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【
要
約
口
　
本
稿
は
大
化
改
新
の
功
臣
と
し
て
有
名
な
藤
原
鎌
足
の
政
治
家
と
し
て
の
地
位
、
役
割
が
、
史
料
不
足
の
故
に
、
極
度
に
不
明
な
点
を
開
ら
か

に
す
る
た
め
、
改
新
政
府
の
重
要
な
位
置
に
あ
る
人
々
の
個
々
の
行
実
、
個
性
的
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
と
比
較
し
、
こ
れ
を
除
い
て
ゆ
き
、
鎌
足
の

そ
れ
を
閲
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
前
提
と
な
る
史
料
の
各
箇
条
も
、
そ
の
史
料
的
性
質
は
で
き
る
だ
け
究
明
す
る
よ
う
に
心
が
け
た
。

隔

　
本
稿
の
目
的
は
、
大
化
改
新
お
よ
び
そ
れ
に
ひ
き
続
く
斉
明
・
天

皇
朝
と
い
う
古
代
国
家
形
成
期
に
、
藤
原
鎌
足
が
ど
の
よ
う
な
政
治

的
役
割
を
果
し
、
ど
の
よ
う
な
政
策
を
立
案
遂
行
し
た
か
を
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
あ
る
。
鎌
足
に
関
し
過
去
に
三
篇
の
論
考
を
発
表
し
た
の
で
、
詳

細
は
そ
れ
に
譲
っ
た
部
分
が
少
く
な
い
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。

　
　
な
お
本
文
中
日
本
書
紀
の
引
用
は
一
々
補
註
に
の
せ
な
か
っ
た
。
年
月

　
（
日
）
を
し
る
し
た
引
用
の
中
で
、
特
別
断
ら
な
い
も
の
は
書
紀
の
該
年
月

　
（
日
）
条
で
あ
る
。

　
鎌
足
は
中
大
兄
皇
子
と
と
も
に
、
大
化
改
新
の
立
役
者
の
ご
と
く

伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
記
紀
、
大
織
冠
伝
そ
の
他
の
史
料
に
よ
っ
て

知
り
得
る
衝
撃
で
は
、
種
々
の
諸
改
革
、
政
策
に
か
れ
が
積
極
的
に

関
与
し
、
指
導
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
史
料
は
非
常
に
乏
し
い
。
こ

れ
は
も
っ
と
竜
他
の
指
導
的
人
物
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
孝
徳

紀
に
し
る
さ
れ
た
多
く
の
改
新
関
係
重
要
諸
詔
勅
は
、
単
に
詔
、
勅

と
あ
っ
て
、
そ
の
立
案
者
、
宣
布
者
の
名
を
殆
ど
し
る
さ
な
い
。
な

お
孝
徳
紀
に
は
多
く
の
詔
勅
の
文
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
に
、
斉

明
、
天
智
紀
に
は
平
穏
の
文
章
を
し
る
し
た
も
の
は
非
常
に
少
な
い
。

こ
れ
は
壬
申
の
乱
に
近
江
京
で
焼
失
欠
逸
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
孝
徳
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紀
の
改
新
関
係
の
も
の
は
難
波
ま
た
は
倭
の
故
京
に
残
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
奈
良
朝
以
後
に
お
い
て
も
、
六
国
史
に
み
え
る
諸
政

策
の
立
案
者
の
わ
か
る
竜
の
は
非
常
に
少
く
、
不
明
な
も
の
が
絶
対

的
に
多
い
の
で
あ
る
。
故
に
改
新
時
代
の
そ
れ
を
知
ろ
う
と
す
る
こ

と
は
無
謀
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
律
令
時
代
の
政
治
は
、
太
政
官
の
中
枢
を
形
成
す
る
公
卿
す
な
わ

ち
太
政
大
臣
、
左
右
大
臣
、
大
納
言
に
よ
っ
て
議
定
さ
れ
、
天
皇
に

奏
し
て
裁
可
を
こ
う
と
こ
ろ
の
寡
頭
政
治
で
あ
る
。
こ
れ
に
の
ち
中

納
言
や
参
議
あ
る
い
は
摂
政
・
関
白
等
の
令
外
官
の
公
卿
が
参
加
し

た
が
、
寡
頭
政
治
で
あ
る
本
質
に
は
変
り
は
な
い
。
ゆ
え
に
古
代
の

諸
政
策
は
天
皇
、
皇
太
子
ら
の
主
権
者
と
政
権
を
掌
握
し
た
公
郷
グ

ル
ー
プ
の
意
志
が
指
導
的
で
、
こ
れ
に
公
卿
以
下
の
中
・
下
級
貴
族

の
輿
論
が
反
映
し
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
多
少
民
衆
の
意
志
や
輿
論

が
参
照
さ
れ
た
屯
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策

の
立
案
老
を
特
定
の
人
に
帰
し
て
考
え
る
こ
と
は
大
し
た
意
味
が
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
そ
う
し
た
公
卿
グ
ル
ー
プ
の
中
に
お
い
て
も
、
や
は
り
個
々

人
の
力
量
や
才
能
、
識
…
見
、
音
心
志
、
門
閥
等
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
占
め
る
地
位
や
役
割
竜
異
っ
て
来
、
主
導
的
な

地
位
の
人
と
従
属
豹
な
人
と
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
私
が
こ
こ
に
大
化
改
新
に
お
い
て
鎌
足
の
果
し
た
役
割
を
考
え
る

た
め
に
と
る
方
法
は
、
非
常
に
初
歩
的
に
み
え
る
方
法
だ
が
、
書
紀

や
大
織
冠
伝
等
に
み
ら
れ
る
改
新
首
脳
部
各
個
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど

の
よ
う
な
偶
性
的
特
色
あ
る
行
動
を
し
て
い
る
か
、
繍
人
別
に
考
え
、

そ
れ
ら
か
ら
、
各
人
の
地
位
、
役
割
の
方
面
を
推
定
し
、
そ
れ
を
除

き
去
っ
て
、
あ
と
に
残
る
政
策
の
立
案
者
を
推
定
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
方
法
も
実
際
に
は
い
ろ
い
ろ
障
害
が
あ
り
、
結
論
と
し
て
は

予
期
通
り
の
効
果
は
あ
げ
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
現
実
の
政
治
に

お
い
て
表
面
に
立
つ
公
営
等
の
下
に
属
し
て
、
史
料
面
に
あ
ら
わ
れ

な
い
中
下
級
貴
族
が
実
際
の
立
案
、
運
営
に
お
い
て
有
す
る
実
力
は
、

史
料
的
に
絶
対
に
知
り
難
い
。
そ
も
そ
竜
書
紀
等
の
編
集
に
用
い
ら

れ
た
史
料
が
、
僅
か
に
残
さ
れ
た
限
ら
れ
た
詔
勅
や
公
交
書
、
記
録
、

個
人
の
日
記
、
か
ん
た
ん
な
物
語
的
伝
承
等
で
あ
っ
て
、
事
件
当
時

の
文
献
の
全
面
的
使
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
編
集
者
の
政

治
的
立
場
か
ら
い
っ
て
、
例
え
ば
天
武
系
の
皇
室
が
編
集
に
あ
た
っ

た
た
め
、
こ
れ
に
対
立
し
た
大
友
皇
子
側
の
事
情
、
意
志
が
全
く
史

書
に
反
映
し
難
い
と
い
う
よ
う
に
、
史
料
が
取
捨
選
択
さ
れ
る
か
ら
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で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
こ
の
方
法
は
原
始
的
で
あ
り
、
不
完
全
で
あ
っ
て
も
、

今
ま
で
殆
ど
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
試
み
な
け
れ
ば
問
題
に

ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
諸
種
の
条
件
を
考
慮
し
つ
つ
こ

の
方
法
を
用
い
、
問
題
の
核
心
に
接
近
し
て
ゆ
き
た
い
。

二

　
改
新
の
首
脳
部
は
孝
徳
天
皇
、
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
、
左
大
臣
附

倍
内
曇
…
呂
臣
（
一
名
倉
梯
麻
呂
、
こ
の
方
が
よ
く
使
わ
れ
る
。
麻
呂
を
万
侶

と
記
す
こ
と
が
あ
る
。
原
史
料
の
相
違
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
同
断
）
右

大
臣
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
臣
、
内
浦
中
臣
鎌
子
連
、
そ
れ
に
国
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

士
の
洗
髪
法
師
お
よ
び
高
向
玄
理
（
一
名
黒
麻
呂
）
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
。

　
ま
ず
妥
法
師
と
高
騰
玄
理
と
を
と
り
あ
げ
る
。
推
古
十
六
年
（
六

〇
八
）
四
月
に
来
朝
し
た
階
使
斐
母
国
が
、
九
月
に
帰
朝
す
る
と
き
、

そ
れ
に
同
行
し
て
、
わ
が
大
使
小
野
妹
子
ら
と
共
に
、
留
学
生
、
学

問
僧
ら
も
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
学
生
高
黍
漢
人
玄
理
、
学
問
僧

日
文
、
南
淵
漢
人
請
安
ら
八
人
が
あ
っ
た
。
こ
の
日
文
は
曼
の
こ
と

と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
誤
は
あ
る
ま
い
。
推
古
三
十
｝
年
（
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ず
し

二
三
）
唐
国
か
ら
留
学
を
お
え
て
帰
朝
し
た
医
恵
日
ら
が
、
「
大
唐
国

　
　
　
ワ
リ
　
レ
ル
　
シ
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
カ
ヨ
フ

者
法
式
備
定
珍
襲
也
、
常
須
レ
達
」
と
奏
し
た
よ
う
な
印
象
は
妥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

た
ち
竜
受
け
て
帰
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
衛
明
四
年
（
六
三
二
）
唐
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
き

ら
帰
朝
す
る
、
わ
が
遣
唐
使
犬
上
三
田
親
ら
を
、
唐
使
高
表
仁
が
新

羅
送
使
ら
と
共
に
送
っ
て
き
た
時
、
畏
も
帰
朝
し
た
。

　
曼
の
思
想
を
う
か
が
う
べ
き
逸
話
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。
蕾
明
九
年
（
六
三
七
）
二
月
二
十
三
日
に
、
大
き
な
星
が
東
よ

り
西
に
流
れ
、
雷
に
似
た
音
が
し
た
。
時
人
は
流
星
の
音
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
つ
き
つ
ね
　
③

い
い
、
ま
た
地
雷
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
曼
は
「
こ
れ
天
狗
な
り
、

そ
の
吠
ゆ
る
声
雷
に
似
た
る
の
み
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
今
臼
の
常

識
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
大
流
星
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
妥
は

天
狗
の
よ
う
な
超
自
然
的
妖
異
の
存
在
が
自
然
現
象
を
左
右
す
る
こ

と
を
信
じ
て
お
り
、
そ
の
解
釈
が
時
人
の
上
に
権
威
を
も
つ
て
い
た

の
で
、
か
れ
の
言
が
し
る
さ
れ
書
紀
編
纂
の
時
ま
で
残
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
同
十
一
年
正
月
二
十
二
臼
に
も
長
駆
が
西
北
に
み
え
た
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
う
え

か
れ
は
、
　
「
こ
れ
は
奪
星
な
り
、
見
ゆ
れ
ば
凱
ず
」
と
い
っ
た
と

い
う
。
こ
れ
も
非
科
学
酌
な
言
葉
で
、
彗
星
が
飢
鐘
と
直
接
阻
果
関

係
を
も
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
以
上
ニ
二
条
に
わ
た
る
天
文
の
異
常
に
関
す
る
書
紀
の
記
事
は
、
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書
紀
の
推
古
末
年
以
後
の
部
分
に
急
に
数
多
く
み
ら
れ
る
天
文
や
気

象
そ
の
他
に
お
け
る
異
常
事
象
記
事
と
と
も
に
、
朝
廷
に
お
け
る
天

文
等
観
測
記
録
の
書
類
が
、
書
紀
編
修
当
時
ま
で
残
っ
て
い
た
も
の

に
基
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
唐
で
そ
う
し
た
異
常
事
象
解
釈
の

学
闇
を
お
さ
め
て
き
た
僧
暴
の
轡
煎
某
を
、
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
書

加
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
大
織
冠
伝
（
家
伝
上
）
に
は
、
妥
の
堂
に
群
公
子
が
集
ま
り
、
そ
の

周
易
の
講
義
を
聞
い
て
い
た
中
に
は
、
鎌
足
や
蘇
我
入
鹿
ら
も
い
た

こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
年
代
は
不
明
だ
が
、
墨
が
帰
朝
し

た
斜
明
四
年
以
後
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
の
年
に
鎌
足
は

　
　
④

十
九
歳
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
在
唐
二
十
五
年
新
帰
朝
の
曼
の
講
義
を
、

二
十
歳
な
い
し
、
そ
れ
を
こ
え
た
ば
か
り
の
鎌
…
足
や
そ
の
前
後
の
青

少
年
貴
族
が
聴
講
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
曼
が
講
じ
た
書
は
平
易
以

外
に
竜
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
伝
承
に
残
る
と
こ
ろ
で
は
、
他

の
古
典
を
さ
し
お
き
周
易
の
よ
う
な
、
超
越
的
な
天
の
意
志
を
占
卜
、

解
釈
す
る
こ
と
を
政
治
の
要
諦
と
す
る
古
典
を
講
じ
た
と
あ
る
こ
と

は
、
い
か
に
も
畏
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
講
義
の
あ
る
日
、

鎌
足
が
堂
に
お
く
れ
て
入
っ
て
ゆ
く
と
、
先
に
き
て
い
た
入
鹿
が
起

立
抗
幽
し
、
共
に
坐
し
た
。
是
が
こ
れ
に
目
を
と
ど
め
、
後
で
鎌
足

に
「
わ
が
堂
に
入
る
も
の
に
は
、
（
身
分
の
高
さ
で
）
宗
我
の
大
郎
（
入
鹿
）

に
し
く
も
の
は
な
い
が
、
た
だ
公
の
み
神
識
奇
相
、
実
に
こ
の
人
に

勝
れ
り
、
願
は
亀
く
は
深
く
自
［
愛
せ
よ
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
こ
の
話

は
、
お
の
れ
の
祖
先
鎌
足
を
ほ
め
そ
や
す
二
心
の
作
っ
た
大
織
冠
伝

の
文
章
で
あ
る
か
ら
、
誇
張
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
墨
が
人
相
を
み
て
、

そ
の
将
来
の
運
命
に
関
す
る
天
稟
の
資
質
を
み
と
め
た
と
い
う
神
秘

性
に
富
む
話
は
、
墨
の
他
の
言
行
よ
り
み
て
あ
り
得
る
こ
と
だ
と
思

わ
れ
る
。
同
じ
国
博
士
で
も
玄
理
に
は
、
こ
ん
な
逸
話
は
な
い
。
妥

の
独
臨
性
を
か
た
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
．

　
曇
の
国
博
士
と
し
て
の
役
割
を
示
す
史
料
は
少
い
が
、
次
の
話
は

や
は
り
妥
ら
し
い
特
色
が
あ
る
。
白
丁
元
年
二
月
九
日
戊
寅
、
穴
戸

　
　
　
　
　
し
こ
ふ

国
司
草
壁
老
醜
経
が
幕
営
の
瑞
を
得
て
、
朝
廷
に
献
じ
た
時
、
朝
廷

は
、
ま
ず
百
済
君
に
瑞
の
先
例
を
問
い
、
後
言
明
帝
永
平
十
一
年
の

例
に
つ
い
て
の
答
を
得
、
つ
い
で
沙
門
等
に
問
う
た
。
沙
門
等
は
耳

に
未
だ
聞
か
ず
、
臼
に
未
だ
み
ざ
る
と
こ
ろ
で
、
、
天
下
に
赦
し
て
民

心
を
よ
ろ
こ
ば
し
め
る
べ
き
旨
を
答
え
た
。
高
麗
お
よ
び
唐
に
学
ん

　
　
　
　
　
⑤

だ
道
登
法
師
は
、
昔
の
高
麗
で
伽
藍
を
造
営
せ
ん
と
し
て
白
鹿
の
行

く
と
こ
ろ
に
こ
れ
を
造
っ
た
例
、
白
雀
が
あ
る
寺
の
田
荘
に
み
・
え
た

例
、
遣
唐
使
が
死
ん
だ
三
足
の
烏
を
持
っ
て
ゆ
き
、
か
の
国
人
に
み
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よ
ま
さ
が

せ
た
と
こ
ろ
休
祥
と
い
わ
れ
た
と
の
高
麗
関
係
の
先
例
を
あ
げ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
曼
は
中
国
に
お
け
る
白
雑
の
瑞
祥
に
つ
い
て
の
古
典

の
理
論
を
ま
ず
あ
げ
、
つ
い
で
中
国
古
代
の
白
雄
の
先
例
を
あ
げ
て

い
て
、
道
登
の
よ
う
に
高
麗
の
し
か
竜
白
下
以
外
の
自
［
色
の
禽
獣
に

関
し
て
手
あ
た
り
次
第
に
あ
げ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
あ
る
と
こ
ろ
を
即
し
て
い
る
。
妥
の
引
用
し
た
古
典
を
河
村
秀
根

の
研
究
に
従
っ
て
あ
げ
れ
ば
、
　
「
王
者
傍
流
四
衷
」
の
旬
は
侃
交
韻

府
、
太
子
伝
備
講
駈
引
感
精
聖
訓
に
み
え
、
　
「
周
成
王
時
、
越
裳
氏

献
白
壁
」
、
「
王
者
祭
祀
不
相
撃
」
等
は
孝
経
商
神
馬
に
、
ま
た
「
周

成
正
時
、
越
裳
氏
云
々
」
は
尚
書
大
伝
、
韓
詩
外
伝
等
に
み
え
る
。

「
奮
武
帝
威
寧
之
年
見
瓢
松
回
し
は
宋
書
符
瑞
志
に
記
事
が
あ
る
。

そ
の
他
曼
の
引
く
文
句
は
申
国
古
典
に
一
々
典
拠
を
も
つ
て
い
る
。

妥
の
学
力
は
当
代
随
一
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
瑞
祥
に
よ
っ
て
皇
太
子
は
じ
め
群
臣
は
天
皇
に
賀
詞
を
奏
し
、

白
雄
と
改
元
さ
れ
た
。
大
化
に
は
じ
め
て
年
号
が
制
定
さ
れ
た
後
、

年
号
を
改
元
し
た
最
初
の
事
件
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
を
休
祥
の
出

現
に
求
め
る
と
い
う
中
国
風
の
や
り
方
は
、
全
く
夏
ら
唐
へ
の
留
学

生
の
発
案
で
あ
ろ
う
。
そ
の
人
々
の
中
で
、
百
済
君
の
ご
と
き
帰
化

王
族
は
別
と
し
て
、
沙
門
の
中
で
、
道
登
な
ど
後
進
辺
地
の
高
麗
の

例
し
か
知
ら
ぬ
も
の
に
比
し
、
中
国
に
関
す
る
豊
富
な
学
問
を
竜
つ

是
は
最
大
の
権
威
で
あ
り
、
改
元
発
案
の
張
本
人
だ
つ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
妥
の
政
治
上
の
仕
事
と
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
翰
墨
宗
教
的
迷

信
に
関
す
る
も
の
の
み
で
は
な
く
、
大
化
五
年
正
月
に
博
士
高
向
玄

理
と
判
型
憂
に
呈
し
て
、
八
省
百
官
を
麗
か
し
め
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。
こ
の
八
省
百
官
の
内
容
は
不
明
で
あ
り
、
大
宝
、
養
老
律
令

の
制
の
そ
れ
の
よ
う
に
完
備
し
た
制
が
、
直
ち
に
立
案
さ
れ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
中
国
風
官
司
制
度
整
備
へ
の

第
一
歩
は
、
職
制
を
熟
知
す
る
か
れ
ら
に
命
ぜ
ら
れ
、
か
れ
ら
に
よ

っ
て
基
礎
を
お
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
よ
り
さ
き
、
大
化
元
年
八
月
に
、
大
寺
に
僧
尼
を
集
め
、
沙

　
こ
ま

門
狛
大
法
師
福
亮
、
恵
雲
、
常
安
、
霊
雲
、
恵
至
、
寺
主
早
薬
道
登
、

恵
隣
、
恵
妙
を
十
師
と
し
、
別
に
恵
妙
を
百
済
寺
上
主
と
し
、
こ
の

十
師
ら
に
、
よ
く
衆
僧
を
教
え
導
き
、
釈
教
を
修
行
す
る
こ
と
必
ず

法
の
如
く
に
さ
せ
、
天
皇
よ
り
伴
造
に
至
る
ま
で
造
寺
を
助
け
作
ら

せ
、
寺
司
と
寺
主
を
諸
寺
に
巡
行
さ
せ
、
寺
の
状
況
を
し
ら
べ
奏
せ

し
め
た
。
こ
の
政
策
が
誰
の
企
画
に
出
た
竜
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、

あ
る
い
は
憂
の
立
案
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
星
が
と
く
に
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寺
主
と
し
る
さ
れ
て
い
る
点
は
、
そ
の
特
別
の
地
位
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
。
愛
鷹
は
百
済
翌
々
主
と
あ
る
の
に
、
妥
は
た
ん
に
寺
主
と

あ
る
が
、
ど
こ
の
寺
主
か
。
こ
の
詔
を
宣
せ
ら
れ
た
大
寺
は
元
興
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
考
え
ら
れ
、
妥
は
あ
る
い
は
こ
の
寺
の
寺
主
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
ど
　
　
　
⑤

　
葦
徳
天
皇
は
「
仏
法
を
望
み
、
神
道
を
軽
り
た
ま
う
」
と
書
か
れ

た
天
皇
だ
が
、
畏
は
天
皇
か
ら
最
も
尊
敬
、
信
頼
さ
れ
た
僧
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
。
嘗
胆
四
年
（
六
五
四
）
五
月
曼
の
病
お
も
か
っ
た
（
ら
し
い
）
時
、

　
　
　
　
　
　
　
⑩

天
皇
は
畏
法
師
の
房
に
幸
し
て
、
そ
の
疾
を
問
い
、
口
つ
か
ら
恩
命

　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

を
寒
し
、
　
「
も
し
法
師
今
日
亡
な
ば
験
明
日
よ
り
亡
な
ん
」
と
い
わ

れ
た
。
四
年
六
月
憂
が
死
ぬ
や
、
天
皇
は
使
を
遣
し
て
弔
い
、
あ
わ

せ
て
多
く
の
贈
り
も
の
が
な
さ
れ
、
皇
祖
母
尊
（
皇
極
天
皇
）
、
皇
太

子
ら
も
み
な
使
を
遣
し
て
そ
の
喪
を
弔
い
、
か
れ
の
た
め
画
工
狛
堅

　
　
　
　
　
み
　
た

部
子
麻
呂
、
鱒
魚
戸
直
に
命
じ
て
多
く
の
仏
菩
薩
像
を
造
り
、
川
原

⑫寺
に
安
置
供
養
せ
し
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
の
信
頼
を
妥
が

得
た
理
由
は
、
孝
徳
天
皇
の
条
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、
天
皇
の
孤
独
を

慰
め
、
天
皇
と
皇
太
子
の
対
立
を
調
整
し
た
こ
と
に
よ
る
ら
し
い
。

か
れ
が
天
皇
は
じ
め
皇
祖
母
尊
や
皇
太
子
に
い
た
る
ま
で
の
絶
大
な

信
頼
を
得
た
改
新
政
麻
の
重
要
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
し
か
し
以
上
み
て
き
た
か
丸
の
偲
性
的
行
動
の
傾
向
よ
り
い
っ
て
、

は
た
し
て
改
新
の
根
本
政
策
で
あ
る
土
地
糊
度
や
豪
族
の
処
遇
の
一

大
変
革
な
ど
に
は
、
ど
の
程
度
参
画
し
た
か
疑
聞
な
き
を
得
な
い
。

第
一
、
か
れ
が
孝
徳
天
皇
か
ら
絶
大
な
信
頼
を
得
た
に
し
て
も
、
天

皇
が
改
新
政
治
に
ど
れ
ほ
ど
の
主
導
権
を
三
つ
た
か
、
後
に
み
る
よ

う
に
疑
問
が
あ
る
。
む
ろ
ん
皇
太
子
も
か
れ
を
尊
重
し
て
い
た
ら
し

い
し
、
鎌
足
の
師
で
も
あ
る
し
、
唐
制
の
精
通
者
で
も
あ
る
か
ら
、

中
国
の
制
度
や
故
実
を
改
新
政
治
の
モ
デ
ル
と
し
て
大
い
に
鼓
吹
し

た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
大
化
二
年
二
月
に
制
せ
ら
れ
た
蔵
匿
の
制

な
ど
は
、
か
れ
の
発
案
で
あ
る
か
遠
し
れ
な
い
。
し
か
し
要
す
る
に

か
れ
は
宗
教
家
で
あ
り
、
そ
の
改
新
政
治
に
寄
与
し
た
と
こ
ろ
は
宗

教
と
儒
教
的
か
つ
児
術
的
学
術
よ
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
マ

れ
る
の
で
あ
る
。

三

　
次
に
国
博
士
の
一
人
高
運
玄
理
（
’
に
黒
麻
醗
に
つ
く
る
）
は
推
宵
十

一
年
是
ら
と
と
も
に
留
学
生
と
し
て
中
国
に
渡
っ
た
人
で
、
新
漢
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
、
大
化
前
代
の
新
し
い
帰
化
人
で
あ
る
。

　
か
れ
は
静
照
閃
十
一
一
な
十
（
六
四
〇
）
に
新
㎜
維
を
経
て
軽
罰
馴
し
た
。
　
在
唐

風
に
三
十
三
年
に
お
よ
ぶ
。
そ
の
行
動
に
は
ど
の
よ
う
な
蒋
色
が
あ
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⑱

る
か
。
大
化
二
年
九
月
、
新
羅
に
遣
さ
れ
て
、
人
質
を
貢
ら
し
め
、

新
羅
に
出
さ
せ
て
い
た
任
那
の
調
を
や
め
さ
せ
た
。
そ
し
て
新
羅
の

義
臣
大
含
声
金
春
秋
、
す
な
わ
ち
真
智
王
の
孫
で
あ
り
（
驚
は
頁
前
王

の
女
）
、
後
の
太
宗
武
烈
王
と
な
っ
た
人
に
送
ら
れ
、
小
山
中
の
中

臣
事
黒
熊
と
と
も
に
帰
朝
し
た
。
金
春
秋
は
新
羅
の
人
質
で
あ
る
（
但

し
こ
れ
は
貝
本
側
の
解
釈
で
、
薪
羅
は
人
質
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
）
。
玄
理
の
新
羅
行
は
、
金
春
秋
の
よ
う
な
重
要
人
物
を
質
と
し

て
連
れ
て
き
た
点
を
み
て
も
、
い
か
に
重
大
な
外
交
々
渉
の
使
で
あ

っ
た
か
が
わ
か
る
。

　
か
れ
が
こ
う
し
た
重
大
な
使
に
成
功
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
新
羅
が

当
時
百
済
、
高
句
麗
と
連
年
戦
い
、
と
く
に
百
済
と
の
問
に
激
し
い

戦
が
行
わ
れ
て
い
た
。
高
句
麗
の
方
は
大
化
元
年
（
六
四
五
）
、
新
羅

の
乞
に
よ
っ
て
出
兵
し
た
唐
に
攻
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど

新
羅
も
お
そ
れ
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
百
済
を
牽

制
す
る
た
め
日
本
に
金
春
秋
の
よ
う
な
重
要
入
物
を
派
遣
せ
ざ
る
を

得
ぬ
窮
境
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
金
春
秋
は
翌
々
年
（
六
四
八
、

わ
が
大
化
四
年
、
翼
徳
王
ご
年
、
唐
大
宗
貞
観
二
十
二
年
）
に
唐
へ
派
遣
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

れ
、
百
済
の
強
猜
と
侵
凌
を
訴
え
、
出
師
を
乞
う
た
こ
と
を
み
て
も

新
羅
の
外
交
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ

う
と
し
て
も
同
齢
向
玄
理
が
派
遣
さ
れ
、
使
命
を
完
了
し
え
た
の
は
、

か
れ
が
、
唐
の
言
葉
に
通
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
か
れ
が
前
に
唐

へ
の
留
学
を
お
え
て
帰
朝
し
た
時
、
新
羅
を
経
由
し
た
こ
と
か
ら
察

せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
羅
に
関
す
る
知
識
も
あ
り
、
あ
る
い
は
新
羅

に
知
己
を
有
し
、
新
羅
の
言
葉
を
解
し
た
か
ら
で
あ
る
か
為
し
れ
な

い
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
大
化
五
年
正
【
月
に
玄
理
が
尋
｛
と
共
に
八
省
丁
百
宜
H
を
肌
酪
署
す
べ
き

詔
を
蒙
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
在
学
三
十
三
年
と
い
う
か
れ
の
経

験
と
学
識
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
白
雑
五
年
（
六
五
四
）
二
月
に
大
錦
上
高
向
史
玄
理
は
遣
大
唐
押
下

に
任
ぜ
ら
れ
、
大
使
小
錦
下
河
辺
臣
麻
呂
、
謝
使
薬
師
恵
日
以
下
二

面
に
分
乗
し
た
使
臣
、
留
学
生
ら
を
率
い
て
、
唐
に
渡
っ
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に

時
唐
帝
高
宗
は
、
東
宮
営
門
郭
文
挙
を
し
て
こ
と
ご
と
く
日
本
の
地

こ
ほ
り

里
お
よ
び
国
初
の
神
名
な
ど
を
問
わ
し
め
た
と
い
う
が
、
玄
理
は
習

熟
し
た
唐
の
語
学
を
も
つ
て
、
同
じ
く
箭
明
三
年
に
渡
唐
留
学
の
経

験
あ
る
恵
日
と
と
も
に
、
こ
の
応
答
に
あ
た
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

か
れ
は
唐
に
お
い
て
死
ん
だ
。
年
月
は
不
明
で
あ
る
。
白
雄
五
年
は

か
れ
が
初
め
て
渡
等
し
た
推
古
十
一
年
よ
り
四
十
六
年
後
に
あ
た
り
、

か
れ
は
か
な
り
の
高
齢
だ
つ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
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以
上
、
高
向
玄
理
に
つ
い
て
わ
か
る
と
こ
ろ
が
ら
い
え
ば
、
か
れ

の
政
治
酌
行
動
の
顕
著
な
特
色
は
外
交
官
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。

大
化
改
新
時
代
に
半
島
諸
国
と
の
交
渉
が
少
く
な
か
っ
た
こ
と
は
書

紀
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
外
交
交
渉
に
関
し
、
改
新
政
府

に
お
い
て
主
に
働
い
た
の
は
玄
理
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
む
ろ
ん
後
に
み
る
よ
う
に
鎌
足
な
ど
竜
唐
・
半
島
使
臣
ら
と
折
衝

し
た
こ
と
も
あ
り
、
帰
化
人
・
帰
化
僧
と
親
し
い
点
か
ら
み
て
、
鎌

足
が
玄
理
の
上
に
い
て
外
交
を
掌
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
外

国
語
や
外
国
に
関
す
る
知
識
に
お
い
て
、
玄
理
ほ
ど
長
い
豊
か
な
経

験
を
も
つ
竜
の
は
な
か
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
外
交
の
主
務
官
に
な
っ

て
い
た
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
国
博
士
の
是
と
玄
理
の
改
新
政
府
に
お
け
る
役
割
を
考
え
て

み
た
。

四

　
次
に
左
右
大
臣
に
な
っ
た
人
々
に
つ
い
て
考
え
る
。
大
化
元
年
左

大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
阿
倍
内
（
倉
梯
）
麻
呂
（
万
侶
）
の
大
化
前
代
の

経
歴
は
明
わ
か
で
は
な
い
。
阿
倍
氏
は
孝
元
天
皇
々
子
の
大
彦
命
の

子
孫
と
い
う
名
族
だ
が
、
大
化
前
代
に
さ
ほ
ど
顕
著
な
活
動
は
み
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
な
い
。
宣
化
天
皇
代
に
大
夫
で
あ
っ
た
阿
倍
火
麻
呂
が
め
ぼ
し
い

く
ら
い
に
す
ぎ
な
い
。

　
内
麻
呂
の
大
化
前
代
の
宮
廷
に
お
け
る
地
位
を
示
す
も
の
は
、
か

　
　
　
お
た
ら
し

れ
の
女
小
足
媛
が
の
ち
に
孝
徳
天
皇
と
な
っ
た
軽
皇
子
の
寵
妃
と
な

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
孝
徳
天
皇
は
皇
極
天
皇
の
同
母
弟
に
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
し

り
、
正
妻
皇
后
と
し
て
は
、
欝
明
・
皇
極
量
天
皇
の
間
に
生
れ
た
間

ひ
と人

皇
女
が
あ
っ
た
。
そ
の
小
足
媛
と
の
婚
姻
は
む
ろ
ん
大
化
前
代
で

あ
る
。
　
皇
子
と
仲
の
善
か
っ
た
中
臣
鎌
子
連
（
鎌
足
）
が
皇
子
を
訪

れ
た
時
に
、
皇
子
が
こ
の
寵
妃
阿
倍
氏
を
し
て
、
別
殿
を
掃
除
し
、

高
く
新
聴
を
し
か
せ
、
大
い
に
も
て
な
さ
せ
た
こ
と
が
皇
極
量
三
年

条
に
み
え
る
。
大
織
冠
伝
に
は
籠
妃
と
の
み
し
る
し
、
阿
倍
氏
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
さ
ぬ
が
阿
倍
氏
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。

　
こ
の
妃
は
、
悲
劇
の
人
有
闘
皇
子
を
生
ん
だ
。
皇
子
は
斉
明
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

（
六
五
八
）
十
九
歳
で
死
ん
で
い
る
か
ら
、
　
そ
の
誕
生
は
傍
明
十
一
年

（
六
四
〇
）
で
、
小
足
媛
の
入
内
は
そ
れ
以
前
に
遡
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
有
間
皇
子
の
名
の
ゆ
え
ん
は
な
に
に
も
と
つ
く
か
。

　
孝
繍
ゆ
天
由
正
は
大
化
一
二
年
（
六
四
七
）
L
T
日
μ
十
一
ロ
回
有
㎜
闘
淵
｝
湯
に
行
山
辛

し
た
。
左
右
大
臣
、
群
卿
大
夫
が
従
い
、
滞
留
は
ニ
ヵ
月
に
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

十
工
月
熟
田
に
天
皇
は
温
湯
よ
り
還
幸
、
途
中
武
庫
行
宮
に
停
っ
た
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ひ

と
き
、
皇
太
子
の
宮
に
災
が
つ
い
た
の
で
時
人
が
怪
し
ん
だ
と
い
う
。

皇
太
子
中
大
兄
は
有
聞
に
随
行
せ
ず
難
波
に
留
守
し
た
ら
し
い
。
鎌

足
竜
同
様
留
守
に
あ
た
っ
た
ら
し
い
。

　
こ
の
有
間
行
幸
の
時
に
、
行
宮
を
温
泉
の
ほ
と
り
に
作
っ
た
時
、

そ
の
材
木
を
久
牟
知
山
に
求
め
た
が
、
そ
の
材
木
が
美
麗
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
う
ち

の
で
、
　
「
こ
の
山
は
功
あ
る
山
な
り
」
と
勅
が
あ
り
、
功
地
山
と
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
。
こ
れ
を
俗
人
が
次
第
に
誤
っ
て
久
牟
知
山
と
称
し
た
と
い
う
。

摂
津
有
馬
郡
に
延
喜
式
内
公
智
神
社
が
あ
る
。
今
の
西
宮
市
下
山
口

に
あ
た
る
、
有
馬
温
泉
か
ら
三
聖
半
北
の
地
で
あ
る
。
こ
の
神
は
古

事
艶
に
み
え
る
木
神
久
久
能
智
神
を
祭
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
摂

津
風
土
記
逸
文
は
お
そ
ら
く
事
実
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

逸
文
に
よ
れ
ば
こ
の
設
問
の
塩
湯
を
始
め
て
見
得
た
時
代
は
「
土
人

は
時
世
の
号
名
を
知
ら
ず
、
た
だ
嶋
の
大
臣
の
時
な
り
と
知
る
の
み
」

と
い
っ
た
と
い
う
。
嶋
の
大
臣
は
蘇
我
馬
子
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

死
は
推
古
三
十
四
（
六
二
六
）
年
で
あ
る
。
書
紀
に
野
明
天
皇
が
、
そ

の
三
年
（
六
三
一
）
九
月
に
行
幸
、
十
二
月
に
還
幸
さ
れ
た
と
あ
る
の

は
、
こ
の
逸
文
に
し
め
す
ご
と
く
こ
の
馬
子
時
代
の
直
後
に
あ
た
る
。

有
間
温
泉
が
発
見
さ
れ
て
問
竜
な
い
時
に
、
こ
の
行
幸
が
行
わ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
温
泉
は
天
皇
の
お
気
に
め
し
た
と
み
え
、
十
年
（
六

三
八
）
十
月
再
度
の
行
幸
が
あ
診
、
十
一
年
（
六
三
九
）
正
月
に
還
幸
．

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
有
間
皇
子
の
生
れ
る
前
年
で
あ
る
。
軽
皇
子

は
訂
明
天
皇
の
皇
盾
の
同
母
弟
で
あ
る
か
ら
、
有
間
行
幸
に
従
っ
た

こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
竜
こ
の
有
間
地
方
が

次
に
の
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
妃
の
出
身
で
あ
る
阿
倍
氏
と
ゆ
か
り
が

深
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
故
に
結
論
を
先
に
い
う
な
ら
ば
軽
皇
子

は
妃
阿
借
氏
と
と
も
に
、
暫
明
十
一
年
の
還
幸
の
後
、
再
び
有
事
温

泉
に
赴
き
、
こ
の
地
で
妃
は
有
間
皇
子
を
生
ん
だ
の
で
、
皇
子
に
か

か
る
名
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
阿
倍
氏
と
当
地
方
の

関
係
を
暗
示
す
る
史
料
は
、
新
撰
姓
氏
録
摂
津
皇
別
の
条
に
久
々
智

氏
が
み
え
、
そ
の
前
の
佐
女
貴
山
事
と
と
も
に
、
も
う
一
つ
前
の
高

橋
朝
臣
。
阿
倍
朝
距
画
聖
。
大
望
命
之
後
也
。
日
本
紀
不
見
。
と
あ

る
こ
と
に
「
同
上
」
と
し
る
さ
れ
、
平
安
初
期
に
阿
倍
朝
臣
と
同
祖

と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
久
々
重
氏
の
居
住
地
は
姓
民
録
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
今
日
尼

崎
市
内
に
久
々
知
の
字
が
あ
り
、
こ
こ
の
豪
族
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
前
述
風
土
記
逸
交
の
功
地
山
の
伝
承
と
、
延
喜
式
内
公
智
神
社

の
存
在
よ
り
考
え
て
、
有
馬
郡
の
こ
の
地
方
に
尼
崎
地
方
の
そ
れ
の

分
派
で
あ
る
豪
族
が
住
ん
で
い
た
と
み
て
も
よ
い
。
そ
し
て
佐
々
貴
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大化西漸と藤原鎌足（横田）

群
書
が
同
祖
で
あ
る
こ
と
も
面
白
い
。
佐
女
貴
山
君
は
古
代
史
上
、

山
部
を
管
理
す
る
伴
造
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
山
部
は
山
の
産
物
と

く
に
材
木
の
管
理
を
な
す
都
で
あ
る
。
久
肉
智
民
が
、
木
材
の
山
を

管
理
し
材
木
を
伐
り
出
し
て
行
宮
を
つ
く
っ
た
こ
と
や
、
木
の
霊
で

　
　
　
　
　
　
⑰

あ
る
久
々
能
智
神
を
祭
っ
て
氏
族
神
と
し
た
こ
と
は
当
然
で
、
同
族

佐
々
貴
山
鴛
と
同
様
、
山
部
を
管
掌
す
る
豪
族
と
し
て
、
木
の
豊
富

な
こ
の
地
に
居
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
故
に
推
定
す
れ
ば
、
嶋
の
大
臣
、
蘇
我
馬
子
時
代
一
霞
古
事
に
有

間
温
泉
が
発
見
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
地
の
豪
族
久
女
智
氏
が
、
岡
系

氏
族
の
最
有
力
豪
族
と
し
て
中
央
に
羽
振
り
を
聞
か
せ
て
い
る
阿
倍

氏
に
報
告
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
阿
倍
氏
を
通
じ
て
、
そ
の
氏

の
出
の
妃
を
も
つ
軽
皇
子
騰
そ
の
姉
の
直
明
天
皇
の
皇
后
、
の
ち
の

皇
極
天
皇
が
、
紆
明
天
皇
を
動
か
し
て
有
間
行
幸
を
奏
請
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
阿
倍
民
出
身
の
妃
小
足
媛
が
、
こ
の
地
に
密
接
な

関
係
を
も
ち
、
こ
こ
で
皇
子
を
生
ん
だ
と
し
て
竜
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
孝
徳
天
皇
が
大
化
三
年
に
こ
の
温
泉
に
行
幸
し
た
こ
と

は
当
然
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
左
大

臣
阿
倍
内
麻
呂
が
随
行
し
た
こ
と
は
必
然
だ
つ
た
。

　
内
麻
呂
に
は
別
に
着
込
と
よ
ぶ
女
が
あ
り
、
天
智
天
皇
の
頬
と
な

り
、
飛
鳥
皇
女
と
新
田
部
皇
女
と
を
生
ん
だ
。
新
田
部
は
天
武
天
皇

と
妃
と
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
阿
倍
内
麻
呂
は
孝
徳
天
皇
と
皇
太
子
中
大
兄
n
天

智
と
に
女
を
妃
と
し
て
い
れ
て
外
戚
と
な
り
、
前
者
に
お
い
て
は
有

間
皇
子
と
い
う
孝
徳
天
皇
唯
一
の
皇
子
を
屯
う
け
、
も
し
皇
子
が
即

位
す
れ
ば
、
天
皇
の
外
祖
父
と
な
る
可
能
性
さ
え
あ
っ
た
。
そ
の
左

大
臣
と
い
う
改
新
改
府
の
人
臣
中
最
高
の
地
位
は
、
こ
の
よ
う
な
条

件
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
書
紀
の
上
で
、
左
大
臣
と
し
て
の
か
れ
の
職
務
上
の
事
蹟
と
し
て

記
さ
れ
た
記
事
は
非
常
に
少
い
。
大
化
元
年
六
月
十
四
田
に
左
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
任
ぜ
ら
れ
た
時
、
右
大
臣
と
と
も
に
金
策
を
賜
っ
た
こ
と
、
同
七

月
十
一
日
に
天
皇
が
、
左
右
大
臣
に
対
し
、
　
「
ま
さ
に
上
古
聖
王
の

跡
に
し
た
が
い
て
天
下
を
治
む
べ
し
、
ま
た
ま
さ
に
信
あ
り
て
天
下

を
治
む
べ
し
」
と
詔
し
、
十
三
H
に
左
右
大
臣
に
対
し
、
あ
ま
ね
く

大
夫
、
百
の
伴
造
ら
に
問
い
、
悦
ぶ
こ
こ
ろ
を
も
っ
て
民
を
使
う
の

路
を
問
う
べ
し
と
詔
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
左
右
大
臣
が
、

ど
の
よ
う
に
具
体
的
、
積
極
的
に
は
た
ら
い
た
か
不
明
で
、
わ
ず
か

に
、
右
大
臣
石
川
麻
呂
が
、
ま
ず
神
舐
を
鎮
嘉
し
て
、
然
る
後
に
政

事
を
議
す
べ
し
、
と
奏
し
、
そ
の
処
殿
が
と
ら
れ
た
く
ら
い
の
こ
と
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し
か
わ
か
ら
な
い
。

　
大
化
四
年
二
月
五
口
己
未
に
、
内
麻
呂
は
四
衆
（
溝
鼠
、
比
丘
尼
、

優
婆
塞
、
優
婆
夷
）
を
四
天
王
寺
に
請
い
、
仏
像
四
躯
を
迎
え
て
塔
内

に
坐
さ
し
め
、
鼓
を
つ
み
か
さ
ね
て
霊
鷲
山
の
像
を
造
っ
た
こ
と
が

し
ら
れ
る
。
か
れ
は
信
仰
の
厚
い
人
だ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
当

時
は
難
波
長
柄
豊
碕
宮
時
代
で
あ
る
か
ら
、
都
に
最
も
近
い
、
聖
徳

太
子
ゆ
か
り
の
こ
の
名
刹
で
供
養
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
書
紀
が
何
を

史
料
と
し
て
、
こ
の
記
事
を
入
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
四
天
王
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
縁
起
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
同
年
四
月
一
日
条
に
は
、
古
冠
を
罷
め
た
と
こ
ろ
が
、
左
右
大
臣

は
な
お
古
冠
を
著
け
て
い
た
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大

化
三
年
に
七
色
十
三
階
の
簸
位
制
が
制
定
さ
れ
、
推
古
十
一
年
以
来

こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
冠
位
十
二
階
制
廃
止
を
実
行
す
る
に
至
っ

た
の
に
、
左
右
大
臣
は
な
お
古
い
十
二
階
制
の
鐙
骨
を
つ
け
て
い
た

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
古
冠
位
制
の
廃
止
、
新
冠
位
制
の
施
行
を

命
ず
べ
き
．
政
府
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
左
右
大
臣
が
、
自
ら
政
府
の

決
定
し
た
こ
と
に
従
わ
な
い
保
守
性
を
示
し
た
こ
と
が
、
一
般
官
吏

の
驚
き
の
的
と
な
り
、
記
録
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実

　
　
　
　
　
　
　
み
ず
か

は
、
左
右
大
臣
が
自
ら
決
定
し
た
こ
と
に
従
わ
な
か
っ
た
と
い
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
か
れ
ら
が
古
冠
位
制
に
執
着
し
、
新
学
に
対
す
る
反

対
、
抵
抗
を
身
を
も
っ
て
実
行
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
左
右
大
臣
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
新
欄
を
決
定
し
、
施
行

し
た
か
れ
ら
以
上
の
権
力
者
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
天
皇
と
皇
太
子
し
か
な
い
が
、
孝
徳
天
皇
の
ご
と
く
人

と
な
り
飛
型
と
い
わ
れ
た
人
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
実
権
者
で
あ
っ
た

皇
太
子
中
大
兄
と
そ
の
蔭
の
支
持
者
で
あ
る
鎌
足
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
し
て
こ
の
一
つ
の
事
実
は
、
実
に
改
新
政
治
の
全
般
を
暗
示
す
る

も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
左
右
大
臣
は
改
新
政
府
首
脳
部
中

で
は
保
守
的
な
人
々
で
あ
り
、
改
新
諸
政
策
の
手
を
白
白
に
打
っ
て

い
っ
た
も
の
は
、
左
右
大
臣
で
は
な
く
、
皇
太
子
と
鎌
足
だ
つ
た
と

推
定
す
る
重
大
な
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
一
年
も
た
た
ぬ
大
化
五
年
三
月
十
七
鼠
左
大

臣
阿
倍
内
麻
呂
は
麗
じ
、
そ
の
八
日
後
に
右
大
臣
石
川
麻
呂
も
死
ぬ

の
で
あ
る
。
内
麻
呂
の
史
料
面
．
に
み
え
る
行
実
か
ら
は
、
か
れ
の
温

厚
で
保
守
的
な
信
仰
ぶ
か
い
性
格
は
う
か
が
い
え
て
も
、
改
新
政
治

の
強
烈
な
原
動
力
と
し
て
の
役
割
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
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・
石
大
臣
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
も
孝
徳
、
天
智
両
天
皇
の
外
戚
で

あ
る
点
で
は
、
前
者
と
変
り
は
な
い
。
か
れ
は
孝
徳
天
皇
に
は
女
乳

娘
を
妃
と
し
て
入
れ
、
天
智
天
皇
に
は
二
人
の
女
を
媛
と
し
て
入
内

さ
せ
た
。
姉
の
遠
軽
娘
（
あ
る
本
は
美
濃
津
子
娘
に
作
る
）
は
、
大
田
皇

女
（
天
武
の
東
宮
至
心
妃
、
早
死
）
、
豊
野
皇
女
（
天
武
皇
盾
、
持
統
天
皇
）

お
よ
び
唖
の
建
皇
子
三
人
を
生
ん
だ
。
こ
の
人
は
、
父
大
臣
が
、
そ

　
　
　
　
　
む
さ
し

の
弟
臼
向
阻
身
刺
に
誕
言
さ
れ
、
殺
さ
れ
た
時
に
悲
し
み
の
余
り
死

　
　
　
　
　
み
や
つ
こ

ん
だ
皇
太
子
妃
造
影
（
或
本
の
美
津
子
娘
に
あ
た
る
）
で
あ
る
。
妹
の

姪
娘
は
御
名
部
皇
女
と
阿
倍
皇
女
、
す
な
わ
ち
、
の
ち
の
一
7
5
明
天
皇

を
生
ん
だ
。

　
こ
の
姉
娘
が
、
中
大
兄
皇
子
に
嫁
し
た
時
の
逸
話
は
、
皇
単
三
年

紀
お
よ
び
大
織
冠
伝
に
詳
し
い
。
そ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
、
中
大
兄

と
鎌
足
と
が
相
知
り
、
交
り
つ
つ
蘇
我
入
鹿
一
族
諜
滅
の
計
を
は
か

っ
た
際
、
石
川
麻
呂
の
長
女
を
中
大
兄
の
妃
と
し
て
嫁
せ
し
め
、
こ

れ
に
よ
っ
て
石
川
麻
呂
を
味
方
に
引
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、
長
女
は

婚
約
の
夜
、
前
記
の
身
狭
臣
日
向
（
身
刺
1
1
大
化
五
年
紀
、
武
蔵
1
1
大
織

冠
伝
）
に
ぬ
す
ま
れ
た
の
で
、
石
川
麻
呂
が
憂
点
し
て
い
．
た
時
、
次

女
が
、
長
女
に
代
ら
ん
こ
と
を
申
し
出
た
。
こ
こ
に
妃
と
し
て
入
れ

た
の
が
遠
智
娘
で
あ
る
。
姪
娘
は
ゆ
え
に
三
女
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
石
川
麻
呂
は
馬
子
の
孫
、
雄
正
子
臣
の
子
と
い
わ
れ
、
蝦
夷
の
甥
、

草
鹿
の
イ
ト
コ
に
あ
た
り
、
蘇
我
の
嫡
流
で
は
な
い
が
名
門
で
あ
る
。

だ
が
入
鹿
と
は
仲
が
よ
く
な
か
っ
た
ら
し
い
。
鎌
足
は
中
大
兄
に
、

「
山
田
臣
の
人
と
な
り
剛
毅
果
敢
に
し
て
、
威
望
ま
た
高
し
、
そ
の

意
を
得
れ
ば
、
こ
と
必
ず
な
る
べ
し
」
と
い
っ
て
、
こ
の
婚
姻
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
す
す
め
た
と
あ
る
。
入
鹿
の
ご
と
き
地
位
の
高
い
勢
力
家
に
対
抗

す
る
の
に
、
同
氏
族
で
仲
の
悪
い
か
れ
が
、
眼
を
つ
け
ら
れ
た
の
は

当
然
と
し
て
も
、
大
織
冠
伝
の
い
う
よ
う
に
、
人
と
な
り
や
威
望
の

点
は
果
し
て
事
実
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
行
実
の
史
料
上
に
あ
ら
わ
れ

た
と
こ
ろ
で
は
ど
う
か
。

　
ま
ず
入
鹿
誹
滅
の
際
に
は
、
か
れ
は
三
韓
進
調
の
文
を
よ
む
役
割

を
ひ
き
う
け
て
い
る
が
、
討
手
が
な
か
な
か
現
れ
な
い
の
で
流
汗
身

を
う
る
お
し
、
声
乱
れ
、
手
を
わ
な
な
か
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
馴
…

毅
果
敢
の
評
と
そ
ぐ
わ
な
い
が
、
こ
の
乱
の
功
に
よ
っ
て
、
右
大
臣

の
地
位
を
与
え
ら
れ
る
根
拠
を
得
た
と
い
え
る
。

　
大
化
元
年
七
月
十
一
日
、
前
述
の
よ
う
に
、
天
皇
は
左
右
大
臣
に

対
し
、
「
ま
さ
に
上
古
聖
王
の
跡
に
遵
い
て
天
下
を
認
む
べ
し
云
々
」

の
詔
、
十
三
臼
に
は
「
あ
ま
ね
く
大
夫
と
百
の
伴
造
云
々
」
の
詔
を

下
し
、
中
国
風
の
儒
国
教
的
徳
政
理
念
を
も
つ
て
政
治
を
行
う
べ
き
改
「

，87　（393）



新
政
治
の
指
導
精
神
を
示
し
た
ひ
こ
の
理
念
の
発
案
考
は
誰
で
あ
る
“

か
。
む
ろ
ん
こ
の
詔
を
う
け
た
左
右
大
臣
で
は
あ
る
ま
い
。
天
皇
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

儒
を
好
む
ど
評
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
竜
天
皇
に
顧
問
と
し
て
つ

い
て
い
た
国
博
士
た
ち
、
あ
る
い
は
そ
の
憂
の
弟
子
で
あ
る
鎌
足
、

ま
た
鎌
足
と
と
も
に
国
博
深
達
と
同
時
に
階
唐
に
学
ん
だ
講
安
に
周

孔
の
教
を
学
ん
だ
皇
太
子
ら
の
思
想
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
詔
に
対
し
て
、
翌
十
四
日
に
石
川
麻
呂
は
、
ま
ず
神
紙
を
鎮
祭
し

て
、
然
る
後
に
ま
さ
に
政
事
を
議
す
べ
し
と
奏
し
た
。
同
日
に
倭
漢

直
比
羅
夫
を
尾
張
国
に
、
忌
部
里
子
麻
呂
ら
が
美
濃
国
に
遣
さ
れ
て
、

神
に
供
す
る
幣
を
課
し
て
い
る
。
石
川
麻
呂
の
奏
と
遣
使
が
果
し
て

「
上
古
聖
王
の
跡
に
遵
う
」
と
の
理
念
の
実
施
か
否
か
、
多
少
問
題
は

あ
る
が
、
こ
の
条
の
書
紀
を
素
直
に
よ
め
ば
、
石
川
麻
呂
が
、
中
国

風
儒
教
酌
徳
政
理
念
を
、
日
本
の
伝
統
的
な
政
治
理
念
に
焼
直
し
て
、

根
本
の
政
治
理
念
と
し
た
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。
い
わ
ば
皇
太
子
、

国
博
士
ら
の
中
国
的
な
思
考
に
対
し
、
伝
統
的
神
道
的
な
二
つ
の
平

行
す
る
政
治
理
念
が
、
矛
盾
対
立
を
未
だ
あ
ら
わ
さ
ず
に
行
わ
れ
て

い
た
と
い
え
る
。

　
孝
徳
天
皇
が
は
た
し
て
評
の
ご
と
く
「
仏
法
を
臨
み
、
神
道
を
軽

る
」
方
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
孝
徳
天
皇
の
指
導
理
念
で

は
な
い
。
だ
が
鎌
足
の
よ
う
な
神
紙
の
家
に
生
れ
た
屯
の
に
は
意
を

得
た
案
と
し
て
賛
成
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
竜
神

雪
雲
祭
案
を
ま
ず
提
唱
し
た
と
こ
ろ
に
、
石
川
麻
呂
の
面
冒
、
思
想

が
う
か
が
わ
れ
る
。
か
れ
は
の
ち
山
田
寺
建
立
に
も
み
る
よ
う
に
、

神
仏
と
も
に
厚
く
信
じ
た
人
で
あ
っ
た
。

　
大
化
二
年
二
月
十
五
日
に
天
皇
が
宮
の
東
門
に
幸
し
て
、
民
が
訴

を
な
し
、
上
表
諌
許
す
る
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
華
甲

の
制
を
設
け
た
こ
と
を
は
じ
め
、
上
京
す
る
徳
役
の
属
を
雑
役
に
駆

使
す
る
こ
と
の
禁
制
な
ど
が
降
せ
ら
れ
た
と
き
に
、
右
大
臣
に
詔
を

宣
せ
し
め
た
。
こ
の
詔
は
管
子
ほ
か
中
国
の
古
典
を
引
用
し
、
中
国

古
代
の
聖
帝
明
王
の
事
蹟
が
顧
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
誰
の
立
案

で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
先
に
「
上
古
聖
王
の
跡
」
云
女

と
い
う
理
念
の
立
案
者
か
と
思
わ
れ
、
国
博
士
た
ち
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
ぬ
が
、
右
大
臣
と
し
て
の
か
れ
も
参
画
し
た
と
考
え
て
も
よ
か

ろ
う
。

　
大
化
五
年
三
月
工
十
四
日
、
石
川
麻
呂
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
弟

日
向
臣
身
刺
の
た
め
、
麻
呂
は
皇
太
子
が
海
浜
に
遊
ぶ
と
こ
ろ
を
う

か
が
い
、
ま
さ
に
害
せ
ん
と
し
、
そ
む
き
つ
ら
ん
こ
と
久
し
か
ら
じ
、

と
識
　
＝
口
さ
れ
た
。
皇
太
子
は
こ
れ
を
信
じ
た
が
、
天
皇
は
再
度
に
わ
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た
り
使
を
派
し
、
反
語
の
虚
実
を
麻
呂
に
問
わ
せ
た
が
、
麻
呂
は
詳

し
く
申
し
開
き
を
せ
ず
、
天
皇
の
た
め
建
立
中
の
山
田
寺
で
自
殺
し

た
。
死
後
そ
の
資
財
中
に
、
皇
太
子
の
書
、
皇
太
子
の
物
と
鄭
重
に

扱
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
叛
心
な
く
無
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
り
、

皇
太
子
も
悔
い
た
と
い
う
。
こ
の
事
件
が
阿
倍
内
麻
呂
死
後
一
週
間

厨
に
起
つ
た
こ
と
は
、
内
麻
呂
の
死
に
よ
り
人
臣
最
高
の
地
位
が
空

席
に
な
っ
て
、
こ
の
地
位
を
め
ぐ
り
、
政
界
人
心
に
不
安
が
商
ま
り
、

誕
言
が
皇
太
子
ら
の
心
に
入
り
易
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
身
刺
の
立
場
よ
り
み
れ
ば
、
左
大
臣
の
死
後
、
臣
下
最
高

の
位
置
に
つ
く
べ
き
兄
を
除
い
た
な
ら
ば
、
名
門
出
身
の
自
分
が
そ

の
地
位
に
つ
き
う
る
と
の
望
み
を
抱
い
て
、
こ
う
し
た
誕
言
を
か
ま

え
た
の
で
は
な
い
か
。
誰
か
鎌
足
の
よ
う
な
野
心
家
が
野
鳩
を
使
魅

し
た
場
合
も
考
え
て
み
る
べ
き
か
も
し
れ
ぬ
が
、
史
料
面
で
は
そ
こ

ま
で
推
し
得
な
い
。
皇
太
子
が
さ
き
の
古
人
大
兄
、
の
ち
の
有
間
皇

子
の
変
や
、
こ
の
場
合
な
ど
、
権
力
の
競
合
者
と
少
し
で
も
労
せ
ら

れ
る
も
の
に
対
し
て
、
疑
う
こ
と
も
な
く
、
苛
責
な
く
直
ち
に
罰
を

発
動
す
る
猜
疑
心
の
強
さ
、
権
力
意
欲
の
強
さ
は
、
政
界
の
不
安
と

相
表
裏
し
て
い
る
。
石
川
麻
呂
の
悲
劇
に
関
す
る
書
紀
の
記
事
は
物

語
的
で
、
父
の
後
を
追
う
た
造
畢
の
歌
ま
で
の
こ
っ
て
い
る
と
こ
ろ

を
み
る
と
、
こ
の
悲
劇
の
物
語
が
人
口
に
謄
捜
し
、
文
献
に
ま
で
つ

く
ら
れ
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
に
史
料
の
遺
存
が
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
大
化
末
年
の
改
新
政
府
の
政
治
状
況
に
関
し
て
は
、

こ
れ
以
上
の
推
測
は
困
難
で
あ
る
。

　
以
上
知
ら
れ
る
石
川
麻
呂
の
行
実
に
よ
れ
ば
、
か
れ
は
温
厚
誠
実

で
神
仏
の
信
仰
厚
く
、
保
守
的
な
人
柄
だ
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

改
新
政
治
の
徳
政
理
念
を
行
う
よ
う
な
政
策
面
に
は
参
加
し
て
い
た

か
も
し
れ
ぬ
が
、
改
新
の
主
要
な
祉
会
経
済
的
改
革
政
策
に
ま
で
深

く
参
加
し
て
い
た
か
否
か
疑
問
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
石
川
麻
呂
が
無
実
の
誕
書
に
よ
っ
て
攻
め
ら
れ
自
殺
し
た
時
に
、

鎌
足
が
史
料
面
に
全
く
現
れ
て
い
な
い
こ
と
に
疑
問
が
あ
る
。
か
れ

は
、
も
と
中
大
兇
皇
子
に
石
川
麻
呂
の
女
を
入
内
婚
嫁
さ
せ
、
両
人

を
結
び
つ
け
、
味
方
に
し
ょ
う
と
し
た
ほ
ど
親
し
か
る
べ
き
人
物
で

あ
る
。
ま
た
後
に
み
る
よ
う
に
妥
協
調
停
な
い
し
慰
撫
の
役
に
ま
わ

る
こ
と
の
多
い
人
物
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
時
に
皇
太
子
に
対
し
て
融

和
調
停
の
役
百
を
果
し
た
こ
と
が
書
紀
に
竜
大
織
冠
伝
に
も
出
て
い

な
い
の
か
。
そ
れ
は
鎌
足
電
溌
刺
の
謙
を
信
じ
た
の
か
、
と
り
な
し

も
効
果
が
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
自
分
の
上
位
に
あ
る
権
距
の

没
落
を
歓
迎
し
た
の
か
。
後
世
の
藤
際
氏
は
、
よ
く
誕
を
用
い
て
他
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氏
族
を
排
し
て
権
力
闘
争
に
勝
を
し
め
る
が
、
は
た
し
て
す
で
に
こ

の
頃
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
の
か
、
そ
れ
ら
は
一
切
不
明
で

あ
る
が
、
鎌
足
が
石
川
麻
呂
の
ご
と
き
親
し
く
労
を
共
に
し
た
同
僚

を
救
わ
な
か
っ
た
か
、
救
い
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
時
代
の

権
力
を
め
ぐ
る
貴
族
社
会
の
冷
酷
な
、
不
安
定
な
あ
り
さ
ま
が
よ
く

わ
か
る
。

　
左
右
大
臣
の
死
に
よ
っ
て
、
五
年
四
月
二
十
日
、
そ
の
後
任
と
し

て
小
紫
臣
勢
徳
陀
（
一
作
太
）
古
臣
、
同
大
伴
長
徳
送
字
馬
飼
が
そ

れ
ぞ
れ
左
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
か
れ
ら
は
改
新
政
治
に
ど
の
よ

う
な
関
与
、
貢
献
を
し
た
か
。

山ノN

　
出
血
臣
徳
太
の
史
上
の
初
見
は
、
皇
極
紀
元
年
十
二
月
十
三
賃
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
　
⑳

で
、
箭
明
天
皇
の
喪
を
発
し
た
時
、
か
れ
は
大
底
皇
子
に
代
り
第
一

　
　
し
の
び
ご
と

番
に
謙
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
雄
柄
宿
禰
七
世
孫
、
父
は

　
　
　
⑳

胡
孫
子
で
、
継
体
朝
に
大
臣
だ
つ
た
巨
勢
癖
人
の
後
と
い
う
名
門
の

出
で
あ
る
。
皇
極
二
年
十
一
月
、
入
鹿
が
山
背
大
兄
王
を
斑
鳩
宮
に

襲
い
殺
し
た
と
き
、
徳
太
は
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
軍
を
ひ
き
い
た
。
は

じ
め
は
蘇
我
民
に
従
属
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
後
述
の
大
伴
連
長

徳
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
春
曇
謙
滅
の
直
後
、
帰
化
人
漢
直
ら
が

武
装
し
て
大
臣
蝦
夷
を
助
け
、
陣
を
設
け
よ
う
と
し
た
時
、
皇
太
子

は
将
軍
臣
勢
徳
裏
年
を
遣
し
て
、
天
地
開
開
以
来
の
君
臣
の
は
じ
め

を
説
か
し
め
た
の
で
、
漢
心
ら
は
武
器
を
棄
て
て
散
増
し
た
と
い
う
。

こ
の
時
は
す
で
に
皇
太
子
方
に
な
っ
て
い
た
。
か
れ
は
皇
太
子
の
信

任
を
う
け
、
改
新
政
府
の
重
要
人
物
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
大
化
元
年
七
月
高
麗
、
百
済
、
新
羅
が
な
ら
び
に
使
を
遣
し
て
来

朝
し
、
調
を
す
す
め
た
時
、
徳
太
を
し
て
高
句
麗
使
に
対
す
る
詔
を

宣
せ
し
め
た
。
そ
の
次
の
百
済
使
に
対
す
る
詔
も
同
人
が
宣
し
た
よ

う
に
、
書
紀
は
よ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
文
案
そ
の
竜
の
ま
で

か
れ
が
作
っ
た
か
否
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
か
れ
は
こ
う
し
た
外
交
交
渉

の
官
を
担
当
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
て
か
ら
の
事
蹟
と
し
て
は
、
白
露
元
年
二
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

白
雑
の
瑞
が
献
ぜ
ら
れ
た
時
、
左
右
大
臣
は
百
官
人
を
率
い
て
、
紫

か
ど門

外
に
四
列
を
つ
く
り
、
難
の
輿
を
先
頭
に
た
て
て
宮
廷
中
庭
に
い

た
り
、
輿
を
殿
前
に
進
ま
し
め
た
と
き
に
、
右
大
臣
が
輿
の
前
頭
を

執
り
御
座
の
前
に
お
き
、
天
皇
、
皇
太
子
が
見
て
後
、
皇
太
子
が
巨

勢
大
臣
に
賀
詞
を
た
て
ま
つ
ら
せ
た
。
内
閣
首
領
た
る
か
れ
が
、
重

大
儀
式
に
花
々
し
い
役
割
を
演
ず
る
の
は
当
然
だ
が
、
か
れ
の
こ
う
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し
た
片
鱗
か
ら
は
、
革
新
約
政
策
の
遂
行
者
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む

し
ろ
そ
の
反
対
で
は
な
か
っ
た
か
の
印
象
を
う
け
る
。
か
れ
自
身
よ

9
も
政
府
全
体
が
、
改
新
の
業
を
一
通
り
お
え
て
弛
緩
状
態
に
お
ち

い
っ
て
い
た
あ
り
さ
ま
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
か
れ
の
政
治
的
発
　
貫
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
事
件
で
あ
る
。

翌
二
年
新
羅
の
貢
調
使
知
万
沙
喰
ら
が
唐
国
の
服
を
き
て
筑
紫
に
来

泊
し
た
時
、
朝
廷
は
そ
の
恣
に
俗
を
移
し
た
こ
と
を
に
く
み
、
し
か

っ
て
追
い
か
え
し
た
が
、
か
れ
は
奏
請
し
て
、
　
「
今
に
あ
た
っ
て
新

羅
を
伐
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
後
に
必
ず
悔
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

を
伐
つ
状
は
、
力
を
挙
ぐ
べ
か
ら
ず
、
難
波
津
よ
り
筑
紫
の
海
の
裏

に
い
た
る
ま
で
相
つ
づ
い
て
船
を
浮
か
し
み
た
し
て
、
新
羅
を
召
し

て
そ
の
罪
を
問
わ
ば
、
得
や
す
か
る
べ
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
か
れ
は
強
硬
外
交
を
説
い
て
い
る
が
、
実
力
を
も
つ
て
出
兵
す

る
の
で
は
な
く
、
新
羅
使
に
わ
が
水
軍
の
威
容
を
誇
示
し
、
威
嚇
す

る
策
を
説
い
て
い
る
。

　
三
国
時
代
後
期
よ
り
新
羅
統
一
時
代
に
か
け
て
、
新
羅
が
日
本
を

恐
れ
て
調
を
貢
し
な
が
ら
も
、
次
第
に
実
力
を
有
し
て
来
る
に
従
っ

て
、
日
本
の
命
令
を
聞
か
な
く
な
る
一
方
で
は
、
強
大
な
唐
帝
国
に

従
属
し
、
そ
の
文
化
を
と
り
入
れ
、
そ
の
風
俗
に
な
ら
う
こ
と
を
喜

ん
だ
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
日
本
と
て
も
こ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

と
い
え
る
。
新
羅
が
強
い
国
家
主
義
を
高
め
て
き
た
よ
う
に
日
本
竜

強
い
国
家
主
義
的
感
情
を
有
し
、
半
島
諸
等
に
対
し
強
硬
外
交
を
も

つ
て
の
ぞ
ん
だ
。
そ
の
あ
げ
く
は
斉
明
、
天
毒
言
に
、
唐
羅
連
合
軍

に
攻
め
ら
れ
た
百
済
を
救
う
為
に
出
兵
し
、
失
敗
し
、
三
世
紀
に
わ

た
る
半
島
経
営
は
終
末
を
と
げ
る
。

　
町
勢
徳
太
は
さ
き
に
も
半
島
諸
国
使
に
対
す
る
詔
宣
の
役
を
演
じ
、

今
ま
た
か
か
る
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
半
島
の
情
勢
に

明
る
い
知
識
と
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
古
代
的
国
家
主
義
者
で
あ

ろ
う
。
武
力
出
兵
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
点
は
賢
明
だ

が
、
威
嚇
で
こ
と
足
り
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
新
羅
の
興
隆
、
．

統
一
を
行
お
う
と
す
る
意
欲
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
過
少
評
価
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　
か
れ
は
さ
き
に
山
背
大
兄
王
を
襲
う
た
将
軍
だ
つ
た
点
か
ら
み
て

も
、
武
人
で
軍
事
に
く
わ
し
い
人
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
か
れ
は
燭
明
四
年
正
月
十
三
日
丙
申
に
な
く
な
っ
た
。
そ
の
死
後
、

屡
次
の
蝦
夷
遠
征
軍
が
お
こ
さ
れ
、
有
間
皇
子
の
変
が
あ
り
、
さ
ら

に
半
島
出
兵
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
客
観
情
勢
の
変
化
に
よ

る
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
力
を
挙
ぐ
べ
か
ら
ず
」
と
の
方
針
を
主
張
し
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た
か
れ
が
、
内
閣
善
班
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
る
い

は
別
の
慎
重
策
が
と
ら
れ
、
武
力
行
使
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
斉
明
朝
の
武
力
遠
征
を
実
施
し
た
政
府
主
脳
部
は
中
大
兄

に
鎌
足
、
蘇
我
連
子
大
距
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
臣
勢
徳
太

の
行
実
を
み
て
、
結
論
づ
け
る
こ
と
は
危
険
だ
が
、
外
交
軍
事
に
特

色
が
あ
る
と
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
い
こ
　
　
　
　
＠

　
大
伴
連
長
徳
（
馬
飼
）
は
金
村
の
曾
孫
で
、
父
は
咋
子
連
で
あ
る
。

咋
子
は
、
鎌
足
の
舞
智
雪
娘
、
す
な
わ
ち
中
臣
御
食
子
連
の
夫
人
の

　
　
　
⑳

父
で
あ
る
。
蘇
我
馬
子
が
諸
皇
子
と
と
も
に
物
部
守
屋
を
河
内
渋
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

家
に
攻
め
た
時
に
従
事
し
た
大
伴
遅
延
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
後
も
名
前
の
字
は
異
る
が
、
書
紀
に
散
見
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て

み
る
と
外
交
軍
事
に
活
躍
し
た
事
蹟
が
多
い
。
長
徳
は
こ
う
し
た
大

夫
と
い
う
地
位
の
重
臣
の
子
に
生
れ
た
。

　
静
明
四
年
唐
使
高
倉
仁
が
妥
等
の
帰
朝
を
送
っ
て
来
朝
し
た
時
に
、

大
伴
連
倉
皇
を
江
口
に
迎
え
し
め
た
と
書
紀
に
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、

馬
養
は
馬
飼
で
か
れ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
か
れ
の
史
上
の

初
見
は
外
交
関
係
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
軌
跡
朝
か
ら
大
化
改
新
前
後

に
か
け
て
、
外
交
関
係
記
事
は
、
他
の
方
面
の
記
録
に
比
し
割
合
豊

富
で
あ
り
、
ま
た
書
紀
の
こ
の
部
分
（
廿
二
…
五
巻
）
は
、
他
の
巻
に

比
し
、
外
交
関
係
の
記
事
が
比
較
酌
正
確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

か
つ
他
の
巻
の
そ
れ
が
半
島
人
の
記
録
や
個
人
の
日
記
な
ど
を
主
と

す
る
に
対
し
、
政
府
の
公
式
記
録
ら
し
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

　
次
に
か
れ
が
登
場
す
る
の
は
前
述
の
欝
明
天
皇
の
喪
に
あ
た
り
、

大
臣
蘇
我
蝦
夷
に
代
っ
て
諌
を
よ
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
蝦
夷

に
信
任
を
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
皇
極
三
年
六
月
、
か
れ
は
百

合
花
の
茎
長
さ
八
尺
、
そ
の
本
異
に
し
て
末
が
連
っ
て
い
る
も
の
を

献
じ
た
。
書
紀
の
こ
の
前
後
に
は
非
常
に
多
く
の
瑞
祥
、
な
い
し
異

常
な
現
象
の
あ
っ
た
こ
と
を
し
る
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
と
よ

豊
浦
大
臣
蝦
夷
の
大
津
の
宅
に
休
留
（
茅
賛
す
な
わ
ち
ふ
く
ろ
う
）
が
子

を
生
ん
だ
こ
と
を
は
じ
め
、
倭
国
に
芝
草
の
生
じ
た
こ
と
、
一
二
輪
山

の
猿
が
歌
を
よ
ん
だ
こ
と
、
剣
池
の
蓮
中
に
一
驚
軍
慮
、
の
竜
の
が
あ

り
、
蝦
夷
が
蘇
我
臣
の
ま
さ
に
さ
か
え
ん
と
す
る
の
瑞
だ
と
い
っ
て
、

こ
れ
を
金
の
墨
で
画
き
法
興
寺
丈
六
仏
に
献
じ
た
こ
と
や
多
く
の
座

が
争
っ
て
蝦
夷
に
神
語
を
奏
し
、
そ
の
意
を
迎
え
よ
う
と
し
た
こ
と

が
し
る
ざ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
蘇
我
氏
は
自
己
の
政
権
を
固
め
、

さ
ら
に
皇
位
を
奪
取
せ
ん
が
た
め
瑞
兆
を
む
り
や
り
に
集
め
、
そ
の

意
に
お
も
ね
っ
て
瑞
を
献
じ
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
た
記
録
は
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
明
ら
か
で
は
な
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い
が
、
私
が
別
稿
に
論
じ
、
そ
の
存
在
を
推
測
し
た
仮
称
「
入
髪
謙

減
の
物
語
」
と
で
も
い
う
べ
き
、
蘇
我
一
族
の
諜
滅
の
過
程
を
記
録

し
た
竜
の
に
し
る
さ
れ
、
書
紀
編
集
時
ま
で
の
こ
っ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
。

　
大
伴
馬
飼
連
の
献
じ
た
百
合
も
、
そ
う
し
た
阿
談
の
臭
味
が
感
ぜ

ら
れ
る
。
大
伴
氏
は
か
つ
て
は
蘇
我
氏
に
対
抗
す
る
古
い
名
門
で
あ

る
か
ら
、
一
時
は
蘇
我
氏
に
従
属
し
た
風
を
示
し
て
い
て
電
、
つ
い

に
は
入
鹿
ら
に
は
従
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
改
新
政
府
に
は
最

初
か
ら
重
用
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
大

化
元
年
六
月
十
四
日
、
孝
徳
天
皇
が
即
位
昇
壇
さ
れ
る
に
際
し
、
金

の
靱
を
帯
び
て
壇
の
右
に
立
ち
、
犬
上
望
都
君
が
同
じ
靱
を
帯
び
て

左
に
立
つ
た
の
に
相
対
し
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
武
門
の
家
と
し
て
、

皇
室
の
護
衛
に
あ
た
っ
た
大
伴
氏
の
伝
統
的
家
業
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
。

か
れ
が
大
伴
民
の
代
表
者
、
い
わ
ば
族
長
な
い
し
氏
上
に
あ
た
る
地

位
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
大
化
年
間
に
か
れ
の
事
蹟
は
史
上
に
み
え
な
い
。
右
大
臣

に
な
っ
て
の
ち
は
、
中
沼
元
年
、
白
…
薙
の
瑞
を
献
じ
た
際
の
行
列
に

従
が
い
、
輿
を
と
っ
た
と
い
う
、
か
れ
の
公
式
的
地
位
に
も
と
つ
く

場
合
の
行
動
し
か
み
ら
耽
な
い
。
翌
二
年
七
月
、
在
官
わ
っ
か
三
年

で
な
く
な
っ
た
。
史
上
に
み
え
た
か
れ
の
行
実
か
ら
は
、
改
新
の
業

に
ど
れ
だ
け
参
劃
し
た
か
わ
か
ら
な
い
。

　
巨
勢
徳
太
、
大
伴
馬
飼
両
人
の
死
後
、
天
智
十
年
に
蘇
我
義
兄
臣

と
中
臣
金
連
と
が
左
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
る
ま
で
、
左
右
大
臣
の
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ぜ
ら
れ
た
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
蘇
我
連
子
臣
が
天
翌
朝
の
は

じ
め
に
大
鰐
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
左
右
の

何
れ
か
わ
か
ら
な
い
し
、
事
蹟
も
不
明
で
あ
る
。
斉
明
、
天
智
芸
評

は
そ
の
編
修
に
あ
た
ゆ
、
内
政
方
面
に
関
す
る
史
料
が
非
常
に
欠
け

て
い
た
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
壬
申
の
乱
で
焼
亡
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

故
に
、
他
に
竜
大
運
な
い
し
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
が
な
か
っ
た

と
は
い
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
臣
勢
徳
太
が
斉
明
四
年
に
死
ん
で

後
は
中
大
兄
皇
子
と
鎌
…
足
と
が
、
事
実
上
、
政
治
を
独
裁
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
大
臣
が
任
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。　

そ
れ
は
大
化
改
新
当
時
に
お
い
て
は
、
改
新
前
代
の
諸
豪
族
の
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

力
や
音
心
向
を
無
視
で
き
ず
門
閥
地
位
の
高
い
も
の
を
大
臣
等
に
任
ず

る
要
も
あ
っ
た
が
、
改
新
が
一
段
落
し
て
、
皇
室
の
権
威
が
概
ね
確

立
し
て
か
ら
は
諸
豪
書
中
と
く
に
怖
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
大
族
は
、
蘇
我

氏
以
外
に
は
殆
ど
な
く
な
っ
た
の
で
樵
な
い
か
。
あ
る
い
は
半
島
の
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形
勢
は
じ
め
対
外
問
題
も
、
諸
豪
族
の
注
意
を
外
へ
そ
ら
せ
た
こ
と

竜
多
少
は
与
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
対
外
出
兵
の
失
敗
後
、

か
れ
ら
が
不
満
を
内
政
に
向
け
ば
じ
め
た
為
に
、
天
智
称
制
三
年
の

反
動
的
政
策
を
と
り
、
さ
ら
に
近
江
遷
都
後
、
そ
の
不
満
は
高
ま
っ

た
ら
し
い
。
天
智
の
後
継
の
皇
位
を
め
ぐ
り
皇
太
弟
大
海
人
皇
子
の

天
皇
及
び
大
友
皇
子
に
対
す
る
不
満
も
高
ま
っ
て
不
安
な
状
勢
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

次
第
に
き
ざ
し
て
い
た
。
そ
の
時
に
鎌
足
が
死
ん
だ
の
で
、
そ
の
後

の
空
隙
を
埋
め
、
環
大
友
皇
子
と
大
海
人
皇
子
の
対
立
を
緩
和
せ
し
め

る
た
め
か
、
あ
る
い
は
大
友
を
バ
ッ
ク
さ
せ
る
た
め
に
、
天
智
天
皇

は
十
年
に
い
た
り
蘇
我
赤
兄
、
中
臣
金
を
左
右
大
臣
に
任
じ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
　
七

　
改
新
政
治
に
孝
徳
天
皇
（
軽
皇
子
）
は
ど
の
程
度
の
発
言
、
関
与
を

さ
れ
た
か
。
書
紀
も
大
織
冠
伝
も
と
も
に
、
改
新
の
発
端
と
な
る
蘇

我
入
王
自
滅
の
計
は
、
鎌
足
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
志
を

実
行
に
う
つ
す
第
一
歩
は
、
か
れ
が
ま
ず
軽
皇
子
の
知
遇
を
得
る
と

こ
ろ
が
ら
は
じ
ま
る
と
す
る
。
し
か
し
書
紀
に
は
、
鎌
足
が
、
軽
皇
子

を
将
来
皇
位
に
つ
け
る
べ
き
こ
と
を
そ
の
舎
人
に
語
っ
た
と
し
る
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
か
い
震
じ
払

な
が
ら
、
何
故
軽
皇
子
と
共
に
計
を
立
て
ず
、
王
宗
中
に
歴
試
接
っ

て
功
名
を
立
て
る
べ
き
施
主
を
求
め
、
心
を
中
大
兄
に
つ
け
か
え
る

に
い
た
っ
た
か
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
大
織
冠
伝
に

は
明
確
に
「
然
る
に
皇
子
の
器
量
与
に
大
事
を
謀
る
に
足
ら
ず
、
さ

ら
に
君
を
択
ば
ん
と
欲
し
、
王
宗
を
歴
思
す
る
に
、
た
だ
中
大
兄
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら

…
雄
略
英
徹
と
も
に
乱
を
擾
う
べ
し
」
と
し
る
し
て
い
る
。
こ
の
章
章

の
主
旨
は
お
そ
ら
く
原
鎌
足
伝
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
あ
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
官
撰
で
あ
る
書
紀
は
、
孝
徳
天
皇
の
資
質
を
悪
く
書
け

な
い
の
で
、
こ
の
文
章
を
採
用
せ
ず
、
省
い
た
た
め
に
、
聖
心
味
が
通

じ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
大
織
冠
伝
の
文
章
は
ズ
バ
リ
と
真

相
を
つ
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
事
実
だ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
。

書
紀
や
大
織
冠
伝
に
し
る
さ
れ
た
孝
徳
天
皇
の
言
動
は
、
穏
和
、
温

厚
、
謙
遜
な
紳
士
的
な
人
柄
で
、
書
紀
の
「
柔
仁
、
好
儒
、
不
択
貴

賎
、
潮
力
恩
勅
」
と
い
う
評
通
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
中
大

兄
一
天
智
天
皇
が
競
争
者
に
対
し
て
し
め
す
猜
疑
心
に
み
ち
た
権
力

意
欲
、
激
し
い
意
志
、
果
断
冷
徹
な
実
行
力
、
強
引
な
自
己
主
張
等

と
は
は
る
か
に
異
っ
て
い
る
。

　
孝
徳
天
皇
の
入
柄
を
物
語
る
話
は
多
い
。
改
新
前
の
鎌
足
に
対
す

る
厚
遇
も
そ
れ
だ
が
、
い
よ
い
よ
皇
極
天
皇
の
譲
位
を
う
け
る
時
も
、

94　（400）・



大化改新と藤原鎌足（横ffi）

ま
ず
古
人
大
兄
皇
子
に
謙
譲
し
た
。
古
人
は
訂
明
天
皇
の
長
子
だ
っ

た
ら
し
い
が
、
そ
の
母
が
蘇
我
馬
子
の
女
、
法
曹
郎
媛
な
の
で
、
入

鹿
が
訣
滅
さ
れ
た
時
に
そ
の
場
に
居
あ
わ
せ
、
非
常
な
シ
・
ッ
ク
を

う
け
、
私
讐
に
走
り
入
っ
て
、
　
「
韓
人
鞍
作
を
殺
す
、
吾
心
痛
し
」

と
い
い
臥
内
に
入
り
、
門
を
閉
し
て
出
な
か
っ
た
程
の
人
で
、
葦
鹿

の
同
類
と
自
他
共
に
考
え
、
皇
位
の
候
補
者
と
し
て
は
有
力
で
な
か

っ
た
と
み
て
よ
い
。
古
人
は
軽
皇
子
の
譲
り
を
辞
退
し
、
出
家
し
て

吉
野
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
後
三
ヵ
月
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
な
る

化
元
年
九
月
に
、
吉
野
で
謀
反
を
企
て
た
と
吉
備
臣
垂
に
告
げ
ら
れ

殺
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
疑
い
が
あ
る
。
む
ろ
ん
改
新
を
喜
ば
ぬ
も

の
に
担
が
れ
る
よ
う
な
形
勢
が
あ
っ
た
こ
と
竜
推
測
で
き
る
が
、
改

新
首
脳
部
（
中
大
兄
と
鎌
足
の
線
）
が
、
古
人
皇
子
が
反
動
勢
力
に
利

用
さ
れ
、
改
新
政
治
を
破
壊
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
事
前
に
手
を
打

っ
て
古
人
を
殺
し
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
前
述
の
よ
う
に
天
皇
が
曼
の
死
ぬ
直
前
に
、
そ
の
房
を
自
ら
訪
れ
、

「
も
し
法
師
今
日
亡
な
ば
股
明
日
よ
り
亡
な
ん
し
と
い
っ
た
と
の
話

は
、
そ
の
純
真
な
人
柄
を
物
語
る
よ
う
で
あ
る
。
天
皇
は
そ
の
温
柔

の
故
に
改
新
政
治
か
ら
遊
離
し
て
罵
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
自

分
が
そ
の
よ
う
に
皇
太
子
か
ら
棚
上
さ
れ
た
こ
と
を
快
か
ら
ず
思
わ

れ
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
前
に
し
る
し
た
大
化
三
年
末
の
有
問
温
泉

行
幸
後
、
武
庫
行
宮
滞
在
の
時
、
皇
太
子
の
宮
に
火
が
つ
い
た
こ
と

を
時
人
が
大
い
に
驚
き
怪
し
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
驚
怪
の
理
由
は
し

る
さ
れ
て
い
な
い
が
、
天
皇
の
長
期
間
都
を
離
れ
た
有
闘
行
幸
に
、

左
右
大
臣
以
下
群
卿
大
蔵
が
従
っ
た
が
、
皇
太
子
が
従
っ
た
形
跡
は

な
く
、
難
波
宮
に
留
守
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
天
皇
が
政
治
と
遊

離
し
て
い
て
、
実
権
は
皇
太
子
が
握
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
賠
…
示

す
る
。
そ
う
し
た
両
者
の
対
立
が
時
人
の
心
に
不
安
を
与
え
て
い
た

時
に
皇
太
子
の
宮
に
火
が
出
た
こ
と
を
、
時
人
が
そ
の
対
立
に
結
び

つ
け
て
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
前
に
み
た
右
大
臣
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
が
弟
貝
向
の
た
め
、
皇

太
子
を
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
誕
せ
ら
れ
た
時
、
大
臣
が
度
々
天

皇
に
虚
実
を
申
さ
ん
と
い
っ
て
、
使
に
事
情
を
つ
げ
な
か
っ
た
の
に
、

天
皇
が
大
臣
の
言
を
取
上
げ
、
軍
を
つ
か
わ
し
て
大
臣
を
死
な
せ
た

こ
と
に
も
，
大
臣
の
人
柄
に
対
し
天
皇
が
信
頼
し
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
天
皇
が
皇
太
子
に
気
が
ね
を
し
て
、
気
弱
く
も
事
実
を
よ

く
取
調
べ
ず
、
　
軍
を
出
し
て
、
　
大
臣
を
死
な
せ
た
気
配
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
天
皇
と
皇
太
子
と
の
対
立
の
不
安
が
あ
り
、
天
皇
は
大
臣

を
か
ば
お
う
と
し
て
果
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
向
は
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そ
の
対
立
を
利
用
し
て
通
言
し
、
兄
を
除
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
た
め

か
。
大
臣
が
山
田
寺
の
こ
と
を
、
　
「
天
皇
の
奉
為
に
誓
っ
て
作
れ
る

な
り
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
大
臣
の
天
皇
に
対
す
る
敬
愛
の
情

を
語
る
が
、
皇
太
子
よ
り
、
大
臣
と
一
味
し
て
皇
太
子
に
敵
対
す
る

と
疑
わ
れ
る
こ
と
は
天
皇
と
し
て
辛
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
天
皇
と
皇
太
子
と
の
対
立
は
白
点
四
年
忌
至
り
決
定
的
と
な
っ
た
。

こ
の
年
、
皇
太
子
は
倭
の
京
に
移
ら
ん
こ
と
を
願
っ
た
が
、
天
皇
は

許
さ
な
か
っ
た
の
で
、
皇
太
子
は
皇
祖
母
尊
（
皇
極
）
、
孝
徳
天
皇
盾

の
挙
人
二
六
、
皇
弟
大
海
人
皇
子
ら
を
ひ
き
い
て
、
倭
の
飛
鳥
河
辺

行
宮
に
居
た
。
公
卿
大
夫
百
官
人
ら
み
な
し
た
が
っ
て
う
つ
っ
た
。

天
皇
は
恨
ん
で
皇
位
を
捨
て
よ
う
と
し
、
宮
を
山
崎
に
造
ら
せ
、
皇
后

　
⑯

に
歌
を
寄
せ
た
が
、
愛
妻
は
じ
め
姉
、
甥
ら
に
ま
で
捨
去
ら
れ
た
天

皇
は
実
に
淋
し
い
悲
劇
の
人
で
あ
っ
た
。
翌
年
十
月
一
揖
天
皇
の
病

あ
つ
き
時
、
皇
太
子
は
皇
祖
母
尊
、
皇
后
、
皇
弟
以
下
を
率
い
て
難

波
に
お
亀
む
き
見
舞
つ
た
が
、
十
日
に
天
皇
は
崩
じ
、
十
二
月
越
再

び
倭
河
辺
行
宮
に
皇
太
子
ら
は
か
え
っ
た
。
天
皇
は
柔
仁
温
厚
の
人

だ
つ
た
が
、
一
人
難
波
に
留
ま
る
強
靱
な
頑
固
さ
を
も
っ
て
い
た
。

そ
の
点
よ
り
み
て
天
皇
の
改
新
政
治
に
対
す
る
関
与
の
仕
方
を
全
く

遊
離
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
誤
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
竜
そ

も
何
故
こ
う
し
た
深
酷
な
対
立
が
生
じ
た
の
か
。
そ
れ
は
改
新
政
治

の
性
格
を
考
え
る
上
に
、
重
大
な
問
題
だ
が
、
書
紀
に
は
ほ
と
ん
ど

手
が
か
り
は
な
い
。

　
孝
徳
天
皇
が
難
波
長
柄
豊
碕
宮
に
移
ら
れ
た
の
は
大
化
元
年
十
二

月
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
小
郡
、
蝦
幕
〔
、
有
間
、
武
庫
、

味
経
、
大
郡
等
の
行
宮
を
転
々
と
し
、
白
雑
二
年
十
二
月
に
長
柄
豊

碕
の
新
宮
に
移
っ
た
。
そ
の
完
成
は
三
年
九
月
で
あ
る
が
、
書
紀
に

は
「
鷲
宮
す
で
に
携
り
、
そ
の
宮
殿
の
状
、
こ
と
ご
と
く
い
う
べ
か

ら
ず
」
と
し
る
し
て
い
る
。
宮
殿
の
立
派
な
こ
と
を
の
べ
る
よ
う
だ

が
、
意
味
深
重
な
語
と
も
と
れ
る
。
そ
し
て
完
成
後
わ
ず
か
一
年
で

倭
へ
移
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
全
く
尋
常
な
こ
と
で
は
な
い
。
天

皇
が
死
に
の
ぞ
ん
だ
僧
曼
の
房
（
阿
曇
寺
）
へ
の
行
幸
は
、
造
宮
完
成

後
影
～
九
ヵ
月
後
、
倭
へ
の
遷
都
の
四
・
五
ヵ
月
前
で
あ
る
。

　
飯
田
武
郷
は
、
妥
は
天
皇
と
皇
祖
母
尊
、
皇
太
子
ら
か
ら
と
竜
に

信
ぜ
ら
れ
、
そ
の
間
の
調
停
を
し
て
い
た
竜
の
が
、
妥
が
死
ね
ば
ま

た
弥
縫
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
、
天
皇
が
か
ね
て
知
っ
て
居
ら
れ

た
の
で
、
　
「
法
師
今
日
亡
な
ば
、
云
々
」
と
い
わ
れ
た
と
解
釈
し
て

　
⑨

い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
当
っ
て
い
よ
う
。

　
豊
満
宮
が
完
成
の
翌
年
に
捨
て
ら
れ
た
事
情
は
不
明
だ
が
、
天
皇
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は
こ
の
宮
に
愛
著
を
持
っ
て
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
遷
都
の
理
由
は
、

都
や
宮
殿
自
体
に
対
す
る
不
満
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ

難
波
京
に
都
を
置
く
こ
と
が
、
改
新
政
治
自
体
に
大
き
な
問
題
を
生

じ
て
い
た
と
見
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
為
に
は
、
ぬ
兀
成
し
た
ば
か
り

の
宮
殿
を
捨
て
さ
る
こ
と
も
敢
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

　
　
＠

あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
改
新
政
治
の
危
機
を
、
た
だ
大
和
に
う
つ
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
避
け
ら
れ
る
と
、
政
府
首
脳
部
は
判
断
し
た
の
で

あ
っ
た
が
、
温
柔
だ
つ
た
天
皇
は
、
首
脳
部
と
情
勢
判
断
を
異
に
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
で
は
改
新
政
治
の
危
機
と
は
何
で
あ

っ
た
か
。
一
つ
に
は
大
和
方
面
の
旧
勢
力
の
改
新
政
治
へ
の
反
動
の

強
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
明
確
に
実
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
第
二
に
は
半
島
と
く
に
高
句
麗
に
対
す
る
麿
の
強
圧
が
次
第
に

加
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
海
辺
の
難
波
よ
り
大
和
へ
後
退
す
る
策

が
と
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
大
陸
の
惜
嗣
勢
が
急
迫
し
、
こ
れ
が
政
府
首
脳
部
に
憂
慮
さ
れ
た
ら

し
い
こ
と
を
、
推
さ
し
め
る
の
は
、
遣
唐
使
が
相
つ
い
で
派
遣
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
白
雑
四
年
五
月
吉
士
長
囲
を
大
使

と
す
る
一
行
の
漕
船
と
、
高
田
根
麻
呂
を
大
使
と
す
る
一
行
の
下
船

が
派
遣
さ
れ
、
後
者
が
難
破
失
敗
す
る
や
、
直
ち
に
翌
五
年
二
月
に

高
望
玄
理
の
ご
と
き
重
要
人
物
を
押
使
と
し
て
二
船
の
遣
唐
使
を
出

し
て
い
る
こ
と
は
、
唐
の
わ
が
国
に
対
す
る
圧
力
を
軽
減
さ
せ
、
平

和
的
に
交
渉
す
る
こ
と
が
緊
急
の
要
事
だ
つ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

　
国
内
的
に
政
府
へ
の
批
判
の
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
、
斉
明
朝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
み
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
い
そ
の
か
み
の
う
な
で

こ
と
で
あ
る
が
、
倭
で
の
両
槻
宮
造
営
に
石
上
溝
を
造
り
、
多
く
の

石
を
舟
で
運
び
垣
を
つ
く
り
、
材
を
欄
ら
し
て
時
人
に
そ
し
ら
れ
た

こ
と
、
同
四
年
有
間
皇
子
に
反
を
故
意
に
す
す
め
た
蘇
我
赤
兄
が
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

皇
の
失
政
を
非
難
す
る
口
実
に
～
二
つ
の
失
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
作
為
と
し
て
も
、
や
は
り
時
人
に
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
承

と
し
て
有
間
皇
子
の
悲
劇
の
物
語
に
伝
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
改

新
政
治
に
お
い
て
も
、
孝
徳
紀
に
は
し
る
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
う

し
た
批
判
は
強
く
、
か
つ
多
か
っ
た
と
み
て
誤
あ
る
ま
い
。

　
孝
徳
天
皇
が
こ
う
し
た
危
機
や
批
判
を
過
大
評
価
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
も
、
難
波
に
留
ま
り
、
皇
太
子
と
対
立
し
た
理
由
と
し
て
推
測

さ
れ
る
。
し
か
し
対
立
の
有
力
原
因
は
、
あ
る
い
は
、
天
皇
が
そ
の

万
歳
の
後
、
皇
太
子
に
中
大
兄
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の

皇
子
有
間
皇
子
の
即
位
を
内
心
希
望
し
、
そ
れ
が
皇
太
子
の
怒
に
ふ

れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
間

人
皇
后
が
、
、
天
皇
に
そ
む
い
て
倭
へ
う
つ
っ
た
こ
と
か
ら
い
っ
て
断
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雷
し
か
ね
る
が
、
島
人
皇
后
は
有
聞
皇
子
の
実
母
で
は
な
い
こ
と
を

考
慮
す
れ
ば
、
可
能
性
の
あ
る
説
と
信
ず
る
。
有
間
皇
子
の
悲
劇
は

す
で
に
白
血
年
間
に
胚
胎
し
て
い
た
と
思
う
。

八

　
皇
太
子
中
大
兄
皇
子
が
鎌
足
と
と
も
に
入
鹿
三
口
に
ど
れ
位
積
極

的
に
指
導
力
を
発
揮
し
た
か
は
今
さ
ら
論
ず
る
ま
で
竜
な
い
。
だ
が

改
新
政
治
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
諸
種
の
政
策
の
立
案
、
実
施
に
皇

太
子
の
名
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
史
上
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。

　
改
新
の
最
大
の
眼
目
で
あ
る
子
代
の
宮
、
処
々
の
屯
倉
、
臣
、
連
、

弓
造
、
国
造
、
村
首
ら
の
所
有
す
る
部
曲
民
、
田
庄
を
廃
止
す
る

政
策
に
太
子
が
積
極
に
イ
ニ
シ
”
，
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
た
こ
と
は
、
大
化

二
年
三
月
二
十
一
日
の
奏
請
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
奏
最

中
に
「
昔
の
天
皇
が
天
下
を
混
斉
し
て
治
め
て
い
た
の
が
、
今
に
お

よ
ん
で
分
れ
離
れ
て
業
を
失
っ
た
。
わ
が
天
皇
が
万
民
を
救
い
た
も

う
べ
き
運
に
あ
た
っ
て
天
人
合
応
し
、
そ
の
政
は
惟
れ
新
で
あ
る
」

と
改
新
の
理
念
を
表
明
し
た
点
も
、
太
子
の
指
導
的
立
場
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
、
　
翼
鯖
の
天
皇
の
日
に
置
い
た
子

代
入
部
、
皇
子
等
が
私
に
有
し
た
御
名
入
部
、
皇
祖
大
兄
御
名
入
部

溢
よ
び
屯
倉
を
、
古
代
の
ご
と
く
農
む
や
否
や
」
と
の
天
皇
の
問
に

答
え
て
、
　
「
天
に
隻
日
な
く
、
国
に
二
王
な
し
、
こ
の
故
に
天
下
を

兼
ね
井
せ
、
万
民
を
使
い
た
も
う
べ
き
は
、
た
だ
天
皇
の
み
、
別
に

入
部
お
よ
び
所
封
の
民
を
仕
丁
に
え
ら
び
あ
て
む
こ
と
、
前
の
処
分

に
従
わ
ん
、
自
余
以
外
は
恐
く
は
私
に
駈
役
せ
ん
こ
と
を
」
と
い
い
、

入
部
五
百
廿
四
口
、
屯
倉
一
百
八
十
一
所
を
献
じ
た
。
他
に
率
先
し

て
、
己
の
部
曲
屯
倉
の
廃
止
、
献
上
を
し
た
こ
と
は
、
大
化
二
年
正

月
一
日
の
改
新
の
詔
策
一
条
を
実
行
し
た
の
だ
が
、
改
新
の
勃
醐
そ
の

も
の
の
立
案
の
主
導
者
が
太
子
で
あ
る
こ
と
を
物
語
り
、
天
皇
の
諮

問
は
形
式
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
幾
度
も
重
ね
て
出
さ
れ

　
　
　
　
⑰

た
岡
様
な
詔
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
大
化
元
年
九
月
十
九
日
の
有
名
な
、

豪
族
ら
泓
民
駈
使
、
劣
弱
兼
併
、
収
敏
私
地
、
賃
租
等
の
禁
を
制
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
詔
な
ど
も
、
こ
れ
に
連
関
の
あ
る
認
で
、
太
子
の
主
導
性
を
う
か

が
わ
し
め
る
。

　
ま
た
大
化
元
年
六
月
十
九
環
に
天
皇
、
皇
祖
母
、
皇
太
子
が
大
槻

樹
の
下
に
群
臣
を
召
集
し
、
ち
か
わ
せ
た
時
に
、
天
神
地
紙
に
告
…
げ

た
「
馬
糞
地
貸
、
強
暴
唯
一
…
（
中
略
）
…
而
自
今
以
後
、
君
無
二

政
、
角
偏
紅
樹
…
（
下
略
）
…
」
の
句
は
、
さ
き
の
二
年
一
二
月
の
皇

太
子
の
奏
請
に
、
　
「
天
無
二
讐
同
日
一
、
国
無
二
二
王
一
」
に
似
て
い
る
。
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こ
れ
は
聖
徳
太
子
十
七
条
憲
法
第
三
条
の
句
と
似
て
い
る
の
で
有
名

だ
が
、
や
は
り
中
大
兄
の
主
唱
で
行
わ
れ
た
誓
い
だ
っ
た
ろ
う
。

　
か
よ
う
に
、
名
代
子
代
の
部
曲
、
屯
倉
、
田
荘
の
廃
止
を
皇
太
子

の
主
導
に
基
く
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、
廃
止
し
た
制
度
に
代
る
食
毒

制
を
は
じ
め
、
新
官
僚
制
、
豪
族
私
地
廃
止
後
公
地
と
な
っ
た
全
国

の
支
配
体
系
と
し
て
の
畿
内
、
京
師
、
国
郡
里
制
、
班
田
収
授
爵
、

租
庸
調
制
な
ど
は
、
改
新
詔
の
真
偽
に
問
題
が
あ
る
竜
の
の
皇
太
子

の
主
導
す
る
旧
制
廃
止
と
相
対
応
す
る
新
丁
度
で
あ
る
。
そ
の
新
制

の
立
案
に
も
実
施
に
も
問
題
は
残
る
が
、
中
大
兄
の
指
導
力
が
改
新

政
治
を
導
い
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
白
雄
年
間
に

一・

ﾛ
太
子
と
天
皇
の
対
立
が
露
わ
と
な
っ
て
か
ら
、
政
治
の
実
権
は
太

子
の
竜
の
と
な
っ
た
ら
し
い
。

　
手
癖
五
年
正
月
十
五
日
に
鎌
足
に
照
影
を
授
け
、
封
若
干
を
増
し

⑭た
。
こ
れ
は
天
皇
の
み
難
波
に
残
の
、
皇
太
子
以
下
す
べ
て
が
倭
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

河
辺
行
宮
へ
移
っ
た
間
だ
か
ら
、
果
し
て
天
皇
の
詔
命
か
否
か
疑
わ

し
く
、
皇
太
子
の
与
え
た
位
で
あ
り
封
戸
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
鎌

足
が
太
子
に
依
附
し
て
い
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
。

　
斉
明
朝
に
は
有
間
皇
子
の
変
に
、
太
子
自
ら
皇
子
を
訊
問
し
、
六

年
五
月
に
は
太
子
自
ら
漏
剋
を
造
り
、
民
に
時
を
知
ら
し
め
た
と
あ

る
こ
と
く
ら
い
し
か
史
上
に
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
七
年
の
百
済
救
援

の
為
の
西
征
以
下
、
太
子
が
主
と
な
っ
て
政
治
を
さ
ば
い
た
こ
と
は

疑
な
い
。
天
虚
構
は
む
ろ
ん
親
政
だ
が
、
晩
年
に
は
皇
太
弟
大
海
人

皇
子
や
自
分
の
子
大
友
皇
子
に
政
治
を
と
ら
せ
た
。

　
さ
て
鎌
足
は
ど
の
程
度
に
改
新
政
治
に
参
与
し
た
か
。
か
れ
は
内

臣
に
任
ぜ
ら
れ
、
　
「
拠
篇
宰
臣
之
勢
一
、
処
二
官
司
之
上
ハ
故
進
退
廃

置
、
蓄
電
レ
事
立
云
々
」
と
い
わ
れ
、
重
大
な
権
力
を
与
え
ら
れ
た

ら
し
い
。
内
距
に
つ
い
て
は
改
め
て
別
に
考
え
た
い
が
、
こ
こ
で
問

．
題
は
、
孝
徳
、
斉
明
紀
で
は
ほ
と
ん
ど
内
聞
鎌
子
（
足
）
が
史
上
に
名

を
あ
ら
わ
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
天
智
紀
で
は
　
二
年
十
月
に
中
臣
内

臣
に
課
し
、
沙
門
智
祥
を
遣
て
、
物
を
唐
使
郭
務
綜
に
た
ま
わ
せ
た

こ
と
、
七
年
五
月
五
日
の
近
江
蒲
生
野
の
猟
に
従
っ
た
こ
と
、
同
年

九
月
昔
二
日
に
中
臣
内
臣
が
沙
門
法
弁
捨
筆
を
使
と
し
て
新
羅
上
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ず

金
隠
信
に
与
え
る
船
一
隻
を
使
の
金
束
厳
ら
に
付
け
さ
せ
た
こ
と
、

八
年
五
月
五
臼
山
科
野
の
，
猟
に
従
っ
た
こ
と
、
秋
に
藤
原
内
大
臣
（
追

記
）
の
家
に
雷
が
お
ち
た
こ
と
、
十
月
の
病
重
き
と
き
天
皇
の
親
し

く
見
舞
わ
れ
た
こ
と
以
下
臨
終
、
葬
儀
に
関
し
て
は
詳
し
い
記
載
が

の
こ
っ
て
い
る
。
以
上
の
中
で
政
務
に
関
す
る
も
の
は
、
三
年
の
唐

使
、
七
年
の
新
羅
使
に
そ
れ
ぞ
れ
沙
門
を
使
と
し
て
物
を
た
も
う
た
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こ
と
の
み
に
す
ぎ
な
い
。
大
織
冠
伝
で
は
白
鳳
十
四
年
（
天
智
称
制
元

年
）
に
鎌
足
が
高
麗
王
か
ら
書
を
得
た
記
事
が
あ
る
。
ゆ
え
に
史
料

面
に
の
こ
る
個
人
の
行
実
、
個
性
的
な
仕
事
か
ら
そ
の
人
の
事
績
を

考
察
す
る
方
法
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
外
交
関
係
の
み
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
私
の
方
法
が
充
分
効
果
的
で
な
い
欠
陥

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
だ
が
よ
い
方
法
は
他
に
な
い
。

　
鎌
足
が
外
国
事
情
に
通
じ
ま
た
外
国
に
関
心
を
三
っ
て
い
た
こ
と

は
い
ろ
い
ろ
な
点
で
考
え
得
る
。
か
れ
が
長
子
定
恵
（
一
に
貞
慧
に
つ

く
る
）
を
白
雑
五
年
に
遣
唐
使
に
つ
け
て
留
学
僧
と
し
て
唐
に
や
っ

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
帰
化
人
に
親
し
い
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
れ
の
死
後
の
碑
文
は
百
済
人
沙
駈
昭
明
の
撰
で
あ
る
。
高
麗
鼠
道

顕
（
賢
）
と
親
し
か
っ
た
ら
し
く
、
道
顕
の
作
「
日
本
世
記
」
に
は
鎌

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

足
を
い
た
む
句
が
あ
砂
、
家
伝
の
定
恵
（
頁
慧
）
の
伝
に
は
道
顕
（
賢
）

の
作
っ
た
訣
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
鎌
足
は
山
階
寺
（
興
福
寺
）
の
維
摩
会
を
創
始
し
た
の
で
有
名
だ
が
、

そ
の
動
機
は
塩
谷
二
年
に
か
れ
が
病
の
時
、
百
済
禅
尼
法
明
が
維
摩

経
を
話
し
た
な
ら
ば
、
病
が
い
え
る
こ
と
を
天
皇
に
奏
し
、
は
た
し

て
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
翌
三
年
か
れ
は
山
階
陶
原
家
に
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

摩
会
を
は
じ
め
、
四
年
に
は
呉
僧
元
興
寺
福
運
法
師
を
ま
ね
い
て
講

　
　
　
⑭

匠
と
し
た
。
福
亮
は
田
本
人
か
脅
し
れ
な
い
が
、
鎌
足
が
帰
化
人
な

い
し
、
外
国
留
学
生
と
そ
の
学
問
に
深
い
関
心
を
も
つ
て
い
た
こ
と

は
、
暴
や
請
安
は
若
い
時
に
学
ん
だ
こ
と
を
み
て
屯
、
確
で
あ
る
。

　
か
れ
は
入
鹿
混
晶
に
あ
た
り
、
そ
の
発
案
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
実
力
行
使
に
は
弓
矢
を
も
つ
て
長
髪
に
ま
わ
り
、
実
際
に
は

全
然
手
を
下
さ
な
か
っ
た
。
か
れ
は
謀
略
型
ら
し
い
。

　
大
織
冠
伝
に
は
諸
臣
を
授
け
ら
れ
た
条
に
、
　
「
軍
国
機
要
、
任
公

処
分
」
と
あ
っ
て
重
要
な
政
務
の
処
分
を
委
ね
ら
れ
た
よ
う
に
み
え

る
が
、
こ
の
句
は
書
紀
に
み
え
ず
、
鎌
足
を
誇
大
に
ほ
め
る
押
勝
の

編
ん
だ
家
伝
の
文
だ
か
ら
、
直
に
信
用
で
き
な
い
。
同
様
に
「
大
臣

訪
二
求
林
藪
一
、
捜
川
揚
灰
隈
一
、
人
得
二
其
官
一
、
野
無
扁
一
遺
材
一
、
所
以

九
官
克
序
、
五
品
威
諾
」
と
、
か
れ
が
人
材
の
捜
索
と
登
用
に
努
力

し
た
よ
う
に
書
い
て
あ
る
こ
と
も
、
ど
れ
程
真
実
か
分
ら
な
い
。

　
大
織
冠
伝
に
は
、
九
州
西
征
に
あ
た
り
皇
太
子
が
、
鎌
足
を
大
唐

の
魏
徴
、
高
麗
の
蓋
全
、
百
済
の
善
仲
、
新
羅
の
庚
淳
と
い
う
名
臣

宰
相
等
と
比
較
し
て
、
　
「
験
が
内
臣
に
比
す
る
に
当
に
跨
下
に
出
づ

べ
し
、
何
ぞ
抗
衡
す
る
を
得
ん
や
」
と
誇
っ
た
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
考
証
し
た
よ
う
に
名
医
達
が
同
時
代
の
人
で

罪
な
く
、
あ
り
得
な
い
言
葉
で
は
な
い
ま
で
も
、
お
か
し
な
点
も
あ
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り
、
か
つ
鎌
足
の
政
治
的
地
位
と
手
腕
を
具
体
的
に
は
示
さ
な
い
σ

　
鎌
足
が
天
知
口
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
、
か
れ
の
晩
年
に
礼
儀
を
撰
述

し
、
律
令
を
刊
介
し
、
朝
廷
の
訓
を
作
ら
せ
た
時
に
、
か
れ
は
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

賢
人
と
共
に
旧
章
を
損
益
し
、
略
条
例
を
な
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は

か
れ
の
死
ん
だ
翌
九
年
正
月
紀
に
朝
庭
の
礼
儀
と
行
路
の
人
が
相
愛

る
こ
と
を
宣
し
、
ま
た
巣
窟
妖
麗
を
禁
断
し
た
こ
と
、
同
二
月
紀
に

戸
籍
を
造
り
、
盗
賊
と
浮
浪
と
を
断
つ
た
と
あ
る
こ
と
、
十
年
正
月

．
紀
に
東
宮
太
皇
臣
を
し
て
冠
位
法
度
の
こ
と
を
施
行
せ
し
め
・
天
下

に
大
赦
す
と
あ
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
条
書
紀
の
割

註
に
は
法
度
冠
位
の
名
は
つ
ぶ
さ
に
新
律
令
に
嘉
す
と
あ
る
こ
と
を

指
し
て
い
る
。
そ
の
新
律
令
す
な
わ
ち
近
江
令
が
発
動
さ
れ
た
こ
と

を
い
う
ら
し
い
。
こ
の
年
代
に
は
異
説
も
多
く
、
問
題
が
少
く
な
く
、

検
討
考
証
は
別
に
譲
る
が
、
近
江
令
の
編
修
に
鎌
足
が
そ
の
晩
年
に

努
力
し
た
こ
と
だ
け
は
認
め
て
も
よ
か
ろ
う
。
か
れ
の
嗣
子
慰
事
等

も
の
ち
に
立
法
、
法
典
編
修
に
功
が
あ
っ
た
点
か
ら
み
て
、
か
れ
に

は
そ
う
し
た
法
律
の
立
案
編
修
の
能
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
で
き

よ
う
。
そ
れ
故
に
孝
徳
朝
に
次
々
に
出
さ
れ
た
改
新
諸
詔
の
法
案
に
、

か
れ
が
参
画
し
た
こ
と
も
考
え
得
よ
う
。
お
よ
そ
か
れ
は
政
治
舞
台

の
表
面
に
出
ず
、
内
に
か
く
れ
て
企
画
す
る
型
の
政
治
家
だ
つ
た
の

で
あ
ろ
う
α

　
鎌
足
の
政
治
行
動
と
し
て
、
史
料
面
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
目

に
つ
く
の
は
、
か
れ
が
対
立
す
る
勢
力
の
調
停
を
な
し
、
あ
る
い
は

一
方
を
慰
和
し
、
人
々
の
団
結
の
仲
立
ち
を
す
る
働
き
を
し
た
こ
と

で
あ
る
。
入
鹿
諌
滅
計
爾
の
時
に
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
を
結
婚
政

策
に
よ
っ
て
味
方
に
引
入
れ
、
ま
た
佐
伯
連
古
麻
呂
や
稚
犬
養
連
網

田
を
推
挙
し
た
こ
と
は
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
猛
風
藻
が
伝
え
る
よ
う

に
、
大
友
皇
子
が
、
夢
に
朱
衣
老
翁
の
天
日
を
さ
さ
げ
て
至
り
皇
子

に
授
け
ん
と
し
た
時
、
腋
底
よ
り
出
て
来
だ
人
が
奪
お
う
と
し
た
と

み
て
覚
め
、
鎌
足
に
語
っ
た
時
、
か
れ
は
聖
心
万
歳
の
後
巨
猜
間
位
す

る
あ
ら
ん
、
し
か
れ
ど
も
あ
に
か
く
の
ご
と
き
こ
と
あ
ら
ん
や
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
皇
子
を
慰
め
、
息
女
（
耳
面
刀
自
）
を
妃
妾
と
し
て
た
て
ま
つ
っ
た

こ
と
竜
そ
れ
で
あ
る
。
巨
滑
は
天
武
天
皇
を
さ
し
、
こ
の
夢
は
壬
申

の
乱
を
知
っ
て
後
書
か
れ
た
話
で
あ
る
か
ら
、
事
実
の
ま
ま
で
は
な

く
、
修
飾
が
少
く
な
か
ろ
う
が
、
鎌
足
が
娘
を
奉
っ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
と
皇
位
継
承
権
を
め
ぐ
っ

て
対
立
し
、
そ
れ
が
深
刻
化
し
た
時
に
、
天
位
を
希
望
し
つ
つ
、
東

宮
大
海
人
の
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
果
し
得
な
い
で
悩
む
大
友
皇
子
を

鎌
足
は
慰
撫
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
織
冠
伝
に
伝
え
る
よ
う
に
、
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天
智
七
年
（
即
位
元
年
）
、
天
智
天
皇
が
即
位
直
後
浜
楼
に
置
酒
し
、

酒
た
け
な
わ
に
し
て
歓
を
極
め
た
時
、
大
皇
弟
（
大
海
人
）
が
長
槍
を

敷
板
に
刺
し
貫
い
た
の
で
、
天
皇
大
い
に
怒
り
、
弟
を
と
ら
え
離
そ

う
と
し
た
の
を
、
鎌
足
が
輝
く
諌
め
、
天
皇
こ
れ
を
や
め
た
と
い
う
。

大
皇
弟
は
は
じ
め
鎌
足
の
高
遇
せ
ら
れ
る
の
を
忌
ん
だ
が
、
そ
の
後

か
れ
を
親
し
み
重
ん
じ
、
の
ち
壬
申
の
乱
に
、
吉
野
よ
り
東
国
に
赴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る
し
み

い
た
時
、
竜
し
大
臣
を
し
て
生
存
せ
し
め
ば
、
わ
れ
あ
に
こ
の
困
に

い
た
ら
ん
や
と
い
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
鎌
足
を
ほ
め
る
書
勝
の

多
少
の
舞
文
も
あ
ろ
う
が
、
概
ね
事
実
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

大
海
入
の
怒
は
、
わ
が
子
大
友
を
皇
位
に
つ
け
た
い
気
持
の
天
智
に

対
し
、
東
宮
で
あ
る
大
海
人
の
不
満
の
あ
ら
わ
れ
た
竜
の
と
推
測
さ

れ
る
。
鎌
足
は
こ
ん
な
揚
合
、
冷
静
に
調
停
し
慰
撫
し
得
る
人
柄
と

才
能
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
む
ろ
ん
か
れ
は
天
智
天
皇
と
は
始
め
か
ら
親
し
く
、
采
女
安
見
児

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
与
え
ら
れ
て
喜
ん
だ
。
か
れ
の
娘
氷
上
媛
と
五
百
重
媛
と
は
天
武

天
皇
の
夫
人
と
な
っ
た
。
　
ま
た
か
れ
の
正
妻
鏡
女
王
の
妹
で
あ
る

　
　
　
＠

（
尾
山
氏
説
）
額
田
女
王
は
天
智
、
天
武
両
天
皇
の
寵
を
受
け
、
そ
の

額
田
女
王
が
天
武
と
の
間
に
生
ん
だ
十
市
皇
女
は
大
友
皇
子
の
妃
と

な
り
、
葛
野
王
を
生
ん
だ
よ
う
に
、
か
れ
の
外
戚
と
し
て
の
地
位
は
、

こ
れ
ら
の
皇
室
の
対
立
を
調
停
融
和
し
う
る
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
。

　
鎌
足
の
改
新
に
お
け
る
政
治
的
地
位
と
役
割
と
を
知
る
た
め
、
改

新
政
府
の
主
要
な
地
位
に
あ
る
人
六
の
地
位
と
役
割
と
を
考
え
、
こ

れ
を
除
い
て
ゆ
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
鎌
…
足
の
よ
・
う
に
表
面
に
現
れ
ぬ

政
治
家
の
あ
り
方
を
知
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
史
料
の
不
足
の
た
め

充
分
所
期
の
目
的
は
果
せ
な
か
っ
た
。
要
は
か
れ
が
皇
太
子
中
大
兄

皇
子
1
1
天
智
天
皇
と
は
一
心
同
体
、
腹
心
の
参
謀
の
地
位
に
あ
り
、

法
律
家
型
の
冷
静
な
立
法
考
、
企
画
者
で
あ
り
、
ま
た
調
停
、
妥
協

を
は
か
る
才
を
竜
ち
、
ま
た
外
国
事
情
に
通
じ
、
外
交
聞
題
を
処
理

す
る
能
力
を
竜
っ
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
に
あ
る
。
以
上
の
考
察
に

不
充
分
な
点
は
多
々
あ
る
が
、
他
日
の
後
補
を
期
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
九
、
一
、
二
六
）

④
拙
稿
「
藤
原
鎌
足
伝
研
究
序
説
」
（
『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
創
立
七
十

周
年
記
念
号
〔
昭
三
〇
〕
）
、
　
「
大
西
冠
伝
と
日
本
書
紀
」
（
『
続
貝
本
紀
研

究
』
五
ノ
九
、
　
一
〇
〔
昭
薫
三
〕
）
、
　
「
懐
風
鐸
所
載
大
友
皇
子
伝
導
」

　
（
『
関
…
繭
大
学
東
西
学
術
研
究
所
論
叢
』
三
二
〔
昭
三
三
〕
）
。

②
　
「
薯
窪
偬
即
位
甚
尉
紀
」
　
六
月
十
騰
日
。

③
信
、
三
三
遺
事
』
巻
二
、
恵
恭
王
（
新
羅
三
十
六
代
）
条
、
大
暦
二
年
丁
未

（
七
六
七
・
わ
が
神
護
景
雲
元
年
）
、
天
狗
が
｛
果
楼
二
陣
に
墜
ち
た
が
、
頭
は

102　（408）



細くヒ改新と藤原鎌足（横田）

　
餐
の
如
く
、
羅
三
尺
許
、
色
は
烈
火
の
如
く
、
天
地
亦
振
う
と
あ
る
。
こ

　
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
天
狗
は
流
星
の
蛭
石
と
思
わ
れ
る
。

④
鎌
足
の
残
年
を
書
紀
墨
引
碑
お
よ
び
大
織
冠
位
に
よ
り
、
天
鯉
八
年
、

　
五
十
六
歳
と
す
る
と
推
古
二
十
二
年
（
六
一
四
）
出
生
と
な
る
。
し
か
し
、

　
天
智
八
年
所
引
高
聖
誕
道
賢
の
『
日
本
世
記
撫
に
か
れ
が
五
十
歳
で
死
ん

　
だ
と
す
る
の
が
正
し
け
れ
ば
鎌
足
は
推
古
二
十
八
年
（
六
二
〇
）
生
で
、

欝
明
四
年
に
は
十
三
歳
と
な
る
。

⑤
　
『
狭
桑
略
記
』
四
、
大
化
二
年
条
に
本
是
高
麗
学
生
と
あ
る
が
高
麗
人

　
で
は
な
く
、
高
麗
に
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
山
尻
恵
満
の
家
よ
り
出
つ
と

　
あ
る
か
ら
日
本
人
で
あ
ろ
う
。
高
麗
よ
り
さ
ら
に
大
唐
に
入
り
嘉
祥
寺
吉

　
蔵
に
学
ん
だ
（
『
本
朝
高
僧
伝
』
七
二
）
。

⑥
『
欝
紀
集
解
』
二
十
五
、
（
『
園
民
精
神
文
化
文
献
」
本
、
下
ノ
一
九
〇

1
一
頁
）
。

⑦
田
村
円
四
界
は
「
十
師
考
」
（
澗
続
日
本
紀
研
究
』
五
ノ
九
）
に
お
い
て
、

炎
は
百
済
大
寺
の
専
主
で
あ
っ
た
の
に
、
国
博
士
に
任
じ
、
「
八
省
百
官
」

　
の
設
鐙
に
専
念
す
る
た
め
「
寺
主
」
の
職
を
恵
妙
に
護
っ
た
と
さ
れ
て
い

　
る
。
だ
が
、
曼
が
八
省
百
官
の
設
既
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
大
化
三
年
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
専
念
す
る
た
め
、
大
化
元
年
に
寺
主
を
恵

妙
に
譲
っ
た
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。
大
化
元
年
紀
八
月
八
厩
癸
卯
条
に

　
は
、
寺
主
僧
長
と
、
別
に
恵
妙
法
師
を
百
済
寺
々
主
と
な
す
こ
と
が
井
詑

　
し
て
あ
る
の
で
、
畏
の
寺
主
が
百
済
寺
の
そ
れ
と
は
雷
い
て
い
な
い
。
田

村
氏
の
見
解
に
は
服
し
得
な
い
。
百
済
口
々
主
の
他
に
寺
主
が
あ
っ
た
と

考
う
べ
ぎ
で
、
そ
の
寺
に
個
有
名
詞
の
な
い
こ
と
は
、
寺
と
い
え
ば
大
寺

と
い
う
よ
う
に
、
個
有
名
詞
を
冠
せ
ず
と
も
自
明
の
寺
、
鄭
時
第
一
の
元

　
興
寺
だ
つ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
田
村
氏
は
「
十
師
考
」

　
に
お
い
て
、
皇
磨
£
の
百
済
出
汀
と
蘇
我
氏
の
元
興
轟
守
（
法
興
寺
）
を
購
立
し

　
た
も
の
と
し
て
考
え
、
元
興
寺
の
衰
退
を
考
え
て
い
ら
れ
る
が
、
乙
巳
の

　
変
に
中
大
兄
が
法
興
寺
に
城
を
つ
く
っ
た
の
を
は
じ
め
、
大
化
後
も
、
元

　
興
寺
が
悔
醤
寺
と
し
て
祈
岬
鱒
法
ム
筑
の
重
要
な
寺
で
あ
っ
た
史
料
は
少
く
な
い
。

⑧
「
孝
徳
即
位
前
紀
」
。

⑨
『
霞
紀
』
所
引
或
本
で
は
五
年
七
月
と
す
る
。

⑩
戦
費
本
に
は
阿
曇
寺
と
す
る
。

⑭
右
或
太
・
に
は
天
皇
は
曇
の
手
を
と
っ
て
。

⑫
豊
本
に
は
山
田
寺
と
す
る
。

⑱
関
晃
『
帰
化
人
』
（
日
本
歴
史
新
書
）
。

⑭
『
書
紀
』
の
こ
の
条
に
、
　
か
れ
は
冠
位
小
徳
と
さ
れ
て
い
る
の
は
お
か

　
し
い
。
小
徳
は
聖
徳
太
子
冠
位
十
二
階
制
の
策
二
階
で
あ
惹
。
し
か
る
に

　
白
嬢
五
年
二
月
条
で
は
大
錦
冠
、
あ
る
本
は
大
花
下
と
い
う
低
さ
で
あ
る

　
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
は
じ
め
の
小
徳
は
あ
る
い
は
あ
や
ま
り
か
も
し

　
れ
な
い
。

⑮
『
三
瞬
史
記
』
五
・
「
赫
羅
本
紀
」
五
、
管
物
王
二
年
条
。

⑯
或
本
は
五
月
遣
大
唐
押
使
大
花
下
高
向
玄
理
と
す
る
。
こ
れ
は
、
押
使

　
で
あ
る
か
れ
が
、
大
使
の
大
錦
下
よ
り
も
下
位
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
、

　
不
合
理
で
あ
る
。
ゆ
え
に
見
本
・
の
記
事
よ
り
書
紀
本
文
の
方
が
正
し
い
で

　
あ
ろ
う
。

⑰
新
訂
増
補
圏
史
大
系
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
。
朝
鷺
新
聞
社
本
は
大
麻

　
呂
と
す
る
。

⑱
天
皇
に
は
別
に
蘇
我
倉
山
田
石
用
麻
呂
の
女
規
娘
を
妃
と
さ
れ
、
以
上
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大
化
元
年
七
月
二
日
戊
辰
前
記
の
問
人
皇
后
、
小
足
媛
と
と
も
に
正
式
の

　
妃
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
改
新
前
か
ら
妃
で
あ
っ
た
か
と
恩
わ

　
れ
る
が
、
史
料
繭
で
は
他
に
み
え
な
い
。

⑲
斉
明
四
年
十
一
月
条
或
本
手
。

⑳
今
日
の
宝
塚
甫
字
蔵
人
の
地
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑳
『
平
日
本
紀
』
四
、
幸
甚
津
麟
有
馬
華
麗
条
所
引
摂
津
国
風
土
記
逸
交
。

　
　
く
　
　
く
　
　
　
　
き
　
　
き

⑳
久
久
は
木
々
の
な
ま
り
、
智
（
千
）
は
古
代
の
霊
威
を
示
す
語
。

⑳
或
本
に
は
錬
金
と
あ
っ
た
と
い
う
。

⑳
『
講
紀
』
は
こ
の
あ
た
り
ほ
と
ん
ど
記
事
な
く
、
編
纂
当
時
、
史
料
が
非

　
常
に
歓
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑧
「
天
智
紀
」
七
年
条
或
本
に
は
生
れ
た
皇
子
の
単
位
に
つ
い
て
の
異
説
、

　
ま
た
撮
管
に
は
、
蘇
我
倉
出
田
石
川
麻
呂
大
番
女
男
淳
娘
は
大
田
皇
女
と

　
娑
羅
々
皇
女
睡
持
統
臓
を
生
ん
だ
と
あ
る
。

⑳
『
公
獺
鋪
任
』
天
理
天
皇
御
世
条
。

⑳
『
大
織
冠
伝
』
。

⑳
「
孝
徳
即
位
前
紀
」
。

⑳
賢
覧
天
皇
の
皇
子
、
蕾
明
天
皇
の
叔
父
。

⑳
『
公
卿
補
任
』
孝
徳
天
皇
御
世
条
。

⑳
近
代
の
駅
家
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
異
り
、
古
代
の
そ
れ
は
広
く

　
国
罠
…
般
の
自
覚
に
根
ざ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
治
者
階
級
の
み
に
と
ど

　
ま
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

⑫
問
．
公
卿
捕
任
』
孝
徳
天
皇
御
世
9

⑳
『
尊
卑
分
脈
」
藤
氏
大
祖
伝
、
鎌
足
伝
。

⑳
「
崇
駿
即
位
前
記
偏
。

⑳
「
崇
駿
四
年
紀
」
　
に
任
那
官
察
復
興
の
た
め
大
将
軍
と
し
て
筑
紫
に
出

　
害
し
た
と
み
え
る
大
伴
連
餐
。
「
推
古
九
年
紀
」
に
高
麗
に
遣
わ
れ
任
那
を

　
救
う
よ
う
に
伝
え
し
め
ら
れ
、
翌
年
帰
朝
し
た
と
み
え
る
大
伴
連
噛
、
「
同

　
十
六
年
紀
」
階
使
斐
世
溶
の
来
朝
持
参
し
た
国
書
を
迎
え
受
け
て
、
奏
し
た

　
と
み
え
る
大
伴
連
囎
、
「
岡
十
八
年
紀
」
に
藷
羅
任
那
の
業
人
来
朝
し
、
宮

　
廷
の
中
に
至
っ
た
時
、
こ
れ
を
迎
え
、
蘇
我
馬
子
に
啓
し
た
四
大
夫
の
一

　
人
大
伴
咋
連
と
あ
る
の
も
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
「
同
滑
一
年
半
」
に
新
羅
遠
征

　
軍
の
謝
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
小
徳
大
伴
連
玉
名
も
か
れ
か
も
し
れ
な
い
。

⑳
「
大
織
冠
伝
と
日
本
書
紀
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
五
ノ
一
〇
）
。

⑳
「
天
智
紀
」
　
三
年
五
月
条
に
大
紫
蘇
我
連
大
臣
廃
と
な
り
、
　
『
公
卿
補

任
』
天
智
元
年
に
大
臣
と
為
す
こ
と
故
の
加
皿
し
、
初
任
年
申
木
だ
詳
か
な
ら

ず
、
字
蔵
大
臣
、
三
年
麗
ず
。
在
官
三
年
。
一
議
云
。
三
月
任
、
即
ち
麗

　
ず
と
あ
っ
て
、
斉
明
朝
に
す
で
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
一

　
書
の
よ
う
に
そ
の
任
期
は
短
い
と
す
る
説
も
あ
る
。

⑳
阿
倍
内
麻
呂
な
ど
を
第
一
流
の
門
閥
と
み
な
す
こ
と
に
は
異
論
も
あ
ろ

　
う
。
例
え
ば
坂
本
太
郎
博
士
は
、
か
れ
が
大
臣
大
駈
に
任
ぜ
ら
れ
な
か
っ

た
家
柄
で
、
そ
の
左
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
、
少
く
と
も
官
職
椴
襲

　
に
つ
い
て
の
因
襲
を
捨
て
た
改
新
政
治
の
精
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、

　
と
さ
れ
た
（
『
大
化
改
新
の
研
究
」
二
六
穴
頁
）
。
し
か
し
阿
倍
氏
が
一
流

　
と
は
い
え
ぬ
ま
で
も
、
そ
れ
に
近
い
身
分
の
高
い
嵐
八
百
で
あ
る
こ
と
は
、

　
出
身
、
そ
の
他
か
ら
い
っ
て
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

⑳
拙
稿
「
懐
風
藻
所
載
大
友
皇
子
伝
考
」
。

⑳
　
か
な
ぎ
つ
け
　
あ
が
か
ふ
こ
ま
は
　
ひ
き
平
せ
ず
　
あ
が
か
ふ
こ
ま
を

　
ひ
と
み
つ
ら
む
か
。
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大化改薪と藤原鎌足（横購）

⑪
『
日
本
書
紀
属
島
』
五
ノ
三
三
〇
二
頁
。

＠
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
新
造
の
宮
殿
を
捨
て
去
る
こ

　
と
は
甚
だ
惜
し
い
よ
う
だ
が
、
古
代
の
専
制
君
主
に
と
っ
て
は
大
し
た
問

題
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
藤
原
宮
ほ
慶
霊
元
年
（
七
〇
四
）
に
完
成
し
、

そ
の
後
、
四
年
目
の
慶
雲
閥
年
（
七
〇
七
）
に
は
や
遷
都
が
議
せ
ら
れ
、
翌

和
銅
元
年
遷
都
の
詔
が
出
、
三
年
に
は
実
行
さ
れ
た
。
ま
た
長
岡
遷
都
は

延
暦
元
年
鍮
約
の
為
造
宮
省
を
廃
す
と
勅
し
た
二
年
後
に
行
わ
れ
、
延
暦

　
十
年
・
に
平
・
城
宮
閨
門
を
長
岡
に
う
つ
し
造
っ
て
三
年
後
に
は
平
・
安
遷
都
が

行
わ
れ
て
い
る
。
倭
の
河
辺
万
富
に
う
つ
っ
た
後
も
、
翌
年
十
月
小
盗
田

宮
を
起
し
た
が
宮
殿
の
材
朽
ち
欄
れ
る
も
の
多
く
、
つ
い
に
止
め
て
作
ら

ず
、
そ
の
冬
飛
鳥
三
蓋
嘗
が
焼
け
た
の
で
飛
鳥
川
二
宮
に
う
つ
り
、
翌
斉
明

　
二
年
飛
鳥
飼
本
宮
を
、
ま
た
田
身
嶺
（
多
武
峯
）
に
両
下
等
を
つ
く
り
、
運
石

等
に
多
く
の
功
夫
を
損
し
、
宮
材
を
欄
ら
せ
て
時
入
に
そ
し
ら
れ
、
ま
た
吉

　
野
宮
を
造
っ
て
い
る
。
故
に
人
民
の
労
力
や
資
材
を
濫
費
す
る
こ
と
は
為

政
者
に
な
ん
ら
や
ま
し
い
感
を
与
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
造
畢
完
戒
の
翌

年
に
三
都
す
る
こ
と
は
、
政
治
上
の
必
要
が
あ
れ
ば
平
気
だ
つ
た
ろ
う
。

⑱
一
、
大
い
に
倉
庫
を
起
し
て
民
財
を
積
層
す
る
こ
と
、
こ
、
長
く
渠
水

　
を
ほ
り
、
公
懸
を
費
損
し
た
こ
と
、
三
、
舟
に
石
を
積
み
運
ん
で
丘
と
し

　
た
こ
と
、
　
「
蒼
明
紀
」
四
年
十
　
月
条
。

⑭
大
化
二
年
三
月
十
九
日
の
官
司
処
々
屯
田
、
音
藁
葺
皇
祖
愚
処
々
貸
稲

　
等
廃
止
詔
。
岡
二
年
八
月
十
四
臼
の
品
部
の
廃
止
弁
び
に
嘉
名
を
部
民
、

氏
族
名
に
つ
け
る
こ
と
の
禁
、
田
を
畏
に
均
し
く
給
い
、
男
身
調
を
と
り
、

　
仕
丁
を
五
十
戸
に
一
人
徴
す
る
こ
と
等
の
詔
。
三
年
四
月
の
氏
や
部
に
王

　
名
、
神
名
を
つ
け
る
こ
と
の
禁
等
。

⑬
こ
の
詔
中
に
『
易
』
を
引
累
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
蔓
が
応
酬
を

講
じ
、
鎌
足
が
こ
れ
を
聴
講
し
た
こ
と
を
連
想
せ
し
め
、
こ
れ
ら
の
人
々

　
が
詔
文
作
製
に
関
与
し
て
い
た
か
も
し
れ
ぬ
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。

⑯
『
大
織
冠
伝
』
に
は
爵
鳳
五
年
八
月
と
し
、
封
八
千
戸
と
す
る
。

⑰
『
大
織
冠
伝
』
に
は
詔
文
が
一
都
の
つ
て
い
る
。

⑱
『
大
織
冠
伝
』
。

⑲
「
天
美
紀
」
八
年
十
月
十
六
日
条
。

⑭
前
述
「
孝
徳
紀
扁
大
化
元
年
八
月
条
に
は
二
大
法
師
福
二
と
あ
レ
、
高

　
旬
麗
人
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
高
直
麗
に
学
ん
だ
意
で
あ
ろ
う
。
『
元
亨
釈

　
書
』
十
六
、
力
遊
、
福
亮
の
条
に
呉
幽
人
と
あ
り
、
同
巻
一
三
智
｝
、
智
蔵
条

　
に
福
亮
在
俗
時
子
と
し
呉
討
入
と
あ
る
。
し
か
し
『
懐
風
藻
』
の
「
釈
智

蔵
債
扁
に
は
、
俗
姓
禾
田
氏
で
、
呉
越
の
問
に
学
ぶ
と
す
る
。
お
そ
ら
く

　
目
本
人
で
呉
に
学
ん
だ
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
南
都
高
僧
伝
』
に

　
は
田
本
人
と
す
る
。

＠
『
扶
桑
略
記
』
第
四
、
　
（
新
講
増
鋪
國
史
大
系
本
五
六
－
七
頁
）
。

＠
『
二
日
本
紀
三
三
』
五
ノ
一
〇
。

㊥
そ
れ
に
続
く
交
章
は
「
｝
張
敬
愛
二
道
、
嗣
止
好
邪
之
路
、
口
口
折
獄
、

　
徳
治
好
生
、
至
於
周
之
王
典
、
漢
之
九
篇
、
無
二
加
工
」
と
あ
っ
て
、
そ

　
れ
が
明
ら
か
に
法
律
の
編
纂
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

⑭
或
本
に
は
大
友
皇
子
と
す
る
。

㊥
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
。

㊥
『
万
葉
集
』
ニ
ノ
九
五
。
　
こ
の
安
見
児
を
不
比
等
の
鰍
、
車
持
国
子
公

　
の
女
与
憲
古
娘
に
あ
て
る
説
が
あ
る
（
尾
山
篤
二
郎
「
領
田
娘
王
致
」
「
万

　
葉
集
大
成
』
九
ノ
九
九
買
）
。

㊧
尾
山
氏
、
前
掲
九
四
頁
。

玉05　（411）



lishment　of　capitalism　in　Japan　the　parasitic　landlord　system　stil　l

remained　semifeudallstic　land－holding　in　agriculture；　and　how　was

the　formation　of　capitalism　proceeding　in　connection　with　that　of　the

pftc　rasitic　landlord　system　at　the　end　of　the　Shogunate　or　in　the　former

period　of　Meij’i　as　a　period　of　the　rising　capitalism　？

　　To　study　this　problem，　this　article　centered　on　the　development　of

£armer’s　management，　the　most　fundamental　economic　process，　though

many　excellent　studies　on　this　subject　have　already　published．

Constructions　of　Concentric　ZoRe　and　Region

　　　Nara　and　Aizti（i奈良，会津：）Basins　as　examPles

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Hajime　Yamazumi

　　In　recent　years　many　geographical　studies　begin　to　center　in　a

reg－ional　study　on　the　basis　Of　concentric－construction　which　has　a

centra1　place　as　a　core．

　　This　ac　rticle，　on　the　above－mentioned　standpoint，　pi”esents　a　study

on　reflection　of　regional　pattern，　forward　or　bacl〈ward，　upon　concentric

construction，　in　Nara（奈良），　and　Aim｛（会津）Basins　as　exac　mples；

and　then　we　consider　the　process　in　which　and　the　factor　by　which　a

closed，　local　construction　of　concentric　zone　ls　transformed　or　encroa－

ched　by　a　modern　metropolis．

The　Reformation　of　the　Taika（大化）Era　and

　　　　　　　　Kamatari　Fu］’iwara　（藤原鎌足）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　KeRichi　Yokota

　　This　article　tries　to　mal〈e　clear，　in　spite　of　rare　sources，　the　position

and　rδ1e　of　Kamatari　Fuj’i　wa　ra（藤原鎌足）who　was　known　as　a　man

of　merit，　through　elimination　of　and　compared　with　personal　r61es　of

great　men　or　statesmen　in　the　Reformation　administration，　by　re一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（465）



searching　fundamental　sources　themselves　as　its　premise　as　far　as

p6ssible．

Policy　for　Promoting　of　Agriculture

　　　　　in　the　Han　（漢）　Dynasty

　on　the　reformation　of　financial　mechanism

　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　Genyu　Nishimura

　　Double　financial　mechanism　of　Shao－fu（少府）（royalfinancial　organi－

zation）and　Ta－ssu－nung　（大司農）（state　financial　organization）in

the　Former血π（前漢）period　was　completely　equipPed　into　a　single

mechanism　of　Ta－ssu－nung　in　the　Later魚π（後漢）period，　and　at

once，　in　the　Former　ffan　period　organizations　for　agricultural　policy，

such　ac　s　Tu－shui　（］“B’IS　7」’〈），　nung－chien　（〉］ii　．ptl‘，）　and　so　on，　under　immediate

control　of　Ta－ssu－nung　and　Shao－fi｛　were　transferred　to　Chdr’n－hsien

（郡県）．

　　This瓢eans　the　agricultuでal　policy　of　an　absolute　empire　situated

on　fundamental　relationship　of　ChiZn－hsien　system’s　grap．　This　local

transference，　through　colonization，　was　to　promote　middle　or　sinall

peasantry　under　the　control　of　state－power，　culminating　in　the　political

system　of　the　7”ang（唐）dynasty；in　other　words　such　growing　system

seemed　to　be　a　prote－type　of　the　T’ang　dynasty．

　　In　conclusion，　we　may　sa．　y　that　the　political　system　in　the　Later’

Han　peri－od　played　a　great　r61e　for　posterity．
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