
任
す
べ
し
と

い
う
条
項
の
存
在
は
、
　
「
百
姓
」
に
た
い
す
る
も
の
で
、
奴
碑
・
雑

人
、
下
人
・
所
従
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
「
百
姓
」

と
い
う
地
位
が
単
な
る
関
係
を
し
め
す
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
身

分
と
し
て
の
本
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

問
題
は
そ
の
浮
動
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
所
従
で
あ
っ
た

も
の
が
百
姓
と
な
り
名
主
と
な
る
。
逆
に
、
か
つ
て
名
主
た
り
百
姓

で
あ
っ
た
も
の
が
所
従
と
な
り
、
奴
碑
・
雑
人
化
す
る
。
そ
う
い

う
こ
と
が
容
易
に
行
な
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
身
分
的
屈
従
を
逃
れ
る

道
は
た
や
す
く
、
ま
た
そ
れ
の
束
縛
を
う
け
て
も
自
業
自
得
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
は
身
分
は
関
係
を
し
め
す
に
す
ぎ
な
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い
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
し
か
し
、
中
世
に
お
け
る
身

分
の
浮
動
性
と
い
う
こ
と
は
、
法
的
に
も
ぞ
う
し
た
規
定
が
あ
る
こ

と
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
当
時
の
法
、
鎌
倉
幕
府
法
・
寺
院
法
そ
の
他
、
中
世
の
法
の
ど

こ
を
み
て
も
身
分
を
変
え
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
と
す
る
も
の
は
ひ

と
つ
も
な
い
。
否
、
逆
に
身
分
的
秩
序
は
す
み
ず
み
に
ま
で
行
き
わ

た
り
、
強
化
さ
れ
、
ひ
と
つ
身
分
が
違
え
ば
、
法
的
制
約
は
ま
っ
た

く
違
う
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
身
分

が
関
係
を
し
め
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
の
は
、
農
民
的
職
の
成

立
・
発
展
に
よ
っ
て
、
中
世
社
会
は
、
職
の
体
系
に
よ
っ
て
お
お
わ

れ
た
よ
う
な
形
を
と
り
、
そ
の
職
が
売
買
・
譲
与
・
寄
進
等
に
よ
っ

て
権
利
譲
与
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
特
質
を
も

つ
職
の
秩
序
に
よ
っ
て
社
会
の
全
階
層
が
包
み
込
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、

社
会
上
の
あ
ら
ゆ
る
地
位
は
、
い
か
な
る
も
の
で
も
入
手
可
能
と
な

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
は
た
し
て
そ
う
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
ま
ず
、
中
世
社
会
に
お
け
る
職
の
体
系
と
い
う
も
の
は
、
領
主
的

所
有
の
歴
史
形
態
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
。

そ
れ
に
た
い
し
て
農
民
志
津
の
展
開
は
、
中
世
農
民
の
人
民
的
成
長

の
歴
史
的
形
態
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
重
層
的

職
の
体
系
－
領
主
的
所
有
の
形
態
を
農
民
的
職
ま
で
く
り
こ
む
こ
と

の
で
き
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
展
段
階
差
、
さ
ら
に
は
農
民
的

職
の
展
開
に
と
も
な
う
重
層
的
職
の
体
系
の
動
揺
を
み
て
も
う
か
が

わ
れ
る
。
確
か
に
、
荘
園
領
主
や
地
頭
・
庄
官
が
農
民
的
職
を
入
手

す
る
と
い
う
こ
と
は
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
が
農
民
的
職

を
獲
得
す
る
こ
と
は
農
民
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
、
領
主
的

職
が
他
の
も
の
に
委
譲
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
領

主
層
相
互
間
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
農
民
が
領
主
罪
質
を
獲
得
し
、
領

主
的
身
分
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
職
の
移
動

の
可
能
性
は
あ
た
か
も
身
分
の
移
動
を
し
め
す
よ
う
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
得
分
権
の
移
動
を
し
め
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
地
頭
・
庄
官
が
没
落
し
て
農
民
化
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
身
分
の

浮
動
性
は
論
じ
え
な
い
よ
う
に
、
当
時
、
職
の
移
動
が
激
し
か
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち

に
身
分
に
お
け
る
浮
動
性
に
結
び
つ
き
え
な
い
こ
と
は
縷
説
を
要
し

な
い
。
あ
る
身
分
に
あ
る
も
の
の
身
分
的
上
昇
な
い
し
没
落
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
分
そ
の
も
の
が
解
消
し
た
も
の
で
も
な
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け
れ
ば
、
身
分
が
関
係
を
し
め
す
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
し
め
す
こ
と

で
も
な
い
。
鋸
葉
の
遊
戯
で
な
い
以
上
、
奴
碑
は
奴
碑
で
あ
り
、
所

従
・
下
人
は
所
従
下
人
で
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
身
分
上
の
地
位
に

あ
る
も
の
の
変
動
が
い
ち
じ
る
し
い
こ
と
と
、
身
分
が
関
係
を
し
め

す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
一
見
、
中
世
に

お
け
る
身
分
が
関
係
を
し
め
す
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
の
は
、

ひ
と
つ
に
は
、
職
に
お
け
る
売
買
・
譲
与
の
可
能
性
・
自
由
性
に
あ

る
し
、
他
の
ひ
と
つ
は
ひ
と
つ
の
身
分
に
位
置
す
る
も
の
の
上
昇
・

転
化
が
い
ち
じ
る
し
い
と
こ
ろ
に
根
ざ
し
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
身
分
は
関
係
を
し
め
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

　
中
世
に
は
近
世
に
お
け
る
士
・
農
・
エ
ポ
商
の
よ
う
な
形
の
整
然

た
る
身
分
秩
序
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
中
世
に
お
い
て
も
身
分
は
厳

然
と
し
て
存
在
し
た
。
こ
の
中
世
に
お
け
る
身
分
は
単
に
存
在
す
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
支
配
・
収
取
の
必
須
の
前
提
で
あ
っ
た
と
思
う
。

中
世
の
人
々
に
と
っ
て
い
か
な
る
身
分
に
位
置
す
る
か
は
支
配
・
被

支
配
の
差
異
を
し
め
す
決
定
的
な
条
件
で
あ
っ
た
。
中
世
に
お
け
る

法
規
範
に
お
い
て
随
所
に
身
分
的
秩
序
が
指
摘
し
う
る
の
は
そ
う
し

て
始
め
て
理
解
し
う
る
。
一
見
、
中
世
に
お
い
て
身
分
が
浮
動
性
を

も
っ
て
い
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
の
は
、
職
の
特
質
、
そ
の
売

買
・
譲
与
の
可
能
な
得
分
権
と
し
て
の
性
格
に
根
ざ
し
、
か
つ
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
職
が
農
民
階
層
の
権
利
関
係
の
上
に
も
あ

ら
わ
れ
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
職
の
展

開
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
世
に
お
い
て
身
分
的
秩
序
は
ま
す
ま
す
強

調
さ
れ
、
強
化
の
動
き
を
し
め
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

職
の
多
様
化
の
な
か
で
、
領
主
階
層
が
そ
の
支
配
的
地
位
を
保
つ
た

め
に
は
、
農
民
願
が
身
分
と
し
て
固
定
し
、
か
っ
か
れ
ら
が
あ
く
ま

で
も
忠
実
な
貢
納
義
務
者
で
あ
る
こ
と
が
不
可
欠
の
前
提
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
世
の
身
分
は
そ
の
所
有
制
の
支
柱
と

し
て
絶
え
ず
再
生
産
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
①
式
目
＝
二
条
↓
五
条
・
三
四
条
等
。
そ
の
ほ
か
御
恩
・
無
御
恩
・
百
姓
・
凡

　
　
下
と
そ
れ
ぞ
れ
身
分
的
秩
序
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
金
沢
瀬
戸
橋
内
海
殺
生
禁
断
事

　
　
書
（
『
金
沢
文
庫
古
文
書
第
一
輯
』
二
四
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
②＠＠＠＠＠＠

『
新
訂
増
補
國
史
大
系
3
3
蕩
妻
鏡
後
篇
臨
五
竃
七
頁
。

『
中
世
法
制
史
料
集
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
駈
二
四
頁
。

晶
罰
掲
書
二
一
ハ
｝
貝
。

前
掲
書
一
四
三
頁
。

『
中
世
荘
園
の
様
相
』
七
五
～
六
頁
。

晶
闘
胡
拘
勲
鴇
七
六
百
ハ
。

前
掲
書
七
入
～
九
頁
。

（
上
野
丸
払
学
校
教
諭
）
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About　Article　420f　Goseibai－Shifeimofezt御成敗式目

　　　an　essay　on　ownership　and　law　in　the　Middle　Ages

by

Nakahiko　Okuno

　　The　object　of　this　essay　is　to　try　thinking　of　the　problem　on　owner－

ship　and　law　the　Middle　Ages　through　our　understanding　the　article

420f　Shileimoku式目．　The　provisory　clause　in’article　42　tells　peasants

to　leave　their　attitude　to　themselves．　But　this　clause，　thoug　provisory，

is　often　used　as　a　matter　of　considering　the　characteristics　of　the　Middle

AgeS．　From　the　view－point　that　there　is　a　kind　of　leap　in　the　former

interpretation　of　this　provision，　at　first　we　consider　the　historical　fonna－

tioエ10f　the　so－called　peasants．　Peasants　in　Shikimoんu　are　those　who　were

put　down　into　the　social　position　of　non－componeots　in　the　manorial

villages，　though　the　peasantry　一who　was　regained　as　a　basis　of　ex－

ploitation　　in　the　dyエユastic　state　was　divided　into　the　village　com－

ponents，ノlfyoshu名主，　and　the　non－components．　Then，　Article　42　is　only

the　one　of　deciding　the　status　of　peasantry．　What　is　more，　there　is　an

internal　motive　of　coユitradiction　in　S痂海Il哉，　a　historical　form　of　ownership

in　the　Middle　Ages．　lt　takes　shape　of　“ownership　of　feudal　lords”

（system　of　Shifeの　　versus　‘‘landholding　of　peasantry”　（formation　and

dfierentiation　of　Shilei　of　peasantry）．　Though　the　order　of　Shifei　appears

to　be　completed　through　the　formation　of　peasant　Shilei，　it　goes　without

saying　that　this　will　be　an　index　of　the　development　of　the　mecliaeval

peasants　as　a　people．　The　characteristic　feature　that　Shilei　will　be　an

object　to　be　beught　and　transfel’ed　causes　the　recognition　that　the　status

in　the　Middle　Ages　shows　only　its　relation，　but　it　dees　not　show　its

unstability　but　only　its　transfer　of　Toleubunken得分権．　Complication　of

the　collecting　system　in　the　various　differentiation　of　Shilei　assured　its

continuance　and　stability．
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