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大
山
喬
平
氏
の
ム
ラ
論
と
土
地
問
題

蔵
　
持
　
重
　
裕

　

大
山
喬
平
氏
が
大
著
﹃
日
本
中
世
の
ム
ラ
と
神
︶々
1
︵

﹄︵
以
下
、「
大
山
本
」、と
称
す
︶

を
著
さ
れ
た
。
多
く
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
有
意
義
な
啓
発
的
な
書
と
読
ま
せ
て
い

た
だ
い
た
。
そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
に
随
想
を
メ
モ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

1
、「
大
山
本
」
の
狙
い
と
意
味

　

大
山
喬
平
氏
の
﹃
日
本
中
世
の
ム
ラ
と
神
々
﹄
に
つ
い
て
は
す
で
に
高
木
徳
郎
氏

の
書
評
が
あ
る︶

2
︵

。
私
は
基
本
的
に
高
木
氏
の
見
解
に
賛
成
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
氏
の

見
解
の
要
点
を
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

①
高
木
氏
が
、「
本
書
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
中
世
の
「
ム
ラ
」
と
は
一
体
何
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
」と
述
べ
る
ム
ラ
の
概
念
で
あ
る
。
大
山
氏
が「
生
活
の
ユ
ニ
ッ

ト
」
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
高
木
氏
は
第
一
に
、
そ
れ
は
超
歴
史
的
に
存
在
す

る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
中
世
の
ム
ラ
の
説
明
、
解
答
に
は
成
ら
な
い
こ
と
、
第
二
に
、

か
つ
て
の
大
山
氏
の
村
概
念
と
も
相
違
し
て
い
る
と
し
て
批
判
を
さ
れ
て
い
る
。

　

②
以
上
の
大
山
氏
の
ム
ラ
概
念
の
問
題
点
は
、「
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
」と「
政
治
ユ
ニ
ッ

ト
」
と
す
る
区
分
に
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
、
社
会
の
中
に
在
っ
て
政
治
性
の
帯
び
な

い
ム
ラ
な
ど
存
在
し
な
い
は
ず
は
な
い
、
と
述
べ
る
。

　

以
下
高
木
氏
の
論
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
私
の
関
心
に
し
た
が
っ
て
い
く
つ
か

コ
メ
ン
ト
を
し
た
い
。

（
1
）「
大
山
本
」
の
狙
い

　

そ
こ
で
、
ま
ず
大
山
氏
の
本
書
に
お
け
る
ね
ら
い
は
何
か
、
そ
れ
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。

　

①
一
次
的
、
直
接
的
な
目
的
は
、
中
世
の
人
々
が
生
活
を
し
て
い
る
舞
台
と
し
て

の
基
本
的
な
ム
ラ
を
描
き
出
す
、
こ
と
に
あ
っ
た︶

3
︵

。

　

②
そ
の
前
提
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
大
山
氏
が
こ
の
よ
う
な
「
ム
ラ
」
研
究
を
始
め
、

本
書
を
編
む
の
に
至
っ
た
か
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
本
当
の
本
書
の
狙

い
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
現
在
の
︵
諸
論
文
が
執
筆
さ
れ
た
当
時
の
︶

中
世
の
村
・
ム
ラ
研
究
状
況
へ
の
不
満
で
あ
る︶

4
︵

。
そ
の
第
一
が
、
網
野
善
彦
氏
の
中

世
社
会
論
へ
の
批
判
、
見
解
の
相
違
で
あ
る
。

　

三
七
〇
頁
以
下
で
そ
の
内
容
が
展
開
さ
れ
る
が
、論
点
は
中
世
社
会
を
考
え
る
に
、

共
同
体
を
基
礎
に
置
く
大
塚
久
雄
氏
の
封
建
制
理
解
と
高
橋
幸
八
郎
氏
の
共
同
体
農

民
フ
ー
フ
ェ
の
成
長
度
に
視
点
を
当
て
る
理
解
の
ど
ち
ら
に
与
す
る
か
で
あ
っ
た
。

大
山
氏
が
高
橋
氏
の
理
解
に
随
っ
た
の
に
対
し
て
、
網
野
氏
は
こ
れ
を
領
主
へ
の
抵

抗
の
視
点
を
欠
く
と
批
判
し
た
。
網
野
氏
は
こ
の
時
点
で
、
共
同
体
の
外
部
の
漂
泊

民
等
の
人
々
に
、
中
世
の
特
徴
と
活
力
を
観
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
第
二
は
、
勝
俣
鎭
夫
・
藤
木
久
志
・
田
村
憲
美
氏
ら
の
村
理
解
へ
の
異
論
で

あ
り
、
戦
国
時
代
中
心
の
村
研
究
へ
の
不
満
で
あ
る︶

5
︵

。

　

大
山
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、「
明
治
国
家
が
認
定
し
、
中
田
︵
薫
︶
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が
こ
れ
を
権
威
づ
け
た
近
世
村
以
来
の
ム
ラ
の
権
利
の
源
流
を
訪
ね
る
旅
と
し
て

あ
っ
た
」、
と
把
握
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
ム
ラ
の
国
制
上
の
位
置
づ
け
を
問
題
に

す
る
視
角
」︵
A
︶
が
優
先
さ
れ
、「
人
々
が
生
き
た
生
活
世
界
に
お
い
て
機
能
し
て

い
た
ム
ラ
そ
の
も
の
の
究
明
を
重
要
と
み
る
視
角
」︵
B
︶
が
欠
如
、
軽
視
さ
れ
て

い
る
、
と
評
価
す
る
。

　

前
掲
の
歴
史
家
諸
氏
の
研
究
を
A
の
性
格
付
け
で
正
鵠
を
得
て
い
る
か
ど
う
か

は
、
微
妙
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
「
人
々
が
生
き
た
生
活
世
界
」
を
無
視
し
て
い
た
こ
と

は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
村
の
歴
史
研
究
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
研
究
者
に
は「
生
活
」

の
視
点
は
与
件
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、B
の
視
角
か
ら
取
り
組
ま
れ
た
の
が
こ
の
「
大
山
本
」
で
あ
る
。
各
論
、

事
例
研
究
は
そ
れ
ぞ
れ
に
読
み
応
え
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
そ
れ
が

成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、先
に
高
木
氏
が
指
摘
し
た
通
り
の
問
題
点
が
あ
ろ
う
。

　

私
自
身
は
、
大
山
氏
の
言
う
「
中
世
村
落
と
は
、
日
本
に
あ
っ
て
は
中
世
に
お
け

る
直
接
生
産
者
の
経
済
的
実
現
を
媒
介
と
す
る
の
み
か
、
そ
の
政
治
的
結
集
体
の
形

式
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
中
世
農
民
諸
階
層
の
政
治
的
力
量
の
最
終
的
な
表
現
形

態
を
な
す
。」︵
三
七
三
頁
︶
と
い
う
概
念
に
、
親
近
感
を
持
つ
。

　
「
生
活
ユ
ニ
ッ
ト
」
は
、
災
害
・
飢
饉
・
戦
乱
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
対
領
主
・

支
配
者
、
対
隣
接
「
ユ
ニ
ッ
ト
」
と
の
緊
張
関
係
を
孕
み
、「
政
治
的
結
集
体
」、
さ

ら
に
は
「
国
家
的
村
落
」
と
し
て
顕
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る︶

6
︵

。
そ
し
て
、

こ
の
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、大
山
氏
が
危
惧
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

（
2
）「
大
山
本
」
の
提
言

　

大
山
氏
は
、
ム
ラ
の
履
歴
作
り
を
提
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
理
解
で
き
る
し
、

大
山
氏
を
は
じ
め
多
く
の
村
落
研
究
者
や
地
域
研
究
が
現
地
調
査
を
進
め
て
い
る
こ

と
は
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
と
思
う
。
た
だ
、一
言
す
れ
ば
、こ
の
提
起
は
「
文

献
民
俗
学
・
人
類
学
」
の
提
唱
と
思
う
。
言
葉
を
変
え
た
だ
け
で
は
あ
る
が
、
歴
史

学
が
、
隣
接
科
学
と
の
共
同
や
方
法
の
学
習
、
そ
し
て
文
献
史
学
の
独
自
性
へ
の
自

覚
は
意
味
が
あ
る
こ
と
と
思
う
。
歴
史
学
や
歴
史
地
理
学
な
ど
を
も
包
摂
す
る
広
域

の
村
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思
う
。

2
、
ム
ラ
論
の
基
底

　

さ
て
、「
大
山
本
」
が
私
に
と
っ
て
重
要
に
思
え
た
の
は
、
以
上
の
こ
と
よ
り
も
、

大
山
氏
が
笠
松
宏
至
氏
批
判
に
拘
わ
る
行
り
の
中
で
の
氏
の
註
で
あ
る
。

（
1
）
所
務
沙
汰

　

所
務
沙
汰
と
雑
務
沙
汰
に
関
し
、佐
藤
進
一
氏
は
、前
者
は「
土
地
財
産
権
の
存
在
・

不
存
在
に
関
し
、
或
い
は
土
地
財
産
権
の
侵
害
排
除
を
目
的
と
し
て
提
起
さ
れ
る
訴

訟
」、
後
者
は
「
土
地
財
産
権
の
移
転
事
実
の
認
定
を
目
的
と
し
て
、
或
い
は
土
地 

以
外
の
一
般
財
産
権
に
関
し
て
提
起
さ
れ
る
訴
訟
」と
説
明
さ
れ
た
。︵
四
六
七
頁
～
︶

笠
松
氏
が
、
こ
れ
を
「
存
在
」
と
「
移
転
」
に
か
か
わ
る
訴
訟
で
あ
る
と
簡
潔
に
説

明
さ
れ
た
こ
と
に
大
山
氏
は
感
心
し
つ
つ
、次
に
記
さ
れ
た
註
が
私
に
は
印
象
深
い
。

「
従
来
の
所
務
沙
汰
の
説
明
が
明
快
さ
を
欠
く
理
由
は
、
中
世
社
会
に
お
け
る
﹃
所

務
﹄
と
い
う
用
語
の
内
容
確
定
の
あ
や
ふ
や
さ
に
起
因
す
る
。
中
世
の
所
務
と
は
、

今
様
で
い
え
ば
、
特
定
所
領
の
経
営
権
の
こ
と
と
解
す
る
の
が
い
い
。
当
該
所
領
に

お
け
る
最
終
的
な
経
営
権
が
領
家
に
帰
属
す
る
か
、
そ
れ
と
も
地
頭
に
帰
属
す
る
か

を
争
う
の
が
所
務
沙
汰
で
あ
り
、
こ
れ
と
検
断
沙
汰
以
外
の
、
こ
ま
ご
ま
と
し
た
争

い
が
、
す
べ
て
雑
務
沙
汰
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
佐
藤
の
説
明
の
難
解
さ

は
、
こ
れ
を
財
産
権
︵
所
有
権
︶
の
範
疇
で
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
点
に
起
因
し
て

い
る
。」︵
四
八
〇
頁
︶
と
あ
る
。︵
傍
線
筆
者
︶
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こ
れ
は
、
歴
史
研
究
者
に
は
「
職
の
論
理
」
と
し
て
流
布
し
て
い
る
、
な
じ
み
深

い
事
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
あ
ら
た
め
て
私
に
は
社
会
経
済
史
研
究
に
重

要
な
提
言
と
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
土
地
に
関
し
て
は
、
そ
の
所
有
・
所
持
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
階
級
差
を
想

定
し
、
経
済
力
、
社
会
的
実
力
を
計
る
の
が
歴
史
学
の
常
道
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
所
有
と
経
営
は
別
の
事
柄
で
あ
り
、
経
営
は
計
画
的
な
事
業
推

進
の
追
求
、
管
理
、
運
営
で
あ
る
。
い
わ
ば
動
き
で
あ
る
。
土
地
所
有
・
所
持
の
統

計
が
整
っ
て
い
て
も
そ
の
生
き
た
働
き
、
動
態
的
な
社
会
像
は
必
ず
し
も
浮
か
び
上

が
っ
て
来
る
も
の
で
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
所
有
と
経
営
を
分
離
し
て
理
解
す
る

こ
と
、
そ
し
て
経
営
に
大
き
な
力
を
認
め
る
こ
と
は
、
実
際
的
な
社
会
像
を
描
く
上

で
大
変
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
網
野
善
彦
氏
は
奥
能
登
「
時
国
家
文
書
」
の
検
討
か
ら
、
名
田
経
営
を

し
て
い
る
時
国
家
が
廻
船
交
易
、
塩
業
、
製
炭
、
山
林
経
営
、
金
融
業
ま
で
を
行
っ

て
い
る
企
業
家
で
あ
る
こ
と
、「
同
家
の
「
下
人
」
た
ち
が
、
農
業
だ
け
で
な
く
、

手
代
や
船
頭
、
水
主
と
し
て
廻
船
・
商
業
経
営
に
携
わ
り
、
そ
の
ほ
か
製
塩
、
牛
馬

の
飼
育
・
使
役
、
石
工
・
大
工
・
鍛
冶
な
ど
の
職
人
的
な
仕
事
、
さ
ら
に
は
山
番
に

い
た
る
ま
で
、
実
に
多
様
な
職
能
」︵
関
口
︶
を
持
つ
こ
と
を
示
し
た
関
口
博
巨
氏

や
泉
雅
博
氏
の
論
考
を
受
け︶

7
︵

、「
百
姓
は
農
民
で
は
な
い
の
で
す
ね
」
と
い
う
言
説

を
も
の
に
し
た
が︶

8
︵

、
こ
れ
な
ど
、
農
民
か
否
か
で
は
な
く
、「
百
姓
は
多
様
な
経
営

を
し
て
い
る
、携
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
経
営
」
は
、土
地
「
所

有
」
面
積
の
多
寡
に
よ
っ
て
示
し
、
連
想
さ
せ
る
構
造
的
、
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
か

ら
、
実
際
の
人
の
動
態
を
把
握
さ
せ
う
る
視
点
と
し
て
生
き
る
と
考
え
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
原
理
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
展
開
を
示
し
た
も
の
と
し

て
、
川
勝
平
太
氏
の
次
の
指
摘
を
参
照
し
て
お
き
た
い︶

9
︵

。

　

人
類
史
に
生
産
志
向
型
の
社
会
が
あ
り
、「
イ
ギ
リ
ス
で
の
場
合
に
は
産
業
革
命

と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
場
合
は
余
り
着
目
さ
れ
ま
せ
ん
。
日
本
は
土
地

が
狭
い
。
土
地
の
希
少
性
を
大
事
に
し
て
、
労
働
を
多
投
し
て
土
地
の
生
産
性
を
世

界
一
に
し
ま
し
た
。
労
働
集
約
の
型
の
生
産
革
命
で
「
勤
勉
革
命
」
と
い
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。」︵
一
四
頁
︶

「
国
の
経
営
す
る
形
も
違
っ
て
い
ま
し
た
。
西
洋
の
場
合
は
富
国
強
兵
で
す
が
、
近

世
日
本
の
場
合
、
土
地
所
有
が
武
士
に
と
っ
て
殆
ど
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
⋮
⋮
あ

る
ほ
ど
の
土
地
を
活
用
す
る
こ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
経
世
済
民
で
、
土

地
の
生
産
性
を
上
げ
る
た
め
に
勉
強
す
る
。
宮
崎
安
貞
の
﹃
農
業
全
書
﹄
に
典
型
的

に
示
さ
れ
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
メ
リ
ッ
ト
を
上
げ
て
い
く
と
い
う
発
想
に

な
り
ま
す
。
い
っ
て
み
れ
ば
経
営
で
す
。
所
有
よ
り
も
経
営
と
い
う
発
想
に
な
る
わ

け
で
す
。」︵
一
七
頁
︶

「
イ
ギ
リ
ス
を
追
い
懸
け
た
」、「
特
に
ド
イ
ツ
の
場
合
」「
株
式
会
社
と
か
大
銀
行

を
創
設
し
て
、
社
会
か
ら
資
金
を
集
め
る
。
そ
の
活
用
を
人
に
任
せ
る
。
誰
に
任
せ

る
か
経
営
者
で
す
。
有
能
な
銀
行
家
や
経
営
者
に
任
せ
て
、
大
工
業
を
経
営
し
た
。

こ
こ
で
所
有
と
経
営
の
分
離
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。」︵
一
九
頁
︶

「
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
⋮
資
金
を
持
っ
て
い
る
資
本
家
と
経
営
す
る
企
業
家
と
は
別

物
で
あ
る
。
企
業
家
が
経
営
を
行
う
こ
と
と
、
資
本
家
が
資
金
を
持
っ
て
い
る
と
言

う
こ
と
は
機
能
が
別
で
、
所
有
と
経
営
は
本
来
違
う
。
大
事
な
の
は
経
営
能
力
で
あ

り
、
資
金
を
活
用
す
る
能
力
で
あ
る
。」「
経
済
発
展
の
根
本
現
象
は
企
業
家
活
動
だ

と
論
じ
ま
し
た
」︵
一
八
頁
︶︵
傍
線
筆
者
︶

　

時
代
は
異
な
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
、
経
営
を
重
視
す
る
視
点
は
百
姓
等
、
直
接

働
く
者
、
耕
作
者
・
生
業
者
の
権
利
の
理
解
に
も
大
い
に
影
響
が
あ
り
う
る
も
の
と

考
え
た
い
。

（
2
）
農
地
・
耕
地
の
性
格

　

そ
の
参
考
に
、
ま
た
関
連
し
て
理
解
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
土
地
所

有
に
お
け
る
「
分
離
」
の
例
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
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①　

骨
田
・
皮
田

陳
盛
韶
﹃
問
俗
録
︱
福
建
・
台
湾
の
民
俗
と
社
会
︱︶

10
︵

﹄

　

巻
一
、
建
陽
県
、

「
23　

田
底
と
田
面
︵
骨
田
・
皮
田
︶︵
中
略
︶
骨
は
田
主
の
も
の
で
、
骨
を
取
得

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
県
に
税
契
銀
を
納
め
、
そ
の
土
地
の
税
糧
を
引
き
受
け
、
過

戸
︵
名
義
書
換
︶
を
行
っ
て
税
糧
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
皮
は
耕
作
者
に
帰

属
し
、
租
︵
小
作
料
︶
を
骨
の
所
有
者
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。︵
中
略
︶
同

一
の
田
地
を
田
骨
と
皮
骨
に
わ
け
て
、
別
々
に
二
つ
の
戸
に
売
る
者
が
あ
り
、
ま
た

骨
と
骨
と
を
合
わ
せ
て
買
う
者
も
い
る
。」

　

巻
六　

鹿
港
庁
「
17　

田
底
と
田
面
の
租
︵
大
小
租
︶　

荒
れ
た
未
墾
地
を
占
有

し
管
理
す
る
も
の
は
、
大
租
を
得
る
が
、
こ
れ
は
福
建
内
地
で
い
う
と
こ
ろ
の
田
骨

の
こ
と
で
あ
る
。
荒
れ
た
未
墾
地
を
開
墾
す
る
者
は
小
租
を
得
る
が
、
こ
れ
は
福
建

内
地
で
云
う
と
こ
ろ
の
田
皮
で
あ
る
。」︵
ｐ
153
︶

　

以
上
、
こ
れ
ら
は
一
種
の
地
主
・
小
作
関
係
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
認
識
を
骨

と
皮
に
譬
え
、
地
面
、
地
下
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
勝
俣
「
地
発
し
」
論

と
も
連
想
さ
せ
興
味
深
い
。
税
制
上
は
、
納
税
者
が
所
有
者
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
の

経
営
者
が
独
自
の
処
分
権
を
持
つ
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

②　

FO
U

N
D

S

とSU
PE

R
FIC

IE
S

　

二
宮
宏
之
﹃
フ
ラ
ン
ス　

ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
論
﹄
終
章　

辺
境
の
叛
乱
︱

　
「
印
紙
税
一
揆
」
覚
え
書
︱
よ
り︶

11
︵

「
バ
ス
＝
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
に
は
〈dom

aine congéable

〉
の
名
で
知
ら
れ
る

特
有
の
土
地
制
度
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
」「
極
め
て
複
雑
な
制
度
で
あ
っ
た
。
第

一
に
土
地
の
所
有
権
が
「
地
底
」founds

と
「
地
表
」superfices

に
分
か
れ
て
お

り
、地
底
の
所
有
権
は
〈foncier

〉
に
、地
表
と
建
造
物
の
所
有
権
は
〈dom

anier

〉

に
属
す
る
。
土
地
の
経
営
に
当
た
る
〈dom

anier

〉
は
経
営
地
に
入
る
に
当
た
り
、

地
底
権
を
借
り
、
地
表
権
と
建
造
物
の
所
有
権
は
買
い
取
る
形
に
な
る
。
そ
れ
故
地

底
に
関
し
て
云
え
ば
〈foncier

〉
は
「
貸
方
」
で
あ
り
〈dom

anier

〉
は
「
借
方
」

で
あ
る
。」︵
三
一
三
頁
︶

　

こ
れ
も
地
主︵
地
底
権
︶・
小
作︵
地
表
権
︶関
係
に
他
な
ら
な
い
が
、こ
こ
で
も「
地

底
」
と
「
地
表
」
と
、
視
覚
的
、
感
覚
的
に
そ
の
権
利
を
分
割
し
て
い
る
の
が
面
白

い
が
、
中
国
と
同
様
、
所
有
と
経
営
の
分
離
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
独

自
に
、
双
方
が
知
ら
な
い
う
ち
に
売
買
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

　

③　

永
小
作

　

末
広
厳
太
郞
氏
の
永
小
作
論
、
日
本
で
の
例︶

12
︵

。

　

明
治
政
府
の
地
租
改
正
に
よ
っ
て
、
従
来
の
農
民
の
慣
習
的
利
益
が
そ
こ
な
わ
れ

た
た
め
、
永
小
作
権
の
所
有
権
と
し
て
の
擁
護
に
努
め
、
小
作
争
議
の
解
決
の
指
針

を
与
え
た
法
社
会
学
者
末
広
氏
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

「
昔
は
開
墾
に
従
事
し
た
百
姓
は
土
地
其
物
の
上
に
或
程
度
の
所
有
権
を
与
え
ら
れ

た
。
彼
ら
の
得
た
権
利
は
決
し
て
単
な
る
借
地
権
で
は
な
か
っ
た
。
此
事
は
土
佐
藩

に
於
い
て
は
「
通
俗
地
主
を
呼
ん
で
底そ
こ

地ぢ

持
と
云
ひ
、
永
小
作
︱
即
ち
開
墾
を
し
た

百
姓
︱
を
上
地
持
又
は
中
地
頭
と
称
し
」、
又
大
阪
付
近
に
お
い
て
は
他
人
に
属
す

る
湿
地
其
他
の
荒
蕪
地
に
「
地
上
ヲ
ナ
シ
開
墾
シ
テ
畑
地
ト
成
シ
」
た
や
う
な
場
合

に
「
之
ヲ
上う
わ

地ち

権
ト
名
付
ケ
地
盤
ノ
所
有
権
ハ
地
主
ニ
ア
ル
モ
地
表
ノ
所
有
権
ハ
小

作
人
ニ
在
リ
古
来
自
由
ニ
其
上
土
ノ
ミ
ヲ
売
買
シ
地
主
モ
之
ヲ
承
認
シ
来
リ
タ
ル
」

事
実
」
を
指
摘
し
て
い
る
。︵
八
七
頁
︶

　

こ
う
し
た
分
割
所
有
権
︱
︱
多
く
は
近
代
化
の
過
程
で
顕
在
化
し
た
事
例
で
は
あ

る
が
、
同
様
な
状
況
は
前
近
代
で
も
想
定
し
て
良
い
と
想
う
︱
︱
を
大
山
氏
の
提
言

の
よ
う
に
、
経
営
と
所
有
と
に
分
け
て
考
え
、
経
営
権
の
大
き
さ
を
明
ら
か
に
し
、

重
視
す
る
方
が
、
直
接
耕
作
者
の
生
き
た
努
力
が
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
は
大
山
氏
の
云
う
「
生
活
の
ユ
ニ
ッ
ト
」
の
中
で
も
生
か
さ
れ
う
る
考
え
方
で
あ

る
と
思
う
。
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3
、
黒
田
基
樹
氏
の
徳
政
論

　

こ
こ
で
、
黒
田
基
樹
氏
の
徳
政
論
整
理
を
取
り
上
げ
た
い︶

13
︵

。
な
ぜ
な
ら
、
叙
上
の

土
地
所
有
問
題
、
土
地
問
題
は
徳
政
理
解
に
も
影
響
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。

　

黒
田
氏
は
、
徳
政
研
究
を
大
胆
に
整
理
し
て
、
①
「
物
の
も
ど
り
現
象
」
の
社
会

慣
行
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
特
に
土
地
問
題
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
従
来
の

研
究
と
、
②
藤
木
久
志
氏
が
明
ら
か
に
し
た
、
中
世
の
慢
性
的
飢
饉
状
況
の
中
で
の

生
存
の
営
み
と
把
握
さ
れ
る
も
の
と
、
二
大
分
類
を
し
た
。
そ
し
て
、
氏
は
②
を
徳

政
の
本
質
に
迫
る
視
点
と
し
、
い
わ
ゆ
る
徳
政
一
揆
は
徳
政
問
題
解
決
の
一
つ
の
方

法
に
過
ぎ
ず
、
飢
饉
状
況
の
中
で
の
特
殊
な
略
奪
行
為
と
位
置
づ
け
、
徳
政
一
揆
を

徳
政
研
究
の
メ
イ
ン
舞
台
か
ら
を
引
き
ず
り
下
ろ
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
徳
政
の
本

質
は
在
地
徳
政
の
中
に
こ
そ
潜
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
在
地
徳
政
の
中
で
は
売
買
者

相あ
い

対た
い

に
よ
る
徳
政
が
「
本
来
的
徳
政
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
整
理
・
構
図
は
、
中
世
社
会
の
当
該
の
状
況
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
私
に
は

理
解
し
や
す
い
も
の
で
、
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
徳
政
か
ら
、「
土

地
問
題
」
を
は
ず
し
た
こ
と
と
、「
本
来
的
徳
政
」
を
基
本
に
据
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、「
本
来
的
徳
政
」
に
こ
そ
徳
政
の
本
質
・
性
格
が
あ
る
と
云
う
こ
と

に
な
り
、
こ
の
分
析
の
重
要
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
本
来
的
徳
政
」
を
ベ
ー
ス
と
す
る
構
図
は
徳
政
の
理
解
を
分
か
り
易
い
も

の
に
す
る
と
思
う
が
、
同
時
に
新
に
問
題
点
も
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と

思
う
。

　

そ
の
第
一
は
、「
土
地
問
題
」
を
は
ず
す
だ
け
で
良
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

徳
政
に
お
け
る
土
地
問
題
を
相
対
的
に
軽
く
し
た
の
は
、
本
質
的
で
な
い
と
し
た
の

は
、「
従
来
の
土
地
所
有
理
解
」
︱
︱
本
主
権
に
よ
る
理
解
︱
︱
を
そ
の
ま
ま
是
と

す
る
訳
に
は
い
か
な
い
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
徳

政
理
解
の
整
理
に
は
「
土
地
問
題
の
と
ら
え
方
の
整
理
」
も
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
徳
政
研
究
の
理
解
を
整
理
す
る
と
同
時
に
、「
従
来
の
土
地
所
有
」
の
理
解

に
つ
い
て
も
整
理
す
る
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

第
二
に
、
徳
政
の
基
本
が
「
本
来
的
徳
政
」
に
あ
る
と
し
て
、
飢
饉
状
況
の
な
か

で
の
生
存
を
か
け
た
事
柄
で
あ
る
な
ら
ば
、
略
奪
は
擱
く
と
し
て
も
、
借
財
、
借
金

な
ど
で
も
対
応
で
き
た
は
ず
で
、
そ
れ
が
な
ぜ
「
徳
政
」
と
「
号
す
」、「
申
入
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
黒
田
氏
が
「
物
の
も

ど
り
」
と
総
括
し
て
い
る
＂
徳
政
と
は
何
か
＂
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
。

（
1
）
徳
政

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
第
二
の
問
題
、「
徳
政
」
の
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

　

現
在
、
研
究
上
了
解
さ
れ
て
い
る
徳
政
の
理
解
は
、
笠
松
宏
至
氏
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
氏
が
ヒ
ン
ト
を

得
、
参
照
さ
れ
た
の
は
折
口
信
夫
氏
の
徳
政
理
解
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
折
口

氏
の
文
章
を
確
認
し
て
お
き
た
い︶

14
︵

。

「
商
返
し
ろ
す
と　

み
の
り
あ
ら
ば
こ
そ　

わ
が
下
衣　

か
へ
し
た
ら
ば
め
︵
万
葉

集
巻
十
六
︶

商
返
を
、
天
皇
が
お
認
め
に
な
る
、
と
い
う
祝
詞
が
下
っ
た
ら
、
私
の
下
衣
を
返
し

て
貰
い
ま
し
ょ
う
が
、
お
あ
い
に
く
さ
ま
、
商
返
の
祝
詞
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、

返
し
て
い
た
だ
く
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
、
と
い
う
の
で
あ
る
。︵
略
︶
商
返
と
い

う
の
は
、
社
会
経
済
状
態
を
整
え
る
た
め
、
あ
る
い
は
一
種
の
商
業
政
策
の
上
か
ら
、

消
極
的
な
商
行
為
で
あ
っ
た
、
売
買
し
た
品
物
を
、
あ
る
期
間
な
ら
ば
、
各
元
の
持

ち
主
の
方
へ
と
と
り
も
ど
し
、
ま
た
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
を
得
せ
し
め
た
、
一
種

の
徳
政
と
み
る
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
夫
婦
約
束
の
変
更
、
と
り
か
わ
し
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た
記
念
品
の
取
り
戻
し
な
ど
に
似
て
い
る
の
で
、一
種
の
皮
肉
な
心
持
ち
を
寓
し
て
、

用
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
慣
習
の
元
を
な
し
た
の
は
、
天
皇
は
一
年
限
り
の
暦

を
持
っ
て
お
ら
れ
、
ａ
一
年
ご
と
に
す
べ
て
の
も
の
が
、
元
に
戻
り
、
復
活
す
る
と

い
う
信
仰
で
あ
る
。︵
略
︶
男
女
の
契
り
を
結
ぶ
と
、
下
の
衣
を
取
り
替
え
て
き
た
。

着
物
は
、
魂
の
着
き
場
所
で
、
着
物
を
換
え
て
身
に
着
け
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
ｂ

魂
を
半
分
づ
つ
交
換
し
て
着
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
魂
を
着
物
に
つ
け
て
、
相
手

に
あ
ず
け
て
あ
る
の
で
、
衣
服
を
返
す
と
、
絶
縁
し
た
こ
と
に
な
る
。」︵
傍
線
は
筆

者
︶︵
一
七
七⊖

一
七
八
頁
︶

と
、
万
葉
の
歌
を
請
け
て
説
明
す
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
折
口
氏
は
商
返
を
、
二
つ
の
点
ａ
・
ｂ
か
ら
説
明
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
そ
の
一
つ
は
傍
線
部
ａ
の
暦
、
時
間
論
か
ら
の
も
の
で
、
こ
れ
は
一
種
の

時
効
論
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
の
二
つ
め
は
傍
線
部
ｂ
の
も
の
で
、
贈
与
物
に

よ
る
魂
の
交
換
、
ま
た
贈
与
物
に
よ
る
相
互
負
荷
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
モ
ー
ス
の
説

に
よ
っ
て
す
で
に
知
ら
れ
た
贈
与
論
・
交
換
論
で
あ
る
こ
と
に
な
る︶

15
︵

。

　

つ
ま
り
、「
物
の
戻
り
現
象
」、
徳
政
は
二
つ
の
原
理
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

　

前
者
ａ
は
、
万
葉
の
歌
の
よ
う
に
、
天
皇
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
が
、
背
景
は
、

天
体
の
運
行
と
、
作
物
の
芽
生
え
か
ら
実
り
、
収
穫
に
い
た
る
自
然
時
間
で
理
解
で

き
る
コ
ト
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
然
時
間
と
同
様
に
す
べ
て
の
物
に
循
環
時
間
を
観

よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
古
代
・
中
世
に
人
々
に
と
っ
て
は
分
か
り
や
す
い
観

念
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

後
者
ｂ
の
贈
与
・
交
換
論
で
は
、
物
、
動
産
の
場
合
は
分
か
り
や
す
い
と
思
う
。

相
手
か
ら
の
受
け
取
っ
た
物
は
相
手
の
魂
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
相

手
の
魂
の
呪
縛
を
受
け
な
い
た
め
に
は
、
魂
か
ら
の
解
放
の
た
め
に
は
、
相
応
の
贈

与
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
相
応
の
物
を
交
換
物
と
し
て
贈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
こ
れ
は
返
礼
と
し
て
、
礼
儀
と
し
て
表
れ
、
行
わ
れ
る

行
為
で
あ
る
。

（
2
）
土
地
と
徳
政

　

以
上
の
話
は
物
の
売
買
や
贈
与
で
は
分
か
り
や
す
い
と
思
う
。
問
題
は
土
地
の
売

買
で
あ
り
、「
交
換
」
で
あ
る
。
従
来
、「
土
地
の
戻
り
」
に
つ
い
て
は
、
知
行
な
ど

の
由
緒
に
よ
る
本
主
権
と
勝
俣
氏
の
「
地
興
し
」
論
で
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は

先
の
二
原
理
と
は
ど
の
よ
う
に
拘
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
第
一
に
、
特
に
、
開
発
地
の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
が
、
開
発
、
耕
作
行
為

に
つ
い
て
は
人
と
土
地
と
の
間
で
の
贈
与
・
交
換
論
、
そ
し
て
時
効
論
も
成
り
立
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
人
の
労
働
の
投
下
に
対
す
る
、
土
地
か
ら
の
返
し
が
作
物
の
実
り
と

い
う
交
換
と
理
解
で
き
る
。
逆
に
、
労
力
を
投
下
し
な
け
れ
ば
自
然
か
ら
の
＂
揺
り

返
し
＂
と
し
て
、
開
発
地
・
耕
地
は
単
な
る
土
地
・
荒
地
に
戻
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま

り
、
こ
れ
が
時
効
で
あ
ろ
う
。
土
地
が
、
売
却
さ
れ
る
以
前
に
ま
ず
人
︱
土
地
関
係

が
第
一
義
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
土

地
が
他
者
へ
の
売
買
・
交
換
に
遇
さ
れ
る
と
、
つ
ま
り
、
新
た
な
他
者
＝
人
が
拘
わ

る
と
、
既
に
1
︵
2
︶
で
述
べ
た
地
表
、
地
底
権
の
分
離
、
経
営
権
と
所
有
権
に
分

権
さ
れ
る
観
念
が
顕
現
す
る
。

　

こ
こ
で
一
事
例
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
大
永
三
年
︵
一
五
二
三
︶、
近
江
国
甲

賀
郡
の
領
主
山
中
氏
に
関
わ
っ
て
次
の
よ
う
な
徳
政
落
居
が
あ
っ
た︶

16
︵

。

　

天
神
講
の
土
地
か
ら
円
明
寺
縄
手
ま
で
の
山
中
橘
六
の
知
行
地
を
、
茂
国
が
開
発

を
し
た
。
そ
し
て
、
茂
国
は
こ
の
土
地
に
つ
い
て
橘
六
に
「
徳
政
」
を
申
し
入
れ
た

の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
徳
政
事
例
で
あ
り
、
茂
国
と
橘
六
相あ
い

対た
い

の
徳
政
で
、
黒
田
氏

の
言
う
本
来
的
徳
政
と
考
え
て
言
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
売
却
と
い
う
事
実
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
売
却
で
あ
れ
ば
、売
却
者
が
買
得
者
へ
「
徳
政
」
の
申
し
入
れ
、
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土
地
返
却
を
申
し
出
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
が
確
認
で
き
な
い
。
こ
こ
で
茂
国
の
徳
政
申
請
の
根
拠
は
な
に
で

あ
ろ
う
か
。

　

茂
国
は
開
発
行
為
に
よ
っ
て
、
こ
の
土
地
に
何
ら
か
の
「
権
利
」
を
発
せ
し
め
た

と
考
え
る
し
か
な
い
。

　

貞
和
二
年
︵
一
三
四
六
︶
山
中
一
族
置
文
に
「
但
当
村
者
荒
野
多
之
一
族
等
之
中

仁
開
発
輩
出
来
者
、
為
分
領
、
惣
領
不
可
相
綺︶

17
︵

」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
せ
ば
、
橘

六
知
行
地
内
を
茂
国
が
開
発
し
、
そ
の
先
占
が
、
他
者
の
知
行
地
内
で
あ
ろ
う
と
も

開
発
者
に
権
利
を
発
生
さ
せ
た
と
考
え
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
茂
国
は
主

張
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、茂
国
は
、件
の
土
地
を
耕
地
化
し
た
、そ
こ
で
「
徳

政
」
の
申
し
入
れ
、
つ
ま
り
こ
の
土
地
の
「
と
り
も
ど
し
」、「
所
有
権
」
を
主
張
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
橘
六
は
「
権
利
」
を
認
め
「
徳
政
」
申
請
を
受
け

入
れ
、「
両
年
之
当
毛
」
を
与
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
徳
政
は
、
人
︵
茂
国
︶
と
土
地
︵
新
開
地
︶
と
の
間
で
の

叙
上
の
二
原
理
か
ら
、
更
に
す
す
ん
で
、
人
︵
茂
国
︶
と
人
︵
橘
六
︶
と
の
関
係
に

及
ぶ
事
態
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
注
目
し
た
い
の
は
、
橘
六
が
認
め
た
の
「
当
毛
」
は
実
っ
た
穀
物
の
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
橘
六
は
茂
国
の
経
営
努
力
を
認
め
、
こ
の
成
果
の
取
得
を
当
然
の

こ
と
と
し
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
1
︵
2
︶
で
述
べ
た
経
営
権
、
地
表
権

に
相
当
す
る
コ
ト
と
思
う
。
こ
の
場
合
は
橘
六
知
行
地
内
で
あ
る
か
ら
、
所
有
権
は

橘
六
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
茂
国
は
開
発
に
よ
っ
て
「
自
分

の
物
」
に
な
っ
た
と
認
識
し
、「
徳
政
」
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
橘
六
は
そ
の
地
表
権
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
本
来
的

徳
政
に
お
い
て
、
土
地
の
分
権
化
︵
所
有
と
経
営
︶
の
事
態
が
関
わ
り
合
っ
て
い
た

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

第
二
に
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
贈
与
で
は
人
間
関
係
の
相
互
性
、
対
等
性
が

問
題
で
あ
っ
た
。
贈
与
論
、
交
換
論
は
贈
り
物
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
相

手
の
「
縛
り
」
か
ら
の
解
放
、
つ
ま
り
人
と
人
と
の
対
等
・
自
尊
な
関
係
を
望
む
、

共
生
論
・
共
存
論
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
関
係
が
円
滑
で
あ
る
こ
と
、
平
和
で
あ
る

こ
と
、
お
互
い
を
犯
さ
な
い
こ
と
を
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

土
地
売
買
の
場
合
、
こ
の
人
間
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
土
地
の
売

買
は
物
品
売
買
と
は
異
な
る
と
思
う
。
物
の
売
買
で
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い

が
、
最
大
の
生
産
手
段
・
財
で
あ
る
土
地
を
手
放
す
売
却
者
は
、
そ
の
時
点
で
す
で

に
売
得
者
と
は
対
等
な
関
係
で
は
あ
り
得
ず
、経
済
的
弱
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
売
買
者
間
に
は
、
本
来
的
な
自
立
・
対
等
関
係
が
崩
れ
る
と
い
う
不

安
定
な
人
間
関
係
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
に
対
等
・
平
等
と

い
う
表
現
は
身
分
上
、
法
社
会
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
経
済
的
社
会
的
実
力
と
は
別

物
で
あ
る
。
人
間
関
係
の
不
均
衡
と
呼
ん
で
お
く
。
宮
島
敬
一
氏
は
、「
山
中
文
書
」

に
見
ら
れ
る
「
徳
政
落
居
」
史
料
か
ら
、「
地
侍
・
土
豪
と
百
姓
間
に
お
け
る
徳
政

落
居
史
料
は
な
く
、
土
豪
・
地
侍
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
」、
を
指
摘

さ
れ
て
い
る︶

18
︵

。
ま
た
、
石
田
晴
男
氏
は
、
甲
賀
に
お
け
る
「
同
名
中
」
を
形
成
す
る

地
侍
は
殆
ど
が
幕
府
御
家
人
で
、
い
わ
ゆ
る
「
郡
中
惣
」
は
彼
等
の
「
相
互
保
証
」

を
目
的
と
し
た
対
三
好
衆
へ
の
政
治
的
・
軍
事
的
な
「
国
一
揆
」
と
同
性
格
の
も
の

で
あ
る
と
し
て
い
る︶

19
︵

。
つ
ま
り
、
彼
等
は
同
身
分
の
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
の

土
地
売
買
と
い
う
関
係
は
、
そ
れ
が
事
実
上
の
援
助
で
あ
っ
て
も
、
人
間
関
係
と
し

て
の
不
均
衡
を
招
く
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
ど
こ
か
で
こ
の
人
間
関
係
の
不
均
衡
を
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
物
の
場
合
で
あ
る
な
ら
、
可
能
な
ら
ば
相
応
す
る
物
を
贈
る
こ
と
に
な
る
。
土

地
も
そ
の
よ
う
な
処
置
が
出
来
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
余
裕

の
無
い
こ
と
が
売
却
を
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
無
理
で
あ
る
。
土
地

売
却
に
伴
う
当
事
者
の
人
間
関
係
は
重
た
い
コ
ト
に
な
る
。
不
均
衡
を
均
衡
に
も
ど

そ
う
と
す
る
揺
り
返
し
、
こ
れ
が
こ
の
次
元
の
徳
政
で
あ
る
。
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（
3
）
土
地
徳
政
の
意
味

　

以
上
、
土
地
を
廻
る
徳
政
に
は
人
と
土
地
、
人
と
人
、
と
い
う
二
重
の
贈
与
・
交

換
論
と
時
効
論
が
絡
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
来
的
徳
政
の
意
義
に

つ
い
て
考
え
た
い
。

　

周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
徳
政
落
居
し
た
上
は
、
末
代
ま
で
違
乱
は
行
わ
な
い
と

い
う
担
保
文
言
が
あ
る
。

　

先
に
示
し
た
事
例
で
は
、「
後
々
末
代
子
々
孫
々
、此
新
開
違
乱
煩
、不
可
申
者
也
」

と
あ
る
。
こ
こ
で
の
違
乱
と
は
、
再
び
徳
政
を
申
し
入
れ
な
い
と
言
う
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
二
度
は
徳
政
の
実
施
は
あ
り
え
な
い
事
に
な
る
。
事
例
で
も
、
茂
国
は
土

地
を
「
も
ど
り
」
と
し
て
全
面
支
配
を
要
求
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、「
両

毛
」
で
け
り
が
付
い
た
と
い
言
う
こ
と
は
、
開
発
に
仍
っ
て
生
じ
た
、
地
表
の
経
営

権
を
、
橘
六
側
に
与
え
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
徳
政
施
行
は
、
一
度
は
認
め
た

︵
生
じ
た
︶「
経
営
権
」
と
「
所
有
権
」、「
地
表
権
」
と
「
地
底
権
」
と
い
う
、
二
つ

の
権
利
の
行
使
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
徳
政
施
行
は
、
買
得
者
側
に
、
土
地
問
題

の
二
原
理
性
を
統
一
し
、
一
元
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
主
権
が
あ
る

か
ら
戻
る
の
で
は
な
く
、
地
表
権
・
地
底
権
の
分
離
が
あ
る
か
ら
、
統
一
へ
の
動
き

と
し
て
徳
政
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
人
間
関
係
の
不
均
衡
は
是
正
さ
れ
︵
と
見
な
さ
れ
︶、「
子
々
孫
々
」
と

し
て
時
効
論
も
時
期
を
確
定
し
て
︵
永
代
︶
解
消
し
た
の
で
あ
る
。「
物
の
も
ど
り
」

は
、
人
と
土
地
の
関
係
に
お
い
て
、
単
一
に
向
か
い
、
そ
し
て
、
人
と
人
と
の
関
係

に
お
い
て
も
、
も
と
の
よ
う
に
対
等
に
も
ど
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
徳
政
の
土
地

問
題
に
お
け
る
意
義
が
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
徳
政
と
土
地
問
題
は
や
は
り
密
接
に
関
係
し
て
い
る

と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
土
地
問
題
の
オ
ミ
ッ
ト
は
、
考
察
を
一
方
に

絞
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
面
で
容
易
に
な
る
こ
と
は
あ
る
が
、
や
は
り
徳
政
は

土
地
問
題
を
含
む
と
考
え
る
。

む
す
び

　

以
上
の
様
に
、
一
般
に
「
物
も
ど
り
」、
復
活
と
理
解
さ
れ
る
徳
政
に
は
贈
与
論
・

交
換
論
と
時
効
論
と
の
二
つ
の
原
理
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ

う
。
さ
ら
に
土
地
問
題
で
は
、
地
表
権
と
地
底
権
の
分
権
化
が
恒
に
再
生
産
さ
れ
て

い
る
。
土
地
徳
政
は
こ
の
二
原
理
と
分
権
化
が
相
重
な
り
あ
っ
て
複
雑
な
様
相
を
呈

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
的
徳
政
を
基
本
と
す
る
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
原
理
、
権
利
の
組
み
合
わ
せ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
本
主
権
は
「
由
緒
」
を
主
張
す
る
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
地
表
権
で
も
、

地
底
権
の
場
合
で
も
あ
り
得
る
。
ま
た
、「
地
興
し
」
論
は
開
発
、
荒
れ
地
の
再
開

発
を
想
定
さ
れ
る
の
で
、
分
権
以
前
の
状
況
を
再
実
現
し
て
い
る
と
考
え
得
る
が
、

実
際
は
耕
作
の
成
果
の
実
現
が
説
得
力
を
持
つ
わ
け
で
、
経
営
実
績
、
地
表
権
の
主

張
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

そ
し
て
、
分
権
の
統
一
も
そ
の
過
程
は
数
世
紀
を
ま
た
ぐ
ほ
ど
の
時
間
の
か
か
る

も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
小
開
発
、
荒
れ
田
の
再
開
発
な
ど
、
つ
ね
に
再
生

産
さ
れ
、
相
続
や
そ
の
断
絶
な
ど
も
つ
ね
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
最

終
的
に
は
「
地
租
改
正
ま
で
」
は
、
緩
や
か
な
流
れ
、
恒
に
再
生
産
さ
れ
る
環
流
も

伴
い
な
が
ら
展
開
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
徳
政
の
狙
い
は
何
な
の
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
り
、
そ
の

た
め
「
徳
政
」
と
「
号
す
」
る
の
か
、い
や
、「
本
来
的
徳
政
」
の
場
合
は
「
申
し
入
れ
」

で
あ
る
の
だ
が︶

20
︵

。
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狙
い
、
そ
れ
は
紛
争
、
争
い
に
対
置
さ
れ
る
共
生
、
共
存
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

売
却
者
の
実
際
的
要
望
は
生
き
る
こ
と
の
糧
を
得
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
生
き

る
こ
と
の
保
障
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
如
上
の
二
つ
の
原

理
に
因
る
「
徳
政
」
と
号
す
る
意
味
は
無
い
。
単
な
る
借
り
入
れ
で
も
よ
い
は
ぜ
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
は
単
な
る
債
務
者
と
し
て
負
い
目
を
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
が
人
を
支
配
す
る
原
因
の
一
つ
が
債
権
・
債
務
関
係
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
で
も
、
そ
れ
だ
け
に
債
務
者
へ
の
救
い
の
原
理
が
あ
る
こ
と
は
井
原

今
朝
男
氏
が
つ
と
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が︶

21
︵

。

　

そ
れ
で
も
「
徳
政
」
を
申
し
入
れ
る
、そ
れ
は
売
買
当
事
者
間
に
お
け
る
「
格
差
」

意
識
を
解
消
し
、
意
識
と
し
て
の
対
等
性
を
回
復
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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