
西
部
・
中
部
フ
ラ
ン
ス
封
建
社
会
に
お
け
る
領
主
裁
判
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轟
木
広
太
郎

【
要
約
】
成
立
期
（
一
一
、
～
二
世
紀
）
の
領
主
裁
判
は
、
入
を
ど
の
よ
う
に
裁
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
時
代
に
特
有
の
刑
罰
の
論

理
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
ま
ず
、
裁
判
領
主
は
時
に
犯
罪
を
は
た
ら
い
た
従
属
民
を
城
の
牢
獄
へ
と
連
行
し
、
身
代
金
が
わ
り
に
罰
金
を

徴
収
し
た
が
、
こ
れ
は
同
時
代
に
騎
士
た
ち
の
戦
争
に
お
い
て
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
人
質
の
慣
行
と
共
通
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
領
主
裁
判
権
を

指
示
す
る
用
語
の
意
味
内
容
の
検
討
か
ら
罰
金
刑
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
罰
金
刑
の
背
後
に
あ
る
犯
罪
を
犯
罪
た
ら
し
め
て
い
る
根
本
的
な

論
理
に
光
を
当
て
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
論
理
と
は
、
封
建
社
会
独
特
の
空
間
と
時
間
の
区
切
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
犯
罪
の
有
無
や
裁
き
方
を
決
定

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
最
後
に
は
、
法
廷
の
審
理
に
お
い
て
神
判
、
決
闘
、
宣
誓
な
ど
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
六
巻
五
号
　
二
〇
〇
三
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

何
人
も
買
戻
し
（
同
a
寒
暑
。
）
の
た
め
に
、
男
で
あ
れ
女
で
あ
れ
、

係
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
他
の
領
主
の
土
地
を
耕
作
し
て
い
る
か
、

⑱
。

レ

　
①

農
奴
を
捕
ら
え
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
そ
の
農
奴
が
罪
を
犯
し
て
お
り
、

あ
る
い
は
領
主
自
ら
の
所
領
あ
る
い
は
封
土
に
お
け
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
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こ
の
条
文
は
、
九
九
〇
年
前
後
に
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
サ
ン
・
ポ
リ
ア
ン
で
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
の
決
議
の
一
節
で
あ
る
。
「
買
戻
し

（
H
巴
Φ
旨
嘗
。
）
」
と
は
、
捕
ら
え
ら
れ
た
農
奴
が
身
代
金
と
引
き
換
え
に
身
柄
を
請
け
出
す
行
為
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
「
神
の
平
和
」
を
宣

言
し
た
こ
の
会
議
の
な
か
で
、
農
奴
の
捕
囚
が
こ
の
よ
う
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
見
す
る
と
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

戦
士
層
の
暴
力
や
収
奪
か
ら
農
奴
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
研
究
史
上
「
平
和
」
の
目
標
の
ひ
と
つ
と
数
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
続
く
部
分
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
簡
単
に
雷
い
直
せ
ば
、
「
領
主
の
裁
判
権
が
及
ぶ
（
と
見
な
さ
れ
る
）
土
地
で
農
奴
が
犯
罪
を
は
た
ら
い

た
場
合
」
が
捕
囚
の
禁
止
を
解
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
裁
判
領
主
が
犯
罪
の
罰
金
を
徴
収
す
る
の
に
誘
拐
と
い
う
方
法
を

用
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
興
味
深
い
の
は
、
平
和
会
議
が
こ
う
し
た
処
罰
の
方
式
を
そ
れ
自
体
と
し
て
は
是
認
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
農
奴
の
身
柄
あ
る
い
は
家
畜
の
差
し
押
さ
え
が
裁
判
領
主
に
留
保
さ
れ
る
規
定
は
、
上
記
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
い
く
つ
か
の
平
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

会
議
に
お
い
て
も
散
見
す
る
し
、
同
時
代
の
修
道
院
証
書
の
な
か
に
も
広
く
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
、
あ
り
ふ
れ
た
罰
金
徴
収
の
方
式
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
M
・
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
人
が
ど
の
よ
う
に
裁
か
れ
て
い
る
か
が
一
つ
の
社
会
の
シ
ス
テ
ム
を
知
る
た
め
の
格
好
の
試
金

　
　
　
　
　
　
　
⑤

石
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
誘
拐
と
身
代
金
を
そ
の
一
部
と
す
る
よ
う
な
司
法
（
領
主
裁
判
）
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　
領
主
裁
判
権
が
遠
く
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
至
る
ま
で
長
ら
く
命
脈
を
保
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
＝
、
～
二
世
紀
は
、
そ
の
成
立

期
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
領
主
間
の
紛
争
を
裁
く
法
廷
、
す
な
わ
ち
社
会
上
層
の
裁
判
の
あ
り
か
た
が
近
年
盛
ん

　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
議
論
さ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
領
主
裁
判
は
あ
ま
り
注
臣
を
集
め
て
い
な
い
。
こ
れ
に
は
史
料
的
な
事
情
が
あ
る
。
同
時
期
の
中
心
的

な
史
料
体
を
な
す
修
道
院
証
書
に
は
封
建
領
主
問
の
裁
判
の
実
態
に
関
わ
る
記
録
が
膨
大
に
見
つ
か
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
そ
れ
は
著
し
く

小
数
か
つ
断
片
的
で
あ
り
、
し
か
も
内
容
も
規
定
中
心
で
具
体
的
な
事
件
に
つ
い
て
の
記
述
は
ま
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
一
二
世
紀
末
以

降
に
つ
い
て
は
、
法
制
史
家
A
・
C
・
F
・
コ
ッ
ホ
の
言
う
よ
う
に
、
西
・
北
フ
ラ
ン
ス
の
領
主
裁
判
権
は
上
級
・
（
申
級
）
・
下
級
の
各
審
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

へ
と
権
限
の
分
割
と
階
層
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、
殺
人
、
放
火
、
窃
盗
、
暴
行
な
ど
の

重
大
事
件
が
別
扱
い
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
後
代
の
よ
う
な
裁
量
と
し
た
権
限
区
分
は
基
本
的
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
成
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⑧

立
期
の
領
主
裁
判
権
は
、
バ
ン
領
主
支
配
下
の
あ
ら
ゆ
る
事
件
に
か
か
わ
る
包
括
的
な
処
罰
権
を
漠
然
と
意
味
し
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
時
代
の
領
主
裁
判
権
に
つ
い
て
、
研
究
史
上
の
見
解
は
二
通
り
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
わ
れ
る
。
一
つ
は
、

「
経
済
外
強
制
」
の
観
点
に
立
つ
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
を
典
型
的
な
形
で
述
べ
た
の
は
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
領
主
の
法
廷
は
い

わ
ゆ
る
犯
罪
の
処
罰
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
領
民
か
ら
あ
ら
ゆ
る
義
務
を
引
き
出
す
強
制
力
と
し
て
は
た
ら
い
た
点
が
重
要

だ
と
い
う
。
軍
事
的
徴
発
で
あ
れ
、
通
行
税
の
徴
収
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
パ
ン
焼
き
竈
の
使
用
強
制
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
領
主
権
の
発
動
に
対

す
る
農
奴
の
不
服
従
は
、
領
主
の
私
的
な
処
罰
の
対
象
と
な
る
。
つ
ま
り
領
主
の
法
廷
は
従
属
罠
の
経
済
的
搾
取
、
ひ
い
て
は
支
配
一
般
を
貫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

徹
さ
せ
る
た
め
の
要
石
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
方
は
、
領
主
裁
判
権
そ
れ
自
体
が
際
立
っ
た
経
済
的
価
値
を
も
っ
た
こ
と
を
力
説
す
る
。
G
・
デ
ュ
ビ
ー
の
マ
コ
ネ
地
方
研
究
以
来

連
綿
と
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
地
域
史
研
究
で
は
、
裁
判
権
が
封
建
領
主
に
と
っ
て
も
っ
と
も
魅
力
的
な
収
入
源
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
J
－
P
・
ポ
リ
ー
と
E
・
ブ
ル
ナ
ゼ
ル
の
綜
合
研
究
も
、
領
主
の
法
廷
は
も
つ
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
領
主
を
富
裕
化
さ
せ
る
た
め
に
存
在
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
デ
ユ
ビ
ー
は
次
の
よ
う
な
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
、
犯
罪
の
罰
金

が
土
地
領
主
舗
の
収
入
を
は
る
か
に
凌
ぐ
収
益
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
「
裁
判
領
主
の
法
廷
が
、
最
大
の
土
地
領
主
が
～
年

間
に
得
る
よ
り
多
額
の
金
銭
で
一
度
に
潤
う
に
は
、
乱
闘
騒
ぎ
や
境
界
画
定
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
る
と
か
、
誰
か
が
ぶ
ど
う
の
実
を
く

す
ね
る
と
か
、
あ
る
い
は
誰
か
が
姦
通
の
現
場
を
押
さ
え
ら
れ
る
だ
け
で
充
分
だ
っ
た
。
領
主
は
犯
罪
者
を
牢
獄
に
つ
な
い
で
は
、
蓄
え
た
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

産
か
ら
で
も
仲
間
か
ら
で
も
、
求
め
る
だ
け
の
金
を
用
立
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
」

　
た
だ
、
こ
う
し
た
二
つ
の
見
方
は
明
確
な
議
論
の
対
立
の
形
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
多
く
の
論
者
の
な
か
に
割
合
を
変
え
て
並
存

し
て
い
る
も
の
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
両
方
の
見
解
の
根
底
に
は
あ
る
共
通
し
た
問
題
関
心

を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
隣
リ
ン
グ
国
家
に
代
わ
る
あ
た
ら
し
い
権
力
主
体
で
あ
る
バ
ン
領
主
た
ち
の

台
頭
に
、
裁
判
権
の
私
物
化
が
い
か
に
寄
与
し
た
か
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。
裁
判
か
ら
期
待
で
き
る
利
得
と
い
っ
た
右
の
論
点
や
、
裁
判
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権
の
濫
用
や
恣
意
的
性
格
と
い
う
よ
く
同
時
に
な
さ
れ
る
説
明
は
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
ご
く
自
然
な
表
出
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
本
稿
で
は
そ
う
し
た
研
究
成
果
に
部
分
的
に
は
依
拠
し
つ
つ
も
、
少
し
異
な
る
角
度
か
ら
成
立
期
の
領
主
裁
判
権
の
あ
り
か
た
に
つ

い
て
問
い
か
け
て
み
た
い
。
同
時
代
の
各
種
の
史
料
を
検
討
し
て
み
る
と
、
処
罰
権
力
に
よ
る
犯
罪
者
の
身
体
、
生
命
、
財
産
な
ど
に
対
す
る

働
き
か
け
に
は
一
定
の
様
式
や
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
独
特
な
刑
罰
の
論
理
が
備
わ
っ
て
い
る
よ
う
に

お
も
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
い
う
刑
罰
の
論
理
と
は
必
ず
し
も
狭
義
の
司
法
の

明
示
的
な
制
度
や
規
則
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
時
代
の
司
法
外
部
の
領
域
、
す
な
わ
ち
軍
事
や
政
治
・
経
済
と
の
緊
密
な
結
び

つ
き
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
様
式
や
特
徴
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
一
般
的
に
司
法
と
見
な
さ
れ
て
い
る
領
域
に
視
界
を
限
定
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
横
断
的
な
関
係
の
な
か
に
こ
の
時
代
の
裁
判
を
置
き
直
し
て
み
る
と
、
領
主
に
よ
る
裁
判
権
の
濫
用
や
経

済
的
搾
取
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
ら
の
背
後
に
、
こ
の
時
代
の
人
を
裁
く
仕
方
の
歴
史
的
な
性
格
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
の
が
本
稿
の
展
望
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
を
論
じ
て
ゆ
く
。

　
第
一
章
で
は
、
先
に
触
れ
た
犯
罪
者
の
「
買
戻
し
」
が
、
封
建
騎
士
た
ち
の
戦
争
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
あ
ら
た
な
慣
行
と
共
通
す
る
論
理

に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
二
章
で
は
、
領
主
裁
判
権
を
指
示
す
る
用
語
で
あ
る
「
ウ
ィ
カ
リ
ア
＜
一
。
累
々
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
領
主
裁
判
の
よ
り
一
般
的
な
性
格
を
検
討
す
る
。
と
く
に
体
刑
で
は
な
く
罰
金
刑
が
こ
の
時
代
の
刑
罰
に
お
い
て
中
心
的
な
位

置
を
占
め
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
先
立
つ
二
章
の
検
討
を
受
け
て
、
罰
金
刑
の
背
後
に
あ
る
刑
罰
の
よ
り
根
本
的
な
論

理
、
す
な
わ
ち
犯
罪
を
犯
罪
た
ら
し
め
る
論
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
裁
判
権
と
他
の
各
種
の
領
主
権
と
の
問
に
見
出
さ
れ
る

共
通
し
た
基
盤
か
ら
そ
う
し
た
論
理
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
最
後
に
第
四
章
で
は
、
法
廷
の
具
体
的
な
審
理
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て

論
じ
る
。
と
く
に
決
闘
、
神
判
、
雪
冤
宣
誓
な
ど
、
ゲ
ル
マ
ン
部
族
法
に
由
来
す
る
司
法
手
続
き
が
、
領
主
法
廷
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
活
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
て
い
た
か
を
あ
る
事
例
を
つ
う
じ
て
見
て
ゆ
く
。

　
な
お
、
本
稿
は
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
二
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
の
農
奴
た
ち
を
裁
く
封
建
領
主
の
法
廷
の
み
を
考
察
対
象
と
し
た
も
の
で
、
残
念
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な
が
ら
、
封
建
領
主
同
士
が
争
う
社
会
上
層
の
法
廷
の
検
討
は
、
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
地
理
的
に
も
、
お
も
に
ア

ン
ジ
ユ
ー
、
ト
ゥ
レ
ー
ヌ
、
メ
ー
ヌ
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
な
ど
の
西
フ
ラ
ン
ス
と
ペ
リ
ー
、
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
、
オ
ル
レ
ア
ネ
な
ど
の
中
部
フ
ラ
ン

ス
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
限
定
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味
も
あ
る
。
こ
の
地
域
は
、
裁
判
権
を
指
示
す
る
用
語
、
神
判
や
法
廷

決
闘
の
頻
度
の
高
さ
な
ど
、
あ
る
程
度
共
通
性
を
有
す
る
地
域
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
つ
の
議
論
の
な
か
で
ま
と
め
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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①
原
文
で
は
．
．
。
・
興
≦
し
。
。
、
．
ω
曽
毒
、
、
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

　
バ
ン
領
主
制
、
体
僕
領
主
制
、
土
地
領
主
制
な
ど
、
こ
の
時
代
の
領
主
鋼
～
般
に

　
従
属
す
る
農
民
の
呼
称
と
し
て
、
「
農
奴
」
あ
る
い
は
「
従
属
農
民
」
の
語
を
充

　
て
る
。

②
白
田
§
ミ
跨
ミ
“
、
§
§
俺
貯
防
§
§
、
譜
建
こ
ミ
」
肉
爵
§
馬
越
§
器
§
6
翁
無

　
さ
鳥
§
§
譜
8
§
ミ
§
醇
▼
明
り
り
ト
。
甲
や
窪
．
こ
の
会
議
に
つ
い
て
は
、
国
’
《
鋤
α
Q
き
午

　
属
。
銑
Φ
「
＼
、
い
p
祉
p
＄
曾
0
8
巳
①
畠
℃
郎
園
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〈
．
り
㊤
《
）
曾
霧
ま
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ご
鼠
。
昌
号

　
一
．
一
霞
①
曾
醤
帥
×
、
一
§
ミ
餐
§
謎
昏
§
§
b
奏
ミ
ミ
き
一
⑩
刈
P
署
」
G
。
㊤
6
0
①
．

　
な
お
、
開
催
地
は
従
来
ル
・
ピ
ュ
イ
と
さ
れ
て
き
た
が
、
○
・
ロ
ラ
ン
ソ
ン
到
ロ

　
ザ
に
し
た
が
い
、
サ
ン
・
ポ
リ
ア
ン
と
し
て
お
く
。
O
．
り
窪
茜
島
。
亭
円
。
。
・
欝
り

　
ト
冨
§
鴨
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ミ
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二
目
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甲
O
魯
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華
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蜀

　
一
〇
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。
メ
箸
．
凸
①
ム
ト
⊃
一
■

③
「
神
の
平
和
」
運
動
の
全
体
像
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
江
川
温
「
『
神
の
平

　
和
臨
運
動
の
軌
跡
が
照
ら
し
だ
す
も
の
1
十
一
・
十
二
世
紀
の
平
和
理
念
と
紛
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処
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扁
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部
春
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谷
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フ
ラ
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史
か
ら
の
問
い
撫
山
川
出
版
社
、

　
二
〇
〇
〇
年
、
四
一
二
四
頁
。

④
シ
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ヴ
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＝
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紀
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ヴ
ェ
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ダ
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・
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・
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・
ド
ゥ
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二
〇
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前
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、
ボ
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”
、
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出
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ミ
N
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題
Ω
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①
も
で
’
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Φ
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⑧
こ
の
点
に
つ
い
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．
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ミ
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〇
Q
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Q
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一
〇
罐
）
も
』
ま
．

⑫
通
常
、
法
廷
決
闘
、
神
判
、
雪
冤
宣
誓
は
中
世
ヨ
…
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
自
力
救



済
主
義
の
現
わ
れ
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
山
内
進
『
決

闘
裁
判
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
。
本
稿
で
は
あ
る
程
度
そ
れ
を
認
め

つ
つ
も
、

・
一
二
世
紀
の
領
主
裁
判
権
に
固
有
の
傾
向
に
留
意
し
た
い
。

第
一
章
　
戦
う
こ
と
と
裁
く
こ
と

西部・中部フランス封建社会における領主裁判（羅木）

　
一
一
・
一
二
世
紀
の
聖
人
文
学
に
は
、
城
の
牢
獄
に
捕
ら
え
ら
れ
た
騎
士
た
ち
が
、
縞
入
へ
の
信
心
に
よ
っ
て
見
事
脱
獄
す
る
と
い
う
奇
蹟

物
語
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
南
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
タ
修
道
院
に
祀
ら
れ
た
聖
女
フ
ォ
ワ
の
よ
う
に
、
こ
の
種
の
奇
蹟
の
エ
キ
ス

パ
ー
ト
と
し
て
名
を
馳
せ
る
聖
人
も
存
在
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
逸
話
が
好
ん
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
封
建
社
会
の
到
来

と
と
も
に
、
戦
争
の
目
的
に
微
妙
な
変
化
が
生
じ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ュ
ビ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
中
世
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

期
以
来
、
戦
争
の
主
要
目
的
は
敵
を
繊
滅
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
財
物
を
略
奪
し
そ
れ
を
再
分
配
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
略
奪
の
対
象
に

は
財
物
だ
け
で
は
な
く
人
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
農
繁
リ
ン
グ
時
代
ま
で
は
戦
争
捕
虜
は
奴
隷
化
さ
れ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
殺
害
さ
れ
る
の

が
通
例
だ
っ
た
。
し
か
し
、
一
一
世
紀
が
始
ま
る
頃
に
は
、
少
な
く
と
も
騎
士
た
ち
の
間
で
は
捕
虜
を
殺
害
す
る
の
で
も
ま
た
身
分
的
自
由
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

奪
う
の
で
も
な
く
、
金
銭
支
払
い
に
よ
っ
て
身
柄
を
請
け
出
さ
せ
る
と
い
う
慣
行
が
定
着
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
～
〇
三
〇
年
ご
ろ
に
書
か
れ
た
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
の
一
史
料
は
、
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
世
俗
領
主
間
の
紛
争
を
、
し
か
も
あ
く
ま
で

も
世
俗
的
な
視
点
か
ら
詳
細
に
描
い
て
い
る
点
で
稀
有
な
史
料
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
で
主
人
公
の
有
力
城
主
ユ
ー
グ
・
ド
・
リ
ュ
ジ
ニ
ャ
ン

は
、
戦
闘
で
獲
得
し
た
捕
虜
の
騎
士
四
十
三
人
を
、
主
君
で
あ
る
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
ギ
ヨ
ー
ム
五
世
の
指
示
に
従
っ
て
敵
方
の
城
主
に
引
き
渡
す

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
の
史
料
の
書
き
手
は
ユ
ー
グ
の
立
場
を
代
弁
し
て
、
「
も
し
身
代
金
を
受
け
取
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ユ
ン
グ
は
四
万
ス
ー
を
得
る
こ
と
も
で
き
た
の
に
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
の
な
か
に
登
場
す
る
ユ
ー
グ
を
含
め
た
城
主
た
ち
に

と
っ
て
、
戦
闘
の
第
一
目
的
は
新
た
な
城
の
獲
得
で
あ
る
が
、
身
代
金
の
獲
得
も
無
視
で
き
ぬ
重
要
性
を
帯
び
た
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
脱
獄
の
奇
蹟
謳
は
身
代
金
が
騎
士
た
ち
に
と
っ
て
い
か
に
大
き
な
負
担
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
城
の
牢
獄
に
囚
わ
れ
た
の
は
專
業
的
軍
人
の
騎
士
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
先
の
聖
女
フ
ォ
ワ
の
奇
蹟
集
（
＝
世
紀
）
に
は
、
騎
士
だ
け
で
な
く
農
奴
、
商
入
ら
の
脱
獄
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
同
じ
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。
最
初
の
書
き
手
で
あ
る
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ダ
ン
ジ
ェ
は
次
の
よ
う
に
フ
ォ
ワ
の
奇
蹟
を
称
揚
し
て
い
る
。
「
こ
の
奇
蹟
と
は
、
声
を
あ
げ

て
自
分
の
名
を
呼
ぶ
囚
人
た
ち
を
フ
ォ
ワ
が
自
由
の
身
に
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
解
放
さ
れ
た
囚
人
は
、
自
分
を
縛
り
つ
け
て
い

た
重
い
鎖
を
も
っ
て
コ
ン
タ
ま
で
急
ぎ
赴
き
、
聖
な
る
救
い
主
に
感
謝
を
捧
げ
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
者
が
正
当
に
あ
る
い
は

不
当
に
捕
囚
の
身
と
な
っ
て
い
る
か
は
関
係
が
な
か
っ
た
。
…
…
か
つ
て
傲
慢
ゆ
え
に
罪
に
誘
惑
さ
れ
た
者
も
、
牢
房
の
闇
か
ら
光
の
な
か
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
改
心
し
て
出
て
く
る
の
だ
。
」
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、
奇
蹟
は
解
放
だ
け
で
は
な
く
改
悟
ま
で
も
も
た
ら
す
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
恩
恵
に
与
る

の
は
犯
罪
者
や
罪
人
な
の
で
あ
る
。

　
同
時
代
に
ロ
ワ
ー
ル
河
畔
の
フ
ル
ー
リ
修
道
院
で
書
き
継
が
れ
た
『
聖
ブ
ノ
ワ
の
奇
蹟
』
に
も
、
農
奴
の
脱
獄
の
奇
跡
が
あ
る
。
こ
の
逸
話

で
は
、
近
隣
の
有
力
城
主
シ
ュ
リ
の
ア
ル
ケ
ナ
ル
ド
ゥ
ス
に
よ
っ
て
投
獄
さ
れ
た
農
奴
が
聖
ブ
ノ
ワ
の
加
護
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
城
の
牢
番
た
ち
が
聖
ブ
ノ
ワ
の
祝
祭
に
出
か
け
る
た
め
に
、
数
日
間
獄
舎
を
留
守
に
し
た
。
そ
の
と
き
聖
ブ
ノ
ワ
へ
の
信
心
を
誓
っ

た
農
奴
に
奇
跡
が
起
こ
る
。
農
奴
は
一
瞬
の
う
ち
に
幟
町
か
ら
抜
け
出
て
、
フ
ル
ー
リ
修
道
院
の
教
会
堂
へ
と
運
ば
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

祭
り
か
ら
戻
っ
て
き
た
牢
番
た
ち
は
、
出
掛
け
の
さ
い
に
厳
重
に
施
錠
し
た
あ
と
が
変
わ
ら
ず
そ
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
聖
人
の
威

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

光
に
濡
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
、
と
物
語
は
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
投
獄
の
理
由
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
農
奴
が

聖
ブ
ノ
ワ
を
祀
る
フ
ル
ー
リ
修
道
院
の
従
属
民
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
逸
話
が
伝
え
よ
う
と
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
修
道
院
と
そ
の
守
護
者
で
あ
る
聖
人
は
、
世
俗
領
主
の
裁
判
権
を
凌
駕
す
る
存
在
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
修
道
院
は
世
俗
領
主
の
裁
判
権
の
被
害
者
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
の
サ
ン
・

メ
ク
サ
ン
修
道
院
の
一
証
書
に
は
、
修
道
院
に
属
す
る
ひ
と
り
の
農
奴
の
運
命
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
バ
ン
プ
ル
ー
の
ク
レ
テ

イ
ア
ン
の
息
子
で
あ
る
ピ
エ
ー
ル
は
、
領
主
で
あ
る
修
道
士
た
ち
相
手
に
犯
し
た
土
塀
と
悪
行
の
ゆ
え
に
捕
ら
え
ら
れ
、
以
後
長
ら
く
牢
房
に
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つ
な
が
れ
て
い
た
。
だ
が
つ
い
に
、
そ
れ
ま
で
頑
と
し
て
否
定
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
自
分
は
聖
メ
ク
サ
ン
の
体
僕
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
告
白
し
た
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
、
不
服
従
な
農
奴
は
城
だ
け
で
な
く
修
道
院
内
に
設
け
ら
れ
た
牢
房
に
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
」
－

F
・
ル
マ
リ
ニ
エ
や
C
・
フ
ァ
ン
・
デ
・
キ
ー
フ
ト
が
論
じ
た
よ
う
に
、
教
会
領
主
も
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
イ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
権
の
枠
を
超
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

バ
ン
領
主
へ
と
成
長
す
る
途
上
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
ま
さ
に
世
俗
領
主
と
同
種
の
刑
罰
の
方
法
に
依
拠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
農
奴
を
犯
罪
者
と
し
て
牢
房
に
閉
じ
込
め
る
そ
の
目
的
は
、
先
に
述
べ
た
「
買
戻
し
」
に
あ
っ
た
。
実
際
、
上
記
の
ピ
エ
ー
ル
も
朋
輩
た
ち

に
用
立
て
て
も
ら
っ
た
多
額
の
金
銭
と
引
き
換
え
に
は
じ
め
て
解
放
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
同
時
代
人
た
ち
が
牢
獄
に
つ

な
が
れ
た
騎
士
と
従
属
民
た
ち
の
問
に
明
確
な
区
別
を
設
け
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
戦
争
と
裁
判
と
い
う
一
見
か

け
離
れ
た
二
つ
の
領
域
を
共
通
の
論
理
が
ま
た
い
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
従
来
の
研
究
は
以
上
の
よ
う
な
事
例
に
言
及
し
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
金
銭
欲
に
愚
か
れ
た
領
主
の
横
暴
ぶ
り
ば
か
り
を
強
調
し
が
ち
で
あ
っ
た
。

だ
が
拘
禁
と
そ
れ
に
続
く
買
戻
し
か
ら
は
、
む
し
ろ
犯
罪
者
の
身
体
と
財
産
に
対
す
る
＝
疋
の
関
与
の
仕
方
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
お
も
わ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
バ
ン
領
主
に
よ
る
拘
禁
は
、
た
と
え
ば
近
代
の
拘
禁
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
近
代
の
監
獄
が
そ
れ
自
体
と

し
て
刑
罰
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
城
へ
の
拘
禁
に
は
な
ん
ら
罪
の
償
い
の
意
味
は
な
い
。
ま
た
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の

よ
う
に
、
取
調
べ
と
拷
問
の
た
め
の
時
間
で
も
、
ま
た
体
刑
や
処
刑
ま
で
の
猶
予
期
間
と
い
う
の
で
も
な
く
、
た
ん
に
罰
金
を
確
保
す
る
た
め

の
中
間
的
措
置
と
し
て
の
役
割
だ
け
を
担
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
買
戻
し
は
闇
雲
な
富
の
獲
得
方
法
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
同
時
代
に
騎
士
た

ち
の
戦
争
の
な
か
で
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
人
質
獲
得
の
慣
行
と
同
じ
は
た
ら
き
を
裁
判
の
な
か
で
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
捕
虜
の
騎
士
が
殺

害
さ
れ
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
犯
罪
者
の
農
奴
も
殺
害
を
目
的
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
城
へ
の
拘
禁
に
は
、
あ
る
目
標
に
対

す
る
限
定
的
な
役
割
だ
け
が
あ
て
が
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
買
戻
し
は
領
主
に
よ
る
刑
罰
の
一
つ
の
象
徴
的
な
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
す
べ
て
の
犯
罪
者
が
城
や
修
道
院
の
牢
房
に
連
行

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
が
、
人
の
生
命
と
身
体
を
買
い
戻
し
可
能
な
対
象
と
し
て
活
用
す
る
と
い
う
方
法
が
同
時
代
の
裁
判
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と
戦
争
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
は
、
封
建
社
会
に
お
け
る
権
力
の
あ
り
か
た
一
般
に
つ
い
て
何
か
を
示
唆
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
た
と
え
ば
、

J
・
ダ
ン
バ
ビ
ン
は
最
近
の
著
作
の
な
か
で
、
一
一
－
一
三
世
紀
の
西
洋
世
界
に
お
い
て
城
や
修
道
院
そ
の
他
の
施
設
へ
投
獄
が
行
わ
れ
る
主

な
目
的
は
、
身
代
金
や
政
治
上
の
譲
歩
な
ど
を
被
拘
禁
者
あ
る
い
は
そ
の
関
係
者
か
ら
引
き
出
す
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
強
制
目
的
の

8
曾
9
＜
Φ
」
捕
囚
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
や
は
り
戦
争
捕
虜
と
封
建
領
主
に
よ
っ
て
幽
閉
さ
れ
る
従
属
農
民
の
類
縁
性
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
。
ダ
ン
バ
ビ
ン
は
、
「
待
ち
伏
せ
に
あ
っ
て
敗
北
す
る
の
は
、
法
廷
で
断
罪
さ
れ
る
の
に
等
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

判
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
、
戦
争
で
捕
虜
に
な
る
こ
と
と
有
罪
宣
告
が
し
ば
し
ば
同
～
視
さ
れ
た
と
の
だ
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。
封
建
社

会
に
お
け
る
戦
争
と
裁
判
の
関
係
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
色
々
な
方
向
に
議
論
を
押
し
広
げ
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
従
属
農
昆
の
誘
拐
は
戦
争
の
人
質
獲
得
と
共
通
す
る
と
い
う
点
で
、
同
時
代
的
な
環
境
に
根
ざ
し
た
刑
罰
の
論
理
の
一
側
面
で
あ
っ

た
。
で
は
、
領
主
裁
判
権
の
よ
り
一
般
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
証
書
史
料
の
な
か
で
領
主
裁
判
権
を

も
っ
と
も
一
般
的
に
指
示
す
る
用
語
で
あ
る
「
ウ
ィ
カ
リ
ア
」
の
使
用
法
と
意
味
内
容
を
検
討
し
、
そ
の
う
え
で
買
戻
し
と
の
関
係
を
考
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

①
O
』
毎
ざ
Q
ミ
ミ
ミ
自
尽
§
幽
・
『
薫
・
き
愚
考
臆
§
織
鴨
、
§
ミ
辱
§
♀

　
謹
ミ
竃
爲
導
駄
§
糞
一
り
認
．

②
　
山
内
進
魍
略
奪
の
法
観
念
史
臨
東
京
大
学
出
版
会
、
～
九
九
三
年
。

③
即
9
§
§
馬
§
曾
麸
N
器
9
0
．
し
σ
㊦
Φ
。
戸
ζ
○
ご
異
色
薄
P
℃
8
（
畿
■
）
甲

　
6
り
9
や
嵩
◎

④
い
§
；
救
§
§
ミ
ミ
腰
強
ミ
融
凄
誌
（
以
下
恥
§
§
聖
蹄
と
略
記
）
”
鼠
■
U
、
〉
げ
－

　
げ
①
〉
昌
b
d
o
鼠
菌
只
区
．
ソ
一
。
。
O
メ
一
山
一
9

⑤
卜
塁
達
ミ
ら
勇
戦
砺
ミ
ミ
ヒ
d
§
。
酔
臥
紆
O
Φ
匿
ぎ
（
ひ
伍
．
）
L
。
。
㎝
。
。
”
㊤
∴
．
な
お
、

　
こ
の
奇
蹟
集
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
聖
な
る
『
報
復
臨
i
『
聖
ブ
ノ
ワ
の
奇

　
蹟
』
と
封
建
社
会
」
服
部
春
彦
・
谷
川
稔
編
欄
フ
ラ
ン
ス
史
か
ら
の
問
い
』
山
翔

　
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
五
一
四
八
頁
。

⑥
9
ミ
駐
無
§
ミ
ミ
ミ
恥
讐
ミ
勉
Q
・
尋
ミ
ぎ
§
鳶
譜
鳴
き
§
向
い
§
い
§
㌣

　
§
ミ
（
以
下
恥
ミ
ミ
・
§
§
ミ
と
略
記
）
甲
諺
．
零
。
訂
識
（
a
・
）
し
。
。
。
。
ρ
P
二
①
．
修

　
道
院
の
例
と
し
て
ほ
か
に
、
卜
鴨
卜
§
㎡
譜
面
題
昏
魯
誉
導
δ
認
籍
さ
§
o
ミ
帖
§

　
》
・
留
ざ
。
口
（
憂
し
鵜
。
。
三
二
■
一
8
．

⑦
H
．
・
筆
ピ
Φ
塁
話
臥
Φ
柴
．
訂
山
巨
。
。
象
。
嵩
曾
・
・
讐
α
q
¢
ω
二
二
①
腰
。
窪
珍
ω
伽
Φ
ω

　
・
δ
8
ω
自
誓
象
器
6
。
・
三
×
甲
×
團
①
し
。
一
辺
Φ
。
。
）
．
．
》
§
§
蜷
恥
卜
§
旨
き
慧
§
し
O
◎
一
も
や

　
お
緊
念
O
二
匹
‘
、
．
O
Φ
一
、
ぎ
日
毎
ま
巴
鋤
ω
Φ
帥
α
q
尾
巳
②
8
藩
。
。
誘
9
器
匹
Φ
ω

　
・
・
叶
Φ
蝕
8
冨
。
・
。
8
ε
量
①
凹
し
…
仙
、
猪
穿
①
窪
　
㊦
－
号
－
甲
き
。
Φ
簿
号
霧
厨
挙

　
σ
q
δ
霧
＜
。
巨
器
。
・
畠
、
琶
憂
蕾
象
唱
δ
羅
。
・
傷
Φ
ω
℃
H
①
巨
Φ
窃
○
巷
鑑
Φ
器

　
（
⑩
G
Q
刈
山
一
〇
『
）
．
．
甲
甦
§
蹴
S
装
。
譜
§
ミ
6
蹄
§
国
§
尽
§
ミ
“
題
昏
O
S
譜
N
即

　
b
ロ
ミ
勲
峠
■
一
獄
り
①
α
も
マ
①
お
・
①
G
。
O
篇
餌
‘
、
、
〉
黛
。
江
山
”
港
島
私
。
羅
儒
⑦
夘
。
げ
①
冨
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一
Φ
型
㊦
舅
℃
o
震
Q
ら
既
罧
・
U
窪
一
ω
（
一
〇
〇
G
。
）
甲
O
ミ
鳶
§
、
§
§
面
恥
魯
N
冨
ミ
薮
ミ
叫
恥
譜
偽

画
、
§
、
貫
～
§
防
ミ
い
ミ
鳴
や
～
ミ
諜
し
O
謬
甲
飴
く
邑
点
信
ぎ
も
ワ
認
甲
○
。
ホ
一
ρ
く
雪
躰
Φ

田
Φ
｛
賞
、
目
餌
ω
の
お
審
母
霧
島
Φ
一
、
急
げ
避
㊦
鳥
Φ
ω
9
ぎ
こ
Φ
自
尊
．
諺
p
σ
q
ゆ
ぞ
覆
ヨ
厳
2

曾
×
剛
Φ
ω
δ
9
①
．
、
甲
ミ
逡
ミ
ミ
§
ミ
免
、
ミ
遷
鳥
、
一
一
¢
①
メ
署
■
一
①
甲
碧
し
臼
二
恥
”
肉
ミ
懸

　
財
ミ
貯
暮
ミ
，
ミ
ミ
ミ
簿
凌
粛
ミ
ミ
貯
罫
馬
㌣
龍
§
面
目
ミ
O
｝
§
ミ
壁
≧
、
譜
奪
寒

　
鴇
～
蔑
£
P
ゆ
①
ρ

⑧
旨
∪
§
ぴ
p
駅
戸
ξ
ぎ
昼
§
概
ミ
ミ
。
ミ
ミ
ミ
詩
興
ぎ
職
N
肉
ミ
思
魯

　
N
ミ
や
謎
0
9
卜
⊃
0
8
も
℃
■
○
。
ゐ
一
〇
『
①
■

第
二
章
ウ
ィ
カ
リ
ア

西部・申部フランス封建社会における領主裁判（轟木）

　
ウ
ィ
カ
リ
ア
は
本
稿
の
村
象
と
す
る
地
域
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
一
〇
世
紀
ま
で
は
、
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
に
よ
っ
て
創
設

さ
れ
た
伯
管
区
（
パ
グ
ス
）
の
下
位
行
政
区
画
を
指
す
用
語
で
あ
り
、
所
領
（
ヴ
ィ
ラ
）
な
ど
の
空
間
的
位
置
を
「
～
パ
グ
ス
の
、
～
ウ
イ
カ
リ

ア
の
、
～
ヴ
ィ
ラ
」
と
い
う
具
合
に
指
示
す
る
概
念
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
一
〇
世
紀
末
か
ら
一

一
量
紀
初
頭
か
け
て
、
以
前
の
地
理
的
含
意
を
喪
失
し
て
、
封
建
領
主
の
処
罰
権
の
総
体
を
指
示
す
る
用
語
へ
と
転
化
す
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
新
し
い
時
代
の
ウ
ィ
カ
リ
ア
は
、
封
建
領
主
と
主
従
関
係
を
結
ん
で
い
る
騎
士
階
級
を
除
外
し
た
、
支
配
領
域
下
の
従
属
民
に
対
す
る
領

主
裁
判
権
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
そ
れ
が
概
念
上
正
確
に
は
何
を
指
示
し
て
い
る
か
は
じ
つ
は
判
然
と
せ
ず
、
研
究
者
に
と
っ
て
難
問
と
な
っ
て
き
た
。
現
在
の
と
こ

ろ
、
基
本
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
は
F
・
ロ
ー
の
見
解
で
あ
ろ
う
。
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
は
封
建
領
主
問
で
譲
渡
さ
れ
る
場
合
に

殺
人
、
窃
盗
、
放
火
、
暴
行
の
四
事
件
が
留
保
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。
一
つ
は
、
こ
の

留
保
は
後
の
上
級
あ
る
い
は
流
血
裁
判
権
の
萌
芽
と
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
留
保
の
事
実
そ
れ
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

体
が
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
が
包
括
的
な
裁
判
権
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ロ
i
説
に
は
J
・
ブ
サ
ー
ル
に
よ
る
反
論
が
あ
る
。
大
多
数
の
証
書
で
は
単
に
ウ
ィ
カ
リ
ア
の
語
へ
の
雷
及
が
あ
る
だ
け
で
、
そ

の
内
容
が
わ
か
ら
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
な
の
だ
が
、
ブ
サ
ー
ル
は
意
味
内
容
へ
の
明
示
的
な
雷
及
が
見
ら
れ
る
ア
ン
ジ
ュ
ー
・
ト
ゥ
レ
ー
ヌ
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地
方
の
証
書
数
件
を
選
び
出
し
か
つ
公
刊
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
簡
単
な
解
説
を
施
し
た
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
と
時
々
併
記
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
「
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
冒
。
。
猛
悪
」
の
語
に
着
目
し
、
後
者
が
法
廷
で
の
審
理
権
限
を
意
味
し
、
前
者
は
他
所
領
に
侵
入
し
て
犯
罪
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

拘
束
し
、
罰
金
を
徴
収
す
る
権
限
の
謂
い
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
た
だ
、
ブ
サ
ー
ル
の
主
張
は
有
益
な
示
唆
を
含
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
ウ
ィ

カ
リ
ア
の
厳
密
な
語
義
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
歴
史
的
な
感
覚
を
失
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
B
・
ル
メ
ル
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
ブ
サ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ル
は
逮
捕
権
と
裁
判
権
を
峻
別
す
べ
き
だ
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
近
代
的
司
法
の
発
想
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
以
下
、
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

サ
ー
ル
の
選
ん
だ
史
料
を
主
に
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
の
用
語
法
と
意
味
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
最
初
の
証
書
は
、
九
七
八
年
に
プ
ロ
ワ
伯
ウ
ー
ド
が
ソ
ミ
ュ
ー
ル
地
方
の
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
修
道
院
の
権
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
将
来
の

ソ
ミ
ュ
ー
ル
城
主
の
も
つ
権
限
に
つ
い
て
予
め
規
定
し
た
条
文
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
将
来
の
城
主
は
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
修
道

院
の
所
領
内
で
各
種
の
通
行
税
と
流
血
事
件
に
か
か
わ
る
い
か
な
る
賦
課
祖
も
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
、
た
だ
し
、
外
部
者
に
よ
る
放
火
、
窃

盗
、
暴
行
、
殺
人
の
四
事
件
だ
け
は
城
主
に
留
保
さ
れ
る
。
ウ
ィ
カ
リ
ア
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
四
事
件
に
つ
い
て
さ
ら
に
限
定

条
件
が
加
え
ら
れ
る
次
の
部
分
に
お
い
て
で
あ
る
。
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し
か
し
、
も
し
こ
れ
ら
の
事
件
が
同
所
領
の
プ
レ
ヴ
ォ
（
修
道
院
の
所
領
役
人
）
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
な
ら
ば
、
修
道
院
の
裁
判
（
桜
田
9
践
鋤
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
と
き
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
（
城
主
の
所
領
役
人
）
は
侵
入
す
る
権
限
を
持
た
な
い
も
の
と
す
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
除
い
て
は
、
通
行
税
に
よ
っ
て
も
ウ
ィ
カ
リ
ア
に
よ
っ
て
も
、
修
道
士
や
同
所
領
の
農
奴
た
ち
に
損
害
が
及
ぶ
こ
と
を
余
は
欲
し
な
い

要
す
る
に
、
城
主
役
人
の
権
限
が
修
道
院
の
所
領
役
人
と
の
関
係
で
複
数
の
条
件
の
も
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で

ウ
ィ
カ
リ
ア
が
、
修
道
院
の
裁
判
領
域
に
侵
入
し
て
犯
罪
者
を
捕
縛
す
る
権
限
と
し
て
言
い
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
、
ブ
サ
ー
ル
の
挙
げ
る
三
つ
め
の
証
書
（
二
世
紀
初
）
に
つ
い
て
も
該
当
す
る
。
そ
こ
に
は
、
ブ
ル
グ
イ
ユ
修
道
院
に
ウ
ィ
カ
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リ
ア
を
寄
進
し
た
ソ
ミ
ュ
ー
ル
城
の
騎
士
ユ
ベ
ー
ル
に
よ
る
次
の
よ
う
な
誓
約
が
み
ら
れ
る
。
「
余
の
相
続
人
も
親
族
も
息
子
も
、
何
人
た
り

と
も
、
余
の
有
す
る
命
令
書
を
も
た
な
い
。
す
な
わ
ち
、
窃
盗
、
暴
行
、
流
血
事
件
、
殺
人
、
放
火
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
法
の
慣
習
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
追
及
さ
れ
る
い
か
な
る
事
件
に
つ
い
て
も
、
侵
入
す
る
権
限
を
も
た
な
い
。
」
こ
こ
で
も
ウ
ィ
カ
リ
ア
は
犯
人
追
及
の
た
め
の
侵
入
行
為
と

し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
二
つ
の
証
書
は
叙
述
こ
そ
簡
略
で
あ
る
が
、
先
の
ブ
サ
ー
ル
の
見
解
を
裏
づ
け
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し

注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
が
そ
し
て
残
り
も
す
べ
て
が
、
世
俗
領
主
の
ウ
ィ
カ
リ
ア
を
そ
の
ま
ま
記
述
し
た
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
と
修
道
院
の
裁
判
権
と
の
関
係
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
侵
入
に
関
す
る
規
定
は
ウ
ィ
カ
リ
ア
の

語
義
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
背
景
事
情
に
由
来
す
る
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
騎
士
ユ
ベ
ー
ル
の

場
合
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
は
ブ
ル
グ
イ
ユ
修
道
院
に
譲
渡
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
あ
と
誓
約
が
遵
守
さ
れ
れ
ば
ブ
ル
グ
イ
ユ
が
こ
の
権
利
を
行
使

す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
「
侵
入
」
の
必
要
性
は
も
は
や
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
侵
入
の
記
述
は
状
況
本
位
の
も
の

に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
ウ
ィ
カ
リ
ア
と
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
有
効
で
は
な
い
よ
う

に
お
も
わ
れ
る
。

　
一
　
つ
め
の
証
書
も
一
つ
め
と
同
じ
く
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
修
道
院
関
連
の
文
書
で
あ
り
、
再
び
ソ
ミ
ュ
ー
ル
城
主
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て

い
る
。
今
度
は
ソ
ミ
ュ
ー
ル
城
主
グ
ド
ゥ
ワ
ン
と
の
問
に
結
ば
れ
た
協
約
を
記
し
た
も
の
で
、
「
グ
ド
ゥ
ワ
ン
は
、
窃
盗
、
暴
行
、
放
火
、
殺

人
、
武
器
に
よ
る
襲
撃
以
外
に
つ
い
て
の
い
っ
さ
い
の
領
主
権
限
を
も
た
な
い
。
グ
ド
ゥ
ワ
ン
の
所
領
役
人
は
い
か
な
る
者
も
、
わ
れ
ら
の
プ

レ
ヴ
ォ
の
同
伴
な
し
に
は
、
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
の
い
か
な
る
所
領
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
侵
入
し
て
、
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
を
行
使
す
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
も
、
修
道
院
側
の
懸
案
と
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
所
領
へ
の
侵
入
で
あ
る
。
し
か
し
、
じ
つ
は
こ
の
証
書
に
は
城
主
役
人
に
よ
る

「
侵
入
」
へ
の
言
及
は
あ
る
が
、
「
ウ
イ
カ
リ
ア
」
の
語
は
登
場
し
な
い
。
し
か
も
、
侵
入
は
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
と
罰
金
徴
収
と
連
続
す
る
手
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続
き
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
の
条
件
が
、
「
窃
盗
、
暴
行
、
放
火
、
殺
人
、
襲
撃
の
場
合
、
わ
れ
ら
の
農

奴
が
別
の
所
領
の
農
奴
を
侵
害
し
た
か
、
わ
れ
ら
の
コ
リ
ベ
ー
ル
（
西
フ
ラ
ン
ス
に
見
ら
れ
る
一
種
の
従
属
民
）
が
、
わ
れ
ら
の
所
領
に
せ
よ
他
の

所
領
に
せ
よ
農
奴
を
殺
害
し
た
場
合
で
あ
る
」
と
や
は
り
同
じ
五
事
件
と
の
か
か
わ
り
で
ま
ず
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
で
は
、
場
所

が
市
場
に
限
定
さ
れ
た
う
え
で
次
の
よ
う
な
罰
金
規
定
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
所
領
外
部
者
が
市
場
に
お
い
て
グ
ド
ゥ
ワ
ン
の
ヴ

ォ
ワ
イ
エ
に
告
発
を
行
い
、
し
か
も
そ
の
告
発
相
手
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
場
合
に
は
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
の
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
行
使
が
全
面
的

に
認
め
ら
れ
る
～
方
で
、
市
場
の
外
で
告
発
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
修
道
院
役
人
と
と
も
に
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
を
行
使
せ

ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
裁
判
収
入
の
半
分
は
修
道
院
に
譲
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
市
場
の
中
の
現

行
犯
に
対
し
て
全
額
の
罰
金
を
徴
収
で
き
る
が
、
市
場
の
外
で
の
告
発
で
は
、
半
分
の
罰
金
し
か
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ

⑧
る
。　

こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
侵
入
と
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
は
相
互
に
独
立
し
た
権
限
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
罰
金
に
至
る
ま
で
の
ひ
と
か
た
ま

り
の
処
罰
権
の
連
続
的
な
段
階
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
他
の
大
多
数
の
史
料
で
は
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
の
語
は
直
接
的
に

罰
金
の
斎
言
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ル
・
マ
ン
の
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
サ
ン
修
道
院
と
紛
争
状
態
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
あ
る

世
俗
領
主
が
か
つ
て
の
譲
渡
を
再
認
し
た
証
書
で
は
、
「
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
教
会
墓
地
と
パ
レ
と
い
う
名
の
所
領
に
お
け
る
ウ
ィ
カ
リ
ア
の
三

　
　
　
　
　
　
　
⑨

分
の
一
を
譲
渡
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
も
ふ
つ
う
端
的
に
罰
金
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
以
下
は
、
オ
ル
レ
ア

ネ
地
方
の
有
力
城
主
ジ
ロ
ン
・
ド
・
シ
ュ
リ
が
、
フ
ル
ー
リ
修
道
院
に
シ
ャ
テ
ィ
ヨ
ン
と
い
う
所
領
に
つ
い
て
の
諸
権
利
を
移
譲
し
た
さ
い
の

証
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ユ
ス
テ
ィ
テ
ア
は
分
割
さ
れ
う
る
裁
判
収
入
と
い
う
以
外
の
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
。
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ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
い
か
な
る
ユ
ス
テ
イ
テ
イ
ア
の
分
け
前
を
得
る
こ
と
も
な
い
。
た
だ
し
、
修
道
士
プ
レ
ヴ
ォ
も
俗
人
プ
レ
ヴ
ォ
も
裁
く
こ
と
が
で
き
な

い
事
件
は
別
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
三
分
の
二
を
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
が
取
得
し
、
残
り
の
三
分
の
一
を
修
道
士
プ
レ
ヴ
ォ
へ
と
渡
す
。
ま
た
重
罪
事
件
は
な
ん



で
あ
れ
、
六
〇
ス
ー
以
上
徴
収
す
る
こ
と
は
な
い
。
決
闘
の
慣
習
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
聖
ブ
ノ
ワ
の
土
地
の
領
民
か
ら
は
何
も
と
ら
な
い
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

だ
し
外
部
者
か
ら
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
に
訴
え
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
半
分
を
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
が
、
残
り
の
半
分
を
修
道
士
プ
レ
ヴ
ォ
が
受
け
取
る
も
の
と
す
る

部・中部フランス封建社会における領主裁判（轟木）

　
ブ
サ
ー
ル
の
第
四
の
証
書
で
も
、
マ
ル
ム
テ
ィ
エ
修
道
院
の
所
領
に
お
い
て
修
道
院
の
従
属
民
が
犯
罪
を
働
い
た
場
合
、
テ
ダ
シ
ウ
ス
と
い

う
名
の
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
に
は
「
ウ
ィ
カ
リ
ア
を
支
払
う
必
要
が
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
と
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
は
一

続
き
の
処
罰
権
を
構
成
し
て
い
て
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
最
終
的
に
含
意
す
る
罰
金
こ
そ
が
、
裁
判
権
を
め
ぐ
る
領
主
た
ち
の
第
一
の
関
心
事
だ

っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
こ
の
点
は
、
ブ
サ
ー
ル
の
あ
げ
る
最
後
の
史
料
、
す
な
わ
ち
マ
ル
ム
テ
ィ
エ
翌
翌
院
と
ロ
シ
ュ
コ
ル
ボ
ン
と
い
う
所
領
の
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
と
の

間
に
持
ち
上
が
っ
た
一
二
世
紀
初
頭
の
係
争
記
録
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
係
争
は
、
マ
ル
ム
テ
ィ
エ
修
道
院
の
あ
る
農
作
業
場
で
起
こ
っ
た
窃

盗
事
件
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
脱
穀
作
業
を
行
っ
て
い
た
農
奴
が
小
麦
の
一
部
を
盗
み
隠
匿
し
た
が
、
「
ウ
ィ
カ
リ
ア
の
領
主
」

ギ
ー
が
居
合
わ
せ
た
現
場
で
そ
の
小
麦
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ギ
ー
は
「
ウ
ィ
カ
リ
ア
を
理
由
に
」
窃
盗
犯
た
ち
を
連
行
す
る
権
利
を
要

求
し
た
。
し
か
し
、
修
道
院
側
の
所
領
役
人
は
、
ギ
ー
は
「
農
作
業
場
と
収
穫
物
の
ウ
ィ
カ
リ
ア
」
を
所
有
し
て
い
な
い
と
し
て
そ
の
要
求
を

拒
否
し
た
。
そ
の
結
果
事
態
は
紛
糾
し
、
事
件
は
ロ
シ
ュ
コ
ル
ボ
ン
領
主
の
法
廷
で
の
係
争
に
発
展
す
る
。
法
廷
で
は
、
修
道
院
側
の
証
人
が

熱
鉄
の
神
判
を
提
案
し
て
自
己
の
主
張
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
ギ
ー
側
は
こ
れ
を
拒
絶
し
た
が
、
結
果
と
し
て
敗
訴
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

最
終
的
に
修
道
士
た
ち
は
「
窃
盗
犯
か
ら
何
も
反
論
が
な
か
っ
た
の
で
、
…
…
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
を
行
使
し
、
い
っ
さ
い
の
犯
罪
に
か
か
わ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

罰
金
を
わ
れ
ら
の
意
思
に
沿
っ
て
徴
収
し
た
」
と
い
う
。

　
こ
の
史
料
は
、
他
の
四
つ
の
史
料
よ
り
も
ほ
ぼ
一
世
紀
の
ち
の
も
の
で
あ
り
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
の
細
分
化
の
進
行
や
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
を
世
襲
し

た
役
人
の
小
領
主
化
な
ど
の
様
子
を
窮
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
犯
罪
者
の
身
柄
の
拘
束
と
罰
金
の
徴
収
が
お
も
に
争

点
で
あ
っ
て
、
略
式
の
裁
判
が
あ
っ
た
こ
と
だ
け
を
匂
わ
せ
る
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ブ
サ
ー
ル
の
裁
判
権
と
逮
捕
権
の
分
離
と
い
う
前
提
は
あ
ま
り
有
効
だ
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
以
上
の
史

料
か
ら
雷
え
る
の
は
、
誰
が
犯
罪
者
の
身
柄
を
確
保
し
て
罰
金
を
徴
収
す
る
か
と
い
う
問
題
が
ウ
イ
カ
リ
ア
や
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
の
規
定
の
中

心
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
～
義
的
な
権
利
と
し
て
仮
定
す
る
の
は
不
適
当
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
裁
判
の
具
体

的
な
審
理
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
何
も
語
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ウ
ィ
カ
リ
ア
し
か
記
述
が
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

場
合
、
裁
判
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
に
つ
い
て
の
史
料
が
強
調
し
て
い
る
犯
罪
者
の
捕
縛
と
罰
金
と
い
う
点
を
先
の
買
戻
し
と
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
両
者

の
問
に
は
推
定
可
能
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
城
へ
の
誘
拐
は
、
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
犯
罪
者
が
罰

金
の
支
払
い
に
同
意
し
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
犯
罪
者
本
人
か
ら
罰
金
を
徴
収
で
き
な
い
場
合
、
強
制
的
に
そ
の
家
族
、
親
族
、
さ
ら
に
は
朋

費
か
ら
引
き
出
す
た
め
の
代
替
的
な
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
買
戻
し
は
単
に
戦
争
と
共
通
点
が
あ
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
の
極
端
な
形
態
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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⑬

　
と
こ
ろ
で
、
L
・
ア
ル
フ
ァ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
罰
金
は
裁
判
領
主
が
全
額
な
い
し
は
そ
の
大
半
を
手
手
中
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
に
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
ま
で
の
被
害
者
へ
の
賠
償
が
見
当
ら
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
も
容
易
に
推
測

さ
れ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
史
料
上
は
罰
金
刑
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
刑
罰
と
い
っ
て
よ
い
。
ブ
ロ
ッ
ク
、
デ
ユ
ビ
ー
、
R
・
フ
ォ
シ
エ
ら
、

一
～
世
紀
の
バ
ン
領
主
が
流
血
裁
判
権
を
行
使
し
た
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
研
究
者
も
少
な
く
な
い
が
、
彼
ら
は
前
後
の
時
代
の
体
刑
を

一
一
世
紀
に
無
批
判
的
に
投
影
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
；
笹
紀
以
前
は
、
体
刑
と
お
ぼ
し
き
事
例
は
例
外
的

　
　
　
　
　
　
⑭

と
い
う
ほ
か
な
い
。
ま
た
先
立
つ
時
代
に
つ
い
て
は
、
一
〇
世
紀
前
半
に
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
長
オ
ド
ン
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
聖
ジ
ェ
ロ
ー

伝
』
が
示
唆
的
で
あ
る
。
ジ
ェ
ロ
ー
は
、
伯
の
下
僚
ウ
イ
カ
リ
ウ
ス
と
し
て
裁
判
権
を
行
使
す
る
一
世
俗
領
主
で
あ
っ
た
。
著
者
の
オ
ド
ン
は
、

ジ
ェ
ロ
ー
の
延
性
を
証
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ
を
犯
罪
者
に
対
し
て
寛
容
な
裁
判
官
と
し
て
の
姿
に
求
め
て
い
る
。
ジ
ェ
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⑮

ロ
ー
は
、
部
下
が
独
断
で
執
行
し
た
目
潰
し
刑
を
悔
悟
し
、
自
ら
は
死
刑
に
処
す
べ
き
犯
罪
者
の
逃
亡
を
手
助
け
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
『
聖
ジ
ェ
ロ
ー
伝
』
は
、
逆
説
的
な
か
た
ち
で
～
○
世
紀
前
半
に
お
け
る
体
刑
の
あ
り
ふ
れ
た
観
念
を
選
一
琶
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か

し
、
二
世
紀
が
始
ま
る
こ
ろ
ま
で
に
は
体
刑
の
存
在
は
は
る
か
後
景
に
退
き
、
そ
の
一
方
で
罰
金
が
刑
罰
の
代
名
詞
の
地
位
に
お
さ
ま
る
の

　
　
⑯

で
あ
る
。

　
で
は
議
論
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
罰
金
刑
が
成
立
期
の
領
主
裁
判
権
に
お
い
て
枢
要
の
位
置
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
を
、
刑
罰
の
論
理
と

い
う
本
稿
の
課
題
に
則
し
て
は
た
し
て
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
は
罰
金
刑
の
比
重
の
高
さ
を
確
認
す
る
か
、
先
ほ
ど
述

べ
た
よ
う
に
バ
ン
領
主
の
経
済
的
利
得
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
罰
金
刑
を
支
え
る
歴
史
的
な
土
壌
を
掘

り
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
領
主
裁
判
権
の
も
と
で
犯
罪
を
犯
罪
た
ら
し
め
て
い
る
領
域
に
ま
で
降

り
て
い
っ
て
問
題
の
あ
り
か
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
問
題
の
領
域
と
は
「
慣
習
。
。
霧
器
け
亀
○
」
で
あ
る
よ
う
に

お
も
わ
れ
る
。

①
鳴
．
ぴ
。
5
．
冒
ミ
げ
巴
p
・
・
Φ
二
①
ミ
囲
自
室
ω
｝
▼
、
．
》
淘
§
ミ
翁
§
§
§
ミ
笥
。
、
帖
「

　
ミ
ミ
動
譜
寧
℃
ミ
、
N
§
蹴
卜
鼻
一
り
①
○
○
＼
刈
ω
（
一
G
Q
O
G
σ
ア
℃
唱
．
b
O
O
Q
ω
輩
G
。
O
一
．
ポ
ワ
ト
ゥ
…
の
ウ

　
ィ
カ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
ζ
．
○
霞
騨
戸
乱
㌦
、
び
簿
o
o
p
曾
毎
。
瓜
。
⇒
匹
霧
。
プ
帥
帥
㊦
m
¢
×
簿

　
♂
ω
鳥
①
ω
号
①
㊦
。
。
匹
①
鼠
ミ
紳
。
臥
蚕
Φ
け
曾
・
鼠
。
琶
蕊
・
v
。
m
邑
ヨ
α
q
冨
霧
窪

　
℃
o
ぎ
β
、
ご
沁
き
器
霧
ミ
避
ミ
津
島
。
蹄
辱
§
§
蹄
無
き
§
鷺
芦
H
綜
μ
℃
9
課
為
○
。

　
一
宮
松
浩
憲
「
ポ
ワ
ト
ゥ
に
お
け
る
く
坤
。
震
・
臨
帥
と
く
ご
9
常
器
（
一
〇
～
一
一
　
枇
紀
）
」

　
糊
史
学
雑
誌
』
八
七
－
九
、
【
九
七
八
、
三
四
i
五
九
頁
。

②
｝
■
ゆ
。
島
ω
9
『
負
F
①
曾
。
凝
議
Φ
三
。
9
9
巴
鋤
ぎ
慧
卿
①
匹
①
ρ
信
⑦
5
話
ω
自
。
。
F

　
ヨ
①
三
。
。
欝
α
q
Φ
＜
ぎ
ω
Φ
＝
o
ロ
惹
昌
α
Q
Φ
黒
×
、
、
り
騨
謎
昏
始
ミ
ら
§
野
§
§
ミ
幾
紋
竃
貯
馨
－

　
き
論
ミ
亀
㌔
ミ
ミ
蕉
吻
§
葛
昏
輿
肉
．
卜
暮
§
舞
6
置
も
P
ω
⑩
ふ
蒔
’

③
じ
d
’
ピ
Φ
ヨ
㊦
ω
歩
貯
勉
ミ
慧
亀
蕊
§
ミ
馬
§
馬
§
謹
隷
ミ
畢
§
§
奪
－
舅

　
§
§
轟
一
り
り
P
ワ
ー
リ
ド
巨
①
ω
．
宮
松
も
、
逮
捕
の
あ
と
に
城
主
に
よ
る
裁
判
が

　
ひ
か
え
て
い
る
以
上
、
こ
と
さ
ら
に
達
捕
権
だ
け
を
分
離
す
る
主
張
の
意
義
に
疑

　
義
を
呈
し
て
い
る
。
宮
松
、
前
掲
論
文
、
三
五
頁
。

④
ほ
か
に
も
、
肉
§
ミ
N
籍
肋
ミ
§
譜
筆
ミ
導
免
ミ
強
§
誉
き
§
驚

　
貸
8
や
N
ミ
艶
ζ
軍
2
（
＆
’
）
し
り
O
G
。
ゐ
．
Q
。
。
。
闇
①
介
這
ω
■

⑤
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
ラ
テ
ン
語
で
は
く
ざ
9
蕊
で
、
も
と
も
と
は
カ
ロ
リ
ン
グ
時

　
代
に
ウ
ィ
カ
リ
ア
を
管
轄
し
て
い
た
伯
の
下
僚
の
名
称
で
あ
る
。
し
か
し
、
＝

　
世
紀
以
降
ウ
ィ
カ
リ
ア
と
ウ
ィ
カ
リ
ウ
ス
は
か
つ
て
の
よ
う
な
必
然
的
な
結
び
つ

　
き
を
失
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
他
の
役
職
同
様
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
表
現
す
る

　
こ
と
に
す
る
。

⑥
｝
■
じ
d
8
ω
紹
長
窪
■
鼻
．
曽
娼
P
駆
？
ミ
■

⑦
H
望
診
署
■
心
。
。
ふ
ピ

⑧
團
九
位
；
箸
■
ミ
誌
。
。
．
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⑨
O
ミ
ミ
ミ
ミ
譜
導
寒
δ
・
馬
誉
象
軌
華
§
N
§
様
§
さ
蕊
（
以
下
い
ミ
導
ミ
§
§
琳

　
と
略
記
）
”
≦
①
ω
．
鼠
Φ
呂
。
乙
、
霊
げ
魯
器
（
＆
．
）
り
＝
藁
。
。
c
。
①
山
④
鼻
戸
お
ピ

⑩
肉
§
ミ
岩
垣
客
ミ
§
誉
§
寒
遷
鴨
譜
象
馬
ミ
ー
b
§
。
粋
ら
ミ
ト
。
譜
（
以
下
砺
§
帯

　
b
σ
§
酵
§
ト
。
譜
と
略
記
ン
竃
．
準
8
簿
｝
く
集
2
（
盆
’
）
ト
一
」
O
O
メ
P

　
刈
り
．

⑪
｝
』
8
し
・
ω
舞
F
蝕
・
鼻
ご
唱
℃
．
9
ふ
蒔
■

⑫
領
主
法
廷
の
審
理
に
つ
い
て
は
第
四
章
参
照
。

⑬
じ
田
同
喜
Φ
p
．
、
ピ
Φ
。
・
ぎ
答
鼠
。
窪
窪
蝕
。
芭
「
Φ
ω
塔
婆
翠
巷
8
磐
×
H
Φ
ω
猿
－

　
o
司
．
」
q
．
り
卸
h
ミ
竃
越
き
韓
鼠
鳶
蹴
袋
昼
§
毎
鷺
し
り
8
（
一
り
O
一
）
も
憶
］
誤
幽
O
P

⑭
ζ
し
u
δ
。
ダ
魯
ら
罫
前
掲
書
、
四
五
二
頁
。
O
．
U
昏
ざ
曇
§
図
譜
ミ
織
鵠

　
駐
ミ
§
u
辱
§
§
驚
け
一
甲
一
〇
α
G
。
”
前
川
貞
次
郎
、
鳴
岩
宗
三
訳
『
フ
ラ
ン
ス
文
化

　
此
ん
一
』
、
　
一
九
六
九
年
、
五
六
一
五
七
頁
野
田
こ
．
．
渕
Φ
0
7
Φ
目
0
7
Φ
ω
ω
5
鴨
ゆ
く
。
ご
諏
。
昌

　
号
ω
ぎ
し
。
馨
呂
。
霧
言
象
。
一
鉱
お
ω
唱
①
巳
碧
二
①
×
Φ
2
×
H
Φ
蝕
O
o
ぽ
ω
遠
島
ぽ
ω
巳

　
号
冨
b
d
o
霞
α
Q
o
σ
Q
常
．
、
》
艮
》
き
ミ
ミ
題
ミ
笥
こ
ミ
h
ミ
帽
§
ミ
e
§
曼
一
り
お

　
（
一
Φ
心
①
－
圃
）
層
竈
．
？
8
∴
幻
．
鳴
。
切
。
。
δ
お
ト
ぜ
誉
謹
恥
譜
N
肉
ミ
魯
珊
葛
憩
免
土
野
§
o
・

　
ミ
耐
ミ
題
ミ
旨
鳥
§
眞
く
．
亀
甲
署
■
ω
潔
－
鼻
O
ご
》
．
U
Φ
び
o
H
9
再
割
§
、
ミ
蔚
ミ
讐
§
o
粋

　
、
い
馬
触
も
貯
§
簿
ミ
馬
§
§
墨
田
き
§
§
ミ
ミ
敬
§
蜀
吋
O
O
ρ
署
■
一
〇
〇
。
∴
O
ρ
他
方
、

　
体
刑
の
存
在
に
否
定
的
な
の
は
、
ガ
ロ
ー
、
バ
ル
テ
ル
ミ
…
ら
で
あ
る
。
U
．

　
b
d
p
冨
謙
δ
ヨ
ざ
ト
縞
旨
甑
ミ
誉
℃
鋸
貯
q
§
級
長
寒
嵩
薮
℃
ミ
譜
N
ざ
ド
ミ
織
§
ミ
藩

　
慧
寒
甲
お
り
ω
甲
P
認
μ
p
ω
ω
G
。
一
音
■
O
轟
き
F
話
題
O
隷
結
§
、
N
砺
誉
国
馬
§
馬
ミ

　
導
q
§
§
§
琳
§
、
磯
§
恥
膝
。
馬
脚
、
§
簿
導
ミ
ら
駐
も
．
誌
①
．
ち
な
み
に
、
本

　
稿
が
対
象
と
す
る
地
域
で
は
、
史
料
中
に
と
き
お
り
「
流
血
ω
碧
σ
Q
巳
ω
」
な
る
言

　
葉
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後
に
は
流
血
裁
判
権
を
指
示
す
る
用
語
で
あ
る
が
、
一

　
～
世
紀
の
段
階
で
は
、
「
窃
盗
、
暴
行
、
流
血
、
殺
人
、
放
火
」
と
い
っ
た
併
記

　
の
仕
方
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
流
血
事
件
を
指
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

　
体
刑
は
た
と
え
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
刑
罰
の
な
か
で
き
わ
め
て
周
辺
的
な

　
地
位
し
か
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
お
、
中
世
後
期
か
ら
再
出
現
す
る
体
刑
に

　
つ
い
て
は
、
「
お
わ
り
に
」
を
参
照
。

⑮
き
ミ
葺
貯
卜
§
糞
く
．
冨
G
。
曽
。
鼻
象
《
霧
㎝
．
九
世
紀
の
西
フ
ラ
ン
ク
に
お
け

　
る
伯
法
廷
と
ウ
ィ
カ
リ
ウ
ス
法
廷
に
つ
い
て
は
、
回
議
Φ
ポ
o
P
、
．
U
一
二
三
Φ
ω
⑦
？

　
薮
ヨ
Φ
馨
ぎ
O
舞
。
江
お
貯
嵩
≦
Φ
。
・
仲
卸
磐
。
す
、
ド
乏
’
∪
亡
く
δ
ω
僧
滋
コ
男
8
錘
。
お

　
（
⑦
e
§
免
浄
ミ
§
§
馬
ミ
b
愚
ミ
題
§
肉
ミ
督
さ
ミ
恥
§
N
南
ミ
§
魯
一
〇
c
。
9
箸
．

　
蒔
や
①
餅

⑯
た
だ
し
フ
ラ
ン
ス
史
研
究
者
の
問
で
は
、
一
般
に
一
〇
世
紀
中
は
カ
ロ
リ
ン
グ

　
的
な
司
法
鯖
度
が
存
続
す
る
と
い
う
見
方
が
強
い
が
、
ド
イ
ツ
史
学
で
は
ヒ
ル
シ

　
ュ
以
来
、
二
重
リ
ン
グ
時
代
の
体
刑
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
鎖
罪
金
に
よ
っ
て
賠
償

　
可
能
だ
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
H
・
ヒ
ル
シ
ュ
「
中
世
ド
イ
ツ
に
お
け

　
る
高
級
裁
判
権
第
【
部
（
一
）
」
㎎
熊
本
法
学
』
八
八
、
一
九
九
六
年
、
～
～
三
頁
、

　
一
三
八
頁
。
さ
ら
に
ミ
ッ
タ
イ
ス
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
末
期
か
ら
、
賠
償
の
う

　
ち
領
主
へ
の
罰
金
が
占
め
る
割
合
が
増
加
す
る
と
し
て
、
こ
の
現
象
を
裁
判
権
の

　
「
財
源
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ミ
ッ
タ
イ
ス
の
議
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
史
で
い
え
ば
、

　
＝
世
紀
以
降
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ミ
ッ

　
タ
イ
ス
ー
ー
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
咽
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
（
改
訂
版
）
臨
一
九
七
～
年
、

　
＝
三
頁
、
二
八
八
頁
。
ま
た
服
部
良
久
は
、
＝
一
・
一
三
世
紀
以
降
の
領
域
平

　
和
（
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
）
も
体
刑
を
決
定
的
に
は
定
着
さ
せ
る
に
は
い
た
ら
な
か

　
つ
た
と
論
じ
て
い
る
。
服
部
良
久
「
中
・
近
世
ド
イ
ツ
農
村
社
会
の
武
装
・
暴

　
力
・
秩
序
」
蛍
雪
和
也
編
著
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
社
会
史
撫
、
二
〇
〇
一

　
年
、
三
八
一
…
四
〇
八
頁
。
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第
三
章
　
賦
課
祖
と
し
て
の
裁
判
権

　
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
犯
罪
者
か
ら
強
制
的
に
取
り
立
て
ら
れ
る
罰
金
は
、
戦
争
で
捕
虜
と
な
っ
た
騎
士
た
ち
が
支
払
う
身
代
金
と
通
底
す

る
関
係
に
あ
っ
た
。
だ
が
捕
虜
の
騎
士
か
ら
身
代
金
を
獲
得
す
る
の
が
正
当
な
の
は
、
捕
獲
者
が
戦
争
の
勝
利
者
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
で
は
、

犯
罪
者
に
課
さ
れ
る
罰
金
の
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
慣
習
と
は
領
主
直
写
権
利
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
り
、
一
〇
世
紀
宋
頃
か
ら
と
く
に
証
書
史
料
中
に
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
用
語
を

カ
ロ
リ
ン
グ
的
国
家
制
度
の
崩
壊
過
程
と
結
び
つ
け
る
理
解
の
仕
方
を
提
示
し
た
の
は
ル
マ
リ
ニ
エ
で
あ
る
。
ル
マ
リ
ニ
エ
は
、
紀
元
千
年
前

後
か
ら
城
や
城
塞
化
し
た
修
道
院
が
慣
習
を
集
積
し
て
ゆ
く
過
程
に
着
目
し
て
、
慣
習
を
伯
管
区
か
ら
城
主
支
配
圏
へ
の
移
行
の
重
要
な
指
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
慣
習
は
た
ん
に
権
利
所
有
者
が
交
代
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
支
配
の
原
理
的
な
転
換
を
表
象
す

る
概
念
で
あ
っ
た
点
で
も
重
要
で
あ
る
。
デ
ュ
ビ
ー
の
需
う
よ
う
に
、
カ
ロ
リ
ン
グ
的
な
統
治
が
国
王
あ
る
い
は
そ
の
代
理
人
で
あ
る
伯
か
ら

の
統
治
権
の
「
委
任
」
と
い
う
原
理
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
慣
習
は
、
そ
の
当
の
権
利
が
過
去
に
お
い
て
慣
行
と
し
て
定
着

し
て
い
た
と
い
う
事
実
性
と
そ
れ
を
裏
づ
け
る
人
々
の
記
憶
に
支
え
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
的
な
支
配
原
理
に
対
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

わ
ば
下
か
ら
の
原
理
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
慣
習
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
が
領
主
裁
判
権
で
あ
っ
た
。

　
慣
習
に
は
そ
の
ほ
か
に
、
軍
事
指
揮
権
・
徴
発
権
、
通
行
税
、
市
場
税
、
宿
営
権
、
タ
イ
ユ
（
領
主
へ
の
援
助
金
）
、
城
の
修
理
・
警
護
な
ど

の
賦
役
、
粉
挽
き
場
・
パ
ン
焼
き
竈
・
ブ
ド
ウ
圧
搾
機
の
使
用
強
制
、
十
分
の
一
筋
な
ど
、
多
種
多
様
な
諸
権
利
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸

権
利
は
起
源
か
ら
見
れ
ば
雑
多
な
寄
せ
集
め
と
い
っ
て
よ
い
。
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
諸
権
利
を
バ
ン
領
主
が
取
得
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、

適
し
く
導
入
さ
れ
た
慣
習
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
粉
挽
き
場
な
ど
は
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
ヴ
ィ
ラ
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
使
用
強
制
は
当
初
か
ら
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、
一
一
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
通
行
税
・
市
場
税
も
も
ち
ろ
ん
古
い

起
源
を
も
っ
て
い
る
が
、
バ
ン
領
主
は
独
自
に
家
畜
ご
と
、
荷
役
ご
と
、
商
品
ご
と
の
通
行
に
各
種
の
慣
習
を
新
設
す
る
の
に
余
念
が
な
か
っ
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た
。
賦
役
も
直
営
地
で
の
耕
作
義
務
で
は
も
は
や
な
く
、
城
の
防
衛
に
か
か
わ
る
労
役
が
主
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
慣
習
は
、
い
わ
ゆ
る
法

慣
習
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
領
主
的
諸
権
利
、
た
い
て
い
は
領
主
の
徴
収
す
る
賦
課
祖
の
謂
い
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
ウ
ィ
カ
リ
ア
が
も
っ
と
も
重
要
な
慣
習
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
充
分
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
、
こ

こ
で
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
裁
判
権
が
他
の
慣
習
と
同
じ
概
念
の
う
ち
に
一
律
に
捉
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
前
章
で
検
討
し
た
証
書
の
な
か
に
は
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
つ
か
る
。
「
河
岸
通
行
税
に
よ
っ
て
も
、
耕
地
・
牧
草
地
通
行
税
に
よ

っ
て
も
、
家
畜
通
行
税
に
よ
っ
て
も
、
河
川
流
通
税
に
よ
っ
て
も
、
か
れ
（
ソ
ミ
ュ
ー
ル
城
主
）
の
農
奴
の
流
血
事
件
に
よ
っ
て
も
、
賦
課
祖
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

あ
え
て
要
求
す
る
こ
と
な
き
よ
う
。
」
こ
こ
で
は
、
ソ
ミ
ュ
ー
ル
城
主
の
裁
判
権
は
、
そ
の
他
の
各
種
通
行
税
と
同
じ
結
果
を
も
た
ら
す
権
利

と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
裁
判
権
が
大
き
な
収
入
を
も
た
ら
す
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

罰
金
刑
が
数
あ
る
賦
課
祖
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
奇
妙
な
現
実
か
ら
何
を
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
以
下
で
は
、
あ
る
き
わ
め
て
興
味
深
い
事
例
を
く
わ
し
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
に
光
を
当
て
て
み
た
い
。
サ
ン
・
ド
ニ
修
道

院
の
ペ
リ
ー
地
方
在
の
分
院
ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
ー
ー
オ
ー
ド
の
領
主
裁
判
権
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
か
ん
す
る
分
析
の
あ
と
で
、
慣
習
に
つ
い
て

よ
り
～
般
的
な
展
望
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ラ
・
シ
ャ
ベ
ル
躍
オ
ー
ド
に
は
、
＝
世
紀
後
半
の
日
付
を
も
つ
数
点
の
証
書
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ァ
ン
・
デ
・
キ
ー
フ
ト
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
は
一
二
世
紀
な
か
ば
ご
ろ
の
偽
文
書
の
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
偽
文
書
は
修
道
士
た
ち
の
た
ん
な
る
空
想
で
は
な

く
、
む
し
ろ
フ
ァ
ン
・
デ
・
キ
ー
フ
ト
の
雷
う
よ
う
に
、
か
れ
ら
が
近
隣
の
世
俗
領
主
た
ち
と
の
対
抗
関
係
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
領
主
間
の

係
争
に
お
い
て
自
分
た
ち
の
諸
権
利
を
正
当
化
す
る
手
段
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
に
出
現
し
つ
つ
あ
る
彼
ら
の
領
主
権
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
い
は
実
現
可
能
と
か
れ
ら
が
見
な
し
た
領
主
権
を
示
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
一
修
道
院
の
裁
判
領
主
と
し
て
の

あ
り
か
た
が
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
ま
た
と
な
い
史
料
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
フ
ァ
ン
・
デ
・
キ
ー
フ
ト
の

分
析
が
あ
る
が
、
本
稿
の
関
心
と
考
察
は
も
ち
ろ
ん
自
ず
と
そ
れ
と
は
異
な
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
証
書
か
ら
さ
き
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

58　（674）



西部・中部フランス封建社会における領主裁判（聯木）

　
～
つ
め
は
　
〇
六
七
年
の
日
付
を
も
つ
フ
ィ
リ
ッ
プ
～
世
の
国
王
証
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
が
サ
ン
ー
ー
ド
ニ
修
道
院
に
対
し

て
、
ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
ー
ー
オ
ー
ド
に
お
け
る
イ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
権
を
確
認
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
箇
所
に
は
同
修
道
院
の
裁
判
領

域
に
つ
い
て
の
規
定
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
ー
ー
オ
ー
ド
の
所
領
の
四
つ
角
に
は
十
字
架
の
目
印
が
立
て
ら
れ
て
、
そ
の
領

域
内
に
逃
げ
込
ん
だ
窃
盗
犯
と
そ
の
他
の
犯
罪
者
は
、
盗
ん
だ
財
物
を
返
還
し
て
領
域
内
に
留
ま
る
限
り
は
、
そ
し
て
領
域
内
で
窃
盗
の
容
疑

で
告
発
さ
れ
な
い
限
り
は
、
身
柄
の
安
全
を
保
障
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
分
院
所
領
が
一
種
の
ア
ジ
ー
ル
領
域
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
そ
の
点
で
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
イ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
規
定
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
証
書
の
後
半
部
分
で
は
、
い
か
な
る
世
俗
領
主
も
、
命
令
権
、
通
行
税
、
軍
事
指
揮
権
、
そ
し
て
ウ
ィ
カ
リ
ア
を
行
使
し
て
は

な
ら
な
い
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
近
隣
の
裁
判
領
主
は
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
を
理
由
に
こ
の
ア
ジ
ー
ル
領
域
に
侵
入
し
て
、
そ
こ
で
犯
罪
者

を
捕
縛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
ア
ジ
ー
ル
規
定
に
続
く
部
分
で
は
、
ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
ー
ー
オ
ー
ド
所
領
内
の
住
民
が
、
隣
人
あ
る
い
は
外
部
者
に
対
し
て
不
正
を
働
い

た
場
合
に
は
、
そ
の
す
べ
て
は
分
院
長
の
法
廷
で
裁
か
れ
、
所
定
の
罰
金
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
近
隣
の
領
主
は
、
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

心
遣
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
の
み
、
分
院
長
の
裁
判
権
に
関
与
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
排
他
的
な
ラ
・

シ
ャ
ベ
ル
匪
オ
ー
ド
の
領
主
裁
判
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
～
〇
七
三
年
の
別
の
証
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
分
院
長
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

所
領
内
で
ウ
ィ
カ
リ
ア
を
所
有
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
有
力
修
道
院
の
バ
ン
領
主
へ
の
変
貌
が
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
十
字
架
で
仕
切
ら
れ
た
所
領
は
外
部
に
向
け
て
は
ア
ジ
ー
ル
領
域
で
あ
る
が
、
内
部
に
向
け
て
は
裁
判
領
域
だ

と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
領
域
は
、
あ
る
空
間
の
設
定
に
も
と
づ
い
て
罪
を
問
わ
れ
る
者
と
問
わ
れ
な
い
者
を
選
別
す
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
窃
盗
を
働
き
外
部
世
界
か
ら
こ
の
領
域
に
逃
げ
込
ん
だ
者
の
犯
罪
は
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
消
去
さ
れ
る
が
、
こ
の
領
域
の
住
民
が

働
く
犯
罪
は
、
分
院
長
の
裁
判
権
と
罰
金
刑
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
は
空
間
の
特
殊
な
区
切
り
方
が
犯
罪
の
犯

罪
た
る
ゆ
え
ん
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
十
掌
架
の
規
定
は
他
の
偽
文
書
の
な
か
に
も
繰
り
返
し
現
わ
れ
、
ま
さ
に
同
修
道
院
の
領
主
裁
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判
権
の
中
核
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
に
十
字
架
に
よ
っ
て
裁
判
領
域
が
視
覚
化
さ
れ
る
例
は
、
デ
ュ
ビ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

分
析
し
た
ク
リ
ユ
ニ
ー
修
道
院
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
の
証
書
は
、
分
院
の
所
領
全
般
に
つ
い
て
の
「
イ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
と
自
由
」
を
規
定
し
た
～
般
的
性
格
の
も
の
で
あ
る

が
、
他
の
証
書
は
、
ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
ー
ー
オ
ー
ド
の
修
道
士
た
ち
が
特
定
の
バ
ン
領
主
と
の
関
係
を
念
頭
に
お
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
近
隣
の
ユ
リ
エ
ル
城
主
で
、
一
〇
六
七
年
の
証
書
、
一
〇
七
五
年
の
証
書
で
は
、
時
の
ユ
リ
エ
ル
城
主
ア
ム
ボ
ー
が
、
四
つ
の
十
字
架

の
内
部
に
お
い
て
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
、
命
令
権
、
軍
事
指
揮
権
を
放
棄
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
し
か
も
、
ア
ム

ボ
；
に
限
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
領
主
の
慣
習
も
課
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
内
容
も
併
せ
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
ア
ム
ボ
ー
と
の
関
係
で
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
一
〇
七
五
年
の
証
書
で
定
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
、
ラ
・
シ
ャ
ベ
ル
の
三
つ
の
市
に
関
す
る

領
主
権
限
の
取
り
決
め
で
あ
る
。
冒
頭
で
市
に
ま
つ
わ
る
通
行
税
、
市
場
税
と
な
ら
ん
で
、
贋
金
作
り
、
窃
盗
、
そ
の
他
の
犯
罪
の
罰
金
収
入

が
両
者
の
問
で
折
半
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
市
場
税
の
支
払
い
拒
否
は
六
〇
ス
ー
の
罰
金
（
第
四
条
）
、
棍
棒
あ
る
い

は
拳
で
の
殴
打
も
同
額
の
罰
金
（
第
五
条
）
、
ま
た
市
場
内
あ
る
い
は
ラ
・
シ
ャ
ベ
ル
臼
オ
ー
ド
の
所
領
内
で
剣
を
抜
い
た
者
に
は
六
〇
ス
i
、

そ
の
剣
で
人
を
殴
打
し
た
場
合
は
一
〇
〇
ス
ー
、
さ
ら
に
殺
害
に
及
ん
だ
場
合
は
三
〇
〇
ス
ー
の
罰
金
と
な
っ
て
い
る
（
第
五
条
）
。
し
か
も
、

こ
こ
に
も
犯
罪
者
の
「
買
戻
し
」
が
想
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
収
入
が
修
道
士
と
ア
ム
ボ
ー
の
間
で
や
は
り
折
半
さ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て

い
る
（
第
九
条
）
。
こ
の
三
つ
の
市
は
、
四
旬
節
後
の
第
一
週
、
主
の
昇
天
祭
、
サ
ン
・
ド
ニ
の
祭
日
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
祝
祭
と
そ
れ
に
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ
る
市
と
い
う
非
日
常
的
な
時
間
と
場
所
の
組
み
合
わ
せ
が
、
犯
罪
を

犯
罪
と
し
て
規
定
す
る
大
き
な
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、
こ
の
市
の
時
間
に
は
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
は
た
ら
き
も
付
与
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
＝
二
条
に
は
、
市
を
訪
れ

る
者
が
そ
の
途
中
で
犯
罪
を
働
い
た
場
合
は
、
ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
ー
ー
オ
ー
ド
の
所
領
の
内
部
で
も
、
ま
た
外
部
で
も
捕
縛
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、

と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
分
院
と
ユ
リ
エ
ル
城
主
に
と
っ
て
、
布
か
ら
あ
が
る
通
行
税
、
市
場
税
、
罰
金
収
入
が
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き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
市
へ
の
来
訪
者
に
対
し
て
特
別
の
保
護
を
提
供
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
考
え
ら
れ

る
が
、
市
の
時
間
は
、
そ
こ
に
帰
属
す
る
人
間
の
犯
罪
を
打
ち
消
す
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
同
＝
二
条
に
は
捕
縛
か
ら
の
保
護
に
つ
い
て
二
つ
の
留
保
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
も
い
る
。
一
つ
は
、
そ
の
犯
罪
が
市
あ
る
い
は

ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
ー
ー
オ
ー
ド
所
領
内
で
起
こ
っ
た
場
合
、
も
う
一
つ
は
「
神
の
休
戦
」
期
間
に
盗
難
や
略
奪
が
あ
り
、
そ
の
犯
罪
者
が
市
で
発
見

さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
市
の
裁
判
権
を
分
割
し
て
い
る
分
院
と
ユ
リ
エ
ル
城
主
の
追
及
の
対
象
と
な
る
。

他
方
後
者
の
場
合
は
、
犯
罪
者
は
「
市
で
見
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
」
法
の
追
及
を
受
け
な
い
が
、
そ
の
権
利
は
被
害
者
に
盗
難
物
件
を
返

却
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
市
の
ア
ジ
ー
ル
権
に
＝
疋
の
制
限
が
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
神
の
休
戦
」
は
、
「
神
の

平
和
」
に
続
い
て
起
こ
っ
た
、
一
週
間
の
う
ち
の
数
日
と
特
定
の
祭
B
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の
略
奪
・
暴
力
行
為
を
禁
じ
る
運
動
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
は
逆
に
、
神
の
聖
な
る
時
間
が
追
及
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
を
作
り
出
す
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
問
題
の
留
保
規
定
は
、
ラ
・
シ
ャ
ベ
ル

睡
オ
ー
ド
の
修
道
士
た
ち
が
、
「
神
の
休
戦
」
の
犯
さ
れ
ざ
る
時
間
と
市
の
ア
ジ
ー
ル
の
時
間
と
の
間
に
曲
弾
を
感
じ
て
、
な
ん
ら
か
の
調
整

を
行
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
以
上
の
規
定
に
お
い
て
は
、
属
し
て
い
る
時
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

性
格
が
犯
罪
の
程
度
・
有
無
を
左
右
し
、
結
局
人
が
ど
の
よ
う
に
裁
か
れ
る
か
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

・
ラ
・
シ
ャ
ペ
ル
ー
ー
オ
ー
ド
の
一
連
の
偽
証
書
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
領
主
裁
判
権
の
も
と
で
、
犯
罪
を
犯
罪
た
ら
し
め
る
空
聞
と
時
問

の
創
出
の
一
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
十
字
架
の
標
識
に
よ
る
領
域
設
定
、
市
と
い
う
祝
祭
の
時
問
、
神
の
休
戦
と
い
っ
た
、
空
間
・
時
間
の
あ

る
種
の
切
り
抜
き
が
予
め
社
会
の
う
え
に
施
さ
れ
て
い
て
は
じ
め
て
、
何
ら
か
の
行
為
が
犯
罪
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
知
さ
れ
う
る
基

盤
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
論
理
は
ひ
と
り
修
道
士
た
ち
の
創
作
な
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
世
俗
領
主
と
の
共
同
・
交
渉
の

産
物
で
あ
っ
た
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
た
）
か
ら
、
広
く
封
建
社
会
全
体
に
お
い
て
該
当
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
神

の
平
和
」
「
神
の
休
戦
」
運
動
は
、
暴
力
の
支
配
す
る
ア
ナ
ー
キ
ー
な
社
会
の
な
か
で
、
教
会
人
と
世
俗
諸
侯
た
ち
が
創
出
し
よ
う
と
し
た
～

種
の
国
家
立
法
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
社
会
に
固
有
な
、
犯
罪
を
犯
罪
と
す
る
た
め
の
論
理
の
一
環
と
し
て
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論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
現
代
入
は
均
質
的
な
空
間
と
時
間
の
な
か
で
犯
罪
を
眺
め
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
封
建
社
会
の
人
々
は
、
い
く
つ
か
の
切
断
面
が
走
っ
て
い
る
相
互
に
異
質
な
時
間
と
空
間
の
な
か
で
犯
罪
と
刑
罰
を
経

験
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

62 （678）

　
さ
て
、
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
た
う
え
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
空
間
と
時
間
の
設
定
は
裁
判
権
に
限
ら
ず
、
む
し
ろ
慣
習
一
般
に

該
当
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
さ
き
の
ブ
サ
ー
ル
の
第
二
の
証
書
に
は
次
の
よ
う
に
通
行
税
、
流
通
税
に
つ
い
て
記
し

た
箇
所
が
あ
る
。

　
も
し
わ
れ
ら
（
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
修
道
院
）
の
農
奴
た
ち
が
自
分
の
ぶ
ど
う
畑
で
作
っ
た
ぶ
ど
う
酒
を
好
き
な
と
こ
ろ
ど
こ
へ
運
ん
で
も
、
ソ
ミ
ユ
ー

ル
城
主
の
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
そ
こ
か
ら
河
川
流
通
税
を
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
領
外
民
に
売
っ
た
の
な
ら
、
通
行
税
を
支
払
わ
な
く
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
ら
な
い
。
…
…
家
畜
通
行
税
は
ど
ん
な
取
引
で
あ
れ
、
わ
れ
ら
の
所
領
に
つ
い
て
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
は
慣
習
一
般
に
典
型
的
な
規
定
で
あ
る
。
こ
う
し
た
規
定
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
従
属
農
民
が
河
川
を
渡
っ
て
外
へ
運
び
出

す
も
の
が
ど
の
よ
う
な
物
品
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
売
り
物
で
あ
る
の
か
、
売
る
と
す
れ
ば
そ
れ
を
だ
れ
に
売
る
の
か
、
所
領
の
境
界
を
通
過

す
る
の
が
家
畜
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
物
品
で
あ
る
の
か
、
河
川
や
所
領
の
境
界
を
通
行
す
る
の
が
従
属
農
民
で
あ
る
の
か
そ
う
で
な
い
の
か

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
違
い
に
応
じ
て
、
慣
習
が
発
生
す
る
か
ど
う
か
、
賦
課
祖
は
ど
れ
だ
け
の
金
額
に
な
る
か
、
だ
れ
が
そ
れ
を
徴
収

す
る
か
が
決
ま
る
の
で
あ
る
。
同
じ
証
書
の
な
か
で
、
領
主
裁
判
権
に
つ
い
て
、
市
で
犯
罪
の
告
発
が
な
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
犯
罪
が
誰
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

廷
に
属
す
か
、
ど
の
よ
う
な
罰
金
が
発
生
す
る
の
か
、
逆
に
市
の
外
な
ら
ば
ど
う
な
る
か
、
と
い
っ
た
点
が
争
点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起

す
れ
ば
、
そ
の
共
通
性
は
容
易
に
納
得
さ
れ
よ
う
。
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し
た
が
っ
て
、
犯
罪
者
の
身
柄
の
確
保
は
ブ
サ
ー
ル
が
考
え
た
よ
う
に
近
代
的
な
逮
捕
権
の
問
題
で
は
な
く
、
慣
習
一
般
の
徴
収
に
属
す
る

問
題
で
あ
る
。
犯
罪
者
の
身
柄
を
押
さ
え
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
商
品
を
携
え
て
所
領
の
境
界
線
を
横
切
ろ
う
と
す
る
物
売
り
の
身
柄
を
押

さ
え
る
こ
と
と
類
比
的
な
関
係
に
あ
る
。
犯
罪
を
見
逃
さ
な
い
配
慮
は
、
運
ば
れ
る
物
品
を
見
過
ご
さ
な
い
配
慮
と
同
じ
基
盤
か
ら
生
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
慣
習
一
般
と
裁
判
権
と
の
結
び
つ
き
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
慣
習
一
般
に
対
す
る
違
反
は
裁
判
権
の
発
動
を
招
く
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
の
指

摘
は
こ
の
点
で
重
要
で
あ
る
。
ラ
・
シ
ャ
ベ
ル
の
三
つ
の
市
に
関
す
る
証
書
の
第
四
条
で
も
、
市
場
税
に
対
す
る
支
払
い
拒
否
は
、
六
〇
ス
ー

の
罰
金
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
事
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
の
ト
レ
！
ヴ
領
主
エ
ム
リ
の
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
、
サ
ン
・
ト
バ
ン
修
道
院
の
従
属
農
民
か
ら
軍
事
指
揮
権
に
対
す
る
違
反
と

し
て
九
ド
ゥ
晶
帯
を
徴
収
し
て
い
る
し
、
や
は
り
別
の
従
属
農
民
に
対
し
て
宿
営
権
を
理
由
に
饗
宴
の
接
待
を
要
求
し
、
拒
否
さ
れ
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

理
由
に
城
へ
と
拉
致
し
て
い
る
。
シ
ャ
ル
ト
ル
聖
堂
参
事
会
員
た
ち
は
、
＝
二
一
年
の
フ
ル
ー
リ
修
道
院
と
の
協
約
に
よ
っ
て
、
マ
ン
タ
ル

ヴ
ィ
ル
と
い
う
所
領
に
お
い
て
、
十
分
の
一
類
の
支
払
い
拒
否
に
対
し
て
ユ
ス
テ
ィ
テ
ア
を
執
行
す
る
権
限
を
確
保
し
て
い
る
。
ま
た
、
プ
ロ

ス
副
書
の
プ
レ
ヴ
ォ
は
、
フ
ル
ー
リ
修
道
院
の
分
院
で
あ
る
サ
ン
・
ブ
ノ
ワ
・
デ
ュ
・
ソ
ー
の
住
人
た
ち
か
ら
、
軍
事
指
揮
権
に
対
す
る
違
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
ユ
ス
テ
イ
テ
ア
を
徴
収
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
聖
フ
ォ
ワ
の
奇
蹟
撫
の
な
か
に
は
、
城
へ
誘
拐
さ
れ
る
商
人
・
物
売

り
が
登
場
す
る
が
、
か
れ
ら
は
買
い
戻
し
に
よ
っ
て
、
各
種
の
通
行
税
、
市
場
税
を
徴
収
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
罰
金
と
い

う
形
で
、
各
種
の
賦
課
祖
が
徴
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
裁
判
権
に
よ
っ
て
犯
罪
の
罰
金
を
徴
収
す
る
こ
と
と
、
強
制
的
に
そ
の
他
の
慣
習
を
徴
収
す
る
こ
と
が
相
互
に

判
別
し
難
く
な
る
事
態
が
生
じ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
～
一
一
五
年
の
国
王
ル
イ
六
下
が
シ
ャ
ル
ト
ル
の
サ
ン
・
ベ
ー

ル
修
道
院
に
あ
て
た
証
書
の
な
か
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
ウ
ィ
カ
リ
と
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
と
、
ほ
か
の
種
類
の
慣
習
と
の
区
別
は
じ
つ
に
曖
昧

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
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余
は
、
サ
ン
・
ベ
ー
ル
教
会
に
付
随
す
る
八
ア
ル
パ
ン
の
土
地
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の
ウ
ィ
カ
リ
ア
と
、
む
ろ
ん
い
っ
さ
い
の
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
を
譲

渡
す
る
。
す
な
わ
ち
、
上
記
八
ア
ル
パ
ン
の
土
地
に
お
い
て
は
、
国
王
所
領
の
い
か
な
る
役
人
も
、
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
を
請
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
窃
盗

も
、
放
火
も
、
暴
行
も
、
流
血
事
件
も
、
荷
車
通
行
税
も
、
ぶ
ど
う
酒
販
売
税
、
罰
令
権
、
そ
こ
に
植
民
す
る
こ
と
に
な
る
者
に
対
す
る
タ
イ
ユ
、
賦
役
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

余
の
騎
行
と
戦
役
へ
の
随
行
、
宿
営
権
、
軍
事
徴
発
権
、
む
ろ
ん
余
の
ウ
ィ
カ
リ
ア
と
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
に
か
か
わ
る
も
の
か
ら
は
何
も
、
で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
裁
判
権
が
そ
の
他
の
賦
課
祖
と
混
同
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
世
人
の
非
合
理
さ
の
た
め
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
犯
罪
を
犯
罪
と

し
て
認
知
す
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
論
理
が
、
裁
判
権
と
そ
の
他
の
慣
習
に
共
通
の
論
理
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理

の
も
と
で
は
、
犯
罪
者
も
、
あ
る
意
味
、
通
行
税
や
市
場
税
そ
の
他
の
賦
課
祖
を
徴
収
さ
れ
る
者
と
同
様
な
枠
組
み
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
封
建
社
会
の
罰
金
刑
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
に
政
治
的
・
経
済
的
な
権
力
の
独
特
の
あ
り
か
た
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ

が
刑
罰
の
論
理
の
大
き
な
部
分
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
本
章
の
内
容
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
封
建
社
会
は
特
別
な
空
間
と
時
間
の
設
定
に
よ
っ
て
、
犯
罪
を
犯
罪
と
し
て
認
知
さ
せ
る
社
会

で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
空
間
と
時
間
の
設
定
は
、
封
建
領
主
が
さ
ま
ざ
ま
な
賦
課
祖
を
徴
収
す
る
方
法
を
下
敷
き
と
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

刑
罰
は
一
種
の
賦
課
祖
と
考
え
ら
れ
、
罰
金
刑
こ
そ
が
唯
一
の
刑
罰
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
史
料
の
な
か
に
は
、
領
主
法
廷
で
の
審
理
の
あ
り
よ
う
は
現
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
第
二
章
で
の
ウ
ィ
カ

リ
ア
の
検
討
の
さ
い
示
唆
し
た
よ
う
に
こ
の
点
を
最
後
に
論
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

①
旨
、
鳴
．
い
①
ヨ
践
α
q
巳
Φ
憎
㌦
．
び
鶴
象
匹
。
。
象
8
曾
＾
・
犀
σ
q
¢
5
…
、
．
．
た
と
え
ば
ア
ン
ジ

　
ュ
…
伯
は
、
慣
習
は
軍
事
・
政
治
拠
点
で
あ
る
城
に
付
随
し
て
発
生
す
る
も
の
だ

　
と
の
認
識
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
G
§
ミ
N
ミ
ミ
魯
導
專
亀
山
譜
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寒
N
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諸
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は
も
は
や
君
主
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の
厳
密
な
委
託
に

　
基
礎
を
罎
く
の
で
は
な
く
、
慣
行
と
集
団
的
な
記
憶
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
扁

　
O
．
U
偉
ぴ
ざ
ト
亀
8
鼠
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一
置
．
ま
た
、
ギ
ヨ
ー
の
雷
う
よ
う
に
、
国
王
や
伯
な
ど
上
級
貴
族
層
の
権
力
基

　
盤
も
早
く
か
ら
慣
習
の
集
積
体
と
し
て
観
念
さ
れ
出
し
た
。
○
’
O
郎
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ど
軍
事
的
な
趨
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の
影
響
を
直
接
的
に
受
け
る
と
い
う
流
動
的
な
側
面
も
あ
る
。
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以
下
で
は
、
管
見
の
限
り
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
詳
細
な
史
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
は
一
　
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀

半
ば
に
か
け
て
、
ア
ン
ジ
ェ
の
サ
ン
・
ト
バ
ン
修
道
院
と
紛
争
状
態
に
あ
っ
た
モ
ン
ト
ロ
イ
ユ
城
主
と
そ
の
所
領
役
人
に
よ
る
裁
判
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
複
数
の
証
書
で
あ
る
。
こ
の
サ
ン
・
ト
バ
ン
の
史
料
か
ら
は
、
法
廷
内
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
刑
罰
の
論
理
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。

　
サ
ン
・
ト
バ
ン
と
モ
ン
ト
ロ
イ
ユ
城
主
の
係
争
の
焦
点
と
な
っ
た
の
は
、
メ
ロ
ン
と
い
う
所
領
で
あ
っ
た
。
問
題
の
証
書
群
は
、
モ
ン
ト
ロ

イ
ユ
城
主
と
そ
の
所
領
役
人
が
メ
ロ
ン
の
従
属
農
民
た
ち
に
数
多
く
の
慣
習
を
課
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
サ
ン
・
ト
バ
ン
の
修
道
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
ち
は
城
主
の
ル
ノ
ー
と
そ
の
跡
を
継
い
だ
甥
の
べ
レ
イ
の
慣
習
を
「
悪
し
き
慣
習
」
と
呼
ん
で
非
難
し
、
両
者
の
間
に
は
裁
判
闘
争
を
含
む

長
期
間
に
わ
た
る
紛
争
状
態
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
二
つ
の
文
書
（
｝
○
八
○
年
代
初
頭
）
は
と
く
に
各
種
の
「
悪
し
き
」
通
行
税
と
裁
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③

判
権
の
実
態
、
お
よ
び
そ
の
放
棄
に
つ
い
て
長
々
と
記
し
て
い
る
。
三
つ
め
の
文
書
（
一
〇
八
七
年
）
で
は
べ
レ
イ
が
先
に
放
棄
し
た
は
ず
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

裁
判
権
を
行
使
し
て
、
五
〇
〇
ス
ー
の
罰
金
を
徴
収
し
た
こ
と
が
非
難
さ
れ
て
い
る
。
四
つ
め
の
文
書
（
一
〇
八
七
－
二
〇
六
年
）
で
は
、
ベ

レ
イ
が
メ
ロ
ン
の
粉
挽
き
場
に
附
属
す
る
水
門
を
破
壊
し
た
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
修
道
士
た
ち
は
一
〇
〇
ス
ー
の
贈
与
と
べ
レ
イ
の
債
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

帳
消
し
と
引
き
換
え
に
、
水
門
を
再
建
し
て
も
そ
れ
を
妨
害
し
な
い
と
の
約
束
を
得
た
と
い
う
。
五
つ
め
の
証
書
（
～
○
八
七
一
＝
〇
六
年
）

で
は
、
修
道
院
が
モ
ン
ト
ロ
イ
ユ
城
内
に
所
有
し
て
い
る
家
屋
に
持
ち
込
む
ぶ
ど
う
酒
と
小
麦
、
裁
判
権
、
モ
ン
ト
ロ
イ
ユ
城
で
の
警
護
賦
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
ど
に
つ
い
て
、
ベ
レ
イ
が
「
悪
し
き
慣
習
」
を
放
棄
す
る
と
の
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
る
。
六
つ
め
の
文
書
（
一
〇
八
七
一
一
一
〇
六
年
）

で
は
、
ベ
レ
イ
は
メ
ロ
ン
内
の
す
で
に
株
を
引
き
抜
い
た
ぶ
ど
う
園
に
対
し
て
ぶ
ど
う
酒
税
を
要
求
し
た
と
い
う
。
修
道
士
た
ち
は
こ
の
理
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

尽
な
要
求
を
退
け
る
の
に
や
は
り
金
銭
を
支
払
う
し
が
な
か
っ
た
。

　
以
上
か
ら
は
、
モ
ン
ト
ロ
イ
ユ
城
主
の
慣
習
と
し
て
、
各
種
の
裁
判
権
と
通
行
税
、
城
警
護
の
賦
役
、
粉
挽
き
小
屋
の
使
用
強
制
、
ぶ
ど
う

酒
税
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
修
道
士
た
ち
の
非
難
の
対
象
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
じ
っ
さ
い

に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
慣
習
は
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
メ
ロ
ン
の
別
の
地
域
に
は
ト
ゥ
ア
ー
ル
副
伯
の
裁
判
権
も
行
使
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
て
い
た
こ
と
が
別
の
証
書
か
ら
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
メ
ロ
ン
に
お
い
て
は
二
人
の
有
力
世
俗
領
主
の
慣
習
、
と
く
に
領
主
裁

判
権
が
支
配
的
で
、
サ
ン
・
ト
バ
ン
は
そ
れ
を
排
除
あ
る
い
は
鋼
耀
し
、
代
わ
っ
て
自
ら
の
慣
習
を
確
立
す
る
べ
く
奮
闘
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
議
論
に
関
係
が
深
い
の
は
、
最
初
の
二
つ
の
証
書
で
あ
る
。
第
～
の
証
書
は
、
ル
ノ
ー
が
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
マ
ル
テ
ル

（～

Z
六
〇
年
没
）
の
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
慣
習
、
と
く
に
裁
判
権
を
導
入
し
た
と
の
趣
旨
の
非
難
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ジ

ョ
フ
ロ
ワ
・
マ
ル
テ
ル
の
時
代
に
は
、
モ
ン
ト
ロ
イ
ユ
城
主
の
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
の
も
と
に
告
発
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
修
道
士
が
認
可
し
な
い

限
り
は
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
に
メ
ロ
ン
の
農
奴
た
ち
を
訴
追
す
る
権
限
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
農
奴
が
召
喚
に
応
じ
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
重
罪
事
件
を
除
い
て
は
、
出
廷
拒
否
の
罰
金
を
免
れ
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
伯
の
死
後
に
城
主
と
な
っ
た
ル
ノ
ー
は
、
す
べ
て
の
事
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件
に
つ
い
て
、
し
か
も
た
と
え
原
告
か
ら
の
訴
え
が
な
い
場
合
で
も
農
奴
を
召
喚
し
、
即
刻
出
頭
し
な
い
時
は
身
柄
を
取
り
押
さ
え
て
財
産
を

奪
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
を
信
じ
る
限
り
で
は
、
モ
ン
ト
ロ
イ
ユ
城
主
は
上
位
権
力
者
で
あ
る
ア
ン
ジ
ュ
豆
肉
の
継

承
の
間
隙
を
縫
っ
て
慣
習
を
拡
大
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ル
ノ
ー
が
罰
金
を
買
戻
し
に
よ
っ
て
徴
収
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
原
告
な
し
の
訴
追
に
つ
い
て
詳
し
く
記
し
た
つ
ぎ
の
部
分
で
あ
る
。

西部・中部フランス封建社会における領主裁判（轟木）

　
そ
の
盗
人
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
だ
れ
か
農
奴
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
は
、
お
前
は
流
血
事
件
を
犯
し
た
と
か
盗
み
を
働
い
た
と
か
あ
る
い
は
ヴ
ォ
ワ
イ
エ

の
猟
犬
を
捕
ら
え
て
隠
し
た
な
ど
と
言
っ
て
罪
を
着
せ
る
の
だ
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
農
奴
は
寝
耳
に
水
で
、
こ
れ
を
否
認
す
る
。
す
る
と
ヴ
ォ
ワ
イ
エ

は
、
こ
の
農
奴
は
虚
偽
の
申
し
開
き
を
し
て
い
る
と
述
べ
立
て
る
。
言
い
が
か
り
と
は
い
え
、
農
奴
は
訴
え
ら
れ
た
こ
と
で
焦
り
を
感
じ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
正
義
は
自
分
に
あ
る
と
確
信
し
、
そ
れ
な
ら
ば
と
、
宣
誓
に
よ
っ
て
身
の
潔
白
を
立
て
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
が
着
せ
た
罪
な
ど

犯
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
盗
人
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
農
奴
の
寛
誓
を
聞
く
と
、
つ
い
に
求
め
て
い
た
結
果
が
得
ら
れ
た
と
ば
か
り
に
、
そ
の
農

奴
に
法
廷
決
闘
を
仕
掛
け
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
、
自
分
は
農
奴
の
犯
罪
を
見
て
も
い
な
い
し
ま
た
真
実
も
分
か
ら
な
い
、
さ
ら
に
そ
れ
を
目
撃

し
た
と
か
真
実
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
証
人
も
い
な
い
か
ら
、
こ
う
す
る
の
だ
と
い
う
。
哀
れ
な
農
奴
は
決
闘
と
聞
く
と
、
闘
い
の
こ
と
な
ど
つ
ゆ
知
ら

ぬ
身
な
の
で
荘
然
自
失
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
犯
し
て
も
い
な
い
罪
な
の
に
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
犯
し
た
か
の
よ
う
に
（
認
め
）
、
こ
の
盗
人
に
決
闘
掴

保
物
を
渡
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
そ
れ
を
受
け
取
る
と
、
ま
る
で
本
当
の
犯
罪
を
働
い
て
獄
舎
や
牢
房
に
つ
な
が
れ
た
農
奴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
相
手
に
す
る
よ
う
に
、
そ
の
資
産
を
奪
い
破
滅
に
追
い
込
む
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
法
廷
で
の
審
理
の
一
年
忌
示
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
史
料
の
性
質
上
、
修
道
士
に
よ
る
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
容
疑
の
捏
造
と
い
う
点
を
の
ぞ
け
ば
、
第
二
の
証
書
で
言
及
さ
れ
て
い
る
城
主
側
の
譲
歩
の
内
容
が
、
こ
こ
で
非
難
さ

れ
て
い
る
行
為
と
内
容
的
に
符
号
す
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
の
法
廷
の
現
実
の
あ
り
よ
う
を
探
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
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る
。　

注
目
す
べ
き
は
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
の
追
及
が
た
ん
な
る
暴
力
や
無
秩
序
な
権
力
の
発
現
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
特
定
の
方
法
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
次
々
と
雪
冤
宣
誓
と
決
闘
を
仕
掛
け
て
農
奴
を
追
い
込
み
、
最
終
的
に

は
そ
の
農
奴
に
買
戻
し
を
行
わ
せ
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
の
過
程
で
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
自
身
が
裁
判
宮
の
地
位
に
あ
り
な
が
ら
、
被
告
の
農
奴
と

の
対
決
に
乗
り
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
雪
冤
宣
誓
と
は
、
一
定
の
決
り
文
句
を
間
違
え
ず
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
に
よ
っ
て
正
邪
を
決

す
る
方
法
で
あ
る
。
決
闘
も
、
｝
騎
打
ち
の
勝
敗
に
よ
っ
て
正
邪
を
決
す
る
方
法
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
（
こ
れ
ら
の
方
法
を
巧
み
に
組
合

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
罰
金
の
徴
収
と
い
う
結
果
を
導
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
被
告
の
農
奴
は
宣
誓
に
よ
っ
て
追
及
を
免
れ
よ
う

と
す
る
が
、
し
か
し
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
そ
の
宣
誓
の
真
実
性
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
し
て
決
闘
を
も
っ
て
挑
戦
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
さ
い
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
が
裁
判
官
で
あ
り
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
被
告
と
対
決
す
る
と
い
う
戦
術
を
と
っ
た
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。

　
宣
誓
や
決
闘
自
体
は
、
社
会
上
層
の
法
廷
を
み
れ
ば
少
し
も
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
検
討
中
の
史
料
で
も
、
サ
ン
・
ト
バ
ン
の
院
長

は
紛
争
を
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
の
法
廷
に
持
ち
込
み
、
ル
ノ
ー
相
手
に
決
闘
を
申
し
込
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
だ
、
大
き
な
違
い

は
、
ル
ノ
ー
の
場
合
は
代
償
を
払
う
こ
と
な
く
そ
の
決
闘
を
回
避
し
え
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
ル
ノ
ー
は
最
初
の
決
闘
回
避
後
、
伯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

法
廷
が
定
め
た
八
日
間
の
猶
予
期
間
を
再
度
無
視
す
る
こ
と
に
す
ら
成
功
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ル
ノ
ー
自
身
の
法
廷
で
農
奴
た
ち
が
決
闘
担

保
物
の
提
出
（
決
闘
の
受
諾
を
意
味
す
る
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
結
果
的
に
敗
訴
に
追
い
込
ま
れ
た
の
と
は
じ
つ
に
対
照
的
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
の
法
廷
に
お
い
て
、
対
決
は
か
な
り
異
な
る
戦
術
上
の
意
味
を
帯
び
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
決
闘
は
戦
闘
を
生

業
と
す
る
者
が
非
戦
闘
民
を
網
手
に
し
て
い
る
点
で
、
予
め
城
主
側
に
有
利
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
領
主
間
の
裁
判
で

は
裁
判
官
の
側
が
原
告
や
被
告
か
ら
挑
戦
を
受
け
る
場
合
が
時
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
裁
判
密
の
側
が
挑
戦
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を

握
っ
て
い
る
。
領
主
法
廷
は
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
官
と
従
属
農
民
の
対
決
を
前
者
に
有
利
に
す
る
い
く
つ
か
の
戦
術
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
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⑪

た
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
第
二
の
慣
習
放
棄
の
証
書
を
第
一
の
証
書
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
領
主
法
廷
内
に
お
け
る
刑
罰
の
論
理
が
さ
ら
に
明
確
に
な
る

だ
ろ
う
。
第
二
の
証
書
に
お
い
て
、
ル
ノ
ー
と
べ
レ
イ
は
従
来
の
「
悪
し
き
慣
習
」
を
放
棄
す
る
と
宣
言
す
る
の
だ
が
、
暴
行
、
放
火
、
流
血

事
件
、
窃
盗
、
ウ
サ
ギ
狩
り
、
通
行
税
の
六
事
件
に
か
か
わ
る
裁
判
権
だ
け
は
留
保
し
た
。
そ
し
て
留
保
事
件
に
つ
い
て
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
に
は
引

き
続
い
て
、
容
疑
者
と
証
人
を
召
喚
す
る
権
限
と
出
廷
拒
否
者
に
対
す
る
罰
金
が
認
め
ら
れ
た
が
、
た
だ
し
今
後
は
、
農
奴
が
雪
冤
宣
誓
を
行

っ
た
場
合
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
は
証
人
を
用
意
し
な
い
限
り
、
そ
の
宣
誓
を
再
度
告
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
第
一
の
証
書

に
あ
っ
た
決
闘
と
い
う
手
段
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
の
判
決
に
異
議
の
あ
る
被
告
に
は
、
城
主
封
臣
が
開
く
法
廷
へ
、
さ

ら
に
は
城
主
自
身
の
法
廷
へ
上
訴
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
、
よ
り
上
位
の
法
廷
で
農
奴
が
神
判
を
要
求
す
れ
ば
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ

は
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
出
廷
推
否
の
罰
金
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
加
え
ら
れ
た
。

　
こ
う
し
て
、
モ
ン
ト
ロ
イ
ユ
城
主
の
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
の
権
限
に
は
一
定
の
制
限
が
課
せ
ら
れ
た
。
だ
が
こ
こ
で
興
味
深
い
点
は
、
サ
ン
・
ト
バ

ン
が
一
定
の
勝
利
を
収
め
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
権
限
の
制
限
の
さ
れ
方
に
あ
る
。
サ
ン
・
ト
バ
ン
と
モ
ン
ト
ロ
イ
ユ
城
霊
の
間
の
駆
け
引

き
は
、
罰
金
と
い
う
原
則
と
神
判
、
決
闘
、
宣
誓
と
い
う
、
被
告
を
試
練
に
か
け
て
正
邪
を
判
定
す
る
と
い
う
点
で
は
同
一
の
次
元
に
属
す
る

方
法
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
農
奴
の
側
か
ら
神
判
を
申
し
出
る
権
利
を
モ

ン
ト
ロ
イ
ユ
城
主
に
認
め
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
サ
ン
・
ト
バ
ン
と
農
奴
た
ち
に
と
っ
て
、
神
判
を
最
終
的
な
証
明
手
段
と
し
て
受
け
入
れ
さ

せ
る
こ
と
で
、
決
闘
と
い
う
よ
り
大
き
な
試
練
を
回
避
す
る
こ
と
が
交
渉
の
成
功
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、
モ
ノ
ト
ロ
イ
ユ
城
主
と
ヴ

ォ
ワ
イ
エ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
先
に
見
た
戦
術
的
な
優
位
が
狭
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
サ
ン
・
ト
バ
ン
の
修
道
士
た
ち
は
、
宣
誓
・
決
闘
・
神
判
を
裁
判
官
と
従
属
農
民
の
直
接
対
決
に
お
け
る
戦
術
的
要
素
と
捉
え
、
そ

れ
を
自
分
た
ち
に
有
利
に
組
み
込
む
よ
う
画
策
し
た
点
で
、
明
ら
か
に
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
と
共
通
す
る
刑
罰
の
論
理
の
上
で
行
動
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
同
じ
こ
と
は
、
買
戻
し
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
第
一
の
証
書
は
城
主
役
人
の
裁
判
権
を
糾
弾
す
る
…
方
で
、
城
へ
の
幽
閉
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と
身
代
金
は
「
本
当
の
」
犯
罪
者
に
こ
そ
相
応
し
い
と
述
べ
て
い
た
。

と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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欠
席
す
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と
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。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
一
〇
世
紀
末
か
ら
｝
二
世
紀
前
半
の
西
部
・
申
部
フ
ラ
ン
ス
の
領
主
裁
判
を
対
象
と
し
て
、
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
刑
罰
の
論
理

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
先
行
研
究
は
、
基
本
的
に
裁
判
権
の
私
有
化
が
、
新
し
い
権
力
主
体
で
あ
る
バ
ン
領
主
の
台
頭
に
ど
の

よ
う
に
役
立
っ
た
の
か
と
い
う
関
心
に
も
と
づ
い
て
こ
の
時
代
の
刑
罰
を
眺
め
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
バ
ン
領
主
の
富
裕
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化
や
裁
判
権
の
濫
用
・
逸
脱
と
い
っ
た
結
論
を
導
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
法
制
史
的
研
究
も
、
近
代
的
な
司
法
の
前
提

を
封
建
社
会
に
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
刑
罰
を
よ
り
広
い
歴
史
的
な
環
境
に
置
き
直
し
て
捉
え
る
と
い
う
発
想
を
欠
い
て
い

た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
戦
争
や
政
治
的
・
経
済
的
権
力
と
の
横
断
的
な
関
係
の
な
か
に
、
成
立
期
の
領
主
裁
判

権
に
固
有
の
論
理
を
見
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
犯
罪
者
で
あ
る
従
属
農
民
を
誘
拐
し
て
買
戻
し
を
さ
せ
る
と
い
う
刑
罰
の
方
法
が
、
戦
争
捕
虜
と
な
っ
た
騎
士
を
身
代
金
に

よ
っ
て
請
け
出
さ
せ
る
と
い
う
同
時
代
に
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
慣
行
と
共
通
す
る
論
理
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
二
章
で
は
、
領
主
裁
判
権
一
般
を
あ
ら
わ
す
用
語
で
あ
る
ウ
ィ
カ
リ
ア
の
重
心
が
、
と
く
に
犯
罪
者
の
捕
縛
と
な
に
よ
り
も
罰
金
の
徴
収
に

あ
る
と
い
う
結
論
を
導
い
た
。
そ
し
て
、
犯
罪
者
の
買
戻
し
は
こ
の
ウ
イ
カ
リ
ア
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
論
じ
た
。
第
三
章
で
は
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
刑
罰
で
あ
る
罰
金
刑
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
論
理
に
光
を
当
て
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
し
て
封

建
時
代
に
お
い
て
、
特
別
な
空
間
と
時
間
の
切
り
抜
き
が
予
め
社
会
の
う
え
に
施
さ
れ
て
い
て
は
じ
め
て
、
犯
罪
を
犯
罪
と
し
て
認
知
す
る
こ

と
、
ひ
い
て
は
犯
罪
者
を
誰
が
ど
う
裁
く
か
を
決
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
結
論
を
え
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
主
的

賦
課
祖
が
設
定
さ
れ
る
さ
い
の
権
力
の
論
理
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
っ
た
。
司
法
と
政
治
的
・
経
済
的
権
力
の
結
び
つ

き
が
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
法
廷
の
審
理
に
お
い
て
、
決
闘
、
神
判
、
宣
誓
な
ど
の
要
素
が
、
戦
術
的
な
意
味

を
も
つ
要
素
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
。

　
こ
の
時
代
の
犯
罪
者
は
、
戦
争
捕
虜
や
財
物
を
強
奪
さ
れ
る
哀
れ
な
農
罠
・
物
売
り
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
単
に
権
力
者
の
横
暴
の
せ
い
で
は
な
く
、
逆
に
封
建
社
会
に
固
有
の
刑
罰
の
論
理
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
そ
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
で
、
一
一
世
紀
は
刑
罰
と
犯
罪
の
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
で
あ
っ

た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
刑
罰
の
論
理
は
、
＝
一
世
紀
末
か
ら
＝
二
世
紀
に
か
け
て
、
体
刑
だ
け
で
な
く
、
証
拠
調
べ
、
糾
問
、
拷
問
、
財
産
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没
収
と
い
っ
た
刑
罰
が
現
わ
れ
始
め
る
と
ど
の
よ
う
な
変
貌
を
被
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、

そ
の
一
面
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
事
例
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　
ガ
ロ
ー
に
よ
る
と
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
で
は
一
三
世
紀
に
体
刑
に
言
及
す
る
史
料
が
現
わ
れ
始
め
、
同
時
に
上
級
・
下
級
の
裁
判
権
の
明
確
な
階

層
化
が
生
じ
る
。
こ
の
時
期
、
下
級
裁
判
権
し
か
保
有
し
な
い
修
道
院
と
上
級
裁
判
領
主
の
間
で
し
ば
し
ば
結
ば
れ
た
協
定
で
は
、
死
刑
判
決

を
受
け
た
犯
罪
者
の
財
産
の
配
分
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
修
道
院
は
犯
罪
者
を
「
世
俗
の
腕
」
に
引
き
渡
す
前

に
、
＝
夜
」
あ
る
い
は
＝
昼
夜
」
の
間
牢
房
に
閉
じ
込
め
て
お
く
権
利
を
確
保
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
期
間
は
、
死
刑
囚
の
動
産
を
没
収

す
る
た
め
の
猶
予
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
拘
禁
の
目
的
は
微
妙
に
変
化
し
始
め
る
。
そ
れ
は
も
は
や
買
戻
し
の
た
め
の

時
間
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
に
は
体
刑
ま
で
の
待
ち
時
間
と
し
て
、
ひ
と
つ
に
は
下
級
裁
判
領
主
に
と
っ
て
財
産
を
没
収
す
る
た
め
の
猶
予
期
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ほ
ん
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
犯
罪
者
の
生
命
・
身
体
・
財
産
を
扱
う
方
法
が
、
も
は

や
買
戻
し
や
慣
習
に
は
全
面
的
に
は
依
拠
し
な
い
時
代
の
到
来
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
封
建
社
会
の
犯
罪
者
が
戦
争
捕
虜
や
強
奪
の
被
害
者
に
似
通
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
中
世
後
期
の
犯
罪
者
は
ど
う
よ
う
な
存
在
と

　
　
　
　
　
　
　
③

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

①
証
書
史
料
で
筆
者
が
確
認
で
き
た
～
一
世
紀
の
体
刑
へ
の
出
口
及
は
、
ヴ
ァ
ン

　
ド
ー
ム
で
の
鞭
打
ち
の
事
例
に
と
ど
ま
る
。
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Seigneurial　Justice　in　Westem　and　Central　France

　　　　　in　the　Eleventh　and　Tweifth　Centuries

by

TODOROKI　Kotaro

　　This　paper　examines　how　seigneurial　courts　dispensed　judgrnents　and　imposed

punishments　in　western　aRd　central　France　in　the　eleventh　and　twelfth　centuries，

precisely　tke　period　during　which　the　courts　were　being　formed．　The　paper

attempts　to　demonstrate　that　behind　the　apparent　arbitraxiness　and　frequent

abuses　of　seigReurial　justice　were　hidden　a　certain　logic　and　rules．

　　First，　one　aspect　of　seigneurial　justice，　its　tinkage　with　some　contemporary

practices　of　warfare，　is　noted．　The　ban　seigr｝eur　would　sometimes　capture

dependaRts　who　were　suspected　criminals　and　imprison　them　in　his　castle．　He

would　release　them　oniy　after　they　had　redeemed　themselves　by　paying　fines．

This　practice　had　much　in　common　with　the　hostage　takirig　which　was　becoming

increa軸common　at　almost　the　same　period　among　lmights　fight血9　in　war．

　　Next，　tlte　usage　and　meanings　of　the　word　vicaria，　which　is　thought　to

designate　seigneurial　rights　to　exercise　justice，　are　examined．　lt　has　been

discovered　that　the　word　signified　the　whole　of　seigneurial　rights　to　exercise

justice，　but　was　often　employed　in　a　manner　emphasizing　the　capture　and

detention　of　criminals　and，　above　ail，　the　fines　irnposed　upon　them．　lt　can　be

uRderstood，　therefore，　that　the　quasi－hostage－takmg　by　ban　seigneurs，　noted

above，　is　an　extreme　version　of　vicaria．

　　Th辻d，血s　paper　proceeds　to　question　how　chmes　were　perceived　as　such　and

why　fines，　not　corporal　punishrnents，　were　almost　exclusiveiy　imposed　in　this　age．

In　answer　to　the　first　question，　it　is　clear　that　people　were　not　concerned　with

how　and　why　crirnes　were　committed，　but　instead　where　and　when　they　were

committed　or　discovered，　and　who　should　judge　and　punish　them．　ln　short，　time

and　space　were　not　homogeneous，　and　in　order　to　determine　in　advance　who　was

to　be　accused　and　what　punishment　would　be　imposed　as　a　matter　of　course，　time

and　space　had　beeR　segmented　and　cut　out　beforehand．　The　aRswer　to　the

second　question　is　related　to　that　to　the　furst．　This　type　of　partitioning　of　time

and　space　was　not　limited　to　the　exercise　of　jus£ice　but　exteRded　to　other
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seigneurial　rights　as　wek，　such　as　military　requisition，　tolls，　obtigatory　usage　of　the

mill，　the　grape　presser　or　the　bread－cal〈ing　stove，　and　so　on．　For　this　reason，

fines　were　almost　the　only　puniskment　imposed，　and　fines　were　uRderstood　as　if

they　were　the　imposition　of　service　or　a　tax．

　　Finagy，　the　paper　examines　how　trials　were　carried　out　in　the　seigneurial

courts．　The　analysis　of　historical　sources　show　that　ordeals，　duels　and　purgatory

oaths　were　very　often　employed　and，　rnost　irnportantly，　judges　resorted　to　these

measures　from　a　strategic　point　of　view．

The　Belief　in　the　Eastern　Peak　God　in　the　Song　and　Yuan　Eras：

　　　　　　　　　　　　　　　A　Core　Belief　of　Local　Society

by

MIZuKOSHI　Tomo

　　The　role　of　temple－cults　MMpm　in　the　local　Chinese　society　has　been　a　continuous

point　of　contention　among　historians．　Some　have　focused　on　the　fact　that　durm’　g

the　Song　era，　many　temple－cults，　which　are　stM　extaRt，　first　appeared，　and　that　a

hierarchy　of　gods　was　created．　Other　historians　have　regarded　the　temple－cults

as　the　core　political　and　economical　institution　of　local　society　that　can　provide

jndispensable　Jmowiedge　of　Chinese　socjety．　As　regards　city－gods　iEk　5g＊ei，　which

are　recognized　as　the　most　important　of　the　temple　cults，　it　is　Roted　that　the　faith

in　protective　deiey　of　the　city　that　begun　in　the　Jiangnan江南spread　in　Song

times，　graduaRy　gained　an　othcial　character，　and　was　ultimately　estabfished　in　local

jurisdictions　where　it　was　protected　by　offcialdom　in　the　early　Ming．　Prior　to

this，　and　on　a　wider　scale，　belief血the　Eastern　Peak　God東嶽廟had　spread　to

local　communities　on　a　national　scale．　However，　the　social　role　of　the　temples　of

the　Eastern　Peak　God　had　seldom　been　addressed　until　quite　recently．　The

Eastem　Peak　God　is　both　an　essent呈al　element　of　faith　in　the　Five　Peaks五嶽and

a圭so　exercises　overwhelming　authority　as　a　ruler　of£he　rea㎞of　the　dead　冥界

according　£o　popular　legend．　As　the　faith　developed，　betief　in　the　Eastem　Peak

God　spread　from　the　pinnacle　of　narionaJ　rit－aJ　to　far　reaches　of　local　coiumunities．

　　The　above　is　aR　example　of　the　formation　of　a　hierarchicai　faith　that　spread　from

（762）




