
戦
国
時
代
の
徳
政
と
大
名

一
課
題
の
設
定

筆
者
は
先
に
発
表
し
た
論
稿
で
'
戦
国
時
代
の
徳
政
は
「
弓
矢
徳
政
」
で
あ

(
-
)

る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
質
が
あ
る
と
述
べ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
経
済
紛
争
の

視
点
か
ら
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
'
当
該
期
徳
政
に

つ
い
て
の
近
年
の
研
究
を
概
観
し
た
う
え
で
、
史
料
の
再
検
討
を
試
み
へ
異
な

る
角
度
か
ら
の
見
通
し
を
提
示
し
た
い
。

そ
こ
で
念
頭
に
置
き
た
い
の
は
、
前
塙
で
も
若
干
言
及
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、

政
治
思
想
と
し
て
の
徳
政
で
あ
る
。
徳
政
令
研
究
と
徳
政
一
挟
研
究
と
に
'
時

期
的
に
も
、
ま
た
研
究
対
象
な
い
し
は
研
究
者
の
視
点
か
ら
い
っ
て
も
分
裂
し

て
い
た
徳
政
研
究
を
一
新
さ
せ
た
の
が
笠
松
宏
至
氏
で
あ
る
こ
と
に
'
お
そ
ら

-
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

笠
松
氏
は
、
中
世
に
一
貫
し
て
存
在
す
る
政
治
社

会
思
想
と
し
て
、
徳
政
を
捉
え
、
そ
の
本
質
を
も
の
の
戻
り
=
あ
る
べ
き
姿
へ

mの
復
活
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
幕
府
の
徳
政
令
に
し
て
も
'
徳
政
令
を
要
求
す

る
徳
政
一
挟
に
し
て
も
へ
こ
の
思
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
へ
〓
疋
の
正

戦
国
時
代
の
徳
政
と
大
名

久

　

保

　

健

一

郎

当

性

を

も

っ

て

中

世

社

会

に

受

容

さ

れ

た

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

、

中

世

社

会

固

有

の

'

ま

た

そ

れ

を

貫

く

問

題

と

し

て

徳

政

を

検

討

す

る

道

が

開

か

れ

た

。

た

だ

し

へ

政

治

思

想

と

し

て

の

徳

政

研

究

は

、

m中

世

前

期

に

偏

り

続

け

た

。

こ

れ

は

'

徳

政

を

支

え

る

思

想

が

一

貫

し

て

存

在

す

る

こ

と

を

認

め

つ

つ

も

'

中

世

後

期

に

は

'

事

実

と

し

て

'

徳

政

と

い

え

ば

(

4

)

借

銭

破

棄

を

指

す

こ

と

に

な

っ

て

い

る

t

と

い

う

見

方

に

よ

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

な

な

か

へ

詳

し

-

は

後

述

す

る

が

、

勝

俣

鎮

夫

氏

が

「

戦

国

大

名

の

徳

政

令

は

室

町

幕

府

の

貸

借

破

棄

を

主

と

す

る

徳

政

令

に

-

ら

べ

て

'

そ

れ

を

中

心

テ

ー

マ

と

し

つ

つ

も

徳

政

の

概

念

を

拡

大

さ

せ

て

お

-

、

善

政

の

意

味

を

強

-

含

ま

せ

た

内

容

と

な

っ

て

い

る

」

と

述

べ

て

い

る

と

こ

ろ

に

、

あ

ら

た

(

5

)

め

て

注

目

さ

れ

る

。

戦

国

時

代

に

お

け

る

戦

争

状

況

の

拡

大

、

経

済

紛

争

へ

徳

政

の

連

関

は

前

稿

で

述

べ

た

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

そ

こ

に

は

大

名

・

領

主

・

金

融

業

者

・

百

姓

等

の

せ

め

ぎ

合

い

が

見

ら

れ

る

わ

け

で

あ

り

'

こ

れ

ら

を

ト

ー

タ

ル

に

解

明

し

て

い

-

必

要

が

あ

る

。

そ

の

た

め

に

は

'

戦

国

大

名

が

徳

政

に

込

め

た

ね

ら

い

や

思

想

が

重

要

な

論

点

と

な

る

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

勝

俣

氏

は

明

言

し

て

い

な

い

が

、

氏

の

い

う

と

こ

ろ

の

'

善

政

¥

<



の
意
味
を
強
-
含
ま
せ
た
「
戦
国
大
名
の
徳
政
令
」
に
は
北
条
氏
の
永
禄
三
年

徳
政
が
含
ま
れ
'
ま
た
大
き
な
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

実
際
へ

勝
俣
説
に
つ
い
て
言
及
し
た
近
年
の
諸
研
究
は
、
こ
の
永
禄
三
年
徳
政
と
の
関

連
で
行
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

そ
こ
で
へ
以
下
'
勝
俣
説
や
近
年
の
諸
研
究

に
つ
い
て
整
理
を
試
み
な
が
ら
、
こ
の
著
名
な
徳
政
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
そ

れ
を
通
じ
て
冒
頭
に
述
べ
た
課
題
に
迫
り
た
い
。

二
　
永
禄
三
年
徳
政
と
諸
研
究

一
で
触
れ
た
よ
う
に
'
勝
俣
氏
は
戦
国
大
名
の
徳
政
令
が
徳
政
の
概
念
を
拡

大
さ
せ
、
善
政
の
意
味
を
強
-
含
ま
せ
て
い
る
と
し
た
。
ま
た
、
発
布
時
期
も

敗
戦
・
内
乱
・
失
政
な
ど
に
よ
る
国
内
の
混
乱
時
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
、
大
名
の

主
観
と
し
て
は
、
明
確
に
国
民
の
支
持
を
と
-
つ
け
る
目
的
で
発
布
さ
れ
た
も

G
>

の
、
と
指
摘
し
た
。氏

は
こ
の
説
を
さ
ら
に
展
開
し
、
戦
国
大
名
の
徳
政
令
は
、

ヽ
ヽ
ヽ

「
本
来
の
徳
政
(
善
政
)
の
性
格
が
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
(
傍
点
筆
者
、

以
下
同
じ
)
と
し
、
ま
た
、
「
発
布
の
時
期
も
代
替
わ
り
の
ほ
か
、
敗
戦
・
内
乱

な
ど
国
の
平
和
と
安
全
を
失
っ
た
と
き
が
多
く
そ
の
失
政
の
回
復
の
た
め
に

だ
さ
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。そ

れ
を
代
表
す
る
も
の
が
「
弓
矢
の
徳
政
」
と

称
さ
れ
る
、
敵
軍
の
国
土
侵
入
や
内
乱
で
国
内
が
戦
場
と
な
っ
た
と
き
に
だ
さ

れ
た
徳
政
令
で
あ
る
」
と
述
べ
'
「
国
民
の
側
も
、
兵
乱
で
被
害
を
う
け
た
と
き

徳
政
が
実
施
さ
れ
る
の
は
当
然
と
考
え
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
「
戦
災
は
、
大
名

の
最
大
の
失
政
と
さ
れ
、
'
そ
れ
を
回
復
す
る
た
め
に
徳
政
令
が
だ
さ
れ
た
」
と

二
〇

(
7
)

主
張
し
た
。「
弓
矢
徳
政
」
が
、
戦
国
大
名
の
徳
政
を
具
体
的
に
特
徴
づ
け
る
も

の
と
し
て
高
-
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

筆
者
も
前
稿
で
戦
国
時
代
の
徳
政
に
つ
い
て
、
「
弓
矢
徳
政
」
で
あ
る
こ
と
が

大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
述
べ
た
。勝
俣
説
と
の
関
わ
り
を
当
然
述
べ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
ま
ず
は
勝
俣
説
お
よ
び
そ
の
大
き
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
永
禄
三
年
徳
政
に
つ
い
て
、
諸
説
を
あ
げ
な
が
ら
考
え
て
い
く
。
永

禄
三
年
徳
政
を
示
す
と
し
て
知
ら
れ
る
史
料
を
ま
ず
掲
げ
て
お
く
。

【
史
料
-
】

御
領
所
方
諸
百
姓
御
柁
言
中
上
二
付
而
'
御
赦
免
之
条
々
'

1
来
秋
御
年
貢
半
分
、
米
成
二
被
走
畢
'
納
法
六
升
目
七
升
目
之
間
二
可
定

之
へ
猶
随
世
間
之
売
買
へ
来
秋
以
御
印
判
可
被
仰
出
、
残
半
分
以
精
銭
可

納
之
へ
如
去
年
定
へ
百
文
之
内
廿
五
銭
ハ
可
為
中
銭
、
重
而
科
足
之
本
を

可
被
下
草
、

l
借
銭
借
米
日
給
懸
下
等
井
質
物
諸
色
'
本
利
共
こ
被
入
徳
政
上
へ
請
札
致
持

参
、
公
文
相
談
へ
穏
便
二
可
取
返
之
、
但
、
未
歳
春
夏
之
間
し
ち
物
俵
物

共
二
へ
限
三
嶋
酉
町
へ
流
候
し
ち
物
之
儀
者
、
縦
其
蔵
二
錐
有
之
へ
不
可
取

返
事
、

3
J

7
□
畠
年
期
売
之
事
へ

三
ヶ
年
至
干
約
諾
ハ
、
二
年
百
姓
二
返
付
へ
一
年
買
手
可
拘
'
五
年
期

ハ
、
三
ヶ
年
百
姓
方
へ
可
返
附
,
然
者
翫
ォ
l
l
l
翫
耐
年
百
姓
二
附
、

(
永
禄
五
年
)

成
歳
以
後
買
手
可
拘
、
以
此
積
約
諾
之
年
記
可
宏
之
也
へ

以
上
三
ヶ
条
、



此
外
徳
政
入
間
敷
条
々
、

一
御
年
貢
・
反
銭
・
棟
別
銭
等
'
地
下
中
未
進
二
付
両
、
或
者
代
官
戎
諸
奉
行

取
越
納
候
、
於
彼
料
足
者
、
速
百
姓
可
致
皆
済
事
、

一
御
一
家
中
蔵
銭
も
被
除
之
事
、

一
無
尽
銭
除
之
事
も

以
上
三
ヶ
条
、

右
'
条
々
御
赦
免
之
上
者
へ
諸
納
所
夫
銭
以
下
へ
毛
頭
無
未
進
致
皆
済
、
向

後
田
島
荒
間
数
捧
御
請
状
、
此
御
書
出
可
致
頂
戴
、
然
者
、
出
家
・
奉
公

人
・
商
人
・
諸
職
人
以
下
田
畠
出
作
之
者
こ
、
努
々
徳
政
被
下
問
敷
候
へ

但
、
是
等
之
類
も
百
姓
役
致
之
付
而
者
へ
百
姓
同
前
二
可
被
入
徳
政
、
所
詮

代
官
・
名
主
等
、
令
分
別
可
申
付
も
猶
相
紛
儀
於
有
之
者
、
可
遂
披
露
旨
、

被
仰
出
状
如
件
、

(
永
禄
三
年
)

(
虎
朱
印
)

十
六
日

(
武
蔵
)

網
代
喜

百
姓
中

最
初
の
勝
俣
説
以
後
、
正
面
か
ら
永
禄
三
年
徳
政
に
取
-
組
ん
だ
研
究
と
し

て
は
、
ま
ず
則
竹
雄
一
氏
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

則
竹
氏
は
、
天
文
十
九
年

(
一
五
五
〇
)
四
月
朔
日
の
税
制
改
革
令
も
徳
政
と
位
置
づ
け
て
永
禄
三
年
徳
政

と
と
も
に
検
討
し
'
後
者
の
発
布
の
背
景
に
は
'
年
貢
納
入
に
お
け
る
精
銭
納

要
求
、
年
貢
未
進
分
の
借
銭
借
米
化
へ
御
蔵
銭
貸
借
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
、
そ
れ
が
債
務
破
棄
だ
け
で
な
い
徳
政
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
百
姓
側
か

戦
国
時
代
の
徳
政
と
大
名

ら
み
れ
ば
農
民
闘
争
の
成
果
と
し
て
後
北
条
氏
か
ら
政
策
転
換
を
か
ち
取
っ
た

こ
と
、
徳
政
と
号
し
て
徳
政
状
況
を
創
-
出
し
徳
政
令
を
大
名
権
力
か
ら
引
き

出
し
た
こ
と
で
あ
-
'
北
条
氏
か
ら
み
れ
ば
税
制
改
革
を
債
務
破
棄
と
抱
合
わ

せ
で
百
姓
中
に
提
示
し
'
徳
政
を
抵
抗
の
論
理
か
ら
支
配
の
論
理
に
転
換
し
た

こ
と
、
「
公
儀
」
と
し
て
支
配
の
確
立
の
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
し
て
、

「
万
民
哀
憐
」
の
徳
政
令
の
本
質
は
、
税
制
改
革
に
よ
る
年
貢
・
公
事
の
安
定
的

(
9
)

収
奪
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

氏
は
さ
ら
に
、
永
禄
三
年
徳
政
の
背
景
と
し
て
大

飢
鐘
が
あ
り
へ
代
替
わ
り
徳
政
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
へ
こ
の
徳
政

2
)

は
「
勧
農
の
徳
政
」
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
阿
部
浩
一
氏
は
、
永
禄
三
年
徳
政
に
つ
い
て
へ
幅
広
い
内
容
す
な
わ

ち
税
制
改
革
・
勧
農
の
ほ
か
、
蔵
本
な
ど
高
利
貸
資
本
の
保
護
へ
伊
豆
三
島
社

の
酉
祭
を
質
流
れ
期
限
と
す
る
原
則
、
「
国
の
百
姓
」
身
分
の
創
出
が
含
ま
れ
'

全
体
的
性
格
は
「
撫
民
」
を
基
調
と
す
る
後
北
条
「
国
家
」
の
支
配
原
則
を
示

し
た
も
の
で
、
為
政
者
の
「
国
家
」
観
を
如
実
に
反
映
し
た
法
令
で
あ
る
と
評

・
〓
、

価
し
た
。さ

ら
に
氏
は
、
戦
国
大
名
徳
政
の
史
料
を
網
羅
的
に
収
集
・
検
討
し
へ

そ
の
内
容
は
借
銭
・
借
米
の
破
棄
を
第
一
義
的
課
題
と
す
る
も
の
が
大
半
で
あ

る
t
方
、
惣
徳
政
に
は
領
国
政
策
の
l
環
と
し
て
よ
-
幅
広
い
内
容
を
も
た
せ

よ
う
と
す
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
'
そ
の
典
型
が
永
禄
三
年
徳
政

で
あ
る
と
し
へ
戦
国
大
名
徳
政
の
政
策
的
特
質
の
基
調
は
「
撫
民
」
思
想
'
年

貢
収
取
シ
ス
テ
ム
の
保
護
、
買
地
安
堵
制
を
通
じ
た
土
地
移
動
の
把
握
と
土
地

3売
買
保
障
体
制
の
構
築
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
久
留
島
典
子
氏
は
、
永
禄
三
年
徳
政
は
自
然
災
害
に
よ
る
非
常
時

二
一



に
限
定
さ
れ
、
米
・
銭
と
い
っ
た
動
産
は
全
面
徳
政
通
用
と
し
て
も
、
不
動
産

で
あ
る
土
地
売
買
に
つ
い
て
は
、
最
低
限
の
返
付
に
と
ど
め
、
売
買
関
係
の
本

来
的
秩
序
を
で
き
る
だ
け
破
壊
し
な
い
、
緊
急
避
難
と
し
て
の
徳
政
に
限
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
-
、
き
わ
め
て
政
策
的
で
あ
っ
て
'
大
名
に
よ
る
徳
政
の
制
御

と
い
う
意
味
で
は
象
徴
的
法
令
で
あ
る
こ
と
、
戦
国
大
名
の
徳
政
か
ら
一
つ
の

政
策
意
図
を
導
き
出
す
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
徳
政
を
制
御
し
ょ
う
と
す
る

意
志
自
体
に
意
味
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
、
「
戦
国
大
名
は
'
領
国

統
合
の
過
程
で
北
条
氏
の
よ
う
な
政
策
的
徳
政
を
行
う
も
の
の
、
も
は
や
徳
政

は
時
代
遅
れ
の
施
策
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
へ
基
本
的

2
)

に
は
徳
政
の
な
い
社
会
へ
と
移
っ
て
い
く
と
の
見
通
し
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
近
年
精
力
的
に
徳
政
に
関
わ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
黒
田
基
樹
氏

は
、
永
禄
三
年
徳
政
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
年
貢
納
入
方
法
に
お
け
る
宥

免
措
置
、
狭
義
の
徳
政
と
し
て
の
債
務
破
棄
と
し
て
、
飢
僅
状
況
下
に
あ
っ
て
、

年
貢
・
公
事
等
を
確
保
す
る
た
め
、
「
村
の
成
-
立
ち
」
の
維
持
を
図
っ
た
大
名

権
力
の
「
懸
命
の
対
応
策
」
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。

さ
ら
に
氏
は
、
永
禄
三

年
徳
政
に
示
さ
れ
て
い
る
「
村
の
成
-
立
ち
」
維
持
は
、
天
文
十
九
年
四
月
朔

日
令
を
端
緒
に
し
て
お
よ
そ
永
禄
末
年
ま
で
に
か
け
て
収
取
制
度
の
確
立
、
収

取
機
構
の
整
備
、
目
安
制
の
確
立
'
給
入
学
王
権
へ
の
規
制
な
ど
、
北
条
氏
の

領
国
支
配
の
あ
り
方
を
転
換
さ
せ
、
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
へ
こ
の
動
向
は
戦

、
〓

国
大
名
の
「
構
造
改
革
」
と
し
て
評
価
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
徳
政
論
と
し
て
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
'
山
口
博
氏
の
研
究

を
あ
げ
て
お
-
。
氏
は
'
【
史
料
-
】
の
二
箇
条
日
に
見
え
る
「
三
嶋
酉
町
」
を
'

二
二

従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
特
定
の
場
所
で
は
な
-
'
伊
豆
国
〓
呂
三
嶋
神
社
の
十

1
月
の
中
酉
日
の
祭
礼
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
L
へ
さ
ら
に
'
注
に
お
い
て
で

は
あ
る
が
'
【
史
料
-
】
全
体
を
徳
政
令
と
考
え
る
の
は
疑
問
で
、
北
条
氏
が
百

姓
の
闘
争
に
対
応
し
て
発
し
た
「
御
赦
免
」
で
、
そ
の
1
つ
の
櫨
と
し
て
年
貢

半
分
米
納
認
可
と
共
に
徳
政
が
含
ま
れ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
述
べ

3た
。い

ず
れ
も
永
禄
三
年
徳
政
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。ま
た
へ
藤
木
久
志
氏
が
永
禄
三
年
徳
政
の
み
な
ら
ず
氏
康
か
ら
氏
政
へ

の
代
替
わ
り
の
背
景
に
も
飢
鐘
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
'
そ
の
後
の

(
1

6
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研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

こ
の
ほ
か
、
筆
者
も
永
禄
三
年
徳
政
に
は
し

aば
し
ば
言
及
し
て
い
る
が
、
徳
政
そ
の
も
の
よ
り
も
へ
そ
の
前
提
な
い
し
は
要

因
と
し
て
の
「
高
利
貸
」
活
動
に
重
点
を
置
い
て
い
た
の
で
、
本
稿
で
は
省
略

す
る
。

以
上
の
研
究
に
お
い
て
、
各
箇
条
の
解
釈
に
即
し
た
相
違
・
対
立
は
、
難

解
・
不
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
も
含
め
へ
あ
ま
-
な
い
。

た
だ
し
も
全
体
の
理

解
に
つ
い
て
、
勝
俣
説
と
か
か
わ
る
点
で
重
要
な
相
違
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

勝
俣
氏
の
ご
と
-
「
善
政
の
意
味
を
強
-
含
ま
せ
た
」
な
い
し
は
「
本
来
の
徳

政
(
善
政
)
の
性
格
が
強
い
」
も
の
と
し
て
永
禄
三
年
徳
政
を
理
解
す
る
か
否

か
で
あ
る
。ま
ず
、
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
は
則
竹
・
阿
部
氏
と
い
え

る
。則
竹
氏
は
「
債
務
破
棄
だ
け
で
な
い
」
内
容
を
持
ち
「
万
民
哀
憐
」
を
標

模
す
る
も
の
と
捉
え
、
阿
部
氏
は
「
幅
広
い
内
容
」
が
も
た
さ
れ
「
撫
民
」
思

想
を
基
調
と
す
る
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
山
口
氏
は
'
先
に
見
た
よ
う
に
【
史
料
1
】
の
7
箇
条
日
に
あ



る
年
貢
半
分
米
納
認
可
と
徳
政
は
別
物
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
へ
「
善
政
の

意
味
を
強
-
含
ま
せ
た
」
-
、
「
本
来
の
徳
政
(
善
政
)
の
性
格
が
強
い
」
と
考

え
る
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
黒
田
氏
は
則
竹
氏
な
ど
先
行
研
究

の
多
-
が
【
史
料
上
の
前
段
を
す
べ
て
徳
政
通
用
条
項
と
と
ら
え
、
年
貢
納

入
方
法
に
つ
い
て
も
徳
政
と
表
現
さ
れ
た
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
前
段
部
分
は

「
御
赦
免
条
々
」
で
あ
り
徳
政
と
仝
-
同
義
で
は
な
く
へ
徳
政
は
あ
く
ま
で
も

(
1
8
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【
史
料
-
】
で
は
二
箇
条
目
以
下
を
指
し
て
い
る
と
し
て
、
山
口
氏
同
様
の
理
解

を
示
し
た
(
た
だ
し
山
口
説
を
引
用
は
し
て
い
な
い
)
。

さ
ら
に
勝
俣
説
に
つ
い

て
も
「
徳
政
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
は
狭
義
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
徳
政
を
含

め
て
善
政
を
同
時
に
展
開
し
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
」
と
批
判
し
て

い
る
。

な
お
、
久
留
島
氏
は
「
債
権
債
務
破
棄
と
土
地
取
-
戻
し
へ
す
な
わ
ち
徳
政
」

と
規
定
し
、
徳
政
令
や
「
在
地
徳
政
」
史
料
は
、
徳
政
の
制
御
・
管
理
と
見
る

立
場
を
取
っ
て
い
る
の
で
'
永
禄
三
年
徳
政
に
つ
い
て
も
、
「
き
わ
め
て
政
策
的
」

あ
る
い
は
「
大
名
に
よ
る
徳
政
の
制
御
と
い
う
意
味
で
は
象
徴
的
法
令
」
と
の

評
価
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

本
来
の
徳
政
(
善
政
)
の
性
格
に
は
'
そ
も
そ
も

言
及
す
る
必
要
を
見
出
し
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

則
竹
・
阿
部
氏
と
山
口
・
黒
田
氏
と
で
見
解
が
分
か
れ
へ
久
留
島
氏
は
や
や

異
な
る
視
点
か
ら
捉
え
て
い
る
も
の
の
、
本
来
の
徳
政
(
善
政
)
と
見
る
の
に

は
積
極
的
で
な
い
と
整
理
で
き
る
。

で
は
い
ず
れ
の
見
解
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

則
竹
氏
は
著
書
の
「
コ
メ
ン
ト
」
に
お
い
て
'
山
口
説
に
言
及
し
、
「
永
禄
三
年

令
の
「
此
外
徳
政
入
間
敷
条
々
」
記
載
の
存
在
か
ら
へ
そ
の
前
の
箇
条
書
が
徳

戦
国
時
代
の
徳
政
と
大
名

政
項
目
を
'
後
の
箇
条
書
が
徳
政
免
除
事
項
と
理
解
し
'
全
体
で
は
徳
政
令
と

I
S
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す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
【
史
料
-
】
で
は

「
以
上
三
ヶ
条
」
と
あ
る
の
に
続
け
て
「
此
外
徳
政
入
間
敷
条
々
」
と
あ
る
の
で

(
2
0
〕

あ
-
'
「
此
」
と
は
素
直
に
読
め
ば
「
以
上
三
ヶ
条
」
を
受
け
て
い
る
と
解
釈
す

る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
っ
て
'
則
竹
氏
の
理
解
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

黒
田
氏
は
「
徳
政
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
は
狭
義
の
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と

い
う
が
'
勝
俣
氏
も
中
世
後
期
に
お
い
て
は
一
般
に
債
務
破
棄
を
意
味
す
る
と

理
解
し
た
上
で
、
本
来
の
徳
政
(
善
政
)
の
意
味
が
強
く
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
意
義
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
批
判
と
し
て
か
み
合
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
黒
田
氏
は
勝
俣
説
を
批
判
し
た
う
え
で
'
「
狭
義
の
徳
政
」
と
の
い
い
方

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

を
し
ば
し
ば
す
る
が
、
狭
義
で
な
い
徳
政
=
広
義
の
徳
政
了
と
い
う
も
の
を
想

定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

だ
と
す
れ
ば
へ
「
徳
政
を
含
め
て
善
政
を
同
時
に

展
開
し
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
」
と
の
勝
俣
批
判
の
意
図
が
奈
辺
に

あ
る
の
か
よ
-
わ
か
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
「
氏
康
の
徳
政
令
」
と
氏
が
称
し
て

い
る
も
の
は
【
史
料
-
】
で
、
そ
れ
を
「
徳
政
令
」
と
す
る
こ
と
に
変
更
や
修

正
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
永
禄
三
年
徳
政
を
「
善
政
の
意
味
を
強
-
含
ま
せ
た
」
な
い
し
は

「
本
来
の
徳
政
(
善
政
)
の
性
格
が
強
い
」
も
の
と
す
る
点
で
は
、
勝
俣
説
が
な

お
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
す
る
。

た
だ
も
蛇
足
な
が
ら
、
こ
れ
は
忘
れ
去

ら
れ
て
い
た
本
来
の
性
格
を
突
然
戦
国
大
名
が
付
与
し
た
も
の
で
は
な
い
(
も

ち
ろ
ん
勝
俣
氏
も
そ
う
は
述
べ
て
い
な
い
)
0

嘉
書
徳
政
一
挟
に
際
し
て
、
公
家

の
万
里
小
路
時
房
は
'
徳
政
は
皇
化
を
施
さ
る
古
来
の
通
称
で
も
意
見
を
諸
人

二
三



よ
-
召
さ
れ
「
切
瑳
」
し
て
定
め
た
新
制
の
こ
と
で
あ
る
の
に
、
今
の
武
家
徳

政
は
土
民
の
雅
意
か
ら
起
こ
-
無
理
に
質
物
・
借
書
を
破
棄
す
る
も
の
ば
か
り

(
2
1
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を
徳
政
と
呼
ん
で
お
-
、
徳
政
の
実
に
背
く
も
の
だ
t
と
嘆
い
て
い
る
。

時
房

は
本
来
の
徳
政
の
あ
-
方
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
そ
れ
と
乗
離
し
た
十
五
世
紀

前
半
の
現
状
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
り
へ
こ
れ
は
中
世
後
期
で
あ
っ
て
も
、
少

な
-
と
も
為
政
者
に
と
っ
て
は
共
通
認
識
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
本
来
の
徳
政
の

性
格
」
が
込
め
ら
れ
る
か
否
か
は
現
実
の
政
治
・
経
済
状
況
と
と
も
に
、
徳
政

を
施
行
す
る
側
の
政
治
姿
勢
・
思
想
に
も
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
　
永
禄
三
年
徳
政
と
氏
康
の
言
説

永
禄
三
年
徳
政
を
評
価
す
る
と
き
、
【
史
料
-
】
す
な
わ
ち
徳
政
令
自
体
よ

も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
す
ら
考
え
ら
れ
る
史
料
が
あ
る
。

永
禄
四
年

五
月
に
氏
康
が
箱
根
金
剛
王
院
融
山
に
充
て
た
書
状
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述

す
る
が
'
た
と
え
ば
へ
阿
部
浩
一
氏
が
「
「
撫
民
」
を
基
調
と
す
る
後
北
条
「
国

家
」
の
支
配
原
則
」
「
為
政
者
の
「
国
家
」
観
を
如
実
に
反
映
し
た
法
令
」
と
積

極
的
に
評
価
す
る
の
は
'
直
接
的
に
は
こ
の
書
状
に
基
づ
い
て
い
る
L
へ
則
竹

氏
が
「
万
民
哀
憐
」
を
標
模
し
て
い
る
と
す
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
書
状
は
か
な
-
の
長
文
で
あ
る
た
め
、
全
体
を
取
り
上
げ
て
徳

∴
∵

政
論
の
中
で
検
討
し
た
研
究
は
、
管
見
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
へ
こ
の
書

状
は
氏
康
が
融
山
に
上
杉
謙
信
(
煩
蝶
に
わ
た
る
の
で
こ
の
呼
称
で
統
一
)
と

の
抗
争
で
戦
勝
祈
念
を
依
頼
し
た
の
に
対
し
て
'
融
山
が
氏
康
に
意
見
し
た
書

状
に
、
さ
ら
に
氏
康
が
応
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
融
山
の
書
状
も

氏
康
書
状
を
理
解
す
る
際
に
重
要
な
の
だ
が
'
こ
れ
ま
た
か
な
り
の
長
文
で
あ

る
た
め
か
、
あ
る
い
は
徳
政
論
を
追
究
す
る
際
に
は
氏
康
書
状
で
十
分
と
み
な

さ
れ
て
い
る
た
め
か
、
内
容
に
踏
み
込
ん
で
取
-
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

そ
こ
で
へ
以
下
煩
を
厭
わ
ず
両
史
料
の
全
文
を
掲
げ
(
た
だ
し
融
山
書
状
は

前
欠
)
、
再
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。な
お
へ
筆
者
は
か
つ
て
こ
の
両
史
料

に
つ
い
て
へ
北
条
氏
の
支
配
正
当
性
を
示
す
宣
伝
の
た
め
に
氏
康
と
融
山
が
結

a
:

託
し
て
出
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
今
で
も
あ
る
程
度
蓋
然
性
が
あ
る
見
方

だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
推
測
の
域
を
出
な
い
た
め
へ
本
稿
で
は
「
裏
の
な
い
」

3
)

や
-
と
-
で
あ
る
も
の
と
し
て
検
討
を
進
め
る
。

【
史
料
2
】

①

先
日
者
、
御
懇
札
再
三
披
見
本
望
候
へ
二
年
来
国
家
御
祈
念
頼
入
候
之
処
、

此
度
北
秋
出
張
へ
国
中
山
野
之
鉢
、
被
失
御
面
目
之
由
、
更
不
及
分
別
侯
へ

去
春
恐
景
虎
威
勢
も
為
始
正
木
、
八
州
之
弓
取
不
残
錐
寄
来
候
、
武
相
城
之

内
、
江
戸
・
河
越
七
八
ヶ
所
之
地
、
無
相
違
へ
結
句
度
々
戦
得
勝
利
へ
凶
徒

無
程
破
北
候
、
於
所
々
往
覆
之
敵
侍
凡
下
討
取
事
千
余
人
、
是
偏
非
御
祈
念

③之
力
哉
、
一
旦
之
念
劇
不
苦
候
へ
畢
寛
此
上
励
信
心
極
候
欺
、
普
天
之
下
無

不
王
土
上
、
御
修
理
可
走
廻
由
へ
尤
任
御
意
見
候
、
然
者
豆
州
仁
科
之
郷
禁
裏

就
御
領
所
へ
先
年
勧
修
寺
殿
為
勅
使
御
下
向
之
時
、
氏
綱
三
ヶ
年
進
納
、

其
後
遠
境
故
中
絶
候
、
任
彼
御
由
緒
、
仁
科
之
郷
可
致
進
上
之
由
、
覚
悟
仕

③候
、
一
、
万
民
哀
憐
、
百
姓
可
尽
礼
御
意
見
、
令
得
其
意
侯
、
去
年
分
国

申
請
郷
へ
下
徳
政
、
妻
子
下
人
券
拾
、
為
年
経
迄
遂
礼
明
へ
悉
取
帰
遣
候
へ



当
年
者
諸
一
挟
相
之
徳
政
も
就
中
へ
公
方
銭
本
利
四
千
貰
文
、
為
諸
人
捨
之
へ

蔵
本
押
置
'
現
銭
番
所
集
へ
昨
今
諸
一
挟
相
二
致
配
当
候
へ
家
之
事
、
慈
悲

心
深
信
仰
専
順
路
存
詰
候
間
、
国
中
之
聞
立
邪
民
百
姓
之
上
迄
、
無
非
分
為

可
致
沙
汰
へ
十
年
巳
来
置
目
安
箱
も
諸
人
之
訴
お
間
届
、
探
求
道
理
候
事
、

'
S
i
?

.

一
点
毛
頭
心
中
二
会
乎
偏
頗
無
之
候
へ
天
道
明
白
欺
、
八
州
不
残
渡
当
方
二

来
候
、
徐
廿
年
存
国
家
二
候
間
、
一
代
之
内
へ
無
横
合
時
身
遺
著
、
聖
人
之
教

与
存
'
去
年
息
民
政
譲
渡
位
、
隠
遁
之
進
退
候
得
共
へ
大
敵
蜂
起
、
氏
政
若
輩

之
間
、
無
了
筒
、
国
家
之
成
意
見
候
、
然
二
氏
康
無
善
根
間
、
如
此
与
候
、
此

貴
意
、
乍
恐
御
相
違
候
、
縦
善
根
有
之
共
、
心
中
之
邪
二
而
、
諸
寺
請
社
積
令

没
倒
様
な
る
国
主
二
付
両
者
へ
如
何
様
之
大
社
之
御
修
理
へ
何
ケ
度
致
之
候
共
、

神
者
不
可
受
非
礼
へ
縦
不
向
経
論
聖
教
、
常
二
不
信
之
様
二
侯
共
へ
心
中
之
実
、

即
可
叶
天
道
候
欺
'
於
氏
康
、
戎
不
足
之
出
家
沙
門
お
憐
慰
、
或
伽
藍
零
療

之
所
歎
ケ
敷
間
も
先
年
字
歳
、
鎌
倉
在
馬
之
潮
も
諸
寺
・
諸
山
周
寄
附
田
畠
候

キ
'
其
外
国
中
之
神
社
・
仏
閣
へ
少
充
之
料
所
お
経
寄
進
仕
候
へ
一
歩
之
地

も
押
頒
之
事
者
へ
一
代
不
覚
候
、
何
之
庸
二
歓
へ
可
背
天
道
候
哉
、
天
運
不

尽
着
、
一
戦
勝
利
無
疑
候
,
併
人
者
不
可
如
和
l
巌
、
T
,
於
諸
寺
・
諸
社
、

此
度
本
意
之
御
祈
念
尤
二
候
へ
然
□
豆
粕
武
之
内
、
何
之
地
如
何
様
之
祈
念

を
可
申
付
候
哉
、
不
可
依
霊
地
候
へ
唯
行
人
二
可
有
之
侯
聞
、
有
御
分
別
、

委
細
被
遊
立
候
而
可
給
候
、
井
供
物
員
数
等
可
預
御
計
事
、
で
不
動
護
摩

供
、
二
大
聖
金
剛
法
、
一
、
観
音
経
三
百
三
十
巻
、
以
上
何
之
地
二
両
も

如
何
様
之
人
二
可
申
付
候
t

⑥
l
、
大
嶺
採
灯
護
摩
之
事
'
於
京
都
何
之
方
可
漕
入
候
も
供
物
等
員
数
之
事
、

戦
国
時
代
の
徳
政
と
大
名

⑦如
何
程
可
入
候
、
如
何
様
之
行
二
候
へ
一
、
聖
天
供
之
事
へ
御
請
取
之
上
、

⑧無
別
儀
候
、
一
、
鶴
岡
宿
願
之
事
、
可
有
願
書
欺
、
願
力
如
何
様
之
儀
、

⑨可
為
何
ヶ
条
候
、
一
、
於
伊
勢
・
熊
野
、
如
何
様
之
行
可
然
候
、
右
、
何

も
委
可
注
給
候
、
得
御
意
へ
急
度
可
申
付
候
も

⑬
一
、
関
宿
様
御
返
事
へ
飛
脚
能
々
可
申
付
候
、
義
尭
御
警
固
深
旨
被
申
候
へ

哀
々
成
就
候
得
か
し
の
念
願
候
へ
近
日
半
途
へ
罷
出
、
此
首
尾
可
承
届
候
へ

恐
々
敬
白
、

五
月
廿
八
日
`
㌣
∵

金
剛
王
院
御
同
宿
中

氏
康

【
史
料
3
】

(
前
欠
)
申
候
上
、
聯
失
本
意
候
間
へ
憧
見
除
純
音
間
候
、
就
其
関
東
中
御
恩

之
面
々
へ
逆
心
之
至
、
誠
二
無
是
非
次
第
候
、
然
二
来
秋
御
一
戦
二
落
着
へ

其
勝
利
御
祈
念
之
趣
へ
預
御
尋
候
へ
先
敵
出
張
之
儀
、
偏
御
無
念
二
思
召
'

短
気
之
御
1
戦
如
何
二
存
候
、
其
故
者
、
上
杉
先
祖
二
天
子
被
下
御
幡
、
被
置

東
八
州
副
将
軍
二
候
キ
'
仮
令
従
顕
定
以
来
不
敬
王
法
へ
依
不
崇
仏
神
へ
国

家
乱
、
万
民
不
安
為
鉢
二
候
へ
惣
而
我
身
子
孫
繁
栄
之
立
願
候
事
、
諸
人
之
習

二
候
欺
、
就
中
北
条
御
家
、
前
代
日
本
之
備
副
将
軍
給
候
条
、
被
続
御
名
字
、

I
'
-
,

為
御
身
御
覚
悟
無
一
廉
着
如
何
二
候
へ
其
上
我
妻
鏡
歴
然
二
候
、
北
条
之
家
無

善
根
者
、
唯
危
様
二
被
書
置
候
与
見
得
候
、
就
之
乍
恐
中
人
候
へ
一
'
禁
中

尤御
修
理
之
事
へ
普
天
之
下
皆
王
土
二
候
之
上
、
。

崇
敬
万
条
欺
'
可
被
仰
勅

儀
太
守
二
似
合
之
御
事
二
候
、
奉
始
天
照
大
神
、
三
十
番
神
之
守
護
現
前
二

俣
、

二
五



〔
貞
〕

一
'
御
分
国
之
大
社
明
仏
等
大
破
之
時
者
、
速
御
修
理
可
然
候
も
大
永
之
式
目

こ
も
、
神
者
依
人
之
敬
増
威
、
人
者
依
神
之
徳
添
運
与
候
欺
、
今
時
者
'
無
神
も

無
仏
無
信
無
善
而
万
法
空
之
入
邪
見
へ
不
儀
之
働
与
俗
出
共
見
得
候
、
誠
失
家

1
n

可
亡
国
基
、
無
勿
体
候
、
一
'
万
民
御
哀
憐
之
事
へ
百
姓
二
有
礼
者
、
国
家

自
治
与
候
欺
'
一
、
御
家
風
大
小
人
中
こ
も
不
肖
之
者
、
可
被
加
御
心
操
事
、

l
t
諸
出
家
不
足
之
身
体
こ
候
共
、
国
家
無
為
之
御
祈
念
可
被
仰
付
事
へ

g一
、
毎
月
大
般
若
経
井
供
養
法
之
事
、
無
退
転
、
是
平
生
可
為
御
意
得
候
へ

h今
度
被
御
祈
念
之
事
、

一
、
不
動
護
摩
供
へ
l
t
大
勝
金
剛
法
へ
l
t
観
音
経
三
百
三
十
巻
、

以
上
何
時
も
御
動
之
時
分
者
も
御
帰
陣
迄
可
被
遊
事
、
一
、
鶴
岡
御
立
願
等

之
事
、

l
、
大
嶺
採
灯
護
摩
之
事
、
一
、
聖
天
供
之
事
、
是
者
愚
老
可
致
執
行
候
間
'

無
別
条
候
、
一
'
至
御
当
代
へ
八
州
如
形
属
御
手
候
事
者
、
早
雲
寺
殿
箱

根
二
二
嶋
御
建
立
も
将
又
春
桧
院
殿
八
幡
宮
御
造
営
、
此
信
力
憧
御
酬
候
与
存

候
へ
其
故
者
建
久
五
年
足
利
上
総
介
殿
義
兼
へ
号
鎖
阿
寺
殿
与
、
八
幡
宮
東

之
廻
廊
四
間
両
界
経
所
有
御
建
立
、
紺
紙
金
泥
之
被
納
一
切
経
、
同
年
十
一

月
十
三
日
へ
社
務
円
暁
之
御
房
三
条
院
為
導
師
被
遊
供
養
、
義
兼
参
詣
之
働
、

〔
託
〕

十
三
才
青
侍
踏
虚
空
三
尺
'
八
幡
大
神
詫
宣
云
'
両
界
経
所
建
立
へ
依
一
切
経

書
写
之
功
へ
子
孫
可
成
将
軍
石
云
'
其
後
五
世
之
孫
高
氏
朝
臣
へ
都
都
統
領
之

由
申
伝
候
へ
此
旨
去
年
関
宿
様
へ
も
諸
事
御
油
断
有
間
敷
侯
、
善
悪
之
因
果
、

能
々
御
分
別
肝
要
申
上
候
キ
、
自
何
関
宿
棟
之
御
事
、
無
芸
御
輿
江
城
へ
入

候
様
へ
御
祈
念
不
可
存
疎
意
候
、
此
由
御
披
露
潜
入
候
、
恐
々
謹
言
、

五
月
廿
五
日
"
A
,
l

小
田
原
人
々
御
中

僧
正
融
山

【
史
料
2
】
が
氏
廉
書
状
へ
【
史
料
3
】
が
融
山
書
状
で
あ
る
。

発
給
は
【
史

料
3
】
が
先
で
あ
る
が
'
便
宜
こ
の
順
序
と
し
、
適
宜
丸
数
字
や
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
を
付
し
た
。
両
史
料
と
も
写
し
で
あ
る
た
め
か
も
や
や
意
味
の
通
り
難
い

と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
も
前
述
の
通
り
【
史
料
3
】
は
前
欠
で
あ
る
が
、
現
存

部
分
は
文
頭
に
お
け
る
挨
拶
の
範
囲
か
ら
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
し
た
が
っ
て

欠
け
て
い
る
部
分
は
僅
か
か
と
思
わ
れ
る
。

【
史
料
2
】
は
、
氏
康
が
【
史
料
3
】
に
お
け
る
融
山
の
見
解
に
反
駁
し
っ
つ

状
況
認
識
を
述
べ
て
い
る
導
入
部
分
で
あ
る
①
と
う
融
山
の
具
体
的
意
見
に
応

え
て
い
る
②
以
下
の
部
分
と
に
分
か
れ
る
。

【
史
料
3
】
は
'
融
山
が
氏
康
の
戦

勝
祈
念
依
頼
に
対
し
て
「
短
気
之
御
一
戦
」
を
諌
め
て
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い

る
部
分
で
あ
る
a
と
、
氏
康
の
な
す
べ
き
施
策
を
具
体
的
に
意
見
し
て
い
る
b

以
下
の
部
分
と
に
分
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
と
a
は
【
史
料
2
】
【
史
料
3
】

各
々
を
全
体
的
に
規
定
す
る
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
へ
や
や
具
体

的
に
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

①
で
氏
康
は
'
常
日
頃
か
ら
「
国
家
御
祈
念
」
を
お
願
い
し
て
(
戟
-
行
っ

て
も
ら
っ
て
)
い
た
と
こ
ろ
へ
こ
の
た
び
「
北
秋
」
(
=
謙
信
)
に
攻
撃
を
受
け
、

国
中
が
山
野
に
な
る
有
様
で
'
御
面
目
を
失
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、

納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
す
、
と
い
う
。

以
下
へ
戦
果
を
述
べ
連
ね
て
、
こ
れ

は
ひ
と
え
に
御
祈
念
の
力
で
な
い
土
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
も
と
融
山
を
立
て

る
の
で
あ
る
。
a
を
見
る
と
'
融
山
が
面
目
を
失
っ
た
と
の
点
に
対
応
す
る
文



言
は
「
聯
失
本
意
侯
」
と
推
定
さ
れ
'
前
欠
部
分
と
併
せ
て
述
べ
ら
れ
て
い
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
融
山
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
な
か
へ
氏
康
が
謙
信
と
の
決
戦

を
望
み
、
自
身
に
「
勝
利
御
祈
念
」
が
依
頼
さ
れ
て
き
た
た
め
へ
「
短
気
之
御
一

戦
」
は
い
か
が
か
と
存
じ
ま
す
、
と
諌
め
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
融
山
は
上

杉
氏
を
引
き
合
い
に
出
し
'
顕
定
以
来
王
法
を
敬
わ
ず
仏
神
を
崇
め
な
か
っ
た

た
め
も
国
家
が
乱
れ
、
万
民
は
不
安
の
て
い
た
ら
-
で
す
、
と
の
因
果
を
述
べ
へ

北
条
の
家
は
前
代
(
鎌
倉
時
代
で
あ
ろ
う
)
日
本
の
副
将
軍
で
あ
-
へ
そ
の
名

字
を
継
が
れ
て
い
る
御
身
と
し
て
は
一
廉
の
御
覚
悟
が
な
-
て
は
い
か
が
か
と

思
い
ま
す
t
と
い
う
。
由
緒
あ
る
北
条
氏
の
後
継
者
と
し
て
短
慮
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
t
と
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
『
吾
妻
鏡
』
に
歴
然
で
す
、
と
い

う
。何
か
と
い
え
ば
'
北
条
の
家
に
善
根
が
な
け
れ
ば
た
だ
た
だ
危
う
き
よ
う

に
書
き
置
か
れ
て
い
る
と
見
え
ま
す
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

よ
い
お
こ
な
い
を

し
な
け
れ
ば
上
杉
と
同
じ
こ
と
に
な
る
、
と
暗
に
述
べ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

a
の
後
半
は
因
果
応
報
史
観
の
展
開
と
も
い
え
よ
う
か
。

ま
と
め
る
と
'
融
山
は
謙
信
の
攻
撃
へ
そ
れ
に
よ
る
戦
災
を
非
常
に
深
刻
に

受
け
止
め
へ
短
慮
に
よ
る
反
撃
は
避
け
、
善
根
を
重
ね
る
べ
き
だ
t
と
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
善
根
の
具
体
的
あ
-
方
が
b
以
下
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
'
氏
康
は
謙
信
の
攻
撃
に
よ
る
影
響
は
た
い
し
た
こ
と
が
な
い
、

と
強
気
の
姿
勢
を
示
す
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
融
山
と
氏
康
の
や
り
と
り
の
前
提

に
は
'
氏
康
が
「
勝
利
御
祈
念
」
を
融
山
に
依
頼
し
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

額
面
過
-
受
け
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

氏
康
に
と
っ
て
も
謙
信
と
の
一
戦

は
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
勝
利
御
祈
念
」
は
是
非
と
も
必

戦
国
時
代
の
徳
政
と
大
名

要
で
あ
っ
た
L
へ
融
山
の
意
見
に
も
丁
寧
に
応
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。謙
信
と
の
戦
争
に
よ
る
危
機
が
両
史
料
の
背
景
に
あ
-
'
根
本
的
に
規

定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
'
具
体
的
な
意
見
を
め
ぐ
っ
て
対
応
関
係
の
明
確
な
も
の
を
抽
出

し
て
み
る
。
い
い
か
え
れ
ば
'
融
山
の
意
見
に
対
し
て
氏
康
が
素
直
に
従
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

【
史
料
2
】
②
と
【
史
料
3
】
b
と
の
対
応
は
明
ら
か
で
あ
る
。

融
山
が
「
禁

中
御
修
理
」
に
つ
い
て
「
普
天
之
下
皆
王
土
」
と
王
土
思
想
を
持
ち
出
し
て
促

し
た
と
こ
ろ
へ
氏
康
は
「
普
天
之
下
王
土
な
ら
ざ
る
は
な
い
」
と
応
じ
て
「
御

修
理
」
に
奔
走
す
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
と
し
へ
具
体
的
に
は
伊
豆
仁
科
郷

進
上
に
よ
っ
て
そ
れ
を
果
た
す
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

祈
祷
・
修
法
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
⑤
と
h
、
⑥
と
1
'
⑦
と
k
、
⑧

と
-
と
が
へ
そ
れ
ぞ
れ
対
応
が
明
ら
か
で
あ
る
。

h
で
は
融
山
が
戦
争
の
際
に

執
-
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
'
不
動
護
摩
供
・
大
勝
金
剛
法
・
観
音
経
三
百
三

十
巻
を
挙
げ
も
⑤
で
は
氏
康
が
こ
れ
ら
を
ど
こ
で
ど
う
い
う
人
に
申
し
付
け
れ

ば
よ
い
か
尋
ね
て
い
る
ー
ー
・
J
*
S
I
I
は
融
山
が
鶴
岡
御
立
願
・
大
嶺
採
灯
護

摩
・
聖
天
供
を
執
-
行
う
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
聖
天
供
に
つ
い
て
は
自
身
が
行

う
と
し
て
い
る
。

⑥
・
⑦
・
⑧
は
氏
康
の
回
答
で
、
融
山
の
提
示
と
順
序
が
異

な
っ
て
い
る
が
問
題
な
か
ろ
う
。

大
嶺
採
灯
護
摩
は
京
都
で
い
ず
れ
に
依
頼
す

れ
ば
よ
い
か
な
ど
細
か
な
点
を
尋
ね
へ
聖
天
候
は
引
き
受
け
て
も
ら
っ
た
の
で

別
儀
な
い
と
し
、
鶴
岡
宿
願
は
願
書
が
必
要
か
な
ど
へ
や
は
り
細
か
な
点
を
尋

ね
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
へ
④
と
-
も
対
応
し
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
と
思
わ

二
七



れ
る
。
I
で
は
「
国
家
無
為
之
御
祈
念
」
を
「
諸
出
家
」
に
仰
せ
つ
け
ら
れ
ま

す
よ
う
に
t
と
し
て
い
る
が
、
④
で
も
諸
寺
・
諸
社
に
お
い
て
「
此
度
本
意
之

御
祈
念
」
が
行
わ
れ
る
の
は
も
っ
と
も
と
思
い
ま
す
t
と
し
て
お
り
、
「
国
家
無

為
」
も
「
此
度
本
意
」
も
戦
争
に
お
け
る
勝
利
を
含
意
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

氏
康
は
こ
こ
で
も
具
体
的
に
依
頼
す
る
寺
社
や
供
物
の
数
量
な

ど
細
か
な
点
を
尋
ね
て
い
る
。

⑲
と
I
の
後
半
も
対
応
し
て
い
る
。

I
は
か
な
り
長
い
部
分
で
あ
る
が
'
要

す
る
に
関
八
州
が
北
条
氏
の
支
配
下
に
入
っ
た
の
は
箱
根
社
二
二
嶋
社
・
鶴
岡

八
幡
宮
の
造
営
な
ど
「
信
力
」
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
足
利
義
兼
の
故
事
に

も
通
じ
て
お
り
も
善
悪
の
因
果
を
よ
-
よ
-
分
別
し
て
ほ
し
い
こ
と
を
「
関
宿

様
」
(
足
利
義
民
)
に
も
申
し
上
げ
た
こ
と
、
「
関
宿
様
」
の
江
戸
入
城
を
手
抜

か
り
な
-
祈
念
し
て
い
る
こ
と
を
披
露
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

氏
康
へ

の
意
見
の
は
ず
が
黄
後
に
「
関
宿
様
」
へ
焦
点
が
ず
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
り
、

氏
康
は
⑲
で
は
I
の
最
後
の
部
分
だ
け
に
対
応
し
、
「
関
宿
棟
」
へ
の
御
返
事
は

よ
く
よ
く
飛
脚
に
申
し
付
け
ま
す
等
も
述
べ
て
い
る
。

で
は
I
の
前
半
は
ど
う

な
の
か
。こ
れ
は
、
実
は
③
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
は
後

述
す
る
。

⑨
や
g
に
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
部
分
が
見
出
し
が
た
い
。

⑨
は
伊
勢
・
熊

野
で
の
修
法
・
祈
祷
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
t
g
は
毎
月
の
「
大
般
若
経

井
供
養
法
」
に
つ
い
て
の
こ
と
だ
が
'
い
ず
れ
か
の
箇
所
に
含
ま
れ
て
い
る
の

か
否
か
も
わ
か
ら
な
い
。

写
し
の
過
程
で
の
脱
落
な
ど
も
想
定
さ
れ
る
が
'
確

言
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
康
・
融
山
双
方
に
と
っ
て
非
常
に
重
き

二
八

を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
と
も
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
氏
康
は
融
山
の
具
体
的
意
見
の
う
ち
'
禁
中
の
修
理
や
各
種
祈
祷
・

修
法
の
執
行
な
ど
に
は
、
ご
-
素
直
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
'

③
や
O
・
T
3
・
<
U
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
C
で
「
大
社
明
仏
」
の
修

理
を
促
し
、
d
で
万
民
に
哀
憐
を
加
え
「
百
姓
」
に
礼
あ
ら
ば
「
国
家
」
が
自

ず
か
ら
治
ま
る
と
し
、
C
で
「
御
家
風
大
小
人
中
」
の
「
不
肖
之
者
」
に
も
心

配
り
を
す
べ
き
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
③
は
か
な
り
複
雑
な
対
応
を
し
て
い

る
と
み
な
せ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
a
で
述
べ
ら
れ
た
善
根
に
関
わ
る
点
ま
で
併

せ
て
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
-
融
山
が
a
で
展
開
し
た
因
果
応
報
史
観
に
氏
康
は

敏
感
に
反
応
し
て
い
る
の
で
あ
-
、
そ
れ
が
o
・
t
3
・
a
>
に
も
大
き
く
か
か
わ

る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

大
き
-
分
け
る
と
③
の
前
半
が
C
・
d
に
、
後
半
が
e
に
対
応
し
て
い
る
と

い
え
る
が
'
中
ほ
ど
に
自
身
の
隠
居
問
題
・
善
根
の
問
題
な
ど
が
絡
ん
で
き
て

い
る
。前

半
は
徳
政
論
や
訴
訟
論
で
多
く
取
-
上
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
'

【
史
料
2
】
の
な
か
で
も
っ
と
も
有
名
な
部
分
で
あ
る
。

d
で
融
山
が
万
民
に
哀

憐
を
加
え
「
百
姓
」
に
礼
あ
ら
ば
「
国
家
」
は
自
ず
か
ら
治
ま
る
も
の
で
す
t

と
述
べ
た
の
は
、
い
た
ず
ら
に
戦
争
に
走
ら
ず
内
政
を
し
っ
か
り
行
っ
て
足
元

を
固
め
る
べ
き
と
の
意
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

巳
で
は
対
象
が
家
中
と
な
っ
て

い
る
が
、
合
意
す
る
と
こ
ろ
は
同
様
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
氏
康
の

対
応
は
'
と
う
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
行
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。そ
れ
が
具
体
的
に
は
永
禄
三
年
と
四
年
の
徳
政
や
目
安
箱
の
設
置
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
お
こ
な
い
は
天
道
に
も
明
白
で
あ
り
'
だ
か
ら
こ
そ



関
八
州
は
残
ら
ず
北
条
氏
に
属
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

中
ほ
ど
で
氏
康
は
、
干
渉
が
な
い
う
ち
に
引
退
す
る
の
が
聖
人
の
教
え
と
考

え
子
息
民
政
に
家
督
を
譲
-
ま
し
た
が
、
大
敵
(
謙
信
)
が
蜂
起
し
、
氏
政
も

若
輩
で
あ
る
た
め
や
む
を
え
ず
「
国
家
」
に
つ
い
て
関
わ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
、

と
い
う
。唐
突
に
見
え
る
が
、
次
の
部
分
で
つ
な
が
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
な

の
に
氏
康
に
善
根
が
な
い
た
め
に
こ
の
よ
う
な
あ
-
さ
ま
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

す
へ
こ
の
お
考
え
は
恐
れ
な
が
ら
間
違
っ
て
お
-
ま
す
、
と
の
部
分
で
あ
る
。

氏
康
に
と
っ
て
、
善
根
が
な
い
た
め
に
謙
信
に
領
国
を
採
掘
さ
れ
た
と
批
判
さ

れ
る
の
は
痛
恨
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
ら
に
具
体
的
に
次
へ
展
開
し
て

い
く
。た
と
え
善
根
が
あ
っ
て
も
心
中
の
よ
こ
し
ま
な
考
え
で
諸
寺
社
領
を
つ

ぶ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
国
主
で
は
、
ど
の
よ
う
な
大
社
の
修
理
を
何
度
し
た
と

こ
ろ
で
、
神
は
そ
の
よ
う
な
非
礼
を
受
け
入
れ
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
、
と
。

こ
こ
で
C
に
対
応
す
る
「
大
社
之
御
修
理
」
が
、
し
か
も
否
定
的
な
文
脈
で
現

れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
後
の
部
分
で
、
氏
康
は

諸
寺
社
へ
所
領
寄
進
を
し
て
い
る
実
績
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
-
に
お
い
て
融
山
が
北
条
氏
が
関
八
州
を
手
に
入
れ
た
の
は
早
雲
寺

殿
-
宗
瑞
が
箱
根
二
二
嶋
を
建
立
L
t
春
松
院
殿
=
氏
綱
が
鶴
岡
を
造
営
し
た

「
信
力
」
の
酬
い
で
す
、
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
想
起
し
ょ
う
。

こ
の
祖
父
・
父

の
大
事
業
へ
特
に
父
の
鶴
岡
大
造
営
は
氏
康
の
記
憶
に
も
強
-
刻
ま
れ
て
い
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
ら
に
比
肩
し
う
る
ほ
ど
の
造
営
事
業
が
氏
康
に
は
な

か
っ
た
の
だ
が
'
そ
こ
を
善
根
が
な
け
れ
ば
危
う
い
と
'
ま
さ
に
謙
信
に
よ
っ

て
危
機
に
追
い
込
ま
れ
た
直
後
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
氏
康
に
と
っ
て
大
き
な

戦
国
時
代
の
徳
政
と
大
名

打
撃
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
氏
康
が
ま
ず
持
ち
出
し
た
の
は
神
仏
へ
の
善
根
で
は
な
-
、
現
実
の

(
節
)

政
治
に
お
け
る
成
果
で
あ
っ
た
。

そ
れ
も
融
山
の
示
し
た
d
・
e
に
対
応
し
て

示
す
こ
と
に
よ
り
効
果
を
高
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
関
八
州
は
北
条
氏
の
手
に
属

し
た
へ
と
し
た
。
父
祖
の
「
信
力
」
に
よ
っ
て
関
八
州
が
手
に
入
っ
た
と
い
う

I
の
認
識
に
否
定
的
対
応
を
し
た
と
い
え
る
。

父
祖
の
「
信
力
」
に
対
し
て
自

身
の
「
徳
政
」
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

実
際
に
多
-
の
政

治
改
革
を
成
し
遂
げ
て
き
た
氏
康
の
面
目
躍
如
た
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

そ
の

判
定
者
も
徳
政
の
本
来
の
出
所
で
あ
る
儒
教
的
徳
治
観
念
に
ふ
さ
わ
し
-
'
神

仏
で
は
な
-
天
道
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
、
当
時
の
宗
教
状
況
で
は
神

仏
の
た
め
の
造
営
事
業
を
否
定
し
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
造
営
事
業

は
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
相
対
的
に
価
値
を
下
げ
、
自
身
の
行
っ
て
き
た
所
領

寄
進
を
強
調
し
て
神
仏
へ
の
善
根
を
も
行
っ
て
き
た
と
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
賛
言
を
費
や
し
た
が
'
ま
と
め
よ
う
。

【
史
料
2
】
【
史
料
3
】
は
謙

信
の
関
東
侵
攻
と
い
う
一
大
危
機
の
直
後
に
発
給
さ
れ
た
。

【
史
料
3
】
は
、
直

接
的
に
は
、
謙
信
と
の
決
戦
を
望
み
戦
勝
祈
念
を
依
頼
し
て
き
た
氏
康
に
対
し
'

融
山
が
短
慮
に
よ
る
戦
争
を
諌
め
、
具
体
的
に
行
う
べ
き
施
策
を
意
見
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
根
底
に
は
善
根
を
積
ま
な
か
っ
た
た
め
「
国
家
」
を

危
機
に
陥
れ
た
氏
康
へ
の
批
判
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
お
そ
ら
-
融
山
だ
け
で
な

く
へ
北
条
領
国
に
広
ま
り
か
ね
な
い
'
一
般
に
共
有
さ
れ
う
る
批
判
で
あ
っ
た
。

氏
康
に
は
前
年
「
代
替
わ
-
徳
政
」
を
望
む
声
に
押
さ
れ
て
心
な
ら
ず
も
家
督

(
2
8
＼

を
譲
っ
た
苦
い
記
憶
が
想
起
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

二
九



し
た
が
っ
て
へ
氏
康
は
こ
れ
に
全
面
的
に
対
抗
し
う
る
言
説
を
打
ち
出
す
必

要
が
あ
っ
た
。
禁
中
の
修
理
や
種
々
の
祈
祷
・
修
法
の
興
行
な
ど
の
意
見
に
は

素
直
に
従
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
。

し
か
し
、
自
身
成
し
遂
げ
て
き
た
政
治
的

成
果
や
弱
点
で
あ
る
大
寺
社
造
営
事
業
に
関
し
て
は
-
対
応
の
方
法
は
違
う
け

(
8
)

れ
ど
も
-
一
歩
も
退
-
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.

四
　
永
禄
三
年
徳
政
と
「
弓
矢
徳
政
」

永
禄
四
年
の
【
史
料
2
】
発
給
段
階
で
氏
康
の
置
か
れ
た
政
治
状
況
、
そ
れ

に
基
づ
い
た
言
説
か
ら
、
改
め
て
永
禄
三
年
徳
政
を
考
え
て
み
よ
う
。

す
る
と
へ

「
「
国
家
」
の
支
配
原
則
」
や
「
為
政
者
の
「
国
家
」
観
を
如
実
に
反
映
し
た
法

令
」
と
い
う
位
置
づ
け
に
は
、
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
ま
り
'
「
万

民
御
哀
憐
」
の
た
め
と
か
、
「
百
姓
」
に
礼
を
尽
-
す
た
め
と
い
う
の
は
'
氏
康

が
【
史
料
2
】
発
給
段
階
で
み
ず
か
ら
の
政
治
を
評
価
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
、

あ
と
づ
け
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

永
禄
三
年
徳
政
の
発
令
段
階
で
「
「
国
家
」

の
支
配
原
則
」
に
基
づ
い
た
り
、
「
為
政
者
の
「
国
家
」
観
を
如
実
に
反
映
」
す

る
余
地
が
あ
っ
た
か
否
か
は
疑
わ
し
い
。

則
竹
氏
が
永
禄
三
年
徳
政
を
「
勧
農

の
徳
政
」
と
名
づ
け
た
の
は
、
当
を
得
て
い
る
。

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
こ

の
よ
う
に
目
的
を
直
接
か
つ
明
確
に
示
し
う
る
徳
政
は
ほ
か
に
は
な
い
。

大
飢

鐘
の
中
、
き
わ
め
て
明
確
な
目
的
=
「
勧
農
」
を
も
っ
て
出
さ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
永
禄
三
年
徳
政
自
体
は
'
久
留
島
氏
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、

き
わ
め
て
政
策
的
な
「
緊
急
避
難
」
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

永

三
〇

禄
三
年
徳
政
の
内
容
が
後
々
の
北
条
氏
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
画
期
は
永
禄
四
年
の
【
史
料
2
】
発
給
時
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

氏
康
に
よ
っ
て
永
禄
三
年
徳
政
・
四
年
徳
政
・
目
安
箱
設
置
は
内
政
に
お
け

る
高
い
位
置
づ
け
を
改
め
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

戦
争
危
機
が
そ
れ

を
も
た
ら
し
た
わ
け
だ
が
'
永
禄
四
年
徳
政
自
体
へ
戦
争
が
も
た
ら
し
た
「
弓

(
S

矢
徳
政
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

勝
俣
氏
に
よ
れ
ば
'
「
戦
災
は
、
大
名
の

最
大
の
失
政
」
で
あ
-
、
謙
信
に
よ
っ
て
領
国
を
探
聞
さ
れ
た
北
条
氏
は
「
そ

れ
を
回
復
す
る
た
め
に
」
当
然
の
ご
と
-
徳
政
を
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。

戦
災
が
大
名
の
失
政
で
あ
る
と
の
こ
と
ば
へ
た
し
か
に
一

っ
の
認
識
と
し
て
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。

【
史
料
3
】
に
お
け
る
融
山
の
意
見
な

ど
は
へ
ま
さ
し
-
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
'
そ
れ
に
対
し
て
氏
康
は
ど
う
し
た
か
。

永
禄
三
・
四
年
徳
政
を
行

い
、
目
安
箱
を
設
置
し
て
道
理
を
探
求
し
て
き
た
こ
と
を
誇
り
へ
そ
れ
が
天
道

に
明
白
で
あ
っ
た
ゆ
え
へ
関
八
州
が
手
に
入
っ
た
と
の
自
負
を
示
し
て
い
る
。

っ
ま
り
'
氏
康
は
こ
の
た
び
の
戦
災
を
失
政
へ
も
し
く
は
そ
れ
に
由
来
す
る
も

の
と
は
、
さ
ら
さ
ら
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
弓
矢
徳
政
」
に
は
、
も
う
少

し
異
な
る
角
度
か
ら
の
理
解
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

筆
者
は
前
稿
で
'
戦
国
時
代
の
「
弓
矢
徳
政
」
は
、
現
実
の
戦
争
被
害
や
そ

れ
に
基
づ
-
紛
争
か
ら
起
ち
あ
が
っ
た
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
t
と
述
べ
た
。

こ
れ
は
「
一
乱
」
を
理
由
と
し
て
借
銭
の
返
済
猶
予
を
是
認
す
る
社
会
意
識
が

あ
っ
た
こ
と
へ
の
注
目
か
ら
導
い
た
考
え
だ
が
'
最
近
菊
池
浩
幸
氏
は
'
「
一
乱
」

(
a
)

を
理
由
と
す
る
役
賦
課
に
言
及
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
一
乱
」
は
人
び
と
の



「
弓
矢
徳
政
」
の
要
求
に
繋
が
る
一
方
へ
大
名
等
の
役
賦
課
に
も
正
当
性
を
与
え

る
と
い
う
二
面
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
い
え
ば
、
「
一

乱
」
を
理
由
に
役
賦
課
を
さ
れ
る
な
ら
ば
も
当
然
「
徳
政
」
が
行
わ
れ
る
べ
き

と
の
意
識
が
あ
る
L
t
そ
の
道
の
意
識
も
あ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
'
「
戦
乱
の
徳
政
」
を
詳
細
に
分
析
し
た
阿
部
氏
が
、

す
で
に
戦
争
の
遂
行
に
当
た
っ
て
の
軍
事
動
員
の
代
償
や
給
恩
と
し
て
の
徳
政

8
)

を
見
出
し
て
お
-
、
こ
れ
は
戦
国
時
代
に
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
て
い
-
戦
争
負

担
の
見
返
り
、
い
わ
ば
一
種
の
衡
平
観
念
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
戦
争
が
あ
れ
ば
「
徳
政
」
が
行
わ
れ
て
当
然
と
の
意
識
は
、
戦
災

が
失
政
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
も
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
が
'
少
な
-
と
も
大
名

の
側
か
ら
見
て
戦
災
が
失
政
で
あ
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の

大
名
も
戦
争
を
焦
点
と
し
た
衡
平
観
念
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

た
だ
し
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
氏
康
は
永
禄
三
年
徳
政
に
「
本
来
の
徳
政

(
善
政
)
の
性
格
」
を
込
め
よ
う
と
し
て
お
-
'
そ
の
方
向
性
は
【
史
料
2
】
の

'
:
I
:
,

言
説
で
さ
ら
に
強
力
に
打
ち
出
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

徳
政
が
善
政
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
へ
過
去
の
戦
争
負
担
へ
の
見
返
-
と
と
も
に
、
未
来
の
戦
争
負
担
へ

の
正
当
性
(
の
可
能
性
)
が
用
意
さ
れ
る
。

前
述
し
た
「
逆
の
意
識
」
と
は
'

こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
り
'
衡
平
観
念
の
衡
平
観
念
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

や

む
を
得
ず
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
徳
政
に
も
'
支
配
に
利
す
る
仕
掛
け
を

種
々
施
そ
う
と
す
る
の
が
大
名
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

氏
康
が
【
史
料
2
】
で
行
っ
た
の
は
、
い
わ
ば
(
徳
政
の
捉
え
返
し
)
で
あ

戦
国
時
代
の
徳
政
と
大
名

る
。発
令
・
施
行
時
の
個
別
事
情
を
超
え
て
、
す
な
わ
ち
へ
則
竹
氏
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、
「
個
々
の
徳
政
は
債
務
破
棄
だ
け
で
な
-
、
そ
の
法
令
が
出
さ
れ
た

地
域
・
権
力
の
課
題
に
応
じ
て
債
務
破
棄
に
収
蝕
し
な
い
特
徴
が
あ
っ
た
」
は

〔
3
4
)

ず
で
あ
る
が
、
「
万
民
御
哀
憐
」
「
百
姓
に
礼
を
尽
-
す
」
「
道
理
を
探
求
す
る
」

等
の
意
味
を
与
え
て
、
あ
た
か
も
こ
れ
ら
大
名
の
普
遍
的
政
策
基
調
が
当
時
存

在
し
、
そ
れ
に
則
っ
た
「
徳
政
」
で
あ
っ
た
ご
と
-
装
っ
た
。

永
禄
三
年
徳
政

8
)

自
体
は
大
飢
鰭
を
契
機
と
し
て
お
-
「
弓
矢
徳
政
」
で
は
な
い
が
、
徳
政
は
捉

え
返
さ
れ
、
新
た
に
活
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
戦
争
危
機
を
契
機
と
し
て
も

た
ら
さ
れ
た
こ
れ
も
、
「
弓
矢
徳
政
」
の
一
つ
の
展
開
・
変
型
と
い
い
う
る
で
あ

ろ
う
。

本
稿
で
は
勝
俣
説
の
重
要
性
を
再
確
認
し
っ
つ
'
氏
康
の
言
説
に
注
目
し
な

が
ら
へ
「
弓
矢
徳
政
」
を
も
う
少
し
戦
争
の
現
実
か
ら
位
置
づ
け
て
み
よ
う
と
試

み
た
。前
稿
で
は
経
済
紛
争
の
視
点
か
ら
「
弓
矢
徳
政
」
を
位
置
づ
け
た
が
へ

戦
争
を
焦
点
と
す
る
各
階
層
の
意
識
の
あ
り
方
か
ら
も
、
ま
た
戦
争
危
機
に
よ

っ
て
(
徳
政
の
捉
え
返
し
)
が
図
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
も
、
「
弓
矢
徳
政
」

s
;

は
あ
ら
た
め
て
戦
国
時
代
の
徳
政
を
特
質
づ
け
る
も
の
と
考
え
る
。

注(
-
)
久
保
「
大
名
領
国
の
経
済
紛
争
」
(
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
」
五

二
'
二
〇
〇
七
年
)
0

以
下
へ
前
稿
と
す
る
。

(
2
)
笠
松
「
中
世
の
政
治
社
会
思
想
」
(
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
1
7
中
世
3
'
岩
波

書
店
へ
一
九
七
六
年
へ
所
収
へ
の
ち
同
『
日
本
中
世
法
史
論
』
'
東
京
大
学
出
版
会
へ

一
九
七
九
年
へ
所
収
)
へ
同
『
徳
政
令
』
(
岩
波
新
書
へ
一
九
八
三
年
)
0



(
3
)
徳
政
の
研
究
史
整
理
も
数
多
-
行
わ
れ
て
い
る
。さ
し
あ
た
り
中
世
前
期
に
関
し

て
は
'
海
津
一
朗
『
中
世
の
変
革
と
徳
政
』
(
吉
川
弘
文
館
'
一
九
九
四
年
)
の

「
序
章
」
を
参
照
。

(
4
)
た
と
え
ば
へ
伊
藤
喜
良
民
は
「
南
北
朝
動
乱
以
後
へ
徳
政
論
も
下
火
と
な
り
へ
政

治
思
想
と
し
て
は
'
こ
れ
ま
た
消
滅
し
て
い
っ
た
」
と
し
(
同
「
王
土
王
民
・
神
国

思
想
」
、
『
講
座
前
近
代
の
天
皇
4
統
治
的
諸
機
能
と
天
皇
観
』
、
青
木
書
店
、
一

九
九
五
年
へ
所
収
t
の
ち
同
『
中
世
国
家
と
東
国
・
奥
羽
』
へ
校
倉
書
房
へ
一
九
九

九
年
へ
所
収
)
、
海
津
注
(
3
)
論
稿
で
も
こ
れ
に
同
意
を
示
し
て
い
る
。

最
近
の

徳
政
に
つ
い
て
の
簡
要
な
説
明
と
し
て
は
'
た
と
え
ば
桜
井
英
治
氏
が
「
本
来
は
人

徳
の
あ
る
政
治
へ
善
政
を
さ
し
た
が
へ
の
ち
に
債
務
破
棄
や
売
却
地
の
取
り
戻
し
を

さ
す
用
法
が
一
般
化
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
を
参
照
(
同
『
破
産
者
た
ち
の
中
世
』
へ

山
川
出
版
社
へ
二
〇
〇
五
年
)
。

(
5
)
勝
俣
「
戦
国
法
の
展
開
」
(
永
原
慶
二
他
編
『
戦
国
時
代
』
へ
吉
川
弘
文
館
'
一
九

七
八
年
へ
所
収
)
0

(
6
)
勝
俣
前
注
論
文
。

(
7
)
勝
俣
「
1
五
-
1
六
世
紀
の
日
本
」
(
岩
波
講
座
『
日
本
通
史
』
10
中
性
4
、
所

収
、
岩
波
書
店
へ
一
九
九
四
年
、
の
ち
「
戦
国
大
名
「
国
家
」
の
成
立
」
と
改
題
し

て
同
『
戦
国
時
代
論
』
へ
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
へ
所
収
)
0

(
8
)
「
網
代
友
甫
所
蔵
文
書
」
(
『
小
田
原
市
史
』
史
料
編
中
世
Ⅱ
四
三
二
号
文
書
,
以

下
『
小
』
四
三
二
の
よ
う
に
略
す
)
。

ほ
か
に
二
月
晦
日
付
牧
之
郷
百
姓
中
充
て
の

北
条
家
朱
印
状
が
あ
り
(
「
三
須
文
書
」
へ
『
小
』
四
三
一
、
以
下
「
牧
之
郷
」
と
略

記
)
へ
こ
れ
も
掲
げ
て
比
較
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
'
本
稿
で
は
'
設
定
し
た
課
題

お
よ
び
紙
幅
の
関
係
で
割
愛
し
た
。

(
9
)
則
竹
「
後
北
条
領
国
下
の
徳
政
問
題
」
(
『
社
会
経
済
史
学
』
五
四
-
六
へ
一
九
八

九
年
へ
の
ち
同
『
戦
国
大
名
領
国
の
権
力
構
造
』
'
吉
川
弘
文
館
'
二
〇
〇
五
年
、

所
収
)
0

(
S
)
則
竹
「
大
名
領
国
下
に
お
け
る
年
貢
収
取
と
村
落
」
(
『
歴
史
学
研
究
〓
ハ
五
言
了
、

1
九
九
三
年
へ
の
ち
同
前
注
著
書
へ
所
収
)
。

te)
(
3
)

(
2
)

(
2
)

(
2
0
)

(
r
,
)

(
S
) 阿

部
「
永
禄
三
年
後
北
条
氏
徳
政
令
と
「
酉
町
」
」
(
『
戦
国
史
研
究
』
三
三
号
t

T
九
九
七
年
へ
の
ち
同
『
戦
国
期
の
徳
政
と
地
域
社
会
』
へ
吉
川
弘
文
館
へ
二
〇
〇

一
年
、
所
収
)
0

阿
部
「
戦
国
期
徳
政
の
事
例
検
討
」
(
同
前
注
著
書
'
所
収
)
0

久
留
島
『
日
本
の
歴
史
1

3
一
挟
と
戦
国
大
名
』
(
講
談
社
へ
二
〇
〇
一
年
)
0

黒
田
①
「
氏
康
の
徳
政
令
」
(
藤
木
久
志
・
黒
田
基
樹
編
『
定
本
・
北
条
氏
康
』
、

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
所
収
)
0

な
お
'
ほ
か
に
②
「
1
五
二
六
世
紀
徳
政

論
序
説
」
(
『
史
苑
』
l
七
l
号
'
二
〇
〇
三
年
)
'
③
『
戦
国
大
名
の
危
機
管
理
』

(
吉
川
弘
文
館
へ
二
〇
〇
五
年
)
へ
④
「
戦
国
期
東
国
の
徳
政
」
(
佐
藤
博
信
編
『
中

世
東
国
の
社
会
構
造
』
'
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、
所
収
)
等
。

山
口
「
「
三
嶋
酉
町
」
と
流
質
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
小
田
原
地
方
史
研
究
』

一
六
号
へ
一
九
八
八
年
)
0

も
ち
ろ
ん
「
牧
之
郷
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
理
解
す
る

こ
と
に
な
る
。

藤
木
「
永
禄
三
年
徳
政
の
背
景
」
(
『
戦
国
史
研
究
』
三
言
了
'
1
九
九
六
年
)
.

久
保
①
「
後
北
条
領
に
お
け
る
高
利
貸
と
徳
政
」
(
『
史
観
』
一
三
五
冊
、
7
九
九

六
年
)
②
「
戦
国
大
名
額
に
お
け
る
訴
訟
と
裁
許
」
(
『
戦
国
史
研
究
』
三
七
号
、
1

九
九
九
年
、
①
②
と
も
の
ち
補
訂
・
改
題
し
て
、
同
『
戦
国
大
名
と
公
儀
』
、
校
倉

書
房
'
二
〇
〇
1
年
へ
所
収
)
等
o

「
牧
之
郷
」
で
は
三
箇
条
目
と
な
る
。

則
竹
注
(
9
)
著
書
一
七
二
頁
。

「
牧
之
郷
」
で
は
「
以
上
五
ヶ
条
」
で
あ
る
。

「
建
内
記
」
嘉
章
光
年
九
月
十
四
日
条
o

小
笠
原
「
安
房
妙
本
寺
日
侃
と
相
房
の
関
係
」
(
『
古
文
書
研
究
』
五
号
へ
一
九
七

1
年
、
の
ち
同
『
中
些
房
総
の
政
治
と
文
化
』
へ
吉
川
弘
文
館
、
l
九
八
五
年
へ
所

収
)
に
お
い
て
'
概
要
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

融
山
の
人
物
像
に
つ
い
て
も
同
論
文

参
照
。ま
た
へ
加
増
啓
二
「
領
国
危
機
と
修
法
」
(
千
葉
歴
史
学
会
編
『
中
世
東
国

の
地
域
権
力
と
社
会
』
へ
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
'
所
収
)
で
は
'
祈
祷
・
修
法

を
中
心
に
取
-
上
げ
て
い
る
。
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m
)

(
3
)

(
3
2
)

(
3
3
)

(
3
4
)

(
&
)

(
8
) 久

保
「
北
条
氏
康
の
「
徳
政
」
」
(
同
注
(
5
)
著
書
へ
所
収
)
0

さ
ら
に
融
山
が
氏
康
書
状
に
対
し
て
送
っ
た
返
書
も
あ
る
が
(
「
妙
本
寺
所
蔵
文

書
」
、
『
小
』
四
八
九
関
連
文
書
)
へ
基
本
的
な
論
点
は
ほ
ぼ
先
立
つ
両
史
料
で
尽

さ
れ
て
お
-
'
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
の
で
'
本
稿
で
は
引
用
し
な
い
。

「
妙
本
寺
所
蔵
文
書
」
(
『
小
』
E
I
八
九
)
0

「
妙
本
寺
所
蔵
文
書
」
(
『
小
』
四
八
九
関
連
文
書
)
0

小
笠
原
注
I
C
s
I
)
論
文
で
は
'
氏
康
の
天
道
思
想
に
関
わ
り
、
「
生
活
体
験
に
基

づ
-
現
実
的
で
合
理
主
義
的
な
考
え
方
に
著
し
い
特
色
が
み
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
。

藤
木
注
(
S
)
論
稿
。

な
お
、
本
章
で
述
べ
た
こ
と
は
、
注
/
C
。¥
の
拙
論
が
か
り
に
正
し
け
れ
ば
'
氏

康
・
融
山
と
も
に
意
識
・
協
力
し
た
う
え
で
の
「
演
出
」
と
な
る
か
ら
、
い
っ
そ
う

意
味
を
強
め
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

前
稿
参
照
。

菊
池
浩
幸
「
室
町
・
戦
国
期
在
地
領
主
の
イ
エ
と
地
域
社
会
・
国
家
」
(
『
歴
史
学

研
究
』
八
三
三
号
、
二
〇
〇
七
年
)
。

阿
部
注
(
2
)
論
文
。
「
戦
乱
の
徳
政
」
は
、
実
態
と
し
て
は
ほ
ぼ
「
弓
矢
徳
政
」

に
重
な
る
。

氏
康
は
、
目
安
箱
の
設
置
に
よ
る
開
か
れ
た
裁
判
も
善
政
と
し
て
の
徳
政
に
含
め

よ
う
と
し
た
と
考
え
る
(
久
保
注
(
5
)
②
論
文
)
0

則
竹
注
(
9
)
著
書
1
七
二
頁
。

し
た
が
っ
て
勝
俣
説
も
「
弓
矢
徳
政
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
'
永
禄
三
年
徳
政
に

拠
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

永
禄
三
年
徳
政
の
背
景
に
飢
値
が
あ
る
こ
と
は
多
-
の
研
究
が
指
摘
し
て
お
り
、

黒
田
注
(
2
)
④
論
文
で
は
ほ
と
ん
ど
の
戦
国
期
東
国
徳
政
の
背
景
に
広
域
的
な
飢

僅
・
災
害
が
あ
る
と
し
て
い
る
。し
か
し
'
阿
部
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
'
戦

国
大
名
に
よ
る
徳
政
施
行
の
直
接
的
要
E
E
I
へ
す
な
わ
ち
徳
政
令
の
理
由
づ
け
の
大
半

が
代
替
わ
り
・
戦
乱
で
あ
る
こ
と
に
は
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

戦
国
時
代
の
徳
政
と
大
名




