
近
世
政
治
と
誓
詞

深
　
谷
　
克
　
己

は
じ
め
に

　
日
本
史
に
お
け
る
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
り
変
わ
り
は
、
多
く
の
要
素
を
取

り
あ
げ
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
世
に
は
な
い
新
し
い
形
質
が
登
場
し
た

こ
と
を
論
じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
中
世
以
来
存
在
す
る
が
画
期
を
な
す
ほ

ど
に
増
量
し
た
り
減
量
し
た
り
し
た
要
素
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
の
小
稿
で
取
り
あ
げ
る
の
は
誓
詞
に
つ
い
て
で
あ
る
。
誓
詞
を
差
し
出
す

こ
と
は
、
中
世
に
も
近
世
に
も
行
わ
れ
た
。
し
か
し
私
は
、
そ
れ
は
中
世
近
世

を
通
し
て
行
わ
れ
た
が
、
行
為
の
意
義
は
変
化
を
示
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と

を
想
定
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
よ
り
大
き
な
問
題
と
し
て
言
え
ば
、
「
神
威
」
と
「
法
威
」
の
関
係

の
変
化
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
神
の
裁
き
よ
り
も
法
の
裁
き
に
よ
っ
て
事
を

解
決
す
る
こ
と
が
優
勢
に
な
っ
て
く
る
。
」
と
書
い
た
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
以
前
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

一
九
八
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
留
保
は
付
け
た
。
一
つ
は
、
「
法
度
は
神

意
（
神
罰
・
仏
罰
）
と
牽
引
し
あ
い
、
補
強
し
あ
っ
て
い
た
と
み
ざ
る
を
え
な

近
世
政
治
と
誓
詞

い
の
で
あ
る
。
」
「
法
が
一
直
線
に
神
々
を
押
し
退
け
て
い
っ
た
と
す
る
こ
と
は

け
っ
し
て
で
き
な
い
。
」
一
同
前
一
と
、
法
的
支
配
と
神
裁
の
力
の
並
存
を
認
め

る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
う
し
た
近
世
の
法
と
神
を
固
定
的
に
見
な

い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
神
々
の
相
剋
と
い
う
か
た
ち
で
二
兀
化
を
阻
む
力

が
働
い
て
お
り
、
ま
た
徐
々
に
神
格
観
の
変
化
も
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と

し
て
、
「
近
世
の
な
か
で
神
の
観
念
自
体
が
し
だ
い
に
変
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
過

程
を
も
つ
の
で
あ
る
。
」
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
威
力
の
交
替
」
を
想
定
し
て
、
こ
の
小
稿
は
近
世
の

誓
詞
を
と
り
あ
げ
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
誓
詞
と
は
、
人
が
捷
や

盟
約
に
背
く
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
違
約
す
れ
ば
神
罰
を
受
け
る
こ
と
を
証
書

し
て
相
手
側
に
差
し
出
す
起
請
文
（
前
書
・
神
文
・
血
判
）
で
あ
る
。
そ
の
効

力
は
結
局
、
神
罰
仏
罰
に
対
す
る
畏
怖
感
が
ど
れ
だ
け
社
会
の
中
に
強
い
か
に

よ
っ
て
決
ま
る
と
し
か
言
い
様
が
な
い
。
近
世
で
は
、
起
請
の
形
骸
化
が
進
ん

だ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
「
形
骸
化
が
完
了
し
た
時
代
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
」
（
同
前
）
と
い
う
の
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
私
の
理
解
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

　
以
下
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
岡
山
藩
主
池
田
光
政
の
自
筆
日
記
を
具
体
的
な
素
材

三



と
し
て
検
討
す
る
。
誓
詞
に
も
、
武
士
が
出
す
も
の
、
百
姓
が
出
す
も
の
な
ど

身
分
に
よ
っ
て
意
味
の
違
い
が
あ
っ
た
ろ
う
し
、
作
成
・
提
出
の
動
機
や
場
面

に
よ
っ
て
も
意
味
の
違
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
光
政
の
日
記
で
検
討
で
き
る

誓
詞
は
、
大
名
と
家
臣
の
問
の
も
の
で
あ
り
、
近
世
の
誓
詞
の
全
て
の
局
面
を

お
お
う
も
の
で
は
な
い
が
、
近
世
の
誓
詞
の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
誓
詞
の
理
解
を
深
め
て
い
く
一
歩
と
し
た
い
。

1
　
政
治
的
合
意
の
取
り
付
け

　
池
田
光
政
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）
十
一
月
一
日
、

「
百
姓
共
上
ケ
侯
目
安
せ
ん
さ
く
（
穿
襲
）
」
を
命
じ
た
が
、
そ
の
調
査
に
当
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

て
、
三
人
の
家
臣
に
「
せ
い
し
（
誓
詞
）
申
付
」
け
た
。
こ
れ
は
冒
頭
に
「
出

羽
」
と
あ
る
の
で
、
家
老
の
池
田
出
羽
が
執
務
と
し
て
命
じ
、
誓
詞
を
徴
集
し

た
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
誓
詞
は
出
羽
に
対
し
て
で
は
な
く
、
光
政
に
対
し
て

上
げ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
光
政
の
『
日
記
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
家
臣

か
ら
の
誓
詞
徴
集
が
各
所
で
書
か
れ
て
い
る
。
法
の
威
力
が
増
し
て
い
く
の
が

近
世
政
治
だ
と
す
れ
ば
、
誓
詞
は
神
の
威
力
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
よ
り

中
世
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
力
で
あ
る
。
法
威
が
神
威
を
凌
駕
し
て
い
く
の
が

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
り
変
わ
り
だ
と
す
れ
ば
、
近
世
政
治
に
と
っ
て
誓
詞
は

ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
光
政
は
藩
政
の
実
行
に
当
た
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
時
に
誓
詞
を
徴
し
た
の
か
。

　
寛
永
一
九
年
七
月
一
日
に
は
、
「
三
人
老
中
二
せ
い
し
申
付
侯
覚
」
と
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

誓
詞
前
書
の
全
文
が
載
せ
て
あ
る
。

　
　
一
、
御
為
、
如
在
存
ま
し
き
事
。

　
　
一
、
御
お
ん
ミ
つ
（
隠
密
）
之
儀
ハ
不
申
及
、
其
外
も
れ
侯
て
御
為
二
悪

　
　
　
儀
、
お
や
こ
・
兄
弟
・
縁
者
・
知
音
た
り
と
云
共
、
申
聞
ス
ま
し
き
事
。

　
　
一
、
万
事
二
付
て
、
何
者
二
よ
ら
す
、
ひ
い
き
ヲ
以
ゑ
こ
仕
ま
し
き
事
。

　
　
一
、
御
為
大
事
二
存
侯
上
ハ
、
私
之
意
趣
ヲ
以
、
三
人
、
間
悪
不
相
成
様

　
　
　
二
た
し
な
ミ
可
申
候
事
。
井
何
者
二
よ
ら
す
、
謹
言
仕
ま
し
き
事
。

　
　
一
、
私
欲
か
ま
へ
申
ま
し
き
事
。

　
　
　
　
　
右
条
々

　
　
　
七
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
羽
（
池
田
出
羽
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
門
（
伊
木
長
門
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
内
（
池
田
河
内
）

　
こ
れ
は
、
誓
詞
の
前
書
で
あ
る
。
岡
山
藩
藩
政
史
料
（
池
田
家
文
庫
）
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

に
は
、
「
誓
詞
」
と
分
類
さ
れ
た
膨
大
な
「
起
請
文
前
書
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。

『
日
記
』
か
ら
引
用
し
た
誓
詞
は
前
書
だ
け
だ
が
、
こ
れ
を
池
田
家
文
庫
に
残
る

役
職
者
誓
詞
で
確
か
め
る
と
、
「
右
条
々
」
の
後
は
、
「
於
相
背
者
、
恭
茂
」
と

な
り
、
次
に
行
が
変
わ
っ
て
、

　
　
梵
天
帝
釈
四
大
天
王
、
惣
而
日
本
国
中
六
十
余
州
大
小
之
神
祇
、
殊
伊
豆

　
　
箱
根
両
所
権
現
・
三
嶋
大
明
神
・
八
幡
大
菩
薩
・
天
満
大
自
在
天
神
部
類

　
　
春
属
、
神
罰
冥
罰
各
可
罷
蒙
者
也
。
価
而
起
請
文
如
件
。

と
、
「
牛
王
宝
印
」
の
裏
に
書
か
れ
る
神
文
が
続
く
。
起
請
文
は
、
神
罰
か
ら
い



わ
ば
法
罰
の
時
代
に
な
る
近
世
で
は
形
式
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
見
方
が
一

般
的
と
言
っ
て
よ
い
。
私
も
法
制
化
・
官
僚
制
化
の
進
行
、
つ
ま
り
神
威
に
よ

る
支
配
か
ら
法
威
（
法
度
）
に
よ
る
支
配
へ
の
変
化
が
中
世
か
ら
近
世
へ
の
変

化
と
み
る
立
場
だ
が
、
両
者
は
あ
く
ま
で
も
ど
ち
ら
が
優
越
す
る
か
の
程
度
の

違
い
で
あ
る
。
誓
詞
の
徴
集
は
近
世
で
も
習
俗
化
し
て
お
り
、
岡
山
藩
で
は
明

治
四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で
就
任
の
際
の
誓
詞
が
徴
さ
れ
続
け
た
。
こ
の
こ
と

は
、
前
記
『
池
田
家
文
庫
マ
イ
ク
ロ
版
史
料
目
録
　
法
制
　
F
行
政
3
誓
詞
』

（
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
編
）
に
収
録
さ
れ
た
膨
大
な
誓
詞
目
録
で
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
れ
で
見
る
と
、
「
誓
詞
」
は
目
録
だ
け
で
も
三
〇
五
頁
か
ら
五
六
五
頁

に
及
ん
で
い
る
。

　
し
か
し
、
光
政
の
『
日
記
』
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
無
差
別
に
家
臣
か
ら
誓

詞
を
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
に
は
依
惜
目
顛
廣
が
出
や
す
い
役
務
に
つ

い
た
場
合
、
も
う
一
つ
に
は
職
務
に
遅
疑
遼
巡
が
起
こ
る
よ
う
な
場
合
に
誓
詞

を
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
光
政
が
『
日
記
』
に
わ
ざ
わ
ざ
書
く

の
は
、
そ
う
い
う
場
合
の
誓
詞
で
あ
っ
て
、
就
任
者
の
い
ち
い
ち
を
記
録
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。

　
上
述
の
寛
永
一
九
年
（
ニ
ハ
四
二
）
七
月
一
日
に
誓
詞
を
求
め
た
経
緯
を
あ

ら
た
め
て
み
て
み
よ
う
。
こ
の
年
の
後
半
、
光
政
は
江
戸
参
勤
の
暇
を
得
て
在

国
で
あ
っ
た
。
同
年
六
月
二
五
日
に
岡
山
に
帰
着
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
六
月

二
七
日
に
は
早
く
も
国
元
の
藩
政
に
着
手
し
、
家
臣
の
相
続
や
知
行
配
分
な
ど

を
処
理
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
光
政
が
誓
詞
を
求
め
た
の
は
、
そ
う
し
た
一
般
藩
政
に
関
し
て
で

近
世
政
治
と
誓
詞

は
な
か
っ
た
。
光
政
は
六
月
二
八
日
に
、
「
只
今
迄
ノ
万
事
仕
置
」
に
つ
い
て
自

分
自
身
も
納
得
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
感
想
を
強
め
、
「
は
し
く
仕
か

へ
」
を
構
想
し
た
。
そ
れ
に
同
意
な
ら
と
し
て
、
家
老
の
池
田
出
羽
・
伊
木
長

門
・
池
田
河
内
の
三
人
に
改
革
の
責
任
者
を
命
じ
た
。
「
唯
今
ま
て
有
来
儀
二

て
も
、
悪
義
ハ
仕
か
へ
」
る
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
、
「
下
々
ま
て
異
議
な
き
や
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

に
」
は
か
ら
う
こ
と
と
指
示
し
、
再
び
三
人
を
「
老
申
」
に
任
命
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
藩
主
光
政
の
命
令
に
対
し
て
、
指
名
さ
れ
た
三
人
は
即
答
を
避
け
た
。

「
思
召
寄
」
（
光
政
意
向
）
は
「
御
尤
」
と
は
思
う
が
、
「
只
今
御
請
ハ
申
上
か
た

く
候
」
と
抵
抗
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
日
の
う
ち
に
、
三
人
は
人
を
介

し
て
、
「
御
意
」
に
異
議
は
な
い
が
自
分
達
が
「
御
用
」
を
果
た
す
こ
と
は
「
お

ほ
つ
か
な
く
存
」
ず
る
。
そ
う
な
れ
ば
主
君
・
御
家
の
「
御
為
に
も
」
な
ら
な

い
と
考
え
る
の
で
お
断
り
申
し
あ
げ
た
い
、
と
回
答
し
て
き
た
。
ま
だ
三
十
代

半
ば
の
若
い
藩
主
へ
の
抵
抗
と
い
う
よ
り
は
、
「
老
中
」
に
任
命
さ
れ
た
彼
ら
自

身
が
藩
内
で
は
年
若
で
あ
る
た
め
、
年
長
家
臣
へ
の
悼
り
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。　

こ
れ
を
受
け
て
光
政
は
、
ふ
た
た
び
翌
六
月
二
九
日
に
三
人
に
対
し
た
。
そ

し
て
、
肝
煎
の
件
に
つ
い
て
ひ
と
ま
ず
断
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
こ
れ

以
上
の
優
柔
は
許
さ
な
い
、
と
強
く
せ
ま
っ
た
。
三
人
は
、
主
君
か
ら
「
直
二

御
意
」
と
あ
れ
ば
異
論
宣
言
え
ず
、
「
畏
侯
」
と
引
受
け
た
。

　
七
月
一
日
の
誓
詞
は
、
こ
う
い
う
経
過
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
翌
日
の
日
付
け

で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
誓
詞
は
、
神
罰
冥
罰
の
効
験
度
は
と
も
か
く
、

こ
こ
で
は
藩
主
光
政
の
政
治
的
意
思
の
強
さ
を
表
現
し
、
藩
主
を
補
助
・
協
働

五



す
る
上
級
家
臣
の
心
を
自
分
の
側
に
掌
握
す
る
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
光
政
は
、
三
人
か
ら
誓
詞
を
徴
し
た
う
え
で
、
次
い
で
、
そ
の
指
揮
下
に
入

る
年
寄
や
組
頭
ら
に
対
し
て
何
か
条
に
も
分
け
て
、
改
革
の
決
意
を
申
し
聞
か

せ
て
い
る
。
「
昔
は
左
様
ニ
ハ
無
之
な
と
・
、
古
を
申
侯
事
」
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
「
法
」
と
い
っ
て
も
「
昔
よ
り
す
わ
り
た
る
」
も
の
も
あ
り
、
ま
た
「
昨

日
の
法
」
を
「
今
日
か
へ
申
事
」
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
、
旧
法
か
ら

新
法
へ
の
更
新
の
妨
害
を
許
さ
な
い
決
意
を
示
し
た
。

　
光
政
は
、
彼
ら
の
意
見
を
聞
い
て
は
、
そ
れ
に
回
答
し
つ
つ
、
よ
り
高
次
の

合
意
を
取
り
付
け
る
と
い
う
政
治
手
法
を
取
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
後

世
の
日
本
社
会
に
お
け
る
よ
う
な
民
主
的
な
対
等
の
協
議
で
は
な
い
。
光
政
は

自
分
の
思
考
し
た
こ
と
　
　
そ
れ
は
江
戸
滞
在
の
中
で
思
い
つ
か
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
ろ
う
　
　
を
、
法
令
で
は
な
く
教
令
と
し
て
教
諭
の
姿
勢
で
家
臣
に

突
き
つ
け
て
い
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
た
だ
そ
の
際
に
、
た
ん
に
強
圧
的
専
制
的
に
命
ず
る
だ
け
で
な
く
、
光
政
は
、

上
下
主
従
の
あ
い
だ
で
の
時
間
を
か
け
た
応
答
の
な
か
で
合
意
に
到
達
す
る
と

い
う
手
法
を
取
っ
た
。
こ
れ
が
、
感
情
ま
で
む
き
出
し
に
し
て
執
勘
に
繰
り
返

す
教
諭
支
配
の
形
に
な
り
、
家
臣
ら
に
は
か
え
っ
て
強
圧
を
感
じ
さ
せ
、
対
抗

的
な
空
気
を
つ
く
り
だ
し
た
が
、
視
野
を
広
げ
て
み
れ
ば
逆
で
あ
る
。

　
こ
の
応
答
方
式
は
、
日
本
の
近
世
社
会
が
育
て
始
め
た
新
し
い
政
治
文
化
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
光
政
の
対
応
は
、
そ
の
過
程
で
近
世
的
な
政
治
文
化

を
さ
ら
に
細
部
に
ま
で
創
り
出
し
家
中
に
染
み
こ
ま
せ
る
方
法
に
な
る
。
そ
れ

ノ、

は
け
っ
し
て
儒
教
政
治
一
般
の
論
理
次
元
に
お
い
て
先
験
的
に
用
意
さ
れ
て
い

る
も
の
で
は
な
く
、
近
世
日
本
の
成
立
過
程
に
お
け
る
政
治
的
対
抗
、
こ
こ
で

は
家
中
の
反
発
す
る
力
を
主
君
で
あ
る
光
政
が
突
き
破
ろ
う
と
す
る
時
に
生
じ

る
思
い
つ
き
や
行
為
の
新
し
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
光
政
の
近
世
的
藩

政
に
お
い
て
、
誓
詞
は
「
法
」
の
支
配
を
工
夫
し
、
そ
れ
を
支
え
る
た
め
に
使

わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
か
神
か
で
は
な
く
、
「
法
威
と
抱
き
合
わ
せ
に

さ
れ
た
神
威
」
と
し
て
の
政
治
的
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
光
政
は
、
誓
詞
を
た
ん
な
る
形
式
と
考
え

て
い
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
本
気
で
神
罰
冥
罰
が
人
に
下
る
と
考
え
て
い
た
の

で
も
な
く
、
主
従
問
の
約
定
に
つ
い
て
責
任
を
持
た
せ
る
政
治
方
式
の
一
つ
と

し
て
重
視
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
法
令
秩
序
を
私
的
関
係
に
お
い

て
下
支
え
す
る
装
置
と
し
て
で
あ
る
。
光
政
は
、
誓
詞
を
取
る
順
番
に
つ
い
て

も
選
択
を
し
て
い
た
。
先
ず
三
人
の
新
老
中
か
ら
誓
詞
を
取
る
こ
と
が
大
事
で

あ
っ
た
。
つ
い
で
年
寄
や
組
頭
を
説
得
し
、
七
月
七
日
に
は
「
壁
書
」
の
形
で

申
渡
し
を
ま
と
め
、
そ
れ
を
「
惣
侍
」
に
示
し
て
い
る
。

　
『
日
記
』
に
書
き
留
め
ら
れ
た
五
か
条
を
見
る
と
、
一
条
目
は
、
「
公
儀
御
法

度
」
を
遵
守
す
る
こ
と
、
「
き
り
し
た
ん
又
か
ふ
き
（
傾
き
）
者
」
を
穿
馨
し
排

除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
条
目
は
、
家
中
で
あ
れ
領
民
で
あ
れ
振
舞
や
衣
類
の

浪
費
に
つ
い
て
の
警
告
で
あ
る
。
三
条
目
は
、
家
中
が
「
武
士
」
の
側
面
の
嗜

み
で
あ
る
馬
を
油
断
な
く
日
頃
調
え
る
こ
と
の
要
請
で
あ
る
。
四
条
目
は
、
池

田
光
仲
に
交
替
す
る
形
で
元
和
三
年
（
ニ
ハ
一
七
）
鳥
取
に
入
国
し
て
以
来
、

家
中
が
方
々
へ
使
い
に
出
向
い
た
実
績
を
書
上
げ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
五
条



目
は
、
「
万
事
式
法
」
の
遵
守
で
あ
る
。

　
第
一
条
目
に
見
る
よ
う
に
、
岡
山
藩
体
制
の
確
立
が
公
儀
支
配
と
関
連
づ
け

ら
れ
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
光
政
は
、
自
分
の
支
配
領
国
を
自
分
の
意
志
の
下

に
掌
握
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
常
に
公
儀
支
配
を
意
識
し
、
そ
れ
を
防
御
の
鎧

の
よ
う
に
着
込
ん
で
家
中
・
領
民
に
臨
む
の
で
あ
る
。

　
誓
詞
は
、
家
臣
が
主
君
に
出
す
だ
け
で
は
な
い
。
寛
永
一
九
年
（
ニ
ハ
四
二
）

七
月
二
三
日
、
三
人
の
老
中
は
光
政
に
対
し
て
、
「
面
々
中
問
申
合
誓
詞
」
お
よ

び
「
面
々
心
持
ノ
書
付
」
を
「
御
目
二
か
け
侯
」
と
光
政
に
対
し
て
申
し
出
て

い
る
。
光
政
は
そ
の
こ
と
を
『
日
記
』
に
書
き
留
め
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
起

請
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
般
的
な
役
職
就
任
の
起
請
文

と
は
少
し
違
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　
　
起
講
文

　
　
一
、
御
為
二
さ
へ
候
ハ
・
、
其
身
之
為
ハ
第
ニ
ニ
可
仕
事
。

　
　
一
、
三
人
之
中
閻
、
万
事
御
用
相
談
仕
義
、
さ
た
（
沙
汰
）
仕
ま
し
き
旨

　
　
　
申
合
上
ハ
、
親
子
・
し
ん
る
い
・
知
音
た
り
と
も
、
僅
言
仕
ま
し
き
事
。

　
　
一
、
三
人
之
間
、
若
意
趣
い
こ
ん
在
之
共
、
せ
い
し
の
上
ハ
少
も
ゑ
ん
り
ょ

　
　
　
な
く
申
こ
と
ハ
リ
、
道
理
し
た
い
一
次
第
一
二
か
ん
に
ん
可
仕
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
人
せ
い
し

　
一
部
脱
漏
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
三
人
の
間
に
対
立
を
生
ま
な
い
た

め
の
誓
詞
で
あ
る
。
私
的
な
遺
恨
が
か
り
に
あ
っ
て
も
、
「
誓
詞
」
を
取
り
交
わ

し
た
か
ら
に
は
、
藩
政
に
つ
い
て
は
「
道
理
」
に
の
っ
と
っ
て
遠
慮
な
く
論
議

を
つ
く
す
、
と
い
う
相
互
の
誓
い
で
あ
る
。

近
世
政
治
と
誓
詞

　
こ
れ
に
合
わ
せ
て
同
時
に
作
成
し
た
「
三
人
之
問
申
合
覚
」
も
、
光
政
は
『
日

記
』
に
書
き
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
十
一
か
条
か
ら
な
っ
て
お
り
、
自
分
達
が

「
談
合
」
し
て
も
決
定
で
き
な
い
時
は
藩
主
の
「
御
意
」
を
請
け
て
決
め
る
。
余

所
か
ら
音
物
を
受
け
取
ら
な
い
。
御
用
向
き
な
ら
た
と
え
夜
中
で
も
応
じ
る
。

家
中
の
「
振
舞
」
（
接
待
）
に
は
三
人
が
申
合
せ
て
か
ら
出
か
け
る
。
三
人
の
間

の
仕
事
の
都
合
は
う
ま
く
繰
り
合
わ
せ
る
。
独
断
に
陥
ら
ず
依
惜
目
顛
員
に
な
ら

ず
相
談
を
つ
く
し
藩
政
を
頓
挫
さ
せ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
て

い
る
。
誓
詞
は
、
藩
主
光
政
が
家
臣
の
心
を
掌
握
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
家

臣
相
互
問
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
決
意
を
固
め
る
う
え
で
の
、
誠
の
気
持
の

依
り
代
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　
寛
永
一
九
年
七
月
晦
日
の
『
日
記
』
に
も
、
光
政
は
、
軍
備
を
ふ
く
む
諸
役

を
任
命
し
た
が
「
右
ノ
役
人
共
、
何
も
誓
紙
仕
り
侯
事
」
と
記
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
時
に
徴
し
た
「
起
請
文
」
の
文
面
を
三
つ
写
し
て
い
る
。
そ
れ
を

見
る
と
、
誓
約
の
中
心
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
に
つ
い
て
、
「
三
人
之
問
、
如
何

様
之
意
趣
候
共
、
か
ん
に
ん
仕
、
間
悪
な
ら
さ
る
や
う
二
」
と
、
相
互
関
係
の

良
好
な
維
持
へ
向
け
た
約
束
で
あ
る
。

　
良
好
な
関
係
が
日
常
的
に
保
た
れ
て
い
る
場
合
は
、
政
治
向
き
軍
事
向
き
の

事
柄
に
つ
い
て
も
当
然
良
好
な
合
意
が
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
さ
ら

に
誓
詞
を
交
わ
し
て
ま
で
合
意
形
成
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
た
と
え
相
互
に
私

的
に
は
意
趣
遺
恨
が
あ
る
状
況
に
あ
っ
て
も
、
公
的
関
係
に
お
い
て
は
公
平
さ

を
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
。

七



2
　
心
次
第
の
誓
詞
の
意
義

　
同
年
八
月
一
八
日
、
藩
直
轄
地
の
年
貢
収
納
を
老
中
か
ら
七
人
の
組
頭
に
申

付
け
た
が
、
去
年
と
今
年
の
未
進
の
解
決
の
目
途
が
つ
い
て
い
な
い
。
代
官
は

未
進
分
を
取
り
立
て
る
力
が
な
い
の
で
、
そ
れ
を
組
頭
に
申
付
け
る
、
と
藩
主

か
ら
も
「
直
二
」
命
じ
て
い
る
。
こ
の
時
、
光
政
は
、

　
　
何
も
せ
い
し
に
不
及
儀
と
存
候
へ
共
、
も
し
何
と
そ
よ
こ
事
も
侯
ハ
・
、

　
　
其
時
の
為
二
候
条
、
皆
ノ
心
次
第
二
せ
い
し
可
被
仕
候
。
誓
紙
ノ
心
ハ
郡

　
　
代
・
郡
奉
行
・
代
官
ノ
義
可
承
為
也
。

　
　
　
　
　
　
＾
7
一

と
指
示
し
て
い
る
。
指
示
の
意
味
は
、
組
頭
達
は
、
任
務
を
遂
行
す
る
の
に
誓

詞
を
差
し
出
す
に
は
及
ば
な
い
と
だ
れ
も
が
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も

し
も
不
都
合
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
場
合
の
た
め
に
行
う
こ
と
だ
か
ら
、
各
自
の

心
次
第
に
誓
詞
を
上
げ
る
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
何
も
せ
い
し
に
不
及
儀
と
存
侯
へ
共
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
光
政
の
皮
肉

を
読
み
と
る
よ
り
も
、
当
時
の
実
務
臣
僚
ら
の
考
え
方
の
反
映
を
読
み
と
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
未
進
の
取
立
に
わ
ざ
わ
ざ
主
君
に
誓
詞
を
差
し
出
す
必
要
は
な

い
と
考
え
る
ほ
う
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
光
政
は
誓
詞
を

徴
し
た
。
光
政
に
と
っ
て
の
そ
の
意
義
は
、
郡
代
・
郡
奉
行
・
代
官
ら
の
働
き

を
藩
主
が
率
直
に
聞
く
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
光
政
は
、
た
だ
慣
習
に
従
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
眼
前
の

家
臣
が
不
必
要
と
考
え
て
い
る
場
合
に
も
念
の
た
め
に
誓
詞
を
取
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

し
か
も
そ
の
時
に
「
皆
ノ
心
次
第
二
」
と
選
択
の
自
由
を
与
え
て
も
い
る
。
も

ち
ろ
ん
「
心
次
第
」
と
主
君
か
ら
言
わ
れ
て
も
、
主
従
制
の
も
と
で
は
主
君
の

意
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
以
上
、
迫
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
だ
か
ら
、
あ

え
て
拒
ん
で
誰
か
が
抜
け
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
も
、
「
心
次
第
」
と

個
々
の
自
由
な
選
択
を
せ
ま
る
こ
と
で
か
え
っ
て
受
け
止
め
る
側
は
強
い
覚
悟

に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
迫
り
方
も
ま
た
近
世
の
政
治
文
化
に
な
っ

て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　
光
政
は
「
起
講
文
、
右
七
人
組
頭
前
書
」
も
八
月
二
一
日
の
記
事
に
し
て
い

る
。
在
方
支
配
担
当
者
の
誓
詞
ら
し
く
、
そ
の
三
条
目
は
、

　
　
在
々
二
て
、
自
然
百
姓
申
分
於
在
之
は
承
届
、
御
為
二
成
可
申
と
存
儀
侯

　
　
ハ
・
、
縁
者
・
親
類
・
知
音
た
り
と
云
共
、
御
老
中
ま
て
有
躰
二
可
申
上

　
　
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
、
百
姓
申
分
の
報
告
を
約
束
し
て
い
る
。
　
寛
永
一
九
年
は
、
光
政
が
岡
山
藩

主
に
な
っ
て
す
で
に
十
年
、
凶
作
へ
の
対
策
も
必
要
で
あ
っ
た
。
岡
山
藩
政
史

に
お
い
て
は
、
こ
の
年
に
法
制
・
機
構
に
＝
時
期
を
画
す
る
」
（
『
池
田
光
政

公
伝
』
上
）
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
藩
体
制
確
立
へ
の
決
意
は
誓
詞
徴

集
と
い
う
面
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
正
保
四
年
（
ニ
ハ
四
七
）
二
月
十
五
日
、
光
政
は
コ
、
養
元
に
せ
い
し
申

付
候
事
」
と
『
日
記
』
に
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
目
付
と
い
う
秘
密
の
役
目

に
任
じ
た
の
で
、
誓
詞
に
は
「
今
日
被
仰
聞
事
、
誰
々
に
よ
ら
す
申
聞
ま
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

事
」
と
秘
密
厳
守
を
守
ら
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
一
般
的
な
就
任
誓
詞
の
水
準
を
超
え
て
、
こ
う
し
た
特
別
の
職
務
上
の
守
秘



を
確
約
す
る
誓
約
書
と
し
て
誓
詞
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
に
漏
ら
す
こ
と

を
禁
じ
る
と
と
も
に
、
こ
の
目
付
が
老
中
や
藩
主
に
注
意
を
向
け
る
監
視
役
で

あ
る
こ
と
を
、
藩
の
老
中
ら
に
も
知
ら
せ
て
い
る
。

　
　
右
之
誓
紙
申
付
、
三
人
老
中
よ
ひ
、
養
元
ヲ
加
、
申
聞
侯
ハ
、
三
人
ノ
作

　
　
法
、
我
等
見
及
侯
事
、
心
二
存
罷
在
侯
て
ハ
せ
ん
も
な
く
侯
。

　
　
＾
1
0
）

と
あ
る
。

　
こ
れ
は
心
に
溜
め
た
ま
ま
で
は
無
意
味
だ
と
い
う
意
味
で
、
気
の
付
い
た
こ

と
を
光
政
に
上
申
す
る
こ
と
を
念
を
入
れ
て
留
意
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
な
お
光

政
が
、
そ
れ
を
「
家
之
為
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
国
を
預
か

る
奉
公
と
い
う
認
識
で
領
地
の
私
物
化
に
陥
る
こ
と
を
警
戒
し
た
光
政
で
あ
っ

た
が
、
家
臣
に
対
し
て
は
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
大
名
に
現
れ
る
国
家
意
識

で
は
な
く
、
「
家
」
（
池
田
家
）
へ
の
忠
誠
を
求
め
て
い
る
。

　
同
正
保
四
年
年
五
月
一
七
日
の
『
日
記
』
で
、
光
政
は
、

　
　
出
羽
申
侯
、
荒
但
馬
（
荒
尾
但
馬
）
せ
い
し
仕
、
懸
御
目
く
れ
侯
へ
と
申

　
　
侯
、
無
用
と
申
侯
へ
と
申
侯
ヘ
ハ
、
は
や
仕
参
侯
、
私
二
申
候
ハ
、
私
ノ

　
　
為
二
仕
侯
条
、
是
非
懸
御
目
度
と
申
と
て
、
み
せ
申
侯
。

と
記
し
、
「
あ
ん
し
（
案
紙
）
如
此
」
と
、
「
ゑ
こ
ひ
い
き
不
仕
由
事
、
本
紙
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

せ
い
し
ノ
か
け
硯
二
入
置
也
」
と
書
き
留
め
て
い
る
。
荒
尾
但
馬
は
主
君
の
光

政
が
不
必
要
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
是
非
見
て
ほ
し
い
と
無
理
じ
い
の

よ
う
に
誓
詞
を
持
参
し
た
。
そ
の
「
本
紙
」
は
、
硯
箱
兼
用
の
手
文
庫
で
あ
る

「
か
け
硯
」
に
入
れ
て
お
く
こ
と
を
誓
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
見
れ
ば
、
誓
詞
は
、
家
臣
が
主
君
の
信
頼
を
つ
な
ぎ
止
め
る
方
便
と

近
世
政
治
と
誓
詞

し
て
も
大
事
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
よ
り
一
般
化
す
れ
ば
、
無
理
強
い

し
て
で
も
相
手
に
誓
詞
を
手
渡
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
に
対
す

る
絶
対
的
な
約
定
の
誓
い
を
示
す
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
大
名
光
政
も
誓
詞
を
提
出
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
。
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）

に
は
、
光
政
白
身
が
誓
詞
を
出
す
経
験
を
し
て
い
る
。
三
代
将
軍
家
光
が
死
ん

だ
際
、
光
政
は
公
儀
に
対
し
て
誓
詞
を
上
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
年
四
月
二
〇

日
に
、
家
光
は
他
界
し
た
。
そ
の
三
日
後
の
二
三
日
、
酒
井
忠
勝
が
家
光
の

「
御
遺
言
」
を
江
戸
城
で
諸
大
名
に
告
げ
知
ら
せ
た
。
ほ
ん
と
う
は
家
光
が

「
皆
々
へ
御
直
二
被
仰
渡
」
べ
き
と
考
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
俄
に
容
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
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が
悪
化
し
た
た
め
に
大
老
酒
井
忠
勝
が
代
弁
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
そ
の
日
の
う
ち
に
、
光
政
は
「
相
州
」
（
同
族
の
鳥
取
藩
主

池
田
光
仲
）
と
「
申
合
」
せ
、
「
誓
紙
仕
度
」
と
忠
勝
に
申
し
出
た
。
そ
し
て
翌

二
四
日
、
酒
井
忠
勝
か
ら
「
右
之
返
報
、
誓
紙
之
儀
尤
二
侯
」
と
い
う
了
解
の

返
答
を
得
た
。
し
か
し
こ
の
誓
詞
は
、
す
ぐ
そ
の
場
で
書
き
上
げ
る
と
い
う
性

質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
そ
の
結
果
と
し
て
「
豊
後
（
阿
倍
忠
秋
）
殿
二
て
誓
紙
仕
侯
事
」
、
と
『
日

記
』
に
書
い
て
い
る
の
が
五
月
十
日
で
あ
る
。
そ
の
聞
、
ど
う
い
う
手
順
が
あ
っ

た
の
か
詳
細
は
う
か
が
え
な
い
が
、
と
も
あ
れ
半
月
ほ
ど
経
て
、
老
申
邸
に
お

い
て
誓
詞
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
大
名
が
公
儀
へ
誓
詞
を
上
げ
る
に
は
、
お

そ
ら
く
そ
の
途
次
に
調
整
し
た
り
確
認
し
た
り
の
政
治
的
駆
引
き
や
応
答
が
幾

段
階
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
中
に
日
本
近
世
の
政
治
文
化
の
質
が
示
現
さ
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

九



　
次
の
事
例
に
お
い
て
も
、
誓
詞
に
近
世
的
な
政
治
文
化
の
特
徴
が
現
わ
れ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
寛
永
十
九
年
（
ニ
ハ
四
二
）
以
来
、
光
政
は
三
人
老
中
体

制
で
藩
政
を
進
め
て
き
た
。
し
か
し
年
が
経
て
ば
自
然
に
、
老
中
ら
は
高
齢
と

な
り
病
身
に
も
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
彼
ら
を
解
任
し
て
、
新
た
に
伊
賀
（
池

田
伊
賀
）
・
若
狭
（
日
置
若
狭
）
・
佐
渡
（
池
田
佐
渡
）
の
三
人
を
老
中
に
任
命

し
た
。
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
六
月
一
一
日
、
光
政
は
、
出
羽
・
長
門
と
三

老
中
を
呼
び
、
次
の
よ
う
に
告
げ
た
。

　
先
年
、
出
羽
・
長
門
・
河
内
を
老
中
役
に
申
付
け
た
時
に
「
誓
紙
」
を
差
し

出
さ
せ
た
。
今
度
解
任
し
た
の
で
そ
れ
を
各
人
に
返
却
し
よ
う
と
思
い
、
あ
ら

た
め
て
昨
日
読
み
か
え
し
て
み
た
。
そ
の
中
身
は
各
人
に
と
っ
て
は
「
い
つ
ま

て
も
可
然
誓
紙
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
光
政
の
手
元
に
置
い
て
お
く

の
で
了
解
せ
よ
、
と
述
べ
て
い
る
。
職
務
の
任
期
が
終
了
す
る
と
誓
詞
を
返
還

す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
光
政
は
、
次
い
で
、
「
若

さ
・
佐
渡
に
も
此
前
書
二
て
せ
い
し
可
仕
候
」
と
、
同
文
の
誓
詞
提
出
を
新
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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中
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
た
。

　
　
乍
去
、
此
文
言
ノ
主
意
ヲ
能
か
て
ん
（
合
点
）
不
仕
候
て
ハ
、
神
罰
モ
恐

　
　
キ
事
二
侯
条
、
具
二
可
申
聞
侯
。

　
こ
の
よ
う
に
、
誓
詞
の
慣
習
を
光
政
は
自
分
の
支
配
・
家
中
統
制
の
貫
徹
の

手
段
と
し
て
積
極
的
に
活
用
し
、
「
神
罰
」
の
威
力
ま
で
も
持
ち
出
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
い
わ
ば
、
「
光
政
に
よ
っ
て
振
り
か
ざ
さ
れ
た
神
罰
」
で
あ
る
。

　
光
政
は
以
下
に
、
前
任
老
中
の
誓
詞
文
言
を
五
か
条
に
わ
た
っ
て
解
説
す
る

か
た
ち
で
、
依
佑
晶
廣
に
つ
い
て
は
、

一
〇

　
　
常
二
し
た
し
ミ
、
我
か
気
二
入
た
る
者
ノ
事
ハ
、
悪
者
も
よ
き
や
う
二
お

　
　
も
ハ
る
・
物
二
て
侯
ヘ
ハ
、
不
覚
ゑ
こ
二
罷
成
侯
。
是
ハ
我
も
不
知
、
神

　
　
罰
ノ
あ
た
る
所
二
て
侯
。

と
自
分
の
弱
さ
も
あ
げ
て
神
罰
に
相
当
す
る
と
述
べ
、

　
　
今
若
さ
、
我
等
為
悪
か
れ
と
ハ
誓
紙
二
不
及
、
毛
ノ
先
ほ
と
も
存
ま
し
く

　
　
侯
へ
共
、
常
々
我
が
い
き
と
お
り
寄
心
あ
ら
ハ
、
其
所
ち
か
い
我
等
申
付

　
　
候
ハ
、
は
や
恨
心
出
可
申
候
。
此
所
は
や
御
為
如
在
二
存
ま
し
き
と
有
文

　
　
言
に
ち
か
い
可
申
候
。

と
誓
約
の
難
し
さ
を
指
摘
し
、
「
と
て
も
誓
紙
ヲ
仕
上
ハ
、
能
此
文
言
ノ
根
本
ヲ
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か
て
ん
仕
、
せ
い
し
可
仕
事
」
と
、
誓
紙
の
重
み
を
言
い
聞
か
せ
た
。

　
翌
六
月
十
二
日
の
『
日
記
』
に
、

　
　
佐
渡
・
若
狭
誓
紙
仕
侯
。
伊
賀
草
本
見
申
侯
事
。

と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
新
老
中
の
そ
れ
ぞ
れ
が
誓
詞
を
作
成
し
て
、
藩
主

　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
5
一

に
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
案
文
（
「
草
本
」
）
を
光
政
に
見
せ
て

い
る
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
。
光
政
に
と
っ
て
は
、
神
罰
は
口
に
は
す
る
が
、

じ
つ
は
誓
詞
の
神
文
部
分
で
は
な
く
、
前
書
の
内
容
こ
そ
が
が
政
治
的
に
重
要

な
の
で
あ
る
。

　
誓
詞
は
ま
た
、
自
分
に
懸
け
ら
れ
た
疑
い
を
晴
ら
す
場
合
に
も
差
し
出
さ
れ

た
。
承
応
二
年
（
一
六
五
二
）
一
月
二
〇
日
に
は
、
伊
木
長
門
が
目
付
の
養
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
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に
対
し
て
誓
詞
を
見
せ
て
い
る
。

　
　
せ
い
し
仕
、
養
元
ニ
ミ
せ
申
候
。
又
か
う
あ
ミ
・
彦
兵
へ
と
申
者
き
も
入

　
　
侯
由
申
候
。
彼
者
も
真
田
将
監
方
へ
、
去
冬
せ
い
し
仕
遣
侯
由
、
前
書
持



　
　
参
候
。

と
あ
る
の
が
そ
う
し
た
事
情
を
物
語
る
。
光
政
は
こ
の
日
、
そ
の
「
両
通
」
の

誓
詞
を
見
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
世
問
の
わ
る
口
は
れ
、
一
段
之
事
」
と
安
心

し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
伊
木
長
門
が
京
か
ら
傾
城
を
岡
山
に
連
れ
て
き
て
い
る
と
の
風
評

が
あ
り
、
公
儀
へ
の
証
人
に
予
定
し
て
い
る
子
が
そ
の
傾
城
の
子
で
あ
る
と
い

う
疑
惑
が
生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
光
政
が
養
元
に
内
密
の
調
査
を
命
じ
、
長

門
と
そ
れ
に
介
在
し
た
ら
し
い
将
監
が
誓
詞
を
出
し
て
自
分
の
立
場
を
弁
明
し

た
。
傾
城
と
の
間
を
取
り
持
っ
た
疑
惑
の
二
人
も
真
田
将
監
に
誓
詞
を
提
出
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
明
ら
か
に
こ
の
一
件
で
は
、
行
為
の
潔
白
を
示
す
も
の

と
し
て
誓
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
承
応
三
年
は
三
月
頃
か
ら
「
か
つ
ゑ
（
飢
）
人
」
が
目
立
ち
、
岡
山
藩
は

「
す
く
い
米
」
を
出
し
た
が
、
七
月
一
九
日
に
は
備
前
の
大
洪
水
で
領
内
が
た
い

へ
ん
な
混
乱
に
陥
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
し
て
光
政
の
民
政
思
想
は
御
救
を
伴

う
百
姓
成
立
政
策
へ
い
っ
そ
う
進
み
、
自
分
の
預
冶
・
安
民
原
則
を
理
解
さ
せ

る
た
め
に
池
田
家
中
に
対
し
て
激
し
い
教
諭
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
。

　
そ
の
た
め
か
、
家
臣
も
誓
詞
に
よ
っ
て
自
身
を
証
明
し
よ
う
と
し
、
藩
主
も

誓
詞
を
求
め
る
こ
と
が
強
ま
る
。
そ
う
し
た
中
で
八
月
≡
二
日
、
老
臣
の
出
羽

が
、　

　
上
ヲ
か
る
し
め
あ
な
と
り
申
侯
旨
、
御
捨
被
成
と
ハ
御
意
侯
へ
共
、
今
迄

　
　
ノ
義
何
共
致
迷
惑
侯
。
私
心
二
存
な
か
ら
、
た
く
ミ
侯
て
不
仕
段
誓
紙
ヲ

　
　
仕
、
私
ニ
ミ
せ
候
よ
し
二
て
、
せ
い
し
持
参
申
侯
。

　
　
　
　
　
　
近
世
政
治
と
誓
詞

と
、
自
分
は
け
っ
し
て
私
心
で
巧
ん
だ
こ
と
は
な
い
と
誓
詞
を
作
成
し
、
主
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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に
そ
れ
を
見
せ
た
い
と
持
参
し
た
。
こ
の
時
期
の
岡
山
藩
は
、
光
政
と
家
中
と

が
、
き
び
し
い
確
執
関
係
と
表
現
し
て
も
よ
い
政
治
状
況
に
あ
っ
た
。
光
政
は

家
中
に
対
し
て
論
争
を
挑
む
よ
う
な
調
子
で
教
諭
を
繰
り
返
し
、
そ
の
実
効
を

意
図
し
て
誓
詞
を
取
っ
た
。
「
誓
紙
、
養
元
持
参
、
披
見
侯
」
と
、
あ
ら
た
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
〕

目
付
役
の
養
元
に
も
差
し
出
さ
せ
て
い
る
。

　
同
年
十
月
六
日
、
光
政
は
、
老
中
・
組
頭
・
物
頭
を
残
ら
ず
城
へ
呼
び
集
め

て
「
直
二
」
（
『
法
例
集
巻
之
七
』
「
諸
臣
教
令
」
）
、
家
中
が
過
分
に
借
銀
し
て
養

う
べ
き
人
馬
を
減
ら
し
た
り
し
て
い
る
、
そ
の
一
方
で
家
族
の
衣
装
代
や
祝
一
言

な
ど
に
は
過
剰
に
出
費
し
て
い
る
こ
と
を
叱
責
し
た
。
衣
装
代
で
行
詰
ま
っ
た

り
す
る
状
態
は
、
い
わ
ば
「
知
行
ハ
女
の
け
わ
い
（
化
粧
）
田
」
（
『
日
記
』
）
に

な
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
怒
り
、
「
左
様
の
習
心
を
変
せ
ん
た
め
、
せ
い
し
申
付
侯
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也
」
と
、
家
中
に
対
し
て
誓
詞
提
出
を
命
じ
て
い
る
。
光
政
に
と
っ
て
、
誓
詞

は
形
式
ど
こ
ろ
か
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
政
治
行
為
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
『
法
例

集
一
の
ほ
う
で
は
、
「
誓
紙
の
文
言
ハ
部
門
く
二
い
た
す
故
略
一
と
さ
れ
て
い

る
が
、
『
日
記
』
に
光
政
が
書
き
残
し
た
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
せ
い
し
前
書

　
　
一
、
老
中
よ
り
外
ノ
さ
い
し
（
妻
子
）
い
し
や
う
（
衣
装
）
、
持
か
・
り
、

　
　
　
或
ハ
も
ら
い
物
ハ
各
別
、
只
今
よ
り
後
、
仕
候
き
類
、
も
め
ん
よ
り
外

　
　
　
仕
ま
し
く
侯
。
但
、
手
お
り
ノ
つ
む
き
（
紬
）
ハ
不
苦
事
。
不
申
及
し

　
　
　
ん
め
う
下
女
持
か
・
り
・
も
ら
い
物
か
く
へ
つ
、
其
外
ハ
も
め
ん
き
せ

　
　
　
可
申
候
事
。



　
　
一
、
し
ん
め
う
乗
物
の
せ
申
ま
し
き
事
。

　
　
一
、
縁
二
付
侯
娘
、
母
親
ノ
き
類
・
道
具
遣
し
侯
か
、
只
今
ノ
持
か
・
り

　
　
　
ノ
外
ハ
一
円
仕
ま
し
く
侯
。
き
類
諸
道
具
有
て
い
二
書
付
、
其
役
人
二

　
　
　
見
せ
可
申
侯
事
。

　
　
一
、
さ
い
し
一
門
ノ
間
、
其
外
へ
参
侯
二
、
何
二
て
も
持
参
無
用
事
。
井

　
　
　
　
ふ
る
舞
無
用
。
但
、
仕
侯
ハ
て
不
叶
儀
侯
ハ
・
、
お
も
て
よ
り
猶
け

　
　
　
　
ん
や
く
に
可
仕
事
。

　
　
　
　
右
条
々
於
相
背
は
、
神
罰
白
紙
血
判
な
し
に
可
仕
事
。
歩
士
ハ
前
書

　
　
　
　
別
二
見
合
可
仕
事
。
し
う
け
ん
一
祝
言
）
き
類
つ
む
き
、
よ
き
（
夜

　
　
　
　
着
）
・
ふ
と
ん
（
蒲
団
）
も
め
ん
。

　
誓
詞
前
文
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
法
令
で
あ
る
。
上

級
家
臣
と
下
級
家
臣
で
は
衣
料
規
制
が
異
な
る
の
で
別
の
内
容
に
し
た
の
で
あ

る
。
「
部
門
」
と
は
役
職
の
違
い
で
な
く
、
こ
こ
で
は
武
士
と
し
て
の
身
分
の
違

い
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
法
と
し
て
の
実
効
を
高
め
る
た
め
に
誓
詞
の
形
式
に

し
た
の
で
あ
る
。

　
「
白
紙
血
判
な
し
」
の
意
味
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
牛
王
宝
印
で
な
く
普
通
の
用

紙
、
そ
し
て
血
判
を
省
く
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
光
政
は
神
文
で
威
嚇
す

る
こ
と
も
行
い
、
法
の
効
果
を
上
げ
る
形
式
と
し
て
誓
詞
を
取
る
こ
と
も
し
た
。

誓
詞
は
こ
の
意
味
で
、
中
世
以
来
の
遺
制
的
習
俗
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
ず
、

近
世
政
治
に
組
み
込
ま
れ
た
一
つ
の
実
効
性
の
あ
る
手
段
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
事
に
よ
っ
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
せ
い
も
ん
（
誓
文
一
ヲ
以
不
申
付
侯
へ
共
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

（
承
応
三
年
十
月
六
日
）
と
こ
と
わ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
誓
詞
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

取
っ
て
申
し
付
け
る
事
柄
と
誓
詞
は
取
ら
な
い
事
柄
の
違
い
が
あ
り
、
誓
詞
を

出
さ
せ
る
事
柄
の
ほ
う
が
重
要
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
使
い
分

け
も
ま
た
近
世
政
治
の
特
徴
で
あ
っ
た
。

　
誓
詞
は
役
職
に
か
か
わ
る
誓
約
書
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
光

政
は
、
「
ふ
せ
官
兵
へ
」
（
家
臣
）
の
「
常
々
不
行
儀
」
に
か
ん
し
て
、
「
官
兵
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
〕

も
女
も
せ
い
し
仕
可
然
由
」
（
承
応
三
年
十
一
月
二
七
日
）
と
書
い
て
い
る
。
男

女
の
関
係
に
許
せ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
男
女
双
方
か
ら
誓
詞
を

取
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
光
政
は
、
男
色
に
対
し
て
絶
対
的
な
反
対
論
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
「
男

色
ハ
大
き
な
る
不
義
」
（
万
治
元
年
く
一
六
五
八
V
＋
一
月
二
四
日
）
と
い
う
見

　
　
　
　
　
　
＾
η
）

解
に
立
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
男
色
を
家
中
に
流
行
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
承
応
三
年
（
：
ハ
五
四
）
三
月
二
六
日
の
『
日
記
』
に
、

　
　
小
々
性
不
作
法
男
色
ふ
つ
と
た
ち
可
申
侯
。
申
か
け
侯
者
侯
共
、
同
心
仕

　
　
ま
し
き
せ
い
し
さ
せ
申
侯
。

と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
誓
詞
さ
え
も
取
っ
て
男
色
習
俗
の
波
及
を
防
ご
う
と

　
＾
鴉
）

し
た
。
男
色
は
改
易
・
切
腹
な
ど
厳
罰
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
当
人
が
断

念
を
し
た
う
え
で
、
先
に
見
た
よ
う
に
「
同
心
仕
ま
し
き
せ
い
し
さ
せ
」
て
、

誓
詞
に
よ
っ
て
現
実
の
行
動
の
規
制
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
の
小
稿
は
ほ
と
ん
ど
気
付
い
た
こ
と
の
覚
え
書
き
の
域
を
こ
え
て
お
ら
ず
、



節
題
ご
と
の
史
実
も
ま
と
ま
り
き
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
全
体
を
通
し
て
私

が
思
考
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
方
向
性
に
つ
い
て
は
読
み
と
っ
て
い
た
だ
け

る
と
思
う
。
中
世
で
は
な
く
近
代
で
は
な
い
「
近
世
」
と
い
う
時
代
の
体
験
と

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
の
一
つ
の
分
野
に
か

か
わ
る
考
察
の
入
り
口
で
あ
る
。

　
小
稿
で
指
摘
し
て
き
た
こ
と
を
再
説
す
る
よ
う
に
ま
と
め
て
い
け
ば
以
下
の

よ
う
に
な
ろ
う
。

　
法
的
機
構
的
支
配
の
力
が
増
し
て
い
く
の
が
近
世
政
治
で
あ
り
、
法
威
が
神

威
に
対
し
て
比
重
を
高
め
て
い
く
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
近
世
初

期
、
新
た
な
政
治
文
化
形
成
の
先
端
を
行
っ
た
池
田
光
政
は
藩
政
の
実
行
に
当

た
っ
て
、
活
発
に
誓
詞
を
徴
し
、
そ
の
効
用
を
活
か
そ
う
と
し
た
。

　
誓
詞
徴
集
は
近
世
の
全
期
に
わ
た
っ
て
習
俗
化
し
て
お
り
、
廃
藩
置
県
ま
で

役
職
就
任
の
際
に
徴
さ
れ
続
け
る
。
し
か
し
藩
主
が
自
筆
日
記
に
記
録
す
る
よ

う
な
誓
詞
は
、
と
く
こ
依
惜
貝
朋
員
の
弊
害
が
出
や
す
い
役
務
に
つ
い
た
場
合
や
、

職
務
に
遅
疑
邊
巡
が
起
こ
り
や
す
い
場
合
の
も
の
で
あ
る
。

　
誓
詞
は
、
神
罰
冥
罰
の
強
さ
よ
り
も
藩
主
光
政
の
政
治
的
意
思
の
強
さ
を
表

現
し
、
家
臣
の
心
を
自
分
の
側
に
掌
握
す
る
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
ま

た
、
重
要
な
役
職
を
同
時
に
、
あ
る
い
は
輸
番
で
勤
め
る
よ
う
な
家
臣
問
の
相

互
信
頼
を
維
持
す
る
手
段
と
し
て
、
誓
詞
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
誓
詞
は
、
近

世
で
も
相
手
へ
の
約
定
の
真
撃
さ
を
示
す
方
法
と
し
て
生
き
て
い
た
。
家
臣
が

主
君
の
信
頼
を
つ
な
ぎ
止
め
る
方
便
と
し
て
も
誓
詞
は
活
用
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
、
近
世
の
誓
詞
は
、
神
文
部
分
で
は
な
く
、
前
書
の
内
容
こ
そ
が

近
世
政
治
と
誓
詞

政
治
的
に
重
要
で
あ
っ
た
。
誓
詞
前
書
は
、
ほ
と
ん
ど
法
令
と
変
わ
ら
な
い
内

容
に
な
っ
て
く
る
。
逆
に
言
え
ば
、
法
の
効
果
を
上
げ
る
形
式
と
し
て
誓
詞
が

用
い
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
誓
詞
は
中
世
以
来
の
遺
制
的
習
俗
で
あ
る
に
と
ど
ま

ら
ず
、
近
世
政
治
の
一
つ
の
実
効
手
段
に
転
形
し
た
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
注
記

（
1
）
「
日
本
近
世
の
相
剋
と
重
層
」
『
思
想
』
七
二
六
号
（
の
ち
「
近
世
社
会
の
形
質
」
と
改

　
題
し
て
『
百
姓
成
立
』
塙
書
房
、
一
九
九
三
年
、
収
録
）
。

（
2
）
谷
口
澄
夫
・
水
野
恭
一
郎
・
藤
井
駿
編
『
池
田
光
政
日
記
』
一
国
書
刊
行
会
、
一
九
八

　
三
年
一
。
以
下
『
日
記
』
と
略
称
し
、
頁
数
を
注
記
す
る
。

（
3
）
『
日
記
』
一
一
頁
。

一
4
）
『
日
記
』
二
二
、
二
三
頁
。

一
5
一
『
池
田
家
文
庫
藩
政
史
料
マ
イ
ク
ロ
版
集
成
』
F
3
「
誓
詞
」
。

一
6
一
『
日
記
』
二
二
頁
。

一
7
一
一
8
）
『
日
記
」
三
三
頁
。

一
9
一
（
1
0
）
『
日
記
』
九
七
頁
。

＾
u
）
『
日
記
』
　
一
〇
一
頁
。

（
1
2
一
『
日
記
』
一
四
九
頁
。

（
1
3
一
（
1
4
）
『
日
記
』
ニ
ハ
ニ
㌔
六
三
頁
。

一
1
5
）
『
日
記
』
一
六
≡
頁
。

（
1
6
一
『
日
記
』
一
八
九
頁
。

（
1
7
）
『
日
記
』
二
五
四
－
五
五
頁
。

（
1
8
）
『
日
記
』
二
五
五
頁
。

（
1
9
）
『
日
記
」
二
六
六
頁
。

（
2
0
）
『
日
記
」
二
六
七
頁
。

（
2
1
）
『
日
記
』
二
八
四
頁
。

（
2
2
）
『
日
記
』
四
三
三
頁
。

一
三



一
四

（
2
3
）
『
日
記
』
二
三
八
頁
。

付
記
　
本
論
文
は
特
定
課
題
研
究
一
共
同
一
「
藩
世
界
の
意
識
と
権
威
－
西
日
本
地
域
の
場

　
　
合
1
」
の
助
成
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。


