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要
約
】
　
従
来
閑
却
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
封
建
制
の
契
約
理
念
を
強
調
し
、
私
的
理
念
を
基
礎
と
し
た
封
建
制
の
進
展
に
関
し
て
、
強
大
な
国
王
権
の
展

開
が
、
い
わ
ば
所
与
の
前
提
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
特
殊
イ
ギ
リ
ス
的
特
色
と
し
て
重
視
し
、
封
建
制
の
発
展
と
王
政
の
発
展
と
が
時
期
的
に
並
行
一
致

し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
ノ
ル
マ
ソ
征
服
前
後
の
封
建
制
の
発
展
を
、
私
的
主
従
契
約
の
物
権
化
i
封
の
授
受
1
の
展
開
に
求
め
、

そ
れ
が
、
ノ
ル
マ
ソ
、
ア
ソ
ジ
ュ
ー
王
政
の
発
展
と
い
う
屋
根
を
か
り
て
発
展
し
、
身
分
共
同
体
と
し
て
安
定
的
な
発
展
を
と
げ
て
ゆ
く
こ
と
を
展
望
し

た
が
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
封
建
的
諸
関
係
の
空
洞
化
で
も
あ
り
、
封
建
制
の
完
結
で
も
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
の
後
の
封
建
制
の
顛
末
に
つ
い
て
、
一

四
・
五
世
紀
の
庶
子
封
建
制
、
貴
族
身
分
の
摺
剋
の
中
に
、
身
分
共
同
体
意
識
の
後
退
を
見
通
す
一
方
、
こ
の
時
期
の
庶
民
院
の
発
展
を
重
視
し
て
、
封

建
制
固
有
の
地
方
主
義
が
国
憲
史
的
発
展
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
薮
林
五
四
巻
五
号
　
【
九
七
［
年
九
月

〉

イギリス封建制展開への試論（富沢）

問
題
の
所
在

　
敗
戦
後
、
戦
前
の
熱
狂
的
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
糊
か
ら
全
く
掌
を
返

し
た
よ
う
に
民
主
主
義
が
鼓
吹
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
然
に
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
主
主
義
に
そ
の
範
が
求
め
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心

は
、
そ
の
つ
い
先
頃
ま
で
蕃
史
と
の
の
し
っ
て
い
た
西
洋
史
、
と
く

に
西
ヨ
ー
、
μ
ッ
パ
に
お
け
る
民
主
主
義
発
展
の
歴
史
に
向
け
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
維
新
以
来
の
近
代
化
を
錯
覚
と
し
て
反
省
し
、

日
本
社
会
の
近
代
化
へ
の
第
二
の
出
発
が
始
ま
っ
た
。
当
時
の
一
般

の
風
潮
と
し
て
、
民
主
主
義
を
錦
の
御
難
と
し
て
か
か
げ
、
戦
前
の

全
体
主
義
、
封
建
遺
制
を
、
戦
時
中
の
ア
ジ
ア
侵
略
、
殺
職
と
暴
虐

行
為
な
ど
と
と
も
に
一
億
総
倣
悔
の
対
象
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ

と
は
、
な
お
記
憶
に
新
し
い
。

西
洋
史
学
の
分
野
に
お
い
て
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
宗
教
改
革
、
市

53　（675）
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民
革
命
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
近
代
化
の
究
開
が
流
行
し
、
中

世
封
建
社
会
は
、
近
代
社
会
、
近
代
人
の
克
服
す
べ
き
悪
の
根
源
と

し
て
、
い
わ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
の
み
を
付
せ
ら
れ
て
い
た
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
民
主
主
義
と
近
代
化
の
展
開
に
真
正
面
か
ら
と
り

組
ん
で
ゆ
く
時
、
民
主
主
義
、
近
代
化
を
生
み
出
し
た
、
克
服
さ
れ

る
べ
き
古
い
母
胎
と
し
て
の
封
建
枇
会
、
封
建
制
の
究
明
が
要
請
さ

れ
て
き
た
こ
と
は
、
至
極
当
然
な
趨
勢
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
、

決
し
て
誤
り
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
近
代
民
主
主

義
に
と
り
組
む
余
り
に
、
中
世
封
建
制
研
究
に
は
相
対
的
な
価
値
し

か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
中
世
封
建
制
研

究
独
自
の
価
値
、
固
有
の
意
義
を
顧
み
る
余
裕
と
寛
容
さ
と
に
欠
け

て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
全
く
馬
車
馬
の
よ
う
に
近
代
民

主
主
義
の
目
標
に
向
っ
て
猛
進
し
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
、
封
建
制

の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
義
を
見
よ
う
と
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
、
ま
た
反
動
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
極
度
に
恐

れ
る
軽
薄
な
空
気
に
も
強
く
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
否
定
出
来
な

い
。
そ
れ
は
、
た
と
え
自
然
な
衝
動
か
ら
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
き

わ
め
て
非
歴
史
的
な
感
覚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
何
も
戦

後
の
日
本
だ
け
に
限
っ
た
現
象
で
は
な
い
。
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

い
て
も
、
な
お
封
建
制
の
記
憶
の
生
々
し
い
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
後
の

時
代
か
ら
一
九
第
千
に
か
け
て
も
、
h
窪
美
事
日
と
い
う
言
葉
は
、

日
常
語
と
し
て
は
、
怪
奇
な
σ
q
o
夢
8
、
ま
た
軽
蔑
的
な
意
味
で
、
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

わ
め
て
感
情
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

　
し
か
し
日
常
語
と
し
て
、
あ
る
い
は
一
般
的
な
時
代
感
覚
か
ら
語

る
場
合
は
と
も
か
く
、
知
的
に
、
あ
る
い
は
学
問
上
の
専
門
語
と
し

て
用
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
、
感
覚
的
な

用
い
方
が
許
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
一
九
世
紀
後
半
以
後
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
ま
た
わ
が
国
に
お
い
て
は
も
は
や
戦
後
で

は
な
い
と
い
わ
れ
出
し
た
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
に
わ
か
に
、
封
建

制
概
念
規
定
を
め
ぐ
る
論
争
が
交
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
世

紀
後
半
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
。
ハ
に
お
け
る
封
建
制
概
念
規
定
の
動
向
と
、

わ
が
国
に
お
け
る
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
以
降
に
お
け
る
封
建
鋼
概
念
規

定
の
動
向
と
を
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
六
七
史
的
な
こ

と
で
あ
り
、
と
く
に
時
間
的
経
過
の
長
さ
に
お
い
て
格
段
の
差
が
あ

る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
波
長
の
差
に
も
拘

ら
ず
、
封
建
制
に
関
す
る
感
覚
的
愛
憎
を
越
え
た
時
点
で
、
客
観
的
、

合
理
的
に
、
な
い
し
は
学
問
的
に
、
封
建
制
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る

よ
う
に
な
っ
た
点
で
は
、
幾
分
の
類
似
を
認
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
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イギリス封建制農開への試論（富沢）

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
今
日
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
特
に
人
文
社
会
科
学
の
分
野
に
お
い

て
、
学
術
的
専
用
語
の
概
念
規
定
が
論
老
に
よ
っ
て
マ
チ
マ
チ
で
あ

る
こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
が
、
封
建
綱
概
念
も
正
に
そ
の
最
た
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
学
界
特
有
の
現
象
で
は
な
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
『
パ
に
お
い
て
も
同
様
の
事
惜
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
た

だ
憂
慮
す
べ
き
現
象
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
概
念

r
規
定
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
学
問
が
進
め
ら
れ
て
き
た
、
ま
た
今
後
も
進

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、
性
急
に
安
直
に
基

準
的
、
標
準
的
規
定
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ

と
は
恐
ら
く
不
可
能
で
あ
り
、
た
と
え
出
来
た
と
し
て
も
そ
れ
は
所

詮
、
独
断
的
規
定
で
し
か
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
学
者
、
政
治

学
者
、
経
済
学
者
、
歴
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
強

調
し
た
封
建
鰯
が
語
ら
れ
、
歴
史
家
の
中
で
も
、
法
制
史
、
経
済
史
、

軍
事
史
、
社
会
史
の
問
で
、
い
ろ
い
ろ
な
局
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
筆
者
が
た
ま
た
ま
参
考
に
し
た
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
、
中
世

史
教
授
類
・
鋭
9
0
コ
器
は
、
封
建
制
概
念
に
関
係
し
た
あ
ら
ゆ
る

事
実
を
固
定
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
現
状
で
は
、
漠
然
と
、
柔
軟

に
考
え
て
ゆ
く
他
は
な
い
と
述
べ
、
主
従
関
係
を
中
心
に
、
軍
事
奉

仕
に
よ
る
封
土
保
有
、
マ
ナ
ー
領
有
制
、
マ
ナ
ー
に
お
け
る
領
主
・

農
民
関
係
、
さ
ら
に
国
王
と
直
属
貴
族
と
の
閥
に
み
ら
れ
た
公
権
の

譲
渡
、
そ
う
し
た
職
欄
の
世
襲
化
な
ど
の
支
配
し
て
い
た
社
会
は
、

封
窟
的
と
よ
ぱ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
勉
と
し
て
い
る
の
が
管
さ

れ
る
。
し
か
し
彼
は
、
半
ば
絶
望
し
て
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
学
老
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
封
建

制
研
究
を
す
す
め
て
き
た
成
果
を
禺
来
る
限
り
網
羅
す
べ
き
で
あ
る

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
最
近
注
厨
さ
れ
る
成
果
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ジ
大
学
芝
・
d
昌
ヨ
ρ
雪
教
授
の
封
建
制
規
定
で
あ
る
。
わ
が
国
に

お
い
て
も
鈴
木
利
章
磯
の
訳
が
出
て
大
変
読
み
易
く
な
っ
た
が
、
ア

ル
マ
ン
教
授
の
規
定
に
手
掛
り
を
求
め
て
、
教
授
が
強
調
す
る
封
建

捌
の
も
う
一
つ
の
面
を
潮
要
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
、
従

来
の
、
近
代
民
主
主
義
社
会
が
克
服
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
封
建
制

の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
面
の
み
を
強
調
し
て
き
た
考
え
方
に
対
し
、
封
建

制
の
中
に
、
近
代
民
主
主
義
社
会
に
も
連
な
る
契
約
理
念
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
封
建
制
の
い
わ
ば
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
う
一

つ
の
面
を
強
調
し
た
点
に
特
色
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
主
従
関
係

に
お
い
て
、
領
主
は
臣
下
よ
り
忠
誠
な
奉
仕
を
得
る
け
れ
ど
も
、
領
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主
は
臣
下
に
対
し
て
保
護
と
封
土
恩
貸
と
を
提
供
す
べ
ぎ
義
務
が
あ

り
、
封
建
制
の
主
従
関
係
は
、
一
方
的
な
支
配
関
係
と
し
て
規
定
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
主
従
関
係
に
み
ら
れ
る
領
主
と
臣
下
と
の

間
の
双
務
契
約
に
蒸
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ

④る
。
そ
の
論
旨
の
端
々
に
は
若
干
の
疑
義
も
含
ま
れ
る
け
れ
ど
も
、

そ
う
し
た
封
建
制
の
双
務
契
約
理
念
こ
そ
が
、
＝
二
世
紀
の
大
憲
章

を
生
み
、
議
会
制
を
発
展
さ
せ
、
　
～
七
世
紀
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の

政
治
契
約
思
想
を
生
み
、
近
代
民
主
主
義
政
治
の
原
理
を
培
う
も
の

と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
明
快
な
論
旨
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
見
解
は
決
し
て
ア
ル
マ
ン
教
授
が
初
め
て
指
摘

し
た
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
男
β
馨
2
傷
Φ
O
o
巳
器
σ
q
Φ
ρ
℃
ρ
鐸
一

図
。
夢
な
ど
に
よ
っ
て
、
ロ
マ
ニ
ス
ト
、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
区
別
…
な

く
、
か
な
り
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
わ
が
国
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
も
、
鈴
木
農
高
教
授
の
大
著
に
よ
っ
て
雄
弁
に
語
ら
れ
て
い
る
。

封
建
制
度
は
こ
れ
を
一
言
に
し
て
お
お
う
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ

る
が
、
し
か
し
一
応
、
主
従
関
係
が
、
土
地
の
授
受
、
恩
貸
関
係
を

媒
介
と
し
て
か
た
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
は
何
よ
り

も
軍
事
的
な
翻
度
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
崩
芽
的
核
心
は
、

一
人
の
自
由
民
が
「
自
己
自
身
の
身
分
的
自
由
と
人
格
的
自
由
と
を

殿
損
」
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
他
の
自
由
民
の
隷
属
保
護
下
に
入
る
主

従
の
双
務
契
約
に
あ
り
、
し
か
も
そ
の
双
務
契
約
関
係
は
、
あ
く
ま

で
「
私
的
な
」
関
係
で
あ
り
、
ま
た
「
個
人
的
な
」
関
係
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
「
国
家
外
的
秩
序
で
あ
る
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、

　
「
封
建
欄
度
が
し
ば
し
ば
無
政
府
の
秩
序
と
よ
ば
れ
る
所
以
も
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
存
す
る
」
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
う
し
た
私
的
な
契
約
関
係
は
封

建
側
度
の
崩
芽
的
な
要
素
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
断
わ
る
ま
で
も
な
い
・

が
、
し
か
し
封
建
制
を
形
成
す
る
核
心
的
な
～
つ
の
要
素
と
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
封
建
制
度
は
一
．
片
の
政
令
で
、
一
箇
の
政
治
的
事
件
に
よ
っ
て
突

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

発
的
に
成
立
し
た
も
の
で
な
く
、
漸
次
的
に
一
　
い
わ
ば
社
会
「
習

⑧噛
俗
」
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
関
係
は
私
的
な

個
人
的
な
双
務
契
約
関
係
で
あ
る
こ
と
を
「
つ
の
特
色
と
す
る
限
り
、

そ
れ
は
当
然
に
国
家
外
的
な
も
の
を
志
向
し
、
現
象
と
し
て
は
無
政

府
的
状
態
を
招
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ

う
し
た
私
的
、
価
人
的
な
契
約
関
係
が
、
た
と
え
国
家
外
的
、
無
政

府
的
と
よ
ば
れ
よ
う
と
も
、
～
つ
の
秩
序
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
鈴
木
教
授
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
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そ
の
点
に
つ
い
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
堀
米
庸
三
教
授
、
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

良
晃
志
郎
教
授
の
所
論
で
あ
る
。
堀
米
教
授
は
封
建
制
の
基
礎
を
荘

園
綱
に
求
め
ず
、
知
行
制
に
求
め
る
と
い
う
基
本
的
立
場
を
明
ら
か

に
し
、
知
行
制
が
、
封
建
外
的
な
、
あ
る
い
は
超
封
建
的
な
国
王
権
に
．

よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
三
世
紀
に
お
い

て
、
い
わ
ば
非
封
建
的
な
要
素
を
媒
介
と
し
て
、
か
え
っ
て
知
行
制
、

封
建
制
が
本
質
的
展
開
を
と
げ
、
封
建
制
の
最
盛
期
を
迎
え
る
と
さ

　
⑩

れ
る
。
一
方
世
良
教
授
は
、
封
建
綱
の
基
礎
を
古
典
荘
園
制
に
求
め

ら
れ
、
古
典
荘
園
制
に
も
と
つ
く
自
生
的
な
領
主
の
家
権
力
、
家
の

平
稲
権
が
独
自
の
イ
ム
ニ
テ
ー
ト
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、

国
家
的
秩
序
と
は
無
関
係
な
ア
ナ
ー
キ
ー
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
ム
ニ
テ
ー
ト
は
レ
ー

ン
制
的
発
展
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
レ
ー
ン
制

は
、
一
元
的
な
国
王
権
力
に
よ
る
統
　
を
め
ざ
す
支
配
睦
服
従
関
係

で
あ
る
と
同
時
に
、
主
従
間
の
双
務
契
約
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
、
国
王
権
が
、
レ
ー
ン
制
的
発
展
自
体
の
要
求
と
し

て
生
み
出
さ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
両
教
授
は
、
封
建
制
固
有

の
ル
ー
ル
、
鈴
木
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
無
政
府
の
秩
序
」
と
も
い
う

べ
き
も
の
を
追
求
さ
れ
て
い
る
限
り
、
岡
じ
方
向
を
め
ざ
し
て
お
ら

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
秩
序
を
与
え
る
契
機
と
し
て
の
国

王
権
を
、
と
も
に
超
封
建
的
、
超
レ
ー
ン
的
と
規
定
さ
れ
つ
つ
も
、

堀
米
教
授
は
封
建
外
な
も
の
と
し
て
上
か
ら
、
世
良
教
授
は
ム
ン
ト
、

レ
…
ン
制
的
発
展
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
制
約
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

下
か
ら
説
明
さ
れ
よ
う
と
す
る
点
で
大
き
な
差
が
あ
り
、
し
た
が
っ

て
封
建
制
発
展
の
展
望
に
お
い
て
対
照
的
な
結
論
を
得
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
も
、
こ
れ
ら
の
先
学
に
よ
り
、
主
と

し
て
ド
イ
ツ
封
建
制
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
た
問
題
を
、
特
殊
な
イ
ギ

リ
ス
封
建
制
に
ど
う
適
用
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
所
に
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

①
郎
〉
．
9
。
彰
ρ
§
“
専
喧
軸
ミ
吻
“
尽
ぎ
き
ぎ
乱
。
コ
』
ミ
9
℃
■
◎

②
　
き
ミ
・
署
唱
唱
．
Q
。
1
り
．

③
ア
ル
マ
ン
著
、
鈴
木
利
章
訳
『
中
俄
に
お
け
る
個
人
と
社
会
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

　
房
、
昭
四
五
。

④
同
書
、
「
＝
｝
頁
以
下
。

⑤
鈴
木
成
商
著
『
封
建
社
会
の
研
究
』
弘
文
堂
、
昭
壬
二
。
以
下
の
叙
述
に
お
い

　
て
、
教
授
の
用
語
を
「
」
に
入
れ
て
借
用
し
た
。

⑤
　
同
癌
、
七
一
頁
。

⑦
　
同
書
、
＝
一
一
七
頁
。

⑧
同
書
、
二
四
一
頁
。

窃
｝
堀
米
庸
…
三
　
者
「
中
世
国
家
の
構
造
」
（
『
社
会
構
成
中
（
大
’
兼
』
第
四
集
所
」
収
）
日

　
本
評
論
社
、
昭
一
西
。
世
良
晃
志
郎
著
「
封
建
制
社
会
の
法
的
構
造
」
（
『
法
律
学
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体
系
』
法
学
理
論
篇
二
三
）
日
本
詐
論
新
社
、
昭
二
九
。

⑩
　
堀
米
庸
三
「
封
建
制
の
最
盛
期
と
は
何
か
」
（
『
法
制
史
研
究
』
、
第
二
号
所
収
）
。

ニ
　
イ
ギ
リ
ス
国
王
権
の
発
展

　
以
上
に
関
連
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
社
会
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
・

の
は
、
一
一
四
八
一
五
三
年
の
間
に
結
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
チ
ェ
ス

タ
ー
伯
図
ρ
丁
令
と
、
レ
ス
タ
…
伯
図
○
ぴ
①
詳
と
の
間
の
協
定
で
あ

る
。
こ
の
協
定
で
は
頼
り
に
な
ら
な
い
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
王
に
は
一
切

ふ
れ
ず
、
両
人
が
互
い
に
信
頼
す
る
こ
と
、
ま
た
両
人
の
一
方
が

｝
δ
σ
q
①
ざ
a
と
と
も
に
他
方
を
攻
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
破
目
に
陥

っ
た
場
合
も
、
二
〇
ナ
イ
ト
以
上
を
派
遣
し
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の

時
奪
っ
た
財
産
が
あ
れ
ば
後
で
も
ど
す
こ
と
、
ま
た
両
人
は
二
週
間

前
に
予
告
す
る
こ
と
な
し
に
相
手
を
危
険
に
陥
ら
せ
な
い
こ
と
、
ま

た
両
人
は
互
い
に
相
手
の
従
士
を
誘
惑
し
て
自
分
の
従
士
と
し
な
い

こ
と
な
ど
と
い
う
取
り
決
め
を
交
し
、
リ
ソ
．
カ
ン
司
教
を
保
証
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

立
て
て
協
定
を
交
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
協
定
は
、
一
δ
σ
q
①

ざ
a
と
は
い
っ
て
い
る
が
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ず
、

全
く
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
王
権
を
排
除
し
、
保
証
人
に
も
、
普
通
な
ら
ば

国
王
を
立
て
る
べ
き
と
こ
ろ
を
リ
ソ
カ
ソ
司
教
を
立
て
る
こ
と
に
よ

っ
て
協
定
に
権
威
、
神
聖
性
を
与
え
た
協
定
で
あ
り
、
文
字
通
り
国

家
外
的
な
協
定
で
あ
る
が
、
こ
の
協
定
に
つ
い
て
、
9
0
毒
①
は
、

封
建
社
会
の
秩
序
が
乱
れ
た
時
に
は
こ
の
よ
う
な
協
定
が
伯
の
間
で

と
り
交
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
、
こ
れ
が
ア
ナ
…
キ
ー
を
避
け

る
方
法
で
あ
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
封
建
社
会
は
と
も

す
れ
ば
無
秩
序
、
無
政
府
的
混
乱
に
陥
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
は
い

た
が
、
し
か
し
個
々
人
の
間
の
私
的
な
信
頼
関
係
の
上
に
立
っ
て
私

的
な
双
務
契
約
を
と
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
主
従
閥
の

間
で
忠
誠
と
奉
仕
と
の
私
的
な
双
務
契
約
を
と
り
交
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
う
し
た
危
険
を
避
け
る
こ
と
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
世
良
教
授
が
主
張
さ
れ
る
ご
と
く
、
封
建
制
は
そ
の
発
展

過
程
に
お
い
て
何
ら
か
の
秩
序
を
私
的
な
双
務
協
定
と
い
う
形
で
志

向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
以
上
の
事
例
か
ら
も
推
測
出
来
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
社
会
に
あ
っ
て
は
、
実
は
以
上

の
協
定
が
結
ば
れ
た
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
王
の
一
九
年
間
が
異
例
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
ル
ー
ル
は
、
普
通
は
堀
米
教
授
が
強
調
さ
れ
る

よ
う
に
国
王
権
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
点
で
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
、
強
大
な
国
王
権
が
い
わ
ば
初
め
か

ら
所
与
の
前
提
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
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に
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
暫
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
（
4
9

け
る
国
王
権
の
発
展
事
情
を
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
き
わ
め
て
早
く
か
ら
国
王
権
が
強
大
に
成

長
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
例
を
、
ア
ン
ダ
ロ
ー
サ
ク
ソ
ン
諸
法
典

の
国
王
の
ム
ン
ト
権
の
評
価
に
つ
い
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
ま
ず
ケ
ン
ト
、
　
エ
ゼ
ル
ベ
ル
フ
ト
王
法
典
（
五
六
八
i
六
一
六
）
、

五
章
、
八
章
に
お
い
て
、
国
王
の
ム
ソ
ト
権
を
犯
し
た
場
合
の
罰
金

は
五
〇
金
シ
リ
ン
グ
（
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
の
一
五
〇
銀
シ
リ
ン
グ
に
当
る
）
と

　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

規
定
さ
れ
、
一
三
章
に
お
い
て
、
貴
族
の
そ
れ
は
一
二
金
シ
リ
ン
グ

　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
比
は
大
体
四
対
一
の
比
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
、
イ
ネ
王
法
典
（
六
八
八
i
七
二
六
）
で
は
国
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
ム
ン
ト
侵
犯
は
財
産
没
収
、
お
よ
び
死
刑
（
六
章
）
か
、
一
二
〇
銀

　
　
　
　
　
　
　
⑮

シ
リ
ン
グ
（
四
五
章
）
、
貴
族
の
そ
れ
は
六
〇
銀
シ
リ
ン
グ
（
六
章
、
二

騒
か
ら
特
別
な
場
合
で
八
○
銀
シ
リ
ン
グ
（
四
五
勘
と
さ
れ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

り
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
法
血
ハ
（
八
七
一
－
九
九
）
三
章
で
は
、
国
王
の

ム
ソ
ト
の
場
合
、
恐
ら
く
賠
償
と
罰
金
の
合
計
で
五
ポ
ン
ド
（
二
四

〇
銀
シ
リ
ン
グ
）
、
貴
族
の
そ
れ
は
ニ
ポ
ン
ド
（
九
六
銀
シ
ジ
ソ
グ
）
と

な
っ
て
い
る
。
細
か
い
差
を
無
視
す
れ
ば
、
頃
．
鼠
・
O
げ
盆
三
〇
犀
が

　
　
　
⑲

い
う
通
り
、
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
は
一
二
〇
シ
リ
ン
グ
が
国
王

の
ム
ン
ト
に
関
す
る
罰
金
、
六
〇
シ
リ
ン
グ
が
貴
族
の
ム
ソ
ト
に
関

す
る
罰
金
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
国
王
と
貴
族
と

の
比
は
大
体
一
　
対
「
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ケ
ン
ト
の
四
対

一
に
比
べ
て
み
る
時
、
非
常
な
地
域
差
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
が
あ
る

が
、
そ
の
点
で
注
意
す
べ
き
規
定
は
、
エ
ゼ
ル
ベ
ル
フ
ト
王
法
典
「

六
章
で
あ
る
。

　
　
「
も
し
人
が
自
由
民
を
殺
害
し
た
場
合
、
彼
は
国
王
の
領
主
保

　
護
権
を
破
っ
た
廉
で
、
国
王
に
対
し
て
五
〇
金
シ
リ
ン
グ
を
払
う

　
　
⑳

　
べ
し
」

　
今
、
国
王
の
領
主
保
護
権
と
訳
出
し
た
α
二
げ
ゆ
げ
げ
＄
σ
q
①
に
つ
い

て
は
、
国
王
と
し
て
の
保
護
権
か
、
領
主
と
し
て
の
保
護
権
か
と
い

う
論
議
が
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
イ
ネ
王
法
典
、
六
章
、

三
項
が
参
考
に
な
る
。

　
　
「
も
し
公
共
税
納
入
民
、
あ
る
い
は
イ
ェ
ブ
ー
ル
の
家
に
お
い

　
て
争
い
が
起
こ
っ
た
場
合
、
争
い
を
起
こ
し
た
も
の
は
罰
金
と
し

　
て
一
二
〇
シ
リ
ン
グ
を
払
い
、
そ
の
イ
ェ
ブ
ー
ル
に
六
シ
リ
ン
グ

　
　
　
　
　
⑳

　
を
払
う
べ
し
。
」

　
公
共
税
納
入
民
は
恐
ら
く
ケ
ア
ー
ル
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
ケ
ア
ー

ル
や
イ
ェ
ブ
ー
ル
に
賭
償
金
と
し
て
払
う
六
シ
リ
ン
グ
は
別
と
し
て
、
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罰
金
と
し
て
払
う
一
二
〇
シ
リ
ン
グ
は
、
前
述
の
ご
と
く
国
王
へ
払

う
罰
金
額
に
当
る
も
の
で
、
到
底
、
ケ
ア
ー
ル
や
イ
ェ
ブ
ー
ル
に
払
わ

れ
た
も
の
と
は
解
釈
出
来
な
い
。
や
は
り
、
国
王
の
ム
ン
ト
権
を
侵

犯
し
た
罪
の
罰
金
と
し
て
国
王
へ
払
わ
れ
た
も
の
と
解
釈
す
る
方
が

自
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
イ
ネ
王
法
典
、
六
章
、

三
項
と
、
エ
ゼ
ル
ベ
ル
フ
ト
王
法
典
、
六
章
と
を
併
せ
読
む
時
、
国

王
が
自
由
民
一
般
を
保
護
す
る
立
場
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
自
由
民

一
般
に
関
す
る
殺
害
、
傷
害
事
件
に
つ
い
て
は
、
国
選
の
保
護
権
、

平
和
権
を
も
犯
し
た
も
の
と
見
倣
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
国
王
の

ム
ン
ト
権
侵
害
罪
に
あ
た
る
五
〇
金
シ
リ
ン
グ
、
＝
一
〇
銀
シ
リ
ン

グ
が
徴
発
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

国
王
と
貴
族
と
の
対
比
は
、
さ
ぎ
に
述
べ
た
よ
う
な
四
対
一
と
か
二

対
一
と
か
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
国
王
は
そ
の
外
に
、

数
多
い
自
由
民
一
般
に
関
す
る
、
そ
し
て
恐
ら
く
頻
発
し
た
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
殺
傷
事
件
の
一
々
に
つ
い
て
、
国
王
め
保
護
権
、
平

和
権
を
侵
犯
し
た
ど
い
う
名
目
で
多
額
の
罰
金
を
徴
収
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
国
王
は
、
起
源
に
お
い
て
貴
族
と
同
勢

の
者
で
あ
っ
た
が
、
ア
ン
ダ
ロ
ー
サ
ク
ソ
ン
国
家
形
成
が
進
む
に
つ

れ
て
、
国
家
全
体
の
治
安
を
維
持
す
る
最
高
責
任
者
と
し
て
、
国
家

的
な
公
的
な
意
味
を
も
つ
罰
金
を
外
政
し
て
貴
族
た
ち
よ
り
訟
き
ん

繊
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ア
ソ
グ
μ
－
サ
ク
ソ
ン
国
象
形
適
期
に
お
い
て
、
国
王
権
は
、
以

上
の
よ
う
に
、
た
だ
法
的
、
観
念
的
に
、
あ
る
い
は
意
識
の
上
だ
け

で
傑
出
し
て
き
た
だ
け
で
は
な
く
、
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
の
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
統
一
、
と
く
に
一
〇
世
紀
に
入
っ
て
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
王
時
代
の
組

織
的
な
防
衛
体
制
の
確
立
、
　
エ
ド
モ
ン
ド
、
　
エ
ド
ガ
ー
王
時
代
の

　
　
　
　
　
㊧

州
・
郡
制
組
織
の
発
展
と
と
も
に
、
警
護
的
政
治
的
に
、
国
王
と
し

て
の
実
力
を
そ
な
え
る
こ
と
に
成
功
し
、
名
実
と
も
に
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
王
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を
占
め
て
く
る
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。

　
ま
た
一
一
世
紀
に
デ
ー
ソ
人
で
あ
る
ク
ヌ
ー
ト
王
が
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
王
位
を
得
て
ア
ン
グ
ロ
腿
サ
ク
ソ
ン
人
を
支
配
す
る
に
い
た
っ
た

蕃
実
も
、
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
権
の
高
揚
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
大
な

る
意
義
を
持
つ
事
実
で
あ
る
。
ク
ヌ
ー
ト
王
は
キ
リ
ス
ト
教
会
を
尊

重
す
る
と
い
う
政
治
的
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
を
み
せ
る
が
、
実
は
そ
の
陰

で
、
デ
…
ン
人
の
、
直
臣
を
重
用
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
四
分
し
、
強

烈
な
異
民
族
王
朝
支
配
の
体
制
を
國
め
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
時
代

に
お
け
る
十
人
組
組
織
慧
窪
営
σ
q
ω
k
ω
富
露
の
充
実
は
、
州
・
郡
制
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を
通
じ
て
、
地
方
末
端
へ
王
政
を
貫
徹
さ
せ
て
ゆ
こ
う
と
し
た
も
の

　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
り
、
ま
た
、
彼
の
時
代
に
お
け
る
国
王
大
権
の
規
定
は
、
彼
の

強
烈
な
異
民
族
支
配
権
の
高
揚
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
ク
ヌ
ー
ト
王
の
、
征
服
者
と
し
て
の
地

位
を
利
し
た
強
烈
な
支
配
体
制
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
権
を
一
段
と

高
め
る
も
の
と
な
り
、
国
王
権
の
貴
族
権
よ
り
の
卓
越
は
、
こ
の
時

期
に
一
層
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
は
、

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
に
育
ち
、
ノ
ル
マ
ン
人
を
重
用
し
て
サ
ク
ソ
ン
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

族
の
反
擾
を
招
い
た
エ
ド
ワ
ー
ド
繊
三
王
、
さ
ら
に
儀
藩
王
よ
り
後

継
老
に
指
名
さ
れ
た
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
ら
の

異
民
族
支
配
の
体
制
、
い
わ
ゆ
る
ノ
ル
マ
ソ
体
制
に
連
な
っ
て
ゆ
く

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
異
民
族
支
配
の
歴
史
は
イ
ギ
リ
ス
中
世

史
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
中
世
封
建
社
会
の
進
展

を
考
察
し
て
ゆ
く
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
特
殊
イ
ギ
リ
ス
的
事
情
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
強
大
な
国
王
権
の
形
成
が
、
い
わ
ば
所
与
の

前
提
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
ぬ
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
が
出
来
な
い

と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

⑪
9
。
量
ρ
。
特
ミ
こ
電
．
嵩
。
。
－
。
。
9

⑫
男
．
炉
≧
け
雪
げ
。
8
轟
戸
§
馬
卜
自
§
＆
§
淘
ミ
ミ
職
學
N
曳
軌
怨
ミ
仙
蝿
勲

　
電
』
－
㎝
．

⑬
き
ミ
．
－
毛
．
中
刈
■

⑭
奪
ミ
ζ
毛
．
ω
。
。
由

⑮
　
桐
窯
3
℃
ワ
頓
O
ー
ド

⑳
　
き
ミ
ニ
唱
や
ω
Q
。
1
㊤
■

⑰
き
ミ
こ
鵠
■
㎝
O
み

⑱
　
き
ミ
‘
℃
や
①
挙
伊

⑲
屠
．
寓
．
罵
■
O
げ
ゆ
幽
芝
一
〇
ぎ
Q
ミ
熱
馬
防
§
』
遣
曳
。
－
い
轟
き
嵩
討
恥
、
§
ミ
§
勲
℃
や
齢
刈

　
一
㊤
．

⑳
》
窪
窪
げ
。
『
8
σ
q
戸
§
ミ
ご
℃
℃
■
令
伊

⑳
き
ミ
‘
唱
■
。
。
。
。
出

⑫
拙
署
『
封
建
制
と
王
政
ー
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
特
質
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

　
昭
四
三
、
五
三
一
七
頁
。

爵
・
同
書
、
　
｝
七
七
一
八
頁
。

⑳
　
同
書
、
三
七
五
頁
以
下
。

㊧
　
エ
ド
ワ
ー
ド
餓
悔
王
は
、
サ
ク
ソ
ン
阻
セ
ル
デ
ィ
ヅ
ク
王
朝
の
、
正
統
を
つ
ぐ

　
最
後
の
国
王
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
サ
ク
ソ
ン
的
血
統
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

　
サ
ク
ソ
ン
貴
族
た
ち
の
反
擾
を
招
い
た
程
に
、
ノ
ル
マ
ソ
的
な
政
策
を
追
求
し
、

　
自
分
の
後
継
巻
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
指
名
し
た
と
い
う
点
で
も

　
彼
の
蒔
代
を
、
ク
ヌ
ー
ト
王
以
来
の
異
民
族
支
配
体
制
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る

　
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
　
イ
ギ
り
ス
封
建
制
の
農
開
と
王
政
と
の
関
連

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
サ
ク
ソ
ン
末
か
ら
ノ
ル

マ
ン
時
代
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
強
大
な
イ
ギ
リ
ス
国
王
権
は

61 （683）
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サ
ク
ソ
ン
封
建
社
会
の
進
展
と
ど
う
阻
連
す
る
も
の
で
あ
ウ
た
ろ
う

か
。
わ
れ
わ
れ
は
再
び
封
建
制
と
国
王
権
と
の
問
題
に
立
ち
返
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
封
建
制
は
本
来
私
的
な
、
個
人
と
個
人

と
の
結
合
関
係
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
国
家
外
的

な
結
合
関
係
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
国
家
的
な
秩
序
を
志
向
す
る

国
王
権
と
は
決
定
的
に
対
立
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
国
家
囁

的
秩
序
と
は
無
縁
な
関
係
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
封
建
的
な
主
従
関
係
に
は
そ
れ
自
身
と
し
て
の
ル
ー
ル
が

あ
っ
た
。
主
従
両
者
の
間
の
信
義
、
忠
誠
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
つ
ま

り
一
つ
一
つ
の
封
建
的
主
従
関
係
は
そ
う
し
た
ル
ー
ル
、
契
約
の
上

に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
封
建
的
主
従
関
係
は
、
他

の
封
建
的
主
従
関
係
と
は
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
。
封
建
的
主

従
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
私
的
な
結
合
関
係
で
あ
っ
た
故
に
、
そ
れ
ら
が

い
く
つ
か
並
存
す
る
時
、
必
ず
し
も
調
和
す
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し

ろ
屡
々
互
い
に
抵
触
し
た
。
個
々
の
信
義
、
忠
誠
関
係
が
固
け
れ
ば

固
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
屡
々
互
い
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
り
、
全
体

と
し
て
み
た
場
合
に
は
無
政
府
状
態
に
陥
り
易
い
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
当
然
に
予
想
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
互
い
に
私
的
な
結
合
関
係
で

あ
る
が
故
に
き
わ
め
て
不
安
定
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
封

建
的
な
主
従
関
係
が
こ
う
し
た
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
は
、

正
に
封
建
制
度
は
無
政
府
状
態
を
現
出
す
る
以
外
の
何
物
で
も
な
い

と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
サ
グ
ソ
ン
末
か
ら
ノ
ル
マ
ソ
時
代
に
か
け
て
の
イ

ギ
リ
ス
封
建
社
会
の
進
展
を
み
る
時
、
封
建
社
会
は
必
ず
し
も
無
秩

序
に
は
進
展
し
て
い
訟
い
。
貴
族
以
下
の
人
び
と
は
互
い
の
結
合
契

約
関
係
の
保
証
と
調
停
と
を
国
王
権
に
求
め
て
、
封
建
社
会
の
安
定

的
な
発
展
を
希
求
し
「
て
い
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
サ
ク
ソ
ン
時

代
八
・
九
世
紀
か
ち
盛
ん
に
発
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
げ
ρ
詳
①
び

σ
O
o
犀
と
よ
ば
れ
る
土
地
権
利
証
藩
は
、
そ
の
証
書
が
宛
て
ら
れ
て

い
る
貴
族
た
ち
の
。
（
封
建
的
所
領
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
の
、
そ
し
て
ま
た
本
来
私
的
な
契
約
関
係
の
集
積
と
も
い
う
べ
き
）

封
建
的
諸
関
係
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
、
貴
族
た
ち
に
よ
っ
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
り
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ク
ヌ
ー
ト
王
、
ヘ
ン
リ

ー
一
世
時
代
に
み
ら
れ
た
国
王
大
権
、
つ
ま
り
国
王
の
み
が
裁
判
し

う
る
、
国
王
裁
判
権
の
み
に
属
す
べ
き
重
大
事
件
の
指
定
と
か
、
征

服
王
、
ヘ
ン
リ
ー
一
世
時
代
に
顕
著
に
進
め
ら
れ
た
貴
族
の
係
争
事

件
の
国
王
法
廷
へ
の
上
告
例
、
お
よ
び
国
王
の
裁
判
官
た
ち
に
よ
る

62　（684）・
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全
国
巡
圓
裁
判
制
な
ど
が
物
語
る
よ
う
に
、
サ
ク
ソ
ン
末
か
ら
、
と

く
に
ノ
ル
マ
ン
時
代
に
入
っ
て
国
王
裁
判
権
の
発
展
は
著
し
い
も
の

が
あ
り
、
封
建
貴
族
た
ち
の
封
建
的
諸
関
係
を
調
整
し
保
護
し
て
ゆ

く
究
極
的
権
威
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に

例
証
し
た
チ
ェ
ス
タ
ー
伯
と
レ
ス
タ
ー
伯
の
相
互
協
定
の
ご
と
き
例

は
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
社
会
に
お
い
て
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
り
、
普
通

は
、
堀
米
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
封
建
外
的
な
、
超
封
建
的
な
」
強
大

な
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
権
に
訴
え
て
、
封
建
小
諸
関
係
、
封
建
社

会
の
秩
序
と
安
定
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
封
建
制
の
発
展
、
そ
れ
は
決
し
て
無
秩
序
な
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、

何
ら
か
の
意
味
で
秩
序
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

そ
の
秩
序
は
、
堀
米
教
授
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
封
建
外
的
な
、
超
封

建
的
な
も
の
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
い

え
よ
う
か
、
そ
れ
と
も
世
良
教
授
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
レ
ー
ン
制

発
展
過
程
の
中
に
、
い
わ
ば
自
生
的
に
獲
得
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
か
、
実
は
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
何
れ
を
も
証
す
る
事
実
を

イ
ギ
リ
ス
史
の
中
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
国
王
権
と

い
う
封
建
外
的
な
要
素
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
っ

た
が
、
ま
た
そ
う
し
た
秩
序
は
、
封
建
制
レ
ー
ン
制
発
展
過
程
の
中

に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
．

　
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
史
に
関
す
る
限
り
、
強
大
な
国
王
権
が
、
い
わ

ば
所
与
の
前
提
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
国
王
権
の
高
揚
、
王
政
の
発
展
が
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の

発
展
と
現
象
的
に
並
行
し
て
い
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ア
ル
フ

レ
ッ
ド
王
時
代
の
国
王
権
の
高
揚
と
封
建
所
領
の
一
般
的
形
成
、
一

〇
世
紀
に
お
け
る
王
政
機
構
の
発
展
と
封
建
領
主
支
配
権
の
進
展
、

＝
世
紀
デ
…
ソ
・
ノ
ル
マ
ソ
時
代
の
集
権
体
制
の
発
展
と
大
陸
封

建
制
の
導
入
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
展
開

を
顧
み
る
時
、
封
建
制
の
発
展
と
王
権
、
王
政
の
発
展
と
を
パ
ラ
レ

ル
に
説
明
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス

封
建
制
は
、
　
（
堀
米
教
授
が
ド
イ
ツ
封
建
制
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た

よ
う
に
）
＝
二
世
紀
を
待
つ
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
初
め
か
ら
、
そ
れ

と
は
異
質
な
、
無
縁
な
国
王
権
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
適
合
的
な

支
柱
を
見
出
し
て
発
展
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
国
王
権
は

封
建
制
と
全
く
無
縁
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し

そ
れ
は
互
い
に
求
め
合
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
封

建
制
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
志
向
が
（
世
良
教
授
が
ド
イ
ツ
封
建
制

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
）
発
展
過
程
の
中
に
生
ま
れ
て
く
る
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も
の
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
の
志
向
と
し
て
封
建
制
関
係
固
有
の
志

向
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
点
で
繰
返
し
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ア
ル
マ
ン
教
授
の
じ
わ
ゆ

る
封
・
建
制
双
務
契
約
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
封
建
制
は
、
い
い
か
え
れ

ば
主
従
関
係
と
恩
貸
関
係
を
含
め
た
封
建
的
諸
関
係
は
、
個
人
と
個

人
と
の
間
の
、
私
的
で
は
あ
る
が
双
務
契
約
に
基
づ
く
制
度
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
私
的
契
約
を
基
礎
と
す
る
封
建

制
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
強
大
な
国
王
権
の
存
在
す
る
所
に
お
い

て
は
国
王
権
の
保
証
を
得
て
、
逆
に
、
強
大
な
国
王
権
に
恵
ま
れ
な

か
っ
た
大
陸
に
お
い
て
は
相
互
の
問
の
契
約
に
よ
っ
て
発
展
し
て
ゆ

く
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
大
陸
に
お
け
る
そ
の
原
型
を
、
遠
く
メ
ロ
ヴ
ィ
ン

グ
・
フ
ラ
ン
ク
史
の
中
の
》
昌
巳
霊
　
和
議
に
み
る
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ク
ロ
タ
ー
ル
一
世
の
死
後
の
内
乱
の
後
五

八
七
年
に
全
寮
の
国
王
グ
ソ
ト
ク
ラ
ム
と
ヒ
ル
デ
ベ
ル
ト
ニ
世
と
の

間
に
結
ば
れ
た
も
の
で
、
鈴
木
教
授
に
よ
っ
て
要
約
す
れ
ば
、
　
「
レ

ウ
デ
ー
ス
に
し
て
内
乱
中
君
主
を
裏
切
っ
て
他
の
君
主
の
側
に
走
っ

た
者
は
い
ず
れ
も
現
住
地
か
ら
も
と
の
と
こ
ろ
へ
帰
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
ま
た
君
主
は
他
の
君
主
の
レ
ウ
デ
ー
ス
を
自
分
の
味

方
に
引
き
入
れ
る
よ
う
に
誘
惑
し
な
い
こ
と
、
、
ま
た
も
し
彼
ら
が
投

じ
来
っ
た
場
合
に
も
こ
れ
を
受
け
容
れ
な
い
こ
と
、
犯
罪
の
た
め
に

他
の
窟
主
の
も
と
に
逃
亡
し
た
も
の
は
そ
の
罪
の
性
質
に
し
た
が
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

逐
次
赦
免
し
て
も
と
に
返
す
こ
と
」
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
グ
ソ
ト
ク
ラ
ム
、
ヒ
ル
デ
ベ
ル
ト
ニ
世
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
身
辺
に
、
私
的
双
務
契
約
に
基
づ
く
結
合
関
係
を
、
多
く
の
人
び

と
と
の
間
に
個
別
的
に
と
り
結
ん
で
い
た
が
、
そ
う
し
た
私
的
契
約

結
合
関
係
の
集
積
を
、
不
安
な
く
維
持
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
同
じ
不

安
を
感
じ
て
い
た
小
王
、
貴
族
と
の
間
に
と
り
交
し
た
協
定
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
ア
ル
マ
ン
教
授
の
い
う
封
建
制
契
約
原
理
の
上
に
立

つ
協
定
で
あ
り
、
封
建
制
は
そ
の
発
展
過
程
に
お
い
て
は
勿
論
、
そ

の
成
立
、
発
生
に
お
い
て
す
で
に
双
務
契
約
、
相
互
契
約
の
原
理
を

前
提
と
し
て
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

　
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
そ
う
し
た
不
安
の
解
消
、
保
証
は
、

い
わ
ば
所
与
の
前
提
と
し
て
強
大
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
国
王
権
に

求
め
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

　
す
で
に
九
世
紀
後
半
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
法
典
、
三
七
章
に
、

　
　
「
も
し
誰
か
が
あ
る
地
域
を
宏
っ
て
、
他
の
地
域
で
奉
仕
を
す
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イギリス封建制展開への試論（富沢）

　
る
こ
と
を
欲
す
る
場
合
、
彼
は
、
そ
れ
ま
で
そ
の
裁
判
管
轄
下
に

　
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
貴
族
エ
ア
ル
ダ
ー
マ
ン
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

　
　
　
　
㊧

　
な
ら
な
い
。
」
　
．

ま
た
そ
の
一
項
に
、

　
　
「
貴
族
の
同
意
を
得
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
者
を
う
け
入
れ
た

　
者
（
領
主
貴
族
）
は
一
二
〇
シ
リ
ン
グ
の
罰
金
を
払
う
。
そ
の
場

　
合
、
彼
は
そ
れ
を
折
半
し
て
、
半
分
を
そ
の
者
が
居
住
し
て
い
た

　
地
域
の
王
に
、
も
う
半
分
を
そ
の
者
が
転
入
し
て
き
た
地
域
の
王

　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
に
払
う
こ
と
と
す
る
。
」

と
あ
る
。

　
こ
れ
は
領
主
問
で
領
民
を
無
断
で
移
動
さ
せ
な
い
た
め
の
保
証
を
、

地
域
国
王
権
に
訴
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
。
九
世
紀
後
半

の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
時
代
は
、
封
建
的
諸
関
係
の
成
立
を
具
象
化
す

る
封
建
的
所
領
が
、
国
王
の
σ
o
o
置
。
け
鍵
♂
曾
の
認
証
、
追
認
を

得
て
よ
う
や
く
著
し
い
展
開
を
み
せ
る
時
期
に
当
っ
て
い
た
。
こ
う

し
た
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
封
建
化
の
開
始
は
、
右
法
典

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
各
地
域
の
部
族
王
権
、
さ
ら
に
そ
う
し
た

部
族
王
権
を
統
轄
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
権
を

志
向
し
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
権
が
発
展
し
て
く
る
時
期
と
重
な
り
合

っ
て
い
た
と
い
う
特
殊
イ
ギ
リ
ス
的
な
事
情
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
封
建

欄
の
発
展
は
、
そ
の
出
発
点
か
ら
、
そ
の
保
証
と
調
整
と
を
こ
う
し

た
強
大
な
国
王
権
に
求
め
る
と
い
う
特
色
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
同
様
な
趣
旨
の
法
規
は
、
一
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
、
エ
ド
ワ
…
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

長
兄
王
第
二
法
典
、
七
出
早
、
エ
ゼ
ル
ス
タ
ソ
王
第
二
法
典
、
二
二
血
早
、

　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
診
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

一
項
、
そ
の
他
第
三
法
典
、
四
章
、
第
四
法
典
、
四
・
五
章
、
第
五

　
　
　
⑭

法
典
一
章
な
ど
に
み
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
何
れ
の
規
定
に
も
、
違
反

し
た
場
合
一
二
〇
シ
リ
ン
グ
と
い
う
国
王
へ
の
罰
金
支
払
い
が
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
封
建
的
結
合
関
係
の
保
証
が
国
王
保
護
権
の

中
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

そ
の
他
一
般
に
、
サ
ク
ソ
ン
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
封
建
制
、

封
建
領
主
支
配
権
の
発
展
が
同
時
期
に
お
け
る
国
王
権
、
王
政
機
構

の
発
展
と
並
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
さ
き
に
検
討
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
し
た

燭
。

し　
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
展
開
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
以
上
の
よ
う

な
特
殊
イ
ギ
リ
ス
的
事
情
を
十
分
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
さ
き
に
あ
げ
た
チ
ェ
ス
タ
…
伯
、
レ
ス
タ
ー

伯
の
協
定
は
、
国
王
権
が
弱
か
っ
た
時
期
の
、
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
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異
例
の
こ
と
で
あ
ウ
た
の
で
あ
る
。
α
δ
ロ
ロ
①
に
よ
れ
ば
、
貴
族
ら

は
弱
体
な
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ソ
王
権
に
失
望
し
、
非
常
な
不
便
を
感
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
イ
ギ
リ
ス
封
建
貴
族

た
ち
は
、
彼
ら
の
私
的
な
封
建
的
結
合
関
係
を
よ
り
確
実
な
も
の
に

す
る
た
め
の
保
証
を
求
め
る
た
め
に
強
大
な
国
王
権
を
ひ
た
す
ら
希

望
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
ρ
○
自
①
は
、
｛
一
五
三
年

の
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
協
定
に
お
い
て
、
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
王
と

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
ヘ
ン
リ
ー
（
後
ヘ
ン
リ
ー
二
世
）
と
が
妥
協
し
た

こ
と
、
ま
た
双
方
の
貴
族
た
ち
が
妥
協
を
望
ん
だ
こ
と
、
そ
の
た
め

に
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
協
定
が
遷
延
し
場
所
を
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ

ー
に
移
し
て
や
っ
と
和
解
が
成
立
し
た
と
い
う
事
実
を
強
調
し
て
い

⑰る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
貴
族
た
ち
は
何
れ
か
が
勝
つ
こ
と
、
そ

し
て
勝
つ
こ
と
に
よ
っ
て
強
大
に
す
ぎ
る
国
王
権
が
出
現
し
て
、
そ

の
結
果
、
貴
族
た
ち
が
強
力
に
脚
韻
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
る

こ
と
を
忌
避
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
忌
避
の
努
力
が
協
定
遷
延

の
何
よ
り
の
理
由
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
封
建
貴

族
に
と
っ
て
は
彼
ら
を
統
制
す
る
よ
う
な
強
大
な
国
王
権
を
望
ま
な

い
。
し
か
し
彼
ら
の
封
建
貴
族
権
の
成
長
を
保
証
す
る
程
度
の
国
王

権
の
存
在
を
、
つ
ま
り
あ
く
ま
で
封
建
貴
族
の
利
益
本
位
に
、
封
建

的
諸
関
係
の
利
益
本
位
に
希
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
勿
論
そ
う
し
た
封
建
貴
族
た
ち
の
希
望
は
、
あ
く
ま
で
封
建
貴
族

側
の
一
方
的
な
期
待
で
あ
り
、
国
王
権
は
必
ず
し
も
封
建
貴
族
領
主

た
ち
の
期
待
通
り
に
現
わ
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
国
王
は
、
そ

う
し
た
封
建
貴
族
側
の
希
望
に
応
え
て
、
実
は
そ
れ
を
利
用
し
て
地

方
末
端
の
治
安
を
統
轄
し
て
ゆ
き
、
国
王
権
の
統
轄
支
配
を
貫
徹
し

て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
国
王
権
は
、
封
建
的
主
従
関
係
を
利
用
し
て
、

封
建
的
主
従
関
係
と
は
本
来
無
縁
な
国
家
的
秩
序
の
確
立
を
志
向
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
封
建
貴
族
層
の
利
益
を
抑
欄
し
、
統
制
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
国
家
的
秩
序
の
確
立
を
限
り
な
く
迫
求
し
て
ゆ
く
も
の

で
あ
る
。
と
く
に
外
国
人
の
征
服
王
朝
で
あ
る
デ
…
ン
王
朝
、
ノ
ル

マ
ン
王
朝
時
代
に
お
け
る
、
ク
ヌ
ー
ト
王
の
国
王
大
権
理
念
の
設
定
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ニ
世
の
陪
臣
支
配
の
徹
底
、
ヘ
ン
リ
ー
一
世
の
巡
回
裁

判
に
よ
る
裁
判
権
の
集
中
な
ど
は
そ
の
事
例
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
サ
ク
ソ
ン
末
期
か
ら
ノ
ル
マ
ン
時
代
に
か
け
て
の
国
王
権
の
発
展

と
封
建
制
の
発
展
と
の
関
連
を
以
上
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
時
、

こ
の
両
者
は
、
一
方
は
国
家
的
秩
序
を
志
向
す
る
も
の
、
他
方
は
国

家
外
的
関
係
の
強
化
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
、
対
立
す
る
と
い
う
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よ
り
も
。
対
立
さ
え
も
し
な
い
全
く
互
い
に
無
縁
な
も
の
で
あ
ウ
た

と
も
い
え
る
が
、
そ
の
意
味
で
は
両
老
は
決
し
て
一
体
化
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
両
者
は
無
縁
な
も
の
と
し
て
並
存
す
る

だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
両
者
は
初
め
か
ら
互

い
に
他
を
求
め
合
い
、
互
い
に
利
用
し
合
う
と
い
う
密
接
な
関
係
を

保
つ
こ
と
を
前
提
と
し
て
発
展
し
て
お
り
、
現
象
的
に
は
略
々
時
期

的
に
一
致
し
て
発
展
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
イ
ギ
リ
ス
史
の
特

徴
と
し
て
指
摘
出
来
る
。
国
王
権
は
一
元
的
支
配
を
飼
指
す
も
の
と

し
て
、
双
務
契
約
義
務
関
係
に
基
づ
い
て
発
展
し
て
ゆ
く
封
建
制
理

念
と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
諸
先
学
が
既
に
指
摘
し
て

お
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
発
展
過
程
に

関
す
る
限
り
、
世
良
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
そ
れ
は
互
い
に
求

め
合
う
も
の
で
あ
り
、
互
い
に
内
包
す
る
要
求
と
し
て
生
れ
て
く
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
b
ま
た
堀
米
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

そ
れ
は
並
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
互
い
に
自
ら
を
発
展
さ

せ
て
ゆ
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
そ
れ
に
加
え
て
、

イ
ギ
リ
ス
封
建
制
発
展
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
両
老
の
内

包
す
る
要
求
と
並
行
発
展
と
が
、
一
三
世
紀
を
寝
た
ず
に
、
ま
た
発

展
過
程
の
成
熟
を
倹
た
ず
に
、
始
め
か
ら
、
い
わ
ば
所
与
の
前
提
と

し
て
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
v
イ
ギ
リ
入
の
特
色
と
し

て
重
ね
て
指
摘
し
た
い
と
思
う
。

　
㊧
　
拙
著
『
封
建
制
と
王
政
』
、
　
一
〇
三
頁
以
下
。
2
領
地
権
利
四
書
発
行
の
意
義

　
　
を
参
照
。

　
⑳
　
鈴
木
成
高
著
『
封
建
社
会
の
研
究
臨
、
二
八
五
頁
。

　
⑱
円
u
》
三
二
9
円
。
ロ
σ
q
貫
魯
“
軌
瓠
ご
署
．
。
。
？
H
■

　
⑳
き
ミ

　
⑳
　
き
ミ
‘
℃
や
誌
？
一
．

　
⑳
　
さ
ミ
‘
℃
や
お
Q
。
あ
「

　
⑫
　
き
ミ
‘
℃
や
一
三
凸
．

　
⑳
　
き
ミ
■
．
℃
℃
■
置
◎
。
あ
・

　
⑭
　
き
ミ
こ
℃
や
一
肩
ゐ
舳

　
⑯
　
拙
著
前
掲
書
、
第
三
章
背
節
を
参
照
。

　
⑳
　
甲
》
■
9
0
コ
昌
ρ
§
．
ミ
こ
唱
．
H
o
。
b
。
「

　
⑳
き
ミ
・四

　
身
分
共
同
体
と
し
て
の
展
開

　
以
上
に
お
い
て
一
応
サ
ク
ソ
ン
末
か
ら
デ
ー
ソ
、
ノ
ル
マ
ン
王
朝

時
代
に
か
け
て
の
国
王
権
の
発
展
と
封
建
制
の
展
開
と
を
考
察
し
て

き
た
が
、
つ
ぎ
に
＝
一
二
二
世
紀
ア
ソ
ジ
ュ
ー
時
代
、
と
く
に
ヘ
ン

リ
ー
二
世
時
代
、
大
憲
章
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
時
代
を
主
要
な
考
察

対
象
と
し
て
、
両
者
の
そ
の
後
の
関
連
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
立
て
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て
み
た
い
。

　
封
建
制
度
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
本
来
私
的
な
主
従
の
契
約

結
合
関
係
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
べ
ネ
フ
ィ
キ
ウ
ム
、

つ
ま
り
封
土
、
お
よ
び
種
々
な
支
配
権
の
授
受
制
に
よ
っ
て
物
的
に

具
象
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
封
建
制
度
は
、

史
劇
的
に
は
、
私
的
な
主
従
間
の
契
約
結
合
関
係
よ
り
も
、
封
建
的

土
地
所
有
関
係
、
封
建
的
支
配
関
係
と
い
う
物
権
化
さ
れ
た
形
で
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
史
料
の
も
つ
性
格
に
よ
る
だ
け
で
は

な
い
。
極
端
に
い
え
ば
、
封
建
制
度
の
発
展
は
、
か
か
る
契
約
結
合

関
係
の
多
様
な
物
権
化
、
物
象
化
で
あ
る
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
サ
ク
ソ
ン
末
か
ら
ノ
ル
マ
ン
時
代
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
封
建
制

の
発
展
も
、
武
器
や
封
土
の
単
純
な
る
物
的
貸
与
制
と
結
合
し
た
プ

リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
主
従
関
係
か
ら
、
物
的
贈
与
の
程
度
に
お
い
て
、
ま

た
そ
の
種
類
に
お
い
て
き
わ
め
て
多
種
多
様
に
進
化
し
た
主
従
関
係

へ
と
い
う
形
を
と
っ
て
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、

本
来
個
人
と
個
人
と
の
閥
の
単
純
な
契
約
結
合
関
係
で
あ
っ
た
主
従

関
係
が
、
二
人
以
上
の
領
主
か
ら
異
な
っ
た
物
権
を
う
け
て
、
異
な

っ
た
支
配
下
に
お
か
れ
る
と
い
う
複
雑
な
関
係
に
進
展
し
て
ゆ
く
。

封
建
制
は
益
々
多
様
に
複
雑
に
進
展
し
て
ゆ
き
、
末
端
の
物
権
支
配

　
に
お
い
て
種
々
な
撞
着
、
衝
突
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て

　
く
る
。
と
く
に
封
建
的
主
従
置
去
に
お
い
て
密
封
さ
れ
た
物
権
は
封

　
土
、
お
よ
び
そ
の
封
土
支
配
権
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
第
三
者
の
所

　
有
す
る
封
土
に
関
す
る
経
済
外
的
、
裁
判
的
支
配
権
を
も
含
む
こ

　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
と
が
屡
々
で
あ
る
。
繊
悔
王
時
代
あ
る
い
は
ヘ
ン
リ
ー
二
世
時
代
に

　
盛
ん
に
譲
渡
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
土
地
所
有
と
無
関
係
な
郡
裁
判
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
だ
け
の
譲
与
、
い
わ
ゆ
る
私
領
郡
℃
響
く
暮
①
げ
二
譜
費
Φ
ゆ
の
籏
生
が

　
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
封
建
制
は
決
し
て
全
く
無
軌
道
に

　
進
展
し
て
ゆ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
無
軌
道
な
進
展
は
か
え
っ
て

　
自
ら
を
不
安
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
封
建
制
は
本
来
双
務
契
約
、

　
相
互
契
約
の
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
成
立
の
当
初
か
ら
す
で

　
に
契
約
原
理
を
前
提
と
し
て
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
無
軌
道

　
な
発
展
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ン
ジ
ュ
ー
時
代
の
発

曳
、

　
展
を
考
察
す
る
際
に
は
こ
う
し
た
事
情
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
て
お

　
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
ヘ
ン
リ
ー
二
世
時
代
の
王
政
の
進
展
は
、
巡
回
裁
判
制
の
確
立
と

　
い
う
一
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
主
眼
点

　
は
、
土
地
所
有
権
の
調
整
と
領
主
裁
判
権
の
調
整
に
あ
っ
た
。
つ
ま

　
り
複
雑
多
様
に
展
開
し
、
さ
ら
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ソ
王
時
代
の
内
乱
中
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イギリス封建制展開への試論（富沢）

に
や
や
無
軌
道
に
走
っ
た
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
に
対
し
、
調
整
と
保
証

と
を
与
え
る
こ
と
が
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
王
末
年
に
強
大
に
す
ぎ
る
征
服
王
権
が
出
現

す
る
こ
と
を
恐
れ
た
封
建
貴
族
た
ち
の
憂
慮
は
つ
い
に
現
実
と
な
っ

て
、
ア
ソ
ジ
ュ
ー
王
権
が
成
立
し
、
　
ヘ
ン
リ
ー
二
世
時
代
に
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
名
の
下
に
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
発
展
は
、
調
整
と
保
証

が
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
強
力
な
統
制
下
に
お
か
れ
る
こ
と
な
っ

た
。
グ
ラ
ソ
ヴ
ィ
ル
○
難
境
く
巳
Φ
著
『
イ
ギ
リ
ス
慣
習
法
』
は
、
そ

う
し
た
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
準
拠
を
示
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
し
、

ヘ
ソ
リ
二
世
時
代
の
国
王
大
権
理
念
の
発
展
は
、
さ
き
の
ク
ヌ
…
ト

王
の
そ
れ
を
さ
ら
に
一
段
と
強
化
発
展
せ
し
め
た
も
の
と
し
て
、
国

王
権
の
優
越
を
誇
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
国
王
権
の
優
越
、
封
建
制
の
統
御
は
、

そ
の
ま
ま
封
建
貴
族
領
主
権
の
進
展
の
抑
制
に
連
な
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
ヘ
ン
リ
ー
二
世
時
代
に
五
二
も
の
私
領
郡
が
封
建
貴
族
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

譲
与
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
雄
弁
に
物
語
る
よ
う
に
、
正
に
封
建
領

主
権
、
封
建
制
の
発
展
は
王
政
の
発
展
と
は
全
く
無
縁
に
、
王
政
的

秩
序
に
調
整
と
保
証
を
見
出
し
て
、
か
え
っ
て
著
し
く
進
展
し
て
ゆ

く
と
い
う
適
合
関
係
を
維
持
し
つ
づ
け
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
く
に
ノ
ル
マ
ソ
征
服
以
来
の
王
政
的

秩
、
序
、
国
家
的
秩
序
を
強
調
す
る
国
王
の
政
策
に
便
乗
し
て
、
封
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

貴
族
領
主
層
の
聞
に
既
得
の
特
権
を
守
る
た
め
の
利
益
共
同
体
と
し

て
、
貴
族
身
分
、
貴
族
階
級
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
ゆ
く
動
き
が
次
第

に
顕
著
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
本
来
貴
族
は
、
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
賢
人
会
議
≦
詳
①
影
σ
q
①
ヨ
。
け
に

お
け
る
機
能
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
々
別
々
に
出
席
を
要
請
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ま
た
個
々
別
々
に
意
見
を
求
め
ら
れ
る
孤
高
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
’

の
伝
統
は
そ
の
後
の
貴
族
院
に
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
ア
ン

ジ
ュ
ー
時
代
に
入
る
と
、
国
王
と
直
属
封
臣
富
づ
㊤
暮
－
ぎ
占
三
亀
と

い
う
、
い
わ
ば
縦
の
関
係
に
と
っ
て
代
り
、
直
属
老
臣
団
と
い
う
、

い
わ
ば
横
の
連
帯
を
強
め
て
自
ら
の
特
権
を
守
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

動
き
が
顕
著
と
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
佐

藤
伊
久
男
馬
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
直
属
封
臣
団
は
、
自
ら
の
特
権

を
守
っ
て
ゆ
く
た
め
に
国
王
権
に
抵
抗
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
国

王
権
と
の
共
存
が
自
ら
の
利
害
に
一
致
す
る
限
り
国
王
権
と
協
調
し

て
封
建
的
秩
序
を
形
成
し
て
ゆ
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
イ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

グ
ラ
ン
ド
王
国
共
同
体
の
実
態
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

国
王
権
と
封
建
貴
族
団
と
の
緊
張
し
た
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
王
国
共
同
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体
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
と
も
あ
れ
こ
う
し
た
封
建

貴
族
層
の
間
に
み
ら
れ
た
身
分
共
同
体
、
特
権
共
同
体
の
結
成
は
、

さ
ら
に
下
層
の
騎
士
身
分
、
自
由
農
身
分
、
農
奴
身
分
な
ど
の
規
定
、

ま
た
都
市
に
お
け
る
市
民
共
同
体
の
成
長
、
あ
る
い
は
大
学
共
同
体

の
誕
生
な
ど
と
と
も
に
、
ヘ
ン
リ
…
工
世
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
時
代
に
お

け
る
封
建
制
発
展
の
特
色
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
本
来
、
個
々
バ
ラ

バ
ラ
の
私
的
な
関
係
で
あ
っ
た
封
建
制
主
従
関
係
は
、
そ
れ
に
伴
う

物
権
の
維
持
と
発
展
と
の
た
め
に
、
同
じ
境
遇
、
同
じ
身
分
に
あ
る

者
同
志
の
、
横
の
連
帯
と
し
て
の
身
分
共
同
体
を
結
成
し
、
封
建
社

会
は
身
分
社
会
と
し
て
宮
漏
安
定
的
な
発
展
を
と
げ
る
こ
と
と
な
る
。

　
今
、
と
く
に
対
象
と
し
て
い
る
封
建
貴
族
層
に
み
ら
れ
る
特
権
的

身
分
共
同
体
に
つ
い
て
み
る
時
、
そ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
現
わ
れ
は
、

＝
二
五
年
の
大
憲
章
闘
争
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
論
を
倹
た
な
い
。

J
・
c
・
ホ
ル
ト
が
い
う
通
り
、
大
憲
章
闘
争
は
、
ヘ
ン
リ
ー
二
世

以
来
ジ
ョ
ン
王
に
い
た
る
強
大
な
国
王
権
を
中
心
と
し
た
ア
ソ
ジ
ュ

ー
国
家
体
制
に
対
し
、
封
建
貴
族
暦
の
特
権
の
維
持
を
図
り
、
い
わ

ば
封
建
貴
族
体
制
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
確
立
せ
ん
と
す
る
た
め
の

　
　
　
　
　
⑳
　
、

闘
争
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
従
来
個
々
パ
ラ
パ
ラ
に
行
動
し
て
い
た

貴
族
た
ち
信
、
こ
こ
に
初
め
て
共
通
の
利
害
の
下
に
、
反
王
の
旗
印

の
下
に
結
集
し
、
特
権
身
分
共
同
体
と
し
て
共
闘
し
、
ジ
ョ
ン
王
の

専
制
を
批
判
し
、
再
び
、
国
王
と
封
建
貴
族
と
の
「
政
治
的
共
同
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
も
と
つ
く
封
建
的
秩
序
」
と
し
て
の
王
国
共
同
体
を
国
王
に
認
め

さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
大
憲
章
に
み
ら
れ
る
貴
族
た
ち
の
共
闘
も
実
は
に
わ
か
仕

立
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
三
王
の
旗
印
の
下
に
結
集
し
た
貴
族
は
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
ほ
し
気
な
期
待
と
報
い
を
求
め
て
、
い
わ
ば
取
引
と
し
て
参
集
し

て
い
る
者
が
多
く
、
必
ず
し
も
立
憲
的
体
制
を
心
か
ら
希
求
し
た
共

闘
で
は
な
く
、
し
か
も
一
二
一
五
年
六
月
の
大
憲
章
確
認
の
時
点
に

お
い
て
も
、
お
そ
く
参
加
し
た
老
を
中
心
と
す
る
満
足
派
と
、
以
前

か
ら
．
闘
争
を
す
す
め
て
き
た
北
英
反
徒
貴
族
を
中
心
と
す
る
不
満
派

と
に
分
れ
る
な
ど
、
決
し
て
一
枚
岩
的
な
団
結
を
示
し
て
お
ら
ず
、

互
い
に
私
利
私
欲
を
目
指
し
た
同
床
異
夢
的
な
共
闘
に
す
ぎ
な
か
っ

た
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
、
身

分
共
同
体
と
し
て
安
定
的
発
展
を
と
げ
て
ゆ
く
た
め
の
一
つ
の
試
行

錯
誤
で
あ
っ
た
の
で
山
の
り
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
体
制
下
に
お
け
る
封
建
制

の
身
分
共
同
体
的
発
展
と
い
う
大
き
な
流
れ
に
逆
ら
う
も
の
で
は
あ

り
え
な
か
っ
た
。

　
一
二
．
三
世
紀
に
お
け
る
封
建
約
身
分
の
進
展
、
い
わ
ば
封
健
納
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秩
序
の
進
展
は
、
何
度
も
繰
返
す
が
、
本
来
私
的
な
契
約
結
合
関
係

で
あ
っ
た
封
逮
制
に
つ
き
ま
と
う
不
安
を
解
消
し
、
そ
れ
に
調
整
を

与
え
る
点
で
は
非
常
な
進
歩
で
あ
っ
た
。
し
か
七
等
分
共
同
体
の
形

成
、
身
分
制
国
家
の
出
現
は
、
実
は
封
建
的
関
係
の
空
洞
化
の
進
行

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
封
建
的
関
係
は
、
自
身
の
安
定
的
発
展
を

求
め
て
、
自
ら
と
は
全
く
無
縁
な
国
家
的
秩
序
と
い
う
屋
根
を
か
り

て
著
し
く
進
展
し
、
身
分
社
会
と
し
て
安
定
的
な
成
長
を
み
せ
た
が
、

し
か
し
そ
れ
は
封
建
的
関
係
を
正
に
形
骸
化
し
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
王
権
を
中
心
と
す
る
王
国
的
秩
序
、

王
国
共
同
体
の
中
に
体
制
化
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
封
建
綱
は
一
二
・
三
世
紀
に
お
い
て
完
成
し

た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
む
し
ろ
完
結
し
た
と
い
う
方

が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
完
結
の
時

点
を
敢
え
て
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
時
代
で

あ
ろ
う
。
H
・
M
・
キ
ャ
ム
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
時
代
一
二
七
九

一
九
四
年
の
権
限
開
示
令
状
に
よ
る
調
査
℃
冠
9
訂
α
Φ
ρ
8
類
甲

声
節
暮
。
、
さ
ら
に
＝
一
九
〇
年
の
封
土
再
受
壷
禁
止
令
ρ
蝕
騨
想
B
－

讐
。
『
①
ω
の
意
義
を
強
調
し
て
、
　
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
は
、
特
権
保
有

者
（
貴
族
領
主
）
に
そ
の
特
権
の
正
し
い
行
使
を
要
求
し
た
が
、
そ

の
特
権
行
使
は
王
国
の
安
寧
の
た
め
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま

で
も
王
国
共
同
体
の
体
制
内
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し

　
　
⑪

て
い
る
。
　
ま
た
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
は
、
　
特
権
領
の
執
事
ω
富
昏
昏
α

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

た
ち
に
対
し
て
、
王
吏
と
の
協
調
を
求
め
、
特
権
領
運
営
の
外
に
、

国
王
の
当
無
甫
吋
詫
を
お
こ
な
う
王
政
の
ρ
σ
q
Φ
暮
た
る
こ
と
を
も

　
　
　
　
　
⑭

要
求
し
て
い
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
時
代
に
、
貴
族
特
権
は
、
自
，
ら

が
求
め
て
い
た
保
証
と
安
定
を
確
保
し
た
が
、
し
か
し
、
本
来
全
く

無
縁
で
あ
っ
た
国
家
的
秩
序
の
中
に
体
制
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
考

え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
筆
者
は
、
エ

ド
ワ
ー
ド
｝
世
時
代
に
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
完
成
よ
り
む
し
ろ
、

完
結
の
時
点
を
求
め
た
い
と
考
え
る
。

　
磯
　
鈴
木
成
高
『
封
建
社
会
の
研
究
』
、
＝
二
六
、
二
五
二
、
三
五
九
買
。

　
曖
　
圃
四
一
、
　
一
酬
血
○
、
　
訟
工
ハ
五
習
貝
。

　
⑭
　
踏
録
O
斜
葺
寝
富
ミ
跨
喬
楠
ミ
9
ミ
§
ミ
ミ
題
疑
N
韓
ミ
ミ
ミ
寧
～
曳
§
斜

　
　
一
8
ω
噛
℃
や
謡
ム
．

　
⑳
即
零
露
母
9
節
ミ
ミ
穿
曳
§
ミ
」
O
㎝
り
も
・
ω
刈
層
h
』
■
ω
「

　
⑫
い
◇
鵠
。
5
§
鴨
之
ミ
§
§
ミ
動
レ
8
押
や
9

　
⑬
　
日
梱
9
①
ω
o
p
刷
ミ
鳳
§
三
二
｝
嵜
。
こ
謡
き
恥
肉
職
讐
ミ
ミ
起
黛
映
亀
ミ
馬
0
9
慧
恥
§
、
”

　
　
あ
紹
層
℃
や
○
。
。
。
ら
9
こ
の
伝
統
が
そ
の
後
も
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
　
≦
・
o
D
葺
σ
房
、
§
恥
O
§
恥
ミ
ミ
帖
。
い
肘
ミ
題
無
。
遂
ミ
寧
碇
N
§
蚤
く
。
｝
戸
℃
℃
．

　
　
一
の
O
占
．

⑳
佐
藤
伊
久
男
「
＋
二
・
＋
三
世
紀
の
西
ヨ
！
・
ッ
パ
諸
顯
、
イ
ギ
リ
ス
」
（
碧

・71　〈693）



　
波
講
座
世
界
歴
史
』
1
0
　
所
収
）
二
五
一
…
二
頁
、

鐙
　
佐
藤
伊
久
男
、
同
論
文
、
二
五
二
頁
。

⑳
智
◇
缶
O
貫
ミ
互
い
§
O
ミ
章
6
①
伊
℃
℃
9
薩
I
P
O
b
。
ム
ふ
？
Q
。
る
甲
ω
．
ま
た

　
拙
稿
「
中
世
イ
ギ
リ
ス
憲
制
史
の
問
題
点
」
（
『
大
阪
物
蔭
女
子
大
学
論
集
』
8
母

　
所
収
）
四
、
参
照
。

⑰
　
佐
藤
伊
久
男
、
前
掲
論
文
、
三
五
二
頁
。

⑱
い
ρ
鵠
。
ド
§
馬
さ
き
§
§
ダ
℃
や
N
H
P
b
。
轟
b
。
蒔
甲
。
。
b
㎝
幽
“

⑲
き
ミ
．
竈
鉢
b
。
O
み

⑳
　
＝
二
世
紀
の
身
分
㈱
社
会
の
、
封
建
社
会
と
し
て
の
窒
洞
化
に
つ
い
て
は
、
マ

　
ナ
ー
の
崩
壊
に
連
が
る
社
会
経
済
史
的
な
諸
山
み
象
が
、
　
＝
篇
世
紀
に
は
見
紛
う
べ

　
く
も
な
く
進
行
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
拙
署
『
封

　
建
制
と
王
政
』
～
二
九
九
－
四
〇
〇
頁
。
し
た
が
っ
て
あ
え
て
イ
ギ
リ
ス
封
建
網
の

　
最
盛
期
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
社
会
経
済
史
的
現
象
の
進
行
に
む
と
つ

　
い
た
封
建
的
諸
関
係
の
窒
洞
化
が
顕
著
と
な
る
以
前
の
、
ノ
ル
マ
ソ
征
服
直
後
、

　
精
々
ヘ
ン
リ
ー
二
世
時
代
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

、
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
も
、
都
合
上
、
社
会
経
済
史
的
考
察
を
故
意

　
に
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

⑪
　
犀
ン
角
「
9
囲
戸
息
」
ミ
．
■
℃
．
卜
。
ミ
冒

㊥
　
き
ミ
噂
ワ
鱒
O
ω
・

⑲
　
奪
ミ
．
噛
℃
．
ピ
。
。
・

五
　
身
分
三
岡
体
の
崩
壊
i
庶
子
封
建
綱

最
後
に
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
蒔
代
以
後
の
十
四
・
五
世
紀
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
中
世
末
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
度
展
開
の
顛
末
と

も
い
う
べ
ぎ
も
の
を
見
通
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
期
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
⑪

ス
タ
ッ
ブ
ズ
に
よ
り
立
憲
的
に
は
不
毛
な
時
期
と
さ
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
た
と
え
一
三
世
紀
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
芋
餌
と
し
た
立
憲
的

精
神
が
失
わ
れ
て
は
い
て
も
、
議
会
制
と
い
う
も
の
が
、
い
ろ
い
ろ

な
試
行
錯
誤
を
く
り
返
し
つ
つ
、
次
第
に
そ
の
形
体
を
定
着
さ
せ
て

く
る
時
期
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
立
憲
的
精
神
を
失
っ
て
形
骸
化
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他
日
そ
こ
に
新
し
い
内
容
を
盛
っ
て

ゆ
く
こ
と
と
な
る
立
憲
制
の
フ
レ
ー
ム
が
定
着
し
て
ゆ
く
時
期
で
あ

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
ま
で
に
一
応
の
完
結
を
み
せ

た
と
考
え
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
は
、
こ
の
時
期
に
ど
う
い
つ
だ

展
閥
を
み
せ
て
く
る
か
、
そ
れ
が
本
節
の
課
題
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
四
・
五
世
紀
は
、
経
済
史
的
な
大
き
な
基
調
と
し

て
封
建
制
の
崩
壊
が
着
実
に
進
行
す
る
時
期
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
。
封
建
制
の
ウ
ク
ラ
ー
ド
と
し
て
の
荘
園
が
直
領
地
の
貸
付
と
そ

の
縮
小
を
中
心
に
、
い
わ
ば
内
部
的
核
心
を
喪
失
し
て
く
る
と
と
も

に
、
＝
二
世
紀
に
お
い
て
荘
園
の
発
展
拡
大
を
も
た
ら
し
た
開
墾
が
、

一
四
・
五
世
紀
に
入
っ
て
荘
園
体
制
を
稀
薄
化
し
て
ゆ
く
、
い
わ
ば

外
部
的
な
解
体
契
機
と
も
な
っ
た
。
こ
う
し
た
荘
園
体
制
の
崩
壊
は
、

当
然
の
結
果
と
し
て
、
荘
園
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
封
建
所
領
の
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変
質
、
一
般
的
に
封
建
的
体
制
の
解
体
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
こ

と
は
論
を
侯
た
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
一
四
・
五
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ

リ
ス
封
建
制
の
展
開
を
考
察
し
て
ゆ
く
際
に
、
こ
う
し
た
基
本
的
な

経
済
史
的
動
向
を
無
視
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
を
基
礎
的
視
点
に
す

え
て
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
期
に
、
と
く

に
一
五
世
紀
に
入
っ
て
一
段
と
顕
著
と
な
る
が
、
封
建
所
領
が
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

く
統
合
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
は

安
定
的
な
統
合
を
と
げ
て
き
た
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
た

え
ず
離
合
集
散
さ
せ
ら
れ
る
危
険
な
淵
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う

性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
大
き
な
貴
族
所
領
が
生
ま
れ

て
く
る
の
が
こ
の
時
期
の
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
封
建
貴
族
は
、

互
い
に
そ
の
特
権
領
を
維
持
拡
大
し
て
ゆ
く
た
め
に
エ
ド
ワ
ー
ド
ニ

世
、
あ
る
い
は
リ
チ
ャ
ー
ド
各
層
に
と
り
入
っ
て
、
王
領
地
の
譲
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
う
け
、
さ
ら
に
他
貴
族
領
の
没
収
併
合
を
図
る
。
一
四
・
五
世
紀

の
イ
ギ
リ
ス
政
治
史
は
、
こ
う
し
た
貴
族
ら
の
利
己
的
な
思
惑
が
暗

躍
し
、
も
の
ほ
し
げ
な
貴
族
た
ち
の
阿
護
追
従
に
よ
っ
て
国
王
権
の

尊
大
化
、
統
制
化
も
許
す
よ
う
に
な
る
時
期
で
あ
る
と
要
約
出
来
よ

う
。
国
王
が
愛
寵
す
る
貴
族
．
へ
王
領
地
を
譲
与
し
、
国
王
の
封
建
的

な
後
見
権
な
ど
を
も
譲
与
し
て
ゆ
く
こ
と
が
き
わ
め
て
頻
繁
と
な
り
、

そ
の
た
め
に
国
王
収
入
が
減
少
し
て
国
家
財
政
が
窮
迫
し
て
来
、
国

王
の
庶
民
院
へ
の
課
税
要
求
が
激
増
す
る
と
い
う
悪
循
環
を
く
り
返

　
＠

し
た
。
9
0
目
①
は
、
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
王
暁
代
に
王
家
（
プ
ロ
ア
家
）

が
そ
の
権
限
を
強
化
し
て
ゆ
く
た
め
に
貴
族
と
の
結
合
を
図
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
・

い
う
政
策
を
h
窪
α
○
ム
巻
霧
菖
。
℃
9
8
唄
と
よ
ん
で
い
る
が
、
　
一

四
・
五
世
紀
は
封
建
貴
族
た
ち
が
自
ら
の
領
地
の
拡
大
と
繁
栄
を
追

求
し
て
国
王
権
を
利
用
し
た
時
期
で
あ
る
と
い
う
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ソ

時
代
と
は
反
対
の
意
味
で
ま
＆
？
身
奉
ω
江
。
℃
o
一
ざ
《
と
よ
ん
で
よ

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
貴
族
た
ち
は
、
ひ
た
す
ら
自
己
保
存
の
た
め
に

死
物
狂
い
に
な
っ
て
自
ら
の
大
所
領
、
特
権
を
維
持
拡
大
し
よ
う
と

浅
ま
し
い
闘
争
を
く
り
返
し
、
そ
の
闘
争
に
勝
ち
ぬ
い
て
ゆ
く
た
め

に
は
傘
下
に
徒
党
臣
下
を
ま
き
こ
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し

た
臣
下
の
軍
事
力
に
依
存
す
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
い
わ

ゆ
る
庶
子
封
建
綱
び
器
雷
獣
鵠
＆
鉱
虜
日
は
こ
う
し
た
中
で
生
れ

　
　
　
　
　
㊥

て
く
る
も
の
で
あ
り
、
貴
族
権
の
維
持
発
展
は
、
こ
う
し
た
臣
下
た

ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
臣
下
た
ち
の
向
背
は
貴
族
領
、

貴
族
権
の
存
亡
に
か
か
わ
る
も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
一
難
・
五
世
紀
に
お
け
る
封
建
貴
族
領
、
封
建
貴

族
権
の
拡
大
は
、
自
ら
の
足
の
上
に
立
っ
た
拡
大
発
展
で
は
な
く
、
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国
王
の
専
制
を
許
し
て
ま
で
も
国
王
権
に
依
存
し
、
ま
た
自
ら
の
存

亡
を
無
責
任
な
契
約
関
係
に
立
つ
、
節
操
を
欠
い
た
庶
子
封
建
制
に

賭
け
た
拡
大
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
述
べ
た

封
建
制
崩
壊
と
い
う
大
き
な
経
済
的
基
調
下
に
あ
る
皮
粗
的
な
拡
大

現
象
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
到
底
真
の
意
味
で
の
封
建
制
の
発
展
と
は

い
い
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
尊
大
化
す
る
国
王
権
と
．
着
実
に
社

会
的
政
治
的
実
力
を
蓄
え
て
く
る
ナ
イ
ト
、
ジ
ェ
γ
ト
リ
ー
臣
下
団

の
発
展
と
の
問
に
は
さ
ま
つ
て
、
封
建
貴
族
領
、
貴
族
権
は
、
た
え

ず
瓦
解
の
淵
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

　
H
・
M
・
キ
ャ
ム
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
以
後
、
貴
族
権
が
全
く

無
法
に
無
貴
任
に
増
大
し
て
い
っ
た
こ
と
、
ま
た
当
時
の
庶
子
封
建

綱
に
み
ら
れ
る
私
的
関
係
の
露
骨
な
無
節
操
な
展
開
を
強
調
し
て
い

⑭る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
一
四
・
五
世
紀
の
庶
子
封
建
制
の
中

に
、
少
な
く
と
も
特
権
的
貴
族
身
分
の
間
の
無
法
な
展
開
の
中
に
、

身
分
制
階
級
綱
意
識
の
喪
失
、
利
己
主
義
の
無
法
な
展
開
が
進
行
し

て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
き
に
述
べ
た
通
り
、
一
二
・
三
世
紀
に
お
い
て
、
個
々
の
封
建

関
係
に
伴
う
物
権
の
維
持
と
発
展
と
の
た
め
に
、
同
じ
境
遇
、
同
じ

身
分
に
属
す
る
者
が
互
い
に
横
の
連
帯
を
強
め
て
身
分
共
同
体
を
形

成
し
、
封
建
鮭
会
は
身
分
制
社
会
と
し
て
安
定
的
な
発
展
を
と
げ
て
　
⑱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
封
建
関
係
が
自
ら
希
求
し
た
身
分
鋼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
4

的
安
定
は
、
私
的
な
封
建
関
係
の
発
展
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
ま
た
同
時
に
私
的
な
封
建
関
係
を
統
制
し
て
ゆ
く
結

果
と
も
な
り
、
身
分
糊
的
秩
序
の
中
に
封
建
制
関
係
は
完
成
す
る
と

同
時
に
完
結
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
展
望
し
た
。
こ
う
し
た
展
望

の
上
に
立
っ
て
一
四
・
五
世
紀
の
庶
子
封
建
制
を
み
る
時
、
そ
れ
は
、

封
建
制
を
完
成
し
完
結
せ
し
め
た
身
分
制
的
秩
序
の
混
乱
、
無
法
化

に
他
な
ら
ず
、
互
い
に
他
を
蚕
食
し
つ
つ
展
開
さ
れ
た
新
し
い
封
建

制
は
、
所
詮
、
封
建
制
の
自
滅
過
程
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
し
か

も
封
建
貴
族
た
ち
が
国
王
に
と
り
入
っ
て
国
王
権
に
依
存
し
て
そ
の

所
領
と
特
権
と
を
拡
大
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

結
局
は
尊
大
化
し
て
ゆ
く
国
王
権
の
と
り
こ
と
な
っ
て
ゆ
く
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
も
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
四
・
五
世
紀
に
お
け
る
封
建
制
展
開
過

程
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
べ
き
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

封
建
制
が
本
来
的
に
含
む
と
こ
ろ
の
δ
＄
冨
ヨ
と
い
う
要
素
で
あ

る
。
身
分
制
的
秩
序
が
失
わ
れ
、
誠
に
無
責
任
に
、
無
法
に
貴
族
領
、

貴
族
特
権
が
詩
型
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
、
正
に
王
国
的
秩
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序
、
身
分
的
秩
序
に
対
し
て
無
責
任
な
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

．
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
本
位
に
開
発
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
つ
ぎ
に
節
を
改
め
て
封
建
制
と
地

域
的
発
展
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
⑭
　
毛
．
o
Q
甘
ぴ
ぴ
ω
’
§
恥
○
§
恥
ミ
ミ
軌
§
ミ
韓
．
吻
§
高
話
囹
§
ミ
き
ミ
奪
薦
、
§
尽

　
　
一
Q
。
蕊
ム
旨
く
巳
H
押
唱
や
9
。
卜
。
0
ー
ド
鴇
り
，

　
鐙
O
特
．
ミ
ニ
＜
9
目
H
層
噂
や
H
虐
Q
。
■
ま
た
、
O
騨
β
魯
・
ミ
ご
や
ト
。
O
り
■

　
⑳
　
ω
9
菖
ω
．
愚
・
ミ
‘
＜
9
囲
押
℃
唱
9
ω
幽
令
ρ
窃
。
。
O
p
蝕
㎝
。
。
？
N

　
⑳
O
》
ミ
．
．
＜
2
目
H
噛
℃
．
。
。
ホ
…
＜
〇
一
H
＜
”
竈
．
幽
。
。
ム
餌
盈
綬
る
．

　
憩
　
9
0
言
ρ
愚
■
ミ
‘
℃
■
δ
㊤
．

　
澱
　
○
鎖
ヨ
▼
愚
．
寒
；
℃
唱
．
卜
。
一
ω
…
膳
．

　
⑳
き
裁六

　
地
域
共
同
体
の
展
開
と
そ
の
意
義

　
封
建
欄
度
は
、
中
央
集
権
制
に
対
し
て
、
地
方
分
権
制
、
地
方
自

治
の
伝
統
を
育
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
文
化
、
地
方

産
業
と
い
う
も
の
は
、
封
建
制
が
支
配
し
て
い
た
中
世
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
つ
い
て
き
わ
め
て
丁
寧
に
開
発
さ
れ
て
い
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
と
い
う
の
は
正
に
そ

れ
ぞ
れ
の
封
建
所
領
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
封
建
所
領
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
慣
行
が
お
こ
な
わ
れ
る
単
位
地
域
で
あ
り
、
ま
た

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
文
化
を
育
む
単
位
地
域
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
来
封
建
制
に
含
ま
れ
て
い
た
δ
。
高
富
ヨ
は
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
時
代

に
お
け
る
身
分
制
秩
序
の
形
成
、
い
わ
ば
横
の
秩
序
に
よ
っ
て
そ
の

発
展
を
規
制
さ
れ
、
同
時
代
の
集
権
体
制
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
し
か
し
エ
ド
ワ
…
ド
一
世
以
後
の
横
の
秩
序
の
混
乱

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
無
法
な
開
発
、
発
展
が
進
む
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
な
り
、
王
国
共
同
体
へ
の
責
務
を
忘
れ
て
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
δ
o
巴
δ
ヨ
が
廠
子
封
建
制
の
展
開
に
呼
応
し
て
伸
展

し
て
ゆ
く
傾
向
が
顕
著
と
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
一
四
。
五
世
紀
に
お
け
る
ざ
O
面
懸
ヨ

の
展
開
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、

た
と
え
立
憲
的
精
神
を
失
っ
た
形
骸
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

立
憲
的
議
会
綱
度
の
発
展
が
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
久
議

会
綱
は
、
ジ
ョ
ン
時
代
の
大
憲
章
闘
争
、
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
貴
族
の

内
乱
に
集
約
的
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
ア
ソ
ジ
ュ
ー
集
権
体
制
を
批

判
す
る
形
で
、
貴
族
身
分
、
特
権
身
分
の
共
同
体
と
し
て
の
貴
族
院

中
心
に
身
分
区
議
会
的
発
展
を
示
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
以
後
の
貴

族
院
、
と
く
に
庶
民
院
の
発
展
は
、
身
分
制
議
会
よ
り
も
む
し
ろ
地

域
綱
議
会
と
し
て
の
特
色
を
強
く
打
ち
出
し
て
く
る
。
す
で
に
大
憲

≠
フ5 （697）



章
時
代
に
お
い
て
も
、
北
英
貴
族
の
連
帯
が
強
く
、
北
英
地
域
だ
け
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
の
地
域
独
自
の
利
害
の
下
に
独
自
の
動
き
を
示
し
て
い
た
が
、
ま

た
、
キ
ャ
ム
が
、
　
一
二
・
三
世
紀
に
お
け
る
ア
ン
ジ
ュ
…
集
権
体
制

に
関
し
て
も
、
州
と
い
う
、
慣
行
を
共
通
に
す
る
古
い
伝
統
的
な
地

域
共
同
体
と
い
う
フ
レ
ー
ム
が
根
強
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
強
調

⑧し
、
い
わ
ゆ
る
同
輩
裁
判
も
、
封
建
的
身
分
的
序
列
に
基
づ
く
裁
糊

と
い
う
よ
り
も
、
隣
人
共
同
体
、
地
域
共
同
体
に
よ
る
裁
判
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

原
則
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
地
域
共
同

体
の
積
み
上
げ
と
し
て
の
王
国
共
同
体
が
意
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
点

を
強
調
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
一
四
・
五
世
紀
に
お
け
る
庶
子
封
建
制
の
無
法
な
展
開
、
δ
o
巴
や

ω
日
の
無
秩
序
な
伸
展
は
、
議
会
制
の
進
展
と
時
期
的
に
並
行
し
て

進
ん
だ
が
、
始
め
か
ら
身
分
制
的
慣
行
が
十
分
に
定
着
し
得
な
か
っ

た
イ
ギ
リ
ス
議
会
制
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
益
々
地
域
制
議
会
の

特
色
を
顕
著
に
示
し
て
く
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
＝
二
世
紀
に
お
い

て
大
憲
章
闘
争
、
貴
族
の
内
乱
と
い
う
形
で
か
な
り
明
確
に
身
分
共

同
体
を
結
成
し
、
か
な
り
明
確
な
身
分
的
特
権
を
主
張
し
た
封
建
貴

族
腰
さ
え
も
、
細
微
な
点
に
お
い
て
は
地
域
的
な
分
裂
を
示
す
も
の

で
あ
っ
た
が
、
庶
民
院
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
ナ
イ
ト
、

ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
層
は
、
ヘ
ン
リ
…
二
世
以
来
の
身
分
規
定
の
明
確
化

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
完
全
な
身
分
意
識
を
結
実
さ
せ
る
こ
と

な
く
、
庶
民
院
が
創
設
さ
れ
て
も
、
全
国
的
な
横
の
庶
民
身
分
の
代

議
機
関
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
共
同
体
を
代
議
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

も
の
と
し
て
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
す
で
に
大
憲
章
時
代
か
ら
反
抗
貴
族
た
ち
が
し
き
り
に
ナ
イ
ト
層

を
自
温
の
陣
営
内
に
引
き
ず
り
こ
も
う
と
努
め
て
い
る
の
も
、
ナ
イ

ト
層
が
地
方
行
政
に
明
る
く
地
方
政
界
を
よ
く
把
握
し
て
い
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
評
価
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
一
三
世
紀
末
よ
り
庶
民
院
が
、
立

法
化
を
求
め
る
嘆
願
と
課
税
へ
の
同
意
と
い
う
機
能
を
中
心
に
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

第
に
そ
の
姿
を
明
確
に
し
て
く
る
が
、
庶
民
院
の
同
意
権
、
協
賛
権

を
通
じ
た
国
政
へ
の
参
加
は
、
ナ
イ
ト
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
第
三
身

分
、
第
三
階
級
と
し
て
の
参
加
と
い
う
形
を
と
ら
ず
、
ナ
イ
ト
、
ジ

ェ
ン
ト
リ
…
に
よ
っ
て
代
議
さ
れ
る
州
共
同
体
、
す
な
わ
ち
地
域
共

同
体
と
し
て
の
参
加
と
い
う
形
を
と
っ
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。　

H
・
M
・
キ
ャ
ム
は
庶
民
院
代
表
の
選
出
に
つ
い
て
、
貴
族
た
ち

は
、
貴
族
た
ち
の
利
害
を
庶
民
院
に
貫
徹
さ
せ
る
た
め
に
自
己
の
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

下
よ
り
州
代
表
を
選
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
一
四
・
五
世
紀

76　（698＞
勤
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に
な
る
と
、
貴
族
よ
り
下
、
農
奴
よ
り
上
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
が
代
議

制
に
関
心
を
持
っ
て
来
、
領
主
、
領
民
関
係
よ
り
も
、
同
じ
州
内
に

住
む
感
応
土
地
保
有
老
た
ち
の
代
議
制
と
い
う
意
識
が
高
ま
っ
て
き

　
　
　
　
　
　
⑧

た
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
漸
く
、
地
域
代
表
制
原
則
が
定
着

し
て
き
て
封
建
的
原
則
を
駆
逐
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
キ
ャ
ム
の
言
を
借
り
れ
ば
、
　
「
州
共
同
体
と
は
州
ジ
ェ
ン
ト

リ
…
が
指
導
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
外
の
多

く
の
住
民
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
階
級
意
識
は
育
た
な
か
っ
た
」

「
代
議
者
に
代
議
さ
せ
、
代
議
者
に
賃
銀
を
払
う
州
共
同
体
は
…
…

近
く
に
住
み
、
地
方
的
感
覚
を
共
有
し
、
伝
統
と
責
任
を
共
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

も
の
と
し
て
…
体
を
な
し
て
」
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
身

分
代
表
舗
を
と
ら
ず
、
地
域
代
表
制
の
原
則
に
則
し
て
発
展
し
て
ゆ

く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
庶
民
院
に
お
け
る
課

税
同
意
に
つ
い
て
、
州
代
表
ナ
イ
ト
が
議
会
に
お
い
て
即
答
す
る
こ

と
を
避
け
て
、
会
期
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
州
集
会
に
持
ち
帰

り
、
州
共
同
体
め
決
定
を
庶
民
院
に
伝
え
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し

　
　
　
　
　
　
＠

た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
も
、
庶
民
院
が
、
身
分
代
表
と

し
で
で
な
く
、
全
く
地
域
代
表
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
よ
り
下
の
ナ
イ
ト
、
ジ
ェ
ン
ト

リ
ー
層
は
、
庶
民
院
に
お
い
て
つ
い
に
完
全
な
身
分
共
同
体
を
結
成

す
る
こ
と
な
く
、
地
域
共
同
体
の
り
ー
ダ
ー
、
な
い
し
ス
ポ
ー
ク
ス

マ
ン
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
共
同
体
の
中
に
埋
没
し
て
ゆ
く
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
四
・
五
世
紀
の
庶
民
院
の
発
展
に
お
い
て
、

州
ナ
イ
ト
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
が
議
会
庶
民
院
の
代
議
制
を
通
じ
て
体

現
し
た
州
共
同
体
、
地
域
共
同
体
は
、
も
は
や
封
建
制
に
固
有
な

δ
O
a
δ
日
を
体
現
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
き
に
指
摘
し
た
よ

う
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
、
一
世
以
後
の
一
四
・
五
世
紀
に
お
い
て
大
貴
族

た
ち
が
無
秩
序
に
私
利
私
欲
を
追
求
す
る
庶
子
封
建
制
が
進
展
し
た

結
果
、
従
来
比
較
的
調
整
さ
れ
て
開
発
さ
れ
て
き
た
｝
8
一
尻
欝
が
地

域
自
体
の
利
害
の
み
を
追
求
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
が
、
し
か
し

同
じ
一
四
・
五
世
紀
に
並
行
し
て
発
展
し
て
き
た
議
会
庶
民
院
の
発

展
と
い
う
国
調
馬
進
展
に
よ
っ
て
も
規
捌
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と

い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
も
は

や
封
建
制
に
固
有
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
本
位
の
δ
。
巴
訪
3
で
は

な
く
、
議
会
庶
民
院
と
い
う
国
選
的
な
場
に
お
い
て
、
ざ
。
巴
δ
ヨ
と

一
〇
。
ρ
冨
ヨ
と
の
調
節
が
図
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
δ
。
巴
δ
露
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
共
同
体
は
、
王
国
共
同
体
を
構
成
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
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ど
し
て
の
風
制
的
役
罰
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
♂
o
ρ
器
ヨ
と

な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
封
建

制
δ
o
巴
δ
ヨ
、
地
域
的
な
私
的
な
封
建
体
制
は
、
議
会
庶
民
院
の
発

展
と
い
う
国
制
的
発
展
の
中
に
吸
収
さ
れ
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
の
中
で

和
解
、
妥
協
せ
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
、
い
わ
ば
国
家
的
体
制
内
に
吸
収

さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
⑳
O
曽
ヨ
噛
愚
剛
ミ
こ
℃
．
ト
ユ
O
P

　
⑫
国
。
拝
§
恥
≧
ミ
ミ
恥
§
ミ
於
や
お
9

　
⑬
9
員
魯
凸
ミ
こ
や
鐘
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⑭
奪
ミ
‘
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9
・

熱
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鼻
ω
8
』
、
ぎ
q
。
ミ
§
ξ
無
ミ
偽
穿
ミ
ミ
§
§
§
ミ
§
四
暮

　
9
ミ
農
遂
寧
磁
N
§
ミ
鴨
ち
“
ρ
や
◎
。
野

⑳
譲
。
罫
§
馬
之
9
、
ミ
ミ
謹
蚤
や
①
ρ

⑰
～
≦
畠
ω
o
戸
魯
■
ミ
‘
や
9
■

㊥
O
拶
導
．
§
■
ミ
こ
唱
や
N
鎗
占
．
ま
た
Q
Q
ε
げ
び
ρ
O
》
ミ
．
噛
く
巳
H
封
娼
や
ト
っ
自
嘲

　
卜
。
お
ム
・
因
み
に
、
自
出
土
地
保
有
者
た
ち
は
、
代
議
費
用
の
負
挺
を
き
ら
っ
て

　
い
た
が
（
o
。
誹
号
ミ
こ
℃
b
ω
り
麟
ω
叶
ロ
σ
9
§
ミ
ご
く
g
囲
H
噂
℃
■
N
食
）
、

　
代
議
制
は
＝
一
…
世
紀
宋
、
エ
ド
ワ
ー
ド
　
世
の
晩
年
に
定
着
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
・

　
る
。

⑳
O
睾
ど
愚
．
ミ
‘
娼
や
ト
。
ま
ー
メ

⑳
奪
ミ
”
や
隠
メ

（
本
稿
は
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四
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
一
般
研
究
D
に
関
す
る
報
告
の
　
部
で

あ
る
。
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教
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Land　Surveys　in　Later　Ming　Period

by

G．　Nishimura

　　The　Chinese　govemment　in　the　early　sii　teen‘th　century　suffered　from

the　constant　shortage　of　income一二‘一Z珈％g（虚糧）一by　the　refusal　of　the

landed　tax－payers．　This　shortage　was　inade　good　by　its　transfer　to　the

direct　producers，　tien－hu（佃戸），who　，were　forced　to　pay　additio1ユal　taxes，

pao－P’ei（三三）．　It　is　why　this　age　witnessed　so　many　risings　of　the

peasantry　who　were　manily　the　fusitives　from　the　rack－renting　landlords．

　　The　land’surveys　in　1ater　Ming　dynasty　were　assumed　to　find　a　solution

to　this　problem　and　underwent　some　change　between　chiatsinng　and　wan－

li，　each　respectively　the　first　and　the　last　regnal　year　ef　the　surveys．

Moreover　the　inquiry　in　the　nineth　year　of　wan－li　is　remembered　with

the　name　of　Chang　ChU　Chehg（鳥居正），　the　instigator　of　that　nation－

wide　land　investigation．　We　can　roughly　divide　these　periods　into　three：

（1）the　period＝of　trial　and　error；（2）the　period　of　o履π一liang（均糧），　that

is　the　tax－assessment　i，n　spite　of　which　the　great　landed　classes　remained

almost　untouched　；　（3）　the　period　of　Chang．

　　Moreover　three　stages　are　discernible　about　how　to　earry　out　the

survey－txtt－cha7ig，　fu－chan．cr　and　hzti－chi　ln　txu－chang　that　is　the　self－

survey　one　could　report　about　his　land　by　himself　oniy　to　allow　the

great　landowners　to　make　their　vested　interest　lawfully　intact．　On　the

other　hand　the　servile　classes　were　recorded　as　such　in　the　extent

（chang－liang－ts’の，　thus　degrading　their　status　ever　more．　The　result　was

the　reorganisatlon　of　land　system　of　the　period　and　here－we　see　the

gradual　riSe　of　hsiang－she・n，　that　class　of　the　Chinese　gentry．

’An　Essay’on　the　Development　of　Engiish　Feudalism

by

R．　Toinizawa

　　In　so　far　as　our　studies　in　Western　feudalism　are　concerned，　ne

attempt　has　been　made　to　c！arify　its　contractual　side　though　those　recent
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years　witnessed　so　many　contributions　to　this　typicaHy　medieval　system．

But　feudalism　as　we　understand　it　is　par　excellence　a　complex　of　private

contracts　between　lord　and　man　and　an　emphasis　must　also　be　laid　on

this　side　when　we　describe　the　feudal　development　in　England　though

the　monarchical　power　was　stronger　from　the　beginning，　exerting　more

or　less　influences　on　English　feudalism．

　　Before　and　after　the　Norman　Conquest　the　feudal　society　developed

through　the．endowment’of　fief，　the　Verdinglicleung　of　feudal　contract，

and　culminated　in　the　status－organized　society　under　the　administrative

initiatives　of　the　Norman　and　Angevin　kings．　At　the　same　time，

however，　it　is　important　to　notice　that　the　full　development　of　such　a

soclety　tended　to　be　immobilized，　till　the　status　consciousness　retreated

in　the　turmoil　of　bastard　feudalism　in　the　fourteenth　and　fifteenth

centurles．

　　Lastly　the　baseard　feudalism　with　its　confusion　and　unswerving　local－

ism　was　overcome　by　the　constitutional　development　of　the　Corrrimons

in　the　same　period，　especially．　in　the　fifteenth　century．

Anciens　arts　et　metiers　ceramiques　vus　de　leur

geographie　historique

par

S．　Takahashi

　　II　est　un　dessein　principal　dans　cette　article　de　mettre　en　lumiere　les

arts　et　m6tiers　du　point　de　vue　g60graphique，　ce　qui　6tait　souvent　laiss6

passer　dans　la　g60graphie　historique　de　・1’ancien　japon．

　　Quand　j’ai　pris　d’abord　qn　apergu　general　sur　les　lieux　des　arts　et

m6tiers　trouv6s　partout　dans　le　pays，　6tant　appuye　sur　les　renseignement

des　disciplines　voisines，　il　6tait　possible　de　donner　quelques　examples

du　nom　de　lieu　et　de　1’emplacement　des　ateliers　c6rarniques　dans　chaque

r6gion　oti　il　existe　encore　leurs　ruines　et　depouilles．

　　Concernant　une　chaine　de　ruines　au　sud　d’Osaka，　je　suppose　de　d6pla－

cement　progressif　des　fourneaux　vers　le　fond　de　la　montagne，　ti　la　suite

de　la　recherche　sur　leur　6tat　de　diffusion　aussi　bien　que　celui　de　1’6ta一
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