
書
安

虻田
元
久
編

日
本
封
建
制
成
立
の
諸
前
提工

　
藤
　
敬
　
一

　
本
書
は
、
北
大
文
学
部
中
世
史
研
究
グ
ル
…
プ
が
「
封
建
制
成
立
の
前
提
と

し
て
の
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
条
件
は
何
か
」
（
序
文
）
、
と
い
う
共
通
課

題
の
も
と
に
、
こ
こ
数
年
来
続
け
ら
れ
て
来
た
共
岡
研
究
の
成
果
を
世
に
問
わ

江
た
も
の
で
あ
り
、
編
考
安
田
氏
以
下
五
氏
の
労
作
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
安
田
元
久
氏
　
古
代
季
春
に
お
け
る
関
東
武
士
団

　
　
　
　
　
　
　
　
一
読
義
朝
の
動
き
を
中
心
と
し
て
1

　
渡
辺
康
市
氏
　
古
代
末
期
受
領
考

　
三
国
　
彰
氏
　
旧
、
田
堵
』
の
　
側
悪
に
つ
い
て
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
役
奉
仕
を
中
心
に
…
一
…

　
禰
潤
豊
彦
氏
　
封
建
領
主
側
形
成
の
一
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
－
下
総
国
香
取
社
の
場
合
－

　
鈴
木
英
雄
氏
　
　
『
惣
領
制
』
に
関
す
る
二
三
の
問
題

　
以
下
順
を
追
っ
て
簡
単
な
紹
介
と
若
干
の
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と

に
す
る
。

安
田
元
久
氏
古
代
家
期
に
お
け
る
関
東
武
士
団
…
源
義
朝
の
動
き
を
中
心
と

し
て
一
は
、
今
日
に
お
け
る
武
士
阿
研
究
で
残
さ
れ
た
重
要
な
問
題
は
、
「
武
士

団
の
統
合
・
組
織
化
の
過
程
を
可
能
な
か
ぎ
り
具
体
的
に
見
究
め
る
こ
と
」
で
あ

り
、
そ
の
う
え
に
た
っ
て
、
頻
武
士
団
あ
る
い
は
武
士
匹
領
主
層
の
構
造
な
い

し
性
格
の
究
明
に
す
す
む
こ
と
が
、
武
土
及
び
武
士
団
の
研
究
を
大
ぎ
く
押
し

進
め
る
た
め
に
有
効
な
方
法
の
一
つ
で
あ
ろ
う
」
と
の
問
題
意
識
か
ら
、
具
体

的
に
は
e
古
来
関
東
武
士
の
棟
梁
と
称
さ
れ
た
清
和
源
氏
嫡
流
家
に
よ
る
菓
國

支
配
の
実
態
。
⇔
保
元
の
乱
に
い
た
る
ま
で
の
義
朝
の
関
棄
に
お
け
る
活
動
の

意
義
。
鶴
十
二
世
紀
に
お
け
る
関
東
武
士
団
の
規
摸
な
ら
び
に
い
わ
ゆ
る
嶽
族

的
領
下
層
に
お
け
る
武
士
団
形
成
の
過
程
、
こ
の
王
点
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し

く
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
で
は
、
ま
ず
、
後
に
義
朝
が
移
り
住
ん
で
成
長
し
得
た
条
件
を
究
明

す
る
た
め
に
、
為
義
以
前
の
源
氏
と
鎌
倉
（
関
東
）
と
の
関
係
を
追
求
し
、
頼

義
・
義
家
の
時
は
、
絹
模
で
在
地
の
武
土
と
私
的
関
係
を
あ
る
程
度
維
持
し
え

た
ほ
か
は
、
い
ま
だ
東
出
武
土
を
広
範
に
結
集
し
え
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
、
源
家
嫡
流
糊
伝
の
所
領
と
い
わ
れ
る
安
房
国
丸
御
厨
及
び
武
蔵
国
大

河
土
御
厨
の
支
配
形
態
の
分
斬
か
ら
、
そ
れ
が
在
地
領
置
の
場
合
の
よ
う
に
直

接
的
支
配
に
も
と
つ
く
土
地
領
有
で
な
く
、
在
地
性
が
薄
か
っ
た
こ
と
、
叉
、

在
地
の
武
士
も
土
地
1
1
所
領
を
媒
介
と
す
る
主
従
関
係
を
結
ぶ
に
は
い
ま
だ
領

主
化
が
未
熟
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
二
章
で
は
、
保
元
の

乱
前
の
常
陸
・
下
野
・
上
野
・
両
総
で
は
有
力
な
豪
族
に
よ
る
大
規
模
な
支
配

関
係
が
創
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
彼
等
は
義
朝
に
対
立
す
る
勢
力
で
あ
っ
た
事
情
が

明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
義
朝
の
動
向
と
関
東
武
士
団
の
関
係
が
、
大
庭
・

桐
馬
の
二
つ
の
御
附
を
中
心
に
搦
き
出
さ
れ
て
い
る
。
義
朝
は
、
大
庭
御
耐
で

は
開
発
領
主
大
庭
氏
を
排
除
し
、
，
直
接
的
な
領
主
権
の
獲
得
を
め
ざ
し
、
根
馬
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評書

御
鰐
で
は
、
千
葉
常
胤
の
も
っ
て
い
た
門
領
主
職
」
“
収
益
権
の
奪
取
を
企
画

し
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
槽
異
な
る
形
態
を
と
り
つ
つ
も
、
義
朝

が
武
士
罰
の
統
合
に
成
功
し
た
の
は
、
当
縛
に
お
け
る
東
国
武
士
団
一
般
の
成

長
・
統
合
が
急
激
に
進
行
し
て
い
た
情
勢
に
適
合
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と

主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
第
三
章
で
は
、
十
二
世
紀
後
半
が
武
士
団
の
成
長
・

統
合
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
関
東
武
士
団
の
存
在
形
態
と
動

向
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
武
士
國
の
規
模
の
検
討
か
ら
、
e
肉
内
・
大
庭
・
三

浦
氏
な
ど
い
ず
れ
も
根
本
領
主
廷
荻
官
憲
武
士
で
あ
り
、
ほ
ぼ
一
指
に
わ
た
る

勢
減
を
保
持
し
た
中
級
武
士
団
が
、
相
互
に
独
立
性
を
保
ち
つ
つ
義
朝
に
従
っ

た
相
模
型
、
⇔
武
蔵
七
党
な
ど
の
適
量
結
合
の
小
武
士
園
の
首
長
が
、
個
々
に

義
朝
の
郎
等
と
な
っ
た
武
蔵
型
、
⇔
平
密
議
や
千
葉
常
胤
の
ご
と
き
豪
族
的
武

士
騒
の
も
と
に
中
小
武
士
団
が
統
合
さ
れ
て
い
た
両
歯
型
、
と
い
う
三
類
型
が

区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
武
士
団
統
合
の
あ
り
方
を
問
題
と
し
、
豪
族
的

領
主
千
葉
氏
の
場
合
と
義
朝
の
場
合
を
比
較
し
、
千
葉
氏
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

所
領
構
造
が
私
営
田
的
構
造
か
ら
、
現
物
所
当
・
佛
地
子
を
主
要
な
収
取
内
容

と
す
る
領
主
制
的
構
造
に
移
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
、
「
私
営
田
経
営
の
中
か
ら

成
長
し
た
名
主
約
地
主
層
を
基
礎
と
し
、
さ
ら
に
中
小
在
地
領
主
層
を
ヒ
エ
ラ

ル
ビ
ッ
シ
ュ
に
支
配
し
、
そ
の
上
に
新
な
領
主
制
を
う
ち
た
て
た
結
果
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
義
朝
の
場
合
は
、
武
士
団
の
統
合
と
い
う
意
味
で
は
千
葉
氏

と
同
格
で
あ
る
が
、
彼
の
場
合
、
個
々
の
武
士
を
主
従
関
係
に
く
り
こ
ん
で
ゆ

く
よ
り
ほ
か
に
な
く
、
そ
の
基
本
原
理
は
や
は
り
清
和
源
氏
の
嫡
流
と
い
う
伝

統
鮒
権
威
藷
「
貴
種
こ
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
在
地
武
士
団
の
発
展
と

統
一
と
い
う
時
代
の
趨
勢
と
マ
ッ
チ
し
た
と
こ
ろ
に
、
嶽
族
的
武
土
団
を
も
統

合
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
成
立
の
母
体
で
あ
る
東
国
武
士
団
に
つ
い
て
、

武
士
団
肝
属
の
問
題
を
正
爾
か
ら
追
求
さ
れ
た
こ
と
は
、
西
岡
虎
之
助
氏
等
に

よ
る
従
来
の
研
究
が
、
や
や
並
列
的
な
感
じ
を
免
か
江
な
か
っ
た
だ
け
に
、
権

力
組
織
の
成
り
た
ち
を
い
わ
ば
立
体
的
に
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の
と
し

て
、
大
き
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
論
文
の
第
一
の
功
綾
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
、
義
朝
の
武
土
古
統
合
の
原
理
と
し
て
、
従
来
と
も
指
摘
さ
れ
て
は

い
た
も
の
の
、
一
向
に
具
体
性
を
欠
い
て
い
た
「
貴
種
」
の
意
義
が
、
他
の
在

地
の
嶽
族
的
武
士
団
と
特
記
（
義
覇
の
み
で
な
く
）
と
の
比
較
を
通
し
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彦
由
一
太
氏
［
開
斐
源
氏
と
治
承
寿
永
争
乱
」

（『

�
{
史
研
究
』
四
三
号
）
な
ど
と
関
連
さ
せ
て
み
る
蒔
、
鎌
倉
幕
府
成
立
史

を
考
え
る
上
で
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
今
後
安
田
氏
の
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、

一
・
二
望
蜀
の
言
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
う
。
第
一
は
源
氏
嫡
流
家
の
在
地
性
と

武
士
団
統
合
に
つ
い
て
で
あ
る
。
為
義
以
前
の
源
氏
嫡
流
家
は
、
い
わ
ば
至
芸

的
・
荘
園
領
主
的
で
あ
り
、
在
地
性
が
稀
薄
で
あ
っ
た
こ
と
が
東
国
武
士
の
糾

合
を
不
可
能
に
し
て
い
た
一
悶
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
意
味
で
は
、
義
朝
・
頼
朝
に
し
て
も
、
独
癬
の
確
固
た
る
在
地
性
あ
る

経
済
的
基
礎
を
も
ち
え
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
棟
梁
に
対
す
る
封
建

酌
主
従
関
係
と
い
う
も
の
は
、
棟
梁
に
結
集
す
る
側
で
は
武
士
団
の
領
主
制
的

展
開
を
必
要
と
す
る
け
れ
ど
も
、
棟
梁
自
体
は
彼
が
従
士
団
の
土
地
所
有
を
安

堵
し
得
る
か
、
な
い
し
は
そ
の
可
能
性
を
も
つ
か
ぎ
り
、
彼
が
特
に
在
地
性
の
強

い
経
済
的
基
盤
を
も
つ
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
必
要
で
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
特
に
「
貴
種
扁
が
強
調
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で

あ
る
。
な
お
、
義
朝
と
千
葉
氏
等
の
武
士
団
統
合
形
態
の
ち
が
い
の
問
題
と
し
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て
、
そ
の
在
地
性
が
決
定
酌
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
は
異
論
慰
な
い
が
。

第
二
に
絹
模
・
武
蔵
・
両
総
と
い
う
十
二
世
紀
後
半
に
お
け
る
武
士
団
の
統
合
・

形
態
の
霊
類
型
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
が
、

更
に
一
歩
つ
つ
こ
ん
で
、
こ
の
段
階
で
相
模
や
武
蔵
で
は
な
ぜ
千
葉
氏
の
ご
と

き
豪
族
的
領
主
が
生
れ
な
か
っ
た
の
か
、
武
蔵
で
は
な
ぜ
党
的
小
武
士
団
の
籏

生
が
み
ら
れ
た
の
か
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
条
件
の
ち
が
い
に
つ
い
て

分
析
が
加
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
東
国
武
士
団
の
立
体
的
把
握
が
よ
り
一
層
冤
事

に
果
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
本
論
文
に
は
、
か
つ
て
『
北
大
史
学
』
三
号
に
発
心
さ
れ
た
「
豆
飯
発

生
史
に
関
す
る
覚
書
扁
が
附
録
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
武
士
団
成
立
の
研

究
史
が
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
田
堵
・
名
主
層
↓
領
主
層
翻
中

小
武
士
層
と
の
構
想
に
よ
る
中
小
武
士
団
成
立
に
関
す
る
厨
論
が
明
解
に
展
開

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
中
小
武
士
層
の
成
立
に
際
し
て
の
「
農
業
経
営
か
ら
の

分
離
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
飛
躍
的
変
化
」
と
さ
れ
る
だ
け
に
、
直
営
地

の
問
題
や
農
業
管
理
の
問
題
ま
で
併
せ
て
具
体
的
に
究
明
し
て
欲
し
か
っ
た
と

思
う
。
し
か
し
こ
の
点
は
封
建
領
主
制
の
展
開
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
カ
ギ
を

な
す
点
で
あ
り
、
今
後
多
く
の
研
究
者
の
協
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
門
飛
躍

的
」
な
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
渡
辺
康
市
氏
古
代
末
期
受
領
考
は
、
院
政
政
権
成
立
史
の
研
究
を
指
向
す
る

立
場
か
ら
、
摂
関
時
代
と
院
政
時
代
に
お
け
る
受
領
層
と
各
政
権
と
の
関
係
、

両
者
の
差
異
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
領
暦
の
「
横
線
的
な
動

向
」
を
、
そ
し
て
発
生
期
院
政
の
中
心
宮
僚
の
一
人
勧
修
寺
流
為
房
に
つ
い
て
、

院
政
政
権
に
結
び
つ
く
ま
で
の
経
過
を
、
摂
関
時
代
初
頭
か
ら
系
譜
的
に
考
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
縦
線
的
な
動
向
」
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
古

代
末
期
受
領
層
の
輪
廓
を
心
え
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
ま
ず
摂
関
時
代
の
受
領
と
し
て
、
藤
原
惟
憲
・
同
国
通
・
同
景

斉
お
よ
び
武
門
出
身
の
受
領
源
頼
光
の
動
向
を
取
り
あ
げ
、
e
受
領
が
摂
関
政

権
の
経
済
的
基
礎
の
一
端
を
支
え
て
い
た
こ
と
、
ω
彼
等
は
一
身
一
家
の
栄
達

を
隠
酌
に
汲
々
と
摂
関
家
に
奉
仕
し
て
い
た
の
み
で
、
摂
関
政
治
を
変
草
す
る

よ
う
な
主
体
的
意
識
は
な
か
っ
た
こ
と
、
を
結
論
さ
れ
る
。
次
い
で
院
政
下
の

受
領
に
つ
い
て
は
、
大
江
匡
房
・
藤
原
翠
嵐
、
同
為
房
等
を
と
り
あ
げ
、
彼
等

も
ま
た
、
院
政
下
の
上
級
貴
族
で
あ
る
村
上
源
氏
や
閑
院
流
藤
原
氏
に
受
領
の

功
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
律
令
捌
立
家
の
枠
内
で
、
身
分
上
昇
に
没
頭

す
る
域
を
出
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
第
二
章
で
は
勧
修
寺
流
藤

原
氏
に
つ
い
て
、
上
級
貴
族
時
代
（
高
藤
と
そ
の
子
の
時
代
）
・
中
下
級
貴
族

時
代
（
朝
頼
i
為
輔
－
宣
孝
一
隆
光
一
隆
方
の
能
代
）
の
地
位
が
、
そ
れ
ぞ
れ

特
に
母
方
の
「
ミ
ウ
チ
的
」
結
合
に
左
右
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
詳
細
に
あ
と
づ

け
、
更
に
為
房
が
、
こ
れ
ま
た
マ
ミ
ウ
チ
的
」
結
合
と
受
領
功
と
で
、
摂
関
家

に
対
立
し
て
院
と
結
ん
だ
議
院
流
藤
陳
氏
に
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
級

貴
族
に
の
し
あ
が
っ
た
事
情
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
勧
修
嵜
流
と
い
う
一
貴
族
の
起
伏
に
と
ん
だ
系
譜
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の

地
位
が
マ
ミ
ウ
チ
約
に
結
合
に
左
右
さ
れ
た
こ
と
を
具
体
的
に
論
．
証
さ
れ
た
こ

と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
一
つ
の
貴
重
な
仕
事
で
あ
る
し
、
初
期
院
敷
に
お
け
る

閑
院
流
藤
原
氏
の
位
置
を
大
き
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
も
、
従
来
さ
し
て
強
調
さ

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
け
に
新
鮮
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
個
々

の
論
点
と
は
別
に
、
受
領
層
全
体
の
歴
史
的
役
割
の
評
価
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
い
さ
さ
か
疑
問
な
き
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
等
個
々
人
に
つ
い
て
、
上

級
貴
族
へ
の
献
身
と
奉
仕
の
姿
を
強
調
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
異
論
の
な
い
と
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評書

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
等
が
意
識
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
階
級
的

（
集
囲
酌
）
に
果
し
た
歴
史
的
役
割
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
い
さ
さ
か
あ
げ
あ
し
と
り
の
よ
う
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
氏
自
身
、
　
「
受

領
功
を
十
分
に
活
用
し
た
結
果
組
織
さ
れ
た
受
領
履
は
、
受
領
の
任
免
権
を
通

し
て
支
配
す
る
摂
関
家
か
ら
の
独
立
を
願
い
、
或
い
は
、
ま
た
国
衙
領
を
お
か

す
最
大
の
荘
園
領
主
と
し
て
の
摂
関
家
に
反
目
・
対
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
必
然
性
を
も
つ
て
、
閑
院
流
に
結
集
し
院
政
政
権
を
支
え
て
い
た
の
で

あ
る
」
　
（
一
九
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
点
を

詐
価
す
る
こ
と
が
や
は
り
重
要
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
、
氏
の
金
体
の
論
旨
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も

は
む
し
ろ
反
対
に
受
領
贋
は
主
体
的
に
さ
え
も
摸
関
々
を
否
定
す
る
方
向
を
持

つ
た
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
し
、
院
政
政
権
に
お
け
る
受
領
腰
の
客
観
的
に

果
し
た
稜
耳
隠
役
割
は
、
当
然
軽
視
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
又
、

院
政
政
権
下
に
お
い
て
次
代
の
創
造
者
た
ち
が
力
強
く
成
長
す
る
条
件
が
用
意

さ
れ
た
こ
と
－
例
え
ば
受
領
の
収
取
対
象
で
あ
る
国
立
領
に
お
い
て
在
家
役

賦
諜
や
別
名
の
形
成
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
等
々
一
を
搾
れ
ば
、
院
政
下
の
受

領
は
客
観
酌
に
は
摂
関
時
代
と
は
ま
た
ち
が
っ
た
歴
史
的
役
割
を
果
し
た
筈
で

あ
る
。
　
「
所
詮
古
代
律
令
国
家
の
枠
の
中
で
古
代
貴
族
と
し
て
身
分
上
昇
運
動

に
没
頭
す
る
域
を
少
し
も
出
な
か
っ
た
」
と
い
う
受
領
に
つ
い
て
の
氏
の
評
価

も
、
氏
の
い
わ
れ
る
「
古
代
律
令
国
家
」
　
「
古
代
貴
族
」
自
体
が
決
し
て
土
定

し
た
も
の
で
な
く
、
常
に
変
質
を
と
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ

た
な
ら
ば
、
　
桜
蒸
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
我
々
は

「
古
代
」
の
櫓
舵
を
も
う
解
い
て
も
い
い
頃
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
三
国
本
甲
『
田
堵
』
の
一
側
颪
ー
カ
事
案
仕
を
痛
心
に
一
は
、
田
堵
の

特
質
を
地
子
田
経
営
に
よ
る
庄
田
の
請
作
に
も
と
め
ら
れ
た
村
井
康
彦
氏
の
所

論
を
批
判
し
、
温
水
三
男
氏
・
渡
辺
澄
夫
氏
の
見
解
を
継
承
し
、
そ
の
特
質

は
む
し
ろ
領
主
へ
の
隷
属
と
力
役
関
係
に
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
氏
は
ま
ず
第
一
章
で
有
名
な
近
江
国
愛
智
庄
を
と
り
あ
げ
て
そ
の
経
営
形

態
を
分
析
し
、
e
初
期
の
そ
れ
は
地
無
田
経
営
で
圏
堵
は
地
子
の
納
入
責
任
春

で
あ
っ
た
が
、
佃
の
比
重
が
大
き
く
、
田
堵
の
佃
に
対
す
る
徳
役
奉
仕
が
考
え

ら
れ
、
こ
れ
を
通
じ
て
田
堵
は
領
主
の
強
い
統
制
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
。

◎
十
一
世
紀
中
葉
の
不
輸
不
入
確
立
期
に
は
、
臨
時
雑
役
の
徴
収
権
が
、
国
衙

か
ら
等
家
に
移
譲
さ
れ
る
こ
と
で
、
田
堵
は
、
自
身
ニ
カ
で
地
主
的
性
絡
を
有

し
つ
つ
も
、
力
役
奉
仕
を
通
じ
て
荘
園
領
主
の
更
に
強
い
統
制
下
に
お
か
れ
る

に
い
た
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
第
二
章
で
は
「
荘
園
領
主
と
田
堵
の
関
係

は
太
・
来
催
役
制
優
位
の
下
に
生
れ
た
」
と
の
立
場
か
ら
、
村
井
氏
が
主
要
な
素

材
と
さ
れ
た
東
寺
領
川
合
大
国
庄
に
つ
い
て
、
村
井
批
判
を
更
に
展
開
さ
れ
、

主
と
し
て
稲
木
大
夫
荒
木
田
延
能
の
動
向
の
検
討
と
、
田
堵
の
負
っ
た
「
堰
溝

役
」
の
存
在
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
る
。
e
大
名
田
堵
は
不
安
定
な
土
地

へ
の
権
利
を
ま
も
る
た
め
に
、
神
宮
と
更
に
強
い
身
分
的
隷
属
関
係
を
結
ん
だ

と
は
い
え
、
彼
等
の
あ
る
も
の
は
庄
官
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
等
が
当
初
荘
園
領

主
に
人
身
的
に
隷
属
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
◎
当
庄
の
田
堵
は
、
循
役
労
働

な
ど
を
領
霊
に
勤
仕
し
、
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
霞
己
の
耕
作
権
を
保
護
さ
れ

て
い
た
。
⇔
当
庄
で
も
領
主
へ
の
力
役
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
田
堵
は
人
身

的
負
担
面
で
束
縛
を
受
け
て
い
た
か
ら
、
当
庄
の
経
営
は
地
子
田
経
営
翻
一
色

田
体
制
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
見
解
を
一
般
化
す
る
た
め
に
観
世
音
寺

領
高
田
庄
、
東
大
寺
領
9
1
｛
田
庄
、
長
福
寺
領
梅
津
庄
の
田
堵
の
存
在
形
態
を
検

討
し
、
　
「
田
堵
は
個
人
的
に
荘
園
領
主
と
隷
属
関
係
を
結
び
、
必
ず
し
も
土
地

の
関
係
を
持
た
ず
、
耕
作
関
係
よ
り
何
ら
か
の
役
を
奉
仕
す
る
こ
と
で
荘
園
領
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主
と
関
係
を
持
ち
、
そ
の
縁
か
ら
後
に
土
地
の
関
係
が
生
じ
た
の
で
は
な
い

か
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
田
堵
の
力
役
奉
仕
の
存
在
、
隷
属
性
を
執
拗
な
ま
で
に
追

求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
村
井
氏
の
田
堵
論
が
極
め
て
有
力
で
あ
る

た
め
、
田
堵
が
領
主
に
力
役
奉
仕
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た

こ
と
が
見
失
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
盗
品
氏
自
身
は
そ
う
で
は
な
い
が
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

い
う
意
味
で
は
、
田
堵
の
実
態
を
把
握
す
る
う
え
で
、
氏
の
指
摘
は
意
味
の
な

い
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
力
役
奉
仕
に
田
堵
の
特
質
を
求
め
る
こ
と
、
お
よ

び
氏
の
言
わ
れ
る
意
味
で
の
田
堵
の
隷
属
性
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
ま
ず

力
役
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
雲
壌
の
一
般
農
民
に
と
っ
て
国
衙
な
り
荘
園
領

主
な
り
と
の
闘
に
力
役
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

問
題
は
そ
れ
が
田
堵
と
い
う
関
係
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う

点
に
あ
る
。
氏
の
多
く
の
例
証
に
も
拘
ら
ず
、
力
役
関
係
の
存
在
が
田
堵
の
基

本
的
性
格
で
あ
る
こ
と
を
決
定
し
得
る
確
証
は
見
出
さ
れ
な
い
。
愛
智
者
に
お

い
て
十
一
世
紀
中
葉
の
不
輸
不
入
の
確
3
！
に
と
も
な
い
、
荘
園
領
主
に
対
す
る

田
堵
の
隷
属
性
の
強
化
薪
｛
元
的
把
握
の
進
展
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
氏
の
指
摘

さ
れ
た
ご
と
く
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
村
井
氏
の
い
わ
れ
る
十
二
世
紀
の
名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
も
　
　
う

段
階
へ
近
づ
い
た
こ
と
を
示
し
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
田
堵
と
し
て
の
性

へ格
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
史
料
上
の
用
語

と
し
て
、
　
「
名
役
」
は
あ
っ
て
も
、
　
「
田
堵
役
」
と
い
う
語
は
晃
当
ら
な
い

よ
う
で
あ
る
が
、
　
こ
れ
も
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
次
に
田
堵
の

「
隷
属
姓
」
の
肇
国
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
氏
は
田
堵
の
田
地
に
対
す
る
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

権
が
法
的
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
、
　
「
従
っ
て
、
田
堵
は
土
地
を
媒
介
と
し
て

の
み
荘
園
領
主
に
隷
属
関
係
を
有
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
田
堵
は
領
主

に
人
身
的
に
隷
属
し
統
幕
を
受
け
て
い
た
」
　
（
傍
点
工
藤
）
と
い
わ
れ
る
。
た

し
か
に
彼
等
は
一
定
の
負
担
を
負
う
条
件
で
庄
田
の
耕
作
や
庄
内
居
住
が
認
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
に
浮
い
て
荘
園
領
主
に
「
隷
属
扁
関
係

を
も
つ
。
し
か
し
、
彼
等
は
庄
内
で
の
厨
住
耕
作
を
止
め
れ
ば
他
の
荘
園
領
主

な
り
国
衙
な
り
と
新
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
村
井
氏
の
説
か
れ
た
の

は
そ
う
い
う
意
味
で
の
田
堵
の
糊
対
的
霞
由
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
前

近
代
的
生
藍
関
係
に
あ
っ
て
は
多
か
れ
少
な
か
れ
入
身
的
隷
属
関
係
は
当
然
存

在
す
る
の
で
あ
り
、
濁
堵
の
荘
園
領
主
に
対
す
る
隷
偶
性
を
云
々
す
る
場
合
も
、

十
二
世
紀
の
古
H
姓
名
の
名
主
等
と
比
し
て
相
対
的
な
関
係
で
い
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
尊
書
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
隷
属
性
の
読
拠
と

さ
れ
る
の
は
、
若
干
晃
当
は
つ
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
本
論
文
に
は
、
田
堵
の
負
担
内
容
が
荘
園
別
に
表
示
・
さ
れ
て
い
る
。
平

安
遺
文
の
番
号
を
附
し
て
あ
る
か
ら
、
利
用
に
便
で
あ
る
。
更
に
「
物
音
ぼ
と

し
て
「
寄
人
の
問
題
を
中
心
に
」
と
い
う
一
章
が
附
載
さ
れ
て
い
る
。
　
「
寄
入

は
身
分
関
係
を
主
に
し
た
呼
称
で
あ
り
、
負
人
は
負
担
体
系
の
颪
に
重
点
を
置

い
て
み
た
呼
称
で
は
な
い
か
」
と
、
両
者
を
同
一
人
の
両
側
爾
か
ら
の
呼
称
と

す
る
従
来
の
説
を
批
判
し
、
更
に
寄
人
は
課
役
の
忌
避
で
は
な
く
、
土
地
保
有

権
の
確
保
の
た
め
に
権
門
と
人
身
的
関
係
を
結
ん
だ
も
の
で
、
　
「
田
堵
は
幾
人

の
前
段
階
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
大
山
蕎
平
氏
が

適
確
な
批
判
を
行
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
（
『
日
本
史
研
究
』
四
九
号
）
、
こ
こ
で

は
ふ
れ
な
い
。

　
福
田
豊
彦
氏
封
建
領
主
制
形
成
の
一
過
程
一
下
総
国
香
取
社
の
場
合
一
は
、

平
安
末
か
ら
南
北
朝
末
・
室
町
初
期
ま
で
の
長
期
に
亘
る
香
取
社
領
に
お
け
る

大
禰
宜
家
の
封
建
領
主
化
の
過
程
を
、
所
領
構
造
の
み
な
ら
ず
摂
関
家
・
在
地
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の
国
尉
系
領
主
（
地
頭
）
千
葉
氏
等
と
の
有
機
的
な
連
関
の
中
か
ら
、
精
縮
に

描
き
出
さ
れ
た
注
目
す
べ
き
労
作
で
あ
る
。
氏
は
ま
ず
東
国
に
お
け
る
「
神

領
」
の
鑑
格
を
、
常
陸
の
国
衙
と
府
中
惣
社
・
悉
聯
田
神
社
・
鹿
島
神
冠
の
各
神

領
と
の
関
係
を
通
し
て
考
察
さ
れ
、
そ
れ
が
郷
・
村
と
い
っ
た
形
態
を
と
り
、

不
輪
二
円
の
荘
園
と
は
こ
と
な
り
、
在
庁
等
の
共
携
の
収
取
機
構
と
な
っ
た
騒

衙
の
支
配
権
と
併
存
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
む
し
ろ
国
衙
に
依
存
す
る
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
次
い
で
こ
れ
を
更
に
具
体
的
に
主

と
し
て
鎌
倉
中
期
以
前
の
香
取
社
領
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
、
そ
の
中
心
所
領
で

あ
る
香
取
十
二
郷
で
も
国
衙
の
末
端
の
公
酌
機
能
を
有
す
る
千
葉
氏
の
権
限
が

並
存
し
、
不
輸
の
神
領
で
は
な
か
っ
た
。
神
官
中
最
為
力
で
あ
っ
た
大
禰
宜
家

の
所
領
も
同
様
で
、
一
面
で
は
小
土
豪
の
上
に
領
主
的
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
た

が
、
農
業
経
　
営
か
ら
の
未
分
離
や
園
衙
の
制
約
に
よ
り
、
領
主
的
支
配
を
完
徹

す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
段
階
で
藤
原
氏
の
氏

長
春
の
権
威
が
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
安
末
～
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て

繰
返
さ
れ
る
中
臣
・
大
中
臣
両
氏
の
大
宮
司
職
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
本
質
的
に

は
所
領
獲
得
の
争
い
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
実
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
大
宮

司
職
と
い
う
上
位
の
神
職
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
神
官
の
上
に
た
ち
神

領
か
ら
の
収
取
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
関
係
か
ら
、
氏
長
者
の
権
威

が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
事
情
が
説
得
力
を
も
つ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

千
葉
氏
を
中
心
と
す
る
地
頭
勢
力
の
進
出
の
前
に
、
神
宮
も
妥
協
や
対
立
を
経

つ
つ
も
領
主
欄
の
展
開
に
進
ん
で
行
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過

程
を
諭
ず
る
前
提
と
し
て
、
次
に
鎌
倉
末
期
の
神
官
の
所
領
経
営
の
実
態
を
究

明
し
、
e
中
世
香
取
社
領
の
検
注
帳
に
み
え
る
「
坪
」
と
は
、
鎌
食
中
末
期

の
あ
る
時
期
に
一
名
一
作
人
の
一
耕
地
塊
を
便
宜
的
に
一
坪
と
決
定
し
た
も
の

で
あ
り
、
　
「
里
」
と
ば
順
次
に
検
注
し
三
十
六
箇
の
華
南
に
便
宜
に
一
里
と
記

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
⇔
急
速
な
生
産
力
の
発
展
に
よ
り
、
有
力
名
主
層
あ

佃
の
解
放
鯖
小
農
民
の
独
立
が
み
ら
れ
、
村
知
行
の
領
主
制
へ
の
展
開
が
み
ら

れ
る
こ
と
。
爾
下
級
神
官
は
多
く
農
業
経
営
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
一
般

農
民
と
大
差
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て

最
後
に
こ
れ
ら
を
基
礎
と
す
る
大
輔
宜
家
に
よ
る
領
主
制
の
確
立
過
程
が
ほ
ぼ

次
の
ご
と
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
摂
関
家
、
鎌
倉
幕
府
の
権
力
の
失

墜
は
、
魅
力
に
よ
る
領
主
制
の
確
立
を
必
要
と
す
る
に
い
た
り
、
大
中
臣
長
房

に
よ
る
庶
子
分
留
の
士
爵
、
庶
子
に
対
す
る
惣
領
の
御
恩
の
強
調
、
庶
子
家
所

領
の
惣
領
家
へ
の
集
中
化
が
鎌
倉
末
か
ら
企
図
さ
れ
、
南
北
朝
期
千
葉
氏
の
勢

力
減
少
を
機
と
し
て
、
鎌
倉
初
期
以
来
の
大
中
臣
氏
の
一
族
抗
争
の
爆
発
で
あ

っ
た
慈
安
の
大
争
論
を
経
て
、
長
房
の
大
禰
宜
・
大
宮
司
兼
帯
に
よ
る
神
官
等

へ
の
施
封
制
度
（
ベ
ネ
フ
イ
キ
ウ
ム
）
が
成
立
し
た
。
、

　
従
来
手
が
け
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
香
取
社
領
に
つ
い
て
、
領
主
制
の

形
戒
過
程
を
、
所
領
の
構
造
及
び
支
配
と
い
う
主
体
的
条
件
と
、
摂
関
家
・
幕

府
等
の
消
長
と
い
う
客
体
的
条
件
を
ふ
ま
え
て
体
系
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ

と
は
、
今
後
長
く
学
界
共
通
の
財
産
と
し
て
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
香
取
蝕

の
検
沈
帳
の
坪
・
里
の
性
格
な
ど
、
個
々
の
点
に
つ
い
て
も
極
め
て
独
創
性
あ

る
晃
解
が
打
ち
繊
さ
れ
て
い
て
、
今
後
の
研
究
に
御
益
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く

な
い
。
た
だ
一
つ
だ
け
注
文
を
つ
け
さ
せ
て
も
ら
う
な
ら
ば
、
こ
こ
に
鮮
か

に
描
き
出
さ
れ
た
大
禰
宜
家
の
領
主
制
の
形
成
過
程
が
、
当
該
地
方
金
般
の
封

建
的
土
地
所
有
の
展
開
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
臓
を
占
め
る
か
と
い
う
点
を
明

ら
か
に
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
平
安
末
期
に
お
け
る
千
葉
氏
の
支

配
体
捌
の
評
価
な
ど
と
も
当
然
か
か
わ
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
　
特
に
氏
が
、
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「
東
国
の
神
領
に
一
見
認
め
ら
れ
る
古
さ
、
被
家
の
領
主
的
権
限
確
立
の
不
充

分
さ
は
、
東
国
の
停
滞
性
と
し
て
簡
単
に
片
附
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
却

っ
て
古
代
酌
な
権
威
が
そ
の
ま
ま
で
は
符
権
と
認
め
ら
れ
ず
新
し
い
時
代
を
担

う
階
級
の
早
期
の
発
展
に
よ
っ
て
、
こ
れ
と
妥
協
し
依
存
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
姿
と
も
い
い
得
よ
う
」
と
い
う
、
極
め
て
共
感
す
べ
き
見
解
を
述
べ

て
お
ら
れ
る
だ
け
に
一
膚
そ
の
感
を
深
く
す
る
の
で
あ
る
。

　
鈴
木
英
雄
氏
『
惣
領
制
』
に
関
す
る
二
三
の
問
題
は
、
惣
領
制
的
関
係
は
慣
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

酌
に
形
づ
く
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
に
よ
っ
て
そ

の
性
格
・
内
容
も
こ
と
な
る
、
従
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
惣
領
権
の
発
展
段

階
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
範
國
の
｝
族
庶
子
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
が

問
題
で
あ
る
と
し
、
絹
良
・
大
友
の
両
氏
に
つ
い
て
そ
の
検
討
を
行
な
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
ず
相
撲
氏
に
つ
い
て
は
、
㈹
頼
俊
流
の
人
吉
庄
と
圖
頼
氏
流
の

多
良
木
庄
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
横
着
で
は
、
長
頼
に
よ
る
所
領
の
分
割
に

あ
た
り
、
惣
領
の
経
済
的
優
位
性
は
確
保
さ
れ
た
が
、
庶
子
家
は
政
治
的
に
は

比
較
的
強
い
独
立
性
を
有
し
、
領
家
へ
の
所
務
も
各
別
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
や

っ
と
爾
北
朝
期
に
な
っ
て
惣
領
家
の
頼
広
の
も
と
へ
の
所
領
の
集
中
と
一
族
の

結
合
の
強
化
が
は
か
ら
れ
た
。
一
方
後
考
に
あ
っ
て
は
一
庄
地
頭
職
を
有
す
る

惣
領
家
が
全
所
領
を
相
伝
し
、
庶
子
は
そ
の
内
部
で
分
散
的
な
染
地
と
在
家
を

勝
有
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
庶
子
の
知
行
は
、
検
断
権
を
中
核
に
、

関
東
公
事
の
賦
諜
を
テ
コ
と
し
て
惣
領
権
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
、
庶
子
の
独
立

は
困
難
で
あ
っ
た
、
と
二
つ
の
型
態
を
区
別
さ
れ
て
い
る
。
次
に
⑥
大
友
氏
の

体
制
は
、
守
護
兼
惣
領
地
頭
と
い
う
蒋
殊
な
地
位
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
㈱
・
圖

の
ご
と
き
規
模
の
地
頭
的
領
主
を
支
配
し
、
更
に
こ
れ
か
ら
放
出
さ
れ
た
庶
子

象
に
も
権
威
を
及
ぼ
す
と
い
う
二
璽
の
形
態
を
と
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
襟
に
、
鎌
倉
時
代
の
惣
領
権
の
あ
り
俄
な
三
つ
の
類
型

と
し
て
把
握
さ
れ
、
南
北
朝
時
代
の
一
族
分
裂
を
そ
の
凝
開
と
し
て
囲
え
、
そ

こ
に
は
一
族
の
惣
領
家
に
対
し
す
で
に
か
な
り
の
独
立
性
を
確
立
し
て
い
た
有

力
庶
子
家
が
、
独
自
の
領
主
化
を
指
向
す
る
場
合
と
、
逆
に
惣
領
家
・
庶
子
家

夫
々
の
内
部
で
の
惣
領
権
の
強
化
の
重
圧
の
中
で
、
内
乱
と
い
う
条
件
の
も
と

で
庶
子
の
離
脱
が
行
な
わ
れ
る
場
合
と
い
う
二
つ
の
方
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
幕
府
の
御
家
人
制
と
惣
領
制
の
関
係
に
つ
い
て
、

三
浦
・
秩
父
等
の
東
国
武
士
団
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
、
幕
府
の
意
図
は
コ

方
で
は
惣
領
・
庶
子
を
問
わ
ず
御
家
人
と
い
う
身
分
に
お
い
て
は
対
等
の
立
場

を
形
成
し
、
守
護
に
よ
る
統
制
を
加
え
つ
つ
、
　
　
方
で
は
伝
統
的
な
族
的
結
合

と
い
う
現
実
を
異
母
化
し
よ
う
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
の
試
論
を
呈

示
さ
れ
て
い
る
。

　
惣
領
制
の
類
型
的
把
握
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
あ
ま
り
試
み
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
だ
け
に
甚
だ
魅
力
を
感
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
氏
も
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
あ
り
方
を
示
す
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
条
件
が
充
分
に
呈
示
さ
れ
て
は
じ
め
て
説
得
力
を
も
つ
わ
け
で
あ

る
。
囚
鋤
と
③
と
の
条
件
の
相
異
は
そ
の
意
味
で
全
く
明
瞭
で
あ
り
、
氏
の
説

か
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
㈹
と
㈲
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

の
指
摘
さ
れ
た
形
態
的
区
別
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
条
件
規
定
約
な
類

へ型
と
し
て
推
表
す
る
に
は
、
そ
の
条
件
の
相
違
の
呈
示
が
不
充
分
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
、
惣
領
制
の
理
解
に
は
、
氏
も

強
調
さ
れ
て
い
る
軍
事
的
条
件
の
ほ
か
に
、
豊
田
武
氏
の
強
調
さ
れ
た
農
業
経

営
の
側
面
、
そ
れ
に
特
に
鎌
倉
後
期
以
降
に
あ
っ
て
は
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
等

も
考
慮
す
る
こ
と
が
、
す
く
な
く
と
も
類
型
的
把
握
が
そ
れ
だ
け
に
終
ら
ぬ
た
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書

め
に
獣
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
’
最
後
に
幕
府
の
御
家
人
統
制
に
関
す
る
氏
の

指
摘
は
極
め
て
示
竣
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
氏
が
人
吉
庄
に
つ
い
て
具
体

的
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
惣
領
権
の
あ
り
方
に
も
変
化

が
あ
る
し
、
蒙
古
襲
来
な
ど
の
外
的
条
件
に
よ
っ
て
幕
府
の
方
針
に
も
若
干
の

変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
点
は
、
本
論
交
の
枠
外
に

出
る
晃
当
は
ず
れ
の
注
文
か
も
知
れ
な
い
が
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、

あ
え
て
今
後
の
氏
の
成
果
を
期
待
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
極
め
て
大
雑
把
な
紹
介
と
感
想
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
各
論
文
と
も

意
欲
に
み
ち
た
雄
篇
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
に
つ
い
て
今
後
の
研
究
に
貢

献
す
る
と
こ
ろ
が
す
く
な
く
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
執
筆
詣
諸
氏
の
真
意
を
充
分

に
理
解
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
お
そ
れ
つ
つ
も
、
卒
直
な
感
想
を
述
べ
さ
せ
て

も
ら
っ
た
。
私
の
不
明
に
つ
い
て
は
御
寛
恕
を
乞
う
と
共
に
、
こ
の
若
き
中
世

史
研
究
グ
ル
ー
プ
の
諸
氏
が
、
今
後
と
も
一
鱒
の
新
風
を
学
界
に
吹
き
こ
ま
れ

ん
こ
と
を
期
待
し
て
三
筆
す
る
。
　
　
　
　
　
（
一
九
六
〇
・
九
・
三
一
一
）

（
A
5
判
　
四
〇
五
頁
　
昭
和
三
五
年
五
月
　
吉
用
弘
文
館
発
行
　
五
八
○
円
）

　　　　　　　　r　‘　　．巨　r　η　　　　　　　t　　“　　”　　　　　　M　　　　　t－　　　tt　m　　－v．　tt．　．”ド、　tV

執
籔
者
紹
　
介

有
　
泉
　
貰
夫

田
　
原
　
嗣
　
二

宮
　
川
　
尚
　
志

山
　
内
　
正
　
博

松
　
浦
　
道
　
一

工
　
章
章
　
一

京
都
大
学
大
学
院
学
生

北
海
道
大
学
講
師

岡
山
大
学
助
教
授

富
崎
大
学
講
師

広
島
大
学
助
三
階

京
都
大
学
大
学
院
学
生

｝

〔
　
　
　
例
会
予
告

｝
二
月
四
具
土
）
午
後
蒔
・
り

　
　
於
京
大
楽
友
会
館

　　　　　．t．．．v　　　．．．v　A　．rw－rw

ト
ン
ガ
調
査
旅
行
談

藪
内
　
芳
彦

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
東
北
部
の
旅
　
　
酒
　
井
　
敏
　
明

（
共
に
ス
ラ
イ
ド
上
映
）

　N．vx．t　　　　　　　　　　　　　　’い　　　　　　　　　　　　　i．　n－　　　　　　　　　　　v　p　　　　　　　　　　tit”　　　　　　　　　．．．　．．　　　　　　　　t　　t　t．　　　　　　tt．tt“　　　　　t．ttt．　　　t’t　”　／　．t，tAtt

149 （149）


