
奈
更
時
代
に
お
け
る
浮
浪
に
つ
い
て

直
　
木
　
孝
　
次
　
郎

　，tw“vvv～

【
梗
柵
】
　
日
本
薬
代
の
律
令
制
に
お
い
て
は
、
本
籍
の
地
を
離
れ
て
他
關
に
あ
る
者
を
潭
浪
又
は
逃
亡
と
齢
し
た
。
こ
の
爾
者
の
藻
は
、
政
府
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
む
び

r
課
役
を
納
め
る
か
否
か
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
浮
浪
逃
亡
の
出
る
原
因
が
當
時
の
農
民
の
生
活
の
逼
追
に
あ
る
こ
と
は
吉
り
ま
で
も
な
い
が
、
潭

浪
逃
亡
の
肝
に
は
移
心
に
よ
っ
て
生
活
の
窮
乏
を
打
開
し
よ
う
と
し
て
、
計
帯
的
積
極
的
に
他
郷
に
川
た
も
の
も
少
な
か
齢
ず
含
ま
れ
て
い
た
。
壌

因
は
何
れ
に
せ
よ
、
結
架
か
ら
事
え
ぱ
、
彼
等
が
結
局
ど
こ
か
の
地
に
定
顕
し
て
樽
び
農
耕
の
盤
活
に
人
つ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
定
蒲
、
り
て
れ
は

即
ち
一
種
の
移
住
で
あ
る
が
、
地
方
の
蕪
園
領
主
或
は
管
理
者
父
は
地
主
・
富
濃
の
庇
謹
の
下
に
は
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
訂
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
場
合
、
保
護
者
と
紅
舌
逃
亡
と
の
聞
に
結
ば
れ
た
生
淺
關
係
は
ど
の
よ
弓
な
も
の
で
あ
っ
た
か
り
そ
れ
は
浮
浪
逃
亡
が
あ
る
程
度
の
欄

立
繰
を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
た
小
作
囎
係
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　　　のに　！｝．一
瓶Aノ■

（1［1）

　
漂
浪
と
い
う
抄
け
、
奈
良
時
代
か
ら
慰
安
時
代
二
期
へ
か
け
の
所

謂
身
命
時
代
の
丈
献
に
屡
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
に
浪
人
と
も
言

い
、
本
籍
の
地
を
離
れ
て
他
郷
他
國
に
在
る
者
を
意
昧
す
る
言
葉
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
語
け
叉
逃
亡
と
な
ら
べ
穂
さ

洩
小
良
．
時
鶴
に
諏
け
騨
¢
浮
浪
に
つ
い
℃
（
霞
木
）

れ
、
漂
逃
と
熟
し
て
刑
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
．
、
後
に
け
爾
者
岡
意

義
に
便
胴
さ
れ
る
こ
と
も
あ
惹
が
、
木
來
職
別
が
あ
っ
た
こ
と
け
、

令
集
解
戸
令
絶
貫
條
の
古
記
説
に
、
他
國
に
在
っ
て
も
課
役
を
杢
出

す
る
聯
を
浮
輪
、
内
勲
爵
に
在
っ
て
課
役
を
出
さ
な
い
者
を
逃
亡
と
下

す
る
と
あ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
捕
有
相
の
非
亡
浮
浪
他
所
條
に
「
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
非
す
し
て
他
規
に
浮
浪
す
る
者
は
、
十
円
に
筈
、
十
。
二
十
臼
に

一
等
を
蜘
ふ
、
罪
け
杖
｛
百
に
止
む
、
（
中
略
｝
賦
役
翠
巌
か
ば
各
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
九



　
　
　
　
　
　
　
な
小
良
時
蜘
∵
囚
3
8
け
る
浮
浪
直
つ
い
て
（
直
水
）

同
法
に
依
る
し
と
あ
る
が
、
亡
と
は
逃
亡
の
意
で
あ
ろ
う
か
ら
、
浮

浪
と
逃
亡
の
差
が
課
役
を
果
す
か
果
さ
な
い
か
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
か
る
。
浮
浪
よ
り
調
庸
を
輪
さ
し
め
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
績

　
紀
以
下
の
國
奥
及
び
類
聚
一
二
代
降
等
に
頻
々
そ
．
の
記
購
が
見
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
が
、
か
の
延
暦
十
六
年
八
月
三
溝
の
太
政
官
符
に
「
宜
し
く
舞
岡
郡

司
を
し
て
見
日
を
勘
計
し
、
毎
年
、
浮
浪
帳
に
附
し
て
、
全
く
重
々

を
徴
さ
し
む
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
調
庸
を
微
す
る
蔓
帳
と
し
て

　
　
③

浮
浪
帳
と
い
う
も
の
を
作
9
、
こ
れ
に
浮
浪
を
登
録
し
て
課
催
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
ゆ

も
の
と
思
わ
れ
る
。
天
｝
争
八
年
一
一
月
二
十
五
日
の
勅
に
、
浮
浪
を
菅
川

所
に
編
付
（
戸
籍
に
附
加
ナ
る
こ
と
）
せ
す
に
「
直
ち
に
名
簿
に
録
し

　
て
、
調
庸
を
轍
さ
せ
る
」
こ
と
を
命
じ
て
い
．
る
が
、
こ
こ
に
言
う
名

簿
が
浮
浪
帳
の
起
源
で
あ
ろ
う
。
　
延
喜
式
巻
二
十
四
、
　
主
計
上
に

は
㍗
細
砂
よ
9
曝
す
る
調
庸
の
種
別
が
國
毎
に
記
載
さ
れ
て
い
る

．
が
、
飛
弾
、
信
濃
、
長
門
、
驚
愕
の
四
ヶ
國
で
は
特
に
浮
浪
入
に
略
取

す
る
定
心
…
の
種
団
が
暴
げ
騙
り
れ
て
い
る
。
こ
の
四
ヶ
園
に
お
い
て
の

み
浮
浪
人
に
調
庸
が
課
ぎ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
他
の
國
々
で
は

　
一
般
公
民
と
岡
等
の
調
｛
雄
が
課
さ
れ
て
い
た
た
め
に
記
載
を
省
い
た

も
の
と
解
す
べ
葬
・
」
で
あ
ろ
う
。
律
令
制
の
時
代
を
通
じ
て
、
浪
入
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
｝
G

課
役
を
課
す
と
い
う
糠
曳
け
少
く
と
も
費
施
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
戸
籍
や
計
帳
な
ど
で
さ
へ
虚
儒
が
行
わ
れ
正
確
が
期
し

難
か
っ
た
奈
良
時
代
後
期
以
後
に
お
い
て
は
、
浮
浪
帳
に
よ
っ
て
浮

浪
の
調
庸
が
完
歪
に
徴
集
φ
、
」
れ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
所
で
あ

っ
て
、
浮
浪
と
逃
亡
の
雇
別
は
次
第
に
薄
れ
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
。

三
代
流
帳
元
慶
五
年
孟
月
十
閥
臼
の
條
や
、
延
長
二
年
八
月
七
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
う
　
し
　
も
　
も

寄
附
を
有
す
る
東
寺
傳
法
輪
壌
牒
案
に
見
え
る
帳
外
浪
々
は
、
浮
浪

帳
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
浪
人
の
意
で
あ
る
か
ら
、
逃
亡
と
實
心
界
的

に
は
何
等
異
な
ら
な
い
者
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
浮
浪
及
び
逃
亡
が
律
令
制
の
矛
盾
の
表
れ
で
あ
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

紅
玉
の
目
に
も
明
ら
か
な
所
で
あ
ろ
う
鶯
從
っ
て
從
來
の
研
究
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

律
令
管
制
の
山
亭
壇
、
及
び
次
に
痴
る
べ
き
蕪
撫
醐
制
威
立
と
の
…
豊
山
に

重
黙
を
驚
い
て
進
め
ら
れ
て
來
た
。
研
究
方
法
と
し
て
は
、
正
し
い
方

向
と
い
う
べ
ぎ
で
、
私
も
一
般
論
と
し
て
は
岡
じ
線
に
滑
っ
て
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
從
來
の
研
究
に
け
や
玉
物
足
り
な
く
感
ぜ
ら

れ
る
黙
が
な
い
で
も
な
い
。
そ
れ
は
浮
浪
の
嚢
生
に
つ
い
て
、
多
く

の
論
者
が
律
令
制
の
重
藤
の
爲
に
馬
柵
民
の
生
活
が
破
壇
さ
れ
、
止
む

（ユ92・，



を
得
ざ
る
結
果
幽
し
．
て
浮
浪
が
現
わ
れ
た
と
い
う
見
方
を
取
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
．
勿
論
、
律
令
劔
の
重
墜
．
が
規
定
的
な
も

の
と
し
て
作
…
用
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
浮

浪
け
常
に
律
令
制
下
の
敗
残
者
と
し
て
の
み
、
即
ち
流
浪
の
民
と
し

て
の
み
現
わ
れ
る
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
は
多
分
に

や
　
　
セ
　
　
の

移
住
者
と
し
て
臼
ら
進
ん
で
原
籍
の
地
を
離
れ
る
者
が
あ
っ
」
．
κ
ろ
う

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
律
令
制
に
塵
倒
さ
れ
た

者
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
律
令
制
を
克
服
す
る
者
と
し
て
の
浮
、

　
　
　
　
⑦

浪
で
あ
る
。
浮
浪
と
い
う
語
か
ら
受
け
る
現
代
的
な
感
じ
を
拭
い
去

っ
て
、
別
に
い
は
“
一
一
性
を
失
つ
で
い
な
い
浮
浪
の
あ
っ
た
二
と

に
溌
回
し
て
、
そ
の
意
義
・
性
格
を
見
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
。　

か
く
の
如
く
浮
浪
に
わ
け
る
移
住
の
意
義
を
重
卜
す
る
な
ら
ば
、

営
然
浮
浪
の
完
蔚
の
し
か
た
に
つ
い
て
も
從
來
と
駐
や
．
N
異
な
っ
た

見
禦
生
れ
て
來
る
・
す
で
に
論
じ
至
れ
て
い
る
よ
う
振
舞

の
大
部
分
は
地
方
の
有
力
者
・
富
農
や
荘
「
園
の
下
に
身
を
寄
せ
た
の

で
あ
ろ
う
が
、
有
力
者
や
在
地
の
蕪
園
管
理
者
と
の
關
係
に
見
直
す

べ
き
黙
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
弥
、
あ
る
、
以
下
節
そ
改
め
て
こ

　
　
　
　
　
　
奈
良
時
代
に
廊
け
る
浮
浪
に
つ
い
て
ハ
獣
木
）

れ
ら
の
問
題
に
勤
す
る
私
見
を
奈
良
時
代
を
中
心
と
し
て
艶
気
し
ょ

う
と
思
う
。

註
㏄
出
題
浪
の
課
役
が
公
民
L
」
大
款
几
の
な
い
も
の
鴫
、
あ
っ
“
だ
こ
し
」
は
、
赤
松
俊

　
秀
氏
稿
「
律
金
時
代
の
農
民
暦
の
負
換
…
に
就
い
て
」
　
（
史
潮
七
の
脳
）

　
滲
照
。
川
上
多
助
氏
は
む
し
ろ
無
人
の
・
方
が
重
か
っ
た
と
さ
れ
る
り
同

　
氏
一
二
「
胃
白
襲
古
代
灘
會
史
の
酬
僻
究
」
配
桝
収
「
薫
朝
時
代
の
浪
人
に
疏
肌
い

　
　
　
ご
参
照
。

②
類
衆
三
代
格
、
巻
八
、
調
庸
條
。

⑧
政
治
要
略
、
通
流
七
、
交
替
礫
事
條
に
「
私
案
大
躾
枝
丈
、
目
錐
蕨

　
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
ね
　
　
も

　
郷
戸
帳
　
浮
浪
人
駿
　
Φ
男
躾
　
陰
二
二
　
難
色
人
帳
　
高
年
躾
　
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
む
　
　
し

　
丁
帳
疲
疾
帳
　
雌
坐
帳
　
逃
亡
帳
　
紳
戸
帳
　
多
男
父
帳
　
中
男
残

　
』
疾
帳
　
死
亡
帳
（
下
略
）
」
と
あ
っ
て
、
・
隅
伊
浪
薩
鴇
の
外
に
逃
亡
藤
措
と
い

　
　
う
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
“
し
か
し
浮
浪
帳
が
中
男
版
の
前
に

　
置
か
れ
、
逃
亡
帳
が
慶
疾
帳
よ
り
後
に
あ
ろ
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
浮

　
浪
は
課
役
を
徴
さ
わ
、
逃
亡
は
徴
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
層

④
類
聚
三
代
格
、
巷
十
二
、
謄
首
括
携
浪
人
寧
條

⑤
東
寺
百
合
丈
書
、
せ
。
管
内
理
三
氏
編
、
「
準
墨
堤
文
目
巻
一
、
三
二

　
　
八
頁

　
⑥
主
な
も
の
と
、
と
、
改
、
．
慧
雨
気
行
博
士
著
「
國
史
上
の
瀧
會
問
題
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
…

（　IC’t3　）



　
　
　
　
奈
良
時
我
κ
灘
け
る
淳
浪
に
つ
い
て
（
｛
直
よ
・
〉

　
瀧
川
政
次
郷
適
確
著
門
律
金
時
代
の
農
民
生
活
し
後
編
第
一
章
、
北
山

　
茂
車
穴
氏
著
「
奈
ゐ
艮
…
朋
の
政
治
と
民
衆
」
脈
川
牧
‘
「
な
殖
良
時
代
の
農
民
問

　
題
」
、
川
上
多
助
託
宣
掲
書
な
ど
。

⑦
赤
松
俊
秀
氏
は
、
　
「
翠
に
重
役
を
免
れ
ん
が
た
め
に
名
義
的
の
浮
浪

　
が
し
ナ
で
に
寳
鶴
延
唇
．
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
％
皿
指
嫡
し
｝
、
お
ら

　
れ
る
（
同
氏
前
掲
稿
）
u
　
　
　
　
冨

⑧
淫
浪
の
定
着
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
、
註
⑥
域
外
に
は
小
野
武
夫
博
士

　
著
「
日
本
庄
園
測
兜
論
」
第
一
編
…
箏
二
乱
早
む
ど
が
あ
る
Q

剛

　
浮
浪
の
中
に
移
住
者
が
含
ま
れ
て
い
る
事
を
前
述
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
う
考
え
得
る
理
由
を
律
令
の
製
糖
と
そ
の
後
の
野
州
に
見
え

る
謄
史
事
象
と
計
帳
の
記
載
と
の
三
方
面
か
ら
論
塾
し
て
み
よ
う
。

　
律
令
の
制
に
お
い
て
は
、
移
住
は
原
則
と
し
て
禁
ぜ
ら
れ
、
た
穿

口
分
田
一
の
足
h
リ
藍
鳳
い
地
（
狭
継
響
）
か
・
り
籐
船
檜
の
あ
る
地
（
寛
郷
）
へ
潔
い

る
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
て
い
た
（
戸
令
居
心
界
〉
。
し
か
し
こ
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が

で
も
「
戸
狭
郷
に
、
居
て
、
寛
に
遷
り
就
か
ん
と
樂
．
へ
る
有
ら
ば
、
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
競
二

の
境
を
出
で
す
ば
、
本
郡
に
申
牒
し
、
當
意
業
擁
せ
よ
。
落
し
國
の

境
を
繊
す
れ
ば
、
、
官
に
申
し
て
報
を
待
て
。
「
（
下
略
）
し
（
居
霊
峰
）
と
あ

る
通
り
面
倒
な
手
績
ぎ
が
必
要
と
さ
れ
て
居
る
だ
け
で
な
く
、
義
解

の
解
羅
に
「
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
既
に
戸
と
い
ふ
、
即
ち
明
か
に
戸
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
遷
る
を
聴
す
べ
か
ら
ざ
る
な
9
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
奈
戸

を
墨
げ
て
移
住
す
’
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
一
戸
口
の
移
佐
「

は
許
さ
れ
な
か
つ
’
．
κ
の
で
あ
る
。
引
戸
を
畢
げ
て
移
住
す
る
よ
う
な

こ
と
は
、
水
田
農
業
が
あ
る
程
度
の
四
達
を
遂
げ
て
い
る
奈
良
時
代

で
は
殆
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
折
角
の
居
狭
條
の
規
定
も
、
現

實
に
存
す
る
移
住
の
要
求
に
勤
し
て
は
殆
ど
、
解
決
を
も
た
ら
さ
な

か
っ
た
。
移
住
を
希
望
す
る
戸
口
だ
け
で
新
た
に
一
戸
を
立
て
、
然

る
後
に
こ
の
條
の
規
鑓
に
よ
っ
て
移
住
を
願
い
出
　
る
法
が
｛
考
え
ら
れ
．

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
組
父
母
父
母
が
存
命
の
聞
に
別
籍
寸
断
し
た

子
孫
は
徒
二
年
を
科
す
、
と
い
う
早
婚
律
子
孫
別
籍
異
財
…
條
の
規
定

に
抵
燭
す
る
揚
．
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
し
㍉
叉
假
り
に
一
戸
を
分
立
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
移
る
ご
と
の
で
き
る
寛
郷
が
ど
れ
だ

け
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
要
す
る
に
居
玉
髄
は
芋
粥
不
能
な
紙
上

の
規
定
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
、
で
あ
る
。

（］　9－1　）



　
し
か
し
そ
の
爲
に
移
住
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
は
属
吏
ら
れ
な

い
。
む
し
ろ
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
人
厨
塘
加
に
俘
う
移
住
の
必
要

は
特
に
強
か
っ
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
生
活
す
る

た
め
に
創
等
か
の
形
で
移
住
が
…
賞
行
さ
れ
た
筈
で
あ
る
。
合
法
的
な

移
住
が
困
難
で
あ
る
な
ら
ば
、
非
合
法
の
手
段
に
よ
っ
て
で
も
決
行

せ
ざ
る
を
俗
な
い
。
し
か
し
必
ず
し
も
非
合
法
の
手
段
に
よ
ら
す
．
と

も
移
住
の
行
わ
れ
得
た
こ
と
は
例
え
ば
天
雫
六
年
八
月
二
十
日
の
出

雲
國
計
略
帳
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
廿
育
（
厭
赦
）
念
願
囲
幡
嚢
順
順
紙
並
割
附
魏
歌

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
三
三
鰍
膜
）
移
因
矯
嚢
髪
武
豊
矯
踊
叢

　
　
②

と
あ
る
如
く
本
籍
の
移
動
の
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
推
測
で
き

る
。
こ
の
計
＾
曾
帳
の
揚
合
の
戸
籍
の
．
除
附
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
行

わ
れ
た
か
は
判
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
戸
籍
の
移
動
（
從
っ
て
移

住
の
公
認
）
を
獲
得
す
る
一
つ
の
乎
段
と
し
て
∩
浮
浪
及
び
逃
亡
に

よ
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
浮
浪
逃
亡
に
つ
い
て
は
、
髄
飾
に
學
げ
た
捕
蒸
篭
」
非
亡
浮
浪
他
所

　
　
　
　
　
　
奈
良
時
代
に
お
8
る
浮
浪
に
つ
い
て
（
直
木
）
、

條
の
外
に
も
、
浮
逃
一
入
を
容
止
し
た
里
長
は
欝
慌
十
に
点
す
と
い

う
條
丈
（
捕
亡
律
、
部
内
容
止
他
界
逃
亡
浄
浪
者
條
）
　
や
、
　
「
戸
を
…
註
す

れ
ば
、
家
長
は
徒
三
年
」
　
「
脱
臼
及
び
年
朕
を
檜
減
し
、
以
て
課
役

を
覆
る
れ
ば
、
一
口
は
徒
一
年
、
一
、
頁
に
一
簿
を
加
ふ
。
罪
は
徒
三

年
に
止
む
」
と
す
る
戸
婚
律
、
脱
戸
條
の
焼
定
が
あ
り
、
逃
げ
た
者

も
逃
が
し
た
者
も
か
く
ま
っ
た
者
も
皆
麗
箭
さ
れ
る
定
め
で
あ
る
。

来
た
戸
が
逃
走
し
た
場
合
に
は
五
保
を
し
て
追
課
せ
し
め
・
（
戸
石
弓

逃
走
條
）
、
戸
内
の
口
が
逃
げ
た
揚
合
は
同
挿
を
し
て
追
擬
せ
し
め
る

　
（
戸
令
戸
逃
走
條
古
記
説
）
、
と
い
う
よ
う
叛
注
意
も
了
わ
れ
、
李
安
初

期
の
明
法
家
ぼ
五
保
の
制
の
同
的
の
一
つ
は
浮
謄
を
防
ぐ
に
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
，

．
し
て
い
る
（
戸
令
流
家
條
穴
説
）
位
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
律
令
の
制
は
浮
浪
逃
亡
を
三
四
し
、
防
止
に
萬
杢
の

策
を
講
じ
て
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
す
院

号
、
黒
穂
條
で
は

　
凡
浮
逃
絶
レ
貫
、
及
家
人
吾
平
、
被
レ
放
爲
レ
良
、
若
訴
レ
良
計
レ
冤

　
者
、
並
於
二
所
在
一
嵩
レ
貫
、
若
欲
レ
還
二
本
鵬
一
者
穂
。

と
箆
め
て
、
一
碍
…
浮
浪
逃
亡
し
た
者
に
嚇
し
て
け
画
い
て
こ
れ
に
本

籍
端
に
纏
る
こ
と
を
張
要
せ
す
、
落
着
い
た
先
き
で
再
び
戸
籍
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
蓋
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奈
良
時
代
に
廊
け
ろ
浮
．
涙
に
つ
い
℃
（
直
木
）

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
、
一
見
禦
ぎ
の
浮
逃
の
禁
止
と
矛
盾
し
た
規

定
の
よ
う
で
あ
る
が
、
律
令
の
制
の
鶴
指
す
所
は
課
役
の
確
保
に
あ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
當
然
の
こ
と
と
君
え
よ
う
。
即
ち
も
と
の
木
琴

地
に
居
る
居
な
い
は
實
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
課
役
さ

え
納
入
す
れ
ば
差
等
も
逃
亡
も
そ
の
ま
国
語
認
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
○
こ
の
場
合
、
ロ
分
田
に
…
蘇
裕
の
あ
る
間
は
絶
貫
條
の
規
定
通

り
戸
籍
に
恐
し
て
田
を
給
し
、
飴
裕
が
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
前
駆

天
挙
八
年
二
月
の
勅
や
延
暦
十
六
年
八
月
の
太
政
官
符
に
見
え
る
如

く
、
浮
浪
帳
に
登
録
す
る
に
止
め
て
口
分
田
を
給
さ
す
、
相
攣
ら
す

浮
浪
の
名
を
以
て
呼
ん
だ
も
の
と
思
う
。
こ
の
手
驚
き
を
踏
み
さ

え
ず
れ
ば
浮
浪
逃
亡
は
公
認
さ
れ
、
移
住
は
合
法
化
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
奈
良
時
代
に
お
け
る
移
住
の
問
題
は
こ
う
し
た
浮
浪
逃
亡
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
果
か
ら
需
え
ば
、
戸

令
絶
貫
條
は
人
口
問
題
を
緩
和
す
る
一
つ
の
抜
け
道
で
あ
っ
た
。

　
私
け
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
、
奈
良
時
代
の
浮
浪
は
輩
な
る
逃
散

流
浪
の
民
ば
か
9
で
け
な
く
、
計
霊
的
主
髄
的
な
移
住
者
が
和
當
数

含
ま
れ
て
い
た
と
見
た
い
の
で
あ
る
。
欝
紀
績
紀
以
下
の
一
L
聚
料
に
よ

っ
て
、
’
こ
の
推
測
の
言
触
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
鶏

　
和
銅
以
前
で
は
浮
浪
に
…
解
す
る
記
録
は
、
欝
本
書
紀
勢
智
九
年
二

月
の
條
に
〕
戸
籍
を
遷
り
、
盗
賊
と
浮
浪
と
を
辮
つ
」
と
あ
る
の
を
初

見
と
し
、
同
業
天
斌
六
年
九
月
の
條
、
持
統
避
年
八
月
の
條
等
に
見

え
て
い
る
が
、
浮
浪
の
附
貫
移
住
を
許
し
た
と
寸
心
わ
れ
る
記
事
は
な

い
。
け
れ
ど
も
奈
良
時
代
に
入
る
と
、
露
亀
元
年
五
員
一
日
に
諸
等

の
朝
集
使
に
下
し
た
勅
に
「
天
下
の
百
姓
、
多
く
本
貫
に
背
音
他
郷

に
流
宕
し
、
課
役
を
規
避
す
。
そ
の
浮
浪
蓮
留
し
て
三
月
以
上
を
纏
た

　
　
　
　
　
も
　
　
む

る
者
は
、
即
ち
土
断
し
て
調
庸
を
輸
し
む
る
こ
と
當
國
の
法
に
随
へ
」

（
毬
藻
）
と
あ
っ
て
、
浮
浪
を
土
点
せ
し
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
土
断

の
意
義
は
右
の
丈
爾
か
ら
は
明
確
で
な
い
が
、
恐
ら
く
新
た
に
戸
籍

を
作
っ
て
附
銘
し
た
の
で
け
な
く
、
後
の
浮
浪
帳
に
類
す
る
制
度
が

設
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
、
但
し
京
戸
の
入
が
畿
外
に
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

早
し
た
言
合
に
は
、
そ
の
地
に
附
貫
せ
ら
れ
た
こ
と
が
璽
亀
元
年
八

月
二
十
五
日
の
條
に
見
え
て
い
る
。
次
に
養
鯉
七
二
　
年
の
絡
式
に
わ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
し

て
、
　
「
他
…
郷
に
流
離
せ
る
者
の
う
ち
留
ま
る
二
と
を
願
ふ
者
は
當
嘘

し
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
つ
　
　
　
も
　
　
　
な
　
　
　
し
　
　
　
じ
　
　
　
コ
　
　
　
う
　
　
　
カ

に
編
附
し
、
還
ら
ん
こ
と
を
願
ふ
避
け
綱
を
差
し
て
選
逡
せ
よ
。
」

と
定
め
ら
れ
だ
こ
と
が
、
胃
底
の
護
憲
十
一
年
十
月
二
十
六
日
條
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

勅
に
見
え
、
岡
様
の
趣
旨
け
養
老
五
年
四
月
二
十
七
R
の
格
に
受
け

ψ
り獣



つ
が
れ
、
天
冠
八
年
二
月
二
十
混
日
に
至
っ
て
、
當
麗
に
編
附
す
る

こ
乏
を
停
め
て
名
籍
を
録
し
、
當
慮
に
瞥
遷
せ
よ
と
命
ぜ
ら
れ
て
い

る
へ
類
聚
三
代
格
巻
＋
一
U
。
先
ぎ
に
學
げ
た
天
卒
六
年
の
出
雲
國
計
會

帳
の
例
は
、
養
老
三
年
叉
は
五
年
の
格
に
よ
っ
て
、
留
を
願
う
た
浮

浪
者
を
新
た
に
編
附
す
る
際
の
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
．
り

　
こ
れ
ら
の
記
録
は
、
「
戸
令
絶
貫
條
の
規
建
が
實
施
さ
れ
、
浮
浪
の

矩
住
が
公
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
浮
浪

の
巾
に
果
し
て
計
諏
的
な
移
住
者
が
い
た
か
ど
う
か
を
語
り
ぱ
し
な

い
。
こ
の
灘
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
夏
に
他
の
史
料

部
ち
計
帳
に
獅
を
轄
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
“
。

註
齢
W
こ
の
㎞
田
文
は
次
の
り
遡
り
で
議
の
呼
O
σ
「
調
醐
既
一
調
戸
、
加
騨
明
戸
口
訊
竹
、
不
珂
驚

　
　
溢
也
。
し
讃
み
方
に
多
少
疑
義
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
、
同
じ
條
の

　
　
集
解
に
見
え
る
穴
説
（
問
、
戸
内
一
人
有
蓬
二
者
、
不
聴
哉
、
饗
、
不
一
也
）

　
　
や
朱
説
及
び
義
解
の
賦
役
令
人
乖
狭
郷
條
を
滲
照
ナ
れ
ば
、
意
昧
は
泓

　
　
が
本
丈
に
お
い
て
考
え
た
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
澱
ハ
か
で
あ
る
。

　
⑨
）
寧
樂
遣
女
、
上
、
三
二
剛
頁

②
浮
浪
人
が
捕
え
ら
れ
塗
還
さ
れ
た
こ
と
は
、
蔚
湧
天
満
六
年
の
翫
雲
國

　
　
計
會
帳
に
旧
例
が
見
え
て
い
る
Q

　
　
　
　
　
　
奈
良
時
代
κ
お
け
る
浮
浪
に
つ
い
て
（
齪
木
）

｛
孤
山
夙
或
い
は
畿
・
囚
」
よ
り
畿
外
の
地
の
孟
万
が
門
口
役
が
重
い
の
で
、
山
二
一
戒
㌫
門
よ

　
リ
三
重
軌
、
班
る
こ
と
は
こ
⑱
後
も
屡
々
容
認
さ
れ
て
い
る
e

．
⑥
と
の
格
は
類
聚
三
代
格
二
十
二
の
求
卒
八
年
　
…
月
二
十
五
”
の
勅
及
び

　
岡
書
巻
十
七
の
弘
仁
二
年
二
月
十
｝
“
の
太
政
官
符
に
錐
せ
ら
れ
て
い

　
る
G

一

　
計
帳
は
戸
籍
と
異
な
っ
て
、
戸
口
の
移
動
を
註
し
、
本
籍
の
地
に

居
住
せ
す
他
隅
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
現
住
の
地
を
註
記
し
、
中
に

は
「
逃
」
と
記
入
す
る
場
．
合
も
あ
る
．
の
で
、
浮
浪
蓬
亡
に
つ
い
て
考

察
す
る
に
は
甚
だ
よ
い
参
考
と
な
る
の
で
あ
る
。
天
応
五
年
と
考
え

ら
れ
て
い
る
山
背
國
愛
宕
郡
の
計
臨
眺
（
以
下
愛
（
石
郡
計
帳
と
略
櫓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

よ
9
一
例
を
暴
げ
る
と
左
の
如
く
で
あ
る
。

　
戸
主
錦
部
些
些
麻
呂
戸

　
　
　
　
（
寧
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ノ
ヨ

　
　
　
今
年
計
帳
定
見
良
ロ
大
小
捌
入
　
粥
即

　
　
　
　
　
不
課
口
伍
入
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
無
〃

（　ltJ7　）



　
　
　
　
　
　
奈
良
時
代
に
お
け
る
浄
浪
に
つ
い
て
（
直
木
）

　
　
　
　
　
　
馬
騎
人
離
老

　
　
　
　
　
　
女
難
人

　
　
　
　
課
口
参
人

　
　
　
　
　
　
見
楡
滲
入
正
r

　
　
　
　
輪
調

　
戸
主
禰
麻
畠
還
魂
拾
主
歳
　
害
老
　
越
前
國

　
　
　
妻
秦
小
宅
豊
費
、
年
陸
国
璽
歳
、
勢
望
　
脚
夫

　
　
　
男
錦
部
直
廣
麻
呂
、
年
隷
拾
緩
、
圧
丁
　
左
頬
黒
子

　
　
　
男
錦
部
直
多
馬
繋
、
年
参
拾
玖
歳
、
正
丁

　
　
　
女
錦
部
直
刀
自
賛
、
年
巡
遊
武
歳
、
r
女

　
　
　
　
女
錦
部
直
古
刀
自
費
、
年
参
拾
壷
歳
、
丁
女
　
上
件
三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
銅
五
年
逃
越
前
國

　
　
　
孫
女
錦
都
長
長
美
女
、
年
号
歳
、
、
小
女
廣
万
呂
女

　
　
　
　
物
部
千
代
、
年
難
．
拾
萱
歳
、
正
丁
　
越
前
國

野
砲
以
下
八
入
の
戸
口
の
う
ち
、
長
男
と
の
そ
の
娘
の
二
人
を
除
い

た
山
ハ
入
キ
m
で
h
が
越
漁
剛
國
に
居
り
、
　
そ
の
中
一
二
入
だ
け
h
が
挑
～
し
」
註
さ
、
れ

て
い
る
。
こ
み
逃
が
逃
亡
の
意
か
、
浮
浪
逃
亡
を
併
せ
た
浮
華
を
略
し

｝．

N
も
の
か
に
つ
い
て
、
ま
す
考
え
て
お
く
。
同
じ
く
他
國
に
あ
り
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
．

が
ら
あ
る
者
は
逃
と
記
さ
れ
あ
る
活
け
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
こ
の

計
帳
だ
け
で
な
く
、
脚
亀
三
年
の
山
背
國
愛
宕
那
「
雲
上
里
雲
下
里
の

計
帳
に
も
兄
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
こ
れ
け
軍
な
る
誤
脱
や
省
略
か
ら

來
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
計
帳
に
見
る
よ
う
に
、
逃

と
記
さ
れ
る
場
合
は
、
逃
げ
た
先
の
國
郡
名
は
註
さ
れ
な
い
こ
と
も

あ
る
が
、
逃
げ
た
年
月
は
記
入
さ
れ
、
逃
と
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合

は
現
住
の
國
郡
名
が
記
入
さ
れ
る
だ
け
で
、
年
月
は
註
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
書
記
法
が
、
他
の
計
帳
に
も
原
則
的
に
は
行
わ
れ
て
お
り
、

…
逃
と
軍
に
他
國
に
在
る
者
と
の
差
が
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
く
他
國
に
あ
り
な
が
ら
こ
の
よ
う
に

書
き
わ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
逃
と
そ
う
で
な
い
者
と
が
稚
視
徴
牧

の
王
で
差
脚
が
存
し
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
「
は
あ
る
ま
い

か
。
こ
玉
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
浮
浪
と
逃
亡
の
差
が
課
役
に
關
す

る
差
違
に
存
す
る
と
い
う
事
實
で
あ
る
（
第
一
節
参
照
）
。
こ
の
爾
者
を

考
え
併
せ
る
と
、
逃
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
逃
亡
、
認
さ
れ
て
い
な

い
の
は
浮
浪
で
あ
る
と
い
う
解
㎜
糠
に
到
菅
す
る
。

　
こ
の
考
え
方
に
立
っ
て
、
浮
浪
及
び
逃
亡
と
見
細
し
得
る
者
を
計

帳
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
と
、
先
ず
第
一
に
氣
附
く
の
は
、
浮
浪
逃
亡

（　IV8　）



．
が
軍
濁
で
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
家
族
数
人
が
ま
と
ま
っ
て
浮

、
逃
し
て
い
る
場
合
が
可
な
り
多
い
こ
と
で
あ
る
。
先
き
に
掲
げ
．
た
指

樽
斑
禰
麻
呂
の
戸
は
著
し
い
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
隅
じ
愛
宕
郡
計

帳
で
い
う
と
ρ
川
造
石
弓
の
戸
で
は
戸
欝
三
入
が
越
前
に
逃
げ
、
郷

人
漫
画
翼
君
の
戸
で
は
、
ま
す
和
銅
三
年
に
戸
口
二
入
が
単
層
に
逃

ザ
、
そ
の
後
を
追
う
如
く
和
銅
五
年
に
三
入
の
戸
口
が
岡
じ
く
越
前

に
逃
げ
て
い
る
。
二
人
つ
つ
浮
逃
し
て
い
る
例
は
外
に
三
例
み
ら
れ

る
。
φ
獣
卜
一
弔
歎
下
受
計
帳
で
は
、
出
唖
訳
臣
繍
呉
足
の
戸
隣
九
人
が
築
紫
へ

浮
浪
し
て
い
る
の
を
始
め
と
し
て
、
迷
想
野
宮
四
号
の
グ
ル
L
プ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

浮
逃
し
て
い
る
例
は
、
奴
卿
を
除
い
て
七
例
以
上
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
天
．
峯
五
年
の
右
京
計
帳
に
見
え
る
秦
小
宅
牧
床
の
戸
で
は
、
戸
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
弟
妹
鋭
人
が
養
老
七
年
八
月
に
、
妹
三
入
も
ま
評
弊
κ
同
年
に
逃
亡
し

て
い
る
。
行
く
先
き
け
判
ら
な
い
が
、
多
分
手
入
亡
も
岡
じ
所
へ
、

少
く
と
も
三
人
つ
つ
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
逃
亡
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
．
、
こ
の
よ
う
な
家
族
を
俘
っ
て
の
逃
山
沿
は
、
何
等
の
隣
算
も
な

し
に
…
貫
行
で
ぎ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
無
計
．

画
な
逃
散
で
は
な
く
て
、
計
画
的
な
移
住
を
企
て
た
も
の
が
多
．
か
つ

》．

繧
ﾆ
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
奈
良
時
代
に
庸
け
る
浮
浪
に
つ
い
℃
（
直
木
）

　
次
に
、
特
に
愛
岩
郡
計
帳
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
が
、
浮
浪
逃

亡
の
行
く
先
き
の
ほ
穿
一
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
愛
宕
郡
計
帳

の
現
存
都
分
に
は
断
簡
を
併
せ
て
二
十
七
の
郷
戸
が
見
ら
れ
、
浮
浪

逃
亡
は
杢
部
で
一
八
グ
ル
ー
プ
三
一
入
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
行
く

先
き
の
わ
か
っ
て
い
る
者
け
こ
の
中
で
．
一
当
U
グ
ル
ー
プ
一
個
六
入
で
あ

る
が
、
越
前
國
へ
行
っ
て
い
る
者
は
八
グ
ル
ー
プ
一
七
入
に
及
び
、

人
数
に
し
て
そ
の
六
型
五
分
を
占
～
め
て
い
る
。
同
一
の
有
内
で
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
偶
然
に
起
つ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
…
冒
い
樽
え
聞

き
傳
え
、
或
い
は
先
き
に
浮
逃
し
た
者
を
頼
り
と
し
〆
ぷ
、
越
五
聖
へ

志
す
者
が
次
々
と
出
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
越
前
へ

行
っ
た
八
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
五
グ
ル
ー
プ
ま
で
が
家
族
を
俘
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
浮
浪
逃
亡
は
や
は
り
一
定
の
計
揃
の
下
に
な
さ
れ

た
移
住
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
雲
王
雲
下
里
計
帳
で
は

ご
の
よ
う
な
一
定
地
域
へ
の
集
中
は
見
ら
れ
な
い
が
、
筑
紫
へ
の
一

三
入
を
除
く
と
、
播
磨
七
入
、
遠
江
四
人
、
近
江
越
下
思
三
入
、
越

後
因
幡
丹
波
各
口
入
、
尾
張
實
藏
書
聖
讃
岐
紀
伊
大
和
各
一
入
と
い

う
歌
況
（
奴
婚
は
含
ま
ず
▽
で
、
宙
城
に
近
い
近
護
早
耳
の
総
々
を
主

　
　
　
　
　
④

と
し
て
い
る
黙
、
あ
る
程
度
の
計
爾
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七

（　199　）



霧
小
良
時
代
に
脚
け
る
潭
〃
浪
に
つ
い
て
（
療
P
木
・
）

る
。

　
第
三
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
浮
浪
逃
亡
の
出
た
戸
が
必

ず
し
も
生
活
困
窮
者
の
戸
ば
か
・
サ
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

浮
浪
と
目
せ
ら
れ
る
学
外
者
九
人
と
逃
亡
四
人
（
外
に
奴
碑
の
逸
出
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

人
）
を
出
し
て
い
る
雲
上
里
の
掛
雲
隠
眞
足
の
戸
は
、
戸
主
が
從
八

位
下
勲
十
二
等
の
位
階
を
持
っ
て
い
る
外
に
、
戸
主
の
弟
の
一
入
は

從
八
位
下
動
…
十
二
馨
、
　
一
入
は
少
初
位
王
授
刀
墨
入
、
　
一
入
は
少
初

位
上
冶
兵
衛
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
て
、
か
な
り
有
力
な
豪
家
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
⑥

こ
と
が
わ
か
る
。
　
正
六
位
下
の
位
を
有
す
る
面
訴
臣
大
島
の
戸
遜
、

も
、
一
つ
の
房
戸
か
ら
は
三
入
の
浮
浪
、
　
も
う
一
つ
の
房
戸
．
（
房
戸

虫
は
勲
＋
等
の
位
を
持
つ
）
か
ら
は
二
入
の
逃
亡
を
嵩
．
し
て
い
る
（
外
に

奴
碑
の
逃
亡
一
｝
）
。
’
雲
下
里
で
も
戸
主
が
少
初
位
上
、
そ
の
二
男
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

太
政
大
臣
家
隷
分
資
入
で
あ
る
働
雲
客
廣
足
の
戸
か
ら
、
七
入
の
逃

亡
と
三
入
の
浮
浪
が
出
て
い
る
．
愛
埼
郡
計
帳
の
申
に
も
、
戸
主
秦
、

　
⑱

小
亭
が
大
初
位
下
の
位
を
有
す
る
戸
か
ら
逃
亡
一
人
を
出
し
て
い

る
．
、
以
王
は
主
な
も
の
を
墾
げ
た
の
で
あ
っ
て
．
な
お
こ
の
外
に

も
、
戸
主
叉
は
家
族
中
に
官
位
を
有
す
る
者
の
あ
る
戸
や
奴
癬
を
有

．
す
る
戸
な
ど
の
有
力
な
譲
か
ら
、
浮
浪
逃
亡
を
上
し
て
い
る
揚
合
が

二
八

激
例
見
ら
れ
る
。

　
右
の
事
實
は
奈
良
時
代
の
浮
浪
逃
亡
は
常
に
融
倉
の
最
下
騰
か
ら

の
み
褒
生
す
る
の
で
は
な
く
、
地
方
に
お
い
て
は
中
流
以
上
の
贋
か

ら
も
殺
生
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
我
々

に
多
く
の
開
題
を
考
え
さ
せ
る
が
霊
薬
面
の
問
題
に
限
っ
て
い
え

ば
、
奈
良
時
代
の
浮
浪
逃
亡
は
、
現
在
の
我
々
が
漂
浪
の
語
か
・
り
直

ち
に
想
像
す
る
よ
う
な
、
夜
逃
げ
逃
散
の
類
の
如
臓
く
生
活
の
窮
迫
乃

張
破
壌
か
ら
直
接
噛
、
て
く
る
も
の
の
外
に
、
生
活
の
窮
迫
が
鳳
因
を

な
す
こ
と
は
異
り
は
な
い
と
し
て
も
、
も
う
少
し
鹸
裕
の
あ
る
形
態

を
取
る
藩
命
が
あ
る
程
度
は
あ
っ
た
豊
と
を
思
わ
せ
る
、
）
浮
浪
逃
亡

－
・
；
・
本
籍
の
紬
叩
を
離
れ
て
一
輪
國
へ
行
く
こ
と
…
一
の
除
獣
W
の
あ
る
形

態
と
い
う
の
は
、
計
画
性
の
あ
る
移
民
に
外
な
ら
な
い
。
楽
焼
蒔
代

の
黒
蓋
に
見
え
る
瑞
仔
浪
逃
亡
の
中
に
は
計
画
的
な
移
住
4
れ
が
為
闘
束
れ

て
い
る
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
各
方
面
か
ら
論
じ
て
來
た
よ
う
に
、
奈
良
出
代
に
わ
い
て
は

移
住
は
浮
浪
逃
亡
の
形
を
借
り
て
貴
際
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
早

る
へ
、
文
献
の
上
に
直
接
移
住
を
語
る
史
料
が
少
な
い
の
は
、
律
令
鋼

が
黒
道
を
移
住
と
し
て
は
公
認
せ
す
、
律
令
官
入
の
語
彙
に
は
移
住

（．　：）o｛，））

”



の
語
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

謎
①
繍
†
樂
澱
交
、
上
、
　
一
七
二
頁
。

　
②
本
・
文
で
暴
げ
た
外
に
、
禺
磯
謝
臣
大
一
口
の
一
戸
（
一
丁
樂
遺
轍
入
、
上
、

　
　
i
㎝
四
九
．
頁
）
に
囲
い
て

　
　
　
女
院
雲
臣
松
葉
實
、
自
賛
拾
滲
歳
、
丁
女
　
随
夫
筑
紫
國

　
　
　
女
出
雲
試
図
守
嚢
、
年
忌
拾
戴
歳
、
玉
露
　
随
央
筑
紫
國

　
　
　
女
三
雲
臣
家
守
實
、
年
斌
拾
歳
、
少
女
随
夫
筑
紫
國

一
囚
八

　
L
」
あ
る
の
9
b
、
論
穴
が
大
宰
府
の
官
人
か
何
μ
か
で
筑
紫
一
』
贋
る
の
に
畝
晦
つ

　
て
い
る
の
か
も
舶
れ
な
い
が
、
央
と
共
に
筑
紫
へ
浄
浪
し
℃
醗
た
と
も

　
考
え
ら
れ
る
。

三
三
樂
遺
文
、
上
、
＝
二
八
頁
9
r

④
・
林
崖
辰
三
郊
氏
稿
「
院
紺
司
政
…
棋
の
愚
考
史
附
評
儂
」
　
（
歴
史
學
研
究
、
　
一

　
四
九
號
）
囲
胤
頁
儀
ア
昭
…
。
但
し
φ
凋
上
φ
親
下
艇
か
ら
越
犠
倒
へ
瓢
び
逃
し
て
い
る

　
者
は
い
な
い
。

鋤
③
⑦
⑧
そ
れ
ぞ
れ
寧
樂
噛
艶
・
上
・
一
凶
胤
レ
一
四
七
・
一
四
八
1
｝

　
四
九
、
一
五
六
一
｝
五
八
、
∵
へ
三
1
｝
八
四
頁
。

四
．

次
ぷ
良
時
代
に
冶
け
る
浬
｝
浪
に
つ
い
て
（
直
木
）

　
前
…
一
節
に
お
い
て
奈
良
時
代
の
丈
献
に
見
え
る
浮
浪
逃
亡
の
巾
に

は
、
移
住
者
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
相
帯
田
…
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
、
即
ち
始
め
か
ら
移
佐
．
を
目
酌

と
し
て
浮
浪
逃
亡
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
偶
獲
的
受
動
的
な
浮
浪
逃

亡
者
も
、
結
局
は
何
れ
か
の
地
に
落
着
い
て
定
住
生
活
に
入
っ
た
に

違
い
な
い
。
水
田
農
業
の
就
會
に
お
い
て
は
、
流
浪
の
民
と
い
う
も

の
は
例
外
的
に
し
か
存
在
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
從
っ
て
浮
浪
逃

亡
は
、
当
芋
的
に
は
・
め
臼
獲
的
計
画
的
に
い
わ
ば
自
ら
進
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
く

な
っ
た
も
の
と
、
の
受
動
的
偶
獲
的
に
い
わ
ば
止
む
を
得
す
な
つ

　
　
　
　
　
　
く

議．

ﾉ
も
の
と
の
黒
種
が
あ
る
が
、
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
二
つ
は
何

れ
も
移
住
の
…
　
つ
の
形
態
に
過
ぎ
す
、
結
局
そ
の
黙
で
は
同
じ
性
格

を
持
つ
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
Q
浮
浪
に
窮
す
る
從
來
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

の
多
く
は
、
浮
浪
の
襲
生
の
面
、
そ
れ
も
上
逃
の
B
型
の
弥
生
に
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

和
さ
れ
て
い
た
感
が
あ
る
が
、
浮
浪
に
移
住
者
と
い
う
性
格
が
あ

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
却
洛
着
い
た
先
き
鴫
、
の
生
活
の
、
形
態

の
考
察
も
ま
た
、
浮
浪
逃
亡
の
本
質
を
解
明
す
る
上
に
、
嚢
生
の
事

情
の
研
究
に
劣
ら
ぬ
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
勿
論
こ
の
面
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
先
墨
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が

二
九
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奈
良
時
代
に
お
け
る
滲
浪
に
つ
い
℃
（
直
木
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
私
の
以
下
に
述
べ
る
所
も
、
そ
れ

ら
の
業
績
を
多
く
廻
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
持
っ
て
お
か
ね
ば
な

ら
ぬ
。

　
普
通
に
、
浮
浪
は
蕪
園
に
流
入
し
て
皇
民
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と

が
よ
く
…
構
わ
れ
る
．
り
蕪
園
と
男
浪
と
が
墜
死
の
深
い
こ
と
は
誤
り
が

な
い
が
、
我
が
國
の
戴
園
は
ヨ
…
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
の
よ
う
に
一
定
の

地
域
を
匿
劃
し
て
構
威
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
蕪
園
領
主

叉
は
衣
地
の
管
理
者
と
騎
馬
的
に
ど
の
よ
う
な
關
係
を
結
ん
で
い
た

か
は
、
蕪
園
に
流
入
し
た
、
と
雷
つ
た
だ
け
で
は
解
決
が
つ
か
な
い
こ

と
で
、
再
考
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
奈
良
時
代
は
ま
だ
、
桑
園
の
贋
汎

な
獲
生
を
見
な
い
時
代
で
あ
る
か
ら
、
荘
園
と
關
係
の
生
じ
た
浮
浪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
少
く
は
な
い
で
あ
ろ
ら
う
が
　
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
地
方
の
富
農
暦
の
下
に
身
を
寄
せ
た
も
の
も
多
か
っ
た
と
m
遭
わ

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
駅
舎
で
も
、
具
舞
戸
に
ど
の
よ
う
な
形
で
隷

黒
し
て
い
た
か
け
問
題
で
あ
る
。

　
一
嵩
、
浮
浪
逃
亡
も
田
白
田
を
耕
作
し
て
生
活
の
資
を
得
て
い
た
に

違
い
な
い
。
彼
等
は
ど
こ
か
ら
耕
す
べ
き
地
を
手
に
入
れ
た
で
あ
ろ

う
か
。
移
住
先
ぎ
あ
地
で
再
び
押
箱
に
編
附
さ
れ
た
も
の
は
期
分
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

を
班
給
…
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
浮
浪
者
の
戸
籍
再
編
が
次
第
に
行
わ

れ
な
く
な
っ
た
事
は
、
前
蓮
の
天
聴
八
年
二
月
中
勅
や
延
暦
四
年
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

月
二
十
四
日
の
太
政
宜
符
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
Q
延
暦
十
六
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
⑤

や
大
同
元
年
八
月
掛
太
政
官
符
等
も
編
附
の
難
壁
を
命
じ
て
い
る
が

ど
こ
ま
で
鋤
行
さ
れ
た
か
は
疑
開
で
あ
る
。
戸
籍
再
編
の
場
合
を
除

外
し
て
考
え
る
と
、
逃
亡
は
勿
論
、
課
役
を
塗
出
し
て
浮
浪
帳
に
登

録
せ
ら
れ
て
い
る
浮
浪
も
、
移
住
行
き
の
飽
で
は
口
分
田
を
有
し
て

い
な
い
か
ら
、
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
け
、
自
ら
土
地
を
開
墾
ず

る
か
、
乗
田
そ
の
他
の
政
府
の
地
子
田
を
賃
租
す
る
か
、
又
は
他
入

の
所
有
地
を
借
耕
す
る
か
の
三
方
法
し
か
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
．
．
し

か
し
、
開
墾
に
は
相
當
の
資
力
と
年
月
を
必
要
と
す
る
「
し
、
奈
良
時

代
の
政
府
の
地
子
田
は
浮
浪
の
生
活
を
支
え
得
る
ほ
ど
多
く
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
ら
、
恐
ら
く
大
多
敷
の
浮
浪
逃
亡
者
は
、
蕪
園
或
い
は
富

農
の
土
地
を
耕
作
し
、
　
一
部
は
官
の
地
子
田
を
賃
租
し
、
徐
力
の
あ

る
者
だ
け
が
そ
の
傍
ら
開
墾
に
當
つ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
浮
浪
逃
亡
が
蕪
園
や
富
農
暦
の
下
に
身
を
寄
せ
る
と
い
う
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
π

具
筆
順
に
は
こ
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
な
わ
問
題
が

襲
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
無
難
領
主
、
管
理
人
或
い
は
密
農
期
が
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土
地
を
耕
作
さ
せ
る
形
が
、
直
接
答
電
で
あ
っ
た
か
小
作
維
螢
で
あ

っ
た
か
、
即
ち
浮
浪
は
土
地
所
有
者
の
下
に
壼
的
に
隷
硯
し
て
い
た

か
、
．
あ
る
程
度
の
猫
立
を
認
め
ら
れ
て
い
た
誓
言
に
あ
っ
た
か
と
い

う
…
問
題
で
あ
．
る
。

　
直
接
の
詮
擦
と
な
る
実
料
は
少
な
い
が
、
奈
良
時
代
後
期
以
後
．
羅
・

安
初
期
に
か
け
て
、
浮
浪
逃
亡
の
櫓
加
と
ほ
望
李
回
し
て
賃
租
田
、
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

子
田
の
塘
加
の
現
象
が
見
ら
れ
る
所
か
ら
、
私
は
小
作
経
彊
の
形
態

が
中
心
を
な
、
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
鼻
先
ぎ
に
少
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

鰯
れ
凌
よ
う
に
、
繋
亀
元
年
五
月
一
家
の
勅
を
初
め
と
し
て
、
天
聴
八

・
年
嵩
責
馬
吾
・
陶
需
先
言
恥
繧
四
隼
二
月
震
臼
・
漕
．

　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
．

十
六
年
八
月
三
円
鉾
の
太
政
宮
符
な
ど
、
浮
濃
か
ら
調
庸
を
輪
さ
し

め
る
こ
と
が
屡
々
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
浮
浪
帳
の
行
わ
れ
た
と
と

や
、
禦
本
後
傷
延
暦
二
十
四
年
十
二
月
八
尋
の
條
に
「
淡
路
國
の
浪

入
の
今
年
の
調
庸
を
面
す
」
と
あ
る
記
事
や
、
「
慮
写
陸
奥
浮
浪
人
調
庸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

准
二
土
入
吃
輪
巾
狭
布
上
毒
」
と
い
う
大
岡
五
年
二
月
の
太
政
官
符
、

「
慮
γ
浮
浪
入
水
早
不
熟
之
年
准
二
黍
民
一
発
病
調
庸
馬
事
」
と
い
う
弘
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

仁
二
年
八
月
の
太
政
官
符
、
ま
た
前
述
の
延
喜
云
為
二
十
四
主
計
王

の
規
箆
な
ど
に
よ
っ
て
、
浮
浪
の
毒
言
…
が
轡
ハ
際
に
徴
牧
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
寮
小
良
齢
一
代
に
お
け
る
源
四
浪
に
つ
い
て
（
蘇
　
火
丁
）

こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
出
來
た
こ
と
は
、
彼
鯨
が

あ
る
程
度
経
濟
的
に
濁
立
し
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
誰
す
る
も
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
か
ら
も
私
は
小
作
形
態
が
中
心
を

な
し
て
い
た
と
考
え
た
い
。
　
（
浮
浪
の
調
庸
は
實
際
は
そ
の
主
人
が
心
し

た
の
で
あ
っ
て
、
浮
浪
は
依
然
主
人
に
杢
的
に
隷
臆
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
も

老
ご
凡
ら
れ
よ
・
’
2
が
、
ツ
て
九
■
な
ら
ば
、
卜
幽
加
燭
の
勅
や
符
に
齢
い
て
も
う
よ
メ
こ
し
湘
仔

浪
の
主
人
の
こ
と
坦
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蕪
園
關
係
及
び

弘
仁
二
年
八
月
の
太
政
官
符
以
外
で
は
殆
ん
ど
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
・
や
は

り
俘
浪
は
主
人
か
ら
一
慮
猫
蔵
し
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。
）
　
富
農
や
飛
園
管
一

理
者
の
直
接
経
管
の
下
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
　
一
般
的
に
は
そ
の
地

位
は
野
面
奴
隷
か
中
世
の
在
家
下
人
に
類
し
た
非
常
に
低
い
も
の
に
秘

な
り
が
ち
弔
、
あ
る
が
ら
、
調
庸
の
徴
牧
に
慮
す
る
こ
と
は
不
可
能
弧
、

あ
ろ
う
し
、
政
府
も
ま
た
そ
の
よ
う
山
、
似
下
級
隷
脇
民
に
濁
し
て
は
、

右
に
見
た
如
く
執
拗
に
調
庸
の
催
促
を
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
思

う
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
外
に
、
私
が
富
農
暦
に
韓
腸
す
る
浮
浪
が
小
作
形
態
を
取

る
と
考
え
る
も
う
一
つ
の
資
料
は
、
延
喜
式
巷
二
＋
ゼ
主
視
條
に
見

え
る
青
薪
簿
の
書
式
に
…
湿
す
る
次
の
記
載
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鴛
…
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奈
斑
時
代
に
お
け
る
浮
浪
に
つ
い
て

茶
國
司
解
串
甦
二
某
年
瀞
蕾
簸
帳
㎜
堺

合
國
内
難
田
若
干
　
　
（
中
略
）

莱
郡
難
田
若
干
　
　
（
巾
略
）

某
郷
戸
主
姓
名
戸
田
若
干

　
賞
口
分
田
若
干

　
　
某
皿
某
坪

　
　
　
賀
人
姓
名

　
見
、
螢
田
若
干

　
　
租
田
薪
干

　
　
　
昌
分
田
若
干

　
　
　
某
里
．
某
坪

　
　
　
　
毎
色
斑
録

　
　
賀
田
若
干

　
　
　
爲
分
田
若
干

　
　
．
某
黒
某
坪

　
　
　
姓
．
名
戸
田

　
　
　
録
色
可
録

　
地
子
田
若
．
十
購
晶
再
孫

　
　
乗
田
若
。
＋

（
直
木
）

三
…
…

　
　
　
　
　
某
里
某
坪

　
　
　
　
　
　
毎
色
可
瞭

　
　
　
　
浪
人
姓
名
螢
田
若
モ

　
　
　
　
　
　
ロ
分
田
著
チ

　
　
　
　
　
　
某
里
某
坪

　
　
　
　
　
　
姓
名
戸
田

　
　
　
　
　
　
　
簿
色
可
錬

　
　
　
　
　
地
子
碍
若
干
田
品
再
注

　
　
　
　
　
乗
田
若
、
f

　
　
　
　
　
某
型
．
某
坪

　
　
　
　
　
　
毎
色
可
鎌

　
　
　
以
前
具
レ
験
如
レ
右
・
伽
附
哺
充
脹
使
官
位
姓
名
一
言
上
如
レ
件
・
謹
解

　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

こ
X
に
言
う
費
な
ら
び
に
買
は
一
年
限
り
の
賃
租
（
小
作
）
の
意
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ぞ
う
す
れ
ば
、
戸
篤
に
附
貫
さ
牝
て
い
る
戸

（
郷
戸
）
に
あ
．
つ
て
は
、
自
己
の
日
分
田
と
公
の
地
子
田
を
耕
作
し

て
い
た
外
に
、
他
の
郷
戸
の
翔
分
田
を
賃
租
し
、
或
い
は
自
己
の
口

分
田
の
一
部
た
賃
租
に
出
す
と
い
う
経
糖
方
式
を
行
っ
て
い
た
こ
と

が
、
こ
の
書
式
か
ら
わ
か
る
。
浪
入
（
淫
浪
）
も
同
様
に
翔
分
田
し
」

｛’
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地
子
田
と
を
経
黙
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
導
入
は
口

分
田
を
班
給
さ
れ
な
い
．
筈
で
み
る
か
ら
、
こ
の
書
式
に
見
え
る
野
分

田
は
、
他
の
郷
戸
が
賃
租
に
禺
し
た
も
の
を
小
作
し
て
い
る
と
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
瀞
そ
の
こ
と
は
、
　
「
ロ
分
田
若
干
」
の
一
行
お
い
て

次
の
行
に
「
姓
名
戸
田
」
と
あ
っ
て
、
恐
ら
く
當
の
臼
分
田
を
小
作

に
離
し
た
持
主
の
名
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
愚
と
に
よ

っ
て
、
裏
書
き
さ
れ
る
ひ
こ
の
瓢
か
ら
有
力
鳥
撃
と
浮
浪
と
の
間
に
．

結
ば
れ
た
蘭
係
は
小
作
關
係
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
史
料
の
解
羅
に
つ
い
て
は
、
な
お
論
じ
な
け
．
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
多
く
淺
っ
て
い
る
．
w
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
公
的
な

史
料
か
ち
豊
隆
の
生
産
謙
辞
を
推
定
し
て
誤
．
り
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
問
で
あ
る
。
も
っ
と
も
な
疑
問
で
あ
る
が
、
我
々
が
禿
程
か
ら
問

題
に
し
て
い
る
の
は
、
臨
接
維
轡
か
小
作
経
輪
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
調
庸
徴
牧
の
場
合
に
も
考
え
た
こ
と
で
あ
る
が
、
零
し
浪
入
が

頂
接
纒
螢
の
下
に
駆
使
さ
れ
る
よ
う
な
み
じ
め
な
存
在
で
あ
る
な
ら

ば
、
政
府
が
田
租
の
濁
嘱
し
た
櫓
當
者
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
あ
り

得
な
い
（
青
耳
飾
は
田
租
徴
牧
の
塚
目
で
あ
β
）
。
浮
浪
を
小
作
者
と
す
る

私
の
考
え
に
と
っ
て
は
、
こ
の
史
料
が
公
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
な
迅
良
時
臨
代
に
お
け
る
潭
〃
浪
…
に
つ
い
て
（
直
木
）

か
え
っ
て
有
利
で
あ
る
と
さ
え
欝
え
よ
う
。
令
集
解
田
墨
田
長
條
の

穴
説
も
コ
問
ふ
、
租
は
何
人
出
す
や
。
’
答
、
佃
入
慨
す
の
み
。
費
進

の
田
主
は
禺
さ
ざ
る
な
り
」
と
書
っ
て
、
田
租
を
患
す
も
の
が
小
作

者
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
但
し
、
小
作
者
ぱ
田
主
に
捜
し
て
常
に
隷
厩
者
で
あ
る
こ
と
を
意

味
し
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
例
え
ば
、
有
力
な
軍
需
が
張
出
的
に

郷
戸
の
口
分
田
を
譲
り
う
け
て
耕
作
し
て
い
た
こ
と
も
老
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
確
か
に
平
安
時
代
．
に
は
一
般
公
民
を
凌
駕
す
る
有
力
な

浮
浪
が
あ
ら
わ
れ
た
二
と
は
、
H
本
後
紀
以
下
の
國
史
に
見
る
通
り

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
浮
浪
が
存
在
し
た
澄
跡
は
、
延
喜

以
前
で
ぱ
そ
れ
程
顯
著
で
け
な
い
し
、
殊
に
奈
良
時
代
に
は
極
め
て

稀
で
あ
る
か
ら
、
や
ぼ
り
こ
し
に
見
え
る
浪
入
は
郷
戸
主
の
庇
護
下

に
あ
っ
た
も
の
と
認
め
て
差
支
な
凹
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
．

　
こ
れ
と
野
壷
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
青
苛
讐
の
こ
の
書
式
が
何

時
か
ら
始
め
ら
れ
疫
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
言
な
こ
と
は
判
ら

な
い
が
、
荊
貸
老
元
年
五
月
二
十
二
日
す
で
に
出
円
葡
簿
の
式
が
諸
國
に

　
　
⑭

頒
た
れ
、
同
年
八
月
十
日
に
は
「
自
今
以
後
、
納
租
之
毒
は
、
青
苗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

簿
に
依
り
乎
…
買
を
進
め
し
め
よ
」
と
の
絡
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
二
三

（2し｝r））



　
　
　
　
　
　
准
那
良
時
代
に
お
け
る
源
帰
浪
に
つ
い
て
（
巾
携
太
「
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

後
弘
仁
十
年
五
月
十
六
鴇
及
び
承
和
九
年
六
月
九
H
の
太
政
官
符
に

お
い
て
、
青
苗
簿
勘
作
の
冷
罵
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
膏
薪
纂
式

の
改
訂
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
所
か
ら
見
て
、
延
喜
式
に
見

え
る
膏
苗
簿
の
書
式
は
、
大
半
奈
良
時
代
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ぞ
う
す
れ
ば
延
喜
式
の
青
蔵

簿
式
か
ら
奈
良
時
代
の
浮
浪
を
考
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
是
認
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
浮
浪
が
小
作
形
態
を
取
っ
た
と
い
う
と
と
が
以
上
の
所
論
で
一
旦

認
め
ら
れ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
封
建
關
係
の
成
立
を
意
味

す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
小
作
制
は
封

建
鵠
の
一
雨
提
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
奈
良
輯
の
浪
人
は
封
建

制
に
到
る
前
に
は
一
幾
多
苦
難
の
道
を
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
壁
先
き
に
も
少
し
鯛
れ
た
通
り
、
蒔
代
が
下
る
に
つ
れ
て
「
土
民

江
島
を
開
は
酋
と
い
う
考
に
簸
食
高
等
の
地
位
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
れ
た
り
、
　
「
前
司
浪
人
を
論
ぜ
す
」
と
さ
れ
て
前
司
と
肩
を
並
べ

る
有
力
者
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
も
し
た
が
、
奈
良
時
代

か
ら
李
安
初
期
へ
か
け
て
は
、
保
護
者
に
封
ず
る
浮
浪
の
獣
昂
測
度
は

概
し
て
か
な
D
弧
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
今
詳
論
す
る
暇
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
鰻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
、
　
　
　
⑳

層
が
馬
奈
良
時
代
で
は
浮
浪
に
封
し
て
駈
使
或
い
は
駈
と
い
う
雷
葉
が

使
わ
れ
、
畢
安
時
代
で
は
蕪
園
關
係
の
丈
書
そ
の
他
で
「
浪
人
を
寄

　
　
＠

す
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
一
詮
で
あ
る
。

捲
き
に
志
げ
た
「
慮
下
浮
浪
入
水
早
不
熟
之
年
准
調
戯
民
一
冤
義
血
庸
上

酒
」
と
い
う
弘
仁
二
年
八
月
の
太
政
宜
符
の
最
後
の
方
に
、
　
「
但
し

入
の
寄
佳
は
、
各
々
そ
の
主
あ
り
。
宜
し
く
そ
の
主
星
の
嶺
を
請
し

て
こ
れ
を
発
す
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
主
家
に
封
ず
る
浮
浪

の
隷
厩
度
の
強
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
取
9

も
直
さ
す
浮
浪
の
耐
劇
的
地
位
の
低
か
っ
た
こ
と
f
一
引
い
て
封
建

關
係
の
未
成
執
T
l
に
外
な
ら
な
い
。
次
節
に
お
い
て
は
、
以
上
に

述
べ
て
來
∵
た
浮
浪
の
存
在
形
態
の
具
髄
的
な
例
を
、
奈
良
特
代
の
煙

害
の
王
か
ら
考
察
し
て
拙
丈
を
終
ろ
う
と
思
う
。
「

瀧
①
第
㎜
節
の
註
⑧
滲
照
。

⑨
初
期
二
三
に
お
け
る
浪
人
の
役
鋼
を
過
大
に
評
績
す
べ
き
で
な
い
こ
と

　
に
つ
い
て
は
、
赤
松
俊
秀
氏
稿
「
影
壁
田
を
通
じ
て
槻
た
る
初
期
蕪
園

　
制
の
構
逡
に
就
い
て
」
　
（
鷹
歴
史
理
研
門
下
、
　
七
の
五
）

③
小
野
武
夫
簿
士
著
「
H
本
庄
園
制
典
論
」
滲
照
。

④
類
聚
三
代
格
、
巻
＋
二
、
勲
爵
猛
餌
浪
人
事
忌
。

〈　，20e）　）

庫



⑤
歎
聚
三
代
格
、
巷
＋
二
、
謄
首
開
偶
浪
人
條
、
齊
衡
ご
、
六
、
二
五
官
符
。

⑥
類
聚
三
代
格
巻
十
二
、
懸
首
晶
出
浪
人
條
．

⑦
奈
良
末
期
か
ら
塵
地
初
期
へ
か
け
て
の
地
子
m
の
暦
加
に
つ
い
て
は
宮

　
城
門
侍
三
三
「
房
戸
露
分
倒
の
三
智
数
量
に
つ
い
て
」
　
（
史
潮
顕
薫

　
號
）
赤
松
氏
前
編
続
飯
照
G
小
作
形
態
が
初
期
蕪
園
の
基
、
本
的
な
緯
督

　
法
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
赤
松
氏
∵
画
掲
稿
及
び
川
井
敬
吾
氏
稿

　
「
龍
期
園
准
軽
絃
画
渦
｝
程
の
…
夢
V
旗
鰯
」
　
（
史
敷
ご
ご
一
の
四
）
嶽
少
昭
…
o

⑧
績
日
本
紀

⑨
類
聚
三
代
格
、
巻
＋
七
翻
免
事
條
，
弘
仁
二
、
八
、
一
…
官
符
。

⑩
⑳
⑫
類
豪
三
代
格
，
巻
八
、
講
庸
事
條
。

髄
類
聚
三
代
絡
、
巻
十
セ
、
鋤
免
事
條
Ω
　
　
鋤
．
績
H
本
章

嚇
．
類
衆
三
代
格
．
巻
＋
二
、
諸
使
並
公
交
事
條
、
承
和
九
、
六
、
九
官
符

鶴
・
⑰
声
に
河
じ
。

血眼

ｻ
肖
壇
　
榮
日
目
氏
は
晶
剛
撫
り
稿
に
む
い
て
「
声
点
”
式
の
個
々
の
千
丈
成
立
の
時

期
と
理
出
と
を
刻
明
に
旭
求
す
る
必
要
が
あ
る
」
こ
と
を
論
じ
て
⑬
ら

　
れ
る
。

⑲
績
H
本
紀
延
暦
九
、
…
○
、
二
「
、
H
豊
後
紀
延
暦
二
㎜
二
、
＝
、
一
一
二

　
三
代
實
録
．
兀
慶
五
、
二
、
八
G

働
三
代
貴
録
．
兀
慶
三
、
黒
、
　
一
罎
い

　
　
　
　
　
血
小
良
時
代
に
紛
け
る
浮
咄
獄
に
つ
い
て
全
厳
木
・
）

　
⑳
例
え
ば
績
寝
本
紀
和
銅
二
、
｝
○
、
一
四
、
同
養
老
一
、
五
、
一
七
、

　
　
H
本
鍵
穐
ハ
記
、
下
、
飾
十
四
話
け

　
鉱
例
え
ば
、
承
望
月
、
二
、
工
の
日
曝
を
有
す
る
七
四
政
所
告
恥
案

　
　
（
準
安
泣
丈
谷
一
、
六
〇
頁
）
、
三
代
實
録
．
兀
慶
黒
、
三
、
…
闘
u

旭
記
、
本
ん
備
貼
憎
憎
後
に
凹
U
臨
岬
無
二
氏
「
宵
代
畿
内
D
村
中
洛
の
崩
漿
渦
　
程
」
（
歴
評
、

五
一
年
、
四
月
）
が
出
た
。
三
節
及
び
本
締
と
連
憂
し
一
」
併
讃
さ
麗
だ
い
。

五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
私
が
取
上
げ
た
い
と
思
う
の
は
、
東
大
寺
奴
魏
夢
中
に
見
え
る
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

宅
報
…
臣
可
是
麻
呂
の
貢
賎
關
係
の
文
書
、
特
に
茨
閏
久
比
麻
呂
解
で

あ
る
．
∵
今
、
久
比
臓
呂
解
の
全
交
を
左
に
掲
げ
る
。

　
」
…
…
］
伊
郡
人
夫
茨
田
久
比
麻
呂
解
　
中
大
一
朝
蝋
引
是
臓
呂

　
　
　
　
輿
久
比
麻
呂
争
良
人
賎
…
｝
，
ジ
ー

　
一
B
レ
」
拾
捌
人
見
二
三
十
七
人

　
　
「
（
山
背
力
）

　
　
　
一
，
日
■
U
、
」
忌
寸
能
登
與
足

　
　
　
（
山
）

　
　
　
□
背
忌
寸
族
三
鴫
費

　
　
　
山
背
忌
寸
族
刀
自
費
女
干
麗
、
帳
不
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓢
灘

（　L＞07　）



　
　
　
　
奈
良
時
我
κ
面
け
る
浮
浪
に
つ
い
て
（
汽
木
）

　
軽
部
造
伊
心
志

軽
重
王
立
賞
曝
挙
人
縫
礫
女
多
養

　
茨
田
奈
比
量
男
麻
鱈
、
帳
不
筆

録
召
費
糊
肇
男
宮
蚤
除
謬
薯
女
稻
刀
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
庚
）

以
前
人
夫
、
組
父
祀
三
四
、
臼
康
午
年
始
五
比
七
比
籍
明
浮
良

入
所
貫
、
，
三
惑
款
状
録
、
恐
々
謹
以
中

　
　
　
三
州
勝
實
三
年
三
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
茨
田
久
比
麻
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遊
蔀
足
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茨
田
石
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茨
田
大
垣

　
こ
の
よ
う
な
解
が
…
禺
さ
れ
る
に
至
っ
た
所
以
を
奴
嬬
帳
の
他
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

書
に
櫨
っ
て
簡
軍
に
論
明
す
る
と
次
の
通
・
リ
で
あ
る
。
大
宅
朝
臣
可

昆
麻
畠
（
加
是
麻
呂
）
の
父
と
思
わ
れ
る
從
五
位
下
大
宅
朝
臣
廣
麟

民
と
い
う
入
が
、
右
の
解
に
見
え
る
登
輿
足
（
豊
足
）
、
三
毒
魚
、
刀

聖
自
中
質
を
・
曾
む
四
↓
1
論
ハ
入
の
者
が
直
口
分
の
奴
碑
弥
、
あ
る
こ
し
」
を
政
府
に

訴
え
、
養
老
七
年
五
月
に
廣
癖
呂
の
主
張
通
り
認
め
ら
れ
た
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釜
ハ

し
こ
れ
ら
四
ナ
六
人
の
者
け
す
で
に
廣
麻
畠
の
手
を
離
れ
て
地
方
に

居
た
ら
し
ぐ
、
よ
う
や
く
十
七
年
を
経
て
天
畢
十
二
年
八
月
可
是
麻

呂
の
代
に
な
っ
て
籍
…
が
可
是
魔
窟
の
戸
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
　
そ
れ
は
書
類
の
上
の
こ
と
に
過
ぎ
す
、
　
實
際
に
ば
右
京
、
　
山

背
、
搬
…
津
等
の
各
地
に
住
み
着
い
て
い
議
．
κ
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
欣
態

は
そ
の
後
も
績
き
、
三
三
勝
寳
元
年
十
一
月
に
可
是
麻
呂
は
こ
れ
ら

の
者
を
奴
卿
と
し
て
東
大
寺
に
貢
進
し
て
い
る
が
、
名
簿
を
進
め
た

だ
け
の
事
で
あ
っ
た
ら
し
い
（
こ
の
時
の
人
数
は
総
計
六
…
人
に
な
つ
で

　
い
る
。
櫓
加
し
た
分
の
多
く
は
、
恐
ら
く
天
準
十
二
年
以
降
に
生
釜
し
た
者
で

．
あ
ろ
う
）
。
そ
の
事
は
、
三
三
勝
寳
二
年
以
降
に
東
大
寺
が
臼
ら
舎
入

や
使
を
派
し
て
可
是
麻
呂
の
貢
進
し
た
名
簿
に
あ
る
者
を
捉
え
來
っ

て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
久
比
麻
鼠
の
解
は
、
、
東
大
寺

が
可
是
麻
呂
の
貢
賎
解
に
基
い
て
官
寺
の
彿
力
を
以
て
登
素
足
以
下

十
八
人
を
奴
碑
と
し
て
捉
え
て
行
っ
た
こ
と
に
…
封
し
て
、
登
輿
露
坐

は
賎
で
は
な
く
、
算
入
で
あ
る
と
主
張
し
、
抗
議
を
申
込
ん
だ
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
十
八
入
は
久
比
廠
呂
以
下
の
四
人
と
共
に
、
親
族

乃
至
同
族
關
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、

　
久
比
癖
呂
と
可
是
麻
呂
の
ど
ち
ら
の
主
張
が
正
し
い
か
は
、
今
溝

（　i）e，g　）



も
早
や
明
ら
か
に
す
る
術
け
な
い
．
、
し
か
し
登
輿
三
等
が
店
是
麻
呂

．
の
家
と
何
鯨
か
の
立
番
…
關
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
の
で
は

あ
る
ま
塾
か
。
も
し
彼
鉾
が
解
に
言
う
如
く
由
緒
正
し
い
公
魚
、
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
一
族
尋
、
あ
る
ら
し
い
久
比
麻
呂
も
署
名
に
際
し

て
、
何
某
郷
戸
主
何
某
、
或
い
は
そ
の
戸
ロ
何
某
と
い
う
よ
う
に
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
既

す
筈
で
あ
る
し
、
郷
長
、
そ
の
他
の
忽
々
や
保
謹
の
あ
る
の
が
普
通

　
辱
　
　
④

て
あ
る
。
然
る
に
そ
れ
が
な
い
め
は
、
や
は
り
彼
等
が
正
當
な
良
人

・
で
は
な
く
、
奴
婬
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
け
不
明
と
し
で
も
、
近
年
に

お
い
て
主
事
の
覇
絆
を
脆
し
て
主
家
の
カ
の
及
ば
な
い
地
に
移
柱
し

て
來
た
も
の
で
あ
る
こ
し
」
を
想
像
せ
し
め
る
。
即
ち
彼
等
は
本
籍
で

あ
る
可
是
商
議
の
下
に
層
嘉
し
て
い
な
い
と
い
う
乎
績
上
の
意
味
だ

け
で
は
な
く
、
實
高
上
に
も
浮
浪
の
一
種
で
あ
っ
た
と
見
倣
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
ば
登
蹴
ハ
足
以
下
の
十
八
入
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

く
、
可
是
麻
呂
の
貢
進
解
に
見
え
る
そ
れ
以
外
の
者
も
皆
様
に
浮
漉

に
類
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
．
．

　
こ
れ
ら
の
浮
浪
者
は
移
住
先
に
於
い
て
ど
の
よ
う
な
形
曽
、
土
着
し

て
い
た
で
あ
ろ
ツ
つ
か
。
多
く
け
天
雫
士
慌
年
六
月
吟
山
背
國
移
に

　
奴
輿
止
附
託
年
廿
四

　
　
　
　
　
．
．
奈
良
時
代
に
お
け
る
淳
浪
に
つ
い
て
（
漉
本
）

　
．
奴
藪
面
恥
十
三

　
　
右
允
人
、
乙
訓
郡
山
埼
里
戸
主
開
入
雛
束
入
戸
口
所
貫

　
　
⑤

し
」
あ
る
よ
う
に
、
有
ヵ
な
郷
戸
の
内
に
寄
q
的
な
寄
寓
者
と
し
て
取

入
れ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
（
奴
と
記
さ
れ
て
い
る
が
同
じ
移
の

申
で
奴
と
さ
れ
で
い
る
豊
野
が
、
久
此
呂
解
で
は
出
背
忌
寸
族
を
名
桑
っ
て

い
る
よ
う
に
、
東
人
の
戸
に
お
い
て
は
、
輿
止
獄
門
埠
は
奴
で
は
欺
か
つ
た
と

考
え
た
い
）
し
か
し
中
に
は
寄
日
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
郷
戸
と

し
て
一
戸
を
構
え
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
（
或
い
は
弧
鋼
さ
れ
た
）

も
の
も
あ
っ
た
ρ
、
そ
の
一
つ
は
転
部
逡
弓
張
の
戸
で
あ
る
。
軽
部
逡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

弓
張
は
天
馬
十
五
年
九
月
一
日
の
揖
津
職
移
に
む
い
て
点
数
麻
呂
の

奴
卿
で
あ
る
と
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
弓
張
と
外
四
重
を
蓮
詔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
わ

し
た
次
に
、
　
「
右
五
入
、
蔀
内
嶋
上
郡
野
身
郷
戸
主
輕
部
逡
弓
張
戸

臼
所
貫
」
と
記
さ
れ
て
蹴
る
。
奴
の
弓
張
と
戸
主
の
弓
張
と
が
局
じ

名
前
で
あ
る
の
け
、
偶
然
に
一
致
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
實
際
に

同
一
の
入
物
で
あ
っ
た
か
ら
4
」
あ
る
、
、
そ
の
こ
と
け
勝
寳
二
年
五
月

十
七
日
の
可
是
等
畠
貢
賎
解
…
に
お
い
て

警
刀
墨
年
遺
雛
霰
撚
養
畜
備
補
縢
二
二

　
　
ゆ

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
叫
、
あ
る
¢
ま
た
．
天
．
雫
十
誉
年
閏
＝
　
月

「蹴D



　
　
　
　
　
　
奮
良
時
資
に
灘
け
る
浮
浪
に
つ
い
て
（
直
木
）

　
　
　
　
　
　
⑧

セ
汽
の
右
京
蹴
鞠
に
臨
い
て
、
男
女
四
入
と
共
に
可
是
麻
呂
の
奴
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
癒

さ
れ
で
い
る
足
人
は
、
勝
實
元
年
＋
一
月
及
び
翌
二
年
蹴
丹
、
の
貢
競

解
を
照
合
し
て
考
え
る
と
、
右
京
四
條
四
坊
の
戸
主
鞠
響
足
入
と
伺

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

じ
入
闇
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
天
挙
別
置
年
六
月
の
山
背
國
司
移
や

　
　
　
　
　
⑪

勝
庸
費
元
年
の
貢
幾
解
…
に
見
え
る
奴
．
牛
甘
と
、
そ
の
戸
主
で
あ
る
山
背

幽
紀
伊
郡
邑
薩
里
の
軽
部
牛
茸
と
が
岡
一
入
で
あ
る
可
能
性
も
大
キ
γ

い
難
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町

　
こ
の
よ
う
に
戸
主
に
ま
で
至
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
の
寄

”
的
な
嘉
日
と
な
っ
た
者
も
、
家
内
奴
隷
的
な
隷
厩
県
門
、
は
な
く

て
、
あ
る
程
度
の
濁
鳴
し
た
人
群
を
認
め
ら
れ
た
小
作
的
な
隷
農
の

地
位
に
あ
る
者
が
多
か
つ
’
φ
起
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
久
比
獅
呂
解
に

お
い
て
も
、
山
背
忌
寸
族
を
名
乗
っ
て
い
る
登
與
足
以
下
の
鑑
入

は
、
前
帯
山
背
國
謂
移
等
で
は
久
世
郵
頸
回
羅
戸
主
水
尾
公
藁
熊
の

戸
ロ
と
な
っ
て
い
る
．
も
し
こ
の
『
入
が
水
尾
公
の
家
内
奴
隷
、
或

い
は
戸
主
乃
爺
房
戸
主
の
直
接
経
螢
の
下
に
使
役
さ
れ
る
よ
う
な
形

の
農
奴
的
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
東
大
寺
に
鈎
．
引
さ
れ
た
こ
と
に
回

す
る
抗
議
は
戸
主
の
側
か
ら
な
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
現

實
に
は
抗
議
は
戸
主
か
ら
は
な
さ
れ
す
に
一
族
の
者
か
ら
な
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

い
‘
る
の
は
、
戸
主
と
の
つ
な
が
り
は
案
外
に
淺
く
、
登
愚
書
等
臼
身
が

総
画
な
伺
族
的
結
合
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
即
ち
彼
等
が
入
浜
的
に

從
堕
す
る
隷
農
で
は
な
く
、
か
な
り
早
立
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た

こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
等
が
天
挙
勝
事
二
年
に
東

大
寺
の
使
に
捉
え
ら
れ
た
時
に
、
軽
薄
足
と
刀
自
費
及
び
そ
の
女
．
千

縄
の
三
入
が
一
『
主
水
尾
公
の
本
籍
山
城
國
か
ら
遠
く
離
れ
た
河
内
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
住
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
に
よ
っ
て
裏
書
壷
、
」
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以

上
の
諸
黙
か
ら
も
、
土
嚇
し
た
浮
浪
の
形
態
を
小
作
的
と
見
な
す
私

の
考
え
、
け
肯
黛
さ
れ
る
も
の
と
思
う
。
（
久
比
麻
呂
解
の
伊
輿
志
以
下
の

十
山
一
人
の
う
ち
鴫
上
戸
・
灘
の
・
わ
か
岬
っ
も
の
は
．
数
「
名
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
一
戸
蕊
灘
ぼ
光

き
に
可
是
麻
呂
の
奴
自
身
か
と
考
え
た
輕
部
牛
背
と
鮮
碧
足
人
と
の
二
人
で
あ

る
）
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
結
局
東
大
寺
の
奴
蝉
た
る
こ
と
を

強
制
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
彼
等
の
地
位
が
中
…
枇
の
農
奴
と
は
異
な
っ

て
、
雁
會
的
に
も
脇
見
的
に
も
極
め
て
微
弱
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

．
最
後
に
一
…
…
爵
附
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
可
是
麻
鼠
の
貢
幾
解

に
出
て
く
る
奴
魏
は
す
べ
て
何
れ
か
の
戸
に
附
貫
せ
ら
れ
て
い
て
、

可
是
麻
呂
の
下
か
ら
逃
亡
し
た
者
が
杢
蔀
地
方
に
お
い
て
戸
籍
に
編

（1　L）IO）



評
せ
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
確
か
に

一
見
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
或
い
は
戸
籍
に
は
い
っ
た

者
だ
け
が
官
に
訴
え
ら
れ
、
東
大
寺
に
買
進
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
久
些
臓
呂
解
を
み
る
と
、
三
千
造
伊
予
志
、
茨
田
奈
比
思
及
び

そ
の
男
一
入
の
計
三
人
は
、
　
遍
き
の
右
京
職
工
、
　
山
背
國
司
移
、

擁
脳
髄
移
、
貢
賎
解
…
等
に
見
え
な
い
入
た
ち
で
あ
る
に
拘
ら
す
、
可

是
麻
呂
の
賎
「
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
つ
た
の
は
、

多
分
彼
等
が
養
老
七
年
以
前
に
は
馬
瀬
に
貫
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
廣
麻
畠
の
訴
や
貢
誤
解
に
は
逸
せ
ら
れ
て
お
り
、
東
大
寺
か
ら

奴
．
碑
な
捉
え
る
舎
人
が
嵩
張
し
て
始
め
て
登
空
足
の
一
類
で
瀞
‘
0
り
、

か
つ
で
大
宅
家
の
隷
三
者
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
と
い
う
事

情
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
推
測
が
三
っ
て
お
る
な

ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
外
に
い
く
ら
も
有
り
得
た
筈
で
あ
る
。

從
っ
て
私
は
貢
蔑
解
以
下
の
丈
書
に
見
ら
れ
る
可
是
麻
呂
の
奴
碑

は
、
戸
籍
詫
附
欝
ハ
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
に
戸
籍
を

脱
し
た
ま
玉
逃
亡
の
形
で
地
方
に
土
蔚
し
た
も
の
が
幾
分
か
は
あ
っ

た
と
想
像
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
玉
に
な
お
一
つ
考
え
ね
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
｝
⑭

い
こ
と
ば
伊
輿
志
が
山
背
國
移
に
見
え
る
鼎
千
杏
し
」
、
奈
比
費
が
岡
じ

　
　
　
　
　
　
小
鎗
良
臨
示
銭
に
鈴
け
る
漂
u
浪
に
つ
い
て
（
直
木
）

　
　
　
も
　
　
も
　
　
う

文
書
の
奈
爲
費
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
．

若
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
右
に
記
し
た
見
解
は
動
揺
す
る
課
で
あ
る

が
、
　
一
礼
私
見
を
提
濃
し
て
後
考
を
倹
と
う
と
思
う
。

　
融
ω
寧
樂
遺
文
、
下
、
七
四
「
一
七
八
一
頁
Q

　
　
⑨
寧
樂
旧
交
、
下
、
七
六
八
i
七
六
九
、
頁
。

　
　
爾
W
武
田
　
麟
由
闘
春
心
十
鵬
構
「
十
ハ
宅
可
琵
晦
呂
の
鴻
貝
晦
に
画
肌
い
て
」
・
（
國
學
院
難

　
　
　
鰍
噂
二
九
の
四
）
瀧
川
政
」
沢
郎
浦
け
・
士
撫
唱
「
n
n
本
奴
隷
隔
瀧
轍
鮒
中
人
」
櫨
躍
二
部
所

　
　
　
牧
「
東
大
寺
の
奴
隷
」
参
照
。

　
　
　
④
窓
小
良
場
代
で
は
久
比
臓
呂
解
と
欝
比
し
℃
、
蔽
口
式
を
考
察
し
得
る
よ
う
な

　
　
内
容
を
持
つ
た
丈
瞥
は
外
に
な
い
が
、
圭
地
資
券
や
、
賓
亀
二
、
二
、

　
　
　
…
　
ご
の
R
月
付
を
有
す
る
菓
解
（
轍
苧
樂
蔚
楓
交
、
下
・
、
六
夢
三
頁
）
な
い
」
か

　
　
　
囲
り
、
簸
サ
本
・
交
の
如
く
考
，
凡
で
誤
り
は
な
い
・
と
思
・
。
2
0

　
　
⑤
繭
⑦
そ
れ
ぞ
れ
寧
樂
遺
丈
七
四
二
、
七
四
三
、
七
六
四
頁
。

　
　
⑧
働
⑩
差
、
れ
そ
れ
寧
三
三
交
七
四
一
、
七
田
九
、
七
六
三
－
七
六
四
．
頁
。

　
⑳
⑫
そ
れ
ぞ
れ
寧
樂
国
交
七
四
二
、
七
四
八
一
七
則
九
頁
。

　
　
麹
天
塁
勝
蜜
貰
年
九
月
前
H
及
び
同
年
十
月
四
H
の
奴
妙
見
來
帳
（
寧
樂

　
　
悪
逗
交
、
七
山
ハ
五
、
七
ゐ
ハ
山
ハ
頁
）
に
士
…
る
O
　
⑭
傭
塁
翠
黛
交
、
下
、
七
四
二
κ
只
O

附
記
、
右
は
丈
失
職
入
交
科
學
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
　
部
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
乱
一
、
二
、
八
）

三
九

（’@2｛｛　1）
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　　e3tabまisl〕王nellt　of　tlle　allcieぬt　Japallese

　　State　was　aclユ量eved　through　conquest　by

　　　I．し　王．互qr琶e－riding　race，　bt｛t　this　七heQry

　　seen！s叡）　cOIItllill　a　chrollological　dif眼r

　　　Cl】lty　 with　　 regard　　セ）　　t1｝e　　birth　　of　　the

　　　allcie貰．蒸右Japanes．e　8tate．　1“i　ron）　払暁e　aト

　　　dlae妙10gical　P）illt　of　view　the　upper

　　　Chrun｛）夏OgiCal　lilnit　of　もhe　horse－ridin9

　　　｝．》膿ct至ce　in　Japall　can　llardly　beell

　　　I．）［aced　prior　t隻）　the　5tlL　celltury，∠矢・D・，

　　　を要nd穏1e　spread‘）f　tl．｝e　practice　see職s　t（）

　　　h註ve　been　　la㎏r’than　　the　　6t正し　¢e駄tury卿

　　　7i：．）ocumenta夏　evidellce　fl’Ol）1　the　エマil｝Oil

　　　Shぐ葬ki　also　indieat£s　綴1at　Iuo筋　o£　the

　　　references　t（》hりr§es　ill　it　appear　in　Co三1一

　　　］1¢eti⑪工気with　evellts　happe温ed　after　the

　　　5th　ce・勲ry，　anぎt｝・t・・t，　tb・se　menti・塁ed

　　　｛妓　　C（P〕〔ulectioll　with　　eve】ユky　　happe】ユedl

　　　M・．．lre　the報1　celltUry　seen｝to　be　dOUbt・

　　　ful｛．，neS．　JUSt　aヨarChaeologiCal　eVidenCe

　　　sl蝋‘話th舗the　ho星ls¢一e，quipinent　and　krft，　p－n

　　　pillgs（）f　5th．　century　・Tapttn　belollg　tQ

　　　t｝≧e　 Sftlne　　pattet「！蓋　　、Vlt｝1　　t1｝ose　　f⑪毛ユnd　　 iユ1

　　　Suut｝蓋　〕Korea，　SI．）書rus重｝、㌧ワ〔）rtily　dOCUI1夏ental

　　・｛．うvidel．1ce　witいegarαも・tlle　h・rse－ri伽g
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　　　wiもh　Korea・　1葦〔，rse－vidin．q．　wa8　illtl’o一

　　　伽ced　for　th“first　tillle　int・」．apau

　　　thr（．｝ugh　COXttac，t・w重th　eoxitinental　h（）r｝…e一

riding　1．｝egples　in　IKmrea　where　．　t・｝’ie
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nary・fo｝’ces，　and　the　｝ior，q．e－yiding　prac－

tice　in　this　isla・nd　eountry　tool〈．　consid－

erable　tinie　to　spread．　Such　a　theory

as　the　establishinent　of　the　ancient

Japallege　Sもa重e　by　a璽1　invading　r藍di玉19

1）eople　is　an　utter　fa｝lttey．
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　　Iii　aneierit　Japan　tl｝ose　who　livecl　in

other　places　tl）an　their　own　p］aces　Qf

register　xvere　called　“deserterS，　“’　or

“loafersl’　1’he　differenee　between　the

ordinar．y　people　and　these　“｝oafers”

seell’｝s　to　l≧ave　beerL　t証：工at　t董工e　la重｝ter　didし

nQt　pay　taxes　or　were　not　subject　to

corv6es．　Though　it　is　tinde｝）ift，　bie　tliat

aifi｝．eulties　of　li’ving　eaused　peft．　BRnt．g　tv

run　away　frem　their　native　placey．，　sein．e

o£　tl’ieni　were　undoubtedly　thos，　e　wlio

had　wanted　to　improve　bi｝eir　living　by

imigrating　．bo　better　places．　’Yhey　mnst

have　setstled　dawn，　howevey，　somewl）ei’e

and　begun　ts／）　cultiv・ate　new　t　oil．　’ilheir

s．ettlement　and　liv・ing　were　made　pot．一

sible　only　by　eoming　（mder　the　protee－
　　　　　　　　　　　　　e

tion　of　n’ianor　holCterH一　iNnd　relationg，　hip

be七ween　tlle　prote伽r，三・e．，｝nanor　holder，

and　the　proteetL．d，　i．e．，　“｝oafer，”　se（，，m：．

ts）　have．been　a　kind　of　tenancy　wht’re

the　proteetea　was　entitlecl　t｛’）　a　certain

degree　oi　iT｝dependence．
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