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本
書
は
、
坂
本
賞
三
塁
が
王
朝
国
家
体
制
論
を
提
起
さ
れ
て
以
来
、
氏
の

も
と
で
研
究
を
進
め
ら
れ
て
き
た
諸
茂
の
作
品
を
中
心
に
し
た
論
集
で
あ
る
。

個
々
の
論
文
に
は
、
王
朝
国
家
体
制
論
の
多
様
な
展
開
と
、
七
十
年
代
以
降

の
研
究
動
向
へ
の
対
応
が
遺
憾
無
く
示
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
平
安
時
代
史

研
究
を
進
め
る
う
え
で
、
私
た
ち
の
共
有
財
産
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
副
題
は
省
略
さ
せ
て
頂
く
）

序創
始
期
の
院
政
に
就
い
て
（
上
）

氏
爵
と
氏
長
者

勘
解
由
使
勘
判
に
お
け
る
赦
の
適
用
原
則
と

　
そ
の
成
立

王
朝
国
家
期
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お
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政
官
政
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処
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手
続

　
　
に
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て
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「
序
」
で
は
、
坂
本
氏
自
身
に
よ
る
国
政
史
研
究
の
意
義
や
課
題
の
解
説

が
あ
り
、
個
々
の
論
文
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
巻
頭
を
飾
る
後
藤
陽
一
氏
「
創
始
期
の
院
政
に
就
い
て
（
上
）
」
は
、
白

河
院
政
期
の
院
司
を
取
り
上
げ
た
研
究
で
あ
る
。
院
政
期
の
研
究
史
を
顧
み

る
と
き
、
こ
の
論
文
が
一
九
四
二
年
の
段
階
で
発
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

氏
の
研
究
視
角
の
先
見
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
貴
重
な
研
究
が
本
論

集
に
収
録
さ
れ
、
改
め
て
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
限
り

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
論
文
は
王
朝
国
家
体
制
論
の
提
示
以
前
の
研
究
で

あ
り
、
王
朝
国
家
論
を
念
頭
に
置
い
て
執
筆
さ
れ
た
他
の
諸
論
文
と
は
い
さ

さ
か
性
格
を
異
に
す
る
。
ま
た
、
本
論
文
の
意
義
や
研
究
史
と
の
関
係
は
、

既
に
坂
本
氏
に
よ
り
「
序
」
の
中
で
的
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
本

書
の
収
録
順
に
各
論
文
の
要
旨
を
示
し
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け
る
が
、

後
藤
氏
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
坂
本
氏
の
詳
細
な
解
題
に
譲
り
た
い
と
思
う
。

　
宇
根
俊
範
氏
「
氏
爵
と
氏
長
者
」
．

　
本
論
文
は
平
安
貴
族
社
会
特
有
の
制
度
で
あ
る
氏
爵
を
制
度
史
的
に
解
閨

し
、
氏
爵
推
挙
者
た
る
氏
長
者
の
実
態
を
探
り
、
そ
こ
か
ら
氏
の
あ
り
方
を

考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
氏
爵
の
成
立
時
期
が
検
討
さ
れ
る
。
第
二
童
・
で
は
、
氏
爵

の
方
式
が
実
施
時
期
・
種
類
・
人
数
の
三
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
第
三
章
で

は
、
氏
爵
に
預
か
る
条
件
に
つ
い
て
年
齢
・
位
階
・
嶺
該
氏
の
氏
人
で
あ
る

こ
と
・
家
系
・
巡
・
功
課
別
当
の
六
点
か
ら
検
討
が
な
さ
れ
る
。
第
四
章
で
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は
、
氏
爵
推
挙
者
の
資
格
の
変
遷
が
王
氏
・
源
氏
・
藤
原
氏
・
橘
氏
の
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
第
五
章
で
は
、
平
安
時
代
の
氏
長
者
と
奈
良
時
代
以
前
の
馬
上
の
比
較
が

な
さ
れ
る
。
任
命
方
式
の
点
で
は
、
至
上
が
氏
人
の
協
議
に
よ
る
決
定
が
な

さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
氏
長
者
は
協
議
に
よ
ら
な
い
方
式
で
決
定
が
な
さ

れ
て
お
り
、
前
馬
は
後
者
よ
り
も
強
い
統
制
力
を
亀
入
に
対
し
て
持
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
任
期
と
い
う
点
で
は
、
前
者
は
終
身
制
で
あ
り
後
者
は

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
以
上
二
点
に
お
け
る
相
違
は
両
者
の
異
質
性
、
さ
ら

に
は
奈
良
時
代
以
前
と
平
安
時
代
に
お
け
る
氏
族
実
態
の
違
い
を
物
語
っ
て

い
る
、
と
結
論
付
け
、
最
後
に
通
史
的
に
律
令
困
家
の
成
立
か
ら
平
安
時
代

に
か
け
て
の
氏
族
と
官
人
社
会
と
の
関
わ
り
方
が
概
観
さ
れ
る
。

　
以
上
が
本
論
文
の
概
要
で
あ
る
。
以
下
、
評
者
の
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
て

み
た
い
。

　
ま
ず
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
に
つ
い
て
は
、
氏
爵
に
対
す
る
多
角
的
な

検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
て
の
論
点
に
つ
い
て
検
討
・
批
判
を
加
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
疑
問
に
思
っ
た
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
く

に
と
ど
め
た
い
。
第
一
に
、
氏
爵
が
九
世
紀
末
以
前
に
は
成
立
し
て
い
た
と

す
る
点
で
あ
る
が
、
九
世
紀
中
葉
ご
ろ
か
ら
氏
が
再
統
合
し
は
じ
め
る
と
す

る
宇
根
氏
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
穏
当
な
推
定
に
と
ど
め
て
い
る
点
が
逆
に
突

っ
込
み
不
足
を
感
じ
さ
せ
る
。
第
二
に
、
橘
氏
爵
に
預
か
る
条
件
と
し
て
の

功
課
別
当
が
十
二
世
紀
後
半
に
は
必
要
条
件
化
し
て
い
る
と
す
る
点
に
つ
い

て
、
宇
根
氏
は
全
て
の
橘
氏
爵
に
つ
い
て
そ
う
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

被
推
挙
老
が
功
課
別
当
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
師
実
・
悪
止
・
兼
実
母
の
こ

だ
わ
り
は
彼
等
が
是
定
に
な
っ
て
初
め
て
執
り
行
う
橘
氏
爵
で
あ
る
か
ら
と

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
飯
氏
是
定
の
変
遷
に
つ
い
て
は
大
島
幸

雄
民
の
「
橘
氏
是
定
小
考
（
前
）
・
（
後
）
」
（
『
装
置
』
一
六
・
一
七
）
が
あ

り
、
本
論
文
と
関
わ
る
部
分
が
多
い
は
ず
で
あ
る
の
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

の
は
残
念
で
あ
る
。

　
次
に
第
五
章
で
あ
る
。
宇
根
氏
の
主
張
は
明
解
で
あ
り
、
評
者
も
奈
良
暗

代
以
前
の
貴
族
社
会
と
平
安
時
代
の
そ
れ
と
の
断
絶
を
主
張
す
る
宇
根
氏
に

対
し
て
異
論
を
持
つ
者
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
章
の
場
舎
両
刀
の
貴
族
社

会
の
断
絶
と
い
う
立
場
を
そ
の
ま
ま
両
期
の
氏
の
あ
り
方
の
違
い
に
あ
て
は

め
よ
う
と
急
ぐ
あ
ま
り
、
頚
上
と
氏
長
者
を
任
命
手
続
と
任
期
の
有
無
と
い

う
二
つ
の
視
点
だ
け
で
比
較
し
て
い
る
点
が
問
題
で
あ
る
。
も
っ
と
多
颪
的

な
検
討
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
精
緻

な
考
証
が
第
五
章
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　
佐
竹
　
昭
氏
「
勘
解
由
使
勘
定
に
お
け
る
赦
の
適
用
原
則
と
そ
の
成
立
」

　
佐
竹
氏
の
論
考
は
、
勘
解
由
軍
勢
判
に
お
け
る
赦
の
適
用
の
し
く
み
と
そ

の
成
立
過
程
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
す
で
に
、
一
連
の
「
赦
」

研
究
に
お
い
て
も
勘
解
由
使
勘
判
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
、

旧
稿
「
勘
解
由
使
早
縄
の
構
造
と
解
由
制
の
変
質
に
つ
い
て
」
（
『
地
域
史
研

究
』
六
）
の
見
解
を
、
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
研
究
と
対
比
し
な
が
ら
、
訂

正
お
よ
び
再
確
認
を
行
っ
て
い
る
。

　
第
一
章
で
は
、
赦
の
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
島
善
高

氏
の
、
『
二
重
歴
』
に
見
え
る
よ
う
な
『
常
赦
』
・
『
大
赦
』
・
『
非
常
赦
』
の

観
念
は
奈
良
・
平
安
期
に
ま
で
遡
及
せ
ず
、
こ
れ
ら
は
新
た
に
鎌
倉
期
に
な

っ
て
形
成
さ
れ
た
と
す
る
見
解
（
「
律
令
時
代
の
恩
赦
し
『
法
制
史
研
究
』
三

四
）
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
観
念
が
少
な
く
と
も
十
世
紀
前
半
に
は
存
在
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評蜜

し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
れ
ら
と
当
時
の
「
重
犯
・
軽
犯
」
概

念
と
の
関
連
を
示
平
し
て
い
る
。

　
第
二
章
・
第
三
章
で
は
、
ま
ず
、
勘
解
由
三
々
判
の
「
常
占
奪
・
非
常
赦

判
」
に
見
ら
れ
る
赦
の
適
用
原
則
を
検
討
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
勘
判

原
則
の
成
立
と
変
質
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
主
に
、
増
淵

徹
氏
（
「
『
勘
解
由
使
勘
判
抄
』
の
基
礎
的
考
察
」
『
史
学
雑
誌
』
九
五
t
四
）

の
見
解
と
の
異
同
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
佐
竹
氏
は
、
勘
解
由
画
革
判
原

則
は
、
「
窃
用
」
概
念
が
国
司
交
替
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た
天
長
二
年
五
月

二
十
七
日
官
符
に
よ
っ
て
成
立
し
、
以
後
大
き
な
変
質
は
認
め
ら
れ
ぬ
ま
ま

に
、
解
由
制
は
形
骸
化
し
受
領
功
過
定
へ
移
行
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
が
論
文
の
概
要
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
蒋
干
の
感
想
を
述
べ
た
い
。

　
勘
判
原
則
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
。
氏
は
、
天
長
二
年
官
符
に
薪
た
に
注
目

し
、
成
立
の
時
点
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
近
年
、
天
長
元
年
聖
女
の
勘

解
由
使
と
そ
れ
以
前
の
勘
解
由
使
と
の
性
格
の
相
違
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
と
氏
の
見
解
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
議
論
の
展
開
が
期
待

さ
れ
る
。
勘
判
制
度
は
国
司
監
察
制
度
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、

監
察
制
度
全
体
の
展
望
を
踏
ま
え
た
勘
判
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
も
論
及
が

欲
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
勘
解
由
使
勘
判
の
変
質
を
め
ぐ
っ
て
。
氏
は
、
増
淵
氏
の
見
解
に
一
々
検

討
を
加
え
、
忠
平
と
受
領
の
私
的
結
合
が
解
由
制
の
形
骸
化
を
も
た
ら
し
た

と
す
る
論
旨
を
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
増
淵
氏
が
考
察
の
前
提
と
し
た

『
北
山
抄
』
の
「
延
長
以
来
、
勘
解
由
使
難
色
勘
奏
、
数
年
心
積
不
成
報

符
」
と
い
う
記
述
は
、
ど
う
評
価
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
勘
判
原
則
に
は
大
き

な
変
化
が
な
い
ま
ま
に
解
由
制
は
形
骸
化
し
た
と
す
る
認
識
は
両
氏
に
共
通

す
る
。
し
か
し
、
佐
竹
氏
の
場
合
、
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
具
体
化
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
た
め
、
「
解
由
制
の
行
き
づ
ま
り
と
そ
の
形
骸
化
は
、
や
は
り

国
政
全
般
の
転
換
を
基
本
に
据
え
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
一

二
〇
頁
）
と
い
う
見
通
し
も
、
や
や
唐
突
な
感
じ
を
受
け
る
。
勘
判
原
則
に

大
き
な
変
化
が
無
か
っ
た
と
い
う
の
な
ら
ば
、
ど
こ
に
変
化
が
求
め
ら
れ
る

の
か
よ
り
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
今
回
の
佐
竹
氏
の
論
考
は
、
他
の
論
者
の
見
解
の
検
討
と
自
説
の
確
認
・

訂
正
を
中
心
と
す
る
が
、
全
体
に
他
の
見
解
と
の
相
違
に
積
極
的
な
根
拠
が

示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
主
張
に
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

勘
案
制
度
を
赦
の
適
用
の
問
題
に
限
定
し
て
扱
っ
て
い
る
た
め
、
国
司
監
察

制
度
と
し
て
の
機
能
・
展
開
が
十
分
に
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
制
度
本
来
の

意
義
が
や
や
見
央
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
監
察
制
度
全
体
の
構

造
を
踏
ま
え
た
う
え
で
成
立
・
変
質
が
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
曾
我
良
成
氏
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
太
政
官
政
務
処
理
手
続
に
つ
い
て

…
庁
申
文
・
南
所
申
文
・
陣
申
文
l
l
し

　
本
論
文
は
王
朝
国
家
期
の
政
治
形
態
を
「
政
」
と
「
定
」
の
関
係
を
中
心

と
し
て
解
明
す
べ
く
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
要
約
す
る
。
「
政
」
の

中
心
と
な
る
手
続
き
は
申
文
で
あ
り
、
太
政
官
の
実
務
処
理
部
門
で
あ
る
弁

官
局
と
公
卿
と
の
連
結
点
と
し
て
重
要
な
の
が
南
所
申
文
で
あ
る
。
そ
こ
で

決
裁
・
上
奏
扱
い
に
さ
れ
る
以
外
の
案
件
が
陣
申
文
に
持
ち
込
ま
れ
処
理
さ

れ
て
い
く
。
上
記
の
過
程
に
お
い
て
何
ら
か
の
間
題
が
生
じ
た
場
合
に
公
卿

た
ち
が
陣
定
を
開
い
て
審
議
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
政
」
と

「
定
」
と
は
と
も
に
一
連
の
政
務
処
理
の
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お

り
、
「
定
」
の
重
視
が
「
政
」
の
衰
退
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
武
光
誠
氏
の

145　（989）



論
（
「
摂
関
期
の
太
政
官
政
治
の
特
質
－
陣
申
文
を
中
心
に
一
」
、
『
ヒ

ス
ト
リ
ア
』
一
〇
六
）
は
誤
り
で
あ
る
。
「
定
」
の
重
視
は
十
一
世
紀
中
葉

に
新
た
な
権
能
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
政
」
の
衰
退
は
官
務
家
小

槻
氏
に
よ
る
弁
官
局
の
富
司
請
負
を
前
提
と
す
る
政
務
処
理
方
式
の
定
着
に

よ
る
。

　
曾
我
氏
の
論
理
構
成
は
緻
密
で
あ
り
、
「
定
」
の
重
視
が
「
政
翫
の
衰
退

を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
と
す
る
点
は
所
期
の
目
的
を
達
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
、
か
つ
ま
た
「
政
」
の
衰
退
に
つ
い
て
は
「
奏
事
」
ル
ー
ト
の
機
能

拡
充
と
関
連
付
け
て
そ
の
解
決
を
想
い
出
し
て
い
る
。
本
論
文
に
よ
っ
て
王

朝
国
家
期
の
太
政
官
政
務
処
理
手
続
の
構
造
の
解
明
が
大
き
く
進
展
し
た
と

評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
次
の
よ
う
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
一
に
、
陣
申
文
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
で
あ
る
。
曾
我
氏
は
『
日
本
三

代
実
録
』
天
安
二
年
十
二
月
十
三
日
条
・
『
類
聚
符
宜
抄
』
元
慶
八
年
五
月

九
日
宣
旨
を
「
陣
申
文
の
原
型
」
を
物
語
る
史
料
と
し
、
以
後
徐
々
に
そ
の

形
を
整
え
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
が
そ
の
過
程
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
、
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
武
光
氏
が
指
摘
し
た
十
世
紀
の
陣
に
お

け
る
政
務
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
詰
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
陣
申
文
成
立
の
意
義
の
問
題
で
あ
る
。
曾
我
属
が
、
摂
関
期
に

お
い
て
庁
申
文
・
置
所
申
文
が
陣
申
文
の
略
儀
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
す
る
武

光
琉
を
批
判
し
、
三
者
を
政
務
処
理
過
程
の
流
れ
に
位
置
付
け
た
点
は
高
く

評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
前
二
者
と
別
に
後
年
の
よ
う
な
政
務
の
場
が
出

現
し
た
こ
と
を
ど
う
意
義
付
け
る
べ
き
か
を
考
え
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
第
三
に
、
　
「
些
事
」
が
「
政
」
を
圧
迫
し
て
い
く
点
を
よ
り
具
体
的
に
解

明
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
曾
我
氏
が
そ
の
展
望
を
提
起
し
た
こ
と
は
高
く

評
価
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
そ
れ
独
自
の
検
討
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

　
政
務
処
理
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
政
治
機
構
ひ
い
て
は
政
治
権

力
を
考
え
る
上
で
も
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
の
連
関
を
視
野
に
置

き
つ
つ
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
今
後
は
そ
の
方
面
へ
も
踏
み
込

ん
で
い
っ
て
頂
き
た
い
と
思
う
。

　
川
本
龍
市
氏
「
王
朝
国
家
期
の
賑
給
に
つ
い
て
」

　
川
本
氏
の
論
文
は
、
賑
給
の
手
続
・
変
遷
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま

ず
第
一
章
で
は
、
賑
給
は
貧
民
の
救
済
と
い
う
天
皇
の
有
徳
行
為
を
通
じ
て

．
京
中
の
民
衆
の
支
配
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、

年
中
行
事
化
し
た
賑
給
（
恒
例
賑
給
）
の
成
立
を
十
世
紀
初
頭
に
求
め
る
。

次
い
で
、
賑
給
を
恒
例
・
臨
時
に
区
分
し
、
第
二
章
で
は
賑
給
使
を
、
第
三

章
で
は
賑
給
料
物
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
す
る
。
賑
給
使
に
つ
い
て
は
補
任

　
の
手
続
等
を
、
料
物
に
つ
い
て
は
調
達
方
法
の
変
遷
を
論
じ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
憧
例
賑
給
の
料
米
は
民
部
省
在
院
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
期
限

を
決
め
て
諸
国
か
ら
調
達
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
、
天
禄
元
年
に
料
国

が
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
四
章
で
は
十
一
世
紀
末
以
降
の
賑
給
の
変

質
と
衰
退
を
取
り
上
げ
る
。
恒
例
賑
給
で
は
、
賑
給
使
が
堅
物
を
支
給
し
な

く
な
る
こ
と
、
代
官
補
任
に
よ
り
賑
給
使
が
形
骸
化
す
る
こ
と
な
ど
を
論
じ

て
い
る
。
臨
時
賑
給
で
は
、
実
施
契
機
や
院
の
賑
給
と
の
関
係
を
取
り
上
げ

　
て
い
る
。

　
賑
給
の
よ
う
な
個
別
的
な
儀
式
の
手
続
は
、
や
や
も
す
れ
ば
軽
視
さ
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
そ
の
解
明
は
研
究
を
進
め
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
ゆ
本
論
に
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書

よ
っ
て
基
礎
酌
な
事
柄
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
氏
が
今
後

の
課
題
と
し
た
事
と
も
関
わ
っ
て
気
付
い
た
点
を
豊
野
述
べ
た
い
。

　
ま
ず
、
天
禄
元
年
の
改
革
に
つ
い
て
で
あ
る
。
氏
は
、
こ
の
改
革
に
よ
り

恒
例
賑
給
の
料
物
は
確
保
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
恒
例
賑
給
の
衰

退
の
主
た
る
原
因
の
一
つ
に
、
賑
給
使
が
鳴
物
を
支
給
し
な
く
な
っ
た
事
を

挙
げ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
『
水
左
記
』
応
徳
元
年
五

月
二
十
一
日
条
は
、
愚
物
不
足
の
例
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
禄
の
改

革
が
成
果
を
挙
げ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
、

そ
し
て
、
い
つ
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
か
は
若
干
の
疑
問
が
残
る
。

　
つ
ぎ
に
、
氏
は
問
題
を
賑
給
に
限
定
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
古
代
の
娠
給

と
巾
世
の
施
行
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
現
在
、
や
や
対
象
の
限
定
の

し
す
ぎ
と
い
う
感
が
あ
る
。
史
料
に
は
顕
給
と
し
て
現
れ
な
く
と
も
、
物
を

施
す
行
為
は
存
在
す
る
。
比
較
検
討
す
べ
き
事
例
は
多
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
櫛
木
謙
周
氏
に
よ
る
と
、
政
権
担
当
貴
族
が
賑
給
の
主
体
と
な
る
例

が
見
ら
れ
、
賑
給
の
対
象
が
特
定
の
階
層
に
固
定
さ
れ
て
く
る
と
い
う
（
「
都

城
に
お
け
る
支
配
と
住
民
扁
『
日
本
政
治
社
会
史
研
究
（
中
）
駈
）
。
王
朝
国
家

期
の
賑
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
変
化
も
重
要
な
論
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
高
木
氏
は
京
都
の
都
市
問
題
と
い
う
視
角
を
提
起
し
て
い
る
。

人
の
生
活
す
る
都
7
5
と
し
て
成
長
す
る
平
安
京
に
貧
窮
民
は
な
く
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恒
例
賑
給
が
十
一
世
紀
末
に
衰
退
す
る
こ
と
は
、

如
何
な
る
こ
と
か
。
王
権
と
皇
都
と
の
関
係
、
都
市
京
都
の
性
格
の
変
化
、

施
行
、
院
の
問
題
も
含
め
て
中
世
へ
の
展
腿
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
問
題
は
、
本
論
文
の
直
接
の
対
象
で
は
な
く
、
氏
は
一
部
を
簡
単
に
触

れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
突
っ
込
ん
だ
論
及
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
長
沢
　
洋
氏
「
王
朝
国
家
の
財
政
策
政
一
…
「
臨
時
交
易
」
を
中
心
に

…
1
」

　
長
沢
氏
の
論
文
は
、
記
録
類
に
見
え
る
「
臨
時
交
易
」
の
事
例
を
収
集
し
、

そ
の
実
体
の
解
明
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
「
臨
時
交
易
」
は

蔵
人
所
の
財
源
で
あ
り
、
用
途
を
特
定
せ
ず
に
諸
国
か
ら
納
め
ら
れ
る
事
を

述
べ
る
。
第
二
章
で
は
天
禄
二
年
七
月
十
九
日
太
政
官
符
が
「
臨
時
交
易
』

を
命
じ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
第
三
章
で
は
「
臨
時
交
易
」

の
事
例
を
集
め
、
蔵
人
勝
以
外
に
も
収
納
さ
れ
る
が
、
出
給
は
ほ
と
ん
ど
が

蔵
人
所
で
あ
る
こ
と
、
内
廷
関
係
の
費
用
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
等
を
明
ら
か

に
し
た
。
第
四
章
で
は
十
世
紀
の
前
半
か
ら
中
葉
に
「
臨
蒋
交
易
」
の
展
開

期
を
求
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
内
廷
経
済
の
中
心
と
し
て
活
動
し
始
め
る

蔵
人
所
の
財
源
の
一
つ
と
評
価
し
、
天
皇
・
貴
族
の
行
事
費
用
を
優
先
的
に

確
保
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
中
で
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
蔵
人
所
の
経
済
活
動
が
言
わ
れ
て
か
ら
久
し
い
が
、
氏
の
研
究
は
そ
の
具

体
化
を
一
歩
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
蔵
人
所
の
経
済
活
動
は
主
に
、
供
御
人

等
の
組
織
、
所
召
物
、
そ
し
て
兼
宮
に
よ
る
内
蔵
寮
等
内
廷
経
済
官
司
の
掌

握
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
「
臨
時
交
易
」
を
蔵
人
所
独

自
の
財
源
と
す
る
氏
の
結
論
は
、
所
召
物
は
知
ら
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
財
源

の
規
模
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
蔵
人
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
氏
の
論
に
よ
り
、
い
ま
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
「
臨
時

交
易
」
の
内
容
が
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
成
立
と
展
開

の
過
程
は
あ
ま
り
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
氏
の
論
述
が

「
臨
時
交
易
」
の
発
掘
を
中
心
と
し
て
お
り
、
変
化
の
過
程
を
跡
づ
け
る
と
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い
う
形
式
を
取
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
臨
時
交

易
」
は
本
来
的
に
「
臨
時
の
交
易
」
に
含
ま
れ
る
と
し
て
、
そ
の
成
立
を
論

じ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
「
電
磁
交
易
」
の

成
立
の
時
期
を
決
め
る
こ
と
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
用
途
が
決

っ
て
い
る
「
臨
時
の
交
易
」
と
、
決
っ
て
い
な
い
「
臨
蒋
交
易
」
と
の
区
別

を
強
調
し
て
い
る
以
上
は
、
用
途
を
決
め
ず
に
調
達
す
る
こ
と
の
意
義
を
、

成
立
に
関
し
て
も
う
少
し
詳
し
く
論
じ
て
欲
し
か
っ
た
。

　
さ
て
、
「
臨
時
交
易
」
の
成
立
の
背
景
と
し
て
、
氏
は
中
央
財
政
の
窮
乏

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
央
財
政
と
は
、
内
廷
財
政
と
諸
官
司
財
政
を
含
む

も
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
見
て
、
内
廷
財
政
は
中
央
財
政
の
中
心
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
う
な
る
た
め
に
は
、
内
廷
財
政
の
拡
大
だ
け
で
な
く
、
諸
官
司

が
独
立
し
て
い
く
こ
と
等
、
い
く
つ
か
の
条
件
が
存
在
す
る
。
中
央
財
政
を

構
成
す
る
諸
要
素
の
相
互
関
連
の
中
で
、
宮
廷
行
事
の
財
源
と
な
る
「
臨
時

交
易
」
の
成
立
過
程
を
位
置
づ
け
る
作
業
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
下
向
井
龍
彦
氏
「
王
朝
国
家
軍
制
研
究
の
基
本
視
角
－
「
追
捕
官
符
」

を
中
心
に
一
L

　
下
向
井
上
の
論
考
は
、
王
朝
国
家
論
の
立
場
か
ら
、
こ
の
段
階
に
独
自
の

「
国
家
軍
制
の
特
徴
と
役
割
」
を
解
明
す
る
こ
と
を
属
的
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
旧
稿
「
王
朝
国
家
国
衙
軍
制
の
構
造
と
展
開
」
（
『
史
学
研
究
』
一
五
一
）

を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
り
、
論
旨
に
大
き
な
変
更
は
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
こ

で
は
特
に
、
「
追
捕
官
符
」
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。

　
構
成
は
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
「
追
捕
官
符
」
の
意
義
に

触
れ
、
王
朝
国
家
の
軍
事
課
題
・
「
追
捕
宮
符
」
の
権
能
と
効
果
を
考
察
し
、

最
後
に
王
朝
国
家
軍
綱
の
史
的
展
開
を
概
観
し
て
い
る
。

　
以
下
気
づ
い
た
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
「
追
捕
官
符
」
を
め
ぐ
っ
て
。
氏
は
、
「
追
捕
官
符
」
（
勅
符
・
官
符
・
宣

旨
）
が
最
高
軍
事
指
揮
権
の
発
現
と
し
て
王
朝
国
家
期
に
一
貫
し
て
い
た
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
追
捕
官
符
」
は
、
氏
の
作
成
し
た
表
に

よ
っ
て
も
十
世
紀
以
前
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に

解
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
段
階
設
定
の
背
景
に
、
氏
盗
身
の

「
延
喜
の
軍
制
改
革
」
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
中
央
一
編
の
関

係
が
「
追
捕
宮
符
」
に
よ
っ
て
発
現
す
る
と
い
う
構
造
自
体
を
と
り
あ
げ
れ

ば
、
律
令
制
以
来
～
還
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
同
様
に
、
氏
の
指
摘
す
る
「
追
捕
官
符
」
の
権
能
・
効
果
の
内
容
は
、

挙
げ
ら
れ
た
史
料
に
よ
れ
ば
、
十
世
紀
以
前
あ
る
い
は
律
の
条
文
に
ま
で
遡

る
も
の
が
多
く
あ
り
、
王
朝
属
家
期
に
独
自
な
性
格
が
ど
の
程
度
反
映
さ
れ

て
い
る
の
か
明
確
で
な
い
。
王
朝
国
家
期
に
限
定
し
た
場
合
、
「
追
捕
官
符
」

へ
の
注
目
は
、
一
定
の
構
造
理
解
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
王
朝
国
家
論

が
今
な
お
時
期
区
分
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
以
上
、
よ
り
詳
細
な
説
明
が
必

要
と
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
中
央
政
府
の
地
方
に
お
け
る
軍
事
動
員

を
「
追
捕
官
符
」
の
効
果
の
み
に
求
め
る
点
も
、
形
式
的
に
は
正
し
く
と
も
、

問
題
を
単
純
化
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
う
け
、
こ
の
よ
う
な
軍

事
動
員
が
行
わ
れ
る
条
件
に
つ
い
て
の
考
察
が
欠
如
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
王
朝
国
家
軍
制
を
め
ぐ
っ
て
。
氏
は
、
今
ま
で
使
用
し
て
き
た
「
国
衙
軍
・

制
」
の
用
語
を
改
め
、
「
国
家
軍
制
」
と
表
現
し
て
お
り
、
こ
の
論
考
は
、

従
来
の
国
衙
軍
制
論
を
国
家
軍
制
論
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
国
家
軍
制
」
を
課
題
と
す
る
以
上
、
今
後
、
中

央
軍
制
の
問
題
も
積
極
的
に
と
り
あ
げ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
十
世
紀
京
都
に
お
け
る
軍
事
編
成
に
は
、
検
非
違
使
の
活
動
、
武
者

148　（992）



評書

の
動
員
、
貴
族
の
私
兵
な
ど
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を

氏
の
体
系
に
ど
の
よ
う
に
し
て
組
み
入
れ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。
氏
が
想
定

す
る
「
国
家
軍
制
し
は
①
王
朝
流
感
権
力
（
天
皇
一
太
政
官
）
、
②
国
衙
軍

制
、
両
者
を
媒
介
す
る
㈲
追
捕
官
符
の
枠
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、

中
央
政
府
が
直
接
把
握
す
る
武
力
の
問
題
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
。

　
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
当
該
期
の
国
家
軍
制
を
体
系
的
に
把
握
し
よ
う

と
す
る
試
み
は
、
従
来
あ
ま
り
活
発
で
は
な
か
っ
た
。
氏
の
提
示
し
た
仮
説

の
当
否
を
検
証
す
る
こ
と
を
契
機
に
、
今
後
議
論
の
深
化
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

　
詫
間
直
樹
氏
「
一
国
平
均
役
の
成
立
に
つ
い
て
」

　
詫
間
氏
の
論
文
は
一
国
平
均
役
の
成
立
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
章

で
は
、
一
国
平
均
役
成
立
の
墨
堤
と
し
て
料
物
申
請
と
申
返
を
取
り
上
げ
、

中
央
か
ら
の
用
途
調
達
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。
第
二
章
で

は
、
逸
物
申
請
に
替
わ
っ
て
国
司
が
一
国
平
均
役
を
申
請
す
る
よ
う
に
な
る

過
程
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
三
章
で
は
、
中
央
政
府
が
国
司
の
一
国
平
均
役
申

請
に
全
薗
的
に
許
可
を
与
え
る
こ
と
に
一
国
平
均
役
成
立
の
指
標
を
求
め
、

そ
の
画
期
を
長
久
元
年
に
置
く
。
そ
の
財
政
的
意
義
は
、
料
物
申
請
に
よ
る

所
在
官
物
の
減
少
を
防
ぎ
、
脇
寺
加
徴
を
確
実
に
中
央
に
吸
い
上
げ
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
国
内
で
の
臨
時
加
徴
の
徴
収
が
容
易
に
な
り
申
返
も
あ
る

程
度
減
少
す
る
。
し
か
し
、
一
国
平
均
役
の
成
立
は
官
省
丹
荘
の
領
主
と
国

司
の
間
で
の
相
論
の
増
加
の
一
因
と
も
な
っ
た
。

　
氏
の
論
は
明
解
で
あ
り
、
単
に
一
国
平
均
役
の
み
を
追
う
の
で
は
な
く
、

黒
物
申
請
・
申
返
を
組
み
込
ん
で
そ
の
成
立
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と

は
、
研
究
の
広
が
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
氏
は
中
央
政
府
の
「
行
政
指
導
」
と
い
う
表
現
を
よ
く
使
う
。
こ

の
言
葉
は
、
本
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
表
現
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
と
国
司
の
関
係
を
主
軸
に
し
た
叙
述
が
明
解
に
な

っ
て
い
る
事
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
中
央
政
府
の
理
解
は
、
氏
の
一
国
平
均

役
の
研
究
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
様
に
思
う
。
し
か
し
、
中
央
濃
艶
が
行
政

指
導
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
確
に
論
証
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
よ
う

に
思
う
。

　
例
え
ば
、
氏
に
よ
る
と
、
中
央
政
府
は
臨
時
用
途
の
財
源
を
所
在
官
物
に

求
め
る
た
め
、
料
物
申
請
を
す
る
よ
う
に
国
司
を
行
政
指
導
し
た
が
、
長
久

年
聞
以
降
は
所
在
宮
物
の
消
費
を
回
避
す
る
た
め
に
一
国
平
均
役
の
申
請
を

す
る
よ
う
に
指
導
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
早
く
十
一
世
紀
初
頭

に
、
勝
西
里
物
を
立
航
し
な
い
国
司
は
勧
賞
す
る
と
い
う
政
府
の
方
針
が
示

さ
れ
て
い
る
。
氏
は
こ
の
勧
賞
規
定
を
中
央
政
府
が
国
司
の
行
う
臨
晴
加
徴

を
賭
黙
の
内
に
認
め
た
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
文
字
通
り
に
解
し
て
、
所
在
官
物
の
維
持
を
図
っ
た
政
策
と
見
な
す
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
す
る
と
、
料
物
申
請
は
必
ず
し
も
政
府
の
意
図
に
沿
っ
た

事
で
は
な
い
と
い
う
考
え
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
一
つ
の
解

釈
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
う
考
え
る
と
、
中
央
政
府
の
国
典
に
対
す
る
行
政
指

導
と
い
う
こ
と
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
逸
物
申
請
・
申
返
・
一
国
平
均
役
申
請
は
、
す
べ
て
国
司
の

要
請
に
発
し
て
い
る
。
視
点
を
国
司
に
向
け
、
そ
の
主
体
性
を
重
視
し
て
考

え
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
国
司
の
中
央
政
府
へ
の

対
応
、
荘
園
領
主
と
の
交
渉
、
一
国
平
均
役
の
宣
旨
が
国
内
で
の
徴
収
に
持

つ
意
味
な
ど
、
問
題
と
な
る
点
は
多
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
論
点
は
氏
の

間
題
設
定
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
組
み
込
む
と
ど
の
よ
う
な
一
国
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平
均
同
論
が
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
本
書
全
体
に
つ
い
て
の
感
想
を
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
書

に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
の
多
様
な
論
点
を
こ
の
場
で
総
揺
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
こ
で
、
本
書
の
書
名
に
も
な
っ
て
い
る
王
朝
国
家
論
と
い
う
点
か

ら
、
若
干
述
べ
て
み
た
い
。

　
王
朝
国
家
体
制
論
は
、
戸
田
芳
実
氏
等
の
研
究
の
後
、
坂
本
軽
愚
氏
『
日

本
王
朝
国
家
体
制
論
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
一
連
の
研
究
に
よ
り
制
度
研
究
が

深
め
ら
れ
た
。
坂
本
氏
は
、
地
方
行
政
政
策
、
太
政
宮
と
国
司
の
関
係
を
主

軸
に
十
世
紀
初
頭
と
十
一
毒
草
四
十
年
代
を
磐
代
の
画
期
と
評
価
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
王
朝
属
家
体
制
論
は
中
央
政
治
の
研
究
が
手
薄
で
あ
っ

た
。
一
方
で
、
近
年
の
政
治
史
研
究
で
は
、
記
録
・
儀
式
書
を
用
い
た
研
究

が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
中
央
政
治
の
研
究
は
下
向
井
・
曾
我
氏
な
ど
に

よ
っ
て
既
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
王
朝
国
家
国
政
史
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
本

書
に
は
こ
の
様
な
研
究
動
向
へ
の
対
応
も
見
ら
れ
、
王
朝
国
家
論
の
大
き
な

進
展
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
本
書
の
書
名
に
も
な
っ
て
い
る
｝
，
国
政
史
」
は
、
編
者
の
坂
本
氏

に
よ
る
と
、
機
構
・
制
度
・
政
策
を
対
象
と
す
る
政
治
史
研
究
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
曾
我
氏
が
太
政
官
政
務
手
続
を
扱
い
、
詫
間
氏
が
一
国
平
均
役
を

扱
っ
た
よ
う
に
、
本
論
集
所
収
の
諸
論
文
は
圏
政
史
と
し
て
設
定
さ
れ
た
分

野
を
多
方
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
史
の

一
部
と
し
て
國
政
史
を
設
定
す
る
背
景
に
は
一
定
の
政
治
史
の
理
解
が
あ
る
。

そ
れ
は
坂
本
氏
に
よ
る
と
、
　
「
摂
関
時
代
に
も
院
政
時
代
に
も
圏
政
は
太
政

官
政
治
で
あ
り
、
摂
関
磐
代
か
ら
白
河
院
政
期
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
か
ら

と
て
太
政
官
政
治
た
み
こ
と
に
変
り
が
な
」
い
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
き
、

「
そ
の
太
政
官
政
治
に
お
い
て
行
わ
れ
る
国
政
そ
の
も
の
の
変
化
」
を
「
政

治
史
の
基
軸
」
（
序
三
・
四
頁
）
と
す
る
研
究
視
角
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
王
朝
国
家
国
政
史
の
研
究
視
角
を
検
討
す
る
に
は
、
当
該
期
の
政

治
に
対
す
る
上
記
の
よ
う
な
認
識
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

　
王
朝
国
家
期
が
太
政
官
政
治
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
局
的
に
は
正
し

い
。
し
か
し
、
太
政
官
の
政
務
機
構
が
ま
っ
た
く
変
化
し
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
曾
我
氏
の
研
究
は
太
政
官
の
政
務
手
続
き
と
そ
の
変
化
を
扱
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
氏
の
研
究
の
問
題
点
は
政
務
機
構
を
動
か
す
権
力
（
天
皇

・
摂
関
・
院
）
の
問
題
を
捨
象
し
た
こ
之
に
あ
る
だ
ろ
う
。
政
務
機
構
の
問

題
を
そ
の
手
続
薗
の
み
で
考
え
る
こ
と
は
、
論
点
を
限
定
し
す
ぎ
る
よ
う
に

思
う
。
政
治
の
総
体
を
考
え
る
な
ら
ば
、
政
治
史
の
研
究
で
は
、
摂
関
・
院

の
出
現
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
影
響
は
、
や
は
り
無
視
で
き
な
い
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
曾
我
氏
は
権
力
の
所
在
に
よ
る
時
期
区
分
を
意
識
的
に

用
い
な
い
こ
と
を
衷
明
し
て
い
る
が
（
澗
氏
「
王
朝
國
家
の
政
治
機
構
し
『
古

代
史
研
究
の
最
前
線
』
第
二
巻
）
、
そ
れ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
素
朴
で
は
あ

る
が
、
政
治
史
研
究
で
は
、
天
皇
・
摂
関
・
院
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
国
家
主
権
の
所
在
と
そ
の
性
質
を
、
王
朝
国
家
論
は
績
極
的
に
組

み
込
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
坂
本
氏
の
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
で
は
、
地
方
政
治
の

変
化
が
国
家
体
制
の
改
革
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
様
々
な
変
化
が
最
終
的

に
は
中
央
政
府
の
意
志
に
よ
っ
て
定
着
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中

央
政
府
の
意
志
を
重
視
す
る
こ
と
は
王
朝
国
家
論
の
特
微
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
本
書
で
も
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
詫
間
氏
の
場
合
は
、
一

州
平
均
役
の
推
進
看
と
し
て
中
央
政
府
の
指
導
が
強
調
さ
れ
る
。
王
朝
国
家

論
は
、
古
代
国
家
の
解
体
過
程
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
十
世
紀
以
降
を
、
単
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な
る
解
体
過
程
で
は
な
く
、
国
家
が
古
代
か
ら
中
世
へ
と
変
革
を
遂
げ
る
過

程
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
中
央
政
府
の
主
体

性
を
強
調
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
策
基
調
の
転

換
を
示
す
指
標
の
客
観
性
は
ど
こ
で
保
証
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
王
朝

国
家
論
で
は
、
申
央
政
府
の
主
体
性
は
前
提
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
自
体
の
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
検
証
す
る
方
法

的
な
模
索
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
各
論
者
の
「
王
朝
国
家
」
概
念
の
用
い
方
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

本
書
が
王
朝
国
家
国
政
史
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
各
論

文
中
で
使
用
さ
れ
る
「
王
朝
裁
可
」
は
、
統
一
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
実
際
は
多
様
で
あ
る
。
長
沢
氏
は
王
朝
国
家
期
の
固
有
性
・
独
自

性
は
視
角
に
す
ぎ
ず
結
論
や
前
提
な
ど
で
は
な
い
と
言
う
。
こ
の
場
合
、
古

代
か
ら
中
世
へ
の
国
家
形
態
を
積
極
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
「
王
朝
国
家
」

の
研
究
史
上
の
意
義
は
か
な
り
希
薄
に
な
る
。
　
一
方
で
、
下
向
井
氏
は
、
戸

田
氏
以
来
の
研
究
史
を
引
用
し
て
、
か
な
り
厳
密
に
「
王
朝
国
家
」
を
使
用

し
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
両
極
と
し
、
「
王
朝
国
家
」
は
幅
を
持
っ
て
使
用

さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
研
究
者
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
相
違
は
あ
る

意
味
で
は
当
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
王
朝
国
家
国
政
史
と
し
て
個
々
の
論
点

を
総
合
す
る
と
き
、
こ
の
偏
差
を
ど
の
よ
う
に
統
一
す
る
か
は
王
朝
国
家
論

の
課
題
と
な
る
よ
う
に
思
う
。

　
以
上
、
批
判
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
ま
た
、
評
者
の
誤
解
に
よ
る
見
当

外
れ
の
論
評
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
御
海
容
頂
き
た
い
。
本
書
は
王

朝
国
家
論
の
現
段
階
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
諸
氏
の
新
し
い
研
究
の
発

表
が
待
ち
望
ま
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
（
付
記
）
　
こ
の
書
評
は
、
古
藤
・
佐
藤
・
前
田
が
討
論
し
た
結
果
を
ま
と

　
　
　
　
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
A
5
版
四
二
〇
頁
一
九
八
七
年
三
月
吉
川
弘
文
館
七
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
（
古
藤
　
京
都
大
学
院
生
　
京
都

　
　
　
　
　
（
佐
藤
　
京
都
大
学
院
生
　
京
都

　
　
　
　
　
（
前
田
　
京
都
大
学
院
生
　
京
都
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