
タ

キ

ッ

ス

の

｢ダ
ル

マ

ニ

ヤ
｣
に
現
れ
た
徒
士
制

明

比

連

朝
.A.

･
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I.:
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部
構
造
乃
至
経
緯
的
基
礎
と
し
て
ゐ
る
｡
こ
れ
ら
の
諸
要
素
竺

朝

一
夕
に
成
耳
し
た
も
の
で
は
な
く

長
い
歴
史
町
過
程
の
産
物
で
あ

っ

Li｡
荘
園
制
度
は
封
建
制
度
よ
り
も
蓬
に
古
い
｡
封
地
制
度
の
源
流
誓

ロ
ー
マ
時
代
の
思
賃
制
度

(
p
r
ecarium
U
や
恩
給
制
度

(

b
e
n
e
f
ic
iu

m
)の
中
に
あ
る
0
叉
荘
園
の
封
地
化
は
､
土
地
私
有
制
の
基
礎
の
上
に
土
地
の
所
有
棟
と
占
有
樺
と
用
益
椎
と
の
三
者
が
分

I_

化
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
｡

こ
の
分
化
は
-

マ
時
代
に
於
て
漸
次
行
は
れ
1
1も
の
で
あ
-つ
&
.

封
建
的
主
従
制
は
､

ロ
ー
マ
人
や
'

ガ
サ

ヤ
人
や
､
ゲ
ル
マ
ン
人
の
問
に
虞
-
行
ほ
れ
た
古
代
の
私
的
保
護
制
に
由
束
す
る
も
の
で
あ
る
O

封
建
的
主
従
制
の
源
流
と
し
て
,
ク
キ
ッ
ス
の

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
に
現
れ
た
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
が
'
塾
界
に
於
て
多
年
論
議
の
封

象
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
周
知
の
通
-
で
あ
る
○
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
と
封
建
的
主
従
制
ど
の
問
に
は
'
幾
多
の
類
似
点
が
あ
る
と
共

に
木
質
的
な
相
違
が
あ
る
｡
又
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
は
ゲ
ル
マ
ン
人
喝
特
の
も
の
で
も
な
く
'
ゲ
ル
マ
ン
人
が
ガ
ヮ
ヤ
に
定
着
す

るに

至
っ
た
時
代
廉
く
線
等
の
間
に
行
ほ
れ
て
ゐ
た
も
の
で
も
な
い
.
而
し
ゲ
ル
マ
ン

人
が
従
士
制
の
習
慣
と
嶺
念
亡
を
携

へ
て
ガ
サ
ヤ
に
入

一.JJ･_∴l;
讃
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来
っ
た
こ
と
は
否
定
出
奔
な
5
事
箕
で
あ
る
O
要
す
る
に
'
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
が
封
建
的
主
鍵
制
の
唯

1
の
且
つ
直
積
の
母
胎
で

は
な
い
け
れ
ど
も
'
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ク
王
園
に
於
け
る
封
建
的
主
従
制
の
成
立
に
或
る
程
度
寄
興
し
て
ゐ
る
こ
亡
は
確
か
で
あ
る
｡
こ
れ

等
の
点
を
全
面
的
に
論
究
す
る
と
と
は
'
こ
の
小
論
の
よ
く
す
る
所
で
は
な
い
｡
こ
こ
に
は
只
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
に
関
し
て
'
ク
キ

ッ
ス
の

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
本
文
に
即
し
て
'
二
三
の
点
を
考
察
し
て
見
度
い
｡

二

先
づ
第

1
に
首
領

〔princeps
U

及
び
従
士

(com
es)
と
い
ぶ
言
葉
に
つ
い
て
吟
味
し
た
い
｡
p
ri
11CepSと
い
ふ
言
葉
は
､
r
ゲ
ル

マ
ニ
ヤ
｣
の
中
で
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
第

1
は
国
家
の
首
長
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
｡
例

へ
ば
ー
占
の
こ
と
を
鼓
し

た
第
十
章
に

神
馬
の
噺
き
に
よ
っ
て
膏
凶
を
占
ふ
方
法
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
'
そ
の
中
に
｢神
官
及
び
王
又
は
国
家
の
首
長
が
(

r
e

x

v
･

e
t
p
rin
cep
s
civ
ita
tisU
馬
の
後
に
従
っ
て
馬
の
噺
き
及
び
鼻
息
を
検
す
る
〕
｣

と
5
ふ
文
句
が
あ
る
.
こ
の
場
合
の
p
ri
n
CepSは
王
亡

ま
で
望
1日
へ
な
い
に
し
て
も
'
王
に
準
ず
べ
き
各
部
族
国
家

(civ
it
as)の
首
長
を
意
味
す
る
と
ど
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
第
二
は
囲
政
道

用
上
の
中
枢
と
L･.
る
国
家
の
長
老
ビ
い
ぶ
意
味
で
あ
っ
て
､
ロ
ー
マ
Iの
元
老
院
議
員
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
｡
民
禽

(8
n
Ciliu
m
)

の
こ
と
を
赦
し
た
第
十

1
茸
の
胃
頭
に
次
の
や
う
な
文
章
が
あ
る
｡

｢
小
事
に
つ
い
て
は

ハde
m
in
oribu
s
rebu
sU
長
老
達
が

(p
r･

in
c
ip
es
U

審
議
し
'
大
事
に
つ
い
て
は

〔de
m
ajoribus

U

全
国
民
が
審
議
す
る
｡
而
し
決
定
権
が
人
民

(p
leb
sU
に
あ

る
事
柄

で

も
､
改
め
長
老
達
の
審
議
に
附
せ
ら
れ
る
｣
ご

の
文
章
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
'
ゲ
ル
マ
ン
人
の
部
族
国
家
に
於
て
は
､
聾
大
な
る
事

柄
の
最
後
的
決
定
権
は
人
民
全
体
の
手
に
あ
つ
た
が
'
立
法
上
行
政
上
特
殊
L･t権
能
を
持
つ
1
部
少
数
の
特
権
者
が
あ
っ
て
'
そ
れ
が
政

治
の
中
枢
的
役
割
を
輯
じ
て
ゐ
た
｡
民
合
は
イ

ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
を
執
る
の
で
も
な
く
'
又
論
議
す
る
の
で
も
な
-
'
濠
砂
長
老
達
の
間
に

於
て
審
議
せ
ら
れ
た
事
柄
に
射
し
て
'
可
否
の
意
志
琴
不
を
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
民
合
の
所
管
事
項
た
る
大
事
と
は
'
例

へ
ば

＼
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王
及
び
将
軍

(d
u
ces)
の
選
出
､
郷

Cpa
g
us
U

村

(

vicusU
の
裁
判
を
行
ふ
裁
判
官
の
選
出
'
宣
戦
梢
和
の
問
題
､
若
人
を

一
人
前

の
公
民
と
し
て
公
認
す
る
成
年
式
等
で
あ
っ
た
｡

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
に
は
'

1
椴
人
民

(plebsU
と
直
別
し
て
'

1
呪
上
位
に
在
る
貴

族
の
こ
と
を
procer(
第
十
章
)
.n
o
bi
li
s
(
第
十
四
章
)
､c
larus(
第
十
六
章
U

等
の
語
を
以
て
表
し
て
ゐ
る
｡
第
十

1
茸
の
長
老
の
意

味
に
用
ひ
ら
れ
た
p
rin
c

i

p
e
s
は
貴
族
全
体
で
は
な
-
て
そ
の
1
部
で
あ
ら
う
.
こ
の
長
老

(p
ri
n

cip
e
s)
は
公
的
な
存
在
で
あ
り
'
図

表
的
機
能
の
遂
行
者
で
あ
っ
て
七
草
に
私
的
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
従
士
の
首
領
と
し
て
の
p
rin
cip
esと
は
別
物
で
あ
る
｡
第
三
は
郷

(

p
a
g
u

sU
及
び
村

(v
ic
u
s
)
の
裁
判
を
掌
る
裁
判
官
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
｡
裁
判
の
こ
と
を
赦
し
た
第
十
二
章
に
次
の
や
う
な
文
句
が
あ

ち
.

｢
同
じ
と
の
民
合
に
於
て
'
郷
及
び
村
に
裁
判
を
行
ふ
裁
判
官

(p
rin
ci
pes)
も
選
ば
れ
る
.
彼
等
に
は
夫
々
r
般
人
民
の
中
か

●

ら

(
ex
.p】ebeU
百
人
宛
の
陪
席
者

(
com
it

es)が
助
言
を
輿

へ
且
つ
威
儀
を
添

(
る
た
渦
に
陪
席
す
る

〔a
d
su
n
tU
.
｣

こ
れ
で
.見

る
と
､
グ
ル
マ
ン
人
の
部
族
国
家
は
多
-
の
郷

(p
ag
iU
及
び
村

(
vi
ciし

に
分
れ
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
.
こ
の
p
ag
u
s及
び
v
icu
sの
性

質
に
つ
S
て
は
多
-
の
議
論
が
あ
る
が
今
こ
こ
に
は
こ
の
間
題
に
解
れ
な

い
｡
第
十
二
章
に
あ
る
裁
判
椎
行
使
者
と
し
て
の

p
r
n
cip
e
3

の
陪
席
者
も
ー
従
士
制
度
の
と
ど
を
叙
し
た
範
十
三
章
'
第
十
四
章
の
首
領
と
し
て
の
p
ri
n
ci
pes
の
従
士
も
'
共
に

com
ites
と
い

I

ふ
同
b
T言
葉
で
稀
ば
れ
て
ゐ
る
の
で
'
第
十
二
章
の
裁
判
椎
行
使
者
と
し
て
の
p
rin
cip
esと
第
十
三
章
の
首
領
と
し
て
の
p
rincipes

亡
が
､
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
と
S
ふ
疑
問
が
生
す
る
｡
而
し
両
者
は
次
の
如
き
理
由
に
よ
っ
て
'
少
-
･と
も
概
念
上
別
個
の
も
の
で
あ

る
と
考

へ
ら
れ
る
｡

●

先
づ
第

l
に
裁
判
権
行
使
者
と
し
て
の
p
rin
cip
esは
公
的
な
職
掌
を
帯
び
る
者
で
あ
り
'
民
倉
に
於
て
公
民
全
体
に
よ
っ
て
選
出
さ

･

れ
る
｡
而
る
に
従
士
の
首
領
と
し
て
の
p
ri
n
cipesは
後
で
説
明
す
る
如
-
私
的
な
存
在
で
あ
っ
て
'
従
士
が
個
姥
に
個
人
的
に
こ
れ
iU

選
定
し
て
首
領
と
従
士
と
の
関
係
が
結
ば
れ
る
｡
次
に
'
裁
判
権
行
使
者
と
し
て
の
p
ユ
n

cipesの
陪
借
着
た
る

B
m
ite
sと
首
領
と
し

て
の
p
rin
cip
es
の
従
士
た
る

comi
te
S

と
は
同
じ
も
の
で
紘
な
い
.
前
者
は
裁
判
に
当
っ
て
'
助
言
を
輿

へ
威
儀
を
添

へ
る
た
め
に
裁

94-
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判
官
に
陪
席
す
る
ノ(
a
d
su
n
t
)
の
で
あ
る
が
､
後
者
は
首
領
の
生
命
を
保
護
し
'
戦
に
於
て
生
死
を
共
に
す
る
た
め
に
首
領
に
つ
き
従
ふ

〔sectantur)
の
で
あ
る
｡
陪
席
者
た
る

COmi
t
es
は
'
従
士
の
如
-
常
に
p
rin
cipes
に
近
侍
す
る
も
の
で
は
な
-
し
て
'
裁
判
の

時
だ
け
陪
席
し
た
も
の
に
相
達
な
S
｡
文
雄
士
に
は
数
の
限
定
は
な
い
｡

｢
首
領
の
間
に
は
最
も
多
数
の
精
錬
な
る
従
士
を
集
め
ん

と
す

る
激
列
還

る
穀
等
が
行
は
れ
る
｣
よ
い
ふ
第
十
三
章
の
文
句
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く

首
領
の
問
に
は
､
茸
力
要
望
の
大
小
に
従
っ
て

各
自
の
擁
す
る
従
士
の
数
に
差
が
あ
っ
た
｡
而
る
に
陪
席
者
の
敦
は
'
各
p
ri
n
ceps
毎
に
k=
人
宛

(
cente
n
i)
と
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
｡

又

｢
常
に
多
数
の

一
騎
当
千
の
若
者

の
群
(ju
ven
u
m
gl
obus)に
と
-
か
こ
ま
れ
て
ゐ
る
こ
亡
は
｣
と
い
ふ
第
十
三
章
の
文
章
に
よ
っ

て
明
ら
か
な
如
く

首
領
の
従
士
は
青
年
で
あ
っ
た
｡
両
る
に
裁
判
官
の
陪
席
者
た
る

cOm
it
eSは
一
般
人
民
の
中
か
ら

(.ex
p
td
.)2)

選
ば
れ
る
｡
随
つ
て
､
第
十
二
章
の
･com
it
es〔
陪
席
者
)
と
第
十
三
幸
'
第
十
望

早
の

com
ites
(
綻
士
)
と
は
'
名
稀
は
同
じ
で
あ

る
が
別
個
の
も
の
で
あ
る
｡
か
か
る
理
由
に
よ
っ
て
第
十
二
章
の
裁
判
権
行
使
老
た
る
p
rin
cip
esと
'
第
十
三
章
､
第
十
四
章
の
従
士

の
首
領
だ
し
て
の
p
ri
n
cip
esと
が
少
く
亡
も
概
念
上
別
個
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
菅
際
上
両
者
が
結
合
し
て
ゐ

て
'
同

1
人
が
首
領
で
あ
る
と
同
時
に
裁
判
官
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
朗
で
あ
る
｡

p
rin
ceps
が
国
家
の
首
長
'
長
老
及
び
裁
判
官
の
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
上
述
の
通

り
で
あ
る
｡
第
四
は
'
前
記
の
説
明
に

於
て
も
度

々
解
れ
た
如
く

本
論
の
主
題
た
る
従
士
の
首
領
と
い
ふ
患
味
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
prin
cepsは
従
士

ハ
com
esU
の
固
体

(Com
it
atus
)
の
首
筋
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
'
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
即
ち
首
領

(
p
rin
ceps)
と
従
士

〔
tom
es
)
と
の
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
､

coi11eSと
い
ふ
言
葉
の
意
義
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

【
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劣
等
者
の
意
味
で
あ
っ
た
｡

｢
人

に
従
ふ
者
を

com
es
と
稀
ぶ
｣

と
法
聾
者
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
言
っ
て
ゐ
る
｡

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
第
十

三
章
に
も
'

｢
従
士
の
闇
に
は
席
次
の
高
下

(

gradu
s
)
が
あ
る
｡
こ
の
席
次
は
彼
等
が
従
ふ
首
領
の
制
定
に
よ
っ
て

〔
ju
d
icio
e
j

u
s
q
u

em
.sectaTlturU
定
ま
る
'J
と
い
ふ
文
句
が
あ
る
｡

COm
eS
は
d
ux
に
封
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
t
d
ux
が

｢
先
に
立
つ
人
｣
で

あ
る
に
射
し
て
t

com
es
は

｢
後
に
従
ふ
人
｣
を
意
味
す
る
.

ロ
ー
マ
に
も
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
に
軸
似
し
た
性
質
を
も
っ
た
私
的

保
護
制
が
廉
-
行
ほ
れ
て
ゐ
た
｡
保
護
者

〔patronus
U

或
は
主
人
に
封
し
て
'

そ
の
保
護
下
に
在
る
被
護
民
の
こ
と
を

1
椴
的

には

ctiens
と
栴
ん
だ
が
'

一
般
的
被
護
民
よ
り
多
少
身
分
の
高
い
被
護
良
を
稀
ぶ
場
合
に
は

com
esと
い
ふ
名
稀
を
用
ひ
､
更
に
親
近
に
し

て
地
位
の
高
い
被
護
民
を
群
ぶ
場
合
に
は

am
icu
s
(朋
友
U

と
い
ふ
名
辞
を
以
で
し
た
.

｢
こ
れ
等
貴
族
の
若
者

の
多
-
紘

(
p
teri
q_

u
e

n
o
bilium
a
d
u
L

escen
tiu
m
)
自
ら
求
め
て
戦
を
し
て
ゐ
る
部
族
の
と
こ
ろ

へ
出
掛
け
て
行
-
｣
と
い
ふ
第
十
四
章
に
あ
る
文
章
中

Q

｢
貴
族
の
若
者
｣
は
'
首
領
で
は
な
く
七

従
士
の
こ
と
を
指
し
て
ゐ
る
も
の
ビ
息
は
れ
る
か
ら
､
グ
ル
マ
ン
人
の
従
士
の
少
-
と
も
中

堅
は
貴
族
の
青
年
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
そ
う
と
す
れ
ば
'
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
は
ロ
ー

マ
の

8
m
eS
よ
-
も
寧
ろ

ami
cusに
近
い
も
の

で
あ

っ
た
で
あ
ら
う
｡

い
づ
れ
に
し
て
も

COm
eS
は
同
等
者
た
る
朋
輩
で
は
L･.
か
つ
た
｡
こ
れ
は
'

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
第
十
三
章
に
あ
る

｢
従
士

(com
it･

eS)
の
列
に
加
は
る
こ
と
は
､
少
し
も
恥
辱
と

は
考

へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
｣
と
い
ふ
文
句
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
cOm
it

es
の
列
に

加
は
る
こ
と
は
､
首
領
の
従
者
に
な
る
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
､
そ
れ
が
恥
辱
と
な
ら
な
い
の
は
'
そ
れ
は
強
制
に
よ
る
も
の
で
紘
な

く
て
自
由
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
り
'
両
も

COm
eS
に
な
る
者
は
不
自
由
民
で
な
い
ば
か
り
で
な
-
'
多
-
は

f
般
自
由
民
よ
り

l
段

地
位
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
｡

com
esと
い
ふ
言
葉
の
意
味
が
以
上
の
通
り
で
あ
る
ば
か
-
で
な
-
､
第
十
三
章
'
第
十
四
章
の
記
述
に
表
れ
た
従
士
制
の
具
体
的
内

容
が
'
首
領
と

cOm
eSと
の
閲
係
を
趨
砂
て
明
瞭
に
示
し
て
ゐ
る
｡

｢
首
領
を
守
護
L
t
自
己
自
身
の
武
功
を
さ

へ
首
領
の
名
啓
に
厨
す

- 96･-
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る
こ
と
が
'
従
士
の
第

1
の
誓
｣
で
あ
-
'

｢
首
領
は
勝
利
の
た
め
に
戟
ひ
'
従
士
は
首
領
の
た
め
に
哉
ふ
｣
の
で
あ
-
ー
｢首
領
が
戦
死

し
た
の
に
自
分
だ
け
生
命
を
完
う
し
て
戟
蒙
か
ら
生
還
す
る
こ
と
は

一
生
涯

の不
面
目
で
あ
る
｣

〔
苑
十
四
章
)o
要
す
る
に
p
rin
c
epsL

は
首
衝
で
あ
り
t

cOm
eSは
首
領
に
生
命
の
み
な
ら
ず
名
替
ま
で
も
捧
げ
た
従
士
で
あ
っ
た
.

か
-
の
如
-
'
従
士
は
自
己
の
生
命
も
名
撃
も
意
志
も

一
切
哲
挙
げ
て
こ
れ
を
首
領
に
捧
げ
'
全
身
全
霊
を
首
領
の
中
に
没
入
す
る
の

で
あ
る
が
.'
そ
れ
は
全
-
自

発
的
意
志
に
基
-
の
で
あ
り
ー
捉
士
と
首
領
と
の
個
人
的
人
格
的
結
合
に
基
-
の
で
あ
る
.
従
士
は
自
己
を

捧
げ
る
に
足
る
人
物
を
‖
ら
の
意
志
に
よ
ハノ
て
選
定
す
る
の
で
あ
っ
て
ー
す
で
に
走
っ
た
首
領
を
上
か
ら
押
し
っ
け
ら
れ
る

の

で

は
払

い
｡
貴
族
の
中
で
も
特
に
名
門
の
出
身
者

〔insign
is
nobilitas)'
又
は
殊
動
を
立
て
た
先
組
を
持
つ
者
の
中
に
は
'
若
年
に
し
て
首

領
に
な
り
得
る
も
の
も
あ
る
｡
而
し
原
則
と
し
て
'
嘗
力
が
具
り
十
分
質
倍
を
章
挿
し
た
後
で
な
け
れ
ば
首
領
に
は
な
れ
な
い
.
第
十
三

●

葦
の

"ceteri
s
robus
tio
r
ibus
a
c
ja
m
p
ridem
p
ro
ba
tis
a
d
g
r
e
g
a
n
tu
r
"
の

1
句
は
壊
著
聞
に
大
に
議
論
の
あ
る
文
句
で
あ
る

が

ー

｢
他
の
首
領
達
の
場
合
は
ー
資
力
が
具
-
'
十
分
そ
の
虞
債
を
葺
証
し
た
る
後
従
士
が
そ
の
周
囲
に
集
る
｣
と
詳
す
べ
き
も
の
で
あ

る

｡
｢
首
領
達
の
問
に
も
､
最
も
多
数
の
精
鋭
な
る
従
士
を
集
め
ん
と
す
る
激
烈
な
競
争
が
行
は
れ
る
｣

〔第
十
三
茸

)
と
い
ぶ
文
句
か

ら
'
従
士
が
自
由
に
首
領
を
撃
史
す
る
こ
と
が
出
猟
た
と
い
ふ
結
論
を
等
-
JJ
と
は
早
計
で
あ
る
に
し
て
も
ー

｢
若
者
の
図
体
｣

(
j

u
v
･

e
n
u
m

g
lo
bus)と
い
ふ
言
葉
か
ら
推
し
て
ー
従
士
は

7
定
年
齢
に
達
す
れ
ば
首
領
の
許
を
去
っ
て
､
他
の
普
通

)
蝦
の
公
民
の
生
活
に

復
障
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡

詰
-
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
は
ー
世
襲
的
で
な
い
の
み
L･.
ら
す
終
身
的
で
も
な
か
っ
た
｡
尤
も
首
領
と
綻
士
'
保
護
者
と
被
護
民
の
如
き

私
的
保
護
閲
係
が
'
終
身
化
並
び
に
世
襲
化
す
る
自
然
的
傾
向
を
持
っ
て
ゐ
る
こ
と
比
率

へ
な
い
｡
特
に
そ
れ
が
畢
L･4
る

l
身
上
の
囲
係

に
止
ま
ら
な
い
で
ー
保
護
者
の
側
か
ら
の
土
地
の
給
付
'
或
は
被
護
民
の
所
有
地
の
保
護
と
い
ふ
や
う
な
土
地
の
甜
係
を
含
ん
で
ゐ
る
歩

合
に
は
､
こ
の
傾
向
は
更
に
強
化
さ
れ
る
｡
ロ
ー
マ
の
私
的
保
護
制
に
於
て
も
ー
原
則
と
し
て
は
保
護
幽
係
は
自
由
意
志
的
で
あ
-
ー
本

97
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人
限
り
の
も

り
で
あ
っ
た
が
'
茸
際
上
は
世
襲
化
の
帝
が
現
れ
て
ゐ
た
｡
但
し
箕
際
上
は
保
護
関
係
が
世
襲
さ
れ
る
場
合
で
も
'
代
替
か

毎
に
新
た
に
保
護
関
係
設
定
の
意
志
表
示
を
し
た
の
で
あ
っ
て
ー
こ
の
点
に
於
て
'
保
護
関
係
は
封
建
制
度
下
の
領
主
と
農
奴
の
関
係
亡

は
異
る
O
保
護
関
係
は
強
者
と
弱
者
と
の
間
の
上
下
の
関
係
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
飽
迄
自
由
民
と
自
由
民
と
の
問
の
自
由
意
志
的
関
係

で
あ
っ
て
ー
領
主
と
農
奴
の
関
係
の
如
き
不
自
由
民
に
封
す
る
強
制
的
'
義
務
的
関
係
で
は
な
い
｡
と
に
か
-

｢
ダ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
に
現
れ

た
ゲ
ル
マ
ン
人
の
綻
士
制
は
'
次
に
述
べ
る
如
く
土
地
関
係
を
含
ま
す
'
又
封
建
的
主
従
関
係
の
如
く
世
襲
的
で
も
な
か
っ
た
｡
原
則
と

し
て
'
首
領
は

｢
驚
力
が
具
り
'
十
分
虞
債
が
証
明
さ
れ
た
後
｣
で
な
け
れ
ば
ー
従
士
か
ら
首
領
と
し
て
仰
が
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
従
士
に
封
し
て
首
領
が
槍
､
軍
馬
を
下
賜
し
､
食
事
を
拾
す
る
こ
と
は
第
十
四
章
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
'
従
士
の

奉
仕
に
関
す
る
報
酬
と
し
て
土
地
を
拾
付
す
る
こ
と
は
何
朗
に
も
見
え
な
い
｡
こ
の
点
が
,
後
世
の
封
建
的
従
者
制
と
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従

士
制
と
を
封
比
す
る
歩
合
に
最
も
問
題
に
な
っ
た
点
で
あ
っ
て
､
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
が
'
そ
の
軍
事
的
性
格
や
主
従
閲
係
の
性
質
に

於
て
､
多
分
に
封
建
的
主
従
制
の
面
影
を
有
す
る
に
拘
は
ら
す
ー
封
地
の
授
受
を
不
可
欠
の
要
素
と
す
る
封
建
的
主
従
制
と
根
本
的
に
相

●

違
す
る
点
は
こ
こ
に
在
る
｡

｢
常
に
精
鋭
な
る
若
者
の
群
に
よ
っ
て
と
-
囲
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
'
平
時
に
於
て
は
名
馨
で
あ
-
'
戦
時
に
於
て
は
身
の
守
り
で
あ

る
｡
従
士
園
の
数
と
勇
気
と
に
於
て
卓
越
し
て
お
れ
ば
'
自
己
の
囲
民
の
間
ば
か
り
で
な
-
､
近
隣
諸
邦
の
間
に
於
て
も
名
聾
と
光
栄
と

を
獲
得
す
る
｡
何
と
な
れ
ば
'
か
か
る
有
力
者
は
諸
因
使
節
の
来
訪
と
書
物
を
受
け
'
し
か
も
彼
等
の
名
聾
そ
の
物
に
よ
っ
て
'
戟
尊
を

決
定
す
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
J
｣

(第
十
三
章
〕

首
領
の
力
妊
か
く
の
如
-
大

き
い
け
れ
ど
も
'
従
士
の
首
領
と
し
て
の
彼
等
の

存
在
は
飽
迄
私
的
な
も
の
で
あ
っ
て
'
園
家
的
機
能
を
も
つ
将
軍

〔d
u
ces)
や
'
長
老
や
'
裁
判
官
の
如
き
公
的
な
存
在
で
は
な
い
｡

首
領
は
箕
力
と
聾
望
が
あ
る
か
ら
ー
図
表
が
戦
争
を
蓮
行
す
る
場
合
'
将
軍
は
多
-
彼
等
の
問
か
ら
選
ば
れ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
而
し
将

軍
は
民
倉
に
於
て
公
式
に
選
出
さ
れ
る
の
で
あ
-
'
国
民
が
将
軍
の
指
揮
に
従
ふ
.の
は
'
公
の
目
的
の
た
め
に
国
民
の
必
然
的
義
務
と
し

｣ 98｣
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て
従
ふ
の
で
あ
っ
て
､
祐
士
亡
首
領
の
頗
係
が
私
的
､
個
人
的
関
係
で
あ
る
の
ど
は
本
質
的
に
異
る
｡
首
領
は
終
え
や
従
士
閲
を
率
ゐ
て

戦
争
に
山
揖
け
る
｡

｢
こ

れ
等
貴
族
の
若
者
達
の
多
く
は
'
組
園
が
泰
平
無
事
の
中
に
沈
滞
し
て
ゐ
る
場
合
に
は
'
自
ら
求
め
て
'
撃
k1

し
て
ゐ
る
閥

に出
拭
け
て
ゆ
-
｡
･･････-
･･･多
数
の
経
士
を
養
ふ
に
は
'
暴
力
と
戦
に
ょ
る
外
妊
な
い
か
ら
で
あ
る
TJ
〔第
十
四
章
∪

だ
か
ら
彼
等
の
戦
年
は
~
公
の
た
め
の
戦
争
で
も
な
け
れ
ば
ー
国
家
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
､
純
然
た
る
私
の
目
的
の
た
め
に
行

ふ
私
的
戦
等
た
る
に
す
ぎ
か
い
･
要
す
る
に
-
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
は
国
家
組
続
の
埠
外
に
在
る
法
律
外
の
生
活
慣
習
で
あ
っ
た
｡
そ

れ
は
封
建
的
主
従
制
の
如
く
政
治
体
制
化
.し
た
も
の
で
は
な
く
て
'
政
治
体
制
の
外
に
在
っ
た
｡

＼

官

ン

従
士
囲
1日
生
活
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
｡
彼
等
の
生
活
の
主
た
る
内
容
を
な
す
も
の
は
戦
学
で
あ
っ
た
｡
発
に
引

用

し

た

如

-
､
画
家
が
交
戦
中
で
な
い
の
に
拘
ら
ず
ー
自
ち
求
め
て
隣
邦
の
戦
争
に
参
加
す
る
.
ク
キ
ッ
ス
は
そ
の
原
因
と
し
て
'
彼
等
の
好
戦
的

性
質
と
'
首
領
が
従
士
に
恩
賞
を
輿

へ
彼
等
を
給
養
す
る
菅
際
上
の
必
要
と
を
挙
げ
て
ゐ
る
｡
血
に
よ
っ
て
獲
得
し
得
る
も
の
を
汗
に
よ

っ
て
獲
得
す
る
こ
亡
は
怠
惰
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
綻
士
園
の
倫
理
で
あ
っ
た
｡
平
時
に
於
て
は
､
陪
々
は
狩
抱
も
や
る
が
'
多
く
は
惰
眠

と
飲
食
に
陣
を
過
ご
す
｡

｢
彼
等
に
土
地
を
耕
作
し
収
穫
を
期
待
す
べ
-
説
得
す
る
よ
り
も
ー
敵
に
戦
を
挑
ん
で
負
傷
す
る
こ
と
を
説
絡

す
る
方
が
安
易
で
あ
る
J
L

(

第
十
三
章
〕

彼
等
は
平
穏
を
嫌
悪
す
る
と
同
時
に
無
馬
を
好
む
｡

周
知
の
如
-
'
ク
キ
ッ
ス
時
代
の
ゲ
ル
マ
ン
人
は
多
数
の
部
族
国
家

ハciv
i.ta§
)
に
分
か
れ
て
'
相
互
の
問
に
闘
争
が
絶

え

な

か
っ

た
｡
宗
教
上
或
は
軍
事
上
の
目
的
か
ら
､
こ
れ
等
部
族
国
家
の
間
に
局
部
的
な
困
結
は
あ
つ
た
が
'
全
体
的
統

一
は
な
か
っ
た
｡
ゲ
ル
マ

ン
人
相
互
の
静
に
於
け
る
固
守
の
敗
残
者
が
'
生
活
の
接
点
を
求
め
て
次
々
に
ロ
ー
マ
飼
円
へ
逃
避
し
た
｡
所
謂
民
族
移
動
と
は
'
多
-

の
場
合
と
の
現
象
に
外
な
ら
な
か
っ
た
｡
ク
キ
ッ
ス
は

｢
ダ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
第
三
十
三
軍
に
於
て
､
ロ
ー
マ
帝
国
の
無
力
化
を
'
ゲ
ル
マ
ン

一

一ノ一

ノ
一

.

.

-
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人
相
互
阻
の
闘
等
に
関
聯
せ
し
め
て
次
の
如
き
痛
烈
望

一一円葉
で
諭
し
て
ゐ
る
｡

｢
P
I
マ
帝
国
の
運
命
が
切
迫
し
た
現
在
'
最
早
運
命
の

女
神
が
敵

(
ゲ
ル
マ
ン
人
の
こ
と
)
同
志
の
不
和

(
h
o
stiu
m
discord
ia
)
以
上
の
大
き
い
も
の
を
吾
々
に
輿

へ
る
こ
と
が
出
来
な
い

と
す
れ
ば
'
願
く
は
こ
れ
等
グ
ル
マ
ン
諸
部
族
の
問
に
'
よ
し
吾

々
ロ
ー

マ
人
に
封
す
る
愛
情
で
は
な
い
に
し
て
も
'
少
-
と
も
彼
等
相

互
間
の
情
意

(
o
d
iu
m

su
i
)
が
永
続
せ
ん
こ
と
を
｡｣

私
的
保
護
制
の

一
種
た
る
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
が
､
中
和
的
な
ロ
ー
マ
の
私

的
保
護
制
と
異
っ
て
.軍
事
的
性
質
を
帯
び
て
ゐ
た
こ
と
は
､
右
に
述
べ
た
如
き
当
時
の
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
の
特
殊
事
情
に
基
-
も
の
で
あ
る
｡

か
-
の
如
き
従
士
国
の
生
活
を
可
能
な
ら
し
め
る
物
質
的
基
礎
は
何
で
あ
っ
た
か
｡
彼
等
の
私
的
戦
争
が
勝
利
の
連
垣
で
あ
っ
た
と
し

て
も
'
戦
利
品
の
み
に
よ
っ
て
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
る
墜

百
を
ま
た
L･.
い
｡
第
十
五
章
に
'

｢
こ
れ
等
グ
ル
マ
ン
諸
邦
に

は
~
自
費
的
に

〔u
ltroU

個
人
個
人
が
p
rin
cip
eS
に
家
畜
や
穀
物
を
提
供
す
る

〔cO己
erre)
習
慣
が
あ
る
｡
こ
れ
等
の
家
畜
や
穀

物
は
'
敬
意
の
徴
と
し
て
受
納
さ
れ
る
が
ー
又
同
時
に
p
rin
cip
e
s
の
生
活
の
必
要
の
助
け
に
な
る

∩
sb
v
en
i
tU
o特
に

近
隣

諸

邦
か

ら
'
た
だ
に
個
人
か
ら
ば
か
り
で
な
く
公
に
贈
ら
れ
る
よ
-
按
き
の
良
馬
､
優
秀
な
る
武
希
'
胸
飾
'
首
館
な
ど
の
財
物
は
ー
彼
等
の
最

も
喜
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
)

｣
と
い
ふ
文
章
が
あ
る
｡
近
隣
諸
邦
が

p
ri
n
c
jp
es
に
贈
物
を
肥
る
の
は
ー
戦
争
に
於
け
る
援
助
に
封
す
る
謝

乱
で
も
あ
わ
ー
又
将
来
援
助
を
受
け
る
た
め
の
工
作
で
あ
る
こ
と
は
'

｢
か
か
る
有
力
者

〔首
領
)
は
外
囲
使
節
の
来
訪
を
受
け
､
青
物

を
潜
ら
れ
る
｡｣
と
い
ふ
第
十
三
章
末
尾
の
文
句
と
封
照
し
て
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
｡
従
っ
て
第
十
五
茸
の
p
rir!cip
e
s
は
第
十
三
章
の

p
ri
n
cip
eS
と
同
じ
も
の
で
あ
り
'
従
士
の
首
領
を
指
し
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
が
な
い
｡
と
こ
ろ
で
'
個
人
個
人
が
自
賛
的
に
首
領
に
提
供

す
る
の
は
贈
物
･Cd
o
n
um
)
で
あ
っ
て

l
椴
的
強
制
的
貢
組
で
は
な
い
｡

"
n
ecess
i
tatibus
subven
it;

は
'
首
領
の
生
活
の

｢
必
要

を
充
た
す
｣
と
課
す
よ
り
は
'

｢
生
活
の
必
要
に
資
す
る
｣
と
課
す
方
が
原
文
に
忠
茸
で
あ
る
｡
と
に
か
く
､
個
人
個
人
か
ら
自
発
的
に

桂
供
さ
れ
る
家
畜
や
穀
物
は
'
首
領
の
生
満
の
補
助
に
は
な
っ
た
で
あ
ら
う
が
'
全
面
的
に
そ
の
必
要
を
充
た
し
得
る
も
の
で
は
な
か
つ

た
で
あ
ら
う
｡
多
数
の
従
士
を
擁
す
る
首
領
の
主
要
な
物
質
的
基
礎
は
'
小
作
奴
隷

(
se
rvi
)
の
中
に
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
｡



＼

五

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
に
は
二
種

の
奴
隷

〔
MerViL
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

1
つ
は
'
本
乗
の
奴
隷
で
な
い
自
由
民
が
ー
博
変
に
放
け
て

奴
隷
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
ク
キ
ッ
ス
の
記
す
所
に
よ
る
と
'
ゲ

ル
マ
ン
人
は
博
変
を
好
み
ー
両
も
そ
の
や
り
方
は
菅
に
大
陪
極
る
も

の
で
あ
っ
て
'
賭
け
る
も
の
が
な
-
な
る
U
.
自
由
と
身
体
と
を
賭
け
て

〔de
libertatea

c

d

e

c.rF
O
re
)
勝
負
を
争
っ
た
｡
敗
れ

た
場
合
は
相
手
の
奴
隷
に
な
っ
た
O

こ
の
様
な
言
は
ば
博
尭
奴
隷
を
手
許
に
置
く
こ
と
は
'
勝
者
に
と
っ
て
も
あ
ま
り
名
聾
で
は
な
か
つ

た
か
ら
'
直
ち
に
膏
-
飛
ば
し
て
了
ふ
の
が
常
で
あ
っ
た
｡

〔
第
二
十
四
章
〕

第
二
は
本
来
の
奴
隷
で
あ
る
が
'
グ
ル
マ
ン

の
奴
隷
は
ロ
ー
マ
の
奴
隷
と
ち
が
っ
て
､
家
内
奴
隷
で
も
な
く
､
叉
主
人
の
直
接
経
営
に

使
役
さ
れ
る
農
耕
奴
隷
で
も
な
-
p

小
作
奴
隷
で
あ
っ
た
｡
周
知
の
如
く
'
奴
隷
を
使
役
す
る
形
態
に
竺

轟

顛
あ
る
｡

l
つ
は
-
僕
埠

と
し
て
家
内
の
雑
役
に
使
役
す
る
方
法
で
あ
る
｡
第
二
は
ー
奴
隷
監
督

〔v
ilti
cus
)
の
指
揮
監
督
の
下
に
,
主
人
の
直
営
地
に
於
て
国
体

●

的
に
農
耕
穿
働
に
使
役
す
る
方
法
で
あ
る
｡
第
三
は
'
奴
隷
に

一
定
の
小
作
料
納
付
を
侯
件
と
し
て
小
作
地
を
貸
興
し
,
奴
隷
自
身
の
損

益
計
算
に
於
て
畢
喝
耕
作
を
行
は
し
め
る
方
法
で
あ
る
∵

)
の
小
作
奴
隷
は
'
法
律
上
の
身
分
に
於
て
は
･
他

の
奴
隷
と
同
様
完
全
な
る

奴
隷

で
あ
る
が
'
経
済
上
(>
地
位
か
ら
見
れ
ば
小
作
人
で
あ
る
.
奴
隷
の
こ
と
を
赦
し
た

｢
ダ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
第
二
十
五
章

に

ょ

る

ミ

｢
グ
ル
マ
ン

の
奴
隷
は
各
自
自
己
の
住
居

(
sedeS)
と
か
ま

で
〔penateS･猫
茸
の
世
帯
の
こ
と
〕
と
を
持
つ
｡
主
人
は
恰
も
吾

々
ロ
ー

マ
人
が

coton
u
s
(
自
由
民
た
る
小
作
人
U

に
封
し
て
な
す
如
く
ー
こ
れ
ら
の
奴
隷
に
封
し
て

1
定
量
の
穀
物
'
或
は
家
畜
'
或
は
織
物

里

見
組
と
し
て
賦
課
す
る
｡
奴
隷
は
こ
れ
さ

へ
進
嗣
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
O｣

ロ
ー
マ
に
於
て
小
作
奴
隷
が
や
や
は
っ
き
り
し
た
姿
で
現

れ
て
来
る
の
は
第
二
世
紀
､
第
三
世
紀
で
あ
っ
た
｡
ク
キ
ッ
ス
が

｢
ダ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
を
執
筆
し
た
第

一
世
紀
末
葉
に
於
て
は
'
自
由
民
た

宕
小
作
人

〔co
to
n
u
s
j

は
相
当
多
か
つ
た
が
､
小
作
奴
隷
は
ま
だ
例
外
的
現
象
で
あ
っ
た
｡
小
作
奴
隷
が
多
く
現
れ
る
や
う
に
な
っ
て
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か
ら
は
t

casarii
(
豪
も
ち
奴
隷

)
と
か

quasi
coto
n
u
s
(
準
小
作
人
)
と
い
ふ
特
殊
な
名
辞
で
稗
ば
れ
る
や
う
に
な
っ
た

け

れ
ど

も
'
ク
キ
ッ
ス
が

｢
恰
も
書

々
ロ
ー
マ
人
が

coton
us

に
封
し
て
L･.
す
如
-
｣
と
記
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
､
彼
の
時
代
に
は
'
ま

だ
小
件
奴
隷
を
普
通
の
奴
隷
か
ら
慣
別
す
る
特
殊
な
稀
呼
は
な
か
･つ
た
ら
し
い
｡
小
作
奴
隷
が
封
建
障
代
の
畏
奴
の
萌
芽
で
あ
る
こ
と
は

言
ふ
ま
で
も
な
い
｡

t

古
代
ゲ
ル
マ
ン

人
の
土
地
所
有
形
態
が
'
共
有
制
で
あ
っ
た
か
私
有
制
で
あ
っ
た
か
に
つ
5
て
は
今
倍
議
論
が
決
し
な
い
が
'
S
づ
れ

托
せ
よ
､
土
地
の
用
益
が
各
家
族
を
耶
位
と
す
る
個
別
的
用
益
で
あ
づ
た
こ
と
'
両
も
用
金
地
の
分
配
が
不
均
等
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
ひ

の
な
S
事
茸
で
あ
る
｡
小
作
奴
隷
が
そ
の
主
人

(
d
o
m
inus
)
に
小
作
料
生

見
嗣
す
る
こ
と
,
及
び
居
住
形
式
が
集
落
で
は
な
く
て
散
薄

で
あ
る
こ
と
が
そ
の
証
接
で
あ
る
｡
ク
キ
ッ
ス
は

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
第
十
六
葦
に
一於
て
'
ゲ
ル
マ
ン
人
の
居
住
形
式
を
次
の
如
く
戴
し
て

●

ゐ
る
｡

｢
ゲ
ル
マ
ン
人
は
都
市
に
居
住
し
な
い
.
否
群
居
す
ら
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
O
彼
等
は
泉
の
ほ
と
り
に
で

も
'
原
野
に
で
も
､
森
の
中
に
で
も
気
に
入
っ
た
場
所
に
個
々
に
孤
来
し
て
居
住
す
る
｡
彼
等
は
吾
々
の
如
-
村
を
作
る
の
に
家
屋
を
集

合
せ
し
め
L･t
い
｡
｣
土
地
の
用
益
が
個
別
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
必
ず
し
も
土
地
の
所
有
が
個
別
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
接
に
紘
な
ら
な

い
｡
而
し
土
地
共
有
は
'
土
地
の
共
同
用
益
の
必
要
を
前
提
し
て
始
め
て
意
義
が
あ
り
､
又
共
同
用
益
だ
結
び
つ
い
て
始
め
て
永
続
の
可

部
性
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
か
ら
'
個
別
的
土
地
用
益
は
土
地
私
有
の
標
章
で
は
な
い
に
し
て
も
'
土
地
私
有
化
へ
の
傾
向
を
梗
示
す
る
も

の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
S
｡
更
に
財
産
が
子
に
よ
っ
て
相
捜
さ
れ
る
こ
と

〔第
二
十
章
'
第
三
十
二
茸
U

は
'
土
地
私
有
制
の

1
つ

の
傍
証
と
な
る
で
あ
ら
う
｡

又
ゲ
ル
マ
ン
人
の
土
地
用
益
が
不
均
等
で
あ
っ
た
こ
と
姓
､
有
名
な
第
二
+
茸
の

"

in
t
e

r
M
e

-
e

Curld
u
m

d
ig
n
a
tion
c
m

p
a
rti･

u

n

t
u

r
"

(
相
互
の
間
に
於
て
各
自
の
地
位
に
鮭
じ
て
分
配
す
る
)
と
い
ふ
若

に
よ
っ
七
明
ら
か
で
あ
る
.
こ
の
場
合
の
d
ig
n
a
tio

の
意
義
に
つ
い
て
は
､
或
は
こ
れ
を
身
分
と
解
し
'
或
は
聾
望
と
解
し
'
或
は
貧
富
の
差
だ
解
し
'
必
や
し
も
単
著
の
見
解
は

一
致
し
L･･
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い
が
'
と
に
か
く
土
地
の
配
分
は
不
均
等
で
あ
っ
.て
'
資
力
あ
る
首
領
達
は
大
き
な
土
地
を
占
有
或
は
所
有
し
て
ゐ
た
も
の
に
ち
が
ひ
な

S
｡
ゲ

ル
マ
ン

人
の
従
士
圏
の
首
領
達
は
'
大
き
な
土
地
を
占
有
L
t
小
作
奴
詔
に
之
を
耕
作
せ
し
め
て
貢
族
を
徹
し
-
私
兵
的
性
質
を

帝
び
た
多
数
の
綻
士
を
従

へ
て
ー
園
の
内
外
に
幅
を
利
か
せ
た
豪
族
的
存
在
で
あ
っ
た
も
の
と
息
は
れ
る
｡

六

ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
は
ゲ
ル
マ
ン

人
特
有
の
現
象
で
は
な
-
て
,
古
代
の
歓
洲
に
於
て
贋
-
行
は
れ
た
私
的
保
護
制
の
一
種
で
あ
っ

た
｡
私
的
保
護
制
は
'
公
的
権
力
が
微
弱
で
あ
っ
て
･
個
々
の
国
民
の
生
命
-
財
産
,
自
由
を
保
証
し
得
な
い
や
う
な
場
合
ば
か
り
で
な

く
'
た
と

へ
公
的
樺
力
が
強
力
で
あ
り
'
吐
合
の
秩
序
が
保
た
れ
て
ゐ
る
場
合
で
も
､
い
や
し
-
も
保
護
者
と
被
護
菅

の
間
に
相
互
的

利
用
慣
借
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
'
何
所
に
於
で
も
存
在
の
可
能
性
が
あ
る
｡

日
本
に
於
て
も
,
人
民
が
公
樺
の
保
護
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
ば
か
り
で
な
-
ー
却
っ
て
国
司
郡
司
賢

つ
て
誌
壷

食
を
蒙
っ
た
平
安
朝
時
代
芸

て
･
窮
民
は
技
芸

力
者
の
保
護

下

に
投

じ
ー
私
的
保
護
剤
が
非
常
に
蛮
達
し
た
｡

語

に
窮
し
た
窮
民
ば
か
-
で
亨

,
そ
の
所
領
の
安
全
を
は
か
ら
ん
与

る
者
･
何
等
か
の

野
心
雪

･?
の
は
産
つ
妄

力
者
の
雫

に
入
っ
て
そ
の
庇
護
品

い
ガ
｡

後
世
の
武
士
的
主
従
制
は
-
こ
の
平
安
朝
初
期
完

蓋

し

来
っ
た
私
的
保
護
制
の
一
形
態
で
あ
っ
た
｡

(
中
田
博
士
･
｢庄
園
制
度
の
研
究
｣
第
二
-
第
五
茸
〕

古
代
欧
洲
の
私
的
保
護
制
に
笑

別
し
て
二
つ
の
瞳
警

あ
る
｡

三

は
被
解
放
奴
琴
と
解
暮

雪

主
人
と
Q
B

昌

は
れ
る
保
護

制
で
あ
る
.
こ
の
保
護
関
係
は
強
制
的
､
義
務
的
な
も
の
で
あ
っ
て
,
奴
隷
制
の
壁
型
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
で
-

0

1
つ
は
自
由
雪

自
由
民
と
の
問
に
行
は
れ
る
保
護
剤
で
雪

て
'
こ
れ
は
自
由
意
志
的
で
曽

ソ
ー
相
雷

義
経
を
負
ふ
撃
務
的
な
契
約
で
あ
っ
た
｡
契
約

ビ
い
っ
て
も
特
殊
な
契
約
で
あ
っ
て
'
宗
教
的
誓
約
で
も
な
-
J
法
律
上
の
契
約
で
も
な
-
､
畢
な
る
道
義
上
の
約
束
で
雪

た
.
こ
の

約
束
を
拘
束
す
る
も
の
は
'
神
の
意
志
で
も
な
く

法
の
構
成
で
も
字

,
当
事
者
の
道
義
的
責
任
で
雪

た
○
ラ
テ
蒜

で
哲

の
特

/
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殊
な
約
束
を
fid
e
s
と
い
ふ
言
葉
で
表
し
た
｡
こ
れ
に
対
磨
す
る
ゲ
ル
マ
ン
語
は

tru

st
で
あ
っ
た
｡
他
人
の
被
護
民
と
な
っ
て
ゐ
る
こ

と
を

"esse
in

f
id
e
al
icuju
s"
と
言
っ
た
.
保
護
関
係
を
表
は
す
こ
の
ロ
ー
マ
時
代
の
慣
用
句
は
'
後
封
建
時
代
に
な

っ
て
か
ら

も
'
主
捉
関
係
を
表
は
す
慣
用
句
と
し
て
襲
用
さ
れ
た
｡
畢
な
る
道
義
上
の
約
束
で
あ
る
こ
と
は
'
こ
の
契
約
の
弱
き
を
示
す
も
の
で
は

な
く
て
'
却
っ
て
そ
の
強
さ
空
不
す
も
の
で
あ
っ
た
｡
fid
e
s
と
い
ふ
言
葉
が

｢
信
用
｣
と
い
ふ
意
味
に
用
ひ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
こ

と
が
､
fid
eS
E
い
ふ
道
義
上
の
契
約
の
確
賓
性
を
立
証
し
て
ゐ
る
｡

こ
の
自
由
民
と
自
由
民
と
の
問
の
私
的
保
護
剤
に
も
'
そ
の
日
的
'
保
護
者
が
被
護
民
に
輿

へ
る
保
護
の
内
容
､
被
護
民
が
保
護
者
に

対
し
て
提
供
す
る
奉
仕
の
内
容
の
如
何
に
よ
っ
て
'
多
-
の
種
類
が
あ
っ
た
.
軍
事
的
保
護
制
も
あ
れ
ば
平
和
的
保
護
制
も
あ
っ
た
｡
箇

な
る
衣
食
の
方
便
と
し
て
の
保
護
制
か
ら
政
界
馳
駆
の
後
援
を
目
的
と
す
る
保
護
制
に
至
る
迄
多
く
の
段
階
が
あ
っ
た
｡
他
人
の
被
護
民

に
な
る
者
は
､
衣
食
に
窮

r
る
貧
民
亡
は
限
ら
な
か
っ
た
｡
中
に
は
名
門
の
出
身
者
で
あ
っ
て
自
ら
多
数
の
被
護
民
を
有
す
る
も
の
が
､

栄
達
の
手
蔓
を
獲
る
た
め
に
更
に
有
力
な
る
者
の
保
護
下
に
入
る
場
合
も
あ
っ
た
｡

ロ
ー
マ
の
保
護
制
は

一
般
に
平
和
的
保
護
制
で
あ
っ

て
'
軍
事
的
色
彩
を
帯
び
て
ゐ
な
い
.
ク
キ
ッ
ス
の

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
に
現
れ
た
ゲ
ル
マ
ン
人
P
経
士
制
は
'
そ
の
軍
事
的

性
質

に
於

て
'
又
従
士
と
首
領
と
の
開
係
が
先
に
述
べ
た
如
く
痛
烈
深
刻
で
あ
っ
て
'
戦
場
に
於
て
従
士
が
首
領
の
後
に
生
き
残
る
こ
寸
を

許
さ
な

か
っ
た
点
に
於
て
､

alnbacti,
-otduri
i
等
の
名
稀
で
ケ
-
サ
ル
の

｢
メ
リ
ヤ
戦
記
｣
に
出
て
ゐ
る
ガ
リ
ヤ
の
綻
士
制
に
酷
似
し
て
ゐ

る

○苗
代
ゲ
ル
マ
ン
人
の
間
に
'
綻
士
制
以
外
の
保
護
制
､
即
ち
平
和
朋
保
護
制
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
｡
ク
キ
ッ
ス
の

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
に

は
平
和
的
保
護
制
が
あ
っ
た
と
い
ふ
直
証
は
な
い
.
ゲ
ル
マ
ン
人
の
間
に
も
被
解
放
奴
隷

(tib
ertiU
の
あ
っ
た

こ

と

は

｢
ゲ
ル
マ
ニ

ヤ
｣
に
見
え
て
ゐ
る
が
'
被
解
放
奴
隷
ビ
対
象
と
す
る
私
的
保
護
制
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
｡
而
L
t

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
に

平
和
的
保
護
制
に
関
す
る
記
事
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
'
そ
れ
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
私
的
保
護
制
に

i-1O41-
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l
於
て
は
'
平
和
的
保
護
制
が
そ
の
原
型
で
あ
-
'

一
般
的
な
型
で
あ
っ
て
'
従
士
制
の
如
き
軍
事
的
保
護
制
は
'
特
殊
事
情
の
下
に
於
げ

ろ
そ
の
特
殊
な
型

と
考

へ
ら
れ
る
｡
ク
キ
ッ
ス
が
ゲ
ル
マ
ン
人
の
従
士
制
の
こ
と
の
み
を
述
べ
て
'
平
和
的
保
護
剤
に
は

三
7=も
解
れ
て

ゐ
な

い
の
は
､
ゲ
ル
マ
ン
人
の
間
に
平
和
的
保
護
剤
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
て
'
ロ
ー
マ
の
保
護
制

と著
し
く
性
質
の
ち
が
つ
た
綻

士
制
の
み
を
戴
す
る
に
止
め
､
ロ
ー
マ
の
保
護
剤
と
同
じ
性
質
の
保
護
制
に
つ
5
て
は
'
特
に
言
葉
を
費
す
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
た
め

で
あ
る
JJ想
像
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
｡

1
舷
に

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
に
於
け
る
ク
キ
ッ
ス
の
栽
蓮
方
法
は
､
ゲ
ル
マ
ン
人
の
制
度
や
習
俗

に
つ
い
て
'

ロ
ー
マ
JL異

つ
た
特
異
点
を
捉

へ
て
描
写
す
る
')
5
ふ
方
法
を
探
っ
て
ゐ
る
点
か
ら
見
て
'
右
の
如
-
虚

像
す
る
こ
と
は
必

ず
し
も
無
理
で
は
な
い
.

の
み
な
ら
す
ー
直
証
は
な
い
に
し
て
も
､
兜
に
引
用
し
た
第
十
五
葦
の

｢
こ
れ
等
ゲ
ル
マ
ン
諸
邦
に
は
､
自
発
的
に
個
人
個
人
が
綻
士

園
の
首
領
に
家
畜
や
穀
物
を
柱
.供
す
る
習
慣
が
あ
る
･･-
･J
と
5
ふ
文
句
は
'綻
士
制
以
外
の
私
的
保
護
制
が
存
在
し
て
ゐ
た
こ
と
の
傍
証

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
｡
ク
キ
ッ
ス
は
こ
れ
を
首
領
に
対
す
る
敬
意
の
印
で
あ
る
と
言
っ
て
ゐ
る
が
'
首
領
と
無
関
係
な
農
民

が
'
軍
に
敬
意
の
印
と
し
て
家
畜
や
穀
物
を
捷
供
し
た
ビ
見
る
よ
り
は
'
首
領
か
ら
輿

へ
ら
れ
る
何
等
か
の
戻

護
に
対
す
る
報
償
と
解
す

る
方
が
合
理
的
で
あ
る
｡

言
ふ
ま
で
も
な
く
､
ク
キ
ッ
ス
の

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
詳
し
く
言

へ
ば

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
の
習
俗
並
珠
に
人
民
に
つ
い
て
｣

(De
m
o
ri
b
･

us
e

t

p

o
p
u
tis
G
erma
n
i

ae)は
古
代
ゲ
ル
マ
ン
人
に
閲
す
る
唯

1
の
纏
っ
た
文
献
的
史
料
で
あ
る
｡
畳
に
於
て
は
踏
然
た
る

1
小
冊

子
に
過
ぎ
な
い
が
､
苗
代
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
に
関
し
て
'
そ
の
地
誌
､
住
民
の
制
度
'
習
俗
'
信
仰
等
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
網
羅
し
た
包
括
的
な

内
容
に
於
て
'
又
事
項
別
に
ま
と
め
た
叙
述
形
式
'
並
び
に
叙
述
内
容
の
選
定
に
於
て
'
誠
に
貴
重
な
る
史
料
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

S
｡
苗
代
ゲ
ル
マ
ン
人
に
関
す
る
史
料
は
'
こ
の
外
に
も
ケ
-

サ
ル
'
ス
･L
ラ
ボ
ン
'
プ
リ

ニ
ウ
ス
'
ヂ
イ
オ
ン
･
カ
ツ
シ
ウ
ス
､
7
,,I

ア
ヌ
.ス
･
マ
ル
ケ
り
ヌ
ス
'
ジ
ヨ
ル
ダ
ネ
ス
等
の
作
家
の
著
書
に
も
多
少
含
ま
れ
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
t
S
づ
れ
も
零
細
且
つ
断
片
的
な
も

LIO5｣

′F'~:一一 ~ー叩 ~ー ' ＼

-
･

/

I-'-_
-
I
_

l■



?:.I.-;
._:'T
T
T'
LT1..議
:i..lJ層
,V.J竃

l
寸
1,+

-
Jtl
′

1､
1

の
に
過
ぎ
な
い
｡
而
し
ク
キ
ッ
ス
の

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
は
'
直
接
の
見
聞
に
基
い
た
述
作
で
は
な
-
て
'
博
聞
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と

5
ふ
の
が
通
説
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
こ
の
点
は

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
の
史
料
慣
借
を
考

へ
る
場
合
'
大
に
問
題
と
な
る
点
で
あ
る
｡

ク
キ
ッ
ス
が

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
を
執
筆
し
た
目
的
は
何
所
に
あ
っ
た
か
｡
恐
ら
く
.当
時

ロ
ー

マ
の
1
大
脅
威
と
し
て
､
天
下
の
硯
鑑
を

集
め
つ
ゝ

あ
っ
た
ゲ
ル
マ
ン
人
の
異
相
を
世
に
侍

へ
る
の
が
'
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
O
ゲ
ル
マ
ン
人
を
乱
讃
す
る
の
が
目
的
で
.

な
か
っ
た
こ
と
は
､

1
読
し
て
明
ら
か
で
あ
る
.
而
し
政
治
的
自
由
を
愛
し
'
苗
の
El
I
マ
人
の
節
操
を
某
ひ
'
当
代
に
於
け
る
政
治
的

自
由

の
喪
失
と
､
権
力
者
に
阿
許
す
る
清

々
た
る
道
義
顧
歴
と
を
慨
嘆
し
て
や
ま
な
か
っ
た
ク
キ
ッ
ス
が
'
ゲ
ル
マ
ン
人
の
制
度
､
習
俗

●

を
穀
す
る
に
当
っ
て
､
筆
端
自
ら
当
時
の
ロ
ー

マ
に
対
す
る
痛
烈
な
る
識
別
の
酎
旬
が
蓮
り
出
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
｡

吾

々
が
当
時
の

EL
I
マ
の
政
治
や
習
俗
'
遺
徳
を
念
頭
に
お
い
て
'
こ
れ
と
対
比
し
っ
▲
｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
を
謹
む
障
､
そ
の
1
語

l
句
が
頓
に
生
彩
を

帯
び
て
乗
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
｡

ク
キ
ッ
ス
の
著
作
に
は
'

｢
ゲ
ル
マ
ニ
ヤ
｣
の
外
に
､

｢
碍
論
者
に
つ
い
て
の
対
話
｣
､

｢
ア
グ
リ
コ
ラ
侍
｣
'

｢
歴
取
｣

(
H
ist?

r

i
a
e
,

.

｢
年
代
記
｣
(A
n
n
al

es)
が
あ
る
｡
プ
ラ
ト
ン
は
人
間
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
措
5
た
が
､
ク
キ
ッ
ス
は
人
間
が
如
何
に
あ

る
か
を
塙
い
た
と
言
は
れ
る
｡
彼
の
最
も
晩
年
の
著
で
あ
り
又
最
大
の
傑
作
た
る

｢
年
代
記
｣

の
如
-
人
間
を
措
い
て
深
刻
な
る
も
の

は
､
古
今
の
歴
史
家
の
中
に
も
そ
の
比
を
見
な
い
｡
人
間
を
措
く
こ
と
に
於
て
卓
越
し
た
手
腕
を
も
っ
て
ゐ
た

｢
ロ
ー

マ
衰
亡
史
｣
の
著

者
ギ
ボ
ン
も
､
到
産
ク
キ
ッ
ス
と

眉
を
並
べ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
｡
こ
の
偉
大
な
る
歴
史
家
も
､
近
世
に
至
る
ま
で
永
く
そ
の

県
債
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
｡
彼
の
侍
記
に
は
不
明
な
点
が
多
-
'
生
校
の
年
次
す
ら
は
っ
き
り
し
な
い
｡
親

友
小
プ
リ

ニ
ウ
ス

(紀
元

大
蒜

仕
)

よ
り
多
少
年
長
で
あ
り
､
皇
帝
土
フ
ヤ
ヌ
ス

(紀
元
二

六
瑞
硬
)
の
穫
後
志
生
き
て
ゐ
た
こ
壬
が
わ
か
っ
て
ゐ
る
ば
か
り
で

あ
る
｡
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