
形
で
し
か
実
現
さ
れ
ず
、
従
っ
て
直
に
襲
古
制
の
一

般
約
形
成
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え

在
家
の
進
化
に
伴
な
っ
て
成
立
し
た
二
次
的
な
（
上

層
の
）
．
在
家
は
、
従
来
の
名
主
と
は
異
り
、
隷
属
的

な
生
産
者
と
共
に
、
支
配
層
と
戦
う
可
能
性
を
も
有

っ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
律
令
制
以
来
の
畠
地
の
特
殊
性
に
着
目
さ
れ
、
そ

の
点
か
ら
所
論
を
展
開
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
在
家
の

進
化
の
過
程
を
具
体
的
に
跡
付
け
農
奴
制
形
成
史
の

中
に
位
羅
付
け
さ
れ
た
こ
と
等
、
本
稿
に
は
注
目
す

べ
き
見
解
が
少
か
ら
ず
見
繊
さ
れ
る
。
唯
氏
は
年
貢

担
当
者
と
し
て
の
容
認
と
い
っ
た
庄
園
領
主
側
の
対

応
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
た
が
、
在
家
を
直
綾
掘
回

し
て
い
た
名
主
は
、
在
家
の
進
化
に
ど
の
よ
う
に
対

処
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
・
）
か
。
勿
論
氏
は
東
国
の

国
人
層
の
動
き
に
つ
い
て
、
「
東
回
に
お
け
る
惣
領
制

の
解
体
過
醤
馨
繋
の
中
で
触
れ
て
お
ら
れ
る
が
、

こ
の
点
を
今
後
明
か
に
し
て
頂
き
た
い
と
思
う
。
井

ケ
田
良
治
氏
が
「
南
九
州
に
お
け
る
爾
北
朝
内
乱
の

性
格
」
鞍
螺
で
提
韻
さ
れ
た
伝
統
的
墾
（
名
主
）

と
地
頭
と
の
対
立
は
、
重
要
な
問
題
点
の
一
つ
で
あ

る
が
、
九
州
の
「
在
家
」
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
此

様
な
複
雑
な
支
配
関
係
と
関
連
付
け
る
事
が
、
必
要

で
な
か
ろ
う
か
。
さ
て
最
後
に
氏
が
単
な
る
見
通
し

と
し
て
畠
さ
れ
た
が
漕
甚
し
得
な
い
の
は
、
新
し
い

在
家
と
し
て
の
二
次
的
名
主
の
成
立
を
、
上
級
領
主

に
対
す
る
戦
線
の
拡
大
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
氏
は

そ
の
黒
滝
を
「
荘
園
解
体
期
に
お
け
る
蟹
走
層
の
分

解
…
と
農
民
闘
争
の
形
態
」
醗
鷺
蘭
磁
で
畿
内
に
つ
い

て
試
み
ら
れ
た
処
で
あ
り
、
ま
た
氏
の
所
論
に
対
す

る
替
〔
否
は
暫
く
お
く
が
、
辺
境
め
在
家
の
進
化
が
、

土
一
揆
を
説
明
す
る
理
論
に
簡
単
に
楼
合
さ
れ
て
い

る
様
で
あ
る
。
よ
り
必
要
な
の
は
、
辺
境
は
辺
擁
と

し
て
の
一
貫
し
た
見
通
し
を
う
ち
た
て
る
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
か
。

以
上
筆
に
任
せ
て
、
蕪
雑
な
紹
介
と
非
礼
な
感
想

を
連
ね
た
が
、
．
各
論
潜
が
久
し
く
追
求
さ
れ
た
テ
ー

マ
に
つ
い
て
、
極
め
て
精
力
的
に
、
且
真
雛
に
、
考

察
を
深
め
ら
れ
た
事
は
、
筆
者
の
潔
い
敬
意
を
払
う

処
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
現
の
言
葉
を
知
ら
な
い
。
今

後
の
中
世
史
研
究
に
あ
た
り
、
研
究
者
が
必
ず
出
発

点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
携
書
を
見
出
し
た
菖
び

が
、
こ
の
非
礼
な
蕪
辞
を
記
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、

ひ
た
す
ら
に
御
海
容
を
お
願
い
し
た
い
。
然
し
佐
藤

氏
の
得
宗
、
渡
辺
氏
の
均
等
名
、
安
田
氏
の
庄
｛
冨
的

領
主
制
、
永
原
氏
の
在
家
と
い
う
極
め
付
の
配
列
を

見
る
時
、
こ
れ
ら
の
先
学
に
は
一
層
夫
々
の
聞
題
を

深
め
、
中
世
史
の
大
き
な
潮
流
の
申
に
統
合
さ
れ
ん

こ
と
を
望
む
と
共
に
、
薪
し
い
分
析
視
角
の
発
見
が

ひ
ろ
く
申
世
史
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
事
こ
そ
、
今

後
の
中
世
史
を
発
展
せ
し
め
る
一
つ
の
方
途
で
あ
る

と
考
え
る
。
今
一
つ
の
方
法
と
し
て
は
、
律
令
体
制

の
崩
壊
と
の
関
連
の
中
で
中
世
史
を
究
萌
す
る
蘂
で

あ
る
。
本
書
中
の
多
く
の
論
者
が
異
旦
同
音
に
述
べ

ら
れ
る
「
入
か
ら
土
地
へ
」
　
「
人
身
的
賦
課
」
な
ど

の
概
念
が
、
内
包
を
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
ぬ
ま
ま

に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
不
満
は
あ
る
。
然
し
申

世
後
期
の
研
究
が
近
世
農
村
史
と
の
緊
密
な
連
絡
に

よ
っ
て
、
著
し
く
推
進
さ
れ
て
い
る
事
と
思
い
合
、

せ
、
律
令
体
制
の
崩
壌
と
関
連
付
け
て
中
蝕
史
を
研

究
し
よ
う
と
す
る
方
陶
は
、
当
然
の
事
乍
ら
、
宴
ぶ

べ
き
現
象
で
あ
る
。
（
A
5
三
四
八
頁
、
五
八
○
円
、

吉
川
弘
文
館
）
　
　
　
　
　
一
上
横
手
雅
敬
i

G
・
ト
ム
ソ
ン
著

池
　
田
　
　
薫
煙

　
ギ
ジ
シ
ャ
古
代
祉
会
研
究

　
　
　
i
先
史
時
代
の
エ
ー
ゲ
海
i

　
こ
の
よ
う
な
書
物
の
紹
介
は
私
に
は
荷
が
重
す
ぎ

る
。
本
書
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
余
り
に
多
岐
で
あ

り
豊
冨
で
あ
っ
て
知
識
を
こ
え
る
ば
か
り
で
な
く
、

従
来
の
研
究
と
は
別
な
乱
し
い
立
場
（
マ
ル
キ
シ
ズ
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騨欝

ム
）
に
立
つ
甚
だ
野
心
的
な
大
著
で
あ
る
か
ら
で
あ

り
う
し
か
も
す
で
に
村
川
堅
太
郎
氏
（
思
想
）
や
呉

蔑
｝
氏
（
酋
洋
古
典
掌
研
究
）
に
よ
っ
て
十
分
に
抵

評
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

今
、
そ
の
麟
…
訳
が
完
成
し
た
の
を
機
会
に
、
も
一
度

屋
上
に
屋
を
か
さ
ね
る
紹
介
が
あ
っ
て
よ
い
書
物
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
書
は
五
部
に
分
か
れ
て
い
て
、
第
一
部
、
血
縁

関
係
で
は
、
多
く
の
原
始
民
族
の
社
会
や
親
族
の
名

称
を
つ
か
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
古
代
社
会
に
も
ト
ー
テ

ミ
ズ
ム
と
集
団
結
婚
的
挫
絡
が
あ
り
、
イ
P
ク
ア

族
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
部
族
か
ら
国
家
が
生
成
し
た

こ
と
が
、
証
明
さ
れ
て
い
る
。
ト
ム
ソ
ン
も
い
う
よ

・
）
に
モ
ル
ガ
ソ
の
理
論
が
ギ
リ
シ
ア
古
代
社
会
一

い
う
ま
で
も
な
い
が
本
書
の
場
合
は
古
代
ギ
リ
シ

ア
の
な
か
で
の
古
代
、
す
な
わ
ち
先
史
時
代
で
あ
る

一
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
部
、
母
権

翻
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
古
代
社
会
は
磯
権
社
会
で
あ
っ

た
こ
と
を
論
断
し
よ
う
と
し
て
、
低
説
的
な
一
も

つ
と
も
ト
ム
ソ
ン
で
は
実
在
で
あ
る
が
一
調
民
族

で
あ
る
、
カ
リ
ア
人
・
レ
レ
ゲ
ス
入
、
ペ
ラ
ス
ゴ

イ
、
ミ
ニ
ュ
ア
イ
ば
か
り
で
な
く
、
ミ
ノ
ア
人
、
ハ

ヅ
テ
イ
人
に
も
母
権
制
を
認
め
、
デ
メ
テ
ル
・
ア
テ

ネ
・
ア
ル
テ
ミ
ス
な
ど
の
ギ
リ
シ
ア
の
女
神
に
エ
ー

ゲ
世
界
の
母
権
制
の
反
映
を
み
る
の
で
あ
っ
て
、
バ

ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ソ
の
説
を
再
興
し
て
い
る
。
訳
本
の

上
巻
は
こ
れ
で
終
る
が
、
こ
こ
で
は
ギ
リ
シ
ア
入
の

古
代
祉
会
も
普
逓
的
な
原
始
翼
壁
で
あ
り
、
人
類
「
進

化
の
　
環
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
下
巻
は
第
三
部
、
共
薩
主
義
か
ら
始
ま
る
。
い
つ

も
問
題
に
さ
れ
る
ホ
メ
嶽
ス
の
句
（
イ
リ
ア
ス
・
一

二
、
四
一
二
一
三
）
か
ら
し
て
、
古
代
で
は
土
地
は
共

膚
で
あ
っ
た
。
ク
レ
ル
キ
ア
や
植
民
の
場
合
に
お
い

て
土
地
を
籔
に
よ
っ
て
分
配
し
た
こ
と
、
籔
の
紳
と

し
て
の
モ
イ
ラ
イ
は
原
始
共
産
主
義
の
経
済
的
社
会

的
機
能
の
象
徴
で
あ
る
の
で
あ
る
。
第
四
部
、
ミ
ュ

ヶ
ナ
イ
時
代
で
は
、
、
ミ
ュ
ケ
ナ
イ
王
朝
の
系
譜
、
ア

カ
イ
ア
人
や
そ
の
露
要
罠
族
の
系
譜
、
イ
オ
ニ
ア
人

に
つ
い
て
の
べ
、
こ
の
時
代
が
私
有
財
産
に
基
礎
を

お
き
、
父
権
欄
を
と
る
祉
会
の
生
成
期
で
あ
る
こ
と

を
、
文
化
の
衝
突
を
あ
ら
わ
す
諸
現
象
か
ら
証
明
し

て
い
る
。
第
五
部
、
ホ
メ
道
ス
は
、
詩
の
芸
術
論
、

叙
事
詩
の
祭
式
的
起
源
、
ホ
沙
漏
ス
の
考
古
学
と
言

語
学
、
ホ
メ
リ
ダ
イ
の
諸
章
で
、
甚
だ
雷
語
学
的
で

あ
る
が
、
被
は
ホ
メ
拉
ス
の
詩
は
一
入
の
も
の
で
は

な
く
、
多
く
の
世
襲
的
詩
人
群
の
作
偏
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

以
上
は
聴
次
を
並
べ
た
よ
う
な
大
綱
を
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
が
、
本
書
の
大
体
の
構
成
は
こ
れ
か
ら
も

察
せ
ら
れ
よ
・
）
。
し
か
し
こ
の
大
綱
の
ほ
か
に
、
実

に
詳
か
な
具
体
的
な
記
述
が
特
色
で
あ
る
。
ギ
リ
シ

ア
社
会
史
の
大
間
題
で
あ
る
共
産
欄
、
氏
族
棚
度
、

母
権
制
、
叙
事
詩
の
起
源
、
ホ
メ
ロ
ス
と
い
っ
た
諸

問
題
と
そ
れ
に
附
撫
的
な
多
く
の
聞
題
が
片
っ
ぱ
し

か
ら
と
い
っ
て
も
よ
い
程
に
明
確
に
認
許
さ
れ
て
い

る
。
ギ
リ
シ
ア
文
掌
の
専
問
家
で
あ
る
著
老
は
、
そ

の
豊
町
で
該
博
な
雷
詳
説
と
神
話
伝
説
の
知
識
を
霞

ま
ぐ
る
し
い
ば
か
り
に
使
っ
て
、
さ
っ
そ
う
と
論
を

進
め
て
ゆ
く
。
私
に
は
つ
い
て
ゆ
け
な
い
所
が
多
く

あ
る
。
　
し
か
し
こ
の
書
に
つ
い
て
の
評
価
の
大
体

は
、
や
は
り
彼
の
掌
問
的
な
立
場
に
あ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ま
で
の
歴
史
家
が
史
料
が
不
足
と
し
て
、

未
決
楚
の
ま
ま
残
し
た
所
、
議
論
が
停
醸
し
て
い
る

所
に
お
い
て
、
ト
ム
ソ
ン
は
｝
定
の
法
則
を
も
つ
て

史
料
の
不
請
を
克
服
し
て
解
決
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
法
則
の
当
否
は
携
と
し
て
、
こ
の
一
種
の

決
断
　
こ
そ
彼
の
世
界
穏
…
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
法
則
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
決
し

て
抽
象
的
な
理
論
で
は
な
く
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
や
レ

ー
ニ
ン
の
隻
句
を
引
用
す
る
よ
う
な
こ
と
は
一
度
も

な
い
。
こ
の
点
に
、
す
な
わ
ち
そ
の
安
易
な
ら
ぬ
自

身
の
努
力
に
は
敬
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
・
）
。
匁

83　（343）



　
こ
の
よ
う
な
立
場
で
あ
る
か
ら
多
少
の
強
引
さ
は

目
に
つ
く
し
、
幾
つ
か
の
誤
り
も
揚
摘
さ
れ
よ
う
。

た
と
え
ば
十
章
ミ
ュ
ヶ
ナ
イ
の
章
に
お
い
て
も
、
ク

ノ
ッ
ソ
ス
破
壊
後
は
、
後
の
遺
物
の
申
に
異
民
族
の

侵
入
に
よ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
は
な
い
。
こ
の

優
入
者
は
ミ
ノ
ア
文
明
と
同
化
し
て
い
た
と
想
像
せ

ざ
る
を
え
な
い
（
下
・
八
七
頁
）
と
あ
る
が
、
そ
れ

が
異
民
族
の
侵
入
な
る
こ
と
は
考
古
学
上
か
ら
も
と

く
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
引
用
し
て
い
る
ペ
ン

ド
ル
ペ
リ
ー
の
書
物
を
一
見
し
て
も
明
か
で
あ
る
。

ま
た
ミ
ニ
ュ
ア
イ
人
は
ミ
ノ
ア
化
さ
れ
た
ペ
ラ
ス
ゴ

イ
だ
と
す
る
が
（
上
、
　
一
八
四
頁
、
下
、
九
〇
頁
）

こ
の
場
合
（
ペ
ラ
ス
ゴ
イ
は
ふ
れ
な
い
で
も
）
に
お

い
て
は
ミ
ニ
ュ
ア
イ
人
と
ミ
ニ
ュ
ア
ス
土
器
と
は
も

少
し
区
…
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ミ
ニ
ュ
ア
ス
土
器

は
ミ
ノ
ア
文
化
と
関
係
が
全
く
な
い
か
ら
。
ま
た
ミ

ュ
ケ
イ
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
と
を
関
係
づ

感
り
る
た
め
に
、
　
エ
ジ
プ
ト
の
第
十
・
八
王
翻
W
の
墓
壁
画

か
ら
推
測
し
て
ミ
ュ
ケ
ナ
イ
の
商
人
達
が
十
五
世
紀

に
ヶ
ミ
ス
に
植
昆
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
は
な
い

（
下
、
九
六
頁
）
と
い
う
が
、
私
は
そ
の
可
能
性
は
考

え
る
け
れ
ど
も
、
ト
ム
ソ
ン
の
結
論
は
早
急
す
ぎ
る

と
愚
う
。
同
じ
よ
う
に
イ
オ
か
ら
し
て
イ
オ
ニ
ア
人

と
エ
ジ
プ
ト
と
の
関
係
を
証
萌
す
る
の
も
、
少
し
強

引
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
、
全
体
に
つ
い
て
も
古

代
史
に
対
し
て
神
話
や
昆
族
学
を
適
用
す
る
場
合
の

限
界
は
、
な
か
な
か
私
に
は
定
め
に
く
い
。

　
し
か
し
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
は
・
本
書
ほ
ど
、

ギ
リ
シ
ア
古
代
社
会
に
つ
い
て
包
括
的
根
本
的
に
し

か
も
割
切
っ
て
書
か
れ
た
研
究
は
な
い
。
多
く
の
史

料
の
自
由
な
駆
使
と
努
力
は
並
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
、
た
と
え
立
場
を
異
に
す
る
と
も
、

ト
ム
ソ
ン
が
、
提
出
［
し
た
解
決
点
、
解
決
の
過
程
の

申
に
は
多
く
の
暗
示
と
ヒ
ン
ト
を
汲
み
と
ら
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
も
自
ら
そ
の
一
々
を
再

考
し
吟
類
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
多
大
の
三
下
が
え

ら
れ
る
と
思
う
。
最
後
に
ト
ム
ソ
ン
の
意
気
と
意
図

と
を
萌
示
す
る
序
文
を
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
彼
は
「
す
で
に
過
去
幾
年
に
も
わ
た
っ

て
凋
落
の
一
途
を
辿
り
」
　
「
人
類
の
進
歩
を
促
す
勢

力
と
の
言
触
を
失
っ
て
」
、
「
未
来
か
ら
逃
避
す
る
隠

家
し
と
な
り
「
か
い
な
き
努
力
を
続
け
る
少
数
の
ひ

ま
人
の
道
楽
と
な
っ
て
い
る
」
ギ
リ
シ
ア
研
究
の

「
価
値
を
回
復
」
す
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ

る
外
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
こ
そ
「
歴
史
上
最
も

多
事
で
あ
っ
た
こ
の
四
世
紀
間
に
よ
っ
て
豊
冨
に
さ

れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
。

　
訳
交
に
つ
い
て
は
暁
確
で
申
分
は
な
い
。
た
だ
所

所
に
で
て
く
る
「
ヘ
ラ
ス
交
明
し
は
我
国
で
は
「
ヘ

ラ
デ
ィ
ッ
ク
文
明
」
の
方
が
、
使
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
こ
の
大
訳
を
完
成
さ
れ
た
訳
者
に
敬
意
を

表
わ
し
た
い
。
（
上
巻
六
百
五
十
円
、
下
巻
九
百
円
、

岩
波
書
店
）
　
　
　
・
i
…
村
田
数
之
亮
…
一

己
筆
者
紹
介

杉
井
　
六
郎
　
京
都
大
学
大
学
院
学
生

曾
我
部
静
雄
　
東
北
大
学
教
授

池
田
　
源
太
　
奈
良
学
芸
大
学
教
授

川
喜
多
二
郎
　
大
阪
市
立
大
学
助
教
授

勝
雄

猛

上
横
手
雅
敬

村
田
数
之
亮

京
都
大
学
大
学
院
学
生

京
都
大
学
大
学
院
特
別

研
究
生

大
阪
大
学
園
授
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