
日
本
中
世
の
オ
ャ
．
．
問
題
の
研
究
史
を
い
ま
顧
み
る
に
あ
た
っ
て
、
私
は
、
一
九
六
五
年
以
前
を
そ
の
第
一
期
、
一
九
六
六
年
以
後
を
そ

の
第
二
期
と
み
な
す
二
段
階
の
区
分
法
を
採
用
し
た
い
。

こ
の
う
ち
、
一
九
六
五
年
以
前
に
当
た
る
第
一
期
は
、
更
に
、
こ
う
し
た
オ
ャ
．
．
問
題
が
、
ほ
と
ん
ど
法
制
史
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
み
考
え

ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
戦
前
と
、
こ
の
同
じ
問
題
が
、
日
本
中
世
の
社
会
構
造
そ
の
も
の
の
土
台
を
形
成
す
る
歴
史
的
実
態
に
則
し
て
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
戦
後
と
に
分
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
戦
前
・
戦
後
の
間
に
見
ら
れ
た
こ
う
し
た
研
究
傾
向
の
違
い
は
、
戦

前
の
中
世
家
族
研
究
が
、
も
っ
ぱ
ら
『
御
成
敗
式
目
』
な
ど
法
制
史
料
上
に
現
れ
た
家
族
の
み
を
研
究
対
象
と
し
た
の
に
対
し
、
戦
後
の
研
究

が
、
現
実
の
歴
史
過
程
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
多
く
の
土
地
証
文
類
ｌ
処
分
状
・
讓
状
な
ど
、
生
き
た
古
文
書
類
を
主
た
る
素
材
と
し
、
し
か
も

日
本
中
世
の
主
た
る
三
つ
の
社
会
階
層
、
荘
園
領
主
層
・
在
地
領
主
層
・
名
主
百
姓
層
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
特
色
を
も
考
慮
に
入
れ
て
進
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
密
接
に
対
応
し
て
い
た
。

論
説日

本
中
世
の
オ
ヤ
・
コ
研
究
の
現
状
と
若
干
の
論
点
鈴
木
国
弘

は
し
が
き
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た
だ
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
の
第
一
期
に
お
け
る
オ
ャ
・
コ
問
題
の
研
究
は
、
史
料
上
に
現
れ
て
く
る
家
族
世
界
が
、
ほ
と
ん
ど
広
義
の

家
族
に
当
た
る
一
族
・
同
族
関
係
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
と
か
く
一
族
・
同
族
世
界
の
構
成
原
理
と
い
う
べ
き
擬
制
的
オ
ヤ
・
コ
関
係
の

レ
ヴ
ェ
ル
で
論
じ
ら
れ
る
共
通
の
傾
向
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
、
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
よ
り
正
確
に
言
い
換
え
る
な
ら
、
こ
の
時
期
の
オ

ャ
．
．
問
題
研
究
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
狭
義
の
家
族
世
界
を
舞
台
と
し
て
の
現
実
の
オ
ャ
・
コ
の
あ
り
方
自
体
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
論

じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
期
は
、
高
群
逸
枝
氏
の
婚
姻
史
研
究
の
成
果
や
、
社
会
人
類
学
な
ど
、
傍
系
分
野
か
ら
の
強
烈
な
刺
激
を
受
け
て
、

研
究
者
の
関
心
そ
れ
自
体
が
、
狭
義
の
家
族
世
界
を
舞
台
と
し
て
の
現
実
の
オ
ャ
・
コ
関
係
の
あ
り
方
如
何
と
い
っ
た
方
向
に
し
だ
い
に
移
行

し
て
い
き
、
そ
の
動
向
と
表
裏
の
関
係
に
お
い
て
、
一
族
・
同
族
世
界
の
構
成
や
、
そ
こ
を
舞
台
と
し
て
展
開
す
る
擬
制
的
オ
ャ
．
．
関
係
の

あ
り
方
な
ど
に
関
し
て
も
、
か
っ
て
と
は
異
な
る
新
し
い
展
開
の
方
向
性
が
見
え
始
め
て
き
た
時
期
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
う
ち
第
二
期
の
研
究
は
、
ま
だ
そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
と
い
う
段
階
で
あ
る
か
ら
、
研
究
史
の
紹
介
と
い
う
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
第
一
期
が
主
た
る
対
象
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
第
一
期
の
研
究
史
の
紹
介
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
す

で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
多
く
の
家
族
史
概
説
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
改
め
て
繰
り
返
す
の
も
、
あ
ま
り
意
味
の

あ
る
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
以
下
の
叙
述
は
、
第
一
期
の
研
究
史
を
正
し
く
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
特
に
第
二

期
に
現
れ
て
き
た
新
し
い
研
究
分
野
の
開
拓
状
況
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
、
現
在
の
中
世
史
研
究
の
現
状
の
中
で
、
オ
ャ
．
．
問
題
を
こ
と
さ
ら

取
り
上
げ
る
こ
と
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
、
つ
き
つ
め
て
考
え
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
当
面
の
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
い
き
た
い
。

た
だ
し
、
中
世
家
族
世
界
の
典
型
は
、
い
わ
ゆ
る
中
世
前
期
（
平
安
時
代
末
～
南
北
時
代
）
の
武
家
家
族
に
あ
る
と
い
う
の
が
、
私
の
基
本
的
考

え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
叙
述
も
、
主
と
し
て
中
世
前
期
の
武
家
家
族
の
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
明
記
し
て
お
く
。

以
上
の
う
ち
に
は
、
大
会
当
日
の
報
告
で
は
、
時
間
の
都
合
も
あ
っ
て
十
分
に
は
展
開
し
き
れ
な
か
っ
た
部
分
が
含
ま
れ
る
（
附
記
参
照
）
。

そ
こ
で
、
論
点
を
思
い
き
り
明
確
に
し
て
、
大
方
の
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。
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（
一
）

第
一
期
の
前
半
に
あ
た
る
戦
前
の
オ
ャ
。
．
研
究
に
お
い
て
は
、
前
述
の
ご
と
き
法
制
史
的
研
究
隆
盛
の
流
れ
の
中
で
、
オ
ャ
の
握
っ
た
さ

ま
ざ
ま
の
権
限
内
容
が
主
た
る
研
究
の
対
象
と
さ
れ
た
。
こ
こ
に
言
う
権
限
内
容
の
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
①
教
令
権
、
②
義
絶
権
（
不

孝
・
勘
当
権
）
、
③
処
分
権
、
④
悔
返
権
、
な
ど
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
い
わ
ゆ
る
親
権
の
具
体
的
内
容
を
な
す
も
の
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
、
こ
の
親
権
の
行
使
主
体
た
る
オ
ヤ
の
実
態
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
「
父
母
」
双
方
の
こ
と
と
明
記
し
て
い
る
の
が
史
料
上
の
表

現
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
代
の
研
究
の
大
勢
は
、
こ
の
う
ち
「
母
」
の
存
在
を
こ
と
さ
ら
無
視
し
て
、
オ
ャ
と
い
え
ば
「
父
」
の
こ
と
と
し

て
限
定
し
て
し
ま
う
傾
向
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、
わ
ず
か
に
三
浦
周
行
氏
の
初
期
の
研
究
の
み
が
、
「
父
母
」
両
権
の
存
在
に
公
平
な
配
盧

（
１
）

を
示
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
い
う
偏
り
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
時
代
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ

た
親
権
の
強
大
さ
に
関
す
る
認
識
は
、
以
後
、
広
義
の
家
族
世
界
で
あ
る
一
族
・
同
族
の
構
成
原
理
と
い
う
べ
き
擬
制
的
オ
ャ
・
コ
関
係
の
研

究
に
も
う
け
つ
が
れ
て
、
中
世
社
会
の
構
造
に
関
わ
る
重
要
テ
ー
マ
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。

嘉
禎
二
年
三
月
二
十
日
付
秦
相
久
讓
状
を
事
例
と
し
て
、
問
題
の
所
在
を
確
認
し
よ
う
。
（
鎌
倉
遺
文
五
一
四
三
）

こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
親
父
相
久
か
ら
丹
波
雀
部
庄
の
譲
与
を
受
け
た
諸
子
の
間
に
、
嫡
子
相
政
が
「
親
」
と
な
り
、
そ
の
弟
た
ち
が
「
子
」

政
也
、

見
放
、 譲

与
丹
波
国
雀
部
庄
事
、

右
、
件
社
領
者
、
相
久
先
祖
蜆

行
之
旨
、
親
父
相
頼
見
干
譲
相
全

件
社
領
者
、
相
久
先
祖
相

’
第
一
期
お
よ
び
第
二
期
の
オ
ヤ
・
コ
研
究
の
状
況

（
後
略
）

伝
私
領
也
、
且
祖
父
頼
親
神
主
殊
入
功
力
、
申
立
当
社
御
領
之
間
、
錐
非
惣
官
、
任
頼
親
之
讓
、
可
知

・
親
父
相
頼
見
干
讓
相
久
状
、
価
相
頼
法
師
知
行
久
、
相
久
之
領
掌
無
相
違
、
然
間
令
相
具
次
第
証
文
、
所
譲
与
嫡
男
権
神
主
相

（
中
略
）
凡
相
直
以
下
子
息
等
、
以
相
政
思
如
親
、
互
可
相
思
也
、
相
政
又
舎
弟
等
事
、
存
如
子
可
憐
感
、
号
有
如
形
処
分
、
不
可
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と
し
て
こ
れ
に
仕
え
る
と
い
う
擬
制
的
オ
ャ
．
．
関
係
が
形
成
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
見
落
せ
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
擬
制
的
オ

ャ
．
．
関
係
が
、
た
ん
な
る
観
念
上
の
関
係
と
し
て
で
な
く
、
嫡
子
相
政
（
本
家
）
の
舎
弟
た
ち
（
分
家
）
に
対
す
る
強
力
な
統
制
関
係
と
し

て
、
実
態
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
本
家
・
分
家
の
統
合
体
た
る
同
族
世
界
こ
そ
、
中

世
武
士
団
の
人
々
の
間
で
、
現
実
の
政
治
的
・
軍
事
的
集
団
そ
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か

ら
、
こ
う
し
た
擬
制
的
オ
ャ
・
コ
関
係
は
、
必
然
的
に
、
あ
る
一
族
の
長
の
権
威
を
頼
っ
て
集
ま
っ
て
き
た
非
血
縁
者
の
う
え
に
も
及
ぶ
の
で

あ
り
、
烏
帽
子
親
・
子
、
名
付
け
親
・
子
な
ど
の
観
念
が
現
れ
る
理
由
も
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
中
世
武
士
団
の
オ
ャ
・
コ

世
界
は
、
こ
う
し
た
戦
前
の
研
究
の
中
で
、
ほ
ぼ
そ
の
骨
格
を
明
ら
か
に
し
た
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

他
方
、
第
一
期
の
後
半
に
当
た
る
戦
後
の
オ
ャ
・
コ
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
経
済
史
的
研
究
の
飛
躍
的
前
進
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
右
の

ご
と
き
戦
前
の
研
究
成
果
を
、
い
わ
ゆ
る
惣
領
制
研
究
の
中
で
発
展
さ
せ
る
成
果
を
上
げ
た
。
こ
の
惣
領
制
研
究
に
お
け
る
オ
ャ
・
コ
問
題
の

位
置
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
一
九
六
五
年
代
頃
に
行
わ
れ
た
豊
田
武
・
上
横
手
雅
敬
論
争
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
豊
田
氏
は
、
戦
後
盛
ん
に
行
わ
れ
た
領
主
経
営
に
関
す
る
研
究
の
成
果
に
も
と
づ
き
、
擬
制
的
オ
ャ
・
コ
関
係
に
お
い
て
オ
ャ
の
権

限
が
強
力
に
貫
徹
す
る
の
は
、
そ
の
オ
ャ
が
開
発
領
主
権
の
所
有
者
で
あ
る
場
合
で
あ
る
と
し
て
、
オ
ャ
の
権
限
を
即
親
権
と
い
う
風
に
い
わ

（
２
）

ば
超
時
代
的
に
把
握
し
て
き
た
戦
前
来
の
研
究
姿
勢
に
対
し
て
根
本
的
な
批
判
的
視
座
を
提
供
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
上

横
手
氏
は
、
一
族
・
同
族
世
界
が
、
擬
制
的
オ
ャ
・
コ
関
係
で
支
え
ら
れ
て
い
る
と
し
た
戦
前
来
の
研
究
成
果
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
い
わ
ゆ

る
オ
ャ
の
権
限
が
強
力
に
作
用
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
真
の
オ
ャ
．
．
世
界
に
限
ら
れ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
さ
き
の
相
政
と
そ
の
舎
弟
た
ち

の
間
に
見
ら
れ
た
ご
と
き
擬
制
的
オ
ヤ
．
．
関
係
は
、
嫡
子
（
本
家
）
の
庶
子
（
分
家
）
に
対
す
る
統
制
と
い
う
よ
り
は
、
親
権
の
体
現
者
た
る

（
３
）

嫡
子
（
本
家
）
を
中
心
と
し
た
諸
子
（
諸
家
）
の
間
の
緩
や
か
な
共
和
的
結
合
関
係
に
過
ぎ
な
い
と
結
論
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
論

争
の
意
義
は
、
戦
前
に
は
、
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
き
た
擬
制
的
オ
ャ
・
コ
世
界
の
結
集
原
理
を
整
理
す
る
契
機
に
な
っ
た
点
に
あ
る
と
言
え
よ

シ
『
，
一
○

つ
ま
り
、
こ
の
論
争
以
降
の
日
本
中
世
史
で
は
、
い
わ
ゆ
る
擬
制
的
オ
ヤ
・
コ
関
係
に
お
け
る
オ
ャ
の
権
限
の
本
質
は
、
は
た
し
て
領
主
権
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（
一
一
）

（
４
）

第
二
期
に
お
い
て
、
こ
の
う
ち
、
（
Ａ
）
の
観
点
を
継
承
し
て
現
れ
た
の
が
、
石
井
進
・
大
山
喬
平
両
氏
の
研
究
で
あ
る
。
石
井
氏
の
イ
エ
研

究
は
、
在
地
領
主
の
イ
エ
を
対
象
と
し
、
大
山
氏
の
イ
エ
研
究
は
、
名
主
百
姓
の
イ
エ
を
対
象
と
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
両
氏
の
イ
エ
研
究
の

間
に
は
、
階
級
差
に
根
ざ
し
た
重
要
な
対
立
が
あ
る
が
、
イ
エ
世
界
と
い
う
も
の
を
、
中
世
人
の
自
立
的
活
動
の
拠
点
と
し
て
捉
え
、
中
世
社

会
の
分
権
性
Ⅱ
多
元
性
の
秘
密
を
解
く
た
め
の
原
点
と
し
て
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
点
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
前
述
の
ご
と
き
（
Ａ
）
の
観
点
の
発

他
方
、
（
Ｂ
）
の
観
点
を
継
承
し
た
の
が
、
婚
姻
・
親
族
問
題
に
論
及
し
た
論
者
の
研
究
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
上
横
手
氏
の

い
う
一
族
・
同
族
世
界
の
共
和
的
性
格
と
い
う
の
は
、
一
族
Ⅱ
同
族
を
統
率
す
る
惣
領
権
の
相
対
的
弱
さ
と
い
う
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る

問
題
で
あ
る
が
、
惣
領
権
の
そ
う
し
た
弱
さ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
姻
族
・
親
族
か
ら
の
規
制
の
強
さ
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
事
が
ら
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
う
し
た
婚
姻
史
研
究
の
立
場
か
ら
、
こ
の
問
題
に
重
要
な
史
料
を
提
供
し
た
の
が
、
網

（
５
）

野
善
彦
氏
で
あ
り
、
「
若
狭
一
二
宮
社
務
系
図
」
を
分
析
し
た
そ
の
論
文
「
中
世
に
お
け
る
婚
姻
関
係
の
一
考
察
」
は
、
実
に
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル

な
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
の
大
意
を
、
当
面
必
要
な
限
り
で
記
せ
ば
、
こ
う
で
あ
っ
た
。

展
形
態
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

他
方
、
（
Ｂ
）
の
観
点
を
継
承
し

な
の
か
、
そ
れ
と
も
親
権
の
延
長
な
の
か
と
い
う
根
本
的
な
議
論
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
こ
う
し
た
豊
田
・
上
横
手
論
争
は
、
ど
っ
ち
が
正
し
い
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
な
く
、

中
世
の
イ
エ
と
い
う
べ
き
擬
制
的
オ
ヤ
．
．
世
界
に
は
、
（
Ａ
）
豊
田
氏
の
い
う
ご
と
き
経
営
体
的
求
心
性
の
方
向
と
、
（
Ｂ
）
上
横
手
氏
の
い
う

ご
と
き
血
縁
結
合
的
共
和
性
Ⅱ
遠
心
性
の
方
向
と
が
共
存
し
て
い
る
と
い
う
観
点
に
た
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
方
向
を
追
求
す
る
方
向
で
受
け

継
が
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
（
Ａ
）
の
経
営
体
的
求
心
性
は
、
イ
エ
世
界
の
自
立
性
の
側
面
に
、
（
Ｂ
）
の
血
縁
結
合
的
遠
心

性
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
イ
エ
世
界
の
非
自
立
性
Ⅱ
相
互
依
存
性
の
側
面
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
た
。
中
世
の
イ
エ
と
い
う
の
は
、
ま
さ

に
こ
う
し
た
両
面
性
を
内
在
さ
せ
た
世
界
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
「
社
務
系
図
」
は
、
他
な
ら
ぬ
若
狭
国
の
一
・
二
宮
祢
宜
家
の
系
図
で
あ
り
、
初
代
節
文
か
ら
九
代
景
安
ま
で
の
部
分
（
Ａ
‐
１
）
、
十
代

頼
景
か
ら
十
四
代
宗
盛
ま
で
の
部
分
（
Ａ
‐
２
）
、
十
五
代
宗
文
以
降
の
部
分
（
Ｂ
）
と
の
間
に
は
、
内
容
的
に
も
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
が
、
特

に
見
落
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
③
大
体
平
安
時
代
に
あ
た
る
（
Ａ
‐
１
）
、
及
び
南
北
朝
時
代
中
頃
以
降
に
あ
た
る
（
Ｂ
）
に
お
い
て
は
、
男
系
（
特

に
祢
宜
家
の
男
系
）
中
心
の
記
載
で
あ
っ
た
の
に
、
平
安
時
代
末
～
鎌
倉
時
代
末
に
あ
た
る
（
Ａ
‐
２
）
に
お
い
て
は
、
祢
宜
家
系
だ
け
で
な
く
、

傍
系
諸
家
が
記
載
さ
れ
る
と
と
も
に
、
男
系
系
図
の
み
で
な
く
、
女
系
系
図
が
広
範
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
、
⑥
し
か
も
、
こ
こ
に
お
け
る
女

性
の
比
率
が
、
男
性
一
七
三
名
に
対
し
女
性
九
○
名
と
い
う
よ
う
に
、
一
般
系
図
に
比
べ
て
圧
倒
的
な
高
率
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
う
ち
男
系
に
つ
い
て
は
そ
の
母
、
女
系
に
つ
い
て
は
、
そ
の
夫
た
ち
の
生
没
年
や
詳
し
い
事
跡
に
説
き
及
ぶ
な
ど
の
配
慮
が
見
ら
れ
た
こ
と

の
二
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
③
．
⑥
二
つ
の
事
実
が
な
ぜ
大
切
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
あ
く
ま
で
、
平
安
時
代
末
～
鎌
倉
時
代
末
の
若

狭
国
の
国
人
間
に
は
、
婚
姻
関
係
を
仲
立
ち
と
し
た
緊
密
な
連
合
関
係
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

日
本
中
世
前
期
の
社
会
構
造
や
家
族
構
成
の
あ
り
方
を
解
く
秘
密
の
鍵
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
婚
姻
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
の
う
ち
に
こ
そ

込
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
。
以
上
が
網
野
氏
の
研
究
の
諭
旨
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
に
上
げ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
「
西
国
」
に
属
す
る
若
狭
国
の
事
例
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
場
合
、
網
野
氏
が
、
こ

う
し
た
こ
と
は
、
「
東
国
」
に
比
し
て
「
西
国
」
で
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
と
は
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
単
な
る
「
西
国
」
だ
け
の
特
色
と
言
わ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
日
本
社
会
の
民
族
的
土
壌
の
問
題
と
し
て
提
起
し
て
お
ら
れ
る
事
実
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、
「
東
国
」
と
「
西
国
」
の
間
の
違
い
は
、
い
わ
ば
程
度
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
右
に
見
ら
れ
た
ご
と
き
問
題
こ
そ
が
、
日
本
中
世

の
イ
エ
世
界
の
あ
り
方
を
考
え
る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

さ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
先
の
③
の
事
実
か
ら
は
、
中
世
イ
エ
世
界
に
お
け
る
男
系
・
女
系
の
共
存
性
を
、
ま
た
⑥
の
事
実
か
ら
は
、
そ
の

頃
の
イ
エ
世
界
に
お
け
る
父
方
・
母
方
双
方
へ
の
帰
属
意
識
Ⅱ
両
属
性
意
識
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私

は
す
で
に
先
の
と
こ
ろ
で
、
中
世
の
イ
エ
世
界
が
一
定
の
相
互
依
存
性
Ⅱ
非
自
立
性
に
覆
わ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
が
、

こ
う
し
た
相
互
依
存
性
Ⅱ
非
自
立
性
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
イ
エ
世
界
が
持
つ
右
の
ご
と
き
③
。
⑤
二
つ
の
系
譜
認
識
や
帰
属
意
識
の
あ
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定
置
也
、
将
来
若
有
違
犯
之
輩
者
、
一
家
親
属
之
類
、
他
門
芳
約
之
人
、
同
心
合
力
、
可
有
沙
汰
、
（
後
略
）
（
鎌
倉
遺
文
二
○
八
五
）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
三
つ
の
史
料
の
傍
線
個
所
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
。
ま
ず
、
Ａ
に
よ
れ
ば
、
迎
西
跡
た
る
社
（
社
務
職
）
の
知
行
は
、
家
直
の
ご
と

き
惣
領
（
嫡
統
）
の
独
占
で
あ
り
、
そ
の
他
の
屋
敷
・
田
畠
・
在
家
な
ど
の
知
行
は
、
家
直
以
下
の
近
親
・
一
族
と
い
っ
た
血
族
や
他
人
に
ま
で

及
ん
で
い
た
事
が
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
他
人
と
い
う
の
は
、
血
族
で
は
な
い
と
い
う
点
で
は
他
人
で
あ
っ
て
も
、
所
領
知
行
に
関
わ

り
を
持
つ
存
在
だ
か
ら
、
あ
と
で
説
明
す
る
よ
う
な
「
縁
者
」
に
当
た
る
も
の
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
中
世
イ
エ
世
界
は
、

り
方
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
事
が
ら
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
こ
で
、
私
は
以
下
、
日
本
の
中
世
社
会
に
、
こ
う
し
た
男
系
・
女
系
の
共
存
性
、
父
方
・
母
方
へ
の
両
属
性
を
認
め
る
系
図
が
、
特
に
十

二
世
紀
～
十
三
世
紀
の
段
階
で
な
ぜ
現
れ
た
の
か
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
重
要
な
研
究

テ
ー
マ
を
解
く
た
め
に
は
、
ど
う
い
う
方
面
の
研
究
を
ふ
か
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
は
そ
れ
を
中
世
イ
エ
世
界
の
内
部
構
造
の

検
討
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。

（
｜
）

私
は
、
は
じ
め
に
、
中
世
イ
エ
世
界
の
内
部
構
造
の
あ
り
方
を
探
る
Ｌ

Ａ
、
（
前
略
）
就
彼
御
下
知
状
、
件
屋
敷
丼
河
上
社
迎
西
知
行
之
間
、

中
世
イ
エ
世
界
の
内
部
構
造
の
あ
り
方
を
探
る
上

類
、
親
類
中
非
長
者
子
者
、
不
継
之
、
（
後
略
）
（
鎌
倉
遺
文
九
六
○
○
）

Ｃ
、
（
前
略
）
凡
云
寺
中
事
、
云
寺
領
事
、
建
久
三
年
起
請
先
了
、
一
族
維
素
各
與
判
之
、
然
而
脱
漏
猶
多
之
上
、
有
相
加
事
之
間
、
重
所

領
家
直
以
下
、
近
親
・
一
族
・
他
人
三
十
余
人
、
面
々
知
行
之
間
、

Ｂ
、
（
前
略
）
右
、
情
思
総
素
之
守
家
門
、
警
猶
羽
翼
之
佐
身
躰
、
価
中
古
以
来
、
此
門
跡
相
承
之
仁
、
更
不
離
一
門
、
一
門
中
為
先
親

二
中
世
イ
エ
世
界
の
構
造
と
オ
ヤ
。
．

で
重
要
と
思
わ
れ
る
左
記
の
三
つ
の
史
料
に
注
目
し
た
い
。

其
跡
於
当
社
者
、
家
直
次
第
相
続
、
而
屋
敷
・
門
田
・
在
家
者
、
惣

（
後
略
）
（
鎌
倉
遺
文
三
一
六
六
九
）

－34－



嫡
統
・
血
族
・
「
縁
者
」
の
三
つ
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
、
嫡
統
と
血
族
と
の
関
係
を
具
体
的
に
表

現
し
て
い
た
の
が
、
Ｂ
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
門
跡
相
承
関
係
が
、
長
者
の
子
と
い
う
嫡
統
を
中
軸
と
し
て
、
そ
の

周
辺
に
親
類
・
一
門
と
い
う
血
族
世
界
を
配
置
し
て
い
た
か
た
ち
で
描
き
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
血
族
と
「
縁
者
」

と
の
関
係
を
具
体
的
に
表
現
し
て
い
た
の
が
、
Ｃ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
寺
中
・
寺
領
の
管
理
関
係
は
、
一
族
・
一
家
親
属
の

類
と
い
う
血
族
世
界
と
、
他
門
芳
約
の
人
と
い
う
「
縁
者
」
世
界
の
二
つ
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
中
世
イ
エ
世
界
の
内
部
構
造
が
、
（
１
）
嫡
統
（
直
系
家
族
）
、
（
２
）
血
族
（
複
合
家
族
）
、
（
３
）
「
縁
者
」
、
の
三
段
階

構
成
で
あ
る
こ
と
を
確
認
出
来
た
。
石
井
進
氏
が
か
っ
て
屋
敷
・
門
田
畠
な
ど
を
中
心
と
し
た
同
心
円
図
を
も
っ
て
描
き
出
し
た
イ
エ
空
間
の

う
ち
に
は
、
こ
う
し
た
三
種
類
の
族
縁
原
理
が
複
合
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う

な
三
種
類
の
族
縁
原
理
の
存
在
は
、
中
世
武
士
団
の
存
在
形
態
や
そ
の
歴
史
的
性
格
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
あ
う
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
の
か
と

こ
こ
で
私
は
、
特
に
、
Ｃ
の
史
料
に
も
見
え
た
．
家
」
と
い
う
世
界
の
動
向
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
．
家
」
世
界
が
（
１
）

嫡
統
、
（
２
）
血
族
を
そ
の
中
核
と
し
て
持
つ
と
と
も
に
、
（
３
）
の
「
縁
者
」
世
界
を
そ
の
周
縁
部
分
に
包
摂
す
る
方
向
を
見
せ
て
い
た
こ
と

（
６
）

は
、
私
が
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
一
家
」
が
、
（
１
）
の
嫡
統
と
（
２
）
の
血
族
を
ベ
ー
ス
と
し
て
展
開

し
た
側
面
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
研
究
が
あ
る
通
り
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
つ
け
加
え
る
必
要
は
な
い
。
一
般
に
父
系
直
系
家
族

な
い
し
複
合
家
族
と
呼
ば
れ
る
一
族
・
同
族
世
界
が
、
そ
こ
を
舞
台
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
以
下
に

お
け
る
考
察
は
、
む
し
ろ
、
（
３
）
の
「
縁
者
」
世
界
を
そ
の
周
縁
部
分
に
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
の
「
一
家
」
世
界
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う

な
歴
史
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
た
だ
一
点
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
は
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
縁
者
」
世
界
と
、
そ
れ
を
自
己
の
周
縁
部
分
に
包
摂
し
つ
つ
あ
っ
た
「
一
家
」
世
界
と
の
関
係
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
前
槁
の
論
旨
を
要
約
し
て
お
く
と
し
よ
う
。

１
、
「
縁
者
」
と
い
う
の
は
、
互
い
に
独
立
的
な
本
宅
の
持
ち
主
同
士
の
同
盟
Ⅱ
連
合
関
係
を
意
味
す
る
か
ら
、
広
義
に
は
、
な
に
が
し
か
の

い
う
問
題
で
あ
る
。
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別図

縁
あ
る
も
の
に
広
く
及
び
得
る
概
念
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
あ
る
人

物
に
と
っ
て
の
婿
・
小
舅
・
相
婿
・
相
舅
と
い
っ
た
人
々
こ
そ
が
、
そ
の

「
一
家
」
世
界
の
周
縁
部
分
に
包
摂
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
縁
者
」
で
あ
っ
た
。

（
だ
か
ら
、
以
下
で
問
題
に
す
る
「
縁
者
」
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
こ
う
し
た
．

家
」
世
界
の
周
縁
部
分
に
編
入
さ
れ
た
「
縁
者
」
に
限
定
さ
れ
る
。
）

２
、
こ
う
し
た
「
縁
者
」
世
界
の
本
質
は
、
例
え
ば
、
あ
る
「
一
家
」

が
、
そ
の
所
領
な
ど
を
外
敵
か
ら
守
り
抜
く
た
め
に
、
他
の
．
家
」
と

の
政
治
的
同
盟
Ⅱ
連
合
を
必
要
と
し
て
き
た
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
際
、
「
縁
者
」
と
な
る
人
び
と
は
、
必
ず
し
も
あ
る
時
点
で
前

述
の
如
き
族
縁
関
係
に
有
る
も
の
だ
け
に
限
ら
れ
る
と
は
言
え
な
い
。
強

力
な
敵
を
向
こ
う
に
回
し
て
大
規
模
な
同
盟
Ⅱ
連
合
関
係
を
組
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
に
は
、
更
に
遠
方
の
「
他
人
」
と
も
婚
姻
を
結
び
、
．
家
」

世
界
の
周
縁
部
分
Ⅱ
「
縁
者
」
世
界
の
外
延
を
漸
次
拡
大
す
る
方
向
性
を

示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
縁
者
」
世
界
の
拡
大
可
能
性
の
側
面
で

あ
る
。３

、
し
か
し
、
反
面
、
「
縁
者
」
世
界
内
部
で
は
、
当
然
、
独
立
的
な
本

宅
（
ヤ
ヶ
）
の
持
ち
主
相
互
間
の
熾
烈
な
対
立
関
係
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

其
の
当
面
の
同
盟
Ⅱ
連
合
の
必
要
性
さ
え
消
滅
す
れ
ば
、
直
ち
に
分
裂
・

解
散
す
る
可
能
性
を
十
分
に
秘
め
て
い
る
世
界
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
見

失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
「
縁
者
」
世
界
の
分
裂
可
能
性
の
側
面
で
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し
た
が
っ
て
、
中
世
武
士
団
の
。
家
」
は
、
ま
ず
、
血
族
の
み
を
も
っ
て
は
十
分
で
な
い
自
己
の
軍
事
動
員
能
力
を
強
化
す
る
た
め
に
、

右
の
１
に
見
え
た
ご
と
き
族
縁
関
係
に
連
な
る
人
々
を
そ
の
周
縁
部
分
の
「
縁
者
」
世
界
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
の
を
っ
ね
と
し
て
い
た
。
だ

が
、
こ
う
し
た
「
縁
者
」
世
界
に
存
在
し
た
同
盟
Ⅱ
連
合
関
係
は
、
け
っ
し
て
安
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
２
に
見
え
た
よ
う
な

拡
大
可
能
性
と
、
３
に
見
え
た
よ
う
な
分
裂
可
能
性
と
を
、
常
に
そ
の
う
ち
に
内
包
し
て
い
る
世
界
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
幕
府
が
そ
の
軍
事
力
動

員
体
制
の
土
台
と
し
た
中
世
武
士
団
の
．
家
」
世
界
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、

そ
う
し
た
「
一
家
」
世
界
の
存
在
形
態
を
、
「
別
図
」
に
示
し
て
お
く
。

こ
の
「
別
図
」
の
中
で
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
「
血
族
」
世
界
の
周
縁
部
分
に
展
開
し
て
い
る
「
縁
者
」
世
界
は
、
そ
の
時
々
の
同
盟
目
的
の

形
成
・
消
滅
や
、
政
治
情
勢
そ
の
も
の
の
変
化
に
と
も
な
い
、
時
々
刻
々
そ
の
「
縁
者
」
関
係
の
組
み
合
わ
せ
に
変
化
を
見
せ
る
、
き
わ
め
て

可
変
的
Ⅱ
流
動
的
な
本
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
「
別
図
」
の
表
現
に
添
う
限
り
で
は
、
あ

た
か
も
。
家
」
の
中
心
に
あ
る
か
に
み
え
た
「
血
族
」
た
ち
も
、
時
に
他
の
有
力
な
．
家
」
の
権
力
を
期
待
し
、
そ
の
縁
者
と
し
て
周
縁

的
立
場
に
立
つ
存
在
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
ご
と
き
可
変
的
Ⅱ
流
動
的
な
「
縁
者
」
世
界
を
そ
の
周
縁
部
分
に
内
包
し
た
．

家
」
世
界
は
、
同
時
に
一
種
上
向
的
な
権
力
依
存
性
に
裏
付
け
ら
れ
た
世
界
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
一
家
」
世
界
の
特
徴
で
あ
る
こ
う
し
た
可
変
性
Ⅱ
流
動
性
と
権
力
依
存
性
と
い
う
二
つ
の
歴
史
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、
自
家
将
来
の
運
命

を
血
族
の
力
以
上
に
、
周
辺
．
家
」
と
の
間
に
形
成
さ
れ
た
連
鎖
状
的
形
態
を
持
つ
政
治
的
同
盟
Ⅱ
連
合
に
よ
り
多
く
託
そ
う
と
し
て
い
た

中
世
武
士
団
の
歴
史
的
性
格
に
起
因
し
た
事
が
ら
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
も
自
ら
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
と
す

る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
、
こ
う
し
た
中
世
武
士
団
の
歴
史
的
性
格
を
発
現
せ
し
め
る
規
定
要
因
が
、
あ
く
ま
で
婚
姻
を
媒
介
と
し
て

形
成
さ
れ
た
政
治
的
同
盟
Ⅱ
連
合
関
係
で
あ
る
「
縁
者
」
世
界
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
網
野
氏
が
「
若
狭
国

一
・
二
宮
社
務
系
図
」
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
若
狭
国
国
人
間
の
婚
姻
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
政
治
的
同
盟
Ⅱ
連
合
と
い
う
本

質
を
持
つ
「
縁
者
」
世
界
の
連
鎖
状
関
係
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

あ
る
。
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家
」
世
界
が
そ
の
周
毎

に
な
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
次
に
、
私
は
「
一
家
」
世
界
が
そ
の
周
縁
部
分
た
る
「
縁
者
」
世
界
に
持
っ
た
右
の
ご
と
き
諸
特
徴
こ
そ
が
、
こ
の
時
代
の
人
々
の

帰
属
意
識
や
系
譜
意
識
の
あ
り
方
を
定
め
る
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
「
縁
者
」
世
界
の
連
鎖
状
的
な
存
在
形
態
に
注
目

す
る
な
ら
ば
、
中
世
前
期
の
武
士
団
世
界
の
人
々
は
、
あ
る
「
一
家
」
の
血
族
メ
ン
バ
ー
と
い
う
意
識
と
、
他
の
「
一
家
」
の
縁
者
メ
ン
バ
ー

と
い
う
意
識
と
い
う
二
つ
の
帰
属
意
識
を
日
常
的
に
合
わ
せ
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
特
定
の
．
家
」
世
界
の
中
で
の
み

自
己
の
立
場
を
確
認
し
て
い
る
ご
と
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
実
を
銘
記
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
縁
者
」
世
界
が
、
一
定
の
婚
姻
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ベ
ー
ス
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
う

し
た
二
つ
の
帰
属
意
識
は
、
そ
の
婚
姻
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
た
ち
が
、
そ
の
父
方
へ
の
帰
属
意
識
と
、
母
方
へ
の
帰
属
意
識
を
合
わ
せ
持

つ
こ
と
の
要
因
で
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
網
野
氏
が
、
か
の
「
社
務
系
図
」
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
ご
と
き
中
世
武
士
団
世
界
に
お
け
る
父
方
．

母
方
へ
の
両
属
性
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
「
縁
者
」
世
界
の
あ
り
方
に
起
因
し
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
い
で
、

私
は
、
中
世
．
家
」
世
界
が
そ
の
「
縁
者
」
世
界
で
見
せ
て
い
た
政
治
的
同
盟
Ⅱ
連
合
関
係
の
可
変
的
Ⅱ
流
動
的
な
あ
り
方
か
ら
生
み
出
さ

れ
た
も
の
こ
そ
、
網
野
氏
が
同
じ
「
系
図
」
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
男
・
女
両
系
の
共
存
性
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な

ら
「
縁
者
」
世
界
の
政
治
同
盟
Ⅱ
連
合
関
係
が
、
前
述
の
ご
と
き
可
変
性
Ⅱ
流
動
性
を
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
男
子
は
も
ち
ろ
ん
、

女
子
た
ち
も
ま
た
、
そ
の
婚
姻
の
の
ち
と
い
え
ど
も
、
け
っ
し
て
婚
家
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
固
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
極
め
て
可
変
性
Ⅱ
流
動

性
に
富
む
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
系
譜
上
で
は
ど
う
し
て
も
里
方
一
族
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
し
か
記
録
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
見
れ
ば
、
さ
き
の
父
方
・
母
方
へ
の
両
属
性
と
右
の
如
き
男
・
女
両
系
の
共
存
性
と
は
、
あ
く
ま
で
も
「
一

家
」
世
界
が
そ
の
周
縁
部
分
に
持
っ
て
い
た
「
縁
者
」
世
界
の
歴
史
的
特
色
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
系
図
上
の
二
つ
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と

そ
こ
で
、
次
に
私
は
、
．
家
」
世
界
が
持
っ
て
い
た
上
向
的
な
権
力
依
存
性
、
つ
ま
り
「
別
図
」
中
に
み
え
た
「
血
族
」
と
い
え
ど
も
、
頼

み
が
い
あ
る
相
手
と
見
れ
ば
、
迷
わ
ず
そ
の
コ
家
」
の
「
縁
者
」
と
し
て
編
入
さ
れ
る
側
面
に
注
目
し
た
い
が
、
こ
の
風
潮
は
、
実
は
こ
の

（
一
一
）
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時
代
の
「
養
子
」
制
度
の
歴
史
的
性
格
を
決
定
づ
け
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
養
子
」
と
い
う
の

は
、
養
父
母
の
下
へ
の
参
入
以
後
は
、
生
家
（
実
家
）
か
ら
離
れ
る
の
を
典
型
と
す
る
が
、
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
力
関
係
を
重
ん
ず
る
中
世
前

期
の
養
子
た
ち
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
養
家
の
嫡
統
と
し
て
入
っ
た
養
子
で
あ
れ
ば
、
養
家
に
専
属
す
る
こ
と
に
な
る

の
が
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
は
そ
の
周
辺
に
、
養
子
入
り
の
の
ち
に
も
生
家
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
持
ち
続
け
た
養
子
の
事
例

の
が
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、

た
と
え
ば
、
延
慶
二
年
三
月
に
、
薩
摩
国
宮
里
郷
で
は
、
宮
里
政
行
の
実
子
と
養
子
が
政
行
の
遺
領
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
が
、
こ
の
時
の

養
子
は
、
武
光
弥
三
郎
経
兼
と
称
し
、
養
父
と
明
ら
か
に
異
な
る
名
字
を
称
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
養
子
の
武
光
経
兼
は
、
宮
里

家
へ
の
養
子
入
り
の
の
ち
に
も
、
養
家
に
専
属
せ
ず
、
実
家
（
武
光
家
）
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
持
ち
続
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（
鎌
倉
遺
文
二

三
八
二
二
）
。
ま
た
、
『
吾
妻
鏡
』
建
久
六
年
正
月
八
日
の
条
に
は
、
幕
府
御
家
人
中
條
家
長
が
、
や
は
り
御
家
人
の
八
田
知
家
の
養
子
で
あ
っ
た

と
い
う
事
例
が
見
え
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
右
と
全
く
同
様
な
事
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
養
子
と
い

う
の
は
、
と
も
に
、
あ
る
．
家
」
の
「
血
族
」
た
ち
が
然
る
べ
き
有
力
。
家
」
の
下
へ
結
集
し
た
権
力
依
存
性
の
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
有
力
．
家
」
へ
の
権
力
依
存
関
係
が
、
こ
の
時
代
に
は
、
養
子
入
り
と
い
う
族
縁
原
理
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で

ス
ン
・
つ
一

そ
の
こ
と
は
、
政
治
的
依
存
関
係
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
、
鎌
倉
時
代
の
中
頃
、
若
狭
国
の
御
家
人
稲
庭
権
守
時
国
は
、
同
じ
御

家
人
雲
厳
の
養
子
と
な
っ
て
太
良
庄
末
武
名
田
畠
や
公
文
職
等
を
譲
り
受
け
た
が
、
こ
れ
は
実
は
時
国
が
、
「
親
子
の
契
約
」
の
か
た
ち
で
所
領

（
７
）

田
畠
を
雲
厳
か
ら
稲
庭
家
に
継
承
し
去
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
時
国
が
、
一
種
の
打
算
を
も
っ
て
雲
厳
の
家
へ
の

養
子
入
り
を
図
り
、
そ
の
養
子
入
り
の
後
に
も
、
生
家
稲
庭
家
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
持
ち
続
け
て
い
た
事
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
う
し
た
打
算
的
欲
望
の
達
成
の
た
め
に
も
、
養
子
入
り
と
い
っ
た
族
縁
原
理
が
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
こ
と
も
、
先
に
見
た
．
家
」
世
界
の
上
向
的
な
権
力
依
存
性
の
一
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

う
し
た
「
一
家
」
の
歴
史
的
本
質
が
、
こ
の
時
代
の
養
子
制
度
に
、
後
世
と
は
異
な
る
様
々
な
特
色
を
も
た
ら
し
て
い
た
事
を
見
落
と
し
て
は

が
多
い
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

あ
っ
た
。
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そ
こ
で
、
私
は
、
中
世
武
士
団
の
．
家
」
世
界
が
、
既
述
の
ご
と
く
鎌
倉
幕
府
な
ど
中
世
国
家
権
力
の
統
治
単
位
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味

を
考
え
る
と
し
よ
う
。
こ
の
考
察
を
進
め
る
手
が
か
り
と
し
て
見
落
と
せ
な
い
の
は
、
中
世
財
産
相
続
関
係
の
土
地
証
文
類
で
あ
っ
た
。

中
世
の
代
表
的
な
土
地
譲
渡
証
文
は
、
（
１
）
処
分
状
、
（
２
）
充
文
、
（
３
）
譲
状
、
の
三
種
類
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
（
１
）
処
分
状
は
、
親

子
間
の
譲
渡
、
（
２
）
充
文
は
、
親
子
兄
弟
姉
妹
間
の
譲
渡
、
（
３
）
讓
状
は
、
親
子
兄
弟
姉
妹
縁
者
間
の
譲
渡
、
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
従
来
は
、
こ
う
し
た
三
者
間
の
違
い
が
、
必
ず
し
も
正
し
く
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漠
然
と
（
１
）
〈
及
び
（
２
）
〉
を
、
土
地
譲
渡
証

文
の
代
表
と
み
な
す
か
た
ち
で
、
こ
の
時
代
の
族
縁
世
界
の
あ
り
方
を
復
元
し
て
き
た
。
そ
の
族
縁
世
界
が
、
既
述
の
よ
う
に
血
族
だ
け
で
論

じ
ら
れ
て
き
た
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
世
土
地
譲
渡
証
文
の
大
半
を
占
め
る
の
は
、
私
が
す
で
に
別
槁
で
論
じ
た
よ
う
に
、

（
３
）
の
讓
状
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
讓
状
が
示
す
血
族
（
親
子
兄
弟
）
と
「
縁
者
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
な
る
族
縁
世

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
以
上
に
よ
れ
ば
、
中
世
前
期
武
士
団
の
．
家
」
世
界
・
イ
エ
世
界
を
血
族
を
ベ
ー
ス
と
し
た
一
族
結
合
と
し
て
の
み

静
態
的
に
理
解
し
て
来
た
従
来
の
通
説
は
、
そ
ろ
そ
ろ
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
「
一
家
」
世
界
が
そ
の
周
縁
部
分
に
包
摂
し

た
「
縁
者
」
世
界
の
可
変
性
Ⅱ
流
動
性
や
権
力
依
存
性
を
無
視
し
た
ま
ま
で
は
、
こ
の
時
代
の
家
族
世
界
に
住
む
人
々
が
持
つ
系
譜
意
識
や
帰

属
意
識
の
あ
り
方
も
、
ま
た
、
オ
ャ
・
コ
関
係
の
歴
史
的
特
殊
性
も
、
本
当
に
は
理
解
で
き
な
い
。
で
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
性
格
を
持
つ
．

家
」
世
界
が
、
中
世
国
家
体
制
下
で
占
め
る
歴
史
的
位
置
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
中
世
オ
ャ
．
．
関
係
の
あ
り
方
を
ど
う
方

向
づ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
は
、
そ
れ
を
考
え
て
お
き
た
い
。

な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
、
中
世
オ
ヤ
・
コ
関
係
の
歴
史
的
あ
り
方
を
考
え
る
重
要
な
一
つ
の
論
点
で
あ
る
事
は
、
間
違
い
な
か

ろ
う
。

三
「
一
家
」
世
界
の
政
治
的
位
置

（
一
）
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（
８
）

界
、
す
な
わ
ち
．
家
」
世
界
こ
そ
、
こ
の
時
代
の
族
縁
世
界
の
典
型
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
は
、
こ
の
．
家
」
世
界
が
、
中
世
国
家
の
統
治
単
位
で
あ
っ
た
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
を
、
次
に

考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
右
の
ご
と
き
事
情
を
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
何
よ
り
、
か
の
譲
状
の
歴
史
的
性
格
の
面
か

ら
、
そ
れ
を
追
求
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
場
合
、
見
落
せ
な
い
の
は
、
寛
元
三
年
七
月
二
四
日
付
紀
伊
国
野
上
庄
庄
官
番

頭
等
申
状
に
見
え
た
左
の
記
述
で
あ
っ
た
（
鎌
倉
遺
文
六
五
一
九
）
。

（
前
略
）
末
正
者
、
為
守
恒
者
異
姓
他
人
也
、
金
王
丸
之
舎
弟
童
、
同
為
守
恒
者
是
異
姓
他
人
也
、
縦
金
王
丸
之
錐
為
舎
弟
、
何
彼
職
可
讓

大
切
な
の
は
、
傍
線
の
個
所
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
こ
の
傍
線
個
所
か
ら
、
こ
の
讓
状
と
い
う
土
地
証
文
が
「
庄
官
等
に
告
げ
」
作
成
さ
れ
る
上
申
文
書
と
し
て
表
現
さ
れ

て
い
た
事
実
に
注
目
し
た
い
。
ち
な
み
に
、
『
朝
野
群
載
』
第
九
の
「
讓
状
」
の
項
に
は
、
次
の
三
通
が
納
め
ら
れ
て
い
た
（
国
史
大
系
）
。

（
１
）
寛
治
三
年
十
一
月
二
日
付
藤
原
頼
滋
讓
状

（
２
）
康
和
三
年
四
月
二
日
付
中
原
広
宗
直
講
申
文
「
広
宗
謹
楡
案
内
、
停
二
父
職
一
讓
二
子
官
一
、
古
今
之
間
、
蹄
跡
之
例
也
」

（
３
）
年
月
日
未
詳
葛
原
季
忠
所
帯
職
譲
与
申
文
「
季
忠
謹
検
案
内
、
以
二
所
帯
職
一
与
二
子
息
一
、
前
例
也
」

こ
の
う
ち
、
（
１
）
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
も
讓
状
だ
が
、
（
２
）
の
内
容
は
、
正
五
位
下
の
中
原
広
宗
が
、
所
帯
の
職
た
る
直
講
職
に
男
広
忠

を
補
任
し
て
く
れ
る
よ
う
に
願
い
出
た
も
の
で
あ
り
、
（
３
）
も
、
ほ
ぼ
同
様
な
内
容
の
文
書
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
（
２
）
（
３
）
の
ご
と
き
も

の
が
「
讓
状
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
点
は
大
切
で
、
讓
状
と
は
、
ま
さ
に
本
来
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
職
の
譲
渡
に
際
し
国
家
に
対
し
て
提

出
さ
れ
る
べ
き
上
申
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
中
世
讓
状
に
あ
ら
わ
れ
る
職
の
多
く
が
、
国
家
的
土
地
所
有
の
対
象

と
し
て
の
公
田
の
支
配
権
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
讓
状
に
関
わ
り
を
持
っ
た
人
々
の
世
界
Ⅱ
「
一
家
」

世
界
と
は
、
何
よ
り
も
職
的
支
配
権
を
共
有
し
、
公
田
支
配
を
ベ
ー
ス
に
結
集
し
あ
っ
た
人
々
の
結
合
世
界
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に

非
氏
者
哉
、
其
上
如
此
之
御
庄
職
等
、
為
其
氏
之
物
譲
与
時
者
、
告
庄
官
等
定
讓
状
之
事
、
当
御
領
例
也
、
金
王
丸
死
去
時
、
未
正
子
息

讓
由
、
全
無
其
披
露
、
（
後
略
）
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そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
．
家
」
が
こ
の
よ
う
な
「
氏
」
だ
と
い
う
な
ら
、
．
家
」
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
親
子
関
係
や
親
子
兄
弟
関
係

こ
そ
は
、
「
氏
」
の
下
部
単
位
と
し
て
の
名
字
族
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
古
代
の
「
氏
」
の
本
質
か
ら
言
え
ば
、
こ
う
し

た
血
族
世
界
こ
そ
、
「
氏
」
に
近
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
が
、
中
世
で
は
、
す
で
に
そ
う
し
た
「
氏
」
は
、
地
域
単
位
の
名
字
族
に
分
解
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
上
述
の
ご
と
き
連
鎖
状
的
・
可
変
的
Ⅱ
流
動
的
な
「
縁
者
」
世
界
を
そ
の
周
辺
部
分
に
含
ん
だ
「
一
家
」

世
界
が
、
中
世
国
家
の
新
し
い
統
治
単
位
Ⅱ
「
氏
」
世
界
と
し
て
登
場
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
氏
」
の
族
長
が
持
つ
「
職
」
Ⅱ
公
権
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
縁
者
」
世
界
の
う
ち
に
内
在
し
た
オ
ヤ
・

コ
関
係
相
互
間
に
あ
る
対
立
関
係
の
止
揚
を
図
り
、
そ
れ
に
中
世
国
家
の
統
治
単
位
た
る
武
士
団
と
し
て
の
集
団
性
を
実
現
せ
し
め
る
存
在
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
、
中
世
オ
ャ
・
コ
関
係
に
お
け
る
オ
ャ
の
権
限
の
本
質
を
、
領
主
権
か
、
は
た
ま
た
親
権
か
と
二

（
一
一
）

さ
れ
ば
、
次
に
私
は
、
さ
き
と
同
じ
傍
線
個
所
に
、
讓
状
で
譲
渡
さ
れ
た
御
庄
職
な
ど
が
、
他
な
ら
ぬ
「
氏
之
物
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
事

実
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
中
世
国
家
の
公
的
課
役
の
請
負
単
位
で
あ
っ
た
．
家
」
世
界
こ
そ
、

い
わ
ゆ
る
「
氏
」
的
世
界
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
．
家
」
が
、
「
氏
」
と
呼
ば
れ
た
例
は
、
例
え
ば
寛
喜
年
間

の
紀
伊
国
在
田
郡
で
、
藤
原
（
湯
浅
）
宗
重
と
其
の
一
家
に
連
な
る
人
々
が
郡
内
の
名
刹
施
無
畏
寺
を
同
地
出
身
の
僧
明
恵
に
寄
進
し
た
と
き
、

こ
の
一
家
の
寄
進
の
趣
旨
に
背
い
た
者
は
「
放
氏
」
処
分
に
処
さ
れ
る
む
ね
が
記
さ
れ
て
い
た
事
例
が
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
（
鎌
倉
遺
文
四
一

三
七
）
、
私
が
右
に
上
げ
た
史
料
の
重
要
性
は
、
そ
う
し
た
．
家
」
Ⅱ
「
氏
」
世
界
が
、
同
時
に
中
世
国
家
の
統
治
単
位
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明

し
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
る
。
つ
ま
り
中
世
国
家
の
統
治
原
理
の
う
ち
に
は
、
私
が
さ
き
に
詳
し
く
の
べ
て
き
た
ご
と
き
可
変
性
Ⅱ
流
動
性
と
権
力
依
存
性
を
合
わ
せ

持
つ
「
縁
者
」
世
界
の
存
在
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
．
家
」
世
界
そ
の
も
の
を
も
っ
て
、
公
田
支
配
の
請
負
単
位
と
し
て
機
能
さ
せ
て

い
こ
う
と
す
る
方
向
性
が
貫
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

－42－



者
択
一
的
に
論
じ
て
き
た
か
っ
て
の
豊
田
・
上
横
手
論
争
が
、
も
は
や
過
去
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
り
、
今
後
に
お
い
て
は
、

中
世
国
家
の
上
か
ら
の
統
治
原
理
が
オ
ャ
の
権
限
に
内
在
し
た
求
心
性
と
遠
心
性
の
間
の
矛
盾
関
係
を
克
服
し
、
オ
ャ
・
コ
関
係
そ
の
も
の
を

更
に
高
次
に
展
開
さ
せ
て
い
く
過
程
こ
そ
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
上
述
の
よ
う
に
、
そ
れ

自
体
の
う
ち
に
上
向
的
な
権
力
依
存
性
を
内
包
し
て
い
た
．
家
」
世
界
が
、
「
氏
」
を
介
し
て
、
国
家
の
統
治
原
理
と
し
て
の
高
次
の
イ
エ
世

界
に
発
展
す
る
過
程
に
対
応
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
中
世
の
オ
ャ
・
コ
関
係
の
及
ぶ
範
囲
が
そ
の
の
ち
荘
郷
↓
郡
↓
国
と
い
う
風
に
外
延
的

な
拡
大
を
と
げ
、
つ
い
に
は
中
世
国
家
そ
の
も
の
を
一
つ
の
オ
ャ
．
．
世
界
と
し
て
出
現
さ
せ
る
歴
史
的
方
向
性
を
持
つ
こ
と
は
良
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
的
方
向
性
を
現
実
の
も
の
た
ら
し
め
る
原
動
力
は
、
ま
さ
に
右
の
ご
と
き
「
一
家
」
の
展
開
原
理
そ
の
も
の
の
う
ち
に

て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
的
方
向
性
↑

中
世
の
イ
エ
世
界
の
あ
り
方
と
か
、
そ
こ
に
結
集
し
た
人
々
の
帰
属
意
識
を
、
血
族
内
部
の
関
係
を
示
す
処
分
状
か
ら
の
み
推
察
し
、
父
系

直
系
家
族
を
基
軸
と
す
る
固
定
的
一
族
世
界
を
想
定
し
て
き
た
従
来
の
研
究
は
、
右
の
ご
と
き
イ
エ
世
界
の
持
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
把
握
し
得

な
か
っ
た
と
い
う
点
で
大
き
な
誤
り
を
犯
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
世
国
家
の
中
で
公
然
と
そ
の
存
在
を
保
障
さ
れ
て
い
た
．

家
」
世
界
は
、
在
地
の
現
実
の
力
関
係
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
そ
の
時
々
の
連
合
形
態
を
、
国
家
支
配
の
単
位
と
し
て
も
活
用
し
て
い
こ
う

と
す
る
動
き
の
中
で
の
み
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
住
む
住
人
た
ち
の
オ
ャ
・
コ
意
識
や
系
譜
意
識
も
、
そ
う
し
た
中

で
、
そ
の
歴
史
時
代
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
を
表
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
は
最
後
に
、
中
世
武
士
団
の
右
の
ご
と
き
．
家
」
世
界
は
、
ま
た
、
中
世
社
会
構
成
論
の
原
点
に
あ
る
「
家
父
長
制
」
概
念
を
精
密
化

す
る
た
め
に
も
役
立
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

最
近
の
中
世
史
で
の
家
父
長
制
の
扱
い
方
に
は
、
左
の
三
つ
の
立
場
が
あ
る
。

お
わ
り
に
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第
二
は
、
中
世
の
イ
エ
は
、
中
世
王
権
の
支
配
単
位
と
し
て
の
み
意
義
を
持
つ
と
の
観
点
か
ら
、
国
家
支
配
の
単
位
と
し
て
の
家
父
長
制
を

（
Ⅲ
）

論
じ
た
立
場
で
、
五
味
文
彦
氏
の
近
年
の
論
文
が
、
そ
の
代
表
で
あ
る
。

第
三
は
、
中
世
イ
エ
世
界
の
動
態
把
握
を
志
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
家
父
長
権
の
諸
内
容
ｌ
父
権
・
夫
権
・
主
人
権
等
ｌ
の
分
析
に
主

（
Ⅱ
）
（
翅
）

眼
を
置
い
た
も
の
で
、
飯
沼
賢
司
氏
や
鈴
木
の
一
連
の
論
文
が
、
そ
れ
に
関
わ
る
。

第
一
の
研
究
立
場
は
、
最
も
蓄
積
の
多
い
分
野
で
あ
る
が
、
家
父
長
制
の
成
立
過
程
だ
け
を
問
題
と
し
て
、
平
安
末
～
戦
国
の
中
世
数
百
年

に
わ
た
る
家
父
長
制
の
展
開
過
程
を
論
じ
て
い
な
い
の
は
、
中
世
政
治
史
に
対
す
る
家
父
長
制
の
規
定
性
な
ど
、
余
り
な
い
と
い
っ
て
い
る
の

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、
あ
ま
り
に
も
問
題
が
大
き
い
・
五
味
氏
が
右
の
よ
う
に
家
父
長
制
の
重
要
な
一
面
を
的
確
に
指
摘
し
な
が
ら
も
、
「
日
本

の
中
世
に
お
い
て
家
父
長
制
の
概
念
が
ど
れ
ほ
ど
有
効
な
概
念
で
あ
る
の
か
、
実
は
疑
問
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
ご
と
き
意
見
を
述
べ
て
い
た

の
も
、
家
父
長
制
研
究
の
こ
う
し
た
現
状
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
家
父
長
制
と
い
う
家
族
世
界
が
、
先
に
述
べ
た
．

家
」
世
界
の
内
部
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
か
ら
、
私
が
本
稿
で
述
べ
て
き
た
．
家
」
世
界
の
歴
史
的
性
格
の
あ
り
方
自
体
が
、
家

父
長
制
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
外
側
か
ら
規
定
し
て
い
た
と
い
う
局
面
に
こ
そ
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
今
後
の
家
父
長
制
論
研
究
は

け
っ
し
て
経
営
体
の
独
立
だ
け
を
論
ず
れ
ば
よ
い
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
可
変
性
Ⅱ
流
動
性
や
権
力
依
存
性
を
も
っ
た
親
族
Ⅱ
縁
者
世
界

と
の
関
わ
り
や
、
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
わ
り
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
中
世
の

家
父
長
制
も
、
例
え
ば
、
中
世
前
期
と
後
期
と
で
ど
う
違
う
か
と
い
っ
た
歴
史
的
変
化
の
局
面
に
も
、
注
意
が
向
く
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
中
世
前
期
の
「
一
家
」
世
界
が
、
男
系
・
女
系
の
共
存
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
中
世
後
期
の
「
一

家
」
に
な
る
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
な
男
系
一
元
化
の
方
向
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
中
世
前
期
の
「
一
家
」
世
界
を
特
徴
づ
け
て
い
た

の
は
、
な
に
よ
り
も
女
系
の
存
在
な
の
で
あ
り
、
家
長
か
ら
女
ｌ
外
孫
と
続
く
女
系
の
意
識
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
私
は
、
家
父
長
制
の
研

究
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
、
中
世
前
期
の
家
父
長
制
の
属
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
女
系
（
外
孫
か
ら
見
れ
ば
「
母
系
」
）
と
し
て
理
論
化
す
る
こ

（
９
）

音
能
平
氏
の
研
究
な
ど
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
も
っ
ぱ
ら
家
族
経
営
体
の
独
立
過
程
の
視
角
か
ら
こ
の
問
題
を
論
じ
た
立
場
で
、
一
九
六
○
年
代
以
来
の
研
究
を
う
け
た
河
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今
回
は
、
こ
れ
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
観
点
に
立
つ
限
り
、
近
年
盛
ん
な
社
会
史
・
女
性
史
・
族
縁
論
．

氏
論
な
ど
の
諸
研
究
は
、
家
父
長
制
論
そ
の
も
の
の
進
歩
に
む
け
て
、
大
き
な
役
割
を
演
じ
始
め
る
に
違
い
な
い
。
い
ず
れ
槁
を
改
め
て
考
え

て
い
き
た
い
。

と
が
で
き
る
と
思
う
。

（
附
記
）
本
論
文
は
、
一
九
九
一
年
に
東
京
大
学
で
開
か
れ
た
比
較
家
族
史
学
会
大
会
の
報
告
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
こ
の
大
会
特
集

企
画
が
挫
折
し
た
た
め
本
誌
に
掲
載
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
投
稿
後
長
年
月
を
経
て
お
り
い
さ
さ
か
時
季
外
れ
の
感
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
鮮

《
汪（

１
）
三
浦
周
行
「
親
子
関
係
を
中
心
と
し
て
の
家
族
制
度
」
二
法
制
史
の
研
究
』
上
）
五
六
頁
、
一
九
四
三
年

（
２
）
豊
田
武
「
中
世
の
武
士
団
』
（
豊
田
武
著
作
集
六
）
一
九
八
○
年

（
３
）
上
横
手
雅
敬
「
惣
領
制
序
説
」
（
京
都
大
学
教
養
部
「
人
文
」
八
）
、
一
九
六
二
年

（
４
）
石
井
進
『
中
世
武
士
団
」
（
小
学
館
「
日
本
の
歴
史
」
一
二
）
一
九
七
四
年
、
大
山
喬
平
『
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
」
一
九
七
八
年

（
５
）
「
地
方
史
研
究
」
一
○
七
、
一
九
七
○
年

（
６
）
拙
稿
「
東
国
武
士
団
の
『
社
会
」
と
鎌
倉
幕
府
」
（
日
本
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
四
三
）
、
一
九
九
二
年

（
７
）
網
野
善
彦
『
中
世
荘
園
の
様
相
」
二
○
頁
、
一
九
六
六
年

（
８
）
拙
稿
「
在
地
領
主
制
の
形
成
と
族
縁
原
理
」
二
日
本
中
世
の
政
治
と
文
化
」
所
収
）
、
一
九
八
○
年
、
「
鎌
倉
時
代
の
領
主
制
と
親
族
」
（
日
本
大

学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
三
二
一
九
八
五
年

（
９
）
河
音
能
平
「
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』
一
九
七
一
年

（
Ⅲ
）
五
味
文
彦
「
中
世
の
家
と
家
父
長
制
」
（
シ
リ
ー
ズ
比
較
家
族
一
「
家
と
家
父
長
制
」
）
一
九
九
二
年

（
Ⅱ
）
飯
沼
賢
司
「
日
本
中
世
の
家
父
長
制
に
つ
い
て
」
（
「
比
較
家
族
史
研
究
」
二
）
一
九
八
七
年

（
、
）
鈴
木
国
弘
「
在
地
領
主
制
」
一
九
八
○
年
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度
は
落
ち
て
い
な
い
と
思
う
。
注
⑥
⑧
拙
稿
と
併
読
し
て
頂
く
よ
う
に
お
ね
が
い
し
た
い
。

（
日
本
大
学
文
理
学
部
日
本
中
世
史
）
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