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1
農
村
社
会
の
事
例
か
ら
一

山

下

孝

甫車

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
ロ
ー
マ
帝
政
前
期
の
農
村
社
会
に
関
す
る
請
願
・
回
答
制
度
の
運
用
を
記
録
し
た
法
文
、
パ
ピ
ル
ス
、
碑
文
を
分
析
し
、
ロ
ー
マ
帝

国
に
お
け
る
法
形
成
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
史
料
分
析
に
際
し
て
は
、
請
願
と
回
答
に
お
い
て
、
請
願
者
た
ち
と
皇
帝
た

ち
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
雪
口
及
し
て
い
る
か
を
中
心
に
史
料
を
読
み
解
い
た
。
ま
ず
、
『
学
説
彙
竹
馬
と
刷
ユ
ス
テ
イ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
臨
お
よ
び
、
碑
文

に
見
ら
れ
る
皇
帝
た
ち
の
回
答
を
検
討
し
、
皇
帝
た
ち
が
属
州
に
お
け
る
個
別
的
な
法
の
形
成
を
重
視
し
て
い
た
点
に
注
自
す
る
。
そ
し
て
、
パ
ピ
ル
ス
、

碑
文
と
し
て
現
存
す
る
、
臣
民
か
ら
の
請
願
に
お
い
て
、
請
願
簸
た
ち
が
皇
帝
た
ち
に
訴
え
か
け
る
に
際
し
て
、
皇
帝
や
密
蔵
総
督
の
定
め
た
法
律
に
言

及
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
請
願
・
回
答
制
度
を
通
じ
た
、
属
州
の
帝
国
民
に
よ
る
法
の
形
成
と
い
・
？
王
張
を
提
示
す
る
。
結
論
部
で
は
、
本
稿
で

の
史
料
分
析
の
結
果
を
、
帝
政
後
期
に
お
け
る
法
の
形
成
と
比
較
検
討
し
て
今
後
の
展
望
を
示
す
。
　
　
　
　
史
林
九
六
巻
六
号
　
篇
○
一
三
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
紀
元
前
～
世
紀
末
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
権
力
を
一
手
に
掌
握
し
た
こ
と
で
、
ロ
ー
マ
は
帝
政
の
時
代
を
迎
え
た
。
こ
の
暗
幕
の
新
し
さ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

何
を
お
い
て
も
、
皇
帝
の
存
在
に
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
多
数
の
政
務
官
職
と
職
権
を
獲
得
し
た
。
そ
の
権
力
は
、
都
市
ロ
ー
マ
に
隈
ら

ず
、
ロ
ー
マ
人
が
征
服
し
た
広
大
な
領
域
全
体
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
制
度
上
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
も
と
で
生
き
た
無
数
の

属
州
民
の
生
活
は
、
都
市
ロ
ー
マ
の
支
配
看
た
る
皇
帝
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
皇
帝
た
ち
が
臣
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民
の
生
活
に
介
入
す
る
際
に
、
重
要
な
媒
体
の
　
つ
と
な
っ
た
の
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
請
願
・
回
答
制
度
で
あ
る
。
帝
政
前
期
、
一
～
三

世
紀
の
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
臣
民
た
ち
は
、
ロ
ー
マ
市
民
権
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝
自
身
や
総

督
な
ど
の
役
人
に
対
し
て
苦
境
を
訴
え
る
た
め
の
請
願
を
提
出
し
、
園
答
を
求
め
て
い
た
。
請
願
・
回
答
制
度
が
運
用
さ
れ
た
結
果
と
し
て
生

み
出
さ
れ
た
様
々
な
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
皇
帝
た
ち
だ
け
で
な
く
被
支
配
者
た
る
臣
民
の
声
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　
請
願
・
回
答
制
度
に
注
意
を
促
し
た
先
行
研
究
の
中
で
も
最
も
有
名
な
の
は
、
F
こ
ミ
ラ
ー
の
古
典
的
名
著
『
ロ
ー
マ
世
界
に
お
け
る
皇

帝
』
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
は
属
州
民
に
よ
る
請
願
と
、
そ
れ
に
対
す
る
皇
帝
た
ち
の
圓
答
に
着
目
し
、
皇
帝
政
治
は
、
属
州
民
の
側
か
ら
の
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
対
し
て
皇
帝
た
ち
が
反
応
を
示
す
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
皇
帝
の
受
動
性
を
強
調
し
て
い
る
。
ミ
ラ
ー
以
後
の
代
表
的
な

研
究
と
し
て
は
、
C
・
ア
ン
ド
ー
の
『
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
帝
国
の
理
念
と
属
州
の
忠
誠
繍
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ア
ン
ド
ー
は
、

な
ぜ
属
州
民
た
ち
が
ロ
ー
マ
帝
国
な
い
し
皇
帝
に
対
し
て
思
実
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
、
属
州
民
と
皇
帝
と
の
あ
い
だ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
価
値
観
の
共
膚
を
助
け
帝
国
の
安
定
を
確
保
し
た
一
因
と
し
て
、
属
州
民
か
ら
の
請
願
を
扱
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、

S
・
コ
ノ
リ
ー
に
よ
っ
て
、
三
世
紀
末
か
ら
四
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ロ
ー
マ
帝
国
を
統
治
し
た
デ
イ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
期
の
請
願
・
回
答

制
度
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
コ
ノ
リ
ー
は
、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
期
の
回
答
に
お
い
て
も
、
請
願
を
通
じ
た
臣
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民
た
ち
に
よ
る
政
治
参
加
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
研
究
は
政
治
史
・
社
会
史
的
な
視
点
か
ら
講
願
・
圃

答
制
度
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
法
制
史
の
視
点
か
ら
請
願
・
回
答
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
に
取
り
組
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
法
制
史
の
立
場
か
ら
請
願
・
回
答
制
度
を
扱
っ
た
研
究
は
、
す
で
に
T
・
オ
ノ
レ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
オ
ノ
レ
は
、
三
世
紀
の
皇
帝

た
ち
が
発
し
た
團
答
の
文
体
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
精
査
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
回
答
を
執
筆
し
た
役
人
の
同
定
を
試
み
た
。
そ
の
試
み
が
明
ら
か
に

し
た
の
は
皇
帝
政
府
の
側
で
の
法
律
家
に
よ
る
圓
答
の
作
成
に
つ
い
て
で
あ
り
、
属
州
民
の
側
で
請
願
・
回
答
制
度
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
法

が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
皇
帝
た
ち
が
圓
答
を
与
え
る
た
め
に
は
先
に
臣
民
か
ら
の
請
願
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
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皇
帝
た
ち
の
側
の
み
な
ら
ず
臣
民
の
側
で
も
、
請
願
・
回
答
制
度
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
法
が
形
成
さ
れ

て
い
た
の
か
を
問
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
法
律
家
や
皇
帝
の
活
動
に
分
析
対
象
を
限
定
せ
ず
、
請
願
者
た

ち
の
活
動
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
法
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
法
形
成
の
プ
ロ
セ
ス

が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
う
の
が
本
稿
の
目
的
と
な
る
。
こ
の
目
的
に
取
り
組
む
た
め
に
、
筆
者
は
、
社

会
に
お
い
て
諸
集
団
に
よ
っ
て
法
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
る
た
め
、
法
制
史
だ
け
で
な
く
法
社
会
史
的
な
関
心
を

も
有
し
て
い
る
と
雷
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
が
本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
請
願
・
回
答
制
度
と
い
う
一
つ
の
制
度
が
、

ロ
ー
マ
帝
国
の
中
で
生
き
た
人
々
に
可
能
に
し
た
法
形
成
に
つ
い
て
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
結
論
部
で
の
帰
着
点
は
法
制
史
の
立
場
に
あ
る
こ

と
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
本
論
に
入
る
前
に
、
法
の
形
成
と
い
う
本
稿
の
問
題
設
定
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
法
の
形
成
を
二
段
階
に
分
け
て
理
解
し

て
い
る
。
一
つ
は
、
法
律
の
作
成
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
政
前
期
に
は
、
民
会
と
元
老
院
の
決
議
、
皇
帝
に
よ
る
勅
法
の
発
布
、
お
よ
び
卓
越
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
法
律
家
の
意
見
開
示
に
よ
っ
て
法
律
が
作
成
さ
れ
て
い
た
。
帝
政
期
に
は
皇
帝
の
理
法
が
次
第
に
重
要
性
を
増
し
、
勅
法
の
作
成
に
携
わ
っ

て
い
た
法
律
家
や
役
人
の
影
響
力
も
ま
た
拡
大
し
、
法
律
の
作
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、
も
う
一
つ
の
意
味
で
の

法
の
形
成
と
は
、
法
律
の
運
用
・
参
照
を
通
じ
た
も
の
で
あ
る
。
歴
史
家
の
問
で
法
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
扱
わ
れ
る
際
に
は
、
法
律
自
体

が
法
な
の
で
あ
る
と
素
朴
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
先
に
述
べ
た
法
律
の
作
成
の
み
が
法
の
形
成
で
あ
る
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
筆
者
は
、
法
理
学
者
H
・
ハ
ー
ト
の
見
解
を
受
け
て
、
法
と
い
う
語
の
意
味
を
よ
り
広
く
理
解
し
て
い
る
。
本
稿
の
問

題
設
定
た
る
法
の
形
成
に
つ
い
て
の
理
解
を
得
る
た
め
に
は
、
ハ
ー
ト
の
見
解
を
紹
介
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
ハ
ー
ト
は
、
法
を
主
権
者
に
よ
る
命
令
と
し
て
み
な
す
先
行
学
説
を
批
判
し
、
制
定
さ
れ
た
法
が
他
な
ら
ぬ
制
定
獲
た
ち
を
も
縛
る
こ
と
、

ま
た
、
法
の
中
に
は
命
令
し
責
務
を
課
す
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
裁
判
や
立
法
、
あ
る
い
は
契
約
に
関
す
る
決
ま
り
ご
と
の
よ
う
に
、
特
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
機
関
や
個
人
に
対
し
て
公
的
・
私
的
権
能
を
付
与
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
命
令
説
へ
の
対
案
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と
し
て
、
ハ
ー
ト
は
第
一
次
的
ル
ー
ル
と
第
二
次
的
ル
ー
ル
と
い
う
概
念
を
用
い
な
が
ら
、
法
に
対
す
る
自
ら
の
理
解
を
提
示
し
て
い
る
。
第

一
次
的
ル
ー
ル
と
は
、
あ
る
特
定
の
場
合
に
は
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
そ
う
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
責
務
を
課
す
ル
ー
ル

　
　
　
　
　
⑨

の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
に
よ
る
と
、
第
～
次
的
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
、
様
々
な
問
題
が
発
生
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
何
が

ル
ー
ル
と
し
て
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
不
確
定
性
や
、
変
化
す
る
状
況
へ
の
対
応
が
困
難
な
静
的
性
質
、
ル
ー
ル
違
反
の
処
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
担
当
す
る
機
関
の
不
在
か
ら
く
る
非
効
率
性
な
ど
と
い
っ
た
欠
陥
で
あ
る
。
そ
う
し
た
欠
陥
は
、
何
を
法
と
し
て
承
認
す
る
か
を
規
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

第
二
次
的
ル
ー
ル
が
、
第
一
次
的
ル
ー
ル
を
補
完
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
。
第
二
次
的
ル
ー
ル
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

法
典
の
よ
う
に
特
定
の
法
律
を
権
威
的
な
形
で
確
認
す
る
ル
ー
ル
や
、
裁
判
の
手
続
き
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
は
、
第
二
次
的
ル
ー

ル
と
第
一
次
的
ル
ー
ル
の
結
合
に
法
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
う
し
た
第
二
次
的
ル
ー
ル
に
よ
る
第
一
次
的
ル
ー
ル
の
補
完
に
よ
っ
て
、

何
が
法
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
と
理
解
し
て
い
る
。
本
稿
で
扱
う
ロ
ー
マ
帝
国
の
請
願
・
回
答
制
度
は
、
第
二
次
的
ル
ー
ル

と
し
て
、
皇
帝
と
臣
民
が
特
定
の
ル
ー
ル
を
承
認
し
合
う
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
皇
帝
の
回
答
が
勅
法
の
一
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
制
度
は
法
律
の
作
成
に
関
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
請
願
・
回
答
制
度
は
、
ロ
ー
マ
帝
国

に
お
け
る
法
の
形
成
を
考
究
す
る
う
え
で
適
格
な
分
析
対
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー
ト
は
自
ら
の
議
論
を
ロ
ー
マ
帝
国
の
事
例
と
結
び
付
け
て
は
お
ら
ず
、
彼
の
提
唱
し
た
法
の
概
念
を
古
代
史
の
研
究
に
援

用
す
る
こ
と
に
対
し
て
疑
念
を
呈
す
る
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
ロ
ー
マ
人
に
は
、
ハ
ー
ト
が
注
目
を
促
し
た
よ
う
な
、
第
一
次
的

ル
ー
ル
と
第
二
次
的
ル
ー
ル
と
い
っ
た
概
念
は
見
ら
れ
な
い
。
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
貯
ω
と
δ
賊
の
語
が
区
別
さ
れ
、
前
者
が
法
全
般
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

意
味
で
、
後
者
が
特
定
の
法
律
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
し
ば
し
ば
両
者
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
あ
く
ま
で
も
分
析
概
念
と
し
て
ハ
ー
ト
の
理
論
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
を
そ
の
ま
ま
に
法
と
み
な
す
視
点
を
克
服
す
る
こ

と
が
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
法
に
つ
い
て
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
有
益
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
を
そ
の
ま
ま
に

法
と
み
な
す
視
点
か
ら
は
、
法
と
社
会
を
当
為
と
現
実
と
し
て
区
別
し
、
社
会
的
な
現
実
と
し
て
の
法
、
と
い
う
問
題
を
軽
視
す
る
立
場
へ
と

41 （783）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

容
易
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
請
願
・
回
答
制
度
と
い
う
第
二
次
的
ル
ー
ル
を
通
じ
て
、

ど
の
よ
う
に
し
て
法
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
そ
う
し
た
法
の
形
成
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　
分
析
対
象
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
農
村
社
会
に
関
係
す
る
請
願
・
回
答
の
諸
事
例
に
焦
点
を
当
て
る
。
一
説
に
よ
る
と
農
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

経
済
は
帝
国
経
済
全
体
の
八
割
以
上
を
占
め
る
と
も
さ
れ
、
農
村
社
会
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
基
盤
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
更
に
、
農
村
は
行
政
組

織
の
中
で
も
属
州
総
督
で
は
な
く
都
市
の
管
轄
下
に
置
か
れ
、
皇
帝
領
な
ど
の
例
外
を
除
け
ば
、
制
度
上
は
皇
帝
た
ち
か
ら
遠
い
場
所
に
あ
っ

た
。
農
村
社
会
に
お
け
る
法
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
た
か
を
問
う
こ
と
は
、
中
央
の
皇
帝
た
ち
の
視
点
に
限
定
さ
れ
ず
に
ロ
ー
マ
帝
国

に
お
け
る
法
の
形
成
を
知
る
た
め
に
も
必
要
不
可
欠
な
課
題
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ま
ず
第
一
章
に
て
請
願
・
回
答
制
度
の
手
続
き
と
意
義
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
検
討
し
た
上
で
、
第
二
章
以
下

で
法
文
、
パ
ピ
ル
ス
、
碑
文
史
料
に
基
づ
い
て
、
ロ
ー
マ
帝
政
前
期
に
お
け
る
法
の
形
成
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

①
　
弓
削
達
㎎
ロ
ー
マ
帝
国
論
㎞
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
六
六
年
、
　
一
四
五
～
二
〇
二

　
頁
。

②
潤
罫
短
び
冨
恥
臨
監
ミ
。
こ
℃
こ
ぎ
ぎ
ミ
§
§
層
ミ
、
題
し
口
O
－
毎
b
器
N
卜
。
巳

　
Φ
α
‘
ピ
。
巳
。
登
一
8
卜
。
q
ω
断
層
」
⇒
冨
ミ
）
．

③
○
〉
巳
p
ぎ
廿
§
ミ
ミ
鴨
§
讐
§
ミ
、
、
。
き
§
ミ
い
曼
ミ
竜
斗
§
沁
。
ミ
§

　
肉
ミ
慧
蚕
ゆ
Φ
葺
①
δ
ざ
N
O
O
ρ

④
ψ
O
o
弓
。
ξ
ト
ミ
吻
富
ミ
謡
儀
§
卜
§
曾
ミ
Q
き
・
ミ
黛
ミ
鳴
O
ミ
塁

　
ミ
憶
ミ
§
ミ
ミ
ミ
鈎
b
d
δ
o
日
ぎ
讐
。
鋒
N
露
ρ
本
書
に
つ
い
て
は
、
山
下
孝
輔
「
（
書

　
評
）
ω
興
窪
Φ
O
O
葭
。
身
’
自
器
恥
呼
恥
ミ
騙
ミ
ミ
偽
い
織
ミ
廼
導
帖
§
、
ミ
ミ
ミ
鴨
O
ミ
舞

　
き
、
ミ
§
ミ
§
ミ
物
」
明
史
林
幅
九
五
（
四
）
、
二
〇
一
二
年
、
八
五
～
九
〇
頁
を
も

　
参
照
。

⑤
日
出
8
0
昼
寧
愚
ミ
。
誘
§
ミ
ト
織
ミ
帖
芦
b
。
護
α
鼠
○
昏
昼
お
罐
P
．
β
痒
ぎ

　
一
㊤
Q
。
一
）
．

⑥
ρ
ζ
8
ω
。
霞
跨
β
↓
ぎ
奪
冒
。
、
賊
6
ミ
§
織
奪
防
ミ
ミ
§
N
ミ
9
ミ
§
黛

　
謁
§
器
謡
扇
織
ミ
》
嵐
霞
ω
ぎ
阿
亀
ト
の
O
O
ρ
憶
b
．
N
◎
。
O
I
ω
8
．

⑦
H
・
ハ
ー
ト
、
矢
崎
光
陽
訳
『
法
の
概
念
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
六
年
。

⑧
同
書
、
八
八
～
九
…
頁
。

⑨
同
書
、
九
一
～
～
○
○
頁
。

⑩
同
害
、
　
○
○
～
｝
〇
三
頁
。

⑪
同
書
、
～
〇
三
～
～
〇
七
頁
。

⑫
b
會
吻
ミ
H
蒔
嗣
所
で
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
見
解
と
し
て
、
「
営
。
①
B
8
耽

　
℃
興
Φ
讐
簿
巳
磐
簿
ω
昏
ω
o
甑
O
樽
δ
冨
Φ
ヨ
。
。
母
窪
置
と
い
う
一
文
が
収
録
さ
れ
て
い

　
る
。
こ
の
｝
文
に
現
れ
る
鴇
び
ω
臼
首
口
。
と
い
う
語
は
、
請
願
・
國
答
制
度
に
お

　
け
る
私
人
か
ら
の
請
願
に
対
す
る
回
答
と
皇
帝
に
よ
る
署
名
の
ど
ち
ら
か
の
意
味
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m一マ帝政前期における請願・回答制度と法の形成（山下）

　
で
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
U
・
ヴ
ィ
ル
ケ
ン
は
こ

　
の
語
を
回
答
と
し
て
理
解
し
、
「
皇
帝
が
書
簡
と
回
答
に
よ
っ
て
定
め
た
こ
と
」

　
と
解
釈
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
一
文
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
毒
．
↓
¢
巷
壁

　
H
ヨ
U
霞
藍
ω
¢
び
ω
q
管
甑
8
ω
き
山
窪
Φ
〉
下
戸
陣
鉱
ω
窪
地
圃
8
0
h
冒
ω
嘗
o
ρ
奇
ミ
、
N
ミ
ミ

　
沁
。
ミ
§
国
⑦
ミ
ミ
塁
Q
。
洲
6
0
劉
8
9
δ
マ
に
。
。
噌
Φ
ω
P
O
」
O
ω
に
よ
っ
て
反
対
説
が

　
提
示
さ
れ
て
い
る
。
タ
ー
ビ
ン
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
が
同
所
で
用
い
て
い
る
接
続

　
詞
と
一
〇
世
紀
『
バ
シ
リ
カ
法
典
』
で
の
同
所
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
（
し
口
蕊
ミ
。
舜

　
目
①
』
■
）
を
根
拠
と
し
て
、
同
所
を
「
皇
帝
が
署
名
付
き
の
書
簡
に
よ
っ
て
定
め

　
た
」
と
解
し
て
い
る
。
タ
…
ピ
ン
と
同
様
の
解
釈
は
〉
．
芝
鎮
ω
§
（
嘗
p
。
口
ω
．
四
巳

　
Φ
e
’
§
鴨
b
霜
累
黛
智
始
蹴
ミ
貯
℃
N
．
＜
O
ド
一
．
℃
巨
巴
Φ
督
三
餌
噌
｝
り
。
◎
9
P
竃
に
も
見
ら

　
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ω
臼
．
≦
目
一
〇
鶏
O
．
o
o
瞬
．
H
囲
9
一
．
メ
8
｝
］
＜
」
．
一
ω
で
は

　
ω
⊆
σ
。
。
o
江
ロ
鋤
。
が
明
白
に
書
簡
と
は
区
別
さ
れ
た
形
で
法
源
と
し
て
雷
及
さ
れ
て

　
お
り
、
請
願
・
回
答
制
度
全
般
を
法
文
の
作
成
と
関
連
付
け
る
こ
と
は
可
能
と
考

　
え
ら
れ
る
。

⑬
〉
．
じ
d
ω
茜
Φ
罫
寧
塁
ら
§
ミ
思
b
凡
ミ
。
蓉
墜
ミ
ぎ
ミ
§
貯
ミ
（
摩
睾
器
＆
8
ω

　
o
津
匿
〉
ヨ
①
臨
。
磐
℃
匿
。
ω
8
ぴ
一
〇
巴
ω
8
δ
¢
』
①
芝
ω
興
δ
ω
噌
お
．
邸
）
．
℃
甑
脚
色
9
β

　
一
潔
ω
、
ロ
O
．
紹
甲
認
◎
窃
愈
■

⑭
法
と
社
会
の
分
離
に
つ
い
て
は
、
閃
．
寄
α
蜂
斜
〉
¢
讐
。
。
窪
ω
．
冨
α
q
置
毘
8

第
一
章
　
請
願
・
園
答
制
度
の
手
続
き
と
意
義

　
O
o
g
Φ
簑
ぎ
⑩
一
処
ユ
謎
Φ
．
℃
目
o
q
Φ
簿
δ
算
い
。
〈
Φ
〉
庸
蝕
「
ρ
卿
ゆ
臨
〉
◎
巳
雷
曙
．

　
≧
盲
職
轟
§
職
～
≦
ミ
秘
義
茸
山
ミ
＆
ミ
傍
き
§
琴
ド
H
H
山
ω
旧
6
Q
。
O
■
O
P

　
卜
。
刈
Q
。
山
。
。
ρ
Φ
ω
P
℃
P
卜
。
刈
。
。
幽
。
。
一
が
す
で
に
、
歴
史
研
究
者
た
ち
が
、
ま
る
で
人
々

　
が
法
の
な
い
世
界
で
生
き
て
い
た
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
警

　
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

⑮
回
0
9
簑
ω
2
壁
ロ
O
．
U
■
乏
8
只
℃
讐
δ
話
α
Q
Φ
。
h
窪
Φ
誤
電
℃
。
。
ニ
コ
昏
Φ

　
幻
。
琶
壁
芝
。
エ
9
ぢ
＞
9
胴
亀
餌
。
Φ
出
p
。
酔
田
（
①
e
’
℃
ミ
さ
｝
、
§
ミ
き
ミ
§
咋

　
い
。
ら
龍
耀
い
0
5
α
o
離
」
O
O
。
P
o
o
．
覇
ω
山
刈
ρ
Φ
ω
ロ
．
や
類
↑
ガ
…
ン
ジ
ィ
は
八
割
と
い

　
う
数
字
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
数
字
の
典
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
近
年
は
農

　
村
経
済
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
農
村
経

　
済
を
数
量
的
に
研
究
し
よ
う
と
い
う
傾
向
が
現
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
農

　
村
生
産
が
経
済
の
八
割
を
占
め
て
い
た
と
い
う
見
解
は
、
「
あ
り
遷
そ
う
な
推
測
漏

　
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
鼠
〉
．
ご
σ
o
≦
ぎ
幽
き
畠
〉
「
譲
房
。
コ

　
（
巴
ω
シ
§
ミ
謁
。
ミ
§
冨
讐
凡
ら
ミ
ミ
ミ
N
両
s
M
N
§
電
、
O
餐
、
醇
ミ
ご
き
さ
ミ
題
ミ
§
鼻

　
§
ミ
℃
こ
職
§
職
。
き
○
×
8
匡
・
卜
⊃
O
一
G
。
も
■
F
農
村
経
済
が
数
量
的
に
ど
の
程
度
の
比

　
重
を
占
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く

　
と
も
、
農
村
経
済
が
重
要
で
あ
っ
た
と
論
理
的
に
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

　
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
請
願
・
回
答
制
度
の
研
究
に
関
す
る
古
典
的
な
学
説
は
、
一
九
二
〇
年
に
U
・
ヴ
ィ
ル
ケ
ン
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
が
、
近
年
の
請
願
・
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

答
制
度
研
究
で
幅
広
く
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
、
～
九
七
〇
～
入
○
年
代
に
か
け
て
請
願
・
回
答
制
度
に
関
す
る
多
数
の
論
文
を
発
表
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

W
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の
成
果
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、
請
願
・
回
答
制
度
の
手
続
き
と
意
義
に
つ
い
て

確
認
す
る
。
た
だ
し
、
請
願
・
回
答
制
度
は
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
時
代
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
時
代
以
前
に
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④

つ
い
て
は
史
料
的
制
約
の
た
め
に
制
度
の
詳
細
を
知
る
に
は
多
分
に
推
測
を
伴
う
。
そ
の
た
め
本
章
で
記
す
の
は
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
以
後
の
制

度
で
あ
る
。

　
ヴ
ィ
ル
ケ
ン
に
よ
る
と
、
請
願
に
は
役
人
か
ら
の
書
簡
（
8
必
罰
鋤
）
と
私
人
か
ら
の
請
願
（
暮
Φ
野
ω
）
の
二
種
類
が
あ
り
、
皇
帝
は
書
簡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

対
し
て
は
書
簡
に
よ
っ
て
、
請
願
に
対
し
て
は
回
答
（
ω
魯
ω
。
暑
9
）
に
よ
っ
て
返
事
を
出
し
て
い
た
。
ヴ
ィ
ル
ケ
ン
は
請
願
の
送
付
に
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

っ
て
公
的
機
関
の
介
在
を
想
定
し
て
い
た
が
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
寒
入
の
請
願
者
が
自
ら
、
あ
る
い
は
代
理
人
を
立
て
て
請
願
を
提
出
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
と
主
張
し
て
い
る
。
地
方
属
州
か
ら
の
請
願
の
送
付
と
回
答
の
獲
得
に
は
当
然
な
が
ら
莫
大
な
費
用
が
か
か
っ
た
た
め
、
皇
帝
へ
の
請
願
が

容
易
で
あ
っ
た
の
は
都
市
ロ
ー
マ
近
郊
の
住
民
の
み
で
あ
り
、
属
州
民
た
ち
は
近
隣
の
総
督
へ
の
請
願
で
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ

⑧る
。
実
際
に
碑
文
史
料
中
に
は
、
属
州
罠
た
ち
が
属
州
総
督
に
向
け
て
送
っ
た
請
願
と
そ
れ
へ
の
回
答
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
の
史
料
分

析
で
は
総
督
の
関
わ
る
請
願
・
回
答
碑
文
を
も
参
照
す
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
総
督
た
ち
に
よ
る
回
答
と
区
別
す
る
た
め
に
、
皇
帝
た
ち
の

團
答
に
は
勅
答
（
尻
Φ
ω
臼
6
下
唇
）
と
い
う
語
を
用
い
る
。
器
ω
臼
歯
さ
B
と
い
う
語
は
先
に
挙
げ
た
皇
帝
の
回
答
と
し
て
の
①
嘗
ω
贈
爵
四
と
ω
β
す

ω
o
賦
9
0
の
両
方
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　
そ
れ
で
は
、
請
願
を
受
け
取
っ
た
皇
帝
た
ち
の
側
で
は
、
そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
ど
の
よ
う
に
し
て
用
意
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
人
か

ら
の
請
願
に
対
す
る
回
答
の
文
面
は
、
回
答
の
受
け
取
り
手
が
ラ
テ
ン
語
の
与
格
で
示
さ
れ
る
の
み
で
始
ま
り
、
次
い
で
請
願
に
対
す
る
回
答

が
記
さ
れ
、
そ
の
末
尾
に
は
皇
帝
の
役
人
た
る
請
願
係
が
「
校
合
し
た
（
お
8
讐
。
も
」
と
記
し
、
更
に
皇
帝
が
「
回
答
し
た
（
ω
。
暑
珍
串

ω
。
言
巴
」
と
署
名
す
る
。
そ
の
形
式
は
、
書
簡
に
よ
る
回
答
が
相
手
へ
の
挨
拶
（
ω
鋤
一
蓋
脅
Φ
b
P
　
住
一
〇
同
罪
）
か
ら
始
ま
っ
て
、
書
簡
の
末
尾
に
皇
帝
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

「
回
答
し
た
」
と
署
名
し
て
終
わ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
文
面
の
相
違
に
は
、
基
本
的
に
私
人
か
ら
の
請
願
に
対
す
る
回
答
は
請
願
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
属
す
る
役
人
た
ち
が
作
成
し
、
皇
帝
は
そ
れ
を
承
認
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
私

人
か
ら
の
請
願
に
対
す
る
勅
答
は
、
皇
帝
の
居
所
た
る
ロ
ー
マ
な
ど
で
掲
示
さ
れ
て
い
た
。

　
請
願
・
回
答
制
度
の
手
続
き
面
だ
け
で
な
く
、
こ
の
制
度
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
を
与
え
ら
れ
て
き
た
か
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
T
・
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m一マ帝政前期における請願・回答制度と法の形成（由下）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

オ
ノ
レ
は
、
請
願
に
対
す
る
厩
答
を
、
無
償
の
法
律
相
談
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
F
こ
、
こ
フ
ー
に
よ
り
批
判
が
提
出

さ
れ
て
い
る
。
ミ
ラ
ー
は
、
勅
答
が
単
に
法
律
に
関
す
る
助
言
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
皇
帝
の
命
令
に
よ
っ
て
法
規
範
を
形
成
し
て
い
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

例
も
ま
た
史
料
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
オ
ノ
レ
は
、
ミ
ラ
ー
の
批
判
点
を
容
認
し
つ
つ
も
、
無
償
の
法
律
梱
談
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

う
震
葉
に
よ
っ
て
請
願
・
回
答
制
度
の
重
要
な
側
面
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
自
ら
の
立
場
を
維
持
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
オ
ノ

レ
の
定
義
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
法
の
形
成
と
い
う
視
点
か
ら
請
願
・
回
答
制
度
を
扱
う
た
め
、
オ
ノ

レ
よ
り
も
む
し
ろ
ミ
ラ
ー
の
立
場
に
近
い
。
ま
た
、
W
・
タ
ー
ビ
ン
は
、
私
人
へ
の
勅
答
が
古
代
の
法
律
家
に
よ
っ
て
勅
法
の
一
種
と
し
て
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

え
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
、
原
則
的
に
私
人
へ
の
勅
答
は
法
形
成
の
一
因
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
法
律
家
た
ち
が

皇
帝
の
発
し
た
私
人
へ
の
誌
面
を
も
自
ら
の
作
品
申
で
引
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
説
を
補
強
し
た
た
め
、
間
接
的
に
私
人
へ
の
勅
答
が
法
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

成
に
関
わ
っ
た
と
述
べ
る
。
タ
ー
ビ
ン
に
よ
る
と
、
請
願
・
回
答
制
度
そ
れ
自
体
の
位
置
付
け
と
し
て
は
、
臣
民
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
権
力
に
向

け
て
抗
議
を
行
う
た
め
の
回
路
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
。
更
に
、
J
－
P
・
コ
リ
ア
は
、
請
願
・
圓
答
制
度
を
通
じ
て
皇
帝
が
法
規
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
独
占
し
、
中
央
集
権
化
と
宮
僚
制
化
を
推
し
進
め
た
と
主
張
し
て
い
る
。
次
章
以
降
で
は
、
請
願
・
回
答
制
度
に
お
い
て
、
皇
帝
や
請
願
者

た
ち
が
自
ら
の
意
見
に
ど
の
よ
う
な
根
拠
付
け
を
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
史
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
で
、
請
願
・
回
答
制
度
に
つ
い
て

の
自
説
を
展
開
し
た
い
。

①
¢
㌦
景
8
落
戸
浴
α
窪
承
了
の
匿
Φ
路
言
滞
拝
ミ
、
ミ
塁
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0
レ
8
ρ
ψ
マ
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②
日
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㊦
p
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ミ
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ミ
N
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的
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N
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N
o
Q
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し
d
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ひ
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コ
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一
8
Q
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ω
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O
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O
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。
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O
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H
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．
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O
N
ヨ
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弩
α

匹
。
。
8
ユ
8
｝
〉
ω
O
①
9
。
。
o
門
↓
≦
〇
三
Φ
芝
U
o
o
白
岩
Φ
簿
ω
o
h
ζ
鉾
∩
口
ω
〉
貰
①
嵩
話
‘

贈
駐
。
ミ
ミ
藁
＼
§
、
ミ
轟
紬
黛
、
ミ
響
蒔
§
ミ
隷
■
寄
、
堂
島
．
覧
P
ω
一
－
刈
。
。
篇
ユ
■

ぎ
＆
＜
抽
象
欝
く
ぎ
け
冨
H
ヨ
℃
韓
琶
0
8
ω
簿
簿
｝
8
ω
”
調
巴
ユ
讐
戸
口
山
窪
Φ

》
三
8
ぎ
①
ω
’
鳶
ミ
M
～
ミ
駄
沁
。
ミ
§
～
防
ミ
ミ
舞
①
9
一
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℃
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①
8
G
Q
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O
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帥
B
冨
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質
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H
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o
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H
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9
ω
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寧
弓
筥
ω
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Φ
ρ

ト
ミ
ミ
ミ
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ω
G
◎
¶
一
ミ
O
、
O
P
①
下
G
Q
ρ
H
α
‘
↓
審
勺
q
窪
＄
菖
8
0
h
H
ヨ
O
興
巨

ω
二
σ
ω
o
隊
営
、
昏
駐
6
ミ
ミ
幡
ぎ
㌔
§
ミ
。
、
轟
紺
ミ
ミ
§
蒔
§
ミ
沁
心
ρ
一
㊤
G
◎
ρ
薯
・
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N
o
。
ω
I
b
の
O
命
同
α
■
「
円
鼠
讐
巷
窪
。
け
Φ
×
叶
鼠
H
ヨ
℃
興
軽
ω
ロ
び
ω
臼
一
導
鰺
諺
Q
っ
弩
く
①
ざ

　
昏
駐
O
ミ
ミ
鳶
、
§
、
ミ
轟
貯
ミ
ミ
§
蒔
§
ミ
袖
①
ρ
6
c
o
①
も
℃
」
Q
o
一
－
卜
o
O
メ
ま

　
た
、
我
が
国
で
は
、
志
内
一
興
氏
が
二
〇
〇
六
6
5
に
東
京
大
学
に
提
出
し
た
博
士

　
論
文
『
ロ
ー
マ
帝
国
内
の
支
配
・
被
支
配
関
係
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン

　
の
機
能
臨
に
お
い
て
、
請
願
・
回
答
制
度
の
手
続
き
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
お
り
、

　
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
筆
者
は
、
志
内
氏
の
御
厚
意
に
よ
り
岡
論
文
を
拝
読
す
る

　
機
会
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

④
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
以
前
に
つ
い
て
は
、
志
内
、
前
掲
論
文
、
九
一
～
一
〇
五
頁
参

　
照
。

⑤
工
面
π
窪
ロ
露
O
］
ω
．
卜
。
φ
書
簡
と
請
願
害
の
二
種
に
区
別
す
る
こ
と
に
つ
い

　
て
は
、
6
⊆
6
ぎ
［
H
ゆ
O
昌
が
反
対
意
見
を
出
し
て
い
る
。
タ
ー
ビ
ン
の
反
対
意
見

　
に
つ
い
て
は
、
本
稿
は
じ
め
に
の
注
⑫
を
参
照
。

⑥
ヨ
言
寄
コ
ロ
㊤
卜
。
O
｝
ψ
b
。
H
ゐ
①
．

⑦
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
、
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
に
関
す
る
A
・
N
・
シ
ャ
ー
ウ
ィ
ン
・
ホ

　
ワ
イ
ト
の
解
説
を
参
照
し
て
自
説
を
補
強
し
て
い
る
。
シ
ャ
ー
ウ
ィ
ン
・
ホ
ワ
イ

　
ト
に
よ
る
と
、
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
が
都
市
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
の
書
簡
を
皇
帝
に
伝

　
達
す
る
際
に
皇
帝
の
特
別
な
許
可
を
必
要
と
し
て
お
り
、
通
常
は
都
市
自
身
が
使

　
節
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
、
都
市

　
で
さ
え
も
日
常
的
な
回
路
と
し
て
帝
国
の
役
人
を
通
じ
た
駅
逓
の
制
度
を
利
用
す

　
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
農
村
な
ど
の
都
市
よ
り
も
低
位
の

　
共
同
体
や
私
人
が
そ
の
制
度
を
利
用
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
。
o
h

　
薯
自
餌
琶
。
。
口
Φ
o
。
8
賢
』
Q
。
仰
｝
■
客
ω
げ
興
a
『
芝
烹
酔
ρ
↓
書
卜
Q
§
誘
惑
、
ミ
§
臥

　
倉
出
ご
篭
ら
ミ
ミ
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⑦
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O
o
鳩
ミ
M
§
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○
×
8
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、
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ρ
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⑧
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三
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o
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⑨
芝
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冨
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ロ
給
O
］
ψ
令
S
話
8
帥
q
昌
。
≦
と
捲
ω
。
9
玖
の
主
語
が
皇
帝
で
あ
っ

　
た
の
か
役
人
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
志
内

　
氏
に
よ
る
と
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
形
に
す
で
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
志
内
、

　
前
掲
論
文
、
一
三
二
頁
を
参
照
。

⑩
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巴
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．
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第
二
章
　
勅
答
で
の
根
拠
付
け
に
関
す
る
【
考
察

　
本
章
で
は
、
皇
帝
が
請
願
・
回
答
制
度
を
通
じ
て
、
農
村
社
会
で
の
紛
争
解
決
の
た
め
の
意
思
表
示
を
行
っ
た
事
例
と
し
て
、
『
学
説
彙
纂
』

お
よ
び
『
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』
か
ら
五
点
、
碑
文
史
料
か
ら
三
点
、
合
計
八
点
の
史
料
を
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
読
み
解
き
つ

つ
、
皇
帝
が
ど
の
よ
う
な
規
範
に
言
及
し
て
い
た
か
を
確
認
し
よ
う
。
法
文
史
料
の
五
点
は
、
二
世
紀
後
半
か
ら
三
世
紀
前
半
の
時
代
に
由
来



す
る
。
『
学
説
端
黒
』
か
ら
参
照
し
た
事
例
は
、
法
律
家
た
ち
が
自
ら
の
著
作
に
お
い
て
皇
帝
の
勅
答
を
引
用
し
、
そ
の
引
用
箇
所
が
『
学
説

彙
纂
隔
に
収
録
さ
れ
た
た
め
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
ユ
ス
テ
イ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』
か
ら
の
も
の
は
、
勅
答
自
体
の
集
成
か
ら
伝
存
し

て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
垂
目
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
二
世
紀
後
半
の
法
律
家
パ
ピ
リ
ウ
ス
・
ユ
ス
ト
ゥ
ス
が
そ
の
著
作
『
勅
法
註
解
』
の
中
で
引
用
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
る
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
と
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ル
ス
帝
の
共
治
時
代
に
回
せ
ら
れ
た
勅
答
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
す
べ
て
の
史

料
を
抜
粋
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
史
料
の
イ
メ
t
ジ
を
つ
か
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
こ
の
第
～
聖
目
の
史
料
は
、
こ
こ
に
拙
訳
を
提
示

し
て
お
き
た
い
。

ローマ帯政前期における請願・回答制度と法の形成（山下）

　
パ
ピ
リ
ウ
ス
・
ユ
ス
ト
ゥ
ス
『
勅
法
註
解
騙
第
一
巻

　
皇
帝
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
と
ウ
ェ
ル
ス
が
勅
答
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
公
共
の
河
川
か
ら
灌
概
の
た
め
に
取
水
し
て
い
る
の
な
ら
土
地
の
大
き
さ
に
応
じ
て
分
配

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
何
者
か
が
特
別
の
権
利
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
証
明
し
な
い
限
り
に
お
い
て
は
。
更
に
彼
ら
が
勅

答
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
他
者
に
害
を
な
さ
な
い
場
合
に
の
み
取
水
が
許
さ
れ
る
。

こ
の
勅
答
が
誰
の
請
願
に
応
じ
て
発
せ
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ユ
ス
ト
ゥ
ス
の
引
用
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
河
川
か
ら

灌
概
地
へ
の
水
の
分
配
が
土
地
の
大
小
に
応
じ
て
行
わ
れ
、
他
者
に
害
を
な
さ
な
い
よ
う
に
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
関
し
て
皇
帝

た
ち
は
、
制
定
法
な
ど
の
規
則
に
言
及
し
て
根
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
も
と
も
と
の
勅
答
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
ユ
ス
ト
ゥ
ス
が
引
用
す
る
際
に
規
則
へ
の
僧
号
を
省
略
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
『
学
説
彙
纂
』
編
纂
時
に
規
則
へ
の
言
及
が
脱
落
し

た
の
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
対
し
て
、
以
下
で
確
認
す
る
四
点
の
勅
答
で
は
、
第
一
点
目
と
異
な
り
、
勅
答
で
示
さ
れ
た
規
定
の
根
拠
と
し

て
様
々
な
規
範
が
書
及
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
点
目
と
し
て
、
二
世
紀
末
か
ら
三
寸
紀
初
頭
の
法
律
家
パ
ウ
ル
ス
が
、
法
律
家
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
の
学
説
に
註
を
付
し
た
『
プ
ラ
ウ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

イ
ウ
ス
註
解
』
に
お
い
て
引
用
し
て
い
る
勅
答
を
見
て
み
よ
う
。
パ
ウ
ル
ス
は
勅
答
を
発
し
た
皇
帝
の
名
前
を
伝
え
て
い
な
い
が
、
彼
は
セ
プ

テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
帝
と
カ
ラ
カ
ラ
帝
の
時
代
に
宮
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
皇
帝
が
発
し
た
勅
答
を
引
用
し
た
可

能
性
が
あ
る
。
こ
の
勅
答
で
は
第
一
箒
目
と
は
異
な
り
、
請
願
者
は
「
ス
ト
ゥ
リ
ヌ
ス
農
園
か
ら
取
水
す
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
た
者
た
ち
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
請
願
者
た
ち
は
、
ス
ト
ゥ
リ
ヌ
ス
農
園
の
水
源
が
一
度
枯
れ
て
し
ま
い
、
後
に
再
び
水
が
湧
く
よ
う

に
な
っ
た
際
に
、
水
源
が
枯
れ
る
前
と
同
じ
水
利
権
の
承
認
を
皇
帝
に
求
め
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
皇
帝
は
「
彼
ら
の
請
願
が
不
当
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
③

と
私
に
は
思
わ
れ
た
」
と
い
う
理
由
で
、
水
利
権
の
回
復
を
認
め
て
い
る
。
当
不
当
の
感
覚
と
い
う
根
拠
は
、
第
三
点
目
の
史
料
か
ら
も
見
出

せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
第
三
点
目
の
勅
答
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
『
告
示
註
解
繍
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
勅
答
を
発
布
し
た
皇
帝
の
名
前
は
記
さ
れ
て

い
な
い
が
、
農
園
で
火
事
を
被
っ
た
人
物
が
地
代
の
減
免
を
請
願
し
て
得
ら
れ
た
勅
答
の
内
容
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
請
願
に
対

し
て
皇
帝
が
勅
答
を
下
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
も
し
も
請
願
者
自
身
が
そ
の
農
園
で
耕
作
に
従
事
し
て
い
た
の
な
ら
、
救
済
さ
れ
る
こ
と
が
「
不

　
　
　
　
⑤

当
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
勅
答
で
も
、
当
不
当
の
感
覚
と
い
う
曖
昧
な
根
拠
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
で
見
る
第
四
属
目
、
第
五

点
目
で
は
些
か
異
な
っ
た
規
範
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
第
四
亀
目
に
分
析
す
る
の
も
、
第
三
点
目
と
同
じ
く
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
『
告
示
註
解
輪
に
見
ら
れ
る
勅
答
で
あ
る
。
こ
の
勅
答
を
発
し
た

の
は
「
神
君
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
神
君
」
と
い
う
称
号
は
、
死
後
に
な
っ
て
元
老
院
に
よ
っ
て
神
格
化
さ
れ
た

皇
帝
に
与
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
「
神
君
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
」
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
自
身
が
仕
え
た
カ
ラ
カ
ラ
帝
の
こ
と
で
は
な
く
、
二
世
紀
中
葉

の
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ
ウ
ス
帝
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
帝
の
こ
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
神
鷺
ア

ン
ト
ニ
ヌ
ス
」
に
請
願
を
行
っ
た
者
は
、
単
に
「
あ
る
人
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
請
願
者
は
作
物
の
収
穫
量
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に

関
す
る
不
平
を
述
べ
て
い
る
が
、
対
す
る
「
神
君
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
」
は
こ
の
よ
う
な
不
平
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
応
じ
る
。
ウ
ル
ピ
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ローマ帝政前期における請願・回答制度と法の形成（山下）

ア
ヌ
ス
は
同
所
に
お
い
て
、
こ
の
勅
答
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
、
皇
帝
の
名
前
が
残
さ
れ
て
い
な
い
別
の
勅
答
を
も
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
よ
る
と
「
ブ
ド
ウ
樹
の
年
齢
の
た
め
に
免
除
が
そ
ち
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
な
ら
、
そ
ち
は
新
奇
な
事
柄
を
要
求
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
勅
答
は
、
ブ
ド
ウ
樹
が
収
穫
物
を
も
た
ら
す
ほ
ど
に
育
ち
切
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
地
代
減
免
の
要
求
が
行
わ
れ
た
け
れ

ど
も
、
そ
う
し
た
理
由
が
「
新
奇
」
で
あ
る
た
め
に
、
要
求
が
却
下
さ
れ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
、
皇
帝
の
勅
答
に
お
い

て
は
、
既
存
の
慣
行
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
第
五
額
受
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
四
点
と
は
異
な
り
、
『
学
説
彙
纂
』
で
は
な
く
『
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』
に
収
録
さ
れ
た
勅
答
で

　
⑧

あ
る
。
こ
の
勅
答
は
、
三
世
紀
初
頭
の
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
帝
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
ギ
ヌ
ス
な
る
人
物
に
宛
て
て
澄
せ
ら
れ
た
。
ヒ
ュ

ギ
ヌ
ス
と
い
う
男
は
、
勅
答
の
文
面
か
ら
、
農
園
を
賃
借
り
し
た
人
物
で
あ
る
と
わ
か
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ギ
ヌ
ス
が
賃
借
り
し
た
農
園
で
の
悪
天

候
に
よ
る
不
作
に
関
し
て
請
願
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
セ
ウ
ェ
ル
ス
・
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
は
、
賃
契
約
の
際
に
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
、
悪
天
候
に
よ
る
不
作
は
「
土
地
の
慣
習
が
要
求
す
る
」
よ
う
に
小
作
側
が
負
担
す
る
と
回
答
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
損
害
が
他
年
の

豊
作
に
よ
っ
て
補
い
き
れ
な
い
場
合
の
み
、
そ
の
負
担
か
ら
の
解
放
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
は
、
皇
帝
た
ち
の
勅
答
に
お
い
て
、

土
地
の
慣
習
も
ま
た
規
範
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。

　
法
文
史
料
の
事
例
分
析
は
以
上
で
終
え
、
こ
こ
か
ら
は
碑
文
史
料
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
碑
文
史
料
か
ら
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
三

点
も
ま
た
法
文
史
料
の
五
点
と
同
じ
く
、
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
ま
で
の
時
代
に
由
来
す
る
。
農
村
社
会
の
住
人
た
ち
が
皇
帝
に
対
す
る
請
願
を

記
録
し
た
碑
文
は
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
皇
帝
か
ら
の
回
答
に
つ
い
て
伝
え
る
碑
文
は
些
か
少
な
い
が
、
以

下
で
は
そ
れ
ら
の
回
答
碑
文
に
関
す
る
一
考
察
を
提
示
し
、
本
稿
で
後
に
行
う
請
願
碑
文
を
検
討
す
る
際
の
布
石
と
し
た
い
。

　
碑
文
史
料
の
第
一
点
目
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
北
ア
フ
リ
カ
の
皇
帝
領
農
民
が
二
世
紀
末
の
コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
帝
に
宛
て
て
送
っ
た
請
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
、
そ
れ
へ
の
回
答
を
記
録
し
た
碑
文
で
あ
る
。
こ
の
碑
文
は
、
皇
膏
領
た
る
ブ
ル
ニ
タ
ヌ
ス
農
園
の
農
民
た
ち
が
、
皇
帝
領
の
管
理
を
委
任

さ
れ
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
虐
待
さ
れ
て
い
る
と
皇
帝
に
訴
え
た
請
願
と
、
そ
れ
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
皇
帝
か
ら
の
勅
答
を
伝
え
て
い
る
。
皇
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帝
の
回
答
は
「
規
律
と
我
が
指
令
を
考
慮
し
て
、
皇
帝
領
の
管
理
人
た
ち
は
三
つ
あ
る
二
日
間
の
労
働
以
上
に
な
ら
な
い
よ
う
注
意
し
、
恒
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
規
範
に
反
し
て
諸
君
ら
か
ら
不
当
に
徴
発
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
規
律
と
命
令
」
や
「
恒
久
の
規

範
」
の
ほ
か
に
、
具
体
的
に
「
三
つ
あ
る
二
日
の
仕
事
日
以
上
の
賦
役
を
課
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
規
則
が
言
及
ざ
れ
て
い
る
。
こ

の
規
則
は
皇
帝
が
こ
の
回
答
の
中
で
新
し
く
定
め
た
の
で
は
な
く
、
皇
帝
領
農
民
た
ち
が
請
願
に
お
い
て
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
願
者
た

ち
は
、
「
カ
ル
タ
ゴ
地
区
の
陛
下
の
文
書
館
に
あ
る
代
官
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
我
々
は
毎
年
旋
輪
の
た
め
の
二
日
、
除
草
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

二
日
、
収
穫
の
た
め
の
こ
日
以
上
の
義
務
を
負
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
第
｝
撚
目
の
碑
文
史
料
か
ら
は
、
属

国
側
で
役
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
請
願
者
た
ち
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
規
則
が
、
皇
帝
に
よ
っ
て
旦
剛
体
的
な
規
則
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る

と
わ
か
る
。

　
碑
文
史
料
の
第
二
五
目
は
、
小
ア
ジ
ア
の
皇
帝
領
農
民
か
ら
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
帝
と
カ
ラ
カ
ラ
帝
へ
と
送
ら
れ
た
請
願
に
対

　
　
　
　
　
　
⑬

す
る
回
答
で
あ
る
。
こ
の
碑
文
は
、
請
願
の
部
分
を
残
し
て
お
ら
ず
、
回
答
の
部
分
に
も
読
み
取
れ
な
い
箇
所
が
あ
る
。
小
ア
ジ
ア
は
ラ
テ
ン

語
よ
り
も
ギ
リ
シ
ア
語
の
方
が
優
勢
な
地
域
で
あ
っ
た
た
め
、
失
わ
れ
た
請
願
の
部
分
も
ギ
リ
シ
ア
語
で
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
碑
文
に
残
さ
れ
た
皇
帝
の
團
答
は
ラ
テ
ン
語
で
記
さ
れ
て
い
る
。
現
地
で
ラ
テ
ン
語
の
識
字
能
力
を
有
す
る
人
々
は
少
数
派
だ
っ
た
だ
ろ

う
け
れ
ど
も
、
ま
っ
た
く
の
皆
無
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
書
記
や
ロ
ー
マ
市
民
権
者
、
あ
る
い
は
兵
士
や
退
役
兵
の
よ
う
に
ラ
テ
ン
語

を
解
す
る
人
物
が
、
周
辺
の
人
々
に
向
け
て
皇
帝
の
回
答
を
読
み
聞
か
せ
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
の
碑
文
に
刻
ま
れ
た
回
答
に
よ
る
と
、
「
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
代
官
は
不
法
な
る
搾
取
と
不
正
に
対
し
て
自
ら
介
入
す
る
だ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
続
い
て
、
些
か
断
片
的
な
文
章
な
が
ら
も
、
も
し
も
よ
り
高

位
の
権
威
が
必
要
な
場
合
に
は
蘇
州
総
督
の
法
廷
へ
の
提
訴
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
要
目
の
史
料
で
は
、
残
存
し
て
い
る
碑
文
自
体

が
断
片
的
な
た
め
か
、
皇
帝
が
直
接
的
な
介
入
を
せ
ず
に
現
地
の
役
人
に
よ
る
対
処
を
請
願
者
た
ち
に
勧
め
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
特
徴
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
本
章
の
最
後
に
分
析
す
る
勅
答
は
、
三
世
紀
中
葉
の
皇
帝
ゴ
ル
デ
ィ
ア
ヌ
ス
三
世
が
、
バ
ル
カ
ン
半
島
東
部
の
ト
ラ
キ
ア
属
州
に
あ
る
村
落

50　（792）



ローマ帝政前期における請願・回答制度と法の形成（山下）

ス
カ
プ
ト
パ
ラ
の
農
民
た
ち
か
ら
送
ら
れ
た
請
願
に
変
だ
も
の
で
あ
舳
・
小
ア
ジ
ア
と
同
じ
く
ト
ー
フ
キ
ア
も
ま
た
ギ
リ
シ
ア
薗
で
は
あ
っ

た
が
、
こ
の
勅
答
も
ラ
テ
ン
語
で
記
さ
れ
て
い
る
。
ス
カ
プ
ト
パ
ラ
の
村
の
農
民
た
ち
は
、
ロ
ー
マ
軍
の
兵
士
に
し
て
同
村
に
土
地
を
有
す
る

ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ピ
ュ
ロ
ス
を
通
じ
て
、
近
郊
の
兵
士
や
役
人
に
よ
る
搾
取
を
訴
え
る
た
め
の
請
願
を
送
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
皇
帝
か
ら
の

回
答
も
こ
の
兵
士
ピ
ュ
ロ
ス
宛
て
に
送
ら
れ
て
い
る
た
め
、
請
願
者
は
複
数
の
農
民
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勅
答
は
二
人
称
単
数
で
請

願
者
に
語
り
か
け
て
い
る
。
そ
の
勅
答
は
、
「
皇
帝
の
勅
答
に
表
明
さ
れ
た
個
別
の
決
定
を
持
ち
帰
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
主
張
さ
れ
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

つ
い
て
総
督
の
法
廷
へ
と
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
ち
は
こ
と
を
解
決
す
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
第
三
点
目
の
史
料
は
、
第
二
点

目
の
史
料
と
は
異
な
り
断
片
的
で
は
な
い
が
、
そ
こ
で
は
第
二
点
目
と
同
じ
く
、
現
地
の
役
人
に
よ
る
対
処
に
頼
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る

の
み
で
あ
る
。

　
碑
文
史
料
の
分
析
か
ら
は
、
皇
帝
た
ち
が
野
州
に
お
け
る
法
の
形
成
に
あ
た
っ
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
は
お
ら
ず
、
臣
民
の
側
か
ら

言
及
さ
れ
た
規
則
を
承
認
し
、
あ
る
い
は
現
地
の
役
人
に
対
処
を
委
任
し
て
い
た
と
結
論
で
き
る
。
法
文
史
料
の
分
析
を
も
踏
ま
え
て
、
本
章

の
結
論
と
し
て
二
つ
の
点
に
注
算
し
た
い
。
第
　
点
目
と
し
て
、
皇
帝
た
ち
が
勅
答
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
皇
帝
や
そ
の
宮
僚
た
る
法
律
家

た
ち
の
専
断
に
よ
っ
て
制
定
法
と
し
て
そ
れ
を
定
め
た
の
で
は
な
く
、
当
不
当
の
感
覚
や
土
地
の
慣
習
へ
の
配
慮
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
。
そ

し
て
、
第
二
射
目
と
し
て
、
請
願
へ
の
回
答
を
通
じ
て
属
州
の
農
村
社
会
の
紛
争
解
決
に
関
与
す
る
際
に
も
、
現
地
か
ら
持
ち
上
げ
ら
れ
て
き

た
規
則
の
承
認
や
、
現
地
の
役
人
に
よ
る
対
処
を
優
先
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
コ
リ
ア
は
皇
帝
た
ち
が
請

願
・
回
答
鋼
度
に
よ
っ
て
法
を
独
占
し
中
央
集
権
化
と
官
僚
制
化
を
進
め
て
い
た
と
主
張
し
た
が
、
本
章
で
確
認
し
た
規
範
へ
の
言
及
か
ら
は
、

む
し
ろ
皇
帝
た
ち
は
請
願
・
鳳
答
翻
度
に
よ
っ
て
帝
国
各
地
の
個
別
的
な
法
の
あ
り
方
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
章
以
下
で

は
、
パ
ピ
ル
ス
・
碑
文
史
料
を
も
と
に
、
請
願
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
言
及
し
て
皇
帝
や
役
人
た
ち
に
訴
え
か
け
て
い
る
の
か
を
検
討

し
よ
、
つ
。
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第
三
章
　
ロ
ー
マ
帝
国
の
農
村
社
会
に
お
け
る
法
の
形
成

パ
ピ
ル
ス
史
料
を
手
が
か
り
と
し
て

第
一
節
　
エ
ジ
プ
ト
属
州
の
行
政
組
織
と
講
願
パ
ピ
ル
ス

　
パ
ピ
ル
ス
史
料
と
し
て
残
さ
れ
た
請
願
の
分
析
に
入
る
前
に
、
背
景
と
な
る
エ
ジ
プ
ト
属
州
の
行
政
組
織
と
請
願
パ
ピ
ル
ス
に
つ
い
て
説
明

　
　
　
　
　
①

し
て
お
こ
う
。
他
の
信
州
に
総
督
と
し
て
元
老
院
議
員
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
エ
ジ
プ
ト
属
州
の
総
督
に
は
騎
士
身
分
の
者
が

選
任
さ
れ
た
。
元
老
院
議
員
が
豊
か
な
エ
ジ
プ
ト
属
州
を
手
申
に
収
め
、
皇
帝
に
対
抗
す
る
危
険
を
避
け
る
た
め
と
さ
れ
る
。
総
督
は
属
州
各
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地
を
巡
回
し
て
業
務
を
遂
行
し
て
い
た
が
、
そ
の
主
た
る
所
在
地
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
属
州
各
地
は
様
々
な
行
政
区
分

と
し
て
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
役
人
が
置
か
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
エ
ジ
プ
ト
属
州
は
三
つ
の
大
き
な
地
域
に
分
け
ら
れ
、
総
督
と
同
じ
く
騎

士
身
分
の
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
エ
ピ
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
当
時
ど
の
よ
う
に
呼
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
て
い
た
か
判
然
と
し
な
い
が
、
エ
ピ
ス
ト
ラ
テ
ギ
ア
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
者
も
い
る
。
エ
ピ
ス
ト
ラ
テ
ギ
ア
は
更
に
、
お
よ
そ
五
〇
の
ノ

モ
ス
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ノ
モ
ス
で
は
現
地
の
有
力
者
が
総
督
に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
に
任
命
さ
れ
、
行
政
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
各
地
に
は
警
備
隊
長
や
ロ
ー
マ
軍
の
百
人
隊
長
、
コ
モ
グ
ラ
ン
マ
テ
ウ
ス
（
直
訳
す
る
と
村
の
書
記
）
も
存
在
し
て
い
た
。
パ
ピ
ル
ス
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

料
か
ら
は
こ
れ
ら
の
役
人
た
ち
に
対
す
る
請
願
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
い
で
、
請
願
パ
ピ
ル
ス
の
書
式
に
厨
を
転
じ
よ
う
。
請
願
の
文
面
は
大
い
に
形
式
化
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
被
請
願
者
と
な
る
役
人
の
名
前

と
役
職
名
が
、
次
い
で
請
願
者
の
名
前
と
住
ん
で
い
る
村
落
名
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
請
願
者
が
直
面
し
た
様
々
な
問
題
が
述
べ
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
問
題
に
関
す
る
記
述
だ
け
は
、
当
然
な
が
ら
、
他
の
形
式
的
な
部
分
と
は
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
習
で
異
な
っ
た
様
子
を
描

い
て
い
る
。
最
後
に
、
請
願
者
が
被
請
願
者
に
救
済
を
懇
願
す
る
。
現
存
す
る
パ
ピ
ル
ス
の
申
に
は
、
文
書
の
末
尾
に
日
付
が
付
記
さ
れ
た
も

の
も
あ
る
。
請
願
パ
ピ
ル
ス
は
、
他
の
パ
ピ
ル
ス
文
書
と
同
じ
く
ギ
リ
シ
ア
語
で
記
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
請
願
を
行
っ
た
者
た
ち
の
中
に
は
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
に
よ
る
征
服
後
に
支
配
層
と
な
っ
た
ギ
リ
シ
ア
人
だ
け
で
な
く
、
エ
ジ
プ
ト
人
も
ま
た
確
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

願
は
エ
ジ
プ
ト
で
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
影
に
も
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
エ
ジ
プ
ト
で
の
請
願
は
ロ
ー
マ
帝
國
の
支
配
に
よ
っ
て

何
の
影
響
も
受
け
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
請
願
の
中
で
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
や
総
督
、
百
人
隊
長
な
ど
が
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
る
。

本
章
で
は
こ
う
し
た
点
に
注
目
す
る
。

　
請
願
パ
ピ
ル
ス
に
基
づ
い
て
、
エ
ジ
プ
ト
属
州
に
お
け
る
法
運
用
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
は
既
に
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
二
〇
世
紀
後
半
に
、

D
・
ホ
ブ
ソ
ン
は
オ
ク
シ
ュ
リ
ュ
ン
コ
ス
由
来
の
パ
ピ
ル
ス
を
分
析
し
、
エ
ジ
プ
ト
属
州
の
農
村
社
会
に
お
け
る
法
の
普
及
は
限
定
的
で
あ
っ

　
　
　
　
　
⑥

た
と
主
張
し
た
。
ホ
ブ
ソ
ン
に
よ
る
と
、
請
願
を
行
う
に
あ
た
っ
て
法
知
識
は
不
可
欠
で
は
な
く
、
役
人
へ
の
講
願
で
さ
え
も
農
民
た
ち
に
と
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⑥

っ
て
は
八
方
手
を
尽
く
し
た
う
え
で
の
「
最
後
の
手
段
」
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
ホ
ブ
ソ
ン
の
見
解
は
エ
ジ
プ
ト
の
農
村
社
会
に
お
け
る

法
の
影
響
力
を
小
さ
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
一
一
年
に
請
願
パ
ピ
ル
ス
分
析
を
主
題
に
据
え
た
研
究
書
を
発
表
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
B
・
ケ
リ
ー
は
ホ
ブ
ソ
ン
の
見
解
を
批
判
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
社
会
に
お
け
る
法
の
影
響
力
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
ケ
リ
ー
は
断
片
的
な
史

料
を
も
含
め
て
多
数
の
パ
ピ
ル
ス
を
分
析
し
、
役
人
へ
の
請
願
が
必
ず
し
も
「
最
後
の
手
段
」
で
は
な
く
、
幾
つ
か
の
解
決
手
段
の
申
の
一
つ

の
選
択
肢
で
あ
り
、
更
に
、
農
村
社
会
の
紛
争
解
決
に
法
が
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
た
と
い
う
意
見
を
提
示
す
る
。
ケ
リ
ー
の
結
論
に
よ
れ
ば
、

統
計
的
な
分
析
が
困
難
な
古
代
の
研
究
で
は
、
法
が
社
会
的
な
影
響
力
を
有
し
た
か
否
か
を
数
量
的
に
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
代
わ
り

に
、
我
々
が
問
う
べ
き
は
、
法
領
域
に
お
け
る
振
る
舞
い
の
特
徴
や
、
社
会
に
お
け
る
法
の
影
響
の
タ
イ
プ
と
い
っ
た
質
的
な
問
題
だ
と
さ
れ

⑧る
。
ボ
ブ
ソ
ン
と
ケ
リ
ー
は
、
社
会
に
対
す
る
法
の
影
響
力
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
法
の
形
成
に
着
目
し
、
い
わ
ば
法
に
対

す
る
社
会
の
影
響
力
を
知
ろ
う
と
試
み
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ら
の
研
究
と
は
議
論
の
方
向
性
を
異
に
し
て
い
る
。

　
次
節
で
筆
者
が
分
析
す
る
の
は
、
紀
元
前
一
世
紀
末
か
ら
紀
元
後
三
世
紀
ま
で
の
、
エ
ジ
プ
ト
属
州
の
農
民
た
ち
が
役
人
た
ち
に
向
け
て
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

出
し
た
請
願
で
あ
る
。
史
料
の
収
集
に
当
た
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
た
。
分
析
し
た
パ
ピ
ル
ス
史
料
は
合
計

で
二
四
四
点
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、
請
願
煮
た
ち
が
何
ら
か
の
根
拠
に
言
及
し
て
い
る
文
書
に
注
目
し
、
そ
こ
に
共
通
す

る
法
形
成
の
特
徴
を
読
み
取
る
。
分
析
し
た
パ
ピ
ル
ス
の
中
に
は
、
請
願
者
が
何
の
根
拠
に
も
言
及
せ
ず
に
自
ら
の
苦
境
を
訴
え
る
だ
け
の
事

例
が
多
く
、
次
節
で
取
り
上
げ
る
事
例
の
多
く
は
少
数
派
に
属
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
請
願
に
お
け
る
根
拠
へ
の
言
及
が
、
残
存
す
る
パ
ピ

ル
ス
史
料
中
で
少
数
派
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
事
例
を
過
小
評
価
す
る
理
由
に
は
な
る
ま
い
。
そ
う
し
た
事
例
の
発
生
す
る
こ
と
を
可
能

と
し
た
制
度
的
、
か
つ
社
会
的
な
背
景
と
し
て
、
ロ
ー
マ
帝
政
前
期
の
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
法
形
成
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
も
ま
た
必
要
な
こ

と
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
ゆ
え
に
認
諾
で
は
、
特
定
の
根
拠
に
言
及
し
て
い
る
請
願
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。
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第
二
節
　
エ
ジ
プ
ト
属
弼
の
請
願
者
た
ち
に
よ
る
講
願
の
根
拠
付
け
と
法
の
形
成

ローマ帝政前期における請願・回答制度と法の形成（山下）

　
エ
ジ
プ
ト
属
州
の
農
村
住
人
た
ち
は
、
日
常
生
活
を
送
る
申
で
様
々
な
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
筆
者
の
分
析
し
た
請
願
か
ら
確
認
で
き
た

と
こ
ろ
で
は
、
窃
盗
や
暴
行
、
遺
産
相
続
争
い
、
土
地
を
め
ぐ
る
争
い
、
債
権
債
務
を
め
ぐ
る
争
い
や
、
徴
税
な
ど
の
公
的
業
務
を
め
ぐ
る
争

い
に
関
し
て
、
農
民
た
ち
は
請
願
を
通
じ
て
公
権
力
の
助
力
を
求
め
て
い
る
。
本
節
で
は
、
諸
事
例
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
紛
争
に
あ

た
っ
て
農
民
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
規
範
を
根
拠
と
し
て
参
照
し
て
い
た
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
ま
ず
は
窃
盗
に
関
す
る
請
願
か
ら
検
証
す
る
。
こ
の
種
の
請
願
は
所
有
物
が
盗
ま
れ
た
と
訴
え
る
の
み
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
請
願
者
自
身
が
盗
難
物
の
調
査
を
行
う
と
い
う
行
為
が
言
及
さ
れ
て
い
る
事
例
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
で
そ
の
事
例
を
一
つ

取
り
上
げ
て
、
請
願
者
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
取
り
上
げ
る
事
例
は
、
四
八
年
に
タ
レ
イ
村
の
農
民
パ
ポ
ン
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
ア
ル
シ
ノ
エ
・
ノ
モ
ス
の
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
た
る
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
に
宛
て
て
送
っ
た
請
願
で
あ
る
。
請
願
者
パ
ポ
ン
ト
ス
に
よ
る
と
、
彼
の
住

居
に
何
者
か
が
入
り
込
み
、
木
製
の
梁
一
〇
本
と
臼
～
つ
を
持
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
パ
ポ
ン
ト
ス
は
「
私
は
タ
レ
イ
村
の
警
備
隊

長
と
連
れ
立
っ
て
調
査
を
行
い
、
ヘ
ラ
ク
レ
オ
ス
の
子
バ
ト
ゥ
ニ
オ
ン
の
住
居
内
で
、
明
白
な
証
拠
と
し
て
同
じ
梁
の
一
部
た
る
五
本
の
梁
を

　
　
　
　
　
⑫

発
見
し
ま
し
た
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
が
巡
回
裁
判
を
行
う
際
に
こ
の
ヘ
ラ
ク
レ
オ
ス
の
子
バ
ト
ゥ
ニ
オ
ン
を
裁
い
て
く

れ
る
よ
う
に
と
求
め
て
い
る
。
こ
の
事
例
か
ら
は
、
窃
盗
の
被
害
に
あ
っ
た
者
が
、
公
権
力
に
訴
え
る
だ
け
で
な
く
、
村
の
警
備
隊
長
と
連
れ

立
っ
て
自
ら
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
窃
盗
を
め
ぐ
る
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
自
力
救
済
と
公
的
救
済
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

入
り
混
じ
っ
た
慣
習
が
存
在
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
続
い
て
、
暴
行
に
関
す
る
請
願
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
暴
行
に
関
す
る
請
願
も
ま
た
、
窃
盗
と
同
じ
く
、
単
に
暴
行
を
受
け
た
と
い
う
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

実
を
訴
え
る
の
み
で
あ
る
場
合
が
史
料
中
か
ら
多
く
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
何
の
規
範
も
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
・
こ
の
点
に
関
し
て
は
・
A
●
Z
．
プ
ラ
イ
エ
ン
が
暴
行
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
葡
・
プ
ラ
イ
エ
ン
は
・
55 （797）



紛
争
解
決
の
場
に
お
い
て
当
該
社
会
の
中
心
的
価
値
観
が
議
論
・
説
明
さ
れ
る
と
考
え
る
立
場
か
ら
暴
行
に
関
す
る
請
願
を
分
析
し
、
そ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
傷
害
の
可
視
性
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
プ
ラ
イ
エ
ン
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
請
願
書
に
添
付

さ
れ
た
医
師
た
ち
に
よ
る
診
断
書
に
傷
害
の
可
視
性
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
講
願
書
に
て
全
身
に
傷
害
を
負
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
⑰

と
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
主
張
を
行
う
に
あ
た
っ
て
プ
ラ
イ
エ
ン
が
挙
げ
て
い
る
の
は
四
世
紀
以
降
の
パ
ピ
ル
ス
史
料
で
あ
る
。

筆
者
が
収
集
し
た
史
料
の
中
に
は
、
こ
と
さ
ら
に
可
視
性
を
強
調
す
る
請
願
書
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
が
、
全
身
へ
の
暴
行
を
強
調
す
る
請
願

書
が
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
窃
盗
に
関
す
る
請
願
を
分
析
す
る
際
に
も
登
場
し
た
ア
ル
シ
ノ
エ
・
ノ
モ
ス
の
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
た
る
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ポ
ロ
ニ
オ
ス
は
、
四
七
年
に
、
ア
レ
オ
ス
村
の
住
人
ア
タ
シ
ラ
オ
ス
の
子
ト
ゥ
オ
ニ
ス
か
ら
暴
行
に
関
す
る
請
願
を
受
け
て
い
る
。
請
願
者
ト

ゥ
オ
ニ
ス
に
よ
る
と
、
彼
の
妻
で
あ
る
タ
ヌ
リ
ス
な
る
女
性
が
、
羊
飼
い
ベ
ン
テ
テ
ィ
ス
の
子
ベ
ン
テ
テ
ィ
ス
に
よ
っ
て
暴
行
を
受
け
た
。
そ

の
結
果
、
妊
婦
で
あ
っ
た
タ
ヌ
リ
ス
は
流
産
し
、
タ
ヌ
リ
ス
自
身
も
ま
た
生
死
の
境
に
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
ト
ゥ
オ
ニ
ス
は
ス
ト
ラ
テ
ゴ

ス
の
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
に
請
願
し
、
羊
飼
い
ベ
ン
テ
テ
ィ
ス
を
裁
く
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
請
願
の
文
頭
と
文
宋
に
は
、
タ
ヌ
リ
ス
が
「
首

　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
左
側
と
左
腕
に
傷
」
を
負
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
傷
跡
の
描
写
が
請
願
書
の
文
頭
・
文
末
に
記
さ
れ
る
の
は
、
品
濃
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

同
定
の
た
め
に
暴
行
沙
汰
以
外
で
も
用
い
ら
れ
る
手
段
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
被
害
者
タ
ヌ
リ
ス
の
様
子
か
ら
は
請
願
書
で
訴
え
ら
れ
た

だ
け
の
暴
行
の
痕
跡
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
る
い
は
請
願
書
に
お
い
て
は
そ
の
傷
害
が
誇
張
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
傷
害

の
強
調
は
、
暴
行
の
不
当
性
を
訴
え
る
た
め
の
戦
術
と
し
て
通
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
遺
産
相
続
を
め
ぐ
る
争
い
に
関
連
し
て
行
わ
れ
た
請
願
で
は
、
遺
雷
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
、
対
立
者
が
不
当
な
仕
方
で
相
続
財
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
独
占
し
て
い
る
と
訴
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
場
合
が
多
数
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
遺
産
相
続
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
は
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
参
照
す
る
事
例
を
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
＝
ハ
四
年
な
い
し
一
九
六
年
に
同
定
さ
れ
て
い
る
請
願
を
取
り
上
げ
よ
う
。

こ
の
請
願
で
は
、
被
請
願
者
の
名
前
を
記
し
た
部
分
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
文
申
で
は
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
に
対
す
る
命
令
が
要
請
さ
れ
て
い
る
た

め
、
エ
ピ
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
や
総
督
な
ど
、
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
よ
り
も
上
位
の
役
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
請
願
者
は
テ
レ
ヌ
テ
ィ
ス
村
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ローマ帝政前期における請願・回答制度と法の形成（山下）

の
住
人
ケ
ン
ト
ヌ
フ
ィ
ス
の
娘
タ
ミ
ュ
ス
タ
と
名
乗
っ
て
い
る
。
講
願
者
タ
ミ
ュ
ス
タ
は
父
か
ら
相
続
し
た
土
地
が
、
親
類
で
あ
る
バ
ネ
ト
ベ

ス
と
タ
エ
シ
ス
に
よ
っ
て
奪
い
取
ら
れ
た
と
訴
え
て
い
る
。
タ
ミ
ュ
ス
タ
に
よ
る
と
、
バ
ネ
ト
ベ
ス
と
タ
エ
シ
ス
は
、
当
該
の
土
地
が
「
公
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

地
」
で
あ
り
、
そ
こ
を
耕
作
す
る
た
め
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
公
有
地
」
と
訳
し
た
ギ
リ
シ
ア
語
ω
9
9
ご
互
孟
は
直
訳
す
る

な
ら
「
王
の
土
地
」
で
あ
り
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
フ
ァ
ラ
オ
の
土
地
で
あ
っ
た
も
の
を
皇
帝
が
継
承
し
、
ロ
ー
マ
期
に
は
公
有
地
の
ご
と

　
　
　
　
⑭

く
扱
わ
れ
た
。
エ
ジ
プ
ト
で
は
多
く
の
土
地
が
態
勢
地
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
を
耕
作
す
る
人
々
は
、
実
質
的
な
所
有
を
享
受
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
請
願
者
タ
ミ
ュ
ス
タ
は
、
「
総
督
た
ち
お
よ
び
代
官
た
ち
の
こ
の
件
に
関
す
る
命
令
に
よ
る
と
、
女
性
で
あ
る
私
は
そ
れ
（
公
有
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
耕
作
）
を
実
施
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
」
と
語
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
男
性
に
よ
る
公
有
地
の
耕
作
義
務
に
は
、
公
有

地
の
耕
作
は
女
性
で
は
な
く
男
性
に
よ
り
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
含
み
を
見
て
取
れ
る
。
そ
こ
で
、
タ
ミ
ュ
ス
タ
は
こ
の
土
地
の
耕
作

を
男
性
で
あ
る
バ
ネ
ト
ベ
ス
に
委
ね
つ
つ
も
、
土
地
自
体
は
タ
ミ
ュ
ス
タ
に
帰
す
る
よ
う
に
計
ら
う
こ
と
を
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
に
命
令
す
る
よ
う

被
請
願
者
に
要
請
し
て
い
る
。
こ
の
タ
ミ
ュ
ス
タ
の
事
例
は
、
遺
産
相
続
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
も
、
人
々
は
自
力
で
自
ら
の
取
り
分
を
確

保
し
て
い
た
だ
け
ば
な
く
、
総
督
な
ど
の
地
方
役
人
が
発
し
た
命
令
を
法
と
し
て
参
照
す
る
戦
術
の
存
在
を
明
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
土
地
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
も
、
文
書
な
ど
に
基
づ
い
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
権
力
者
に
よ
る
命
令
を
参
照
し
て
い
る
事

例
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
請
願
は
、
二
〇
七
年
に
百
人
隊
長
ユ
リ
ウ
ス
・
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
向
け
て
、
ソ
ク
ノ
パ
イ
ウ
・
ネ
ソ
ス
村
の
二
〇
名
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
農
民
た
ち
が
連
名
で
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
本
稿
で
の
筆
者
の
主
張
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ロ
ー
マ
期
の
エ

ジ
プ
ト
に
お
け
る
小
作
農
民
た
ち
の
活
動
に
つ
い
て
知
る
上
で
も
興
味
深
い
事
例
を
伝
え
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
史
料
の
試
訳
を
提
示
し
た
い
。

　
百
人
隊
長
ユ
リ
ウ
ス
・
ユ
リ
ア
ヌ
ス
へ
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
区
の
ソ
ク
ノ
パ
イ
ウ
・
ネ
ソ
ス
村
の
ス
ト
ト
エ
テ
ィ
ス
の
子
ヘ
リ
エ
ウ
ス
及
び
…
（
訳
者

註
　
以
下
一
…
三
人
の
名
前
が
記
さ
れ
る
）
…
よ
り
。
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
な
た
様
の
決
定
を
必
要
と
す
る
事
柄
で
す
。
我
々
に
は
我
々
の
村
に
登
録
さ

れ
た
薫
製
地
が
あ
り
ま
す
。
大
き
な
土
地
で
す
。
そ
の
よ
う
な
土
地
が
発
見
さ
れ
る
と
、
ア
ル
ー
ラ
（
訳
者
注
　
土
地
の
単
位
）
ご
と
の
地
代
支
払
い
の
し
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き
た
り
に
従
っ
て
小
作
に
貸
さ
れ
て
、
種
ま
き
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
国
論
の
た
め
に
計
測
が
さ
れ
る
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
の
土
地
の
収
穫
は
す
べ
て
そ

の
村
に
帰
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
村
が
私
有
地
も
公
有
地
も
そ
の
他
の
土
地
も
持
た
な
い
た
め
で
す
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
者
が
出
身
地
に
腿
続
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
と
総
督
ス
バ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
・
ア
ク
イ
ラ
が
命
じ
た
と
こ
ろ
で
は
、
放
浪
し
て
い
る
全
て
の
者
た
ち
は
出
身
地
に
戻
り
、
し
き
た
り
ど
お

り
の
仕
事
を
果
た
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
ス
ト
ト
エ
テ
ィ
ス
の
子
オ
ル
セ
ヌ
フ
ィ
ス
と
そ
の
兄
弟
た
ち
合
計
五
人
は
、
我
々
を
攻
撃
し
、
そ

の
土
地
で
種
を
ま
く
の
を
妨
害
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ど
う
し
て
も
請
願
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
も
あ
な
た
様
に
良
き
こ
と
と
思
わ
れ
た
な
ら
、

こ
の
件
を
収
め
る
た
め
に
、
彼
ら
が
あ
な
た
様
の
も
と
に
引
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。
ご
き
げ
ん
よ
う
。
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⑱

こ
の
請
願
書
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
ソ
ク
ノ
パ
イ
ウ
・
ネ
ソ
ス
村
で
は
、
「
す
べ
て
の
者
が
出
身
地
に
居
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」
と

い
う
総
督
ス
バ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
・
ア
ク
ィ
ラ
の
命
令
に
従
っ
て
帰
還
し
て
き
た
逃
亡
農
民
た
ち
と
、
同
村
に
居
続
け
た
農
民
た
ち
と
の
あ
い
だ
で

土
地
を
め
ぐ
る
争
い
が
起
こ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ
の
講
願
で
は
オ
ル
セ
ヌ
フ
ィ
ス
な
る
人
物
と
そ
の
兄
弟
五
人
が
請
願
者
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ち
を
攻
撃
し
耕
作
を
妨
げ
て
い
る
た
め
に
、
彼
ら
を
裁
く
よ
う
に
と
の
訴
え
が
な
さ
れ
て
い
る
。
請
願
者
た
ち
が
帰
還
し
て
き
た
逃
亡
農
艮
で

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
帰
還
し
て
き
た
逃
亡
農
民
に
よ
っ
て
煩
わ
さ
れ
て
い
る
側
で
あ
る
の
か
は
こ
こ
で
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

同
じ
請
願
居
た
ち
が
発
し
た
別
の
請
願
書
か
ら
、
こ
の
請
願
者
た
ち
こ
そ
が
帰
還
し
て
き
た
農
民
で
あ
る
と
わ
か
る
。
逃
亡
農
民
の
帰
還
命
令

と
い
う
法
律
は
、
必
ず
し
も
逃
亡
農
民
を
圧
迫
す
る
の
み
で
は
な
く
、
逃
亡
農
民
自
身
に
よ
っ
て
土
地
を
め
ぐ
る
争
い
に
活
用
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
次
に
、
債
権
債
務
の
争
い
に
関
す
る
請
願
に
視
点
を
移
そ
う
。
債
権
債
務
に
関
し
て
は
、
遣
産
相
続
や
土
地
争
い
に
見
ら
れ
た
総
督
の
命
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
法
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
様
子
を
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
債
権
債
務
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
決
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
ご
と
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
、
一
一
五
年
に
発
せ
ら
れ
た
請
願
を
取
り
上
げ
て
検
証
し
よ
う
。
こ
の
請
願
で
は
、
ソ
ク
ノ
パ
イ

ウ
ー
不
ソ
ス
村
の
小
ヘ
ル
デ
ウ
ス
の
子
サ
タ
ブ
ス
が
同
村
の
バ
ネ
フ
ロ
ミ
ス
の
子
ハ
ル
パ
ガ
テ
ス
に
貸
付
文
書
に
基
づ
い
て
銀
貨
を
貸
し
た
に
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も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ル
パ
ガ
テ
ス
は
貸
付
の
事
実
を
否
定
し
て
い
る
と
、
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ド
ロ
ス
に
向
け
て
訴
え
て
い
る
。

貸
付
の
事
実
を
否
定
す
る
た
め
に
、
「
ハ
ル
パ
ガ
テ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
不
正
な
る
意
図
に
よ
っ
て
、
公
正
に
定
め
ら
れ
た
貸
付
文
書
に
誠
実
で
あ

る
こ
と
を
望
ま
ず
、
貸
付
文
書
を
奪
お
う
と
試
み
」
た
。
そ
の
た
め
、
銀
貨
を
貸
し
付
け
た
側
で
あ
る
請
願
者
サ
タ
ブ
ス
は
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
に

貸
付
文
書
の
複
写
を
依
頼
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
期
エ
ジ
プ
ト
の
農
村
社
会
に
お
い
て
は
、
債
権
債
務
を
め
ぐ
る
争
い
に
あ
た
っ
て

は
、
貸
付
文
書
に
基
づ
く
貸
付
事
実
の
証
明
が
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
通
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
貸
付
文
書
は
、
こ
の
請
願
に
よ
る

と
、
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
私
人
間
の
紛
争
か
ら
目
を
転
じ
て
、
徴
税
な
ど
の
公
的
業
務
を
め
ぐ
る
争
い
に
関
す
る
請
願
で
言
及
さ
れ
た
根
拠
を
検
証
し
よ
う
。

エ
ジ
プ
ト
属
性
で
は
、
納
税
だ
け
で
な
く
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
と
い
う
義
務
も
人
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
エ
ジ
プ
ト
属
州
の
住
民
は
、
都
市
や

農
村
の
運
営
を
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
の
名
目
で
寒
い
、
租
税
の
収
集
や
穀
物
の
保
護
な
ど
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

請
願
で
は
、
徴
税
だ
け
で
な
く
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
に
ま
つ
わ
る
問
題
も
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
は
徴
税
に
関
す
る
請
願
か
ら
分
析
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
徴
税
に
関
す
る
争
い
を
め
ぐ
る
請
願
で
は
、
し
ば
し
ば
総
督
の
命
令
や
皇
帝
の
勅
法
が
一
三
及
さ
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
一
六
二
年
の
請
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
。
こ
の
請
願
書
で
は
、
テ
ア
デ
ル
フ
ィ
ア
村
の
デ
イ
オ
ド
ロ
ス
、
別
名
デ
ィ
オ
ス
コ
ロ
ス
の
子
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
が
、

ア
ル
シ
ノ
エ
・
ノ
モ
ス
の
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
た
る
ハ
ル
ポ
ク
ラ
テ
ィ
オ
ン
に
向
け
て
、
エ
ピ
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
た
る
ウ
ェ
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ァ
ウ
ス
ト

ゥ
ス
か
ら
獲
得
し
た
回
答
を
送
付
し
て
い
る
。
請
願
者
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は
、
成
人
し
て
独
り
立
ち
し
た
息
子
の
分
の
人
頭
税
を
も
徴
税
人
た

ち
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
違
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
違
法
性
の
根
拠
と
し
て
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は
、
「
す
べ
て
の
総
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
命
令
に
よ
る
と
、
何
人
も
過
剰
な
徴
税
を
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
主
張
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は

エ
ピ
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
か
ら
、
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
が
こ
の
件
を
適
切
に
処
置
す
る
旨
を
記
し
た
回
答
を
獲
得
し
、
そ
の
回
答
を
前
述
の
ご
と
く
ス
ト

ラ
テ
ゴ
ス
の
ハ
ル
ポ
ク
ラ
テ
ィ
オ
ン
に
提
出
し
た
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
総
督
の
命
令
が

農
村
社
会
の
紛
争
解
決
に
お
け
る
法
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
命
令
が
必
ず
し
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も
自
動
的
に
適
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は
こ
の
請
願
書
の
中
で
、
徴
税
人
た
ち
が
金
銭
を
奪
う

た
め
に
暴
力
を
用
い
て
お
り
、
農
作
業
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
が
請
願
を
通
じ
て

ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
の
注
意
を
総
督
た
ち
の
命
令
へ
と
向
け
て
、
過
剰
な
徴
税
を
抑
制
す
る
た
め
の
法
を
機
能
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
請
願
は
臣

民
の
側
か
ら
法
律
を
運
用
さ
せ
る
た
め
の
回
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
に
扱
う
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
の
関
わ
る
紛
争
に
お
け
る

請
願
で
も
同
様
の
実
態
が
見
出
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
に
関
す
る
請
願
の
事
例
と
し
て
は
、
徴
税
に
関
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
総
督
の
命
令
で
は
な
く
皇
帝
の
勅
法
が
言
及
さ

れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
事
例
も
ま
た
、
筆
者
の
主
張
に
と
っ
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
た
め
、
史
料
の
試
訳
を
提
示
し
た
い
。
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エ
ジ
プ
ト
総
督
マ
エ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ホ
ノ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
へ
。
ア
ル
シ
ノ
エ
・
ノ
モ
ス
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
区
の
カ
ラ
ニ
ス
村
の
住
人
、
カ
イ
レ
モ
ン
の
子

ア
ウ
レ
リ
オ
ス
…
（
訳
者
注
　
欠
落
）
…
よ
り
。
神
聖
な
る
皇
帝
の
勅
法
が
明
瞭
に
命
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
何
人
も
二
年
間
の
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
を
果

た
す
こ
と
は
な
く
、
解
放
期
間
が
許
さ
れ
ま
す
。
さ
て
、
最
も
高
貴
な
る
総
督
閤
下
、
カ
ラ
ニ
ス
村
の
現
在
の
役
人
は
属
州
と
我
ら
農
民
の
保
護
の
た
め
に

定
め
ら
れ
た
こ
と
を
無
視
し
て
…
（
訳
者
注
　
欠
落
）
…
私
を
穀
物
収
集
役
に
任
じ
ま
し
た
。
私
は
先
立
つ
二
年
間
倉
庫
に
あ
る
穀
物
の
防
護
役
で
あ
り
ま

し
た
が
、
今
で
は
す
べ
て
の
法
に
反
し
て
、
前
述
の
穀
物
収
集
役
と
い
う
三
年
目
の
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
を
課
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
請
願
に
よ
っ
て
あ

な
た
の
足
下
に
避
難
し
ま
す
。
あ
な
た
の
最
も
高
貴
な
る
幸
運
に
乞
い
願
い
ま
す
。
も
し
も
お
心
に
か
な
う
な
ら
ば
私
の
彼
ら
に
抗
す
る
請
願
を
お
聞
き
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
、
我
が
主
よ
、
私
が
あ
な
た
の
助
け
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
こ
の
不
法
な
任
命
か
ら
解
放
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お

命
じ
く
だ
さ
い
。
私
が
侮
の
過
失
も
な
く
私
に
課
せ
ら
れ
た
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
の
負
担
か
ら
解
放
さ
れ
、
私
が
原
籍
地
に
残
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
。

あ
な
た
の
幸
運
が
永
遠
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
ご
き
げ
ん
よ
う
。
第
一
六
年
フ
ァ
オ
フ
ィ
の
月
一
四
日
。

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
二
一
二
七
年
に
、
総
督
マ
エ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ホ
ノ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
カ
ラ
ニ
ス
村
の
カ
イ
レ
モ
ン
の
子
ア
ウ
レ
リ
オ
ス
か
ら
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請
願
を
受
け
た
。
請
願
者
ア
ウ
レ
リ
オ
ス
は
、
皇
帝
の
勅
法
へ
の
言
及
か
ら
請
願
文
を
始
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
神
聖
な
る
皇
帝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

勅
法
が
命
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
人
の
人
間
が
即
蒔
に
別
の
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
を
果
た
す
こ
と
は
な
く
、
解
放
期
間
が
許
さ
れ
る
」
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
法
律
が
存
在
し
、
請
願
者
ア
ウ
レ
リ
オ
ス
は
既
に
二
年
間
の
あ
い
だ
穀
物
管
理
の
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
を
果
た
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
れ
ど
も
、
カ
ラ
ニ
ス
村
の
役
人
は
「
嫁
女
と
我
ら
農
民
の
保
護
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
無
視
し
て
」
ま
た
、
「
す
べ
て
の
法
に
反
し

⑪て
」
こ
の
ア
ウ
レ
リ
オ
ス
を
同
村
の
倉
庫
に
あ
る
小
麦
の
防
護
役
に
任
命
し
た
。
そ
こ
で
ア
ウ
レ
リ
オ
ス
は
、
こ
の
任
命
を
違
法
と
し
て
、
総

督
に
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
か
ら
の
解
放
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
に
関
す
る
紛
争
で
も
、
徴
税
に
関
す
る
場
合
と
同
じ
く
、
「
神

聖
な
る
皇
帝
の
勅
法
」
と
い
う
成
文
法
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勅
勘
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
農
民
た
ち
は
請
願
に
よ
っ
て
そ

れ
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
本
節
の
結
論
を
こ
こ
で
提
示
し
て
お
こ
う
。
本
節
は
、
社
会
に
対
す
る
法
の
影
響
を
論
じ
て
き
た
請
願
パ
ピ
ル

ス
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
対
し
て
、
社
会
に
お
い
て
法
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
二
つ

の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
　
点
目
と
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
属
州
の
住
人
た
ち
は
、
窃
盗
や
暴
行
、
債
権
債
務
の
よ
う
に
、
皇
帝
や
総
督

の
定
め
た
法
律
を
参
照
し
な
い
場
合
に
も
、
何
ら
か
の
規
範
に
基
づ
い
て
紛
争
を
解
決
し
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
、
二
点
目
と
し
て
、
皇
帝
や

総
督
が
定
め
た
法
律
を
法
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
農
民
た
ち
は
請
願
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
法
律
に
言
及
す
る
こ
と
で
き
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ジ
プ
ト
属
州
の
農
村
社
会
に
お
け
る
法
と
は
、
ロ
ー
マ
皇
帝
た
ち
が
定
め
押
し
付
け
た
制
定
法
の
こ
と
で
は
な
く
、

皇
帝
た
ち
が
定
め
た
法
律
を
も
含
め
て
、
農
民
た
ち
が
紛
争
解
決
の
場
で
承
認
す
る
こ
と
で
、
法
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
の
こ
と
な
の
で
あ

る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
タ
ー
ビ
ン
は
請
願
を
臣
民
か
ら
の
抗
議
の
回
路
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
筆
者
は
以
上
の
史
料
分
析
に
基
づ
い
て
、

請
願
と
い
う
抗
議
の
回
路
に
よ
っ
て
、
地
方
の
社
会
に
お
い
て
臣
民
の
側
で
の
法
の
形
成
が
行
わ
れ
て
い
た
と
主
張
し
た
い
。
こ
の
主
張
は
、

エ
ジ
プ
ト
属
州
と
い
う
一
地
域
の
史
料
を
分
析
し
た
結
果
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
よ
り
広
く
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
法
に
つ
い
て

論
じ
る
た
め
に
、
次
章
で
は
エ
ジ
プ
ト
以
外
の
属
州
に
由
来
す
る
請
願
碑
文
を
分
析
し
て
、
農
村
社
会
の
住
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
規
範
に
言
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及
し
て
い
る
か
を
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照
章
　
ロ
ー
マ
帝
国
の
農
村
社
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に
お
け
る
法
の
形
成
　
　
碑
文
史
料
を
手
が
か
り
と
し
て
一

64　（806）

　
本
章
で
分
析
す
る
碑
文
史
料
は
、
皇
帝
に
対
す
る
請
願
だ
け
で
な
く
総
督
に
対
す
る
も
の
も
含
め
て
、
計
八
点
で
あ
る
。
史
料
の
収
集
・
分

析
に
あ
た
っ
て
は
、
一
八
一
～
二
四
九
年
ま
で
の
請
願
・
回
答
碑
文
を
ま
と
め
た
T
・
ハ
ウ
ケ
ン
の
砥
究
に
依
拠
し
、
判
読
に
耐
え
る
請
願
碑

　
　
　
　
　
　
　
　
①

文
を
一
通
り
検
討
す
る
。
ま
た
、
第
八
点
団
の
史
料
と
し
て
、
ハ
ウ
ケ
ン
の
著
作
以
後
に
発
見
さ
れ
た
碑
文
史
料
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

こ
こ
か
ら
は
碑
文
史
料
を
も
と
に
、
魚
層
た
ち
が
請
願
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
規
範
を
参
照
し
て
い
る
か
を
読
み
取
っ
て
い
こ
う
。

　
第
一
点
目
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
第
二
周
差
も
分
析
し
た
、
二
世
紀
後
半
に
北
ア
フ
リ
カ
の
皇
帝
領
農
民
が
コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
帝
へ
と
行

っ
た
請
願
を
記
録
し
た
碑
文
で
あ
る
。
農
民
た
ち
は
皇
帝
領
事
理
人
た
ち
に
よ
る
酷
薄
な
扱
い
に
耐
え
か
ね
て
、
こ
の
請
願
に
よ
っ
て
皇
帝
に

救
済
を
求
め
、
皇
帝
か
ら
好
意
的
な
回
答
を
獲
得
し
た
。
請
願
者
た
ち
は
自
ら
の
正
当
性
を
支
持
す
る
根
拠
と
し
て
、
「
皇
帝
領
管
理
人
た
ち

の
書
簡
」
の
中
に
見
ら
れ
る
賦
役
に
関
す
る
規
定
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
上
述
の
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
法
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て

い
ま
す
よ
う
に
、
皇
帝
領
管
理
人
に
も
管
理
の
請
負
人
た
ち
に
も
農
民
た
ち
に
対
し
て
作
物
の
分
配
や
労
働
、
荷
獣
の
供
出
を
増
加
さ
せ
る
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

利
が
否
定
さ
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
述
べ
ら
れ
、
管
理
人
た
ち
は
既
に
定
め
ら
れ
た
賦
役
の
量
を
超
え
て
農
民
た
ち
に
要
求
を
な
す
権
限
が
な
い

と
い
う
規
則
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
法
と
は
、
皇
帝
領
に
お
け
る
小
作
農
民
の
労
働
規
定
に
関
す
る

　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
の
で
あ
る
。
北
ア
フ
リ
カ
で
は
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
法
以
外
に
も
マ
ン
キ
ア
法
と
呼
ば
れ
る
法
律
が
小
作
農
民
の
労
働
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
。

北
ア
フ
リ
カ
以
外
に
関
す
る
史
料
か
ら
は
両
法
に
言
及
す
る
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
法
に
つ
い
て
は
そ
の
名
称
か
ら
、

二
世
紀
前
半
の
皇
帝
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
制
定
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
マ
ン
キ
ア
法
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
紀
元
後
五
六
年
頃
と
す
る
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
あ
り
な
が
ら
も
確
証
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
法
律
に
よ
っ
て
、
小
作
農
民
た
ち
は
無
主
地
を
耕
作
す
る
こ
と
で
そ
の
土
地
を
所
有
す
る
権
利
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
規
定
は
、
皇
帝
た
ち
の
人
道
性
と
農
業
生
産
増
強
政
策
を
意
果
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
北
ア
フ
リ
カ
の
農
民
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た
ち
は
、
皇
帝
へ
の
請
願
の
中
で
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
法
に
言
及
し
て
、
自
ら
そ
れ
を
法
と
し
て
承
認
し
、
皇
帝
に
も
同
じ
く
承
認
す
る
よ
う
に
と

要
求
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
で
農
村
社
会
の
住
人
た
ち
の
側
が
規
則
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
各
地
の
在
地
社
会
に

独
自
の
法
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
落
目
と
し
て
、
小
ア
ジ
ア
の
農
民
た
ち
が
二
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
初
頭
に
か
け
て
皇
帝
に
対
し
て
行
っ
た
請
願
を
記
録
し
た
碑
文
に
目

　
　
　
　
⑦

を
向
け
た
い
。
請
願
者
た
る
農
民
た
ち
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
役
人
た
ち
か
ら
の
駈
迫
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
皇
帝
に
向
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
請
願
を
行
い
、
「
陛
下
と
先
帝
た
ち
の
法
に
」
注
意
を
払
い
、
役
人
の
暴
挙
を
抑
制
す
る
た
め
の
巡
察
を
総
督
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
法
律
と

し
て
制
定
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
皇
帝
側
の
反
応
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
勅
答
の
部
分
が
欠

損
し
て
い
る
た
め
明
ら
か
に
は
で
き
な
い
。

　
続
く
第
三
点
目
の
史
料
と
し
て
、
二
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
半
ば
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
第
二
点
目
と
同
じ
く
小
ア
ジ
ア
の
皇
帝
領
農
民
た
ち
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

皇
帝
へ
と
向
け
て
行
っ
た
請
願
を
分
析
す
る
。
農
民
た
ち
は
役
人
た
ち
に
よ
っ
て
虐
待
さ
れ
て
お
り
、
農
民
た
ち
の
何
人
か
は
役
人
た
ち
に
拘

留
さ
れ
、
解
放
の
た
め
に
身
代
金
を
要
求
さ
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
農
民
た
ち
の
請
願
は
、
特
定
の
規
範
に
雷
及
せ
ず
に
、
皇
帝
か
ら

の
救
済
を
求
め
て
い
る
。
法
規
範
へ
の
言
及
に
代
わ
っ
て
、
請
願
者
た
ち
は
、
父
祖
伝
来
の
土
地
を
離
れ
て
国
庫
へ
の
貢
献
と
い
う
義
務
を
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

棄
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
主
張
す
る
と
い
う
脅
迫
的
な
戦
術
に
よ
っ
て
、
皇
帝
か
ら
の
助
力
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
皇
帝
か

ら
の
回
答
に
当
た
る
部
分
は
残
念
な
が
ら
欠
損
し
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
農
民
た
ち
に
よ
っ
て
こ
の
碑
文
が
建
立
さ
れ
た
と
い
う
事
実

か
ら
、
農
民
た
ち
が
皇
帝
か
ら
好
意
的
な
回
答
を
得
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
碑
文
は
特
定
の
規
範
に
言
及
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

碑
文
か
ら
も
ロ
ー
マ
帝
国
属
州
の
農
村
社
会
に
お
け
る
法
の
形
成
に
関
し
て
、
読
み
取
れ
る
事
実
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
の
社
会
に
お
け

る
役
人
た
ち
の
行
動
に
関
す
る
法
律
の
作
成
を
農
民
た
ち
が
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
作
成
さ
れ
た
皇
帝
の
圓
答
を
記
し
た
部
分
は
残
存
し

て
い
な
い
が
、
一
地
域
の
農
村
社
会
の
法
が
農
民
た
ち
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
第
四
忍
目
と
し
て
、
第
二
章
で
も
取
り
上
げ
た
ゴ
ル
デ
イ
ア
ヌ
ス
三
世
へ
の
請
願
を
分
析
す
る
。
こ
の
請
願
を
送
っ
た
ト
ラ
キ
ア
属
州
に
あ
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る
ス
カ
プ
ト
パ
ラ
の
村
の
農
民
た
ち
は
、
同
村
を
訪
れ
る
役
人
や
兵
士
に
よ
っ
て
様
々
な
物
資
を
要
求
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
カ
プ
ト

パ
ラ
の
村
は
二
つ
の
軍
営
の
あ
い
だ
に
位
難
し
て
お
り
、
更
に
こ
の
村
に
は
温
泉
が
存
在
し
た
た
め
に
多
く
の
役
人
や
兵
士
を
惹
き
つ
け
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
村
に
来
訪
す
る
役
人
や
兵
士
は
、
対
価
を
支
払
う
こ
と
な
く
同
村
で
の
宿
泊
の
世
話
や
糧
食
の
提
供
を
農
民
た
ち
に
強

制
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
農
民
た
ち
は
皇
帝
へ
の
請
願
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
か
ら
の
助
力
を
得
る
た
め
に
、
請
願
者
た
ち

が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
「
皇
帝
陛
下
は
、
陛
下
の
永
遠
に
至
福
な
る
時
代
に
、
住
人
た
ち
が
住
居
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
村
々
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

人
々
に
居
住
さ
れ
繁
栄
す
る
よ
う
に
と
勅
答
し
て
」
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
請
願
者
た
ち
は
、
彼
ら
を
圧
迫
す
る
役
人
や
兵
士
が
皇
帝
の

指
令
で
定
め
ら
れ
た
業
務
や
順
路
を
無
視
し
て
ま
で
も
、
ス
カ
プ
ト
パ
ラ
の
村
に
来
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
ス
カ
プ
ト
パ
ラ
の
村
の

住
人
た
ち
は
、
皇
帝
が
勅
答
に
よ
っ
て
、
兵
士
や
役
人
が
適
切
な
順
路
を
守
り
、
農
民
た
ち
に
不
当
な
要
求
を
さ
せ
な
い
た
め
の
規
則
の
制
定

　
　
　
　
　
⑬

を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
皇
帝
ゴ
ル
デ
ィ
ア
ヌ
ス
三
世
は
規
則
の
作
成
を
拒
絶
し
、
単
に
総
督
の
法
廷
に
よ
る
解
決
を
図
る
よ
う
に

と
い
う
勧
告
を
行
う
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
わ
か
る
の
は
、
農
民
た
ち
は
請
願
・
回
答
制
度
を
利
用
し
て
、
自
分
た
ち
に
有
利
な

形
で
の
法
律
の
制
定
を
求
め
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
失
敗
す
る
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
第
五
点
園
と
し
て
、
小
ア
ジ
ア
の
皇
帝
領
農
民
た
ち
が
三
世
紀
申
葉
の
皇
帝
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
ア
ラ
ブ
ス
に
行
っ
た
請
願
を
分
析
す
る
。
農

民
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
居
住
地
が
軍
営
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
県
下
士
た
ち
が
や
っ
て
来
て
、
農
作
業
を
妨

げ
様
々
な
要
求
を
行
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
皇
帝
に
よ
る
救
済
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
請
願
に
お
い
て
、
特
定
の
規
範
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
農
民
た
ち
は
、
皇
帝
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
ア
ラ
ブ
ス
が
か
つ
て
近
衛
長
官
で
あ
っ
た
と
き
に
請
願
を
行
い
、
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

回
答
を
得
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
態
が
改
善
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
帝
国
属
州
の
農
村
社

会
に
お
い
て
は
、
法
を
形
成
す
る
た
め
に
、
皇
帝
や
役
人
か
ら
の
命
令
が
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
そ
れ
を
機
能
さ
せ
る
た
め

に
農
民
た
ち
の
側
か
ら
法
律
に
書
及
し
て
、
そ
れ
を
改
め
て
法
と
し
て
承
認
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
六
量
目
以
下
で
は
、
以
上
の
五
点
の
請
願
と
は
異
な
り
、
皇
帝
で
は
な
く
総
督
へ
の
請
願
を
分
析
し
よ
う
。
第
六
点
臼
の
碑
文
は
、
二
世
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ローマ帝政前期における請願・國答制度と法の形成（山下）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

紀
半
ば
に
下
モ
エ
シ
ア
豆
州
に
あ
る
ダ
ギ
ス
の
村
の
農
民
た
ち
が
総
督
ユ
リ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
に
対
し
て
行
っ
た
請
願
を
記
録
し
て
い
る
。

ダ
ギ
ス
の
村
は
道
路
沿
い
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
道
路
を
通
っ
て
や
っ
て
く
る
者
た
ち
は
村
人
た
ち
に
不
当
な
要
求
を
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
こ
で
、
ダ
ギ
ス
の
村
の
人
々
は
総
督
に
救
済
の
た
め
の
圓
答
を
要
請
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
総
督
ユ
リ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
は
、
ア
ン
ト
ニ

ウ
ス
な
る
人
物
の
別
の
回
答
を
引
用
し
て
、
農
民
た
ち
が
義
務
を
果
た
す
だ
ろ
う
と
簡
潔
に
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
回
答
に
よ
っ
て
言

及
さ
れ
て
い
る
規
則
は
、
農
民
た
ち
に
よ
る
義
務
の
履
行
を
定
め
る
の
み
で
あ
り
、
請
願
者
で
あ
る
農
民
た
ち
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
有
利
で
あ

る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
こ
の
規
則
に
は
、
農
民
た
ち
が
義
務
を
果
た
す
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
要
求
が
な
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
含
み
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
第
七
怠
癖
と
し
て
、
二
世
紀
後
半
に
シ
リ
ア
総
督
ユ
リ
ウ
ス
・
サ
ト
ゥ
ル
ニ
ヌ
ス
へ
と
ト
ラ
コ
ニ
テ
ィ
ス
の
村
が
送
っ
た
請
願
を
分
析
し
よ

⑰う
。
こ
の
請
願
自
体
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
総
督
ユ
リ
ウ
ス
・
サ
ト
ゥ
ル
ニ
ヌ
ス
が
回
答
と
し
て
ト
ラ
コ
ニ
テ
ィ
ス
の
村
へ
と
送
っ
た
書
簡
か

ら
、
そ
の
請
願
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ト
ラ
コ
ニ
テ
ィ
ス
の
村
に
は
来
客
用
の
建
物
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

兵
士
や
村
の
外
か
ら
や
っ
て
き
た
者
た
ち
が
、
ト
ラ
コ
ニ
テ
ィ
ス
の
村
の
住
人
に
村
人
自
身
の
住
居
で
の
宿
泊
の
世
話
を
要
求
し
て
い
る
と
い

う
。
こ
う
し
た
要
求
か
ら
の
解
放
を
求
め
、
村
人
た
ち
は
総
督
に
請
願
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
総
督
は
、
来
客
用
の
建
物
が
あ
る
の
な
ら
、
自

宅
に
外
部
者
を
招
き
入
れ
る
必
要
は
な
い
と
明
記
し
た
書
簡
を
ト
ラ
コ
ニ
テ
ィ
ス
の
村
に
送
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
シ
リ
ア
熟
計
の
一
つ

の
農
村
に
お
け
る
規
則
が
、
農
民
た
ち
の
求
め
に
応
じ
る
形
で
法
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
最
後
に
、
第
八
点
霞
と
し
て
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
時
代
に
ヒ
ス
パ
ニ
ア
属
州
で
作
成
さ
れ
た
碑
文
を
取
り
挙
げ
る
。
こ
の
碑
文
は
、
総
督
が

定
め
た
河
川
管
理
に
関
す
る
法
律
の
文
面
を
伝
え
る
の
み
で
あ
り
、
厳
密
に
は
請
願
・
圓
答
制
度
が
運
用
さ
れ
た
結
果
を
記
録
し
て
は
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
総
督
が
こ
の
法
律
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
属
州
民
か
ら
の
請
願
に
類
す
る
行
動
が
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
た
め
、
こ
こ

で
一
つ
の
事
例
と
し
て
分
析
す
る
。
ま
ず
、
こ
の
法
律
が
総
督
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
経
緯
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
ヒ
ス
パ
ニ
ア
に
あ
る
ガ
リ

ア
人
の
村
落
と
ベ
ル
シ
ノ
ン
人
の
村
落
、
セ
ガ
ル
チ
ン
人
の
村
落
は
、
ヒ
ベ
ル
ナ
川
を
流
れ
る
水
を
利
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
つ
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の
村
落
は
ヒ
ベ
ル
ナ
川
の
管
理
、
特
に
こ
の
川
で
の
堰
堤
の
建
設
と
維
持
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
近
隣
の

都
市
カ
エ
サ
ラ
ウ
グ
ス
タ
に
在
住
し
て
い
る
農
民
た
ち
の
村
役
人
た
る
ル
キ
ウ
ス
・
マ
ン
リ
ウ
ス
・
マ
テ
ル
ヌ
ス
は
、
属
州
総
督
フ
ン
ダ
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ス
・
ア
ウ
グ
ス
タ
ヌ
ス
・
ア
ル
ピ
ヌ
ス
に
訴
え
出
て
、
ヒ
ベ
ル
ナ
川
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
制
定
を
求
め
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
総
督

ア
ル
ピ
ヌ
ス
は
ヒ
ベ
ル
ナ
川
の
管
理
に
関
す
る
法
律
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
法
律
は
、
村
役
人
に
河
川
管
理
に
関
す
る
大
き
な
権
限
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

付
与
し
て
お
り
、
村
役
人
が
河
川
管
理
の
た
め
に
農
民
た
ち
に
命
令
を
発
し
、
農
民
の
不
服
従
に
対
し
て
罰
金
を
科
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

更
に
、
村
役
人
の
命
令
と
は
別
に
、
農
民
た
ち
は
各
人
が
水
利
権
を
有
す
る
範
囲
で
堰
堤
の
補
修
と
清
掃
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
規
則
は
、
村
役
人
た
る
ル
キ
ウ
ス
・
マ
ン
リ
ウ
ス
・
マ
テ
ル
ヌ
ス
か
ら
の
総
督
に
対
す
る
「
請
願
」
に
応
じ
て
制
定
さ
れ
た
。
イ
ベ
リ
ア
半

島
の
一
地
方
に
お
い
て
、
河
川
管
理
と
い
う
農
村
社
会
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
に
関
わ
る
法
律
が
、
農
民
の
一
部
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
重
要
な
事
実
を
、
こ
の
碑
文
か
ら
も
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
章
で
分
析
し
て
き
た
史
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
た
事
実
に
基
づ
い
て
、
本
章
の
結
論
を
提
示
し
て
お
こ
う
。
前
章
で
パ
ピ
ル
ス
史

料
の
分
析
か
ら
導
き
出
し
た
結
論
と
同
じ
よ
う
に
、
碑
文
史
料
に
お
い
て
も
農
民
た
ち
自
身
に
よ
る
法
律
へ
の
言
及
を
通
じ
て
、
法
が
形
成
さ

れ
て
い
る
様
子
を
確
認
で
き
た
。
そ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
法
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
各
地
の
社
会
に
お
け
る
生
活
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
規
定
し
て

い
た
。
た
と
え
ば
、
本
章
で
最
後
に
分
析
し
た
ヒ
ス
パ
ニ
ア
の
河
川
管
理
法
は
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
法
律
の
制
定
が
求
め
ら
れ
た
ヒ
ベ
ル
ナ

川
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
属
州
に
住
む
農
民
た
ち
は
、
請
願
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
ロ
ー
マ
帝
国
の
権
力
に
働
き
か
け
、
自
ら
の
生
き
る

社
会
の
法
を
作
り
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
各
地
の
社
会
に
は
、
皇
帝
や
総
督
た
ち
と
臣
民
と
の
あ
い
だ
で
請
願
・

回
答
制
度
が
実
践
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
地
域
ご
と
に
固
有
の
法
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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①
β
弱
齢
落
自
薦
O
Φ
。
。
］
．
本
章
で
分
析
す
る
碑
文
の
校
訂
は
、
ハ
ウ
ケ
ン
が
採
用

　
し
て
い
る
も
の
に
従
っ
て
い
る
。

②
　
9
ド
≦
円
δ
巽
9
8
一
頃
H
岸
や
ρ
呉
冨
懐
け
Φ
｝
Φ
臨
ω
出
器
財
8
ρ
ε
o
鳥

鶏
b
鍵
ω
霞
管
広
野
Φ
ω
戸
鋤
創
Φ
讐
讐
儒
ヨ
Φ
ω
樹
心
α
Φ
B
℃
誓
ヨ
ω
搾
ξ
ω
①
瓜
馨
0
8
0
8
撃

跨
。
鼠
σ
霧
噂
器
α
¢
ヨ
o
g
衛
g
什
。
郭
巴
く
興
。
。
器
8
δ
琴
ω
四
讐
b
蕾
口
9
0
四
艮
Φ
。
。

謎
㌶
甑
器
p
。
簿
8
Φ
話
毎
8
b
H
器
甑
鳳
8
①
ヨ
ご
㈹
o
巨
筥
く
Φ
．
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③
U
う
浴
げ
。
ρ
ピ
窪
ω
Φ
労
薦
巳
跨
岡
。
湯
h
。
肘
H
ヨ
℃
9
巴
瓦
の
富
8
ω
ぎ
累
。
同
窪

　
》
逢
＄
℃
茅
戸
H
．
額
田
ぎ
ミ
鴬
誌
、
ぎ
、
ミ
据
貯
§
職
§
薩
§
ミ
袖
ま
噂
お
○
。
命

　
9
．
お
ω
幽
短
．
Φ
ω
や
賢
P
鱒
O
ω
幽
鍵
．

④
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
法
お
よ
び
マ
ン
キ
ア
法
に
言
及
す
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
○
．
℃
■

　
菌
①
ぎ
の
口
Φ
○
。
ゐ
Φ
ω
ロ
．
P
一
器
・
客
」
を
参
照
。
そ
の
後
に
発
見
さ
れ
た
新
碑
文
に

　
つ
い
て
は
、
O
ψ
勺
自
。
δ
讐
Φ
惹
’
ズ
器
く
。
ω
貯
昌
曾
ヨ
Φ
簿
O
ω
ω
o
σ
話
ご
δ
×

　
出
葦
葺
彗
勲
冨
ぎ
ω
臼
σ
9
ひ
瓢
弓
蔵
蕾
U
お
σ
σ
冨
・
Q
ミ
触
簿
’
い
0
9
も
。
O
O
メ
悪
■

　
ω
潔
1
ω
O
O
を
参
照
。

⑤
P
固
霧
ず
』
㎞
Φ
霊
。
簿
び
Φ
鼠
コ
ひ
q
§
σ
q
①
口
α
2
囲
。
δ
器
口
口
巳
画
一
Φ
＜
葭
語
ぎ
ロ
α
Q

　
臨
鍵
評
蝕
。
。
Φ
盛
魯
8
0
舜
Φ
門
一
う
署
o
a
臥
ユ
惹
、
旨
い
ら
職
躇
ミ
一
目
」
≦
ミ
鳴
§
轟
気
ミ

　
ミ
這
¢
審
§
謹
登
國
同
し
O
（
塾
。
）
．
し
d
興
営
篇
㊤
Q
。
b
。
■
ψ
誌
刈
…
認
．
ω
■
匙
脳
■

⑥
O
φ
評
ぴ
ヨ
①
摂
欝
O
O
ご
p
ω
刈
命
コ
9
0
《
8
を
参
照
。

⑦
囲
℃
』
ρ
ト
コ
⑳

⑧
囚
即
口
ρ
悼
。
。
」
＝
O
∴
囲
弓
ひ
喰
㎝
d
9
の
φ
蕊
縁
℃
8
り
曾
。
薩
d
§
d
。
。
も
。
く
ひ

　
　
　
つ
　
　
　
ヒ

　
く
ε
ぐ
ご
7
ε
ぐ
・

⑨
　
圏
℃
．
昌
ρ
⊆
n
9

⑩
既
に
坂
口
明
「
ロ
ー
マ
帝
政
前
半
期
の
土
地
と
農
民
」
弓
削
達
、
伊
藤
貞
夫
編

　
欄
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
　
古
典
古
代
の
比
較
史
的
考
察
㎞
河
臓
書
房
新
社
、
一
九

　
八
入
年
、
一
七
五
～
一
九
六
頁
、
特
に
一
九
一
頁
が
、
こ
う
し
た
戦
術
に
脅
し
の

お
　
わ
　
り
　
に

　
意
味
合
い
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
坂
口
氏
は
、
本
稿
で
先
に
扱
っ
た
北
ア
フ
リ
カ

　
の
農
務
た
ち
が
コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
に
対
し
て
行
っ
た
請
願
を
も
含
め
、
こ
う
し
た
請

　
願
の
背
後
に
属
州
の
農
民
た
ち
が
有
し
て
い
た
強
圏
な
共
同
体
的
性
格
を
読
み
取

　
っ
て
い
る
。
坂
日
明
「
二
世
紀
末
～
三
世
紀
前
半
に
お
け
る
小
ア
ジ
ア
皇
帝
領
の

　
農
民
」
『
爾
洋
古
典
学
研
究
隔
三
六
、
　
九
八
八
年
、
七
七
～
九
〇
頁
を
も
参
照
。

⑪
　
Ω
ド
霞
．
這
ω
ω
9

⑫
霞
．
H
H
國
．
冨
ω
ω
9
冠
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伽
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d
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o
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d
o
疏
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轡
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〔
o
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皐
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搾
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①
霧
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9
Φ
撃
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Q
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a
冥
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章
①
つ
攣
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Q
黍
d
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イ

　
ぞ
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。
・
Q
①
ρ
葛
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。
緊
0
9
餐
の
翻
。
ア
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身
鼠
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Q
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q
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。
。
①
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⑭
O
O
錺
］
団
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Φ
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O
誘
．
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鐙
O
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．
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。
ω
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⑯
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9
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×
H
肖
望
刈
．

⑰
O
O
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円
①
O
㊤
．

⑱
男
し
d
．
匿
9
ρ
〉
コ
H
長
『
q
餌
嘗
。
コ
O
㊦
嚢
Φ
①
ぎ
ヨ
卿
。
壼
磐
ω
冨
ぎ
　
、
．
誤
Φ
冨
因

　
匹
≦
譲
9
導
①
諺
冨
＝
’
智
ミ
、
N
ミ
鼠
沁
。
ミ
§
勲
N
ヘ
ミ
舞
O
①
b
O
O
◎
讐
」
ミ
ー
一
㊤
N

⑲
同
訓
．
も
．
額
メ
8
＝
H
回
．
に
．
駐
ム
メ

⑳
H
鳥
‘
P
霞
も
。
．
8
ド
H
F
㍗
嗣
㎝
．

⑳
H
儀
・
も
」
鋒
8
轡
團
』
』
￥
ω
ω
■

　
本
稿
全
体
の
結
論
を
述
べ
る
前
に
、
ま
ず
は
第
二
章
か
ら
第
四
章
に
か
け
て
の
史
料
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
を
こ
こ
で
改
め
て
述
べ
て
お

こ
う
。
第
二
章
で
は
、
農
村
社
会
の
紛
争
解
決
に
介
入
す
る
際
に
皇
帝
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
規
範
に
雷
及
し
て
い
る
か
を
検
証
し
た
。
そ
し
て
、

皇
帝
た
ち
は
専
断
的
に
法
律
を
定
め
て
い
た
の
で
は
な
く
、
地
方
に
お
け
る
個
別
的
な
法
の
運
用
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
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し
た
。
続
く
第
三
、
第
四
章
で
は
、
パ
ピ
ル
ス
史
料
と
碑
文
史
料
を
用
い
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
各
地
の
農
村
社
会
に
お
い
て
人
々
が
ど
の
よ
う
な

規
範
に
言
及
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
は
地
域
ご
と
の
相
違
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
に
関
し
て
は
多
数
の
パ
ピ
ル

ス
史
料
に
恵
ま
れ
、
土
地
を
め
ぐ
る
私
人
問
の
争
い
に
お
い
て
さ
え
も
皇
帝
の
常
法
や
総
督
の
命
令
が
法
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
北
ア
フ
リ
カ
で
は
、
小
作
農
の
労
働
規
定
に
関
す
る
法
律
が
請
願
碑
文
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
。
時
代
的
に
も
エ
ジ
プ
ト
以
外
の
史

料
は
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
の
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
請
願
・
回
答
制
度
の
運
用
を
促
進
す
る
個
別
的
な
要
因
を
推

測
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
法
の
形
成
の
変
化
を
よ
り
大
き
な
視
点
か
ら
展
望
す
る
た
め
に
、
帝
政
前
期
の
あ
い
だ
の
各

地
域
、
各
時
期
に
お
け
る
変
化
よ
り
も
む
し
ろ
、
分
析
の
対
象
と
し
た
諸
事
例
に
通
位
す
る
、
法
形
成
の
特
徴
に
注
目
し
た
い
。
筆
者
は
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
発
表
し
た
論
文
の
中
で
、
ロ
ー
マ
帝
政
後
期
に
お
け
る
法
形
成
に
関
し
て
個
別
事
例
ご
と
の
特
徴
に
重
点
を
お
い
た
主
張
を
行
っ
た
が
、
そ

の
後
の
研
究
を
進
め
る
中
で
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
法
の
形
成
の
あ
り
か
た
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
特
定
の
事
例
や
地
域
の
特
殊
性
を
指

摘
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
諸
事
例
の
示
す
共
通
性
に
注
目
し
、
帝
政
前
期
か
ら
帝
政
後
期
へ
の
移
行
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る

に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
筆
者
の
長
期
的
な
問
題
関
心
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
法
の
形
成
が
、
帝
政
前
期
か
ら
帝
政
後
期
に

か
け
て
経
験
し
た
変
化
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
以
下
で
は
本
稿
の
成
果
た
る
帝
政
前
期
に
お
け
る
法
の
形
成
の
あ
り

方
に
つ
い
て
ま
と
め
た
う
え
で
、
帝
政
後
期
に
お
け
る
法
の
形
成
に
関
す
る
先
行
研
究
と
比
較
し
て
、
今
後
の
展
望
を
示
し
た
い
。

　
帝
政
前
期
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
皇
帝
と
総
督
に
よ
る
藩
儒
の
支
配
は
、
諸
属
州
に
対
し
て
法
の
形
成
を
促
す
共
通
の
制
度
的
基
盤
た
る
請

願
・
回
答
制
度
を
提
供
し
た
。
エ
ジ
プ
ト
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
以
前
か
ら
請
願
・
回
答
制
度
を
有
し
て
い
た
地
域
で
も
、
請
願
者
た
ち
は
ロ
ー
マ

の
権
力
者
に
よ
る
命
令
を
法
と
し
て
承
認
し
て
い
た
。
属
州
民
は
請
願
と
い
う
制
度
を
用
い
て
、
各
地
の
社
会
に
独
自
の
法
を
作
り
上
げ
て
い

た
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
ロ
ー
マ
帝
政
前
期
に
は
帝
国
各
地
に
お
い
て
個
別
的
に
、
各
社
会
に
通
用
す
る
法
が
、
皇
帝
や
役
人
と
臣
民

と
の
あ
い
だ
で
の
請
願
・
回
答
制
度
の
実
践
を
通
じ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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帝
政
後
期
に
は
、
個
別
の
事
例
に
対
す
る
勅
答
が
判
例
と
し
て
の
効
力
を
制
限
さ
れ
る
～
方
で
、
皇
帝
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
全
般
的
な
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

律
（
一
の
×
α
q
朝
冷
呂
ω
）
が
ロ
ー
マ
帝
国
民
の
生
活
を
規
定
す
る
こ
と
が
、
皇
帝
政
府
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

臣
民
に
よ
る
請
願
や
役
人
か
ら
の
書
簡
は
、
帝
政
後
期
に
お
い
て
も
そ
の
意
義
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
役
人
か
ら
よ
り
上
位
の
役
人
や
皇
帝
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
書
簡
（
Φ
唱
蜂
仁
愛
は
、
帝
政
後
期
に
お
い
て
は
報
告
（
凱
9
。
口
ρ
撃
α
q
ひ
q
①
ω
ぎ
）
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
帝
政
後
期
に
お
い
て
、
役
人
か

ら
の
報
告
は
全
般
的
な
法
律
を
作
成
す
る
契
機
の
…
つ
と
も
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
全
般
的
な
法
律
は
し
ば
し
ば
特
定
の
役
人
に
対
す
る
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
ら
の
書
簡
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
人
か
ら
の
請
願
（
ま
Φ
冒
ω
）
も
、
臣
民
が
訴
訟
を
開
始
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
用
い
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
よ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、
請
願
と
い
う
行
為
は
、
法
形
成
に
お
け
る
　
定
の
役
割
を
維
持
し
て
い
た
。
私
人
か
ら
の
請
願
と
し
て
は
ω
唇
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

9
0
蝕
。
や
凛
Φ
図
と
い
う
語
を
用
い
る
よ
う
に
も
な
り
、
役
人
か
ら
の
報
告
と
同
じ
く
、
あ
る
い
は
役
人
か
ら
の
報
告
を
介
し
て
、
帝
政
後
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
お
け
る
全
般
的
な
法
律
の
作
成
を
促
し
て
い
た
。
帝
政
前
期
か
ら
後
期
へ
の
変
化
を
簡
潔
に
の
べ
る
と
、
帝
政
前
期
に
お
い
て
、
地
域
や
事

例
ご
と
の
個
別
的
な
法
の
形
成
を
支
え
て
い
た
請
願
・
回
答
制
度
が
、
帝
政
後
期
に
は
ロ
ー
マ
帝
国
全
体
に
効
力
を
有
す
る
か
、
あ
る
い
は
特

定
の
属
州
、
地
域
に
お
け
る
判
例
と
し
て
の
効
力
を
認
め
ら
れ
た
、
全
般
的
な
法
律
を
作
成
す
る
制
度
の
～
環
と
し
て
取
り
込
ま
れ
、
個
別
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
法
形
成
と
い
う
要
素
は
抑
湖
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
帝
政
後
期
の
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
我
が
国
で
も
専
門
的
な
研
究
が
現
れ
て
い
る
。
田
申
襲
弊
は
、
三
八
八
年
に
シ
リ
ア
の
一
都
市
で
起

こ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
対
す
る
襲
撃
事
件
と
、
そ
れ
に
対
す
る
皇
帝
の
介
入
を
め
ぐ
っ
て
有
力
者
た
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

行
っ
た
交
渉
を
軸
と
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
地
方
の
側
の
特
殊
事
情
が
有
力
者
に
よ
っ
て
中
央
へ
と
伝
達
さ
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
特
殊
事
情
を
皇
帝
た
ち
が
普
遍
的
な
法
原
理
に
組
み
込
み
、
一
地
方
の
特
殊
事
情
が
普
遍
性
を
持
っ
た
と
し
て
い
る
。
筆
者
も
以
前
に
、
帝

政
後
期
の
農
民
逃
亡
に
関
す
る
法
の
形
成
に
つ
い
て
、
諸
書
法
を
史
料
と
し
て
検
討
し
、
帝
政
後
期
に
お
け
る
勅
法
の
作
成
は
、
元
老
院
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

や
帝
国
の
役
人
、
農
艮
な
ど
の
幅
広
い
階
層
の
人
々
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
結
論
を
提
示
し
た
。

　
帝
政
前
期
に
お
い
て
、
請
願
・
圓
答
制
度
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
各
地
に
住
む
帝
国
罠
の
側
が
、
自
ら
の
生
き
る
社
会
の
法
を
形
成
す
る
媒
介
と
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し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
～
方
、
帝
政
後
期
に
は
、
各
地
に
生
き
る
帝
国
民
か
ら
の
訴
え
が
帝
国
の
政
府
に
寄
せ
ら
れ
、
帝
国
に
お
い

て
全
般
的
な
効
力
を
有
す
る
皇
帝
の
母
法
と
い
う
法
律
に
集
約
さ
れ
て
、
帝
国
全
体
な
い
し
特
定
地
域
で
通
用
す
る
法
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

帝
政
前
期
に
、
帝
国
民
は
自
ら
が
日
常
的
に
関
わ
っ
て
い
る
社
会
の
法
を
作
り
上
げ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
帝
政
後
期
に
は
、
自
ら
が
関
わ
る

こ
と
の
な
い
帝
国
全
体
に
住
む
人
々
の
生
活
を
も
左
右
す
る
法
の
形
成
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う

し
た
法
形
成
の
あ
り
方
の
変
化
が
、
具
体
的
に
い
つ
、
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
今
後
、
こ
れ
ら

の
問
題
の
解
明
に
取
り
組
む
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
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The　Formation　of　the　Law　through　the　Petition　and　Response　System

　　in　the　Roman　Empire：Case　Studies　Focusing　en　Rural　Socie亡y

by

YAMASHITA　Kosuke

　　Roman　emperors　engaged　in　local　matters　of　the　provinces　throttgh　the

Petition　and　Response　System．　ln　the　Roman　Empire，　subjects　involved　in

disputes　could　submit　petitions　to　emperors　and　receive　a　reply．　We　can

assume　that　the　Petition　and　Response　System　played　aR　important　role　for

the　formation　of　the　law　in　the　RomaR　Empire　because　petitions　enabled

subjects　to　refer　to　specific　laws；　on　the　other　hand，　responses　of　the

emperors　were　also　considered　as　one　of　the　sources　of　the　law．　This　article

discusses　the　characteristics　and　significance　of　the　process　of　the　formation

of　the　law　through　the　Petition　and　Response　System　in　the　Roman　Empire

from　the　ISt　to　3rd　century．

　　In　the　first　section，　1　explain　the　procedures　of　the　Petition　and　Response

System　as　seen　in　previous　studies．　First，　an　individual　or　a　community

would　send　a　petition　（libellus）　to　the　emperor　directly　or　through　his

representatives．　Second，　officials　charged　with　treating　of　petitions　prepare

responses（rescグiptum，　su∂30吻だ。）and　emperors　undersigned　them．　Lastly，

responses　were　posted　in　prominent　buildings　in　the　cities　where　emperors

were　residing　and　petitioners　would　make　copies　of　them　People　in

provinces　remote　from　emperors　could　not　submit　petitions　easily，　but　they

could　petition　their　governors　iRstead　and　get　responses．　Recent　st“dies　have

offered　views　on　the　significance　of　the　PetitioR　and　Response　System．　I

have　tried　to　construct　my　position　in　conformity　with　the　views　of　some

while　refuting　others．

　　In　the　second　section，　1　survey　responses　of　emperors　during　the　2nd　and

3rd　centuries．　The　primary　sources　for　this　chapter　have　beeB　preserved　in

Digesta　Codex　fustinianus　and　inscriptions．　1　confirm　that　responses　teRded

to　convey　decisions　of　emperors　that　depended　solely　on　their　sense　of

justice　or　simply　to　affirm　rules　that　were　cited　by　the　petltioners．　ln　the

responses，　law　enforcement　was　entrusted　to　officials　working　in　the
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provinces．　This　means　that　emperors　preferred　to　maintain　local

iRdividuality　iR　the　formation　of　the　law　rather　than　to　force　their　will　on

their　subjects．　Therefore，　in　subsequent　sections，　1　try　to　c｝arify　the

formatioR　of　the　law　by　petitioners　through　a　study　of　petltions　preserved　in

papyri　and　inscriptions．

　　The　third　section　of　this　article　studies　papyri　from　the　ISt　through　3rd

centuries　to　ascertain　how　petitioners　employed　the　Petition　and　RespoRse

System．　Most　papyri　of　the　Roman　Period　were　discovered　in　Egypt．　Roman

Egypt　had　had　the　tradition　of　the　Petition　aRd　Response　System　since　at

least　the　Ptolemaic　dynasty，　But，　1　take　note　of　the　factors　that　authority　of

the　Roman　Empire　provided　the　subjects　of　Roman　Egypt．　Provincials　in

Egypt　petitieRed　to　governors，　ePistrategoi　and　strategoi　etc．　Petitioners

complained　about　theft，　violence，　debL　land　ownership，　tax　payment　and

liturgy．　Petitioners　often　referred　not　only　to　unwritten　rules　but　also　to

edicts　or　orders　of　Roman　emperors　and　governors　to　obtain　help　from

officials．　ln　my　opinion，　this　referring　to　statutes　by　subjects　played　a　part　in

the　formation　of　the　law　in　the　RomaR　Empire．

　　In　the　fourth　section，　1　study　inscriptions　to　discuss　broader　areas　of　the

Roman　Empire　beyond　Egypt．　ln　1998，　T．　Hauken　published　a　monograph

contributing　to　the　study　of　petitions　and　responses．　ln　the　monograph，

Hauken　collected　inscriptions　form　A．D．　181　to　249．1　survey　the　inscriptions

offered　by　Hauken　and　an　inscription　published　after　his　monograph．　These

inscriptions　include　petitioners　from　North　Africa，　Asia　M［inor，　the　Balkans

and　Spain．　OR　the　basis　of　the　research　in　this　ckapter，　it　is　certain　that

petitioners　in　inscriptions　referred　to　the　statutes　of　the　emperors　as　the　｝aw．

This　fact　meaRs　that　petitioners　could　engage　in　the　process　of　the　formation

of　the　law　in　their　loca｝　societies．

　　In　conclusion，　1　argue　that　the　subjects　of　tke　Roman　Empire　played　an

important　role　in　the　formation　of　the　law　in　the　various　societies　of　the

provinces　tkrough　the　Petition　and　Response　System．　1　propose　this　was　a

chief　characteristic　and　the　significance　of　the　process　of　the　formation　of

the　law　through　the　Petition　aRd　Response　System．
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