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【
要
約
】
　
一
〇
世
紀
末
か
ら
＝
一
世
紀
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
修
道
院
史
料
に
は
「
悪
し
き
慣
習
（
領
主
的
賦
課
祖
と
と
い
う
用
語
が
頻
出
す
る
よ

う
に
な
る
。
本
稿
は
、
こ
の
概
念
と
そ
れ
を
取
り
ま
く
歴
史
的
状
況
の
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
第
｝
に
、
「
悪
し
き
慣
習
」
の
背
後
に
は
、
そ
れ

と
対
峙
す
る
正
し
き
権
力
の
規
範
を
模
索
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
第
工
に
、
従
来
の
研
究
は
、
「
慣
習
」
を
過
去
の
記
憶
に
依
拠
す
る

権
利
と
し
て
自
明
視
し
て
い
た
が
、
一
二
世
紀
半
ば
以
前
の
史
料
か
ら
は
、
「
慣
習
」
を
証
明
、
主
張
、
確
認
し
た
り
す
る
際
に
、
記
憶
の
調
査
で
は
な

く
、
神
判
・
決
闘
、
和
解
交
渉
、
戦
争
の
勝
利
者
の
裁
定
な
ど
が
大
き
な
比
重
を
占
め
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
所
領
経
営
の
次
元
で
も
、

「
慣
習
」
の
維
持
や
整
復
は
、
所
領
の
城
砦
化
、
実
地
で
の
示
威
的
な
行
使
な
ど
に
依
存
し
た
。
結
局
、
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
調
査
・
審
問
の
本
格
化
は
、

＝
一
世
紀
後
半
か
ら
一
三
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
民
事
・
刑
事
裁
判
、
行
政
統
治
、
教
会
の
管
掌
領
域
（
異
端
審
問
、
告
解
、
列
聖
）
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
で
、
お
な
じ
く
過
去
の
出
来
事
や
事
実
を
再
現
す
る
志
向
が
制
度
化
し
、
あ
た
ら
し
い
権
力
と
真
理
の
関
係
が
う
ま
れ
る
の
を
ま
た
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
七
巻
四
号
　
二
〇
〇
四
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

～
○
世
紀
末
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
諸
地
域
で
「
悪
し
き
慣
習
旨
巴
器
8
霧
器
ε
象
需
ω
」
と
い
う
用
語
が
修
道
院
証
書
史
料
を
中
心
に
頻
出
す

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
初
期
の
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
九
九
三
年
の
ユ
ー
グ
・
カ
ペ
ー
の
フ

（421）1



ル
ー
リ
修
道
院
宛
て
国
王
証
書
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。
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余
の
も
と
を
訪
れ
た
聖
マ
リ
ア
、
聖
ペ
テ
ロ
、
お
よ
び
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ス
の
修
道
院
（
フ
ル
ー
リ
修
道
院
）
の
尊
敬
す
べ
き
長
ア
ボ
ン
と
そ
の
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ド
ウ
ォ
カ
チ
ア
　
　
ウ
ィ
カ
リ
ア

に
あ
る
修
道
士
た
ち
か
ら
、
イ
エ
ー
ヴ
ル
城
主
ア
ル
ヌ
ー
ル
が
守
護
権
と
裁
判
権
の
名
目
の
も
と
に
、
同
修
道
院
の
イ
エ
ー
ヴ
ル
所
領
か
ら
徴
収
し
て

い
る
、
そ
れ
ま
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
悪
し
き
慣
習
と
不
断
の
収
奪
に
対
す
る
訴
え
を
聴
い
た
。
そ
こ
で
余
は
、
同
所
領
を
余
の
保
護
と
防
衛
の
も
と
に

回
復
し
、
ア
ル
ヌ
ー
ル
の
配
下
の
者
が
、
農
奴
で
あ
れ
自
由
人
で
あ
れ
、
同
所
領
に
お
い
て
も
は
や
い
か
な
る
収
奮
も
行
わ
ぬ
よ
う
に
と
、
息
子
の
王
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ベ
ー
ル
を
同
所
領
に
遣
っ
た
。
ロ
ベ
ー
ル
は
こ
の
指
令
を
き
わ
め
て
速
や
か
に
実
行
し
た
（
カ
ッ
コ
内
は
引
用
者
）
。

　
証
書
の
後
文
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
悪
し
き
慣
習
」
は
、
ア
ル
ヌ
ー
ル
の
同
名
の
お
じ
オ
ル
レ
ア
ン
司
教
ア
ル
ヌ
ー
ル

の
仲
介
に
よ
っ
て
、
お
じ
ア
ル
ヌ
ー
ル
の
存
命
中
に
か
ぎ
り
、
院
長
ア
ボ
ン
が
毎
年
三
〇
ミ
ユ
イ
の
ぶ
ど
う
酒
を
城
主
ア
ル
ヌ
ー
ル
に
贈
与
す

る
と
い
う
交
換
条
件
の
も
と
で
最
終
的
に
は
放
棄
さ
れ
た
。
一
一
、
一
二
世
紀
に
は
、
こ
の
種
の
係
争
や
そ
の
解
決
を
記
し
た
史
料
は
さ
ら
に

数
を
増
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
慣
習
」
と
は
、
単
に
伝
来
の
習
い
事
や
約
束
を
指
す
一
般
的
意
味
の
名
詞
で
は
な
く
、
守
護
権
や
裁
判
権
へ
の
言
及
が
示
す

よ
う
に
、
各
種
の
領
主
的
諸
権
利
、
ま
た
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
要
求
さ
れ
る
賦
課
租
を
意
味
す
る
専
門
的
術
語
で
あ
っ
た
。
右
の
他
に
も
、
軍

事
徴
発
権
・
指
揮
権
、
宿
営
権
、
饗
応
権
、
各
種
の
通
行
税
・
市
場
税
、
粉
挽
き
場
・
ぶ
ど
う
圧
搾
機
の
使
用
強
制
、
タ
イ
ユ
（
援
助
税
）
、
城

の
警
護
・
修
復
の
夫
役
、
運
搬
夫
役
、
埋
葬
権
、
十
分
の
～
税
な
ど
、
主
に
城
主
あ
る
い
は
バ
ン
領
主
が
掌
握
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
諸
権
利

が
こ
の
名
で
呼
ば
れ
た
。

　
他
方
、
「
悪
し
き
」
の
形
容
詞
は
、
ほ
か
に
も
「
歪
ん
だ
嘆
碁
器
」
「
非
合
法
な
一
臣
。
一
＄
Φ
」
「
不
正
な
一
且
仁
ω
3
①
」
な
ど
の
語
に
よ
っ
て
代

置
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
す
べ
て
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
た
修
道
士
た
ち
の
批
判
的
意
図
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
修
道
士
た
ち
は
、
敵
対
す
る
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バ
ン
領
主
た
ち
の
慣
習
を
、
「
そ
れ
ま
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
観
点
か
ら
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
批
判
か
ら
は
、
逆
に
、

慣
習
が
伝
統
的
権
利
に
裏
づ
け
さ
れ
て
は
じ
め
て
「
正
当
」
に
な
り
う
る
と
い
う
前
提
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
「
慣
習
」
の
語
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

そ
の
一
般
的
・
日
常
的
な
広
い
意
味
を
失
っ
て
い
な
い
と
も
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
権
利
の
伝
統
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
当
時
ど
の
よ
う
に
了
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ほ

か
の
領
主
た
ち
の
「
慣
習
」
を
一
方
的
に
非
難
し
た
修
道
院
も
、
「
慣
習
」
を
保
有
す
る
有
力
な
バ
ン
領
主
で
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ

た
。
修
道
士
た
ち
の
非
難
の
背
後
に
わ
れ
わ
れ
は
何
を
み
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
「
悪
し
き
慣
習
」
に
は
、
単
に
権
力
の
私
有
化
・
事

実
化
、
バ
ン
領
主
間
の
闘
争
と
い
う
よ
り
も
複
雑
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
。
本
稿
の
ね
ら
い
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
権
力
の
正
当

性
の
問
題
、
さ
ら
に
そ
の
正
当
性
が
ど
の
よ
う
に
了
解
さ
れ
、
証
明
さ
れ
、
主
張
さ
れ
た
の
か
と
い
う
真
理
の
問
題
の
な
か
に
「
悪
し
き
慣

習
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
。

　
さ
て
、
研
究
史
に
目
を
向
け
れ
ば
、
「
悪
し
き
慣
習
」
の
出
現
は
、
長
ら
く
塩
田
リ
ン
グ
的
な
国
師
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
と
そ
れ
を
も
た
ら
し

た
バ
ン
領
主
制
の
成
立
と
い
う
、
紀
元
千
年
前
後
の
変
動
を
示
す
指
標
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
見
方
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
J
・

－
F
・
ル
マ
リ
義
絶
、
G
・
デ
ュ
ビ
ー
ら
で
あ
っ
た
。
ル
マ
リ
ニ
エ
は
、
国
王
ロ
ベ
ー
ル
挙
世
が
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
に
宛
て
た
＝
世
紀
初

頭
の
複
数
の
証
書
を
と
り
あ
げ
、
た
ん
に
国
王
役
人
の
修
道
院
所
領
へ
の
侵
入
を
禁
止
す
る
だ
け
の
イ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
付
与
に
と
ど
ま
ら
ず
、
上

級
裁
判
権
を
含
む
各
種
の
「
慣
習
」
が
積
極
的
に
授
与
さ
れ
て
い
る
点
に
鳥
屋
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
有
力
修
道
院
が
本
来
伯
に
帰
属
す
る
は

ず
の
諸
権
利
ま
で
私
有
化
し
、
バ
ン
領
主
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
パ
グ
ス
（
伯
管
区
）
と
い
う
カ
ロ
リ
ン
グ
国
論
の
枠
組
み
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

最
終
的
に
分
解
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
と
さ
れ
た
。
デ
ュ
ビ
ー
も
、
上
か
ら
の
政
治
的
主
権
の
委
任
と
い
う
玉
酒
リ
ン
グ
的
原
理
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

バ
ン
領
主
の
事
実
的
・
慣
行
的
な
支
配
原
理
が
取
っ
て
代
わ
る
契
機
を
「
悪
し
き
慣
習
」
に
み
た
。
ま
た
、
E
・
マ
ニ
ュ
ー
・
ノ
ル
テ
ィ
エ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
悪
し
き
慣
習
」
と
～
○
世
紀
末
に
は
じ
ま
る
「
神
の
平
和
」
運
動
の
問
に
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
○
・
ギ
ヨ
ー
と
㎝
・
ロ
ラ
ン

ソ
ン
・
ロ
ザ
も
、
一
〇
世
紀
末
以
前
に
は
領
主
に
よ
る
収
奪
の
意
味
で
の
「
慣
習
」
の
用
語
法
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
な
い
と
主
張
し
て
、
従
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⑥

来
説
を
補
完
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
紀
元
千
年
変
動
論
に
対
し
て
は
、
近
年
い
く
つ
か
の
強
い
反
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
D
・
バ
ル
テ

ル
ミ
ー
は
、
古
く
メ
ロ
ヴ
イ
ン
グ
時
代
に
も
「
慣
習
的
租
税
8
ロ
。
。
器
9
蝕
暴
言
｛
毒
9
一
。
」
の
用
語
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
賦
課
租
の
慣
例
化

の
概
念
は
紀
元
千
年
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
外
部
権
力
に
よ
る
課
税
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
修
道
士
た
ち
の
試
み
に

も
長
い
伝
統
が
あ
り
、
「
悪
し
き
慣
習
」
の
出
現
は
バ
ン
領
主
と
そ
の
暴
力
的
な
収
奪
の
突
然
の
は
じ
ま
り
を
反
映
す
る
も
の
で
も
な
い
と
す

る
。
そ
の
意
味
で
、
変
動
論
が
依
拠
し
て
き
た
史
料
上
の
諸
変
化
は
、
「
革
命
み
く
9
9
δ
邑
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
た
事
態
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
顕
現
み
忍
事
一
〇
邑
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
論
じ
る
。
こ
う
し
て
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
の
連
続
説
は
、
バ
ン
領
主
に
よ
る
公
権
力
の
私
有
化
、
証
書

の
私
文
書
化
、
戦
士
階
級
と
農
奴
身
分
の
分
割
な
ど
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
社
会
的
断
絶
の
連
鎖
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
き
た
従
来
説
の
前
提

に
反
省
を
迫
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
領
主
的
権
力
の
連
続
性
を
主
張
す
る
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
も
、
「
慣
習
」
を
伝
習
的
・
事
実
的
で
、
記
憶

に
裏
づ
け
ら
れ
た
権
利
と
み
る
前
提
を
崩
し
て
は
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
不
備
は
、
「
慣
習
」
と
い
う
言
葉
が
喚
起
す
る
「
過
去
の
記
憶
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
囚
わ
れ
て
、

「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
了
解
、
主
張
、
証
明
と
い
っ
た
態
度
決
定
の
問
題
に
適
切
な
光
を
当
て
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う

の
も
、
多
く
の
史
料
は
、
人
々
が
「
慣
習
」
を
主
張
し
、
確
証
し
、
正
当
化
す
る
際
に
、
必
ず
し
も
過
去
の
記
憶
を
参
照
す
る
と
い
う
手
法
に

訴
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
記
憶
の
発
掘
へ
と
駆
り
立
て
る
動
き
が
大
々
的
に
組
織
さ
れ
る
の
は
、
一
二
世

紀
後
半
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
記
憶
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
権
利
と
い
う
見

方
が
修
正
を
迫
ら
れ
る
な
ら
ば
、
「
慣
習
」
を
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
権
力
の
あ
り
か
た
と
知
的
態
度
と
い
う
側
面
か
ら
問
い
直
す
こ
と
も
意
義
の

あ
る
試
み
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
以
下
、
第
一
章
は
、
「
慣
習
」
の
調
査
・
審
問
の
本
格
化
が
、
＝
｝
世
紀
後
半
以
降
の
権
力
と
知
の
広
汎
な
変
容
の
一
端
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
に
あ
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
二
i
四
章
で
、
先
立
つ
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
二
世
紀
の
傾
向
を
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
お
い
て
み
て
ゆ

4　（424）



く
こ
と
に
な
る
。
な
お
本
稿
は
、
地
理
的
に
は
西

で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

●

北
フ
ラ
ン
ス
を
主
た
る
考
察
対
象
と
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
全
域
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
も
の

「悪しき慣習」とフランス封建社会（轟木）
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N
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ミ
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ミ
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農

第
一
章
　
＝
一
世
紀
後
半
以
降
の
調
査
・
審
問

N
匂
袋
噂
一
㊤
り
ト
⊃
．

　
「
慣
習
」
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
史
研
究
者
た
ち
の
理
解
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
法
制
史
家
F
・
ケ
ル
ン
の
見
解

で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
ケ
ル
ン
は
、
中
世
の
法
理
解
の
根
底
に
あ
る
の
は
「
旧
き
良
き
法
」
の
観
念
で
あ
っ
て
、
「
制
定
法
」
と
い
う

考
え
方
ほ
ど
そ
れ
と
か
け
離
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
す
べ
て
の
法
は
、
た
と
え
国
王
の
勅
法
で
あ
っ
て
も
、
じ
っ
さ

い
は
正
し
き
法
と
い
う
す
で
に
存
在
す
る
不
可
視
の
法
の
再
現
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
新
し
い
法
を
「
作
り
出
す
」
行
為
た
り
え
な
か

っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
独
特
の
法
観
念
は
、
と
く
に
「
法
の
発
見
」
と
い
う
概
念
に
明
瞭
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
。
ケ
ル
ン
の
テ
ー
ゼ
は
、
「
慣
習
」
を
記
憶
へ
の
参
照
と
結
び
つ
け
る
理
解
を
容
易
に
し
、
古
き
「
記
憶
」
を
開
示
す
る
古
老
や
賢
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
う
非
歴
史
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
理
論
的
土
台
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
ケ
ル
ン
の
い
う
「
旧
き
良
き
法
」
の
観
念
は
、
近
年
と
く
に
K
・
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

レ
ッ
シ
ェ
ル
に
よ
り
、
近
代
法
史
学
に
よ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
反
駁
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
法
の
発
見
」
と
い
う
概
念
は
中
世
の
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

料
の
な
か
に
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
い
と
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
は
い
う
。
ま
た
、
別
の
研
究
史
の
文
脈
に
な
る
が
、
R
・
ジ
ャ
コ
は
、
「
旧
き
良

き
法
」
の
代
表
例
と
さ
れ
て
き
た
一
三
世
紀
の
地
方
慣
習
法
集
成
は
、
そ
れ
以
前
の
「
慣
習
」
の
記
憶
が
自
然
と
成
文
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
当
時
の
ロ
ー
マ
法
、
カ
ノ
ン
法
の
知
識
を
も
つ
実
務
家
の
影
響
や
同
時
代
の
統
治
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
考
慮
せ
ず
に
は
理
解
で
き
な
い
と

　
　
　
　
　
④

示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
動
向
は
、
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
記
憶
の
制
度
的
活
用
が
、
じ
つ
は
比
較
的
遅
れ
て
、
あ
る
条
件
の
も
と
に
本

格
化
し
た
現
象
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
て
、
そ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
そ
れ
が
孤
立
し
た
現
象
で
は
な
く
、
あ
る
広
汎
な
歴
史

的
変
容
の
一
部
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
＝
一
世
紀
後
半
か
ら
一
三
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
司
法
、
行
政
統
治
、
司
牧
や
聖

人
崇
拝
の
宗
教
的
実
践
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
、
以
下
の
よ
う
な
権
力
と
知
の
大
き
な
転
換
こ
そ
が
そ
れ
で
あ
る
。
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「悪しき慣習」とフランス封建社会（轟木）

　
具
体
的
に
は
、
①
民
事
裁
判
に
お
け
る
証
人
・
証
書
主
義
の
導
入
、
②
刑
事
裁
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
、
糾
問
手
続
き
、
自
白
お
よ
び
拷
問

の
採
用
、
③
ロ
ー
マ
教
皇
庁
に
よ
る
異
端
審
問
、
列
聖
調
査
、
そ
し
て
秘
蹟
告
解
の
創
設
、
④
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
お
け
る
行
政
調
査
官
の
派
遣
、

⑤
（
時
代
は
下
る
が
）
百
科
全
書
的
調
査
に
よ
っ
て
立
つ
学
問
の
成
立
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
～
見
ば
ら
ば
ら
な
各
種
の
変
容
に
共
通
し
て
い

る
の
は
、
過
去
に
起
こ
っ
た
出
来
事
や
隠
れ
た
真
相
を
調
査
や
審
問
や
告
白
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
す
る
強
い
志
向
を
内
在
さ

せ
て
い
る
点
、
そ
し
て
そ
れ
が
他
者
を
統
治
す
る
と
い
う
目
的
に
結
ば
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
時
期
ま
で
に
教
会
が
民
衆
異

端
対
策
と
し
て
選
ん
だ
措
置
は
神
判
、
論
争
、
戦
争
で
あ
っ
た
が
、
一
三
世
紀
前
半
に
は
追
及
の
権
限
は
専
門
の
審
問
宮
の
手
に
委
ね
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
を
境
に
、
中
世
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
、
権
力
を
行
使
し
つ
つ
、
真
理
を
導
く
た
め
の
方
法
が
変
わ
る

　
　
　
⑤

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
以
上
の
変
容
は
、
た
ん
に
司
法
や
行
政
の
制
度
的
合
理
化
、
あ
る
い
は
認
識
の
進
歩
の
あ
ら
わ
れ
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
拷
問
、
奇
蹟
の
調
査
、
罪
の
告
白
な
ど
の
発
達
を
、
こ
の
動
向
の
一
部
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、

事
実
や
真
相
を
確
立
す
る
と
同
時
に
他
者
に
働
き
か
け
る
あ
た
ら
し
い
仕
方
一
そ
れ
は
、
と
き
に
身
体
に
苦
痛
を
与
え
つ
つ
犯
罪
の
真
実
を

引
き
出
し
、
と
き
に
聖
人
の
徳
を
証
明
す
る
た
め
に
奇
蹟
の
聞
き
取
り
を
行
い
、
と
き
に
内
面
の
真
実
を
知
る
た
め
に
告
自
を
強
い
る
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

出
現
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
権
力
と
真
理
の
あ
た
ら
し
い
関
係
が
領
域
横
断
的
に
成
立
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　
重
要
な
の
は
、
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
態
度
の
変
容
も
ま
さ
に
こ
の
流
れ
の
う
ち
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
慣
習
」
を
確
証
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
審
問
・
調
査
の
手
続
き
は
、
九
世
紀
の
法
廷
で
～
時
期
採
用
さ
れ
て
以
降
は
、
長
期
間
に
亙
っ
て
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
あ

と
か
ら
見
る
よ
う
に
、
こ
の
間
、
「
慣
習
」
の
明
示
、
確
定
、
改
廃
に
さ
い
し
て
、
人
々
は
多
く
の
場
合
べ
つ
の
方
策
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。

ふ
た
た
び
「
慣
習
」
が
、
た
と
え
ば
封
の
授
受
関
係
、
国
王
帰
属
の
諸
権
利
な
ど
と
並
ん
で
、
本
格
的
に
王
国
行
政
の
調
査
の
対
象
と
な
る
の

は
、
王
領
内
で
よ
う
や
く
＝
九
〇
年
ご
ろ
か
ら
で
、
さ
ら
に
大
々
的
に
実
施
さ
れ
る
の
は
；
一
世
紀
初
頭
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
領
の
征
服
以
後

　
　
　
　
⑨

に
す
ぎ
な
い
。
一
例
と
し
て
、
国
王
ル
イ
八
世
が
ト
ゥ
ー
ル
の
セ
ネ
シ
ャ
ル
を
通
じ
て
実
施
し
た
～
二
二
三
年
の
「
慣
習
」
調
査
を
挙
げ
よ
う
。
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ル
イ
入
興
は
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
地
方
の
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
・
ド
・
ソ
ミ
ユ
ー
ル
修
道
院
か
ら
、
国
王
役
人
の
「
慣
習
」
の
徴
収
に
対
す
る
訴
え

を
受
理
し
た
。
す
る
と
、
命
令
書
簡
を
送
っ
て
、
忠
誠
の
誓
約
を
行
わ
せ
た
六
名
の
バ
ロ
ン
た
ち
を
調
査
官
に
任
命
し
、
以
下
の
よ
う
な
指
令

を
伝
え
た
。
同
六
名
は
ソ
ミ
ュ
ー
ル
城
主
管
区
内
の
、
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
院
長
の
領
主
権
に
属
さ
な
い
「
誓
約
を
な
し
た
老
人
で
法
に
断
っ
た

人
物
た
ち
」
に
鋭
意
審
問
を
実
施
し
、
ヘ
ン
リ
ニ
世
と
リ
チ
ャ
ー
ド
一
世
統
治
時
代
に
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
の
領
民
た
ち
が
同
国
王
の
バ
イ
イ

（
所
領
今
入
）
に
負
っ
て
い
た
「
慣
習
」
に
つ
い
て
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
。
は
た
し
て
六
名
の
バ
ロ
ン
た
ち
が
収
集
し
た
証
言
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
印
璽
を
施
し
た
報
告
書
簡
に
し
た
た
め
ら
れ
、
さ
ら
に
セ
ネ
シ
ャ
ル
自
身
の
印
璽
を
添
え
ら
れ
て
ル
イ
の
も
と
へ
と
送
達
さ
れ
た
。
そ
の

報
告
に
は
、
タ
イ
ユ
、
裁
判
権
、
流
通
税
、
軍
役
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
の
所
領
で
の
「
慣
習
」
に
つ
い
て
の
詳
細
な
証
言
が

記
さ
れ
た
。
審
問
の
報
告
を
受
け
た
ル
イ
は
折
り
返
し
、
同
セ
ネ
シ
ャ
ル
に
む
け
て
、
「
審
問
証
書
に
記
さ
れ
た
慣
習
、
免
除
、
自
由
」
を
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

全
す
る
べ
く
、
同
地
の
す
べ
て
の
国
王
役
人
を
監
督
す
る
旨
の
指
令
を
発
し
た
。

　
右
に
み
ら
れ
る
調
査
官
の
選
定
、
法
定
の
古
老
た
ち
へ
の
審
問
、
印
璽
を
用
い
た
文
書
管
理
、
整
備
さ
れ
た
命
令
系
統
な
ど
の
諸
特
徴
は
、

も
ち
ろ
ん
行
政
シ
ス
テ
ム
の
発
達
を
ぬ
き
に
し
て
は
到
底
不
可
能
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
刑
事
裁
判
で
の

拷
問
の
採
用
や
罪
の
告
白
を
聞
き
取
る
宗
教
的
技
術
の
発
達
な
ど
と
連
動
す
る
、
広
が
り
を
も
っ
た
権
力
関
係
と
知
的
態
度
の
一
局
面
と
し
て

捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
本
稿
冒
頭
の
一
〇
世
紀
末
の
事
例
で
は
、
ユ
ー
グ
・
カ
ペ
ー
と
ロ
ベ
ー
ル
ニ
世
が
、
同
じ
く
修
道
院
保
護
の
立
場
か
ら

「
悪
し
き
慣
習
」
の
廃
棄
に
動
い
た
の
を
み
た
が
、
し
か
し
、
事
態
は
審
問
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
契
約
交
渉
へ
と
導
か
れ
た
。
一
一
つ
の
事
例

の
問
に
横
た
わ
る
二
〇
〇
年
が
、
「
慣
習
」
に
対
す
る
態
度
を
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

①
F
・
ケ
ル
ン
（
世
良
晃
志
郎
訳
）
『
中
世
の
法
と
国
制
』
創
文
社
、
一
九
六
八

　
年
。
ケ
ル
ン
の
テ
ー
ゼ
は
、
以
下
の
代
衷
釣
な
中
世
史
の
概
論
に
も
影
を
落
と
し

　
て
い
る
。
M
・
ブ
ロ
ッ
ク
（
堀
米
庸
三
監
訳
）
槻
封
建
社
会
㎞
岩
波
書
店
、
一
九

　
九
五
年
、
一
四
四
頁
一
A
・
グ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
（
川
端
香
男
里
・
栗
原
成
郎
訳
）

　
隅
中
世
文
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
二
三
〇
1
二
五
〇
頁
。

②
K
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
（
石
川
武
監
訳
）
『
ゲ
ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
ー
ド

　
イ
ツ
法
史
の
新
七
い
道
』
寄
文
社
、
一
九
八
九
年
。

③
こ
う
し
た
認
識
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
H
・
ピ
サ
ー
ル
の
研
究
に
も
あ
る
が
、
ピ

　
サ
ー
ル
は
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
と
～
三
世
紀
の
間
の
時
代
を
な
か
ば
無
視
し
て
い
る
。

　
甲
勺
置
ω
空
負
肉
詩
史
養
、
ミ
8
嵩
§
蹄
鶏
ミ
鳴
ミ
隷
特
鳶
黛
竃
翁
ら
。
ミ
爲
ミ
禽
§
、
塞
翫
黄
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「悪しき慣習」とフランス封建社会（轟木）

　
§
蕊
導
出
瓢
§
辱
。
蹄
》
§
ミ
蹄
ミ
葛
篭
紺
遷
い
融
ミ
こ
d
ミ
§
o
・
ミ
、
～
§
避
ミ
甲
一
⑩
一
ρ

④
図
．
冒
8
ダ
．
．
い
Φ
ω
8
信
ε
巳
①
屋
臼
×
H
凝
①
臨
伽
。
冨
。
巣
・
誌
。
8
目
莚

　
8
窪
川
導
①
り
．
．
甲
卜
匙
ら
§
§
ミ
§
髪
切
§
署
」
O
ω
山
一
り
■
一
般
に
、
法
制
史
的
な

　
理
解
で
は
、
「
慣
習
駄
の
年
代
的
な
変
遷
に
つ
い
て
の
理
解
は
以
下
の
よ
う
に
な

　
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
封
建
時
代
に
お
い
て
は
諸
権
利
の
確
認
は
口

　
頭
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
一
二
世
紀
に
領
主
－
領
民
間
の
契
約
文
轡
で
あ

　
る
「
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
文
書
」
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
成
文
化
へ

　
の
道
筋
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
コ
ニ
世
紀
に
な
る
と
、
偲
別
の
権

　
利
関
係
で
な
く
、
一
地
方
全
体
に
該
当
す
る
法
体
系
の
総
合
と
し
て
「
慣
習
法
集

　
成
」
が
成
立
す
る
。
こ
の
口
承
か
ら
成
文
へ
の
過
程
は
、
恣
意
的
な
領
主
的
諸
権

　
利
が
文
字
の
力
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
領
民
に
一
定
程
度
の
「
自

　
由
偏
を
も
た
ら
す
も
う
一
つ
の
過
程
を
と
も
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

⑤
以
下
は
、
ご
く
小
数
の
参
考
文
献
の
み
に
と
ど
め
て
お
く
。
民
事
・
刑
事
裁
判

　
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
小
山
貞
夫
「
陪
審
鋼
と
職
権
的
糾
問
手
続
き
へ
の
史
的
岐

　
路
－
英
米
法
と
大
陸
法
に
つ
い
て
の
～
つ
の
覚
え
書
1
」
望
月
礼
二
郎
他
編
哩
法

　
と
法
過
程
…
社
会
諸
科
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
㎞
創
文
社
、
一
九
八
六
年
、
五
三

　
－
八
一
頁
…
じ
づ
．
い
Φ
ヨ
。
匹
ρ
．
．
℃
屋
巨
Φ
お
智
δ
島
偉
日
嵐
ω
o
目
嘗
弾
8
仙
．
ロ
畠
讐
。
・

　
o
＆
霞
Φ
傷
、
㊦
ヨ
庫
ゆ
冨
島
国
ド
み
α
q
δ
”
睾
α
q
Φ
三
⇒
Φ
（
×
H
㊦
－
×
同
H
H
⑦
。
。
一
十
芭
．
ド
ト
轟

　
㌣
§
竃
§
誉
田
§
誉
N
冨
ミ
避
ミ
敬
昏
轄
8
、
§
、
勲
一
鼻
（
象
こ
冒
8
0
ω
”
署
・
①
⑩
め
し
。
一

　
9
0
窪
款
。
δ
き
㌦
．
ω
ξ
げ
田
彦
程
Φ
①
二
帥
0
8
U
o
目
け
母
Φ
号
堅
く
窪
気
象
。
一
蝕
話

　
魯
閏
『
き
8
曾
×
頃
H
①
碧
×
＜
①
。
陰
δ
9
①
、
ド
ト
樹
鯉
婁
缶
詰
爵
ミ
賦
ミ
§
e
－
§
會
▼

　
一
〇
c
。
ρ
竈
．
ω
邑
－
ω
。
。
9
異
端
審
問
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
昌
美
『
異
端
審
問
鰍
講

　
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
六
年
。
列
聖
調
査
に
つ
い
て
は
、
〉
．
＜
窪
。
冨
N
り
ト
轟

　
賄
ミ
ミ
鳴
敬
§
O
象
§
罵
織
§
譜
こ
譜
西
区
§
駐
§
ミ
遷
§
會
り
一
〇
c
。
c
。
一
秘
蹟
告
解
に

　
つ
い
て
は
、
℃
．
竃
■
O
ざ
．
．
U
Φ
ω
匹
0
ゆ
盛
切
。
霞
目
Φ
討
o
o
駄
Φ
ω
臨
。
ロ
琶
み
の
δ
ρ
轟
サ

　
門
δ
ヨ
①
o
o
昌
。
強
勇
ピ
多
望
口
．
、
“
卜
伴
q
§
も
層
．
N
c
◎
ω
－
卜
⊃
り
①
’
行
政
調
査
官
に
つ
い
て

　
は
、
O
．
ω
ぞ
爾
ざ
．
、
い
Φ
ヨ
伽
o
o
艮
①
韓
ゆ
ヨ
㊦
艮
匹
雪
ω
一
Φ
δ
《
讐
旨
①
山
Φ
閏
茜
訂
。
Φ
9

　
♂
ω
Φ
お
ロ
蝉
Φ
。
。
q
①
ω
臥
艮
U
o
虞
冴
．
、
沁
き
竃
》
ミ
ミ
避
ミ
b
①
⑩
し
O
c
。
ω
も
℃
．
ω
郵
鍾
．

⑥
思
想
家
M
・
フ
ー
コ
ー
は
こ
の
転
換
を
、
掻
別
の
領
域
の
単
な
る
制
度
的
な
合

　
理
化
と
し
て
で
は
な
く
、
「
権
力
と
真
理
の
関
係
」
の
歴
史
に
お
け
る
画
期
と
し

　
て
位
置
づ
け
、
一
　
・
一
二
世
紀
の
「
試
練
」
（
た
と
え
ば
、
神
判
、
決
闘
、
雪

　
冤
宵
誓
）
と
対
比
さ
せ
て
、
＝
二
世
紀
以
降
を
「
調
査
」
の
時
代
と
呼
ん
で
い
る
。

　
本
稿
は
こ
の
区
分
に
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
る
。
M
・
フ
ー
コ
ー
、

　
「
真
理
と
裁
判
形
態
」
畷
思
考
集
成
m
隔
筑
摩
書
罵
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
ニ
ー

　
～
五
　
頁
。
ま
た
、
O
・
ギ
ョ
ジ
ャ
ナ
ン
は
史
料
論
の
立
場
か
ら
、
ご
～
世
紀
末

　
以
降
、
「
真
実
を
作
り
出
し
そ
し
て
証
明
す
る
」
動
機
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
各
種

　
の
史
料
が
未
曾
有
の
規
模
で
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
と
し
て
、
と
く
に
司
法
的
な

　
実
践
と
し
て
の
調
査
に
も
着
目
し
て
い
る
。
O
．
Ω
遷
。
こ
②
雪
三
P
上
諭
魯
黛
、
§
譜

　
き
貯
鼠
議
§
ミ
晋
ミ
魯
一
8
c
。
甲
℃
唱
．
一
畠
山
臨
．

⑦
B
・
ル
メ
ル
の
最
新
の
論
文
は
、
民
事
・
刑
事
裁
判
に
お
け
る
こ
う
し
た
変
化

　
を
、
権
力
関
係
の
変
化
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
す
る
点
で
本
稿
と
問
題

　
関
心
を
大
き
く
共
有
し
て
い
る
。
b
d
．
ピ
⑦
ヨ
①
ω
一
ρ
o
ワ
簿
．
．

⑧
九
世
紀
の
慣
習
的
諸
権
利
を
め
ぐ
る
審
問
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
国
．

　
℃
一
ω
。
。
費
負
§
ミ
ー
慧
．
零
ム
リ
旧
跡
じ
累
算
ω
o
戸
．
．
U
一
ω
冨
δ
Q
り
①
巳
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第
二
章
　
　
「
悪
し
き
慣
習
」
の
初
期
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一
〇
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
初
頭
の
「
悪
し
き
慣
習
」
の
出
現
は
、
先
行
研
究
で
は
、
バ
ン
領
主
権
の
急
進
化
や
修
道
士
の
イ
ン
ミ
ュ
ニ
テ

意
識
の
伝
統
と
い
う
観
点
か
ら
お
も
に
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
説
明
は
、
必
ず
し
も
同
時
代
の
権
力
の
あ
り
か
た
と
知
的
態

度
を
積
極
的
に
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
本
章
で
は
、
「
悪
し
き
」
権
力
の
裏
側
に
前
提
さ
れ
て
い
る
権
力
の
正

し
い
規
範
を
象
微
的
な
か
た
ち
で
探
り
だ
す
こ
と
で
、
こ
の
問
題
の
一
端
に
光
を
当
て
た
い
。
そ
の
手
が
か
り
は
、
①
改
革
修
道
院
と
諸
侯
ク

ラ
ス
の
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
、
②
「
神
の
平
和
」
決
議
の
「
慣
習
」
に
ま
つ
わ
る
規
定
の
な
か
に
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（　

j
　
諸
侯
と
修
道
院
改
革

　
初
期
の
「
悪
し
き
慣
習
」
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
の
は
、
国
王
、
公
、
伯
な
ど
伝
統
的
な
秩
序
の
担
い
手
で
あ
る
諸

侯
層
か
ら
の
放
棄
や
譲
渡
が
目
立
つ
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
冒
頭
の
事
例
の
よ
う
に
、
城
主
層
の
例
も
な
く
は
な
い
が
、
そ
の

場
合
も
聖
俗
の
諸
侯
の
介
入
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
国
王
と
西
北
フ
ラ
ン
ス
の
諸
侯
の
一
部
の
例
に
限
っ
て
も
、
ユ
ー
グ
・
カ
ペ
ー

と
ロ
ベ
ー
ル
ニ
世
か
ら
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
コ
ル
メ
リ
ー
（
九
九
六
一
一
〇
〇
六
年
）
、
サ
ン
・
ド
ニ
（
一
〇
〇
五
一
一
〇
〇
六
年
）
へ
、
ア
キ
テ
ー

ヌ
公
ギ
ヨ
ー
ム
今
世
・
五
世
か
ら
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
・
ダ
ン
ジ
ェ
リ
ー
（
九
七
五
年
、
～
○
○
工
年
）
、
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ブ
ル
グ
イ
ユ
（
｝

○
〇
四
年
）
へ
、
ア
ン
ジ
ュ
i
伯
フ
ル
ク
・
ネ
ラ
か
ら
サ
ン
・
ト
バ
ン
・
ダ
ン
ジ
ェ
（
一
〇
〇
七
一
一
〇
二
六
年
）
、
サ
ン
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ド
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ト
ゥ
ー
ル
（
～
○
〇
五
年
）
へ
な
ど
、
有
力
修
道
院
へ
の
放
棄
が
相
次
い
だ
。

　
こ
う
し
た
傾
向
に
つ
い
て
は
、
国
王
や
諸
侯
の
権
力
基
盤
も
す
で
に
「
慣
習
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
す
る
変
動
論
か
ら
の
解
釈
も

あ
る
が
、
「
慣
習
」
の
放
棄
・
譲
渡
が
社
会
上
位
層
か
ら
は
じ
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
変
動
論
の
論

理
か
ら
か
ら
す
れ
ば
、
「
慣
習
」
は
新
興
の
バ
ン
領
主
の
事
実
的
な
権
利
に
対
応
す
る
概
念
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
先
鋭
的
に
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社
会
問
題
化
す
る
の
は
ま
ず
城
主
層
の
周
辺
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
以
上
の
よ
う
な
傾
向
は
、
社
会
上
位
層
に
お
い
て
、

「
慣
習
」
の
放
棄
が
な
に
か
積
極
的
な
役
割
を
担
っ
た
と
い
う
歴
史
的
状
況
を
予
感
さ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
注
意
を
向
け
な
く
は
な
ら
な
い
の
は
、
諸
侯
ら
に
よ
る
放
棄
が
、
か
れ
ら
に
よ
り
主
導
さ
れ
た
修
道
院
改
革
と
密
接
に
連
動
し
て
い

た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
す
事
例
と
し
て
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
と
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
・
ダ
ン
ジ
ェ
リ
ー
修
道
院
の
関
係
は
詳
述
す

る
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
例
で
は
、
証
書
史
料
と
記
述
史
料
の
両
面
か
ら
、
「
悪
し
き
慣
習
」
を
と
り
ま
く
歴
史
的
状
況
を
辿
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
九
七
五
年
頃
、
ア
キ
テ
！
ヌ
公
ギ
ヨ
ー
ム
四
世
は
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
宛
て
た
寄
進
証
書
に
お
い
て
、
ク
ー
ル
セ
ル
と
い
う
ウ
ィ
ラ
に
関
わ
る

「
ウ
ィ
カ
リ
ア
、
お
よ
び
正
し
い
の
で
あ
れ
不
正
な
の
で
あ
れ
い
っ
さ
い
の
慣
習
」
を
、
修
道
院
内
の
病
者
の
た
め
の
給
付
分
と
し
て
譲
渡
し

②た
。
息
子
ギ
ヨ
ー
ム
五
節
も
、
一
〇
〇
二
年
頃
、
「
余
が
神
と
聖
ジ
ャ
ン
に
な
し
た
非
行
と
不
正
の
ゆ
え
に
ブ
ラ
ン
ザ
と
い
う
ウ
ィ
ラ
に
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
す
べ
て
の
慣
習
を
放
棄
し
」
、
ま
た
「
い
っ
さ
い
の
悪
し
き
慣
習
」
か
ら
の
解
放
を
約
束
し
て
、
父
親
の
路
線
を
継
承
し
た
。
さ
て
、
以
上

の
証
書
史
料
の
内
容
は
、
同
時
代
の
ア
デ
マ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
バ
ン
ヌ
の
手
に
な
る
『
年
代
記
』
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
立
体
的

な
姿
を
あ
ら
わ
す
だ
ろ
う
。

　
ア
デ
マ
ー
ル
は
同
時
代
に
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
で
の
修
道
院
改
革
と
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
興
味
ぶ
か
い

記
述
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
＝
盤
紀
初
頭
に
、
同
修
道
院
で
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
頭
蓋
が
発
見
さ
れ
た
。
「
復
活
祭
の
終
わ
り
に

ロ
ー
マ
か
ら
帰
還
し
た
ば
か
り
の
公
ギ
ヨ
ー
ム
（
五
世
）
は
こ
れ
を
知
っ
て
歓
喜
し
、
民
衆
に
聖
な
る
頭
蓋
を
披
露
す
る
よ
う
決
定
し
た
。
」

周
知
の
よ
う
に
、
名
高
い
聖
人
の
遺
物
の
獲
得
は
、
修
道
院
の
霊
場
と
し
て
の
地
位
を
高
め
る
の
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
ギ

ヨ
ー
ム
五
世
の
命
令
ど
お
り
、
聖
遺
物
の
移
遷
式
が
、
国
王
ロ
ベ
ー
ル
三
世
ら
を
招
待
し
て
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
る
。
公
開
さ
れ
た
聖
遺
物
の

周
辺
で
は
、
期
待
通
り
に
数
々
の
奇
蹟
が
生
じ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
聖
遺
物
の
発
見
と
奇
蹟
は
、
さ
ら
に
修
道
院
の
改
革
へ
と
連
な
っ

て
ゆ
く
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。
ほ
ど
な
く
ギ
ヨ
ー
ム
五
聖
は
ク
リ
ュ
ニ
！
院
長
オ
デ
ィ
ロ
ン
を
招
聰
し
て
、
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
へ
の
べ
ネ
デ
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イ
ク
ト
戒
律
の
導
入
を
企
て
、
こ
れ
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
オ
デ
ィ
ロ
ン
は
さ
ら
に
、
当
時
の
院
長
オ
ド
ゥ
ワ
ン
の
死
を
期
に
、
み
ず
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

立
て
続
け
に
あ
た
ら
し
い
院
長
（
ル
ノ
ー
、
エ
ム
リ
）
を
擁
立
し
て
改
革
の
流
れ
を
確
実
な
も
の
と
し
た
。

　
以
上
の
二
種
類
の
史
料
か
ら
は
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
に
よ
る
「
悪
し
き
慣
習
」
の
放
棄
が
、
聖
遺
物
の
発
見
・
移
遷
式
・
奇
蹟
、
お
よ
び
修
道

戒
律
の
導
入
と
院
長
選
出
の
管
理
と
い
う
改
革
の
流
れ
と
並
行
し
て
生
じ
た
と
い
う
見
取
り
図
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
な
る
ほ
ど
、
諸
侯
の

近
隣
の
有
力
修
道
院
に
対
す
る
保
護
支
配
に
は
長
い
伝
統
が
あ
る
。
す
で
に
九
、
一
〇
世
紀
か
ら
諸
侯
に
よ
る
特
権
付
与
も
あ
り
ふ
れ
た
こ
と

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
保
護
支
配
に
は
、
諸
侯
が
俗
人
院
長
あ
る
い
は
守
護
と
し
て
の
立
場
を
利
用
し
て
、
修
道
院
の
権
益
を
恣
意
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

収
用
す
る
と
い
う
裏
の
側
面
が
い
つ
も
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
「
悪
し
き
慣
習
」
放
棄
の
あ
た
ら
し
さ
は
、
地
域
社
会
の
統
治

者
が
、
自
ら
の
権
利
の
一
部
を
率
先
し
て
「
悪
し
き
」
も
の
と
宙
三
＝
陣
し
、
修
道
院
の
世
俗
所
領
の
形
成
を
積
極
的
に
促
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
じ
保
護
支
配
で
も
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
ご
と
き
あ
た
ら
し
い
統
治
者
の
態
度
だ
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

　
第
…
に
、
「
悪
し
き
慣
習
」
の
放
棄
は
、
霊
場
と
し
て
の
発
展
と
改
革
の
波
に
乗
っ
た
修
道
院
に
そ
の
成
長
に
見
合
う
世
俗
的
諸
権
利
を
付

与
し
よ
う
と
す
る
諸
侯
の
意
図
の
｝
環
と
し
て
理
解
で
き
る
。
ア
デ
マ
ー
ル
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
象
徴
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
つ
か
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
聖
ヨ
ハ
ネ
の
遺
物
発
見
か
ら
数
年
後
、
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
ギ
ヨ
ー
ム
五
世
の
封
臣
団
の
間
に
武
力
衝
突
が
生
じ
た
と
い
う
。
こ
の
戦

闘
に
お
い
て
ギ
ヨ
ー
ム
の
プ
レ
ヴ
ォ
が
死
亡
し
、
さ
ら
に
ギ
ヨ
ー
ム
の
居
館
の
ひ
と
つ
も
破
壊
さ
れ
た
。
ア
デ
マ
ー
ル
に
よ
る
と
、
ポ
ワ
テ
ィ

エ
を
訪
問
中
だ
っ
た
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
フ
ル
ク
は
、
ギ
ヨ
ー
ム
に
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
を
取
り
壊
し
、
修
道
士
を
追
放
し
て
、
ふ
た
た
び
聖
堂
参
事
会

員
を
復
帰
さ
せ
て
は
ど
う
か
と
進
言
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
「
ギ
ヨ
ー
ム
は
こ
の
不
敬
な
助
言
を
容
れ
ず
、
事
態
を
国
王
然
と
し
て
賢
明
に

処
理
し
た
。
」
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
の
後
押
し
も
あ
っ
て
、
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
バ
ン
領
主
化
が
封
楽
団
を
抱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

え
る
に
い
た
る
ま
で
進
展
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
興
味
を
ひ
く
。
つ
ぎ
に
、
戦
闘
の
被
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ギ
ヨ
ー
ム
が

報
復
で
は
な
く
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
改
革
の
維
持
を
選
び
取
っ
た
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ア
デ
マ
ー
ル
は
こ
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の
点
に
ふ
れ
て
、
「
か
れ
は
生
涯
を
通
じ
て
、
神
の
奉
仕
者
た
ち
の
防
衛
に
努
め
、
神
も
い
つ
も
か
れ
を
援
助
し
た
」
と
述
べ
、
理
想
的
統
治

　
　
　
　
　
　
　
⑦

者
と
し
て
賞
揚
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ギ
ヨ
ー
ム
が
、
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
世
俗
的
諸
権
力
の
蓄
積
と
改
革
の
推
進
を
、
み
ず
か
ら
の
犠
牲

も
か
え
り
み
ず
ま
と
め
て
支
持
し
た
と
い
う
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
。

　
第
二
に
、
諸
侯
に
よ
る
改
革
修
道
院
へ
の
「
慣
習
」
の
放
棄
は
、
た
ん
に
上
級
領
主
の
権
力
理
念
だ
け
で
な
く
、
下
位
の
世
俗
領
主
に
対
す

る
範
例
と
し
て
の
意
味
を
も
担
っ
て
い
た
。
じ
っ
さ
い
、
一
〇
〇
〇
年
頃
、
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
あ
る
サ
ン
ト
ン
ジ
ュ
地
方
に
広
大
な
所
領
を
有

す
る
オ
ー
ネ
イ
副
伯
ギ
ヨ
ー
ム
も
、
同
院
に
対
し
て
四
ジ
ュ
ル
ナ
ル
の
自
有
地
を
贈
与
し
た
さ
い
、
「
ウ
ィ
カ
リ
ア
と
す
べ
て
の
賦
課
租
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

（
同
院
を
）
免
除
」
す
る
と
約
束
し
て
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
に
続
い
た
。
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
に
主
導
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
放
棄
は
ほ
か
に
も
、
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ン
・
シ
プ
リ
ア
ン
修
道
院
の
＝
世
紀
初
頭
の
事
例
が
目
に
と
ま
る
。
こ
こ
で
も
ギ
ヨ
ー
ム
黒
影
が
、
オ
デ
ィ
ロ
ン
を
招
聰
し
て
改
革
を
開
始

し
た
後
に
、
み
ず
か
ら
放
棄
を
実
行
し
、
そ
れ
に
オ
ー
ネ
イ
副
伯
カ
ド
ロ
ン
、
シ
ャ
テ
ル
ロ
i
副
伯
ボ
ゾ
ン
、
ト
ゥ
ア
ー
ル
副
子
ラ
ウ
ー
ル
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

公
領
内
の
有
力
領
主
た
ち
に
よ
る
放
棄
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
「
悪
し
き
慣
習
」
の
放
棄
が
上
位
主
層
か
ら
は
じ
ま
り
、
城
主
層
、
さ
ら
に
は

騎
士
へ
と
下
方
的
に
波
及
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
範
例
が
影
響
力
を
発
揮
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
修
道
院
は
、
そ
れ
を
挺

子
に
非
難
の
攻
勢
を
強
め
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
初
期
の
「
悪
し
き
慣
習
」
は
、
統
治
の
正
し
き
規
範
を
め
ぐ
っ
て
、
上
位
領
主
層
と
有
力
修
道
院
の
あ
い
だ
に
一
種
の
合
意

が
模
索
さ
れ
た
と
い
う
背
景
の
な
か
で
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
諸
候
が
修
道
院
財
産
を
家
産
の
一
部

の
ご
と
く
収
用
す
る
か
つ
て
の
保
護
支
配
で
は
な
く
、
「
悪
し
き
」
権
力
の
放
棄
を
つ
う
じ
て
、
み
ず
か
ら
推
進
す
る
修
道
院
改
革
へ
の
関
与

を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
中
小
の
世
俗
領
主
一
般
に
対
し
て
範
例
を
示
す
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
台
頭
す
る
バ
ン
領

主
た
ち
を
前
に
し
て
、
社
会
上
位
層
で
模
索
さ
れ
た
正
し
き
統
治
の
一
側
面
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
二
）
　
「
神
の
平
和
」
決
議
に
み
る
「
慣
習
」

14　（434）

　
以
上
と
な
ら
ん
で
、
「
慣
習
」
が
「
神
の
平
和
」
会
議
に
お
い
て
重
大
な
焦
点
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
神
の
平
和

と
は
、
一
〇
世
紀
末
の
ア
キ
テ
ー
ヌ
と
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
に
は
じ
ま
っ
た
、
聖
職
者
と
教
会
財
産
、
農
奴
と
家
畜
、
商
人
ら
の
安
全
と
不
可
侵

を
、
聖
俗
の
貴
族
ら
が
集
う
教
会
会
議
の
立
法
を
通
じ
て
宣
言
し
た
平
和
運
動
の
こ
と
で
あ
り
、
二
、
三
十
年
の
う
ち
に
は
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
、

ナ
ル
ボ
ン
ヌ
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
や
北
フ
ラ
ン
ス
へ
も
波
及
し
た
。
古
典
的
な
通
説
で
は
、
神
の
平
和
の
出
現
は
、
治
安
悪
化
の
元
凶
と
な
っ
て

い
た
戦
士
層
の
暴
力
や
フ
ェ
ー
デ
に
対
抗
し
て
、
南
仏
の
司
教
団
が
組
織
し
た
秩
序
圓
復
運
動
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
最
近
の
研

究
は
、
そ
も
そ
も
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
を
無
秩
序
状
態
と
見
な
す
前
提
に
立
っ
て
は
い
な
い
。
H
・
－
V
・
ゲ
ー
ツ
は
、
フ
ェ
ー
デ
を
は
じ
め
と

す
る
自
力
救
済
手
段
が
直
接
的
に
は
決
議
の
禁
止
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、
懲
罰
で
は
な
く
損
害
賠
償
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ら
、
神
の
平
和
は
む
し
ろ
既
存
の
世
俗
法
シ
ス
テ
ム
を
代
替
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
に
依
拠
し
た
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。

　
本
稿
と
の
関
連
で
と
く
に
示
唆
的
な
の
は
、
マ
ニ
ュ
ー
・
ノ
ル
テ
ィ
エ
の
見
解
で
あ
る
。
マ
ニ
ュ
ー
・
ノ
ル
テ
ィ
エ
は
、
ル
・
ピ
ュ
イ
（
サ

ン
・
ポ
リ
ア
ン
）
会
議
（
九
九
三
…
四
年
）
中
の
家
畜
・
農
産
物
と
農
民
の
身
柄
の
保
護
を
、
戦
士
階
級
に
よ
る
暴
力
の
蔓
延
と
い
う
文
脈
で
は

な
く
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
以
来
の
軍
役
負
担
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
九
世
紀
の
カ
ピ
チ
ュ
レ
ー
ル
（
国
王
勅
令
）
に
お

い
て
、
国
王
に
対
し
て
自
由
人
が
負
担
す
べ
き
軍
役
の
不
履
行
を
防
止
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
重
大
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
一
〇
世

紀
末
に
は
、
軍
役
の
義
務
は
、
バ
ン
領
主
た
ち
が
軍
事
的
公
権
を
纂
奪
す
る
に
及
ん
で
、
別
の
政
治
的
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い

う
の
も
か
れ
ら
は
、
そ
れ
を
根
拠
に
軍
役
の
代
替
税
を
要
求
し
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
神
の
平
和
」
こ
そ
は
、
こ
う
し
た
あ
ら
た

な
軍
事
奉
仕
の
要
求
か
ら
教
会
財
産
と
そ
の
従
属
民
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
会
議
の
「
何
人
も
教
会
の
土
地

を
、
司
教
の
土
地
も
、
聖
堂
参
事
会
の
土
地
も
、
修
道
院
の
土
地
も
纂
饗
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
何
ら
か
の
悪
し
き
慣
習
に
よ
っ
て
損
害
を
与

え
て
も
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
土
地
が
司
教
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
修
道
士
た
ち
の
意
思
に
よ
っ
て
、
プ
レ
カ
リ
ア
と
し
て
授
与
さ
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⑫

れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
」
（
第
七
条
）
と
い
う
規
定
も
、
バ
ン
領
主
の
た
ん
な
る
暴
力
的
搾
取
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

そ
の
軍
事
的
徴
発
権
・
指
揮
権
の
教
会
所
領
へ
の
拡
大
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ニ
ュ
ー
・
ノ
ル
テ
ィ
エ
の
議

論
は
、
「
神
の
平
和
」
と
「
悪
し
き
慣
習
」
を
結
び
つ
け
る
視
角
を
開
い
た
と
い
う
点
で
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
右
の
規
定
の
末
尾
で
、
教
会
領
主
か
ら
プ
レ
カ
リ
ア
と
し
て
授
与
さ
れ
て
い
る
土
地
の
「
慣
習
」
が
平

和
違
反
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
教
会
の
上
級
領
主
権
に
か
か
わ
る
「
慣
習
」
は
い
わ
ば
正
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
一
般
に
「
神
の
平
和
」
立
法
に
は
、
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
の
留
保
条
項
が
附
加
さ
れ
て
お
り
、
「
正
し
き
」
慣
習
と
「
悪
し
き
」
慣
習

と
の
微
妙
な
区
別
が
、
教
会
領
主
と
俗
人
領
主
の
あ
い
だ
で
避
け
て
は
通
れ
な
い
課
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、

バ
ル
テ
ル
ミ
ー
も
、
平
和
規
定
を
、
当
時
の
改
革
高
位
聖
職
者
と
諸
侯
ク
ラ
ス
の
世
俗
貴
族
と
の
交
渉
の
産
物
と
し
て
考
え
、
多
数
の
留
保
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

項
の
存
在
を
そ
の
点
と
結
び
つ
る
必
要
が
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
初
期
の
平
和
会
議
の
決
議
を
、
留
保
条
項
の
側
か
ら
読
み

直
す
作
業
は
、
「
慣
習
」
に
対
す
る
態
度
の
解
明
と
い
う
点
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
神
の
平
和
の
地
理
的

広
が
り
と
い
う
点
を
考
慮
し
て
、
西
部
・
北
部
フ
ラ
ン
ス
以
外
に
も
広
く
事
例
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
留
保
規
定
の
な
か
で
も
っ
と
も
目
を
引
く
の
は
、
領
主
裁
判
権
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
最
初
の
平
和
会
議
で
あ
る
九
八
九
年
の
シ
ャ

ル
ー
会
議
の
第
二
条
は
、
「
農
民
と
そ
の
他
の
貧
者
」
が
所
有
す
る
雄
雌
の
羊
を
は
じ
め
と
す
る
七
種
の
家
畜
の
保
護
を
謳
い
、
賠
償
を
怠
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

者
に
破
門
宣
告
を
予
告
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
「
た
だ
し
、
そ
の
強
奪
が
そ
の
被
害
者
の
沓
に
よ
る
場
合
は
の
ぞ
く
」
と
い
う
留
保
を

追
加
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
犯
罪
者
と
目
さ
れ
た
領
民
か
ら
、
裁
判
権
の
持
ち
主
が
罰
金
と
し
て
家
畜
を
押
収
す
る
こ
と
は
正
当
な
行
為

と
し
て
平
和
違
反
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。

　
サ
ン
・
ポ
リ
ア
ン
会
議
の
第
六
条
は
さ
ら
に
明
白
で
あ
る
。
「
何
人
も
買
戻
し
（
「
巴
§
嘗
。
）
の
た
め
に
、
男
で
あ
れ
女
で
あ
れ
、
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
、
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
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

あ
る
い
は
領
主
自
ら
の
所
領
あ
る
い
は
封
土
で
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
」
こ
こ
で
い
う
「
買
戻
し
」
と
は
、
裁
判
領
主
が
、
城
の
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⑰

牢
獄
へ
と
連
行
し
た
犯
罪
者
か
ら
身
代
金
代
わ
り
に
罰
金
を
徴
収
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
右
の
条
件
の
も
と
で
は
、
正
し
い

処
罰
権
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ボ
ー
ヴ
ェ
ー
司
教
ガ
ラ
ン
が
司
教
区
で
実
施
し
た
と
さ
れ
る
平
和
誓
約
で
は
、
「
私
は
商
人
も
巡
礼
も
攻
撃
し
な
い
し
、
か
れ
ら
の

持
ち
物
を
奪
う
こ
と
も
な
い
。
た
だ
し
、
か
れ
ら
が
犯
罪
を
働
い
て
い
る
場
合
は
べ
つ
で
あ
る
」
、
「
も
し
あ
る
農
畏
が
ほ
か
の
騎
士
あ
る
い
は

農
舎
に
損
害
を
加
え
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
の
農
民
を
捕
縛
し
て
、
告
訴
ま
で
一
五
日
間
の
猶
予
を
与
え
る
。
し
か
し
期
日
ま
で
に
罰
金
を
支
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
そ
の
者
を
捕
ら
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
で
定
め
ら
れ
た
以
上
を
彼
の
財
産
か
ら
奪
う
こ
と
は
な
い
」
と
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
領
主
裁
判
権
の
行
使
は
、
「
平
和
」
遵
守
の
｝
要
素
で
す
ら
あ
る
。

　
以
上
の
諸
規
定
は
、
裁
判
領
主
に
よ
る
罰
金
の
徴
収
と
、
他
方
の
農
民
そ
の
他
の
拉
致
や
家
畜
の
強
奪
と
が
、
行
為
の
見
か
け
の
次
元
で
は

相
互
に
判
別
し
が
た
い
と
い
う
時
代
状
況
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
こ
に
正
当
・
不
当
な
裁
判

権
の
区
分
を
持
ち
込
む
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
神
の
平
和
」
の
規
定
は
、
こ
の
よ
う
に
聖
俗
の
領
主
間
の
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

一
種
の
契
約
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
つ
ぎ
に
軍
事
徴
発
権
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
・
ポ
リ
ア
ン
会
議
は
、
「
お
お
や
け
の
馬
、
雄
牛
、
雌
牛
、
雄
ロ
バ
、
雌
ロ
バ
、
ま
た
そ
れ
ら
の

運
ん
で
い
る
荷
、
羊
、
山
羊
、
豚
を
奪
う
こ
と
も
、
殺
す
こ
と
も
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
み
ず
か
ら
の
あ
る
い
は
配
下
の
者
の
通
行
手
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
も
と
づ
い
て
、
行
軍
の
途
中
で
食
料
を
調
達
す
る
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
主
が
み
ず

か
ら
の
通
行
手
形
を
通
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
支
配
領
域
内
で
の
家
畜
の
押
収
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
粉
挽
き
場
の
使
用
強
制
に
つ
い
て
も
、
ボ
ー
ヴ
ェ
ー
司
教
ガ
ラ
ン
の
誓
約
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。
「
わ
た
し
は
粉
挽
き
場
を
破

壊
し
な
い
し
、
そ
の
な
か
の
穀
物
も
奪
わ
な
い
。
た
だ
し
、
わ
た
し
が
騎
馬
で
短
期
の
遠
征
か
長
期
の
軍
役
に
あ
る
と
き
、
あ
る
い
は
私
の
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

地
に
粉
挽
き
場
が
あ
る
と
き
は
別
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
は
、
誓
約
す
る
領
主
が
所
領
内
の
粉
挽
き
場
の
使
用
強
制
を
維
持
す
る
と
い
う
条
件
の

も
と
で
は
、
逆
に
そ
れ
以
外
の
粉
挽
き
場
を
破
壊
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
同
時
に
、
軍
役
を
理
由
と
し
た
穀
物
の
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徴
発
も
是
認
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
平
和
規
定
全
体
に
該
当
す
る
、
よ
り
一
般
的
な
留
保
規
定
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
「
自
有
地
、
封
土
、
特
権
領
域
、
命
令
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
裁
判
権
に
属
す
る
領
域
、
城
塞
の
建
築
と
攻
囲
の
期
間
、
国
王
お
よ
び
わ
れ
わ
れ
司
教
指
揮
下
の
軍
役
と
騎
士
役
の
期
間
は
除
外
さ
れ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

（
ゲ
ラ
ン
の
誓
約
）
、
「
た
だ
し
、
み
ず
か
ら
の
享
有
地
、
封
土
、
保
護
地
に
つ
い
て
は
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
」
（
一
〇
五
四
年
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
会
議
）

と
い
う
よ
う
に
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
神
の
平
和
」
会
議
の
規
定
は
、
た
ん
に
新
興
の
バ
ン
領
主
の
暴
力
あ
る
い
は
フ
ェ
ー
デ
の
禁
圧
を
目
指
し
た
も
の
と
み
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
領
主
裁
判
権
、
軍
事
徴
発
権
を
は
じ
め
と
す
る
領
主
的
賦
課
租
、
す
な
わ
ち
「
慣
習
」
の
存
在
を
い
っ
た
ん
肯

定
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
微
妙
な
分
翻
を
持
ち
込
む
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
区
分
の
基
準
と
な
っ
た
の
は
、
通
行
手

形
の
実
効
す
る
領
域
、
裁
判
支
配
域
、
そ
の
他
の
領
主
権
に
属
す
る
と
み
な
さ
れ
る
領
域
や
人
・
家
畜
、
軍
役
と
い
う
特
別
な
時
間
な
ど
で
あ

る
。
そ
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
「
慣
習
」
は
正
当
な
権
利
と
し
て
、
「
神
の
平
和
」
の
名
の
も
と
に
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
留
保
規
定
は
、
領
主
権
に
関
わ
る
も
の
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
し
か
し
今
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
多
く
が
、
平
和
違
反
の
行
為

と
正
当
な
領
主
権
の
執
行
と
を
区
別
し
よ
う
と
、
い
く
つ
か
の
指
標
を
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
破
門
、
聖

務
停
止
令
、
誓
約
、
賠
償
、
裁
判
、
軍
事
的
攻
撃
、
人
質
の
交
換
な
ど
、
「
平
和
」
遵
守
の
た
め
の
よ
く
知
ら
れ
た
方
策
は
、
た
ん
に
フ
ェ
ー

デ
を
抑
圧
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
う
し
た
課
題
を
前
提
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
「
神
の
平
和
」
と
は
、
単
に
暴
力
や
フ
ェ
ー
デ
に
対
抗
す
る
治
安
園
復
運
動
で
も
、
司
教
の
伝
統
的
な
平
和
任
務
の
延
長
で

も
な
い
。
そ
れ
は
、
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
正
当
な
権
力
と
不
当
な
権
力
の
間
の
微
妙
な
線
引
き
を
模
索
す
る
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
会
議

の
主
導
権
を
握
っ
た
司
教
、
諸
侯
、
国
王
、
修
道
院
長
ら
も
、
個
々
の
領
主
の
行
使
す
る
「
慣
習
」
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
上
に
正
し

き
権
力
の
原
則
を
築
く
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
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簡
単
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
初
期
の
「
悪
し
き
慣
習
」
の
背
後
に
は
、
そ
れ
を
支
え
る
正
し
き
権
力
の
展
開
が
あ
っ
た
。
本
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で
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そ
の
象
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的
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道
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運
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第
三
章
　
試
練
の
な
か
の
「
慣
習
」

「悪しき慣習」とフランス封建社会（轟木）

　
次
に
、
こ
う
し
た
権
力
の
モ
デ
ル
を
模
索
す
る
動
き
と
は
べ
つ
に
、
実
際
的
な
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
に
、
領
主
間
の
現
実
的
な
権
力
関
係
の
な
か
で
は
、
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
態
度
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
第
二
に
、

じ
っ
さ
い
に
「
慣
習
」
が
賦
課
租
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
領
民
統
治
の
次
元
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
を
探
る
こ
と
が
以
下
の
課
題
で
あ

る
。
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
時
代
と
地
域
の
史
料
を
見
る
限
り
で
は
、
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
態
度
は
、
必
ず
し
も
審

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

問
・
調
査
と
い
う
形
を
と
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

（【

j
　
紛
争
の
な
か
の
「
慣
習
」

　
以
下
、
各
種
の
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
封
建
領
主
間
の
紛
争
関
連
史
料
の
う
ち
か
ら
、
典
型
的
な
事
例
を
拾
い
出
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
こ
う
。
ま
ず
は
、
裁
判
に
お
い
て
「
慣
習
」
の
証
明
や
確
定
が
ど
う
な
さ
れ
た
か
で
あ
る
。

そ
こ
に
見
ら
れ
る
傾
向
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こ
こ
で
目
を
引
く
の
は
、
神
判
や
決
闘
へ
の
雷
及
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
シ
ャ
ト
ー
・
ゴ
ン
テ
ィ
エ
城
主
レ
イ
ノ
ー
が
マ
ル
ム
テ
ィ

エ
修
道
院
に
対
し
て
、
グ
ラ
ン
デ
ス
川
の
漁
労
権
を
要
求
し
た
訴
訟
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ル
ム
テ
ィ
エ
の
史
料
は
、
訴
訟
の
結
末
を

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
ら
の
従
僕
で
あ
る
ボ
エ
レ
ト
ゥ
ス
の
エ
モ
ン
が
熱
し
た
鉄
を
運
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
慣
習
が
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
グ
ラ
ン
デ
ス
か
ら
グ
ベ
ル
ネ
ス
ま
で
の
全
て
の
住
民
は
こ
れ
ら
の
河
で
、
売
り
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
し
な
い
場
合
に
か
ぎ
り
、
食
料
と
し
て
望
む
だ
け
の
魚
を
捕
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
レ
イ
ノ
ー
に
対
し
て
証
明
し
た
。
」
こ
の
史
料
で
際

立
っ
て
い
る
の
は
、
マ
ル
ム
テ
ィ
エ
に
と
っ
て
必
要
だ
っ
た
の
は
、
た
ん
に
過
去
の
記
憶
を
明
ら
か
に
で
き
る
人
物
で
は
な
く
、
熱
鉄
の
神
判

を
切
り
抜
け
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
を
用
意
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
過
去
の
記
憶
そ
れ
自
体
は
、
自
足
し
た
証
明
価

値
を
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
証
言
は
、
神
判
や
決
闘
と
い
っ
た
試
練
の
前
提
と
い
っ
た
印
象
を
史
料
は
与
え
る
の
で
あ
る
。
法
通
暁

者
へ
の
問
い
か
け
と
い
う
通
説
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
い
つ
も
妥
当
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
こ
の
史
料
は
良
く
物
語
っ
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
、

マ
ル
ム
テ
ィ
エ
の
書
記
も
、
神
判
に
よ
っ
て
「
慣
習
」
が
証
明
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
む
し
ろ
誇
ら
し
げ
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
神
判
・
決
闘
に
よ
っ
て
決
着
す
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
判
決
あ
る
い
は
仲
裁
・
和
解
に
よ
り
終
結

す
る
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
ま
ず
、
＝
世
紀
末
の
ア
ン
ジ
ェ
の
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ュ
修
道
院
と
二
人
の
世
俗
領
主
モ
ー
リ
ス
・
コ
レ
テ
ィ

ウ
ス
と
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
ド
・
バ
ラ
セ
と
の
係
争
を
み
よ
う
。
二
人
の
領
主
は
、
マ
ト
ゥ
フ
ロ
ン
領
主
フ
ル
ク
の
封
臣
で
あ
り
、
天
主
か
ら
タ
イ

ユ
の
支
払
い
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
二
人
は
、
封
主
フ
ル
ク
か
ら
の
知
行
に
土
地
を
も
つ
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ュ
に
、
タ
イ
ユ
の
分
担
か
サ

ン
ス
の
倍
増
か
の
選
択
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
に
対
し
、
修
道
士
た
ち
は
、
モ
ー
リ
ス
と
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
の
父
祖
お
よ
び
フ
ル
ク
の
父

祖
か
ら
問
題
の
土
地
を
贈
与
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
タ
イ
ユ
の
負
担
義
務
は
な
い
と
主
張
し
て
、
フ
ル
ク
の
法
廷
に
提
訴
し
た
。
フ
ル
ク
は
両
者

の
申
し
立
て
を
聞
い
た
あ
と
、
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ュ
の
主
張
を
肯
定
し
た
。
さ
ら
に
み
ず
か
ら
の
民
主
支
配
域
に
お
い
て
は
、
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ュ

は
「
慣
習
」
に
従
属
す
る
こ
と
は
な
い
と
も
宣
言
し
た
。
し
か
し
、
「
修
道
士
た
ち
の
敵
対
者
た
ち
が
彼
の
意
志
に
同
意
し
な
い
た
め
」
、
修
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

士
た
ち
は
フ
ル
ク
に
明
確
な
判
決
を
提
示
す
る
こ
と
を
求
め
、
最
終
的
に
は
こ
れ
を
首
尾
よ
く
獲
得
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
「
悪
し
き
慣

20 （440）



「悪しき慣習」とフランス封建社会（轟木）

習
」
の
放
棄
を
導
い
た
の
は
、
サ
ン
・
セ
ル
ジ
ュ
側
の
一
方
的
な
主
張
と
辛
う
じ
て
引
き
出
さ
れ
た
封
主
フ
ル
ク
の
判
決
で
あ
り
、
関
係
者
へ

の
審
問
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ル
ク
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
君
臣
の
タ
イ
ユ
要
求
を
招
い
た
封
主
と
し
て
の
立
場
と
裁

判
官
と
し
て
の
自
ら
の
責
任
に
辛
う
じ
て
折
り
合
い
を
つ
け
る
解
決
策
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　
他
方
判
決
で
は
な
く
、
仲
裁
に
よ
っ
て
紛
争
当
事
者
間
に
和
解
が
成
立
し
た
場
合
は
、
「
慣
習
」
の
分
割
や
、
代
価
の
支
払
い
に
よ
っ
て
決

着
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
伯
の
法
廷
は
、
マ
ル
ム
テ
イ
エ
修
道
院
相
手
に
粉
挽
き
場
を
要
求
す
る
サ
ロ
モ
ン
に
対
し
、
こ

の
物
件
の
寄
進
者
で
あ
る
俗
人
領
主
ギ
マ
ン
が
、
訴
訟
の
取
り
下
げ
の
代
価
と
し
て
七
リ
ー
ヴ
ル
を
支
払
う
と
い
う
仲
裁
案
を
成
立
さ
せ
た
が
、

こ
こ
で
も
、
「
慣
習
」
の
確
定
を
導
い
た
の
は
、
や
は
り
記
憶
へ
の
問
い
か
け
で
は
な
く
、
紛
争
当
事
者
の
双
方
の
利
害
を
考
慮
し
た
灰
色
の

和
解
案
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
争
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
も
裁
判
官
も
、
か
な
ら
ず
し
も
「
慣
習
」
の
根
拠
を
、
記
憶
を
つ
う
じ
て
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
証
人
が
出
廷
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
証
言
の
真
実
性
は
、

最
終
的
に
は
神
判
・
決
闘
に
よ
る
証
明
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
裁
判
官
も
、
証
人
を
喚
問
せ
ず
と
も
、
和
解
案
を
練
り
上
げ

る
こ
と
、
あ
る
い
は
判
決
を
下
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
じ
っ
さ
い
多
く
の
場
合
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。

　
裁
判
と
な
ら
ん
で
「
慣
習
」
に
つ
い
て
の
態
度
が
問
わ
れ
る
重
要
な
機
会
と
な
っ
た
の
は
戦
争
で
あ
る
。
一
一
世
紀
半
ば
の
サ
ン
・
メ
ク
サ

ン
修
道
院
の
一
証
書
は
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
に
よ
る
軍
事
的
征
服
に
端
を
発
し
た
「
悪
し
き
慣
習
」
を
め
ぐ
る
交
渉
の
経
緯
を
以
下
の
よ
う
に
伝

え
て
い
る
。

　
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
の
一
所
領
マ
ル
セ
は
、
近
隣
の
ヴ
ヴ
ァ
ン
城
の
一
騎
士
レ
イ
モ
ン
に
よ
っ
て
「
以
前
に
は
な
か
っ
た
慣
習
」
を
課
さ
れ
て

い
た
。
そ
う
し
た
折
り
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
ギ
ヨ
ー
ム
七
世
が
ヴ
ヴ
ァ
ン
城
主
エ
リ
と
戦
闘
を
開
始
し
、
つ
い
に
は
同
城
を
制
圧
す
る
に
い
た
っ

た
。
院
長
ア
ル
シ
ャ
ン
ボ
ー
は
こ
の
機
会
を
捉
え
て
、
「
こ
の
慣
習
が
神
と
そ
の
従
属
民
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
」
と
の
申
し
立
て
を
ア
キ

テ
ー
ヌ
公
と
そ
の
家
族
の
も
と
に
持
ち
込
ん
だ
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
は
、
レ
イ
モ
ン
の
「
慣
習
」
を
払
拭
す
る
の
に
成
功
す
る
。
し
か
し
、
ほ
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ど
な
く
、
ギ
ヨ
ー
ム
は
ヴ
ヴ
ァ
ン
城
を
レ
イ
モ
ン
の
息
子
ジ
ロ
ー
へ
と
授
封
し
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
ジ
思
置
は
「
父
親
の
悪
し
き
行
状
を
改

め
る
こ
と
を
欲
せ
ず
」
、
以
前
と
同
じ
「
慣
習
」
の
徴
収
を
再
開
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
院
長
は
、
ふ
た
た
び
ギ
ヨ
ー
ム
へ
の
要
請
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
。
仲
裁
に
立
っ
た
ギ
ヨ
ー
ム
は
、
ジ
ロ
ー
に
ヴ
ヴ
ァ
ン
城
下
の
通
行
税
の
半
分
を
認
め
る
か
わ
り
に
、
マ
ル
セ
に
お
け
る
い
っ
さ

い
の
「
悪
し
き
慣
習
」
を
放
棄
す
る
と
の
約
束
を
取
り
つ
け
、
こ
の
一
件
を
落
着
さ
せ
た
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
あ
と
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

長
は
、
ギ
ヨ
ー
ム
自
身
か
ら
も
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
の
所
領
に
お
け
る
多
数
の
「
悪
し
き
慣
習
」
を
か
ち
取
っ
た
と
い
う
。

　
以
上
は
、
城
の
征
服
と
そ
れ
に
続
く
交
渉
と
が
、
「
慣
習
」
の
確
定
に
い
か
に
規
定
的
に
作
用
し
た
か
を
よ
く
示
す
事
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
こ
の
間
、
過
去
の
事
実
を
調
査
す
る
と
い
う
手
続
き
は
つ
い
に
と
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
関
係
者
の
態
度
を
決
定
し
た

の
は
、
軍
事
的
勝
利
者
で
あ
る
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
の
裁
定
へ
の
思
惑
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
院
長
が
ギ
ヨ
ー
ム
の
修
道
院
保
護
の
姿
勢
に
期
待
し

た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
か
つ
て
の
「
慣
習
」
を
再
開
し
た
新
城
主
ジ
ロ
ー
も
、
公
か
ら
の
受
封
を
根
拠
に
し
て
そ
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
で
は

　
　
　
　
　
⑥

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
か
ら
、
「
悪
し
き
慣
習
」
の
改
廃
の
さ
い
に
、
過
去
の
事
実
の
審
問
・
調
査
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
関
係
者
の
意
向
は
ほ
と
ん
ど
確
認

さ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
か
わ
り
に
、
神
判
と
決
闘
の
証
明
、
仲
裁
裁
判
に
お
け
る
折
衝
、
軍
事
的
征
服
者
に
よ
る
裁
定
、
自
発
的
放

棄
な
ど
が
、
当
事
者
の
態
度
決
定
の
拠
り
所
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

22 （442）

　
ち
な
み
に
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
、
「
悪
し
き
慣
習
」
を
め
ぐ
る
も
っ
と
も
詳
細
な
記
録
は
、
一
～
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て

の
、
モ
ン
ト
ル
イ
ユ
・
ベ
レ
イ
城
主
が
サ
ン
・
ト
バ
ン
修
道
院
の
メ
ロ
ン
所
領
に
課
し
た
そ
れ
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
、
初
期
の
領
主
裁
判
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
論
じ
た
別
稿
に
お
い
て
、
そ
の
分
析
を
行
っ
た
。
当
時
、
同
城
主
の
裁
判
権
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
「
慣
習
」
は
、
サ
ン
・
ト
バ
ン
の

追
及
の
的
に
な
っ
て
い
た
。
紛
争
処
理
の
過
程
で
は
、
院
長
に
よ
る
城
主
ル
ノ
ー
へ
の
決
闘
の
挑
戦
、
城
主
所
領
役
人
に
よ
る
修
道
士
へ
の
攻

撃
、
城
主
ベ
レ
イ
（
ル
ノ
ー
の
甥
）
に
よ
る
粉
挽
き
場
付
属
水
門
の
破
壊
、
サ
ン
・
ト
バ
ン
側
の
金
銭
支
払
い
を
条
件
と
す
る
和
解
な
ど
の
出
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⑧

来
事
が
次
々
と
お
こ
っ
た
が
、
な
ん
ら
か
の
形
式
の
調
査
・
審
問
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事

件
に
お
け
る
「
慣
習
」
の
扱
い
も
、
す
で
に
論
じ
た
史
料
群
と
同
様
の
傾
向
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
、
両
者
の
紛
争
に
は
そ
の
後
の
経
緯
を
記
し
た
興
味
深
い
い
く
つ
か
の
史
料
が
存
在
す
る
。
一
二
世
紀
半
ば
の
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
ジ
ョ

フ
ロ
ワ
五
世
に
よ
る
モ
ン
ト
ル
イ
ユ
・
ベ
レ
イ
城
の
征
服
と
そ
れ
に
と
も
な
う
「
悪
し
き
慣
習
」
の
廃
絶
の
経
緯
を
伝
え
る
サ
ン
・
ト
バ
ン
の

『
年
代
記
』
お
よ
び
『
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
1
ー
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
ル
・
ベ
ル
（
五
世
）
伝
』
の
二
つ
の
記
述
史
料
、
そ
し
て
、
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ヨ
フ
ロ
ワ
五
世
理
が
発
給
し
た
複
数
の
証
書
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
特
別
注
目
に
値
す
る
の
は
、
調
査
・
審
問
の
先
進
地
域
の
一
つ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
ア
ン
ジ
ュ
！
伯
領
に
お
い
て
、
そ
の
直
前
の
時
代
の
特
徴
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
年
代
記
』
と
『
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
ル
・
ベ
ル
伝
』
は
、
以
下
の
記
述
に
お
い
て
大
筋
～
致
し
て
い
る
。
当
時
の
城
主
ジ
ロ
ー
に
よ
る
「
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
さ
ま
ざ
ま
な
前
代
未
聞
の
悪
し
き
収
奪
」
（
と
く
に
「
偽
り
の
召
喚
に
よ
り
」
「
身
柄
を
買
い
戻
さ
せ
る
」
裁
判
権
）
、
一
年
に
及
ぶ
伯
ジ
ョ
フ
ロ
ワ

に
よ
る
包
囲
戦
の
末
に
ジ
ロ
ー
が
捕
縛
さ
れ
た
こ
と
、
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
の
夢
に
聖
オ
バ
ン
（
サ
ン
・
ト
バ
ン
の
守
護
聖
人
）
が
現
れ
、
ジ
ョ
フ
ロ
ワ

に
ジ
等
差
の
隠
し
持
っ
て
い
る
「
慣
習
」
証
書
を
入
手
す
る
よ
う
に
指
示
を
与
え
、
じ
っ
さ
い
に
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
が
術
策
を
弄
し
て
そ
の
証
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

奪
取
し
た
こ
と
、
最
後
に
聖
俗
の
貴
顕
を
召
集
し
た
集
会
に
お
い
て
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
が
そ
の
証
書
を
焼
却
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。
た
だ
、
次
の
よ

う
な
下
洗
も
あ
る
。
『
年
代
記
』
で
は
、
モ
ン
ト
ル
イ
ユ
・
ベ
レ
イ
城
の
「
悪
し
き
慣
習
」
を
、
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
を
は
じ
め
と
す
る
過
去

の
国
王
か
ら
下
付
さ
れ
た
特
許
状
の
イ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
を
引
き
合
い
に
出
し
て
非
難
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
が
、
ジ
ロ
！
の
「
慣
習
」

証
書
破
棄
の
あ
と
に
、
重
罪
事
件
に
か
か
わ
る
裁
判
権
を
自
身
に
留
保
し
て
、
そ
の
他
の
「
慣
習
」
を
破
棄
す
る
と
し
た
新
証
書
を
作
成
さ
せ

た
と
の
記
述
が
あ
る
。
他
方
、
『
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
ル
・
ベ
ル
伝
』
の
方
に
は
、
こ
う
し
た
叙
述
は
欠
け
て
い
る
が
、
ジ
ロ
ー
の
所
有
す
る
「
慣

習
」
証
書
の
形
態
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
（
『
年
代
記
』
に
は
な
い
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
証
書
と
は
、
か
つ
て
ジ
ロ
！
と
サ
ン
・
ト
バ
ン

の
あ
い
だ
で
結
ば
れ
た
メ
ロ
ン
所
領
に
つ
い
て
の
和
解
を
記
し
た
シ
ロ
グ
ラ
フ
（
当
事
者
間
で
分
割
さ
れ
る
歯
型
文
書
）
で
あ
り
、
両
者
と
ジ
ョ

フ
ロ
ワ
の
印
璽
が
施
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
と
は
い
え
、
両
者
と
も
、
ジ
ロ
ー
の
も
つ
「
慣
習
」
証
書
が
い
か
に
し
て
破
棄
さ
れ
た
か
に
関
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心
を
寄
せ
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。

　
二
つ
の
史
料
を
総
合
す
る
と
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
に
よ
る
モ
ン
ト
ル
イ
ユ
・
ベ
レ
イ
城
制
圧
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
慣
習
」
を
破

棄
す
る
根
拠
と
し
て
は
薄
弱
だ
と
考
え
ら
れ
た
と
い
う
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
原
因
は
「
慣
習
」
の
和
解
を
記
し

た
シ
ロ
グ
ラ
フ
に
あ
る
。
幻
視
の
奇
蹟
、
集
会
で
の
ア
ピ
ー
ル
、
新
証
書
の
作
成
は
、
先
立
つ
証
書
を
無
効
に
す
る
た
め
に
、
ア
ン
ジ
ュ
i
伯

と
サ
ン
・
ト
バ
ン
が
案
出
し
た
方
策
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
証
書
史
料
は
こ
う
し
た
状
況
を
よ
く
裏
書
き
し
て
く
れ
る
。
『
年
代
記
瞼
の
言
及
す
る
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
の
新
証
書
は
、
じ
っ
さ
い
サ
ン
・
ト
バ

ン
の
証
書
集
中
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
『
年
代
記
』
の
記
述
と
符
合
す
る
。
ま
た
同
心
書
中
に
、
さ
ら
に
九
六
六
年
の
ジ
ョ
フ
ロ

ワ
一
世
の
サ
ン
・
ト
バ
ン
宛
て
の
イ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
証
書
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
証
書
集
の
な
か
に
み
つ
か
る
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。
ほ
か
に
も
、
の
ち
に
、
ポ
ワ
テ
ィ
エ
司
教
ジ
ル
ベ
ー
ル
と
次
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
）
ア
ン
リ
ニ
世
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
獲
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
た
確
認
証
書
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
サ
ン
・
ト
バ
ン
側
の
シ
ロ
グ
ラ
フ
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
二
世
紀
半
ば
の
モ
ン
ト
ル
イ
ユ
・
ベ
レ
イ
城
の
「
悪
し
き
慣
習
」
の
廃
棄
を
め
ぐ
っ
て
は
、
複
雑
な
い
く
つ
も
要
素
が
絡
み
合
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
幻
視
の
奇
蹟
、
集
会
で
の
ア
ピ
ー
ル
、
伯
の
作
成
し
た
新
証
書
、
か
つ
て
の
伯
に
よ
る
授
与
証
書
、
そ
し
て
確
認
証
書
な
ど

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
、
ジ
ロ
ー
の
も
つ
シ
ロ
グ
ラ
フ
の
和
解
証
書
を
反
故
に
す
る
目
的
を
揃
っ
て
担
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
証
書
を
め

ぐ
る
一
種
の
争
い
が
、
「
慣
習
」
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
将
来
の
証
書
主
義
を
予
感
さ
せ
る
兆
候
が
見
出
さ

れ
は
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
逆
説
的
に
も
証
書
そ
れ
の
み
で
は
過
去
の
記
憶
を
確
証
す
る
絶
対
的
な
基
準
と
は
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
と
い
う

過
渡
的
な
状
況
が
見
て
と
れ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
　
所
領
経
営
と
償
習
ー
シ
ュ
ジ
ェ
の
『
所
領
経
営
の
記
録
㎞
か
ら
一

つ
ぎ
に
、
慣
習
が
課
さ
れ
る
現
場
で
あ
る
、
領
主
－
領
民
関
係
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
分
析
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
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「悪しき慣習」とフランス封建社会（轟木）

「
慣
習
」
放
棄
証
書
、
和
解
文
書
、
訴
訟
記
録
な
ど
で
は
な
く
、
修
道
士
が
所
領
経
営
の
現
場
で
「
慣
習
」
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
の
か
を
内

側
か
ら
語
っ
て
い
る
史
料
の
ひ
と
つ
、
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
院
長
シ
ュ
ジ
ェ
の
『
所
領
経
営
の
記
録
』
で
あ
る
。
＝
四
〇
年
代
、
晩
年
を
迎

え
た
シ
ュ
ジ
ェ
は
、
自
分
が
携
わ
っ
た
所
領
経
営
の
あ
ら
あ
ま
し
を
後
世
に
遺
す
よ
う
修
道
士
た
ち
に
懇
願
さ
れ
た
。
こ
の
著
作
の
前
半
部
分

は
、
前
院
長
ア
ダ
ム
と
み
ず
か
ら
の
時
代
に
、
所
領
と
各
種
の
「
慣
習
」
を
含
め
た
諸
権
利
の
維
持
・
拡
張
の
た
め
に
傾
注
さ
れ
た
努
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

数
々
の
記
述
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。

　
シ
ュ
ジ
ェ
の
物
語
る
一
二
世
紀
初
頭
は
、
ル
イ
陰
茎
・
七
世
の
後
ろ
盾
を
得
て
、
ま
さ
に
サ
ン
・
ド
ニ
が
世
俗
所
領
の
蓄
積
に
励
ん
で
い
た

時
期
に
あ
た
る
。
そ
れ
は
、
『
記
録
』
中
に
、
周
辺
城
主
た
ち
の
「
慣
習
」
か
ら
の
解
放
、
所
領
の
城
塞
防
備
化
、
回
復
し
た
「
慣
習
」
の
強

化
に
か
か
わ
る
記
述
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
も
よ
く
窺
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
史
料
の
大
き
な
特
徴
は
、
敵
対
領
主
の
「
慣
習
」
だ
け
で
な
く
、

修
道
院
自
身
の
「
慣
習
」
経
営
に
つ
い
て
率
直
に
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
。

　
『
記
録
』
に
お
い
て
ひ
と
き
わ
大
き
な
叙
述
が
割
か
れ
て
い
る
の
は
、
ル
・
ピ
ュ
イ
ゼ
城
主
ユ
ー
グ
三
世
と
の
紛
争
で
あ
る
。
ユ
ー
グ
は
、

同
じ
く
シ
ュ
ジ
ェ
の
手
に
な
る
『
ル
イ
六
青
鷺
』
に
お
い
て
も
、
イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
を
席
巻
す
る
悪
辣
な
城
主
の
一
人
と
し
て
描
写
さ
れ

　
　
⑮

て
い
る
。
ル
・
ピ
ュ
イ
ゼ
城
の
運
搬
夫
役
そ
の
他
の
「
慣
習
」
は
、
サ
ン
・
ド
ニ
の
二
つ
の
所
領
ル
ヴ
レ
イ
と
ト
ゥ
リ
ー
に
と
り
脅
威
と
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
サ
ン
・
ド
ニ
は
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
イ
ヴ
ら
と
共
同
で
ル
イ
六
世
に
請
願
し
、
ル
・
ピ
ュ
イ
ゼ
城
の
攻
略
と
破
壊
に
成
功
す

る
。
し
か
し
、
城
の
破
壊
後
、
所
領
再
建
を
目
論
む
ユ
ー
グ
は
、
ル
ヴ
レ
イ
に
共
同
で
開
墾
地
を
開
発
す
る
と
い
う
計
画
を
サ
ン
・
ド
ニ
に
持

ち
か
け
た
と
い
う
。
し
か
し
、
サ
ン
・
ド
ニ
側
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
シ
ュ
ジ
ェ
は
、
そ
の
理
由
を
「
穀
物
、
豚
肉
、
羊
、
子
羊
、
ガ
チ
ョ
ウ
、

雌
鶏
、
若
鶏
、
そ
し
て
木
材
」
の
タ
イ
ユ
の
「
慣
習
」
を
ユ
ン
グ
が
「
か
れ
の
先
祖
に
倣
っ
て
」
再
開
す
る
の
を
憂
慮
し
た
か
ら
、
と
記
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
る
。
こ
の
地
に
は
ユ
ー
グ
に
対
抗
す
る
た
め
防
備
施
設
が
建
設
さ
れ
、
そ
の
門
に
は
塔
が
設
置
さ
れ
た
。

　
ト
ゥ
リ
ー
の
場
合
は
、
シ
ュ
ジ
ェ
自
身
が
ア
ダ
ム
院
長
時
代
に
プ
レ
ヴ
ォ
（
所
領
管
理
役
）
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
が
、
同
じ
く
ル
・
ピ
ュ

イ
ゼ
城
の
タ
イ
ユ
と
そ
の
運
搬
の
夫
役
が
所
領
経
営
の
足
枷
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
院
長
に
就
任
し
た
シ
ュ
ジ
ェ
は
、
ル
・
ピ
ュ
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イ
ゼ
城
破
壊
後
、
や
は
り
ト
ゥ
リ
ー
に
も
囲
壁
と
防
備
塔
を
も
っ
た
城
塞
を
建
設
す
る
。

　
サ
ン
・
ド
ニ
の
攻
勢
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
シ
ュ
ジ
ェ
は
、
あ
る
日
武
装
し
た
取
り
巻
き
と
と
も
に
オ
ル
レ
ア
ン
へ
向
か
う
途
中

で
、
「
か
つ
て
の
悪
行
」
を
繰
り
返
し
て
い
た
ユ
ー
グ
を
捕
虜
に
し
、
サ
ン
・
ド
ニ
へ
と
連
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
外
憂
を
排
除
し
た

シ
ュ
ジ
ェ
は
、
こ
の
あ
と
ト
ゥ
リ
ー
の
十
分
の
一
連
を
確
保
し
、
さ
ら
に
サ
ン
ス
を
設
定
し
て
、
そ
れ
を
「
忘
却
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
」
と
証
書
を
作
成
し
た
。
こ
う
し
て
、
か
つ
て
一
年
あ
た
り
二
〇
リ
ー
ヴ
ル
に
満
た
な
か
っ
た
同
所
領
の
収
入
は
八
○
リ
ー
ヴ
ル
に
跳
ね
上

が
っ
た
と
い
う
。
シ
ュ
ジ
ェ
は
、
「
さ
ら
に
ほ
か
の
慣
習
の
日
常
経
営
が
大
幅
に
向
上
す
れ
ば
、
同
地
の
財
産
は
い
と
も
容
易
に
増
大
す
る
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
⑰

ろ
う
」
と
今
後
の
明
る
い
展
望
を
誇
ら
し
げ
に
語
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
シ
ュ
ジ
ェ
の
叙
述
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
慣
習
」
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
態
度
が
窺
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ジ
ェ
は
、
ル
・
ピ

ュ
イ
ゼ
城
主
の
「
慣
習
」
を
「
祖
先
に
な
ら
っ
た
」
も
の
と
記
す
に
す
ぎ
ず
、
サ
ン
・
ド
剛
率
の
主
張
の
根
拠
を
自
明
視
し
て
い
る
。
ま
た
城

破
壊
前
の
「
慣
習
」
に
関
す
る
審
問
・
調
査
へ
の
雷
及
も
な
い
。
む
し
ろ
、
所
領
の
城
塞
化
や
ル
・
ピ
ュ
イ
ゼ
城
主
の
捕
縛
と
い
う
事
実
が
、

あ
ら
た
な
「
慣
習
」
確
保
の
う
え
で
不
可
欠
だ
っ
た
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
ト
ゥ
リ
ー
の
場
合
に
は
領
民
と
の
問
で
「
慣
習
」
証

書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
も
分
か
る
。
後
に
は
こ
の
種
の
フ
ラ
ン
シ
ー
ズ
文
書
が
、
領
主
－
領
民
間
で
「
慣
習
」
の
固
定
化
の
根
拠
と
な
る
だ
ろ

う
。
た
だ
こ
こ
で
は
そ
の
存
在
は
ル
・
ピ
ュ
イ
ゼ
城
主
へ
の
対
抗
措
置
と
し
て
し
か
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　
こ
れ
と
は
べ
つ
の
「
慣
習
」
獲
得
の
試
み
も
存
在
し
た
。
イ
ヴ
リ
ン
ヌ
所
領
の
再
建
の
記
述
が
そ
れ
で
あ
る
。
複
数
の
ウ
ィ
ラ
か
ら
な
る
こ

の
所
領
は
、
同
時
に
二
人
の
城
主
と
一
人
の
村
落
領
主
か
ら
の
タ
イ
ユ
に
晒
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
サ
ン
・
ド
ニ
は
、
ま
ず
多
額
の
金
銭
支

払
い
に
よ
っ
て
タ
イ
ユ
の
放
棄
を
か
ち
取
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
あ
と
の
、
近
在
の
イ
ヴ
リ
ン
森
に
お
け
る
狩
猟
権
の
回
復
に
か
か
わ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

記
述
で
あ
る
。
修
道
院
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
代
表
の
修
道
士
と
ア
モ
リ
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
ら
修
道
院
と
友
愛
関
係
に
あ
る
俗
人
貴
族

た
ち
を
現
地
へ
と
派
遣
し
た
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
は
「
テ
ン
ト
で
生
活
し
つ
つ
、
一
週
間
の
問
毎
日
大
量
の
雄
ジ
カ
を
自
分
た
ち
の
も
と
に
運

ば
せ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
雄
ジ
カ
の
肉
は
病
気
の
修
道
士
や
近
在
の
騎
士
ら
に
分
配
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
行
為
は
一
見
単
な
る
無
駄
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な
努
力
の
よ
う
に
映
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ジ
ェ
は
、
「
（
こ
の
行
為
は
）
む
な
し
い
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
教
会
の
権
利
の
た
め
」
で
あ
り
、
「
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

習
」
が
「
今
後
忘
却
さ
れ
な
い
よ
う
に
」
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
強
調
す
る
。
シ
ュ
ジ
ェ
の
説
明
は
、
「
慣
習
」
の
復
活
が
過
去
の
事
実
の
調
査

な
ど
で
は
な
く
、
権
利
そ
の
も
の
を
実
地
に
行
使
す
る
形
で
し
か
な
さ
れ
え
な
い
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
サ
ン
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

メ
ク
サ
ン
の
証
書
に
も
修
道
院
長
の
不
在
中
に
「
慣
習
」
の
喪
失
が
お
こ
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
こ
の
種
の
事
例
は
、
「
慣
習
」
の
回

復
と
維
持
に
お
い
て
、
示
威
的
な
実
践
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
ギ
レ
ル
ヴ
ィ
ル
所
領
の
回
復
の
箇
所
か
ら
は
、
修
道
院
が
「
慣
習
」
の
増
大
に
示
し
た
執
着
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。
シ
ュ
ジ
ェ
に

よ
れ
ば
、
こ
の
所
領
は
ダ
ゴ
ベ
ー
ル
一
世
発
給
の
証
書
に
よ
り
サ
ン
・
ド
ニ
に
贈
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
数
百
年
後
の
こ
の
時
代

に
は
、
「
屋
敷
も
、
農
場
も
、
何
の
領
主
財
産
も
な
い
」
状
況
で
、
そ
の
住
民
は
サ
ン
・
ド
ニ
に
ご
く
小
額
の
耕
地
と
家
屋
に
か
か
る
サ
ン
ス

を
納
入
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
所
領
の
再
建
に
乗
り
出
し
た
シ
ユ
ジ
ェ
は
、
ま
ず
、
同
地
に
一
定
規
模
の
耕
地
を
購
入
し
、
つ
ぎ
に
こ

の
所
領
を
め
ぐ
っ
て
四
〇
年
来
私
戦
を
繰
り
広
げ
て
き
た
二
人
の
世
俗
領
主
を
和
解
さ
せ
、
さ
ら
に
サ
ン
・
ド
ニ
の
所
有
権
を
確
認
さ
せ
た
。

つ
い
で
、
こ
の
地
に
囲
壁
を
も
つ
た
城
塞
を
建
築
し
、
養
魚
池
な
ど
を
設
け
て
所
領
の
安
全
と
経
営
の
充
実
に
努
め
た
。
そ
し
て
、
耕
地
の
一

部
の
収
益
が
上
が
ら
な
い
の
を
見
て
と
る
と
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
、
穀
物
の
徴
収
高
を
増
大
さ
せ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
同
所
領
の
農
民

た
ち
に
古
く
か
ら
の
サ
ン
ス
を
免
除
す
る
～
方
で
、
別
途
に
シ
ャ
ン
パ
ー
ル
（
物
納
の
賦
課
祖
）
を
導
入
し
た
。
そ
の
さ
い
、
「
慣
習
の
変
更
か

ら
く
る
臨
画
の
不
満
と
反
抗
」
が
予
想
さ
れ
た
が
、
メ
ー
ル
（
村
主
）
に
対
し
て
、
そ
の
知
行
に
お
け
る
「
慣
習
」
を
免
除
す
る
か
わ
り
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

領
民
の
反
発
を
押
さ
え
込
む
任
に
当
た
ら
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ュ
ジ
ェ
は
メ
ー
ル
に
対
す
る
封
主
と
し
て
の
地
位
を
利
用
し

て
、
「
慣
習
」
変
更
に
と
も
な
う
村
落
内
の
抵
抗
を
あ
ら
か
じ
め
封
じ
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
『
記
録
』
か
ら
は
、
他
領
主
の
「
悪
し
き
慣
習
」
に
対
す
る
非
難
だ
け
で
な
く
、
修
道
院
自
身
の
「
慣
習
」
確
保
へ
の
貧
欲
な
ま

で
の
取
り
組
み
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
所
領
の
城
砦
化
、
実
地
で
の
示
威
的
な
要
求
、
所
領
村
落
内
の
権
力
関
係
の
利
用
な
ど
は
、
調
査
・

審
問
と
は
異
な
る
態
度
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
シ
ュ
ジ
ェ
は
、
こ
れ
ら
を
み
ず
か
ら
の
院
長
と
し
て
の
輝
か
し
い
事
績
と
し
て
物
語
っ

27 （447）



て
い
る
の
で
あ
る
。
呼
び
出
さ
れ
る
「
慣
習
」
の
記
憶
は
、
せ
い
ぜ
い
修
道
院
の
文
書
庫
に
眠
る
国
王
証
書
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

①
た
だ
ル
メ
ル
は
、
各
種
の
訴
件
の
な
か
で
は
、
「
慣
習
」
は
調
査
に
付
さ
れ
る

　
の
が
早
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
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。
b
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①
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一
ρ
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以
下
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。
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史
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た
。
ま
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ノ
ル
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デ
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ン
グ
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ド
の
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ふ
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朝
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破
棄
し
た
と
い
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れ
て
い
る
が
、
『
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
ル
・
ベ
ル
伝
隔
で
は
、
ジ
ョ

　
フ
ロ
ワ
が
聖
オ
バ
ン
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幻
視
を
公
衆
に
説
明
し
、
み
ず
か
ら
破
棄
し
た
と
あ
る
。
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友
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．
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「悪しき慣習」とフランス封建社会（轟木）

第
四
章

一
世
紀
に
お
け
る
調
査
・
審
問
の
事
例

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
は
、
「
慣
習
」
の
主
張
、
証
明
、
確
定
、
改
廃
な
ど
が
、
多
く
の
場
合
に
調
査
・
審
問
と
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
こ
と

を
強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
、
調
査
・
審
問
の
事
例
は
皆
無
と
い
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
最
後
に
こ
う
し
た
小
数
の
事
例
を
考
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
＝
二
世
紀
へ
の
展
望
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
と
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
ギ
ヨ
ー
ム
六
世
配
下
の
裁
判
官
と
プ
レ
ヴ
ォ
と
の
一
〇
三
二
年
の
訴
訟
で

あ
る
。

　
そ
の
模
様
を
伝
え
る
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
の
記
録
は
、
訴
訟
に
先
立
っ
て
、
ギ
ョ
！
ム
比
量
指
導
下
で
展
開
し
た
「
神
の
平
和
」
運
動
に
言
及

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ロ
ベ
ー
ル
差
響
の
後
援
を
受
け
た
ギ
ヨ
ー
ム
は
、
ポ
ワ
ト
ゥ
各
地
で
平
和
会
議
を
開
催
し
た
。
ポ
ワ
テ
ィ
エ
で

も
、
同
市
の
司
教
イ
ザ
ン
ベ
！
ル
を
は
じ
め
と
す
る
「
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
を
召
集
し
た
会
議
が
開
か
れ
、
「
も
し
何
者
か

が
不
正
行
為
あ
る
い
は
権
利
の
侵
害
に
よ
っ
て
聖
な
る
神
の
教
会
の
財
産
を
所
有
し
た
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
不
当
に
奪
っ
た
な
ら
ば
、

そ
の
者
は
速
や
か
に
そ
れ
を
返
還
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
修
道
院
の
所
領
は
少
し
も
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
解
放
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
と
の
決
定
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
平
和
会
議
の
の
ち
、
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
の
修
道
士
た
ち
は
、
ギ
ヨ
ー
ム
が
近
隣
の
メ
ル
城
に
お
い
て
、
配

下
の
裁
判
官
と
プ
レ
ヴ
ォ
お
よ
び
多
く
の
貴
族
た
ち
と
も
に
裁
判
集
会
を
開
催
す
る
と
、
同
院
の
土
地
に
お
い
て
、
「
欺
隔
と
盆
景
か
ら
不
正

な
裁
判
権
を
行
使
し
て
い
る
」
裁
判
官
と
プ
レ
ヴ
ォ
を
告
訴
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
訴
え
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
裁
判
官
と
プ
レ
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ヴ
ォ
」
は
、
集
会
の
参
列
者
の
「
裁
判
官
と
プ
レ
ヴ
ォ
」
に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
訴
訟
の
ま
え
に
「
神
の
平
和
」
集
会
の
記
述
が

置
か
れ
て
い
る
の
は
、
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
側
が
提
訴
を
、
教
会
財
産
の
保
全
を
謳
っ
た
平
和
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ギ
ヨ
ー
ム
は
こ
こ
で
審
問
を
開
始
す
る
。
「
旧
き
慣
習
に
通
暁
し
て
い
る
数
人
の
生
ま
れ
の
良
い
人
物
」

を
召
喚
し
、
か
れ
ら
の
う
ち
誰
か
が
宣
誓
の
う
え
で
、
お
お
や
け
に
証
言
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
「
副
裁
判
宮
た
ち

ω
昏
甘
岳
8
ω
」
の
…
人
が
、
自
分
の
父
親
が
七
〇
年
以
上
昔
に
裁
判
官
を
務
め
た
こ
と
、
自
分
も
父
の
死
後
、
何
年
も
前
に
こ
の
訴
件
を
審
理

し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
役
を
引
き
受
け
、
当
時
の
「
慣
習
」
規
定
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
証
言
を
行
っ
た
。
「
（
問
題
の
複
数
と
教
区
と

ヴ
ィ
ラ
に
お
い
て
は
、
）
暴
行
、
強
盗
、
殺
人
（
事
件
か
ら
得
ら
れ
る
裁
判
収
入
）
の
半
分
を
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
が
、
そ
し
て
も
う
半
分
は
修
道
士
た
ち
が

受
領
す
る
。
し
か
し
、
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
の
土
地
の
な
か
で
領
民
の
だ
れ
か
が
訴
え
を
起
こ
し
た
な
ら
ば
、
誰
の
介
入
も
受
け
る
こ
と
な
く
修

道
士
た
ち
が
裁
き
を
な
す
。
ま
た
、
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
の
土
地
の
外
に
お
い
て
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
が
訴
え
を
受
け
た
な
ら
、
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
が
裁
判
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

入
を
受
領
す
る
。
…
…
（
カ
ッ
コ
内
引
用
者
）
」
こ
の
よ
う
に
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
は
か
つ
て
の
「
副
裁
判
官
」
た
ち
を
召
喚
し
、
審
問
を
実
施
し

た
。
結
局
、
右
の
過
去
の
裁
判
権
に
つ
い
て
の
詳
細
な
証
奮
が
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
勝
訴
の
判
決
を
引
き
出
す
こ
と
に
な
る
。

　
一
一
つ
め
は
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
マ
ル
テ
ル
の
法
廷
で
争
わ
れ
た
サ
ン
・
ト
バ
ン
と
伯
の
プ
レ
ヴ
ォ
と
の
一
一
世
紀
半
ば
の
訴
訟

で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
も
、
ア
ン
ジ
ュ
i
伯
の
プ
レ
ヴ
ォ
で
あ
る
オ
ド
ゥ
ワ
ン
に
よ
る
「
悪
し
き
慣
習
」
が
審
問
の
対
象
と
な
っ
た
。

オ
ド
ゥ
ワ
ン
は
「
慣
習
に
よ
り
放
牧
権
を
も
つ
」
と
主
張
し
て
、
伯
所
有
の
三
〇
頭
の
雌
牛
を
サ
ン
・
ト
バ
ン
の
所
領
で
あ
る
ル
・
モ
ン
島
に

持
ち
込
み
、
同
修
道
院
の
領
民
た
ち
に
管
理
を
命
じ
た
と
い
う
。
修
道
士
た
ち
は
、
こ
れ
を
「
不
正
な
慣
習
」
と
判
断
し
て
、
雌
牛
を
捕
ら
え

て
囲
い
地
に
閉
じ
込
め
、
こ
の
事
件
を
伯
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
マ
ル
テ
ル
と
オ
ド
ゥ
ワ
ン
を
含
む
裁
判
官
か
ら
な
る
法
廷
に
提
訴
し
た
の
で
あ
る
。

オ
ド
ゥ
ワ
ン
は
、
「
か
つ
て
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
の
慣
習
」
を
よ
く
知
る
か
つ
て
の
二
人
の
プ
レ
ヴ
ォ
を
証
人
と
し
て
召
喚
し
た
。
し
か
し
、
オ
ド

ゥ
ワ
ン
の
意
に
反
し
て
、
二
人
は
、
「
そ
の
よ
う
な
慣
習
は
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
く
、
さ
ら
に
は
誰
の
ど
の
よ
う
な
慣
習
も
そ
こ
に

存
在
し
な
い
し
、
ま
た
が
っ
て
存
在
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
」
と
サ
ン
・
ト
バ
ン
支
持
の
証
言
を
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
は
次
の
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よ
う
な
判
決
を
下
し
た
。
「
余
は
、
た
ん
に
そ
の
よ
う
な
慣
習
が
存
在
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
余
の
父
も
余
も
、
サ
ン
・
ト
バ
ン
の
所
領
で
あ

る
ル
・
モ
ン
島
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
慣
習
も
ま
っ
た
く
持
っ
た
こ
と
も
な
く
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
慣
習
が
存
在
し
た
こ
と
を
見
聞
き
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
こ
と
も
な
い
と
認
め
る
。
」

　
い
ま
見
て
き
た
二
つ
の
事
例
は
、
一
一
世
紀
に
お
い
て
も
、
「
慣
習
」
の
記
憶
の
聞
き
取
り
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
注
目

に
値
す
る
だ
ろ
う
。
前
者
で
は
、
副
裁
判
宮
が
過
去
の
裁
判
権
に
つ
い
て
詳
細
な
証
言
を
行
い
、
後
者
で
は
、
被
告
の
オ
ド
ゥ
ワ
ン
自
身
が
用

意
し
た
証
人
が
、
か
れ
に
不
利
な
記
憶
を
明
ら
か
に
し
、
し
か
も
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
は
、
そ
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
判
決
に
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
審
問
が
比
較
的
実
現
さ
れ
や
す
か
っ
た
い
く
つ
か
の
条
件
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
第
～
に
、
被
告
が

独
立
の
城
主
で
は
な
く
、
伯
・
公
の
所
領
役
人
で
あ
り
、
結
局
み
ず
か
ら
の
権
利
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
伯
・
公
は
裁
判
官
で
あ

る
と
同
時
に
、
な
か
ば
被
告
の
立
場
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
審
問
の
対
象
が
、
「
慣
習
」
を
直
接
負
担
す
る
領
民
で
は
な

く
、
諸
侯
配
下
の
所
領
役
人
や
裁
判
官
に
下
定
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
審
問
は
、
諸
侯
の
所
領
役
人
に
対

す
る
統
制
と
い
う
色
合
い
が
強
い
と
い
え
る
。
結
局
、
二
人
の
諸
侯
は
み
ず
か
ら
の
「
悪
し
き
慣
習
」
を
審
問
と
判
決
を
つ
う
じ
て
放
棄
し
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
こ
う
し
た
条
件
が
当
て
は
ま
ら
な
い
事
例
も
存
在
す
る
。
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ブ
ル
グ
イ
ユ
修
道
院
と
モ
ン

ソ
ロ
ー
城
主
ゴ
ー
テ
ィ
エ
の
争
訟
で
は
、
院
長
が
、
老
人
と
若
者
か
ら
な
る
艦
名
の
諸
領
民
を
法
廷
に
引
き
連
れ
、
誓
約
の
上
、
「
悪
し
き
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

習
」
（
こ
こ
で
は
、
ウ
ィ
カ
リ
ア
や
城
の
警
護
賦
役
な
ど
）
が
過
去
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
証
言
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、
一
三
世
紀
の

そ
れ
を
先
取
り
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
調
査
・
審
問
が
、
あ
く
ま
で
も
法
廷
に
お
け
る
証
言
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
は
見
逃
し
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
も
の
、
第
二
章
で
み
た
よ
う
に
、
「
慣
習
」
を
め
ぐ
る
訴
訟
は
、
神
判
・
決
闘
の
証
明
の
う
ち
に
統
合
さ
れ
る
性

格
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
記
憶
の
証
言
が
、
そ
れ
だ
け
で
自
足
し
た
証
明
価
値
を
も
つ
よ
う
に
な
る
に
は
、
一
方
で
証
明
手
段
と
し
て
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の
神
判
・
決
闘
が
衰
退
し
、
他
方
で
、
第
　
章
で
み
た
よ
う
に
、
審
問
官
の
任
命
や
調
査
官
の
派
遣
に
よ
り
、
法
廷
外
で
現
地
調
査
が
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
よ
う
に
な
る
を
ま
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
＝
、
一
二
世
紀
の
西
・
北
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
た
し
か
に
「
慣
習
」
の
調
査
・
審

問
は
完
全
に
姿
を
消
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
限
定
的
な
条
件
が
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
象
賊
尊
§
§
糞
P
⑩
ピ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
二
一
五
年
の
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
は
、

　
②
象
凡
ミ
出
惑
欝
P
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
判
の
さ
い
の
聖
職
者
に
よ
る
祝
別
を
禁
止
し
た
。
た
だ
、
教
会
人
の
問
で
は
、

　
③
O
．
O
巳
ま
∬
卜
§
§
融
職
漁
、
さ
疑
ミ
防
§
§
§
黛
§
さ
§
§
翼
Φ
鳶
り
戸
　
　
退
潮
傾
向
は
す
で
に
一
二
世
紀
後
半
に
は
確
実
に
顕
著
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
　
O
簿
鉱
。
α
q
信
Φ
臼
Φ
g
①
ω
り
ρ
卜
。
〇
一
峯
り
、
．
0
8
。
・
器
酔
a
写
貫
o
o
暴
器
冊
a
o
．
．
▼
薯
．
　
　
　
　
一
■
b
d
8
。
。
路
旦
。
や
9
何
‘
P
δ
ρ
U
・
切
舞
ま
8
ヨ
団
w
O
隷
§
ミ
越
ミ
ミ
ミ
ら
騨
．

　
　
○
。
甲
ω
c
。
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
笥
ミ
。
§
亀
ミ
貯
捻
ミ
§
謹
隷
8
ミ
隷
謙
。
§
蜀
卜
⊃
O
O
♪
℃
℃
』
㎝
マ
ト
っ
O
P
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結

び

　
本
稿
は
、
「
悪
し
き
慣
習
」
を
め
ぐ
る
態
度
の
分
析
を
つ
う
じ
て
、
｝
一
・
＝
一
世
紀
の
権
力
と
真
理
の
関
係
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
ょ

う
と
し
て
き
た
。

　
先
行
研
究
は
、
記
憶
の
伝
承
と
か
、
法
通
暁
者
へ
の
問
い
か
け
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
あ
ま
り
に
も
自
明
期
し
て
き
た
。
し
か
し
、
小
数
の
事

例
を
除
け
ば
、
調
査
・
審
問
の
本
格
化
は
、
一
二
世
紀
末
を
ま
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
前
、
「
慣
習
」
の
証
明
や
改
廃
の
場
面
で
支

配
的
だ
っ
た
の
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
態
度
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
訴
訟
で
は
、
た
と
え
「
慣
習
」
の
証
人
が
出
廷
し
て
も
、
そ
の
証
言
は
最
終
的
な
証
明
手
段
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
神
判
や
決
闘
に
よ
る
証
明

の
な
か
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
仲
裁
に
お
い
て
は
、
「
慣
習
」
は
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
取
引
や
分
割
の
対
象
と
な
っ

た
。
軍
事
征
服
後
の
「
慣
習
」
の
改
廃
も
、
審
問
や
調
査
で
は
な
く
、
交
渉
や
証
書
の
活
用
な
ど
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
シ
ュ
ジ
ェ
の

『
所
領
経
営
の
記
録
』
か
ら
も
、
周
辺
領
主
と
の
交
渉
、
所
領
施
設
の
城
砦
防
備
化
、
領
民
と
の
交
渉
、
示
威
的
な
権
利
の
行
使
が
、
「
慣
習
」

の
維
持
や
回
復
に
お
い
て
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
と
占
め
て
い
た
と
い
う
知
見
が
得
ら
れ
た
。



　
ま
た
、
一
〇
世
紀
末
の
「
悪
し
き
慣
習
」
の
出
現
は
、
バ
ン
領
主
に
よ
る
暴
力
的
な
領
民
支
配
の
は
じ
ま
り
と
い
う
点
か
ら
も
、
逆
に
、
修

道
士
の
イ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
意
識
か
ら
も
十
分
に
は
説
明
さ
れ
え
ず
、
同
時
代
の
正
し
き
権
力
の
規
範
の
形
成
と
い
う
観
点
と
関
連
づ
け
て
理
解
す

べ
き
だ
と
論
じ
た
。
諸
侯
ら
の
修
道
院
改
革
へ
の
関
与
、
「
神
の
平
和
」
規
定
の
留
保
条
項
に
み
る
、
平
和
違
反
の
侵
害
行
為
と
正
当
な
「
慣

習
」
の
区
別
の
試
み
に
そ
の
象
徴
的
な
あ
ら
わ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
最
後
に
、
以
上
の
考
察
は
、
一
二
世
紀
後
半
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
領
野
に
広
が
る
審
問
・
調
査
と
の
さ
ら
な
る
比
較
を
ふ
ま
え
て
は

じ
め
て
、
そ
の
も
つ
意
味
が
よ
り
あ
き
ら
か
と
な
っ
て
ゆ
く
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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京
都
府
立
大
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非
常
勤
講
師
　
京
都
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伏
見
区
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　　　　　　Malae　consuetudines　and　French　Feudal　Society：

An　Attempt　at　History　of　the　Relationship　of　Power　and　Truth

by

TODoRoKI　Kotaro

　　From　the　end　of　the　tenth　century　toward　the　twelfth　century，　the　words　malae

consuetudines，　literally　bad　customs，　which　refer　to　seigniorial　levies　and　taxes，

abound　in　monastic　charters．　This　article　tries　to　clarifY　this　concept　and　analyze

the　historical　conditioRs　under　which　it　evolved．　Previous　studies　have　been　based

upon　the　ttncritical　association　of　the　malae’consuetudines　with　the　rnaintenance　of

a　collective　memory．　There　are，　however，　oniy　a　small　number　of　documents血at

mention　the　inquiry　or　exarnination　of　customs，　which　has　led　the　author　to　re－

examine　the　documents　and　to　propose　new　issues　and　perspectives．

　　First，　it　was　not　untll　the　second　half　of　the　twelfth　century　that　institutional　and

systematic　inquiry　into　customs　was　gradually　introduced．　This　fact　deserves

special　attention　because　customs　were　not　the　only丘eld　in　which血qu憤es，

exam血ations，　or　hea血gs　were　insti纐ted；in　criminaHaw，　the　inves賃gation　of

facts，　confession，　・and　torttnre　came　to　be　given　great　importance；　in　civil　law，

witnesses　ar｝d　written　certfication　gained　precedence　as　proof；’　the　church

systematized　the　inquisition　of　heretics，　canonlzing　examlriation，　and　sacramental

confession；血regiona歪a（㎞strat量on　ofとhe　French　monarchy，6耀鋸飽％郷were

sent　to　investigate　the　complaints　filed　by　the　local　communities．　The

institutionalization　of　the　inqtriry　into　customs　is　one　of　this　new　series　of

rnovements　related　to　knowledge　and　power．

Second，　it　is　important　to　note　that　the　term　malae　consuetudines　presupposed

some　conception　of　right　or　legitimate　power．　P血ces，　who　were　the　fhlst

landlords　to　abandon　such　malae　consuetudines　to　the　leacling　monasteries，　also

supported　their　reform　movements　and　accurnulation　of　seigrtiorial　rights．　By　doing

so，　the　pimces　tried　to　present　themseives　as　a　model　of　legitimate　power－

holders．　ln　the　Peace　of　God，　the　prelates　and　secular　iandlords　who　gathered

never　prohibited　the　self－help　activities，　such　as　feuding，　but　intended　to　create　a

new　order　in　which　the　deEcate　and　diflicult　distinction　between　bad　and　right

customs　and　power　was　to　be　established．

（562）



　　Third，　in　the　eleventh　and　twelfth　centuries，　when　people　attempted　to　argue

for　or　against　customs，　or　prove　their　legitimacy　in　lawsuits，　disputes，　warfare，　or

land－inanagement，　inquiries　and　examinations　were　seldom　the　furst　choice．　ln

court，　the　judgrnents　of　God　and　the　results　of　duels　could　replace　them．　Accords

between　disputants　easily　modified　customs　without　any　consultation　of　the

collective　memory　stock．　Victors　in　war　were　expected　to　decide　on　the　abolition

or　modification　of　customs．　Finally，　in　order　to　maintain　or　revive　customs　land－

managing　monks　often　resorted　to　fortification　of　the　domains　and　demonstrative

practices　on　tlte　domain　instead　of　consulting　the　memories　of　their　peasants．

On　the　Merchants　of　Huizhou　and　the　Airt　Market

du血g　the　Late　Ming　and　the　Early　Qing　Period：

Aii　Analysis　Based　on　Wu　Qizhen’s　Shu－huav’i

by

INOUE　Mitsuyuki

　　Dtmg　the　late　Ming　and　the　early　Qing　period，　collection　and　appreciation　of

paintings，　cadigraphy　and　antiques　reached　unprecedented　levels　of　activity　in　the

history　of　China，　and　simultaneously　commercialization　of　works　art　progressed，

especiaEy　in　the　Jiangnan　region．　Based　on　the　descriptions　of　paintings　and

calligraphy　in　the　Shec－hua－1’i　of　Wu　Qizhen，　this　paper　clarifies　the　activities　of

Huizhou　merchants　who　were　responsible　for　the　circulation　of　objects　of　art

during　the　period　and　aIso　considers　the　trends　in　the　art　market魚Ch血a．

　　Huizhou　was　one　of　the　rnost　importaltt　markets　for　paintings，　cathgraphy　and

amiques　in　the　iate　Ming　period．　Huizkou　merchants　including　Wu　Qizhen　arid　his

fa副y　were　d遇gent血dea㎞g　art　objects　systematica皿y　across　the　Jiangnan

region，　employing　connections　with　those　of　the　sarne　famiiy　name　and　the

employees　commissioned　to　deal　as　a　base　for　their　activities．

　　After　the　early　Qing　period，　Wu　Qizhen　traveled　among　the　main　cities　of　the

Jiangnan　region　and　associated　widely　with　the　collectors　and　merchants　who　lived

in　the　region　and　who　treated　him　as　a・ieaCtir｝g　cormoisseur　of　their　collections　or

as　an　instructor．　Du血g　this　pe痴d，　there　appeared　merchants　and　craf亡smen　with
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