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【
要
約
】
　
平
安
前
期
、
十
世
紀
中
葉
に
い
た
っ
て
東
国
の
地
に
反
乱
が
起
る
。
平
将
門
に
よ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
乱
が
そ
の
後
の
政
治
過
程
に

与
え
た
影
響
は
決
定
的
と
も
思
わ
れ
、
「
律
令
国
家
」
の
崩
壊
、
武
士
の
発
生
な
ど
の
観
点
か
ら
、
い
ま
ま
で
も
分
析
が
麓
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
多
く

の
成
果
を
生
み
出
し
て
い
る
が
、
将
門
な
ど
が
き
わ
め
て
「
武
士
」
的
な
行
動
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
多
く
は
武
士
団
の
問
題
と
し
て
追
求
さ
れ
て
お
り
、

十
世
紀
の
全
政
治
過
程
の
中
か
ら
必
ら
ず
し
も
十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
本
稿
は
そ
の
い
く
つ
か
の
学
説
を
補
わ
ん
と
す
る
た
め
に
、

い
ま
ま
で
注
意
が
あ
ま
り
向
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
中
央
貴
族
の
対
処
を
通
し
て
乱
の
様
相
を
分
黒
し
、
ひ
い
て
は
現
地
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
う

け
て
そ
れ
以
後
の
政
治
が
再
編
成
さ
れ
て
い
く
の
か
を
追
求
し
て
い
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
吏
林
五
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序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
平
安
中
期
十
世
紀
中
葉
近
く
に
起
っ
た
将
門
の
乱
は
、
種
々
の
意

味
で
古
代
律
令
制
桂
会
に
与
え
た
影
響
が
大
き
か
っ
た
。

　
本
稿
の
鮒
象
と
す
る
の
は
中
央
の
政
治
形
態
に
与
え
た
変
化
と
い

う
側
面
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
生
産
関
係
上
の
変
化
と
密

接
に
関
係
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
二
つ
に
分
け
ら
れ
な
い
。
「
内

乱
」
と
い
う
国
家
的
危
機
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
ま
で
の
政

治
形
態
・
収
取
体
系
の
矛
盾
の
反
映
で
あ
り
、
全
社
会
構
造
の
統
一

的
把
握
を
も
っ
て
自
己
の
存
在
の
必
須
条
件
と
す
る
歴
史
上
の
国
家

に
と
っ
て
当
然
処
理
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
「
内
乱
」
の
原
因
が
従
来
の
矛
盾
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
以
上
、

こ
れ
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
何
ら
か
の
形
式
で
も
っ
て
従
来
の
矛

盾
に
対
処
し
え
な
く
な
っ
た
体
制
を
再
編
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
詳

し
く
は
後
に
考
え
る
が
、
権
門
が
中
心
と
な
っ
て
引
き
起
し
た
「
内

乱
し
は
そ
れ
ま
で
の
中
央
権
力
の
座
の
奪
取
の
み
が
目
的
と
な
る
叛

乱
と
は
異
な
り
、
そ
の
背
後
に
新
し
い
権
力
の
有
り
方
を
模
索
し
て

い
た
生
産
関
係
を
ふ
ま
え
て
お
り
、
そ
の
上
に
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
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る
従
来
の
古
代
国
家
の
収
取
体
系
へ
の
反
読
が
実
際
の
武
力
と
し
て

表
現
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
殊
性
が
あ
る
。
単
に
中
央
で
志
を
得

な
か
っ
た
者
が
地
方
に
下
っ
て
、
中
央
で
の
権
威
性
を
光
背
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

武
力
の
み
を
組
織
し
た
と
い
う
表
面
的
な
叛
乱
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

中
央
政
庁
の
構
成
員
が
積
極
的
に
乱
そ
の
も
の
を
見
直
す
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
新
し
い
対
処
の
仕
方
、

吸
収
の
仕
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
加
え
て
中
世
武
家
社
会
を
成
立
さ
せ
る
要
囚
と
し
て
こ
の

「
内
乱
」
が
そ
の
中
に
持
っ
て
い
た
武
士
団
成
立
史
上
の
問
題
が
あ

る
。
こ
の
乱
に
関
係
す
る
将
門
・
頁
盛
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
独
自
の
問
題
と
し
て
政
治
的
な
意
味
で
の
「
公
権
力
」
を
い
か
に

政
治
支
配
に
い
た
る
ま
で
に
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
か
と
い
う
課
題
は
、

も
ち
ろ
ん
前
の
閥
題
と
も
重
要
に
か
か
わ
り
あ
つ
で
ぐ
る
。
武
士
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
規
定
す
る
も
の
が
独
自
の
「
戦
闘
組
織
」
で
あ
る
と
い
う
以
上
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
武
士
団
は
そ
の
「
戦
闘
組
織
」
を
現
実
の
も
の

と
し
て
提
示
す
る
は
ず
の
収
取
体
系
を
、
　
「
公
権
力
」
を
購
成
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
所
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
「
公
権
力
」

の
強
調
体
系
は
負
担
を
出
さ
せ
る
た
め
に
有
効
に
働
い
て
、
武
士
団

武
立
期
の
古
代
国
家
と
対
立
し
て
ひ
と
つ
の
小
宇
宙
を
形
成
し
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
じ
め
て
「
武
士
団
」
と
呼
び
う
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
そ
う
し
た
成
立
史
の
過
程
の
ど
こ
に
将
門
の
乱
を
位

置
づ
け
、
将
門
の
側
の
権
力
編
成
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
の
は

そ
れ
自
体
独
自
の
問
題
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
方
法
に
対
し
て
は
、
単
に
武
士
団
成
立
史
の
表
面

だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
の
時
代
全
体
に
渡
る
政
治
史
の
中
か
ら
将
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
乱
の
意
味
を
把
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
筆
者
も
全
面
的
に
賛
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
な

お
か
つ
上
の
よ
う
な
方
法
も
中
世
的
特
質
を
持
っ
た
武
家
政
権
と
し

て
の
鎌
倉
幕
府
の
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
、
武
士
団
の
権
力
の

集
中
さ
れ
て
い
く
過
程
を
も
十
分
に
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
古
代

権
力
と
の
接
触
を
考
え
て
い
く
と
い
う
面
で
か
な
り
大
き
な
意
味
を

残
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　
こ
う
し
た
将
門
の
乱
と
い
う
「
内
乱
」
を
め
ぐ
る
課
題
の
中
で
本

稿
が
目
的
と
す
る
の
は
そ
の
前
者
の
み
で
あ
っ
て
、
　
「
内
乱
」
が
い

か
に
し
て
「
律
令
国
家
」
に
打
撃
を
与
え
、
そ
の
政
治
形
態
を
変
質

せ
し
め
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
統
一
さ
れ
た
体
制
と

し
て
の
古
代
国
家
が
、
国
家
と
し
て
の
整
合
性
を
変
質
せ
し
め
ら
れ
、

そ
の
変
質
が
新
し
い
国
家
形
態
た
る
領
主
階
級
の
た
め
の
封
建
国
家
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へ
の
道
に
と
っ
て
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
追
求
す
る

こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
①
本
稿
で
は
「
承
平
天
慶
の
乱
」
と
い
う
品
題
は
使
用
し
な
い
。
趨
っ
た
暗
期
に

　
　
よ
る
区
分
も
も
ち
ろ
ん
大
切
だ
と
思
う
が
そ
れ
は
将
門
、
純
友
の
乱
の
歴
交
的
差

　
　
異
を
見
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
そ
う
し
た
区
分
は
時
間
的
な
把
握
の

　
仕
方
で
あ
り
、
古
代
園
家
に
与
え
た
影
響
を
偲
別
に
解
明
し
え
な
い
。
あ
く
ま
で

　
　
こ
の
両
乱
は
在
地
で
の
武
力
編
成
原
理
に
つ
い
て
も
、
古
代
国
家
に
与
え
た
影
響

　
　
に
つ
い
て
も
極
め
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
②
後
に
引
用
す
る
よ
う
な
膿
原
広
嗣
の
乱
。

　
③
安
田
元
久
氏
「
武
士
発
生
史
に
関
す
る
覚
欝
」
、
（
『
同
本
封
建
剃
成
立
の
請
前

　
提
』
所
収
）
。

　
④
石
輝
田
正
氏
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
』
第
霊
単
第
三
簸
。

第
［
章

　
　
　
　
　
a

　
従
来
の
歯
並
の
乱
に
関
す
る
研
究
は
比
較
的
盛
ん
で
あ
っ
て
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
①

森
金
五
郎
氏
の
研
究
以
来
か
な
り
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
そ
れ
ら
は
乱
の
直
接
的
当
事
者
側
の
分
析
に
の
み
力
点
が
お
か
れ
、

乱
が
東
国
の
み
で
は
な
く
て
全
社
会
構
造
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置

を
占
め
、
全
政
治
形
態
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い

う
問
題
は
あ
ま
り
分
析
が
す
す
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の

乱
は
、
古
代
国
家
が
崩
壊
し
て
封
建
国
家
が
成
立
す
る
と
い
う
過
程

の
大
き
な
画
期
に
な
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
園
家
形
態
の

移
行
期
に
お
け
る
古
代
国
家
独
自
の
問
題
と
し
て
も
よ
り
多
く
の
追

求
が
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
以

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
当
時
・
そ
の
地
方
の
古
代
国
家
の
権
力

体
系
と
矛
盾
す
る
も
の
が
、
そ
の
矛
盾
を
背
景
と
し
て
政
治
的
に
起

ち
上
が
っ
た
と
い
う
「
内
乱
」
の
観
点
で
あ
る
。

　
将
門
の
内
乱
は
、
在
地
の
側
か
ら
の
抵
抗
が
権
力
・
武
力
の
面
に

ま
で
昂
ま
っ
て
、
国
家
権
力
に
よ
る
武
力
の
発
動
と
相
争
う
と
い
う

と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
在
地
に
お
け
る
生
産
関
係
の
変
化
・
「
律
令

国
家
」
と
は
異
な
る
新
し
い
支
配
領
域
の
出
現
を
そ
の
背
景
に
も
っ

て
将
門
は
存
在
す
る
。
そ
の
理
由
の
故
に
こ
そ
後
に
も
述
べ
る
よ
う

に
乱
が
新
た
に
展
開
す
る
天
慶
三
年
に
至
っ
て
、
京
都
に
居
住
し
生

活
し
て
い
た
貴
族
た
ち
に
よ
っ
て
「
動
輪
以
来
、
本
朝
之
間
、
叛
逆

　
　
　
　
　
　
　
②

之
甚
、
未
有
此
比
」
と
い
う
よ
う
な
極
め
て
驚
く
べ
き
事
件
と
し
て

把
握
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に

　
　
抑
一
天
之
下
、
寧
非
王
土
、
九
州
之
内
、
誰
非
公
民
、
官
軍
黙
慮
之
聞
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
量
無
憂
国
之
士
乎
、
田
夫
野
駒
之
中
、
豊
無
忘
身
之
畏
乎
、

と
し
て
「
王
土
」
と
い
う
国
家
そ
の
も
の
の
存
立
に
か
か
わ
る
領
土

の
問
題
と
し
て
、
ま
た
「
公
民
」
と
い
う
律
令
制
的
支
配
の
画
意
と
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な
る
問
題
と
し
て
費
族
た
ち
の
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
政
治
的
事
件
と

し
て
の
色
彩
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
律
令
体
制
は
自

己
の
存
立
を
安
か
ら
し
め
る
た
め
に
、
極
め
て
律
令
欄
的
な
方
法
か

も
知
れ
な
い
が
、
将
門
や
興
世
王
と
い
う
反
乱
者
の
将
を
殺
し
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
に
は
「
募
湖
面
紫
三
品
、
賜
以
田
地
之
賞
」
と
い
う
褒
賞
を
行
な

わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
心
門
の
勢
力
が
律
令
体
型
権
力
と
異
質
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
律
令
制
的
対
処
を
強
調
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
支
配
者
層
で
あ
っ
た
貴
族
た
ち
が
、

将
門
の
乱
に
表
現
さ
れ
て
い
る
現
象
を
新
た
な
生
産
関
係
を
持
っ
た

支
配
領
域
の
出
現
と
し
て
、
支
配
の
対
象
と
し
て
、
こ
れ
を
捉
え
な

い
か
ぎ
り
将
門
の
乱
は
侮
度
で
も
起
り
う
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し
た
新
し
い
事
態
に
対
し
て
新
た
に
従
来
と
は

ち
が
っ
た
形
式
で
国
家
を
縫
会
か
ら
超
越
さ
せ
な
い
か
ぎ
り
、
支
配

は
継
続
し
て
い
け
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。

　
結
果
的
に
新
し
い
生
産
関
係
に
基
礎
を
置
い
た
将
姉
た
ち
の
国
家

は
実
現
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
彼
の
造
ろ
う
と
し
た
も
の
が
旧
来
の

古
代
国
家
の
ミ
ニ
チ
ム
ア
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
彼
将
門
を
存
在
さ
せ

た
要
礪
は
旧
来
の
国
家
と
は
相
容
れ
な
く
な
っ
た
生
産
関
係
で
あ
っ

た
。
在
地
段
惜
で
の
拙
発
点
は
そ
こ
に
あ
り
、
古
代
国
家
に
代
っ
て

支
配
者
に
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
「
内
乱
」
の
目
的
を
達
し
た

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
古
代
国
家
と
質

の
異
な
る
体
制
を
う
ち
立
て
る
と
こ
ろ
に
そ
の
目
的
の
達
成
が
あ
？

た
。
も
ち
ろ
ん
結
果
と
し
て
は
出
門
に
よ
る
「
内
乱
」
が
成
功
し
て

い
た
と
し
て
も
、
彼
が
「
煮
端
」
と
な
り
、
国
司
な
ど
を
補
任
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
創
造
し
え
た
も
の
は
何
も
な
く
、
単
に
古
代
国
家
の

政
治
形
態
を
小
さ
く
し
た
も
の
を
造
り
え
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま

た
将
門
の
「
内
乱
」
が
古
代
国
家
の
収
取
体
系
を
樫
楷
と
感
じ
る
在

地
の
状
況
を
背
景
に
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
と
同
じ
収
取
体
系
を
造

っ
て
再
び
在
地
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
「
新
菊
」
の
国
家
が
継
続
し

う
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
そ
の
こ
と
で
宮
門
の
「
内
乱
」
の
意
義
が
尽
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
た
と
え
豆
腐
の
目
指
し
た
も
の
が
古
代
国
家
の
再
現
で

あ
っ
た
に
し
て
も
、
　
「
も
し
そ
れ
が
関
東
に
お
い
て
樹
立
さ
れ
た
な

ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
古
代
園
家
の
滅
亡
を
組
め
る
こ
と
で
あ

り
・
進
歩
で
あ
亀
の
は
奮
然
た
な
い
・
；
は
在
地
の
新
し
い

生
産
関
係
を
「
公
権
力
」
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
側
面
に
お
い

て
、
．
一
つ
は
古
代
国
家
か
ら
封
建
国
家
へ
と
い
う
歴
史
上
の
発
展
を

援
け
た
と
い
う
側
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
経
済
裏
側
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面
と
政
治
的
側
面
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
体

的
に
こ
の
乱
を
平
安
時
代
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
き
、
や
は
り
武
家

政
権
へ
の
基
礎
を
築
い
た
と
す
る
べ
き
で
あ
り
、
現
実
の
乱
の
進
行

は
、
後
の
武
家
政
権
に
つ
な
が
る
よ
う
な
勢
カ
ー
貞
盛
・
秀
郷
等
々

1
が
遂
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
b

　
本
稿
の
主
題
と
す
る
将
門
の
乱
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
乱
の
経
過

に
つ
い
て
は
多
く
は
触
れ
な
い
。
東
国
に
お
い
て
承
平
五
年
に
平
将

門
が
伯
父
平
国
香
や
源
護
ら
と
争
い
こ
れ
を
破
る
と
こ
ろ
が
ら
乱
は

出
発
し
、
下
総
半
平
良
兼
及
び
国
香
の
子
貞
盛
が
こ
れ
に
介
入
し
て

将
門
と
対
峙
し
て
事
件
は
大
き
く
な
る
。
次
い
で
常
陸
国
の
在
地
土

豪
藤
原
玄
明
と
国
衙
と
の
争
い
に
将
門
が
介
入
し
て
国
家
機
構
に
関

わ
る
乱
と
し
て
展
開
し
、
や
は
り
在
地
土
豪
の
藤
原
秀
郷
が
平
虞
盛

と
共
に
将
門
追
討
に
あ
た
り
天
慶
三
年
に
将
門
を
敗
走
せ
し
め
て
乱

は
終
息
す
る
。
こ
の
乱
に
お
い
て
中
央
貴
族
は
い
か
に
こ
れ
と
対
決

し
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
将
門
の
乱
が
い
か
に
乱
と
し
て
空
間
的
に
拡

が
ろ
う
と
も
質
と
し
て
「
新
皇
」
と
い
う
、
古
代
国
家
を
侵
略
し
て

み
ず
か
ら
の
新
し
い
権
力
構
造
を
う
ち
立
て
る
と
こ
ろ
に
ま
で
進
ん

で
い
か
な
い
か
ぎ
り
単
な
る
暴
力
に
す
ぎ
な
い
。
　
「
内
乱
」
と
し
て

政
治
的
に
表
現
さ
れ
た
「
公
権
力
漏
は
、
質
的
に
古
代
国
家
の
体
系

と
異
質
な
も
の
を
造
っ
て
ゆ
く
と
い
う
立
場
に
ま
で
進
ん
で
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
ち
う
る
。
事
実
、
　
こ
の
乱
が
は

じ
め
て
中
央
に
伝
え
ら
れ
た
と
き
に
中
央
貴
族
は
「
内
乱
」
と
い
う

「
公
権
力
」
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
単
な
る
個
別
的

な
強
盗
・
群
盗
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
追
捕
の
方
法

に
つ
い
て
も
何
ら
そ
れ
と
変
る
こ
と
の
な
い
「
追
捕
官
符
」
を
各
当

該
国
衙
に
下
す
こ
と
に
よ
り
そ
の
国
々
に
事
を
委
託
し
行
わ
せ
た
。

承
平
七
年
十
一
月
五
日
に
は
武
蔵
・
安
房
・
上
総
・
常
陸
・
下
野
の
各
国

に
三
門
追
捕
の
官
符
が
施
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
は
「
介
良
兼
、
橡
源
護
、

井
心
理
盛
、
鍵
盤
、
公
連
、
秦
清
文
、
凡
常
陸
国
等
、
可
追
捕
将
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

官
符
、
被
下
武
蔵
・
安
房
・
上
総
・
常
陸
・
下
毛
品
等
国
也
」
と
あ

る
。
ま
た
将
門
の
暴
威
が
武
蔵
権
守
興
世
王
や
郡
司
武
芝
を
通
じ
て

國
衙
の
掠
領
に
ま
で
進
ん
で
い
た
天
慶
元
年
十
一
月
三
日
に
は
駿
・

豆
・
甲
・
相
等
の
羅
に
将
門
の
弟
将
武
追
討
の
官
符
が
下
さ
れ
て
い

⑦る
。
加
え
て
天
慶
二
年
六
月
廿
一
日
と
い
う
、
す
で
に
そ
れ
以
前
に

武
蔵
古
経
基
王
の
将
門
謀
反
と
い
う
密
告
の
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
　
　
⑧

「
京
中
大
驚
」
す
る
と
い
う
反
応
の
あ
っ
た
後
に
お
い
て
も
「
可
追
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⑨

野
田
国
々
群
盗
官
符
」
が
相
模
権
介
橘
是
茂
、
武
蔵
権
介
小
野
公
訴
、

上
野
疑
惑
藤
條
朝
臣
等
に
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
し
か
為
さ
れ

て
は
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
前
述
し
た
よ
う
に
国
家
の
基
底
を

動
か
す
よ
う
な
「
内
乱
」
に
対
処
す
る
と
い
う
意
識
は
ま
っ
た
く
で

て
こ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
期
に
至
る
ま
で
の
地
域
的
・
流
動
的

な
群
盗
追
捕
の
方
法
を
量
的
に
拡
大
し
た
と
い
う
の
み
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
行
動
様
式
は
、
当
然
国
衙
の
存
在
が
中
央
政
府

の
地
方
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
し
て
い
た
と
い
う
認
識
に
負
っ
て

い
た
。
い
か
に
効
果
が
少
な
く
な
っ
て
い
た
に
せ
よ
一
定
の
兵
員
組

織
は
編
成
し
え
た
と
い
う
期
待
か
ら
く
る
委
任
感
と
も
い
う
べ
き
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
が
根
底
に
働
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
最
初
の
あ
ら
わ
れ
方
は
か
く
の
ご
と
く
単
な
る
盗
賊
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
の
だ
が
「
将
門
記
」
に
よ
る
と
も
う
ひ
と
つ
そ
こ
に
重
要
な

記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
関
白
太
政
大
臣
藤
原
忠
平
の
登
場
で
あ
る
。

　
　
営
門
之
郎
君
太
政
大
隠
家
、
可
挙
実
否
之
由
御
教
書
、
以
天
慶
二
年
三

　
　
突
発
三
田
寄
合
中
宮
累
進
多
治
真
人
助
真
上
、
被
下
之
状
、
同
月
廿
八

　
　
　
　
⑪

　
　
霞
到
来
、

と
あ
る
よ
う
に
い
ま
だ
中
央
政
府
が
国
家
的
閥
題
と
し
て
策
を
施
し

て
い
な
い
と
き
に
あ
っ
て
す
で
に
太
政
大
臣
家
で
は
将
門
の
「
私
君
」

で
あ
る
と
い
う
私
的
側
面
に
お
い
て
こ
の
乱
に
首
を
つ
っ
こ
ん
で
い

る
。
も
ち
ろ
ん
忠
平
は
一
貴
族
で
あ
り
忠
平
家
は
一
権
門
で
あ
る
に

す
ぎ
な
い
。
　
し
か
し
こ
の
時
期
の
中
央
政
庁
の
全
体
を
み
た
場
合

「
太
政
大
臣
家
」
の
位
置
は
単
な
る
一
権
門
と
し
て
だ
け
で
は
な
く

て
、
　
「
摂
関
政
治
」
体
制
の
成
立
と
い
う
観
点
で
捉
え
ね
ば
な
ら
ず
、

将
門
が
「
太
政
大
臣
家
」
と
接
触
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
忠
平
が
望

み
さ
え
ず
れ
ば
直
ち
に
黒
門
の
謀
叛
は
中
央
国
家
の
問
題
と
な
り
え

た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
出
発
は
忠
平
対
里
門
と
い
う
個
人

的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
可
能
性
と
し
て
は
国
家
的
な
も
の
に
転
化
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
「
太
政
大
臣
家
」
と
の
表
面
に
は
私
的
な
接
触
の
後
の
中
央

の
政
策
と
こ
の
可
能
性
と
は
深
い
関
係
が
あ
る
。
中
央
の
提
出
す
る

独
霞
の
諸
対
策
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
最
初
の
関
わ
り
方
に
よ

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
最
初
の
時
点
で
は
国
家
の
重
鎮
で
あ
っ
た
藤
原

忠
平
と
私
的
に
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
ひ
と
つ
の
権
門
内

部
で
の
問
題
で
あ
り
、
忠
平
の
勢
力
圏
内
の
事
実
と
し
て
考
え
ら
れ

「
内
乱
」
と
は
認
識
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ

の
対
策
は
私
的
な
意
味
で
の
太
政
大
臣
「
家
」
の
範
囲
外
に
は
鵬
ず

中
央
政
府
独
肖
の
対
応
は
為
さ
れ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
注
溺
せ
ね
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ば
な
ら
な
い
の
は
忠
平
家
が
国
家
の
中
で
占
め
た
位
置
で
あ
る
。
武

蔵
介
で
あ
り
し
か
も
清
和
帝
三
代
の
王
子
襲
撃
王
が
任
地
よ
り
上
京

　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

し
て
太
政
官
に
謀
反
を
奏
し
「
京
中
大
驚
」
し
て
い
る
の
に
、
つ
ま

り
少
な
く
と
も
国
家
の
政
治
的
機
能
を
統
括
し
て
い
る
太
政
官
に
ま

で
達
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
効
な
手
段
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
太
政
大
臣
忠
平
の
こ
の
乱
の
受
け
と
り
方
に
関
係
が
あ
り
、

そ
れ
を
私
的
な
範
髄
内
に
と
ど
め
て
お
い
た
と
い
う
こ
と
に
関
係
し

て
い
る
と
思
う
。
忠
平
に
と
っ
て
こ
の
時
点
で
は
い
ま
だ
中
央
国
家

段
階
に
ま
で
引
き
上
げ
て
こ
の
乱
を
考
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
貞

己
の
権
門
勢
家
的
個
別
支
配
に
も
と
づ
い
て
中
央
政
庁
で
の
現
実
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

存
在
を
維
持
し
て
い
く
上
で
天
慶
二
年
三
月
の
段
階
で
は
県
門
の
う

ち
立
て
よ
う
と
す
る
秩
序
を
破
壊
す
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
将
門
の

意
図
し
た
も
の
が
当
時
の
騒
家
権
力
と
は
異
な
っ
た
政
治
的
支
配
領

域
を
う
ち
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
正
確
に
う
け
と
め
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
将
門
が
あ
き
ら
か
に
忠
平
家
の
支

配
と
ぶ
つ
か
る
よ
う
な
段
階
に
な
れ
ば
鎮
圧
の
方
向
に
向
う
こ
と
に

な
る
。

伏
三
二
樫
将
門
已
柏
原
帝
王
五
代
之
孫
也
、
縦
旧
領
半
玉
、
二
巴
非
運
、

昔
振
兵
威
軒
天
下
者
、
皆
吏
書
所
見
也
、
（
中
略
）
相
国
摂
政
之
世
不
意

　
　
鼻
繋
喜
、
群
群
之
至
、
不
可
曲
言
、
将
門
難
萌
傾
国
之
謀
、
何
忘
旧
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
貴
閣
、
且
賜
察
之
甚
幸

と
い
う
よ
う
に
将
門
が
「
領
半
国
し
し
た
り
「
萌
傾
国
襲
踏
」
し
た

り
す
る
段
階
に
な
れ
ば
明
ら
か
に
当
時
の
忠
平
の
支
配
領
域
も
国
家

の
支
配
領
域
も
危
う
く
な
っ
て
く
る
か
ら
国
家
権
力
は
何
ら
か
の
対

応
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
天
慶
三
年
に
入
っ
て
か
ら
中
央

政
府
の
対
策
が
大
き
く
転
換
す
る
。

　
①
『
武
家
時
代
の
研
究
』
（
大
正
十
二
年
）
。

　
②
　
本
朝
文
粋
　
巻
二
、
天
慶
三
年
一
月
十
｛
日
太
政
官
符
。

　
③
④
同
右

　
⑤
石
母
鐡
正
氏
前
掲
露
第
｛
章
第
三
節
。

　
⑥
三
門
記
。

　
⑦
本
朝
世
紀
天
慶
元
年
十
～
月
三
元
条
。

　
⑧
帯
芝
記
。

　
⑨
本
朝
世
紀
天
慶
二
年
六
月
昔
一
言
条
。

　
⑩
具
体
豹
追
捕
に
あ
た
っ
て
橘
是
茂
と
小
賢
諸
興
は
他
の
と
こ
ろ
で
は
「
押
領
使
」

　
　
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
従
来
の
律
令
舗
理
念
と
は
異
っ
た
体
系
の
も
の
と
し

　
　
て
利
用
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
押
領
使
は
防
人
の
移
動
を
つ

　
　
か
さ
ど
る
も
の
と
し
て
初
兇
を
史
料
上
に
持
つ
ご
と
く
（
類
聚
三
代
格
巻
十
八

　
　
延
暦
十
四
年
十
一
月
廿
二
β
太
政
官
謹
奏
）
、
篠
令
の
不
備
を
補
う
た
め
に
律
令

　
　
の
一
部
と
し
て
娼
現
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　
⑪
三
門
記
。

　
⑫
　
天
慶
元
年
二
月
　
将
門
、
二
業
騎
を
率
い
て
貞
盛
を
追
う
。
阿
年
疏
盛
、
京

　
　
都
に
達
し
将
門
の
非
行
を
訴
う
。
岡
年
将
門
、
武
蔵
圏
府
に
赴
く
。
冠
年
六
月
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貞
盛
、
将
門
追
捕
の
官
符
を
得
て
帰
国
す
る
も
な
す
所
な
し
。
局
年
十
一
月
　
将

　
門
舎
弟
将
武
を
各
国
に
追
捕
せ
し
む
。
天
慶
二
年
二
月
　
東
西
の
兵
革
に
よ
り
太

　
神
宮
奉
幣
。
（
古
典
遺
産
の
会
編
『
将
門
記
…
研
究
と
資
料
i
』
の
年
表
に
よ
る
）

⑬
将
門
記
。第

二
章

　
　
　
　
　
a

　
天
慶
三
年
に
な
っ
て
施
さ
れ
る
中
央
政
府
の
新
…
し
い
対
策
の
最
初

は
推
問
使
の
補
任
で
あ
る
。
天
慶
二
年
六
月
七
巳
に
任
ぜ
ら
れ
、
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

官
右
衛
門
権
佐
源
朝
臣
俊
と
そ
れ
に
伴
な
う
判
官
・
主
典
が
あ
っ
た
。

　
推
問
使
の
登
場
は
こ
れ
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
。
天
慶
推
問
使
に

し
て
も
そ
れ
以
前
の
昌
泰
二
年
置
延
喜
元
年
等
に
そ
の
例
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
②

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ま
た
そ
れ
よ
り
前
、
平
安
初
期
に
お
い
て
貞
観
十
二
年
十
一
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
大
宰
府
に
「
推
問
密
［
告
知
」
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
長
官
は
従
五

位
下
行
大
内
記
安
倍
朝
臣
興
行
で
あ
り
、
判
官
・
主
典
が
こ
れ
に
加

わ
る
。
筑
後
権
史
生
で
あ
っ
た
佐
伯
真
継
が
「
奉
進
新
羅
国
牒
、
即

告
大
宰
少
弐
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
元
利
万
呂
与
新
羅
国
王
通
牒
下
書

国
家
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
そ
の
実
否
を
糺
さ
せ
ん
が
た
め
に
推

問
密
告
使
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
新
羅
と
い
う
外
国
権
力
に
対
し
て

の
事
件
で
あ
っ
て
そ
の
意
味
で
は
純
粋
に
国
内
的
な
も
の
で
は
な
い

が
、
　
「
勅
」
に
よ
っ
て
大
宰
府
に
元
利
万
呂
以
下
の
追
禁
が
命
ぜ
ら

れ
、
岡
時
に
推
問
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

　
元
慶
七
年
六
月
に
は
筑
後
守
で
あ
っ
た
都
朝
臣
御
酉
が
群
盗
（
国

司
の
支
配
を
越
え
て
新
た
な
在
地
支
配
を
作
り
出
し
つ
つ
あ
っ
た
有
力
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

姓
）
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
財
物
を
掠
奪
さ
れ
る
。
こ
の
事
件
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
「
推
問
使
」
が
筑
後
国
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
長
官
は
従
五
位
下

左
衛
門
権
佐
藤
原
良
積
で
あ
り
、
以
下
判
官
・
主
典
各
一
人
が
構
成

員
で
あ
っ
た
。
こ
の
長
官
は
後
に
弾
正
少
弼
従
五
位
下
安
倍
肱
主
に

　
　
　
　
　
⑦

代
っ
て
い
る
。
判
官
は
巡
察
弾
正
六
位
上
菅
原
朝
臣
姦
曲
、
主
典
は

左
衛
門
少
志
大
憲
位
下
桜
井
田
部
連
出
世
で
あ
っ
て
、
実
際
に
現
地

に
赴
い
て
事
を
推
勘
し
た
よ
う
で
あ
り
、
元
慶
八
年
七
月
五
日
に
は

肱
主
が
そ
の
結
果
を
奏
言
し
て
い
る
。

　
ま
た
元
慶
七
年
に
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

伊
勢
国
飯
野
郡
神
戸
善
三
一
貞
成
向
宮
、
愁
訴
太
神
宮
司
大
中
臣
貞
撚

犯
用
神
物
、
踏
舞
理
多
気
擬
大
領
麻
績
連
豊
世
故
殺
人
華
、
太
政
宮
擬

遣
使
者
推
問
事
由
、
左
大
史
奇
童
百
世
検
故
実
臓
、
伊
勢
太
神
宮
司
有

犯
過
之
時
、
不
遣
推
問
使
、
下
符
国
司
、
令
其
推
言
、
於
是
停
遣
使
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

付
伊
勢
国
警
、
推
察
其
偽
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内
容
は
翔
に
特
異
な
も
の
で
も
な
い
が
、
太
神
宮
司
大
中
臣
貞
世

の
盗
賊
行
為
及
び
多
気
郡
下
大
領
麻
績
連
豊
世
の
殺
人
行
為
が
有
っ

た
の
で
こ
れ
を
飯
野
郡
の
百
姓
秦
貞
成
な
る
者
が
訴
え
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
太
政
官
を
構
成
す
る
左
大
倉
で
あ
っ
た
丸
塚
百

世
は
「
故
実
」
を
検
じ
た
結
果
推
密
使
を
遣
ず
る
必
要
な
し
と
し
て
お

り
、
結
局
は
従
来
と
同
じ
く
国
司
に
符
を
下
し
て
国
衙
行
政
の
範
囲

内
で
事
を
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
秦

貞
成
な
る
神
戸
百
姓
は
在
地
で
新
た
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
形
成
し
つ

つ
あ
っ
た
有
力
百
姓
　
（
殺
人
は
劉
と
し
て
も
神
物
を
犯
用
す
る
こ
と
が
利

審
に
関
係
す
る
く
ら
い
だ
か
ら
前
掲
の
子
骨
酉
を
殺
し
た
よ
う
な
有
力
百
姓
、

二
宮
層
ク
ラ
ス
の
百
姓
で
あ
ろ
う
）
で
あ
っ
て
、
彼
が
律
令
制
下
で
の

在
地
支
配
の
最
上
級
機
関
で
あ
っ
た
国
衙
を
越
え
て
中
央
に
ま
で
上

申
し
て
き
た
事
件
に
対
し
て
推
問
使
が
派
遣
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
こ

う
し
た
在
地
側
か
ら
の
中
央
と
の
結
び
つ
き
は
在
地
の
意
志
と
は
反

対
に
拒
否
さ
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
場
合
の
推
問
使
は
国
衙
と
い

う
組
織
が
律
令
政
府
の
末
端
機
関
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
し
、
た
め

に
中
央
政
庁
が
国
衙
を
超
え
て
在
地
と
結
ぶ
必
要
が
で
て
く
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

う
段
階
で
設
定
さ
れ
て
く
る
官
職
で
あ
っ
た
。

　
昌
泰
二
年
、
延
喜
元
年
に
も
推
問
使
が
「
密
告
井
群
賊
芸
事
」
に

よ
っ
て
東
国
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
当
時
の
東
国
の
状

勢
に
つ
い
て
は
「
倣
馬
露
顕
」
を
中
心
と
し
た
詳
細
な
分
析
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
で
そ
れ
に
ゆ
ず
る
が
、
従
来
の
在
地
の
公
民
制
的
秩
序
を
越
え
て

「
富
豪
之
蕪
」
と
し
て
大
き
な
活
動
を
示
し
て
き
た
存
在
に
対
し
て

推
問
使
が
派
遣
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
存
在
が
引
き
起
す

　
　
　
　
　
⑪

「
強
盗
懸
絶
」
を
鎮
め
る
た
め
に
は
私
窟
蓄
積
の
た
め
の
徴
税
萸
化

し
た
「
受
領
」
の
支
配
す
る
国
衙
単
位
の
政
策
の
み
で
は
不
可
能
で

あ
っ
た
。

　
ま
た
正
暦
五
年
の
大
宰
大
弐
藤
原
佐
理
の
宇
佐
宮
神
人
闘
乱
事
件

　
　
　
⑫

が
あ
る
。
正
暦
二
年
に
鼠
壁
は
大
宰
大
弐
に
な
っ
て
、
こ
の
正
暦
五

年
に
闘
乱
事
件
を
起
し
て
宇
佐
宮
司
に
よ
り
中
央
に
愁
訴
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
推
問
使
と
し
て
左
大
漁
多
米
国
平
、
左
衛
門
少
尉
忠

親
・
左
京
属
尾
張
行
親
の
薯
が
大
宰
府
に
派
遣
さ
れ
て
い
輪
こ

の
多
米
国
平
は
日
な
ら
ず
し
て
左
衛
門
権
佐
惟
宗
允
亮
に
改
め
ら
れ

　
　
⑭

て
お
り
、
法
家
的
性
格
を
強
く
し
て
い
る
。

　
こ
の
推
問
使
が
事
を
勘
じ
た
結
果
藤
原
墨
壷
は
大
宰
大
弐
を
停
め

ら
れ
藤
原
有
国
が
こ
れ
に
代
っ
て
い
る
。
大
弐
の
任
免
を
左
右
す
る

ほ
ど
の
デ
ー
タ
を
集
め
る
職
掌
と
し
て
推
問
使
は
重
要
視
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

た
わ
け
で
あ
っ
て
、
　
「
詔
使
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
か
ら
み
て
推
問
使
は
法
家
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
第
一
の
特
徴
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
。
　
「
推
問
」
と
い
う
行
動
に

は
当
然
明
法
家
的
側
爾
が
必
要
で
あ
り
、
元
慶
七
年
の
筑
後
圏
司
殺

害
事
件
に
関
す
る
推
問
使
が
左
衛
門
動
画
か
ら
弾
正
少
弼
に
代
っ
て

い
る
こ
と
も
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
法
家
的
側

面
の
み
で
な
く
、
宮
職
と
し
て
は
武
官
的
な
側
面
も
あ
り
、
衛
門
府

の
官
人
が
多
い
こ
と
か
ら
想
像
し
う
る
。

　
ま
た
人
員
構
成
に
つ
い
て
は
、
長
富
一
人
・
判
官
一
人
・
主
典
一

人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
長
官
は
従
五
位
下
を
相
当
と
し
て
い
た
。
い

う
ま
で
も
な
く
従
五
位
下
は
衛
門
佑
の
宮
位
相
当
で
あ
る
。

　
第
三
に
名
称
が
必
ず
し
も
「
推
問
使
」
と
い
う
称
号
に
一
致
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

な
い
。
た
と
え
ば
母
御
酉
事
件
で
は
「
推
閥
筑
後
国
司
殺
害
使
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

あ
っ
た
り
「
推
筑
後
国
殺
害
使
」
と
あ
っ
た
り
す
る
。
宇
佐
宮
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
と
き
も
「
遣
大
宰
府
使
」
「
大
宰
推
問
使
」
な
ど
と
一
定
し
な
い
。

天
慶
年
間
の
将
門
の
乱
に
対
す
る
推
問
使
に
し
て
も
「
推
問
追
捕
使
」
、

　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
武
蔵
国
密
告
使
」
と
か
「
問
棄
国
密
告
使
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ

は
推
問
使
な
る
職
掌
が
極
め
て
臨
時
的
色
彩
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
大
き
な
原
因
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
も
っ

と
も
重
要
な
原
因
は
律
令
制
的
な
国
衙
機
構
が
中
央
政
府
の
末
端
機

関
と
し
て
の
効
果
を
持
た
な
く
な
っ
て
く
る
過
程
が
古
代
国
家
全
体

に
も
た
ら
し
た
変
化
の
様
相
に
因
っ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
推
問
使
は
た
だ
一
つ
の
国
家
段
階
に
の
み
対
応
す
る
も

の
で
は
な
い
が
、
最
低
明
ら
か
な
こ
と
は
中
央
政
庁
が
古
代
国
家
全

体
を
そ
の
範
囲
に
収
め
る
こ
と
を
放
棄
し
て
国
家
を
支
え
る
「
部
分
」

に
転
化
す
る
こ
と
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
の
中
で
中
央
政
庁
は
律
令
捌
的
な
国
衙
機
溝
を
介
さ
な
い

で
在
地
を
掌
握
す
る
必
要
が
で
て
く
る
。
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
が

推
問
使
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
」

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
在
地
の
有
力
茸
姓
た
ち
の
国
衙
を
越
え
て
の
中

央
政
庁
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
傾
向
を
密
接
に
う
け
て
存
在
し
て
い

⑫る
。
い
わ
ば
在
地
に
お
け
る
国
司
及
び
在
地
土
豪
の
動
き
は
ど
う
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

あ
れ
、
そ
の
下
に
居
る
圧
倒
的
多
数
の
新
し
い
一
般
「
公
民
層
」
が

中
央
政
庁
の
把
握
す
る
べ
き
対
象
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
将
門
の
謀
叛
に
際
し
て
派
遣
さ
れ
る
推
問
使
に
し
て
も
こ
れ
ら
の

例
外
で
は
な
く
、
天
慶
二
年
六
月
七
日
に
補
任
せ
ら
れ
た
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

長
官
右
衛
門
権
三
盛
朝
臣
俊
以
下
判
官
・
主
典
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
天
慶
二
年
六
月
と
い
う
時
期
は
講
書
が
常
陸
国
の
豪
族
藤

原
玄
明
と
国
衙
と
の
争
い
に
介
入
し
た
、
い
わ
ゆ
る
唐
門
の
乱
が
国

10　（784）



将門の説と中央費族（井上）

家
に
対
す
る
叛
乱
と
い
う
公
的
様
根
を
帯
び
る
以
前
の
時
期
で
あ
っ

㊧た
。
す
な
わ
ち
将
門
の
乱
に
具
現
さ
れ
て
い
た
在
地
で
の
生
産
関
係

を
、
国
家
が
そ
の
存
在
の
基
盤
と
し
て
の
「
公
民
観
に
編
成
し
う
る

と
い
う
可
能
性
を
求
め
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
国
家

の
意
志
を
実
現
す
る
べ
く
し
て
推
問
使
が
東
国
に
派
遣
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

　
こ
の
補
任
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
大
外
記
三
士
公
忠
宿
禰
に
「
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

泰
二
年
延
喜
元
年
四
月
等
例
」
を
勘
申
せ
し
め
て
の
ち
に
使
を
決
定

し
て
い
る
。
そ
し
て
俊
以
下
推
問
使
た
ち
に
東
国
に
．
向
か
っ
て
状
勢

の
探
索
と
推
問
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
東
国
の
忌
地
に
、
い
か
に
衛

門
府
の
官
人
と
し
て
追
捕
活
動
の
経
験
が
あ
る
と
は
い
え
、
中
央
宮

僚
が
在
地
に
赴
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
る
と

こ
ろ
と
な
る
で
あ
ろ
う
国
衙
も
中
央
の
地
方
機
関
と
し
て
の
東
国
で

の
役
割
は
期
待
し
え
ず
、
一
歩
逢
坂
を
出
ず
れ
ば
そ
の
身
は
頼
る
も

の
と
て
も
な
く
、
僅
か
な
自
己
直
属
の
郎
等
と
、
あ
る
と
す
れ
ば
中

央
国
家
の
権
威
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
謡
曲
が
随
兵
を

要
求
し
た
こ
と
も
、
ま
た
医
師
を
随
え
ん
こ
と
を
窺
う
た
の
も
ま
こ

と
に
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
衛
門
府
の
官
人
と
し
て
中
央
政
庁
に

お
い
て
そ
の
存
在
を
ま
っ
と
う
し
え
た
で
あ
ろ
う
入
物
が
、
い
か
に

嵯
峨
「
源
氏
」
と
は
い
う
も
の
の
東
国
の
賊
地
に
出
て
自
己
の
安
全

を
保
つ
た
め
に
は
兵
士
を
随
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
当
事
者
と

し
て
恐
怖
し
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
中
央
政
庁
は
「
昨
鷺
諸
学
定
申
云
、
推
問
使
活
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

兵
事
、
不
可
然
、
　
（
中
略
）
請
医
師
随
将
師
事
、
不
可
給
」
と
い
う

回
答
を
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
中
央
に
あ
っ
て
し
か
も
下
級
で
し
か

あ
り
え
な
い
宮
人
た
ち
に
と
っ
て
，
自
己
を
上
昇
さ
せ
て
い
く
活

動
は
経
済
的
活
動
と
し
て
の
受
領
化
し
か
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。

「
か
れ
ら
は
多
く
謡
講
と
い
っ
て
も
、
中
下
級
の
階
層
に
属
す
る

も
の
で
、
そ
の
前
身
は
決
し
て
裕
か
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
の
で

あ
っ
て
、
在
地
に
赴
任
し
て
受
領
的
活
勤
を
行
お
う
と
す
る
以
上
在

地
の
動
向
へ
の
厳
し
い
視
野
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
は
当
然
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
葉
蘭
に
し
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
思
う
。
だ
か
ら
彼

の
要
求
す
る
随
兵
や
医
師
の
こ
と
が
中
央
政
庁
に
よ
づ
て
容
れ
ら
れ

な
か
っ
た
時
に
、
彼
は
太
政
大
臣
忠
平
の
も
と
に
参
向
し
来
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

「（

O
略
）
申
云
、
依
諸
卿
定
申
不
発
軍
士
事
、
甚
六
恐
云
々
」
と
そ
の

思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
俊
等
は
命
に
応
じ
ず
し
て

　
　
⑳

「
遅
発
」
す
る
と
い
う
極
め
て
屡
少
な
抵
抗
を
し
て
こ
れ
に
反
抗
し
て

い
る
。
ま
さ
に
草
深
き
在
地
へ
の
恐
怖
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
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敢
え
て
自
己
の
律
令
官
人
・
中
央
貴
族
と
し
て
の
存
在
に
か
か
わ
る

中
央
の
命
へ
違
背
ま
で
も
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
天
慶
二

年
十
二
月
十
九
日
に
は
「
推
閥
使
進
今
月
廿
八
日
可
発
申
文
、
宣
旨
五

　
⑪

枚
」
が
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
推
問
使
た
る
長
官
源
俊
、

次
官
高
階
良
臣
、
主
典
阿
蘇
広
遠
ら
は
娼
発
し
な
い
。
古
代
国
家
は

こ
の
命
令
を
実
行
さ
せ
う
る
強
力
性
を
喪
失
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
喪
失
を
ま
ね
い
た
俊
の
基
盤
に
つ
い
て
は
不
明
で
は
あ
る
が
、

藤
原
北
家
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
中
央
政
庁
に
背
い
て
も
、
北
家
と

同
列
に
並
び
う
る
他
の
権
門
に
頼
っ
て
生
存
し
て
い
け
る
と
い
う
途

を
知
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
ま
た
下
級
官
人
で
あ
っ
た
と
は
い

え
嵯
蛾
「
源
氏
」
で
あ
る
と
い
う
鼠
負
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
俊
が

己
れ
に
「
源
残
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
史
料
的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
の
女
子
が

清
和
「
源
氏
」
た
る
源
蒼
黒
の
妻
と
な
り
頼
光
を
も
う
け
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
や
、
妹
周
子
が
醍
醐
「
源
氏
」
源
高
明
の
室
で
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
自
分
が
「
源
琉
」
と
い
う
一
個
の
権
門
を
形
成
し
て
い
る
と
い

う
自
覚
と
自
信
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
推
問
使
の
拒
否
を
さ
そ
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
と
に
か
く
俊
等
は
事
を
怠
っ
て
任
地
に
赴
か
ず
、
天
慶
三
年
一
月

に
な
っ
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
中
央
政
庁
に
よ
る
粛
清
を
う
け
る
。

「
解
却
左
衛
門
権
読
点
俊
・
左
衛
門
尉
高
階
良
臣
・
勘
解
由
主
典
阿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

蘇
広
遠
等
、
已
上
三
人
為
推
問
東
国
使
、
屡
申
障
不
発
向
之
故
也
」

と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。
源
俊
に
つ
い
て
は
「
除
官
」
き
、
高
階
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

臣
、
阿
蘇
広
遠
は
「
解
官
」
く
と
い
う
、
つ
ま
り
全
面
的
に
中
央
政
庁

に
お
い
て
官
人
と
し
て
生
き
て
い
く
道
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
厳
し
い

処
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。
注
鼠
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
そ

の
処
分
慮
体
で
は
な
く
て
、
前
述
し
た
ご
と
く
そ
う
し
た
処
分
を
覚

悟
し
て
ま
で
も
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
彼
等

の
現
状
の
認
識
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
中
小
貴
族
の
生
存

し
て
い
か
ん
が
た
め
の
抵
抗
の
論
理
と
抵
抗
せ
ね
ば
な
ら
な
い
現
実

一
そ
れ
は
終
極
的
に
は
忠
平
等
と
何
ら
変
る
こ
と
の
な
い
貴
族
意

識
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
一
を
く
み
あ
げ
る
こ
と
す
ら

で
き
な
か
っ
た
中
央
政
庁
の
状
態
を
も
注
聾
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
状
態
と
は
天
皇
を
頂
点
と
し
て
す
べ
て
の
機
能
が
整
合
さ
れ
て
い

る
と
い
う
律
令
鰯
的
政
治
機
構
が
実
質
的
な
意
味
を
失
な
い
、
天
皇

家
を
も
含
め
た
諸
貴
族
が
政
治
機
能
を
共
有
す
る
と
い
う
段
階
で
あ

る
。
忠
平
家
に
し
て
も
大
き
な
権
力
を
も
っ
た
存
在
で
は
あ
っ
て
も
、

全
国
家
機
構
を
統
一
し
て
実
行
し
う
る
ほ
ど
の
独
自
の
権
力
を
獲
得
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将門の乱と中央貴族（井上）

す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
将
門

の
内
乱
を
か
く
も
「
成
功
」
さ
せ
た
原
因
が
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
宮
位
を
お
わ
れ
た
俊
等
三
人
は
天
慶
四
年
末
に
至
っ
て
恩

赦
に
遇
い
、
「
源
黒
戸
左
衛
門
佐
、
高
階
良
臣
拝
民
部
少
丞
、
阿
蘇
広

遠
拝
少
判
事
」
と
し
て
あ
り
、
宮
位
を
復
し
て
い
る
。
さ
ら
に
後
に

な
っ
て
俊
は
山
城
守
・
近
江
守
に
も
な
っ
て
お
り
、
か
な
り
の
復
調

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
復
官

以
後
俊
は
天
皇
を
中
心
と
し
た
勢
力
の
中
で
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
方

法
を
と
っ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま

り
将
門
。
純
友
の
乱
を
一
段
階
と
し
て
「
摂
関
政
治
」
体
制
が
準
備

さ
れ
て
く
る
中
で
、
俊
た
ち
の
よ
う
な
他
家
の
勢
力
を
阻
止
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
政
治
的
権
力
た
り
え
た
摂
関
家
勢
力
の
側
で
は
な

く
て
、
天
皇
家
を
中
心
と
し
た
勢
力
の
側
に
加
担
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
霞
己
を
再
び
官
人
と
し
て
再
生
せ
し
め
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

野
卑
以
後
に
つ
い
て
、
天
慶
七
年
以
後
に
彼
は
確
当
弁
に
な
っ
て
お

り
、
も
っ
ぱ
ら
朝
廷
と
藤
原
家
を
結
ぶ
連
絡
役
と
し
て
そ
の
地
位
を

保
持
し
て
い
た
も
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
天
慶
七
年
一
月
に
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

外
記
三
線
公
忠
と
と
も
に
師
輔
の
も
と
に
行
っ
て
お
り
、
右
少
弁
と

し
て
の
職
掌
で
は
あ
ろ
う
が
「
修
理
勾
当
官
人
略
定
爽
名
」
を
影
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
も
と
に
持
ち
来
た
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
天
慶
九
年
四
月
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

院
蔵
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
も
中
使
（
輩
勅
使
）

と
し
て
度
々
藤
原
家
と
の
連
絡
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
見
え
て
お
り
、

天
皇
家
訓
の
所
属
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
画
復
し
て
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
b

　
こ
う
し
た
源
俊
等
の
存
在
1
と
り
も
な
お
さ
ず
傍
流
中
小
貴
族

と
し
て
の
そ
れ
一
に
つ
い
て
は
、
天
慶
三
年
初
頭
に
問
題
に
な
っ

た
藤
原
元
方
の
大
将
軍
任
命
に
つ
い
て
の
動
向
か
ら
も
こ
れ
を
知
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
元
方
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
史
料
は
決
し
て
多
く
は
な
く
、
そ
の
真

の
姿
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
先
ず
将
門
の
乱
以
前
の
こ
と
に

つ
い
て
み
よ
う
。

　
系
譜
は
南
家
武
智
麻
呂
の
子
孫
で
あ
り
、
恵
美
押
勝
の
弟
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

藤
原
巨
勢
麻
呂
六
代
の
後
務
で
あ
る
。
父
は
従
四
位
上
右
中
弁
で
延

喜
八
年
十
月
十
七
日
に
麗
じ
た
藤
原
菅
根
で
あ
り
、
母
は
石
見
守
従

五
位
下
藤
原
氏
江
の
娘
で
あ
る
。
当
時
の
藤
原
王
家
興
隆
の
中
に
あ

っ
て
決
し
て
大
貴
族
の
中
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
後
に
も
彼

の
生
活
に
か
か
わ
っ
て
く
る
ご
と
く
む
し
ろ
有
力
で
な
い
家
系
に
生
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ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
子
及
び
孫
の
尊
卑
分
豚
に
記
さ

れ
た
も
の
に
つ
い
て
み
る
に
正
四
位
下
～
従
五
位
下
が
圧
倒
的
に
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

く
こ
れ
も
決
し
て
高
い
位
階
と
は
い
え
な
い
。

　
ま
た
公
卿
補
任
に
よ
る
と
延
喜
八
年
に
は
越
前
大
藩
と
し
て
受
領

と
な
り
、
延
喜
十
三
年
に
は
式
部
大
葉
、
承
平
二
年
に
は
大
輔
に
進

み
、
天
慶
二
年
に
参
議
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
間
延
喜
二
一
年
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

東
大
寺
別
当
に
補
任
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
醍
醐
寺
の
造
営
に
も
関
係

し
た
も
よ
う
で
あ
っ
て
天
慶
二
年
頃
に
醍
醐
寺
近
く
の
笠
取
庄
を
寺

　
　
　
　
　
　
　
⑭

家
に
施
入
し
て
お
り
、
醍
醐
寺
延
命
院
に
つ
い
て
「
延
命
院
、
藤
原

元
方
卿
造
営
」
と
あ
る
な
ど
、
当
時
の
貴
族
一
般
の
動
向
と
少
し
も

変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
延
喜
八
年
に
越
前
大
橡
と
な
っ
て
以
降

国
司
と
な
っ
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
在
京
貴
族
と
し
て
の
彼
の

生
活
の
仕
方
が
そ
の
ま
ま
彼
の
政
治
的
行
動
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
天
慶
二
～
三
年
の
大
将
軍
補
任
事
件
を
考
え
て
み
る
と
き
は

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
軒
置
に
彼
の
経
歴
を
み
る

と
き
決
し
て
武
富
と
は
い
え
ず
文
官
的
で
あ
り
、
少
く
と
も
現
実
の

も
の
と
し
て
、
元
方
の
存
在
に
道
号
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
在
地
で

の
将
門
の
叛
乱
を
考
え
る
と
い
う
立
場
は
恐
ら
く
生
れ
て
こ
な
い
で

あ
ろ
う
こ
と
は
予
測
で
き
る
。
在
京
貴
族
の
観
点
し
か
持
ち
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
少
く
と
も
藤
原
北
家
の

貴
族
た
ち
と
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
中
央
で
の
権

謀
術
数
が
主
要
な
霞
己
の
存
在
手
段
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
利

害
関
係
も
臨
写
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
も
と
で
の
み
大
将
軍
補
任
事

件
も
、
藤
原
師
輔
と
の
闘
の
東
宮
争
い
も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
元
方
が
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
る
前
後
に
お
い
て
将
門
の
乱
が
勃
発
し
、

在
京
貴
族
と
し
て
の
藤
原
元
方
も
こ
の
乱
の
渦
中
に
ま
き
こ
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
元
方
為
大
将
軍
事

　
　
又
被
命
懸
、
天
慶
征
討
使
之
時
、
朝
議
以
堪
其
事
、
欲
以
元
方
為
大
将

　
　
軍
、
元
方
聞
之
云
、
大
将
軍
暴
君
、
　
一
事
以
上
国
象
無
不
仁
用
、
若

　
　
被
拝
大
将
軍
者
、
必
請
貞
儒
公
子
息
一
入
、
為
副
将
軍
云
々
、
団
扇
寝

　
　
此
議
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
そ
の
い
う
と
こ
ろ
は
将
門
の
乱
に
際
し
て
、
　
「
朝
議
」
に
よ
っ
て

中
央
政
庁
が
藤
原
元
方
を
そ
の
任
に
堪
え
る
の
理
由
を
も
っ
て
大
将

軍
と
し
て
征
東
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
元
方
は
こ
の
こ
と
を
聞
き
，
門
大
将
軍
の
進
言
し
た
こ
と
は
ど
ん

な
こ
と
で
も
国
家
が
用
い
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
し

自
分
が
大
将
軍
と
し
て
征
東
に
行
く
の
な
ら
ば
太
政
大
臣
で
あ
る
忠
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蓋
置
の
子
息
一
人
を
副
将
軍
と
し
て
配
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と

を
主
張
し
た
の
で
こ
の
案
は
中
止
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
内
容
か
ら
察
す
る
に
元
方
は
明
ら
か
に
辞
退
・
拒
否
を
前
提

に
し
て
意
見
を
朝
議
の
メ
ン
バ
ー
に
表
明
し
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
口

実
と
し
て
叶
う
は
ず
の
な
い
他
な
ら
ぬ
太
政
大
臣
忠
平
の
子
息
を
望

ん
で
副
将
軍
に
付
け
る
こ
と
を
条
件
に
し
て
い
る
。
大
将
軍
と
い
う

い
わ
ゆ
る
武
宮
に
つ
き
、
動
乱
の
東
国
に
向
か
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
源

俊
た
ち
が
推
問
使
を
辞
退
し
怠
慢
し
た
ご
と
く
、
そ
の
命
を
堵
し
て

行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

い
か
に
大
権
を
奉
じ
て
い
る
と
は
い
え
畿
内
を
去
る
こ
と
は
る
か
な

東
国
に
赴
い
て
自
己
の
命
運
を
か
け
る
こ
と
は
在
京
貴
族
と
し
て
生

活
し
て
き
た
元
方
に
と
っ
て
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

元
方
の
女
子
は
村
上
天
皇
の
女
御
と
し
て
入
内
し
て
お
り
、
後
に
広

平
親
王
を
も
う
け
る
ご
と
く
、
天
皇
家
内
の
外
孫
を
手
段
と
し
て
、

機
会
さ
え
あ
れ
ば
天
皇
の
権
威
を
光
背
と
し
て
有
力
な
政
治
権
力
の

座
に
つ
な
が
り
え
た
。
強
い
て
政
治
権
力
へ
の
道
を
東
国
の
蛮
地
に

求
め
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
央
で
そ
の
名
を

な
す
可
能
性
の
な
い
貴
族
に
と
っ
て
は
、
東
国
に
下
り
、
自
己
を
受
領

と
し
て
発
揮
す
る
こ
と
は
ひ
と
つ
の
道
で
あ
っ
た
。
し
か
し
危
険
な

道
で
あ
り
、
当
時
正
四
位
下
に
ま
で
至
っ
て
い
た
元
方
黒
人
は
望
み

は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
中
央
⊥
租
都
に

居
て
速
度
は
遅
い
か
も
知
れ
な
い
が
栄
進
し
官
位
を
高
め
る
こ
と
で

あ
り
、
東
国
に
命
運
を
か
け
る
よ
り
も
京
都
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
範
囲

内
で
自
己
を
高
め
、
運
が
よ
け
れ
ば
天
皇
家
内
の
外
孫
（
元
方
の
立
合

そ
の
女
子
祐
姫
の
男
子
）
を
利
用
し
て
政
治
の
中
枢
に
座
す
る
と
い
う

の
が
主
要
な
生
き
方
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
徹
底
し
た
在
京
貴
族
と

し
て
の
み
い
ま
ま
で
中
央
で
そ
の
存
在
を
見
出
だ
し
て
い
た
元
方
に

と
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
中
央
で
の
官
位
の
昇
進
と
、
東
国
に
下
っ
て

静
的
に
行
動
し
そ
の
成
功
に
よ
る
飛
躍
し
た
宮
位
の
昇
進
と
を
比
較

し
て
み
た
と
き
、
断
然
そ
の
重
き
は
前
者
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
さ
に
元
方
の
胸
中
に
は
、
元
方
自
身
の
す
べ
て
を
国
家
を
支
え

る
も
の
と
し
て
想
定
す
る
と
い
う
思
考
は
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
し
、
彼
自
身
の
利
益
に
と
っ
て
も
そ
ん
な
こ
と
は
必
要

で
は
な
か
っ
た
。
藤
原
北
家
が
延
蕎
の
時
平
・
忠
平
の
段
階
を
一
契

機
と
し
て
勢
力
を
大
き
く
伸
ば
し
て
く
る
中
で
他
の
氏
族
は
衰
え
て

ゆ
き
、
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
没
落
し
つ
つ
あ
る
氏
族
を
嵐
自
と
す

る
諸
貴
族
が
白
同
工
の
没
落
の
中
で
「
国
家
や
氏
族
の
集
団
意
識
を
喪

　
⑳

失
職
し
て
い
く
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
元
方
は
ま
さ
に
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そ
の
典
型
と
し
て
「
個
人
の
体
験
と
反
省
が
絶
対
的
な
も
の
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
き
た
都
市
貴
族
の
精
神
」
で
も
っ
て
大
将
軍
へ
の
就
任
を
拒
否
す

る
の
で
あ
る
。

　
元
方
の
振
否
に
よ
っ
て
大
将
軍
に
就
く
藤
原
忠
文
の
大
将
軍
任
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
天
慶
三
年
一
月
十
九
日
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
し
て
そ
れ
か
ら
遠
く

な
い
以
前
に
補
任
事
件
の
こ
と
は
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
元
方
は
前

述
の
ご
と
く
藤
原
忠
平
の
子
息
を
請
う
わ
け
で
あ
る
が
、
忠
平
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

は
実
頼
・
師
保
・
師
輔
・
華
氏
・
師
サ
・
忠
君
の
六
人
で
あ
る
。
実

顧
は
当
時
年
四
〇
で
大
納
言
従
三
位
右
大
将
按
察
使
、
師
輔
ま
た
年

童
二
、
権
中
納
言
従
三
位
左
衛
門
督
検
非
違
使
別
当
で
あ
り
、
元
方

の
官
位
た
る
参
議
正
四
位
下
式
部
大
輔
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
こ
の

両
者
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
本
当
に
誰
か
を
望

ん
で
い
る
と
す
れ
ば
当
時
従
四
位
下
竪
少
将
で
二
八
歳
で
あ
っ
た
師

兄
か
、
従
五
位
上
馬
兵
衛
佐
で
二
一
歳
で
あ
っ
た
師
雰
か
ど
ち
ら
か

で
あ
ろ
う
が
、
少
く
と
も
忠
平
は
承
知
す
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
一

種
の
「
い
や
が
ら
せ
」
と
し
て
、
元
方
家
自
身
の
存
在
を
忠
平
家
と
同

じ
レ
ベ
ル
の
存
在
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
ん
が
た
め
に
そ
の
子
息
を
望

ん
だ
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
光
方
慮
身
は
明
ら
か
に
大
将
軍
の

補
任
を
藤
原
下
家
か
ら
の
圧
迫
で
あ
り
、
忠
平
家
の
勢
力
拡
張
の
た

め
に
大
将
軍
と
し
て
元
方
を
設
定
し
、
東
国
に
行
か
せ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
し
、
忠
平
家
の
意
志

は
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
元
方
の
配
慮
に
よ
っ
て
結
果

的
に
は
大
将
軍
に
な
ら
ず
に
、
東
国
の
善
玉
に
お
い
て
地
に
ま
み
れ

る
こ
と
な
く
己
れ
の
生
涯
を
ま
っ
と
う
す
る
。

　
元
方
は
辞
退
の
た
め
に
だ
け
忠
平
の
子
息
を
副
将
軍
に
望
ん
だ
の

で
は
あ
ろ
う
が
、
も
し
副
将
軍
に
子
息
が
充
て
ら
れ
る
場
合
の
こ
と

に
つ
い
て
も
当
然
考
え
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
思
え
る
。
太
政
大
臣
忠

平
ま
た
は
忠
平
家
の
中
央
政
庁
全
体
の
中
に
占
め
る
位
置
が
元
方
に

よ
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
忠
平
の
子
息
一
人
を
菓
国

に
ま
で
伴
っ
、
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
忠
平
の
処
策
及
び

藤
原
北
家
の
権
力
を
も
伴
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
が
、
藤
原
北
越
が
占
め
て
い
る
国
家
の
重
要
な
機
能
を
連

れ
て
征
東
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
予
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
東
国
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
も

元
方
の
み
で
行
く
の
と
忠
平
の
子
を
連
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
は
中
央
政

庁
霞
体
の
対
処
の
仕
方
も
異
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
藤

原
直
家
と
い
う
ひ
と
つ
の
権
門
、
即
ち
当
時
の
国
家
の
中
枢
部
分
を

現
実
に
占
め
て
い
る
権
力
を
介
在
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
現
実
の
軍
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事
力
編
成
に
つ
い
て
も
随
分
と
異
っ
た
形
態
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
さ
ぎ
に
推
定
使
と
し
て
発
向
せ
ず
官
位
を
解
か
れ
た
源
俊
等

が
請
う
た
兵
士
と
同
じ
よ
う
に
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
は
る
か
に
強
力

な
軍
事
力
組
織
に
連
結
す
る
と
い
う
判
断
が
、
た
と
え
中
央
貴
族
と

し
て
の
元
方
の
感
覚
の
中
か
ら
で
あ
っ
て
も
な
さ
れ
だ
か
ら
こ
そ
交

換
条
件
と
し
て
忠
平
の
子
息
を
請
う
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
現
実
に

総
門
の
乱
を
通
じ
て
藤
原
北
島
は
国
家
機
構
の
大
部
分
を
独
占
し
つ

つ
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
元
方
は
没
落
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
貴
族
の
一
人

と
し
て
そ
の
判
断
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
俊
た
ち
と
は
逆
に
東
国
の

荒
れ
た
地
に
下
向
す
る
と
す
れ
ば
、
中
央
に
お
け
る
順
調
な
昇
進
の

程
度
以
上
に
飛
躍
し
た
昇
進
が
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
に
元
方
は
藤
原
北
家
と
一
連
託
生
的
な
伏
線
を
配
し
た
。
元
方
に

と
っ
て
忠
平
の
子
息
は
楯
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
質

的
武
力
編
成
を
強
大
に
遂
行
す
る
た
め
の
危
険
負
担
を
受
け
持
つ
に

十
分
な
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
配
慮
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
源
俊
の
よ
う
に
官
位
を
馬
路
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
中
央
政
界
で
昇

進
を
つ
づ
け
、
天
慶
二
年
の
参
議
正
四
下
下
か
ら
以
後
大
納
言
正
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

位
に
ま
で
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
元
方
の
判
断
は
中
央
貴
族
と
し
て
は
非
常
に
正
し
く
、
自
己

の
昇
進
を
阻
害
す
る
ど
ん
な
要
因
も
以
後
に
は
残
さ
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
元
方
が
拒
否
し
た
後
に
大
将
軍
と
し
て
東
国
に
向
か
っ
た

藤
原
忠
文
と
対
照
し
て
み
る
と
き
よ
り
明
瞭
に
そ
の
こ
と
が
理
解
さ

れ
て
く
る
。
忠
文
は
征
東
大
将
軍
と
し
て
現
実
に
東
国
に
発
遣
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
乱
の
終
憶
に
あ
た
っ
て
褒
賞
に
あ
ず
か
っ

て
い
な
い
。
こ
の
両
者
の
差
は
や
は
り
当
時
の
中
央
政
庁
の
中
で
霞

己
を
い
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
態
度
、
現
実
の
在
地

の
状
況
を
い
か
に
自
分
の
も
の
と
し
て
捉
え
た
か
と
い
う
姿
勢
に
か

か
っ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
C

　
藤
原
緒
継
四
代
の
孫
藤
原
忠
文
は
当
時
の
式
家
の
総
帥
で
あ
っ
た
。

元
方
が
大
将
軍
就
任
を
拒
否
し
た
の
で
こ
れ
に
か
わ
っ
て
決
定
さ
れ
、

発
遣
さ
れ
て
い
る
。

　
忠
文
の
父
は
参
議
、
従
四
位
上
で
麗
じ
た
藤
原
技
良
、
母
は
正
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

屈
指
息
長
息
継
の
女
で
あ
っ
た
。
父
野
良
は
天
慶
七
年
の
太
皇
大
后

宮
解
説
よ
り
始
め
て
延
喜
十
三
年
に
従
四
位
上
で
参
議
と
な
り
、
六

九
歳
で
公
卿
に
列
す
る
ま
で
中
央
官
人
と
し
て
の
生
活
を
送
っ
て
お

福
そ
の
子
懸
文
も
中
央
貴
族
の
天
と
し
青
て
ら
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
忠
文
の
場
合
は
左
馬
頭
や
左
衛
門
権
佐
、
摂
津
守
、
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丹
波
守
や
大
和
守
な
ど
を
歴
任
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
武

富
的
色
彩
が
強
い
。
そ
の
意
味
で
は
国
司
を
歴
任
し
て
い
る
こ
と
か

ら
在
地
の
状
勢
に
も
詳
し
く
、
あ
る
程
度
具
体
的
な
在
地
へ
の
対
処

の
仕
方
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
く
、
藤
原
元
方
よ
り
も
征
東
大

将
軍
と
し
て
は
栢
慰
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
発

遣
さ
れ
た
と
き
は
既
に
東
国
で
の
将
門
の
乱
は
そ
の
主
要
な
部
分
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

終
っ
て
お
り
、
何
ら
な
す
こ
と
な
く
「
残
敵
掃
討
の
補
助
的
な
も
の
」

と
し
て
の
役
割
り
し
か
果
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
征
東
大
将

軍
と
い
っ
た
場
合
に
は
中
央
の
姿
勢
と
し
て
は
あ
き
ら
か
に
国
家
に

紺
立
す
る
も
の
に
処
す
る
遣
使
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

征
東
大
将
軍
が
決
定
さ
れ
、
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
段
階
は
、
そ
の
対

象
に
む
か
っ
て
国
家
権
力
を
落
し
て
戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
意
識
さ
れ

た
段
階
で
あ
る
と
思
う
。
対
象
を
打
破
し
な
い
こ
と
に
は
律
令
体
制

の
支
配
は
継
続
し
え
ず
、
そ
れ
故
に
天
皇
の
大
権
を
委
譲
し
て
大
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貼
　
　
　
　
　
　
⑰

軍
に
国
家
を
守
る
職
掌
が
託
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
発
遣
さ
れ
る
と
き
の
構
成
に
つ
い
て
は
詳
か
に
な
ら
な
い
が
、
大

　
　
　
　
　
㊥

将
軍
藤
原
忠
文
・
副
将
軍
藤
原
忠
斜
（
忠
文
弟
）
以
下
軍
監
・
軍
曹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
い
う
指
揮
系
統
の
構
成
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
に
し
た
が
う
兵

士
が
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
天
慶
一
瓢
年
二
月
に
節
刀
を
賜
わ
っ

て
進
発
す
る
と
岡
時
に
「
諸
司
所
々
暮
露
尋
人
」
を
同
行
さ
せ
て
お

　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
遅
力
）
　
　
　
　
⑳

り
、
ま
た
そ
の
翌
日
に
は
「
可
進
兵
士
宮
符
、
国
々
至
野
末
報
解
文
」

と
あ
っ
て
国
々
か
ら
兵
士
が
徴
発
さ
れ
た
こ
と
が
解
る
。
こ
の
よ
う

に
征
東
使
一
行
の
構
成
は
大
将
軍
以
下
の
指
揮
系
統
と
兵
士
の
行
動

系
統
と
か
ら
成
っ
て
い
た
。
そ
の
具
体
的
数
字
は
明
ら
か
に
な
ら
な

い
が
京
都
の
段
階
で
諸
司
の
軍
事
要
員
が
微
発
さ
れ
、
ま
た
同
じ
く

京
都
か
ら
の
直
接
の
命
令
で
国
女
か
ら
の
兵
士
が
徴
せ
ら
れ
て
い
る
。

征
東
使
の
果
す
軍
事
的
効
果
の
大
部
分
は
中
央
政
庁
の
段
階
で
、
つ

ま
り
は
貴
族
層
の
政
治
的
配
慮
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
大
将
軍
の
持
つ
本
来
の
性
格
で
も
あ
り
、

ま
た
地
方
の
国
衙
が
中
央
の
手
足
と
し
て
利
用
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
の
表
明
で
も
あ
っ
た
。
換
番
す
る
な
ら
ば
在
地
で
の
現
実
の
反
乱

が
ど
う
で
あ
れ
、
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
は
中
央
政
庁
の
段
階
で
い
か

に
こ
れ
を
処
理
し
、
自
己
の
存
在
に
関
わ
る
政
治
的
事
件
と
し
て
対

処
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
主
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
観
点
の

も
と
で
の
み
対
処
の
遅
れ
や
稚
拙
さ
も
た
ら
さ
れ
て
く
る
。

　
征
東
使
忠
文
が
そ
の
編
成
を
終
え
て
出
発
す
る
以
前
に
藤
原
秀
郷
、

演
劇
盛
は
下
野
国
に
将
門
と
戦
い
こ
れ
を
敗
走
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の

半
月
の
の
ち
に
は
将
門
自
身
を
打
ち
殺
し
て
い
る
。
つ
ま
り
発
航
さ
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れ
た
時
に
は
将
門
の
側
の
敗
北
は
決
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
し
、

将
門
の
殺
さ
れ
た
時
に
は
恐
ら
く
忠
文
一
行
は
到
着
し
て
お
ら
ず
決

定
的
な
役
割
は
果
し
て
い
な
い
。
そ
の
後
の
掃
討
に
お
い
て
も
興
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

王
は
下
野
国
司
藤
原
公
雅
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
報
が
も

た
ら
さ
れ
る
時
に
は
い
く
ら
遅
く
と
も
忠
文
等
は
東
国
に
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
に
こ
こ
で
も
有
効
な
役
割
を
果
す
こ
と
な
く
国
司
に
そ

の
効
果
を
委
ね
て
い
る
と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
。

　
現
地
東
国
に
お
い
て
は

　
　
（
上
略
）
論
難
使
未
到
閥
、
二
月
一
日
、
下
野
押
領
使
藤
原
秀
郷
、
常

　
　
陸
橡
平
舘
盛
等
、
率
四
千
余
人
兵
↑
燃
期
九
平
下
野
国
頭
将
門
合
戦
、
時

　
　
将
門
之
陣
配
被
討
靡
、
迷
三
兵
手
、
銃
身
四
方
、
中
矢
死
者
数
百
人
也

　
　
　
　
⑧

　
　
（
下
略
）

と
い
う
状
態
で
あ
っ
て
、
　
「
官
署
」
－
征
東
大
将
軍
の
一
行
が
東
国

に
下
向
す
る
ま
で
に
貞
潔
、
秀
郷
等
の
率
い
る
四
千
余
人
の
兵
に
よ

っ
て
乱
の
主
要
部
の
鎮
圧
は
す
ん
で
い
る
。
こ
の
兵
は
官
兵
で
は
な

く
て
、
「
割
拠
的
状
態
に
あ
る
土
豪
」
が
適
々
熾
盛
側
に
つ
い
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
本
来
営
門
の
編
成
し
た
兵
土
と
同
質
の
も
の
と
断
じ
て
よ
か
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
将
門
勢
力
と
同
等
に
戦
い
こ
れ
を
破
り
え
た
の
で
あ
っ

て
、
中
央
政
庁
の
軍
事
編
成
及
び
そ
の
原
理
の
適
用
の
み
で
は
効
果

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
智
将
門
と
い
う
反
国
家
権
力
は
広
範
な
農
民

大
衆
の
在
地
で
の
反
抗
を
請
け
て
は
じ
め
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
に
対
す
る
に
旧
き
武
力
編
成
原
理
を
も
っ
て
し
た
の
で
は

一
時
し
の
ぎ
に
は
な
ろ
う
と
も
長
期
的
対
抗
に
は
し
よ
う
も
な
か
っ

た
。
終
極
的
に
は
乱
は
在
地
段
階
で
終
号
す
る
。
そ
こ
で
は
中
央
政

庁
の
為
す
手
段
は
実
戦
的
な
意
味
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
中
央
政
庁
の
反
応
に
つ
い
て
は
純
友
の
乱
に
対
す
る
反

応
の
敏
速
性
と
比
較
し
て
「
内
乱
収
捨
の
際
に
お
け
る
東
西
の
差
異
、

中
央
軍
の
鋼
着
の
遅
速
と
い
う
風
な
技
術
的
な
問
題
で
は
な
く
、
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

代
国
家
の
関
心
、
在
地
土
豪
の
存
在
形
態
に
規
定
さ
れ
た
」
と
言
わ
れ

る
が
、
結
果
的
に
乱
を
み
れ
ば
こ
の
指
摘
は
正
し
い
。
し
か
し
中
央

政
庁
の
側
か
ら
の
対
応
を
み
る
と
き
、
そ
の
打
っ
た
対
策
に
た
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
遅
速
は
あ
る
が
、
よ
く
似
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
乱
に
対
す
る

差
異
は
あ
く
ま
で
中
央
政
庁
の
存
在
の
仕
方
に
明
確
に
関
わ
っ
て
く

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
ご
と
く
黒
門
の
乱
に
対

す
る
中
央
政
庁
の
態
度
は
最
初
の
う
ち
は
あ
く
ま
で
群
盗
に
対
す
る

態
度
で
あ
り
、
辛
う
じ
て
諸
桂
へ
の
奉
幣
と
い
う
こ
と
に
貴
族
た
ち

の
驚
き
の
精
神
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
「
内
乱
」
と
い

う
国
家
的
関
心
は
そ
の
起
っ
た
愛
国
と
い
う
辺
地
性
に
も
よ
ろ
う
が
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持
ち
合
せ
て
は
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
純
友
の
乱
に
対
し
て
明
確
に

対
処
し
え
た
の
は
ひ
と
え
に
将
門
の
乱
に
よ
る
国
家
機
構
の
再
編
成

の
た
ま
も
の
で
あ
り
、
在
地
の
社
会
構
成
の
変
化
が
も
た
ら
し
て
い

た
中
央
政
庁
の
変
化
の
た
ま
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
解
し
て
の
み
純

友
の
乱
へ
の
対
処
の
敏
速
性
も
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
「
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

信
公
記
」
の
記
事
を
み
て
も
萱
門
の
乱
の
関
係
記
事
が
圧
倒
的
に
多

く
、
決
し
て
太
政
大
臣
忠
平
の
関
心
は
純
友
の
乱
の
場
合
の
み
に
主

た
る
関
心
が
集
中
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
京
都
に
あ
っ
て
庄
園
領
主

権
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
「
摂
関
政
治
隔
準
備
期
の
貴
族
た
ち
に
と

っ
て
、
在
地
に
お
い
て
土
地
所
有
形
態
及
び
経
営
形
態
に
ま
で
変
化

を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
っ
た
将
門
の
乱
の
ほ
う
が
む
し
ろ
中
心
的
な
関

心
で
あ
っ
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。

　
こ
の
よ
う
な
古
代
国
家
の
関
心
を
う
け
て
征
菓
使
藤
原
忠
文
は
東

国
の
現
地
で
作
戦
を
行
い
任
を
終
え
、
天
慶
三
年
五
月
に
任
を
解
か

れ
る
。
恐
ら
く
現
地
で
大
将
軍
一
行
が
行
な
っ
た
こ
と
は
「
摂
関
政

治
」
存
立
の
重
要
な
要
素
と
な
る
国
司
（
こ
の
場
合
東
国
を
中
心
）
の

功
過
の
た
め
の
材
料
を
集
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
こ
れ
を
元
方
の
場
合
と
比
し
て
み
よ
う
。

　
乱
後
の
征
討
の
事
に
関
す
る
褒
賞
に
つ
い
て
は
、
征
東
大
将
軍
の

一
行
が
ま
だ
京
都
の
地
に
帰
っ
て
は
い
な
い
天
慶
三
年
三
月
に

　
　
以
下
野
縁
藤
凍
秀
郷
叙
従
四
位
下
、
以
常
陸
橡
平
貞
盛
叙
従
五
位
下
、
並

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
依
討
平
将
門
前
功
也

と
あ
っ
て
在
地
で
濡
沖
し
た
両
者
に
対
し
て
は
敏
速
に
褒
賞
が
行
わ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
忠
文
に
関
し
て
は
「
故
民
部
卿
忠
文
獄
点
出
空

　
　
　
　
　
　
⑧

征
東
功
不
罫
納
言
」
と
あ
る
よ
う
に
結
局
褒
賞
は
行
わ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
も
よ
う
で
あ
り
、
征
東
使
と
し
て
現
実
の
東
国
の
地
に
自

己
の
中
央
政
庁
で
の
官
位
昇
進
を
怪
し
た
こ
と
は
無
為
に
帰
し
、
功

は
酬
い
ら
れ
な
い
。

　
し
か
し
ま
っ
た
く
褒
賞
の
議
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
隅

じ
藤
原
北
家
の
内
部
で
も
権
中
納
書
留
塗
師
輔
は
褒
賞
に
賛
成
す
る

が
大
納
書
藤
原
実
題
は
こ
れ
を
良
し
と
せ
ず
、
結
局
実
頼
の
主
張
が

通
り
、
忠
文
は
「
小
野
宮
殿
（
実
景
）
ノ
御
計
、
生
女
世
女
専
ヘ
カ
ラ
ズ
、

サ
レ
ハ
家
門
衰
微
シ
テ
、
其
末
葉
タ
ラ
ソ
人
煙
、
永
ク
九
条
殿
（
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

輔
）
ノ
御
子
孫
ノ
逆
叉
ト
成
給
ヘ
シ
偏
と
し
て
実
理
の
こ
と
を
深
く
恨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

む
こ
と
に
な
る
。
後
に
元
方
と
同
じ
よ
う
に
「
悪
霊
民
部
卿
」
と
し
て

庶
民
の
中
に
語
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
こ
う
し
た
政
治
的

事
件
に
よ
っ
て
官
位
昇
進
の
途
が
阻
害
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
。
中
央
に
お
い
て
の
官
位
昇
進
の
み
が
忠
文
の
望
ん
だ
と
こ
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ろ
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
面
か
ら
は
忠
文
は
ま
っ
た
く
否
定
さ
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
そ
官
位
を
奪
わ
れ
た
も
の
で
な
い
の
に
政
治
的
失
脚

事
件
と
し
て
世
の
同
清
を
、
摂
関
家
隆
盛
期
に
起
っ
た
荘
家
の
不
幸

と
関
係
づ
け
て
あ
つ
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
怨
霊
自
体
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
い
つ
れ
も
政
治
的
失
脚
者
で
あ
っ
た
点
に
特
殊
の
意
味
」
を
持
っ

て
い
る
の
だ
が
、
忠
文
に
し
て
も
前
述
の
元
方
に
し
て
も
厳
密
な
意

味
で
の
失
脚
者
で
は
な
い
。
そ
れ
が
政
治
支
配
者
間
の
み
で
は
な
く

て
庶
民
の
思
想
に
ま
で
侵
透
し
て
く
る
の
は
、
将
門
の
乱
前
後
の
上

述
の
よ
う
な
政
治
状
況
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
の
あ
っ
た
の
ち
、
元
方
が
正
三
位
ま
で
進
ん
で
い
る
の

に
比
し
て
忠
文
は
正
四
位
下
の
ま
ま
で
天
暦
元
年
に
没
す
る
の
で
あ

っ
て
、
式
家
と
い
う
ひ
と
つ
の
勢
力
が
こ
こ
で
も
墨
家
と
比
し
て
下

降
す
る
。
征
東
大
将
軍
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
忠
文
に
は
律
令
制
的

な
国
家
と
い
う
も
の
を
守
護
す
る
べ
き
任
務
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
国
家
と
い
う
も
の
を
具
体
的
に
考
え
て
み
る
と
き
、
す

で
に
忠
平
家
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
家
へ

の
奉
仕
・
服
従
と
い
う
こ
と
が
公
的
に
忠
平
家
の
下
に
立
つ
と
い
う

こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。
元
方
が
忠
平
の
子
息
一
人
を
副

将
軍
に
請
う
こ
と
に
よ
っ
て
拒
否
し
、
忠
文
は
受
諾
す
る
と
い
う
こ

と
の
背
後
に
こ
う
し
た
貴
族
層
内
部
の
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
・
処
世
術

が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
忠
文
の
期
待
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
急
速
な
官
位
の
昇
進
は
明
ら
か
に
拒
否
さ
れ
、
式
家
が
没
落

の
足
を
早
め
て
い
く
。

　
①
頁
儒
公
記
天
慶
二
年
六
月
七
日
条
。

　
②
本
朝
世
記
天
慶
二
年
六
月
七
日
条
。

　
③
斎
衡
二
年
に
は
「
三
二
使
」
な
る
も
の
が
大
宰
府
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
文
徳

　
　
実
録
斎
衡
二
年
閏
翅
月
廿
八
臼
条
）
。
日
向
守
嗣
響
王
の
反
乱
に
関
し
て
で
あ
る
。

　
　
ま
た
讃
岐
守
弘
宗
王
が
薫
姓
等
に
訴
え
ら
れ
た
と
き
に
も
「
推
問
虚
実
」
せ
ん
が

　
　
た
め
に
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
文
徳
実
録
天
安
元
年
正
月
一
六
日
条
）
。
こ
の

　
　
肖
者
も
推
問
使
と
周
じ
範
晒
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
い
つ
れ
も
「
詔

　
　
使
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　
④
　
三
代
実
録
　
貞
観
十
二
年
十
一
月
十
七
揖
条
。

　
⑤
三
代
実
録
元
慶
七
年
七
月
一
九
日
条
。

　
⑥
三
代
実
録
光
慶
七
年
十
月
十
日
条
。

　
⑦
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
慶
年
間
の
源
俊
の
よ
う
に
役
慰
を
怠
っ
た
も

　
　
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
良
積
は
仁
和
三
年
に
は
美
濃
介
に
な
っ
て
い
る
。

　
⑧
三
代
実
録
元
慶
七
年
十
月
廿
五
擾
条
。

　
⑨
濁
司
に
対
す
る
民
衆
の
反
抗
に
つ
い
て
は
延
嘉
二
年
九
二
二
〇
目
（
研
本
紀
略
）

　
　
に
「
遣
推
問
使
於
越
後
国
、
彼
国
守
紀
有
椴
為
藤
療
有
度
落
髪
着
鉗
」
と
あ
る
。

　
　
こ
の
有
度
は
他
の
と
こ
ろ
（
春
記
長
潜
四
年
五
月
一
日
条
）
で
は
「
州
民
」
と
記

　
　
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
の
国
司
の
存
在
に
つ
い
て
は
吉
村
茂
樹

　
　
氏
『
国
司
舗
度
崩
壇
に
関
す
る
研
究
臨
第
三
編
第
一
章
附
載
に
詳
し
い
。

　
⑩
　
三
宅
長
兵
衛
氏
「
将
門
の
乱
の
史
的
前
提
」
『
立
命
館
文
学
』
一
一
一
言
写
膀
収
。

　
⑪
　
類
聚
三
代
格
　
巻
十
八
　
畠
泰
二
年
毎
鍔
十
九
目
太
政
官
符
。

21 （795）



⑫
ヨ
本
紀
略
正
暦
五
年
十
月
二
三
環
条
。

⑬
　
日
本
紀
略
　
正
門
五
年
十
一
月
三
獄
条
。
こ
の
と
き
は
「
遣
大
宰
府
使
」
と
あ

　
る
が
後
の
記
墓
か
ら
み
て
推
問
使
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

⑭
　
臼
本
紀
略
　
正
暦
五
年
十
一
月
七
日
条
、
い
う
ま
で
も
な
く
惟
寒
允
亮
は
政
銀

　
要
略
の
編
者
。

　
　
権
記
　
長
徳
元
年
九
月
二
八
ヨ
条
、
同
じ
大
宰
府
関
係
で
は
寛
弘
元
年
に
宇
佐

　
宮
の
訴
え
に
よ
っ
て
推
問
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
御
堂
関
白
記
寛
弘
元
年
四
月

　
二
八
日
条
）
。
構
成
は
長
官
右
衛
門
権
佐
藤
原
孝
忠
、
判
官
左
衛
門
尉
平
仲
方
、

　
主
典
右
衛
門
志
県
犬
養
為
政
で
あ
っ
た
。

　
　
更
に
寛
仁
工
年
九
月
二
九
目
（
御
堂
関
白
記
）
に
は
陸
奥
推
間
使
の
こ
と
が
あ

　
つ
た
と
み
え
て
い
る
。

⑯
　
三
代
実
録
　
元
慶
八
年
四
月
二
六
縦
条
。

⑰
　
三
代
実
録
　
元
慶
八
年
驚
嘆
五
翼
条
。

⑱
　
日
本
平
目
　
正
暦
五
年
十
一
月
三
日
条
。

⑲
御
堂
関
白
記
寛
弘
元
年
十
一
月
二
七
臼
条
。

⑳
　
本
朝
世
紀
　
天
慶
二
年
六
月
七
日
条
。

⑳
本
朝
世
紀
天
慶
五
年
閏
三
月
一
目
条
。

㊧
　
告
村
茂
樹
氏
　
前
掲
露
。

　
　
「
彼
等
（
旧
農
奴
的
小
農
民
一
筆
談
）
は
こ
の
王
朝
国
家
体
制
の
も
と
で
は
昏

　
国
堵
公
民
に
日
鋼
的
に
笹
摂
さ
れ
た
存
在
と
し
て
位
綴
づ
け
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ

　
ず
、
擬
装
駒
秩
序
の
中
に
独
自
な
位
概
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
」
（
河
蒋
能

　
平
氏
「
中
世
社
会
成
立
期
の
農
民
問
題
」
　
『
臼
本
史
研
究
』
七
一
号
）
と
言
わ
れ

　
る
と
き
の
「
公
民
」
層
。

⑳
　
右
衛
門
権
佐
源
俊
は
自
費
天
皇
賜
代
の
孫
で
あ
り
、
父
は
左
衛
門
権
佐
、
右
大

　
弁
を
歴
任
し
た
轟
轟
、
録
は
儒
濃
守
橘
善
藷
の
女
で
あ
・
た
。
ま
た
俊
の
妹
周
子

　
は
源
高
明
の
妻
で
あ
り
、
弟
泉
は
少
納
言
、
子
の
掘
は
大
宰
少
弐
、
豊
後
権
守
を

　
歴
任
し
て
い
る
。
嵯
餓
「
源
氏
」
と
は
い
え
決
し
て
周
麗
の
者
も
高
官
に
は
闘
い

　
て
い
な
い
。

⑳
　
石
母
田
琉
『
古
代
宋
暴
政
治
史
序
説
』
第
一
章
第
三
節
。

⑳
　
本
朝
世
紀
　
天
慶
二
年
六
鍔
下
振
条
。

⑳
　
斑
信
越
記
　
天
慶
二
年
十
月
三
日
条
。

⑳
　
林
屋
辰
三
郎
氏
「
平
安
京
に
お
け
る
受
領
の
生
活
」
（
『
古
代
国
家
の
解
体
』
所

　
収
）
。

⑳
　
貞
信
公
記
　
天
慶
二
年
十
月
工
二
日
条
。

⑳
　
良
儒
公
記
　
天
慶
二
年
十
一
月
十
二
日
条
。

⑳
　
斑
信
公
記
　
天
慶
二
年
十
一
一
月
十
九
日
条
。

⑫
鯨
卑
分
脈

　
　
罠
本
紀
略
　
天
慶
三
年
一
月
九
欝
条
。

⑭
　
戯
信
公
記
　
天
慶
三
年
一
月
九
日
条
。

　
　
本
朝
世
紀
　
天
慶
五
年
閾
三
月
一
日
条
、
岡
天
慶
五
年
闊
三
月
十
日
条
。

　
　
政
纂
要
略
　
巻
二
五
　
天
暦
五
年
十
月
一
芸
太
政
官
符
。
及
び
日
本
平
出
　
天

　
徳
二
年
十
一
月
二
七
日
条
。

⑰
　
九
条
殿
記
　
天
慶
七
年
一
月
二
臨
臼
条
。

　
　
九
条
殿
記
天
慶
七
年
二
月
照
闘
条
。

　
　
九
暦
逸
文
　
天
慶
九
年
四
月
二
八
日
条
。

⑩
　
頁
二
三
記
　
天
慶
九
年
九
月
六
日
条
、
同
十
二
月
八
臼
条
、
天
暦
元
年
七
月
一

　
二
条
・
同
四
月
＋
七
鼻
糞
、
目
本
紀
略
天
暦
元
年
三
月
＋
百
条
、
な
ど
。

　
　
高
階
良
日
・
附
二
言
広
照
雌
に
つ
い
て
は
管
見
の
限
り
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
基

　
本
妻
に
は
源
俊
の
野
合
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
阿
蘇
広
遠

　
は
天
慶
四
年
の
復
官
以
後
天
慶
九
年
に
は
従
七
位
下
右
四
史
と
し
て
官
符
を
奉
行

　
し
て
お
り
（
胴
聚
諸
口
抄
　
天
慶
九
年
八
月
十
三
田
太
政
官
符
）
、
天
暦
三
年
に

　
は
左
法
史
と
し
て
官
符
や
官
牒
を
奉
行
し
て
い
る
（
類
聚
符
宣
抄
第
一
　
呈
出
三

　
年
七
月
二
五
葉
叢
政
富
牒
、
平
調
蛭
藻
抄
　
天
真
六
年
九
月
十
一
日
太
政
官
符
、

　
等
々
）
。
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将門の乱と中央費族（井上）

⑪
　
尊
卑
分
脈
　
南
家
武
智
累
世
孫
。

⑫
　
致
忠
－
従
四
位
下
、
陳
忠
…
正
五
案
下
、
由
忠
－
正
五
位
下
、
尚
忠
i
不
明

　
（
正
七
位
上
力
）
、
克
忠
－
従
五
位
上
、
全
忠
一
従
五
位
下
、
懐
忠
…
従
二
位
、

　
則
忠
…
従
五
位
下
。

⑬
　
東
爾
院
文
書
　
回
忌
　
延
善
二
一
年
三
月
竪
臼
太
政
官
牒
。

⑭
三
宝
院
文
書
康
和
二
年
四
月
廿
五
日
醍
醐
寺
延
命
院
検
校
頼
昭
解
（
平
安
遺

　
文
「
四
二
八
号
）
。

⑲
　
醍
醐
寺
縁
起
。

⑯
　
江
談
抄
。

㊨
　
こ
の
と
き
に
朝
議
を
権
成
し
て
い
た
メ
ン
バ
ー
は
摂
政
太
政
大
距
藤
原
忠
平
以

　
下
、
忠
平
の
兄
仲
平
が
左
大
臣
、
子
笑
頼
が
大
納
醤
、
師
輔
が
講
中
納
霞
、
な
ど

　
で
あ
っ
て
、
後
に
勢
力
を
も
つ
源
高
明
で
さ
え
参
議
正
四
位
下
に
す
ぎ
な
い
。

㊥
　
こ
の
史
料
の
事
実
は
江
談
抄
以
外
に
は
管
見
の
か
ぎ
り
み
え
て
い
な
い
。
当
然

　
江
談
妙
の
史
料
批
判
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
元
方
に
命
ぜ
ら
れ
た

　
の
は
恐
ら
く
内
命
の
段
階
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
他
の
貞
信
公
記
等
に
残
ら
な
く
て

　
も
不
思
議
で
は
な
い
。
朝
議
に
よ
っ
て
元
方
が
候
補
に
あ
げ
ら
れ
、
あ
ら
か
じ
め

　
正
式
の
任
命
以
前
に
内
交
渉
が
あ
っ
て
、
そ
の
段
階
で
元
方
は
以
下
の
条
件
を
持

　
ち
出
し
て
拒
否
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
早
寝
田
津
『
中
世
玉
里
堺
の
形
成
』
第
四
端
麗
二
節
。

⑳
石
寒
点
氏
前
掲
露
隅
章
岡
節
。

⑪
　
ほ
本
紀
略
　
天
慶
三
年
正
月
十
九
日
条
。

⑫
　
尊
卑
分
脈
　
摂
家
相
続
孫
、
こ
の
う
ち
師
保
は
早
く
鵬
乱
し
、
忠
鱈
は
幼
少
で

　
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑬
延
喜
十
七
年
に
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
以
降
延
長
七
年
に
従
四
位
に
な
る
ま
で

　
十
三
年
間
を
要
し
、
同
年
に
正
四
位
下
に
な
っ
て
事
件
の
あ
る
天
慶
二
年
ま
で
を

　
十
年
間
正
四
落
下
で
過
し
た
。
こ
の
後
三
年
後
の
天
慶
五
年
に
は
従
三
位
・
中
納

　
雷
と
な
り
、
九
年
後
に
は
正
三
位
・
大
納
言
・
民
部
卿
と
な
り
、
源
俊
の
ご
と
く

　
官
位
を
嚢
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
中
央
で
そ
の
地
位
を
ま
っ
と
う
し
、
天
贋
七
年
に

　
卒
し
て
い
る
。
　
（
公
卿
補
任
等
に
よ
る
。
）

⑭
　
尊
卑
分
脈
　
主
家
差
合
孫
。

⑯
公
郷
輔
任
。

趣
　
上
横
手
雅
敬
氏
「
承
平
天
慶
の
乱
の
歴
史
的
意
義
」
『
澤
本
史
研
究
L
二
三
号
。

⑰
　
大
将
軍
に
つ
い
て
は
令
の
記
載
か
ら
始
め
て
征
夷
使
、
征
等
差
な
ど
の
問
題
を

　
も
含
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
い
ま
は
そ
の
準
備
も
な
い
の
で
推
量
の
域
で

　
御
容
赦
願
い
た
い
。
な
お
、
天
慶
大
将
軍
に
つ
い
て
は
後
世
に
い
た
っ
て
征
夷
将

　
軍
と
も
征
東
将
軍
と
も
あ
り
、
混
同
さ
れ
て
い
る
。

趣
　
日
本
紀
略
　
天
慶
三
年
一
月
十
九
日
条
、
他
。

⑲
　
輪
講
略
記
（
天
慶
三
年
二
月
八
日
条
）
に
よ
れ
ば
副
将
軍
と
し
て
忠
請
の
他
に

　
藤
原
岡
津
、
平
清
里
、
霧
雲
鼠
、
名
瀬
蕪
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
軍
監
橘
定
平
（
頁

　
信
公
記
天
慶
三
年
二
月
二
六
隅
条
）
、
平
日
連
（
扶
桑
略
記
天
慶
三
年
二
月
掛
臼

　
条
）
、
軍
装
清
原
滋
藤
…
（
江
談
抄
）
を
知
り
え
た
。

⑳
　
頁
儒
公
記
　
天
慶
三
年
二
月
八
臼
条
。

⑪
　
斑
儒
公
記
　
天
慶
三
年
二
月
九
字
条
。

⑳
　
装
甲
は
下
野
守
で
あ
り
興
世
王
の
殺
さ
れ
た
の
は
上
総
国
で
あ
る
。
公
雅
は
こ

　
れ
に
先
立
っ
て
天
慶
二
年
十
二
田
〃
十
一
日
に
将
門
に
よ
り
繍
衙
を
追
い
出
さ
れ
て

　
上
京
し
て
い
る
。
一
代
要
記
の
記
載
を
と
る
と
二
月
十
九
日
に
興
世
王
は
殺
さ
れ

　
て
お
り
、
大
将
軍
一
行
の
進
発
は
二
月
八
日
で
あ
り
、
十
日
ば
か
り
で
動
乱
の
上

　
総
ま
で
行
け
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
古
雅
は
単
身
東
国
に
簾
っ
て
い
た
こ
と

　
に
な
る
。
し
か
も
反
乱
軍
の
副
将
的
存
在
で
あ
っ
た
興
世
王
を
謙
す
る
力
を
も
つ

　
て
い
た
。
と
も
あ
れ
公
雅
は
一
旦
は
中
央
政
庁
に
逃
避
・
庇
護
を
求
め
る
が
叶
わ

　
ず
、
単
身
自
己
の
編
成
し
う
る
郎
等
及
び
在
地
で
国
司
と
し
て
形
成
し
つ
つ
あ
っ

　
た
武
力
編
成
で
も
っ
て
み
ず
か
ら
の
窮
地
を
脱
し
よ
う
と
す
る
だ
け
の
虜
覚
を
備

　
え
て
い
た
。
在
地
で
受
領
と
し
て
私
寓
を
貯
え
よ
う
と
す
る
彼
に
と
っ
て
、
既
に

　
中
央
政
庁
は
頼
り
う
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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⑳
扶
桑
略
記
　
天
慶
三
年
二
月
八
三
条
。

⑭
　
上
横
手
氏
　
前
掲
論
文
。

⑳
　
拙
稿
「
検
非
違
使
の
成
立
と
摂
…
闘
政
治
」
『
日
本
史
研
究
』
九
三
号
。

⑳
　
上
横
手
氏
　
前
掲
論
文
。

⑰
　
た
と
え
ば
追
捕
使
、
押
領
使
や
征
急
使
の
派
遣
と
そ
の
順
序
な
ど
。
な
お
押
領

　
使
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
押
領
使
の
研
究
」
　
（
未
発
袋
）
で
考
え
て
み
た
。

⑳
　
貞
信
公
記
抄
自
体
は
当
時
の
ま
ま
に
忠
平
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
そ
の

　
子
実
頼
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
も
こ
の
抄
本
の
作
ら
れ
た
時
期

　
に
は
師
輔
と
並
び
瀬
堂
を
構
成
し
た
人
物
で
あ
っ
て
将
門
の
乱
当
時
の
貴
族
穏
の

　
開
心
と
同
様
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
ま
た
抄
出
の
畑
懸
度
に
つ
い
て
も
問
題
は
残
ろ
う
が
　
「
特
定
の
記
事
に
限
定
せ

　
ず
、
全
巻
に
亙
っ
て
重
要
二
項
を
抄
出
」
（
大
二
本
古
記
録
『
貞
儒
公
記
』
解
題
）

　
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
十
慢
紀
の
摂
関
政
治
成
立
期
の
藤
原
北

　
家
の
閣
心
の
あ
り
方
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
認
で
き
る
。

＠＠＠＠　tw

臓
本
紀
略
　
天
慶
三
年
三
月
九
臼
条
。

帝
王
編
年
紀
　
天
暦
元
年
十
一
月
条
。

源
平
盛
嚢
記
、
巻
二
三
。

帝
玉
編
年
紀
　
天
慶
元
年
十
一
月
条
。

肥
後
｝
和
男
氏
「
平
安
時
代
に
お
け
る
怨
霊
の
思
想
」
『
南
又
林
』
二
四
一
一
所
収
。

展

望

　
か
く
の
ご
と
く
将
門
の
「
内
乱
」
に
お
け
る
中
央
国
家
を
講
成
し

て
い
る
側
の
貴
族
の
対
応
関
係
に
焦
点
を
干
せ
て
叙
述
を
す
す
め
て

き
た
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
在
地
で
の
具
体
的
な
将
門
ら
の
権
力
の
有

り
方
の
叙
述
を
抜
き
に
し
て
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り

で
一
面
的
で
あ
る
。
と
に
か
く
中
央
政
庁
の
側
が
い
か
に
し
て
内
乱

に
対
応
し
て
ゆ
き
、
か
つ
自
己
の
支
配
体
制
を
維
持
せ
ん
が
た
め
に

国
家
と
い
う
総
体
的
な
権
力
構
成
を
変
質
せ
し
め
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
を
国
家
論
の
立
場
に
ま
で
い
た
っ
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
つ
い
に
そ
こ
に
ま
で
た
ど
り
つ
く
こ
と
は

な
く
他
稿
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
そ
れ
へ
の
展
望
だ
け
は

っ
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
本
章
に
も
述
べ
た
よ
う
に
将
門
の
乱
に
対
し
て
従
来
「
内
乱
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
う
困
家
論
的
視
角
が
欠
如
し
て
い
る
。
石
母
田
氏
は
そ
の
著
に
お

い
て
た
し
か
に
国
衙
を
桐
手
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
以
後
反
国

家
闘
争
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
国
衙
と
の
関
係
と
い
う

こ
と
の
み
で
は
そ
れ
以
前
の
反
乱
に
お
い
て
も
地
方
に
逃
げ
の
び
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

そ
こ
の
国
家
機
構
の
宋
端
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

そ
れ
が
「
内
乱
」
と
な
る
の
は
単
に
表
面
的
な
権
力
保
存
機
関
と
の

関
係
の
み
で
は
な
く
て
、
在
地
に
お
け
る
具
体
的
な
生
産
関
係
を
そ

の
身
に
う
け
て
は
じ
め
て
そ
う
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
将
門
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
し

「
内
乱
し
は
あ
く
ま
で
古
代
国
家
権
力
へ
の
抵
抗
な
の
で
あ
っ
て
、

単
に
国
家
機
構
を
く
つ
が
え
そ
う
と
し
た
と
い
う
暴
力
的
叛
乱
の
み
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将門の乱と中央費族（井上）

の
性
格
で
は
と
ど
ま
り
え
な
か
っ
た
。

　
そ
の
将
門
の
う
け
た
生
産
関
係
と
は
、
ま
さ
に
在
地
に
は
ぐ
く
ま

れ
つ
つ
あ
っ
た
農
奴
制
的
生
産
関
係
で
あ
る
。
「
王
朝
国
家
体
調
の
も

と
に
お
い
て
は
公
田
請
作
者
と
し
て
の
田
堵
が
体
幽
幽
被
支
配
身
分

　
　
　
③

－
公
民
」
な
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
律
令
に
規
定
さ
れ
た
班
田
農
民

ク
ラ
ス
の
農
民
を
被
支
配
身
分
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
く

な
っ
て
い
た
。
当
然
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
國
家
は
収
奪
の
対
象
を
変

え
る
必
要
が
で
て
く
る
し
、
ま
た
国
家
機
講
の
編
成
の
仕
方
を
も
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
に
国
家
の
側
が
選
ん
だ
の
は
概
念
と
し

て
は
依
然
と
し
て
「
公
民
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
を
つ

づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
途
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
主
た
る
問
題
に
な
っ

て
い
る
の
は
「
公
民
」
　
（
富
崇
雇
、
農
奴
主
、
ま
た
領
主
で
あ
る
場
合
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

あ
ろ
う
）
が
税
を
出
し
う
る
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
農

民
が
い
か
な
る
経
営
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
可
能
な
ら

し
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
換
書
す
れ
ば
、

国
家
は
も
は
や
農
斑
経
営
の
変
容
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
具
体
的
な
生

産
の
場
所
に
ま
で
至
っ
て
支
配
を
つ
づ
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
将
門
や
貞
盛
・
秀
郷
の
側
は
こ
れ
に
対
し
て
農
民
を
農
奴
糊
的
原

理
で
も
っ
て
そ
の
傘
下
に
組
み
込
む
と
い
う
権
力
組
織
を
行
な
う
。

つ
ま
り
農
奴
制
的
権
力
編
成
の
仕
方
で
も
っ
て
そ
の
外
側
に
あ
る
小

経
営
ウ
ク
ラ
ー
ド
を
も
従
属
さ
せ
る
。
そ
の
も
と
で
従
類
・
心
心
を

基
礎
と
し
た
軍
事
力
の
編
成
や
私
的
に
国
司
を
任
命
し
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
己
の
体
制
を
権
力
と
し
て
保
障
し
、
ま
た
古
代
国
家

の
上
述
の
ご
と
き
権
力
編
成
と
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
世
的
封

建
的
権
力
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
通
常
将
門
の
種
々
の

政
策
か
ら
い
わ
れ
る
そ
の
古
代
性
と
は
、
権
力
を
現
象
形
態
と
し
て

行
使
す
る
側
、
つ
ま
り
将
門
ら
支
配
者
の
個
々
の
結
合
の
仕
方
が
古

代
的
（
－
律
令
制
的
）
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ

自
体
は
貴
族
的
意
識
の
旧
守
性
を
問
わ
れ
る
に
し
て
も
決
し
て
体
制

自
身
の
古
代
性
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
将
門
の
編
成

し
よ
う
と
し
た
権
力
の
基
礎
構
造
は
農
奴
綱
的
原
理
で
あ
っ
た
と
い

う
と
こ
ろ
に
こ
の
「
内
乱
」
の
よ
っ
て
た
つ
と
こ
ろ
が
あ
り
、
か
つ

重
要
性
も
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
に
農
奴
制
に
権
力
編
成
の
基
礎
を

置
い
た
封
建
的
政
治
勢
力
へ
の
は
じ
め
て
の
道
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
そ
し
て
そ
の
道
を
示
し
た
も
の
は
律
令
調
下
に
あ
っ
て
国
家
の
末

端
機
関
で
あ
っ
た
国
衙
で
あ
っ
た
。
本
来
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
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い
国
衙
が
、
領
主
覇
の
登
場
・
発
展
に
よ
っ
て
領
主
た
ち
の
よ
る
と
こ

ろ
と
な
る
権
力
機
関
に
化
す
。
國
衙
を
聴
罪
に
し
て
領
主
制
が
単
な

る
地
方
的
経
営
体
と
い
う
こ
と
か
ら
脱
し
て
政
治
的
権
力
に
上
昇
す

る
の
で
あ
る
。
領
主
が
在
庁
官
人
な
ど
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
衙

機
構
を
我
が
物
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
権
力
が
国
衙
を
中
心
に
分
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
と
い
う
一
種
の
封
建
ア
ナ
ー
キ
ー
の
初
期
的
様
相
が
展
開
さ
れ

る
。
こ
の
時
に
あ
っ
て
は
国
衙
が
地
方
地
方
に
独
特
に
展
開
し
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
⑥

め
た
農
奴
制
的
生
産
の
拠
点
た
る
機
構
に
な
り
、
国
家
は
逆
に
国
衙

に
寄
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
命
脈
を
保
つ
。
こ
の
「
内
乱
」
に
お

い
て
国
衙
の
争
奪
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
や
将
門
の
私
的
な

国
司
任
命
な
ど
は
そ
れ
を
示
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
段
階
は
い
ま
だ
領

主
が
政
治
権
力
を
奪
取
す
る
ま
で
に
は
発
達
せ
ず
、
国
衙
と
い
う
律

令
国
家
の
機
構
が
領
主
制
を
保
証
す
る
政
治
的
機
能
を
持
つ
と
い
う

段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
将
門
の
乱
と
い
う
「
内
乱
」
は
中
央
国
家

に
対
し
て
＼
こ
う
し
た
国
衙
の
本
来
の
機
構
的
側
面
を
破
棄
せ
し
め
、

地
方
ご
と
に
分
散
的
に
草
深
き
農
村
か
ら
出
現
し
て
く
る
領
主
制
を

個
眼
に
捉
え
る
し
か
方
法
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
る
と
い

う
作
用
を
持
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
乱
以
後
こ
う
し
た
個

鋼
的
な
領
主
欄
を
統
一
す
る
べ
き
武
家
の
棟
染
が
全
国
的
政
治
権
力

へ
の
傾
斜
を
も
っ
て
登
場
し
、
国
衙
を
有
力
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て

国
衙
自
身
を
揚
棄
し
て
守
護
・
地
頭
を
設
置
す
る
ま
で
、
基
太
・
的
に

は
上
述
し
た
よ
う
な
国
衙
の
時
代
が
つ
づ
く
も
の
と
考
え
る
。

　
将
門
の
乱
は
領
主
調
が
封
建
的
政
治
勢
力
の
構
成
要
素
に
い
た
る

閥
の
道
を
切
り
拓
い
た
と
い
う
こ
と
で
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。

「
武
家
」
が
政
治
権
力
と
し
て
の
中
世
的
性
格
を
獲
得
す
る
に
い
た

る
ま
で
の
有
力
な
環
に
な
る
「
内
乱
」
で
あ
り
、
こ
の
乱
は
少
な
く

と
も
農
奴
制
的
生
産
関
係
に
も
と
つ
く
「
武
家
権
力
」
の
出
発
点
・

試
作
点
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
で
き
よ
う
。

　
①
『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
脳
第
盗
早
第
三
節
。

　
②
た
と
え
ば
広
嗣
の
乱
。
二
切
の
官
人
的
条
件
を
利
用
し
て
」
、
「
み
ず
か
ら
筑

　
　
前
国
遠
珂
郡
の
郡
家
に
お
い
て
軍
営
を
つ
く
り
、
燦
火
を
あ
げ
て
照
内
の
諸
軍
団

　
　
の
兵
士
を
徴
発
す
る
挙
に
嵐
た
」
。
　
（
北
出
茂
夫
氏
「
七
四
〇
年
の
藤
原
広
嗣
の

　
　
乱
」
『
日
ホ
古
代
政
治
史
の
研
究
』
所
収
。
）
。

　
③
河
齋
能
平
氏
前
掲
論
文
。

　
④
「
堪
菖
姓
」
（
承
平
二
年
九
月
二
二
日
丹
波
園
牒
平
安
遺
文
二
四
〇
号
）
の

　
　
よ
う
な
例
。

　
⑤
　
石
母
田
正
氏
「
封
建
国
家
に
関
す
る
理
論
的
諸
問
題
」
（
『
古
代
末
期
政
治
…
史
序

　
　
説
』
所
収
）
参
照
。

　
⑥
輝
田
芳
実
氏
「
中
巻
成
立
期
の
所
有
と
経
営
に
つ
い
て
」
（
『
鍵
本
領
主
制
成
立

　
　
史
の
研
究
紬
所
収
）
に
言
わ
れ
る
「
家
父
長
荊
的
農
奴
主
経
営
」
と
「
農
奴
制
的

　
　
領
主
経
営
」
の
両
者
を
含
め
た
概
念
と
し
て
使
用
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
引
越
大
学
　
大
学
院
学
生
）
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Masakado’s俳門Rebellion　and　Aristocracy　in　the　Kyoto

by

Mitsuo　lnoue

　　In　the　middle　of　the　10th　ceRtury，　the　fu－st　half　of　the　Heian　ilr“t－z（t

era，　the　rebellion　broke　out　in　tlte　land　of　the　Eastern　Count’ 窒凵G　that

of　Masakado’s平将門．　It　may　be　a　decisive　effect　that　th圭s　rebellion

had　on　the　subsequent　political　process；　and　it　has　been　aBalysed　from

the　view　point　of　the　collapse　of　the　Ritsuryo律令State　and　growth

of　samurai，　or　warrlors，　witk　many　fruitful　results．

　　Judging　from　tlie　Masal〈ado’s　conduct　like　a　warrior，　the　case　has

niainly　been　examined　as　a　problem　o’f　a　body　of　warriors，　Rot　comple－

tely　iR　the　whole　political　process　of　the　10th　century．

　　This　article，　supplylng　the　deficiency　of　some　theories，　is　to　analyse

the　aspects　of　the　Rebellion　througk　the　disposition　of　ai’istocracy　in

the　metropolis，　aiid　the　way　of　reorganizing　the　subsequent　policy

affected　by　conditions　of　the　actual　place．

Problems　of　Peoples　and　Landholding　in　Kui－zhou－Lu蔓州墨入，

　　　　　　　　　　　　　　　Si－Chuan四川．，　in　the　Song宋

by

Yasuhiko　Satake

　　This　article　is　to　explain　in　social　and　economic　aspect　the　regiona1

character　of　K：ui－zhou－Ltl加州路which　was　said　to　be　the　most　back－

ward　region　1n　Song宋．　Kui－zhou－Lu　may　be　divided　into　two　parts，　one

was　Sh圭一zhou施州and　Quia11－zhou贈州where　m圭nor　races　and　the　Han

漢race　Iived　together，　the　other　the　rest．　In　the　former　part，　private

ownership　and　power　derivecl　from　the　community　system　of　mlnor

races　were　growing　under　ithe　iBitiative　by　the　Song　fillf　dynasty，　aBd

iRfluential　persons　of　ffan　or　minor　races　forced　great　landholding　out，

by　changing　the　former　communal　public　rlght　into　the　private　one．

In　the　latter，　the　development　of　a　similar　stage　before　Seng　regulated

（894）


