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【
要
約
】
　
古
代
終
宋
期
の
政
治
史
問
題
は
、
幾
多
の
先
学
に
よ
っ
て
論
究
さ
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
六
波
羅
政
権
の
名
の
も
と
に
、
武
力
的
平
氏
の
興
亡

の
姿
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
政
治
的
実
情
は
極
め
て
複
雑
で
あ
り
、
平
氏
の
政
権
の
発
展
的
実
態
並
び
に
そ
の
興
亡
の
原
理

的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
ら
ず
し
も
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
中
世
移
行
の
前
提
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
後
白
河
院
政
と
摂
関
家
政

治
と
の
絡
み
あ
い
の
中
に
把
握
し
、
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
論
は
か
か
る
観
点
か
ら
中
央
政
情
の
実
態
に
つ
い
て
の
考

察
を
試
み
た
。
そ
の
場
合
、
最
も
有
力
か
つ
貴
重
な
史
材
を
提
供
す
る
玉
葉
は
、
従
来
、
そ
の
記
事
の
批
判
検
討
は
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
上
の
も
の
に
つ

い
て
の
考
慮
に
欠
け
て
い
た
憾
み
が
あ
る
。
玉
葉
が
厳
正
真
風
な
態
度
に
よ
っ
て
記
誌
さ
れ
て
い
る
反
面
、
ま
た
公
的
記
録
な
る
が
故
に
、
薯
態
と
菓
項
に

よ
っ
て
は
却
・
つ
て
時
勢
の
政
治
的
社
会
的
諸
制
約
を
も
つ
こ
と
が
晃
落
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
本
質
的
な
薦
よ
り
く
る
記
事
の
検
討
・
批
判
と
そ
の
史
料
的

裏
附
け
に
よ
っ
て
、
こ
の
期
の
政
情
の
真
相
の
一
端
が
解
明
さ
れ
る
と
考
え
る
。

は
じ
め
に

　
こ
こ
に
い
う
古
代
終
末
期
と
は
、
平
治
の
乱
後
、
中
央
政
界
へ
進
出
活
動
し

た
平
氏
の
専
制
に
対
し
て
、
再
び
立
ち
上
っ
た
源
氏
と
の
間
に
、
い
わ
ゆ
る
源

平
争
覇
戦
の
展
開
を
み
よ
う
と
す
る
そ
の
前
駆
的
賭
期
を
さ
す
。
こ
の
期
の
政

治
情
勢
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
　
〃
著
る
平
域
久
し
か
ら
ず
”
の
文
学
的
表
現
に

よ
っ
て
人
口
に
謄
炎
さ
れ
、
あ
る
い
は
複
雑
怪
奇
な
院
政
の
動
き
と
し
て
捉
え

ら
れ
、
そ
れ
ら
の
説
朋
に
よ
っ
て
一
応
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
こ
と
に
、
こ
の
時
期
の
政
局
ほ
ど
バ
ラ
イ
エ
テ
ィ
ー
を
も
ち
、
歴
史
に
み

る
興
亡
盛
衰
の
姿
を
如
実
に
示
す
時
は
他
に
こ
れ
を
み
な
い
。
し
か
し
、
一
歩

進
ん
で
、
何
が
平
氏
の
興
亡
を
き
た
さ
し
め
、
ま
た
院
政
の
怪
奇
性
と
は
何
で

あ
る
か
等
の
点
を
再
検
討
す
る
と
、
問
題
は
き
わ
め
て
複
雑
で
、
簡
単
に
捌
り
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切
っ
て
解
明
し
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、

近
年
、
後
記
す
る
如
き
す
ぐ
れ
た
業
績
お
よ
び
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
諸
論
説
に
よ

っ
て
解
関
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
が
、
何
が
こ
の
期
の
政
局
を
推
逸
せ

七
め
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
必
ら
ず
レ
も
詳
ら
か
で
な
い
。
従
来
は
多
く
新

興
武
士
平
氏
の
発
展
の
姿
の
中
に
、
中
世
的
な
息
吹
き
と
時
代
的
歩
み
と
が
打

診
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
、
申
央
政
界
に
お
け
る
当
時
の
院
政
々
権
並
び
に
難
関

政
治
が
ど
の
よ
う
な
在
り
方
を
し
た
か
を
こ
の
暗
弱
の
政
治
的
実
状
に
即
し
て
、
、

そ
こ
に
脈
動
す
る
時
代
的
鼓
動
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
単
に
歴
史
の
説
明
と
し

て
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
古
代
的
な
も
の
の
中
世
へ
の
移
行
を
知
る
上

に
お
い
て
も
必
要
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
前
記
の
疑
点
を
も
は
ら
す
一
つ
の
鍵
と

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
き
に
、
院
政
々
権
の
解
明
に
大
ぎ
な
業
績
を
示
さ
れ
た
林
屋
辰
　
二
郎
氏
も
、

後
白
河
・
後
鳥
羽
院
政
の
究
明
の
必
要
を
強
調
さ
れ
、
と
く
に
「
後
白
河
院
政

の
取
扱
如
何
に
よ
っ
て
は
院
政
々
権
全
体
の
性
格
を
あ
い
ま
い
な
も
の
に
す

　
　
　
　
　
　
①

る
」
と
警
告
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
石
母
田
正
氏
が
平
氏
政
権
の
実
態
を
こ
の

期
の
政
魏
程
の
分
析
か
ら
追
究
さ
ゆ
舞
も
手
墜
い
轟
操
作
と
鋭
い

三
眠
の
も
と
に
、
こ
の
期
の
政
治
的
情
勢
の
解
明
に
と
ど
め
ら
れ
た
足
跡
は
鮮

明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
氏
の
す
ぐ
れ
た
業
績
の
齪
尾
に
附
し
て
、
こ
こ
に

敢
え
て
蛇
足
を
加
え
よ
う
と
す
る
意
図
は
、
次
の
二
点
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
説
明
に
み
ら
れ
た
薪
興
勢
力
の
発
展
的
様
糟

に
主
眼
を
あ
て
て
そ
の
時
代
性
を
考
察
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
同
時

に
、
そ
の
新
興
的
な
も
の
が
前
代
的
・
伝
統
的
な
既
成
勢
力
と
ど
の
よ
う
な
関

係
を
も
つ
て
発
展
し
た
か
と
い
う
点
を
見
究
わ
め
、
そ
こ
に
展
開
す
る
政
情
の

具
体
網
を
捉
え
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
的
な
政
治
基
盤
の
上

に
具
体
的
事
実
を
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
時
期

の
政
局
の
中
枢
を
占
め
た
藤
原
兼
実
の
「
玉
葉
」
に
、
そ
れ
ら
の
政
治
的
動
向

が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
は
、
一
応
の
展
望
と
し
て
許

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
一
方
法
で
あ
り
、

政
情
の
一
斑
を
示
し
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
政
治
的
開
会
的
真

実
を
と
ら
え
た
と
は
言
い
え
な
い
。
　
「
玉
葉
」
は
き
わ
め
て
厳
正
真
灘
な
態
度

を
も
つ
て
記
誌
さ
れ
た
公
的
記
録
で
は
あ
る
が
、
そ
の
記
述
さ
れ
た
記
纂
と
内

容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
致
治
的
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
糊

約
さ
れ
て
記
誌
さ
れ
て
い
る
と
い
う
記
録
過
程
の
問
題
お
よ
び
そ
の
記
述
の
限

界
性
と
い
う
も
の
に
気
附
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
中
に
こ
そ
、
こ
の

時
期
の
真
の
政
惰
と
潜
勢
的
な
保
守
勢
力
の
脈
動
が
見
出
せ
る
に
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
観
点
と
問
題
意
識
と
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
た
こ
の
命
題
が
、
前
掲
爾

氏
の
先
駆
的
業
績
に
導
か
れ
て
生
ま
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
、
そ
の
企
図
が
ど
こ

ま
で
所
期
の
目
的
を
果
し
う
る
か
は
疑
わ
し
い
が
、
あ
え
て
耳
蝉
の
御
教
導
を

切
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
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①
「
院
政
々
権
の
歴
史
酌
評
価
」
五
『
古
代
繭
家
の
解
体
』
所
収
。

②
　
　
「
平
氏
政
権
と
そ
の
没
落
」
お
よ
び
補
遺
兀
「
平
氏
政
権
に
つ
い
て
扁

　
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
　
下
』
所
収
。
’

二
’
終
末
期
の
政
局
的
基
盤
と
政
治
の
実
態

　
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
古
代
終
末
期
に
お
け
る
政
治

の
実
状
と
し
て
、
そ
こ
に
消
長
隆
退
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
実
権
は
院
政
お
よ

び
平
氏
の
手
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
摂
関
家
、
の
政
治
的
機
能
は
衰

え
、
そ
の
実
質
的
権
限
の
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
国

家
政
治
の
運
営
機
構
と
し
て
形
式
的
な
が
ら
も
令
制
機
構
は
残
存
し
、
審
廷
に

お
け
る
諸
儀
礼
を
は
じ
め
と
す
る
令
制
政
府
の
官
僚
の
任
免
・
官
位
の
昇
叙
等

に
つ
，
い
て
は
内
裏
に
お
け
る
政
治
儀
式
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
儀
礼
並
び
に

政
治
的
事
務
接
衝
を
す
る
も
の
は
多
く
藤
原
氏
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
伝
統

約
な
権
威
と
令
制
的
地
位
に
も
の
を
い
わ
せ
て
、
後
述
す
る
よ
う
な
政
府
機
構

の
櫨
要
部
に
重
藤
し
、
か
つ
政
務
を
主
宰
し
た
の
で
あ
っ
て
、
摂
関
的
貴
族
勢

力
の
存
在
も
決
し
て
無
視
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
れ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
権
の
成
長
過
程
か
ら
考
え
て
も
、
平
氏
の
場
合
、

正
盛
以
来
院
政
の
庇
護
と
援
助
と
に
よ
っ
て
成
長
し
、
清
盛
に
至
っ
て
後
述
す

る
よ
う
な
方
図
と
手
段
と
を
も
っ
て
六
波
羅
政
権
1
1
平
氏
政
権
を
樹
立
し
た
の

で
あ
り
、
院
政
そ
れ
自
身
も
ま
た
、
発
生
的
契
機
に
摂
関
勢
力
抑
圧
の
意
図
が

み
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
在
り
方
と
し
て
は
、
摂
関
家
の
政
治
方
式
を

模
倣
あ
る
い
は
擬
制
し
た
院
庁
組
織
を
も
ち
、
院
司
に
よ
っ
て
実
務
が
と
ら
れ

て
い
た
め
で
（
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
も
、
摂
醐
家
勢
力
と
縁
を
切
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
代
的
な
も
の
が
、
こ
の
期
に
お
け

る
現
実
的
政
局
の
基
盤
に
は
集
積
し
、
淀
流
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

と
遊
離
し
た
単
独
酌
な
藍
綬
が
5
ち
立
て
ら
れ
た
の
で
な
い
こ
と
は
留
意
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
5
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
政
情
の
具
体
的
掘
握
に
は
、
こ
の
三
者
の
絡
み

合
い
の
事
態
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
消
長
、
離
合
、
政
治
的
動
ぎ
、
お
よ
び
そ

の
農
開
過
程
を
み
る
の
で
な
け
れ
ば
、
現
実
的
な
姿
を
と
ら
え
た
と
ほ
蔽
え
な
‘

い
。
そ
れ
で
は
こ
め
よ
う
な
複
雑
な
関
係
と
態
勢
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
把
握

し
た
ら
よ
い
か
。
こ
こ
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
一
慈
、
既
成
概
念
化

さ
れ
て
い
る
院
政
・
平
蹄
政
権
・
摂
関
政
治
と
い
う
政
治
形
態
の
枠
を
は
ず
し
、

そ
れ
ら
を
実
質
的
に
運
営
す
る
中
央
首
脳
部
の
構
戒
磁
と
、
そ
の
支
持
勢
力
か

ら
こ
れ
を
眺
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
視
角
を
も
つ
て
ず
れ
ぽ
、
基
本
駒
に
、

天
黒
制
の
絶
対
権
威
に
連
繋
す
る
保
守
伝
統
の
旧
亜
族
勢
力
と
、
そ
れ
に
対
し

て
地
方
的
現
地
勢
力
に
支
え
ら
れ
、
そ
の
上
に
よ
っ
て
立
つ
羽
撃
貰
族
勢
力
（
平

氏
一
族
及
び
そ
れ
と
関
係
を
持
つ
費
族
）
と
に
戴
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
貴
族

勢
力
の
対
立
・
角
逐
と
い
う
視
点
は
、
こ
の
態
勢
解
明
の
一
つ
の
指
針
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
そ
れ
は
一
つ
の
視
角
で
あ
っ
て
、
こ
の
期
の
政
治
形
態
の
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具
体
相
は
以
下
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
が
、
少
く
と
も
こ

れ
ら
の
政
治
形
態
が
前
記
両
勢
力
の
何
れ
か
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
の
相
互
の
関
係
は
見
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
政
治
的
動
き

の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
権
力
の
発
展
的
評
価
が
な
さ
れ
る
と
思
う
か
ら

で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
院
政
々
権
に
つ
い
て
の
一
般
通
念
と
し
て
、
後

白
河
法
皇
を
中
心
と
し
て
そ
の
政
権
支
持
の
貴
族
層
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
法
皇
と
血
縁
的
紐
帯
を
も
つ
建
艦
門
院
（
法
典
）
を
は
じ
め
、
皇
慕
門
院

（
騰
Y
入
曽
院
（
鶉
鍵
）
三
条
院
后
等
の
女
院
も
当
然
・
・
れ
に
含
ま
れ
る
。

わ
け
て
そ
れ
ら
の
院
領
お
よ
び
荘
園
に
よ
る
莫
大
な
皇
室
の
経
済
源
が
、
院
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
支
柱
駒
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後

白
河
法
皇
の
莫
大
な
院
領
は
有
名
で
あ
る
が
、
建
設
門
院
が
内
裏
修
理
に
御
領

荘
々
を
宛
て
た
如
き
（
門
玉
蘂
」
歌
安
四
㎎
・
十
一
条
）
も
そ
の
豊
か
な
財
源
を
示
す
一
例
で
あ

る
。
当
時
の
院
議
・
政
府
官
僚
・
地
方
国
司
の
俸
禄
が
、
院
三
儀
よ
り
発
展
拡

充
さ
れ
た
公
獅
給
と
し
て
支
給
さ
れ
、
院
宮
分
国
制
・
知
行
国
制
等
も
、
院
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

利
権
及
び
そ
の
経
済
的
財
源
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ

て
摂
関
家
貴
族
も
そ
れ
へ
の
奉
仕
に
大
い
に
力
め
、
ま
た
深
い
関
心
を
も
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
た
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
そ
の
他
、
南
都
北
嶺
を
初
め
と
す
る
諸
社
寺
も
、

院
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
信
仰
的
・
経
済
的
両
面
よ
り
し
て
、
そ
れ
と
の
結
び
つ
き

は
意
外
に
根
強
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
平
治
の
乱
後
、
主
導
権
を
確
立
し
た
か
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
平
氏
に
し

て
も
、
か
か
る
莫
大
な
財
源
と
歴
史
的
権
威
を
有
つ
院
政
の
前
に
、
無
謀
な
政

治
的
進
出
を
図
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
当
初
に
あ
っ
て
は
慎
重
な
生
活
態
度

を
も
つ
て
臨
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
平
氏
の
進
退

・
立
場
の
一
繧
悪
管
偽
に
示
す
如
く
試
主
鍵
・
世
ノ
事
・
バ
高

二
行
ハ
セ
マ
イ
ラ
セ
テ
。
押
小
路
東
洞
院
一
一
皇
居
送
リ
テ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
テ
。
清

盛
が
一
家
ノ
春
サ
ナ
ガ
ラ
其
辺
ニ
ト
ノ
イ
所
ド
モ
造
り
テ
朝
タ
ニ
候
ハ
セ
ケ

リ
扁
で
あ
り
、
　
「
イ
カ
ニ
モ
イ
カ
ニ
モ
清
盛
モ
誰
モ
下
ノ
心
配
ハ
、
コ
ノ
後
白

川
院
ノ
御
世
ニ
テ
世
ヲ
シ
ロ
シ
メ
ス
コ
ト
ヲ
ハ
イ
無
二
ト
ノ
ミ
思
ヘ
ル
ケ
ル
ニ
、

清
盛
ハ
ヨ
ク
ヨ
ク
ツ
ツ
シ
ミ
テ
イ
ミ
ジ
ク
バ
カ
ラ
イ
テ
ア
ナ
タ
コ
ナ
タ
シ
ケ
ル

ニ
コ
ソ
」
と
し
て
い
る
の
で
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
後
白
河
法
皇
の
デ
ス

ポ
テ
ィ
ズ
ム
と
、
そ
の
両
翼
下
を
巧
み
に
行
動
し
た
清
盛
の
政
治
的
手
腕
が
認

め
ら
れ
る
。
そ
の
手
腕
を
も
つ
て
二
条
天
皇
の
饗
妃
に
妹
を
入
れ
た
清
盛
は
、

摂
関
家
に
対
し
て
も
そ
の
女
を
豪
爽
壕
霞
め
（
婁
惑
、
同
年
、
董
の

為
に
蓮
華
王
院
を
造
進
し
て
、
し
き
り
に
古
代
勢
力
と
の
結
び
つ
き
を
図
っ
て

い
額
・
繊
家
あ
藏
欝
結
び
つ
き
は
・
図
・
ず
も
虚
実
の
早
蓄
蔵
）

に
よ
り
薄
れ
た
が
、
そ
の
所
縁
に
よ
っ
て
藤
氏
の
所
領
を
奪
い
、
そ
の
後
に
お

い
て
も
縁
故
を
も
つ
こ
と
を
図
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
す

る
。　

そ
れ
で
は
摂
関
政
治
の
実
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
当
時
、
中
央
政
府
の
首
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脳
部
は
蓋
実
の
次
弟
基
房
（
開
白
）
と
三
弟
兼
実
（
右
大
臣
）
と
の
強
力
な
タ

イ
ア
ッ
プ
に
対
し
、
平
氏
の
支
持
に
よ
る
経
宗
（
左
大
臣
）
が
政
務
を
主
宰
し

て
い
た
の
は
そ
の
職
掌
に
基
く
も
の
で
、
童
画
酌
に
は
一
応
こ
の
ト
リ
オ
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

つ
て
行
政
面
が
担
当
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
政
治
事
務
の
実
質
的
運
営
に
は
、

そ
の
下
に
あ
る
政
府
の
七
二
司
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
そ
れ
は
形
骸
化
し
た
律
令
政
治
の
残
存
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と

も
中
央
部
の
機
構
・
組
織
お
よ
び
そ
の
運
営
は
主
と
し
て
順
貴
族
を
代
表
す
る

藤
原
氏
、
こ
と
に
摂
関
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
こ
に
平
氏
関
係
者
が
喰
入
っ

て
内
裏
政
治
に
参
蒲
奉
仕
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
内
裏
政
治
が
儀
礼
的
で
、

そ
の
機
構
が
形
式
的
存
在
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
天
皇
に
よ
る
律
今
政
治
的
な

も
の
が
根
本
的
に
否
定
さ
れ
て
い
な
い
当
時
の
政
治
態
勢
と
し
て
は
、
こ
の
内

裏
政
務
に
よ
っ
て
基
本
的
に
国
政
が
処
理
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ

と
も
国
家
の
統
治
権
は
院
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
か
ら
、
実
際
的
行
政
面
に
は
院

庁
に
お
い
て
左
右
さ
れ
、
処
置
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
右
の
事
実
は
、

平
氏
と
し
て
も
、
政
治
権
力
の
傭
張
強
化
を
図
る
た
め
に
は
順
応
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
国
家
的
血
流
で
あ
り
、
必
要
な
条
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の

貴
族
が
官
位
の
昇
進
を
目
ざ
し
、
平
氏
一
族
か
ら
公
卿
・
殿
上
人
を
多
く
送
っ

た
の
も
、
後
に
ふ
れ
る
政
治
工
作
を
裏
附
け
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
所
詮
は
地

方
出
身
の
武
士
に
と
っ
て
身
に
つ
け
る
べ
き
政
治
的
箔
を
求
め
た
の
み
で
な
く
、

官
僚
貴
族
と
し
て
の
圏
家
的
権
威
を
う
る
た
め
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
こ
う
し
た
現
実
的
政
治
基
盤
と
機
能
の
中
で
、
清
盛
は
平
治
の
乱
後
十
年
足

ら
ず
で
姦
査
の
地
位
を
獲
得
す
・
（
塗
ダ
一
㌔
そ
れ
が
反
実
茜
非

法
的
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
擾
関
貴
族
も
こ
れ
を
通
常
の
事
態
と
し
て
そ
の
臼

記
々
録
に
記
誌
し
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
一
族
の
異
常

な
官
位
の
昇
進
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
霊
盛
の
任
右
大
将
の
場
合
「
将
軍
顕
要

也
、
古
来
撰
　
其
人
一
所
晶
補
来
一
也
、
今
重
盛
卿
於
噛
・
一
膳
時
一
尤
可
レ
謂
嘉
当
仁
の
嵯
乎

悲
哉
云
三
（
承
安
陽
・
七
・
九
条
）
と
清
盛
の
権
威
に
よ
っ
て
選
蒙
れ
た
こ
と
を
批
難
し
、

ま
た
宗
盛
の
子
の
場
会
に
「
宗
盛
卿
少
童
齪
叙
扁
従
上
↓
童
加
階
不
レ
聞
事
也
」

（承

ﾀ
一
篇
・
正
・
六
条
）
と
か
、
　
「
平
衝
門
佐
平
保
盛
騰
抽
叙
二
四
品
一
（
中
略
）
希
異
事
也
」

（承

恂
蜩
普
j
と
記
し
て
い
る
の
を
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
摂
関
貴
族
側
に
潮

繋
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
少
く
と
も
こ
の
疇
点
に

お
け
る
平
氏
の
政
治
的
立
場
と
し
て
は
、
摂
関
費
族
が
溝
盛
の
引
退
に
際
し
て

「
前
大
相
国
申
時
下
田
家
云
々
、
所
悩
重
故
鰍
（
中
略
）
猶
々
前
大
相
国
所
労
、

天
下
大
事
只
在
＝
理
事
一
也
、
此
人
天
亡
帝
後
、
弥
以
衰
弊
歎
」
（
仁
安
三
・
二
・
十
一
条
）
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
し
て
も
、
反
旧
貴
族
勢
力
酌
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
れ
ら
と
妥
協
し
制
度
的
に
も
頽
尊
し
て
い
た
形
態
が
震
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
限
り
に
お
い
て
、
新
興
平
氏
の
中
央
政
界
進
出
も
、
そ
の
審
前
工
作
と
実

質
的
な
颪
に
お
い
て
は
後
記
す
る
よ
う
な
政
治
の
中
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
単
に
武
力
行
使
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
現
実
的
な
政
治
機
能
に
沿
う
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古代終末期の政情と「玉葉」の認述内窓（中村）

て
の
官
僚
的
地
位
が
確
保
せ
ら
れ
た
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
る
鴇
そ
し
て
、
そ
の
目

的
が
一
応
達
せ
ら
れ
、
院
に
も
と
り
い
れ
ら
れ
る
こ
と
に
成
功
す
る
や
、
次
第

に
独
裁
権
を
強
化
し
、
古
代
醜
旧
貴
族
勢
力
を
武
力
を
も
つ
て
抑
圧
し
始
め
た

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
平
氏
の
動
き
に
対
し
て
、
旧
貴
族
勢
力
も
院
政
・
摂
関

政
治
と
い
う
政
治
匿
酌
か
ら
互
に
対
立
の
立
場
に
あ
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、

そ
の
新
興
貴
族
勢
力
の
反
撃
の
為
に
相
互
に
結
節
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
こ
の
期
の
政
治
的
動
向
の
主
流
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
平
氏
は
老
の
よ
5
に
し
て
さ
ら
に
政
治
約
優
位
を
図
り
、
古
代
的
貴

族
勢
力
は
そ
れ
に
対
処
す
る
為
に
ど
の
よ
う
な
処
置
を
講
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。

①
吉
村
茂
樹
氏
『
院
政
』
九
三
頁
。

②
　
竹
内
理
三
氏
「
院
庁
政
権
の
支
柱
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
〇
〇
号
）
前
掲

　
講
『
院
政
』
一
〇
八
頁
一
一
〇
九
頁
。

③
林
屋
辰
薫
郎
氏
『
二
代
闘
家
の
解
体
』
二
五
三
頁
。

④
　
　
「
玉
葉
」
承
安
五
・
五
・
十
二
条
。
以
下
年
月
環
の
み
は
「
玉
葉
」
に

　
よ
る
。

⑤
巻
五
、
二
条
の
項
。

⑥
　
「
愚
管
抄
」
。

⑦
　
令
制
の
職
掌
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
　
「
玉
葉
」
承
安
騰
・
十
・

　
八
条
。
承
安
五
・
十
一
・
十
条
等
か
ら
も
、
実
際
的
な
動
き
が
み
ら
れ
る
。

⑧
仁
安
二
・
二
・
ナ
一
条
。

三
　
終
末
期
前
半
の
政
治
的
動
向

　
周
知
の
知
く
、
こ
の
蒔
期
に
お
け
る
政
治
一
般
が
律
令
政
治
の
本
質
か
ら
き

わ
め
て
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
官
僚
貴
族
の
宮
位
の
昇
叙

も
法
皇
臥
女
院
の
社
寺
造
営
と
か
、
法
要
に
当
っ
て
の
費
用
の
支
出
に
よ
り
、

或
は
天
皇
・
摂
関
家
の
社
寺
参
詣
の
際
の
賞
と
し
て
み
ら
れ
る
と
い
う
の
が
一

毅
例
で
、
前
代
か
ら
の
売
官
盗
癖
が
盛
行
し
た
の
も
勿
論
で
あ
る
。
申
に
は
成

功
と
余
り
時
を
お
か
ず
に
重
任
が
み
ら
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
任
官
の
前
請
も

　
　
　
　
　
①

行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
一
定
の
財
物
を
裏
附
け
と
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に

政
道
の
頽
廃
が
認
め
ら
れ
る
。
前
記
の
知
行
国
制
も
ま
た
そ
れ
ら
に
準
じ
た
性

　
　
　
　
◎

格
の
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
実
権
が
多
く
院
に
握
ら
れ
、
そ
こ
に
院
の
デ
ス
ポ
チ

ッ
ク
な
私
行
政
治
を
み
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
記
の
山
盛
一
族
の
官

位
昇
進
に
つ
い
て
の
摂
関
書
斎
の
批
難
も
、
院
政
の
こ
の
よ
う
な
在
り
方
に
向

け
ら
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
、
平
氏
一
族
の
場
合
、
そ
の
政
治
的
工
作
の
効

果
が
容
認
さ
れ
た
院
庁
政
治
の
中
に
、
政
治
的
進
出
を
み
た
と
い
う
の
も
過
欝

で
は
な
か
ろ
う
。

　
し
か
し
乍
ら
、
そ
の
平
氏
が
本
来
の
武
士
的
性
格
を
露
わ
し
て
古
代
的
貴
族

勢
力
1
1
摂
関
貴
族
に
暴
力
を
も
つ
て
立
ち
向
っ
て
き
た
の
は
、
嘉
応
二
（
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

七
〇
）
年
に
み
た
事
件
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
平
家
物
語
」
に
も
「
世
の
乱
れ
初

め
け
る
摂
元
扁
で
あ
る
と
し
、
　
「
平
家
の
悪
行
の
初
な
り
」
と
す
る
も
の
で
あ
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つ
た
。
こ
と
の
起
り
は
当
掻
の
関
白
　
（
藻
房
）
が
法
勝
寺
に
出
か
け
る
途
申
、

女
車
に
の
る
資
金
（
重
盛
の
嫡
男
）
と
逢
い
、
基
準
の
舎
人
・
居
飼
が
暴
行
し

た
の
で
、
基
房
は
使
を
も
つ
て
重
獲
謝
罪
せ
し
め
た
（
線
傭
　
二
条
）
．
そ
の
後
、

尊
威
寺
に
出
向
か
ん
と
し
た
時
に
も
、
こ
の
遺
恨
を
は
ら
す
べ
く
平
氏
の
武
士

が
群
集
し
て
道
に
擁
し
た
と
い
う
も
の
で
、
実
に
七
月
よ
り
十
月
ま
で
尾
を
引

い
て
い
る
。
資
糧
の
行
動
に
対
し
て
藤
原
兼
実
も
「
盛
代
之
濫
吹
、
羅
臼
不
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

及
、
悲
哉
、
生
二
乱
婁
見
・
［
聞
如
レ
此
暗
事
↓
宿
業
可
レ
繊
々
々
」
と
し
て
お
り
、

単
・
な
る
早
着
の
ト
ラ
ブ
ル
と
い
う
よ
り
も
、
官
僚
貴
族
化
し
た
平
氏
の
鎧
袖
一

触
、
摂
関
罫
書
の
権
威
を
武
力
に
よ
っ
て
弾
圧
し
た
政
治
闘
争
の
色
彩
が
濃
厚

で
あ
る
。
久
し
く
淀
流
し
た
終
末
期
の
政
情
は
こ
め
段
階
に
至
っ
て
戟
発
さ
れ
、

次
第
に
奔
流
化
し
た
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
こ
の
事
件
が
古
代
酌
貴
族
勢
力
に
与
え
た
打
繋
は
大
き
か
っ
た
が
、
一
方
清

盛
は
さ
ら
に
政
治
的
優
位
を
図
っ
て
、
そ
の
翌
年
、
女
（
徳
子
）
を
入
内
せ
し

め
た
。
そ
の
場
合
の
実
情
と
し
て
、
摂
関
家
と
し
て
は
勿
論
こ
の
儀
に
不
審
を

抱
き
一
般
も
こ
れ
を
奇
と
し
た
が
、
後
瞬
河
法
皇
の
好
意
的
な
計
ら
い
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
法
皇
の
養
子
と
し
て
万
事
の
沙
汰
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
平
氏
は

院
と
接
近
し
、
こ
の
こ
ろ
法
皇
が
福
原
の
溝
盛
の
別
業
や
、
重
盛
の
六
波
羅
邸

へ
出
か
け
（
承
安
元
・
＋
…
・
隠
条
）
、
ま
た
法
皇
・
女
院
（
醗
嚇
）
相
共
に
福
原
に
向
つ
た
り
、

厳
島
参
詣
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
（
承
安
四
・
二
骨
三
条
）
。
こ
う
し
た
政
治
工
作
の
奏
効
，

に
よ
る
の
か
重
盛
の
任
右
大
将
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
た
の
は
前
寵
し
た
如
く

で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
事
態
に
対
し
で
摂
関
家
と
し
て
は
、
　
「
即
右
大
将
之

許
云
　
悦
由
一
了
、
大
将
事
重
盛
、
兼
雅
両
人
之
闘
有
レ
持
レ
疑
云
々
、
而
禅
門
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

心
有
昌
干
重
盛
嶋
　
燕
子
レ
任
（
下
略
）
」
と
し
て
お
り
、
清
盛
の
政
治
権
力
が
完

全
に
擾
関
貴
族
を
圧
し
て
い
た
実
状
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
重
盛
と
そ
の
官

職
を
争
っ
た
兼
雅
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
実
は
こ
の
こ
と
の
前
々
年
、
平

氏
は
閥
貴
族
勢
力
と
結
び
つ
く
南
都
神
人
と
朝
粥
し
、
そ
の
一
一
人
を
殺
傷
し
た

事
件
が
起
っ
て
い
る
。
そ
の
下
手
人
が
他
な
ら
ぬ
重
盛
の
家
人
で
伊
賀
の
住
人

で
あ
っ
た
泰
実
に
も
、
地
方
的
新
興
勢
力
に
支
え
ら
れ
る
平
氏
の
権
力
内
容
と

対
聯
貴
族
へ
の
敵
対
行
為
が
時
勢
豹
動
き
と
し
て
み
ら
れ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、

こ
れ
に
つ
い
て
中
央
よ
り
何
の
裁
報
も
な
か
っ
た
の
で
上
洛
強
訴
を
企
て
よ
う

と
し
た
南
都
の
動
き
を
「
大
衆
之
訴
、
道
理
又
道
理
也
」
と
摂
閣
側
で
考
え
た

の
は
当
然
で
あ
り
、
何
等
の
処
置
を
講
じ
よ
う
と
し
な
い
朝
政
に
対
し
て
「
近

代
昏
睡
如
挙
国
、
朝
威
暮
改
、
実
母
謂
」
（
承
安
二
・
幸
瓢
・
廿
縢
及
び
廿
八
条
）
と
痛
烈
に
記
誌

し
て
い
る
辺
り
に
も
、
摂
関
家
側
か
ら
み
た
朝
政
の
実
際
的
在
り
方
が
充
分
伺

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
政
治
界
の
実
態
を
今
小
し
具
体
的
に
示
せ
ば
、
そ

の
頃
、
院
中
で
は
莫
大
な
費
用
に
よ
る
漿
華
な
風
流
と
し
て
鵯
合
わ
せ
が
重
盛

・
邦
舞
・
成
親
ら
を
中
心
と
し
て
公
卿
・
殿
上
入
参
加
の
も
と
に
行
わ
れ
て
お

り
（
購
準
撃
二
。
．
）
、
そ
れ
に
対
し
て
摂
関
家
側
で
は
、
関
白
の
姫
の
辛

日
の
儀
に
参
入
公
卿
が
僅
か
三
人
と
い
う
状
態
で
あ
り
（
承
安
暇
・
七
＋
一
条
）
、
ま
た
前
摂

政
の
息
（
墓
実
の
子
蕃
通
）
の
藝
征
中
将
拝
賀
に
も
、
福
原
の
清
盛
の
許
に
子
細
を
打
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合
わ
さ
せ
、
そ
の
命
に
よ
つ
て
執
行
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
、
（
承
安
臨
・
八
＋
九
条
）
平

氏
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
院
お
よ
び
朝
政
内
容
の
蔦
蒲
が
推
測
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
平
氏
の
専
制
的
行
動
の
蔭
に
露
動
ず
る
も
の
と
し
て
、

古
代
勢
力
に
支
え
ら
れ
た
院
致
お
よ
び
摂
関
家
の
潜
在
的
な
動
き
が
あ
っ
た
こ

と
も
蒋
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
頃
院
に
西
光
が
伺
侯
し
、
そ

の
霧
な
挙
動
ξ
い
て
「
黍
」
（
承
安
三
・
三
十
五
条
）
に
、

　
参
二
女
院
御
方
一
（
中
略
）
今
日
伺
昌
候
院
一
之
入
道
法
師
（
齢
纐
観
酷
雛
鯛
捌
瓢
磁
）
浄

　
妙
寺
繋
留
レ
堂
、
今
一
…
供
養
｝
云
々
、
上
皇
渡
御
、
公
卿
殿
上
入
、
院
北
面
人

　
等
済
々
行
向
云
々
、
品
物
弾
摺
一
之
枇
也
（
中
略
）
単
一
院
宣
｝
被
レ
諮
云
々

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
西
光
が
註
記
に
示
す
如
ぎ
儒
西
の
有
縁
渚
で
後
に
み

る
鹿
ヶ
谷
密
謀
の
主
導
的
人
物
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
事
態
は
摂

関
家
と
し
て
も
、
平
氏
権
勢
と
の
対
比
に
お
い
て
刮
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
仙
院
（
法
住
寺
殿
）
に
お
け
る
行
幸
相
撲
に
参
仕
し
た

窮
盛
の
行
事
作
法
面
に
違
例
多
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
（
鰍
安
廻
・
＋
・
八
藥
）
。
こ

れ
は
些
細
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
公
儀
の
進
退
作
法
に
自
己
の
職
掌
、
ひ

い
て
は
政
治
的
生
命
を
か
け
る
宮
廷
貴
族
と
し
て
は
見
遁
が
せ
な
い
こ
と
で
あ

り
、
そ
こ
に
対
斬
興
貴
族
へ
の
蔑
視
と
反
感
が
も
た
れ
て
い
た
点
が
属
せ
ら
れ

る
澄
か
か
る
情
勢
の
中
に
結
集
し
て
い
く
古
代
的
貴
族
勢
力
の
反
動
保
守
的
動

静
は
、
安
元
元
（
＝
七
五
）
年
、
左
大
将
藤
原
師
長
の
寮
内
大
臣
と
い
う
政

治
酌
処
概
と
し
て
具
体
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
師
長
に
つ
い
て
は
追
号
に
詳
述
す
る
が
、
彼
は
保
光
の
乱
で
横
死
し
た

頼
長
の
子
で
あ
っ
た
と
雷
え
ば
、
こ
の
こ
と
の
政
治
的
意
図
が
奈
辺
に
あ
っ
た

か
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
父
の
縁
座
に
よ
り
流
罪
に
な
っ
て
い

．
た
が
こ
の
期
の
敷
界
に
返
り
咲
き
、
左
大
将
と
院
司
と
を
兼
ね
て
政
界
に
重
き

を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
人
物
を
内
大
臣
に
起
用
す
る
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
当
時
、
後
白
河
法
皇
は
勝
手
な
権
力
を
ふ
る
う
重
盛
を
不
信
任
し

て
い
た
と
い
う
世
評
と
共
に
、
平
氏
抑
圧
の
政
治
的
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
玉
葉
」
（
承
安
五
・
六
・
十
条
）
に
「
人
皆
以
為
、
右
将

軍
以
晶
無
墜
〔
之
〕
権
一
㈱
八
一
法
泉
疑
レ
其
一
石
○
繊
欲
レ
任
之
忠
一
鰍
㈱
一
書
云
々
」

と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
辺
に
法
皇
と
平
氏
と
の
微
妙
な
関
係
が
ひ
そ
む
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
前
項
に
於
て
み
た
如
く
、
そ
の
初
め
、
慎
ま
し
や
か
に
院
お
よ

び
宮
廷
に
歩
み
嵜
っ
て
き
た
平
氏
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
段
階
に
お
砂
る
専
制

と
驕
慢
な
振
舞
と
、
加
え
て
薪
興
人
な
る
が
故
に
洗
練
さ
れ
な
い
態
度
と
教
養

と
が
、
法
皇
を
囲
縫
す
る
古
代
的
貴
族
厨
か
ら
次
第
に
敬
遠
さ
れ
か
け
た
と
み

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
の
ち
発
展
深
化
し
て
い
く
両
者
の
対
立
・
対
決
と

い
う
政
治
情
勢
か
ら
推
し
て
、
そ
の
萌
し
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
を
別
の
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
現
実
的
な
平
氏
の
武
力
的
専
制
に
対
し
て
、

旧
貴
族
暦
の
こ
れ
ら
一
連
の
動
き
の
中
に
、
時
代
的
な
郷
愁
と
も
い
う
べ
き
も

の
に
繋
が
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
こ
の
時
点
は
保
元
の
乱
後
十

数
年
を
経
た
時
で
、
兼
実
嶽
身
も
偶
然
の
事
な
が
ら
左
大
距
の
近
側
に
い
た
と
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い
う
重
綱
の
口
か
ら
豪
時
の
様
子
を
語
ら
れ
て
「
太
有
　
其
興
一
」
（
酵
母
証
蜘
七
）

と
記
し
て
お
り
、
旧
貴
族
層
の
反
平
氏
的
一
般
感
情
の
動
き
と
も
み
ら
れ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
師
長
の
起
用
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
の
院
政
・
朝
政
の

在
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
再
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
て
、
安
光
二
年
六
月
頃
よ
り
学
費
門
院
は
病
悩
に
よ
っ
て
七
月
に
亡
く

な
ら
れ
た
が
、
院
政
の
落
種
策
は
進
め
ら
れ
、
院
の
近
匝
藤
原
定
能
が
入
道
梱

国
般
愛
の
息
（
知
盛
）
を
超
越
し
て
そ
の
位
階
が
彼
の
上
に
昇
進
し
（
課
勇
濫
蜘
＋
）
、

更
に
ま
た
内
大
臣
師
長
を
太
相
国
に
据
え
る
と
い
5
動
き
に
ま
で
発
展
し
て
き

た
。
尤
も
こ
の
政
治
工
作
の
蔭
に
は
、
重
盛
の
任
内
大
距
、
宗
盛
の
儀
左
大
将

と
い
う
平
氏
備
の
政
治
曲
ポ
ス
ト
も
考
慮
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
処

置
に
つ
い
て
摂
関
家
竃
祭
の
内
諾
を
勅
命
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
。
こ
の
こ
と
に
種
々
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
兼
実
は
御
内
｛
葱
に
対

し
て
「
今
験
有
レ
所
レ
下
之
由
、
仰
如
轟
此
築
一
微
、
為
レ
慰
扁
超
越
無
届
一
子
、
事

似
昌
軽
々
噛
激
職
干
如
㌘
此
余
敢
無
恥
申
事
一
偏
（
莞
三
企
廿
三
条
）
と
し
て
お
り
、
こ
の
人

審
に
は
叡
慮
に
よ
る
摂
関
家
の
同
意
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
三
月
に
実

現
し
た
時
に
は
、
さ
す
が
に
兼
実
と
し
て
も
賛
意
を
表
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
古
代
的
勢
力
に
繋
が
る
院
及
び
摂
関
家
は
一
段
と
歩
み
寄
り
を
示
し

た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
、
平
氏
と
し
て
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
を
と
る
院
政
に
対
し
て
全
面
的
雲
丹
の
挙
に
繊
た
の
が
治
承
元
（
二
七
七
）

年
の
鹿
ケ
谷
事
変
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
審
変
に
つ
い
て
は
周
知
の
こ
と
で
も
あ
る
の
で
劉
愛
す
る
が
、
右
記
す

る
知
き
政
治
的
処
置
を
み
た
翌
月
（
事
変
の
二
ヶ
月
前
）
未
曾
有
と
い
わ
れ
る

大
火
が
帝
都
を
襲
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
律
令
的
官
衙
・
施
設
の
大
半
が
煙
減
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
こ
と
、
そ
の
前
後
の
不
穏
な
社
会
儒
書
が
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か

も
そ
の
大
火
が
讃
岐
院
の
怨
霊
に
よ
る
と
す
る
時
流
的
考
え
が
あ
り
、
そ
れ
が

や
が
て
頼
長
の
贈
位
・
贈
官
、
崇
徳
院
の
院
号
追
贈
と
い
う
行
政
面
に
ま
で
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

展
し
て
い
っ
た
一
連
の
過
程
か
ら
、
そ
こ
に
古
代
勢
力
の
反
動
的
動
ぎ
の
顕
現

と
し
て
こ
れ
を
み
る
こ
と
も
決
し
て
無
理
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
動
き
の
中

心
人
物
と
属
さ
れ
る
師
長
、
密
謀
を
画
し
た
成
親
・
西
光
ら
は
、
と
も
に
保
元

の
乱
・
平
治
の
乱
の
い
ず
れ
か
の
体
験
者
で
あ
り
、
そ
う
い
う
人
物
を
院
政
、

摂
関
勢
力
内
に
擁
し
た
と
こ
ろ
に
、
平
氏
と
対
決
の
宿
命
が
予
定
さ
れ
て
い
た

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
古
代
終
末
期
の
前
半
期
の
政
治
酌
動
向
を
展
望
し
て
き
た
訳
で
あ
る

が
、
そ
の
政
治
過
程
の
中
に
、
単
に
平
氏
の
武
力
的
専
制
と
か
武
士
的
武
力
と

い
う
言
葉
を
も
つ
て
の
み
、
平
氏
の
政
界
進
出
の
事
態
を
説
明
さ
れ
て
な
ら
な

い
と
考
え
る
。
ま
た
平
氏
の
政
治
的
行
動
が
、
一
門
一
家
の
繁
栄
の
た
め
に
、

余
り
に
性
急
的
・
権
力
的
で
、
歴
史
縦
な
伝
統
と
権
威
を
軽
視
し
、
貴
族
の
生

活
様
式
と
そ
の
基
盤
か
ら
浮
き
上
っ
た
政
治
性
は
、
か
え
っ
て
歴
史
的
反
動
勢

力
を
結
集
せ
し
め
る
因
を
作
っ
た
と
思
う
。
こ
の
政
治
性
は
今
後
に
も
示
さ
れ

　
　
　
　
　
⑧

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
に
馴
致
さ
れ
た
社
会
一
宮
廷
貴
族
の
一
の
保
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守
停
滞
性
を
読
み
と
る
政
治
力
の
貧
園
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
①
　
安
元
三
・
九
・
穴
条
「
今
朝
、
大
夫
史
隆
職
、
拙
下
美
作
国
、
営
扁
造
勧

　
　
学
院
｝
可
レ
被
轟
璽
任
一
之
由
豊
旨
於
国
司
之
許
出
云
々
、
去
月
拝
任
之
吏
忽
被

　
　
宣
晶
下
璽
任
輔
頗
可
謂
早
速
〔
敷
〕
、
然
而
、
近
代
賜
昌
成
功
一
長
時
、
同
時

　
　
申
篇
下
之
｛
定
例
云
々
、
勿
国
司
上
昌
請
文
一
駄
」
と
み
え
る
。

　
②
清
盛
が
法
皇
の
た
め
に
蓮
華
王
院
を
造
進
し
た
時
に
は
備
前
国
が
宛
て

　
　
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
「
愚
管
抄
」
に
み
え
る
。

　
③
「
長
門
本
」
巻
一
、
二
代
后
事
。

　
④
嘉
応
二
・
七
・
十
六
条
、
同
・
十
・
廿
一
条
、
同
・
同
・
廿
瓢
条
。

　
⑤
承
安
元
・
十
二
・
二
条
及
び
同
・
十
二
・
廿
八
条
。

　
⑥
承
安
四
・
七
・
九
条
。

　
⑦
「
源
平
盛
衰
記
」
に
は
師
長
は
一
の
上
を
所
望
し
た
が
溝
盛
の
反
対
で

　
　
こ
の
職
に
思
い
止
ま
っ
た
と
し
、
　
「
玉
葉
」
に
は
摂
関
と
し
て
執
政
の
意

　
　
歪
な
く
こ
の
職
を
望
ん
だ
と
す
る
。

　
⑧
安
元
三
・
四
・
廿
八
条
「
未
曾
有
、
未
曾
有
、
凡
余
矯
之
為
レ
体
非
望
・
一
直

　
　
也
事
一
獄
、
火
災
盗
賊
、
大
衆
兵
乱
、
　
上
下
騒
動
、
縞
素
奔
走
、
誠
是
乱

　
　
世
之
至
也
」
　
と
し
て
い
る
。
　
岡
多
の
寵
察
は
同
・
五
・
六
条
及
び
岡
・

　
　
圃
∵
一
条
に
も
み
え
る
。

　
⑨
　
安
元
三
・
七
・
廿
九
条
。

　
⑩
　
禰
原
遷
都
の
こ
と
を
さ
す
。
治
承
四
・
六
・
十
四
条
参
照
。

四
　
鹿
ケ
谷
の
変
よ
リ
治
承
三
年
の
政
変
へ

古
代
終
末
期
の
政
惰
が
鹿
ケ
谷
の
変
に
よ
っ
て
一
段
と
繁
迫
度
を
増
し
た
こ

と
は
既
に
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
這
般
の
消
患
を
追
う
こ
と
は
避
け
、

む
し
ろ
こ
れ
ま
で
依
拠
し
て
ぎ
た
と
こ
ろ
の
「
玉
葉
」
の
記
録
性
に
限
を
注
ぎ

た
い
。
す
な
わ
ち
、
「
玉
葉
」
に
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
菓
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

僅
か
に
三
態
発
生
四
・
五
日
前
の
洛
中
の
騒
ぎ
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、

事
件
の
発
生
に
つ
い
て
も
人
払
え
と
し
て
、
渚
盛
の
院
参
お
よ
び
西
光
・
成
親

の
逮
捕
を
記
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
非
常
纂
態
に
直
面
し
た
実
惰
と

し
て
、
洛
中
に
武
士
充
満
し
、
禁
裏
に
も
雲
集
し
、
「
院
中
寂
莫
〔
云
ゐ
縮
絶
晶

三
編
一
二
レ
邊
扁
記
録
｝
（
下
略
）
」
と
し
、
　
院
で
は
「
近
習
之
人
々
智
悉
令
レ
逃
晶

敬
妻
子
資
財
等
↓
只
一
身
許
二
項
候
云
々
、
事
変
三
七
、
誠
二
二
時
之
間
也
、

悲
哉
々
々
」
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
公
獅
貴
族
の
戦
乱
と
重
大
な
事
態
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
当
彌
が
爽
感
さ
れ
る
。
捕
え
ら
れ
た
西
光
の
平
氏
へ
の
罵
言
お
よ
び
成
親
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

面
縛
と
い
う
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
宮
僚
貴
族
化
し
た
平
氏
を
考
え
る
な
ら
ば
、

こ
の
場
合
単
な
る
軍
事
警
察
力
の
発
動
と
い
う
手
段
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
…

立
場
の
不
明
確
な
宮
延
貴
族
の
文
番
記
録
の
類
の
検
閲
と
い
う
こ
と
ま
で
行
使

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
後
述
す
る
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
こ
で
前
記
眉
母
田
氏
の
所
説
が
想
起
さ
れ
る
。
氏
は
平
氏
政
権
の
設
定
の
期

を
一
応
こ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
さ
す
が
に
当
限
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
み

ら
れ
る
氏
の
判
定
が
そ
の
筆
の
直
後
に
訂
正
さ
れ
て
お
り
、
結
局
、
氏
の
断
論

と
し
て
は
平
氏
政
権
の
明
確
な
時
期
を
治
承
三
年
の
政
変
以
後
に
決
定
づ
け
ら

れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
が
こ
の
場
舎
、
氏
の
透
面
す
る
吏
料
批
判
豹
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態
度
と
明
解
な
論
理
中
畑
閥
と
を
鈍
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の

あ
た
り
の
「
玉
葉
扁
記
事
が
前
記
の
如
く
満
足
な
史
材
を
提
供
し
て
い
な
い
こ

と
で
、
そ
れ
が
氏
の
見
解
を
そ
の
限
度
に
制
約
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
事
実

「
玉
葉
」
に
は
こ
の
事
態
に
つ
い
て
築
変
り
政
改
ま
る
と
記
し
た
だ
け
で
、
そ

の
政
情
の
急
激
な
変
化
の
傘
体
的
内
容
に
は
何
ら
触
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
　
「
玉
葉
」
の
記
ぶ
の
み
を
信
絹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
聴
の
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

情
な
ら
び
に
朝
威
衰
亡
の
実
状
は
、
む
し
ろ
徳
大
寺
実
定
の
　
「
庭
蒼
黒
」
　
に

門
御
方
違
欝
レ
有
レ
行
　
幸
土
御
門
一
軸
欄
翻
無
＝
参
仕
猿
人
λ
中
略
）
臨
幸
思
為
レ

体
、
尤
不
レ
足
レ
言
。
四
十
余
人
上
達
雨
隠
　
何
処
一
泡
。
只
大
納
言
二
人
供
奉
。

無
二
中
納
欝
参
議
｛
。
不
可
々
々
。
如
レ
無
二
王
威
一
之
代
也
」
と
し
て
お
り
、
翌

二
年
の
春
田
品
行
輩
に
も
「
参
議
頼
定
一
人
列
立
、
余
人
皆
逐
電
以
レ
車
四
更

向
昌
宇
治
路
↓
奇
怪
之
至
責
而
有
レ
余
。
末
代
之
作
法
。
王
威
如
レ
無
獄
」
（
綱
玉
輪

量
切
）
と
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
一
斑
は
妻
せ
ら
れ
る
。
然
乏
同
日

条
の
「
玉
葉
」
に
は
右
の
公
儀
に
右
大
将
（
宗
盛
）
の
不
参
加
を
記
し
て
い
る

の
み
で
あ
っ
て
、
現
実
的
実
態
を
知
る
こ
と
は
決
し
て
適
当
で
な
い
こ
と
が
解

る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
「
玉
葉
」
の
記
録
に
よ
る
限
り
、
そ
こ
に
起
つ
た
政
治

的
変
化
の
説
明
は
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
う
い
う
「
玉
葉
」

の
記
事
の
在
り
方
に
私
達
は
記
録
内
容
の
断
履
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

り
、
ひ
い
て
は
「
玉
葉
」
の
寵
述
に
一
応
疑
問
が
抱
か
れ
る
の
も
や
む
を
得
な

い
。
事
変
を
み
て
か
ら
数
ケ
月
後
の
そ
の
年
の
暮
の
小
除
目
に
つ
い
て
、
　
「
玉

葉
偏
（
治
承
元
・
十
二
・
三
十
薙
）
に
、
　
「
去
夜
有
小
尊
爵
云
々
、
花
山
中
納
…
　
難
産
懸
濁
鰍
加
昌

苑
羅
一
即
夜
叙
爵
縦
被
管
殿
、
又
拝
　
任
侍
従
一
云
々
、
拝
賀
等
時
可
レ
被
レ
許
昌
禁

色
㎜
之
評
説
無
言
云
々
、
摂
録
之
患
理
乱
レ
聞
乞
兀
書
論
華
墨
レ
官
之
例
一
中
納
言

、
之
子
磁
位
服
期
日
昇
殿
、
太
以
過
分
也
、
但
権
門
之
事
不
レ
能
レ
論
二
是
非
一
敷
扁

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
、
な
お
平
氏
へ
の
評
欝
に
、

平
氏
の
政
瀞
的
権
力
が
執
政
宮
の
一
人
兼
実
の
口
ま
で
織
せ
し
め
て
い
る
事
実

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
厳
密
詳
細
に
記
誌
さ
れ
た
「
玉
葉
」
の
記

録
は
、
こ
の
事
変
前
後
に
お
け
る
平
氏
の
武
力
権
の
発
動
に
よ
っ
て
、
何
ら
か

の
制
紀
を
う
け
、
政
治
的
配
慮
の
も
と
に
、
少
く
と
も
こ
と
平
氏
に
関
す
る
場

合
に
は
そ
の
記
事
に
潤
色
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
氏
の
権
勢
強
化

に
よ
る
政
治
・
祉
会
情
勢
の
変
化
と
い
う
条
件
の
他
に
、
薩
接
兼
実
一
家
に
も

及
ん
で
来
た
政
治
工
作
と
も
大
い
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
具
体
的
内
容

に
つ
い
て
は
後
述
に
ま
ち
、
こ
こ
に
留
意
し
た
い
の
は
「
玉
葉
扁
の
記
述
が
右

の
よ
う
な
政
治
的
教
会
的
条
件
に
よ
っ
て
一
つ
の
閉
慮
の
下
に
、
現
実
尊
高
を

記
述
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
玉
葉
」
が
兼
実
個
人
の
日
寵
で
な
く
、
宮
廷

記
録
で
あ
る
と
い
う
本
質
醜
な
面
か
ら
も
、
そ
れ
は
当
然
み
ら
れ
る
べ
き
制
約

で
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
石
母
田
氏
が
、
鹿
ケ
谷
の
変
の
翌
年
に

は
平
氏
の
政
治
的
地
位
の
変
化
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
が
、
そ
の
根

拠
と
な
っ
た
宝
葉
L
（
飴
礎
蜘
）
に
は
霜
案
乏
、
王
化
聖
鴻
蚕
豊
従
勅
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古代終末期の政情と「ヨ藻」の配述内容仲村）

命
、
就
レ
中
平
禅
門
依
扇
動
事
一
難
レ
有
一
勅
喚
↓
敢
以
不
＝
動
揺
（
因
レ
戴
山
僧
弥

得
昌
其
力
ニ
ム
々
」
と
詑
し
て
い
る
の
は
、
愛
盛
の
身
勝
手
な
行
動
を
非
難
し
、

か
つ
清
盛
が
古
代
勢
力
の
．
一
環
た
る
延
暦
寺
と
提
携
の
策
謀
を
と
っ
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
平
氏
政
権
の
後
退
と
い
う
こ
と

も
あ
り
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
鹿
ケ
谷
の
変
に
満
盛
は
院
政
・
朝
敷
に
大
き
な

衝
難
を
与
え
た
が
、
そ
れ
は
院
政
構
成
の
過
激
分
子
の
排
除
と
朝
政
圧
迫
と
い

う
こ
と
で
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
平
氏
政
権
の
確
立
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い

と
私
も
思
う
。
院
を
中
心
と
す
る
古
代
蘭
旧
貴
族
勢
力
は
不
尽
身
と
し
て
意
外

な
潜
勢
力
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と
も
か
く
、
平
氏
の
致
治
権
駒
下
に
お
け
る
「
玉
葉
」
の
寵
述
が
、
現
爽
の

事
態
に
蔑
す
る
記
述
の
仕
方
に
つ
い
て
記
事
の
其
実
性
に
疑
わ
る
べ
き
も
の
を

み
る
の
で
、
以
下
そ
の
二
・
三
を
検
討
し
て
み
た
い
。
前
項
に
記
し
た
白
河
殿

（
難
の
の
欝
）
の
死
去
に
つ
い
て
「
遂
以
亡
去
、
天
下
挙
人
謂
、
以
昌
異
姓
影
身
｝

伝
晶
預
藤
氏
之
塞
氏
神
悪
レ
之
、
遂
致
昌
此
罰
去
・
」
（
馬
繋
．
六
．
）
と
し

て
、
即
実
の
死
後
十
四
年
闘
、
彼
女
の
手
で
家
領
が
伝
領
さ
れ
て
ぎ
た
不
満
を

蓑
明
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
み
た
経
緯
を
騒

人
の
伝
え
と
し
て
詑
し
、
さ
ら
に
入
念
に
も
「
此
事
錐
＝
伝
語
↓
真
実
之
説
也
」

と
し
て
い
る
記
誌
法
は
、
家
領
を
清
盛
が
横
領
し
た
事
実
を
ぎ
わ
め
て
娩
曲
に

表
現
し
た
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
既
に
み
た
平
氏
の
院
、
摂
関
家
へ
の
接

近
と
と
も
に
、
藤
氏
の
家
領
を
め
ぐ
り
そ
の
抑
圧
政
策
と
い
う
蜘
態
が
、
こ
こ

に
至
っ
て
表
弱
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
間
の
本
中
に

当
っ
た
人
物
と
し
て
も
、
藤
原
邦
綱
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
彼
の
死
と
共
に

　
　
　
　
　
　
⑥

表
明
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
数
面
前
ま
で
受
領
・
諸
司
の
介
と
い
う
下
級
貴
族
で

あ
っ
た
が
、
清
盛
に
と
り
い
っ
て
重
衡
を
墾
と
し
、
平
氏
政
権
の
要
枢
を
占
め

　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
玉
葉
」
の
記
事
の
も
つ
現
実
的
真
実
性

の
薄
弱
さ
の
最
も
露
骨
な
事
実
が
、
満
盛
の
死
に
よ
っ
て
投
げ
与
え
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
彼
へ
の
評
言
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
誌
法
は
後
白
河
法
皇
の
場
合
に
つ
い
て
も

み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
必
要
と
す
る
平
氏
一
族
に
対
す
る
記
述
態
度
に
「
玉
葉
」

の
寵
述
性
の
一
斑
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が

侮
に
よ
っ
て
い
る
か
は
説
く
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
玉
葉
」
に
平
氏

の
権
勢
に
堀
し
ま
い
と
す
る
気
慨
を
示
す
記
事
が
み
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
が
摂
関
家
の
政
治
立
場
を
表
明
し
た
と
す
る
見
方
は
甘
く
、
そ
の
記
事
の

　
　
曝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

外
に
歴
史
の
真
実
を
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
現
に
治
承
三
（
一

｝
七
九
）
年
、
満
盛
が
後
白
河
法
皇
を
鳥
羽
殿
に
幽
閉
し
た
歴
史
的
事
実
に
つ

い
て
は
明
記
し
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
、
か
つ
て
疑
闇
を
提
起
し
た
こ
と
が
あ

る
。
以
上
の
諸
点
か
ら
、
公
的
な
宮
廷
記
録
と
し
て
の
「
玉
葉
」
の
寵
述
に
対

し
て
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
が
緊
要
な
問
題
と
な
っ
た
の
で
、
項
を
改
め

て
こ
の
点
を
考
究
し
、
そ
こ
か
ら
前
述
し
な
か
っ
た
複
雑
微
妙
な
政
．
情
の
内
部

を
探
求
し
て
真
実
を
把
握
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
①
　
安
元
三
・
五
・
廿
九
条
。
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⑨
　
　
治
承
一
兀
。
六
・
三
条
。

③
「
源
平
盛
衰
記
」
巻
五
、
成
親
巳
下
蔭
召
捕
察
。
「
玉
葉
」
治
承
　
7
5
・

　
六
・
…
条
。

④
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
下
』
四
八
○
頁
～
四
八
一
頁
。

（…

l
　
　
仏
個
承
一
兀
・
九
。
甘
｛
ハ
」
粂
。

⑥
治
承
五
・
閣
二
・
汁
三
条
。

⑦
「
平
家
物
語
」
（
長
門
本
）
第
一
。

⑧
治
承
五
・
闊
二
・
五
条
。

⑨
　
治
承
二
・
十
二
・
三
十
条
に
関
嵐
葦
登
の
室
を
東
宮
乳
栂
と
す
る
計
画

　
が
中
・
止
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
「
是
氏
大
明
神
冥
嶺
町
激
、
難
晟
末
代
｝
堕
レ
家

　
棄
レ
名
事
能
登
レ
有
属
溺
愛
｝
事
鰍
」
と
あ
り
、
そ
の
他
「
棄
レ
身
［
ロ
誕
繍
権

　
勢
こ
と
か
門
誠
二
号
レ
謂
レ
順
晶
時
勢
こ
と
か
の
記
聞
蓑
現
を
み
る
。

五
　
　
「
玉
葉
」
の
記
述
内
容
と
そ
の
限
界

　
「
玉
葉
」
が
古
代
終
末
期
よ
り
鎌
倉
期
初
頭
に
お
い
て
の
き
わ
め
て
重
要
な

根
本
史
料
と
し
て
そ
の
価
値
を
高
く
評
価
さ
れ
、
歴
史
研
究
に
利
用
さ
れ
て
き

た
の
は
、
た
だ
に
筆
旛
が
政
局
の
中
枢
人
物
と
し
て
重
き
を
な
し
た
と
い
う
ば

か
り
で
な
く
、
そ
の
記
事
が
詳
細
か
つ
厳
正
な
筆
致
を
も
つ
て
、
し
か
も
継
続

的
に
記
誌
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
ま
た
記
春
個
人
の
見
解
が
随
時
披
歴
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
、
他
の
日
記
記
録
に
比
し
て
現
実
的
事
態
の
説
明
に
役
立
ち
、

前
項
に
お
い
て
縷
説
し
て
き
た
複
雑
な
政
情
の
展
望
も
、
そ
う
し
た
史
料
的
価

値
の
信
頼
に
支
え
ら
れ
て
進
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
恨
り
に
お
い
て
、

手
段
と
方
法
に
は
誤
り
は
な
く
、
記
事
の
示
す
事
実
は
疑
わ
れ
て
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
「
玉
葉
」
の
記
事
の
み
が
実
状
を
示
す
も
の
で

な
い
片
鱗
は
寸
前
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
し
て
そ
れ
ら
の
記
嘉
が
こ
の

時
代
性
の
真
実
を
語
る
も
の
と
は
言
い
え
な
い
。

　
一
体
、
王
朝
公
卿
の
同
記
記
録
は
宮
廷
に
お
け
る
儀
式
典
礼
お
よ
び
そ
れ
に

関
す
る
有
職
・
故
実
・
旧
事
先
例
を
克
明
に
記
録
す
る
こ
と
を
臼
的
と
し
て
生

ま
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
後
代
子
孫
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
部
面
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
い
て
の
指
導
書
で
あ
り
参
考
書
と
し
て
、
公
事
奉
仕
に
役
立
て
ら
れ
た
。
ま

た
そ
⑤
作
製
整
備
が
宮
廷
貴
族
の
日
諜
の
一
つ
で
あ
り
い
わ
ば
公
的
記
録
と
し

て
の
本
質
的
な
も
の
に
、
見
聞
事
項
が
記
誌
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
、
そ
れ
は
必
要
が
あ
れ
ば
借
覧
し
、
披
露
す
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
日
記
の
も
つ
本
質
的
な
も
の
か
ら
し
て
も
、
絶
紺
秘
密
性
を
保
つ
た
も
の

で
な
い
。
こ
の
原
期
酌
な
こ
と
は
、
　
「
玉
葉
」
の
み
が
例
外
で
あ
る
と
は
い
え

な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
　
門
玉
葉
し
が
い
か
に
乱
撃
な
態
度
と
筆
ま
め
に
綴
ら

れ
て
い
る
か
は
そ
の
随
処
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
、
例
え
ば
関
白
の
賀
茂
参
詣
の

儀
の
不
審
に
つ
い
て
源
食
事
に
こ
れ
を
注
送
せ
し
め
（
懸
　
一
事
、
宮
中
の
相
撲

行
購
が
同
人
の
注
送
状
に
よ
り
記
さ
れ
て
お
り
（
憾
腰
細
．
七
）
、
ま
た
仙
院
（
法

住
寺
殿
）
で
行
幸
七
番
の
稲
撲
行
事
に
所
　
労
で
不
参
加
の
時
に
は
「
今
日
儀
訪
扁

有
識
之
記
録
貢
備
後
代
之
亀
鏡
垂
（
が
安
里
・
八
二
条
）
と
し
て
い
る
ご
と
き
そ
の

一
鱗
に
過
ぎ
な
福
。
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古代終末期の敵憐と「玉葉」の記述内容（中村）

　
ま
た
、
そ
の
記
事
の
凡
て
が
兼
実
個
人
の
兇
聞
に
基
づ
く
も
の
で
な
く
、
そ

の
資
料
と
な
っ
た
も
の
に
、
外
記
渚
原
頼
業
に
負
う
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
多
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
と
は
、
す
で
に
龍
粛
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
ん
に
資
料
の
提
供

と
い
う
こ
と
以
上
に
頼
業
の
記
誌
に
任
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
．
る

点
も
あ
る
が
、
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
　
門
玉
葉
㎏
記
事
を
他
人
が
絶
対
閲
聴
し

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
欝
え
な
い
。
　
「
薫
葉
」
本
　
（
麟
欝
刊
行
本
）
　
に
は

記
事
の
錯
乱
個
所
お
よ
び
後
人
の
七
去
個
所
と
思
わ
れ
る
も
の
も
み
ら
れ
（
灘
応

拡
蜘
）
、
そ
れ
ら
は
何
れ
も
後
代
入
の
伝
写
に
よ
っ
て
生
じ
た
異
本
の
挿
入
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
、
そ
う
い
う
記
事
の
混
乱
は
別
と
し
て
、
こ
こ
に
指
摘
し

た
い
の
は
、
一
，
玉
葉
」
…
1
前
半
一
1
の
記
事
中
に
数
多
く
み
ら
れ
る
「
或
人
云
」

と
す
る
記
誌
法
で
、
そ
の
記
事
が
ま
た
機
微
な
隠
題
や
事
情
を
説
明
し
て
い
る

の
は
、
改
め
て
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
参
考
の
た
め
に
触
駁
し
た
一
部
を

表
示
す
れ
ぽ
左
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
　
（
△
は
平
氏
関
係
、
○
は
院
政
・
摂
関

関
係
、
　
（
　
）
は
説
明
の
便
盤
上
筆
者
の
付
し
た
も
の
）

記
華
年
月
日

同

十

廿

嘉嘉同同
慈応・・
二二同岡÷‡喪尚
爽蓋八

嘉陶岡仁仁
応・・安安
元同二三干
孝吾千軍學
茜五六一茜

自己

事

内

容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

就
寝
之
後
、
或
人
事
、
上
皇
御
不
例
、
殊
以
重
御
云
々

　
　
　
　
む
　
　
む

我
人
云
、
両
翼
奏
轟
宣
A
鯉
等
正
路
昇
亀
戸
台
小
橋
一
入
端
南

殿
北
三
献
戸
一
包
レ
廟
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

或
人
告
送
云
、
来
十
九
日
可
レ
有
昌
譲
位
一
意
、
於
晶
閑
院
一

可
レ
有
端
其
事
ニ
ム
々

或
入
云
、
大
神
宮
有
二
炎
上
事
一
云
々

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　

或
人
云
、
黒
日
滲
二
内
裏
↓
可
レ
追
二
帰
衆
徒
皿
同
学
被
レ
仰
昌

重
盛
鋼
一

…
…
又
或
入
云
、
日
代
禁
嶽
、
尾
張
停
任
、
納
欝
配
流
、

是
衆
徒
訴
訟
之
意
越
也
、
根
吊
叶
我
意
一
云
々

　
　
　
　
へ
　
へ
　
　
　
　
む

或
人
云
、
暗
忠
卿
院
勘
云
々

　
　
　
ム
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム

麗
人
聯
盟
潔
白
今
夜
向
畠
禰
原
↓
　
提
要
鳳
入
道
相
之
命
｝
也

云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

或
人
云
、
昨
日
摂
政
被
欲
滲
法
成
寺
、
而
二
条
京
極
辺
武

士
群
集
…
…
末
代
之
灘
吹
言
語
不
レ
及

　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

…
或
入
植
、
摂
敷
蓼
給
之
聞
、
於
扁
「
途
中
「
有
レ
婁
帰
給
了

云
々

記
購
年
月
日

承
安
元

田

圃
・
同
・
三

智
安
二
・
等
廿
二

同
・
六
・
骨
七

承
糞
∵
六
・
亡

…
回
向
手
五

瞬
・
隅
・
廿
三

同
・
七
・
十
四

承
安
暇
・
二
・
四

記

事

内

容

　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

或
人
云
、
今
日
法
皇
密
幸
昌
成
親
卿
五
辻
第
｛
有
競
馬
鴛
々

　
　
　
　
　
　
り
　
ゅ
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム

或
人
云
、
返
厩
上
皇
可
レ
幸
晶
窺
盛
卿
六
波
羅
第
一
云
々

蕃
人
云
、
公
舜
法
印
、
一
日
可
レ
被
レ
加
昌
僧
正
｝
之
由
注
申

む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
　

去
夜
儀
或
人
語
云
、
先
勧
学
院
滲
賀
、
次
人
々
参
集
…
…

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

或
人
云
、
　
關
門
白
辺
事
来
廿
一
日
若
廿
穴
門
口
之
間
云
々
、

　
　
む
　
　
む

是
三
法
豊
御
結
構
云
々
（
万
家
狂
乱
之
批
也
、
莫
言
莫
言
）

…
今
臼
欲
レ
始
レ
仏
、
砺
或
人
会
、
舐
園
祭
日
也
、
価
神
事
、

若
可
揮
鰍
云
々

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

或
人
様
、
南
京
衆
徒
、
一
昨
週
焼
昌
喜
多
武
峯
坂
下
在
家

等
一
了
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

二
人
云
、
家
司
光
輝
為
　
摂
政
使
一
向
昌
南
都
一
興
レ
下
一
院
嘗
＝

云
々

　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ゆ

或
人
語
云
、
左
大
臣
云
、
執
筆
之
聞
作
法
、
能
被
レ
見
昌
右
府
一

117 （117）



隅
潤
・
六
・
諏
口
穴

治
承
元
・
六
‡

瞬
・
罵
・
十
～

同
・
同
・
廿

隅
・
九
・
十
懇

岡
・
十
一
・
四

岡
・
同
・
九

隅
・
同
・
廿
五

隅
・
＋
二
・
七

治
丞
∵
六
士
董

同
・
七
・
十
穴

同
・
問
・
廿
八

同
・
八
・
廿
五

瞬
・
＋
干
廿
九

治
承
三
・
六
・
文

同
・
岡
・
二
十

間
・
七
・
＋
五

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ
　
　
む

要
人
云
、
建
春
門
院
御
不
例
、
重
悩
給
云
々

　
　
　
　
む
　
　
む

或
二
兎
、
爾
光
由
二
状
事
実
事
二
瓜
々

　
　
　
　
り
　
　
む

或
人
云
、
成
親
在
漏
備
前
園
二
子
レ
今
存
命

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む

或
人
云
、
明
後
日
可
レ
被
一
行
二
除
目
｝
云
々

　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
り
　
む
　
む

或
人
云
、
右
大
将
宗
盛
（
可
）
滲
昌
法
皇
御
共
↓

或
人
云
、
戒
範
卿
女
瓢
到
頭
些
響
之
間
有
昌
産
事
・

　
　
　
　
む
　
　
む

或
人
云
、
除
臨
十
五
臼
可
レ
被
レ
行
云
々

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ

或
人
云
、
牙
御
笏
、
咋
日
臨
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ロ
　
　
む

或
人
云
、
二
三
賜
上
之
間
、
強
盗
入
晶
左
大
難
家
近
隣
一
（
中

略
）
凡
近
鼠
京
中
毎
夜
…
…
無
レ
不
レ
逢
二
此
災
ニ
ム
々

　
　
　
　
ハ
　
ム
　
ム

両
人
云
、
宗
盛
室
二
蘂
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム

申
剋
、
或
人
云
、
右
大
縛
宗
盛
室
天
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
　
む
　
　
む

或
会
、
法
皇
鳥
籠
肥
後
守
資
東
女
単
離
畷
此
璽
｝
　

月
滲
漏
往
御
所
一
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

或
人
云
、
前
座
主
明
雲
去
比
上
洛
（
中
略
）
法
皇
大
回
云
々

　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　

伝
聞
、
関
白
室
可
レ
参
漏
東
宮
｝
（
中
略
）
或
園
圃
、
時
忠
卿

厭
却
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム

（
白
河
殿
領
に
つ
い
て
）
抑
或
人
伝
云
、
入
道
相
国
、
先

年
之
比
夢
田
…
…

　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム

論
人
云
、
白
周
殿
所
書
已
下
菓
…
…

　
　
　
　
ム
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

或
人
云
、
邦
綱
卿
去
比
辞
扁
大
納
欝
一
之
状
即
有
昌
勅
許
一

一
同
●
岡
●
＋
九

治
四
四
・
四
・
宅

同
・
六
・
一
二

同
・
七
・
十
三

圓
・
七
・
三
十

同
・
八
・
＋
八

岡
・
十
・
二

周
・
溝
・
十
九

岡
・
＋
一
・
六

同
・
同
・
十
九

同
・
十
二
・
三

同
・
岡
・
面
面

治
承
五
・
正
・
廿

閥
・
二
・
三

　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム

或
人
云
、
内
大
臣
入
道
〔
　
門
〕
所
労
危
急
云
鳶

或
人
伝
云
、
醍
醐
之
影
写
丁
行
路
調
状
法
一
之
想
闘
牛
か
〕
人
山

之
磁
、
世
闘
風
聞
：
：
…
：

　
　
　
　
　
　
ム
　
ム

…
…
或
入
云
、
遷
都
不
レ
可
レ
然
云
々

或
吠
伝
、
。
遠
婿
立
欄
被
高
召
還
納
　
勅
勘
之
人
間
免
云
々
、

但
前
回
白
及
前
網
調
不
レ
入
漏
此
中
　
云
々

　
　
　
　
む
　
　
む

或
人
云
、
摂
政
丁
重
三
重
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム

或
人
云
、
今
年
菩
薩
院
御
念
仏
退
転
、
禅
門
講
不
レ
可
レ
有

之
之
由
…
…

　
　
　
　
む
　
　
む

麗
人
云
、
上
皇
咋
日
御
下
向
…
…
云
々

　
　
　
　
む
　
む
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

或
人
参
、
高
倉
上
被
二
三
伐
一
之
由
猶
有
レ
疑
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム

嶽
昌
福
原
一
或
人
示
送
云
、
重
可
レ
遣
工
追
討
使
一
（
中
略
）
世

上
之
潮
、
只
難
訓
此
事
一
云
々

或
人
云
、
東
乱
塾
粛
近
江
圏
ニ
ム
々

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ロ

或
人
云
、
虫
晦
日
院
殿
上
定
、
左
大
弁
長
方
奉
レ
宥
昌
法
皇
一

　
　
　
　
　
ほ
　
　
り

可
レ
被
レ
召
漏
返
松
虫
　
之
出
、
響
三
令
レ
申
、
人
々
更
以
不
レ

同
レ
之
云
々

御
僧
滋
、
三
条
堕
在
二
吉
野
｝
…
…

或
人
云
、
頼
朝
有
レ
病

　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム
　
ム
　
　
　
む
　
む

或
人
云
、
禅
門
山
女
滲
二
法
皇
一
之
間
有
轟
種
々
譲
二
一
云
々
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古代終末期の敵欝と「玉葉」の記述内容（中村）

　
右
表
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く
、
そ
の
記
事
が
多
く
法
皇
・
上
皇
・
禁
裏

お
よ
び
平
氏
関
係
で
し
か
も
傭
人
面
輪
影
面
に
関
す
る
も
の
も
あ
る
点
が
記
喜

の
特
性
で
あ
る
。
こ
の
記
事
が
い
か
な
る
理
由
と
事
情
に
よ
っ
て
み
ら
れ
た
か

は
後
述
に
ま
つ
こ
と
と
し
、
　
「
玉
葉
」
詑
事
の
記
誌
態
度
が
前
記
の
如
く
厳
正

で
あ
る
だ
け
に
、
あ
る
必
要
と
配
慮
と
の
下
に
、
そ
の
人
の
名
を
意
識
的
に
伏

せ
た
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
日
記
に
お
い
て
「
或
入
」
を
設
定
し
た
例
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

管
見
の
限
り
で
は
「
台
記
」
に
求
め
ら
れ
、
同
記
に
は
「
向
或
所
讃
」
と
か
、

「
七
人
縫
設
楽
意
」
・
塑
或
人
施
・
か
嬰
墨
・
・
頼
長
が
い

　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
か
は
か
っ
て
発
表
し
た
が
、
そ
の
点
か
ら
い
っ
て
も
「

薫
葉
」
に
み
る
こ
の
記
事
の
設
定
は
、
そ
の
根
本
に
反
時
流
的
な
意
味
を
も
つ

人
物
か
、
そ
れ
と
も
排
流
記
録
に
泓
的
関
係
を
わ
ざ
と
さ
け
る
為
に
し
た
も
の

か
の
電
磁
が
考
え
ら
れ
、
何
れ
に
し
て
も
か
か
る
記
誌
法
に
注
意
が
払
わ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
か
り
に
私
的
面
の
記
事
を
揮
か
る
と
い
う
意
図
か
ら
だ
と
す
れ

ば
、
そ
れ
ら
の
記
事
に
は
、
日
次
の
冒
頭
と
か
単
独
記
事
と
し
て
い
る
場
合
も

あ
る
の
で
こ
の
見
解
は
当
ら
な
い
。
ま
た
幾
人
か
の
不
定
の
人
に
よ
る
偶
然
の

入
手
情
報
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
か
く
て
こ
こ
に
み
る
番
人
は
特
定
の

入
物
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
ま
た
情
報
の
入
手
し
易
い
側
近

表
、
関
係
者
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　
以
上
の
想
定
に
基
づ
い
て
、
こ
こ
に
訴
人
の
所
属
断
層
な
ら
び
に
そ
の
人
物

を
推
定
す
る
の
は
至
っ
て
園
難
で
あ
る
が
、
前
項
、
縷
説
し
て
き
た
平
氏
の
政

権
獲
得
に
狂
奔
し
た
微
妙
な
政
情
の
解
明
に
こ
の
聞
題
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、

決
し
て
無
届
味
で
も
な
く
、
そ
の
審
清
と
条
件
の
中
に
こ
そ
、
こ
こ
に
説
く
終

末
期
の
真
実
の
姿
が
ひ
そ
む
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
情
報
内
容
と
「
玉
葉
」

記
事
と
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
の
真
情
を
考
え
て
み
た
い
。
，
「
玉
葉
」
に
記
さ
れ

る
数
多
く
の
人
物
群
練
を
種
々
の
観
点
と
角
度
と
か
ら
照
射
し
た
結
果
、
一
応
、

二
人
が
擬
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
藤
原
師
長
・
同
兼
雅
で
あ
る
。
以
下
そ
の
考

証
を
試
み
る
前
に
、
　
「
玉
葉
」
に
は
こ
の
両
人
の
名
を
金
く
伏
せ
て
い
る
の
で

な
く
、
虚
名
の
必
要
な
い
場
合
に
は
官
・
名
何
れ
か
に
よ
っ
て
公
的
記
録
に
そ

の
活
動
が
記
誌
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
附
卜
し
て
お
き
た
い
。

　
（
A
）
　
そ
の
一
入
藤
原
師
長
は
第
三
項
に
も
既
述
し
た
寮
長
の
子
で
、
そ
の

縁
座
に
よ
っ
て
流
罪
の
身
が
赦
免
さ
れ
て
後
、
　
新
大
納
言
と
な
り
、
　
仁
安
二

（
＝
六
七
）
年
頃
、
蒔
平
野
盛
の
宅
（
写
物
）
に
婁
寄
せ
て
い
た
（
唯
警

躯
）
。
そ
の
翌
年
左
大
将
と
な
っ
た
が
、
事
に
よ
り
時
の
内
相
忠
雅
と
と
も
に
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

宮
、
同
年
十
二
月
還
任
以
後
は
、
こ
の
期
の
政
局
掴
当
春
と
し
て
の
関
白
：
石

門
の
相
読
と
し
て
、
殆
ん
ど
朝
儀
・
公
儀
に
参
加
し
て
お
り
、
そ
こ
に
職
掌
以

上
の
政
治
的
活
動
と
ウ
エ
イ
ト
が
み
ら
れ
る
の
は
院
司
を
か
ね
て
い
た
か
ら
で

も
あ
ろ
う
。
兼
学
と
個
人
的
接
衡
も
あ
り
、
神
宮
に
つ
い
て
の
造
詣
深
さ
に
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
所
見
を
求
め
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
血
病
的
に
は
従
兄
弟
の
闘
柄
で
公
・
私

に
両
面
の
親
近
性
が
み
ら
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
以
上
は
「

玉
葉
」
の
記
事
か
ら
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
師
長
を
「
玉
葉
扁
に
何
故
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或
人
と
し
た
か
の
難
事
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
に
彼
を
擬
定
し
た
こ

と
を
三
人
の
情
報
内
容
か
ら
見
当
づ
け
て
み
よ
う
。
例
え
ば
或
人
の
記
事
と
し

て
次
の
二
つ
に
つ
い
て
み
る
と
、

　
（
イ
）
　
工
人
云
、
昨
日
早
寒
属
内
裏
↓
可
昆
追
帰
　
衆
徒
一
之
由
、
被
レ
仰
一
一
重
盛
観
↓

　
　
而
申
実
話
及
ユ
夜
陰
一
息
、
内
裏
太
無
情
、
自
門
貴
伏
ハ
、
衆
徒
乱
記
入
内
裏
之

　
　
中
（
大
事
出
来
、
後
海
岸
レ
可
レ
叶
云
々
、
然
弼
、
尚
被
レ
仰
己
三
奈
度
、
勿
欲
昌

　
　
参
内
一
之
閣
、
又
被
レ
止
了
、
明
暁
可
レ
向
云
々
（
下
略
）
（
諏
燃
侃
蜘
鮒
）

　
（
）
伊
）
　
又
或
人
員
、
目
代
禁
獄
、
尾
張
停
任
、
納
言
配
流
、
是
衆
徒
訴
訟
之

　
　
意
趣
也
、
無
心
・
貯
我
意
｝
云
々
（
同
君
条
）

の
如
ぎ
も
の
で
、
こ
れ
は
嘉
蔵
元
（
一
一
六
九
）
年
尾
張
目
代
（
藤
原
成
親
）

と
比
良
野
神
人
と
の
争
論
に
お
い
て
成
親
は
神
人
三
人
を
禁
獄
し
た
こ
と
に
対

し
て
延
暦
寺
の
衆
徒
が
成
親
の
配
流
を
要
求
し
、
内
裏
に
強
訴
し
た
こ
と
に
つ

い
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
毒
婦
に
揃
え
た
報
道
表
も
濡
燕
で
あ
る
が
、

強
訴
に
画
す
る
行
動
処
醗
か
ら
そ
の
人
の
職
掌
が
見
当
づ
け
ら
れ
る
（
師
長
翻

左
大
将
）
と
共
に
、
成
親
の
処
分
に
我
意
を
得
た
と
す
る
辺
り
、
成
親
に
敵
意

を
抱
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
あ
っ
て
四
年
後
の
承
安
三
（
一
一
七
三
）
年
、
南
・
北
衆
徒
の
蜂

起
に
つ
い
て
も
詫
人
か
ら
そ
の
情
報
が
債
え
ら
れ
、
藤
原
氏
は
関
白
品
定
長
を

南
都
に
派
遣
し
た
こ
と
ξ
い
て
宝
尽
（
承
安
一
二
・
六
野
七
条
）
に
、
「
或
藷
云
、

㈱
越
離
韻
下
一
昨
日
定
長
進
発
、
昨
日
志
下
着
鞠
訊
多
武
峯
焼
了
之
由
ハ
下
人
云

々
、
未
レ
闘
…
実
説
一
之
間
、
先
貸
一
節
当
僧
正
房
一
僧
正
馬
下
対
面
↓
条
々
仰
二
等
、

具
以
示
レ
之
（
下
略
）
」
と
そ
の
閻
の
経
緯
を
学
人
が
伝
え
て
い
る
。
こ
の
定
長

と
共
に
下
向
し
た
も
の
が
誰
で
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
後
、
洛
中
法

勝
寺
八
高
結
願
臼
に
兼
実
・
左
大
将
（
師
長
）
も
た
ま
た
ま
参
仕
し
、
御
幸
を

待
つ
片
時
の
両
人
の
射
爆
の
序
で
に
、
左
将
軍
は
次
の
ご
と
く
兼
実
に
語
っ
て

い
る
の
が
門
玉
葉
」
（
撤
駿
柾
蜘
）
に
み
え
る
。
長
交
だ
が
之
を
引
用
す
れ
ば
「
去

比
衆
徒
纂
、
於
レ
院
有
昌
愈
盛
り
其
仰
詞
云
、
四
二
失
多
武
峯
一
之
条
己
大
事
也
、

削
回
寺
之
所
為
、
罪
科
不
軽
、
加
之
、
別
当
僧
正
己
下
在
京
之
時
、
可
レ
止
昌
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

衆
之
蜂
起
↓
　
兼
又
不
レ
可
レ
令
レ
焼
昌
多
武
峯
一
之
由
申
請
下
向
、
大
略
翌
日
炎
上
、

己
違
　
勅
蕎
一
事
不
実
之
罪
也
、
罪
科
何
様
可
レ
被
レ
行
哉
否
諸
卿
姫
戸
、
左
大
臣
、

左
大
将
（
以
下
五
名
筆
者
略
）
被
レ
召
㍉
す
細
…
之
後
可
レ
及
晶
罪
科
｝
鰍
（
下
略
）
」

と
答
申
し
た
と
い
う
の
で
、
こ
の
場
台
、
姦
謀
を
申
請
け
て
下
向
し
た
の
が
、

そ
れ
を
諮
る
左
大
将
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
定
長
と
同
行
し
て
い
る
の
も
彼
で

あ
ろ
う
。
藤
原
氏
の
氏
専
は
関
白
の
管
理
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
院
も
無
関
心

で
は
な
く
、
前
記
の
如
き
彼
の
公
・
私
に
亙
る
立
場
上
、
そ
の
解
決
に
の
り
だ

し
た
の
も
別
に
不
思
議
で
は
な
い
。

　
或
人
を
師
長
と
論
定
す
る
考
証
に
お
い
て
、
そ
の
政
治
活
動
な
と
り
あ
げ
る

こ
と
は
、
主
観
的
見
解
に
陥
る
恐
れ
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
或
人
の
記
事
か

ら
そ
の
人
の
持
性
を
示
す
も
の
を
み
れ
ば
、
そ
の
海
人
は
音
楽
的
素
養
と
関
心

と
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
解
り
、
こ
の
点
は
滑
る
人
を
決
定
す
る
有
力
な
鍵
と
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古代終末期の政情とr玉葉」の寵述内容（中村）

な
る
。
兼
実
は
師
長
か
ら
楽
譜
を
借
那
し
て
い
る
こ
と
は
「
左
将
軍
所
昌
借
送
一

之
難
記
二
建
送
之
・
又
重
書
一
野
被
奮
之
」
（
選
．
）
・
記
・

て
い
る
こ
と
で
解
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
町
人
云
、
去
二
日
建
化
王
院
総
武

舞
之
間
、
青
海
波
、
壇
代
帝
業
、
笙
稲
違
事
出
来
、
隆
季
餐
レ
之
云
々
」
（
目
今

峯
と
か
、
「
無
人
云
、
試
楽
聖
可
・
弾
・
琵
琶
三
駿
塁
籠
）
と
あ
り
、
同

じ
頃
の
別
の
臼
次
記
（
寮
発
光
・
＋
一
・
十
五
条
）
に
は
左
大
将
が
、
春
季
と
豊
原
時
秋
と
の
間

で
音
曲
に
関
し
て
対
立
し
た
の
を
時
鳥
説
の
正
当
を
判
定
し
た
と
記
さ
れ
て
お

り
、
以
上
の
諸
記
事
か
ら
、
或
人
を
左
大
将
師
長
と
す
る
こ
と
は
附
会
で
は
な

か
ろ
う
。
師
長
の
任
内
大
臣
の
こ
と
は
、
政
局
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
し
て
前

述
し
た
が
、
そ
の
時
に
兼
実
の
雪
解
と
し
て
、
「
今
左
将
軍
者
長
生
　
尊
貴
一
身

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
り

備
篇
才
能
一
輔
喰
軽
為
こ
亜
相
之
ご
居
晶
将
軍
之
左
嚇
撰
麗
之
世
殆
可
レ
授
　
剰
任
碗

　
　
　
　
三
絃
律

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

就
中
、
非
呂
唯
納
晶
黒
幕
権
勢
之
門
の
　
腿
尺
龍
顔
、
常
業
　
雅
遊
撃
蓬
ハ
縦
聖
代

縦
乱
不
レ
可
一
著
璽
否
鍵
（
下
略
）
繍
甑
）
（
驚
避
・
、
努
慧

を
表
明
し
て
お
り
、
彼
が
経
及
び
絃
律
に
通
じ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
蚕
帯
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
師
長
の
身
分
的
地
位
、
才
能
お
よ
び
政
治
酌
立
場
が
高
く
評

明
さ
れ
て
い
る
の
は
尤
も
で
、
そ
れ
を
買
わ
れ
て
の
抜
擢
で
あ
り
、
摂
関
家
の

替
〔
辞
と
す
れ
ば
、
前
記
の
政
治
的
事
情
も
氷
解
さ
れ
る
。
治
承
三
年
の
政
変
に

彼
は
京
追
放
の
身
と
な
り
、
熱
田
宮
前
で
琵
琶
を
弾
じ
た
情
景
は
、
王
朝
貴
族

の
末
路
を
示
す
も
の
と
し
て
哀
歓
を
そ
そ
る
「
平
家
物
語
」
の
一
節
で
あ
る
。
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
、

に
彼
が
平
家
か
ら
悪
し
み
を
う
け
て
い
た
と
す
る
こ
と
と
思
い
合
わ
せ
、
彼
の

政
界
に
お
け
る
平
氏
の
風
当
り
の
強
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
人
物
と

親
近
関
係
に
あ
っ
た
兼
実
と
し
て
は
、
疑
念
を
持
た
れ
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て

殊
さ
ら
そ
の
名
を
伏
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
、

　
（
B
）
藤
原
兼
雅
を
他
の
一
人
の
書
聖
渚
と
し
た
の
は
次
の
理
由
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
・
該
当
資
料
か
ら
（
イ
）
左
大
将
（
師
長
）
の
こ
と
を
或
人
が

語
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
　
（
ロ
）
師
長
の
京
洛
追
放
以
後
に
お
い
て
も
「
思
人

云
」
記
事
が
継
続
す
る
こ
と
、
　
（
ハ
）
あ
る
時
点
よ
り
兼
雅
の
公
的
行
動
が
記

さ
れ
ず
、
彼
の
名
を
意
識
約
に
避
け
て
い
る
点
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
、
今
一
つ

（
二
）
そ
の
記
事
が
院
・
平
氏
側
の
情
報
で
兼
雅
の
身
分
・
職
域
上
き
わ
め
て

符
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
証
し
よ
う
。

　
第
三
項
に
お
い
て
既
述
し
た
徳
子
入
内
の
一
件
に
つ
い
て
の
法
皇
の
好
意
的

処
置
は
、
実
は
名
人
に
よ
っ
て
欝
ら
さ
れ
た
と
「
玉
葉
」
に
記
誌
す
る
記
事
に

よ
る
が
、
　
そ
の
同
日
記
事
の
続
き
に
、
　
「
或
人
云
」
と
し
て
法
皇
が
前
太
平

（
忠
雅
）
左
大
臣
（
経
宗
）
左
大
将
（
師
長
）
の
下
に
院
使
を
派
遣
し
て
天
変

の
頻
発
に
よ
り
徳
政
を
行
わ
る
べ
き
を
定
申
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
が
み
え
て
い

る
。
こ
の
こ
と
に
法
皇
と
摂
関
家
と
の
間
の
機
微
な
関
係
が
し
ら
れ
る
と
と
も

に
、
右
の
院
の
内
儀
と
す
る
情
報
が
摂
関
家
側
に
は
キ
ャ
ッ
チ
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
院
の
近
侍
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

も
し
或
人
が
同
一
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
二
件
の
内
容
は
異
な
る
に
し
て
も
、

「
叉
日
」
で
よ
い
訳
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
改
め
て
「
才
人
云
」
と
し
、
そ
の
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件
は
左
大
将
に
つ
い
て
の
点
か
ら
、
別
入
の
需
と
も
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
例

は
他
に
も
み
ら
れ
、
こ
の
場
合
、
師
長
・
兼
雅
の
何
れ
を
ど
う
と
判
定
し
か
ね

る
が
、
師
長
と
す
れ
ば
法
皇
と
彼
と
の
固
い
結
び
付
ぎ
が
あ
っ
た
こ
と
は
推
察

さ
れ
る
。

　
さ
て
こ
の
兼
雅
は
、
こ
の
期
の
前
半
に
一
時
、
太
桐
生
で
あ
っ
た
忠
雅
の
子

で
、
妹
が
関
白
（
藻
募
）
の
妻
室
で
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
摂
関
家
の
兼
実
と

も
義
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
濡
盛
の
長
女
の
害
毒
と
な
っ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

、
り
、
そ
の
事
情
は
詳
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
平
氏
の
政
略
に
よ
つ
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

思
わ
れ
る
。
か
か
る
境
遇
と
最
愛
か
ら
一
応
平
氏
側
に
つ
き
、
兼
実
の
公
的
記

、
録
に
は
、
彼
の
存
在
に
溝
が
作
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
院
司
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
、
こ
の
期
前
半
に
は
建
春
門
院
に
仕
え
、
の
ち
建
礼
門
院
の
別
当
と
も
な
っ

て
い
る
。
承
安
三
（
一
　
七
三
）
年
頃
、
建
春
門
院
の
新
御
願
寺
に
つ
い
て
の

院
の
上
に
は
、
左
大
臣
の
他
、
左
大
将
以
下
の
女
院
院
司
、
隆
季
・
宗
盛
・
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

忠
・
親
雪
・
実
守
ら
と
参
画
し
て
お
り
、
そ
の
顔
触
れ
も
師
長
以
外
は
平
氏
一

族
お
よ
び
支
持
者
で
、
そ
の
点
師
長
と
結
び
つ
き
易
い
基
盤
に
い
た
と
い
え
る
。

基
房
の
息
（
師
「
家
）
の
塵
五
夜
の
儀
に
は
そ
の
職
域
を
も
つ
て
一
役
を
買
っ
て

い
る
ほ
ど
で
あ
る
（
承
安
二
・
六
・
骨
七
条
）
。
し
た
が
っ
て
彼
の
政
治
行
動
の
分
野
は
広

く
、
朝
儀
・
院
儀
に
参
加
す
る
の
み
で
な
く
、
上
卿
と
し
て
政
務
に
当
っ
て
い

る
点
か
ら
す
れ
ば
、
政
界
に
重
ぎ
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
玉

葉
」
に
は
彼
の
個
人
面
に
つ
い
て
記
す
と
こ
ろ
は
余
り
多
く
み
ら
れ
な
い
。
た

だ
、
同
じ
院
司
た
る
成
親
が
法
皇
の
三
条
御
所
の
新
造
の
賞
ど
し
．
て
従
二
位
に

昇
叙
し
た
と
き
、
　
「
三
章
兼
雅
卿
被
扁
超
越
↓
兼
雅
卿
権
門
之
人
智
、
今
被
レ
越

之
条
幕
無
傾
之
漏
（
承
安
二
・
七
廿
一
条
）
と
し
て
お
り
、
平
氏
に
縁
故
を
も
ち
乍
ら
、
下
級

貴
族
た
る
成
親
に
位
階
を
越
さ
れ
た
不
審
を
認
め
て
い
る
。
前
項
に
既
述
す
る

右
大
将
の
一
件
に
つ
い
て
も
、
　
「
諸
膝
悲
哉
㎏
と
失
意
の
清
を
表
明
し
て
い
る

の
を
み
る
と
、
左
・
右
両
大
将
を
同
族
よ
り
据
え
る
と
い
う
期
待
も
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
皆
実
と
し
て
は
一
族
曲
な
信
望
と
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
汲

み
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
鱗
当
馬
。
こ
の
記
議
に
、
重
盛
と
の
聞
に
疑
を
抱

い
て
い
る
こ
と
も
み
ら
れ
る
が
、
平
氏
政
権
内
に
お
け
る
兼
雅
の
在
り
方
が
問

わ
れ
る
べ
き
一
資
材
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
こ
こ
で
眼
を
転
じ
て
彼
の
政
治
的
経
歴
と
オ
能
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、

以
上
み
た
兼
雅
の
ご
と
き
政
治
的
立
場
は
、
少
く
と
も
平
氏
が
権
勢
を
振
舞
う

時
期
に
お
い
て
は
位
階
の
上
昇
に
お
い
て
も
決
し
て
幸
い
し
な
か
っ
た
。
平
氏

側
お
よ
び
院
政
々
権
内
に
は
、
新
興
貴
族
贋
で
如
才
な
く
振
舞
、
）
才
士
が
多
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
邦
綱
∵
成
親
の
ご
と
き
は
そ
の
代
表
酌
タ
イ
プ
と
み
る
こ

　
　
　
　
⑮

と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
下
級
貴
族
麟
に
官
位
・
を
超
越
さ
れ
る
こ
と
及
び
そ
れ

を
認
め
る
院
政
・
平
氏
政
権
に
対
し
て
、
彼
を
し
て
批
判
的
な
行
動
を
と
ら
し

め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
摂
関
家
側
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
離
職

に
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、
摂
関
家
と
の
接
触
も
、
隠
近
の
間
で
あ
る
以
上
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

不
自
然
の
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
、
兼
実
と
し
て
は
、
平
氏
の
風
轟
り
が
強
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古代終末期の政情と「玉葉」の記述内容（中村）

か
っ
た
師
長
と
事
情
は
常
々
違
う
に
し
て
も
、
平
氏
に
縁
故
を
も
つ
と
い
う
点

で
そ
の
名
を
伏
せ
た
の
は
前
者
と
同
様
の
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。

と
く
に
兼
雅
が
鹿
ケ
谷
事
件
の
主
謀
渚
の
一
人
、
成
親
と
は
母
方
関
係
に
よ
る

甥
・
伯
父
の
間
柄
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
に
対
す
る
態
度
と
し
て
こ
と
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ど
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
兼
雅
を
或
人
の
一
人
と
擬
定
し
た
理
由
は
、
以
上
の
推
定
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
あ
え
て
そ
れ
を
主
張
す
る
無
実
は
、
鹿
ケ
磁
器
件
の
直
後
に

発
生
し
た
事
態
に
つ
い
て
、
　
「
玉
葉
漏
に
一
定
期
闇
、
兼
雅
の
宮
・
名
を
記
誌

す
る
こ
と
を
さ
け
た
点
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
兼
摂
一
家
に
関

す
る
要
秘
密
事
項
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
と
さ
ら
相
手
た
る
兼
雅
の
名
を
忍
ば
せ
、

彼
と
の
関
係
交
渉
に
極
め
て
不
明
瞭
な
表
現
を
も
つ
て
、
こ
と
の
重
大
性
を
記

r
し
て
い
る
の
で
そ
こ
に
私
は
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
纂
態
と
は
実
は
清
盛

の
計
ら
い
で
宗
盛
を
通
じ
兼
雅
の
養
女
子
を
良
通
（
兼
実
の
富
心
）
に
め
と
ら
す

と
い
う
交
渉
が
、
事
変
直
後
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
「
玉
葉
」
に
次
の
ご

と
く
記
挿
し
て
い
る
。
　
「
今
日
戌
刻
、
右
大
将
宗
盛
以
回
内
女
房
若
狭
一
有
昌
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む

事
↓
侍
従
可
昌
絹
親
一
之
由
也
、
件
人
無
晶
女
子
嚇
以
＝
少
将
隆
房
朝
臣
騰
鰯
搬
罫
女

子
｝
養
レ
之
云
々
」
　
（
疑
点
華
者
）
と
し
、
さ
ら
に
「
欲
レ
従
レ
之
者
ふ
有
』
堕
レ
家

之
諦
ハ
欲
レ
乖
レ
之
潜
有
二
失
レ
身
之
恐
叫
進
退
惟
谷
、
己
失
昌
方
略
肉
逆
撫
云
、
二

三
男
更
非
属
鰻
止
↓
偏
女
院
御
左
右
也
、
（
中
略
）
三
思
レ
之
、
世
間
蛇
体
、
不
レ

能
一
㎜
是
非
嚇
可
昌
弾
指
一
々
々
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
る
二
人
は
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

盛
で
な
く
花
由
院
兼
雅
で
あ
り
、
平
氏
が
摂
関
家
と
の
所
縁
に
よ
っ
て
政
治
的

立
場
を
有
利
に
し
ょ
う
と
し
た
工
作
で
、
そ
の
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た
苦
悩
の

表
現
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
兼
雅
の
養
女
子
が
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
兼
実
と

し
て
も
晴
天
の
灘
醗
で
あ
る
が
、
相
手
は
雇
入
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
項

に
於
て
指
摘
し
た
対
平
氏
書
誌
の
配
慮
も
こ
の
点
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
勿
論
、
兼
雅
の
名
は
公
儀
の

参
加
者
名
や
叙
位
除
目
の
場
合
を
除
い
て
そ
の
名
論
全
く
出
て
来
な
い
の
で
あ

る
。
よ
う
や
く
治
承
四
年
二
月
に
至
っ
て
、
こ
れ
が
清
盛
の
結
構
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
叢
誌
さ
れ
て
い
る
始
末
で
あ
る
。
そ
の
代
り
、
平
氏
の
権
勢
強

化
の
現
実
的
政
情
か
ら
哲
人
が
猛
的
に
増
加
し
て
い
る
の
は
前
掲
表
に
み
ら
れ

る
通
り
で
、
摂
関
家
と
し
て
は
、
そ
こ
か
ら
院
・
内
裏
お
よ
び
平
氏
の
内
部
惰

報
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
両
家
の
婚
儀
が
執
り
行
わ
れ

た
の
は
、
禰
原
遷
都
を
決
行
し
よ
う
と
す
る
あ
わ
た
だ
し
い
時
の
こ
と
で
あ
っ

⑨た
。
そ
の
歴
史
的
事
実
と
と
も
に
、
平
氏
政
権
の
前
に
古
代
旧
貴
族
勢
力
の
一

支
柱
と
も
み
ら
る
べ
き
眼
張
一
家
も
崩
れ
お
ち
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
見
落

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
い
い
う
る
こ
と
は
、
右
の
事
実
が
兇
落
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
門
玉

葉
」
の
記
事
に
は
以
上
の
如
き
考
察
を
廻
ら
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
実
態
が
捉
え

に
く
い
記
述
性
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
こ
そ
「
玉
葉
」
が
時
代
の
政
治
性
を
も

つ
て
い
た
一
証
左
で
あ
る
。
そ
の
前
半
に
み
ら
れ
る
「
或
人
」
の
設
定
も
こ
の
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政
治
性
と
碍
熱
記
録
の
制
約
と
の
下
に
な
っ
た
産
物
で
あ
る
こ
と
を
諒
解
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
以
上
、
或
人
の
探
究
へ
の
試
論
と
そ
れ
に
関
連
さ
せ
て
玉
葉
記
事
の
内
容
検

討
に
相
当
紙
面
を
費
し
た
が
、
終
末
期
の
政
情
の
黒
白
を
露
骨
に
し
た
の
が
平

矯
に
よ
り
治
承
三
（
一
一
七
九
）
年
敢
行
さ
れ
た
再
度
の
ク
…
デ
タ
ー
で
あ
っ

た
。
こ
の
際
に
は
後
白
河
法
皇
の
幽
閉
を
は
じ
め
、
反
平
氏
勢
力
に
味
方
す
る

と
厨
さ
れ
た
多
量
の
政
界
人
を
解
官
・
追
放
し
、
基
募
・
師
長
の
京
外
追
放
は

も
と
よ
り
、
兼
雅
も
一
時
解
職
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
院
司
・
春
富
大
夫
と
し

て
古
代
勢
力
に
協
力
，
し
た
点
が
聞
わ
れ
た
為
で
あ
ろ
う
。
ま
た
平
三
盛
（
清
盛
判
司
）

も
処
分
の
対
象
と
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
平
氏
部
族
内
の
動
揺
と
分
裂
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

危
惧
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
際
に
は
院
政
・
摂
関
政
治

の
機
能
が
停
止
ぜ
し
め
ら
れ
た
実
状
は
「
玉
葉
偏
記
事
か
ら
推
量
さ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
暴
挙
は
か
え
っ
て
反
平
氏
運
動
を
昂
め
具
体
化
さ
せ
る
結
果
と
な

り
、
源
氏
お
よ
び
南
都
北
嶺
の
旧
勢
力
の
蜂
起
に
よ
っ
て
敢
局
の
急
転
圓
を
み

た
こ
と
は
説
く
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
5
い
う
情
勢
の
中
で
門
玉
葉
」
繍
櫨

訊
蜘
）
に
羅
由
中
麺
・
粂
嘆
扁
と
の
註
記
は
い
か
に
も
意
味
あ
り
げ
で
、
し

た
が
っ
て
或
人
も
ま
た
「
玉
葉
」
か
ら
そ
の
姿
を
没
す
る
の
で
あ
る
。

①
岩
橋
小
弥
太
氏
『
上
代
史
籍
の
研
究
』
所
収
「
記
鐘
概
説
」
。

②
（
嘉
応
二
・
八
犬
・
十
二
条
）
「
摂
致
所
被
欝
之
毒
忌
一
巻
醜
綜
元
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
　
’

　
上
」
お
よ
び
（
承
安
二
・
十
二
・
七
条
）
　
「
前
大
海
馬
実
定
卿
湿
記
多
相

　
持
云
々
、
其
七
一
画
幅
披
露
之
記
ハ
花
園
左
大
臣
記
八
十
余
巻
四
条
戸
部

　
記
百
余
巻
殊
秘
蔵
之
云
々
」
等
そ
の
事
例
は
多
く
み
ら
れ
る
。

③
二
言
氏
『
鎌
倉
時
代
史
下
』
（
春
秋
社
）
一
〇
三
頁
。

④
久
安
三
・
五
・
十
三
条
。
⑤
康
治
元
・
十
一
・
骨
三
粂
。

⑥
久
安
三
・
三
・
十
五
条
p

⑦
「
保
元
の
乱
序
曲
」
（
『
日
本
歴
史
』
八
八
号
）
。

⑧
「
皇
帝
誤
信
第
七
」
高
倉
院
、
五
節
帳
台
試
の
不
参
に
よ
り
両
人
辞
官

　
す
る
こ
と
が
み
え
る
。

⑨
承
安
二
・
九
・
十
四
条
。

⑩
　
　
「
平
家
物
語
」
巻
七
（
長
門
本
）
。

⑭
「
同
右
」
巻
一
（
長
門
本
）
清
盛
息
女
塞
。

⑫
　
承
安
元
・
十
・
廿
一
二
条
に
、
着
雪
の
漕
盛
の
窯
業
に
繍
〃
幸
・
の
と
き
、
重

　
盛
・
宗
盛
・
時
忠
ら
と
纒
而
し
て
い
る
。

⑬
嘉
応
二
・
正
・
一
条
。

⑭
承
安
薫
・
八
・
二
三
条
。

⑮
前
者
は
平
氏
の
縁
故
に
続
き
、
後
者
は
院
の
権
威
に
縄
っ
て
出
世
街
道

　
を
重
事
し
、
鹿
ケ
谷
変
以
前
に
、
兼
雅
は
両
人
に
大
納
言
を
超
越
さ
れ
て

　
い
る
。

⑯
養
和
二
・
三
・
一
条
に
兼
雅
は
漸
や
く
大
納
言
と
な
る
が
、
兼
雅
は
眠

　
近
の
閻
と
し
て
い
る
。

⑰
　
　
「
尊
卑
分
脈
」
、
「
公
卿
補
任
」
に
よ
り
こ
の
関
係
を
つ
き
と
め
え
た
。

⑲
　
こ
の
紀
審
だ
け
で
は
漠
然
た
る
表
現
で
内
容
を
把
握
し
難
く
、
こ
と
に

　
漁
人
に
つ
い
て
は
聡
く
解
ら
な
い
が
、
治
承
閥
・
二
・
十
王
条
お
よ
び
岡
・

　
六
・
九
条
の
両
翼
か
ら
本
文
に
説
く
こ
と
如
く
見
当
づ
け
ら
れ
る
。
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代終末期の敷情と「玉葉」の記述内窟（中村）

⑲
　
　
治
承
四
・
六
・
廿
三
条
。

⑳
　
前
記
し
た
師
家
繊
誕
祝
の
儀
に
兼
実
は
所
労
で
滲
溶
し
な
か
っ
た
が
、

　
三
夜
儀
は
兼
雅
よ
り
の
野
送
に
基
づ
い
て
記
事
と
し
て
い
る
。
然
る
に
五

　
夜
儀
に
つ
い
て
は
「
表
夜
儀
或
入
語
云
」
と
し
て
、
、
そ
こ
に
兼
雅
の
一
役

　
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
或
人
は
兼
雅
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
本
来
な

　
ら
ば
一
人
称
と
す
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
を
空
窓
に
よ
つ
て
三
人
称
に
記
さ

　
れ
た
。

⑳
　
　
「
平
安
遺
文
し
三
九
〇
〇
　
権
中
納
言
平
蕪
落
書
免
状
。

　
「
玉
葉
」
治
承
三
・
十
一
・
十
七
及
び
廿
両
条
。

六
　
余

一
霞

　
以
上
、
古
代
終
末
期
の
政
情
を
展
回
し
、
そ
の
動
向
の
中
に
時
代
酌
脈
動
と

政
治
的
息
吹
を
捉
え
よ
う
と
し
た
意
國
も
、
錦
っ
て
意
余
っ
て
贅
雷
と
な
っ
た

筆
の
拙
さ
を
痛
感
す
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
平
氏
の
武
力
的
権
威
と

い
う
概
念
を
も
つ
て
政
局
の
推
展
が
眺
め
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
歴
史
的
債

統
酌
な
地
盤
と
権
威
と
が
境
実
麟
に
も
っ
て
い
た
働
き
と
、
異
母
史
的
な
政
治

的
営
み
と
い
う
面
も
併
せ
て
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
新
・
旧
両
勢
力

の
摩
擦
と
時
代
的
交
流
の
複
雑
な
動
き
の
申
に
進
展
し
て
い
っ
た
の
が
こ
の
時

期
の
政
情
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
政
清
を
「
玉
葉
」
の
記
事
よ
り
取
材
す
る
場

合
、
そ
れ
が
も
つ
公
的
記
録
と
し
て
の
本
質
的
な
颪
と
、
政
治
的
諸
制
約
と
か

ら
、
語
る
べ
き
真
実
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
部
繭
も
あ
る
と
い
う
点
が
看
過
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
最
も
具
体
的
な
事
実
は
、
む
し
ろ
旧
勢
力
を
支
持
す
る

特
殊
入
物
像
を
伏
名
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
を
俵
え
、
摂
関
貴
族
の
立
場

を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
、
そ
う
し
た
「
玉
葉
」
の
寵
述
性
の
特
質
に
こ

そ
、
こ
の
期
の
旧
情
の
真
の
姿
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
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so　on，　in　tlie　northern　Laes　ranges　vafiedly　in　each　situation．・　’［1］’his

area　is　that　of　tlie　complicated　constitutiQn　of　races　and　the　very

compound　culture．

　　This　articl　e　tries　to　c］arify　ac　ny　racial　relation　around　the　Yao　race，

limiting　area　to　the　circumference　of　the　Pa－tan　country．　At　first

offering　the　reseanching　materials　on　the　Yao　race　in　the　Kaiso

coHntry，　especially　on　its　］ife，　its　settlement，　form　o£　i£s　houses，　its

social　construction，　and　its　religious　aspect，　its　contact　with　other

neighbouring　races　and．　its　relation　are　to　be　shown，　evaluatlng　its

reason　for　existence　not　as　a　minor　race　but　a　bearer　of　one　provincial

culture　in　the　northern　Laos．　Near　tlae　Pa－tan　country，　there　are　the

Yao　and　Meo　faces　in油e瓢ountains，　the　Pu一勧でace　in　the　moun－

tainside　of　撮ountai且foot，　and　the一白ao　race　in　the　val］ey，、cu】tufaI

intefcourse　of　these　races　enriches　and　develops　the　provinclal　culture

as　a　whole．　Without　the　Yao　race　the　Lao　ra’ce　should　be　only　a

farmer　in　the　valley　一　not　to　develop　its　abillty　as　a　commercial’

race，　without　the　Lao　race　the　Yao　race　be　isolated　and　retarded　on

the　top　of　the　mountains，’and　without　the　Pu－ten　race　no　bearer　and

mediator　between　the　two　一Lao　and　Yao一　be　found．　The　point

is　that　besides　tlie　examination　r．of　the　individual　racial　culttire　at

work　the　order　o£　the　pi’ovincial　culture　constituted　by　these　must

not　be　overlooked．　According　to　the　approach　in　the　tacial　geography，

the　provincial　culture　changes　each　racial　culture，　and　is　the　leading

factor　having　lnfiuence　on　history．

The　Political　Conditions　at　the　End　of　the　Ancient

　　　　Perio（］and　the　Contents　of　‘Gツ。々助y∂’三1三葉

by

Toshikatsu　Nakamura

　　Many　articles　on　the　political　history　ln　the　closing　period　of　the

ancient　times　which　understood　tlie　period　in　the　appearance　oE

vicissitudes　of　the　warring　Taira平cla且囎def　the　name　of　the

so－called　Rokuhara　六波氣窪　administration　not　always　clafify　con－

cretely　the　developing　substance　of　the　Taira’s　administration　and　the

principle　of　its　ups　and　downs，　whlch　seems　to　be　the　premise　of　its

transition　to　the　Middle　Ages　bue　ln　reallty　the　problem　to　be　evalu－

ated　and　understood　ln　the　complication　of　the　rule　of　the　cloisterd

Emperor　Shirakawa白河with　the　Sefelean摂関adm量nistてation。
　　This　article　tries　to　research　the　political　conditions　in　the　central
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government　from　this　point　of　view，　in　which　‘Gyokztyo”’　is　the　most

powerfttl　and　valuable　resource．　Criticism　’of　its　contents　has　been

done　without　any　inore　consideration．　・As　k　was　the　public　record，

though　it　was　recorded　by　the　strict　and　earnest　attitude，　it　was

overlooked　that　conditions　and　its　articles　depended　on　the　then

political　and　social　conditionsi，　from　the　substance　oi　which　we　thinl〈

it　to　be　clear　by　criticism　and　examination　of　its　articles　and　by

bacl〈ing　with　other　tesottrces．

The　Salt　MORopoly　in　the　Ak6赤穂C1an

by

Tatsukai　Kawate

　　The　distfibut三ng　aspect　of　the　Japanese　salt　history　to　the　develoP一

組en£of宅he　Japa繊ese　histofical　science　is　the，　pfoble撮bf　the　commodity－

cifculating　history　bf　salt　in　the　cifculating　Pでocess，　but　the　s撫dy　of

this　aspect　grows　sloweゴin　spite　of　the　felatively　abunda捻t　fesources
亙eft．

　　This　atticle，　par乞］y　clarifying　this　problem，　tfies　to　analyse　the

capita玉felations　of　the　salt　wholesale　mefchants　in　Edo江戸，
へ

Osaka大坂，　and　1競6赤穂，　through　the　process　of　the　salt　mono－

poly．　At負ゴst　as　the　feason　bf　the／4ん6　ciaゴs　sucess　in　the　salt
　　　　　　　　　　　　ム
monopoly　to　Osaha　the　counter－relation　between　the　salt　wholesale
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
mefchant　capital　in　Osaka　and　1n／4ん6　is　examined，圭n　which　the

salt　whoiesa王e　merchants　in君ん6　who　were　to　exclude　the　pressure
　　　　　　ム
of　the　Osaha　mefchant　capital　upon　them　faced　it　with　the　salt　mo－

nopoly　supported　by　the　powef　of　the／1ん6　clan　as窃e　last　basis，

thoほgh　the／1ん6　whoiesalers　tfied　to　grasp　in　vai麓some　ships　ill　othef
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム
countries　undef　the　control　of　the　Osakαcapita1，　Then　in　the　monopoly

in　Edo，　its　fouadatioh　was　hardly　established　from　the　first　time　i且

conse（luence　of　the　diMculty　of　grasping　ships　in　other　countries　undef

the　contorol　of　the　Edo　salt　wholesale　merchants，　the　capital　intefests

of　／1為6　aga三nst　the　other　countfies，　and　the　mo▽ement　of　theでesident

ffamanin浜人against　the　moaopoly，　and　at　last　the　Ak6　c！an，　failed

in　the　salt　monopoly　in　the　Bunka　文イヒ　and　、Bu？・zse’i　陶歯　periods，

re－organized　the　monopoly　turn加g　aside　complaint　of　ffa？nanin『by

apPointing　the．new　stfawbags　and　contfibLiting　them　from　each　beach．
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