
「
日
本
封
建
制
度
の
成
立
」
に
関
す
る
研
究
史

安

田

兀

久

（
一
）

　
封
建
制
の
成
立
に
関
す
る
考
究
に
際
し
て
、
　
つ
ね
に
閤
題
と
な
る
の

は
、
　
「
封
建
制
」
の
概
念
を
如
何
に
規
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
に
「
日
本
封
建
制
の
成
立
」
に
つ
い
て
の
研
究
史
を
述
べ
よ
う

と
す
る
と
き
、
や
は
り
「
封
建
制
」
の
概
念
規
定
の
問
題
が
前
面
に
横
た

わ
り
、
そ
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
の
整
理
が
必
須
の
前
提
と
な
る
。

　
日
本
に
お
け
る
封
建
制
度
が
、
如
何
な
る
時
期
に
、
如
何
に
し
て
成
立

し
た
か
、
あ
る
い
は
日
本
の
封
建
制
が
如
何
な
る
特
質
を
も
つ
か
な
ど
、

封
建
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
、
過
去
に
お
け
る
研
究
の
お
び
た
だ
し
い
累

積
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
も
依
然
と
し
て
学
界
の
重
要
問
題
の
一
つ
と

し
て
の
地
位
を
失
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
日
本
封
建
制
の
成
立
時
期
や
、

成
立
事
情
に
つ
い
て
、
未
解
決
の
闘
題
が
多
く
残
っ
て
い
る
と
い
う
事
実

を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
が
、
か
な
り
長
い
研

究
史
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
夫
解
決
の
状
態
に
置
か
れ

て
い
る
原
因
は
何
か
。
そ
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
日
本
語
の
「
封

建
制
」
の
意
味
内
容
が
、
き
わ
め
て
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
日
本
の
歴
史
の
上
で
、
何
時
の
時
代
が
封
建
制

の
成
立
期
で
あ
る
か
を
論
ず
る
と
し
て
も
、
　
「
封
建
制
」
の
概
念
そ
の
も

の
が
不
安
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
論
争
の
上
で
の
共
通
の
広
場
が
な
く
、
そ

こ
に
無
意
味
な
混
乱
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
過
去
の
「
日

本
封
建
制
成
立
」
に
関
す
る
研
究
の
実
情
は
、
そ
う
し
た
混
乱
に
満
ち
て

い
て
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究
史
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
の

困
難
さ
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
混

乱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
と
、
研
究
の
発
展
の
あ
と
も
示

さ
れ
た
し
、
ま
た
概
念
の
不
明
確
さ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
努
力
も
行
な

わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
今
日
、
そ
の
「
封
建
制
」
の
概
念
規
定
を
整
理
し

て
考
え
れ
ば
、
日
本
封
建
制
度
成
立
史
に
つ
い
て
の
、
成
果
の
あ
る
研
究

史
の
歩
み
の
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
日
の
学
界
に
お
い
て
、
　
「
封
建
制
」
な
る
日
本
語
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
け
ロ
畠
巴
♂
β
舅
①
¢
山
巴
δ
ヨ
ニ
・
。
　
の
訳
語
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
日
本
で
古
来
、
　
「
封
建

制
度
」
と
い
う
言
葉
の
用
い
方
は
、
そ
れ
と
は
別
の
意
味
で
あ
っ
た
。

「
封
建
」
の
文
字
と
概
念
が
、
も
と
も
と
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
で

一16一



「日本封建制度の成立」に関する研究史

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
中
国
に
お
け
る
封
建
制
度
と
は
、
先

秦
時
代
の
中
国
、
と
く
に
周
の
時
代
に
典
型
的
に
み
ら
れ
た
国
家
統
治
制

度
を
さ
す
。
そ
れ
は
郡
県
制
度
に
対
立
ず
る
と
こ
ろ
の
、
国
家
統
治
組
織

の
一
形
式
の
表
現
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
社
会
構
造
に
関
す
る
顧
慮
は
全
く

無
く
、
社
会
制
度
の
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
明

治
以
前
の
日
本
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
歴
史
概
念
が
い
ま
だ
行
な
わ
れ
な

い
時
代
に
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
中
国
の
封
建
の
意
味
を
以

て
、
わ
が
国
の
統
治
形
式
を
考
え
た
。
従
っ
て
江
戸
時
代
の
学
者
は
、
当

時
の
江
戸
幕
藩
体
制
下
に
お
ゆ
る
国
家
統
治
形
式
に
の
み
著
目
し
て
、
そ

の
体
制
を
以
て
日
本
の
封
建
制
度
の
完
成
と
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
封
建
制
度
」
が
何
時
頃
か
ら
成
立
し
て
き
た
か

と
い
え
ば
、
大
体
に
お
い
て
そ
の
時
点
を
、
律
令
的
国
司
制
度
が
そ
の
中

央
集
権
的
な
機
能
を
失
い
、
そ
れ
に
代
っ
て
守
護
地
頭
の
制
が
生
ま
れ

て
、
分
権
的
統
治
方
式
が
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
鎌
倉
幕
府
成
立
期
に
求
め

た
。
日
本
史
に
関
す
る
研
究
の
現
段
階
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
守
護
地
頭
制

に
つ
い
て
の
理
解
そ
の
も
の
も
多
く
の
誤
謬
を
含
ん
で
い
た
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
中
央
集
権
に
対
す
る
分
権
、
　
「
郡
県
」
に
対

す
る
「
封
建
」
と
し
て
、
鎌
愈
幕
府
以
来
江
戸
幕
府
に
至
る
ま
で
の
国
家

統
治
形
式
を
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
頼
山
陽
の
「
日
本
外
史
」
に
、

鎌
倉
幕
府
の
守
護
地
頭
設
置
を
以
て
、
　
「
封
建
の
勢
い
始
ま
る
」
と
評
し

て
い
る
の
は
、
そ
の
最
も
顕
著
な
適
例
と
い
え
よ
う
。
ま
た
明
治
十
年

（一

ｪ
七
七
）
に
著
わ
さ
れ
た
田
口
卯
吉
の
「
日
本
開
化
小
史
」
に
も
、

日
本
の
封
建
制
が
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
こ
と
を
述
ぺ
、
そ
の
理
由
と
し

て
郡
県
制
的
な
国
司
制
度
の
崩
壊
と
、
土
地
の
給
与
を
媒
介
と
す
る
分
権

的
な
地
方
支
配
方
法
の
成
立
と
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何

れ
も
儒
学
的
あ
る
い
は
シ
ナ
学
的
な
概
念
と
し
て
の
「
封
建
」
を
問
題
と

し
た
の
で
あ
る
が
、
総
じ
て
近
代
史
学
が
発
達
す
る
以
前
の
日
本
人
の
歴

史
観
は
、
殆
ん
ど
中
国
の
歴
史
思
想
の
影
響
下
に
あ
り
、
　
「
封
建
」
も
ま

た
中
国
史
上
に
お
け
る
そ
れ
に
典
型
を
求
め
た
の
も
当
然
と
思
う
。

　
な
お
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
中
国
的
な
「
封
建
」
制
度
を
日
本
の
歴

史
上
に
比
定
す
る
と
き
、
江
戸
時
代
の
学
者
の
中
に
は
、
右
に
あ
げ
た
も

の
と
全
く
別
の
論
を
な
す
も
の
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
「
封
建
制
度
」

を
日
本
に
お
け
る
大
化
前
代
の
氏
姓
制
度
あ
る
い
は
国
造
制
の
中
に
認
め

よ
う
と
す
る
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
居
宜
長
・
平
田
篤
胤
ら
に
よ
っ
て
代
表

さ
れ
る
国
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
に
つ
、

い
て
頼
山
陽
は
、
　
「
日
本
政
記
」
に
お
い
て
反
論
し
、
日
本
古
代
に
お
い

て
封
建
の
制
の
認
め
ら
れ
ぬ
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
さ
ら
に
明
治
以
後
に

重
野
安
繹
は
「
封
建
」
の
文
字
が
中
国
固
有
の
概
念
で
あ
っ
て
こ
れ
を
日

本
に
適
用
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
大
化
前
代
「
封
建
」
の

論
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
浦
周
行
は
明

治
三
十
六
年
に
発
表
し
た
論
文
「
公
家
制
度
の
発
達
」
に
お
い
て
、
大
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

前
代
を
以
て
日
本
独
自
の
「
封
建
制
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
論
争
に
お
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
中
国
の
歴
史
思
想
に

基
く
「
郡
県
」
に
対
す
る
「
封
建
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
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た
「
封
建
」
の
概
念
は
、
江
戸
時
代
あ
る
い
は
明
治
時
代
ば
か
り
で
な

く
、
は
る
か
に
後
の
時
代
に
ま
で
命
脈
を
保
っ
た
。
た
と
え
ば
大
正
か
ら

昭
和
に
か
け
て
、
日
本
経
済
史
の
分
野
で
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
本
庄
栄

治
郎
さ
え
も
、
「
封
建
な
る
語
は
、
郡
県
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
」
　
封

建
制
度
は
「
上
下
相
貫
の
主
従
関
係
と
封
土
関
係
と
に
依
っ
て
組
織
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

所
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
た
ん
な
る
国
家
統
治

形
態
ば
か
り
で
な
く
、
内
容
的
に
封
建
制
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場

が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
基
本
的
に
は
上
記
の
如
き
中
国
的
概
念
を
捨

象
し
得
な
か
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
現
在
の
、
と

く
に
経
済
史
学
の
上
で
有
力
な
と
こ
ろ
の
「
奴
隷
制
」
に
対
す
る
概
念
と

し
て
の
「
封
建
制
」
概
念
と
は
、
は
る
か
に
異
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
明
治
中
期
以
後
、
日
本
で
は
漸
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
学
の
影
響

を
う
け
、
近
代
的
歴
史
学
が
形
成
さ
れ
る
段
階
に
入
る
が
、
そ
の
頃
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
｛
①
ロ
伍
巴
一
。
。
ヨ
の
概
念
が
導
入
さ
れ
、
こ
れ
を
訳
す
に
際
し

て
「
封
建
」
の
文
字
を
当
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

世
に
お
け
る
｛
Φ
ロ
留
ず
ヨ
の
総
体
的
な
理
解
が
不
充
分
な
段
階
に
あ
っ

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
国
家
統
治
形
式
に
注
目
し
、
そ
こ
に
日
本
古
来

の
概
念
と
し
て
の
「
封
建
制
」
と
類
似
の
形
態
を
認
め
た
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
こ
と
自
体
は
必
ず
し
も
誤
り
で
は
な
く
、
ヨ
ー
戸

ッ
パ
の
封
建
国
家
（
閏
①
仁
侮
P
一
ω
【
ρ
D
⇔
ρ
）
　
の
統
治
形
態
は
、
ま
さ
し
く
シ
ナ

的
歴
史
概
念
で
の
「
封
建
」
を
以
て
、
か
な
り
正
確
に
表
現
し
得
る
。
し

か
し
な
が
ら
西
洋
中
世
の
封
建
制
（
｛
①
包
巴
一
ω
3
）
と
は
、
た
だ
国
家
統

治
形
式
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が
固
有
の
社
会
経
済
的
基
礎
を
も
っ
て
成

立
し
た
制
度
あ
る
い
は
社
会
構
成
と
を
綜
合
し
て
考
え
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
そ
し
て
現
在
の
学
界
で
は
、
後
述
の
如
く
大
き
く
二
つ
の
立
場
に
分

け
ら
れ
る
と
は
言
え
、
　
「
封
建
制
」
を
世
界
史
的
に
普
遍
の
概
念
と
し

て
、
す
な
わ
ち
世
界
史
に
共
通
な
歴
史
的
範
疇
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
日
本
に
お
け
る
「
封
建
」
の
本
来
的
な
意
味
と
、
現
在
そ
の

言
葉
を
借
り
て
構
成
す
る
概
念
と
は
、
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
封
建
制
概
念
の
混
乱
の
原
因
は
、
ま
ず
第
一
に
こ
の
点
に

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
日
本
に
お
け
る
「
封
建
制
」
概
念
の
混
乱
の
第
二
の
点
と
し
て
、

封
建
制
な
る
も
の
を
、
右
の
如
く
世
界
的
に
普
遍
な
歴
史
的
範
疇
と
し
て

捉
え
な
が
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
研
究
成
果
に
影
響
さ
れ
つ
つ
、

そ
の
概
念
構
成
に
お
い
て
種
々
の
立
場
が
生
ま
れ
て
き
た
事
実
を
指
摘
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
大
別
す
る
と
、
一
つ
に
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
中
世
の
レ
ー
エ
ソ
制
度
（
】
じ
Φ
ぴ
Φ
コ
ω
　
乏
Φ
ω
①
口
）
を
基
礎
と
し
て
形
成

さ
れ
た
「
封
建
制
」
概
念
を
以
て
す
る
立
場
と
、
二
つ
に
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
経
済
学
者
に
ょ
っ
て
観
念
さ
れ
た
｛
Φ
o
自
p
＝
ω
ヨ
の
概
念
を
規
準
と

し
て
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
社
会
経
済
構
造
に
密
接
し
た
概
念
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

捉
え
る
立
場
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
前
者
は
、
日
本
に

お
け
る
法
制
史
の
分
野
に
共
通
の
立
場
で
あ
り
、
後
者
は
経
済
史
の
分

野
、
と
く
に
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
に
お
い
て
顕
著
に
み
ら
れ
る
立
場
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
、
よ
り
具
点
的
に
見
る
な
ら
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「日本封建制度の成立」に関する研究史

ば
、
前
者
す
な
わ
ち
法
制
史
的
立
場
に
あ
つ
て
は
、
　
「
封
建
制
」
（
｛
①
二
α
5

巴
一
ω
β
ピ
o
ゲ
雪
ω
芝
①
ω
窪
）
を
、
　
「
土
地
領
有
者
層
1
（
領
主
層
）
－
の

相
互
の
聞
に
お
け
る
、
階
層
的
な
支
配
関
係
を
基
調
と
し
て
成
立
し
て
い

る
法
的
秩
序
」
と
し
て
把
握
す
る
。
従
っ
て
そ
の
封
建
制
の
基
礎
と
し
て

の
主
従
制
・
恩
給
制
な
ど
の
概
念
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
後
者
の

経
済
史
的
立
場
に
お
い
て
は
、
封
建
制
と
は
、
　
「
領
主
と
支
配
下
の
農
民

と
の
対
抗
関
係
に
基
軸
を
置
き
、
領
主
の
農
民
に
対
す
る
経
済
外
的
強
制

に
よ
る
支
配
と
収
取
と
が
実
現
し
て
い
る
社
会
体
制
」
を
さ
す
。
こ
の
場

合
、
領
主
と
は
封
建
的
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
農
民
は
農
奴
と
規
定
さ
れ

る
。
従
っ
て
こ
の
封
建
制
社
会
と
は
、
経
済
構
造
の
上
か
ら
言
う
な
ら
ば

農
奴
制
社
会
と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
同
じ
「
封
建
制
」
の
用
語
を
以
て
し
て
も
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
に
非
常
な
相
異
が
あ
る
と
す
れ
ば
封
建
制
成
立
の
歴
史
を
論
ず

る
と
き
に
多
く
の
混
乱
が
起
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も
と
も

と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
｛
2
畠
巴
駐
ヨ
u
岡
①
⊆
匹
巴
『
ヨ
ロ
ω
の
語
が
、

き
わ
め
て
広
汎
な
意
味
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
概
念
規
定
も
多
岐
に
亘
る
こ

と
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
概
念
を
さ
ら
に
日
本
史
に
援

用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
取
扱
い
の
困
難
さ
も
当
然
の
こ
と
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
以
上
の
如
く
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
に
区
別
さ
れ
る
概
念
規
定
の

相
異
を
指
摘
し
得
る
が
、
日
本
封
建
制
の
成
立
に
関
す
る
研
究
史
の
上
で

は
、
　
「
封
建
制
」
概
念
の
相
違
が
そ
の
ま
ま
研
究
の
進
展
の
度
合
い
を
示

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
古
く
は
、
上
述
の
如
く
中
国
的
・
儒
教
的
歴
史
思

想
の
上
で
の
「
封
建
」
概
念
が
行
な
わ
れ
、
近
．
代
的
歴
史
学
の
成
立
と
と

も
に
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
法
制
史
の
影
響
の
も
と
に
、
法
制
史
的
立
場
で

の
封
建
制
が
論
議
さ
れ
、
つ
い
で
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
盛
行
と
と
も

に
、
社
会
の
下
部
構
造
に
主
た
る
焦
点
を
置
く
と
こ
ろ
の
封
建
制
理
論
が

有
力
と
な
り
、
そ
の
立
場
で
の
日
本
封
建
制
の
成
立
が
関
心
の
対
象
と
な

っ
て
き
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
研
究
史
の
大
勢
に

つ
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、
現
在
と
い
え
ど
も
、
い
わ
ば
支
配
体
制
の
上
部

構
造
に
つ
い
て
の
み
封
建
制
を
考
え
、
下
部
構
造
た
る
社
会
経
済
構
造
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

こ
の
概
念
に
包
含
さ
せ
な
い
立
場
も
あ
る
。
従
っ
て
、
　
「
封
建
制
」
を
世

界
史
的
範
疇
と
し
て
理
解
す
る
限
り
で
も
、
現
在
の
日
本
の
学
会
に
は

依
然
と
し
て
二
つ
の
流
れ
が
存
在
す
る
が
、
研
究
史
の
進
展
の
上
で
は
、

上
述
の
如
き
画
期
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
日
本
封
建
制
成
立
史
に
関
す
る
研
究
の
あ
と
を
た
ど
る
と
き
、

も
う
一
つ
予
め
考
え
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
封
建

制
成
立
期
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
問
題
が
今
日
と
い
え
ど
も
決
定
的

結
論
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ま
ず
「
成
立
」
と
い
う
意

味
内
容
に
も
種
々
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
闊
題
と
し
て
、
今
日
行
な

わ
れ
て
い
る
日
本
封
建
制
成
立
期
に
関
す
る
諸
説
を
整
理
す
る
と
、
次
の

三
つ
に
大
別
し
得
よ
う
。
　
一
つ
は
十
世
紀
以
後
急
速
に
進
展
し
た
荘
園
制

の
社
会
を
封
建
社
会
と
考
え
、
こ
の
時
期
に
封
建
制
の
成
立
を
見
よ
う
と

す
る
説
、
一
つ
は
十
・
十
一
世
紀
頃
か
ら
成
長
し
て
き
た
武
士
が
、
階
級
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と
し
て
の
力
を
基
に
し
て
一
応
の
国
家
的
政
治
体
制
を
作
り
上
げ
た
時

期
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
幕
府
創
立
か
ら
承
久
の
乱
あ
る
い
は
南
北
朝
内
乱
に

至
る
時
期
を
封
建
制
成
立
期
と
す
る
説
、
そ
し
て
一
つ
に
は
荘
園
制
が
崩

壊
し
、
大
名
領
国
制
が
完
成
す
る
室
町
末
期
か
ら
、
太
閤
検
地
を
経
て
江

戸
幕
藩
体
制
の
成
立
に
至
る
時
期
こ
そ
、
封
建
制
の
成
立
し
た
時
期
で
あ

る
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
の
聞
に
も
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
差
の

あ
る
考
え
方
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
過
去
の
研
究
史
の
中
で
前
述
の
「
封

建
制
」
概
念
の
混
乱
と
あ
い
ま
っ
て
、
種
々
の
形
態
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ

る
。
　
一
つ
の
説
が
克
服
さ
れ
た
か
に
見
え
て
も
、
ま
た
何
時
の
ま
に
か
装

い
を
新
た
に
し
て
、
不
死
鳥
の
如
く
現
わ
れ
、
強
く
自
己
を
主
張
す
る
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究
史
を
た
ど
る
と
き
、
こ
う
し
た
実
情
を
も
予
め

知
っ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ω
『
続
法
制
史
の
研
究
』
、
第
二
篇
「
公
家
制
度
の
発
達
」
、
第
二
章
、
三

，
八
六
頁
。

⑧
『
日
本
社
会
経
済
史
』
　
（
昭
和
三
年
）
。
　
封
建
制
に
関
す
る
同
一
の
趣

　
旨
の
こ
と
は
本
庄
栄
次
郎
が
の
ち
に
改
補
訂
正
さ
れ
た
『
日
本
経
済
史

　
概
説
』
）
昭
和
二
三
年
）
に
も
見
ら
れ
る
。

⑧
　
こ
れ
ら
封
建
制
概
念
の
混
乱
に
つ
い
て
は
、
牧
健
二
「
日
本
封
建
制

　
度
成
立
史
」
第
一
章
、
豊
田
武
「
封
建
制
の
成
立
に
関
す
る
諸
問
題
」

　
（
「
史
学
雑
誌
」
五
八
ノ
ニ
）
、
及
び
上
原
専
禄
「
封
建
制
概
念
の
多
様

　
性
」
（
『
鵬
史
学
序
説
』
所
収
）
、
「
封
建
制
度
研
究
に
於
け
る
一
傾

　
向
」
（
『
濁
逸
中
世
史
研
究
』
所
収
）
な
ど
に
く
わ
し
い
。

ω
　
こ
れ
は
主
と
し
て
ド
イ
ツ
法
制
史
の
正
統
を
継
承
せ
ん
と
す
る
立
場

　
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
M
・
ウ
エ
ー
バ
ー
や
H
：
ミ
ッ
タ
イ
ス
な
ど
の
理

　
論
に
支
え
ら
れ
て
、
ド
①
7
①
コ
の
≦
㊦
゜
D
Φ
コ
の
意
味
で
の
封
建
制
を
問
題
に

　
し
、
そ
れ
を
日
本
に
適
用
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
）

　
日
本
に
お
い
て
近
代
的
歴
史
学
が
成
立
す
る
以
前
の
こ
と
は
、
先
に
若

干
触
れ
た
程
度
に
す
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
概
念
と
し
て
の

｛
①
ロ
匹
巴
一
ω
ヨ
が
移
入
さ
れ
た
の
ち
、
こ
の
概
念
を
日
本
の
歴
史
に
適
用
し

よ
う
と
す
る
試
み
は
、
ま
ず
福
田
徳
三
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
一
九
〇
〇
年
に
書
か
れ
た
そ
の
著
．
．
U
δ
σ
q
窃
Φ
一
謝
。
7
既
島
。
ぴ
①
ロ
ロ
山

≦
一
『
8
0
ザ
薗
｛
二
一
〇
ゲ
o
団
三
毛
一
〇
犀
巴
ロ
昌
σ
q
一
口
富
層
四
コ
．
、
に
お
い
て
、
　
日
本

封
建
制
度
の
比
較
史
的
叙
述
が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
日
本
の
武
家

政
治
の
形
態
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
鳴
。
民
巴
一
ω
ヨ
房
に
類
似
す
る
こ
と

に
注
目
し
、
そ
の
武
家
政
治
成
立
の
前
提
と
な
る
荘
園
制
の
成
立
期
か

ら
、
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
制
度
に
よ
っ
て
そ
の
荘
園
が
封
地
と
化
し
、
知
行

制
が
成
立
す
る
鎌
倉
室
町
時
代
を
経
て
、
十
七
世
紀
初
頭
に
徳
川
政
権
が

成
立
す
る
ま
で
の
間
を
、
封
建
制
の
時
代
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、

日
本
封
建
制
度
が
二
つ
の
基
礎
よ
り
成
る
と
い
い
、
そ
の
一
つ
は
物
的
基

礎
と
し
て
の
知
行
制
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
人
的
基
礎
と
し
て
の
家
士
の

制
（
～
N
P
ω
P
一
一
｛
似
一
）
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
成
立
の
端
緒
を
、
鎌

倉
幕
府
の
地
頭
制
度
及
び
御
家
人
制
度
の
中
に
認
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
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「日本封建制度の成立」に関する研究史

る
。
そ
の
解
釈
が
今
日
か
ら
見
て
き
わ
め
て
幼
稚
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
封
建
制
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
、
ド
イ
ツ
法
制
史

に
お
け
る
ピ
Φ
『
①
p
ω
を
①
ω
①
ロ
あ
る
い
は
閏
Φ
口
ら
巴
一
ω
∋
ρ
筋
　
の
解
釈
を
そ

の
ま
ま
受
容
し
、
こ
れ
を
日
本
の
場
合
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
（
5
）

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
著
述
は
比
較
的
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い

え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
近
代
的
歴
史
学
の
概
念
を
日
本
史
の
上
に
導

入
す
る
上
で
、
先
駆
的
役
割
を
果
し
た
点
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
と
く
に
そ
の
後
、
約
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
書
が
西
洋

の
学
者
の
日
本
封
建
制
度
に
関
す
る
知
識
の
源
泉
と
な
っ
た
事
実
も
見
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
な
お
こ
の
書
と
類
似
し
た
成
立
経
過
を
も
つ
論
交
と
し
て
、
新
見
吉

治
が
一
九
一
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
に
お
い
て
書
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

．
、
U
冨
Ω
①
゜
・
〇
三
〇
ぼ
Φ
ユ
巽
ゆ
⊆
犀
？
工
①
冥
゜
・
o
げ
ρ
・
矯
ヨ
富
℃
p
ロ
評
が
あ
る
。

こ
の
論
文
は
後
述
す
る
中
田
薫
の
荘
園
に
関
す
る
研
究
の
成
果
に
負
う
と

こ
ろ
が
多
い
が
、
日
本
の
武
家
政
治
の
歴
史
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
と
の
対

比
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
学
会
に
紹
介
す
る
童
図
を
以
て
書
か

れ
た
。
そ
し
て
新
見
吉
治
は
、
こ
と
さ
ら
に
ぴ
①
冨
器
芝
①
m
。
口
と
か

聞
①
信
餌
巴
冨
ヨ
ニ
ω
と
か
い
う
名
辞
を
用
い
る
こ
と
を
さ
け
た
が
、
そ
れ
は

日
本
の
「
封
建
時
代
」
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
逆
に
、
き
わ
め
て
不
明
確
な
｛
①
＆
巴
一
ω
ヨ
　
の
概
念
一
般
の
整
理
に
対

す
る
貢
献
を
せ
ん
と
す
る
意
図
を
も
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
日
本
で
は
一
九
〇
〇
年
代
の
始
め
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
学
の
新
し
い

方
法
が
、
精
力
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
く
る
が
、
と
く
に
そ
の
一
分
科
と

し
て
の
法
制
史
学
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
制
史
学
の
正
統
と
し
て
の
μ
ー

ト
（
幣
渕
o
ひ
）
や
ブ
ル
ン
ナ
ー
　
（
＝
．
じ
d
「
信
口
口
①
『
）
の
理
論
は
と
く
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
日
本
の
封
建
制
度
を
、
国
家
統
治
形
態
と
し
て

で
は
な
く
、
支
配
、
被
支
配
者
の
身
分
関
係
に
焦
点
を
お
い
て
考
究
す
る

傾
向
が
顕
著
と
な
っ
た
。
先
の
福
田
徳
三
の
場
合
も
、
大
体
に
お
い
て
そ

の
傾
向
の
下
に
あ
っ
た
が
、
と
く
に
こ
の
問
題
を
大
き
く
展
開
す
る
基
礎

を
ひ
ら
い
た
の
は
中
田
薫
の
諸
業
績
で
あ
る
。

　
彼
が
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
発
表
し
た
「
王
朝
時
代
の
荘
園

に
関
す
る
研
究
」
及
び
「
コ
ム
メ
ン
ダ
チ
オ
と
名
簿
捧
呈
の
式
」
、
　
あ
る

い
は
そ
の
翌
年
に
発
表
し
た
「
鎌
倉
時
代
の
地
頭
職
は
官
職
に
非
ず
」
な

　
　
　
　
　
（
8
）

ど
の
諸
論
文
は
、
何
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
封
建
制
概
念
を
日
本
の
武

家
政
治
の
歴
史
の
中
に
導
入
し
一
そ
の
封
建
制
が
土
地
（
H
所
領
）
の

恩
給
制
と
、
主
従
制
と
の
上
に
成
立
し
た
法
的
秩
序
で
あ
る
と
の
前
提
の

も
と
に
、
日
本
の
荘
園
制
度
及
び
武
家
政
治
体
制
、
と
く
に
鎌
倉
幕
府
の

地
頭
制
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
を

通
じ
て
恩
給
制
度
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
が
、
そ
れ
は
「
土
地
領

有
者
が
因
ハ
恵
的
意
思
を
以
て
、
奉
公
の
義
務
を
条
件
と
し
て
、
自
己
の
従

属
者
に
領
有
地
を
貸
与
す
る
方
法
」
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
フ
ラ

ソ
ク
の
恩
給
制
と
共
通
の
根
本
観
念
を
有
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
こ
の
関

係
が
荘
園
の
発
達
と
と
も
に
成
熟
し
た
と
し
て
、
そ
の
経
過
を
日
本
の
荘

園
史
の
中
で
精
密
に
分
析
し
た
。
そ
し
て
ま
た
一
方
で
は
、
武
士
社
会
に
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お
け
る
主
従
関
係
の
結
成
が
封
建
制
成
立
の
端
緒
と
し
て
大
き
な
意
味
を

も
つ
こ
と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
日
本
の
荘
園
制
の
下
に
発
達
し
て

き
た
恩
給
制
と
、
土
地
給
与
を
媒
介
と
し
た
主
従
制
の
成
立
と
を
指
摘

し
、
こ
の
両
者
の
結
合
の
上
に
封
建
制
の
成
立
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ

の
点
を
見
れ
ば
、
彼
の
所
論
が
H
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
説
に
強
く
影
響
さ
れ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
た
だ
彼
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

荘
園
制
発
達
の
申
に
見
ら
れ
る
土
地
恩
給
法
の
成
立
過
程
を
重
視
し
、
恩

給
制
を
日
本
封
建
制
成
立
の
主
軸
と
考
え
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ

る
。
そ
し
て
彼
自
身
が
「
我
が
封
建
制
の
発
達
は
私
権
化
し
た
る
国
郡
の

徴
税
権
が
、
不
当
に
拡
張
さ
れ
た
る
守
護
の
公
法
上
の
権
力
と
互
に
結
合

す
る
に
至
っ
て
、
そ
の
完
成
を
告
げ
た
る
も
の
な
り
、
し
か
し
て
そ
の
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

成
の
時
期
は
室
町
時
代
の
中
葉
に
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
荘
園
制
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
成
長
し
た
下
司
・
地

頭
な
ど
に
お
け
る
私
的
な
土
地
領
有
権
が
、
や
が
て
公
権
力
の
下
で
保
証

さ
れ
る
に
至
る
経
過
こ
そ
が
、
封
建
制
成
立
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

考
え
た
。
そ
し
て
概
括
的
に
い
え
ば
、
領
主
と
従
者
と
の
間
の
主
従
関
係

の
成
立
が
封
建
化
の
端
緒
で
あ
り
、
そ
の
従
者
た
る
武
士
が
恩
給
さ
れ
た

士
地
の
不
動
産
物
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
、
公
法
上
か
ら
承
認
さ
れ
、
つ

い
に
は
全
く
士
地
を
占
有
・
知
行
す
る
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
封
建
制
が

確
立
す
る
と
見
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
中
田
説
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
中
世

史
全
体
が
封
建
制
成
立
の
過
程
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
中
田
薫
の
研
究
は
、
そ
の
基
本
的
前
提
に
お
い
て
土
地
恩
給
制
と

主
従
制
と
の
複
合
を
、
比
較
的
単
純
に
扱
っ
た
き
ら
い
は
あ
る
が
、
封
建

制
の
成
立
を
荘
園
制
発
達
の
歴
史
の
中
に
非
常
な
精
緻
さ
を
以
て
追
求
し

た
点
に
お
い
て
、
そ
れ
以
後
の
封
建
制
成
立
史
の
研
究
の
基
盤
を
つ
く

り
、
ま
た
現
在
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
て
、
そ
の
功
績
は
高
く

評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
中
田
薫
の
研
究
と
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
三
浦
周
行
に
よ
る
「
武

家
制
度
の
発
達
」
に
関
す
る
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
日

本
の
武
家
政
権
の
政
治
組
織
の
中
に
、
封
建
制
の
問
題
が
追
求
さ
れ
て
い
．

　
　
　
（
－
o
）
．

た
の
で
あ
る
。
彼
の
場
合
は
ヨ
ー
μ
ッ
パ
中
世
の
封
建
制
度
を
、
領
主
と

そ
の
家
士
と
の
従
属
関
係
に
基
礎
を
置
く
も
の
と
理
解
し
、
日
本
の
武

士
社
会
に
お
け
る
主
人
と
従
者
と
の
私
的
な
従
属
関
係
の
発
展
の
間
に
封

建
制
度
の
成
立
を
認
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
視
点
に
お
い
て
は
中
田
説
と

あ
ま
り
異
ら
な
い
が
、
法
制
史
的
立
場
に
あ
る
中
田
説
が
、
恩
給
制
の
も

と
に
お
け
る
恩
給
地
に
関
す
る
権
利
義
務
の
問
題
を
厳
し
く
追
求
し
た
の

に
対
し
、
三
浦
説
は
そ
の
点
で
の
弱
さ
は
あ
る
が
、
武
士
社
会
に
お
け
る

従
属
関
係
を
、
十
一
・
二
世
紀
に
お
け
る
源
平
二
氏
の
動
き
と
関
連
さ
せ

る
な
ど
、
む
し
ろ
政
治
史
の
動
向
と
結
び
つ
け
て
説
明
す
る
と
い
っ
た
よ

う
な
、
よ
り
具
体
性
の
あ
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
三
浦
は
、
私

的
な
所
領
の
所
有
者
と
借
地
者
と
い
う
立
場
か
ら
生
ず
る
従
属
関
係
を
基

本
に
据
え
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
関
係
が
や
が
て
公
的
な
社
会
組
織
と
し

て
確
立
す
る
点
を
重
視
す
る
。
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
　
「
日
本
の
封

建
制
度
の
基
礎
確
立
し
、
有
力
な
る
武
士
的
社
会
を
組
織
し
、
永
く
武
家
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「日本封建制度の成立」に関する研究史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
模
範
と
な
り
し
は
実
に
鎌
倉
時
代
に
て
あ
り
き
」
と
主
張
し
た
如
く
、

鎌
倉
幕
府
の
支
配
体
制
の
確
立
を
以
て
、
封
建
制
の
成
立
を
見
た
。
そ
の

場
合
、
土
地
制
度
の
内
容
よ
り
屯
、
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
制
度
や
、
守
護

地
頭
の
制
度
な
ど
、
幕
府
権
力
に
よ
る
支
配
組
織
に
重
点
を
お
い
て
封
建

制
を
捉
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
次
に
こ
の
三
浦
周
行
の
立
場
に
影
響
ざ
れ
な
が
ら
、
中
田
薫
の
業
績
を

批
判
的
に
継
承
し
、
同
じ
法
制
史
学
の
立
場
か
ら
封
建
制
成
立
の
問
題
に

正
面
か
ら
立
ち
向
っ
た
の
は
牧
健
二
で
あ
っ
た
。
そ
の
研
究
成
果
は
、
昭

和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
公
刊
さ
れ
た
「
日
本
封
建
制
度
成
立
史
」
に
く

わ
し
い
が
、
彼
の
基
本
的
立
場
は
比
較
法
制
史
の
上
に
立
ち
な
が
ら
も
、

日
本
の
封
建
制
の
独
自
の
性
格
を
強
調
し
安
易
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
制
と

の
類
推
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
日
本
封
建
制
の
成
立
に
つ

い
て
、
恩
給
制
を
主
軸
に
置
い
た
中
田
説
に
反
対
し
、
む
し
ろ
鎌
倉
御
家

人
社
会
に
み
ら
れ
る
主
従
制
に
主
軸
を
置
い
て
封
建
制
を
考
え
る
と
こ
ろ

に
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
勿
論
恩
給
制
が
無
視
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
に
み
ら
れ
る
恩
給
制
の
徴
証
た
る
所
領
の
「
安

堵
」
　
（
ほ
保
証
）
と
か
「
新
恩
」
　
（
1
1
新
恩
地
の
給
与
）
な
ど
の
行
為

は
、
将
軍
と
御
家
人
と
の
身
分
関
係
を
保
ち
、
こ
れ
を
強
化
す
る
手
段
で

あ
る
と
し
、
主
従
制
す
な
わ
ち
身
分
的
人
聞
関
係
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
ま
た
中
田
説
が
荘
園
制
そ
の
も
の
の
中
に
封
建
制
の
発
展
を

見
る
こ
と
に
反
対
し
、
荘
園
制
的
関
係
の
中
に
生
ま
れ
た
土
地
給
与
の
形

態
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
下
で
行
な
わ
れ
た
土
地
給
与
の

関
係
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
封
建
制
の
由
来
を
考
え
る
。
従
っ
て
幕
府
の
御

家
人
社
会
に
お
け
る
主
従
制
と
恩
給
制
と
の
結
合
が
公
権
を
以
て
確
定
さ

れ
る
時
点
が
、
封
建
制
成
立
の
重
要
な
契
機
と
な
る
。
そ
し
て
彼
は
、
そ

の
時
点
を
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
制
度
の
成
立
の
時
期
に
求
め
、
文
治
元
年

（一

齡
ｪ
五
）
の
守
護
地
頭
設
置
を
以
て
、
日
本
に
お
け
る
封
建
制
の
成

立
期
と
し
て
重
視
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
牧
説
は
、
現
在
に
至
れ
ば
種
々
の
批
判
も
あ
る
が
、
法
制
史
の
立

場
か
ら
の
封
建
制
研
究
と
し
て
は
斬
新
で
あ
り
、
ま
た
か
な
り
の
説
得
力

を
も
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
の
、
法
制
史
の
分
野
で
の
定

説
的
位
置
を
占
め
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
石
井
良
助
の

『
日
本
法
制
史
概
説
』
（
一
九
四
九
年
刊
）
に
は
、
「
平
安
朝
時
代
後
半
期

の
武
人
の
間
の
主
従
関
係
と
恩
給
関
係
と
は
私
的
な
関
係
に
す
ぎ
な
か
っ

た
が
、
平
氏
を
討
滅
し
た
源
頼
朝
が
、
文
治
元
年
に
朝
廷
よ
り
日
本
六
十

六
国
の
総
守
護
職
・
総
地
頭
職
に
補
せ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
彼
を
首
長
と

す
る
全
武
人
の
間
の
主
従
関
係
と
恩
給
関
係
と
は
、
著
し
く
公
的
な
色
彩

を
帯
び
る
に
至
っ
た
。
こ
の
公
認
さ
れ
た
武
人
の
主
従
制
と
恩
給
制
と
を

基
礎
と
す
る
軍
事
的
な
政
治
体
制
を
こ
こ
に
封
建
制
度
と
い
う
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
は
現
在
法
制
史
的
に
は
封
建
制
度
を
説
く
場
合
の
代
表
的
立
場

で
あ
り
、
ま
た
き
わ
め
て
具
体
的
か
つ
明
解
な
叙
述
で
あ
る
。
そ
し
て
文

治
元
年
の
い
わ
ゆ
る
「
守
護
地
頭
補
任
の
勅
許
」
の
法
的
性
質
に
つ
い

て
、
牧
健
二
は
こ
れ
を
守
護
・
地
頭
の
補
任
権
の
獲
得
で
あ
る
と
し
た
の

に
対
し
、
石
井
説
で
は
中
田
薫
の
主
張
と
同
じ
く
頼
朝
自
身
が
総
守
護
．
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・
総
地
頭
に
補
任
さ
れ
た
と
す
る
点
で
、
一
つ
の
対
立
は
あ
る
が
、
頼
朝
の

守
護
地
頭
補
任
を
以
て
封
建
制
確
立
の
指
標
と
し
た
点
で
、
石
井
説
は
牧

説
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
が
現
在
の
法
制
史
学
に
お
け
る
共
通
の
理

解
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

㈲
　
こ
の
書
は
の
ち
に
日
本
に
お
い
て
も
坂
西
由
蔵
訳
『
日
本
経
済
史

　
論
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

⑥
　
ζ
翼
≦
①
げ
①
さ
≦
才
雷
。
訂
｛
箭
σ
q
Φ
ω
。
三
。
｝
》
8
°
》
げ
冴
ω
α
①
「

　
二
巳
く
魯
雷
一
窪
ω
o
N
芭
二
巳
芝
一
コ
ω
。
訂
跨
゜
。
σ
q
①
ω
。
露
。
算
①
゜
一
㊤
6
．

　
　
（
黒
正
巌
訳
『
社
会
経
済
史
原
論
』
）
に
こ
の
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る

　
こ
と
の
み
で
も
、
そ
れ
が
充
分
に
証
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

㈹
　
こ
の
論
文
は
直
ち
に
公
刊
さ
れ
ず
、
の
ち
に
「
日
本
に
於
け
る
武
家

　
政
治
の
歴
史
」
と
題
し
て
、
邦
語
に
よ
っ
て
発
麦
さ
れ
た
。
　
（
新
見
吉

　
治
『
武
家
政
治
の
研
究
』
所
収
）

⑧
　
こ
れ
ら
の
論
文
は
何
れ
も
、
国
家
学
会
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
、
の
ち
に

　
中
田
薫
『
法
制
史
論
集
』
に
収
録
さ
れ
た
。

⑧
　
「
王
朝
時
代
の
庄
園
に
関
す
る
研
究
」

ω
　
三
浦
周
行
の
研
究
成
果
は
、
何
れ
も
『
日
本
史
の
研
究
』
　
（
第
一
・

　
第
二
輯
）
及
び
『
法
制
史
の
研
究
』
（
正
・
続
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

個
「
武
家
制
度
の
発
達
」
　
（
『
続
法
制
史
の
研
究
』
所
収
）
五
八
五
頁
。

（
三
）

法
制
史
家
た
ち
の
多
く
は
、
鎌
倉
武
家
社
会
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
制
と

類
似
す
る
点
を
強
く
認
識
し
た
が
、
そ
の
場
合
、
社
会
の
上
部
構
造
へ
の

関
心
の
み
が
強
く
働
い
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
牧
健
二
の
説

に
し
て
も
、
地
頭
制
度
の
成
立
を
契
機
と
す
る
封
建
化
の
運
動
が
、
や
が

て
社
会
の
下
部
購
造
を
も
規
定
し
、
や
が
て
武
士
以
下
の
階
層
の
封
建
化

を
促
す
と
い
う
、
い
わ
ば
上
か
ら
の
封
建
化
の
途
を
想
定
し
て
い
る
。
し

か
し
前
述
の
経
済
史
的
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
社
会
の
封
建
化
の
過
程

は
、
社
会
経
済
の
発
展
そ
の
も
の
の
中
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
癖
い
。
土

地
の
恩
給
制
や
主
従
制
が
生
ま
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
何
故
に
そ
れ
が
可

能
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
理
由
を
社
会
経
済
の
根
底
に
あ
る
と
こ
ろ
の
、
生

産
者
た
る
農
民
の
成
長
発
展
の
中
に
さ
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
現
実

に
鎌
倉
時
代
社
会
の
下
部
構
造
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
封
建
的
性
質
が
認

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
法
制
史
の
立
場
に
対
す
る
経
済
史
側
か
ら
の
疑

問
と
批
判
は
、
主
と
し
て
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
向
け
ら
れ
る
。
と
く
に
中

田
説
に
批
判
修
正
を
加
え
た
牧
説
の
場
合
、
中
田
説
が
封
建
制
発
達
の
母

胎
と
考
え
た
荘
園
制
を
、
封
建
制
成
立
の
社
会
経
済
的
媒
体
と
は
考
え
な

が
ら
も
、
荘
園
法
と
は
別
に
武
士
社
会
の
封
建
法
が
成
立
し
た
と
考
え

た
。
従
っ
て
、
荘
園
的
土
地
支
配
機
構
の
中
に
封
建
的
土
地
領
有
が
育
ま

れ
た
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
　
「
荘
園
制
」
は
あ
く
ま
で
も
経
済
構
造
あ

る
い
は
経
済
制
度
の
問
題
と
し
て
一
応
別
に
置
く
。
こ
れ
に
対
し
て
経
済

史
の
立
場
で
は
、
　
「
荘
園
制
」
の
概
念
を
さ
ら
に
広
く
用
い
、
こ
れ
を
社

会
的
政
治
体
制
に
関
す
る
歴
史
的
範
疇
と
考
え
る
。
従
っ
て
叢
園
制
そ
の

も
の
の
性
格
が
奴
隷
制
か
封
建
制
か
と
い
う
、
日
本
の
荘
園
制
の
性
格
規
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定
が
重
要
と
な
り
、
む
し
ろ
中
田
薫
の
業
績
に
ま
で
立
ち
帰
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
う
し
た
事
情
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
が
、
と
に
か
く
牧
健
二

説
に
代
表
さ
れ
る
法
制
史
的
「
封
建
制
」
概
念
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
経

済
史
的
立
場
か
ら
は
容
認
さ
れ
ず
、
ま
た
封
建
制
成
立
に
関
す
る
法
制
史

的
認
識
も
、
と
く
に
社
会
経
済
史
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
観
に
立
つ
限

り
、
下
部
構
造
へ
の
関
心
を
欠
く
が
故
に
多
く
の
疑
問
を
持
た
れ
た
。

　
日
本
に
お
い
て
社
会
経
済
史
学
的
研
究
が
本
格
化
し
た
の
は
昭
和
初
期

で
あ
る
が
、
そ
の
頃
か
ら
封
建
制
を
経
済
発
展
の
上
で
の
、
生
産
様
式
の

一
類
型
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
は
支
配
層

と
生
産
者
層
と
の
階
級
関
係
を
中
心
の
視
点
と
し
、
そ
こ
に
古
代
奴
隷
制

や
近
代
的
資
本
制
と
対
立
す
る
一
つ
の
社
会
経
済
的
特
徴
を
捉
え
て
、
こ

れ
を
「
封
建
制
」
　
（
“
農
奴
制
）
と
規
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
立
場
で
の
先
駆
的
研
究
は
、
早
川
二
郎
・
渡
辺
義
通
ら
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
早
川
説
に
よ
れ
ば
、
「
奈
良
時
代
の
律
令
体
制
下

に
お
け
る
班
田
農
民
は
、
生
産
手
段
と
労
働
力
が
結
合
し
て
い
る
が
故
に

こ
れ
を
奴
隷
制
と
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
律
令
制
社
会

で
は
日
本
独
特
の
形
態
で
は
あ
っ
て
も
、
す
で
農
奴
に
制
が
成
立
し
て
い

る
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ア
ジ
ア
的
農
奴
制
の
段
階
を
認
め

（
1
2
）

る
。
従
っ
て
こ
の
説
に
よ
れ
ば
奈
良
時
代
が
封
建
制
の
成
立
期
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
渡
辺
義
通
は
、
．
主
と
し
て
古
代
史
に
関
す
る
諸
業
績
を
残

し
た
が
、
早
川
の
ア
ジ
ア
的
農
奴
制
説
に
は
反
対
し
、
律
令
農
民
が
そ
の

苛
酷
な
収
奪
下
に
あ
っ
た
姿
は
む
し
ろ
奴
隷
制
と
規
定
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
農
奴
制
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
そ
の
成
立
期
を
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

世
紀
以
後
の
荘
園
制
成
熟
期
に
ま
で
下
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
こ
の

両
者
の
説
は
何
れ
も
、
日
本
に
お
け
る
農
奴
制
の
成
立
時
期
を
確
定
す
る

と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
り
、
そ
の
解
答
の
如
何
に
よ
っ
て
封
建
制
成
立
に
関

す
る
見
解
の
相
異
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
彼
等
が
そ
の
研

究
を
す
す
め
た
時
代
に
は
、
律
令
農
民
の
存
在
形
態
や
荘
園
の
構
造
的
特

質
、
あ
る
い
は
荘
園
制
下
の
在
地
構
造
な
ど
に
つ
い
て
、
未
だ
ほ
と
ん
ど

実
証
的
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
状
態
で
あ
り
、
か
な
り
大
胆
な
憶
測
と
誤

謬
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
理
論
を
構
成
し
た
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
彼
等
の
主
張
そ
の
も
の
は
今
日
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
い
が
、
と

は
い
え
揺
藍
期
の
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
に
お
け
る
先
駆
的
業
績
と
し
て

の
意
味
は
そ
れ
な
り
に
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
後
の
荘

園
制
に
関
す
る
研
究
の
盛
行
を
促
す
契
機
と
な
り
。
そ
の
荘
園
制
あ
る
い

は
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
在
地
構
造
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
の
実
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

あ
る
成
果
と
あ
い
ま
っ
て
、
現
在
の
学
界
で
の
古
代
社
会
か
ら
封
建
社
会

へ
の
推
移
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
へ
の
途
を
ひ
ら
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
立
場
か
ら
日
本
の
封
建
制
成
立
を

追
求
す
る
と
き
、
そ
の
基
礎
的
問
題
と
し
て
、
農
奴
制
の
形
成
と
そ
れ
に

対
応
す
る
封
建
的
土
地
所
有
制
の
成
立
過
程
に
関
心
が
集
中
す
る
。
そ
し

て
そ
の
場
合
に
、
農
奴
制
成
立
の
母
胎
た
る
日
本
古
代
社
会
の
性
格
を
如

何
に
理
解
す
る
か
、
ま
た
そ
の
発
展
段
階
を
如
何
に
規
定
す
る
か
が
前
提

的
問
題
と
な
り
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
律
会
制
下
の
「
郷
戸
」
の
変
質
・
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分
解
の
結
果
と
し
て
創
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
中
世
に
お
け
る
基
本
的
農

民
た
る
「
名
主
」
層
の
性
格
規
定
が
中
心
課
題
と
な
る
。

　
こ
う
し
た
立
場
か
ら
日
本
の
封
建
制
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
荘
園
制

が
如
何
な
る
歴
史
的
役
割
を
果
し
た
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
こ
れ
を

追
求
し
た
の
が
藤
間
生
大
・
石
母
田
正
・
松
本
新
八
郎
ら
で
あ
る
。
こ
の

中
、
藤
間
生
大
は
、
そ
の
著
「
日
本
庄
園
史
」
に
お
い
て
荘
園
の
成
立
過

程
と
経
営
形
態
と
を
再
検
討
し
、
荘
園
発
生
期
の
初
期
荘
園
の
本
質
は
奴

隷
制
で
あ
る
が
、
十
世
紀
以
降
全
国
的
に
展
開
す
る
と
こ
ろ
の
寄
進
地
系

荘
園
を
主
体
と
す
る
荘
園
体
制
は
、
奴
隷
的
荘
民
の
土
地
と
の
結
合
の
進

行
を
前
提
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
奴
隷
制
的
性
格
を
克
服
し
、
一
歩
前

進
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
荘
園
所
有
者
の
性
格
や
、

荘
園
制
の
支
配
機
構
を
考
え
れ
ば
、
荘
園
体
制
が
伝
統
的
な
古
代
国
家
と

相
互
依
存
的
な
関
係
に
お
い
て
の
み
存
在
し
得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ

れ
は
結
局
律
令
国
家
を
最
終
的
に
止
揚
す
る
体
制
と
は
な
り
得
ず
、
従
っ

て
荘
園
制
の
本
質
は
封
建
制
成
立
へ
の
過
渡
的
性
格
に
あ
る
、
と
主
張
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
松
本
・
石
母
田
の
場
合
は
、
荘
園
体
制
を
、
そ
の
基
礎

と
な
る
生
産
関
係
の
側
面
か
ら
追
求
し
、
と
く
に
荘
園
内
部
の
名
田
、
お

な
び
名
主
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
と
い
う
方
法
を
と
っ

た
。
そ
し
て
両
者
の
間
に
、
若
干
の
見
解
の
差
は
あ
る
が
、
　
「
名
」
体
制

の
構
造
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
農
奴
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、
む
レ

ろ
家
父
長
的
奴
隷
制
に
基
礎
を
お
く
古
代
家
族
か
ら
、
農
奴
的
小
農
民
経

営
に
基
礎
を
お
く
封
建
領
主
に
成
長
す
る
過
渡
的
段
階
に
あ
る
も
の
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
点
で
は
、
大
体
に
お
い
て
一
致
す
る
。
そ
し
て
封
建
制
1
1
農
奴
制
は
こ

の
よ
う
な
名
体
制
の
分
解
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
本
格
的
展
開
を
み
せ
る

と
考
え
た
。
従
っ
て
荘
園
制
そ
の
も
の
に
も
、
藤
間
説
と
同
様
に
過
渡
的

性
格
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
入
々
が
具
体
的
に
日
本
の
歴
史
上
で
、
如
何
な

る
時
代
に
封
建
制
の
成
立
を
認
め
た
か
。
松
本
新
八
郎
は
右
に
述
べ
た
よ

う
に
荘
園
制
社
会
を
過
渡
的
な
も
の
と
考
え
な
が
ら
も
、
十
・
十
一
世
紀

の
そ
れ
は
、
ま
だ
家
父
長
制
的
奴
隷
制
に
よ
る
農
業
経
営
（
1
1
名
田
経
営
）

が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
故
に
、
な
お
古
代
社
会
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し

て
十
二
世
紀
末
以
降
の
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
も
、
　
一
応
上
部
構
造
で
の
封

建
化
は
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
、
下
部
の
社
会
関
係
に
お
い
て
は
、
な
お

家
父
長
制
的
名
田
経
営
、
な
い
し
は
そ
の
解
体
過
程
に
あ
る
惣
領
制
的
経

営
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
封
建
時
代
と
は
言
え
な

い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
半
古
代
的
な
大
経
営
が
解
体
し
て
、
松
本
説
に
よ

る
農
奴
す
な
わ
ち
「
独
立
自
営
的
な
小
農
民
」
経
営
が
成
立
し
た
の
が
南

北
朝
内
乱
期
で
あ
り
、
室
町
時
代
に
至
っ
て
農
奴
制
が
支
配
的
展
開
を
み

せ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
松
本
説
に
よ
る
「
小
農
民
経
営
」
の
担
い
手

は
、
畿
内
先
進
地
城
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
新
興
の
名
主
層
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
単
婚
家
族
構
成
で
一
応
独
立
的
に
農
業
経
営
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
新
興
名
主
層
が
元
弘
・
建
武
の
内
乱
を
惹
起
す
る
原
動
力
と

な
り
、
封
建
国
家
を
つ
く
り
出
す
主
体
と
な
っ
た
も
の
と
主
張
す
る
わ
け

（
1
6
）

あ
る
。
こ
の
松
本
説
は
個
々
の
論
証
の
過
程
に
お
い
て
、
か
な
り
の
疑
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問
が
残
り
、
必
ず
し
も
強
い
説
得
力
を
も
た
な
か
っ
た
が
農
奴
制
理
論
を

南
北
朝
内
乱
期
に
適
用
し
た
構
想
は
、
ま
こ
と
に
あ
ざ
や
か
で
あ
っ
て
、

後
の
研
究
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
と
く
に
稲
垣
泰
彦
の
論
文
「
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

本
に
お
け
る
領
主
制
の
発
展
」
で
は
、
鎌
倉
幕
府
体
制
下
で
の
在
地
領
主

1
ー
地
頭
の
存
在
形
態
を
、
「
初
期
領
主
制
」
の
段
階
と
規
定
し
、
そ
れ
が
封

建
的
領
主
制
へ
の
前
段
階
と
す
る
の
は
、
鎌
倉
時
代
を
本
質
的
に
は
古
代

社
会
と
す
る
松
本
説
に
多
く
の
影
響
を
う
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
後
に
述
べ
る
安
良
城
盛
昭
の
研
究
も
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
時
代
に
至
る

ま
で
の
社
会
構
成
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
松
本
説
を
前
提
と
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
石
母
田
正
の
場
合
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
封
建
的
体

制
が
未
熟
で
あ
っ
た
と
す
る
点
は
、
松
本
説
と
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
が
、

古
代
末
期
に
成
長
し
て
来
た
在
地
領
主
制
に
考
察
の
主
軸
を
置
い
た
結

果
、
松
本
説
と
比
較
し
て
、
よ
り
早
い
時
代
に
在
地
領
主
及
び
そ
の
支
配

下
の
百
姓
名
主
（
1
1
農
奴
）
の
成
立
を
想
定
し
た
。
彼
の
場
合
、
九
世
紀

以
降
に
初
期
荘
園
の
内
部
に
在
地
有
力
者
層
が
拾
頭
し
、
「
私
営
田
領
主
」

と
呼
ば
れ
る
地
方
豪
族
が
「
私
営
田
経
営
」
を
展
開
す
る
が
、
こ
れ
は
古

代
家
族
的
奴
隷
制
経
営
の
域
を
脱
し
た
大
規
模
な
家
父
長
的
奴
隷
制
の
段

階
に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
や
が
て
十
・
十
一
世
紀
に
な
る
と
、
衰
退
し

つ
つ
あ
る
初
期
荘
園
や
、
そ
の
対
立
者
で
あ
る
私
営
田
経
営
の
内
部
に
お

け
る
農
民
層
の
分
解
の
中
に
、
田
堵
的
名
主
層
の
成
長
が
見
ら
れ
、
そ
れ

は
や
が
て
「
在
地
領
主
」
と
し
て
、
自
己
の
「
私
領
」
を
確
保
し
は
じ
め

る
。
こ
の
よ
う
な
在
地
領
主
の
広
汎
な
成
長
は
、
一
方
に
お
い
て
私
営
田

経
営
を
没
落
に
導
く
原
動
力
と
も
な
っ
た
が
、
他
方
に
お
い
て
、
と
く
に

辺
境
地
帯
で
は
、
む
し
ろ
私
営
田
領
主
が
こ
れ
ら
新
興
の
在
地
領
主
と
対

立
し
、
こ
れ
を
支
配
下
に
置
く
こ
と
に
努
め
る
経
過
に
お
い
て
、
私
営
田

領
主
か
ら
封
建
的
領
主
へ
転
換
す
る
た
め
の
媒
体
的
役
割
を
果
し
た
。
十

世
紀
前
後
の
農
村
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
運
動
は
、
い
わ
ゆ
る
寄
進
型

荘
園
が
成
長
す
る
基
盤
と
も
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
地
方
に
お
け
る
武
士

の
発
生
・
成
長
の
舞
台
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
言
う
在
地
領
主

層
や
、
あ
る
い
は
私
営
田
領
主
に
系
譜
を
ひ
く
豪
族
的
領
主
層
こ
そ
が
、

次
の
時
代
に
活
躍
し
た
武
士
階
段
に
他
な
ら
ず
、
と
く
に
在
地
領
主
層
が

鎌
倉
時
代
の
地
頭
・
御
家
人
層
の
主
流
を
な
す
も
の
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
彼
等
在
地
領
主
層
は
、
私
領
を
有
す
る
が
故
に
、
　
「
私
領
主
」
と
も

呼
び
得
る
が
、
そ
の
私
領
の
領
有
は
律
令
制
的
秩
序
の
上
か
ら
は
必
ず
し

も
合
法
的
で
な
い
が
、
彼
等
領
主
層
自
身
の
実
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
実

現
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
領
有
を
公
権
の
下
で
合
法
化
せ
ん
と
す
る

希
求
が
、
彼
等
を
し
て
武
家
政
権
を
作
り
あ
げ
、
そ
の
下
に
結
集
し
た
客

観
的
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
在
地
領

主
層
の
所
領
が
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
自
主
経
営
の
百
姓
名
主
・
作
人
す

な
わ
ち
農
奴
た
ち
の
上
に
君
臨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
立
し
得
る
と
し
た

点
で
あ
る
。
従
っ
て
在
地
領
主
層
の
成
立
は
、
古
代
社
会
が
封
建
制
へ
と

脱
皮
す
る
第
一
段
階
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
在
地
領
主
層
が
「
所

領
」
の
支
配
を
公
権
力
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
時
期
に
は
、
す
で
に
農
奴
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制
の
成
立
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
石
母
田
説
に
よ
れ

ば
、
鎌
倉
時
代
の
社
会
は
、
古
代
的
あ
る
い
は
家
父
長
制
的
な
諸
要
素
を

多
分
に
包
含
す
る
過
渡
的
形
態
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
封
建
的
諸
要
素
の

存
在
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
封
建
制
へ
の
傾

斜
を
大
き
く
見
ざ
る
を
得
な
い
。
石
母
田
説
に
お
け
る
論
点
は
多
岐
に
亘

り
、
到
底
こ
れ
を
簡
略
に
は
説
明
し
得
な
い
が
、
日
本
封
建
制
の
成
立
期

を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
え
ば
、
大
体
に
お
い
て
鎌
倉
政
権
の
確
立
期
す

な
わ
ち
蝿
．
文
治
の
内
乱
か
ら
承
久
の
乱
に
至
る
時
期
を
考
え
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　
な
お
こ
の
石
母
田
正
の
領
主
制
及
び
農
奴
制
に
関
す
る
所
論
は
一
九
四

〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
一
時
は
学
界
を
圧
倒
せ
ん
ば
か
り
に
共

鳴
を
う
け
た
が
、
そ
の
後
種
々
の
形
で
批
判
・
反
対
も
受
け
、
今
日
な
お

学
界
の
問
題
点
と
し
て
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

働
　
早
川
二
郎
『
日
本
歴
史
読
本
』

圏
　
渡
辺
義
通
「
古
代
社
会
の
構
造
』

團
　
こ
こ
で
荘
園
に
関
す
る
研
究
の
進
展
の
あ
と
を
詳
細
に
た
ど
る
い
と

　
ま
は
な
い
が
、
一
九
ご
○
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
そ
の
研
究

　
の
成
果
は
急
激
に
豊
富
と
な
っ
た
。
そ
の
代
麦
的
な
も
の
と
し
て
は
西

　
岡
虎
之
助
の
諸
業
績
（
の
ち
に
『
荘
園
史
の
研
究
』
全
三
冊
に
収
録
さ

　
れ
た
）
、
中
村
直
勝
『
荘
園
の
研
究
』
、
竹
内
理
三
『
寺
領
荘
園
の
研
究
』
、

　
江
頭
恒
治
『
高
野
山
領
荘
園
の
研
究
』
及
び
『
日
本
荘
園
経
済
史
論
』
、

　
今
井
林
太
郎
『
日
本
荘
園
制
論
』
、
小
野
武
夫
『
日
本
庄
園
制
史
論
』
、

　
清
水
三
男
「
中
世
の
村
落
』
及
び
『
中
世
荘
園
の
基
礎
構
造
』
、
鈴
木

　
良
一
『
日
本
中
世
の
農
民
問
題
』
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈲
　
松
本
新
八
郎
「
名
田
経
営
の
成
立
」
昭
和
十
七
（
一
九
四
二
）
年
（
後

　
に
『
中
世
社
会
の
研
究
』
に
収
録
）
及
び
『
封
建
的
土
地
所
有
の
成
立

　
過
程
』
。
石
母
田
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）

　
年
、
及
び
「
古
代
末
期
の
政
治
過
程
及
び
政
治
形
態
」
　
（
『
社
会
構
成

　
史
大
系
』
所
収
）
昭
和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
、
　
（
後
に
『
古
代
末
期

　
政
治
史
序
説
』
に
収
録
）

⑯
　
　
「
南
北
朝
内
乱
の
前
提
」
　
（
「
歴
史
評
論
」
一
一
）

㈲
　
「
歴
史
学
研
究
」
一
四
九
号
。

圏
　
註
㈲
所
引
の
諸
論
著
、
及
び
「
中
世
的
土
地
所
有
権
の
成
立
に
つ
い

　
て
1
平
安
時
代
の
百
姓
名
の
成
立
の
意
義
I
」
　
（
「
歴
史
学
研
究
」
一

　
四
六
号
）

（
四
）

　
石
母
田
・
藤
間
．
松
本
ら
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
立
場
か
ら
、
主
と

し
て
荘
園
制
の
基
礎
構
造
の
解
明
に
努
力
し
、
そ
の
面
か
ら
日
本
の
封
建

社
会
の
成
立
の
問
題
を
追
求
し
は
じ
め
た
頃
、
他
の
分
野
で
は
ま
た
別
の

視
角
か
ら
、
政
治
史
と
経
済
史
と
の
綜
合
の
上
に
、
具
体
的
に
日
本
封
建
制

成
立
を
考
え
よ
う
と
す
る
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
先
に
三
浦

周
行
ら
に
よ
っ
て
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
具
体
的
な
政
治
史
の

流
れ
の
上
に
、
社
会
の
発
展
段
階
を
密
接
に
結
び
つ
け
ん
と
す
る
方
法
を
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艦

「日本封建制度の成立」に関する研究史

受
け
つ
ぎ
、
そ
れ
に
　
九
二
〇
年
代
以
降
、
急
激
に
豊
富
と
な
っ
た
経
済

史
と
く
に
荘
園
に
関
す
る
そ
れ
の
諸
成
果
を
以
て
補
強
す
る
と
い
う
立
場

で
あ
る
。
そ
う
し
た
研
究
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
昭
和
十
四

年
（
一
九
三
九
）
に
公
表
さ
れ
た
遠
藤
元
男
『
日
本
封
建
制
成
立
史
』
で

（
1
9
）

あ
る
。
こ
れ
は
著
者
自
身
が
「
中
世
封
建
社
会
の
成
立
に
至
る
事
情
を
、

と
く
に
そ
の
基
礎
的
な
社
会
的
・
経
済
的
体
制
の
討
究
を
通
じ
て
解
明
す

る
」
と
述
べ
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
や
は
り
忠
実
に
律
令
時
代
か
ら
鎌

倉
、
室
町
時
代
に
か
け
て
の
政
治
史
の
流
れ
と
密
接
に
結
び
つ
け
て
、
封

建
制
の
成
立
を
取
扱
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の
場
合
は
、
八

世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
め
に
至
る
約
百
年
間
を
以
て
、
日
本
の
封
建
制
の

動
向
と
性
格
を
決
定
的
と
し
た
時
期
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば

こ
の
期
間
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
班
田
制
の
時
期
と
、
そ
れ
に
後
続
す
る

荘
園
制
の
時
期
と
を
区
別
す
る
時
代
で
あ
り
、
こ
の
三
つ
の
期
間
は
、
と

も
に
封
建
的
体
制
の
進
展
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
段
階
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
班
田
的
諸
体
制
の
中
に
封
建
的
な
社
会
経
済
的
諸

要
素
が
育
成
さ
れ
、
荘
園
体
制
の
下
で
、
農
奴
制
1
1
封
建
制
が
成
立
、
発

展
す
る
と
考
え
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
制
と
対

比
の
上
で
の
中
世
的
封
建
制
は
鎌
倉
時
代
に
始
ま
り
、
室
町
時
代
に
成
熟

し
、
や
が
て
崩
壊
の
方
向
を
た
ど
る
と
考
え
、
そ
の
原
因
を
貨
幣
経
済
の

進
展
・
商
業
の
癸
展
に
求
め
た
。
し
か
し
そ
う
す
れ
ば
現
実
の
徳
川
封
建

体
制
を
世
界
史
の
封
建
制
の
法
則
に
よ
っ
て
説
明
で
き
ず
、
そ
こ
に
封
建

制
再
編
成
論
が
主
張
さ
れ
る
必
然
性
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
封

建
制
再
編
成
論
」
を
最
も
鮮
明
に
打
ち
出
し
た
の
は
、
遠
藤
と
ほ
ぼ
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

頃
に
「
日
本
封
建
制
再
編
成
史
」
を
著
し
た
中
村
吉
治
で
あ
る
。
彼
の
場

合
は
、
日
本
封
建
制
の
成
立
に
つ
い
て
論
議
が
な
お
定
ま
ら
な
い
こ
と
を

認
め
な
が
ら
も
、
彼
自
身
は
平
安
末
か
ら
江
戸
末
期
に
至
る
ま
で
を
封
建

制
の
時
代
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
封
建
時
代
を
中
世
封
建
制
と
近
世
封

建
制
と
に
分
け
、
前
者
の
基
本
的
な
発
展
過
程
を
荘
園
か
ら
大
名
領
へ
の

発
展
の
過
程
、
武
家
支
配
一
元
化
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
、
か
か
る
中
世

封
建
制
の
変
質
の
あ
と
を
う
け
て
、
再
編
成
さ
れ
た
の
が
近
世
封
建
制
で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
所
論
の
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
考
え

は
当
時
の
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
同
じ
頃
、
奥
田
真
啓
は
武
士
階
級
の
成
長
、
武
士
団
の
成
立
と
そ

零
造
な
ど
を
主
軸
に
お
い
て
、
封
建
社
会
の
成
立
の
問
題
に
せ
ま
．

た
。
そ
の
場
合
、
武
士
発
生
の
地
盤
た
る
社
会
構
造
に
つ
い
て
は
、
ほ

ぼ
松
本
、
石
母
田
両
説
の
折
衷
的
な
継
承
と
い
え
る
が
、
武
士
団
の
構
造

原
理
や
武
士
団
組
織
の
基
礎
に
あ
る
精
神
構
造
に
ま
で
考
察
を
進
め
、
そ

こ
に
封
建
的
諸
要
素
が
如
何
な
る
形
で
生
成
・
発
展
し
た
か
を
考
察
し
て

い
る
。
こ
の
奥
田
説
は
、
封
建
制
度
の
担
い
手
と
し
て
の
武
士
階
級
の
成

長
そ
の
も
の
に
視
点
を
あ
て
た
結
果
、
領
主
化
し
た
武
士
の
所
領
支
配
の

内
部
構
造
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
は
比
較
的
弱
点
を
も
つ
が
、
武
士
1
ー

領
主
階
級
内
部
に
お
け
る
同
族
的
結
合
の
状
態
や
、
そ
の
結
合
の
解
体
の

中
か
ら
封
建
的
主
従
関
係
が
生
れ
て
く
る
必
然
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
学

界
に
強
い
影
響
力
を
与
え
る
だ
け
の
成
果
を
示
し
た
と
言
え
よ
う
。
．
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さ
ら
に
伊
東
多
三
郎
が
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
に
公
刊
し
た
『
日

本
封
建
制
度
史
』
も
、
封
建
制
度
を
武
士
の
伝
統
機
構
と
し
て
理
解
す
る

点
で
は
、
奥
田
説
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
場
合
は
、
武
士

の
活
動
発
展
が
す
す
め
ば
荘
園
は
衰
退
す
る
と
説
い
て
、
荘
園
制
と
封
建

制
と
が
原
理
的
に
背
反
関
係
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
点
に
一
つ
の
特
徴

が
あ
る
。
も
っ
と
も
石
母
田
・
松
本
説
で
も
原
理
的
に
は
荘
園
制
の
中
か

ら
、
こ
の
体
制
を
つ
き
崩
す
勢
力
の
成
長
し
た
と
こ
ろ
に
封
建
制
の
成
立

を
見
よ
う
と
し
て
、
荘
園
制
の
下
に
お
け
る
独
立
小
曲
辰
民
の
成
立
と
そ
れ

を
支
配
す
る
新
し
い
性
格
の
在
地
領
主
の
成
長
を
追
求
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
ら
の
立
場
と
伊
東
説
と
は
、
そ
の
点
で
は
あ
ま
り
隔
り
は
な

い
。
た
だ
伊
東
の
研
究
の
立
場
は
、
歴
史
を
階
級
闘
争
の
場
と
し
て
の
み

見
る
と
こ
ろ
の
公
式
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
観
を
極
力
排
除
し
、
封
建

制
的
社
会
を
た
ん
に
武
士
階
級
と
農
民
階
級
と
の
対
立
関
係
に
お
い
て
の

み
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、
石

母
田
・
松
本
ら
の
立
場
と
は
大
い
に
異
る
。
伊
東
が
「
封
建
制
度
を
た
だ
土

地
領
有
の
状
態
及
び
之
に
基
く
階
級
全
体
の
機
構
と
し
て
理
解
し
、
そ
の

発
生
と
成
熟
と
崩
壊
の
過
程
の
中
に
社
会
機
構
の
変
遷
を
見
る
だ
け
で
十

分
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
来
る
。
こ
の
程
度
よ
り
一
段
と
高
い
立
場
に
上

っ
て
、
広
汎
な
人
倫
関
係
の
総
体
と
し
て
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
幽

と
述
べ
る
と
き
、
そ
の
主
張
は
き
わ
め
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に

伊
東
に
よ
れ
ば
政
治
・
経
済
・
社
会
の
問
題
の
ほ
か
に
精
神
文
化
に
関
す

る
諸
問
題
を
追
求
し
、
そ
の
綜
合
の
上
に
封
建
制
度
を
理
解
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
国
民
生
活
史
」
の
上
に
立
つ
立
場
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
封
建
制
度
の
研
究
が
深
化
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
主
張
は
、
　
「
封
建
制
」
の
概
念
規
定
の
問
題
と
も
関
係
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
多
く
の
異
論
が
で
る

が
、
伊
東
の
封
建
制
度
成
立
に
関
す
る
基
本
的
構
想
は
、
そ
の
主
張
と
意

図
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
は
従
来
の
諸
説
の
綜
合
折
衷
に
す
ぎ
な

い
と
も
考
え
ら
れ
、
具
体
的
に
は
鎌
倉
幕
府
成
立
を
以
て
「
封
建
制
度
組

織
」
の
契
機
と
し
て
い
る
な
ど
、
あ
ま
り
問
題
を
投
げ
か
け
な
か
っ
た
。

　
以
上
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
の
諸
業
績
は
、
何
れ
も
太
平
洋
戦
争
以
前
か

ら
、
あ
る
い
は
戦
争
中
に
続
け
ら
れ
て
き
た
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
そ
の

発
表
が
戦
後
で
あ
る
場
合
や
、
戦
後
も
な
お
研
究
そ
の
も
の
が
継
続
し

て
、
逐
次
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
が
、
そ
の
研
究
の
出
発
は
何
れ

も
、
一
九
四
〇
年
代
の
初
頭
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
係
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
時
代
は
、
封
建
制
に
関
す
る
研
究
も
、
比
較
的
限
ら
れ

た
人
々
に
よ
゜
っ
て
の
み
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
戦
後
、
日
本
の

民
主
化
の
動
き
に
対
応
し
て
急
激
に
「
封
建
制
」
に
対
す
る
関
心
が
高
・
ま

り
、
こ
の
問
題
に
取
組
む
研
究
が
多
く
な
っ
た
。
前
記
の
伊
東
多
三
郎
の

『
日
本
封
建
制
度
史
』
も
、
そ
う
し
た
趨
勢
の
中
で
、
い
ち
早
く
発
表
さ

れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
戦
後
に
お
い
て
比
較
的
早
く
封
建
制
成
立
の
研

究
を
意
図
し
て
、
そ
の
成
果
を
発
表
し
は
じ
め
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義

歴
史
学
の
上
に
立
っ
て
、
石
母
田
・
松
本
説
を
継
承
し
、
こ
れ
を
発
展
さ

せ
た
永
原
慶
二
・
稲
垣
泰
彦
・
杉
山
博
ら
と
、
基
本
的
に
は
中
田
・
牧
説
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な
ど
法
制
史
的
立
場
か
ら
出
発
し
、
経
済
的
立
場
と
の
総
合
を
意
図
し
た

安
田
元
久
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
こ
の
中
、
前
者
す
な
わ
ち
永
原
以

下
の
人
々
の
研
究
内
容
と
主
張
と
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
こ
と
と
し

て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
安
田
の
研
究
結
果
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
安
田
は
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
に
『
初
期
封
建
制
の
構
成
』
を
発

表
し
て
、
日
本
封
建
制
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
新
し
い
見
解
を
示
し
た
。

そ
の
方
法
的
立
場
は
、
政
治
史
法
制
史
的
な
研
究
に
一
応
は
立
脚
し
な
が

ら
、
上
部
構
造
の
み
な
ら
ず
下
部
構
造
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
社
会
経
済

史
的
に
考
察
す
る
立
場
に
接
近
し
、
こ
れ
ま
で
の
石
母
田
・
松
本
あ
る
い

は
清
水
三
男
ら
の
研
究
成
果
を
吸
収
し
た
上
で
、
中
田
・
牧
説
を
批
判
、

再
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
安
田
は
ま
ず
封
建
制
概
念
の
不

統
一
と
く
に
法
制
史
に
お
け
る
そ
れ
と
社
会
経
済
史
に
お
け
る
そ
れ
と
の

相
異
に
疑
問
を
投
げ
る
。
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
つ
学
説

が
、
互
い
に
他
の
立
場
を
無
視
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
両

者
の
立
場
が
あ
る
程
度
調
和
を
保
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
中
田
薫
の
研
究

に
ま
で
一
応
さ
か
の
ぼ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

　
法
制
史
と
経
済
史
と
、
そ
の
立
場
の
相
異
に
よ
り
「
封
建
制
」
に
つ
い

て
全
く
別
個
の
概
念
と
し
て
扱
う
の
は
、
必
ず
し
も
日
本
ば
か
り
で
な

く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
♂
¢
餌
巴
一
m
旨
研
究
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
法
制
史
、
経
済
史
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
、
研
究
の
便
宜

の
た
め
の
一
・
つ
の
理
論
上
の
概
念
構
成
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
如
何
な
る

，
概
傘
規
定
を
じ
て
も
・
差
支
え
な
や
は
ず
で
あ
・
る
。
し
か
し
、
元
来
歴
史
学

上
の
理
論
構
成
は
一
つ
の
歴
史
事
実
の
認
識
に
基
礎
を
置
く
。
そ
れ
故
に

封
建
制
概
念
に
つ
い
て
の
理
論
も
本
来
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
一
つ
の

時
代
の
歴
史
的
特
徴
を
把
握
し
て
、
そ
の
特
徴
を
｛
①
＆
巴
と
認
め
た
と

こ
ろ
に
出
発
点
が
あ
る
。
経
済
史
的
意
味
で
の
封
建
制
も
、
ま
た
法
制
史

で
い
う
封
建
制
も
、
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封
建
時
代
の
歴
史
的
現
実
の

一
側
面
を
捉
え
、
そ
こ
に
そ
の
時
代
の
特
質
を
認
め
た
こ
と
を
前
提
と
し

て
生
み
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
何
れ
の
立
場
で

の
「
封
建
制
」
概
念
も
、
実
は
同
一
時
代
に
見
ら
れ
る
体
制
で
な
く
て
は

な
ら
ず
、
そ
の
一
つ
の
社
会
的
・
政
治
的
体
制
の
上
部
構
造
と
下
部
構
造

の
何
れ
に
視
点
を
置
く
か
に
よ
る
相
異
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
本
に

お
い
て
、
そ
の
概
念
規
定
の
相
異
が
、
そ
の
ま
ま
封
建
制
成
立
期
の
時
代

画
定
の
差
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
安
田
の
研
究

の
立
場
は
、
こ
う
し
た
疑
問
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
安
田
説
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
幕
府
の
地
頭
制
度
と
、
そ
こ
に
存
在
す
る
地

頭
職
が
、
封
建
制
成
立
過
程
を
定
め
る
重
要
な
要
素
と
な
る
。
そ
し
て
そ

の
地
頭
が
、
た
ん
に
荘
園
内
の
不
動
産
物
権
行
使
者
と
し
て
恩
給
を
う
け

た
も
の
と
す
る
中
田
説
に
反
対
し
、
地
頭
は
在
地
領
主
で
あ
る
と
と
も
に

鎌
倉
幕
府
の
武
士
階
級
統
制
の
た
め
の
一
つ
の
制
度
ー
地
頭
制
度
を
1
担

う
単
位
で
あ
り
、
土
地
の
収
益
権
ば
か
り
で
な
く
、
土
地
の
管
理
、
支
配

権
を
も
っ
た
も
の
と
主
張
す
る
。
そ
う
し
た
土
地
支
配
を
可
能
に
さ
せ
る

た
め
に
は
、
地
頭
腫
在
地
領
主
の
基
盤
と
な
っ
た
地
域
社
会
が
封
建
化
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
と
考
え
る
簿
さ
ら
に
地
頭
た
る
御
家
人
が
、
そ
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の
私
領
に
お
い
て
支
配
下
の
自
営
農
民
を
使
っ
て
経
営
さ
せ
る
形
も
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
で
、
牧
健
二
が
か
つ
て
主
張
し
た
如
く
、
第
二
次
的
封

建
関
係
が
地
頭
と
そ
の
郎
従
家
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も
存
在
し
た
と
す

る
。
し
か
も
地
頭
は
幕
府
（
将
軍
）
と
い
う
上
級
権
力
か
ら
土
地
支
配
権

と
得
分
（
旨
収
益
）
権
を
安
堵
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
は
地

頭
を
中
心
と
し
て
、
土
地
（
所
領
）
を
媒
介
と
す
る
主
従
関
係
が
上
下
に

貫
き
、
そ
こ
に
封
建
関
係
が
存
在
し
た
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て

鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
地
頭
制
度
の
確
立
は
封
建
制
成
立
の
指
標
と
な
る
の

で
あ
る
が
、
地
頭
の
所
領
の
内
部
構
造
に
は
、
他
面
に
お
い
て
古
代
的
諸

要
素
の
残
澤
も
多
く
、
ま
た
古
代
権
力
に
よ
る
荘
園
支
配
も
武
家
政
権
の

土
地
支
配
と
重
畳
的
に
存
続
し
て
い
た
の
で
、
鎌
倉
時
代
に
は
過
渡
的
性

格
も
強
く
、
そ
の
意
味
で
こ
の
時
代
を
「
初
期
封
建
制
」
と
規
定
し
た
の

で
あ
っ
た
。

　
こ
の
安
田
説
に
対
し
て
は
、
鎌
倉
御
家
人
社
会
に
あ
っ
て
、
武
士
相
互

の
間
の
主
従
関
係
が
、
き
わ
め
て
族
制
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
い
わ
ゆ
る
惣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

領
制
的
諸
関
係
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
す
る
立
場
か
ら
の
反
論
が
あ
り
、

ま
た
封
建
制
成
立
の
基
点
を
求
め
る
と
き
、
武
家
社
会
よ
り
も
農
村
社
会

を
重
視
す
べ
し
と
す
る
立
場
か
ら
も
、
当
然
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

安
田
の
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
反
論
・
批
判
を
若
干
乏

り
入
れ
、
と
く
に
地
頭
た
る
在
地
領
主
の
勧
農
権
や
下
地
進
上
権
の
考
察

を
通
じ
て
、
そ
の
限
界
面
を
よ
り
重
要
視
す
る
傾
向
を
示
し
た
が
、
封
建
塗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
ノ

成
立
に
関
す
る
基
本
的
見
解
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
変
更
し
て
い
な
い
び

な
お
安
田
説
は
、
中
田
・
牧
説
の
批
判
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
結
果
的

に
は
牧
説
に
強
く
影
響
さ
れ
、
「
荘
園
制
」
な
る
概
念
を
経
済
制
度
の
意

味
に
用
い
る
。
そ
し
て
荘
園
的
経
済
制
度
を
地
盤
と
し
て
成
長
す
る
封
建

的
土
地
領
有
が
社
会
の
支
配
的
体
制
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
封
建
制
の
成
立

を
考
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
一
定
期
間
に
お
い
て
は
「
封
建
制
」
と
「
荘

園
制
」
と
が
重
畳
的
に
存
在
す
る
と
解
す
る
。
従
っ
て
荘
園
制
そ
の
も
の

の
性
格
が
奴
隷
制
か
農
奴
制
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
余
り
考
慮
し
て

い
な
い
。
こ
の
面
に
お
い
て
「
荘
園
制
」
を
「
封
建
制
」
に
先
行
す
る
と

こ
ろ
の
社
会
的
政
治
的
支
配
の
全
体
制
の
意
味
に
用
い
る
石
母
田
・
永
原

ら
の
立
場
と
相
異
し
、
そ
の
立
場
か
ら
見
て
の
欠
陥
と
も
な
っ
た
。

㈱
『
日
本
歴
史
全
書
』
九
。

⑳
『
日
本
歴
史
全
書
』
十
。

鋤
『
武
士
団
と
神
道
』
及
び
「
封
建
時
代
前
期
の
武
士
の
生
活
」
（
『
新
日

　
本
史
講
座
』
所
収
）
。

㈱
『
日
本
封
建
制
度
史
』
二
二
頁
。

閻
　
鎌
倉
社
会
の
惣
領
制
的
性
格
を
強
調
す
る
立
場
と
し
て
は
、
前
掲
松

　
本
・
稲
垣
ら
の
諸
論
文
の
ほ
か
、
豊
田
武
「
初
期
封
建
下
の
農
村
」
（
児

　
玉
幸
多
編
『
日
本
社
会
史
の
研
究
』
所
収
）
及
び
『
武
士
団
と
村
落
』

　
な
ど
が
代
麦
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
安
田
の
「
地
頭
」
論
に
つ
い

　
て
の
部
分
的
批
判
と
し
て
は
、
上
横
手
雅
敬
「
地
頭
源
流
考
」
以
下
の

　
諸
論
文
が
あ
る
。

図
　
安
田
元
久
『
地
頭
及
び
地
頭
領
主
制
の
研
究
』
、
　
『
日
本
荘
園
史
概
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説
』
及
び
『
守
護
と
地
頭
』

（
五
）

　
封
建
的
生
産
様
式
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
社
会
構
造
を
指
す
概
念
と

し
て
の
「
封
建
制
」
を
問
題
と
し
て
、
そ
の
封
建
制
が
如
何
に
し
て
成
立

す
る
か
、
ま
た
そ
の
形
成
過
程
の
中
で
、
日
本
封
建
社
会
の
構
造
的
特
質

を
、
い
か
に
捉
え
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
追
求
は
、
さ
き
の
藤
間
・
松

本
．
石
母
田
の
諸
業
績
の
あ
と
を
う
け
て
、
　
一
九
五
〇
年
代
に
は
い
よ
い

よ
活
濃
と
な
っ
た
。
そ
の
場
合
、
関
心
の
中
心
が
、
領
主
制
あ
る
い
は
農

奴
制
と
呼
ば
れ
る
封
建
的
な
経
済
的
・
政
治
的
制
度
の
発
生
経
路
を
如
何

に
理
解
す
る
か
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ

て
、
そ
こ
で
は
つ
ね
に
荘
園
の
内
部
の
動
向
が
問
題
と
な
る
。
日
本
の
封

建
制
の
成
立
過
程
を
荘
園
制
の
中
に
追
求
す
る
方
法
は
、
先
述
の
如
く
中

田
薫
の
研
究
に
は
じ
ま
る
と
は
言
え
る
が
、
そ
の
後
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史

学
の
立
場
か
ら
、
研
究
は
よ
り
深
化
さ
れ
、
ま
た
学
説
は
区
々
に
な
っ
て

発
展
し
た
。
そ
し
て
あ
る
意
味
で
は
諸
説
紛
々
た
る
状
態
を
現
出
し
た

が
、
今
や
問
題
は
日
本
の
「
荘
園
制
」
，
の
本
質
を
如
何
に
考
え
る
か
、
す

な
わ
ち
荘
園
制
の
性
格
規
定
の
問
題
に
論
議
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
際
に
、
大
体
に
お
い
て
十
世
紀
以
降
の
荘
園
が
主
た
る
対
象
と

な
り
、
そ
の
内
部
構
造
と
、
農
奴
制
・
在
地
領
主
制
の
成
立
の
問
題
と
が

中
心
と
な
る
。

　
之
こ
ろ
で
こ
う
し
た
荘
園
制
の
性
格
規
定
に
つ
い
て
、
現
在
な
お
論
議

が
続
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
所
説
を
内
容
整
理
別
に
し
、
発
表

年
代
を
考
慮
し
て
大
別
す
る
と
、
次
の
三
つ
の
立
場
に
分
け
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
第
一
は
、
荘
園
制
の
本
質
を
、
「
古
代
律
令
社
会
か
ら
中
世
封
建

社
会
に
至
る
、
過
渡
期
的
な
土
地
所
有
形
態
」
と
す
る
も
の
、
ま
た
第
二

に
は
、
荘
園
制
は
「
家
父
長
制
的
奴
隷
制
に
基
礎
を
お
く
名
主
日
名
田
体

制
の
上
部
構
造
と
し
て
成
立
し
た
土
地
所
有
制
」
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的

に
は
古
代
的
奴
隷
制
的
本
質
を
も
つ
と
見
る
も
の
、
そ
し
て
第
三
に
は
、

名
主
の
家
父
長
的
奴
隷
所
有
者
的
性
格
を
否
定
し
、
逆
に
そ
の
曲
辰
奴
的
性

格
を
強
調
し
、
荘
園
制
の
本
質
を
、
　
「
封
建
領
主
的
土
地
所
有
制
の
｝
段

階
」
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
第
一
の
も
の
が
、
す
で
に
述
べ
た
藤
間
・
松
本
・
石
母
田
ら
の
立

場
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
戦
後
と
く
に
こ
の
立
場
を
継
承

し
て
、
批
判
的
発
展
的
に
研
究
を
す
す
め
た
の
が
永
原
慶
二
で
あ
る
。
永

原
の
彪
大
な
研
究
業
績
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
彼
の
場
A
。
鋸
建
制
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
大
体
次
の
如
く
考
え
て

来
た
よ
う
で
あ
る
。

　
彼
の
研
究
は
荘
園
農
民
が
農
奴
的
か
否
か
の
検
討
か
ら
出
発
す
る
。
そ

の
農
奴
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
家
父
長
制
的
な
大
家
族
で
な
い
、
単
婚

家
族
の
一
応
独
立
的
な
農
民
で
、
領
主
の
経
済
外
強
制
に
よ
っ
て
労
働
地

代
及
び
現
物
地
代
を
収
取
さ
れ
る
存
在
」
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
農
奴
が

鎌
倉
時
代
の
荘
園
内
部
に
存
在
し
た
か
否
か
を
追
求
し
た
永
原
は
、
結
論

と
し
て
、
鎌
倉
期
の
荘
園
内
部
に
普
遍
的
な
名
主
・
在
家
層
の
内
部
構
造
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が
な
お
家
父
長
制
的
構
造
で
あ
っ
て
、
独
立
小
農
民
と
は
言
い
難
い
と

し
、
従
っ
て
鎌
倉
時
代
に
封
建
制
を
認
め
る
こ
と
に
は
疑
い
を
も
っ
た
。

そ
こ
で
研
究
の
初
期
の
段
階
で
は
松
本
説
の
よ
う
に
南
北
朝
期
に
独
立
の

経
営
を
も
つ
小
農
民
の
成
立
を
認
め
、
し
か
も
そ
の
独
立
的
小
農
民
1
1
農

奴
を
、
地
頭
的
領
主
あ
る
い
は
守
護
大
名
が
直
接
に
と
ら
え
る
よ
う
に
な

っ
た
室
町
時
代
初
期
を
、
封
建
制
成
立
の
時
期
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
後
に
彼
自
身
の
研
究
の
進
展
と
と
も
に
、
鎌
倉
期
の
荘
園
制

の
性
格
を
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
に
わ
り
切
る
こ
と
の
欠
陥
を
修
正
し
、
こ
れ

を
現
実
の
荘
園
の
年
貢
収
取
の
メ
吻
ニ
ズ
ム
の
究
明
を
通
じ
て
再
検
討
し

た
結
果
、
そ
の
主
張
の
若
干
の
変
化
展
開
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
荘
園

体
制
に
あ
っ
て
、
十
二
世
紀
に
お
け
る
在
地
領
主
の
私
的
領
主
化
の
傾
向

を
認
め
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
領
主
化
の
限
界
を
指
摘

し
、
在
地
領
主
が
年
貢
搾
取
の
主
体
で
は
な
い
と
主
張
し
、
在
地
領
主
．

荘
園
領
主
・
国
衙
権
力
が
そ
れ
ぞ
れ
荘
園
の
年
貢
収
取
の
契
機
と
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
関
連
し
あ
っ
た
一
還
と
し
て
、
一
つ
の
収
取
体
系
を

実
現
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
事
実
を
基
礎
に
置
い
て
、
荘

園
制
を
封
建
的
土
地
所
有
制
の
一
段
階
と
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
ま
た
一
面
的
に
家
父
長
的
奴
隷
制
を
考
え
る
こ
と
に
も
賛
成
し
得
な

い
と
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
代
の
名
主
・
在
家
の
内
部
構
造
が
、
た
し

か
に
家
父
長
制
的
奴
隷
制
と
規
定
さ
れ
る
如
き
一
面
を
も
つ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
荘
園
体
制
全
体
の
な
か
で
統
一
的
に
把
握
せ
ん
と
す
る
と
き
、
名

主
を
範
疇
的
に
「
奴
隷
」
、
　
あ
る
い
は
「
農
奴
」
と
規
定
す
る
こ
と
も
理

論
的
に
困
難
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
永
原
は
、
こ
の
よ
，

う
な
名
主
・
在
家
を
「
過
渡
的
経
営
体
」
と
表
現
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
．

基
礎
構
造
を
も
つ
荘
園
制
の
歴
史
的
位
置
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
古
代

か
ら
中
世
へ
の
過
渡
的
形
態
と
し
て
成
立
展
開
し
た
と
こ
ろ
の
、
不
安
定

な
構
造
を
も
つ
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
永

原
の
場
合
，
は
、
　
「
過
渡
的
」
な
荘
園
制
を
基
盤
と
す
る
鎌
倉
幕
府
の
成
立

は
、
封
建
化
促
進
の
契
機
を
な
し
た
と
い
う
意
味
で
、
初
期
封
建
制
を
鎌

倉
時
代
に
位
置
づ
け
、
　
「
発
達
し
た
封
建
制
の
第
一
期
」
を
南
北
朝
か
ら

戦
国
時
代
と
し
、
織
豊
政
権
か
ら
江
戸
時
代
を
、
そ
の
第
二
期
と
し
た
の

で
あ
る
。

　
次
に
、
第
二
の
立
場
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

に
「
太
閤
検
地
の
歴
史
的
前
提
」
を
発
表
し
て
、
学
界
に
大
き
な
波
紋
を

投
げ
た
安
良
城
盛
昭
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
安
良
城

の
論
文
は
、
そ
れ
ま
で
の
藤
間
・
石
母
田
・
松
本
・
永
原
ら
の
農
業
経
営
体

に
関
す
る
研
究
成
果
を
徹
底
的
に
検
討
し
、
鎌
倉
封
建
説
、
南
北
朝
封
建

説
な
ど
の
基
礎
に
あ
る
封
建
的
小
農
民
の
と
ら
え
方
に
異
論
を
と
な
え
、

中
世
の
名
主
は
、
ま
だ
封
建
的
小
農
民
で
は
な
い
と
の
主
張
を
強
く
押
し

出
し
た
も
の
で
あ
る
。
安
良
城
は
ま
ず
石
母
田
説
な
ど
が
、
律
令
体
制
を

政
治
的
奴
隷
制
1
1
総
体
的
奴
隷
制
と
し
、
そ
れ
が
家
父
長
制
的
奴
隷
制
を

基
礎
と
し
て
展
開
し
た
も
の
と
考
え
、
そ
の
解
体
の
中
か
ら
農
奴
制
が
成

立
す
る
と
い
う
理
解
を
し
て
い
る
こ
と
に
反
対
す
る
。

　
そ
し
て
彼
自
身
は
（
家
父
長
制
的
奴
隷
制
を
律
令
体
制
下
の
総
体
的
奴
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「日本封建制度の成立」に関する研究史

隷
制
の
基
礎
と
は
考
え
ず
、
）
む
し
ろ
「
未
発
展
な
段
階
に
あ
る
奴
隷

制
」
に
照
応
す
る
体
制
と
し
て
の
総
体
的
奴
隷
制
が
解
体
す
る
と
こ
ろ
に

学
父
長
制
的
奴
隷
制
が
展
開
し
、
さ
ら
に
そ
の
解
体
の
中
か
ら
封
建
的
農

奴
制
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
、
律
令
制
か
ら
封
建
制
へ
の
移
行
を
二
段
階

で
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
名
体
制
の
再
検
討
を
通

じ
て
、
名
主
の
奴
隷
制
経
営
を
実
証
し
得
た
と
し
て
、
班
田
農
民
の
分
解

変
質
の
中
か
ら
出
現
し
た
名
主
こ
そ
は
、
典
型
的
な
家
父
長
制
的
奴
隷
主

で
あ
る
と
規
定
し
た
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
名
体
制
を
基
礎
と
す
る
荘
園

体
制
は
、
ま
さ
し
く
家
父
長
制
的
奴
隷
制
を
、
そ
の
本
質
と
す
る
と
い
う

　
　
　
　
（
2
7
）

こ
と
に
な
る
。
律
令
制
か
ら
封
建
制
へ
の
移
行
を
、
石
母
田
説
の
如
く
一

段
階
論
で
と
ら
え
ず
、
二
段
階
論
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が

あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
安
良
城
の
場
合
は
、
荘
園
制
の
崩
壊
の
歴

史
を
通
じ
て
農
奴
1
1
小
農
の
成
立
に
よ
る
封
建
関
係
の
成
熟
が
見
ら
れ
、

こ
れ
が
豊
臣
秀
吉
の
太
閤
検
地
に
よ
り
、
体
制
的
に
確
立
し
た
と
す
る

「
太
閤
検
地
封
建
革
命
説
」
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
安
良
城
の
研
究
は
、
荘
園
の
支
配
構
造
に
対
す
る
新
し
い
視
角
に

よ
る
分
析
を
示
し
、
ま
た
大
胆
な
論
理
を
以
て
旧
説
を
批
判
し
た
点
で
、

き
わ
め
て
新
鮮
か
つ
前
進
的
な
研
究
と
し
て
、
学
界
の
一
部
、
と
く
に
江

戸
時
代
の
社
会
経
済
史
研
究
者
の
間
に
熱
狂
的
に
歓
迎
さ
れ
た
。
し
か
し

そ
の
個
別
的
論
証
に
は
、
若
干
無
理
な
点
も
見
ら
れ
、
か
な
り
の
疑
問
が

出
さ
れ
た
。
ま
た
上
に
見
た
第
一
の
立
場
か
ら
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
強

い
反
論
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
こ
の
安
良
城
説
の
直
接
の
批
判
と
し
て
次
に

見
る
第
三
の
立
場
も
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
三
の
立
場
は
、
第
一
第
二
の
説
の
批
判
と
し
て
、

比
較
的
最
近
に
な
っ
て
強
く
主
張
さ
れ
は
じ
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
源
流
は
、
　
一
九
三
〇
年
代
の
は
じ
め
に
行
な
わ
れ
た
清
水
三
男
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

世
村
落
研
究
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
清
水
は
荘
園
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
マ
ナ

ー
に
比
定
し
た
と
こ
ろ
の
そ
れ
ま
で
の
通
説
を
批
判
し
て
、
荘
園
と
村
落

の
非
合
一
性
を
強
調
し
、
封
建
制
成
立
の
研
究
に
お
い
て
、
荘
園
領
と
国
衙

領
と
を
問
わ
ず
地
方
の
農
村
に
成
長
す
る
地
主
1
1
名
主
の
問
題
の
重
要
性

を
明
確
に
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
名
主
時
武
士
層
の
所
領
に

お
け
る
封
建
的
性
格
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
は
の
ち
に
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

屋
辰
三
郎
の
研
究
に
お
い
て
発
展
的
に
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
最
近
に
な
っ

て
黒
田
俊
雄
・
高
尾
一
彦
・
村
井
康
彦
・
戸
田
芳
実
ら
に
よ
っ
て
実
証
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

に
補
強
さ
れ
、
一
つ
の
主
張
と
し
て
体
型
化
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
の
場
合
、
安
良
城
説
と
は
全
く
反
対
に
、
律
令
体
制
を
奴

隷
制
の
最
終
的
な
段
階
と
み
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
初

期
名
主
層
の
家
父
長
制
的
大
経
営
に
つ
い
て
検
討
し
、
松
本
説
の
如
く

に
、
こ
れ
を
奴
隷
制
的
労
働
力
を
基
本
と
す
る
経
営
で
あ
る
と
規
定
す
る

こ
と
を
否
定
し
、
そ
こ
に
は
す
で
に
小
作
制
的
な
小
経
営
の
繭
芽
が
展
開

し
て
い
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
お
そ
く
も
十
二
世
紀
に
お

け
る
寄
進
地
系
荘
園
に
あ
っ
て
は
、
家
父
長
制
的
奴
隷
制
を
本
質
と
す
る

よ
う
な
名
体
制
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
こ
の
時
期
に
は
、
国
衙
領
・
荘
園
を

問
わ
ず
在
地
領
主
と
農
民
と
の
間
に
、
封
建
的
関
係
が
展
開
し
て
お
り
、
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荘
園
体
制
も
ま
た
当
然
封
建
的
な
本
質
を
有
す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
荘
園
制
の
典
型
的
段
階
を
十
二
世
紀
の
寄
進
地
系
荘
園
に

お
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
奴
隷
的
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り

か
「
過
渡
的
」
と
見
る
こ
と
も
あ
た
ら
ず
、
明
白
に
封
建
的
性
格
で
あ
る

と
し
、
第
一
第
二
の
説
に
鋭
く
対
立
す
る
。

　
こ
う
し
て
封
建
制
の
母
胎
た
る
荘
園
制
の
本
質
規
定
に
関
す
る
三
つ
の

見
解
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
全
く
相
反
し
て
い
る
。
し
か
し

内
容
的
に
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
は
何
れ
も
一
面
の
真
実
を
指
摘
し

て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が
先
行
す
る
見
解
の
批
判
と
し
て
展
開
し
、
さ

ら
に
自
説
の
補
強
の
た
め
の
努
力
を
繰
返
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
全

体
と
し
て
研
究
の
発
展
を
促
進
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

㈱
　
永
原
の
代
表
的
著
作
と
し
て
は
、
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の

　
『
日
本
封
建
社
会
論
』
及
び
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）
の
『
日
本
封

　
建
制
成
立
過
程
の
研
究
』
が
あ
る
。

鱒
　
「
歴
史
学
研
究
」
一
六
三
・
一
六
四
号
。

㈲
　
な
お
こ
の
問
題
に
関
す
る
安
良
城
の
論
文
と
し
て
は
、
　
「
律
令
制
の

　
本
質
と
そ
の
解
体
」
　
（
昭
和
三
一
年
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
）
。

㈱
　
清
水
三
男
『
日
本
中
世
の
村
落
』
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）
及
び

　
同
『
上
代
の
土
地
関
係
』
昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
）
。

鋤
林
屋
辰
三
郎
「
律
令
制
と
荘
園
制
」
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
。

　
（
「
古
代
国
家
の
解
体
』
所
収
）

鋤
　
黒
田
俊
雄
「
荘
園
制
の
基
本
的
性
格
と
領
主
制
」
村
井
康
彦
「
庄
園

と
寄
作
人
」
戸
田
芳
実
「
国
衙
領
の
名
と
在
家
に
つ
い
て
」
　
・
（
以
上
昏

何
れ
も
日
本
史
研
究
会
編
『
中
世
社
会
の
基
本
構
造
』
昭
和
三
三
年

（一

繻
ﾜ
八
）
所
収
）
高
尾
一
彦
「
荘
園
と
公
領
」
　
（
歴
史
学
研
究
会

・
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
歴
史
講
座
』
第
二
巻
所
収
）

　
な
お
こ
の
ほ
か
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
々
大
山
喬
平
・
河
音

能
平
・
工
藤
敬
一
ら
の
諸
研
究
を
含
め
て
、
最
近
の
研
究
業
績
は
き
わ

め
て
多
い
。（

六
）

　
以
上
、
日
本
の
封
建
制
の
成
立
に
関
す
る
研
究
の
あ
と
を
、
ご
く
概
括

的
に
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
「
封
建
制
成
立
」
の
問

題
を
直
接
的
に
取
扱
っ
た
諸
業
績
を
取
り
上
げ
て
来
た
。
本
論
に
論
及
し

た
諸
業
績
の
ほ
か
、
間
接
的
に
こ
の
間
題
に
関
心
を
示
し
た
研
究
は
こ
の

ほ
か
に
も
数
多
く
あ
り
、
と
く
に
最
近
の
十
年
間
は
、
学
界
に
御
益
す
る

多
く
の
研
究
成
果
が
示
さ
れ
、
何
れ
も
「
日
本
封
建
制
」
と
直
接
・
間
接

に
関
連
が
あ
る
が
、
限
ら
れ
た
紙
数
で
は
到
底
こ
れ
を
網
羅
し
得
な
か
っ

た
。
そ
し
て
以
上
の
概
観
で
も
明
ら
か
な
如
く
、
こ
の
「
日
本
封
建
制
成

立
」
の
問
題
は
半
世
紀
以
上
に
わ
た
る
そ
の
研
究
の
進
展
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
現
在
な
お
学
界
に
お
け
る
論
争
主
題
の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
保
っ

て
お
り
、
　
一
つ
の
結
論
を
得
る
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
望
め
な
い
状
態
で
あ

る
。
す
べ
て
は
今
後
に
お
け
る
一
層
の
考
究
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
え
よ

レ
つ
。

一36一


