
國
方
敬
司
著

『
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る

領
主
支
配
と
農
民
』

朝
　
治
　
啓
　
三

　
本
書
は
醒
方
面
の
既
発
表
論
文
と
そ
れ
ら
を
総
括
す
る
書
き
下
ろ
し
論
文

と
か
ら
講
成
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
編
で
は
以
下
の
実
証
研
究
が
、
二
方
氏
の
全
体
構
想
の
中
で
ど
の
よ

う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
簡
単
に
い
え
ば
、
一

一
～
～
四
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
隷
農
制
の
ロ
モ
ソ
鮮
ロ
ー
の
中
で
の
意
義

を
確
定
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
領
主
支
配
の
総
体
的
構
造
を
解
明
し

よ
う
と
す
る
仁
方
氏
の
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

隷
農
の
生
活
は
領
主
権
や
村
な
い
し
マ
ナ
（
荘
園
）
の
慣
習
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
る
の
と
同
時
に
コ
モ
ソ
ー
ー
ロ
ー
に
よ
っ
て
も
大
い
に
影
響
さ
れ
て

い
た
。
大
抵
の
場
合
隷
農
は
コ
モ
ソ
ー
μ
一
体
系
の
外
に
置
か
れ
て
、
ほ
と

ん
ど
法
的
権
利
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
境
実
に
は
マ
ナ
の
慣
習
な
ど
に

よ
っ
て
、
隷
農
の
生
活
は
守
ら
れ
て
い
る
当
会
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
中
世
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
領
主
に
よ
る
農
民
支
配
の
総
体
的
構
造
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
領
主
権
や
マ
ナ
の
慣
習
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
水
準
と
、

コ
モ
ン
ー
ー
ロ
…
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
水
準
と
の
二
つ
の
基
準
で
考
察
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
編
「
地
域
支
配
の
構
造
」
は
「
本
書
を
構
成
す
る
基
幹
部
分
」
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
、
南
英
ウ
ィ
ル
ト
シ
ァ
の
北
辺
ハ
イ
ワ
…
ス
・
ハ
ソ
ド
レ

ヂ
に
お
け
る
地
域
的
支
配
の
構
造
の
解
明
が
闘
指
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
州

（
カ
ウ
ソ
テ
ィ
）
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
行
政
区
分
で
あ
っ
た
ハ
ソ
ド
レ

ド
は
、
一
三
世
紀
末
の
階
点
で
穴
二
八
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
三
五
八
は
私

領
化
さ
れ
、
ハ
ン
ド
レ
ド
傾
主
に
よ
る
地
域
支
配
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
第
一
章
「
踏
お
臣
芝
。
詳
財
　
ハ
ソ
ド
レ
ド
と
ハ
ン
ド
レ
ド
領

主
」
で
は
、
一
～
世
紀
の
ド
ゥ
ム
ズ
デ
ィ
・
ブ
ッ
ク
以
後
、
一
二
九
瞬
年
ま

で
の
漫
該
ハ
ン
ド
レ
ド
と
そ
の
領
主
権
の
系
譜
と
が
、
辿
ら
れ
て
い
る
。
い

く
つ
か
の
点
は
史
料
分
析
の
土
台
と
な
る
も
の
な
の
で
指
摘
し
て
お
こ
う
。

①
一
三
世
紀
初
め
ま
で
に
ω
Φ
＜
窪
げ
ρ
日
導
8
の
土
地
は
役
務
保
有
権
に
基

づ
い
て
、
財
務
府
の
管
理
官
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、

一
二
七
六
年
に
》
α
ρ
ヨ
幽
Φ
ω
霞
ρ
掌
。
郎
は
彼
が
会
計
係
と
し
て
奉
仕
し
て

い
た
オ
ウ
マ
ル
伯
未
亡
人
謝
9
Φ
一
樹
か
ら
、
そ
の
役
務
共
々
ω
Φ
＜
魯
げ
㊤
碁
－

隣
。
昌
の
土
地
を
与
え
ら
れ
た
。
②
ω
o
＜
魯
冨
コ
ヨ
讐
◎
昌
　
マ
ナ
は
頸
σ
Q
7

芝
。
詳
財
ハ
ソ
ド
レ
ド
の
ハ
ソ
ド
レ
ダ
ル
・
マ
ナ
（
ハ
ン
ド
レ
ド
内
の
諸
マ
ナ

の
う
ち
で
、
そ
の
領
主
が
ハ
ソ
ド
レ
ド
裁
判
権
を
有
す
る
マ
ナ
）
で
あ
っ
た
。

③
領
主
で
あ
る
》
α
9
臼
の
家
系
は
「
取
り
立
て
て
述
べ
る
ほ
ど
の
家
柄
で

は
な
い
」
し
、
こ
の
ハ
ソ
ド
レ
ド
内
に
彼
が
獲
得
し
た
「
土
地
の
規
模
、
あ

る
い
は
地
代
の
額
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い
」
。
第
二
章
「
ハ
ン
ド
レ
ド
裁

判
集
会
一
そ
の
制
度
と
機
能
一
1
」
。
　
ハ
ソ
ド
レ
ド
裁
判
集
会
に
つ
い
て

は
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
裁
判
集
会
の
実
態
や
そ
の
役
割
・

機
能
な
ど
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が

現
状
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
こ
の
度
の
研
究
は
こ
の
空
白
を
埋
め
る
試
み
と
し

て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
琉
は
史
料
を
し
て
語
ら
し
め
る
方
法
に
よ
っ
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評書

て
、
集
会
の
外
観
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
い
。
婁
鼠
ρ
団
は
リ

ー
ト
裁
判
所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
か
、
判
決
を
下
し
た
の
は
特
別
の
裁

判
書
で
は
な
く
、
参
集
考
全
員
の
権
限
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
か
の
事
実

が
判
明
す
る
。
著
者
の
論
旨
に
と
っ
て
重
要
な
指
摘
は
十
人
組
長
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
十
人
組
は
マ
ナ
を
単
位
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

件
数
で
見
る
と
村
を
単
位
と
す
る
佛
の
ほ
う
が
多
い
こ
と
、
ま
た
平
人
組
長

は
選
挙
で
は
な
く
、
マ
ナ
領
主
な
い
し
そ
れ
に
類
似
し
た
者
に
よ
っ
て
任
命

さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
実
証
さ
れ
て
、
そ
の
後
の
論
旨
展
開
の
際
に
活
用
さ
れ

て
い
る
。
次
に
ハ
ン
ド
レ
ド
裁
判
集
会
の
判
例
が
分
析
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
読

み
と
り
得
る
事
実
に
基
づ
い
て
著
者
は
、
ハ
ソ
ド
レ
ド
裁
判
集
会
は
地
域
社

会
の
法
と
平
和
を
保
証
す
る
た
め
の
集
会
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
を
下
し
て

い
る
。

　
第
三
章
「
ハ
ソ
ド
レ
ド
支
配
と
村
支
配
し
は
本
編
の
中
核
を
な
す
章
で
あ

る
。
ハ
イ
ワ
ー
ス
・
ハ
ン
ド
レ
ド
は
数
あ
る
私
領
ハ
ン
ド
レ
ド
の
一
つ
で
あ

る
か
ら
、
「
特
権
領
に
お
け
る
権
力
構
造
を
關
明
す
る
に
は
恰
好
の
対
象
で

あ
る
」
と
い
う
認
識
が
、
著
者
の
論
旨
の
前
提
と
な
る
。
ま
ず
当
ハ
ン
ド
レ

ド
に
お
け
る
「
領
主
的
土
地
所
有
者
」
を
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
し
、
そ
こ
か
ら
複

数
領
主
に
よ
る
一
村
分
有
と
い
う
状
態
が
多
く
み
ら
れ
た
こ
と
を
読
み
と
る
。

ま
た
他
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
規
模
で
土
地
所
有
を
す
る
者
が
い
な
い
こ
と
を

考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
ハ
ソ
ド
レ
ド
に
は
一
村
を
一
円
的
に
支
配
す
る
領

主
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
ン
ド
レ
ド

領
主
の
支
配
は
ほ
ぼ
一
円
的
で
あ
り
、
そ
の
支
配
領
域
は
一
個
の
特
権
領
域

と
観
念
さ
れ
て
い
た
と
著
者
は
言
う
。
ま
た
ハ
ソ
ド
レ
ド
領
主
に
よ
る
　
州

民
支
配
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の
は
、
彼
が
国
王
行
政
の
代
行
を
し
て
い
た
と

い
う
事
実
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
別
の
理
由
の
あ
っ
た
こ
と
が
心
中
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
何
か
。
幾
つ
か
の
興
味
あ
る
事
実
が
愚
説
さ
れ
る
。
例
え

ば
ハ
ン
ド
レ
ド
領
主
役
人
の
職
務
の
重
点
は
執
行
よ
り
も
行
政
指
導
な
い
し

監
督
の
方
に
あ
っ
た
。
ま
た
ハ
ン
ド
レ
ド
領
主
が
す
べ
て
の
農
昆
を
直
接
支

配
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
支
配
権
は
マ
ナ
領
主
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ

て
い
た
。
さ
ら
に
は
ハ
ソ
ド
レ
ド
裁
判
集
会
で
働
く
べ
き
十
人
組
長
は
ハ
ソ

ド
レ
ド
領
主
か
ら
の
保
有
民
で
は
な
く
、
彼
ら
を
任
命
し
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ

の
十
人
組
長
の
領
空
に
あ
た
る
在
地
領
主
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

著
者
は
、
十
人
組
長
を
媒
体
と
し
て
在
地
領
主
と
ハ
ン
ド
レ
ド
領
主
と
の
共

働
関
係
が
成
立
し
、
そ
う
し
た
関
係
を
桿
粁
と
し
て
ハ
ソ
ド
レ
ド
の
一
円
的

支
配
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
他
方
、
一
村
多
領
主
制
の
下
、
領
主
権

の
行
使
に
お
い
て
互
い
に
競
合
し
て
い
た
在
地
領
主
た
ち
は
、
「
ハ
ソ
ド
レ

ド
領
主
の
権
力
に
依
存
し
つ
つ
」
（
＝
四
頁
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
支
配
の
権

力
を
確
保
し
た
と
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
に
は
著
者
の
説
囲
は
　
応

の
説
得
力
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
十
分
に
実
証
さ
れ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か

は
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
一
村
多
領
主
と
い
う
状
況
の
下
で
は
、

必
ず
著
者
の
想
定
す
る
よ
う
な
ハ
ン
ド
レ
ド
領
主
に
よ
る
一
円
的
支
配
が
成

立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
村
多
領
主
と
い
う
状
況
を
引
き
嵐
す
め
た
に
著

嚢
が
用
い
た
史
料
は
一
二
四
〇
年
代
初
め
の
調
査
記
録
で
あ
る
b
δ
8
神
ミ

窓
塁
で
あ
る
が
、
　
ハ
ソ
ド
レ
ド
領
主
た
ち
の
競
合
関
係
を
導
き
だ
し
た
史

料
は
＝
一
七
五
年
以
後
の
裁
判
記
録
で
あ
る
。
蒋
間
の
ず
れ
は
考
慮
せ
ず
と

も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
四
章
「
ハ
ソ
ド
レ
ド
支
配
と
収
取
体
系
」
は
、
ハ
ソ
ド
レ
ド
領
主
の
支

配
権
の
特
性
が
そ
の
収
取
の
あ
り
方
に
い
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
探
る

こ
と
に
よ
っ
て
前
章
を
補
完
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
ハ
ン
ド
レ
ド

領
主
の
支
配
に
園
有
の
貢
租
し
は
「
フ
ラ
ン
ク
プ
レ
ジ
奄
察
の
際
に
石
取
さ
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れ
た
人
頭
金
で
あ
っ
た
」
、
も
う
一
つ
、
「
こ
の
時
期
の
ハ
ソ
ド
レ
ド
支
配
体

系
に
と
っ
て
根
幹
を
な
す
」
収
取
体
系
に
属
す
賦
課
の
「
つ
と
し
て
、
エ
イ

ル
醸
造
税
一
営
業
税
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
ハ
ソ
ド
レ
ド
領
主
が

歳
市
や
…
州
市
の
開
催
許
可
を
得
て
お
り
、
屋
台
の
賃
貸
料
、
市
場
税
を
取
り

立
て
て
い
た
こ
と
は
、
商
品
流
通
に
吸
着
し
つ
つ
農
民
の
生
産
余
剰
を
収
奪

し
て
い
た
例
と
み
な
さ
れ
、
こ
う
し
た
貢
穏
や
税
の
取
取
は
、
一
円
支
配
を

実
現
し
て
い
た
ハ
ン
ド
レ
ド
領
主
な
ら
で
は
の
行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

る
。　

第
二
編
に
お
け
る
著
者
の
論
旨
を
こ
の
よ
う
に
把
握
し
た
上
で
、
評
者
と

し
て
の
務
め
を
果
た
す
こ
と
に
し
よ
う
。
評
者
の
旧
稿
（
「
＝
二
世
紀
ダ
ラ

ム
の
巡
回
裁
判
」
『
史
林
』
六
二
一
二
、
一
九
七
九
年
及
び
、
「
一
三
世
紀
ウ

ィ
ル
ト
シ
ァ
の
世
俗
領
荘
園
」
『
史
林
』
六
三
i
四
、
　
一
九
八
○
年
）
に
対

し
て
著
岩
は
批
判
を
加
え
ら
れ
た
の
で
、
ま
ず
そ
れ
ら
に
応
答
す
る
の
が
私

の
責
務
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
批
判
は
同
＄
び
Φ
昌
帥
α
Φ
聞
。
眠
気
ぴ
蕊
か
ら
ω
Φ
〈
－

Φ
⇔
げ
ρ
ヨ
讐
。
鵠
の
マ
ナ
が
諺
島
ρ
ヨ
α
o
ω
霞
p
茸
o
p
に
引
き
渡
さ
れ
た
日
付

は
何
蒔
か
と
い
う
点
に
関
す
る
も
の
で
、
評
者
の
旧
稿
で
は
＝
一
七
三
年
と

み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
一
二
七
六
年
一
一
月
六
臼
で
あ
る
と
の
見
解

を
示
さ
れ
た
。
財
務
府
官
職
の
移
転
に
つ
い
て
の
史
料
は
鼠
§
帖
§
嚇
b
題
§

で
あ
り
、
国
王
に
よ
る
追
認
証
書
の
史
料
は
9
ミ
ミ
肉
。
§
で
あ
る
こ
と

を
著
者
が
現
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
日
付
に
は
議
論
の
余
地
が
な
く
、
藩

老
の
旧
説
は
根
拠
薄
弱
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
少
し
つ

け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
日
付
に
関
し
て
は
研
究
者
の
問
で
意
見
の
一
致
を

見
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
O
Φ
巳
5
｝
ヨ
k
o
箋
σ
q
は
～
二
七
六
年
～
一

月
四
碍
と
み
な
し
て
い
る
し
（
妨
ミ
恥
ミ
ミ
ミ
」
§
ミ
譜
誉
ミ
§
馬
”
｝
悔
や
≦
）
、

ソ
8
≦
。
司
㊤
護
は
岡
年
一
一
月
二
日
と
み
な
し
て
い
る
（
鼠
象
。
§
融
§
ミ

い
楠
ミ
慧
綜
ー
メ
三
）
。
し
か
も
噂
工
員
は
会
計
認
録
の
文
雷
か
ら
判
断
し
て
、

H
。
。
曽
げ
。
嵩
騨
が
レ
α
節
き
に
マ
ナ
の
唱
8
。
。
Φ
。
。
ご
富
を
引
き
渡
し
た
の
は
一
二

七
六
年
以
前
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
（
囲
σ
一
α
こ
昌
．
鱒
）
。
管
下
は
こ
の
考

え
方
を
採
用
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
具
体
的
な
引
き
渡
し
日
を
確
定
す

る
こ
と
は
、
現
時
点
で
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
拙
稿
に
対
す
る
著
者
の
第
二
の
批
判
は
、
ダ
ラ
ム
司
教
領
で
実
施
さ
れ
た

巡
回
裁
判
の
記
録
が
特
権
領
の
権
力
構
造
分
析
に
有
効
か
否
か
を
め
ぐ
る
も

の
で
あ
る
。
國
方
氏
に
よ
れ
ば
、
パ
ラ
チ
ソ
伯
と
い
う
極
め
て
高
級
な
特
権

を
持
つ
ダ
ラ
ム
司
教
の
「
巡
回
裁
判
の
記
録
は
、
数
あ
る
特
権
領
の
権
力
構

造
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
用
い
る
べ
き
史
料
」
と
は
い
え
ず
、
拙
稿
が
述

べ
て
い
る
よ
う
な
「
最
上
層
か
ら
最
下
層
に
い
た
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
封
建

的
土
地
保
有
権
を
整
序
す
べ
き
統
一
権
力
を
封
建
的
土
地
保
有
者
が
設
立
し

て
維
持
し
て
い
た
」
と
い
っ
た
主
張
は
、
「
ダ
ラ
ム
司
教
領
に
は
当
て
は
ま

る
と
し
て
も
、
数
あ
る
特
権
領
に
は
と
う
て
い
妥
当
し
え
ま
い
」
と
し
て
、

批
判
さ
れ
た
。
確
か
に
國
王
か
ら
の
授
権
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
パ
ラ

チ
ン
伯
で
あ
る
ダ
ラ
ム
司
教
の
特
権
が
他
の
特
権
領
主
の
そ
れ
よ
り
も
高
級

な
特
権
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
ダ

ラ
ム
司
教
領
内
で
司
教
権
力
が
果
た
し
て
い
た
役
割
は
、
そ
の
よ
う
な
国
王

か
ら
の
授
権
と
い
う
事
実
の
み
で
説
明
し
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

役
割
の
実
態
を
示
す
史
料
と
し
て
は
巡
園
裁
判
記
録
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は

な
い
か
。
別
の
掃
い
方
を
し
よ
う
。
ダ
ラ
ム
司
教
自
身
は
司
教
領
全
域
を
自

己
の
軍
事
力
の
み
で
支
配
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
し
、
ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

全
体
の
軍
事
力
の
階
層
的
編
成
が
ダ
ラ
ム
司
教
権
力
を
完
全
に
裏
打
ち
し
得

て
い
た
訳
で
も
な
い
。
こ
の
状
況
の
下
で
ダ
ラ
ム
司
教
権
力
が
強
力
な
地
域

支
配
権
を
行
使
し
得
た
理
由
は
大
き
く
曰
え
ば
二
つ
あ
る
。
　
一
つ
は
上
述
の
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よ
う
に
国
王
に
よ
る
授
権
、
も
う
一
つ
は
司
教
領
内
の
封
建
的
土
地
保
有
者

に
よ
る
地
域
内
権
力
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
権
力
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
臨
黙
の

合
意
で
あ
る
。
巡
回
裁
判
の
判
例
は
こ
の
合
意
を
前
提
に
な
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
事
例
や
状
況
を
伝
え
て
い
る
、
と
い
う
の
が
私
の
旧
稿
で
の
主
張
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
い
わ
ば
地
域
内
的
な
権
力
が
存

立
し
て
い
た
と
い
う
状
況
は
、
ダ
ラ
ム
司
教
領
以
外
の
特
権
領
で
も
程
度
の

差
は
あ
れ
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
特
権
領
の
権

力
構
造
を
分
析
す
る
際
に
、
聖
王
か
ら
の
授
権
と
い
う
側
面
の
み
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
し
、
制
度
史
的
分
析
で
は
明
ら
か
に
出
来

な
い
面
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
著
者
の
ハ
ソ
ド
レ
ド
裁
判
文
書
分
析
の
内
容
に
つ
い
て
疑
問
点
を

指
摘
し
、
い
さ
さ
か
論
評
を
加
え
た
い
。
①
当
歳
ソ
ド
レ
ド
裁
判
集
会
の
参

集
義
務
考
に
つ
い
て
、
氏
は
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
条
款
の
規
定
に
も
拘
ら
ず

全
保
有
者
に
参
集
義
務
が
課
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
六
二
頁
）

が
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
条
款
は
、
　
＝
一
六
五
年
に
イ
ヴ
シ
ャ
ム
の
戦
い
で

改
革
派
が
敗
れ
た
臓
後
に
、
国
王
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
か
ら
、
根
拠
と
す

べ
き
規
定
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
一
二
六
七
年
の
モ
…
ル
パ
ラ
法
、
あ

る
い
は
＝
一
八
五
年
の
ウ
ィ
ソ
チ
ェ
ス
タ
制
定
法
で
あ
ろ
う
。
②
ハ
ソ
ド
レ

ド
領
主
と
在
地
領
主
と
の
関
係
は
調
和
酌
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
｝
○
余

件
の
在
地
領
主
に
よ
る
裁
判
権
の
要
求
が
あ
っ
た
こ
と
を
例
示
し
て
お
ら
れ

る
（
一
〇
九
頁
）
。
し
か
し
著
者
が
注
記
さ
れ
た
裁
判
文
書
の
箇
所
を
再
読

し
た
限
り
で
は
、
氏
護
身
が
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
「
さ
し
あ
た
っ
て
特

定
の
訴
訟
に
関
す
る
審
理
権
」
が
マ
ナ
法
廷
に
属
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
判

朔
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
「
リ
ー
ト
裁
判
権
を
め
ぐ
っ
て
確
執
の
あ
っ
た
こ

と
」
（
同
仁
）
ま
で
を
読
み
と
る
の
は
少
し
困
難
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
ハ
ソ
ド
レ
ド
優
主
に
よ
る
、
一
円
的
支
配
の
成
立
根
拠
は
㌔
在
地
修
復
主

の
権
力
基
盤
の
狭
手
性
を
前
提
と
し
て
、
い
か
な
る
社
会
に
あ
っ
て
も
要
求

さ
れ
る
治
安
・
法
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
政
治
的
な
課
題
を

果
た
し
て
い
た
」
（
一
一
七
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
　
ハ
ソ
ド
レ
ギ
領

主
権
が
果
た
し
て
い
た
役
割
は
、
「
治
安
・
法
秩
序
の
維
持
」
が
霊
た
る
も

の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
公
共
的
機
能
だ
け
が
公
的
権
力
の
任
務
な
の
だ

ろ
う
か
。
④
「
ハ
イ
ワ
ー
ス
・
ハ
ン
ド
レ
ド
に
あ
っ
て
は
…
フ
ラ
ン
ク

プ
レ
ジ
査
察
権
は
、
ハ
ン
ド
レ
ド
内
の
秩
序
を
維
持
す
る
機
能
を
十
分
に
果

た
し
て
い
た
」
（
一
三
四
頁
）
と
言
い
切
っ
て
し
ま
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
氏

の
挙
げ
ら
れ
た
例
は
人
頭
金
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
み
で
あ
っ
て
、
治
安
や
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
こ
の
史
料

だ
け
で
は
判
明
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
次
に
第
三
編
「
マ
ナ
支
配
と
農
民
生
活
」
に
移
ろ
う
。
オ
ク
ス
フ
ォ
…
ド

大
学
の
マ
ー
ト
ン
・
コ
レ
ッ
ジ
が
領
有
す
る
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ァ
の
小
村

O
霞
げ
ρ
ヨ
に
関
し
て
、
勺
．
U
・
〉
．
寓
鍵
く
O
団
が
編
纂
し
た
史
料
爲
§
き
蕊
ミ

肉
s
ミ
§
ミ
9
ミ
ぎ
ミ
噂
O
ミ
σ
検
§
ミ
§
“
●
鳶
8
1
こ
薄
層
踏
一
ω
8
菖
。
巴
冨
㌣

蒙
ω
。
単
為
O
o
三
皇
ω
ω
一
。
♪
鵠
認
ω
ρ
一
Φ
蕊
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
薮
9

マ
ナ
に
関
し
て
は
既
に
編
者
無
銭
く
昌
に
よ
る
研
究
書
が
存
在
す
る
が
、
著

者
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
領
主
制
の
総
体
的
把
握
を
摺
指
す
視
点
か
ら
分
析

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
章
「
農
民
の
生
活
水
準
に
つ
い
て
の
論
争
史
」
で
は
、
「
O
償
ギ

げ
9
欝
の
一
四
世
紀
前
半
に
お
け
る
マ
ナ
支
配
と
農
民
の
関
係
を
、
農
家
経

営
の
再
生
産
な
る
観
点
か
ら
」
検
討
し
て
い
る
。
次
い
で
第
二
音
†
「
農
民
の

土
地
保
有
と
マ
ナ
支
配
」
で
は
、
当
マ
ナ
に
お
け
る
農
民
の
相
続
慣
行
は
一

子
相
続
で
は
あ
っ
た
が
、
被
相
続
者
亡
き
後
ま
ず
土
地
を
保
有
し
た
の
は
長
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男
で
は
な
く
塞
婦
で
あ
っ
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
。
次
い
で
自
由
保
有
地
、

隷
農
保
有
地
、
小
屋
住
農
地
の
三
種
の
保
有
態
様
別
に
、
一
二
七
九
年
か
ら

＝
二
五
二
年
ま
で
の
期
間
を
三
期
に
分
け
て
追
跡
調
査
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

第
三
章
「
農
民
の
階
層
序
列
と
生
産
活
動
」
で
は
、
一
二
九
五
－
＝
一
三
八

年
の
期
間
に
は
、
標
準
規
模
保
有
農
た
ち
の
間
に
は
経
済
的
な
齎
で
余
り
格

差
が
な
い
」
（
一
八
四
頁
）
が
、
　
マ
ナ
の
役
職
に
つ
い
た
農
民
を
追
跡
調
査

す
る
と
、
有
力
家
系
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
第
四
章
「
黒

死
病
襲
来
前
の
マ
ナ
支
配
と
農
畏
生
活
」
で
は
、
第
二
、
第
三
章
で
得
ら
れ

た
事
実
が
検
討
さ
れ
る
。
当
マ
ナ
で
は
寡
婦
は
そ
の
夫
の
死
亡
賭
に
は
エ
ン

ト
リ
・
フ
ァ
イ
ン
を
支
払
う
こ
と
な
く
そ
の
保
有
地
を
引
き
継
ぎ
、
そ
れ
を

手
放
さ
な
い
ま
ま
再
婚
し
得
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
時
的
に
は
出
費
を
免

れ
得
た
も
の
の
、
前
夫
の
子
の
保
有
地
相
続
は
遅
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
そ
の
子
の
結
婚
が
遅
れ
、
そ
の
子
孫
の
誕
生
も
遅
れ
る
こ
と
に
な

り
、
マ
ナ
の
労
働
力
増
潴
に
支
障
を
き
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
錐
等
し
て

お
ら
れ
る
（
二
一
五
、
二
二
六
頁
）
。
農
民
収
蓉
は
三
男
に
行
わ
れ
た
。
ま

ず
「
国
王
に
よ
る
課
税
は
農
民
の
生
産
余
剰
を
徹
底
的
に
吸
い
上
げ
る
役
割

を
は
た
」
（
一
三
二
頁
）
し
、
教
会
の
「
十
分
の
一
税
は
国
王
の
臨
蒔
課
税

よ
り
も
は
る
か
に
苛
敏
訣
求
の
度
が
強
か
っ
た
」
（
二
津
蟹
頁
）
。
そ
の
う
え

マ
ナ
領
主
に
よ
る
「
エ
ン
ト
リ
・
フ
ァ
イ
ン
と
ヘ
リ
オ
ト
の
納
付
は
標
準
保

有
農
に
と
っ
て
は
侮
り
が
た
い
負
担
で
あ
っ
た
」
（
二
二
七
頁
）
と
い
う
。

標
準
保
有
農
の
所
持
品
目
録
を
見
る
と
、
蓄
積
す
べ
き
余
剰
は
殆
ど
無
か
っ

た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
う
え
領
主
権
が
強
い
た
め
に
隷
農
保
有
地
の
分
割
、

売
却
が
妨
げ
ら
れ
て
、
有
力
農
民
が
経
営
面
忘
を
拡
大
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
っ
た
（
二
四
六
頁
）
。
そ
の
結
果
、
第
五
章
「
黒
死
病
襲
来
後
の
マ
ナ
支

謝
と
農
民
生
活
」
で
述
べ
ら
れ
て
炉
る
よ
う
に
、
領
主
の
マ
ナ
経
営
が
破
綻

す
る
と
、
そ
れ
ま
で
抑
え
ら
れ
て
い
た
農
民
の
問
の
格
差
は
拡
大
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　
疑
問
点
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
③
表
選
一
3
（
一
六
三
頁
）
の
鷹
p
窪
≦
欄

の
2
番
目
の
人
物
と
、
O
o
富
お
臣
の
1
番
目
の
人
物
は
同
姓
隠
名
で
あ
る

が
、
同
一
人
物
な
の
か
、
そ
れ
と
も
別
人
と
し
て
扱
う
べ
き
な
の
か
。
ま
た

こ
の
蓑
と
、
史
料
（
M
R
C
）
の
六
五
六
一
五
九
頁
、
隅
一
一
七
と
を
比
較

す
る
と
0
9
Φ
器
臣
の
一
名
笛
①
罎
累
δ
O
蔓
轟
葭
が
抜
け
落
ち
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
②
表
画
一
7
（
一
八
二
…
三
頁
）
は
、
史
料
（
M
R

C
）
の
七
一
一
一
一
六
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
リ
ス
ト
に
基
づ
い
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
出
所
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
仮
に
こ
の
ジ
ス
ト
で
あ
る
と
す

る
と
、
著
老
の
表
と
数
字
の
異
な
る
箇
所
が
あ
る
。

　
第
四
編
「
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
領
主
支
配
の
構
造
」
は
第
二
、

第
三
編
を
統
｝
し
て
把
握
す
る
た
め
に
、
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
ま
ず
第
一
章
「
領
主
支
配
に
つ
い
て
の
学
説
史
」
に
お
い
て
、
領
主

制
と
共
岡
体
規
制
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
学
説
史
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。
共
同

体
と
領
主
制
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
る
と
説
く
藤
原
浩
説
以
外
、
殆
ど
全
て

の
論
者
は
両
者
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
し
て
き
た
。
次
い
で
、
領
主
制
と
共

同
体
規
制
と
の
関
係
を
ハ
イ
ワ
ー
ス
・
ハ
ン
ド
レ
ド
の
例
に
即
し
て
考
察
し

た
の
が
、
第
二
章
「
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
領
主
支
配
の
構
造
」
で

あ
る
。
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
の
指
摘
に
よ
れ
ば
マ
ナ
と
村
落
の
～
致
す
る
例
は
、

ハ
ン
ド
レ
ド
・
ロ
ル
ズ
に
収
録
さ
れ
た
事
例
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な

い
。
著
者
が
上
記
の
藤
原
説
に
共
感
を
示
さ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
一

つ
の
村
が
複
数
の
領
主
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
の
方
が
多
い
こ
と

に
な
る
が
、
薫
蒸
氏
は
こ
れ
を
「
在
地
壷
掘
主
の
基
本
的
な
支
配
形
態
で
あ

っ
た
賑
ハ
篠
入
O
頁
〉
と
み
な
さ
れ
る
。
　
～
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
難
の
領
主
捌
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を
説
明
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
二
つ
の
概
念
、
す
な
わ
ち
土
地
頂
主
制
と
裁

判
領
主
制
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
も
適
用
し
て
、
マ
ナ
領
主
の
支
配
が
土
地
頒

主
制
を
根
幹
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
ま
た
ハ
ソ
ド
レ
ド
領
主
の
支
配
を

裁
判
領
主
勧
と
規
定
し
て
い
る
（
二
八
一
、
二
八
三
頁
）
。
こ
の
他
一
三
世

紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
、
農
民
の
人
格
的
隷
属
、
土
地
へ
の
緊
縛
と
い
う
形

の
領
主
制
も
残
っ
て
い
た
と
総
揺
さ
れ
て
い
る
（
二
八
六
頁
）
。
最
後
に
考

＋
自
瀞
ず
の
成
毘
少
僧
も
援
用
さ
れ
つ
つ
、
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
緬
隅
士
山
湖
の
形
川

成
過
程
の
推
定
モ
デ
ル
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

　
以
上
、
第
四
編
の
梗
概
を
紹
介
し
た
。
疑
間
点
を
記
し
て
お
こ
う
。
③
一

つ
は
マ
ナ
．
領
主
権
と
ハ
ソ
ド
レ
ド
領
主
雛
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
疑
間
で
あ

る
。
著
者
は
、
「
ハ
ン
ド
レ
ド
裁
判
集
会
は
、
犯
罪
や
被
疑
者
に
か
ん
す
る

年
報
伝
達
な
い
し
交
換
の
場
と
な
り
え
た
扁
（
二
四
七
頁
）
も
の
と
み
な
さ

れ
て
い
る
。
他
方
「
村
落
り
ー
ト
裁
判
集
会
で
は
そ
の
よ
う
な
機
能
を
は
た

し
得
な
か
っ
た
」
（
二
八
七
頁
）
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
　
ハ
イ
ワ
…

ス
・
ハ
ソ
ド
レ
ド
の
よ
う
に
一
村
多
領
主
制
の
も
と
で
は
、
村
支
配
の
権
力

を
「
在
地
領
主
に
と
っ
て
は
自
己
の
狭
隙
な
糧
力
で
は
成
立
さ
せ
る
」
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
（
二
八
二
頁
）
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
「
領
主
が
領
主
と
し

て
の
存
在
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
に
は
、
土
地
と
人
と
を
結
含
さ
せ
、
～
定
の

裂
余
生
産
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
最
低
限
の
条
件
で
あ
る
」
（
二
九
五
頁
）

と
い
う
の
に
、
そ
の
よ
う
に
狭
隈
な
権
力
し
か
持
た
な
い
在
地
領
主
は
ど
の

よ
う
に
し
て
存
立
し
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
ハ
ン
ド
レ
ド
傾
主
権
の

「
支
配
の
核
心
は
諸
村
の
治
安
と
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
政
治
酌
課
題
」

（
二
八
二
、
二
八
三
頁
）
で
あ
る
と
み
な
し
て
お
ら
れ
る
が
、
ハ
ソ
ド
レ
ド

傾
主
権
の
機
能
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
在
地
傾
主
の
階
級
帥
支
配
権
を
も

補
強
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
②
領
主
に
農
民

支
配
と
収
奪
を
可
能
に
す
る
条
件
で
あ
る
土
地
緊
縛
や
人
格
的
支
配
は
、
単

に
過
去
の
「
洋
弓
」
（
二
八
六
頁
）
と
み
な
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
　
三
世
紀
の
マ
ナ
法
廷
や
ハ
ン
ド
レ
ド
裁
判
集
会
の
判
例
に
は
こ
れ
ら

に
関
わ
る
事
例
を
見
い
だ
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。
ハ
ン
ド
レ
ド
裁
判
集
会

は
単
に
「
清
報
伝
達
な
い
し
交
換
の
場
」
と
し
て
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、

個
々
の
在
地
領
主
に
よ
る
農
民
支
配
・
収
奪
を
可
能
に
す
る
権
・
刀
と
し
て
も

機
能
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
③
本
書
の
締
め
く
く

り
に
当
た
る
筒
所
で
、
著
潜
本
来
の
課
題
で
あ
あ
る
「
領
主
権
力
の
総
体
的

構
造
」
（
二
七
〇
頁
）
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
示
し
、
そ
の
中
で
国
家
権
力

や
教
会
が
占
め
る
位
置
、
果
た
す
役
割
に
言
及
さ
れ
れ
ば
著
者
の
意
図
は
よ

り
ょ
く
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
闘
方
氏
は
常
に
私
の
前
を
進
ん
で
お
ら
れ
る
。
お
互
い
の
存
在
に
気
づ
か

ぬ
ま
ま
、
偶
然
に
も
周
じ
史
料
を
扱
っ
た
論
文
を
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
公
に
し

て
い
た
こ
と
を
後
で
知
り
、
数
々
の
御
教
示
を
賜
っ
た
。
英
国
ウ
ィ
ル
ト
シ

ァ
の
地
芳
史
協
会
に
と
も
に
所
属
し
、
ほ
ぼ
間
じ
時
期
に
英
国
に
留
学
し
た
。

し
か
し
研
究
の
進
度
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
だ
。
本
書
が
出
版
さ
れ
る

の
を
知
っ
た
と
き
の
衝
撃
は
言
葉
に
表
し
得
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
評
者
と

し
て
の
務
め
を
果
た
す
た
め
礼
を
濁
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

御
寛
恕
を
願
う
の
み
で
あ
る
。
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