
参
議
論
の
再
検
討

i
貴
族
合
議
欄
の
成
立
過
程
一

瀧

浪

貞

子

【
要
約
】
　
大
宝
二
年
五
月
、
「
参
麟
議
朝
政
一
」
せ
し
む
と
い
う
形
で
は
じ
め
て
登
場
し
た
参
議
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
律
令
太
政
官
制
に
も
れ
た
氏
族

の
吸
収
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
太
政
官
機
構
が
有
力
氏
族
に
よ
る
合
議
制
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
に
基
づ
く
一
種
の
氏
族
均
衡
論
と
い

っ
て
よ
く
、
近
時
こ
れ
に
対
す
る
疑
問
か
ら
い
く
つ
か
の
参
議
論
も
現
わ
れ
た
が
、
参
議
を
当
初
か
ら
議
政
官
と
み
る
点
で
は
従
来
の
説
の
枠
内
に
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
参
議
の
も
っ
た
本
来
的
な
役
割
は
朝
政
参
議
1
1
待
問
参
議
、
す
な
わ
ち
天
皇
の
下
問
に
対
し
て
意
見
を
具
申
す
る
個
人
的
な
も

の
で
あ
り
、
む
し
ろ
私
的
・
非
合
議
的
な
性
格
を
も
つ
点
に
お
い
て
、
大
臣
以
下
の
議
政
官
と
は
異
質
な
存
在
で
あ
っ
た
。
換
書
す
れ
ば
、
「
参
議
」
の

制
は
、
当
初
限
定
さ
れ
た
機
能
し
か
も
た
な
か
っ
た
議
政
官
合
議
制
を
補
完
す
る
役
割
を
に
な
っ
て
登
場
し
た
と
も
い
え
る
。
本
稿
は
従
来
の
学
説
史
的

反
省
に
立
ち
、
こ
う
し
た
初
期
の
参
議
（
朝
政
参
議
）
が
議
政
官
（
廟
堂
参
議
）
化
し
て
い
く
過
程
を
多
角
的
に
考
察
し
、
そ
れ
を
通
し
て
貴
族
合
議
制

が
熟
成
さ
れ
確
立
し
て
い
く
過
程
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
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は
　
じ
　
め
　
に

　
わ
が
国
古
代
の
政
治
構
造
に
つ
い
て
は
、
太
政
官
の
下
に
組
織
さ
れ
た
有
力
貴
族
に
よ
る
合
議
制
、
い
わ
ゆ
る
太
政
官
制
が
奈
良
期
以
来
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

基
本
的
な
政
治
形
態
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
権
も
制
約
を
受
け
た
と
す
る
の
が
、
ほ
ぼ
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、

太
政
官
合
議
体
制
は
、
遡
れ
墨
黒
前
代
の
奏
合
議
製
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
理
蟹
生
れ
ゑ
互
降
・
て
は
平
安
期
の
蕎
綱

政
治
や
院
政
も
根
本
は
太
政
官
制
で
あ
り
、
摂
関
政
治
や
院
政
と
い
う
概
念
じ
た
い
無
意
味
で
あ
る
と
す
る
見
方
さ
え
出
さ
れ
て
い
る
。
私
も
、
4
3



太
政
官
機
構
の
役
割
を
一
貫
し
て
と
ら
え
、
太
政
官
合
議
制
を
重
視
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
過
大
な
評
価
は
さ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
太
政
宮
合
議
制
を
考
察
す
る
上
で
留
意
す
べ
き
点
は
、
第
一
に
、
合
議
制
と
い
わ
れ
る
も
の
の
実
態
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
に
そ
の
構
成
員
が
、
当
初
左
・
右
大
臣
、
大
納
言
の
合
せ
て
六
人
、
し
か
も
多
く
の
場
合
こ
の
う
ち
の
ど
れ
か
を
欠
き
、
時
の
政
治
情
勢
に

　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
っ
て
は
一
人
か
二
人
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
合
議
と
は
名
ば
か
り
と
い
っ
た
事
態
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

合
議
制
の
存
在
自
体
を
疑
問
視
す
る
意
見
が
出
て
く
る
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。

　
第
二
は
、
右
の
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
が
、
国
政
の
審
議
・
決
定
に
果
し
た
議
政
官
の
役
割
を
全
政
治
構
造
の
中
で
正
当
に
位
置
づ
け

る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
平
安
期
以
前
の
政
治
運
営
に
お
い
て
、
議
政
官
の
存
在
と
は
関
わ
り
な
く
政
治
上
の
意
見
を
ひ
ろ
く
官
人
に
微
蒸

し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
意
見
封
進
」
の
制
と
か
、
逆
に
そ
れ
を
特
定
の
個
人
に
求
め
た
も
の
と
も
い
え
る
「
参
議
」
の
欄
な
ど
が
採
ら
れ
て
い
る

の
は
、
議
政
官
合
議
制
が
限
定
さ
れ
た
機
能
し
か
も
た
な
か
っ
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
り
、
合
議
制
を
補
完
（
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば

制
約
）
す
る
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
私
は
、
少
な
く
と
も
奈
良
期
に
お
い
て
は
、
議
政
官
合
議

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

欄
の
外
に
あ
る
も
の
の
存
在
と
そ
の
役
割
に
も
っ
と
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
結
局
、
天
皇
権
を
ど
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

理
解
す
る
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
の
関
係
で
、
合
議
的
な
要
素
と
そ
の
枠
外
に
あ
る
、
い
わ
ば
非
合
議
的
な
要
素
と
を
総
合
的
・
多
角

的
に
と
ら
え
、
位
置
づ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
は
し
ご
く
当
然
の
こ
と
を
指
摘
し
た
ま
で
で
あ
る
が
、
裏
返
せ
ぼ
そ
の
ま
ま
、
従
来
の
研
究
に
抱
く
私
の
率
直
な
疑
問
で
も
あ
る
。
そ

し
て
こ
う
し
た
疑
問
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
太
政
官
合
議
制
と
不
可
分
の
形
で
取
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
参
議
」
の
理
解
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
「
参
議
（
制
）
」
に
つ
い
て
は
、
字
面
（
議
に
参
ず
る
）
に
ひ
か
れ
て
で
あ
ろ
う
、
無
媒
介
に
「
合
議
（
制
）
」
と
同

　
　
　
　
　
　
⑦

義
語
と
理
解
さ
れ
、
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
参
議
（
者
）
の
機
能
な
り
職
掌
を
当
初
か
ら
合
議
（
議
政
官
）
と
考
え
て
よ
い
の
か
、
大
い
に
疑

問
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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参議論の再検討（瀧浪）

　
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
五
月
、
大
伴
安
麻
呂
以
下
五
名
を
「
参
ゴ
議
朝
政
こ
せ
し
め
る
と
い
う
形
で
登
場
し
た
「
参
議
（
者
）
」
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
竹
内
理
三
氏
が
、
「
新
官
欄
に
収
容
し
切
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
旧
氏
族
を
、
新
機
構
に
よ
る
政
治
機
構
に
参
加
さ
せ
る
た
め
に
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

出
さ
れ
た
便
法
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
さ
れ
、
こ
の
理
解
が
大
方
の
承
認
を
得
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
竹
内
属
の
参
議
論
は
、
極
官
制
す
な

わ
ち
律
令
官
制
を
、
各
民
族
か
ら
代
表
が
参
醸
し
て
廟
堂
を
構
成
す
る
と
い
う
原
則
、
い
わ
ば
氏
族
の
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
が
図
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
も
の
と
み
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
「
氏
族
均
衡
論
」
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
均
衡
論
は
、
（
氏
は
こ
と
さ
ら
言
及
さ
れ
て
は
い

な
い
が
）
と
り
も
直
さ
ず
こ
の
参
議
を
、
大
臣
や
納
言
と
同
様
の
議
政
官
で
あ
り
、
廟
堂
の
構
成
員
（
た
だ
し
そ
の
最
下
位
に
置
か
れ
た
）
で

あ
っ
た
と
す
る
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
で
な
け
れ
ば
、
参
議
に
任
ず
る
こ
と
が
新
し
い
政
治
機
構
へ
の
参
加
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
参
議
一
合
議
1
1
太
政
官
制
と
い
う
図
式
に
集
約
さ
れ
る
竹
内
氏
の
参
議
論
が
構
築
さ
れ
、
こ
れ
が
以
後
、
古
代
に
お
け

る
合
議
制
、
ひ
い
て
は
天
皇
や
貴
族
の
研
究
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
あ
る
い
は
方
向
づ
け
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
参
議
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
殆
ん
ど
み
る
べ
き
研
究
は
な
か
っ
た
が
、
近
時
、
二
、
三
の
論
考
が
出
さ
れ
た
。
ま
ず
高
島
正
人
氏
は
、
「
参

議
」
設
置
の
理
由
を
「
表
面
的
（
形
式
的
な
い
し
名
目
的
）
理
由
」
と
「
裏
面
的
（
本
質
的
）
理
由
」
と
に
大
別
し
、
当
時
わ
ず
か
恩
名
と
な

っ
た
公
卿
人
員
の
補
充
強
化
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
表
面
的
な
理
由
で
、
本
質
的
に
は
、
ω
令
制
に
よ
る
人
選
の
不
平
不
満
の

解
消
策
、
②
大
伴
安
麻
呂
・
粟
田
真
人
ら
の
大
納
言
補
任
を
阻
止
す
る
た
め
藤
原
無
比
等
が
案
出
し
た
巧
妙
な
置
潮
排
斥
策
、
の
二
点
に
あ
っ

　
　
　
　
⑩

た
と
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
黒
板
伸
夫
氏
は
、
参
議
の
相
当
位
を
正
四
輩
下
と
記
す
『
職
原
抄
』
の
理
解
を
疑
問
と
し
、
参
議
に
対
し
て
正
式
な
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

位
相
当
制
の
必
要
が
し
ぼ
し
ぼ
説
か
れ
な
が
ら
も
、
結
局
、
法
制
上
相
当
千
を
制
定
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
事
実
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
相
当

位
を
中
心
に
論
じ
た
の
が
虎
尾
達
哉
氏
で
あ
る
。
氏
は
黒
板
氏
の
説
を
承
け
な
が
ら
も
、
参
議
の
相
当
位
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
四
位
と
し
、
四

位
（
者
）
と
大
化
前
代
の
大
夫
層
と
の
関
連
を
検
討
し
た
上
で
、
参
議
制
は
三
位
以
上
の
令
制
議
政
官
に
対
す
る
「
四
位
の
議
政
官
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

案
出
さ
れ
た
も
の
で
、
大
宝
二
年
当
初
よ
り
す
で
に
「
正
官
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
。

　
私
の
み
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
意
見
は
い
ず
れ
も
竹
内
既
の
氏
族
均
衡
論
に
対
す
る
疑
問
や
批
判
を
ふ
く
み
な
が
ら
、
竹
内
説
の
根
幹
と
も

45 （675）



い
う
べ
き
、
参
議
は
議
政
官
で
あ
り
、
合
議
制
の
構
成
者
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
継
承
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
聴
く
べ
き
見
解
を
打
出
さ
れ
な
が
ら
も
、
論
点
は
も
っ
ぱ
ら
参
議
の
制
度
化
の
時
期
と
い
っ
た
議
論
に
終
始
し
、
も
っ
と

も
肝
心
な
、
参
議
そ
の
も
の
の
検
討
、
す
な
わ
ち
参
議
の
本
義
は
も
と
よ
り
、
そ
の
変
質
過
程
に
つ
い
て
の
考
察
は
殆
ん
ど
な
さ
れ
る
と
こ
ろ

が
な
い
。
氏
族
均
衡
論
に
基
づ
く
竹
内
氏
の
参
議
論
が
合
議
制
論
と
不
可
分
で
あ
る
以
上
、
そ
の
合
議
制
論
の
内
容
に
ま
で
立
ち
至
っ
て
検
討

し
な
い
限
り
、
そ
れ
が
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
参
議
と
は
、
先
の
初
見
記
事
が
示
す
よ
う
に
、
本
来
は
「
朝
政
」
に
参
議
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
朝
政
参
議
」
に
つ
い
て
は
、
参
議
が

議
政
官
で
あ
る
大
臣
・
納
言
ら
と
の
合
議
に
参
画
し
た
も
の
と
す
る
の
が
こ
れ
ま
で
の
理
解
で
あ
る
が
、
前
触
「
武
智
麻
呂
政
権
の
成
立
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

『
内
臣
』
房
前
論
の
再
検
討
一
－
」
で
、
参
議
・
内
臣
と
な
っ
た
房
前
に
対
す
る
通
説
の
再
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
天
皇
の

諮
問
に
応
え
、
各
自
の
立
場
か
ら
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
そ
の
立
場
（
人
物
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

た
が
っ
て
こ
れ
は
別
に
「
壁
芯
参
議
」
と
い
わ
れ
た
も
の
に
等
し
い
。
参
議
i
初
期
の
参
議
は
、
天
皇
と
の
個
人
的
な
か
か
わ
り
に
お
い
て

存
在
す
る
、
私
的
・
非
舎
議
的
な
性
格
に
こ
そ
そ
の
特
質
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
前
当
で
の
結
論
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
本
稿
の
出
発
点
に
も

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
う
し
た
待
問
参
議
を
特
質
と
し
た
初
期
参
議
の
あ
り
方
を
「
朝
政
参
議
（
者
ご
と
呼
び
、
い
う
と
こ
ろ
の
議

政
官
化
し
た
参
議
を
「
廟
堂
参
議
（
者
）
」
と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
い
ま
参
議
要
論
に
必
要
な
の
は
、
参
議
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
議
政
官
と
み
な
し
て
き
た
通
説
の
抜
本
的
な
見
直
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
あ
り
、
初
期
の
参
議
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
議
政
官
化
し
て
い
っ
た
か
の
、
い
わ
ば
質
的
変
化
の
考
察
で
は
な
か
ろ
う
か
。
換
言
す
れ

ぼ
「
朝
政
参
議
（
老
こ
か
ら
「
廟
堂
参
議
（
者
）
」
へ
の
変
質
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
、
不
十
分
な
形
で
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
合
議

制
が
ど
の
よ
う
に
充
実
・
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
跡
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
太
政
官
制
は
参
議
を
廟
堂
構
成
員
に
取
込
ん
だ
段
階
で
始
め
て

実
体
あ
る
組
織
と
な
り
、
そ
の
時
点
で
貴
族
合
議
制
は
確
立
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
公
卿
（
層
）
の
成
立
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
学
説
史
的
反
省
に
立
っ
て
参
議
（
制
）
を
多
角
的
に
考
察
し
、
そ
れ
を
通
し
て
貴
族
合
議
制
の
確
立
し
て
い
く
過
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程
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
お
の
ず
か
ら
考
察
の
範
囲
は
、
参
議
の
登
場
時
か
ら
議
政
官
と
の
同
質
化
を
経
て
合
議
体
制
が
で
き
上
る
平
安
前
期

に
ま
で
及
ぶ
が
、
参
議
論
の
あ
ら
た
な
展
開
の
た
め
に
は
、
そ
こ
ま
で
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
の
要
件
と
考
え
る
。

な
お
本
文
中
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
引
用
史
料
と
そ
の
日
付
け
は
六
国
史
に
よ
る
。

参議論の再検討（瀧浪）

①
　
例
え
ば
阿
部
武
彦
「
古
代
族
長
継
承
の
問
題
に
つ
い
て
」
（
『
北
大
史
学
』
二
、

　
昭
和
二
九
年
）
、
議
題
「
大
化
前
後
の
大
夫
に
つ
い
て
」
（
『
山
梨
大
学
学
芸
学
部

　
研
究
報
告
』
一
〇
、
昭
和
三
四
年
ψ
、
石
尾
芳
久
『
目
本
古
代
天
皇
制
｝
の
研
…
究
』

　
（
昭
和
四
四
年
）
、
早
州
庄
八
「
古
代
天
皇
制
と
太
政
官
政
治
」
（
『
講
座
諮
問
歴

　
史
』
古
代
一
一
所
収
、
昭
湘
五
九
年
）
な
ど
。

②
　
律
令
太
政
官
鋼
が
合
議
体
㈱
で
あ
る
と
す
る
理
解
は
、
奈
良
朝
政
治
を
論
ず
る

　
場
合
、
殆
ん
ど
無
条
件
に
承
認
さ
れ
、
疑
う
余
地
の
な
い
前
提
と
さ
れ
て
き
た
が
、

　
そ
の
論
拠
は
一
体
何
な
の
か
、
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
は
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
た
と
え
ば
早
川
庄
八
氏
は
、
ω
勅
任
官
・
奏
任
官
の
任
用
候
補
者
の
適
格
性
を
議

　
政
官
（
痢
に
よ
れ
ば
参
議
を
含
む
）
が
審
議
す
る
こ
と
が
、
大
宝
令
の
施
行
の
直

　
後
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
、
②
藤
原
宮
子
の
称
号
事
件
を
お
こ
し
た
の
は
長

　
屋
王
に
代
表
さ
れ
る
議
政
官
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
点
を
指
摘
さ
れ
、
さ

　
ら
に
平
安
時
代
に
お
け
る
陣
雲
が
合
議
制
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
圖
陣
定
の

　
原
型
と
し
て
の
議
政
官
の
合
議
綱
は
、
大
宝
令
の
施
行
直
後
に
遡
っ
て
存
し
た
と

　
み
て
よ
い
、
と
結
論
さ
れ
て
い
る
（
面
一
、
前
掲
害
）
。
し
か
し
勅
任
官
・
奏
任

　
官
の
問
題
や
宮
子
事
件
を
た
だ
ち
に
合
議
制
と
結
び
つ
け
る
の
は
疑
問
で
あ
る

　
し
、
同
様
に
陣
定
の
原
型
を
大
宝
令
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
り
、

　
今
後
の
検
討
を
要
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
も
太
政
官
制
に
合
議
的
要
素
を
認

　
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
合
議
体
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
留

　
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。

③
こ
の
他
則
閾
の
官
と
し
て
太
政
大
臣
が
置
か
れ
、
ま
た
知
太
政
官
事
が
任
じ
ら

　
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
常
置
で
は
な
か
っ
た
。

④
　
大
宝
年
間
で
ほ
ぼ
三
人
（
右
大
臣
一
・
大
納
言
二
～
三
人
。
た
だ
し
参
議
は
除

　
く
。
以
下
同
じ
）
、
左
大
臣
長
屋
王
が
首
班
で
あ
っ
た
時
代
（
養
老
八
年
以
降
）

　
で
も
四
～
五
人
、
立
塩
王
の
変
以
後
は
二
人
制
大
・
申
納
言
各
一
人
）
、
藤
原
四
子

　
没
後
も
橘
諸
兄
（
大
納
言
）
と
中
納
言
一
人
、
さ
ら
に
中
納
雷
が
没
し
た
天
平
十

　
一
年
か
ら
十
四
年
ま
で
は
わ
ず
か
に
諸
兄
（
右
大
臣
）
一
人
と
い
う
状
況
で
あ
っ

　
た
。

⑤
　
佐
藤
宗
諄
「
律
令
太
政
官
制
と
天
皇
」
（
『
大
系
目
本
国
家
宝
』
一
古
代
、
昭
和

　
五
〇
年
）
。
も
っ
と
も
氏
は
、
「
太
政
官
で
の
諸
氏
族
の
代
表
者
に
よ
る
政
務
の
執

　
行
が
合
議
鰯
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
直
接
に
は
も
は
や
明
ら
か
に
し
が
た

　
い
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
考
察
を
断
念
さ
れ
て
い
る
。

⑥
最
近
長
山
泰
孝
「
律
令
国
家
と
王
梅
」
（
『
続
目
本
紀
研
究
臨
三
七
、
昭
和
六
〇

　
年
）
は
、
合
議
体
綱
の
内
実
を
王
権
の
在
り
方
と
関
連
づ
け
て
考
察
さ
れ
た
。
合

　
議
制
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
承
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
は
あ
る
が
、
十
分
に
評
価

　
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑦
例
え
ば
竹
内
理
三
「
『
参
議
隠
制
の
成
立
」
（
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』
第
｝
部

　
所
収
、
昭
和
三
三
年
）
は
、
「
元
来
、
『
参
議
朝
政
』
の
職
掌
は
、
令
制
で
は
大
納

　
言
の
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
職
員
令
に
『
大
納
言
四
人
目
掌
参
議
庶
事
』
と

　
定
め
、
義
解
に
『
謂
与
右
大
臣
以
上
、
共
参
議
天
下
之
庶
事
曝
と
あ
る
よ
う
に
、

　
令
に
お
い
て
大
納
言
の
職
掌
と
し
て
参
議
す
る
庶
事
は
、
天
下
の
庶
事
、
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
ズ

　
『
天
下
事
』
で
あ
っ
て
携
劫
、
『
朝
政
』
に
外
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
、

　
朝
政
参
議
塗
立
纂
参
議
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

⑧
　
竹
内
理
三
、
注
七
前
掲
霞
。
以
下
断
ら
な
い
限
り
竹
内
琉
の
見
郷
は
こ
の
書
に
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よ
る
。

⑨
阿
部
武
彦
、
註
一
前
掲
論
文
な
ど
も
こ
の
立
場
を
と
る
。

⑩
高
島
正
人
「
大
宝
二
年
の
『
参
議
朝
政
』
に
つ
い
て
」
、
同
「
『
中
納
雷
』
・
『
参

　
議
』
の
新
置
と
そ
の
意
義
」
（
『
立
正
史
学
』
四
九
～
五
〇
号
連
載
、
昭
和
五
六

　
年
）
。

＠
　
黒
板
伸
夫
「
『
参
議
』
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学
』
歴

　
史
編
所
収
、
昭
和
五
六
年
）
。
な
お
「
む
す
び
」
で
取
上
げ
る
元
慶
六
年
七
月
の

　
式
都
舞
（
菅
原
道
真
）
奏
状
参
照
の
こ
と
。

⑫
　
虎
尾
達
哉
「
参
議
制
の
成
立
一
大
夫
側
と
令
制
四
位
i
」
（
『
史
林
』
六
五
i
五
、

　
昭
和
五
七
年
）
。
以
下
断
ら
な
い
限
り
虎
尾
氏
の
見
解
は
こ
の
論
考
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

⑬
　
元
慶
六
年
七
月
の
式
部
省
奏
状
に
噌
引
用
す
る
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
に
は
、
「
参
コ

　
へ

　
預
朝
政
ハ
但
本
宮
如
レ
元
」
と
あ
る
が
、
現
行
の
『
照
日
本
紀
』
に
は
、
「
但
本
官

　
二
元
」
と
と
も
に
「
参
預
」
の
文
字
は
見
え
な
い
。

⑭
漂
浪
貞
子
「
武
智
麻
呂
政
権
の
成
立
1
『
内
需
』
房
前
論
の
再
検
討
一
」
（
『
右

　
代
文
化
』
三
七
一
一
〇
、
昭
和
六
〇
年
）
。

⑮
　
　
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
二
年
四
月
十
七
日
条
。
第
一
章
ご
節
を
参
照
。

⑯
こ
の
点
に
つ
い
て
、
参
議
の
質
的
変
化
を
ど
の
程
度
理
解
し
て
い
た
も
の
か
は

知
る
べ
毛
な
い
が
、
『
馨
志
』
に
「
参
議
非
・
正
官
也
、
喉
竃
内
戦
翠
仲

散
華
麟
）
過
法
塾
正
簑
訳
離
降
船
」
と
あ
る
の
が
留
意
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
参
議
を
当
初
か
ら
正
官
と
み
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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口
章
初
期
参
議
の
性
格

㈹
　
「
参
議
」
の
登
場

　
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
五
月
二
十
一
日
、
文
武
天
皇
か
ら
大
伴
安
麻
呂
以
下
正
名
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
勅
が
下
さ
れ
た
。

　
勅
二
従
三
位
大
伴
宿
禰
安
麻
呂
、
正
四
無
下
粟
田
朝
臣
真
人
、
従
四
位
上
高
向
朝
臣
麻
呂
、
従
四
位
下
下
豊
野
朝
臣
古
麻
呂
、
小
野
朝
臣
毛
野
ハ
令
レ
参
コ
議

　
朝
政
噌

　
参
議
制
に
関
す
る
こ
れ
が
初
見
史
料
で
あ
る
が
、
「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
朝
政
参
議
」
の
勅
を
「
新
官
舗
に
収
容
し
き

れ
な
か
っ
た
旧
族
を
参
加
さ
せ
る
た
め
の
措
置
」
と
み
な
さ
れ
た
の
が
竹
内
氏
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
こ
の
理
解
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
出
さ
れ
た
意
見
を
ふ
ま
え
て
整
理
す
れ
ぱ
、
さ
し
当
り
次
の
二
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　
ω
　
も
し
新
機
構
へ
の
参
加
一
吸
収
な
ら
、
参
議
任
命
者
は
当
時
の
有
力
氏
族
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
五
人
の
う
ち
大
伴
氏
を
除
く
他
の

　
四
疑
は
、
む
し
ろ
二
流
三
流
の
氏
族
で
し
か
な
い
。



参議論の再検討（瀧浪）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
②
　
も
し
新
機
構
へ
の
編
成
な
ら
、
任
命
さ
れ
た
ポ
ス
ト
は
そ
の
後
継
続
的
に
補
充
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
な
つ

　
て
い
な
い
。

　
と
す
る
な
ら
ぼ
、
こ
の
時
の
参
議
任
命
に
は
別
個
の
理
由
な
り
背
景
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
は
そ
れ
を
理
解
す
る
鍵
は
、
他

な
ら
ぬ
こ
の
五
人
の
経
歴
そ
の
も
の
に
存
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
こ
の
顔
ぶ
れ
で
注
目
さ
れ
る
第
一
の
点
は
、
特
殊
な
経
歴
や
才
能
の
持
主
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
粟
田
真
人
と
下
毛
野
古
麻

呂
は
、
大
宝
律
令
の
編
纂
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
こ
と
に
古
麻
呂
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
四
月
、
律
令
の
施
行
に
先
立
ち
、
親
王
や
諸
臣
菖
官
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
め
新
令
を
講
義
し
て
お
り
、
撰
定
に
主
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
転
向
麻
呂
と
遣
雪
雲
小
野
妹
子
の
孫
に
当

る
毛
野
と
は
、
天
武
か
ら
持
統
朝
に
か
け
て
、
遣
新
羅
（
大
）
使
の
任
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
る
。
帰
朝
後
、
毛
無
が
筑
紫
（
の
ち
の
大
宰
）
大

弐
に
任
じ
ら
れ
た
（
文
武
四
年
＋
月
）
の
も
、
毛
野
自
身
の
経
歴
が
買
わ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
先
の
粟
田
真
人
も
同

様
で
、
持
統
朝
に
筑
紫
大
宰
を
務
め
、
大
宝
元
年
正
月
、
遣
唐
使
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
真
人
は
そ
の
後
「
参
議
」
の
詔
を
得
、
翌
月
に
入
唐
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

二
年
後
（
慶
雲
元
年
）
に
帰
朝
し
た
が
、
経
史
を
好
み
文
章
も
巧
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
中
国
の
史
書
に
も
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
五
人
中
、

筆
頭
位
に
あ
っ
た
大
伴
安
麻
呂
は
、
天
武
朝
の
末
年
、
新
羅
使
を
饗
す
る
た
め
筑
紫
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
渡
航
こ
そ
し
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
、
そ
の
任
に
ふ
さ
わ
し
い
教
養
の
持
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
か
れ
ら
五
人
の
中
に
は
、
古
代
国
家
の
理
念
と
な
る
律
令
に
精
通
し
た
出
た
ち
が
少
な
く
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
殆
ん
ど

が
中
国
へ
の
渡
航
経
験
を
持
つ
か
、
対
外
事
情
に
明
る
い
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
「
朝
政
参
議
」
の
詔
が
下
さ
れ
た
前
年
の
正
月

に
は
中
国
風
の
賀
正
礼
が
挙
行
さ
れ
、
ま
た
同
二
月
、
始
め
て
釈
麓
が
行
な
わ
れ
る
な
ど
、
律
令
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
制
度
の
整
備
に
力
が
は

ら
わ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
「
参
ゴ
議
朝
政
こ
に
預
っ
た
の
は
、
幅
広
い
知
識
や
体
験
、
斬
新
な
国
際
感
覚
が
求
め
ら
れ
た
た
め

と
み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
。

　
参
議
の
顔
ぶ
れ
で
留
意
さ
れ
る
第
二
の
点
は
、
五
名
の
中
に
、
天
武
十
四
年
（
六
八
五
）
に
新
羅
か
ら
帰
朝
し
て
以
来
、
官
歴
不
詳
、
と
い
う
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⑤

よ
り
官
途
に
つ
い
て
い
な
い
高
配
麻
呂
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
散
位
者
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
大
伴
安
麻
呂
の
場
合
も
、
前
年
に
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

部
卿
に
任
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
長
ら
く
散
位
で
あ
っ
た
。
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
初
期
官
司
・
官
人
制
の
あ
り
方
は
、
律
令
期
以
前
の

氏
族
社
会
に
お
け
る
慣
習
を
基
調
と
し
て
お
り
、
嫡
男
以
外
は
散
位
1
1
無
官
的
経
歴
を
辿
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
そ
の
散
位
者
の
「
参
議
」

任
用
は
、
そ
う
し
た
官
司
一
官
人
制
と
は
別
個
の
原
理
で
登
用
の
枠
が
拡
大
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「
参
議
」
の
立
場
が
、
天

皇
の
諮
問
に
応
え
て
政
治
上
の
意
見
を
述
べ
る
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
何
よ
り
の
材
料
で
あ
る
。

　
天
皇
の
下
問
に
預
り
意
見
を
具
申
す
る
、
待
問
参
議
の
立
場
な
り
職
掌
は
、
（
令
に
は
直
接
規
定
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
）
当
然
大
臣
や
大

納
言
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
議
政
官
に
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
点
で
は
、
「
参
議
」
と
議
政
官
と
は
共
通
す
る
立
場
に
あ
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
そ
の
議
政
官
と
は
別
個
に
「
朝
政
参
議
（
者
）
」
を
任
命
し
、
そ
の
意
見
が
採

用
さ
れ
る
よ
う
な
当
時
の
政
治
構
造
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」
で
、
こ
の
時
期
の
国
政
は
議
政
官
合
議
制
の
枠
外
に
あ
っ
た
も
の

に
こ
そ
特
質
が
あ
り
、
そ
こ
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の
が
こ
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
天
皇
（
側
）
に
政
治
的
主

体
性
が
あ
っ
た
こ
と
の
徴
証
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
「
参
議
」
の
立
場
や
あ
り
方
を
も
っ
と
も
典
型
的
に
示
し
て
く
れ
る
の
が
、
元
正
天
皇
か
ら
「
参
ゴ
議
朝
政
こ
せ
よ
と
の
命
を
受

け
た
阿
倍
広
庭
の
場
合
で
あ
る
。
『
期
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
養
老
六
年
（
七
二
二
）
二
月
二
十
三
日
に
詔
が
下
さ
れ
、
諸
悪
の
衛
士
・
仕
丁
の

役
年
数
を
減
じ
て
三
年
一
番
の
制
が
定
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
約
一
年
前
の
養
老
五
年
三
月
、
兵
部
卿
阿
倍
首
名
ら
が
、
衛
士
た
ち
の
逃
亡
に

対
処
す
る
た
め
役
年
数
の
軽
減
を
立
言
し
た
の
に
対
す
る
裁
可
で
あ
り
、
そ
の
首
名
ら
の
奏
上
は
、
元
正
天
皇
の
「
意
見
微
召
」
に
促
が
さ
れ

て
の
も
の
で
あ
・
勘
・
奏
上
か
ら
裁
可
ま
で
に
一
年
も
の
期
間
を
要
し
た
背
景
に
は
・
問
題
の
困
讐
が
あ
・
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
が
・
そ

れ
が
こ
こ
に
き
て
急
転
直
下
裁
可
さ
れ
た
の
に
は
、
そ
の
二
十
日
前
、
広
庭
が
参
議
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
広
庭
の
「
参
議
」
任
命
は
同
六
年
二
月
一
日
で
あ
る
が
、
翌
月
知
河
内
和
泉
事
に
任
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
催
造
宮
長
官
も

兼
任
す
る
。
河
内
・
和
泉
と
い
え
ぼ
、
当
時
は
神
泉
監
の
置
か
れ
て
い
た
特
別
行
政
区
で
あ
り
、
右
の
両
腰
に
、
智
努
富
の
管
理
は
も
と
よ
り
、
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距
劇
的
に
も
近
い
難
波
宮
の
造
営
役
民
の
差
配
な
ど
、
実
務
能
力
が
と
く
に
要
求
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
先
の
衛
士
対
策
に
広
庭
の
見
識

が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
力
役
の
軽
減
と
い
う
元
正
の
勇
断
に
反
映
さ
れ
た
と
す
る
推
測
は
十
分
差
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
「
朝
政
参
議
」

と
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
国
政
に
か
か
わ
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
人
物
に
他
な
ら
な
い
。
の
ち
の
こ
と
に
な
る
が
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
三
月
、

聖
武
天
皇
が
南
苑
に
御
し
た
折
、
衛
府
の
者
た
ち
に
日
夜
筆
写
に
宿
衛
す
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
勅
を
宣
べ
た
の
も
「
参
議
従
三

位
」
の
阿
倍
広
庭
で
あ
っ
た
。
広
庭
と
衛
府
と
の
深
い
か
か
わ
り
、
さ
ら
に
は
先
に
み
た
力
役
問
題
に
発
揮
さ
れ
た
広
庭
の
手
腕
を
裏
づ
け
る

も
の
と
し
て
留
意
さ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
当
時
左
大
臣
（
長
屋
王
）
・
大
納
言
（
多
治
比
池
守
）
・
中
納
言
（
大
伴
旅
人
・
藤
原
武
智
麻
呂
）
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

大
臣
・
納
言
で
も
な
い
「
参
議
」
が
勅
を
宣
べ
る
と
い
う
行
為
に
、
前
述
来
の
、
天
皇
と
個
人
的
関
係
で
結
ば
れ
た
「
朝
政
参
議
（
者
と

初
期
参
議
の
特
質
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

参議論の再検討（瀧浪）

働
中
納
言
の
設
置

　
大
宝
二
年
に
は
じ
め
て
「
朝
政
参
議
（
者
）
」
が
任
じ
ら
れ
て
か
ら
三
年
後
の
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
四
月
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
勅
に
よ
り
、
新

　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
く
中
納
言
を
設
置
す
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　
単
二
官
員
令
ハ
大
納
言
四
人
、
職
掌
既
比
二
大
臣
「
官
位
亦
超
二
諸
卿
ハ
朕
滋
藤
レ
之
、
任
重
事
密
、
充
レ
員
難
レ
満
、
宜
下
廃
尉
省
二
員
ハ
為
レ
定
灘
両
人
一
更
置
二

　
中
納
言
三
人
ハ
以
補
中
大
納
言
不
足
b
其
職
掌
、
敷
奏
宣
旨
、
待
問
参
議
、
其
官
位
料
禄
、
准
レ
令
商
量
施
行
、
太
政
官
議
奏
、
手
職
近
二
大
納
言
ハ
事
関
二
機

　
密
「
官
位
料
禄
、
不
レ
可
二
便
軽
ハ
請
其
位
擬
二
正
四
位
上
官
ハ
別
封
二
百
戸
・
百
人
滑
人
、
奏
コ
可
之
一
。

．
大
納
言
の
任
務
が
重
大
な
た
め
に
人
材
が
得
が
た
く
、
定
員
を
満
た
し
が
た
い
と
い
う
現
状
か
ら
、
四
人
の
定
員
を
半
減
し
て
二
名
と
し
、

新
た
に
三
人
の
中
納
言
を
置
く
こ
と
に
し
た
も
の
で
、
太
政
官
か
ら
の
議
奏
に
よ
り
、
官
位
は
正
四
位
上
の
相
当
官
、
料
禄
に
つ
い
て
は
別
封

二
百
戸
・
絶
景
三
十
人
を
与
え
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
中
納
言
新
設
の
真
意
は
、
大
納
言
の
不
足
を
補
う
た
め
（
た
し
か
に
当
時
大
納
言
は
、
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従
二
位
藤
原
不
比
等
、
従
三
位
紀
麻
呂
の
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
）
と
い
う
以
上
に
、
議
政
官
の
構
成
を
二
階
層
か
ら
三
階
層
（
左
右
大
臣
一
大

納
言
一
中
納
言
）
に
再
編
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
機
能
的
で
実
効
あ
る
合
議
体
制
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
よ
う
な
意
図
を
も
つ
中
納
言
の
設
置
は
、
参
議
あ
る
い
は
合
議
制
の
展
開
に
深
い
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で

そ
う
し
た
観
点
か
ら
こ
れ
を
取
上
げ
、
論
ず
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
中
納
言
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、
右
の
勅
に
「
敷
面
宣
旨
・
百
寮
参
議
」
と
あ
る
。
前
者
の
敷
奏
宣
旨
と
は
臣
下
の
言
葉
を
天
皇
に
奏
上
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

天
皇
の
命
を
下
へ
伝
達
す
る
こ
と
で
、
も
と
も
と
大
納
言
の
職
掌
（
の
一
部
）
で
あ
り
、
後
者
の
待
問
参
議
は
天
皇
の
下
問
を
待
っ
て
参
議
す

る
の
意
で
あ
る
か
ら
、
以
前
述
べ
た
「
参
議
朝
政
」
と
同
義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
参
議
朝
政
は
大
納
言
以
上
の
議
政
官
の
職
掌
に
含
ま
れ
て

い
た
か
ら
、
中
納
言
の
職
掌
は
、
部
分
的
な
が
ら
大
納
言
以
上
の
そ
れ
と
重
な
り
、
ま
た
参
議
（
者
）
と
も
共
通
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

だ
し
誰
弁
を
弄
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
追
々
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
中
納
言
が
大
納
言
と
参
議
（
者
）
の
権
限
を
兼
ね
た
こ
と
と
、
中
納
言

　
　
　
　
　
　
　
　
・
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

が
大
納
言
と
参
議
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
の
と
は
同
じ
で
な
い
。

　
中
納
言
の
設
置
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
参
議
（
者
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
右
の
勅
が
出
さ
れ
て
五
日
後
の
除
目
で
、
粟
田
真
人
・
回

向
麻
呂
（
以
上
正
四
位
下
）
・
阿
倍
宿
奈
麻
呂
（
従
四
位
上
）
の
三
人
が
中
納
言
に
任
命
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
前
二
者
は
先
に
参
議
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
五
人
中
の
二
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
年
八
月
に
は
、
「
参
議
」
大
伴
安
麻
呂
が
中
納
言
を
超
え
て
大
納
言
と
な
り
、
残
る
二
人
の
「
参
議
」

の
う
ち
毛
野
も
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
三
月
、
中
納
言
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
五
人
中
四
人
ま
で
が
短
い
期
間
に
参
議
か
ら
議
政
官
へ
と
進
ん
で

い
る
わ
け
で
、
最
後
の
一
人
、
古
麻
呂
も
和
銅
二
年
十
月
に
没
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
参
議
↓
中
納

言
↓
大
納
言
と
い
う
昇
進
の
ル
ー
ト
が
開
か
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
換
言
す
れ
ば
中
納
言
の
設
置
は
、
中
納
言
以
上
に
と
ど
ま
ら
ず
、
参
議

（
者
）
を
も
含
め
た
議
政
宮
体
制
の
確
立
を
も
た
ら
し
た
か
の
如
く
で
あ
る
。

　
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
参
議
が
議
政
官
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
前

提
に
疑
義
が
あ
る
以
上
、
に
わ
か
に
賛
成
は
で
き
な
い
。
中
納
言
に
参
議
が
任
命
さ
れ
た
の
は
、
有
資
格
者
の
四
位
の
な
か
で
は
当
然
参
議

52　（682）



参議論の再検討（瀧浪）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
あ
る
い
は
そ
の
経
験
者
）
が
有
利
で
あ
っ
た
ま
で
の
こ
と
で
、
参
議
が
中
納
言
に
つ
な
が
る
下
位
の
地
位
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
右
の

う
ち
参
議
か
ら
い
き
な
り
大
納
言
に
任
じ
ら
れ
た
者
が
い
る
の
も
、
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
。

　
中
納
言
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
留
意
さ
れ
る
の
は
、
相
当
位
階
が
四
位
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
四
位
と
い
え
ば
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

大
化
前
代
の
大
夫
層
の
系
譜
を
引
く
「
四
位
以
上
」
を
、
三
位
以
上
の
令
欄
議
政
宮
に
対
す
る
四
位
の
議
政
官
と
し
て
設
置
し
た
の
が
参
議
で

あ
り
、
当
初
よ
り
正
官
で
あ
っ
た
と
す
る
虎
尾
説
が
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
参
議
は
最
初
か
ら
「
極
官
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
こ
の
参
議
の
正
官
一
職
事
官
化
に
関
し
て
は
、
の
ち
に
あ
ら
た
め
て
取
上
げ
る
よ
う
に
、
じ
つ
に
菅
原
道
真
の
時
代
に
降
っ
て
も
な
お

問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
、
虎
尾
説
の
論
拠
に
は
難
点
が
あ
る
。
し
か
し
中
納
言
は
聞
違
い
な
く
「
四
位
の
議
政
官
」
で
あ
る
。
も
し
虎

尾
説
が
生
か
せ
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
四
位
の
参
議
で
は
な
く
、
む
し
ろ
四
位
の
中
納
言
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
も
う
一
度
確
認
し
て
お
く
と
「
参
議
」
か
ら
「
中
納
言
」
へ
の
就
任
は
、
非
議
政
官
琴
笛
正
斜
か
ら
議
政
官
1
1
正
坐
へ
の
入
閣
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
っ
て
も
、
同
一
組
織
内
で
の
昇
格
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
両
者
の
間
に
み
ら
れ
る
処
遇
面
で
の
違
い
の
大
き
さ
か
ら
も
う
か
が
え

る
と
思
う
。

　
す
な
わ
ち
先
の
勅
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
相
前
後
し
て
設
け
ら
れ
た
参
議
（
七
〇
二
年
）
と
中
納
言
（
七
〇
五
年
）
で
あ
る
が
、
中
納
言
に
は

「
其
職
近
二
大
納
言
ハ
事
関
一
機
密
ハ
官
位
料
禄
、
不
レ
可
二
便
軽
こ
と
て
、
位
階
は
正
四
無
上
と
し
、
別
封
二
百
戸
・
軍
人
三
十
人
が
与
え
ら

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
参
議
に
つ
い
て
は
、
員
数
や
相
当
位
階
・
職
掌
は
も
と
よ
り
、
身
分
的
な
保
証
や
特
権
な
ど
、
な
に
ひ
と
つ
具
体
的

な
規
定
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
参
議
」
が
中
納
雷
（
あ
る
い
は
大
臣
）
と
同
質
・
同
次
元
の
存
在
で
な
か
っ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
参
議
は

「
大
臣
－
大
納
言
一
中
納
言
」
と
い
う
議
政
官
体
系
に
連
な
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
参
議
が
議
政
官
で
な
か

っ
た
か
ら
こ
そ
、
参
議
と
は
無
関
係
に
「
納
言
」
級
の
再
編
整
備
、
す
な
わ
ち
中
納
言
の
新
設
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
「
参

議
」
は
、
な
お
こ
の
段
階
で
も
太
政
宮
一
議
政
官
の
枠
外
の
存
在
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
も
観
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
中
納
言
の
設
置
は
、
そ
の
後
に
お
け
る
議
政
官
制
度
の
整
備
・
序
列
化
に
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少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
こ
と
に
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
三
月
の
格
で
中
納
言
の
相
当
位
が
従
三
位
に
引
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵬

き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
下
に
四
位
の
参
議
を
置
く
、
い
わ
ば
「
受
け
皿
づ
く
り
」
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
4

い
て
は
あ
ら
た
め
て
取
上
げ
よ
う
。

①
議
政
官
で
も
継
続
的
補
充
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
参
議
の

　
場
合
、
そ
れ
以
上
に
断
続
的
で
あ
る
。

②
　
ち
な
み
に
古
麻
呂
は
大
宝
三
年
二
月
、
律
令
撰
定
の
功
に
よ
り
田
一
〇
町
、
封

　
｝
五
〇
戸
を
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
翌
三
月
、
功
田
二
〇
町
を
賜
わ
っ
て
い
る
。
ま

　
た
『
悪
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
十
二
月
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
律
令
撰
定
の
功
田

　
一
〇
町
を
下
功
と
し
て
古
麻
呂
の
子
に
伝
え
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

③
　
『
日
干
柑
』
な
ど
。
真
人
の
経
歴
に
つ
い
て
は
佐
伯
有
清
「
粟
田
朝
臣
真
人
の

　
経
歴
」
（
『
日
本
古
代
氏
族
の
研
究
』
所
収
、
昭
和
六
〇
年
）
参
照
。

④
　
安
麻
呂
は
長
徳
の
六
男
。
旅
人
・
田
主
ら
の
父
で
、
万
葉
集
に
作
歌
が
あ
り
、

　
佐
保
大
納
言
と
称
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

⑤
⑥
　
史
料
的
な
制
約
も
あ
り
得
る
が
、
前
、
稿
（
「
武
智
麻
呂
政
権
の
成
立
」
）
で
論

　
じ
た
よ
う
に
、
そ
の
経
歴
・
官
職
か
ら
散
位
で
あ
っ
た
と
考
え
て
闘
違
い
な
い
。

　
ま
た
大
伴
安
麻
呂
の
官
歴
も
地
相
視
察
や
残
宮
の
奉
仕
な
ど
、
知
ら
れ
る
の
は
臨

　
時
的
性
格
が
強
く
、
長
徳
の
六
男
と
い
う
立
場
か
ら
も
、
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
　
『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
二
月
十
六
・
十
七
日
条
。
十
六
日
、
元
正
天
皇
は
左

　
右
大
弁
及
び
八
省
卿
ら
を
殿
前
に
召
見
し
て
詔
を
下
し
、
翌
十
七
日
に
も
再
び
意

　
見
徴
召
を
命
じ
て
い
る
。
な
お
こ
の
時
の
薬
指
は
、
不
比
等
が
没
し
長
屋
王
を
中

　
心
と
す
る
元
正
朝
の
新
体
制
が
ス
タ
…
ト
し
た
直
後
に
出
さ
れ
て
お
り
、
官
人
た

　
ち
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

⑧
　
中
納
言
は
す
で
に
七
世
紀
に
置
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
慶
雲
二
年
の
設
置
を
そ

　
の
令
前
中
納
言
の
復
活
と
み
る
か
ど
う
か
、
ま
た
中
納
言
の
「
中
」
は
大
・
少
納

　
言
の
間
の
中
か
禁
中
の
中
か
な
ど
、
意
見
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑨
『
養
老
職
員
令
』
に
よ
れ
ば
、
大
納
言
の
職
掌
は
「
窓
下
参
コ
議
庶
事
ハ
敷
奏
、

　
宣
旨
、
侍
従
、
献
野
上
」
と
あ
る
。
元
来
「
納
言
」
の
名
義
そ
の
も
の
が
天
皇
の

　
ぞ
ぱ
に
あ
っ
て
宜
命
を
出
納
す
る
こ
と
で
、
敷
奏
宣
旨
が
そ
れ
に
当
る
。
な
お
少

　
着
艦
の
職
掌
は
詔
勅
宣
下
を
掌
り
内
印
・
官
印
を
取
扱
う
も
の
で
、
本
稿
で
問
題

　
と
す
る
議
政
官
の
構
成
員
で
は
な
い
。

⑩
竹
内
理
三
氏
は
、
参
議
を
議
政
官
と
す
る
立
場
か
ら
中
納
言
を
そ
の
参
議
と
大

　
納
言
と
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
参
議
は
な
お
議
政
官
で

　
な
い
の
で
、
氏
の
理
解
は
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。

⑪
　
大
伴
安
麻
呂
に
つ
い
て
、
『
公
卿
縮
任
』
で
は
慶
雲
二
年
四
月
二
十
日
「
任
中

　
納
言
」
、
ま
た
和
銅
七
年
条
に
は
（
大
納
言
）
「
在
官
十
年
（
中
納
…
…
亘
ニ
ケ
日
、
三

　
木
四
年
、
中
納
言
又
五
ケ
月
）
」
と
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
後
世
の
加
筆
で

　
あ
ろ
う
。
安
麻
呂
が
中
納
言
に
任
じ
ら
れ
た
購
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。

⑫
ち
な
み
に
当
時
四
位
を
帯
す
る
者
に
、
例
え
ば
長
量
王
（
蕉
四
位
上
）
、
中
臣
意

　
美
麻
呂
（
従
四
位
上
）
、
大
呂
王
・
手
島
王
・
気
多
王
・
美
努
王
・
怠
長
老
．
巨

　
勢
麻
呂
（
以
上
従
四
位
下
）
な
ど
が
い
た
。



二
章
　
武
智
麻
呂
と
参
議
の
変
質

σ
D
　
参
議
の
権
任

参議論の再検討（瀧浪）

　
参
議
綱
の
展
開
の
上
で
看
過
で
き
な
い
の
が
藤
原
武
智
麻
呂
の
役
割
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
前
稿
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
弟
房
前
の
「
参
議
」

お
よ
び
「
内
臣
」
任
命
と
、
そ
れ
へ
の
武
智
麻
呂
の
対
応
が
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
房
前
が
元
正
天
皇
の
詔
に
よ
っ
て
参
議
と
さ
れ
た
の
は
養
老
元
年
（
七
一
七
）
十
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
房
前
は
そ
れ
ま
で
殆
ん
ど
散
位
で
格

別
の
功
績
が
あ
っ
た
と
も
思
え
な
い
か
ら
、
房
前
の
任
命
は
こ
れ
以
前
の
参
議
に
比
し
て
も
異
例
の
抜
擢
で
あ
り
、
そ
の
引
級
に
継
母
三
千
代

の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
も
父
不
比
等
が
没
し
た
翌
養
老
五
年
（
七
二
一
）
十
月
に
は
「
内
臣
」
に
任
命
さ
れ
、
内
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
計
会
し
て
天
皇
を
補
佐
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
内
臣
は
の
ち
に
「
忠
臣
」
と
も
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
近
臣
・
寵
臣
の
こ
と
で
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
議
政
宮
と
は
異
質
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
臣
任
命
に
は
鎌
足
再
来
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
房
前
を
兄
武
智
麻
呂
に
ま
さ

　
　
　
　
　
③

る
と
す
る
見
方
（
私
は
賛
成
で
き
な
い
）
も
生
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
房
前
の
参
議
・
内
臣
就
任
が
、
兄
の
武
智
麻
呂
を
極
度
に
刺
激
し
、
対
抗
意
識
を
か
り
立
て
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く

な
い
。
武
智
麻
呂
が
、
そ
の
「
参
議
」
（
内
閣
）
の
換
骨
奪
胎
化
を
は
か
り
、
天
皇
と
参
議
の
関
係
を
希
薄
に
す
る
方
策
に
出
た
の
は
十
分
に

理
由
の
あ
る
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
天
平
三
年
（
七
三
一
）
に
行
な
わ
れ
た
、
諸
司
の
挙
に
よ
る
参
議
の
任
命
が
そ
れ
で

あ
る
が
、
そ
の
二
年
前
、
長
屋
王
の
事
件
に
お
け
る
「
参
議
の
昇
任
」
も
、
武
智
麻
呂
の
参
議
対
策
を
理
解
す
る
上
で
見
落
せ
な
い
よ
う
に
思

、
つ
。

　
長
屋
王
の
事
件
は
、
前
号
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
当
時
中
納
言
の
地
位
に
あ
っ
た
武
智
麻
呂
の
領
導
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
が

「
参
議
」
に
か
か
わ
ゆ
が
あ
る
の
は
、
天
平
元
年
（
七
二
九
）
二
月
十
一
日
、
す
な
わ
ち
密
告
の
あ
っ
た
翌
日
、
大
宰
大
弐
正
四
聖
上
多
治
比
県
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守
・
左
大
弁
正
四
位
上
石
川
鳶
足
・
弾
正
歩
従
四
位
下
大
伴
道
足
の
三
人
を
長
屋
王
宅
に
派
遣
す
る
に
当
り
、
「
権
為
二
参
議
一
」
し
て
い
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

で
あ
る
。
か
れ
ら
は
武
智
麻
呂
に
近
く
、
こ
と
に
県
守
は
か
つ
て
墨
書
将
軍
の
経
験
を
有
し
て
お
り
、
「
弾
正
サ
」
藤
織
と
と
も
に
、
事
件
対

応
の
た
め
の
人
材
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
も
多
治
比
・
石
川
・
大
伴
ら
三
訂
は
伝
統
的
氏
族
で
あ
り
、
時
の
首
班
・
左
大
臣
長
屋
王
を
糾
問
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
勢
力
の
糾
合
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
っ
た
。
「
参
議
」
任
命
は
そ
の
た
め
に
と
ら
れ
た
手
段
で
あ
り
、
し
か
も
「
朝

政
参
議
（
者
）
」
が
天
皇
と
個
人
的
関
係
を
有
す
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
参
議
」
は
天
皇
の
意
思
の
代
弁
者
の
役
割
を
果
す
こ

と
に
も
な
っ
た
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
武
智
麻
呂
は
、
「
権
（
仮
）
り
に
」
で
も
参
議
を
任
命
す
る
こ
と
で
衆
議
の
拡
大
を
図
り
、
長
屋
王
の
糾

問
が
政
界
の
支
持
を
得
た
合
法
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
一
方
、
そ
れ
を
通
じ
て
自
己
の
体
制
強
化
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
長
屋
王

（
左
大
臣
）
の
下
位
に
あ
っ
た
武
智
麻
呂
（
中
納
言
）
が
、
そ
の
行
動
に
大
義
名
分
を
求
め
る
た
め
に
と
っ
た
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
巧
妙
な
方

策
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
事
件
後
、
石
川
斎
主
が
長
屋
王
の
弟
鈴
鹿
王
の
宅
に
遣
わ
さ
れ
、
一
族
の
縁
坐
す
べ
き
者
こ
と
ご
と
く

を
赦
除
す
る
と
の
勅
を
宣
べ
る
任
に
当
っ
て
い
る
の
も
、
先
の
阿
倍
広
庭
と
同
様
、
参
議
の
立
場
を
考
え
る
上
で
留
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
長
屋
王
事
件
の
際
に
任
命
さ
れ
た
参
議
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
二
つ
分
点
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
　
一
つ
は
、
「
権

り
に
」
こ
れ
を
任
命
し
た
こ
と
の
意
味
、
二
つ
は
、
参
議
の
語
の
動
詞
的
用
法
か
ら
名
詞
的
用
法
へ
の
変
化
の
意
味
、
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
多
治
比
池
守
（
当
時
大
納
言
）
・
大
伴
旅
人
（
中
納
言
）
が
す
で
に
議
政
官
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
ら
、
鳥
総
の
一
族
連
任
を
さ
け
る
た
め
の
措
置
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
参
議
の
登
場
を
、
新
官
制
に
漏
れ
た
も
の
の
吸
収
と
み
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

理
解
（
竹
内
説
）
と
裏
腹
の
も
の
で
あ
り
、
参
議
を
議
政
官
と
み
る
立
場
か
ら
は
当
然
の
解
釈
で
あ
る
が
、
氏
族
均
衡
論
は
も
と
よ
り
参
議
そ

の
も
の
の
理
解
に
問
題
が
あ
る
以
上
、
私
は
採
ら
な
い
。
こ
の
時
参
議
の
欝
欝
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
参
議
が
議
政
官
で
は
な
か

っ
た
か
ら
で
、
連
任
を
さ
け
る
と
い
っ
た
意
味
は
ま
っ
た
く
な
い
。
む
し
ろ
有
力
民
族
を
糾
舎
す
る
方
便
と
し
て
は
、
議
政
官
の
枠
外
に
あ
り
、

任
命
方
法
や
人
数
の
上
で
融
通
の
き
く
「
参
議
」
の
登
用
以
外
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
ま
た
こ
の
時
任
じ
ら
れ
た
参
議
三
人
の
う
ち
二
人
（
一
人
は
死
亡
し
て
い
た
）
が
、
二
年
後
の
「
諸
司
の
挙
」
で
再
度
参
議
に
任
命
さ
れ
て
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い
る
の
は
、
事
件
後
か
れ
ら
の
立
場
が
い
っ
た
ん
は
解
消
さ
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
れ
ま
で
「
権
参
議
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ
れ
で

「（

ｳ
）
参
議
」
に
さ
れ
た
と
い
う
理
解
も
あ
ろ
う
が
、
長
屋
王
事
件
の
時
の
参
議
は
文
字
通
り
の
現
任
、
す
な
わ
ち
「
誤
り
」
の
任
命
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

っ
て
、
の
ち
の
時
代
に
登
場
す
る
「
権
参
議
」
の
任
命
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
参
議
の
資
格
を
与
え
る
た
め
の
、
臨
時
的
・
緊
急
的
な
措
置

で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
点
、
す
な
わ
ち
補
任
表
記
が
そ
れ
ま
で
の
「
参
コ
議
朝
政
二
か
ら
「
（
挙
り
に
）
為
二
参
議
こ
と
な
り
、
参
議
の
語
が
動
詞
的
用
法

か
ら
名
詞
的
用
法
へ
と
変
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
参
議
の
正
官
化
と
み
な
す
見
方
が
あ
る
。
用
法
の
変
化
は
、
た
し
か
に

参
議
の
立
場
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
注
目
す
べ
き
現
象
と
い
っ
て
よ
い
が
、
こ
の
時
の
参
議
に
負
わ

さ
れ
た
臨
時
的
な
役
割
を
考
え
る
と
、
そ
れ
を
も
っ
て
正
意
化
の
指
標
と
ま
で
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
結
局
、
長
屋
王
事
件
に
お
け
る
参
議
の
「
権
任
」
は
、
基
本
的
に
は
「
朝
政
参
議
」
の
体
裁
を
取
り
な
が
ら
、
実
質
は
武
智
麻
呂
の
体
制
づ

く
り
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
、
形
ば
か
り
に
終
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
参
議
の
変
質
－
「
廟
堂
参
議
」
へ
の
傾
斜
を
予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

じ
じ
つ
二
年
後
、
武
智
麻
呂
に
よ
っ
て
「
諸
司
の
挙
」
の
任
命
方
式
が
採
用
さ
れ
る
に
お
よ
び
、
参
議
制
は
大
き
く
変
質
す
る
の
で
あ
る
。

②
諸
　
笥
　
の
　
挙

　
天
平
三
年
（
七
三
一
）
八
月
五
日
、
諸
司
の
主
典
已
上
が
内
裏
に
召
さ
れ
、
執
事
の
職
掌
が
廃
差
し
た
り
老
病
の
た
め
八
二
に
堪
え
な
い
、
よ

っ
て
各
々
知
る
と
こ
ろ
の
人
材
を
推
挙
せ
よ
と
の
勅
が
伝
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
七
日
、
主
典
已
上
三
九
六
人
が
然
る
べ
き
者
を
推
奏
、
そ
の
結

果
十
一
日
に
次
の
よ
う
な
詔
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　
詔
、
依
二
諸
司
挙
ハ
擢
二
念
部
卿
従
三
位
藤
原
朝
臣
宇
合
、
民
部
卿
従
三
位
多
治
比
真
人
県
守
、
兵
部
卿
従
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
、
大
蔵
卿
正
四
位
上
鈴
鹿
王
、

　
左
大
弁
正
四
位
上
葛
城
王
、
右
大
弁
正
四
位
下
大
伴
宿
禰
道
足
等
六
人
噛
並
為
ご
参
議
船

　
こ
の
時
期
、
左
・
右
大
臣
は
と
も
に
空
席
、
大
納
言
も
ま
た
一
ケ
月
前
に
大
伴
旅
人
が
没
し
て
武
智
麻
呂
一
人
と
い
う
有
様
で
、
勅
に
い
う
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通
り
、
ま
さ
し
く
執
政
官
枯
渇
の
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
諸
司
一
八
省
の
官
人
に
命
じ
て
適
任
者
を
推
挙
さ
せ
た
の
が
、
い
う
と
こ
ろ
の

「
諸
司
の
挙
」
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
四
百
人
近
く
の
官
人
た
ち
の
推
薦
に
よ
り
藤
原
宇
合
以
下
の
六
人
、
す
な
わ
ち
式
部
・
民
部
・
兵
部
・

大
蔵
卿
と
い
う
八
省
の
長
官
四
人
と
、
左
・
右
大
弁
と
い
う
（
太
政
官
）
弁
官
局
の
長
官
二
人
が
参
議
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
措

置
は
、
武
智
麻
呂
が
事
実
上
政
界
の
首
班
と
な
っ
た
直
後
と
い
う
時
期
か
ら
い
っ
て
、
武
智
麻
呂
の
意
に
出
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
間

違
い
な
い
。
し
か
も
任
命
の
形
式
と
い
う
か
手
続
き
も
、
従
来
の
方
法
と
は
全
く
異
な
る
だ
け
に
、
こ
れ
が
も
つ
参
議
制
史
上
の
意
味
が
検
討

さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
従
来
こ
れ
を
本
格
的
に
論
じ
た
も
の
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
。

　
こ
の
諸
司
の
挙
に
よ
る
任
命
が
参
議
（
制
）
の
歴
史
の
上
で
注
目
さ
れ
る
点
の
籠
二
は
、
こ
れ
に
よ
り
は
じ
め
て
参
議
任
用
に
具
体
的
な
基

準
が
打
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
参
議
は
、
た
び
た
び
指
摘
し
た
よ
う
に
、
適
当
な
人
物
が
、
官
職
の
有
無
を
問
わ
ず
起
用
さ
れ

た
。
房
前
の
場
合
、
散
位
（
者
）
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
諸
司
の
挙
で
八
省
や
弁
宮
局
の
長
官
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
で
、
以
後
、
こ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

参
議
の
任
用
の
基
準
、
も
し
く
は
資
格
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
前
の
非
制
度
的
な
要
素
が
払
拭
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
こ
の
方
式
に
よ

れ
ば
推
挙
・
任
命
の
主
体
も
官
司
一
官
人
の
側
に
移
り
、
天
皇
（
側
）
の
意
思
は
大
き
く
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
お
そ
ら
く
武
智
麻
呂

の
ね
ら
い
も
そ
こ
に
あ
り
、
こ
れ
が
元
正
天
皇
一
房
前
側
に
与
え
た
衝
撃
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
諸
司
の
挙
と
い
い
う
る
も
の
は
こ
の
時
だ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
官
司
の
推
挙
に
よ
る
参
議
の
任
命
方
式
が
そ
の
ま
ま
定
着
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
大
事
な
の
は
、
こ
れ
が
契
機
、
先
例
と
な
っ
て
参
議
の
資
格
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
の
ち
に
述
べ
る

除
目
で
の
任
命
と
あ
い
ま
っ
て
、
恣
意
的
な
任
用
に
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
意
義
は
大
き
い
。
参
議
は
当
初
よ
り
勅
任
官
で
あ

り
、
そ
の
限
り
で
は
こ
れ
以
後
で
も
最
終
的
な
任
命
者
が
天
皇
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
が
、
基
準
の
有
無
と
い
う
点
で
は
、
似
て
非
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
い
か
つ
て
の
非
制
度
的
、
恣
意
的
な
形
で
の
参
議
任
用
の
余
地
は
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
私
は
、
こ
れ
を

も
っ
て
「
初
期
参
議
」
の
終
焉
と
み
た
い
。

’
諸
司
の
挙
で
注
目
さ
れ
る
点
の
第
二
は
、
位
階
の
上
で
も
参
議
の
基
準
が
定
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
八
省
の
卿
や
大
弁
は
、
硬
調
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⑭

に
よ
れ
ば
い
ず
れ
も
正
四
早
上
～
従
四
位
上
が
相
当
位
で
あ
っ
た
関
係
上
、
そ
の
卿
・
大
弁
の
任
じ
ら
れ
る
参
議
も
お
の
ず
か
ら
四
位
相
当
と

さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ま
で
で
も
参
議
の
多
く
は
四
位
者
で
あ
り
、
五
位
者
は
見
当
ら
な
い
が
、
三
位
の
参
議
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
が
こ
の
諸
司
の
挙
が
契
機
と
な
っ
て
原
則
と
し
て
参
議
の
相
当
位
が
四
位
と
定
ま
り
、
こ
れ
も
以
後
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
も
四
位
と
い
え
ぼ
、
前
章
で
も
み
た
よ
う
に
、
こ
れ
以
前
に
設
け
ら
れ
た
中
納
言
と
同
等
位
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
と
四
位
の
参
議
と

の
間
に
位
階
の
上
で
の
上
下
関
係
が
な
く
な
っ
た
。
立
場
・
職
掌
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
お
の
ず
か
ら
中
納
言
と
参
議
と
の
間
の
、
位
階
上
の

整
合
が
課
題
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
も
公
式
に
は
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
に
至
り
、
中
納
言
の
位
を
三
位
に
引
上
げ
る
こ
と

で
、
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
位
階
の
上
で
も
中
納
言
と
参
議
と
の
間
の
序
列
化
が
進
ん
だ
が
、
そ
の
要
因
も
も
と
を
た

だ
せ
ば
諸
司
の
挙
に
胚
胎
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
中
納
言
の
扱
い
に
つ
い
て
は
他
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
、
の
ち
に
あ
ら
た
め
て
取
上
げ
よ
う
。

　
諸
司
の
挙
で
注
目
さ
れ
る
点
の
第
三
は
、
参
議
の
口
貝
数
に
も
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
こ
れ
ま
で
の
参
議
の

数
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
る
と
、
大
宝
二
年
に
は
じ
め
て
置
か
れ
た
五
人
の
「
朝
政
参
議
」
は
、
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
に
下
毛
野
風
麻
呂
が
没

し
た
こ
と
で
消
滅
、
そ
の
後
房
前
が
任
じ
ら
れ
て
復
活
（
養
老
元
年
）
、
さ
ら
に
阿
倍
広
庭
の
任
命
（
同
六
年
）
で
二
人
と
な
っ
た
が
、
広
庭
が
中

納
言
と
な
り
（
神
亀
四
年
）
、
参
議
は
再
び
房
前
一
人
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
門
諸
司
の
挙
」
に
よ
り
六
人
の
参
議
が
撰
ば
れ
た
こ
と
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

房
前
を
加
え
て
参
議
の
数
は
一
挙
に
七
人
に
ま
で
ふ
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
藤
原
四
子
の
急
逝
に
よ
り
、
一
時
期
二
人
に
激
減
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
⑰

も
あ
る
が
、
途
絶
え
る
こ
と
は
な
く
、
時
に
は
九
人
・
十
人
に
も
の
ぼ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
推
移
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
諸
司
の
挙
が
参
議
の
増
員
化
の
契
機
と
な
り
、
か
つ
ま
た
そ
の
常
置
化
を
促
し
た
こ
と
が
留

意
さ
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
人
数
に
つ
い
て
は
以
後
も
不
定
で
あ
り
、
定
員
化
す
る
に
は
な
お
時
間
を
必
要
と
す
る
が
、
し
か
し
私
は
こ
の
諸
司

の
挙
に
よ
る
八
省
の
卿
の
任
命
が
、
の
ち
に
「
八
座
」
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
参
議
の
員
数
を
八
人
前
後
と
す
る
観
念
を
生
ん
だ
よ
う
に

　
⑱

思
う
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
諸
司
の
挙
が
参
議
（
制
）
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
予
想
以
上
に
大
き
く
、
お
そ
ら
く
武
智
麻
呂
の
思
惑
を
は
る
か
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に
超
え
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
こ
で
明
確
に
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
制
度
化
へ
の
方
向
性
は
、

行
な
わ
れ
た
一
連
の
措
置
に
よ
り
、
い
っ
そ
う
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

諸
司
の
挙
に
つ
い
で
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諸
司
の
挙
に
つ
づ
く
措
置
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
一
は
、
そ
の
三
ヶ
月
後
の
十
一
月
二
十
二
日
、
参
議
が
畿
内
惣
官
・
諸
道
鎮
撫
使
に

任
命
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
は
参
議
の
職
掌
を
理
解
す
る
上
で
注
目
に
値
す
る
。
と
い
う
の
は
、
大
盤
管
に
知
五
衛
及
び
授
刀
舎
人
事
の
新
田

部
親
王
が
、
本
号
管
に
宇
合
、
山
陽
道
鎮
撫
使
に
多
治
比
県
守
、
山
陰
道
に
麻
呂
、
南
海
道
に
大
伴
道
理
と
、
参
議
六
人
の
う
ち
王
二
人
（
鈴

鹿
・
葛
城
）
を
除
く
四
人
ま
で
が
、
こ
れ
に
任
命
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
新
田
部
親
王
を
は
じ
め
馴
合
・
単
坐
・
道
足
は
い
ず
れ
も
武
智

麻
呂
に
近
く
、
例
の
長
屋
王
事
件
で
派
遣
さ
れ
た
人
物
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
鎮
撫
使
に
ふ
さ
わ
し
い
人
選
と
み
ら
れ
る
が
、
京
畿
の
治
安
維
持

と
地
方
政
治
の
髪
型
と
い
う
国
政
の
一
端
を
担
っ
た
こ
と
で
、
こ
こ
に
始
め
て
参
議
に
具
体
的
な
職
掌
（
国
政
）
が
付
与
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

鎮
撫
使
の
設
置
は
武
智
麻
呂
の
対
地
方
政
策
の
一
環
で
あ
り
、
参
議
を
も
っ
て
任
命
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
職
務
内
容

か
ら
い
っ
て
、
平
安
初
期
、
平
城
天
皇
の
時
参
議
の
号
を
や
め
て
置
か
れ
た
諸
道
観
察
使
（
第
三
章
）
と
の
関
連
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
取
上
げ
る
。

　
そ
の
二
が
、
翌
十
二
月
、
参
議
に
封
八
十
戸
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
、
中
納
言
の
二
漁
戸
に
比
す
れ
ば
は
る
か
に
少
な

い
が
、
な
ん
ら
の
規
定
も
な
か
っ
た
参
議
に
は
じ
め
て
な
さ
れ
た
経
済
的
な
保
証
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
令
制
で
は
三
位
以
上
に

限
ら
れ
て
い
た
食
封
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
で
、
参
議
も
三
位
に
准
ず
る
立
場
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
り
も
直

さ
ず
参
議
が
中
納
言
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
（
先
述
の
よ
う
に
、
位
階
の
上
で
は
な
お
同
等
で
あ
っ
た
が
）
、
正
官
一
職
事
官
と
し
て
扱
わ
れ
は

じ
め
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
二
つ
の
措
置
は
、
む
ろ
ん
武
智
麻
呂
の
関
与
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
諸
司
の
挙
に
よ
る
任
命
と
と
も
に
、
参
議
の
原
型
が
ほ
ぼ
こ
の
時
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期
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
天
平
三
年
は
、
参
議
（
制
）
の
歴
史
上
、
重
要
な
画
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
と
思
う
。

　
参
議
（
制
）
は
こ
う
し
た
時
期
を
経
て
漸
次
実
体
化
が
進
ん
だ
が
、
そ
れ
は
初
期
参
議
（
朝
政
参
議
）
が
議
政
官
ー
ー
正
続
、
す
な
わ
ち
廟
堂

参
議
へ
と
変
質
し
て
い
く
過
程
に
他
な
ら
な
い
。

　
そ
の
点
に
関
し
て
私
は
、
の
ち
に
道
真
が
参
議
が
職
事
か
否
か
に
つ
い
て
奏
上
し
た
際
、
「
所
レ
食
者
職
事
素
封
、
所
レ
載
者
除
目
之
簿
、
号
二

之
職
事
ハ
所
レ
拠
非
レ
少
」
と
い
い
、
参
議
が
職
事
の
官
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、
先
に
み
た
食
封
と
と
も
に
除
目
に
よ
る
任
命
を
あ
げ
て

い
る
こ
と
に
注
蒼
し
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
除
目
で
の
任
命
が
、
参
議
の
議
政
官
化
の
表
徴
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
参
議
の
任
命
は
大
宝
二
年
以
来
、
単
発
的
に
行
な
わ
れ
る
、
い
わ
ば
特
別
人
事
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
期
に
至

り
、
除
目
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
た
と
え
ば
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
五
月
の
場
合
、
右
大
臣
橘
諸
兄
を
左
大
臣
に
、
兵
部
卿
藤
原
豊
成
と
左
大
弁
巨
勢
至
氏
…
麻
呂
（
と
も
に
参

議
）
を
中
納
言
に
任
じ
た
あ
と
、
藤
原
仲
麻
呂
と
紀
麻
呂
が
参
議
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
諸
兄
を
首
班
と
す
る
体
制
の
強
化
と
い
う
意
味
も
あ

っ
た
が
、
留
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
人
事
（
参
議
任
命
）
が
他
の
議
政
官
の
そ
れ
と
一
連
の
形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
天
平
勝
宝

元
年
（
七
四
九
）
七
月
二
日
、
孝
謙
天
皇
即
位
に
際
し
て
行
な
わ
れ
た
除
目
で
も
同
様
で
、
こ
れ
ま
で
参
議
で
あ
っ
た
仲
麻
呂
を
大
納
言
に
、
同

じ
く
参
議
多
治
比
広
足
・
石
上
乙
麻
呂
・
紀
麻
呂
の
三
人
を
中
納
言
と
し
、
新
た
に
大
伴
兄
麻
呂
・
橘
奈
良
麻
呂
・
藤
原
清
河
の
三
人
が
参
議

と
さ
れ
た
。
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
八
月
、
奈
良
麻
呂
の
陰
謀
が
発
覚
し
た
直
後
の
人
事
で
も
、
参
議
石
川
年
並
が
中
納
言
に
、
巨
勢
堺
麻

呂
・
阿
倍
沙
弥
麻
呂
・
紀
飯
麻
呂
の
三
人
が
新
た
に
参
議
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
参
議
の
任
命
が
除
目
の
一
環
と
さ
れ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
先
に
言
及
し
た
中
納
言
と
参
議
の
関
係
が
明
確
と
な
り
、
整
序
さ

れ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
右
に
あ
げ
た
事
例
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
中
納
言
へ
は
大
半
が
参
議
か
ら
任
命
さ
れ
、
ま
た
そ
の
あ
と
に
新

参
議
が
補
充
任
命
さ
れ
て
い
る
（
但
し
人
数
的
に
は
一
定
せ
ず
）
。
と
く
に
多
治
比
広
成
（
正
四
位
上
）
の
場
合
、
中
納
言
や
参
議
ら
多
数
が
相

つ
い
で
没
し
た
あ
と
参
議
に
任
じ
ら
れ
た
が
（
天
平
九
年
八
月
十
九
日
目
、
早
く
も
九
月
二
十
八
日
置
は
中
納
言
に
昇
任
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
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広
成
の
参
議
任
命
は
、
ニ
ケ
月
前
に
死
亡
し
た
兄
の
中
納
言
県
守
の
後
任
に
す
え
る
た
め
の
便
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
逆
に
い
え
ば
こ

れ
は
、
中
納
言
に
な
る
た
め
に
は
短
期
間
で
も
参
議
を
経
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
以
前
に
み
た
よ
う
な
、
参
議
か
ら
い

き
な
り
大
納
言
へ
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
、
仲
麻
呂
の
よ
う
な
特
例
を
除
き
、
原
則
と
し
て
有
り
得
な
い
も
の
と
な
っ
た
わ
け
で
、
こ
こ
に
も
参

議
・
中
納
言
の
間
の
序
列
化
の
進
展
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　
こ
の
序
列
化
の
仕
上
げ
の
意
味
を
も
っ
た
の
が
、
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
三
月
、
中
納
言
の
相
当
位
を
正
四
位
上
か
ら
従
三
位
に
引
上
げ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
納
言
と
参
議
が
と
も
に
「
四
位
の
議
政
官
」
と
い
う
変
則
的
な
状
況
を
解
消
す
る
た
め
の
処
置
で
あ
っ
た
。
以
前

私
は
、
中
納
言
の
三
位
引
上
げ
を
、
そ
の
下
に
参
議
を
迎
え
る
た
め
の
「
受
け
皿
づ
く
り
偏
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
が
（
第
一
章
）
、
実
際
に
は
そ

の
逆
で
、
参
議
の
四
位
議
政
官
化
が
基
因
と
な
っ
て
、
中
納
言
の
三
位
議
政
官
へ
の
押
上
げ
が
図
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
奈
良
後
期
に
至
り
、
中
下
歯
と
参
議
の
序
列
化
（
そ
れ
は
大
臣
－
大
納
言
－
中
納
言
－
参
議
と
い
う
序
列
化
で
も
あ

っ
た
）
が
ほ
ぼ
完
了
し
た
。
そ
の
点
で
私
は
、
こ
の
時
期
か
ら
史
料
の
上
で
、
か
れ
ら
議
政
官
に
対
し
「
大
臣
以
下
参
議
以
上
」
と
い
う
呼
称

が
見
ら
れ
は
じ
め
る
事
実
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
参
議
を
含
め
た
議
政
官
集
団
の
誕
生
を
示
す
証
左
と
い
っ
て
よ
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

他
の
徴
証
の
検
討
と
と
も
に
、
第
四
章
で
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
な
お
参
議
の
議
政
官
等
に
関
連
し
て
、
参
議
の
「
奏
議
」
へ
の
参
加
を
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
、
淳
仁
天

皇
即
位
直
後
の
八
月
二
十
五
日
、
太
政
宮
以
下
の
官
名
が
唐
風
に
改
め
ら
れ
た
際
、
太
保
藤
原
仲
麻
呂
、
中
納
言
石
川
年
足
、
参
議
文
室
温
努

・
巨
勢
関
麻
呂
・
紀
飯
麻
呂
・
藤
原
真
楯
ら
が
新
官
号
と
し
て
の
唐
名
を
奏
議
し
、
勅
許
を
得
て
い
る
。
改
名
の
発
案
者
が
唐
風
好
み
の
仲
麻

昌
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
中
納
言
藤
原
永
手
を
除
く
議
政
官
と
、
当
時
の
参
議
全
員
が
連
名
し
て
の
奏
議
で
あ
っ
た
こ
と
が

留
意
さ
れ
る
。
議
政
官
に
よ
る
奏
議
に
参
議
の
参
画
し
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
初
見
で
も
あ
る
。
つ
い
で
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
五
月
十
一
日

に
は
、
白
鹿
と
白
雀
と
い
う
祥
瑞
の
献
上
に
対
し
て
、
天
皇
の
命
に
よ
り
各
々
関
係
者
へ
の
褒
賞
を
奏
議
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
左
大
臣

藤
原
永
手
、
右
大
臣
吉
備
真
備
已
下
十
一
人
勝
」
す
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
中
納
言
以
上
は
五
人
、
参
議
は
八
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人
（
こ
の
う
ち
藤
原
清
河
は
在
唐
、
し
た
が
っ
て
実
質
は
七
人
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
十
一
人
奏
」
の
表
記
に
参
議
の
大
半
が
含
ま
れ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
七
月
の
場
合
、
「
右
大
臣
已
下
、
参
議
已
上
、
共
奏
偶
」
く
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
参
議
が
議

政
官
の
末
端
に
連
な
り
奏
上
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
の
ち
に
取
上
げ
る
「
公
卿
奏
」
の
成
立
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
諸
司
の
挙
」
と
そ
れ
に
続
く
諸
政
策
の
検
討
を
通
し
て
、
参
議
が
議
政
官
の
末
端
に
連
な
っ
て
き
た
事
実
、
す
な
わ
ち
「
朝
政
参

議
」
か
ら
「
廟
堂
参
議
」
へ
の
変
質
を
み
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
廟
堂
参
議
と
は
い
え
ま
だ
定
員
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
先
に
み
た
欠
員
補
充

も
恒
常
化
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
点
、
制
度
化
は
な
お
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
過
程
で
廟
堂
参
議

が
登
場
し
た
こ
と
の
政
治
的
意
味
は
ま
こ
と
に
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

㈱
　
参
議
と
「
非
」
参
議

参議論の再検討（瀧浪）

　
参
議
以
上
が
議
政
官
集
団
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
定
の
階
層
を
形
成
す
る
に
つ
れ
、
あ
ら
た
な
問
題
と
し
て
出
て
く
る
の
が
、

有
資
格
者
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
集
団
の
外
に
置
か
れ
た
も
の
た
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
非
一
　
参
議
一
」
ざ
る
老
の
扱
い
で
あ
る
。
こ
の
非
参
議
の
登
場

も
、
参
議
と
表
裏
の
関
係
に
お
い
て
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
弘
仁
十
四
年
忌
八
ご
三
）
十
二
月
、
凶
年
に
お
け
る
礼
服
の
着
用
が
停
止
さ
れ
た
時
、
皇
太
子
及
び
参
議
、
「
非
二
参
議
一
」
三
位
以

上
、
並
び
に
職
掌
に
預
る
人
ら
が
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
承
和
六
年
（
八
三
九
）
四
月
に
は
王
臣
並
び
に
「
非
二
参
議
一
四
位
已
上
」
ら
が
、
走

馬
の
こ
と
に
つ
い
て
兵
部
省
よ
り
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
例
か
ら
も
四
位
あ
る
い
は
三
位
以
上
の
者
に
対
し
、
「
参
議
」
で
あ
る
か
「
参

議
に
非
ざ
る
」
か
が
、
扱
い
の
上
で
の
基
準
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
の
「
非
参
議
」
が
平
安
初
期
に
現
わ
れ
て
く
る
。

　
も
と
も
と
三
位
以
上
は
、
令
制
で
も
「
貴
」
と
称
さ
れ
五
位
以
上
の
「
至
貴
」
と
区
別
さ
れ
る
上
層
貴
族
で
あ
っ
た
か
ら
、
宮
職
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
特
別
扱
い
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
前
の
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
正
月
、
所
司
に
賀
正
の
礼
を
教
習
さ

せ
る
よ
う
に
命
じ
た
時
、
「
参
議
井
三
位
已
上
」
は
こ
の
限
り
で
な
い
と
し
て
、
教
習
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
三
位
以
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上
も
、
先
き
に
掲
げ
た
用
例
か
ら
い
っ
て
「
非
一
一
参
議
一
」
三
位
以
上
の
こ
と
と
み
て
よ
い
が
、
こ
の
時
期
、
こ
の
よ
う
に
三
位
以
上
に
つ
い
て

「
参
議
に
非
ざ
る
」
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
「
参
議
」
の
立
場
が
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
同
じ
「
非
二
参
議
こ
ざ
る
立
場
で
あ
っ
て
も
、
三
位
と
ち
が
い
四
位
者
の
場
合
は
、
参
議
と
「
非
」
参
議
と
の
間
に
は
厳
然
た
る

差
異
が
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
四
位
で
も
参
議
に
な
れ
ば
公
卿
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
た
の
に
対
し
、
非
参
議
の
場

合
は
無
縁
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
斉
衡
三
年
目
八
五
六
）
四
月
に
没
し
た
右
京
大
夫
藤
原
諸
成
は
、
従
四
位
上
に
叙
さ
れ
た
も

の
の
参
議
に
は
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
卒
伝
に
は
「
諸
司
才
学
不
レ
後
二
等
言
触
資
性
勤
為
レ
宗
、
恨
言
レ
登
二
八
座
一
而
遽
然
傾

逝
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
参
議
が
「
八
座
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
早
い
時
期
の
史
料
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
の
八
座
に
な
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
欄
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
四
位
者
に
と
っ
て
の
八
座
1
1
参
議
の
も
つ
重
み
が
う
か
が
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
有
資
格
者
で
あ
り
な
が

ら
「
非
二
参
議
論
ざ
る
立
場
で
過
ご
し
た
年
数
や
実
績
は
無
意
味
と
い
う
の
で
は
な
く
、
時
期
は
降
る
が
天
元
三
年
（
九
八
○
）
正
月
に
提
出
さ

れ
た
菅
原
文
時
の
奏
状
（
『
本
朝
文
意
』
）
に
は
「
非
二
参
議
～
之
四
位
中
、
文
時
已
為
二
第
一
一
也
」
と
あ
り
、
「
非
参
議
」
と
し
て
重
ね
た
年
蕩

が
昇
進
へ
の
一
つ
の
資
格
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
源
氏
物
語
』
（
二
・
篇
木
）
に
も
、
「
な
ま
一
の
か
ん
だ
ち
め
よ
り

も
、
非
参
議
の
四
位
ど
も
の
、
よ
の
お
ぼ
え
く
ち
を
し
か
ら
ず
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
別
の
個
所
（
四
四
・
竹
河
）
で
は
「
右
兵
衛
督
・
右
大
弁
に

て
、
み
な
非
参
議
な
る
を
う
れ
は
し
と
思
へ
り
」
と
あ
り
、
資
格
が
あ
り
な
が
ら
「
非
参
議
」
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
同
情
し

て
お
り
、
当
時
に
お
け
る
非
参
議
四
位
者
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
示
さ
れ
て
い
て
興
味
を
ひ
く
。

　
こ
う
し
た
「
参
議
」
「
非
参
議
」
の
意
識
や
観
念
が
、
と
く
に
四
位
者
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
参

議
が
議
政
官
集
団
の
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
四
位
で
も
参
議
に
な
れ
ば
三
位
以
上
の
上
層
貴
族
の
仲
間
入
り
が
出
来
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
り

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
先
の
文
時
の
場
合
が
参
考
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
当
時
正
四
位
下
行
式
部
大
輔
兼
文
章
博
士

で
あ
っ
た
文
時
は
、
八
十
歳
の
老
境
に
及
ば
ん
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
「
是
以
文
時
、
変
二
八
座
難
レ
登
之
情
ハ
仰
二
三
品
有
レ
例
之
恩
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

哀
願
し
、
可
能
性
の
少
な
い
参
議
の
望
み
を
捨
て
、
三
位
へ
の
昇
叙
を
願
っ
て
い
る
。
考
え
て
み
れ
ば
ま
こ
と
に
勝
手
な
論
理
と
い
わ
ざ
る
を
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得
な
い
が
、
こ
れ
も
四
位
の
参
議
腿
公
卿
⊥
二
位
と
い
う
参
議
の
特
殊
な
あ
り
方
を
逆
用
・
便
乗
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ

「
非
参
議
」
と
い
う
呼
称
や
観
念
の
発
生
は
、
参
議
が
議
政
官
に
な
っ
た
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
そ
の
別
表
現
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
以
後
の
平
安
朝
期
に
お
け
る
非
参
議
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
と
り
上
げ
る
べ
き
こ
と
も
あ
り
、
別
の
考
察
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

参議論の再検討（瀧浪）

①
『
続
ヨ
本
紀
』
宝
亀
九
年
三
月
三
十
日
・
同
十
年
正
月
一
日
条
。

②
　
房
前
の
内
臣
就
任
は
祖
父
鎌
足
以
来
の
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
亡
き
不
比
等
へ
の

　
顕
彰
の
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
例
え
ば
野
村
忠
夫
「
不
比
等
政
権
」
「
長
屋
王
首
班
体
舗
か
ら
藤
四
子
体
鋼
へ
」

　
（
『
律
令
政
治
の
諸
様
相
』
所
収
、
昭
和
四
三
年
）
な
ど
。

④
直
木
孝
次
郎
「
長
屋
王
の
変
に
つ
い
て
」
（
『
奈
良
時
代
史
の
譜
問
題
』
所
収
、

　
昭
和
四
三
年
）
参
照
。
と
り
わ
け
多
治
比
県
守
は
養
老
三
年
正
月
、
大
極
殿
で
の

　
空
腹
の
折
、
武
智
麻
呂
と
と
も
に
皇
太
子
（
の
ち
の
聖
武
天
皇
）
を
先
導
す
る
な

　
ど
側
近
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
（
『
続
日
本
紀
』
）
、
武
智
麻
呂
と
緊
密
な
関
係
に

　
あ
っ
た
こ
と
が
漏
せ
ら
れ
る
。

⑤
　
養
老
四
年
九
B
、
蝦
夷
反
乱
に
持
節
征
夷
将
軍
と
な
り
、
同
五
年
四
月
に
帰
還

　
し
て
い
る
（
『
続
日
本
紀
』
）
。

⑥
な
お
薬
子
の
変
に
際
し
て
、
平
城
上
皇
の
東
圏
行
き
の
阻
止
を
命
じ
ら
れ
た
坂

　
上
田
村
麻
呂
が
、
変
発
覚
後
平
城
宮
よ
り
召
還
し
て
駄
面
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
文

　
室
綿
麻
呂
を
武
芸
の
入
で
あ
る
か
ら
同
道
し
た
い
と
奏
上
し
た
と
こ
ろ
、
嵯
峨
天

　
皇
は
綿
麻
呂
を
正
四
位
上
に
叙
し
参
議
に
任
命
し
て
派
遣
し
た
と
い
う
の
も
同
例

　
で
あ
ろ
う
（
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
月
十
一
日
条
）
。

⑦
例
え
ば
長
山
泰
孝
「
律
令
国
家
と
王
権
」
（
前
掲
）
参
照
。

⑧
　
た
だ
し
こ
れ
を
論
者
に
即
し
て
い
え
ば
一
貫
せ
ず
、
竹
内
説
を
批
判
し
た
人
が

　
唱
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
参
議
研
究
の
現
状
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

⑨
　
石
川
石
足
。
天
平
元
年
八
月
九
日
没
（
『
続
日
本
紀
』
）
。

⑩
　
大
同
元
年
三
月
十
入
日
、
す
な
わ
ち
桓
武
天
皇
が
没
し
た
翌
日
、
従
三
位
藤
原

　
葛
野
麻
呂
・
従
四
位
上
藤
原
國
人
が
「
並
為
二
権
参
議
一
」
（
『
日
本
後
紀
』
）
さ
れ

　
た
の
が
初
見
で
あ
る
。
な
お
二
人
は
同
年
四
月
十
八
日
、
参
議
に
任
命
さ
れ
た
。

⑭
　
の
ち
に
は
蔵
人
頭
、
近
衛
中
将
さ
ら
に
は
受
領
歴
任
者
に
も
拡
大
さ
れ
て
い
く

　
（
『
江
次
第
』
『
官
職
秘
抄
』
）
。

⑫
　
　
「
諸
司
の
挙
」
以
後
し
ば
ら
く
参
議
の
任
命
は
な
く
、
藤
原
四
子
が
没
し
た
直

　
後
の
天
平
九
年
十
二
月
に
兵
都
郷
藤
原
燈
成
（
従
四
位
下
）
が
、
つ
づ
い
て
同
十

　
一
年
四
月
に
は
陸
奥
國
按
察
使
兼
鎮
守
府
将
軍
大
養
確
守
大
野
東
人
（
従
四
位
上

　
・
勲
四
等
）
・
主
部
卿
．
兼
春
宮
大
事
巨
巨
桜
底
麻
呂
・
摂
津
大
夫
大
伴
襟
懐
・
式

　
部
大
輔
軍
犬
県
石
次
（
以
上
従
四
位
下
）
が
参
議
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
諸
司
の
推
挙

　
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
も
諸
司
の
長
宮
が
参
議
を
兼
任
し
て
お
り
、

　
「
諸
司
の
挙
」
に
連
な
る
人
選
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
豊
成
以
下
が
こ
の

　
時
期
参
議
に
任
じ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
阿
倍
内
親
王
立
太
子
後
の
社
会
的
な
動
揺

　
や
四
予
没
後
に
お
け
る
諾
兄
体
制
の
確
立
と
い
っ
た
事
情
が
蹴
〃
3
え
ら
れ
、
か
れ
ら

　
参
議
が
あ
る
種
の
政
治
的
配
慮
を
も
っ
て
任
命
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
初
期
参
議

　
に
近
い
が
、
そ
の
性
格
や
役
割
は
全
く
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

　
い
。

⑬
す
な
わ
ち
赦
位
や
無
官
で
あ
っ
て
も
、
知
識
や
才
能
に
よ
っ
て
「
朝
政
参
議
」

　
に
起
用
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
が
事
実
上
断
ち
切
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

⑭
令
制
で
は
中
務
卿
は
正
四
二
上
、
以
外
の
七
省
卿
は
正
四
位
下
、
弾
正
歩
・
左

　
右
大
弁
は
従
四
位
上
が
相
当
位
で
あ
っ
た
。

⑯
天
平
十
年
、
参
議
は
大
伴
道
足
・
藤
原
豊
成
の
二
人
で
あ
る
。

⑯
　
　
『
公
卿
補
任
』
天
平
宝
字
六
年
・
同
八
年
・
神
護
幸
浦
二
年
条
な
ど
参
照
。
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⑰
『
公
卿
補
任
』
神
護
景
雲
四
年
・
天
応
元
年
条
な
ど
参
照
。

⑱
参
議
が
「
八
相
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
観
察
使
の
人
数
に
由
来
す
る

　
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
『
職
原
抄
』
上
）
、
そ
れ
を
否
定
す
る
材
料
は
な
い
が
、
八

　
省
の
卿
の
任
命
が
無
関
係
と
も
思
え
な
い
。

⑲
武
智
麻
呂
自
身
は
「
諸
司
の
挙
」
の
一
ケ
月
後
の
九
月
、
大
宰
帥
を
兼
任
し
て

　
い
る
。
惣
官
・
鎮
撫
使
は
そ
の
ニ
ケ
月
後
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
武
智
麻
呂

　
が
自
ら
帥
と
な
っ
た
の
は
地
方
政
治
に
対
す
る
配
慮
で
、
長
屋
王
事
件
後
の
政
治

　
の
ひ
き
し
め
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
翌
年
、
西
国
を
中
心
に
節
度
使

　
が
置
か
れ
た
の
も
一
連
の
措
置
と
考
え
て
よ
い
。

⑳
　
　
『
公
卿
補
任
』
天
平
三
年
条
に
、
「
十
二
月
曇
日
勅
始
給
二
一
二
木
食
封
八
十
戸
ハ

　
依
二
延
暦
八
年
八
月
二
十
日
符
一
致
仕
影
干
准
二
職
封
一
購
読
」
と
み
え
る
。

⑳
　
な
お
『
鷹
運
記
』
（
日
旦
顕
部
分
が
『
延
喜
式
』
付
録
に
所
収
さ
れ
て
い
る
）
に

は
参
議
の
「
綴
針
」
重
し
て
、
重
宝
二
年
緯
参
議
胎
毒
鞭
、
…

　
養
老
二
年
始
宜
二
論
奏
ハ
天
平
三
年
十
月
四
日
勅
、
始
給
二
食
封
八
十
戸
ハ
…
…
」

　
と
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
養
老
二
年
は
じ
め
て
参
議
に
論
奏
す
る
こ

　
と
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
大
宝
二
年
参
議
が
は
じ
め

　
て
置
か
れ
た
時
に
は
、
参
議
に
論
奏
の
権
限
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

　
参
議
は
当
初
か
ら
議
政
官
で
は
な
い
と
す
る
私
見
を
補
強
す
る
材
料
と
い
え
る

　
が
、
引
用
記
事
の
日
付
け
に
誤
り
が
多
い
な
ど
、
に
わ
か
に
信
用
で
き
な
い
部
分

　
も
あ
る
の
で
、
い
ま
は
こ
れ
を
積
極
的
に
取
上
げ
る
こ
と
は
差
控
え
て
お
き
た
い
。
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蕊
章
　
観
察
使
と
意
見
封
進

的
参
議
と
観
察
使

　
元
慶
六
年
（
八
八
二
）
七
月
、
菅
原
道
真
は
参
議
の
職
事
官
化
に
関
す
る
奏
状
を
起
草
し
て
い
る
。
奏
状
の
内
容
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
ふ

れ
る
が
、
留
意
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
今
之
参
議
、
古
町
観
察
使
也
」
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
参
議
に
つ
い
て
の
当
時
の
理

解
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
認
識
は
の
ち
の
ち
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
参
議
は
、
観
察
使
設
置
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
平
城
天
皇
の
時
に
置
か
れ
た
観
察
使
を
「
今
の
参
議
（
制
）
」

の
出
発
点
と
す
る
理
解
が
生
れ
た
の
か
、
参
議
を
対
象
と
す
る
以
上
、
こ
の
問
題
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本

章
で
は
、
観
察
使
を
参
議
論
の
立
場
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

　
観
察
使
の
設
置
は
平
城
天
皇
即
位
直
後
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
五
月
目
こ
と
で
、
二
十
年
に
及
ぶ
桓
武
の
「
軍
事
と
造
作
」
（
蝦
夷
征
討
と

長
岡
京
・
平
安
京
の
造
営
）
に
よ
る
民
の
疲
弊
に
対
処
し
、
地
方
政
治
の
欄
新
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
参
議
ら
六
人
を
観
察
使
に
任
じ
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六
道
に
配
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
六
人
い
た
参
議
の
う
ち
、
菅
野
真
道
（
左
大
弁
兼
大
宰
大
弐
）
と
藤
原
縄
主
（
大
宰
帥
兼
任
）
の
二
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
ず
さ
れ
た
の
は
そ
の
云
為
の
類
似
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
わ
り
に
「
准
参
議
」
の
吉
備
泉
と
阿
倍
兄
雄
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
設
置
さ
れ
た
観
察
使
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
翌
二
年
四
月
十
六
日
の
詔
に
よ
り
、
「
隷
下
罷
二
参
議
号
一
丁
置
中
観
察
使
上
」
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
の
と
さ
れ
、
子
等
二
百
戸
を
賜
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
参
議
の
号
を
廃
止
す
る
と
い
う
思
い
切
っ
た
措
置
と
と
も
に
、
天
平
三
年
（
七
三
一
）

に
八
十
戸
と
定
め
ら
れ
て
い
た
参
議
の
食
封
を
一
挙
に
二
倍
強
に
増
封
し
、
中
納
言
の
二
百
戸
と
同
額
に
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
時
、

そ
れ
ま
で
の
六
道
に
東
山
・
南
海
道
を
加
え
て
畿
内
七
道
に
拡
大
し
、
八
人
と
し
た
と
こ
ろ
に
も
、
観
察
使
設
置
に
対
す
る
平
城
の
積
極
的
な

姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
観
察
使
に
つ
い
て
は
、
職
掌
の
類
似
性
か
ら
、
審
察
使
や
巡
察
使
の
再
興
と
み
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、

参
議
を
任
じ
た
と
い
う
点
か
ら
判
断
し
て
も
、
私
は
む
し
ろ
以
前
に
述
べ
た
鎮
撫
使
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
例
を
襲
う
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
観
察
使
設
置
に
と
も
な
う
参
議
の
号
の
停
止
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
よ
り
参
議
の
政
務
審
議
権
を
制
約
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
す
る
見
方
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
部
に
は
あ
る
が
、
多
く
は
平
城
朝
に
お
け
る
冗
官
整
理
の
一
環
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
ま
さ
に
発
展
途
上
に
あ
っ
た
参
議
を
冗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

官
と
み
る
後
者
の
見
方
は
も
と
よ
り
、
前
者
の
理
解
に
も
従
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
い
ず
れ
も
「
参
議
の
号
の
停
止
」
に
対

す
る
誤
解
か
ら
出
発
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
参
議
の
号
の
停
止
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
竹
内
理
三
疑
の
理
解
が
流
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
、
「
参
議
が
廃
官
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
参
議
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
『
参
議
朝
政
』
の
職
能
を
失
い
、
専
ら
地
方
政
治
監
察
の
官
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
ふ

う
に
理
解
さ
れ
、
観
察
使
に
つ
い
て
の
諸
氏
の
論
考
（
こ
と
さ
ら
ふ
れ
る
と
こ
ろ
も
少
な
い
の
だ
が
）
も
、
そ
の
点
で
は
お
お
む
ね
共
通
の
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

識
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
参
議
の
号
の
停
止
は
、
参
議
そ
の
も
の
の
廃
止
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
そ
う
思
う
理
由
の
一
は
、
観
察
使
設
立
の
詔
に
よ
れ
ば
、
使
は
道
別
に
一
人
、
判
宮
一
人
、
主
典
一
人
と
し
、
「
自
レ
非
下
国
由
二
廃
興
「
政

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

関
門
成
敗
無
宜
下
露
二
判
官
以
下
一
警
察
、
兼
復
取
二
所
司
清
廉
幹
了
ハ
官
差
発
検
校
上
」
と
あ
る
よ
う
に
、
よ
ほ
ど
の
重
大
事
で
な
い
限
り
、
現
地
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に
下
る
の
は
判
官
以
下
で
あ
っ
て
、
観
察
使
自
身
は
都
に
留
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
理
由
の
そ
の
二
は
、
参
議
号
の
停
止
以

後
で
も
「
（
大
臣
已
下
）
観
察
使
已
上
」
と
し
て
括
ら
れ
、
そ
の
限
り
で
は
、
以
前
の
「
大
臣
以
下
参
議
以
上
」
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
観
察
使
已
上
」
な
る
表
記
は
、
参
議
が
復
活
さ
れ
る
ま
で
の
間
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
参
議
の
号
の

廃
止
後
も
議
政
官
と
し
て
の
立
場
が
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
私
は
、
大
同
二
年
四
月
の
詔
は
、
そ
れ
ま
で
参
議
の
兼
任
で
あ
っ
た
観
察
使
を
専
当
の
富
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
参
議
に
具
体
的
な
職
掌
を

付
与
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
、
参
議
の
号
が
廃
止
さ
れ
観
察
使
に
改
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
成
果
を
国
政
に
反
映
さ
せ
る
立
場
、
す
な

わ
ち
議
政
官
と
し
て
の
職
能
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
む
ろ
ん
呼
称
廃
止
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

本
来
の
議
政
官
で
あ
る
大
臣
・
納
言
と
は
区
（
差
）
別
さ
れ
る
参
議
の
立
場
の
弱
さ
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
観
察
使
に
か
け
た
平
城
天
皇
の
熱
意
は
、
生
来
の
病
弱
も
あ
っ
て
次
第
に
薄
れ
、
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
四
月
の
退
位
で
、
事
実
上
消

滅
し
て
し
ま
う
。
二
週
間
後
に
即
位
し
た
嵯
峨
は
、
た
だ
ち
に
百
姓
の
疲
弊
と
財
政
難
を
理
由
－
一
そ
れ
は
平
城
が
観
察
使
を
置
い
た
理
由
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
も
の
で
あ
っ
た
一
に
、
観
察
使
の
特
典
で
あ
る
食
封
に
つ
い
て
、
「
三
下
整
返
納
、
令
レ
兼
二
外
任
ハ
以
二
彼
公
開
一
代
中
此
上
封
上
」
、
す
な
わ

ち
食
封
を
し
ば
ら
く
停
止
し
、
代
償
と
し
て
外
任
を
兼
ね
さ
せ
、
公
癖
を
配
分
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
嵯
峨
の
こ
の
措
榿
に
つ
い
て
は
、
い

っ
ぱ
ん
に
平
城
側
の
勢
力
を
削
が
ん
と
し
て
参
議
を
外
官
の
兼
任
と
し
た
も
の
で
、
平
城
に
対
す
る
嵯
峨
の
公
然
た
る
挑
戦
で
あ
っ
た
と
み
ら

　
　
　
⑨

れ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
こ
の
意
見
に
も
す
ぐ
に
は
従
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
嵯
峨
天
皇
は
即
位
後
、
そ
れ
ま
で
の
経
緯
の
な
か
で
実
質
を
失
っ
て
い
た
観
察
使
の
扱
い
に
苦
慮
し
た
と
思
わ
れ
る
。
観
察
使
を
廃
し
、
本

来
の
正
常
な
政
治
組
織
に
戻
す
こ
と
は
嵯
峨
体
制
に
と
っ
て
一
向
に
不
都
合
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
観
察
使
の
廃
止
は
、
平
城
を
真

向
か
ら
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
採
ら
れ
た
の
が
、
本
来
の
参
議
に
比
し
て
増
額
さ
れ
て
い
た
観
察
使
の
俸
禄
制
度
を
改
め
る
こ
と
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
と
こ
ろ
が
こ
の
時
の
措
置
1
「
令
レ
兼
二
外
任
ハ
以
二
彼
公
癖
一
代
二
此
食
封
二
に
つ
い
て
は
、
ふ
つ
う
観
察
使
を
「
外
官
の
兼
任
」
に
し
た
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も
の
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
外
官
、
す
な
わ
ち
国
守
な
ど
地
方
官
の
兼
任
と
し
た
も
の
な
ら
た
し
か
に
本
来
の
あ
り
方
を
変
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
「
外
任
（
官
）
を
兼
」
ね
さ
せ
た
と
の
意
で
あ
っ
て
全
く
別
個
の
こ
と
で
あ
る
。
外
官
を
兼
任
す
る
と
は
、
観
察
使

の
俸
禄
で
あ
る
妙
華
に
か
え
て
、
外
官
と
し
て
の
公
癬
を
当
て
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
地
方
国
衙
の
正
税
を
当
て
た
こ
と
を
い
う
。
じ
じ
つ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
以
前
で
も
、
西
海
道
観
察
使
の
藤
原
縄
主
は
大
宰
帥
と
し
て
下
向
し
て
そ
の
公
船
を
受
け
取
り
、
観
察
使
の
封
の
返
納
を
申
し
出
て
い
る
。

嵯
峨
の
措
置
は
、
冗
費
節
減
と
い
う
名
目
で
こ
の
縄
主
の
方
式
を
採
用
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
参
議
の
号
の
廃
止
と
い
い
、
こ
の
外
官
兼

任
と
い
い
、
観
察
使
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
事
実
誤
認
に
基
づ
く
も
の
が
少
な
く
な
い
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
納
言
以
上
の
議
政
官
の
食
封
一
そ
れ
は
三
位
以
上
の
特
権
で
あ
っ
た
i
－
は
そ
の
ま
ま
で
、
観
察
使
に
対
し
て
の
み

こ
の
措
置
を
取
っ
た
と
こ
ろ
に
、
観
察
使
を
換
骨
奪
胎
し
ょ
う
と
す
る
嵯
峨
の
思
惑
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
こ
の
措
置
が
上
皇
の
反
発

を
買
っ
た
の
も
当
然
で
、
そ
れ
は
あ
と
取
上
げ
る
参
議
復
活
の
詔
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
観
察
使
の
外
官
兼
任
は
、
嵯
峨
と
し
て
は
平
城
と
の
対
立
を
さ
け
た
も
っ
と
も
穏
便
な
形
で
の
骨
抜
き
策
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
嵯
峨
に

よ
る
観
察
使
の
解
消
1
1
参
議
復
活
へ
の
端
緒
で
も
あ
っ
た
が
、
現
実
に
お
け
る
参
議
の
復
活
は
、
そ
う
し
た
嵯
峨
の
思
惑
と
は
別
個
の
形
で
急

展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
翌
大
同
五
年
六
月
二
十
八
日
、
平
城
が
上
皇
と
し
て
次
の
よ
う
な
詔
を
下
し
、
観
察
使
（
の
号
）
を
廃
し
参
議
の
号

の
復
活
を
命
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
去
大
同
元
年
為
レ
行
峯
十
六
条
ハ
置
論
難
観
察
学
歴
各
委
二
一
道
一
云
々
。
夫
参
議
之
寄
、
望
重
深
大
、
帰
任
二
豊
成
潤
筆
非
二
虚
設
ハ
是
以
廃
ゴ
遣
之
ハ
云
々
、
宜
下

　
罷
二
観
察
使
一
復
申
参
議
号
h
封
邑
之
制
、
亦
傍
二
旧
数
鴨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
紀
略
』
）

　
こ
の
詔
は
い
っ
ぱ
ん
に
外
官
の
兼
任
と
し
た
先
の
嵯
峨
の
勅
に
対
抗
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
じ
じ
つ
詔
に
は
、
参
議
の
職
は
「
虚

蝉
」
で
な
い
と
い
い
、
食
封
の
復
活
を
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
嵯
峨
の
措
麗
に
対
す
る
不
満
が
露
骨
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
嵯
峨

の
措
置
か
ら
す
で
に
一
年
有
余
を
経
て
お
り
、
い
さ
さ
か
遅
き
に
失
し
た
感
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
平
城
の
建
前
で
あ
り
、
真
意
は
別

に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
私
は
平
城
の
措
置
は
、
三
ヶ
月
前
に
行
な
わ
れ
た
嵯
峨
の
蔵
人
所
（
頭
）
設
置
が
直
接
の
引
き
金
に
な
っ
た
も
の
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と
考
え
て
い
る
。

　
と
い
う
の
は
嵯
峨
に
よ
る
蔵
人
所
（
頭
）
設
置
は
、
平
城
譲
位
の
前
後
か
ら
顕
著
と
な
っ
て
き
た
尚
侍
鼠
子
の
動
き
を
警
戒
し
、
平
誠
1
1
薬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

子
の
連
繋
に
対
抗
し
た
措
置
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
薬
子
は
内
侍
司
の
尚
侍
で
あ
り
、
自
身
は
上
皇
と
と
も
に
平
城
旧
宮
に
あ
っ
た
が
、
嵯
峨

の
近
辺
に
は
馬
子
と
意
を
通
ず
る
女
宮
の
存
在
を
当
然
予
想
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
蔵
人
頭
の
職
掌
で
あ
る
奏
請
・
点
本
が
、
そ
れ
ま
で

は
尚
侍
の
職
掌
・
権
限
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
意
味
を
も
つ
蔵
人
所
（
頭
）
の
設
置
は
、
嵯
峨

が
平
城
と
の
対
決
姿
勢
を
打
出
し
た
最
初
の
措
置
で
あ
り
、
平
谷
側
を
刺
激
し
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
。

　
平
城
の
本
音
は
、
嵯
峨
に
よ
っ
て
骨
抜
き
に
さ
れ
た
観
察
使
の
廃
止
一
参
議
の
復
活
に
よ
っ
て
、
当
時
観
察
使
で
あ
っ
た
腹
臣
、
藤
原
仲
成

を
参
議
と
な
し
て
廟
堂
に
送
り
こ
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
嵯
峨
側
の
動
き
に
懊
を
打
ち
込
む
こ
と
に
あ
っ
た
と
私
は
み
る
。
嵯
峨
が
平
城
と
の
対

立
を
蓑
面
化
し
な
が
ら
も
、
参
議
復
活
に
あ
え
て
反
対
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
嵯
峨
の
施
政
に
格
別
支
障
を
き
た
す
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
、
と
い
う
よ
り
自
身
の
政
治
路
線
の
正
常
化
に
沿
う
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
参
議
復
活
に
こ
め
た
平
城
の
意
図
は
、

そ
れ
か
ら
三
ヶ
月
後
に
お
こ
っ
た
薬
子
の
変
に
よ
り
、
瞬
時
に
し
て
打
破
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
変
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
こ
う
し
て
参
議
は
、
嵯
峨
天
皇
の
思
惑
と
は
別
個
の
形
で
復
活
し
た
が
、
議
政
官
と
し
て
の
立
場
が
な
お
微
弱
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
、

以
前
と
変
り
は
な
か
っ
た
。
薬
子
の
事
件
の
落
着
後
、
弘
仁
二
年
（
八
二
）
七
月
、
平
城
宮
の
諸
衛
宮
人
等
が
意
に
ま
か
せ
て
出
入
し
、
宿
衛

し
な
い
こ
と
に
対
し
て
「
宜
三
直
レ
彼
参
議
加
二
黒
察
こ
と
の
勅
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
明
ら
か
に
、
鎮
撫
使
一
観
察
使
の
系
列
に
そ
う

措
置
で
あ
り
、
ニ
ケ
月
後
、
参
議
に
か
え
て
少
将
の
検
校
に
改
め
ら
れ
た
か
ら
一
時
的
な
扱
い
で
終
っ
た
が
、
平
安
京
を
離
れ
て
の
職
務
に
従

事
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
議
政
官
と
し
て
の
参
議
の
立
場
の
軽
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
観
察
使
を
め
ぐ
る
一
連
の
事
件
は
、
参
議
制
の
歴
史
の
上
に
本
質
的
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
道
真
の
起
草
案
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
事
件
は
そ
の
後
に
お
け
る
参
議
理
解
i
参
議
は
も
と
観
察
使
で
あ
っ
た
と
い
う

一
に
大
き
な
影
を
落
し
て
い
る
。
と
く
に
八
人
の
観
察
使
が
参
議
と
改
称
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
参
議
の
人
数
が
こ
れ
以
後
八
人
を
超
え
る
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こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
そ
し
て
議
政
官
と
し
て
の
参
議
の
立
場
は
、
こ
う
し
た
時
期
を
経
な
け
れ
ぼ
定
着
す
る
こ
と
も

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
「
非
参
議
」
と
い
う
認
識
が
生
れ
て
き
た
の
も
、
じ
つ
に
こ
れ
か
ら
ま
も
な
く
の
、
弘
仁
年
間
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

働
　
意
見
封
進
と
詔
勅

参議論の再検討（瀧浪）

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
参
議
抜
き
の
合
議
制
論
は
あ
り
え
な
い
が
、
そ
う
し
た
合
議
体
制
の
確
立
過
程
を
考
え
て
い
く
上
で
看
過
で

き
な
い
も
の
に
、
奈
良
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
事
例
の
多
い
意
見
封
進
や
詔
勅
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
詔
勅
は
天
皇
の
発
意
・
命
令
で

あ
り
、
意
見
封
進
（
事
）
と
は
天
皇
か
ら
弄
せ
ら
れ
た
意
見
徴
召
に
応
じ
て
意
見
を
書
き
、
そ
れ
を
密
封
し
て
奏
上
す
る
こ
と
を
い
う
。
し
た

が
っ
て
こ
う
し
た
あ
り
方
は
天
皇
の
政
治
関
与
の
一
環
で
あ
り
、
公
卿
合
議
制
に
な
じ
ま
な
い
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
合
議
制
の

未
熟
な
段
階
で
は
、
そ
れ
ら
の
果
し
た
役
割
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
意
見
封
進
に
つ
い
て
は
偉
功
氏
に
詳
し
い
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
先
馬
は
大
化
改
新
に
ま
で
遡
る
が
、

本
格
的
に
は
養
老
五
年
（
七
一
二
）
二
月
の
そ
れ
が
最
初
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
意
見
封
進
は
、
不
比
等
が
没
し
た
翌
年
、
長
屋
王
が
首
班
の
座

に
つ
い
た
直
後
の
も
の
で
、
十
六
・
十
七
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
馬
面
が
あ
っ
た
。
天
皇
に
進
め
ら
れ
た
意
見
封
事
は
、
こ
れ
を
「
朕
将
二
親

善
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
み
ず
か
ら
が
目
を
通
し
て
判
断
を
下
し
た
と
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
の
淳
仁
天
皇
詔

の
場
合
、
「
朕
与
二
宰
相
二
審
簡
一
苛
否
こ
と
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
宰
相
」
と
は
藤
原
仲
麻
呂
（
恵
美
単
勝
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
天
皇
に
よ

る
意
見
封
事
の
取
捨
撰
択
に
、
こ
の
よ
う
な
ブ
レ
ー
ン
の
関
与
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
所
氏
は
、
「
天

皇
は
公
卿
と
共
に
意
見
封
事
の
内
容
を
審
議
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
公
卿
合
議
制
が
な
お
未
熟
な
段
階
で
は
、
そ
こ

ま
で
行
な
わ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
意
見
微
召
1
1
封
進
は
、
本
質
的
に
は
合
議
制
の
不
十
分
な
段
階
で
の
あ
り
方
で
あ
り
、
よ
り
正
確

に
い
え
ば
天
皇
の
主
体
的
な
政
治
関
与
の
表
徴
で
あ
っ
た
。
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⑰

　
意
見
徴
召
の
対
象
は
、
昼
鳶
の
元
正
天
皇
の
場
合
、
「
左
右
大
弁
八
省
卿
等
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
政
治
上
の
意
見
が
議
政
官
以
下
か
ら
広

く
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。
淳
仁
・
仲
麻
呂
政
権
下
の
場
合
は
「
盲
官
五
位
已
上
、
継
徒
師
位
已
上
」
、
　
つ
ま
り
下
級
官
人
の
み
な
ら
ず
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

侶
へ
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
は
中
納
言
石
川
盗
足
以
下
総
名
の
封
進
が
採
用
さ
れ
、
六
月
二
十
二
日
、
所
司
に
付
し
て
施
行
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
元
正
・
淳
仁
の
徴
召
は
、
い
ず
れ
も
長
屋
王
や
仲
麻
呂
が
首
班
の
座
に
つ
き
、
政
権
を
確
立
し
た
直
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
社
会
的
動
揺
を
押
え
、
支
配
体
制
を
強
化
す
る
目
的
か
ら
衆
議
の
吸
収
を
は
か
っ
た
、
き
わ
め
て
意
図
的
な
政
治
行
為
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　
天
平
九
年
（
七
三
七
）
二
月
十
五
日
の
詔
で
は
、
わ
が
国
の
使
者
（
遣
新
羅
使
）
に
対
す
る
新
羅
の
非
礼
に
つ
い
て
、
「
五
位
已
上
井
六
位
已
下

官
人
惣
辮
五
」
が
内
裏
に
召
さ
れ
、
意
見
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
外
交
上
の
重
大
事
に
対
処
す
る
た
め
、
的
確
な
判
断
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
合
議
制
が
確
立
す
る
以
前
の
姿
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
平
安
期
に
入
る
と
、
微
召
の
対
象
に
大
き
な
変
化
が
現
わ
れ
る
。
淳
禰
天
皇
即
位
七
ヶ
月
後
の
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
十
二
月
十

二
日
の
場
合
、
「
皐
疫
更
侵
、
年
穀
不
レ
登
、
野
里
残
量
」
と
い
う
現
状
に
対
し
、
「
宜
二
各
陳
ワ
所
レ
思
」
と
の
徴
召
が
あ
っ
た
の
は
「
公
卿
」
に

対
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
の
「
公
卿
」
が
参
議
以
上
の
議
政
官
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
こ
の
時
に
は
、
意
見
封
事

を
求
め
る
一
方
、
詔
を
出
し
て
凶
年
に
お
け
る
礼
服
着
用
の
停
止
を
提
案
し
、
「
宜
二
議
定
奏
す
之
」
と
命
じ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
個
人
的
な
意
見

の
徴
召
と
同
時
に
、
議
政
官
の
評
議
に
よ
る
奏
議
が
、
同
じ
「
公
卿
」
集
団
に
対
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
封
進
の
も
つ
意
味
や
役
割

が
公
卿
奏
議
に
取
っ
て
代
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
様
子
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
週
間
後
の
十
二
日
、
さ
っ
そ
く
詔
の
趣
旨
を
認
め
る
公
卿
の
覆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

奏
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
「
意
見
奏
上
」
と
し
て
提
出
さ
れ
た
公
卿
の
封
進
の
う
ち
六
ケ
条
が
採
用
さ
れ
、
翌
年
八
月
、
諸
司
に
下
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
清
和
天
塁
代
に
な
る
と
さ
ら
に
顕
著
と
な
る
。
す
な
わ
ち
貞
観
四
年
（
八
六
一
一
）
四
月
十
五
日
の
徴
召
は
、
藤
原
洋
弓

の
輔
佐
を
得
た
幼
少
清
和
が
即
位
五
年
を
経
過
し
た
の
を
機
に
満
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
点
、
奈
良
期
の
も
の
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
、
儀

礼
的
要
素
が
強
い
と
い
っ
て
よ
い
。
対
象
が
「
参
議
已
上
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
各
論
二
時
政
之
非
ハ
詳
二
世
下
之
得
失
こ
す
る
よ
う
意
見

72 （702）



参議論の再検討（瀧浪）

を
求
め
て
い
る
点
で
は
、
先
の
画
期
天
皇
の
場
合
と
変
り
な
く
、
平
安
朝
的
な
特
色
と
い
え
る
が
、
こ
れ
が
同
年
十
二
月
二
十
七
日
、
こ
の
墨

画
に
応
じ
て
上
表
し
た
右
大
臣
藤
原
良
相
の
意
見
と
な
る
と
、
右
大
弁
南
淵
童
名
や
山
城
守
盲
斑
守
と
い
っ
た
良
吏
型
名
を
推
薦
し
、
か
れ
ら

に
意
見
を
上
表
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
も
の
で
、
内
容
と
い
い
、
日
時
と
い
い
（
徴
召
か
ら
八
ケ
月
も
た
っ
て
い
る
）
、
封
進
の
形
骸
化
が

い
っ
そ
う
進
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
貞
観
七
年
六
月
に
出
さ
れ
た
権
大
納
言
藤
原
七
宗
の
上
古
は
、
そ
の
鯖
瀬
か
ら
三
年
た
っ
て
も
封
事
の
評
議

が
進
ま
な
い
状
態
に
不
満
を
も
ち
、
「
先
択
二
要
切
こ
と
の
提
案
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
封
進
の
処
理
が
「
公
卿
会

議
」
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
審
議
さ
え
滞
り
が
ち
で
、
二
進
は
事
実
上
機
能
を
失
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
て
合
議
制
の
外
に
あ
っ
て
機
能
し
た
漸
進
の
制
は
、
公
卿
合
議
制
の
確
立
と
引
き
か
え
に
衰
微
し
た
。
意
見
封
進
が
本
来
的
意
味
を

も
つ
の
は
奈
良
期
一
杯
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
次
に
詔
勅
で
あ
る
が
、
森
田
悌
氏
が
『
類
聚
三
代
格
』
を
も
と
に
整
理
さ
れ
た
八
～
九
世
紀
に
お
け
る
年
度
別
詔
勅
・
官
符
の
一
覧
表
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
も
、
前
後
に
比
し
格
段
に
詔
勅
数
の
多
か
っ
た
時
期
は
孝
謙
（
称
徳
）
朝
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
森
田
氏
の
論
考
は
官
符
に
つ
い
て

の
も
の
で
、
詔
勅
に
関
し
て
と
く
に
言
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
孝
謙
の
場
合
、
そ
の
内
容
が
道
鏡
事
件
前
後
、
自
己
の
立
場
の
弁
明
に

終
始
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
詔
勅
は
天
皇
が
直
接
貴
族
官
人
た
ち
へ
自
分
の
意
思
を
伝
え
る
、
殆
ん
ど
唯
一
の
方
法
で
あ
っ

た
。
し
か
し
こ
の
時
期
を
過
ぎ
る
と
激
減
し
、
そ
れ
で
も
八
二
〇
年
ま
で
は
平
均
五
～
六
通
が
下
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
八
一
＝
年
以
降
は
さ

ら
に
減
少
し
、
一
～
二
通
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
嵯
峨
天
皇
末
期
の
こ
と
で
、
こ
の
頃
が
詔
勅
が
意
味
を
も
っ
た
最
後
の
時
期
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
留
意
さ
れ
る
の
は
、
詔
勅
の
減
少
と
踵
を
接
す
る
よ
う
に
太
政
官
符
の
発
給
が
激
増
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
光
仁
朝
の
七
七
〇
年
代
か
ら

増
加
が
目
立
ち
は
じ
め
、
七
九
一
－
八
○
○
年
で
激
増
し
、
以
後
に
お
よ
ぶ
。
太
政
官
符
は
、
天
皇
の
裁
可
を
得
て
発
結
さ
れ
る
も
の
で
は
あ

る
が
、
そ
の
主
体
が
公
卿
会
議
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
議
政
官
集
団
の
拡
充
と
機
能
の
充
実
に
よ
る
結
果
で
あ
る
。

「
詔
勅
か
ら
官
符
へ
」
と
い
う
変
化
は
、
先
に
み
た
意
見
封
進
の
衰
微
と
と
も
に
、
そ
の
ま
ま
奈
良
朝
と
平
安
朝
の
政
治
（
構
造
）
の
変
質
に

対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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①
　
　
『
公
卿
補
任
』
大
同
元
年
条
に
、
吉
備
泉
と
阿
倍
兄
雄
の
二
人
を
「
准
参
議
」

　
と
記
す
が
、
当
時
の
立
場
か
後
徴
の
判
断
に
よ
る
表
現
か
、
検
討
を
要
す
る
。
観

　
察
使
を
誌
面
譲
の
蛤
飛
任
と
み
る
認
識
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

②
　
　
『
日
本
紀
略
』
大
同
二
年
閥
月
十
六
日
条
。

③
門
脇
禎
二
「
律
令
体
制
の
変
貌
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
古
代
三
所
収
、
昭

　
和
四
二
年
）
。

④
　
大
塚
徳
郎
「
平
域
朝
の
政
治
」
（
『
平
安
初
期
政
治
史
研
究
』
所
収
、
昭
和
四
四

　
年
）
、
泪
崎
徳
衛
「
平
城
朝
の
政
治
史
的
考
察
」
（
『
平
安
〔
文
化
史
論
』
所
収
、
昭

　
和
四
三
年
）
な
ど
。

⑤
　
門
脇
氏
が
観
察
使
の
政
治
的
役
割
を
重
視
す
る
の
に
対
し
、
大
塚
・
目
崎
氏
が

　
こ
れ
を
形
腰
化
し
た
も
の
と
み
る
点
で
、
両
者
の
理
解
は
対
獣
的
と
い
っ
て
も
よ

　
い
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
、
参
議
の
存
在
を
な
お
流
動
的
と
み
る
私
に
は
、
参
議

　
を
過
大
評
価
す
る
前
者
の
理
解
に
も
、
ま
た
廟
堂
構
成
員
の
参
議
を
後
者
の
よ
う

　
に
過
少
評
価
す
る
こ
と
に
も
賛
成
で
き
な
い
。

⑥
　
『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
六
月
十
日
条
。

⑦
『
類
聚
国
史
』
（
三
二
）
大
同
二
年
八
月
八
日
・
同
十
二
月
一
九
日
条
、
『
日
本

　
後
紀
』
大
同
三
年
七
月
二
一
日
条
な
ど
参
照
。

⑧
　
　
『
ヨ
本
紀
略
』
大
同
四
年
四
月
二
十
日
置
。
な
お
こ
の
後
に
続
け
て
「
働
口
レ

　
理
解
任
、
及
致
仕
者
、
則
還
長
給
例
封
「
其
返
封
宜
レ
待
二
三
国
一
」
と
も
記
す
。

⑨
　
例
え
ば
大
塚
・
目
崎
、
註
四
前
掲
論
文
な
ど
。

⑩
大
塚
氏
（
註
五
）
に
よ
れ
ば
、
観
察
使
の
実
質
的
な
活
躍
は
大
同
三
年
の
時
点

　
で
終
っ
て
い
た
と
い
う
。

⑪
　
例
え
ば
大
塚
．
目
崎
、
註
四
前
掲
論
文
な
ど
。

⑫
『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
六
月
十
～
日
条
。
西
海
道
観
察
使
藤
原
縄
主
は
大
宰

　
帥
を
兼
任
し
て
お
り
、
当
時
は
大
宰
帥
と
し
て
下
向
し
て
い
た
。
平
城
朝
で
は
観

　
察
使
が
食
封
の
返
納
を
申
し
出
る
例
は
他
に
も
み
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
以

　
前
、
延
暦
十
六
年
正
月
二
三
賃
の
詔
（
『
日
本
後
上
』
）
で
、
「
参
議
以
上
左
右
大

　
弁
八
省
卿
」
の
兼
藤
織
任
が
停
止
ざ
れ
て
い
る
の
も
、
当
時
京
官
の
外
任
兼
帯
の

　
風
潮
が
一
般
化
し
て
い
た
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
。

⑬
　
嵯
蛾
天
皇
は
、
少
な
く
と
も
平
城
上
皇
が
還
都
令
を
出
す
頃
ま
で
は
上
皇
に
対

　
し
て
何
か
と
政
治
的
配
慮
を
行
な
い
、
波
風
を
立
て
る
行
為
は
極
力
さ
け
て
い
た

　
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
津
浪
貞
子
「
上
皇
別
宮
の
出
現
一
後
門
の
研
究
そ
の
一

　
1
」
（
『
史
窓
』
三
八
、
昭
和
五
六
年
）
参
照
。

⑭
瀧
浪
、
註
十
三
前
掲
論
文
。

⑮
　
　
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
九
月
十
六
日
条
。

⑯
所
功
「
律
令
時
代
に
お
け
る
意
見
封
進
鋼
度
の
実
態
－
延
喜
天
暦
時
代
を
中

　
心
と
し
て
一
」
（
『
延
喜
天
暦
時
代
の
研
究
』
所
収
、
昭
和
四
四
年
）
。

⑰
第
一
章
、
註
七
参
照
。

⑬
　
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
五
月
九
沼
条
に
は
、
中
納
言
兼
文
部
卿
神
紙
伯

　
勲
十
二
等
石
川
年
足
、
参
議
従
三
位
出
雲
守
髄
室
智
努
及
び
少
僧
都
慈
調
、
参
議

　
従
三
位
氷
上
塩
焼
、
播
磨
大
豫
正
六
位
上
肉
田
古
麻
呂
ら
の
封
進
内
容
が
記
さ
れ

　
て
い
る
。

⑲
『
類
聚
三
代
格
』
巻
七
。

⑳
　
　
「
律
令
奏
請
制
度
の
展
開
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
四
－
九
、
昭
和
六
〇
年
・
）
。

⑳
ち
な
み
に
詔
勅
数
が
格
段
に
多
か
っ
た
時
期
は
、
ω
七
一
＝
～
七
三
〇
年
（
元

　
正
末
～
聖
武
朝
）
…
…
十
通
、
㈲
七
五
一
～
七
穴
○
年
（
直
読
朝
～
淳
仁
初
）
…
…

　
十
六
通
、
㈹
七
六
一
～
七
七
〇
年
（
称
徳
朝
）
…
…
十
二
通
で
あ
る
。

⑳
　
七
七
〇
年
（
こ
の
年
八
月
に
称
徳
天
皇
崩
御
）
以
前
は
十
通
以
下
で
あ
っ
た
の

　
が
、
七
七
一
～
七
八
○
年
（
光
仁
朝
）
で
は
十
六
通
、
七
八
一
～
七
九
〇
年
（
桓

　
武
朝
）
で
は
二
〇
通
、
七
九
一
～
八
○
○
年
（
同
上
）
で
は
七
四
通
に
急
増
、
以

　
後
五
〇
通
を
下
る
こ
と
は
な
い
。

⑭
　
ち
な
み
に
意
見
封
進
は
十
世
紀
に
入
る
と
、
菅
際
道
真
や
三
善
清
行
の
封
進
に

　
み
ら
れ
た
よ
う
に
本
来
の
性
格
は
失
わ
れ
、
い
よ
い
よ
儀
礼
的
な
文
章
と
な
る
。

　
し
か
も
殆
ん
ど
の
召
徴
1
1
塁
砦
が
、
各
天
皇
の
即
位
当
初
、
政
治
全
般
に
わ
た
っ
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て
い
る
点
に
、
政
治
的
緊
張
の
中
で
行
わ
れ
た
奈
良
期
の
も
の
と
の
違
い
を
示
し

て
い
る
。
そ
れ
は
天
皇
が
圏
政
に
あ
た
る
決
意
を
示
す
も
の
と
も
み
ら
れ
る
が
、

そ
れ
が
な
お
識
語
と
い
う
形
で
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
む
し
ろ
伝
統
化
さ
れ

た
要
素
を
強
く
感
じ
る
。
ま
た
徴
召
の
対
象
も
公
卿
に
と
ど
ま
ら
ず
、
秀
才
・
明

経
・
課
試
∵
及
第
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
儒
者
に
及
ぶ
場
合
が
多
い
。
文
章
に
練
れ
た

か
れ
ら
の
黒
影
が
観
念
的
な
徳
政
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
封

進
の
末
期
的
姿
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
、
『
大
椀
秘
抄
』

の
よ
う
な
一
種
の
帝
王
学
に
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ

た
。

四
章
公
卿
の
成
立

0
り
公
卿
伝
の
登
場

参議論の再検討（瀧浪）

　
以
上
、
三
章
に
わ
た
り
「
参
議
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
参
議
（
欄
）
の
歴
史
は
、
当
初
の
「
朝
政
参
議
」
の
立
場
が
変
化
し

て
議
政
官
の
末
端
に
組
み
込
ま
れ
、
「
廟
堂
参
議
」
の
地
位
を
得
る
過
程
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
議
政
官
集
団
が
拡
充

さ
れ
、
合
議
体
制
の
機
能
が
と
と
の
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
私
は
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
目
七
六
〇
）
十
一
月
二
十
日
条
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
　
「
大
臣
以
下
参
議
以
上
」
と
い
う

表
記
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
。
以
前
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
参
議
が
大
臣
以
下
中
納
言
以
上
と
同
列
の
立
場
（
議
政
官
）
と
な
り
、

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
た
何
よ
り
の
証
左
だ
か
ら
で
あ
る
。
じ
じ
つ
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
六
月
、
平
安
遷
都
に
先
立
ち
新
京
で
の
宅
地
造

り
の
た
め
「
右
大
臣
以
下
参
議
以
上
」
に
正
税
が
十
手
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
四
月
置
重
病
の
桓
武
が
「
皇
太
子
以

下
参
議
以
上
」
を
呼
び
、
後
事
を
託
し
た
こ
と
な
ど
に
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
参
議
の
立
場
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
時
の
皇
太
子

が
安
殿
親
正
、
す
な
わ
ち
翌
年
即
位
す
る
平
城
天
皇
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
「
大
臣
以
下
参
議
以
上
」
が
や
が
て
独
自
の
呼
称
を
得
た
時
、
こ
れ
を
　
「
公
卿
」
と
い
っ
た
。
記
録
の
上
で
は

『
類
聚
国
史
』
延
暦
十
四
年
目
七
九
五
）
十
一
月
二
十
二
日
条
に
記
す
奏
状
の
冒
頭
に
「
公
卿
奏
す
」
と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
こ
の
両
様
の
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表
現
は
、
そ
の
年
次
が
示
す
よ
う
に
、
実
際
に
は
相
前
後
し
て
登
場
し
て
い
る
。
け
だ
し
前
者
が
具
体
的
な
内
容
（
構
成
員
）
、
後
者
が
そ
の
総

称
と
み
れ
ば
、
前
者
の
「
大
臣
以
下
参
議
以
上
」
の
層
が
形
成
さ
れ
た
時
、
「
公
卿
」
と
呼
ば
れ
る
条
件
は
出
来
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
も
っ
と
も
公
卿
の
語
は
、
す
で
に
『
日
本
書
紀
』
に
も
「
公
卿
大
夫
及
百
寮
諸
人
初
位
以
上
」
や
「
公
卿
百
官
及
諸
百
姓
等
」
と
み
え
る
が
、

こ
れ
ら
は
唐
風
の
表
現
に
よ
る
上
級
官
人
の
汎
称
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
養
老
五
年
（
七
一
二
）
二
月
、
元
正
天
皇
の
命
に
よ
り
属
司
に
意

見
封
進
を
さ
せ
た
「
公
卿
等
」
も
、
左
右
大
弁
や
八
省
卿
な
ど
、
も
う
少
し
下
位
者
を
含
む
と
み
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
先
の
場
合
と
同
様

の
用
法
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
ま
い
う
と
こ
ろ
の
公
卿
は
明
確
な
概
念
を
も
つ
議
政
官
の
総
称
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
は
区
別
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
そ
の
意
味
で
の
公
卿
と
は
、
大
臣
・
納
言
お
よ
び
三
位
以
上
、
な
ら
び
に
四
位
の
参
議
を
い
う
が
、
こ
の
概
念
に
は
二
つ
の
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
公
は
官
職
、
卿
は
位
階
に
よ
る
ー
ー
が
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
の
ち
の
ち
公
卿
の
理
解
を
微
妙
な
も
の
に
し
た
理
由
と
も
な
っ

て
い
る
。

　
そ
れ
は
さ
て
、
「
大
臣
以
下
参
議
以
上
」
一
「
公
卿
」
の
成
立
に
と
も
な
い
、
そ
の
こ
と
を
示
す
様
々
な
徴
証
が
記
録
の
上
で
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
そ
の
一
は
、
早
速
『
公
卿
伝
』
の
類
が
作
成
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
歴
象
記
』

が
一
名
『
公
卿
記
』
と
い
わ
れ
、
ま
た
同
じ
時
期
、
『
公
卿
伝
』
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
承
和
七
年
（
八

四
〇
）
七
月
に
没
し
た
右
大
臣
藤
原
三
守
の
麗
伝
に
「
至
二
予
諸
馬
脳
見
灘
公
卿
伝
一
　
」
と
み
え
、
同
十
二
年
二
月
、
大
納
言
藤
原
良
房
が
民

部
卿
な
ど
の
辞
職
を
上
表
し
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
「
事
具
二
公
卿
伝
こ
と
あ
る
。
『
公
卿
記
』
『
公
卿
伝
』
と
も
に
そ
の
一
部
し

か
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
両
者
の
内
容
や
相
互
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
伝
記
や
亮
伝
の
類
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
お
『
歴
繭
篭
』
と
『
公
卿
補
任
』
は
二
、
三
の
点
を
除
き
記
載
様
式
が
酷
似
し
て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
『
公
卿
補
任
』
は

こ
う
し
た
公
卿
記
・
公
卿
伝
の
類
を
素
材
と
し
て
編
纂
さ
れ
、
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
伝
記
類
の
登
場
は
公

卿
層
の
成
立
を
物
語
る
何
よ
り
の
証
左
で
あ
る
。
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偶
　
公
卿
奏
議
と
内
裏
上
日

　
そ
の
二
は
、
公
卿
の
成
立
に
と
も
な
い
、
奏
議
の
形
態
や
奏
上
の
あ
り
方
に
も
変
化
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
公
式
令
に
定
め
る
太
政
官
奏

に
は
、
奏
上
内
容
の
軽
重
に
よ
り
論
奏
・
奏
事
・
便
奏
の
三
種
が
あ
っ
た
が
、
『
単
二
本
紀
』
に
も
「
太
政
官
奏
す
ら
く
」
「
太
政
官
議
奏
す
ら

く
」
「
太
政
官
奏
し
て
曰
く
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
延
暦
十
四
年
（
七
九
五
）
十
一
月
、
諸
国
七
大
寺
の
出
挙
稲
の
減
省
に
つ
い
て
、

「
公
卿
奏
す
ら
く
」
と
い
う
形
で
提
案
さ
れ
て
い
る
の
を
初
見
と
し
て
、
以
後
、
「
公
卿
奏
議
（
言
）
す
ら
く
」
「
公
卿
奏
状
す
ら
く
」
と
の
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

記
が
多
く
な
る
。
い
わ
ば
「
太
政
官
奏
」
か
ら
「
公
卿
奏
（
公
卿
奏
議
ご
へ
の
変
化
で
あ
る
。
そ
の
間
、
「
左
大
臣
藤
原
朝
臣
永
手
、
右
大
臣

吉
備
朝
臣
真
備
已
下
十
一
人
立
」
（
宝
亀
元
年
五
月
。
ち
な
み
に
当
時
の
公
卿
は
実
質
十
二
人
）
と
か
、
「
右
大
臣
已
下
参
議
已
上
共
融
」
（
延

暦
元
年
七
月
）
と
い
っ
た
い
い
方
も
み
え
る
が
、
こ
れ
は
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
「
公
卿
奏
議
」
を
具
体
的
に
表
記
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
公
卿
奏
」
と
の
表
記
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
公
卿
一
議
政
官
集
団
が
主
体
と
な
っ
て
国
政
を
審
議
し
、
天
皇
に
奏
上
し
た
こ
と
を
示
し
て

お
り
、
手
続
き
上
、
太
政
官
奏
議
と
大
差
が
な
く
て
も
、
そ
れ
の
も
つ
歴
史
的
な
意
味
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
公
卿
が
文
書

に
署
名
す
る
「
公
卿
署
」
に
つ
い
て
も
、
『
三
代
実
録
』
仁
和
二
年
（
八
八
六
）
五
月
十
二
日
置
に
、
外
記
が
石
見
国
の
断
罪
前
文
を
作
り
「
公

卿
署
」
を
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
二
人
の
公
卿
（
ち
な
み
に
公
卿
は
こ
の
時
十
六
人
）
が
連
名
に
反
対
し
た
た
め
奏
上
が
半
年
後
の
こ
の
日
に
な

っ
た
と
い
う
記
事
を
の
せ
る
。
こ
の
「
公
卿
署
（
名
）
」
も
、
議
政
官
と
し
て
の
公
卿
の
役
割
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
公
卿
奏
議
に
関
連
し
て
「
上
卿
」
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
上
卿
と
は
公
事
の
際
、
責
任
者
と
し
て
こ
れ
を
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
る
人
物
の
こ
と
で
あ
る
が
、
土
田
直
鎮
氏
に
よ
れ
ぽ
、
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
七
月
二
十
五
日
の
宣
旨
に
「
上
宣
」
（
一
上
卿
寛
の
略
）
と
記
す

の
が
語
句
と
し
て
の
初
見
で
あ
る
。
上
卿
は
時
に
公
卿
の
同
義
語
と
し
て
用
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
公
卿
が
国
政
審
議
の
主
体
と
な

り
、
公
卿
奏
議
の
形
が
整
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
れ
た
立
場
で
あ
り
呼
称
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
参
議
の
場
合
、
原
則
と
し
て
上
卿
を
つ
と
め
る
こ

と
は
出
来
ず
、
官
符
や
宮
宣
旨
を
下
す
権
限
を
も
た
な
か
っ
た
の
は
、
公
卿
の
一
員
で
は
あ
っ
て
も
、
中
納
言
以
上
と
権
限
の
上
で
大
き
な
差
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が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
中
納
言
以
上
の
相
当
位
が
三
位
以
上
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
参
議
が
事
実
上
、
四
位

相
当
宮
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
、
貴
族
社
会
に
お
け
る
序
列
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
参
議
が
正
宮
で
な
い
と
す
る
認
識
が
の
ち
ま
で

持
ち
続
け
ら
れ
る
こ
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
な
お
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
長
屋
王
事
件
あ
る
い
は
聖
武
行
幸
の
折
、
参
議

の
石
川
石
獣
や
阿
倍
広
庭
ら
が
勅
を
の
べ
る
役
に
当
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
同
じ
参
議
で
も
議
政
官
で
な
か
っ
た
段
階
の
そ
れ
と
議
政

官
の
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
参
議
と
の
違
い
が
こ
こ
で
も
明
確
に
表
わ
れ
て
お
り
、
参
議
が
公
卿
と
な
る
こ
と
の
一
面
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
公
卿
の
成
立
を
示
す
徴
証
の
い
く
つ
か
を
み
て
き
た
が
、
最
後
に
「
内
裏
上
日
」
が
朝
座
上
日
（
嘗
衙
へ
の
出
仕
）
と
同
様
に
認
め
ら
れ
、

こ
れ
を
通
計
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
、
政
務
の
場
所
に
関
連
し
て
留
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
延
暦
十
一
年
（
七
九
ご
）

十
月
二
十
七
日
掛
宣
旨
に
よ
り
、
五
位
已
上
の
上
日
に
つ
い
て
、
霞
今
以
後
朝
座
上
日
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
に
内
裏
上
陰
を
通
計
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

認
め
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
後
の
あ
る
時
期
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
階
層
に
つ
い
て
改
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
結
局
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

参
議
以
上
に
つ
い
て
内
裏
の
上
日
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
こ
う
し
た
上
日
条
件
の
緩
和
は
、
律
令
制
の
弛
緩
と
と
ら
え
る
の
が
従
来
の
理
解
で
あ
ろ
う
が
、
橋
本
義
則
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
直
接
的
に
は
公
卿
の
内
裏
廿
日
が
日
常
化
し
た
こ
と
の
反
映
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
正
月
十
一
日
の
宣
旨
に
よ
れ
ば
、

「
観
察
使
已
上
々
日
、
宜
二
毎
日
奏
聞
二
と
あ
り
、
参
議
の
号
を
や
め
て
観
察
使
と
称
し
て
い
た
時
期
の
こ
と
で
あ
る
が
、
観
察
使
以
上
の
上

日
を
毎
日
天
皇
に
奏
聞
す
る
こ
と
が
新
し
く
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
参
議
を
ふ
く
む
公
卿
の
成
立
を
別
個
の
形
で
示
し
た
も
の
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
内
裏
上
日
に
示
さ
れ
る
、
公
卿
ら
の
内
裏
で
の
政
務
の
実
態
i
「
定
」
や
「
政
」
な
ど
一
が
問
題
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
す
べ
て
流
舵
に
ゆ
だ
ね
た
い
と
思
う
。

①
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
四
年
正
月
壬
戌
条
な
ど
。

②
『
日
本
省
紀
』
白
雄
　
7
5
年
二
月
甲
三
条
な
ど
。

③
　
北
畠
親
房
の
『
職
原
抄
』
に
は
、
「
公
」
は
摂
政
・
関
白
・
太
政
大
臣
・
左
右

　
大
臣
を
い
い
、
「
卿
」
は
散
一
位
及
び
三
位
以
上
の
者
を
い
い
、
四
位
で
も
参
議
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に
任
じ
ら
れ
た
者
は
公
卿
に
入
る
と
あ
る
。
こ
れ
が
公
卿
に
つ
い
て
の
一
般
的
な

　
理
解
で
あ
る
。

④
　
土
田
直
鎮
「
公
卿
補
任
の
成
立
」
（
『
国
史
学
』
六
五
、
昭
和
三
〇
年
）
。

⑤
む
ろ
ん
こ
れ
以
後
、
公
卿
奏
議
が
す
べ
て
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
な
い
。
こ

　
と
に
嵯
峨
朝
初
期
に
は
か
つ
て
観
察
使
で
あ
っ
た
藤
原
園
人
や
同
不
整
な
ど
個
人

　
奏
状
の
多
い
の
が
特
徴
的
で
、
過
渡
期
に
お
け
る
現
象
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
森
田
悌
「
上
奏
と
奏
状
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
四
〇
号
、
昭
和
六
〇
年
）
参
照
。

む

す

び

⑥
　
「
上
卿
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
史
論
集
賑
下
所
収
、
昭
和
三
七
年
）
。

⑦
『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
十
。

⑧
　
例
え
ば
『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
繊
、
天
長
九
年
三
月
二
一
日
宣
旨
な
ど
。

⑨
「
『
外
記
政
』
の
成
立
－
都
城
と
儀
式
一
」
（
『
史
林
』
六
四
一
六
、

　
五
六
年
）
。

⑩
『
類
聚
符
宣
誓
』
巻
十
。

⑪
　
　
「
団
子
の
成
立
過
程
」
（
『
史
窓
』
四
三
掲
載
予
定
）
。

昭
和

　
元
慶
六
年
（
八
八
二
）
七
月
、
参
議
の
官
を
職
事
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
奏
請
が
式
部
省
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
奏
文
は
、
式
部
少

輔
菅
原
道
真
の
草
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
『
菅
家
文
草
』
）
。
内
容
は
、
前
段
で
参
議
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
事
例
を
あ
げ
た
上
で
、
道
真
（
式

部
省
）
の
解
釈
を
展
開
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
論
点
は
、
参
議
が
実
際
に
は
職
事
官
と
し
て
存
在
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
う
で
な

い
と
す
る
意
見
が
あ
る
の
は
、
格
式
に
お
い
て
考
禄
馬
料
や
相
当
官
位
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
式
を
定
め
、
参
議

を
永
く
職
事
官
と
な
す
べ
き
こ
と
を
進
言
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
道
真
が
論
拠
と
し
た
明
法
博
士
ら
の
解
釈
に
は
、
参
議
を
当
初
か
ら
職
事
官
と
す
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
そ
の
点
、
道
真
の
意
見
を
全
面

的
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
私
が
こ
の
奏
状
を
重
視
す
る
の
は
、
当
時
、
参
議
が
事
実
上
職
事
扱
い
を
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
依

然
と
し
て
職
事
で
な
い
と
す
る
認
識
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
参
議
を
理
解
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
事
態
と
い

わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
、
参
議
が
長
い
時
間
を
要
し
て
議
政
官
化
し
、
公
卿
の
宋
端
に
連
な
っ
た
道
程
を
跡
づ
け
、
貴
族
合
議
体
制
の
熟
成
す
る
過
程
を

み
て
き
た
。
そ
れ
が
、
い
う
と
こ
ろ
の
参
議
の
職
事
一
正
善
化
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
当
初
の
未
熟
な
合
議
制
は
、
こ
の
参
議
の
議
政
官

一
職
事
化
に
よ
っ
て
拡
充
整
備
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
そ
の
参
議
の
官
制
上
の
位
置
づ
け
は
、
九
世
紀
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末
の
こ
の
時
点
で
も
な
お
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
の
ち
の
史
料
に
徴
す
る
と
、
こ
の
時
の
道
真
の
建
策
は
結
局
実
現
化

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
公
卿
、
す
な
わ
ち
参
議
の
議
政
官
化
を
基
本
と
す
る
議
政
官
集
団
が
成
立
し
て
は
や
一
世
紀
近
く
に
も
な
ろ
う
か
と
い
う
こ
の
段
階
で
、
な

お
こ
う
し
た
議
論
（
参
議
は
正
官
で
な
い
）
が
あ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
一
つ
は
、
同
じ
議
政
宮
で
も
具
体
的
な
職
務
を
与
え
ら
れ
て
任
じ
ら
れ
た
中
納
言
以
上
と
違
い
、
結
局
参
議
に
は
、
一
時
期
を
除
き
、
明
確

に
職
掌
を
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
、
そ
も
そ
も
の
成
立
過
程
に
由
来
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
長
い

参
議
調
の
歴
史
の
中
で
、
職
掌
に
つ
い
て
定
め
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
鎮
撫
使
や
観
察
使
に
任
じ
地
方
政
治
の
督
察
に
専
任
さ
せ
た
時
く

ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
『
宇
多
天
皇
御
記
』
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
正
月
二
十
八
日
条
に
、
「
就
二
貴
男
一
問
二
太
政
大
臣
一
日
、
参
議

所
レ
掌
、
其
職
如
何
、
大
臣
答
云
、
為
レ
政
大
夫
、
然
則
諸
国
長
官
、
有
志
聴
二
其
行
一
者
卸
具
以
奏
レ
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
参
議
の
職
掌

が
観
察
使
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
先
の
道
真
の
奏
状
が
、
太
政
大
臣
の
職
掌
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
の
と
同
じ
時
期
に
出
さ
れ
た
の
も
留
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
参
議
に
つ
い
て
い
え
ぼ
結
局
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
法
制
的
な
面
で
こ
う
し
た
参
議
の
も
つ
曖
昧
さ
　
　
官
に
し
て
官
に
あ
ら
ざ
る
一
が
依
然
と
し
て
尾
を
引
い
て
い
る
の
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
初
期
参
議
が
有
し
た
「
朝
政
参
議
」
の
性
格
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
く
り
か
え
し
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
れ
は
「
参
議
」
が
令
制
の
議
政
官
と
は
全
く
別
個
の
原
理
で
生
れ
、
別
個
の
過
程
を
経
て
議
政
官
に
な
っ
た
と
い
う
、
ま
さ
に
参
議
の
歴
史

そ
の
も
の
の
な
か
に
最
大
の
原
因
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
「
朝
政
参
議
（
者
）
」
が
、
通
説
の
如
く
当
初
か
ら
議
政
官
・
正
官
で
あ
っ

た
な
ら
、
こ
う
し
た
事
態
も
議
論
も
お
こ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
参
議
を
当
初
か
ら
議
政
官
と
み
る
従
来
の
参
議
論
に
は

本
質
的
な
疑
義
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
本
稿
で
の
初
期
参
議
の
理
解
の
妥
当
性
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
二
つ
に
は
、
や
は
り
法
文
化
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
参
議
の
相
当
位
が
四
位
（
以
上
）
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
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思
え
な
い
。
そ
の
た
め
参
議
は
公
卿
で
あ
り
な
が
ら
、
上
卿
を
つ
と
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
ぽ
か
り
か
、
官
符
や
官
宣
旨
を
下
す
権
限
も
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
。
令
制
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
三
位
以
上
を
「
貴
」
と
す
る
身
分
社
会
の
中
で
は
、
参
議
で
あ
っ
て
も
四

位
で
あ
る
以
上
、
お
の
ず
か
ら
婚
外
の
存
在
と
す
る
認
識
は
根
強
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
参
議
は
議
政
官
化
し
た
。
し
か
し
法
制
上
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
点
で
、
参
議
は
最
後
ま
で
公
卿
の
な
か
の
他
者
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
こ
れ
は
位
階
に
よ
る
序
列
を
基
本
と
す
る
貴
族
社
会
の
宿
命
で
あ
っ
た
。
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参議論の再検討（瀧浪）
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The　Guoren油状in　the　SPrin8●and

　　　　　　　　・4astumn春秋Period

by

Michimasa　Yoshimoto

　　Generally　scholars　have　explained　the　Chinese　society　in　the　SPring

and・4utz〃伽¢period，　focussing　the　relationship　of　the　shzzu世族with

the　gesoren　and　its　change．　But　the　author　of　this　article　thinks　that

they　can’t　grasp　substance　of　the’　gtforen　and　character　of　its　personal

relationship　with　the　shix”　properly．　This　defect　was　caused　by　their

discussion　without　regard　for　purpose　of　each　description　of　the　Z“ochuan

左伝and　by　uncritical　use　of　other　ltistorical　sources　whlch　never　have

the　same　quality　as　the　Zuochuan．

　　In　this　article，　using　only　the　Zuochuan　and　other　historical　sources

assured　either　to　have　the　same　qua1ity　or　to　be　contemporary　with　it，

the　author　tries　to　clayify　the　following　subjects　oR　the　guoren．

　　1．　The　gttoren　as　status．

　　2．　Military　role　and　economic　base．

　　3．　Personal　relationship　with　the　shizu．

　　Reconsideration　of　Theories　on　the　Sangi参議

Process　of　Establishment　of　the　Aristocratic　Council　Organization

by

Sadako　Takinami

　　The　system　of　the　Sangi　was　framed　in　IMay　of　the　second　year　of

Taiho大宝．工t　was　generally　considered　that　this　system　was　composed

of　the　clans　which　were　excluded　from　the　Ritsuryo－Ddy●okan律令太政官

regime．　This　interpretation　is　a　kind　of　the　clan　balance　theory　which

bases　upoll　the　viewpoint　that　the　Pσブ。々α％太政官system　was　composed

of　the　infiuential　clans．　Recently，　suspecting　it，　some　scholars　proposed
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new　theories　on　the　Sangi．　But　we　can　say　that　these　theories　are　not

different　from　the　fermer　theory，　because　they　regard　the　Sangi　as　the

Gijokan議政官from　the　beginning．

　　Originally　the　Sangi　stated　an　opinion　by　request　of　the　Emperor；

the　Chosei　Sangi朝政参議was　the　Taimon　Sαπ9ゴ．待問参議．　The　Sangi

played　a　private　role　and　was　of　non－representative　character．　So，　it

was　different　from　the　Gijokan　such　as　the　1）ai7’in大臣．　In　other

words，　the　system　of　the　Sangi　was　framed　in　order　to　complement　the

Gijokan　council　organization．

　　In　this　article，　reconsidering　these　theories　on　the　Sangi，　we　try　to

clarify　the　change　of　this　early　Sangi　（Chosei　Sangi）　into　the　Gijol〈an

（Byodo　Sαπ露廟堂参議）and　the　process　of　eStablishment　of　the　aristo－

cratic　council　organizatioia．

The　Nautical　Revolution　in　the　15th　century　Portugal

by

Masafumi　Gohda

　　The　Reconnaissance　Portugal　accomplished　a　nautical　revolution　to

open　the　sea－route　to　lndia　at　the　initiative　of　the　crown　in　the　15th

century．　lt　made　the　European　prototype　of　celestial　navigation　emerge

taking　shape，　a　kind　of　Oceanics　develop，　and　the　topographical－hydro－

graphical　data　stored　up　to　impact　the　Cartography　and　the　Geography

of　those　days．

　　In　this　process　it　began　to　bridge　the　gap　between　Theory　and　Prac－

tice　at　first　by　scholars，　especially　royal　astrologers　or　cosmographers，

a　little　later　by　D．　Pacheco　Pereira，　neither　scholars　nor　“superior－

craftsmen”　but　a　great　soldier．
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