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井
上
満
郎
著

『
平
安
時
代
軍
事
制
度
の
研
究
』

は
　
じ
　
め
　
に

元
　
木
　
泰
　
雄

　
近
年
、
中
世
成
立
期
に
お
け
る
箪
事
制
度
の
研
究
は
著
し
い
進
展
を
示
し

て
い
る
が
、
そ
の
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
て
こ
ら
れ
た
の
が
、
本
書
の
著

者
井
上
満
郎
氏
で
あ
る
。
元
来
、
こ
の
時
期
の
軍
事
力
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉

幕
府
の
前
提
と
し
て
私
的
な
主
従
関
係
の
発
展
が
重
視
さ
れ
、
王
朝
側
の
軍

事
制
度
は
ほ
と
ん
ど
取
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
井
上
氏
は
、
あ
え

て
こ
の
未
開
拓
の
分
野
に
挑
み
、
精
力
的
に
研
究
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
本
書
は
軍
事
制
度
に
関
す
る
氏
の
既
発
表
論
文
の
大
部
分
、
そ
し
て

未
発
表
論
文
一
篇
を
収
録
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
氏
の
見
解
は
包
括

的
に
通
観
し
う
る
よ
う
に
な
り
、
今
後
こ
の
分
野
の
研
究
に
大
き
く
寄
与
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
各
論
稿
は
次
の
よ
う
な
章
・
節
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。

　
序
　
章
　
平
安
時
代
軍
事
制
度
の
概
観
（
序
章
）

　
第
＝
草
　
律
令
軍
制
の
崩
壊

　
　
第
一
節
　
健
児
制
の
成
立
と
展
開
（
1
一
§
1
）

7

　
第
二
節
　
俘
囚
の
兵
士
（
1
一
§
2
）

　
第
三
節
　
律
令
国
家
の
武
器
瓶
有
に
つ
い
て
（
1
1
§
3
）

　
第
二
章
　
軍
・
事
制
度
の
研
究

　
第
一
節
　
検
非
違
使
の
成
立
（
丑
一
§
1
）

　
第
二
節
　
押
領
使
の
研
究
（
丑
一
§
2
）

　
　
第
三
節
　
追
捕
使
の
研
究
（
H
－
§
3
）

　
　
第
四
節
　
源
氏
と
平
氏
一
棟
梁
の
成
立
（
丑
i
§
4
）

　
第
三
章
　
軍
事
編
成
の
研
究

　
　
第
一
節
　
将
門
の
乱
と
中
央
貴
族
（
皿
一
§
1
）

　
　
第
二
節
　
院
政
政
権
の
軍
事
的
編
成
（
皿
一
§
2
）

　
　
第
三
節
　
鎌
禽
幕
府
成
立
期
の
武
士
乱
行
（
匝
－
§
3
）

　
寧
以
下
本
稿
で
各
節
の
所
論
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
括
弧
内
に
記
し
た

　
　
略
号
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
本
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
下
向
井
龍
彦
氏
が
三
皇
の
問
題
を
中
心
に
、

各
節
ご
と
に
詳
細
な
批
評
を
加
え
た
書
評
を
発
表
さ
れ
て
い
る
（
『
史
学
雑

誌
』
九
〇
－
一
、
一
九
八
一
年
一
月
）
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
序
章
」
を
中
心

に
井
上
氏
の
見
解
を
概
括
し
な
が
ら
、
主
要
な
問
題
に
即
し
て
各
節
の
所
論

に
も
ふ
れ
て
、
最
後
に
若
干
の
論
評
、
私
見
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
律
令
軍
制
の
解
体
に
関
す
る
井
上
氏
の
見
解
に
ふ
れ
よ
う
。
氏
は
、

軍
事
・
武
力
的
側
面
を
中
世
成
立
を
特
色
づ
け
る
重
要
な
契
機
と
位
置
づ
け
、

ま
た
古
代
の
軍
事
力
は
強
制
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
労
役
と
し
て
の
徴
発

で
あ
り
、
そ
の
徴
発
自
体
が
収
取
の
機
能
を
証
明
す
る
と
い
う
独
自
の
視
角

を
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
世
に
向
け
て
の
克
服
課
題
と
し
て
、
律
令
国
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家
に
よ
る
武
器
の
独
占
・
特
定
の
組
織
原
理
の
排
除
と
い
っ
た
問
題
が
存
し

た
と
す
る
（
序
章
）
。
各
論
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
作

成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
「
序
章
」
第
一
節
に
よ
っ
て
、
十
世
紀
に
至
る
ま
で
の
軍
事
制
度
に

関
す
る
見
解
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
本
来
衝
役
と
し
て
農
民
を
個
別
に
徴
発

し
て
い
た
軍
団
兵
士
制
は
農
民
の
抵
抗
に
よ
り
解
体
し
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て

郡
司
の
共
同
体
首
長
と
し
て
の
潜
在
的
軍
事
力
を
国
家
の
軍
事
的
官
僚
機
構

に
と
り
こ
ん
だ
健
児
制
（
第
三
次
）
が
中
央
政
府
の
軍
墓
力
と
な
る
が
、
こ

れ
も
家
父
長
制
家
族
の
成
長
・
分
解
に
よ
っ
て
失
敗
す
る
。
こ
れ
に
か
わ
っ

て
被
支
配
者
抑
圧
の
暴
力
と
し
て
自
立
的
農
民
層
を
用
い
た
兵
士
制
が
圏
司

の
主
灘
下
に
復
活
し
、
中
央
政
府
も
こ
れ
に
対
応
す
る
征
夷
大
将
軍
を
創
出

す
る
が
、
一
國
規
模
を
こ
え
る
群
盗
の
横
行
、
そ
し
て
公
民
の
成
長
に
よ
っ

て
崩
壊
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
の
う
ち
、
ま
ず
軍
國
兵
士
制
は
雷
う
迄
も
な
く
対
外
武
力
と
い
う
本

質
を
有
す
る
存
在
で
、
従
来
そ
の
停
廃
は
国
際
清
勢
の
推
移
と
不
可
分
の
関

係
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。
井
上
氏
の
場
合
、
あ
え
て
異
な
る
側
面
か

ら
分
析
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
一
面
に
偏
し
た
理
解
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
欠
陥
が
史
料
的
な
裏
付
に
も
欠
け
る
「
復
活
兵
士

制
」
の
想
定
に
も
反
映
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
健
児
制
に
関
し
て
は
、
1
1
§
1
で
唐
と
の
制
度
上
の
関
連
を
詳

細
に
論
じ
る
と
と
も
に
、
日
本
に
お
け
る
第
一
次
か
ら
三
次
ま
で
の
各
健
児

制
の
性
格
に
ふ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
軍
制
史
上
最
も
重
要
な
第
三

次
健
児
捌
に
つ
い
て
、
一
方
で
単
に
国
府
を
守
備
す
る
存
在
で
戦
士
と
し
て

の
性
格
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
桓
武
政
権
を
擁
護
す
る
武

力
と
み
な
す
と
い
う
矛
盾
し
た
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
巨
大
な
常
備
軍
で

あ
っ
た
軍
団
兵
士
制
と
対
比
し
た
場
合
、
史
料
通
り
に
理
解
す
る
の
か
、
ま

た
そ
の
背
後
に
潜
在
的
な
武
力
を
想
定
し
う
る
の
か
判
断
に
迷
う
面
も
あ
る

が
、
こ
の
問
題
も
前
提
と
な
る
軍
団
兵
土
制
廃
止
の
意
味
を
明
確
に
掘
窮
し

た
上
で
結
論
を
下
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
一
1
§
2
で
は
俘
囚
の
兵
士
差
発
を
と
り
上
げ
て
い
る
。
こ
こ
で

も
井
上
氏
は
催
事
賦
課
と
し
て
の
面
に
着
目
し
て
、
俘
囚
の
支
配
そ
し
て
兵

士
役
は
律
令
国
家
の
理
念
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
あ
っ
た
と
分

析
す
る
。
し
か
し
、
俘
囚
が
武
力
と
し
て
の
有
効
性
ゆ
え
に
、
あ
え
て
兵
士

に
起
用
さ
れ
た
こ
と
は
史
料
の
上
か
ら
も
明
ら
か
で
、
単
な
る
理
念
上
の
問

題
と
解
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
軍
事
制
度
の
み
を
通
し
て
、
律
令
国

家
の
理
念
に
ま
で
言
及
す
る
方
法
も
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

新
発
表
の
論
稿
で
あ
る
I
l
§
3
に
お
い
て
は
、
古
代
宮
家
と
武
器
所
有

の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
平
安
初
期
の
征
夷
戦
争
を
通
じ

て
の
武
具
の
進
化
、
そ
し
て
民
間
に
お
け
る
馬
具
を
は
じ
め
と
す
る
武
器
生

産
等
に
関
す
る
具
体
的
な
指
摘
が
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
民
間
へ
の
技
術
伝

播
の
経
路
や
「
無
頼
之
輩
」
と
称
さ
れ
る
人
々
と
「
諸
家
」
等
の
権
門
と
の

関
係
の
解
明
が
今
後
の
課
題
と
書
え
よ
う
。

　
以
上
、
井
上
氏
の
所
説
の
ご
く
一
部
分
を
か
い
つ
ま
ん
で
ふ
れ
て
き
た
。

基
本
的
に
琉
は
軍
事
力
を
悪
役
と
す
る
視
角
に
基
づ
い
て
解
体
期
の
律
令
軍

制
を
把
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
見
解
は
や
や
抽
象
的
で
あ
り
、
ま
た

対
外
的
軍
事
力
の
面
を
無
視
す
る
な
ど
一
颪
的
な
も
の
と
な
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
軍
事
力
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
そ
の
実
効
力
の
有
無
、

行
使
の
対
象
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
軍
団
兵
士
制
の
停
廃
後

に
お
い
て
は
、
辺
境
・
京
・
そ
の
他
の
諸
国
と
い
っ
た
地
域
ご
と
の
相
違
に

エ38　　（464）



評書

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

　
つ
ぎ
に
、
検
非
違
使
・
押
領
使
・
追
捕
使
－
所
謂
三
三
の
問
題
、
そ
し

て
そ
の
確
立
の
契
機
と
な
っ
た
雷
門
の
乱
に
関
す
る
所
説
を
検
討
す
る
。

　
ω
　
最
初
に
三
景
に
つ
い
て
、
　
「
序
章
」
の
記
述
を
中
心
に
み
て
ゆ
こ
う
。

　
十
世
紀
に
お
い
て
は
農
奴
主
階
級
の
武
力
こ
そ
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
圏
衙
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
「
諸
国
兵
士
」
と
し
て
存
在
し
た
。
中

央
朝
廷
は
諸
権
門
を
抑
え
、
さ
ら
に
大
規
模
な
内
乱
に
対
処
す
る
軍
事
制
度

と
し
て
三
使
を
創
出
し
、
諸
国
兵
土
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
う
ち
検
非
違
使
は
、
当
初
良
吏
政
治
の
一
環
と
し
て
出
発
す
る
が
、
十
世

紀
に
は
兵
士
制
に
か
わ
る
軍
事
力
と
な
り
地
方
の
反
乱
に
も
下
向
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
ま
た
追
捕
使
は
承
平
・
天
慶
の
乱
に
際
し
て
出
現
し
、
最
初
は

中
央
政
府
の
命
に
よ
っ
て
行
動
す
る
「
道
理
追
捕
使
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て

任
免
権
は
園
衙
に
移
り
「
国
」
追
捕
使
が
成
立
し
、
国
兵
士
の
指
揮
権
を
握

る
よ
う
に
な
る
。
　
＝
力
押
領
使
は
本
来
兵
員
の
輸
送
に
あ
た
る
存
在
で
あ
っ

た
が
、
将
門
の
乱
を
機
に
実
戦
に
参
加
す
る
よ
う
に
変
化
す
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
も
当
初
は
将
門
に
対
抗
す
る
武
力
と
し
て
朝
廷
が
補
任
し
た
が
、
や
が

て
任
免
権
は
国
衙
へ
移
る
。
こ
う
し
た
三
使
は
い
ず
れ
も
武
力
と
し
て
は
様

々
な
限
界
が
あ
っ
た
た
め
に
、
承
平
・
天
慶
の
乱
が
終
嬉
し
た
後
に
な
る
と

国
家
の
下
欄
す
ら
不
明
確
に
な
り
、
摂
関
家
等
政
権
を
握
っ
た
貴
族
の
軍
制

が
国
家
の
軍
事
制
度
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
、
も
は
や
中
央
政
府
は
地
方
の
農

奴
主
だ
ち
を
直
接
把
握
し
え
な
く
な
っ
た
と
結
ん
で
い
る
。

　
ま
ず
検
非
違
使
の
問
題
で
あ
る
が
、
井
上
氏
は
H
i
§
1
に
お
い
て
摂
関
蟄

政
治
成
立
と
と
も
に
そ
の
武
力
と
な
っ
た
と
し
、
院
政
期
も
含
め
て
（
皿
一

§
2
）
一
貫
し
て
政
権
保
持
者
を
擁
護
す
る
武
力
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

し
か
し
、
氏
自
身
も
述
べ
て
い
る
通
り
、
そ
の
武
力
と
し
て
の
役
割
に
は
限

界
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
他
の
側
面
…
司
法
・
行
政
i
も
含
め
て
包
括
的
に

論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
森
田
悌
・
渡
辺
直
彦
・
大
饗
亮
等
の
諸
氏
に

よ
る
批
判
に
対
潤
し
た
新
し
い
兇
解
を
期
待
し
た
い
。

　
つ
ぎ
に
押
領
使
（
H
－
§
2
で
詳
述
）
、
追
捕
使
（
1
一
§
3
で
詳
述
）
の

問
題
に
移
る
。
こ
れ
ら
は
井
上
氏
に
よ
っ
て
、
初
め
て
本
格
的
な
研
究
対
象

と
し
て
取
上
げ
ら
れ
た
軍
事
制
度
で
あ
り
、
現
在
、
氏
の
見
解
の
多
く
は
通

説
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
下
向
井
龍
彦
氏
は
本
書
の
書
評
に

お
い
て
、
井
上
氏
の
所
説
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
る
。
ま

ず
押
領
使
の
隠
題
で
は
、
　
①
発
生
も
役
割
も
全
く
異
な
る
「
難
行
」
・
「
諸

陣
」
・
「
諸
国
」
・
「
運
上
物
」
の
各
押
領
使
を
区
分
せ
ず
、
一
括
し
て
論
じ
て

お
り
、
　
②
押
領
使
の
権
限
を
正
確
に
把
握
せ
ず
、
抽
象
的
・
概
念
的
な
理

解
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
こ
の
点
は
追
捕
使
も
共
通
）
と
述
べ
、
一
方
追
工

廠
に
つ
い
て
は
、
①
押
領
使
と
の
異
同
が
不
明
確
で
あ
り
、
②
根
本
的
に

性
格
を
異
に
す
る
「
道
」
・
「
国
」
追
捕
使
を
同
一
系
列
上
で
論
じ
た
と
し
て

い
る
。
下
向
善
書
が
付
加
さ
れ
た
氏
自
身
の
見
解
に
ま
で
立
入
る
余
裕
は
な

い
が
、
右
の
春
意
は
基
本
的
に
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

名
称
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
性
格
が
異
な
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
共
通
し
た

名
称
を
有
す
る
理
由
は
鴎
ら
か
で
は
な
く
、
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る

井
上
流
の
考
え
方
が
全
く
意
味
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
か
な

り
流
動
的
な
性
格
を
帯
び
る
こ
の
時
期
の
諸
制
度
を
、
律
令
制
の
官
職
の
ご

と
く
名
称
の
共
通
性
か
ら
判
断
し
て
、
同
一
の
枠
組
み
で
把
え
よ
う
と
す
る

方
法
に
は
疑
開
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
②
　
井
上
氏
は
将
門
の
乱
を
律
令
国
家
と
は
相
容
れ
な
い
農
奴
制
原
理
に
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も
と
つ
く
内
乱
と
み
な
し
、
乱
そ
の
も
の
の
解
明
よ
り
も
、
乱
が
朝
廷
に
与

え
た
軍
制
・
国
政
上
の
影
響
を
分
析
す
る
こ
と
に
主
限
を
お
い
て
い
る
。
氏

の
見
鯉
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
検
非
違
使
・
押
領
使
・
追
捕
使
の
三
組
が
実

質
的
機
能
を
確
立
し
軍
制
が
大
き
く
変
化
す
る
。
同
時
に
こ
れ
は
農
奴
主
で

あ
る
領
主
の
武
力
を
国
家
内
に
組
み
込
む
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
（
以
上
、

∬
一
§
2
な
ど
）
。
一
方
、
こ
の
内
乱
は
、
藤
原
画
家
の
政
権
が
確
立
し
つ

つ
あ
っ
た
政
治
情
勢
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
し
て
、
乱
に
お
け
る
忠
平
や
、

推
間
使
・
征
東
大
将
軍
に
補
さ
れ
た
中
央
貴
族
の
行
動
を
分
析
し
て
い
る

（
皿
一
§
1
）
。

　
以
上
の
う
ち
、
三
使
に
つ
い
て
は
既
に
ふ
れ
た
通
り
で
繰
返
さ
な
い
。
一

方
、
そ
の
酷
使
を
通
し
て
朝
廷
が
農
奴
主
の
武
力
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
点

は
、
基
本
的
に
首
肯
し
う
る
指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た

領
主
は
平
貞
盛
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
諸
家
兵
士
」
に
属
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
経
歴
等
か
ら
考
え
て
、
氏
が
三
盛
と
は
異
質
と

み
な
し
た
藤
原
秀
郷
に
も
共
通
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
「
諸
家

兵
士
」
の
ほ
か
、
承
平
・
天
慶
の
乱
に
際
し
て
朝
廷
は
、
諸
家
・
諸
国
等
の

兵
士
・
武
器
・
馬
な
ど
を
積
極
的
に
調
達
し
た
の
で
あ
り
、
諸
権
門
に
分
化

し
た
武
力
を
朝
廷
が
統
一
的
に
把
握
し
う
る
体
制
が
築
か
れ
た
と
書
え
よ
う
。

こ
の
点
こ
そ
が
、
内
乱
に
よ
る
中
央
軍
制
の
最
大
の
変
化
で
あ
り
、
さ
ら
に

国
政
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
井
上
氏
も
三
使

の
役
割
に
つ
い
て
右
の
ご
と
き
評
価
を
示
唆
し
な
が
ら
（
序
章
）
、
各
節
に
お

い
て
は
領
主
の
体
制
内
化
、
公
権
の
獲
得
と
い
う
面
の
み
を
強
調
し
（
H
－

§
2
）
、
内
乱
に
際
し
て
朝
廷
の
と
っ
た
施
策
を
正
面
か
ら
取
上
げ
ず
に
一

部
貴
族
の
私
的
な
利
害
に
基
づ
く
行
動
に
言
及
し
た
に
留
ま
る
（
H
l
§
1
）

の
は
惜
し
ま
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
乱
後
の
軍
制
の
変
化
と
し
て
見
落
と
せ
な
い
の
が
、
福
田
量
彦

氏
に
よ
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
中
央
に
お
け
る
軍
事
貴
族
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
①

と
い
う
間
題
で
あ
る
。
そ
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
、
い
ず
れ
も
四
・
五
位
の

官
位
を
有
し
、
京
の
政
界
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば

将
門
追
討
の
立
役
者
藤
原
秀
郷
は
従
四
位
下
下
野
守
に
補
さ
れ
る
が
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
井
上
氏
の
憶
う
よ
う
な
自
己
の
支
配
領
域
強
化
（
丑
一
§

2
）
の
面
よ
り
も
、
秀
郷
が
四
位
・
国
守
と
い
う
中
央
貴
族
の
地
位
を
得
た

こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
秀
郷
自
身
の
史
料
に
は
欠
け
る
が
、
そ
の

子
千
晴
以
下
が
京
に
お
い
て
活
躍
し
京
官
の
地
位
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
か

ら
み
て
、
秀
郷
の
中
央
に
お
け
る
軍
事
貴
族
化
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
の

ほ
か
、
貞
盛
や
平
公
雅
ら
の
よ
う
に
、
坂
東
辺
境
に
あ
っ
た
軍
事
貴
族
た
ち

が
京
に
活
動
の
中
心
を
移
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
彼
ら
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
、
官
職
と
無
関
係
に
軍
事
・
警
察
活

動
に
動
員
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
蔵
人
頭
の
命
に
よ
っ
て
活
動

　
　
②

し
た
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
特
定
権
門
に
結
合
し
て
い
た
の
で

は
な
く
、
直
接
朝
廷
の
指
示
を
う
け
る
立
場
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
た

が
っ
て
、
そ
の
出
現
は
諸
権
門
に
分
化
し
て
い
た
武
力
を
朝
廷
が
直
接
把
握

し
よ
う
と
し
た
軍
制
上
の
変
革
の
一
環
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
井
上
氏

は
、
か
か
る
軍
事
貴
族
の
活
動
に
つ
い
て
、
十
世
紀
末
に
検
非
違
使
に
か
わ

っ
て
体
制
外
の
「
武
土
」
が
起
用
さ
れ
た
と
す
る
（
H
－
§
1
）
が
、
以
上

述
べ
た
よ
う
に
豊
門
の
乱
以
来
の
、
朝
廷
に
よ
る
一
連
の
軍
制
変
革
・
に
包
括

さ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
な
お
井
上
氏
は
十
世
紀
末
以
後
、
棟
梁
出
現
に
至
る
ま
で
の
軍
制
に
つ
い

て
、
有
力
貴
族
・
摂
関
家
の
軍
書
が
国
家
の
軍
事
制
度
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
、

源
満
仲
・
頼
信
ら
の
有
力
武
士
を
「
摂
関
家
の
侍
大
将
し
と
し
て
軍
事
指
揮
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評書

権
を
与
え
た
と
す
る
（
序
章
）
。
し
か
し
、
『
今
昔
物
語
』
に
幽
趣
を
評
し
て

「
公
ケ
モ
此
レ
ヲ
止
事
元
キ
老
ニ
ナ
ム
思
食
ケ
ル
。
亦
大
臣
公
卿
ヨ
リ
始
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

世
ノ
人
皆
此
レ
ヲ
用
ヰ
テ
ゾ
有
ヶ
ル
。
偏
と
あ
る
よ
う
に
、
軍
寮
貴
族
は
決

し
て
特
定
の
権
門
に
の
み
奉
仕
す
る
存
在
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
状
態
は
摂

関
政
治
全
盛
期
に
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
軍
事
貴
族
の
多
く
が
摂

関
家
に
奉
仕
し
た
の
は
最
高
権
力
老
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
家
産
機

構
に
深
く
組
込
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

三

　
最
後
に
、
棟
梁
を
は
じ
め
と
し
た
院
政
期
の
武
力
に
関
す
る
井
上
氏
の
諸

見
解
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
H
l
§
2
を
中
心
に
、
院
に
よ
る
軍
事

力
編
成
に
関
し
た
所
説
を
取
上
げ
、
次
に
棟
梁
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
に
し

た
い
。

　
ω
　
井
上
氏
は
、
院
が
寺
社
等
の
荘
園
領
主
を
抑
圧
す
る
た
め
に
武
力
を

組
織
し
た
と
規
定
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
院
の
有
し
た
私

的
な
武
力
と
し
て
は
受
領
・
地
方
武
士
か
ら
な
る
北
面
、
近
侍
す
る
院
の
侍
、

そ
し
て
武
者
所
の
武
士
が
あ
り
、
ま
た
公
的
な
も
の
と
し
て
は
検
非
違
使
が

あ
っ
た
。
一
方
、
荘
園
領
主
も
荘
園
の
支
配
を
通
し
て
武
力
を
得
た
が
、
こ

れ
に
対
し
て
院
は
、
時
に
は
荘
園
領
主
と
同
盟
を
結
び
な
が
ら
、
次
の
よ
う

な
形
態
で
軍
事
力
を
編
成
し
発
動
し
た
。

｛
盤
鍵
難
撃

　
右
の
う
ち
「
京
武
者
」
と
は
、
院
と
の
私
的
な
関
係
に
よ
っ
て
動
員
さ
れ
、

官
制
と
は
無
関
係
に
圏
制
上
の
位
置
を
有
す
る
、
院
武
力
の
中
心
と
な
っ
た

規
模
の
大
き
な
武
士
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
中
か
ら
公
権
を
媒
介
と
し
て

棟
梁
が
出
現
す
る
が
、
棟
梁
以
外
の
京
武
者
は
戎
馬
軍
制
と
接
触
せ
ず
規
模

は
棟
梁
に
劣
る
も
の
の
、
在
地
に
は
有
力
な
武
士
団
を
も
ち
京
で
は
検
非
違

使
な
ど
の
官
職
に
つ
い
て
い
た
。
こ
れ
が
在
京
武
士
で
あ
る
（
以
上
、
皿
一

§
2
）
。
一
方
、
京
武
者
に
四
三
す
る
武
土
が
い
ず
れ
も
源
平
平
氏
に
属
し
、

「
源
平
相
並
し
と
称
さ
れ
る
軍
制
上
の
伝
統
が
存
し
た
点
に
も
注
目
し
て
、

院
に
よ
る
武
士
の
組
織
、
さ
ら
に
棟
梁
出
現
の
背
景
に
は
、
源
平
両
氏
が
成

立
し
た
時
以
来
存
す
る
氏
族
的
特
色
が
結
合
し
て
い
た
と
す
る
（
∬
1
8
0
4
）
。

　
以
上
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
無
一
§
2
前
半
の
院
の
武
力
に
関
す
る

分
析
と
軍
事
編
成
の
図
式
と
の
関
係
が
暖
昧
な
点
、
ま
た
荘
園
領
主
の
武
力

に
つ
い
て
、
預
所
を
は
じ
め
と
す
る
荘
園
支
配
の
武
力
を
捨
象
し
た
こ
と
等

の
問
題
が
指
摘
し
う
る
が
、
こ
こ
で
は
「
京
武
者
」
を
中
心
と
す
る
在
京
の

武
力
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
氏
の
提
示
し
た
「
京
武
者
｛
離
熊
武
士
」
と
い
う
分
類
は
、
当
機
多

数
並
存
し
て
い
た
源
平
等
の
武
士
団
を
的
確
に
把
握
し
た
妥
当
な
概
念
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
氏
は
、
院
が
源
義
家
以
下
の
源
氏
を
圧
迫
し
平
氏
の
み
を

重
用
し
た
と
す
る
通
説
を
却
け
、
最
高
権
力
者
と
し
て
全
て
の
武
士
を
組
織

し
た
と
捉
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
油
目
す
べ
き
指
摘
と
言
え
よ
う
。
一
方
、

そ
の
動
員
に
つ
い
て
は
官
職
と
無
関
係
で
あ
っ
た
点
を
強
調
し
、
院
と
の
私

的
関
係
に
も
と
つ
く
も
の
と
し
て
い
る
。
基
本
的
に
首
肯
し
う
る
見
解
で
は

あ
る
が
若
干
の
問
題
点
も
あ
る
。
第
一
に
、
摂
関
期
に
も
「
宮
制
上
位
置
を

も
た
な
い
存
在
」
　
（
丑
一
§
1
）
が
武
力
と
し
て
動
員
さ
れ
て
お
り
、
両
者

の
間
の
異
同
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
氏
は
、
京
武
者
の
も
っ
て

い
た
窟
職
に
付
随
す
る
武
力
が
動
員
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
が
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（
皿
i
§
2
）
、
京
武
者
が
率
い
る
武
力
は
通
常
主
従
関
係
に
あ
る
者
の
み
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
検
非
違
使
へ
の
補
任
を
重
視
し
て
、
　
「
公
権
」
あ
る
い
は

「
国
制
上
の
地
位
」
を
獲
得
す
る
と
大
き
く
評
価
し
て
い
る
が
（
I
l
§
4
）
、

そ
の
一
方
で
京
武
者
は
院
と
の
関
係
で
国
制
上
の
地
位
を
得
、
宮
制
と
無
関

係
に
動
員
さ
れ
る
と
論
じ
て
い
る
の
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
現
実
に
は
、
有
力
な
京
武
者
は
必
ず
し
も
検
非
違
使
等
の
面
的
官
職
に

任
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
井
上
氏
の
所
説
で
最
も
特
徴
的
な
点
は
、
源
平
両
氏
の
琉
族

的
特
性
を
強
調
し
た
点
で
あ
る
。
武
士
の
問
題
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
こ
の

よ
う
な
貴
族
社
会
の
伝
統
に
着
目
し
、
両
者
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す

る
姿
勢
は
大
き
く
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
論
に
は
そ
の
ま
ま
従

う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
　
「
源
平
絹
並
」
ぶ
伝
統
の

成
立
は
秀
郷
流
藤
原
氏
の
失
脚
等
他
姓
の
有
力
軍
事
貴
族
が
没
落
し
た
、
い

わ
ば
偶
然
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
、
当
初
か
ら
氏
族
的
特
性
が
重
要

な
意
味
を
有
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
一
方
、
源
平
両
氏
に
属
す
る
武
者

で
も
、
地
方
に
土
着
し
た
者
は
院
に
起
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
点
に
注

目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
平
武
者
た
り
う
る
最
大
の

前
提
条
件
は
、
京
の
政
界
に
関
与
し
て
落
磐
・
受
領
の
地
位
を
有
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
か
か
る
地
位
を
保
持
す
る
者
が
、
や
が
て
「
貴
種
」
と
称
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
京
武
者
の
問
題
を
中
心
に
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
し
た
が
、
最
後
に

武
門
の
棟
梁
に
関
す
る
所
説
に
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　
②
　
井
上
流
の
構
想
の
中
で
棟
梁
の
出
現
は
、
平
安
蒋
代
軍
事
欝
欝
上
、

最
大
の
画
期
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
成
立
の
背
景
に
は
「
都
市
貴
族
の

盟
主
と
し
て
国
政
の
恣
意
的
運
用
を
め
ざ
す
院
政
」
が
、
他
権
門
を
圧
倒
す

る
た
め
地
方
の
武
力
を
吸
引
し
よ
う
と
し
た
事
情
が
あ
っ
た
。
棟
梁
と
は
律

令
国
家
の
軍
事
指
揮
権
を
譲
渡
さ
れ
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
源
頼
義
を
最

初
の
例
と
す
る
（
序
章
）
。
よ
り
具
体
的
に
見
れ
ば
、
棟
梁
は
受
領
等
の
地
位

を
通
し
て
地
方
に
従
者
を
有
す
る
京
武
者
に
院
が
追
討
使
等
の
公
権
を
与
え

て
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
棟
梁
は
公
権
に
よ
っ
て
地
方
武

士
と
の
関
係
を
深
め
、
つ
い
に
は
国
衙
に
対
す
る
命
令
権
を
も
有
し
、
院
命

さ
え
超
克
し
て
武
士
政
権
に
至
る
と
い
う
見
通
し
を
た
て
て
い
る
（
田
一
§

2
）
。
な
お
、
こ
う
し
た
棟
梁
が
院
の
も
と
で
出
現
す
る
こ
と
と
、
源
平
二

氏
の
氏
族
的
特
性
と
関
係
す
る
と
し
て
い
る
点
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
（
H

1
§
4
）
。

　
さ
て
、
以
上
の
論
点
の
う
ち
、
井
上
氏
が
棟
梁
成
立
の
契
機
を
追
討
使
等

の
公
権
に
求
め
、
頼
義
を
最
初
の
棟
梁
と
し
た
点
は
通
説
を
踏
襲
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
石
母
田
正
氏
ら
に
よ
っ
て
糠
梁
た
る
源
氏
の
抑
圧

者
と
さ
れ
た
院
を
棟
梁
の
育
成
者
と
捉
え
、
そ
の
武
力
で
あ
る
平
氏
を
、
国

衙
を
通
し
て
地
方
武
士
を
組
織
し
棟
梁
化
し
た
と
す
る
論
点
は
氏
独
自
の
も

の
と
言
え
よ
う
。
公
権
を
棟
梁
化
の
契
機
と
す
る
限
り
、
平
氏
も
頼
義
・

義
家
と
根
本
的
に
は
問
一
の
立
場
に
あ
り
、
西
国
武
士
と
の
関
係
か
ら
棟
梁

と
み
な
し
た
の
は
正
し
い
指
摘
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
氏
の
場
合
、
棟
梁
が

国
衙
そ
の
も
の
を
支
配
す
る
か
の
ご
と
く
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
事
実
誤

認
で
あ
り
、
国
衙
を
通
し
て
若
干
の
従
者
を
得
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
保
元
物
語
』
に
見
ら
れ
る
平
清
盛
の
武

④
力
か
ら
判
断
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
棟
梁
の
武
力
に
関
す
る

過
大
な
評
価
の
結
果
、
短
絡
的
な
武
士
政
権
へ
の
展
望
が
提
示
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
公
権
に
の
み
注
目
し
た
た
め
に
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
東

国
富
津
を
組
織
し
た
源
義
朝
の
問
題
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。
保
元
・
平
治
の
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函
に
お
け
る
活
動
か
ら
み
て
も
彼
が
清
盛
ら
と
並
ら
ぶ
棟
梁
で
あ
っ
た
こ
と

は
疑
い
な
い
。
や
は
り
公
権
で
は
な
く
、
私
的
な
、
主
従
閥
係
の
発
展
に
よ

る
棟
梁
の
出
現
を
も
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
頼
朝
の
政
権
に

つ
な
が
る
問
題
と
し
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
と
思
う
。

　
③
　
以
上
、
京
武
老
、
棟
梁
の
問
題
を
中
心
に
院
政
期
の
武
力
に
関
す
る

所
論
を
検
討
し
て
き
た
。
井
上
氏
は
、
こ
う
し
た
武
力
は
院
が
寿
社
等
の
他

権
門
と
の
対
抗
手
段
と
し
て
動
貴
し
た
と
い
う
認
識
を
有
し
て
E
い
る
（
こ
れ

は
院
ば
か
り
で
な
く
他
の
権
門
の
武
力
に
つ
い
て
も
同
様
の
見
方
が
な
さ
れ

て
い
る
）
。
か
か
る
理
解
は
氏
に
隈
ら
ず
、
い
わ
ば
通
説
的
な
見
解
と
称
し

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
近
棚
橋
光
男
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

院
政
の
本
質
は
都
市
貴
族
の
盟
主
と
し
て
在
地
領
主
層
を
抑
圧
し
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
そ
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
院
に
組
織
さ
れ

た
棟
梁
以
下
の
武
力
は
そ
の
た
め
の
爪
牙
と
い
う
面
を
有
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
先
に
も
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、
棟
梁
は
ご
く
限
ら
れ
た
武

力
を
組
織
し
た
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
荘
園
・
公
領
の
適
職
を
原
則
的
に
進
止

し
え
な
い
の
だ
か
ら
在
地
領
主
の
基
本
的
な
願
望
で
あ
る
所
領
の
安
堵
を
行

な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
棟
梁
た
り
う
る
ゆ
え
ん
は
地
方

反
乱
の
鎮
圧
者
と
な
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
鎮
圧
対
象
こ
そ
納
税
を
拒
み

国
衙
に
反
抗
し
た
在
地
領
主
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、

棟
梁
の
本
質
と
は
都
市
貴
族
の
爪
牙
と
し
て
在
地
領
主
層
を
抑
圧
し
た
点
に

あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
主
に
預
所
等
と
し
て
荘
園
支
配
の
武
力
と
な
っ

た
、
他
の
在
京
武
士
た
ち
に
も
共
通
す
る
と
言
え
よ
う
。

　
棟
梁
の
役
割
を
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
政

権
獲
得
は
単
純
な
主
従
結
合
の
発
展
に
よ
っ
て
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、

ま
た
政
権
の
性
格
も
簡
単
に
は
規
定
し
え
な
い
の
は
言
う
迄
も
な
い
。
と
く

に
、
院
政
を
停
止
し
軍
事
独
裁
化
し
た
平
氏
政
権
の
意
義
は
、
そ
の
存
立
期

間
が
短
い
こ
と
も
あ
っ
て
容
易
に
把
握
し
難
い
面
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
意

味
で
、
井
上
氏
が
m
－
§
3
に
お
い
て
平
氏
政
権
下
の
佐
藤
一
族
の
動
向
を

探
り
、
佐
藤
能
清
が
一
園
規
模
で
平
氏
家
人
を
動
員
し
う
る
体
制
に
あ
っ
た

と
す
る
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
氏
は
、
丘
ハ
士
の
徴
発
に
お
け
る
国
衙
の

関
与
を
示
唆
し
、
鎌
倉
幕
府
の
守
護
－
御
家
人
体
制
へ
の
継
続
を
主
張
し
て

い
る
。
こ
れ
は
幕
府
軍
事
機
構
の
成
立
を
探
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
も
つ

見
解
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

結

び

　
以
上
、
主
に
将
門
の
乱
臣
の
中
央
に
お
け
る
軍
事
力
の
問
題
に
重
点
を
お

き
な
が
ら
、
井
上
氏
の
諸
見
解
に
ふ
れ
て
き
た
。
氏
の
論
文
の
構
成
に
よ
ら

ず
、
主
要
な
問
題
ご
と
に
氏
の
所
論
を
紹
介
し
、
私
見
を
述
べ
る
形
態
と
し

た
が
、
甚
だ
私
的
な
関
心
に
偏
っ
た
結
果
と
な
り
、
書
評
の
責
め
を
果
た
せ

た
か
否
か
疑
わ
し
く
思
わ
れ
る
。
ま
た
誤
読
・
誤
解
も
少
な
く
な
い
こ
と
と

思
う
が
、
井
上
氏
な
ら
び
に
読
者
諸
賢
の
厳
し
い
御
叱
正
を
仰
ぐ
所
存
で
あ

る
。

①
福
田
氏
「
王
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」
（
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史
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収
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『
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書
）
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②
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。

③
　
『
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。

④
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」
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