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一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
如
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
王
樺
は 、
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
エ
ス
ト

以
後 、
同
時
代
の
犬
陸
諸
国
に
比
べ
て
甚
だ
し
く

強
大
で
あ
り 、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
封
建
制
度
は
屡
々
一集
権
的
封
建
制
度
と
呼
ば
れ
る
Q

そ
し
て
王
樺
が
強
大
で
封
建
制
度
の
分
権
性
を
制
限

し 、

ま
た
治
安
を
効
果
的
に
維
持
し
て
商
業
的
強
展
を
促
進
し
た
限
り
に
於
て 、
こ
の
こ
と
は
イ
ン
グ
ラ
Y
F

の
後
の
先
進
園
と
し
て
の
護
展

に
重
大
な
影
響
を
持
た
中
に
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ら
う 。

我
閣
に
於
て
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

初
期
玉
政
の
問
題
は
既
に
矢
口
氏
が
主
と
し
て
G
・

B
－
ア
ダ
ム
ズ
及
び
F
－
w
・
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
即
し
て
取
上
げ
ら

れ吋町
そ
の
論

警は
屡
々
参
照
を
命
ぜ
ら
れ
て
な
か 、

ま
た
最
近
で
は
堀
米

氏
が
金
ヨ
l
ロ
ツ

バ
の
比
較
的
見
地
か
ら
主
と
し
て
H
・
ミ
ッ

タ
イ
ス
及
び

臼 ．
・
プ
テ
ィ

デ
ユ
タ
I
イ
ィ

に
依
っ
て
論
じ
ら
れ
た

の
で
あ
る

h
J附
加
え
る
べ
き
こ
と
は
未
だ
残
っ
て
居
り 、
更
に
ミ
ッ

タ
イ
ス
及
び
ア
ダ
ム
ズ
の
所
論
に
も

疑
義
が
あ
る
の
で 、
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
と

艶
昧
的
な
後
展
を
途
げ
た
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン

一守

と
の
後
者
の
グ
ル
ー

プ
に
属
す
る
フ
ラ
ン
ス
と
少
し
く

比
較
を
試
み
な
が
ら
初
期
イ
ン
〆

ラ
ン
ド

王
樺
の
強
大
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い

。

矢
口
孝
次
郎「
イ
ギ
P
ス
政
治
輝
済
史」
東
京 、
昭
和
十
三
年。
同
「
イ

．
ギ
P
ス
封
建
批
曾
経
済
史」
東
京 、
昭
和
廿
四
年0

2

堀
米
庸一一一
「
封
建
王
政
の
援
連
と
園
家
権
力
の
成
立」
史
皐
雑
誌 、
六

一
ノ
十
一
0

3

Q・
国・
富山
Ro
F
b
ミ
hNGQH

h向。師
、g

E3

担問同
な
官、
社
説
、・
0
仏－
w

d句。山
口M
m
円

H
C』∞w
HM－
mo－－

詮
－

イ
シ

グ
ラ
ン
ド

初
期
王
政

一
四一一一

# 

、、‘



跡
事般

， ,, 

イ
ン
グ
ラ
ン

ド
初
期
王

政

イ
ン
グ
ラ
Y
ド
初
期
王
政
の
強
大
乃
至
そ
の
集
権
的
封
建
制
度
と
稽
せ
ち
れ
る
所
以
は、

圏
内
諸
侯
が
領
邦
的
所
領
を
形
成
す
る
こ
と
主
許

宍ー

さ
れ
歩、

壬
植
が
間
接
的
受
封
者
に
ま
で
及
ん
だ
か
ち
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

行
論
の
必
要
上
ま
歩
そ
の
具
鎧
的
な
吠
態、

玉
楼
の

一

四

四

強
度
を
測
定
し
て
な
く
必
要
が
あ
ろ
う。

そ
し
て
こ
の
場
合、
ミ
ッ
ダ
イ
ス
の
設
の
如
〈
裁
判
樺
乙
そ
公
樺
の
最
良
の
測
度
器
と
な
る
。

さ
て

封
建
制
度
は
裁
判
様
の
細
分
化
を
伴
う
も
の
で
は
あ
っ
た
が、

こ
の
傾
向
を
抑
止
す
る
一

要
素
と
し
て
王
様
が
存
在
し
た
。

元
来
王
崎一
本
質
的

に
至
高
の
裁
判
官
で
あ
っ
℃
人
民
に
公
E
を
輿
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
た
所
で
あ
っ
た
が、

乙
の
原
理
か
ら
賓
際
上

の
結
果
を
引
出
す
こ
と
は．

或
い
は
こ
の
原
理
が
存
績
乃
至
復
活
す
る
こ
と
は
、

そ
の
後
に
残
る
問
題
で
あ
り、

問
題
は
行
動
の
世
界、

力
関

住2

係
の
世
県
に
桜
る
の
で
あ
る
。

と
と
る
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
比
較
す
れ
ば
群
雄
割
擦
と
じ
か
見
ら
れ
な
い
初
期
カ
ペ
1
諸
王
0
フ
ラ
ン
ス
も、

そ
の
大
諸
侯
は
ド
イ
ツ
に
比
較
す
れ
ば
た
か
だ
か
戸
内昌
弘σ
渉
再
号。
叩高
止
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
り、

我
々
は
そ
の
よ
う
に
問
題

日刊3

を
相
封
的
な
商
で
把
え
た
の
で
あ
る
。

十
二
品川
紀
末
に
至
る
ま
で
フ
ラ
ン
ス
王
の
裁
判
樺
は
、

そ
の
有
す
る
極
め
て
狭
小
な
王
領
に
限
ら
れ、
フ
ラ
ン
ス
は
玉
領
地
を
圏
む
濁
立
的

大
諸
侯
領
の
集
圏
に
過
ぎ
な
か
っ
た
上
、
ア
ン
リ
一
世
り
失
政
は
、
大
諸
侯
領
官
そ
れ
ぞ
れ
中
央
集
樺
に
努
め
て
い
る
時
代
に、

王
領
地
の
縮
少

と
王
領
地
内
部
に
於
け
る
有
力
封
建
領
主
の
勢
力
嬢
張
を
鷲
し、
フ
イ
リ
ッ
プ
一

世
は
直
接
的
封
臣
か
ら
の
臣
従
躍
す
ら
要
求
し
な
か
っ
た
。

そ
の
後
ル
イ
六
世
は
叙
任
制
闘
争
克
服
後、

壬
領
地
内
部
に
於
け
る
王
様
の
快
復
に
努
力
し、

つ
い
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
l
ギ
ュ
ス
ト
は
政
治

献
態
を
利
用
し
て
王
擢
の
上
昇
を
は
か
り、

即
ち
ジ
ョ
ン
と
の
戦
い
に
よ
っ
て
主
領
地
の
異
常
な
接
大
、

そ
れ
と
共
に
王
の
裁
判
樺
の
遁
加
さ

れ
る
地
域
を
揚
げ
統
一

図
家
へ
の
途
に
フ
ラ
ン
ス
を
置
い
た
。

し
か
も
獲
得
し
た
ア
ン
ジ
ュ
1
・
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
l
領
は
公
擢
が
下
位
受
封
者

と
直
接
的
接
縄
を
有
し
て
い
た
地
方
で
あ
り．、
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
更
に
王
領
地
に
於
け
る
下
位
受
封
者
と
の
接
鰯
に
努
め、

ま
た
封
建
法
廷
よ
り

駐4

設
の
成
立
が
見
ら
れ
る
。

更
に
サ
ン
・
ル
イ
冷
世
に
至
っ
て
書一
期
的
な
王
樺
の
伸
張
が
あ
っ
た
わ
け
で

王
法
廷
へ
の
召
喚、

。

ωωH．。M
m
zun

あ
る
が、

と
れ
は
我
々
の
取
扱
う
時
代
か
ら
は
守
れ
る
の
で、

直
ち
に
イ
Y
グ
ラ
ン
ド
の
裁
判
擢
の
観
察
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。



ノ
ル
マ
ン
・
コ
Y
ク
エ
ス
ト
以
後

g
M面目
立0
8
の
著
し
い
増
加
が
目
立
つ
が
、

と
れ
が
領
主
的
法
廷
の
犠
牲
に
於
て
行
わ
れ
た
も
の
か、

或
い
は
ま
た
民
衆
的
法
廷、

即
ち
州
乃
至
ハ
ン
ド
レ
ッ
F
の
そ
れ
陀
於
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
り、

ま
に
更
に
通
説
の
主
張

す
る
ク
ヌ
1
ト
治
世
の
僅
か
五
つ
の

3
3】
円以H0
8
か
ら
Fo
m
g
出
g
ユ
ユ
の
第
十
章
に
皐
げ
ら
れ
た
も
の
を・
経
て
、
krω
低
N
O

え
Q
何弓
g
e
n
－

KF
混同
N
O

え
z
s
p
mH
5
3。
ロ
へ
鴎
進
的
な
後
展
を
遂
げ
た
と
と
も
疑
問
が
あ
る
の
で
あ
る
o

第
一
の
問
題
は
後
に
取
扱
う
と
と
に
し
て
、
と
と

で
は
第
二
の
も
の
の
み
を
取
上
げ
る
と
、

遁
設
に
謝
す
る
疑
問
は
J
・’
ヂ
l
ペ
ル
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
D
で
あ
り、

彼
は
F
Aw
m
g
固め
ロ
江
氏

第
十
章
の

さ
耳目
立
Sω

と
従
来
考
え
ら
れ
て
来
た
も
の
が
賓
際
そ
う
で
あ
る
か
否
か
を
疑
い
、

む
し
ろ
こ
れ
ら
は
王
領
地
の
み
に
適
用
さ

詳ド

5

れ、

し
か
も
裁
判
権
よ
り
裁
判
所
か
ち
生
守
る
牧
入
の
財
政
的
樺
利
の
直
接
的
把
握
巴
過
ぎ
な
い
こ
と
を
主
張
じ
た
o

そ
し
て
論
詮
は
一

麿
納

得
さ
せ
る
も
O
を
持
っ
て
居
り、

ミ
ッ
タ
イ
ス
も
同
情
的
態
度
を一
万
す
の
で
あ
る
が、

僚
文
中
の

吉
守
患の向
。

円以悼の
古

志
向向。
u
q
E
ω・
3
c
s

gH

可
go
a
ω
g
u
匂
ぽの山
富
S
F円
O
C山
口
5

5

ご肖
20
3。
2
5
巳
E

8
5
0
5
円以内。
2
5
u

宮山
5
2
5
日
包
芝
ロ
E
U

門町
訟の
宮ω

古ω
誌
の拡

を
も
こ
の
様
に
解
標
す
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば、
王
権
は
必
示
し
も
強
力
と
以
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
州
法
廷
を
通
じ
て
下
位
受
封
者
の
土

地
所
有

権裁
判
に
さ
え
干
渉
し
て
h
r
王
擦
に
相
ふ
さ
わ
じ
く
も
な
い。

T
－
F
・
T
・
ブ
ラ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
も
誤
判
。
裁
判
は
凡
て
再
び
玉
の

法
廷
で
再
審
理
す
る
と
解
鰹
し
て
い路
加
様
に
、

と
こ
に
は
一

一概
陀
結
論
を
出
す
と
と
は
困
難
で
あ
る
o

終
極
的
な
結
論
は、

も
し
史
料
が
許
す

な
ら
ば
、

の
精
細
な
研
究
を
倹
っ
て
始
め
て
可
龍
な
の
で
あ
り、

と
と
で
は
、

た
と
え
通
説
の
主
張
す
る
如
き
著
し
い

古川
内凶の日付
ω
。。円。
ロ
ω。

円。

百日
HVHO
S
の
増
加
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
可
成
り
の
後
展
が
あ
っ
た
と
い
う
に
止
め
る
べ
き
で
あ
る
う
o
い
予
れ
忙
し
て
も
こ
の
円。
ぬ
g

z
g
江
丘

全
躍
を
遁
じ
τ
領
主
裁
判
権
は
壬
の
認
可
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
原
理
が
現
仇
て
居
り、

領
主
法
廷
に
劃
す
る
王
の
監
督
の

，

原
則
（
Fo
m
g
出ゆ
ロ
ユの日切
忠
弘、U
足、
必〉、

不
公
E
な
裁
判
肥
川到
す
る
王
の
麗
罰
樺
（
Z

L
U
M
MU
H
U
∞∞‘

E
V

領
主
法
廷
が
認
可
さ
れ
た
権
限

を
逸
脱
L
た
場
合
の
王
の
現
賓
的
な
最
替
・
干
渉
擢
（
M
Hd

に
じ

が
見
ら
れ、

こ
の
よ
う
な
原
理
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
に
於
で
さ
え
十
二
世
紀

宇
ば
ま
で
は
生
む
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

イ
シ
グ
ヲ
シ
F
初
期
王
政

一
四
五

島

｝、
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一

四
六

つ
い
で
へ
y
p
l
二
世
の
時
代
に
至
り、
王
の
裁
判
擢
は
著
し
く
撲
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
が、
そ
れ
が
巡
姐
裁
判
制
度、
令
欣
制
度、
陪
審

／＼
制
度
。
不
可
分
に
結
び
合
う
三
制
度
。
確
立
を
遇
し
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
衆
知
の
所
で
あ
る。
こ
れ
ら
が
へ
y
p
l
二
世
以

前
か
ら
存
在
し、
彼
は
そ
れ
を
後
展
か
っ
一
般
化
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
に
せ
よ、
彼
の
改
革
は
法
制
史
上
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
し、
ま
た
そ
の
改
革
が
封
建
制
度
を
攻
撃
す
る
た
め
或
い
は
財
政
牧
入
の
増
大
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
異
論
が
あ
る
に
せ
よ、

そ
れ
が
封
建
制
度
に
劃
す
る
有
効
な
武
器
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
たo
就
中
陪
蕃
制
度
は
王
の
み
の
制
度
と
し
て
存
在
し、
と
れ
が
週

刊
d

on－

用
さ
れ
る
訴
訟
は
王
が
直
接
に
或
い
は
王
直
属
の
判
事
が
裁
決
す
る
の
で
あ
り、
か
か
る
訴
訟
を
す
べ
て
き
百円
匂】
g

と
し、
王
の
裁
判
擢

の
接
大
に
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る。

ヘ
ン
リ
l
二
世
の
刑
事
裁
判
に
関
す
る
改
革
は一
一
六
六
年
の
〉ω
也
N
O

え
の
E
gD
号ロ
及
び一
一
七
六
年
の
〉ω
乱
思
え
Z
。
ュ
E
S
HきD

に
集
大
成
さ
れ
て
居
り、
こ
れ
に
よ
り
こ
リ
フ
は
刑
事
裁
判
に
関
す
る
限
り
王
直
属
の
判
事
に

整制
的
に
服

一馬せ
し
め

九作、
か
つ
私
人
の

特
権
的
刑
事
裁
判
権
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
るo
し
か
も
こ
の
法
令
は
王
か
ら

E
Z
：
§
：
E
S
を

時叫ん
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
陪
審
制
度
に
よ
る
裁
判
広
頼
る
の
を
許
し、
決
闘
裁
判
を
阻
止
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た。
し
か
し
他
閣
と
の
封
比
に
於
て
我
々
を
そ
れ
以

上
に
驚
か
せ
る
も
の
は
土
地
に
関
す
る
裁
判
へ
の
壬
樺
の
干
渉
で
あ
る。
へ
Y
F
I
二
世
の
積
極
的
な
干
渉
は
i

恐
ち
く
ス
テ
ィ
ー
グ
ン
の
乱

世
の
後
を
承
け
て、
王
営
左
権
利
な
く
し
て
土
地
主
占
有
し
て
い
る
者
が
多
数
な
時
代
に、
ス
タ
ト
ゥ
ス
・
タ
ウ
ォ
ー
を
承
認・
保
護
す
る
と

と
に
よ
っ
て
平
和
を
維
持
す
る
と
共
に、
封
匡
の
裁
判
擢
に
劃
す
る
攻
撃
を
意
園
し
た
も
の
で
あ
る
う。
従
っ
て
彼
の
施
策
は
ま
示
土
地
占
有

註
沼

会

櫨慌
の
裁
判
を
陪
審
制
に
よ
る
主
の
裁
判
に
吸
牧
し、
ま
た
自
由
注
る
土
地
に
関
す
る
訴
訟
は
凡
て
壬
の
令
献
な
く
し
て
開
始
さ
れ
る
と
と
な
し

註
お

と
い
う
原
則
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う。
た
だ
と
の
賭
逼
設
は
こ
の
原
則
が
ヘ
ン
リ
I
二
世
の
あ
る
失
わ
れ
た
立
法
に
よ
っ
て
賓
施
さ

れ
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が、
グ
ラ
ン
グ
ィ
ル
は
明
ら
か
に
「
王
園
の
慣
習
に
従
い」
と一
吉
つ
て
な
り、
し
か
も
彼
は
書
中
ヘ
ン
リ
l
の
改

草
の
出
所
を
ど
の
法
令
に
よ
る
も
の
か
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら、
彼
が
慣
習
と一一一回
う
か
ら
に
は
た
し
か
に
へ
Y
p
－
－
世
時
代
か
ら
の



酔阻
M

慣
習
で
あ
る
う
と
ブ
ラ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
は
考
え
る。
し
か
し
い
守
れ
に
せ
よ
公
正
な
領
主
裁
判
を
命
令J
る
所
謂

さ・円四件
、、
RN
町
内

川、
mw

が
以
前
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
詮
擦
は
な
い
。
と
の
令
献
は dq円四件

。］町
円問問
E
が
慣
習
と
し

て
必
要
で
あ
っ
た
に
し
て
も、

者】1即時
、晴、hN
R
9hw

sh
。
札

抽母
島民ぬ円
で
あ
り、
然
ら
ざ
れ
ば
王
句
法
廷
に
出
頭
す
べ
き
と
と
を
命
歩
る
も
の
で、
正
に
領
主
裁
判
樺
の
否
定
で
あ
っ
た。
最
後
に
穀
曾
裁
判

権
に
つ
い
て
一
言
す
る
な
ら
ば、
元
来
濁
自
の
数
曾
裁
判
権
と
見
る
べ
き
も
の
を
持
た
な
か
っ
た
征
服
以
前
の
教
曾
が、
ウ
ィ
p
ア
ム
一
世
に

よ
り
部
分
的
な
そ
れ
を
認
め
ら
れ、
戸内凶同
2
出。ロ
ユの片
が
始
め
て
法
廷
開
設
擢
を
特
権
と
し
て
固
定
し、
ス
テ
ィ
ー
グ
ン
の
治
世
に
敬
曾
に
〆

控
均

濁
す
る
特
許
献
の
飽
設
が
あ
っ
て
教
曾
裁
判
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た。
し
か
し
ヘ
ン
リ
l
二
世
の
集
権
の
意
園、
更
に
聖
職
者
の
非
行

は、
教
曾
裁
判
権
を
安
泰
の
域
に
置
く
も
の
で
は
な
く、
一
一
六
四
年
。。
5
去
三
宮口
え
Cm
g
E。ロ
に
よ
っ
て

誌

お

刑
事
犯
の
王
法
廷
に
よ
る
審
理
が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る。
後
者
の
規
定
が
後
に
ベ
ケ
ッ
ト
の
苑
の
抗
議
に
よ
っ
て
撤
回
さ
れ、

後
世
ま
で

ロ
門Hl
ロロ日戸
及
び
聖
職
者

と
し
て
残
っ
た
こ
と
は
衆
知
の
所
で
あ
る
が、
他
方
ま
た
法
王
の
非
難
し
に
傑
項
の
若
干
が、
そ
れ
に
も
拘
ち
ゃノ
依
然

酔阻
U

賢
施
さ
れ．
に
と
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い。

げ
O口。片山件
。］向
。目。吋mM可

最
後
に、
と
の
期
間
に
領
主
裁
判
擦
の
披
大
が
如
何
で
あ
っ
た
か
を
簡
単
に
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
う。
と
こ
で
は
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
法
廷
の

私
有
化
が
最
も
目
立
ち、
そ
れ
は
エ
ド
ヲ
I
ド一
世
の
初
年
ま
で
に
は一
般
に
領
主
の
法
廷
と
し
て
存
在
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る。
し
か
し

そ
れ
は
地
域
的
に
狭
く
し
か
も
そ
の
法
廷
の
権
限
内
陀
重
要
な
事
件
は
置
か
れ
て
い
歩、
そ
れ
を
所
有
す
る
領
主
に、
王
権
に
謝
し
て
濁
立
す

酔世

刊い

る
地
位
を
輿
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た。
更
にハ
ン
ド
レ
ッ
ド
法
廷
で
行
わ
れ
る
シ
ェ
リ
フ
D
1
2ω
母印HM
a
u
－omZ
も
私
人
に
奥
え
ら
れ

た
の
で
あ
ヲ
た
が、
と
れ
も
端
的
に
財
政
的
特
権
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り、
ま
たハ
Y
ド
レ
ッ
ド
法
廷
に
劃
す
る
シ
ェ
p
フ
の
強
力
な
監
替
樺

は
私
人
の
濁
立
的
地
位
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
土
地
花
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
ミ
ッ
タ
イ
ス
は、
p
l
パ
ー
マ
ン
に
従
っ
て九
回
g
ミ

？
己件
。。
E町内
主
5
0時
四回ロロ品
Sam－
mo
己

g
nぺ
∞”
M
K
於
て
異
れ
る
封
主
を
持
ハJ
封
臣
問
。
訴
訟
は
州
法
廷
で
審
理
さ
れ
た
も
む
が、
円。同
州出

性
”

で
は
E
ち
ら
か一
人
の
封
主
の
法
廷
陀
於
て
審
理
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
と
し、
領
主
裁
判
権
の
進
出
で
あ
る
と
考
え
る。

問。ロ円向。
rM句
込

イ
シ
グ
ラ
シ
ド
初
期
王
政

一

四
七
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さ
て
次
に
イ
ギ
リ
ス
の
主
樺
が
何
故
こ
の
よ
う
に
強’
力
で
あ
り
得
た
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
れ
を
大
謄
に、
し
か
も
制
度
史
の

範
時
巳
と
ら
わ
れ
る
と
と
な
く
定
式
化
し
た
の
は
G
・

B
’
7
ダ
ム
ズ
で
あ
る
が、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
就
に
矢
口
氏
の
紹
介
が
あ
る
冶
で

註ー

そ
れ
を
参
照
し
て
頂
き、
と
と
で
は
直
ち
に
そ
の
検
討
に
入
り
た
い
。
ア
ダ
ム
ズ
は
と
れ
を
根
本
的
に
王
権
釣
封
建
諸
侯
の
力
関
係
の
問
題
’と

し
て
把
え
て
居
り、
そ
の
限
り
巳
於
て
彼
の
理
解
は
極
め
て
王
営
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
即
ち
財
政
上
の
墜
倒
的
優
勢
と
一
般
的
徴
兵
制

即
ち
守
三
制
と
に
基
本
的
に
依
存
し、
更
に
騎
士
采
地
の
分
割
性
に
よ
る
諸
侯
軍
事
力
結
集
の
困
難
に
も
と
イ
く
決
定
的
な
軍
事
的
優
越
を

根
本
に
置
く
の
で
あ
る。
強
力
を
公
権
を
示
ナ
ノ
ル
マ
yJア
ィ
I
公
領
が
ロ
ベ
ー
ル
二
世
以
来
財
政
の
改
善
を一
示
し、
ま
た
フ
ラ
Y
ス
王
擦
の

接
大
が
そ
の
財
政
の
強
化
と
結
び
つ
い
て
い
た
以
上、

庚
大
友
王
領
地
を
所
有
し
多
額
の
王
領
地
牧
入
を
得
た
こ
と
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
壬
擦
の

基
本
的
な
支
柱
で
あ
っ
た
と
と
は
異
論
が
な
い
で
あ
る
う。
し
か
し
純
粋
に
軍
事
的
な
優
越
を
玉
が
有
し
て
い
た
か
否
か
は
疑
問
と
さ
れ
な
け

れ
ば
怒
ら
な
い
o
就
中
ア
ダ
ム
ズ
の
主
張
す
る
如
く
守
丘
制
度
の
債
値
が
そ
れ
程
高
く
評
債
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で

イ
シ
グ
ラ
シ
ド
初
期
王
政

一
一
三
八
年、
七
三
ll
七
四
年
の
内
範
に
於
て
活
路
し
た
の
で
あ
る
が、
そ
れ
は
軍
事

一
四
九

あ
る。
た
し
か
に
守
邑
は一
O
七
五
年、
八
八
年、

\ 

'
r 

ま



i
' 
,
, 

イ
ン
グ
ラ
ン

ド

初
期
王

敬

一

五

O

一

2

技
術
的
に
騎
兵
を
欠
い
た
場
合
に
は
無
カ
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た。

従
っ
て
騎
兵、

即
ち
騎
士
の
忠
誠
の
確
保
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

い

ボ
れ
に
せ
よ
結
果
論
的
に
王
樺
が
諸
侯
の
い
か
な
る
連
合
に
封
し
で
も
軍
事
的
優
越
を
見
せ
、

ま
た
諸
侯
に
依
存
す
る
必
要
の
な
い

財
政
的
濁

立
を
有
し
て、

強
大
な
王
擦
を
維
持
し
得
た
こ
と
は
認
め
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
ダ
ム
ズ
は
第
二
の
要
因
と
し
て
、

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
l
k
於
て
理
解
さ
れ
て
い
た
封
建
制
度
を
奉
げ
て
い
る
。

即
ち
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
移
植

さ
れ
た
封
建
制
度
説、

元
来
大
諸
侯
閣
の
濁
立
的
地
位
を
許
さ一
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
封
建
制
度
が
集
権
的
に
理
解

さ
れ
る
の
は
ノ
ル
マ
ン
ヂ
ィ
l
k
限
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り、

イ
ン
グ
ラ
y
ド
征
服
が
経
済
的
・
精
紳
的
献
態
の
繁
化
が
金
西
欧
に
始
ま
り
、

註
3

細
分
化
に
劃
す
る
闘
い
に
好
都
合
だ
っ
た
時
代
に
な
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

集
樺
的
な
封
建
制
度
が
出
現
し
得
る
か
杏
か
は
現
貨
の
力
関
係
の

問
題
で
あ
っ
た
Q

し
か
し
こ
の
こ
と
は喝
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
l
の
封
建
制
度
の
特
殊
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

少
く
と
も
同
時
代
の
フ
ラ
ン

ス
の
他
の
部
分
に
比
較
し
て
、

そ
れ
は
高
度
の
集
権
性
を
有
し
て
い
た。

既
存
十
世
紀
恥
ら
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
l
公
は
間
接
的
受
封
者
と
の
直
接

的
な
接
繍
に
努
め
、

そ
の
完
全
な
陪
臣
化
の
阻
止
に
成
功
し
、

集
権
的
傾
向
を
明
か
に一
不
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
濁
立
図
に
護
展
し
得
る
接
績

H
吐
d
包

的
な
大
諸
侯
棋
の
僅
少、

非
封
建
的
な
行
政
組
織
の
存
在、

最
高
裁
制
擦
を
公
が
手
離
さ
な
い
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
i
の
封
建
制
民
が
現
れ
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
所
領
の
分
散
が
封
建
枇
曾
の
通
則
で
あ
り、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
け
る
所
領
の
分
散
も
王
権
強
大
の
濁
白
の
基
礎
と
認
め
ら
れ

押な

’a

な
い
限
り、

集
権
性
の
基
礎
は
、

か
か
る
分
散
し
た
所
領
主
援
と
し
て
な
さ
れ
る
大
諸
侯
の
領
域
形
成
を
阻
止
す
る
こ
と、

即
ち
有
効
な
非
封

建
的
行
政
組
織
の
維
持
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

即
ち
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
l
k
於
け
る

i
g
B
芯

制、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
け
る

ω
げ
日
H・
0

制
の
維
持
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
場
合
最
も
重
要
注
こ
と
は
、

グ
イ
コ
ン
ト
乃
至
シ
ェ
リ
フ
の
官
僚
的
性
格
の
維
持、

世
襲
化
即
ち
濁
立
的
大

諸
侯
化
の
可
能
性
の
防
止
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
l
比
於
て
は
や
や
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
へ
Y
F
I
二
世
の
時
代
に
至
る
ま
で

段。

十
分
な
成
功
を
示
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
が
、

イ
シ
グ
ラ
ン
ド
に
於
て
は
ほ
ぼ
一

貫
し
て
こ
れ
が
追
及
さ
れ、

主
権
の
右
腕
と
し
て
の

役
割
を
巣
し
た
の
で
あ
っ
た。

し
か
し
一

般
に
ノ
ル
マ
ン
朝
諸
王
は
シ
ェ
リ
フ
の
強
力
に
悩
ま
さ
れ
た
と
す
る
評
債
も
あ
り、

主
権
の
努
力
は

J1

』ny



そ
れ
は
明
白
に
修
身
的
官
職
で
あ
っ
た。
へ
y
p
l
二
世
の
強
力
な
集
権
的
意
聞
は
か
か
る
事
態
を
容
認
す
る
も
の
で
注
く、

必
し
も
成
功
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
征
服
王
治
世
に
は
通
常
各
州
の
太
領
主
が
シ
ェ
リ
フ
に
任
命
さ
れ、

そ
の
若
干
は
世
襲
化
し
て
王

擢
の
脅
威
も
あ
っ
た。

と
れ
に
劃
す
る
針
策
怯

2
ユ
ω

5
阿
古
の
分
割
に
封
熔
す
る
シ
エ
リ
フ
の
職
能
の
分
割、

即
ち

さ
百円
宮
町
忠

の
増

犬
に
よ
る
シ
エ
リ
フ
の
裁
判
樺
の
縮
少、

更
に
シ
ェ
p
フ
職
の
大
領
主
に
よ
る
濁
占
の
慶
止
で
あ
っ
た。

ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
時
代
既
に
土
地
を

有
さ
やノ
そ
の
地
位
を
王
に
の
み
負ャ
ユ
一
名
の
シ
ェ
リ
フ
が
現
れ、
ヘ
ン
リ
l
一

世
治
世
に
は
こ
の
傾
向
が
著
し
く
、
騎
士
階
級
・
下
居
地
方
貴
族

が
専
ら
ζ
の
職
に
あ
り、

し
か
も
世
襲
的
で
・な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
テ
ィ
l
ず
ン
の
治
世
は
こ
の
努
力
を
無
に
し
た
も
の
で
、

内
範
は
有
力

領
主
が
世
襲
的
ル
至
絡
身
的
シ
エ
リ
フ
と
な
る
傾
向
を
許
し
、
ヘ
ン
リ
I
二
世
の
時
代
に
若
干
の
州
は
地
方
大
領
主
の
手
中
に
あ
り、

し
か
も

一
一
七
O
年
の

UJ

ェ
リ
フ
審
問
に
よ
り
殆
ど
凡
て
の
現
任
者
を
免
職
し
、

代
え
る
に
官
僚
・
下
居
地
方
貴
族
を
以
て
し
、

以
後
こ
の
様
な
性
格
の
者
が
、

し
か

も
短
い
任
期
で
頻
繁
に
交
替
し
な
が
ら
シ
ェ
リ
フ
職
を
う
め
た
の
で
あ
る
。
と
の
配
慮
こ
そ
濁
立
的
な
諸
侯
領
の
出
現
を
阻
止
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
封
建
制
度
に
於
て
は
公
が
最
高
裁
判
擦
を
手
離
さ
な
か
っ
に
と
い
う
賠
は
問
題
で
あ
り、

こ
れ
は
む
し
る
否
定
さ
る
ペ

ヰ社
7

き
も
の
で
あ
る
。
ハ
ス
キ
ン
ズ
が
、
s

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
l
k
於
て
は
公
共
の
秩
序
は
紳
の
休
戦
か
ら
出
裂
し
た
も
の
で
な
い
と
語
っ
た
時、

狼
は

註
8

と
の
誤
り
に
陥
b
う
と
し
て
い
る
ι

J
l
ベ
ル
の
主
張
す
る
如
く
そ
れ
も
矢
張
り
榊
の
平
和
か
ら
出
裂
し
た
の
で
あ
り、

高
級
裁
判
権
は
公
の

濁
占
す
る
も
の
で
な
く、

ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
治
世
の
始
め
に
入
。
て
来
た
榊
の
平
和
運
動
の
賢
明
な
利
用
に
よ
っ
て
少
く
と
も
あ
る
高
級
裁
判

権
の
大
諸
侯
よ
り
の
回
牧、

公
の
平
和
の
成
立
が
見
ら
れ
に
の
で
あ
っ
た
。
一
O
八
O
年
リ
ル
ボ
シ
の
宗
教
曾
議
に
於
て
司
教
は
ロ
ベ
ー
ル
時

代
の
慣
習
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
よ
り
興
え
ら
れ
に
慣
習
を
確
認
さ
れ、

そ
れ
以
外
は
公
の
権
利
と
し
て
腎
保
さ
れ
に
の
で
あ
る
が
、

勿
論
こ
れ
は
世

俗
諸
侯
に
遁
用
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
く、

世
俗
諸
侯
の
高
級
裁
判
権
行
使
は
公
の
平
和
の
臓
張
を
ま
っ
て
始
め
て
公
の
規
制
下
に
入
り
得
る

の
で
あ
り、

十
一

世
紀
末
に
於
で
さ
え
公
の
特
殊
な
司
法
権
が
大
い
に
後
展
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
疑
う
ぺ
き
理
由
が
あ
り、

ま
た
事
賞
へ

イ
シ
グ
ラ
シ
ド
初
期
王

政

一

一品



少 、

一一一

イ
シ
グ
ラ
シ
ド

初
期
王

政

五

y
p
l
二
世
時
代
に
於
で
さ
え
ま
れ
に
は
殺
人
・
公
選
の
犯
罪
・
貨
幣
違
犯
そ
の
他
重
要
な
裁
判
権
を
封
建
貴
族
が
行
使
し
て
い
る
の
で
あ

待。
従
っ
て
裁
判
権
に
関
す
る
限
り、
我
々
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
l
の
封
建
制
度
の
特
殊
性
か
ら、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
擦
の
強
力
を
引
き
出
し
て

来
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
ま
に
謬
り
を
犯
す
と
と
に
な
ろ
う。

ア
ダ
ム
ズ
が
第
三
に
翠
げ
る
も
の
は
王
の
宗
教
的
構
成
と、
陪
臣
の
王
に
封
す
る
直
接
的
な
忠
順
の
宣
誓
と
義
務、
即
ち
王
擦
の
道
徳
的
乃

至
精
一抑
的
な
基
礎
で
あ
る。
ま
やノ
彼
の
い
う
壬
の
宗
敬
的
権
威
と
は、
即
位
式
に
営
っ
て
王
が
塗
泊
を
受
け
霊
化
さ
れ、
こ
の
こ
と
が
営
時
の

感
情
に
於
て
王
に一
種
の
紳
擦
を
認
め
し
め
る
こ
と
と
な
り、
王
に
歯
す
る
叛
鼠
を
少
く
と
も
あ
る
程
度
ま
で、
演
聖
の
性
格
を
持
つ
も
の
と

見
え
し
め、
従
少
て
そ
れ
を
抑
え
に
と
い
う
意
味
で
あ
る
Q

し
か
し
フ
ラ
ン
ス
王
も
同
様
で
あ
り、
カ
ペ
1
諸
王
は
王
と
し
て
の
資
格
に
於

註
川

て、
強
力
な
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
l
公
さ
え
許
さ
れ
泣
か
う
七
塗
油
を
受
け
た
の
で
あ
る，、
こ
の
様
に
塗
泊
を
イ
ギ
リ
ス
王
権
の
濁
自
の
基
礎
と
す

る
こ
と
は
謬
り
で
あ
る。
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
王
樺
こ
そ
宗
較
的
権
威
を、
或
い
は
教
舎
の
支
持
を
基
礎
に
し
て
い
た
の
で
あ
る。
フ
ラ
ン
ス
王

権
は
教
舎
の
支
持
で
そ
の
精
神
的
性
格
を
維
持
し
得
に
の
で
あ
り、
こ
れ
と
そ
カ
ペ
l
家
沢
大
諸
侯
の
間
に
あ
っ
て
生
き
残
り
得
た一
つ
の
盟

由
で
あ
り、
ま
に一
初
期
カ
ペ
l
諸
主
が
誇
り
得
た
王
と
し
て
の
隼
般
は、
そ
の
殆
ど
全
部
を、
フ
ラ
ン
ス
教
曾
及
び
そ
れ
が
王
権
紳
授
訟
に
奥

時喧
，．4

え
に
物
質
的
・
道
徳
的
支
持
に
負
っ
て
い
に
の
で
あ
る一広
王
に
謝
す
る
直
接
の
忠
誠
と
は、
初
期
フ
ラ
ン
ク
園
家
に
由
来
す
る
ノ
ル
マ
ン
の
慣

脅
に
よ
り、
下
位
受
封
者
が
直
接
受
封
者
に
忠
順
の
宣
誓
を
す
る
場
合、
互
に
罰
す
る
忠
順
を
留
保
す
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
が、
ま
十
こ

れ
が
フ
ラ
ン
ク
園
家
に
由
来
し
て
ノ
ル
マ
ン
が
受
綿憎
い
だ
も
の
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る。
ア
ダ
ム
ズ
が
具
躍
的
に
意
識
し
て
い
る
の
は一
O
八

六
年
の
ソ
I
ル
ズ
ペ
p
の
誓
約
と一
一
七
五
年
の
フ
ア
レ
イ
ズ
僚
約
に
ほ
か
な
ら
な
い
が、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
に
と
の
よ
う
な
忠
順
の
留
保
の

事
賓
が
見
ら
れ
な
い
以
上、
大
陸
に
於
て
は
既
に
こ
の
停
統
は
絶
え、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
停
統
か
ら
来
に
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら

住
問

な
い。
い
・ヂ
れ
に
せ
よ
か
か
る
主

張を
た
す
ア
ダ
ム
ズ
自
身
こ
の
忠
順
留
保
の
効
巣
に
つ
い
て
甚
だ
懐
疑
的
で、
諸
侯
叛
嵐
に
際
し
て
陪
臣
の

大
多
数
が
直
接
の
封
主
に
従
わ
な
か
っ
た
例
の
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
ら
承
認
す
る
の
で
あ
弘叩
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イ
シ
グ
ラ
シ
ド
初
期
王
政

一

五

回

一

・ー・・‘

イ
ン
グ
ラ
Y
ド
に
於
け
る
ノ
ル
マ
y
朝
の
成
立
は
征
服
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、

少
数
の
者
が
外
園
人
を
征
服
し
て
そ
れ
を
統
治
す
る

と
い
う
困
難
な
問
題
が
先
宇
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

ノ
ル
マ
ン
朝
の
歴
史
の
中
心
ナ
l
マ
は
王
と
諸
侯
の
刑判
立
で
は
な
く、

彼
等

が
五
に
そ
の
生
存
主
可
能
と
す
る
た
め
に
な
し
に
協
力
、

そ
し
て
彼
等
が
既
存
の
慣
習
と
一

時
的
に
玖
し
に
安
協
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
ら

MMU

唱A

わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
我
々
の
テ
ー
マ
は
王
棒
封
諸
侯
の
封
立
で
あ
り
、

右
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
受
取
ク
た
の
で
は
無
意
味
で
あ
る
Q

協
力
の

背
後
に
隠
さ
れ
た
封
立
を
考
え
る
時、

か
か
る
事
情
は
む
し
ろ
領
主
擦
に
有
利
を
輿
え
に
で
あ
ろ
う
。

最
初
の
軍
事
占
領
時
代
に
大
諸
侯
が
領

域
的
権
力
を
形
成
す
る
可
能
性
は
よ
り
多
く
興
え
ら
れ
た
で
あ
る
う
し
、

ま
に
事
責
彼
等
は
シ
ェ

p
フ
と
な
っ
て
壬
樺
の
脅
威
で
あ
っ
に
。

裁
／

判
穫
の
傍
取
は
ヘ
ン
9
1
一

世
の

d件
。。
日即時
巳
g

E
HH
ロ
ロ
門吋
＆
ω
ω
O
己

2
5．

の
褒
布
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
彼
等
D
封
土
の
分

散
の
上
に
加
え
ら
れ
た
王
の
州
政
治
再
組
織
の
努
力、

就
中
シ
ェ
p
フ
O
人
涯
に
梯
わ
れ
た
注
意
が
、

領
域
的
権
力
の
成
立
を
妨
げ
た
の
で
あ

住
2

つ
に
。

他
方
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
シ
の
慣
習
と
の
安
協
は
き
わ
め
て
大
き
い
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

と
の
大
王
閣
を
専
ら・
軍
事
力
に
の
み
頼

っ
て
支
配
す
る
と
と
は
困
難
で
、

土
着
人
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
は
ま
た
そ
の
慣
習
の
隼
重
が
必
要
で
あ
っ
た
。

ウ
ィ
p
ア
ム
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
征
服
し
た
の
は
車
な
る
征
服
者
と
し
て
で
は
な
く、

子
無
き
エ
下
ヲ
i
F
機
悔
王
の
母
の
弟
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ

ー
公
p
シ
ャ
1
ル
二
世
の
孫
と
し
て
、

E
営
な
る
後
継
者
と
し
て
で
あ
り
、

彼
は
自
ら
そ
れ
を
強
調
し
、

そ
し
て
エ
下
ワ
ー
ド
蟻
悔
王
の
諸
法

を
隼
重
す
る
こ
と
を
建
前
と
し
に
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
に
こ
の
必
要
と
し
て
強
い
ら
れ
た
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
Y
の
慣
習
の
掌
重
こ
そ
、

王

権
樹
諸
侯
の
封
立
の
局
面
に
於
て
、

設
に
王
穫
に
と
っ
で
有
利
な
作
用
を
営
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
Q

エ
ド
ワ
ー
ド
の
諸
法
の
遵
奉
は

そ
の
後
度
々
繰
返
し
聾
明
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
ノ
ル
マ
シ
朝
初
期
に
於
げ
る
、

必
要
惑
と
し
て
の
遵
奉
と
は
全
く
具
っ
た
意
味
を
持
つ
も
の
と

理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。



グ
ン
の
治
世
に
彼
の
主
導
の
下
に
グ
レ
イ
ト
9
1
で
結
ぼ
れ
た
平
和
同
盟
で
あ
り、

こ
れ
を
機
と
し
て
若
干
の

先
ヴ
我
々
は
コ
ン
ク
エ
ス
ト
以
前
の
裁
判
権
に
つ
い
て
そ
の
欣
態
を
確
認
し
て
長
く
必
要
が
あ
る
う
。

g
MU

ごMHO
S
の
最
初
は
エ
セ
ル
ス

段
S

が
成
立
し
、

円
。
可
ω
日

間｝
］

O
ω
ω

つ
い
で
前
記
ク
ヌ
l
ト
の
そ
れ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
川

他
。
裁
判
権、

就
中
刑
事
裁
判
樺
が
如
何
な
る
献
態
に
あ
っ
た
か
は
甚
だ
陵
昧
で
、

相
異
な
る
解
樺
が
見
ら
れ
る
。

即
ち
古
代
的
な
民
家
法
廷
の
活
畿
な
存
在
が、

大
陸
に
見
ら
れ
る
如
き
領
主
裁
判
権
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
侵
さ

れ
て
い
た
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
l
ム
ズ
デ
イ
・
ブ
ッ
ク
に
〈
出
訂
正

と
さ
れ
た
者
の
中
に
自
由
農
民
が
多
数
存
在

し
た
こ
と
は
一

般
に
承
認
さ
れ
て
居
り、

か
か
る
多
数
の
自
由
民
の
自
治
的
法
廷
が
活
動
し
て
い
る
所
に
於
て
は、

領
主
裁
判
権
の
護
達
は
ま

宇
大
い
に
疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

リ
l
メ
1
マ
Y
は
私
的
裁
判
樺
を
そ
の
起
源
か
ら、

長
老
的、

即
ち
不
自
由
民
・
従
者
・
家
族
に
劃
す

る
支
配
よ
り
生
や
る
も
の
、

領
地
的、

即
ち
借
地
人
に
封
す
る
地
主
の
治
安
維
持
樺
よ
り
生
歩
る
も
の
、

王
的、

即
ち
園
家
的
諸
義
務
か
ら
の

主
に
ま
る
解
放
反
び
あ
る
土
地
所
有
に
結
合
さ
れ
た
園
家
的
諸
権
利
の
授
奥
よ
り
生
やノ
る
も
の
、

更
に
一
定
。
土
地
の
所
有
者
に
封
す
る
園
家

詫
4

的
裁
判
擦
の
引
渡
よ
り
生
市ノ
る
も
の
の
四
種
に
分
類
し
た
。

と
こ
ろ
で
一

般
に
私
的
裁
判
樺
の
起
源
に
つ
い
て
は、

恐
ら
く
決
し
て
解
消
す
る

詫
5

と
と
の
な
い
で
あ
ろ
う
よ
う
な
二
設
の
針
立
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

我
々
は
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
根
本
的
な
問
題
に
立
入
っ
て
い
る
暇
は

な
い
。

我
々
の
考
察
は
領
地
的
友
私
的
裁
判
植
を
劃
象
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら、

こ
の
よ
う
な
考
慮
を
梯
わ
な
く
と
も
ほ
ぼ
誤
り
無
き

を
期
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

ア
シ
グ
ロ
・
4y

ク
ブ
Y
時
代
の
私
的
裁
判
樺
の
形
成
に
嘗
っ
て、

ま
やノ
法
令
に
現
れ、

端
緒
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
長
老
的、

就
中

位
8

従
者
に
劃
す
る
監
督
権
で
あ
っ
た
。

即
ち
七
世
紀
の
一

法
令

F
o

g

は
長
老
的
地
位
に
あ
る
も
の
の
従
者
の
行
震
を
監
督
ず
べ
き
義
務
を
示

し
、

そ
の
遂
行
の
慨
怠
に
封
し
責
任
を
と
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
Q

か
く
て
彼
等
が
何
ら
か
の
治
安
維
持
の
権
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が、

そ
れ
が
彼
の
地
位
に
結
び
つ
く
も
の
か
或
い
は
ま
た
そ
の
土
地
所
有
に
も
と
づ
く
も
の
か
は
不
明
で
あ
り、
一

部
は
彼

駐
7

註
8

一

部
は
彼
の
土
地
保
有
に
蹄
し
得
る
と
考
え
る
p
l
パ
l
マ
y
、
ζ
れ
を
承
認
す
る
ゲ
l
ベ
ル
も、
い

やれ
も
推
定
の
域

の
長
老
に
る
地
位、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
初
期
王
政

一
五
五

九



,, ',, 
司母

イ
シ
グ
ラ
シ
ド
初
期
玉

政

目

玉
六

を
出
な
い
の
で
あ
る
Q

い
・ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら

権
力
は
十
世
紀
に
至
っ
て
十
分
配
分
か
つ
規
定
さ
れ 、
エ
セ
ル
ス
タ
ン
は
王
が
彼
等
主
右
腕

性
9

と
し
て
園
家
の
統
治
に
蛍
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る。
こ
れ
ら

諸
法
が
治
安
維
持
を
義
務
と
し
に
限
り 、
そ
れ
は
長
老
に
と
っ
て
は
一
つ
の
樺
利

と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
ヲ
た。
か
く
し
て
十
世
記
に
は
い
わ
ば
時
効
に
よ
り

取
得
す
る
楼
利
の
撞
大
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

即
ち

制
度
に
よ
る
治
安
維
持
は
分
権
的
傾
向
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
D
で
あ
る。
し
か
し
ゲ
l

ベ
ル
に
よ
れ
ば 、
そ
れ
は
弱

HH］
何同
州
。
H1
R凶

慢
な
王
様
。
下 、
或
い
は
戦
時
に
あ
っ
て
は
正
に
分
樺へ
の
危
険
を
内 ，
匂
し
な
が
ら
も 、
絞
ら
が
か
か
る
権
利
を
承
認
さ
れ
た
時
の
朕
況
は
大

陸
に、
於
け
る
そ
れ
と
は
全
く

異
り 、

従
ハJ
て
イ
y
グ
ラ
ン
ド

に
於
け
る
か
か
る
樺
利
の
進
出・
侵
略
は 、
海
峡
の
彼
方 、
で
進
行
し
て
い
る
地
方

駐ω

分
髄怖
に
比
し
得
る
ほ
ど
著
し
い
も
の
で
は
・な
か
っ
た
の
で
あ
る 。
と
こ
ろ
で
我
々
は
か
か
る
権
利
乃
至
裁
判
権
が
法
廷
開
設
擦
と
い
う

意
味
に

位
U

於
て
の
裁
判
樺
で
あ
ク
に
か
否
か
を
疑
う

必
要
が
あ
り 、

ゲ
l

ベ
ル
は
そ
れ
を
否
定
守
る
の
で
あ
る
が 、
そ
の
前
に
我
々
は
ク
ヌ
1
ト

治
世
に

つ
い
て
見
て
な ，
く
必
要
が
あ
ろ
う 。

駐
日μ

デ
l
ン
王
朝
の
組
ク
ヌ
1
ト

即
位
の
時
公
権
が
諸
領
主
に
よ
っ
て
甚
だ
し
く

倦
取
さ
れ
て
い
た
と
い
う

事
態
か
ら

恐
ら
く 、
彼
の 、
令
欣一
の

形
式
で
・な
さ
れ
た
特
穫
の
確
認
乃
至
授
輿
の
著
し
さ
は
説
明
さ
れ
る

Q

即
ち
彼
が
エ
ド

モ
シ
ド

獄
逆
の
後
を
受
け
て
登
位
し
た
時 、
ま
やノ
彼
は

あ
る
積
の
裁
判
穣
が
壬
の
認
可
・

贈
奥
に
よ
っ
て
の
み
私
人
の
手
に
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る。
そ
し
て
彼
の
令
妹

に
よ
っ
て
引
渡
さ
れ
た
諸
権
利
の’
中 、
注
目
さ
る
べ
き
も
の
は
宮
FDm
s
gp
gの

自E
8
3
窓口
ω口弘
志向
B
で
あ
る。
ミ
ッ

タ
イ
ス
は

駐
お

駐
M

と
れ
を
目
し
て
ク
ヌ
l
ト
に
よ
る
下
級
裁
判
権
の
一
般
的
承
認
と
す
る。
と
れ
ら

が
管
際
何
を
具
髄
的
に
意
味
す
る
か
は
異
論
が
あ
る
が 、
と

と
で
は
そ
れ
に
立
入
る
飴
裕
は
な
い
の
で 、
た
だ
こ
れ
ら
の
承
認
が
法
廷
開
設
櫨
と
い
か
な
る
運
闘
を
持
っ
た
か
に
つ
い
て
一一
言
す
る
に
と
ど

め
た
い。

ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
時
代
の
領
主
裁
判
権
認
可
が
法
廷
開
設
穣
の
認
可
を人白
ん
だ
と
い
う
と
と
に
著
し
く

懐
疑
的
な
の
は
ゲ
l

ベ
ル
で 、

彼
は
こ
れ
を
全
く

否
定
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る。
即
ち 、
フ
ラ
シ
ク
と
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
の
特
許
さ
れ
た
不
入
擦
を
比
較
す
る
時 、
後



日
同戸
時
ω
口
問
件
目
。
。
］町

者
が
法
廷
開
設
擦
と
多
く
関
係
す
る
も
の
で
友
か
っ
た
と
い
う
結
論
を
菟
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し、

私
的
法
廷
の
開
設
に
き
わ
め
て
有

利
な
地
歩
を
ハ
Y
F
レ
ッ
ド
の
所
有
は
輿
え
る
が
、

と
の
よ
う
な
領
域
的
軍
位
の
委
譲
が
封
建
的
樺
利
と
公
的
権
利
と
の
混
融
を
容
易
閉山
し
た

と
い
う
推
定
を
支
持
す
る
明
白
な
詮
擦
は
全
く
な
い
と
読
き、

ク
ヌ
l
ト
の
令
献
に
屡
々
現
わ
れ
名
前
記一一一
つ
の
特
権
も
軍
に
裁
判
よ
り
生
宇

註
お

る
利
盆
の
取
得
権
と
解
し
て
い
る
Q

こ
れ
に
封
し
ミ
ッ
ク
イ
ス
は
ほ
ぼ
奮
設
の
線
に
副
い
つ
つ
、
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
所
有
は、

そ
れ
が
完
全
に

封
建
化
乃
至
私
有
化
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
承
認
し
な
が
ら
も
、
領
主
裁
判
樺
を
私
人
の
領
地
内
の
取
締
を
は
る
か
に
越
え
し
め
た
と
し
、

前
記
三
特
擦
に
つ
い
て
は、

取
扱
の
自
明
な
窃
盗
に
関
す
る

際
市

で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

し
か
し
と
の
場
合
彼
の
奉
げ
る
反
詮
は、
ハ
y
ド
レ
ッ
F
全
鰭
が
私
人
に
輿
え
ら
れ
て
い
る
例
の
か
な
り
寅
汎
な
存

詐
げ

在、

及
び
従
来
裁
判
の
賓
施
に
営
っ
て
い
な
か
っ
た
人
々
に
公
的
裁
判
擦
を
委
ね
る
こ
と
は
困

t

難
で
あ
っ
た
る
う
と
す
る
推
定
の
み
で
、

甚
だ

不
十
分
と
言
わ
怠
ば
な
ら
な
い
。
一

所
領
の
保
有
が
一
ハ
Y
F
レ
ッ
ド
全
館
の
委
譲
を
伴
う
仕
方
で
行
わ
れ
た
ハ
Y
F
レ
ッ
ド
の
譲
興
は、

裁

判
官
の
任
命
と
裁
判
よ
り
生
宇
る
利
益
を
私
人
の
も
の
と
し
た
が
、

訴
訟
手
績
と
法
廷
の
構
成
は
奮
の
ま
ま
だ
っ
た
の
で
あ
加
か

コ
ン
ク
広
ス
ト
後
は
勿
論
保
有
関
係
の
愛
化
、
外
閣
の
身
分
観
念
及
び
開
廷
擦
と
い
う
封
建
的
理
念
の
職
入
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
も
賞

然
襲
佑
し
た
の
で
あ
る
が、

少
く
と
も
エ
ド
ワ
ー
ド
蟻
悔
壬
時
代
の
慣
習
の
寧
重
と
い
う
と
と
は、

い
わ
ば
無
保
件
に
封
建
的
裁
判
擦
を
承
認

す
る
こ
と
を
妨
げ、

主
の
認
可
に
よ
っ
て
の
み
裁
判
権
を
有
す
る
原
則
を
保
ち
、

ま
に
老
大
な
裁
判
樺
を
集
積
し
て
い
な
か
っ
た
ア
ン
グ
ロ
・

を
除
き、

他
の
三
者、

は
法
廷
開
設
構
を
含
む
裁
判
擦
の
認
可

サ
ク
ソ
ン
貴
族
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
・
ク
ウ
ォ
ー
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
擦
の
活
躍
す
る
買
い
範
園
を
確
保
す
る
こ
と
を
許
し
た
の
で
あ
る
。

と
と
に
同
時
代
の
他
慮
に
見
ら
れ
な
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
権
の
強
大
に
特
に
有
利
に
作
用
し
た
要
因
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
が、

そ
れ
は
多
数

の
自
由
農
民
の
存
在、

州
及
び
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
法
廷
の
活
動
に
表
徴
さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド’
の
後
進
性
乃
至
古
代
性
に
そ
の
起
源
を
認
め
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。

更
に
、

ノ
ル
マ
Y
デ
ィ
ー
に
於
て
は
公
が
強
カ
に
な
る
以
前
に
数
世
代
に
わ
た
っ
て
既
得
権
を’
集
積
し
た
諸
侯
領
が
充
満
し

て
い
た
の
に
封
し、

イ
ン
グ
ラ
シ
ド
に
於
て
は
征
服
に
よ
っ
て
E
大
友
王
領
地
が
主
の
自
由
に
な
り
、

と
れ
の
授
封
に
営
っ
て
、

裁
判
権
ば
玉

イ
シ
グ
ラ
シ
ド
初
期
王

政

一

五

七
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イ
シ
グ
ラ
シ
F

初
期
王
政

、、

陸
川日

の
認
可
に
基
づ
く
と
い
う

原
則
を
確
定
・

賓
施
す
る
有
利
性
が
あ
り
、

ζ
れ
が
王
擢
の
強
力
の
一

閃
で
あ
っ
た
と
と
も

否
定
し

得
な
い

。

し
か、

一
五
八

し
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
枇
曾
の
古
代
性
に
劃
す
る
評
債
は
よ
り

大
き
く

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
Q

元
も
と
の
古
代
性
の
評
債
は
か
つ
て
過
大
で
あ
り
、

ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ゾ
ン
時
代
に
封
建
制
の
存
在
し
た
こ
と
が
一

般
に
か
な
り

強
く

主
張

さ
れ
た
の
で
あ
る
が

、

そ
の
こ
と
白
樺
は
正
営
で
あ
る
に
し
て
も 、

世
曾
的
殻
展
に
於
け
る
大
陸
と
の
差
異
を
否
定
し

、

同
様
の
杭
舎
と

考
え

る
に
瓜
は
許
さ
れ
な
い

。

制
度
史
的
に
類
似
関
係
が
認
め
ら

れ
て
も 、

直
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
を
同
一

と
解
轄
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
う
Q

設幻

先
に
述
べ
た
三
特
権
に
闘
す
る
ミ
ッ

ク
イ
ス
の
理
解
も 、

こ
の
危
険
に
陥
ク
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
彼
の
私
鞍
に
閲
す
る
見
解 、

即
ち
征

服
前
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
私
戟
禁
止
令
の
存
在
し
な
い
こ
と
は

、

園
民
性
に
も
と

づ
く
も
の
か
或
い
は
外
敵
に
劃
す
る
閉
鎖
性
に
も
と

づ
く
も

詫m

a

F

の
か
不
明
で
あ
る
と
す
る
考
え
も 、、

私
戟
は
枇
舎
が
あ
る
一

定
の
後
濯
を
途
げ
た
時
に
の
み
後
生
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、

よ
り

本
質
的

な
疑
問
を
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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