
;W"'慨
｣｢､f'､

＃

1

部
民
の
研
究
を
通
じ
て
、
大
化
前
代
の
中
央
と
地
方
の
関
係
を
追
求
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
、
近
時
、
實
欲
な
ま
で
に
行
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
部
民
一
般
を
考
察
の
対
象
に
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
特
定
部
民
を
と
り
あ
げ
て
‐
も
、
部
の
構
造
的
変
遷
と
か

分
布
問
題
な
ど
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
て
、
伴
造
制
を
通
し
て
の
支
配
構
造
、
こ
と
に
在
地
に
お
け
る
そ
れ
に
ま
で
追
求
の
手
が
の
び
て
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（
１
）
発
堀
調
査
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
般
の
竪
穴
住
居
杜
よ
り
は
や
や
大
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

片
山
津
の
玉
造
遺
跡
に
は
、
文
献
的
史
料
は
全
く
な
い
。
わ
か
っ
て
い
る
の
は
、
考
古
学
上
の
資
料
の
み
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
、
筆

者
の
不
充
分
な
理
解
で
あ
る
が
、
今
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
考
古
学
上
の
知
見
を
、
筆
者
な
り
に
整
理
す
る
と

一
、
発
見
さ
れ
た
遺
物
は
碧
玉
製
品
が
中
心
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
管
玉
・
鍬
形
石
・
紡
錘
車
・
石
釧
・
車
輪
石
・
合
子
な
ど
で
あ
っ

て
、
多
ぐ
の
完
成
、
未
成
品
を
含
み
、
管
玉
の
ご
と
く
そ
の
製
造
工
程
が
か
な
り
詳
し
く
跡
づ
け
ら
れ
る
。

三
碧
玉
製
品
以
外
で
は
、
少
数
で
あ
る
が
オ
パ
ー
ル
・
ヒ
ス
イ
の
曲
玉
、
黒
耀
石
の
石
錐
が
あ
る
。
原
材
と
し
て
は
碧
玉
の
ほ
か
に

オ
パ
ー
ル
・
ヒ
ス
イ
・
瑠
璃
・
水
晶
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
多
数
の
土
師
器
・
須
恵
器
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。

三
、
発
堀
ま
た
は
確
認
さ
れ
た
住
居
趾
は
現
在
ま
で
三
七
個
の
多
数
に
の
ぼ
る
。
隅
丸
長
方
形
の
竪
穴
式
住
居
で
あ
っ
て
、
工
作
設
備

と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
各
戸
に
存
在
し
て
い
る
。
同
時
に
炉
跡
も
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
住
居
兼
工
房
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い

四
、
工
房
専
用
の
も
の
は
確
認
さ
れ
な
い
。
ま
た
住
居
専
用
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
な
い
。
と
と
も
に
製
品
貯
蔵
所
の
よ
う
な

（
『
Ｌ
）

特
殊
な
用
途
に
あ
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
、
階
層
の
上
下
を
推
定
さ
せ
る
よ
う
な
住
居
趾
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
な
い
。

五
、
碧
玉
製
品
や
出
土
土
器
の
編
年
か
ら
、
古
墳
時
代
前
期
の
玉
造
集
落
遺
跡
、
す
な
わ
ち
早
く
み
る
人
は
四
世
紀
後
半
、
い
か
に
お

（
２
）

そ
く
み
て
も
五
世
紀
前
半
の
遺
跡
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

だ
い
た
い
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
一
々
の
検
討
は
筆
者
に
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
与
え
ら
れ
た
条
件
と
し

て
、
本
遺
跡
の
性
格
を
政
治
史
的
な
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

局

註
一

る
○

一
間
題
の
整
理
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こ
と
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
交
易
品
と
し
て
作
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
鍬
形

石
・
石
釧
・
車
輪
石
の
碧
玉
製
腕
飾
や
合
子
な
ど
を
管
玉
と
同
一
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
も
の
も
、
そ
の
当
初
に
お
い

て
は
服
飾
品
で
あ
り
実
用
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
遺
跡
で
発
見
さ
れ
る
よ
う
な
碧
玉
製
品
に
な
る
と
、
そ
の
本
来
の
意
味
を
遠

く
は
な
れ
て
、
宗
教
的
・
呪
術
的
な
用
途
を
も
つ
器
物
に
機
能
を
変
化
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
古
墳
時
代
前
期
の
石
製
品
の
特

色
で
あ
る
と
い
う
の
が
考
古
学
上
の
通
説
で
あ
る
こ
と
は
こ
こ
に
改
め
て
揚
言
す
る
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
宗
教
上
の
神
聖
性
が
そ
の

ま
ま
政
治
上
の
権
威
に
直
結
す
る
古
代
社
会
Ｉ
こ
と
に
四
・
五
世
紀
と
い
う
時
代
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
器
物
に
そ
の
機
能
が
認

め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
権
威
が
こ
の
器
物
の
裏
打
ち
を
し
て
い
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
つ
ま
り
各
地
の
豪
族
が
自
由
に
作
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
器
物
を
権
威
の
象
徴
と
し
て
使
い
得
る
ほ
ど
、
こ
の
こ
ろ
に
な
れ
ば
社
会
は
単
純
で
な
い
。
地
方
の
首
長
が
自
ら
の

手
で
作
っ
た
も
の
に
権
威
づ
け
を
行
っ
て
、
そ
れ
で
充
分
な
効
果
を
発
揮
さ
せ
得
た
ほ
ど
孤
立
的
な
社
会
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
地
方

首
長
の
威
儀
を
と
と
の
え
る
も
の
で
あ
り
得
た
の
は
、
首
長
自
身
以
上
の
な
ん
ら
か
の
権
威
が
、
そ
の
器
物
に
含
ま
れ
て
い
た
と
し
な
け

こ
の
場
合
、
想
起
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
種
の
碧
玉
製
品
の
分
布
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
近
畿
地
方
を
中
心
と
し
た
西
日
本
で

（
２
）

あ
り
、
そ
の
密
度
は
畿
内
に
近
づ
く
に
し
た
が
っ
て
稠
密
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
中
心
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
各
地
に
配

布
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
あ
る
中
心
か
ら
配
布
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
重
大
な
意
味
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
た
と
え
地
方
で
作
ら
れ
た
に
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
、
な
ん
ら

か
の
形
で
そ
れ
が
中
央
に
集
め
ら
れ
、
中
央
か
ら
改
め
て
、
地
方
の
首
長
の
意
志
で
な
く
、
中
央
自
身
の
意
志
に
よ
っ
て
、
地
方
首
長
に

配
布
さ
れ
た
時
に
、
は
じ
め
て
完
全
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
推
定
が
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
片
山
津
の
玉

造
集
落
で
作
ら
れ
た
腕
飾
類
は
、
こ
こ
に
あ
る
限
り
は
宗
教
的
権
威
Ⅱ
政
治
的
権
威
の
器
物
と
は
な
り
得
な
い
。
そ
れ
が
中
央
に
運
ば

れ
、
中
央
の
手
か
ら
地
方
に
配
布
さ
れ
る
と
い
う
手
続
き
を
通
じ
て
の
み
、
こ
れ
に
権
威
が
付
加
さ
れ
る
。
つ
ま
り
器
物
そ
の
も
の
が
権

れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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玉
造
集
落
の
存
在
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
Ｑ
し
か
し
そ
の
時
期
が
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
る
以
上
、
こ
の
三
七
戸

か
ら
成
る
集
落
は
、
各
戸
の
共
同
の
意
志
で
自
由
に
製
作
し
、
そ
の
製
品
の
交
易
に
よ
っ
て
生
活
を
築
い
て
い
た
自
由
な
独
立
し
た
集
落

で
あ
っ
た
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
集
落
を
管
理
し
て
い
た
も
の
が
必
ず
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
管
理
者
即
製
品

（
３
）

の
使
用
者
で
は
な
い
。
前
者
と
後
者
は
厳
密
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

威
の
根
元
で
は
な
く
て
、
中
央
に
そ
の
権
威
の
源
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
集
落
が
合
子
や
鍬
形
石
な
ど
を
作
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
れ
は
こ
の
地
方
の
豪
族
が

自
ら
の
意
志
で
自
ら
の
用
に
供
せ
ん
が
た
め
に
作
ら
せ
た
も
の
と
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
意
味
は
、
こ
の
遺
跡
の
発
見
が
、
当

地
方
に
碧
玉
製
品
を
副
葬
す
る
前
期
古
墳
の
存
在
を
予
想
さ
せ
る
必
然
性
を
も
つ
も
の
と
す
る
の
が
果
し
て
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
か
り
に
発
見
さ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
を
直
ち
に
当
集
落
の
製
品
と
す
る
論
理
は
成
立
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ

る
。
ま
た
《

と
で
あ
る
。

〔
註
〕碧

玉
製
腕
飾
や
合
子
の
よ
う
な
碧
玉
製
品
は
、
そ
れ
が
宗
教
的
・
呪
術
的
な
用
途
を
も
つ
器
物
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
だ
け
み
て
も
、

（
１
）
た
と
え
ば
「
加
賀
に
は
前
期
の
古
墳
は
無
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
玉
造
遺
跡
は
古
墳
時
代
前
期
に
お
び
た
だ
し
い
石
製
品
の
製
造
を
行
っ
て

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
将
来
加
賀
に
も
合
子
や
鍬
形
石
を
副
葬
し
た
古
墳
が
発
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
Ｌ
（
中
口
裕
司
玉
造
遺
跡
調
査
略

報
Ｌ
昭
和
三
五
年
）
と
い
う
論
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）
図
解
考
古
学
辞
典
可
碧
玉
製
腕
飾
・
石
製
合
子
Ｌ
、
小
林
行
雄
「
初
期
大
和
政
権
の
勢
力
圏
Ｌ
史
林
四
○
巻
四
号

（
３
）
勾
玉
に
つ
い
て
は
と
く
に
触
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
が
祭
祀
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
碧
玉
製
品
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
機
能
は
碧
玉
製

品
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
同
一
範
晴
に
属
す
る
も
の
と
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

三
い
わ
ゆ
る
職
業
部
の
部
民
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と
こ
ろ
で
片
山
津
の
玉
造
遺
跡
を
み
る
と
、
そ
の
所
在
地
は
加
賀
南
部
の
柴
山
潟
に
臨
む
平
坦
な
台
地
上
で
あ
っ
て
、
律
令
時
代
の
当

初
の
行
政
区
画
に
よ
れ
ば
越
前
国
江
沼
郡
内
で
あ
り
、
大
化
前
代
の
江
沼
国
造
の
地
域
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
畿
内
東
辺
地
域
の

北
端
で
あ
っ
て
、
五
世
紀
ご
ろ
で
は
一
応
辺
境
に
近
い
と
こ
ろ
と
考
え
て
い
い
。
中
央
地
域
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
瀬
戸
内
の
よ
う

に
直
接
中
央
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
地
域
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
い
わ
ば
こ
れ
は
純
然
た
る
地
方
と
規
定
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
発
掘
さ
れ
た
住
居
趾
に
は
専
用
の
工
作
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は
な
い
。
そ
こ
に
住
居
し
な
が
ら
玉
の
製
作
に
従
っ
て
い
た

と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
玉
造
人
た
ち
は
家
を
な
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
発
見
さ
れ
た
住
居
杜
は
一
、
二
に
と

ど
ま
ら
ず
三
七
戸
の
多
数
に
の
ぼ
る
ｏ
こ
の
数
は
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
さ
ら
に
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も
各
戸
の
位
置
は
離
れ

て
お
ら
ず
、
全
体
と
し
て
こ
れ
ら
の
住
居
趾
は
密
集
し
て
い
る
と
す
ら
い
い
得
る
。
正
し
く
玉
造
人
は
こ
こ
で
一
大
集
落
・
村
を
な
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
精
密
な
考
古
学
的
調
査
を
経
た
住
居
杜
を
農
耕
集
落
の
住
居
趾
と
比
較
し
た
場
合
、
や
や
大
形
で
あ
る
と
い
う

点
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
相
違
の
な
い
竪
穴
住
居
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
調
査
に
基
く
限
り
、
玉
造
集
落
の
住
人
た
ち
も
、
や
は
り
農
耕

に
従
事
し
て
い
た
農
民
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
純
然
た
る
農
耕
集
落
と
異
る
点
は
、
農
耕
で
生
活
を
支
え
な
が
ら
も
、

碧
玉
製
品
と
い
う
特
殊
の
物
産
の
製
作
に
従
事
し
、
そ
れ
を
貢
納
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
井

上
博
士
が
文
献
的
方
面
か
ら
厳
密
に
帰
納
さ
れ
た
結
論
の
う
ち
、
「
地
方
に
お
い
て
家
を
な
し
、
村
を
な
し
自
営
し
て
い
た
農
民
で
あ
っ

て
、
特
殊
な
物
産
を
貢
納
し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
遺
跡
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
実
証
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

の
こ
る
と
こ
ろ
は
、
「
集
団
を
管
理
し
て
い
た
長
が
お
り
、
ま
た
こ
の
集
団
は
中
央
の
豪
族
に
隷
属
し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で

（
２
）

あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
遺
跡
は
、
全
く
黙
し
て
語
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
井
上
説
を
手
引
に
し
て
考
察
を
進
め
て
い

の
こ
る
と
こ
ろ
は
、

（
２
）

あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
跨

ぐ
よ
り
し
よ
う
が
な
い
。

玉
造
部
の
伴
造
は
玉
祖
連
・
玉
作
連
で
あ
る
。
玉
祖
連
は
天
武
朝
の
八
色
姓
で
宿
禰
を
賜
り
（
天
武
紀
十
三
年
条
）
玉
祖
宿
禰
と
な
っ

た
。
こ
の
両
者
が
中
央
豪
族
の
一
つ
と
し
て
、
大
和
朝
廷
の
伴
造
に
な
っ
た
時
期
は
正
確
に
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
が
祖
神
と
仰

職
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（
４
）

持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ぐ
玉
屋
命
は
、
記
紀
に
よ
れ
ば
天
孫
降
臨
に
際
し
て
瓊
々
杵
尊
に
随
従
し
た
五
伴
緒
の
一
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
八
坂
瓊
勾
王
を
作
っ
た
天

明
玉
命
と
か
（
神
代
紀
一
書
）
、
櫛
明
玉
命
や
豊
玉
（
神
代
紀
・
一
書
）
な
ど
を
祖
と
す
る
説
も
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
を
も
そ
の
ま
ま
史
実
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
作
為
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
む
し
ろ
伝
承
の
内
容
か
ら
い
っ
て
、
少
く

と
も
玉
祖
連
・
玉
作
連
が
皇
室
と
関
係
を
も
っ
た
の
は
非
常
に
古
く
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
信
じ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
ま
た
そ
の
職
掌
が
国
家
の
始
源
的
形
態
で
あ
る
神
政
国
家
の
中
核
で
あ
る
祭
紀
に
重
要
な
機
能
を
果
す
玉
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
彼
等
が
大
和
朝
廷
内
の
豪
族
と
な
っ
た
の
は
、
倭
の
五
王
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
国

家
権
力
が
既
に
確
立
し
た
五
世
紀
よ
り
以
前
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
む
し
ろ
皇
室
が
大
和
朝
廷
と
し
て

統
一
日
本
形
成
の
第
一
歩
を
は
じ
め
た
当
初
か
ら
、
も
し
く
は
そ
れ
に
非
常
に
近
い
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
玉
祖
連
や
玉
作
連
は
、
片
山
津
玉
造
遺
跡
の
比
定
さ
れ
る
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
前
半
の
こ
ろ

に
は
、
既
に
全
国
の
玉
造
部
を
管
掌
す
る
大
伴
造
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
彼
等
は
、
す
べ
て
の
玉
造
部
を
直
接
に
管
理
し
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
各
地
に
散
在
す
る
玉
作
部
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
地
方
の
み
を
管
掌
す
る
小
伴
造
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
小
伴
造
が
大
伴
造
た
る
中
央
の
玉
祖
連
。
玉
作
連
に

。
（
句
⑨
）

そ
れ
ぞ
れ
所
属
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
か
に
は
祭
杷
と
い
う
機
能
を
通
じ
て
中
央
の
忌
部
首
か
中
臣
連
に
隷
属
し
て
い
る

も
の
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
土
佐
に
玉
作
造
が
あ
っ
て
奈
良
時
代
で
は
地
方
豪
族
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
が
、

お
そ
ら
く
土
佐
玉
作
部
の
伴
造
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
や
（
正
倉
院
文
書
天
平
宝
字
六
年
司
か
大
舎
人
少
初
位
上
玉
作
造
子
綿
し
）
、
仁
賢

紀
迄
「
王
作
部
鯏
魚
女
」
（
六
年
条
）
と
い
う
の
が
摂
津
玉
造
の
部
民
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。
要
約
す
れ
ば
玉
祖

（
中
央
）

連
・
玉
作
連
↓
玉
作
造
↓
玉
造
部
と
い
う
隷
属
関
係
を
設
定
で
き
る
。
な
お
こ
の
こ
と
は
玉
造
部
と
同
じ
タ
イ
プ
の
部
民
で
あ
る
山
部
に

（
地
方
）
（
部
民
）

つ
い
て
は
山
部
連
↓
山
部
直
（
首
・
公
）
↓
山
部
、
海
部
は
阿
曇
連
↓
海
部
直
↓
海
部
と
い
う
隷
属
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
も
支



13

！

以
上
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
片
山
津
玉
造
集
落
の
部
民
が
所
属
し
て
い
た
中
央
の
豪
族
は
玉
祖
連
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
す
れ
ば
部
民
制
に
お
い
て
は
、
地
方
に
所
在
す
る
も
の
は
そ
の
職
能
か
伴
造
の
名
を
冠
す
る
の
が
常
で
あ
る
か
ら
玉
造
に
直
接
間
接
に

関
わ
り
を
も
つ
氏
か
地
名
か
神
社
か
な
に
か
が
こ
の
土
地
に
関
係
し
て
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
事
実
こ
の
玉
造
に
お
い
て
は
、
こ
れ

（
５
）

を
名
と
す
る
氏
や
地
名
や
神
社
は
全
国
各
地
に
お
い
て
か
な
り
多
く
検
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
加
賀
に
お
い
て
は
も
ち
ろ

ん
越
前
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
名
と
す
る
豪
族
や
人
名
は
、
平
安
時
代
ま
で
に
成
立
し
た
文
献
か
ら
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た

玉
祖
連
の
祖
神
伝
承
に
お
い
て
は
玉
屋
命
・
豊
玉
・
天
明
玉
命
・
櫛
明
玉
命
な
ど
諸
説
が
あ
る
が
、
た
と
え
氏
名
は
玉
造
に
関
係
が
な
く

て
も
、
こ
の
い
ず
れ
か
の
神
と
関
わ
り
を
も
つ
伝
承
を
有
す
る
氏
も
同
様
に
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
・
・

神
社
の
場
合
は
ど
う
か
。
加
越
両
国
に
所
在
す
る
古
社
は
か
な
り
多
い
。
延
喜
式
内
社
だ
け
で
も
一
六
八
座
一
五
七
社
の
多
数
に
上

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
す
べ
て
が
五
世
紀
以
前
に
起
源
を
発
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
ろ
の
祭
杷
か
ら
系
譜
を
ひ
く
神
社
が
こ

の
中
に
含
ま
れ
る
と
い
う
可
能
性
は
一
番
高
い
。
逆
に
い
え
ば
式
内
社
以
外
の
古
社
に
は
、
そ
の
関
わ
り
を
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
時
期

に
求
め
得
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
式
内
社
を
調
査
し
て
も
玉
造
の
祭
相
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ

（
《
、
）

れ
る
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
強
い
て
あ
げ
れ
ば
越
前
国
敦
賀
郡
の
玉
佐
佐
良
彦
神
社
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
所
在
地
は
片
山
津
玉
造

集
落
か
ら
最
遠
の
地
点
に
あ
た
る
。
こ
れ
を
関
係
神
社
と
仮
定
し
て
も
、
何
故
に
こ
う
し
た
遠
方
に
玉
造
集
団
の
祭
杷
と
秩
序
の
中
心
を

求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
説
明
が
つ
か
な
い
。
そ
れ
に
こ
の
神
社
が
、
か
っ
て
同
国
坂
井
郡
か
加
賀
国
江
沼
郡
内
に
あ
っ
た
の
が
移
動

し
た
の
だ
と
い
う
証
拠
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
大
移
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
理
由
も
見
当
ら
な
い
。
さ
ら
に
大
事
な
こ
と

は
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
玉
は
玉
造
に
関
係
す
る
玉
で
は
な
く
て
、
佐
々
良
彦
神
の
美
称
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
か
ろ

⑳

う
。
冠
辞
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
珠
玉
の
玉
で
は
な
く
、
霊
魂
の
「
タ
マ
」
と
す
る
の
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
に

し
て
も
玉
造
の
祭
杷
と
は
ま
ず
関
係
の
な
い
神
社
と
断
定
し
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

地
名
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
記
紀
な
ど
の
文
献
に
こ
の
地
方
の
地
名
は
そ
う
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
中
に
関
係
が
推
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こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
玉
造
集
落
こ
そ
存
在
し
て
い
る
が
、
他
の
多
く
の
地
域
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
人
名
・
地
名
・
神
社
名
の
い

ず
れ
か
ら
考
え
て
も
、
こ
こ
に
玉
造
部
の
存
在
を
証
明
す
る
よ
う
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と

は
大
伴
造
た
る
中
央
豪
族
の
玉
祖
連
な
ど
と
の
関
係
を
直
接
立
証
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ
ん
史
料
の
稀
少
性
と
い
う
こ
と

を
条
件
に
い
れ
る
な
ら
ば
、
な
い
か
ら
と
い
っ
て
伴
造
と
の
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
く
と
も
玉
祖
連
な
ど
と
の
関
り

に
つ
い
て
は
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
加
賀
越
前
の
地
方
豪
族
で
こ
の
集
落
を
管
理
し
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
事
情
で
小
伴
造
の
機
能
を
代
行
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
は
こ
の
方
面
に
視
点
を
む
け
て
み
た
い
。

定
さ
れ
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
和
名
抄
に
み
え
る
郷
名
も
す
べ
て
が
大
化
前
代
の
も
の
と
い
え
な
い
に
し
て
も
、
こ
こ
に
な
い
郷
名
で

大
化
前
代
に
潮
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
な
い
こ
と
も
式
内
社
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
が
ら
こ
の
郷
名
に
し
て
も
関
わ

り
の
痕
跡
す
ら
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
玉
戈
郷
と
い
う
の
が
加
賀
国
加
賀
郡
に
あ
る
が
、
こ
の
玉
は
戈
の
美
称
で
あ
る
。
加
賀
郡

は
玉
造
遺
跡
の
あ
る
江
沼
郡
の
隣
郡
で
あ
る
が
、
こ
の
郷
は
相
当
の
遠
距
離
で
直
接
の
関
わ
り
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た

こ
こ
に
玉
造
が
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
も
な
い
。
玉
佐
佐
良
彦
神
社
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
も
や
は
り
無
縁
の
も
の
と
断
定
し
て
よ
か
ろ

局

註
哩

へへへ

543
ｰレー

（
１
）
井
上
博
士
「
部
民
史
論
Ｌ
九
頁

（
２
）
玉
造
部
は
官
司
に
所
属
す
る
タ
イ
プ
の
部
で
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
中
央
の
豪
族
だ
け
が
問
題
と
な
っ
て
、

太
田
亮
博
士
姓
氏
家
系
大
辞
典
「
玉
作
・
玉
作
部
。
玉
祖
Ｌ
、
吉
田
東
伍
博
士
「
日
本
地
名
辞
書
」

官
司
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

天
武
九
年
（
六
八
こ
に
壷

「
部
民
史
論
Ｌ
八
’
九
頁 に

連
、

同
‐
一
三
年
（
六
八
五
）
に
宿
禰
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考
え
て
よ
い
。 １

宗
我
部
以
下
の
一
四
氏

史
上
に
あ
ら
わ
れ
る
越
前
国
在
住
の
有
姓
氏
は
か
な
り
の
数
に
上
る
。
こ
れ
ら
は
一
応
、
地
方
豪
族
層
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
ょ
か

．
（
剋
凡
）

ろ
う
。
た
だ
当
地
方
の
大
化
前
代
の
地
方
豪
族
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
ず
る
予
定
な
の
で
詳
し
§
は
そ
れ
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は

専
ら
当
面
の
問
題
に
関
わ
り
を
も
つ
も
の
に
限
定
す
る
。

と
こ
ろ
で
周
知
の
ご
と
く
加
賀
国
は
平
安
初
期
に
越
前
か
ら
分
れ
て
建
置
さ
れ
た
も
の
で
、
す
べ
て
越
前
の
地
方
豪
族
と
し
て
扱
う
べ

き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
叙
述
の
便
宜
上
、
越
前
と
加
賀
に
分
け
て
考
え
て
み
る
。
大
化
前
代
の
越
前
の
豪
族
と
し
て
主
要
な
も
の
は
三

国
国
造
と
し
て
の
三
国
公
と
品
治
（
遅
）
部
君
、
角
鹿
国
造
と
し
て
の
敦
賀
直
を
は
じ
め
と
し
て
生
江
・
足
羽
・
阿
刀
・
道
守
・
佐
味
・

秦
・
猪
名
部
・
刑
部
・
春
日
部
・
藤
原
部
・
出
雲
部
・
私
部
な
ど
が
あ
る
・
加
賀
の
豪
族
と
し
て
は
江
沼
国
造
と
し
て
の
江
沼
臣
、
加
賀

国
造
の
道
君
の
ほ
か
財
臣
（
江
野
財
臣
・
矢
田
財
部
・
財
部
造
）
、
膳
臣
・
三
枝
部
・
酒
人
部
・
丈
部
・
大
宅
部
・
宗
我
部
・
百
済
公
な

宗
我
部
は
い
う
ま
で
も
な
く
蘇
我
臣
の
部
民
で
あ
る
。
蘇
我
氏
は
中
央
の
大
豪
族
で
あ
る
が
、
そ
の
頭
角
を
あ
ら
わ
す
の
は
六
世
紀
以

後
で
、
そ
れ
も
伴
造
系
豪
族
と
し
て
よ
り
も
官
司
系
豪
族
と
し
て
で
あ
っ
た
。
伴
造
の
要
素
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
帰
化
系
職
業
部

を
中
心
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
四
・
五
世
紀
に
推
定
さ
れ
る
非
帰
化
系
の
片
山
津
玉
造
部
と
は
時
期
的
に
も
性
格
的
に
も
無
関
係
と

国
造
の
道
君
の
ほ
か
財
臣

（
２
）

ど
が
主
な
も
の
で
あ
る
。

出
雲
部
は
出
雲
国
造
の
出
雲
臣
の
部
民
で
あ
る
。
出
雲
を
中
心
に
京
師
・
備
中
・
筑
前
・
丹
波
・
山
城
・
越
前
等
に
分
布
し
て
い
て
、

ｆ

（
６
）
玉
祖
神
社
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
地
で
関
係
社
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
玉
作
湯
神
社
・
櫛
玉
命
神
社
・
玉
造
神
社
か
矢
田
間
神
社
・
羽
玉
神
社
・

玉
作
水
神
社
な
ど
と
類
似
す
る
も
の
も
一
社
も
な
い
。

五
片
山
津
玉
造
集
落
と
地
方
豪
族
と
の
関
係

鞠
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造
と
結
び
つ
け
な
い
の
が
い
い
で
あ
ろ
う
。

同
じ
郷
計
帳
か
ら
類
推
さ
れ
る
丈
部
は
丈
部
臣
・
丈
部
直
・
丈
部
造
な
ど
が
六
国
史
に
散
見
す
る
か
ら
部
民
ｌ
伴
造
に
間
違
い
な
い
。

そ
の
系
譜
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
遁
部
と
同
じ
で
あ
ろ
う
か
ら
、
お
そ
ら
く
土
器
の
製
作
を
職
能
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
玉

造
と
は
関
係
が
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
大
宅
部
も
同
じ
計
帳
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
大
宅
す
な
わ
ち
屯
倉
に
お
か
れ
た
部
民
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
屯
倉
は

田
地
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
部
民
は
田
部
で
あ
っ
て
職
業
部
で
は
な
い
。
屯
倉
に
は
皇
室
直
轄
領
の
土
地
で
な
く
、
地
方

の
単
な
る
課
税
地
区
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
は
田
部
と
限
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
型
の
屯
倉
の
成
立
は
官
司
制

（
９
）

の
か
な
り
整
え
ら
れ
て
き
た
六
世
紀
後
半
以
後
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
の
屯
倉
が
五
世
紀
ご
ろ
の
も

の
と
す
れ
ば
田
部
だ
け
を
考
え
て
お
け
ば
い
い
。
と
す
れ
ば
こ
れ
に
も
玉
造
部
と
直
接
の
関
連
を
求
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。（

、
）
‐

加
賀
の
大
族
に
財
氏
が
あ
る
。
古
事
記
に
は
江
野
財
臣
と
し
て
江
沼
国
造
に
あ
て
る
が
、
江
沼
に
そ
う
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
こ
の

（
、
）

氏
は
他
に
財
臣
・
財
部
・
財
部
造
・
矢
田
財
部
と
散
見
す
る
の
で
、
部
民
・
伴
造
と
も
に
当
地
に
蕃
術
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
財
の

字
義
か
ら
宝
器
と
し
て
の
玉
と
所
縁
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
苛
明
天
皇
の
皇
后
で
あ
る
宝
皇
女
の
名
代
か
ら
出
た
名

に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
設
定
時
期
は
七
世
紀
に
降
る
。
さ
ら
に
財
部
造
が
こ
の
地
方
の
小
伴
造
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ

（
旭
）

は
現
地
族
長
と
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
説
も
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
問
題
外
に
し
て
よ
か
ろ
う
。

加
賀
国
造
の
道
君
は
江
沼
臣
と
な
ら
ぶ
大
族
で
あ
る
。
し
か
し
国
造
と
い
う
の
は
、
伴
造
が
職
業
部
を
管
掌
す
る
に
対
し
て
、
田
部
を

支
配
す
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
欽
明
朝
の
高
麗
使
来
朝
に
際
し
て
と
っ
た
道
君
の
反
朝
廷
的
行
動
か
ら
み
て
、
い
か
が
で
あ

ろ
う
（
欽
明
紀
一
三
年
条
）
・
六
世
紀
の
こ
の
行
動
は
、
こ
の
時
に
突
如
と
し
て
起
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
少
く
と
も
四
世
紀
後
半
ご

ろ
の
皇
室
直
属
部
民
の
地
方
管
理
者
か
ら
大
を
な
し
た
豪
族
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
行
動
に
で
る
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
し
、
第

一
、
朝
廷
と
最
も
疎
縁
な
地
方
首
長
に
与
え
る
君
と
い
う
姓
が
つ
く
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
地
理
的
に
み
て
も
、
親
朝
廷
的
な
江
沼
臣
の
本
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２
阿
刀
以
下
の
五
氏

坂
井
郡
の
地
方
豪
族
と
思
わ
れ
る
も
の
に
阿
刀
氏
が
あ
る
。
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
の
越
前
国
使
解
に
よ
れ
ば
阿
刀
僧
な
る
も
の

（
１
）

が
坂
井
郡
の
散
仕
を
つ
と
め
て
い
る
。
散
仕
（
事
）
と
は
郡
司
層
の
少
領
ク
ラ
ス
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
事
実
阿
刀
僧
は
当
時
の
坂
井
郡

（
２
）

大
領
た
る
品
治
部
君
広
耳
に
匹
敵
す
る
勢
威
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
坂
井
郡
の
大
族
で
、
お
そ
ら
く
大
化
前
代
の
国
造
級
の

も
の
と
推
定
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
坂
井
郡
は
、
玉
造
遺
跡
の
所
在
地
た
る
江
沼
郡
の
隣
郡
で
あ
る
か
ら
、
一
応
関
係
を
も
つ
も

の
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
些
細
に
み
て
み
る
と
阿
刀
氏
の
分
布
す
る
の
は
越
前
に
限
ら
ず
大
和
・
山
城
・
摂
津
・
和

泉
・
河
内
・
讃
岐
・
紀
伊
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
す
べ
て
が
同
族
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
本
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
河
内
で
あ
っ
た
ら
し

（
＠
妙
‐
）い

。
と
す
れ
ば
畿
内
を
中
心
に
広
が
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
所
に
お
い
て
も
玉
造
と
の
関
係
は
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
と
と
も
に
阿
刀
氏
の
出
自
は
饒
速
日
命
に
発
す
る
と
い
う
こ
と
に
諸
書
一
致
し
て
い
て
（
姓
氏
録
ｐ
天
神
本
紀
・
天
孫
本

紀
等
）
、
物
部
氏
の
一
派
で
あ
っ
て
阿
刀
部
な
ら
び
に
そ
の
伴
造
の
後
喬
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
阿
刀
造
と
い
う
の

が
諸
書
に
散
見
し
て
い
る
し
、
そ
れ
が
阿
刀
連
と
な
り
（
天
武
前
紀
）
阿
刀
宿
禰
と
変
更
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
て
も
（
天
武
紀
十
三
年
条
）
、

（
４
）

物
部
氏
に
つ
な
が
る
典
型
的
な
伴
造
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
誤
り
で
な
か
ろ
う
。
こ
の
阿
刀
部
は
い
か
な
る
職
能
を
も
つ
部
民
で
あ
っ
た

か
明
ら
か
で
な
い
が
、
少
く
と
も
玉
造
に
関
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
断
言
で
き
る
。
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
碧
玉
製
腕
飾
類
が
物

へへへ

141312
ｰレン

（
蛆
）
前
掲
拙
稿

（
皿
）
続
日
本
後

続
日
本
後
紀
承
和
四
年
十
一
月
条
、
天
平
三
年
越
前
国
正
税
帳
（
大
日
本
古
文
書
㈲
四
二
八
’
三
九
頁
）
、
天
平
十
二
年
越
前
国
江
沼
郡
山
背
郷

計
帳
（
大
日
本
古
文
書
目
二
七
三
’
八
○
頁
）

原
島
礼
二
「
古
代
東
国
と
大
和
政
権
上
Ｌ
続
日
本
紀
研
究
七
巻
六
号
。

阿
部
武
彦
「
国
造
の
姓
と
系
譜
Ｌ
（
史
学
雑
誌
五
九
編
二
号
）

井
上
博
士
可
古
代
の
東
国
」
（
万
葉
集
大
成
五
所
収
）
う
大
塚
徳
郎
「
阿
部
氏
に
つ
い
て
Ｌ
続
日
本
紀
研
究
三
巻
一
○
号
・
二
号
、
志
田
諄
一

「
大
化
前
代
の
越
国
に
つ
い
て
Ｌ
日
本
歴
史
一
三
五
号
。

！
＃
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部
氏
に
は
適
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
製
玉
は
物
部
氏
の
職
能
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
、
ま
た
阿
刀
氏
は
物
部
氏
と
関
係
の
な
い
伴

造
だ
と
し
て
も
、
稠
密
に
分
布
す
る
畿
内
方
面
に
製
玉
と
の
関
係
が
皆
無
で
、
越
前
だ
け
で
玉
を
作
っ
た
と
考
え
る
の
も
お
か
し
い
。
い

ず
れ
に
し
て
も
阿
刀
氏
は
除
外
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

足
羽
郡
に
道
守
氏
が
い
る
。
こ
れ
は
道
守
村
と
い
う
地
名
が
既
に
奈
良
時
代
か
ら
あ
り
、
東
大
寺
領
の
道
守
荘
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
み
る
と
、
か
な
り
こ
の
氏
人
の
こ
の
地
に
居
住
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
天
平
神
護
二
年
の
越
前
国
司
解
な
ど

（
５
）

に
よ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
一
般
の
律
令
農
民
で
あ
っ
て
、
と
て
も
こ
の
地
で
大
化
前
代
も
四
・
五
世
紀
ご
ろ
か
ら
の
系
譜
を
保
っ
て
い
た
大

族
と
は
思
わ
れ
な
い
。
新
撰
姓
氏
録
に
よ
れ
ば
武
内
宿
禰
窟
と
開
化
天
皇
窟
の
二
流
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
当
否
は
別
と
し

て
畿
内
を
本
拠
に
し
て
い
た
一
族
で
あ
り
、
は
じ
め
道
守
臣
と
い
っ
て
い
た
が
、
天
武
朝
の
八
姓
の
制
で
朝
臣
に
な
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、

こ
の
氏
族
の
越
前
へ
の
進
出
は
そ
う
古
い
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
い
か
に
古
く
て
も
継
体
朝
以
後
、
六
世
紀
を
湖
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
氏
も
除
く
の
が
穏
当
で
あ
る
。

（
６
）

丹
生
郡
に
佐
味
氏
と
い
う
の
が
あ
る
。
天
平
年
間
に
少
領
つ
い
で
大
領
と
し
て
佐
味
君
浪
麻
呂
、
天
平
神
護
二
年
に
は
越
前
国
橡
に
佐

（
写
０
）
・

味
朝
臣
吉
備
万
呂
が
あ
ら
わ
れ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
佐
味
公
入
麻
呂
・
佐
味
磯
成
・
同
磯
守
な
ど
が
郷
戸
主
に
、
隣
郡
足
羽
郡
に
も
佐

．
（
⑥
○
）

味
智
麻
呂
・
同
広
足
な
ど
が
同
じ
く
郷
戸
主
と
し
て
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、
大
化
前
代
の
国
造
級
で
あ
る
丹
生
郡
き
っ
て
の
大
族

と
し
て
よ
か
ろ
う
。
左
大
臣
橘
諸
兄
の
叛
意
を
密
告
し
た
功
に
よ
り
、
従
八
位
上
よ
り
一
挙
に
従
五
位
下
に
昇
叙
さ
れ
、
諸
兄
の
祇
承
人

（
９
）

か
ら
越
前
介
・
左
京
亮
・
安
房
守
を
経
て
、
最
後
に
は
越
前
守
に
な
っ
た
佐
味
朝
臣
宮
守
も
、
こ
の
一
族
と
思
わ
れ
る
。
奈
良
時
代
の
こ

う
し
た
佐
味
氏
の
状
況
は
か
つ
て
の
国
造
級
の
も
の
と
し
て
ま
こ
と
に
適
し
い
。
そ
し
て
単
に
国
造
級
と
い
う
大
小
の
比
愉
的
な
意
味
だ

け
で
な
く
、
玉
造
部
の
ご
と
き
職
業
部
を
管
掌
し
た
伴
造
出
自
の
も
の
ら
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
氏
の
出
自
や
発
展
様

相
を
み
る
と
さ
ら
に
は
っ
き
り
す
る
。
佐
味
氏
の
も
と
の
姓
は
君
（
公
）
で
あ
っ
て
、
狭
身
君
と
も
書
き
上
毛
野
氏
の
一
族
で
あ
っ
た
。

（
、
）

上
野
を
中
心
と
す
る
東
国
か
ら
越
中
・
越
後
に
か
け
て
一
族
が
蕃
術
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
上
野
の
ご
と
き
東
国
を
本
拠
と
す
る
こ
と
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や
、
君
か
ら
朝
臣
に
な
っ
た
の
が
天
武
八
姓
の
制
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
こ
の
氏
が
畿
内
勢
力
の
一
翼
に
参
加
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
少
く
と
も
五
世
紀
前
半
を
測
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
毛
野
一
族
が
大
和

朝
廷
に
忠
節
を
誓
い
、
そ
し
て
そ
の
対
東
北
経
略
上
か
ら
北
陸
が
中
央
に
着
目
さ
れ
て
以
後
、
畿
内
勢
力
の
一
翼
と
し
て
越
前
に
進
出
し

て
き
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
佐
味
氏
の
越
前
定
着
は
六
世
紀
以
後
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
氏
も
玉
造
部
を
管
掌

し
た
在
地
勢
力
で
あ
っ
た
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
ｕ
）

と
こ
ろ
で
刑
部
・
藤
原
部
・
私
部
で
あ
る
が
へ
こ
れ
ら
の
部
民
の
後
喬
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
奈
良
時
代
に
散
見
す
る
。
こ
の
う
ち
私

部
は
皇
后
所
有
の
民
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
従
来
特
定
名
称
を
も
っ
て
い
た
の
を
敏
達
朝
に
至
っ
て
私
部
と
し
て
定
置
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
書
紀
の
敏
達
六
年
（
五
七
七
）
条
に
伝
え
る
記
事
は
信
用
で
き
る
か
ら
、
こ
れ
の
設
置
は
六
世
紀
末
期
と
な
り
、
当
然
こ
こ
で
は
除

る
。
書
紀
④

外
し
て
い
い
。

刑
部
は
い
う
ま
で
も
な
く
允
恭
天
皇
の
皇
后
忍
坂
大
中
姫
の
名
代
で
あ
り
、
藤
原
部
も
同
天
皇
の
妃
衣
通
郎
姫
の
名
代
で
あ
る
。
允
恭

朝
は
い
わ
ゆ
る
倭
の
五
王
時
代
で
お
お
よ
そ
五
世
紀
中
葉
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
玉
造
部
と
時
間
的
に
は
そ
う
破
綻
を
き
た

さ
な
い
。
そ
し
て
名
代
は
直
接
皇
室
に
つ
な
が
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
碧
玉
製
腕
飾
を
出
す
も
の
が
そ
の
部
に
指
定
さ
れ
る
と
す
る
の
も

あ
る
意
味
に
お
い
て
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
子
代
、
名
代
は
一
般
に
は
田
部
が
設
定
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
・
藤
原
部
の
場
合
も

先
し
是
衣
通
郎
姫
、
居
二
干
藤
原
宮
一
、
時
天
皇
詔
二
大
伴
室
屋
連
一
日
、
（
中
略
）
室
屋
連
依
レ
勅
而
奏
可
、
則
科
二
諸
国
造
等
一
、
為
二
衣
通

郎
姫
一
定
二
藤
原
部
記
（
允
恭
紀
十
一
・
三
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
国
造
の
所
管
か
ら
割
出
さ
せ
て
い
る
。
国
造
は
職
業
部
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
田
部
が
設
定
さ
れ
た
と
し
か
考

え
ら
れ
な
い
。
刑
部
も
お
そ
ら
く
そ
の
例
外
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
も
名
代
は
皇
族
の
私
有
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な

い
。
皇
族
自
身
は
皇
室
内
の
言
貝
で
あ
る
が
、
名
代
か
ら
貢
上
さ
れ
る
も
の
は
、
皇
室
Ⅱ
朝
廷
の
も
の
と
な
る
の
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま

で
も
特
定
皇
族
個
人
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
碧
玉
製
腕
飾
の
製
作
部
が
名
代
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
配
布
権
者
が
天
皇
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部
の
本
拠
は
も
ち
ろ
ん
南
越
前
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
坂
井
郡
に
は
海
部
郷
が
あ
り
、
奈
良
時
代
の
同
郡
少
領
と
し
て
海
直
大
食
、

（
ワ
色
）
、

郷
戸
主
に
海
万
麻
呂
、
得
足
な
ど
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
三
国
の
海
岸
地
帯
に
相
当
進
出
し
て
い
た
も
の
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
期
も
お
そ
ら
く
大
化
前
代
を
か
な
り
潮
る
で
あ
ろ
う
。
玉
造
集
落
は
柴
山
潟
を
通
じ
て
日
本
海
と
連
絡
し
三
国
と

至
近
の
距
離
に
あ
る
。
坂
井
郡
の
海
部
の
活
躍
範
囲
に
充
分
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
越
前
海
部
の
伴
造
た
る
角
鹿
海
直
が
玉

造
部
を
管
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
海
部
は
本
来
海
産
物
を
貢
納
す
る
部
民
で
あ
っ
て
玉
造
を
職
掌
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。
職
掌
不
明
の
伴
造
な
ら
と
も
か
く
、
い
か
に
地
理
的
・
勢
力
的
に
玉
造
集
落
と
重
な
り
合
う
か
ら
と
い
っ
て
海
直
を
そ

の
伴
造
と
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
ま
た
玉
造
部
が
五
世
紀
中
葉
以
後
製
玉
を
中
止
し
て
か
ら
海
部
に
な
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、

そ
の
と
き
の
伴
造
が
の
ち
に
角
鹿
海
直
と
な
っ
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
こ
の
氏
と
玉
造
部
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
の

は
、
ま
ず
不
可
能
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

次
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
生
江
臣
で
あ
る
。
足
羽
郡
は
坂
井
郡
の
隣
郡
で
あ
っ
て
、
大
化
前
代
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
三
国
国
に
含

ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
生
江
臣
は
こ
の
地
の
大
族
で
あ
っ
た
。
乏
し
い
奈
良
時
代
の
史
料
か
ら
だ
け
で
も
、
天
平
三
年
か
ら
天

平
神
護
三
年
ま
で
の
わ
ず
か
三
七
年
間
に
足
羽
郡
の
大
領
・
少
領
・
目
代
と
し
て
生
江
臣
金
弓
・
安
麻
呂
・
東
人
・
国
立
・
息
嶋
・
長
浜

の
六
名
、
郷
戸
主
や
一
戸
口
と
し
て
は
生
江
子
公
以
下
八
名
、
丹
生
郡
主
政
に
生
江
臣
積
多
と
数
え
る
こ
と
が
で
き
誼
中
央
に
お
い
て
も

（
４
）

佐
渡
守
に
な
っ
た
生
江
臣
智
麻
呂
の
ご
と
き
を
み
る
が
、
主
と
し
て
在
地
に
発
展
し
て
い
る
典
型
的
な
地
方
豪
族
と
い
う
こ
と
が
で
き

（
５
）る

。
そ
の
経
歴
か
ら
み
て
、
当
然
大
化
前
代
の
国
造
層
の
一
つ
と
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
姓
が
臣
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
伴
造

で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
Ｐ
と
こ
ろ
が
周
知
の
ご
と
く
大
化
前
代
の
越
前
は
角
鹿
国
と
三
国
国
で
あ
っ
て
足
羽
国
と
か
生
江
国
と
い
う
の

は
な
い
。
し
か
も
三
国
の
国
造
は
三
国
公
で
あ
っ
て
生
江
臣
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
奈
良
時
代
の
郡
領
関
係
の
史
料
か
ら
見
る
限
り
は
、

前
述
の
如
く
生
江
臣
が
三
国
の
国
造
と
し
て
も
っ
と
も
適
し
い
。
し
か
し
そ
う
と
し
た
場
合
、
三
国
国
造
家
の
中
心
地
と
推
定
さ
れ
る
坂

井
郡
に
三
国
公
や
品
遅
部
君
が
い
て
、
中
心
を
外
れ
た
足
羽
郡
に
生
江
臣
が
発
展
し
た
と
い
う
奈
良
時
代
の
状
勢
は
少
し
お
か
し
い
。
こ

{

Ｉ
＃
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〔
註
〕

４
品
遅
部
公
・
三
国
公
↓

品
遅
部
公
（
品
治
部
公
）
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
○
記
紀
に
よ
れ
ば
、
品
遅
部
は
垂
仁
天
皇
の
皇
子
誉
津
別
命
の
名
代
で
あ
る
（
垂

（
１
）
太
田
博
士
「
姓
氏
家
系
大
辞
典
Ｌ
角
鹿
の
項
、
「
福
井
県
史
Ｌ
一

（
２
）
「
寧
楽
遺
文
Ｌ
上
二
四
○
頁
、
同
下
六
八
三
・
五
頁

（
３
）
「
大
日
本
古
文
書
Ｌ
Ｈ
四
三
二
’
三
三
頁
、
同
㈱
五
二
’
八
・
二
一
’
四
・
二
五
○
’
二
・
三
五
九
１
六
○
・
三
六
六
’
七
・
四
一
六
・
五
四

三
・
五
四
六
・
六
四
六
頁
、
同
㈲
五
四
三
’
四
・
五
四
九
’
五
二
頁

（
４
）
司
続
日
本
紀
Ｌ
天
平
宝
字
三
年
春
正
月
戊
寅
条

（
５
）
岸
俊
男
「
越
前
国
東
大
寺
領
庄
園
の
経
営
Ｌ
史
林
三
五
巻
二
号
、
同
司
東
大
寺
を
め
ぐ
る
政
治
的
情
勢
Ｌ
ヒ
ス
ト
リ
ァ
十
五
、
竹
内
理
三
博
士

「
律
令
制
と
貴
族
政
権
Ｌ
Ｉ
。

（
６
）
生
江
臣
と
東
大
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
註
（
５
）
参
照
、
ま
た
本
節
の
四
で
述
べ
る
よ
う
に
、
太
田
博
士
の
異
説
を
認
め
て
三
国
公
の
先
の
豪
族

が
生
江
臣
で
あ
っ
て
、
椀
子
王
に
讓
っ
た
の
ち
故
地
を
離
れ
て
足
羽
郡
に
移
っ
た
と
い
う
類
推
も
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
は
余
り
に
も
窓
意
な
推

測
で
あ
る
。
ま
た
か
り
に
そ
う
と
す
れ
ば
、
古
事
記
に
は
何
故
に
そ
の
祖
を
葛
木
長
江
曽
都
毘
古
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
孝
元
天
皇
段
）
。

椀
子
王
の
源
流
た
る
応
神
天
皇
に
な
ん
ら
か
の
形
で
結
び
つ
け
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
（
拙
稿
「
祖
先
神
成
立
の
社
会
的
基
盤
Ｌ
金
大
法
文
論
集

哲
史
篇
３
）
。

（
７
）
「
大
日
本
古
文
書
Ｌ
Ｈ
四
三
三
頁
、
同
甸
五
六
一
・
五
六
五
・
五
六
七
・
五
七
八
・
五
八
○
’
一
・
五
八
三
・
五
九
四
・
六
四
四
’
五
頁
、
同
関

（
８
）
司
続
日
本
紀
Ｌ
宝
亀
五
年
七
月
己
亥
・
同
八
年
正
月
癸
亥
条
。

（
９
）
こ
の
こ
と
は
生
江
臣
で
は
生
江
臣
東
人
は
大
領
就
任
以
前
に
造
東
大
寺
司
史
生
で
あ
り
、
生
江
臣
息
嶋
は
郡
目
代
以
前
に
東
大
寺
使
を
つ
と
め
、

同
黒
足
も
寺
使
で
あ
り
、
生
江
臣
村
人
が
東
大
寺
廻
使
と
し
て
越
中
国
ま
で
出
向
し
て
い
る
な
ど
に
比
べ
て
（
「
大
日
本
古
文
耆
Ｌ
⑤
五
四
三
・

五
五
一
・
六
五
七
、
同
㈱
三
五
九
・
四
一
五
頁
）
、
足
羽
臣
で
は
写
経
所
雑
使
・
東
大
寺
舎
人
と
し
て
の
足
羽
宅
成
ぐ
ら
い
し
か
目
に
つ
か
な

い
（
「
大
日
本
古
文
書
Ｌ
尚
六
・
七
五
・
七
八
・
二
六
九
頁
）
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

（
蛆
）
註
（
６
）
で
み
た
よ
う
な
可
能
性
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
生
江
臣
よ
り
は
む
し
ろ
足
羽
臣
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

四
五
二
’
三
頁
。
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仁
紀
廿
三
年
十
一
月
条
・
古
事
記
垂
仁
段
）
・
と
す
れ
ば
設
定
さ
れ
た
の
は
四
世
紀
初
頭
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
記
紀
の
所
伝
ど
う
り
で
な
い

に
し
て
も
、
少
く
と
も
品
遅
部
は
、
白
髪
部
の
よ
う
に
天
皇
の
名
代
で
な
く
皇
子
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
信
じ
て
も
い
い
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
品
遅
部
公
は
、
越
前
に
お
か
れ
た
品
遅
部
の
伴
造
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
品
遅
部
公
は
年
代
的
に

は
片
山
津
玉
造
と
符
合
す
る
が
、
さ
き
に
触
れ
た
刑
部
や
藤
原
部
と
同
じ
く
無
視
し
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
氏

に
つ
い
て
は
さ
ら
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
の
越
前
国
坂
井
郡
司
解
や
東
大
寺
功
徳
分
施
入
帳
を
は
じ
め
と
す
る
正
倉
院
文
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
氏
の

．
（
１
１
）

本
拠
は
越
前
国
坂
井
郡
で
あ
っ
た
。
し
か
も
奈
良
時
代
の
郡
領
に
も
あ
ら
わ
れ
、
隣
郡
江
沼
に
も
部
民
が
分
布
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る

（
２
）と

、
大
化
前
代
か
ら
三
国
の
国
造
層
の
家
で
あ
り
、
か
な
り
の
大
族
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
東
国
な
ど
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
伴

（
３
）

造
で
あ
る
か
ら
国
造
で
な
い
と
い
え
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
公
（
君
）
」
と
い
う
朝
廷
と
最
も
疎
縁
な
地
方
豪
族
の
姓

で
あ
る
の
は
無
視
で
き
な
い
。
名
代
と
す
れ
ば
ま
す
ま
す
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
公
姓
に
つ
い
て
直
木
孝
次
郎
氏

は
、
天
平
五
年
に
品
遅
部
広
耳
と
い
う
の
が
天
平
宝
字
元
年
に
は
品
遅
部
君
広
耳
と
な
っ
て
お
り
、
主
政
か
ら
大
領
へ
と
昇
進
し
て
い
る

こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
天
平
五
年
か
ら
宝
字
元
年
の
間
に
お
い
て
君
と
い
う
姓
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
お

（
４
）

ら
れ
る
。
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
公
と
い
う
姓
に
そ
う
こ
だ
わ
る
必
要
が
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
天
平
五
年
の
越
前
国
郡
稲
帳
に
あ
ら
わ
れ

る
広
耳
は
公
姓
を
省
略
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
広
耳
の
出
自
し
て
い
る
品
遅
部
公
は
、
越
前
の
品

遅
部
の
伴
造
で
あ
っ
て
、
あ
る
時
期
か
ら
は
三
国
国
造
た
る
三
国
公
に
匹
敵
す
る
地
方
豪
族
で
あ
っ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
さ
ら
に
考
え
れ
ば
玉
造
遺
跡
は
坂
井
郡
か
ら
至
近
の
距
離
に
あ
る
。
し
か
も
碧
玉
原
石
を
産
出
す
る
雄
島
を
そ
の
支
配
圏
内
に
含

ん
で
い
た
と
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
み
て
く
る
と
こ
の
氏
が
片
山
津
玉
造
部
を
管
掌
し
た
と
い
う
証
拠
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
さ
り

と
て
管
し
な
か
っ
た
と
す
る
積
極
的
な
根
拠
も
少
い
。
少
く
と
も
そ
の
可
能
性
の
あ
る
地
方
豪
族
の
一
つ
と
し
て
、
一
応
あ
げ
て
も
い
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
し
か
し
品
遅
部
が
い
か
な
る
職
掌
の
品
部
で
あ
っ
た
か
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
い
。
い
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わ
ゆ
る
田
部
に
類
す
る
も
の
と
す
る
の
が
穏
当
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
か
り
に
製
玉
に
従
っ
て
い
た
と
仮
定
し
た
場
合
、
何
故
に
越
前
だ

け
が
品
遅
部
と
い
っ
て
玉
造
部
と
い
わ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
後
述
の
ご
と
く
製
玉
は
お
そ
く
も
五
世
紀
前

半
で
消
滅
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
製
玉
と
い
う
機
能
が
消
滅
し
た
だ
け
で
部
落
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
玉
造
部
と
な
ら

ず
品
遅
部
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
苦
し
い
説
明
が
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
そ
う
と
す
れ
ば
こ
の
品
部
の
伴
造
は
田
部
の

伴
造
で
あ
っ
て
、
玉
造
部
の
伴
造
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
前
述
の
ご
と
く
一
皇
子
の
品
部
が
天
皇
に
の
み
許
さ
れ
た
権
威
を

私
有
し
得
た
の
か
と
い
う
不
合
理
も
生
ず
る
。
さ
き
に
可
能
性
を
認
め
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
が
、
考
え
て
こ
こ
に
至
れ
ば
、
、

品
遅
部
公
は
遺
跡
の
至
近
距
離
に
所
在
す
る
大
族
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
除
い
た
方
が
い
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
品
遅
部
公
に
関
連
し
て
、
い
ま
一
度
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
に
否
定
し
去
っ
た
三
国
公
で
あ
る
。
三
国
公

は
継
体
天
皇
の
皇
子
椀
子
王
に
発
す
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
異
説
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
継
体
天
皇
が
勢
力
を
も
ち
え
た
の
は

坂
井
郡
を
中
心
と
す
る
三
国
地
方
の
豪
族
を
地
盤
と
し
た
か
ら
で
、
そ
の
た
め
即
位
の
の
ち
皇
子
を
し
て
さ
き
の
豪
族
を
継
が
し
め
て
三

国
公
と
土
地
の
名
を
氏
名
に
負
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
さ
ぎ
の
豪
族
と
は
継
体
の
母
の
関
係
か
ら
み
て
近
江
か
ら
越
前
に
移
住
し

（
５
）

て
い
た
三
尾
君
の
一
族
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
太
田
博
士
説
で
あ
る
。
筆
者
が
こ
の
説
を
棄
て
が
た
い
と
す
る
の
は
、
片

山
津
遺
跡
で
玉
を
製
作
し
て
い
た
の
は
、
六
世
紀
ま
で
継
続
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
考
古
学
上
の
知
見
が
理
由
で
あ
る
。
こ
の
知
見
が

正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
玉
が
作
ら
れ
た
時
期
は
そ
う
長
い
間
で
は
な
い
。
重
な
り
合
っ
た
住
居
趾
が
発
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
集
落

そ
の
も
の
は
か
な
り
の
期
間
存
続
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
碧
玉
製
腕
飾
の
必
要
が
な
く
な
る
と
と
も
に
、
こ
の
集
落
は
玉
を
作
ら
な
く

な
っ
た
。
つ
ま
り
玉
造
部
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
碧
玉
製
腕
飾
が
日
本
の
社
会
か
ら
姿
を
消
す
の
が
、
だ
い
た
い

継
体
天
皇
の
登
場
と
期
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
し
か
も
継
体
朝
の
成
立
は
仁
徳
系
の
天
皇
が
中
絶
す
る
と
い
う
大
和
朝
廷
の
大
事
件
で
あ

っ
た
。
権
威
と
祭
杷
の
象
徴
が
新
し
い
形
に
移
行
す
る
に
、
ま
こ
と
に
適
し
い
時
期
で
あ
る
。
も
し
も
三
尾
君
系
の
さ
き
の
豪
族
が
片
山

津
玉
造
部
を
管
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
部
と
し
て
の
性
格
を
変
更
せ
し
め
る
新
首
長
と
し
て
三
国
公
は
正
に
う
っ
て
つ
け
と
い
え
る

４
押
肌
リ
ド
‐
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５
江
沼
臣

最
後
に
未
検
討
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
は
、
平
安
初
期
（
弘
仁
十
四
年
）
に
越
前
か
ら
分
離
し
て
加
賀
国
と
な
っ
た
地
方
に
所
属
す
る

江
沼
臣
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
氏
も
奈
良
時
代
の
文
献
か
ら
は
天
平
三
年
に
江
沼
郡
主
政
と
し
て
江
沼
臣
大
海
、
主
帳
に
江
沼
臣
入
鹿
、
天

平
五
年
に
は
同
大
領
と
し
て
江
沼
臣
武
良
士
の
名
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
同
郡
山
背
郷
の
郷
長
を
つ
と
め
て
い
る
の
が
江
沼

（
１
）

臣
族
忍
人
で
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
相
当
の
地
方
豪
族
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
中
央
に
お
い
て
は
女
嬬
外
従
五
位
下
江
沼
臣

麻
蘇
比
の
外
は
紫
微
中
台
舎
人
と
し
て
の
江
沼
道
足
級
の
も
の
し
か
散
見
し
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
在
地
に
根
拠
を
お
い
て
そ
こ
の
み

（
２
）

で
発
展
し
た
豪
族
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
経
歴
か
ら
み
て
、
大
化
前
代
の
江
沼
国
の
国
造
の
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
こ
の
こ
と
は
既
に
欽
明
朝
に
加
賀
国
造
道
君
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
江
淳
臣
裾
代
が
活
躍
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

（
＠
Ｊ
）
。

（
β
坐
）

る
。
そ
し
て
奈
良
時
代
の
江
沼
郡
司
と
し
て
は
膳
臣
も
い
る
が
、
膳
氏
の
江
沼
進
出
は
欽
明
朝
（
六
世
紀
）
以
後
で
あ
る
し
、
国
名
を
負

う
の
が
江
沼
臣
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
南
加
賀
き
っ
て
の
大
族
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
そ
の
墳
墓
と
よ
り
考
え

で
あ
ろ
う
。
同
一
の
首
長
が
管
し
て
い
た
場
合
に
、
地
名
や
部
名
や
に
痕
跡
す
ら
残
さ
な
い
ほ
ど
の
転
換
を
こ
う
ま
で
鮮
や
か
に
や
り
え

た
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
単
な
る
臆
説
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
太
田
博
士
の
異
説
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
考
え

方
も
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
す
る
と
三
国
公
の
先
の
豪
族
ｌ
必
ず
し
も
近
江
の
三
尾
君
の
一
族
と
限
定
で
き
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
ｌ
に
そ
の
可
能
性
が
で
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

同

註
曾（

１
）
「
大
日
本
古
文
書
Ｌ
脚
二
五
七
・
三
四
一
・
三
六
四
頁
へ
③
六
一
八
’
二
六
・
六
五
四
頁
。

（
２
）
前
掲
「
天
平
十
二
年
越
前
国
江
沼
郡
山
背
郷
計
帳
Ｌ
参
照
。

（
３
）
太
田
博
士
司
全
訂
日
本
上
代
社
会
組
織
の
研
究
Ｌ
七
二
三
頁
。

（
４
）
直
木
孝
次
郎
可
郡
司
の
昇
叙
に
つ
い
て
Ｌ
続
日
本
紀
研
究
五
巻
七
号
。

（
５
）
可
姓
氏
家
系
大
辞
典
」
三
国
国
造
（
五
七
五
八
’
九
頁
。
）
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（
５
）

よ
う
の
な
い
狐
山
古
墳
か
ら
推
察
す
る
と
越
前
や
畿
内
・
西
日
本
の
国
造
級
の
地
方
豪
族
よ
り
は
小
勢
力
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し

江
沼
郡
内
で
は
他
に
比
較
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
加
賀
郡
の
道
君
と
は
ち
が
っ
て
早
く
か
ら
大
和
朝
廷
側
の
豪
族

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
欽
明
朝
の
高
麗
使
来
朝
事
件
か
ら
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
片
山
津
遺
跡
は
狐
山
古
墳
か
ら
四
粁
と
離

れ
て
い
な
い
。
加
賀
越
前
の
豪
族
の
な
か
で
は
、
も
っ
と
も
近
い
距
離
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
は
ま
さ
に
そ
の
勢
力
下
の
地
域
内

に
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
江
沼
臣
は
片
山
津
玉
造
部
の
管
理
者
か
ら
出
て
大
を
な
し
た
豪
族
と
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
は
な
い
。
皇
室
に
近
い
傾
向
の
あ
る
こ
と
も
、
な
お
そ
う
思
わ
じ
め
る
。
し
か
し
現
存
史
料
の
限
り
で
は
、
江
沼
臣
が
伴
造
系
の
豪

族
で
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
で
は
な
く
て
典
型
的
な
国
造
型
の
地
方
首
長
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で

（
６
）

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
初
は
玉
造
部
の
伴
緒
で
あ
っ
た
の
が
、
五
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
以
後
玉
の
製
作
を
や
め
て
田
部
と
な

っ
た
か
ら
、
国
造
的
な
タ
イ
プ
の
地
方
豪
族
と
し
て
の
姿
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

こ
れ
は
ど
う
も
無
理
な
解
釈
で
あ
る
。
権
力
と
の
つ
な
が
り
に
非
常
に
敏
感
な
畿
内
の
豪
族
で
す
ら
、
時
代
に
対
応
し
て
豪
族
と
し
て
の

性
格
を
変
更
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
っ
た
か
は
、
古
代
政
治
史
の
明
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
簡
単
に
国
造
系
豪
族
が
伴
造
系
豪

族
に
な
っ
た
り
、
伴
造
系
が
官
司
系
の
も
の
に
な
り
得
る
ほ
ど
、
古
代
豪
族
は
単
純
な
根
の
浅
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
考
え

て
く
る
と
、
玉
造
部
に
関
与
し
な
か
っ
た
と
い
う
積
極
的
な
証
拠
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
ほ
ど
に
は
い
え
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
り
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
筆
者
に
は
、
阿
須
波
臣
や
三
国
公
の
さ
き
の
豪
族
に
想
定
し
，
た
も
の
よ
り
、
は
る
か

に
薄
い
よ
う
に
思
う
。

局

註
曾（

１
）
越
前
国
正
税
帳
（
大
日
本
古
文
書
目
三
七
’
八
・
四
七
一
頁
）
越
前
国
郡
稲
帳
（
同
目
二
七
三
’
二
八
○
頁
）
。

（
２
）
司
続
日
本
紀
Ｌ
宝
亀
九
年
十
二
月
丁
亥
条
、
「
大
日
本
古
文
書
Ｌ
曽
一
、
白
一
五
四
・
一
九
四
、
三
一
九
六
頁
。

（
３
）
可
日
本
書
紀
」
欽
明
天
皇
三
十
一
年
条
。

（
４
）
註
（
１
）
参
照
。
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片
山
津
玉
造
部
を
管
掌
す
る
首
長
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
に
考
え
な
が
ら
中
央
・
地
方
に
こ
れ
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
つ
い
に
こ
れ

を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
一
模
の
可
能
性
を
二
、
三
の
地
方
豪
族
に
無
理
に
比
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
て
こ

の
遺
跡
の
政
治
史
的
な
考
察
を
し
よ
う
と
し
た
当
初
の
目
標
は
、
残
念
な
が
ら
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
筆
者
の
未

（
１
）

熟
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
浅
学
の
身
と
し
て
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。

た
だ
こ
の
小
論
を
終
え
る
に
当
っ
て
、
次
の
二
つ
の
こ
と
を
の
べ
て
結
び
に
代
え
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、
い
ま
ま
で
は
記
紀
に
み
ら
れ

る
玉
作
部
が
、
果
し
て
古
墳
時
代
前
期
に
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
う
し
た
機
構
が
な
け
れ
ば
お
か
し
い
と
考

え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
片
山
津
玉
造
遺
跡
の
発
見
と
調
査
は
、
上
来
の
拙
論
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
大
和
朝
廷
の
玉

作
部
は
少
く
と
も
五
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
大
和
朝
廷
に
よ
る
統
一
事
業
の
開

始
と
と
も
に
、
こ
の
部
の
実
体
も
形
成
さ
れ
は
じ
め
、
西
日
本
を
中
心
と
す
る
統
一
の
段
階
に
達
す
る
こ
ろ
に
は
、
明
確
に
部
と
し
て
成

立
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
と
い
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
二
は
、
玉
の
製
作
技
術
は
、
自
主
的
な
発
展
を
し
な
か
っ
た
。
ま
た
朝
廷
は
そ
の
必
要
を
も
認
め
な
か
っ
た
。
む
か
し
の
ま
ま
の

技
術
で
作
ら
れ
た
も
の
を
貢
納
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
な
り
大
規
模
な
玉
造
集
落
で
あ
る
の
に
短
い
期
間
で
消
滅

（
５
）
拙
稿
「
大
化
前
代
の
地
方
の
政
治
勢
力
Ｈ
・
目
し
金
大
法
文
論
集
哲
史
篇
七
・
八
号
。

（
６
）
江
沼
臣
は
地
名
を
名
と
し
て
い
て
部
名
・
職
名
を
名
と
し
て
い
な
い
。
た
だ
正
倉
院
文
書
に
、
東
大
寺
写
経
所
に
出
仕
し
て
い
る
経
師
に
江
沼
首

塩
万
呂
と
い
う
の
を
の
せ
て
い
る
（
大
日
本
古
文
書
㈹
三
六
頁
）
・
首
と
い
う
姓
は
い
う
ま
で
も
な
く
地
方
の
小
伴
造
の
一
般
的
姓
で
あ
る
。
奈
良

時
代
の
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
江
沼
氏
の
一
族
と
思
わ
れ
る
も
の
は
七
四
名
あ
る
が
ほ
と
ん
ど
江
沼
臣
か
江
沼
臣
族
で
あ
っ
て
、
首
姓
は
塩
万
呂
一
人

で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
地
位
は
白
丁
の
一
経
師
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
江
沼
氏
の
全
体
を
性
格
づ
け
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
ま
た
か
り

に
伴
造
の
名
残
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
職
能
が
玉
造
で
あ
っ
た
と
い
う
必
然
性
は
な
い
。

む
す
び
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し
て
い
る
こ
と
。
正
確
に
い
え
ば
、
集
落
そ
の
も
の
は
か
な
り
後
ま
で
存
続
し
た
ら
し
い
の
に
、
玉
の
製
作
を
や
め
て
い
る
こ
と
は
Ｉ
碧

玉
製
腕
飾
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
ｌ
、
あ
れ
ほ
ど
の
技
術
を
新
方
面
へ
適
用
す
る
と
か
、
さ
ら
に
そ
れ
を
発
展
せ
し
め
る

意
向
が
な
か
っ
た
こ
と
も
同
時
に
意
味
し
て
い
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
土
師
部
に
対
し
て
陶
部
が
生
れ
、
鍛
冶
部
に
対
し
て
韓
鍛
冶
部

が
作
ら
れ
る
よ
う
な
事
情
は
、
玉
作
部
に
は
存
し
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
片
山
津
の
玉
と
出
雲
の
玉
を
比
べ
れ
ば
一

目
瞭
然
で
あ
る
。
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
志
向
は
玉
造
部
の
部
民
に
も
存
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
古
代
の
社
会
構
造
と
支
配

‐
（
⑤
＆
）
・

体
系
に
起
因
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
単
に
理
論
的
に
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
い
え
る
だ
け
で
な
く
、
片
山
津
玉
造
集
落
が
相
当
の
規
模
で

あ
り
な
が
ら
も
、
ま
た
動
乱
が
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
世
紀
以
前
に
消
滅
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
こ
の
こ
と

を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〔
註
〕（

２
）

補
記

（
１
）
と
こ
ろ
で
、
玉
造
遺
跡
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
い
か
な
る
形
態
で
生
産
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
。
分
業
形
態
な

の
か
。
未
分
業
な
の
か
。
未
分
業
と
す
れ
ば
ど
の
程
度
で
、
ど
の
方
向
に
む
い
て
い
た
の
か
。
ま
た
集
落
そ
の
も
の
は
ど
う
い
う
形
態
で
あ
っ
た

の
か
。
古
代
史
上
や
か
ま
し
い
親
族
共
同
体
と
か
世
帯
共
同
体
と
か
古
代
家
族
と
か
に
つ
い
て
、
こ
の
遺
跡
は
ど
の
よ
う
な
問
題
を
な
げ
か
け

る
の
か
。
彼
等
の
信
仰
と
生
活
に
つ
い
て
は
、
い
っ
た
い
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
な
ど
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
は
こ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い

て
は
、
つ
い
に
一
言
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
別
の
機
会
に
讓
り
た
い
と
思
う
。

（
２
）
河
出
書
房
「
日
本
歴
史
大
辞
典
Ｌ
部
の
項
で
、
門
脇
禎
二
氏
は
こ
の
こ
と
を
要
領
よ
く
説
明
し
て
い
る
。

小
論
は
、
大
場
磐
雄
博
士
監
修
の
可
玉
造
遺
跡
の
研
究
Ｌ
所
収
の
拙
稿
「
古
代
豪
族
と
玉
造
部
Ｌ
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
稿
は
既
に
一

昨
年
脱
稿
し
大
場
博
士
の
も
と
で
編
集
済
み
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
ろ
い
ろ
の
事
情
で
発
表
の
時
期
が
全
く
逆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
前
掲
書

公
刊
の
際
に
併
せ
て
参
照
願
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
本
稿
は
昭
和
三
七
年
度
金
大
法
文
の
機
関
研
究
「
北
陸
地
方
の
歴
史
的
社
会
的
調
査
研

究
」
の
分
担
者
と
し
て
の
研
究
報
告
の
一
部
で
あ
る
。

…


