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律
令
を
中
心
と
し
た
日
中
関
係
史
の
研
究

曾

我

部

静

雄

著

昭
和
四
十
三
年

一

月

吉
川
弘
文
館
設
行

A
5
剣

本
文

六
四

O
頁

索

引

七

頁

昭
和
四
十
年
三
月
、
東
北
大
準
記
念
資
料
室
が
曾
我
部
静
雄
教
授
の
御
退
官

に
際
し
て
編
集
し
た
著
作
目
録
に
よ
る
と
、
博
士
が
昭
和
二
年
京
都
大
摩
を
御

卒
業
後
】
」
の
年
ま
で
に
毅
表
さ
れ
た
間
半
術
論
文
は

一
百
八
十
の
多
き
に
達
し
、

著
書
も
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
「
臨
銭
論
謬
注
」

h

「開
封
と
杭
州
」
、

「宋
代
財
政

史
L

、「
支
那
政
治
習
俗
論
考
」
、

「
日
本
金
貨
幣
交
流
史
」
、
「
紙
幣
澄
迷
史
」
、

「
均
回
法
と
そ
の
税
役
制
度
」
、「
中
関
及
び
古
代
日
本
に
お
け
る
郷
村
形
態
の

後
遜
」
、
「
日
中
律
令
論
」
の
都
合
九
鰐
に
上
っ
て
お
り
、
研
究
の
分
野
は
奮
中

閣
の
先
秦

・
秦
融
関

・
貌
耳目
南
北
朝

・
陪
唐
宋
あ
た
り
ま
で
の
財
政
経
済
枇
曾
史

か
ら
制
度
律
令
史
の
方
面
に
亙
っ
て
い
て
頗
る
成
範
園
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

我
が
闘
の
大
化
改
新
と
そ
の
前
後
の
制
度
組
織
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
の

こ

と
は
筒
土
が
、
劇
チ
窓
を
出
ら
れ
て
か
ら
の
三
十
有
九
年
の
歳
月
を
如
何
に
異
撃

に
し
て
不
断
な
る
研
鎖
の
日
々
を
も
っ
て
境
め
議
さ
れ
た
か
を
目
の
あ
た
り
示

す
も
の
で
あ
っ

て
、
斯
撃
へ

の
御
貢
献
の
高
大
さ
と
同
輩
後
進
者
へ
の
稗
盆
の

甚
大
さ
が
思
願
さ
れ
て
、

何
人
も
敬
意
と
感
謝
の
念
を
表
さ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
り
、
博
士
が
内
藤
虎
次
郎
先
生

・
桑
原
附
難
先
生
の
大
正
末
昭
和
初
以
来

の
高
弟
と
し
て
盛
名
を
調
わ
れ
る
の
も
宜
な
る
哉
と
思
う
の
で
あ
る
。

品
回
我
部
博
・土
が
、
こ
の
た
び
十
冊
目
の
著
書
と
し
て
感
界
に
贈
ら
れ
た
「
律

令
を
中
心
と
し
た
日
中
附
係
史
の
研
究
」
は
、
先
に
公
刊
さ
れ
た
「
均
凹
法
と

そ
の
税
役
制
度
」
か
ら
次
第
に
進
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
「
日
中
律
令

論
」
よ
り
す
れ
ば

此
蕗
で
の
御
諸
説
に
封
す
る
考
設
篇
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

く
、
ま
た
「
中
闘
及
び
古
代
日
本
に
お
け
る
郷
村
形
態
の
幾
遜
」
か
ら
い
う
と

姉
妹
砂
崩
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
新
著
を
紹
介
す
る
便
宜
上
各
章
節
の
論
題
を
録
し

て
お
く
と
、
第
一
掌

「
力
役
制
度
に
お
け
る
日
中
関
係
」
は
、
周
細
胞
の
施
合
制

度
と
そ
の
日
唐
に
及
ぼ
し
た
影
響
2
仕
丁
と
采
女
と
女
了
の
源
流
3
日
唐
の
傑

人
制
度
4
我
が
古
代
の
雑
任
と
雑
色
人
と
入
色
者
に
つ
い
て
5
日
唐
の
残
疾
者

に
謝
す
る
カ
役
制
度
の
各
節
よ
り
成
り
、
第
二
章
「
官
僚
制
度
に
お
け
る
日
中

関
係
」
丘

l
中
闘
の
品
階
制
度
と
我
が
位
階
制
度
2
日
唐
の
番
官
と
日
間
官
3
雨

強
北
周
陥
唐
の
勅
官
勅
級
と
我
が
刻
位
に
つ
い
て
4
左
遷
と
左
右
大
臣
5
中
闘

中
世
の
官
賎
民
と
我
が
雑
戸
と
品
部
6
日
唐
の
地
方
行
政
の
監
察
制
度
の
各
節

よ
り
成
り
、
第
三
章

「
兵
役
制
度
に
お
け
る
日
中
関
係
」
は
1
日
唐
の
衛
士
2

日
唐
の
防
人
の
各
節
よ
り
成
り
、
第
四
章

「
戸
籍
制
度
に
お
け
る
日
中
関
係
」

は
1
西
涼
及
び
雨
貌
の
戸
籍
と
我
が
古
代
戸
籍
と
の
閥
係
2
日
中
の
律
令
時
代

の
戸
の
等
級
制
3
日
唐
の
律
令
に
お
け
る
課
口
封
不
課
ロ
の
比
率
4
日
中
の
蔭

附
戸
の
各
節
よ
り
成
り
、
第
五
章
「
京
師
畿
内
制
度
に
お
け
る
日
中
閥
係
」

は

1
我
が
律
令
時
代
の
京
師
に
お
け
る
一履
役
と
雑
俗
2
日
中
の
畿
内
制
度
の
各
節

よ
り
成
り
、
第
六
章

「
土
地
租
税
制
度
に
お
け
る
日
中
関
係
」
は
1
孟
子
の
稽

貸
と
陥
唐
及
び
我
が
闘
の
出
摩
2
我
が
大
賓
及
び
養
老
の
令
制
に
よ
る
義
倉
の

貯
減
数
に

つ
い
て
3
均
団
法
及
び
班
田
牧
授
法
の
公
団
と
私
田
と
官
田
の
各
節

よ
り
成
り
、
第
七
章

「
民
間
習
俗
に
お
け
る
日
中
関
係
」
は
1
日
中
の
同
姓
不

婚
に
つ
い
て
2
我
が
古
代
に
お
け
る
村
と
紳
祉
と
の
閥
係
3
日
唐
の
郷
飲
酒
の

砲
と
貴
族
政
治
4
奈
良
朝
孝
謙
天
皇
時
代
の
詔
救
二
つ

5
明
太
租
六
識
の
停
承

に
つ
い
て
の
各
節
よ
り
成
り
、
第
八
章
「
二
人
の
律
令
家
、
穴
太
博
士
と
藤
田

幽
谷
」
は
1
{八
太
博
士
の
調
と
課
役
の
解
稗
2
律
令
家
と
し
て
の
藤
田
幽
谷
の

各
節
よ
り
成
っ
て

い
る
。
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右
の
目
次
を
通
観
し
て
到
る
よ
う
に
博
士
は
こ
の
新
著
に
お
い
て
、
唐
お
よ

び
そ
れ
以
前
に
お
け
る
官
鹿
の
雑
任
級
の
も
の
と
、
官
擦
や
官
人
に
配
さ
れ
て

雑
多
な
役
務
に
笛
た
る
も
の
と
、
一
般
的
官
勢
働
や
丘
(
役
透
皮
に
服
す
る
も
の

な
ど
の
身
分
階
級

・
出
身
地
域
そ
の
他
の

乙
と
を
、
我
が
大
賀
養
老
令
な
ら
び

に
遡
っ
た
時
代
の
そ
れ
に
比
較
し
て
論
ず
る
傍
ら
、
か
か
る
研
究
を
推
進
す
る

場
合
の
基
本
と
な
る
と
こ
ろ
の
彼
我
の
官
吏
組
織

・
戸
籍
法

・
身
分
法
等
に
つ

い
て
の
異
同
を
も
解
明
し
て
、

中
閣
の
諸
制
度
が
何
時
頃
か
ら
如
何
な
る
機
相

で
我
計
図
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
を
闘
明
す
る
こ
と
に
主
眼
を
お
か
れ
、
か
ね

て
儀
護
団
制
の
面
に
も
言
及
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
正
に
表
題
通
り
の
内

容
と
な

っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
日
中
間
の
こ
う
し
た
関

係
を
読
き
明
す
に
は
先
ず
も
っ
て
中
関
側
の
組
織
制
度
に
つ

い
て
盟
富
な
る
知

見
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
を
貫
い
て
い
る
周
謹
等
の
古
典
に
精
し
い

こ

と
が
要
請
さ
れ
る
外
、
我
が
往
古
の
制
度
歴
史
に
も
通
暁
し
て
い
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
が
、

現
貨
に
こ
の
一一一者
を

一
身
に
粂
ね
備
え
る
と
い
う
段
に
な
る
と

容
易
で
な
く
、
初
事
や
局
外
者
の
想
像
す
る
幾
層
倍
も
の
困
難
を
伴
う
の
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
に
博
士
の
嘗
め
ら
れ
た
辛
苦
は
、
漢
麿
の
制
度
の
研
究
に
若
干

緩
験
の
あ
る
私
に
は
剣
り
過
ぎ
る
く
ら
い
剣
る
の
で
あ
る
。

抑
々
今
日
で
は
蔚
宋
以
前
に
関
す
る
論
文
著
書
の
類
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど

の
積
み
重
ね
が
出
来
て
い
て
、
そ
れ
か
ら
受
け
る
恩
恵
が
恩
恵
と
感
じ
ら
れ
な

い
ま
で
に
成

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
品
目
我
部
博
士
が
撃
窓
を
集
立
た
れ
た
大
正

末
昭
和
初
は
大
分
様
子
が
違
う
の
で
あ
る
。
加
熱
論
そ
の
頃
も
市
村
環
次
郎
先

生
、
内
藤
虎
次
郎
先
生
、
桑
原
隣
賭
先
生
を
始
め
、
藤
田幽
民八

・
加
藤
繁

・
岡

崎
文
夫

・
那
波
利
貞
博
土
そ
の
他
の
碩
息
一
犬
家
が
な
ら
び
存
せ
ら
れ
て
(
中
閤

史
以
外
は
省
い
て
〉
中
闘
史
研
究
上
に
一
時
期
を
劃
し
た
と
言
っ
て
よ
く
、
後

年
曾
我
部
博
士
が
専
攻
さ
れ
た
分
野
に

つ
い
て
も
、
既
に
幾
多
貴
重
な
成
果
が

皐
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
人
の
記
憶
に
ま
だ
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
那
波
先

生
に
至
つ
て
は
今
な
お
愛
国
師
と
し
て
@
い
研
銭
を
お
綴
け
に
な

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
然
し
な
が
ら
矢
張
り
後
か
ら
観
る
と
嘗
時
は
我
が
園
の
中
関
史
研
究
が

撃
と
し
て
濁
立
す
る
ま
で
の
謂
わ
ば
苦
難
期
に
在

っ
た
』
」
と
は
疑
い
な
い
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
現
在
の
進
歩
を
来
た
し
た
わ
け
は
、
上
記
碩
撃
大
家
の
休
み
な

き
建
設
へ
の
御
努
力
が
重
ね
ら
れ
た

一
方
、
門
人
迷
が
先
師
の
偉
業
を
繕
受
し

護
展
せ
し
む
べ
く
ひ
た
む
き
な
絡
進
を
開
始
し
た
結
果
で
あ
る
の
は
賛
言
す
る

ま
で
も
な
い
@
こ
の
こ
と
に
つ
け
て
も
想
レ
出
さ
れ
る
の
は
若
い
時
分
の
曾
我

部
博
士
で
あ
る
。
私
は
仙
霊
の
東
北
皐
院
に
在
職
す
る
こ
と
満
七
年
、
博
士
と

勤
務
先
は
違
っ
て
も
住
居
は
つ
い
目
と
鼻
の
と
こ
ろ
に
在
っ
て
朝
夕
御
厚
誼
に

預
っ
た
の
で
あ
る
が
、
博
士
は
朝
九
時
に
な
る
と
大
撃
の
研
究
室
へ
歩
を
運

ば
れ
、
正
午
に
は
必
ず
お
宅
へ
、
そ
し
て
一
時
に
再
び
研
究
室
に
入
ら
れ
て
夕

刻
ま
で
御
勉
強
で
あ
り
、
も
し
疲
れ
を
究
与
え
る
と
激
め
御
持
参
の
茶
器
と
上
質

の
玉
露
を
自
ら
取
り
出
し
て
や
お
ら
召
し
上
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
日
曜

以
外
毎
日
同
じ
で
、
ま
る
で
話
に
聴
く
カ
ン

ト
の
如
く
規
則
E
し
く
繰
返
え
さ

れ
て
い
て
私
を
ひ
ど
く
驚
か
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
三
十
年
経
っ
た

一
昨
年
仙
妥
よ
り
甲
府

へ
見
え
た
知
人
か
ら
、
こ
う
し
た
日
常
は
御
退
官
の
年

ま
で
途
に
嬰
わ
り
な
か
っ
た
と
聞
か
さ
れ
て
二
度
び
っ
く
り
し
た
の
で
あ
る
。

思
う
に
人
々
が
己
が
専
門
に
精
魂
を
傾
け
る
の
は
宝
級
笛
然
で
、

私
が
知

っ
て

い
る
限
り
で
も
数
名
の
人
が
あ
り
、
方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
も
寅
質
は
問
じ

な
の
で
あ
る
。
が
然
し
そ
う
し
た
人
は
結
局
数
少
な
く
な
る
の
で
あ
っ
て
、
生

れ
な
が
ら
の
資
質
に
加
う
る
に
並
は
ず
れ
た
根
気
が
あ
っ
て
始
め
て
や
り
通
せ

る
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
古
典
に
通
践
す
る
と
い
う
こ
と
に
闘
し
て
若
干
述
べ
て
お
こ
う
。
東
大

の
東
洋
史
撃
科
が
漢
撃
と
縁
を
切
っ
た
の
は
昭
和
初
期
の
-
」
と
で
あ
る
。
こ
と
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弦
に
到
る
ま
で
に
は
色
?
な
原
闘
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

近
因
は
市
村
先

生
が
M
M
に
数
胞
を
退
い
て
お
ら
れ
た
と
こ
ろ

で

思
い
が
け
ず
藤
田
先
生

(朱

生
も
亦
漢
与
に
造
詣
深
い
方
で
あ
っ
た
)
が
早
く
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
こ
と

に
在
る
。
然
も
幸
か
不
幸
か
昭
和
三

・
四
年
か
ら
唯
物
史
観
ら
し
い
も
の
が
入

っ
て
き
て
、
そ
れ
が
唐
宋
を
中
心
と
し
た
経
済
史

・
祉
舎
史
へ
の
若
い
も
の
の

憧
れ
と
混
ざ
り
合
っ
た
上
、
更
に
骨
問
時
の
日
本
の

一
般
的
政
治
情
勢
に
封
す
る

反
媛
心
と
も
絡
み
合
っ
た
結
果
、
中
闘
の
古
典
を
極
観
す
る
傾
向
が

一
層
助
長

さ
れ
た
の
で
あ
る
c

尤
も
'
は
己
の
笛
面
す
る
研
究
課
題
に
閥
係
が
あ
っ
て
徐
儀

な
く
古
典
を
垣
間
見
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
け
れ
と
も
、
古
典
を
古
典
と
し

て
異
に
讃
む
と
い
う
風
は
最
早
地
を
排
っ
て
失
せ
去
っ
た
の
で
あ
り
、
例
外
的

存
在
と
し
て
市
村
先
生
の
後
を
受
け
て
中
園
思
想
史
を
専
攻
さ
れ
た
板
野
長
八

現
成
島
大
事
数
授
や
、
閥
商
に
居
を
移
し
て
京
都
の
事
風
を
受
け
る
に
至
っ
た

一
・
二
の
人
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
而
し
て
敗
戦
後
の
東
大
系
の
動
向
は
銃

に
識
者
各
位
が
御
存
知
の
通
り
で
説
明
を
要
し
な
い
が
、

細
か
く
み
る
と
少
し

ば
か
り
渡
っ
た
様
子
が
見
え
な
い
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
唯
物
史
観
に
や
や

味
気
な
さ
を
感
じ
始
め
た
折
柄
、
戦
後
自
党
ま
し
く
日
本
の
所
認
知
識
魁
に
紹

介
さ
れ
た
マ

ッ
ク
ス

・
ウ
ェ

l
パ

l
の
諸
著
作
や
欧
米
悦
近
の
思
潮
か
ら
の
影

響
が
漸
く
現
わ
れ
て
、
中
園
古
典
を
顧
み
よ
う
と
す
る
風
が
こ
こ
十
年
来
漠
然

な
が
ら
東
大
の
東
洋
史
系
に
も
出
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
然
し
こ
の
反
省
が
果

し
て
着
賞
な
効
果
を
製
げ
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
す
べ
て
将
来
に
か
か
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
東
大
系
は
過
去
三
四
十
年
間
京
都
の
東
洋
史
製
系
と
は
可
成
違

っ
た
道
を
辿
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

私
が
こ
の
よ
う
な
回
顧
談
を
す
る
の
は
、
曾
我
部
博
士
の
新
著
の
第
一
章
第

二
節
三
に
お
け
る
正
卒

・
更
卒
の
係
、
同
章
第
三
節
に
お
け
る
南
北
朝
期
の
各

種
傑
人
の
系
統
付
け
の
線
、
第
五
章
第
二
節
の
中
関
畿
内
制
の
隊
等
で
の
論
議

の
仕
方
、
及
び
新
著
以
外
の
論
考
、
中
で
も
唐
の
田
制
と
そ
の
由
来
に
闘
す
る

考
説
を
奔
見
し
て
、
周
絢
そ
の
他
の
古
典
を
認
め
と
瀕
に
仰
る
博
士
の
言
葉
の

正
笛
性
が
今
更
の
如
く
身
に
泌
み
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
古
典
に
つ

い
て

の
員
の
知
識
が
な
く
て
は
先
秦
時
代
は
勿
論
、
秦
漢
以
後
の
諸
々
の
廃
史
事
象

に
つ
い
て
の
理
解
力
も
紋
く
の
で
あ
る
。

ま
し
て
古
典
、
就
中
周
趨
等
の
影
響

を
最
も
強
く
受
け
た
と
潟
せ
ら
れ
る
漢
唐
の
聞
の
岡
家
的
機
構
や
組
織
制
度
を

研
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
古
典
を
知
ら
な
い
で
い
て
は
、
到
底
生
き
た
歴
史

を
叙
述
す
る
こ
と
は
な
ら
ず
、
せ

い
ぜ
い
断
代
史
的
研
究
も
し
く
は
個
々
の
事

項
の
考
設
に
終
始
し
、
借
り
も
の
の
史
観
と
方
法
以
外
の
何
物
も
持
ち
得
な
く

な
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
私
一
個
の
研
究
懸
か
ら
だ
け

で
な
く
東
大
系
中
関
史
こ
れ
ま
で
の

状
態
に
省
み
て
全
く
そ
う
思
う
の
で
あ

り
、
西
と
東
の
聞
牢
風
の
長
短
が
痛
感
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

次
に
我
が
閣
の
大
賀
養
老
令
お
よ
び
そ
の
前
後
の
制
度
に
通
ず
る
と
い
う
こ

と
に
就
い
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
闘
史
の
こ
の
方
面
の
専
門
家
に
は
さ
し
て

維
事
で
あ
る
ま
い
が
、
中
園
史
を
専
攻
す
る
も
の
に
容
易
で
な
い
こ
と
は
、
恰

も
惰
底
以
前
の
中
閣
の
閥
係
事
項
に
通
院
す
る
を
闘
史
の
人
々
に
求
め
右
の
と

同
断
で
あ
る
。
然
る
に
博
士
の
新
著
の
第
一
章
第

一
節
の
我
が
閣
の
仕
丁
・

采

女
・

女
丁
の
係
、
同
章
第
四
節
の
我
が
雑
任
と
雑
色
人
の
係
、
同
章
第
五
節
の

我
が
雑
戸
と口
間
部
の
係
、
第
三
章
第
二
簡
の
我
が
防
人
の
係
、
第
四
章
第

一
節

の
我
が
古
戸
籍
法
の
係
な
ど
に
お
け
る
縦
績
な
る
論
説
を
奔
見
し
て
い
る
と
、

こ
れ
が
中
園
史
専
攻
者
の
手
に
な
る
も
の
か
を
疑
う
ば
か
り
で
あ
る
。
と
同
時

に
唐
以
前
の
中
関
史
の
研
究
を
進
め
る
に
嘗
た
り
、
日
本
側
の
古
文
献
か
ら
の

資
料
の
畿
掘
と
そ
の
利
用
と
い
う
こ
と
が
、
ど
ん
な
に
必
要
と
な
っ
て
く
る
か

を
一
つ
一
つ
の
事
柄
に
卸
し
て
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
私
共

へ
の
最
大
な
る
数
訓
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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勿
論
新
著
は
、
日
中
間
に
研
究
が
及
ん
で
い
る
だ
け
に
、
各
部
門
毎
の
専
門

家
か
ら
跳
め
る
と
細
部
に
お
い
て
勇
み
足
や
言
い
足
り
な
い
貼
が
あ
っ
て
も
止

む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
第
一
章
第
五
節
の
日
唐
の
残
疾
者
に
封
す
る

カ
役
制
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
博
士
は
弦
で
、
我
が
賦
役
令
が
残
疾
丁
闘
力
を
次

丁
と
し
て
牢
役
の
義
務
者
と
規
定
し
な
が
ら
、
同
じ
令
内
の
舎
人
史
生
の
と
こ

ろ
で
「
初
位
及
残
疾
並
菟
径
役
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
以
っ
て
、
令
係
内

の
矛
盾
だ
と
断
定
し
て
、
集
解
の
「
私
案
此
六
十
一
之
次
丁
鰍
何
」
と
い
う
が

如
き
解
震
を
採
用
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
黙
大
い
に
同
感
す
る
の

で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
樽
土
が
我
が
令
制
と
し
て
は
残
疾
丁
を
宇
役
と
す
る
係

項
の
方
が
正
し
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
唐
律
疏
議
「
徒
臨
服
役
無
粂
丁
」
の

篠
の
疏
議
に
「
其
残
疾
銃
完
了
役
」
と
あ
る
を
、
こ
れ
は
残
疾
丁
の
役
の
義
務

が
然
ら
ざ
る

τ男
と
同
量
で
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
(
つ
ま
り
疏
議
の
説
明

不
足
で
あ
る
)
と
解
禅
し
、
唐
の
残
疾
T
も
亦
半
役
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
た

駄
に
は
異
議
な
き
を
得
な
い
な
ど
そ
れ
で
あ
る
。
私
は
先
頃
唐
の
時
四
民
制
度
を

や
っ
て
い
て
、

官
賎
民
た
る
官
戸

・
雑
戸
に
し
て
残
疾
了
で
あ
る
も
の
は
健
康

な
丁
男
の
中
十
分
の
労
働
量
と
定
め
て
あ
っ
た
事
質
を
、
同
じ
開
元
法
で
良
人
に

し
て
残
疾
丁
で
あ
る
も
の
は
上
引
の
疏
議
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
役
の
全
苑
と

な
っ
て
いドる
こ
と
と
、
老
幼

・
病
疾

・
婦
女
の
扱
い
は
良
賎
の
別
な
く
同
じ
法

規
の
下
に
お
い
て
保
護
す
る
と
い
う
中
園
法
の
一
般
的
仕
方
と
に
照
し
合
せ
み

て、

或
は
、
良
人
に
し
て
残
疾
丁
た
る
も
の
を
半
分
の
正
役
と
定
め
た
時
期
が

逢
か
前
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
を
疑
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
叙
上
の

疑
念
を
、
崎
博
士
が
新
著
に
お
い
て
説
き
明
か
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
大
賓
養
老

令
の
中
に
大
化
改
新
前
に
侍
承
さ
れ
た
中
園
法
に
由
来
す
る
も
の
が
可
成
見
出

せ
る
ミ
と
を
、
残
疾
丁
と
役
の
閥
係
規
定
に
矛
盾
す
る
傑
項
の
併
存
す
る
こ
と

に
考
え
併
せ
、
更
に
「
日
中
律
令
論
」
で
博
士
が
明
瞭
に
述
ベ
て
い
ら
れ
る
通
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り
、
唐
は
武
徳
の
初
期
、
隔
の
開
皇
令
に
嬢
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
が
何
回
か

の
改
正
を
経
て
高
宗
の
永
徽
令
と
な
っ
た
事
寅
と
も
照
し
合
せ
る
と
、
案
外
次

の
如
き
を
憶
測
し
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
中
関
側
で
は
従
前
残

疾
丁
男
を
半
役
と
定
め
た
が
、
後
ち
恐
ら
く
永
徽
令
か
ら
全
役
菟
除
に
改
正
し

た
の
で
あ
ろ
う
、

一
方
我
が
闘
に
最
初
に
入
っ
た
の
は
こ
の
中
の
古
い
方
の
規

定
で
あ
り
、
然
も
惑
い
こ
と
に
は
大
賞
令
作
成
前
に
中
闘
側
に
改
正
が
あ
っ
た

結
果
、
永
徽
令
所
』
手
本
に
し
て
新
令
を
造
る
際
、
残
疾
丁
を
次
丁
と
定
め
て
学

役
と
し
て
い
た
前
か
ら
の
規
定
に
必
要
な
修
正
を
加
う
べ
き
を
失
念
し
た
ま

ま
、
別
の
と
こ
ろ
で
残
疾
を
徳
役
菟
除
と
す
る
旨
の
規
定
を
置
い
た
こ
と
が
、

我
が
賦
役
令
の
中
に
矛
盾
す
る
傑
項
を
残
す
に
至
っ
た
原
因
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
、
と
。
念
の
た
め
附
言
す
る
が
、
法
令
集
を
編
纂
す
る
と
い
っ
て
も
今
ま

で
何
も
無
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
全
く
新
に
作
る
と
い
う
場
合
よ
り
、
統
に
何
が
し

か
の
規
定
集
が
あ
っ

て
其
れ
に
補
修
を
加
え
て
行
く
と
い
う
場
合
の
方
が
多

く
、
我
が
令
制
も
そ
れ
に
近
か
っ
た
と
祭
せ
ら
れ
る
か
ら
、
奮
規
の
訂
正
を
や

り
残
す
と
い
っ
た
現
象
が
起
ら
な
い
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
私
共
の

見
る
唐
律
疏
議
は
仁
井
田
陸
・
牧
野
田
内
爾
博
士
が
立
愛
さ
れ
た
如
く
開
元
二
十

五
年
律
の
疏
議
で
あ
り
、
凡
ゆ
る
鮎
が
同
年
の
律
令
そ
の
他
の
制
度
に
合
致
す

る
よ
う
に
し
て
疏
議
さ
れ
て
あ
る
と
は
い
え
、
矢
張
り
落
度
の
存
在
を
菟
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
よ
中
下
三
級
の
折
衝
府
の
校
尉
数
、
従
っ
て
一
府

の
兵
員
数
に
垂
供
中
改
正
が
行
な
わ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
開
元
二
汁
五
年
律
の

疏
議
が
以
前
の
疏
議
に
訂
正
を
加
え
る
の
を
忘
れ
て
い
る
な
ど
そ
の
明
設
で
あ

る
。
こ
う
い
う
次
第
で
あ
る
か
ら
、
何
空
度
の
法
制
書
だ
と
い
っ
て
も
遭
忘
が

全
然
な
い
と
は
断
言
し
能
わ
ぬ
の
で
あ
る
。
以
上
は
私
一
人
の
見
解
で
真
相
は

今
後
の
研
究
に
待
つ
と
し
て
も
、

か
か
る
試
論
を
な
し
得
る
の
は
、
我
が
令
制

と
其
の
来
由
に
つ
い
て
の
博
士
の
懇
切
な
る
説
明
と
奮
見
に
捉
え
ら
れ
ざ
る
批
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測
の
賜
な
の
で
あ
る
。

元
来
日
本
側
の
文
献
に

つ
い
て
甚
だ
無
案
内
な
私
共

は
、
我
が
令
制
の
注
剛
伴
家
が
や
や
も
す
る
と
各
仲
間
文
を
令
制
内
で
巧
み
に
解
稼

す
る
、
そ
の
笛
り
障
り
な
い
説
明
に
笛
惑
さ
せ
ら
れ
る
あ
ま
り
、
日
本
側
の
文

献
に
到
す
る
一
種
の
忌
遊
感
に
襲
わ
れ
勝
ち
な
の
で
あ
る
が
、
博
士
の
論
著
出

ず
る
に
及
ん
で
そ
う
し
た
観
念
か
ら
一
時
に
解
放
さ
れ
る
思
い
だ
と
言
っ
て
必

ず
し
も
過
言
で
な
く
、
こ
の
鮎
か
ら
受
け
る
恩
恵
だ
け
で
も
測
り
知
れ
な
い
も

の
が
あ
る
。

立
戻
っ

て
新
著
の
究
績
の
目
的
が
、
本
朝
の
」翠
く
も
仁
徳
天
阜
頃
か
ら
中
闘

の
制
度
組
織
の
進
か
な
る
影
響
を
受
け
つ
つ

(博
士
は
遡
っ
て
成
務
天
皇
頃
か

ら
の
影
響
も
考
え
て
お
ら
れ
る
〉
、
徐
々
に
国
道
り
の
基
礎
を
固
め
て
き
た
こ

と
を
如
貨
に
示
す
と
と
も
に
、
大
資
養
老
令
と
唐
令
を
比
較
し
て
我
が
闘
の
掻

取
の
仕
方
を
論
明
す
る
に
在
る
の
は
段
早
や
繰
返
し
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

往
昔
の
日
中
の
文
化
闘
係
に
つ
い
て
先
人
大
家
の
論
考
が
数
あ
る
中
で
、
我
が

図
家
機
構
の
来
由
を
同
士
の
如
く
康
範
闘
に
つ
い
て
詳
密
に
論
じ
た
人
は
未
だ

嘗
て
無
い
の
で
あ
り
、
こ
の
新
著
は
先
の
「
中
関
及
び
我
が
図
古
代
に
お
け
る

郷
村
形
態
の
襲
溢
」
と
「
日
中
律
令
論
」
と
相
倹

っ
て
、
日
中
関
係
史
上
の
不
朽

の
名
篤
と
許
し
て
決
し
て
溢
美
の
言
で
は
な
い
。
灰
閲
す
る
に
、
さ
き
ほ
ど
中

華
民
国
謬
術
院
か
ら
博
士
を
同
院
最
高
の
策
審
に
輝
く
哲
士
〉

g
L
O
B
E
g

に
推
製
し
た
い
回
日
の
傍
遥
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
闘
の
皐
者
が

博
士
の
数
々
の
業
綴
に
謝
し
て
如
何
に
深
甚
な
る
敬
意
を
表
し
て
い
る
か
を
端

的
に
示
す
も
の
で
あ
ヲ
て
、
園
境
を
超
え
た
民
事
閉
世
界
の
盛
事
と
稽
す
べ
き
で

あ
る
。私

が
博
士
か
ら
新
著
の
寄
贈
を
受
け
た
の
は
去
る

一
月
の
末
で
あ
っ
た
。
而

し
て
木
書
に
収
録
さ
れ
て
あ
る
論
考
は
以
前
抜
刷
と
し
て
頂
戴
し
た
も
の
が
大

部
分
で
あ
る
け
れ
と
も
、
そ
れ
が
斯
様
な

E
mと
L
て
縦
め
ら
れ
た
の
を
機
曾

に
再
調
し
て
一
一
層
の
恩
惑
に
預
り
た
い
と
思
い
、
失
稽
な
が
ら
病
床
に
横
た
わ

っ
た
ま
ま
で
奔
見
し
始
め
た
と
こ
ろ
、
議
み
進
む
に
つ
れ
て
次
第
に
新
た
な
る

感
銘
が
湧
き
起
っ
て
何
時
し
か
机
に
向
う
こ
と
に
な
っ
た
ば
か
り
か
、

こ
の
度

の
新
著
は
何
が
何
で
も
私
の
手
で
御
紹
介
申
し
上
げ
た
い
と
の
思
い
が
募
り、

刻
々
木
誌
の
編
集
委
員
曾
に
そ
の
由
を
告
げ
て
お
許
し
を
願
う
ま
で
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
加熱
論
自
分
で
言
い
出
し
た
だ
け
に
責
任
が
重
い
の
で
繰
返
し
丁
寧

に
讃
ん
で
、
章
節
毎
に
論
旨
日
と
許
諾
を
書
き
記
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
論
題

が
多
方
面
に
亙
っ
て

い
る
上
に
日
中
繁
方
に
跨
っ

て
い
る
の
で
、
順
を
逐
っ

て

紹
介
す
る
と
い
う
普
通
の
形
式
を
採
っ
た
の
で
は
草
稿
が
無
暗
に
長
く
な
り
、

と
言
っ
て
簡
略
に
す
れ
ば
殆
ど
紹
介
の
用
を
な
さ
な
く
な
る
の
み
か
、
新
著
の

償
値
や
真
意
を
謀
り
侍
え
る
憂
い
も
出
か
ね
な
い
こ
と
が
剣
っ

た
の
で
、
御
覧

の
如
く
新
著
の
持
つ
大
き
な
意
義
と
教
訓
に
重
駄
を
お

い
て
述
べ
る
こ
と
に
し

た
次
第
で
あ
る
。

委
員
禽
か
ら
指
定
さ
れ
た
原
稿
数
が
残
り
少
な
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
と
な

た
が
書
評
さ
れ
る
に
し
て
も
綱
れ
ざ
る
を
得
な
い
事
柄
の
一

つ
に

「課
役
」

問

題
が
あ
る
。
私
は
、
以
前
膚
の
府
兵
制
度
の
論
文
を
毅
表
し
た
節
、
課
役
を
租

調
役
の
義
と
解
し
て
お
い
た
が
、
機
別
自
信
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
や

詣
時
の
よ
と
を
述
べ
て
み
る
と
、
課
役
の
語
の
内
容
を
し
か
と
見
定
め
得
る
よ

う
な
資
料
を
探
し
出
せ
な
い
で
苦
慮
し
た
摩
旬
、
こ
ん
な
あ
り
ふ
れ
た
用
語
の

意
味
が
把
め
な
い
自
分
自
身
、
か
ど
う
か
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
人
々
に

は
既
に
判
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
さ
え
思
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
風

で
あ
っ
た
か
ら
後
ち
唐
の
径
役
労
働
の
論
文
を
書
く
際
、
論
議
を
進
展
さ
せ
て

行
く
に
は
何
慮
か
で
課
役
に
謝
す
る
自
己
の
見
解
の
根
嬢
を
示
し
て
お
か
ね
ば
t

成
ら
ず
、
さ
り
と
て
ど
う
に
か
考
え
つ

い
た
こ
と
を
事
新
ら
し
げ
に
論
文
の
本

文
の
中
で
設
明
す
る
気
に
は
な
れ
ず
、
結
局
註
記
す
る
に
止
や
た
の

rあ
る
。
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そ
の
後
私
の
研
究
は
遡
つ
もた
時
代
に
移
行
し
、
更
に
敗
戦
数
年
前
に
大
連
へ
去

っ
て
行
っ
た
の
で
謀
役
の
こ
と
は
想
い
出
す
折
も
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

大
連
か
ら
引
揚
げ
て
、
重
い
策
養
失
調
も
大
分
恢
復
し
た
こ
ろ
に
な
っ
て
改
め

て
透
り
を
眺
め
て
み
る
と
、
謀
役
の
義
に
閲
し
て
論
戦
が
始
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
然
も
忽
の
裡
に
誰
彼
と
な
く
論
宇
の
仲
間
入
り
さ
れ
た
の
で
、
本
誌
二

O

ノ
四
で
磁
波
護
氏
が
「
課

ι税
に
闘
す
る
諸
研
究
に
つ
い
て
L

と
題
し
て
展
望

し
て
あ
る
よ
う
に
、
論
一
挙
の
範
囲
と
程
度
は
段
々
扱
大
し
激
化
し
て
最
早
や
私

の
出
る
幕
で
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
元
来
事
柄
が
自
分
に
無
縁
で

な
い
の
で
曾
我
部
博
士
が
次
々
に
示
さ
れ
る
文
献
に
つ
い
て
、
絡
に
新
解
寝
の

正
し
い
こ
と
を
念
じ
な
が
ら
一
々
検
討
を
加
え
始
め
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
一

腹
終
了
し
た
の
は
昭
和
三
十
五

・
六
年
の
交
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
其
の
結
果
は

ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
如
何
せ
ん
私
の
不
敏
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
、
唐

法
上
の
謀
役
に
関
し
て
は
敬
愛
し
て
措
か
な
い
樽
士
の
見
解
と
違
う
こ
と
に
成

っ
て
了
っ
た
の
で
あ
り
、
今
は
そ
の
こ
と
を
率
直
に
申
し
上
げ
て
高
批
を
乞
う

外
な
い
。

結
論
か
ら
言
う
と
、
盾
法
上
(
慎
重
を
期
す
れ
ば
永
徽
令
以
後
)
の
謀
役
な

る
用
語
は
、
租
調
役
の
三
目
を
指
し
て
雑
衝
を
含
ま
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て

課
役
菟
除
と
規
・
定
さ
れ
て
あ
る
も
の
が
其
の
上
に
雑
衝
の
菟
除
を
も
受
け
た
か

ど
う
か
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
斯

く
結
論
す
る
に
至
っ
た
根
壊
は
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
意
外
に
も
唐
の
徳
役

労
働
の
論
文
の
註
七
と

一
五
(
秦
漢
陪
麿
史
の
研
究
五
五
二

・
三
頁
〉

で
も
っ

て
大
健
蜜
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
曾
我
部
博
士
が
引
用
さ
れ
た
多
数

の
文
献
の
中
に
は
、
卑
見
を
添
え
て
お
き
た
い
も
の
が
若
干
あ
る
の
で
以
下
そ

れ
を
記
し
て
お
、
」
う
。

最
初
に
、
博
士
が
新
著
六
五
頁
以
下
で
引
用
さ
れ
た
唐
律
疏
議
の
燦
々
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
拙
著

「
唐
王
朝
の
賎
人
制
度
L

の
一
四
七
頁
以
下
を

参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
新
著
二
ハ

O
頁
で
引
用
さ
れ
た
唐
律
疏
議
ハ
宋
刑
統
)

の
諜
調
の
義
の
こ
と
も
拙
著
一
七
二
頁
に
譲
っ
て
お
く
が
、
こ
こ
の
諜
潟
が
租

と
調
を
徴
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
唐
法
の
用
語
と
し
て
は
些
か
妙
な
感
じ
司
か
す

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
語
の
来
由
は
改
め
て
考
究
す
る
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
新
著
五
七
頁
以
下
で
引
用
さ
れ
た
毅
志
以
下
の
諸
文
献
、
則
ち
孝
子
順

孫
義
夫
節
婦
に
輿
え
た
恩
典
に
つ
い
て
で
あ
る
。
貌
志
社
畿
俸
の
「
復
筏
役
」

と
惰
書
食
貨
士
山
の
r

「
菟
謀
役
」
が
共
に
孝
子
淫
本
人
に
奥
え
た
特
典
で
あ
る
の

は
疑
い
な
い
。
け
れ
ど
も
筏
役
』
謀
役
と
断
定
す
る
に
は
徐
り
に
時
代
的
間
隔

が
あ
り
す
、ぎ
て
、
未
だ
何
と
も
剣
新
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
其
後
の
文

献
で
あ
る
が
、
六
奥
戸
部
員
外
郎
の
「
若
孝
子
順
孫
義
夫
節
婦
、
志
行
間
於
郷

閥
、
州
鯨
申
省
奏
聞
、
表
其
門
閥

(
孝
子
等
を
出
し
た
部
落
)
、

同
籍
(
孝
子

等
と
同
じ
戸
内
の
も
の
と
い
う
に
近
い
)
悉
苑
課
役
、
有
精
誠
致
師
勝
者
、
則
加

優
賞
駕
」
は
こ
れ
と
殆
ど
同
じ
傑
文
が
我
が
令
制
に
あ
る
か
ら
、
少
な
く
も
永

徽
以
来
こ
の
規
定
に
獲
わ
り
な
か
っ
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
。
今
こ
う
し
た
鮎

を
頭
に
入
れ
た
上
、
開
元
十
一
年
玄
宗
が
卸
位
前
の
縁
り
の
地
太
原
へ
行
幸
し

て
管
内
に
降
し
た
恩
制
の
一
節
，に
「
孝
子
順
孫
義
夫
節
婦
、
旋
表
門
閥
、
終
身

勿
事
」
と
あ
る
の
を
み
る
と
、
こ
れ
は
管
内
で
孝
子
等
を
出
し
た
部
落
に
劃
す

る
旋
表
、
そ
し
て
孝
子
逮
本
人
と
そ
の
同
籍
者
に
封
す
る
課
役
亮
除
の
こ
と
が

銃
に
法
規
通
り
賀
行
さ
れ
て
い
る
其
の
上
に
、
今
度
の
行
幸
を
機
と
し
て
現
に

孝
子
等
を
出
し
て
い
る
名
替
の
部
落
内
の
衆
を
特
に
「
終
身
勿
事
」
の
扱
い
と

す
る
旨
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
の
が
明
白
と
な
る
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
、
高

宗
弘
道
元
年
の
詔
「
孝
子
順
孫
義
夫
節
婦
、
表
其
門
閥
、
終
身
勿
事
」
に
つ
い

て
も
同
じ
で
あ
る
の
は
言
を
倹
た
な
い
。
果
た
し
て
そ
う
だ
と
す
る
と
貌
志
以

下
に
見
え
た
復
筏
役
、
苑
謀
役
、
終
身
勿
事
、
菟
課
役
な
る
恩
典
を
輿
え
ら
れ
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た
も
の
は
或
る
時
は
孝
子
逮
本
人
で
あ
り
、
或
る
時
は
孝
子
等
を
出
し
た
部
落

内
の
人
々
で
あ
り
、
ま
た
或
る
時
は
孝
子
一
迷
本
人
と
そ
の
家
族
で
あ
る
と
い
う

具
合
に
閃
異
が
存
し
、
か
つ
時
代
の
速
い
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の

文
献
を
一
括
的
に
叡
っ
て
箔
役
卸
永
徽
令
後
の
謀
役
と
い
う
結
論
を
出
す
の
は

方
法
論
的
に
誤
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
新
著
五
三
頁
で
引
用
さ
れ
た
奮
庸
省
高
組
本
紀
武
徳
二
年
二
月
丙
成
の

「詔
一大
下
諸
宗
無
職
任
者
、
不
在
銘
役
之
限
」

で
あ
る
。
開
元
法
で
は
李
唐
の

宗
籍
に
属
す
る
一
切
の
人
が
謀
役
耳
目
除
と
な

っ
て

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の

こ
と
を
武
徳
の
詔
に
考
え
合
せ
る
と
謀
役
克
除
と
は
術
役
免
除
の
謂
だ
と
の
推

測
を
下
し
得
な
い
で
も
な
い
。
然
し
武
徳
二
年
と
い
え
ば
洛
陽
方
面
で
惰
の
命

脈
は
依
然
保
た
れ
て
お
り
、
何
人
が
中
原
の
艇
を
獲
得
す
る
か
向
混
沌
と
し
て

い
た
時
で
あ
る
。
従

っ
て
李
唐
と
し
て
は
、
各
地
に
散
在
す
る
己
が
宗
族
に
し

て
父

・
租
と
も
未
だ
唐
の
官
験
問
位
勅
等
を
受
け
て
お
ら
ず
、
勿
論
従
前
か
ら

惰
朝
の
そ
れ
も
受
け
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
連
中
、
つ
ま
り
、
と
ち
ら
か
ら
見
て

も
一
介
の
庶
民
に
過
ぎ
な
い
者
に
封
し
て
、
取
り
急
ぎ
何
が
し
か
の
特
権
を
附

輿
し
て
自
族
の
結
束
を
固
く
す
る
必
要
が
あ
り
、
さ
て
こ
そ
斯
々
の
認
を
下
す

に
至
っ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
る
か
ら
|
|
案
外
そ
れ
は
惰

が
自
己
の
宗
族
に
封
し
て
輿
え
て
い
た
恩
典
の
踏
襲
か
も
剣
ら
な
い
1
1
武
徳

の
詔
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
不
在
俗
役
之
限
」
が
、
開
元
法
上
の
課
役
苑
除
と
金

く
同
じ
菅
原
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
断
定
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
終
り
に

新
者
五
四
頁
に
引
用
さ
れ
て
あ
る
醤
唐
欝
白
履
忠
停
で
あ
る
。
こ
れ
は
開
元
十

七
年
頃
、
白
履
巾
む
と
い
う
隠
迎
の
士
が
従
五
品
下
の
文
散
官
で
あ
る
朝
散
大
夫

の
位
を
授
け
ら
れ
て
郷
里
に
一皮る
時
、
同
郷
人
に
向
っ
て
「
且
是
苔
家
終
身
高

臥
、
菟
傍
役
、
宣
易
得
也
」
と
ざ
れ
ご
と
を
言
っ
た
と
い
う
話
な
の
で
あ
る

が
、
文
散
官
で
も
五
品
以
上
に
な
る
と
木
人
は
元
よ
り
同
居
の
期
親
ま
で
の
も

の
が
謀
役
免
除
の
特
典
を
持
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
此
照
合
し
て
菟
宙
開
役
す

な
わ
ち
苑
謀
役
で
あ
っ
た
と
の
解
答
が
出
て
不
思
議
は
な
い
。
私
が
課
役
の
語

に
検
討
を
加
え
て

い
て
扱
い
に
尤
も
困

っ
た
の
は
こ
の
一
係
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
様
々
考
え
た
末
、
思
い
つ
い
た
こ
と
を
述
べ
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

賦
役
の
四
目
の
中
で
重
い
の
は
力
役

一
般
で
あ
り
、
か
つ
留
役
規
定
が
あ
っ
て

一
一
層
苦
し
い
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
閥
係
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
家

口
の
登
録
漏
れ
や
戸
の
逃
亡
や
蔭
附
、
乃
至
は
度
牒
を
買
う
な
ど
色
々
の
不
正

手
段
で
公
課
を
克
れ
る
も
の
の
砂
な
か
ら
さ
る
を
論
ず
る
場
合
、
決
っ

た
よ
う

に
出
て
く
る
の
は
園
の
必
要
と
す
る
役

・
雑
倦
-t雑
役
な
ど
に
人
を
紋
く
と
い

う
文
句
な
の
で
あ
る
。
私
は
こ
う
し
た
貼
を
考
え
る
傍
ら
、
貌
E
E
南
北
朝
時
代

に
つ
い
て
の
曾
我
部
博
士
の
新
替
の
諸
論
考
を
奔
見
し
て
、
カ
役

一
般
の
菟
除

と
い
う
こ
と
が
何
が
し
か
の
特
機
の
保
持
者
に
取
っ
て
の
基
礎
的
な
も
の
で
あ

っ
た
時
期
が
あ
り
、
従
っ
て
特
楠
の
保
有
を
言
う
場
合
、
標
識
的
に
カ
役
菟
除

の
こ
と
を
言
う
風
が
髄
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
っ

て
、
白
履
忠
の
言
葉
も
そ
の
類
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
甚
だ
回
り
く

と
い
解
絡
に
な
っ
た
が
、
履
忠
仰
を
根
援
と
し
て
課
役
邸
筏
役
だ
と
言
い
切
れ

な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
唐
法
上
の
謀
役
の
義
に

つ
い
て
の
論
議
が
長
く
な

り
、
世
一田郡
山
の
常
の
態
か
ら
逸
脱
し
た
こ
と
を
深
く
お
詑
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
不
敏
を
省
み
な
い
で
敢
て
記
し
た
理
由
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
れ
ば
、
こ
れ
を
機
曾
に
課
役
の
こ
と
を
嘗
分
博
士
と
私
の
聞
の
論
題
と
し
て

留
め
置
い
て
引
き
綴
き
高
教
を
得
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
私
の

切
な
る
願
い
で
も
あ
る
。

以
上
を
も
っ
て
新
著
の
紹
介
と
批
評
の
筆
を
捌
く
こ
と
に
す
る
が
、
私
は
博

士
が

日
中
閥
係
研
究
上
に
三
度
ま
で
あ
げ
ら
れ
た
御
業
績
を
讃
美
す
る
と
共

に
、
本
書
の
持
つ
貴
重
な
意
義
教
訓
を
識
者
各
位
が
一
段
と
確
賓
に
感
得
し
て
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ら
か
に
し
て
し
る
《

第
二
章
で
は
、
五
畜
(
羊
・
山
羊
・
牛
・

馬

・
騎
駐
)
の
放
牧
管
理
を
そ
れ

ぞ
れ
の
家
主
因
に
つ
い
て
述
べ
、
こ
れ
に
よ

っ
て
各
家
畜
の
性
質
が
よ
く
理
解
さ

れ
る
と
共
に
、
家
畜
の
組
合
せ
に
よ
る
放
牧
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
を
知
り

う
る
。
家
畜
の
年
齢
別
名
稽
や
家
畜
群
の
構
成
等
に
み
る
よ
う
に
、
賓
館
調
査

に
よ
る
資
料
を
よ
く
牧
集
し
て
利
用
さ
れ
て
あ
る
。
遊
牧
民
の
生
活
の
基
礎
が

す
べ
て
家
畜
に
よ
る
こ
と
は
、
我
々
も
常
に
聞
く
所
で
は
あ
る
が
、
乳
製
品
、

毛
院
、
役
畜
等
に
つ
い
て
そ
の
製
法
や
利
用
債
値
等
を
徐
す
所
な
く
停
え
て
い

る
。
こ
と
に
去
勢
馬
、
が
軍
馬
、
役
畜
と
し
て
い
か
に
秀
れ
て
い
る
か
を
と
き
、

古
来
遊
牧
民
が
北
ア
ジ
ア
に
縫
飛
し
た
事
由
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
示
し
で
い

る
の
は
傾
聴
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、

男
女
の
分
業
成
立
の
要
因
を
の
ベ
、
こ
と
に
労
働
組
織
と
し

‘
一

て
の
サ
l

ハ
ル
夕
、
ス
ル
グ
の
制
度
に
ふ
れ
て
い
る
の
が
自
に
つ
く
。
遊
牧
民

山

の
家
畜
管
理
を
み
る
と
、
例
え
ば
羊
が
五

O
頭
で
も
百
頭
で
も
、
同
じ

一
人
の

一

牧
人
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
を
ま
と
め
て
放
牧
す
れ
ば
、
人
の
労
カ
は
き
わ
め

て
経
済
的
に
な
る
。
い
く
つ
か
の
ア
イ
ル
が
協
力
し
て
、
一
牧
人
に
す
る
「
協

畏
友
後
藤
富
男
氏
の
力
作
、
内
陸
ア
ジ
ア
遊
牧
民
枇
舎
の
研
究
が
刊
行
さ
れ
力
の
慣
行
」
を
サ
l

ハ
ル
タ
と
い
う
。
こ
の
慣
行
で
は
代
償
と
し
て
は
徐
り
求

た
が
、
こ
の
雄
篇
の
全
貌
を
輩
す
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
そ
の
一
め
ら
れ
る
所
が
な
か
4

た
ら
し
い
が
、
と
に
か
く
濁
立
生
産
者
相
互
の
卒
等
な

斑
に
つ
い
て
紹
介
の
文
を
ょ
せ
た
い
。

、

協
力
関
係
で
あ
っ
た
。
サ
l

ハ
ル
タ
を
形
成
す
る
ア
イ
ル
の
一
園
が
ホ
ト
ン
と

本
書
で
は
内
陸
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
枇
曾
に
つ
い
て
、
遊
牧
論
〈
第
一
章
)
、
い
わ
れ
る
枇
曾
集
闘
の
車
位
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
ス
ル
グ
は
家
畜
を
委
託
す

牧
畜
技
術
の
停
統
(
第
二
章
)
、
牧
畜
労
働

(第
一
一
一
章
)
、

家
畜
財
産
戸
第
四
る
制
度
で
、

そ
の
原
因
は
種
々
あ
っ
た
ら
し
い
し
、
ま
た
係
件
も
様
々
で
あ
っ

章〉
、
牧
地
ー
そ
の
所
有
閥
係
、
従
曾
集
図
(
第
五
章
)
、
漢
人
商
賀
(
第
六

た
。
こ
れ
は
本
質
的
に
は
富
戸
と
貧
戸
と
の
閥
係
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
作
閥
係

章
)
等
を
記
述
の
封
象
と
し
て
い
る
。

に
も
に
た
労
働
結
合
の
研
究
は
未
だ
不
明
の
所
が
多
い
が
、
多
く
の
史
料
を
求

第
一
章
で
は
、
水
草
を
追
っ
て
滋
牧
す
る

一
見
原
始
的
な
生
活
が
、
賞
は
家
1

め
て
こ
の
重
要
な
研
究
題
目
を
提
起
さ
れ
た
-」
と
を
特
記
せ
ね
ば
な
ら
ぬ。

畜
の
馴
致
、
去
勢
、
計
蜜
的
移
動
等
を
な
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
第
四
章
家
畜
財
産
で
は
、
家
族
内
に
お
け
る
財
産
所
有
の
賓
態
、
濁
立
生
産

自
己
の
研
究
に
生
か
し
て
行
か
れ
る
よ
う
笠
む
の
で
あ
る
。
終
り
に
博
士
が
盆

々
御
健
康
で
、
何
時
ま
で
も
皐
界
の

E
星
と
し
て
我
等
を
導
か
れ
ん
こ
と
を
祈

り
か
つ
希
う
て
己
ま
な
い
。

註
て
唐
初
の
残
疾
に
つ
い
て
は
新
著
一
五
八
頁
十
二
行
の
賀
公
彦
疏
も
参

看。

註
二
、
「
均
団
法
と
そ
の
税
役
制
度
」
二
七
九
頁
宗
行
に
引
用
さ
れ
た
玄
宗

の
制
の
「
賦
租
課
役
」
は
、
言
葉
で
あ
っ
て
法
的
用
語
で
は
な
い
。

(
一
九
六
八
・

=
7
二
O
演
口
重
薗
〉

内
陸
ア
ジ
ア
遊
牧
民
社
舎
の
研
究

後

藤

冨

男

著

昭
和
四
十
三
年
三
月

A
5
剣
四
三
一

頁

吉
川
区
文
館
設
行
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