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【
要
約
】
奈
良
時
代
の
浮
浪
に
つ
い
て
は
、
お
も
に
京
畿
計
帳
の
逃
亡
に
関
す
る
注
記
に
基
づ
い
て
立
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
さ
い
注
記
形
式
の

二
三
が
浮
浪
の
実
態
の
相
違
に
癒
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
京
畿
計
帳
に
み
ら
れ
る
逃
亡
の
様
絹
が
、
奈
良
蒔
代
の
逃
亡
の
一
般
的
様
梱
を
も
示
す
も

の
で
あ
る
こ
と
が
立
論
の
前
提
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
京
畿
計
帳
を
検
討
し
て
み
る
と
、
右
の
前
提
は
必
ず
し
も
確
実
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
ま
た

逃
亡
後
六
年
を
経
れ
ば
除
帳
さ
れ
る
と
い
う
令
の
規
定
が
実
行
さ
れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逃
亡
者
の
年
齢
の
変
化
に
応
じ
て
、
不
課
口
で
あ
っ
た
も
の
が

課
口
と
さ
れ
て
現
実
に
調
を
負
担
せ
し
め
ら
れ
、
課
口
で
あ
っ
た
も
の
が
不
課
口
と
さ
れ
る
と
い
う
不
可
解
な
措
置
さ
え
と
ら
れ
て
い
る
。
今
後
奈
良
時

代
の
浮
浪
を
問
題
に
す
る
場
合
、
京
畿
計
帳
の
史
料
的
性
格
の
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
吏
林
五
〇
巻
四
自
万
　
【
九
六
七
年
七
月

ま
　
え
　
が
　
き

　
周
知
の
よ
う
に
律
令
体
制
社
会
に
お
い
て
は
、
賎
民
階
級
を
除
く
す
べ
て

の
農
民
が
国
家
の
公
民
と
し
て
把
握
さ
れ
、
農
民
相
互
の
私
的
隷
属
関
係
は

認
め
ら
れ
な
い
た
て
ま
え
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
律
令
個
家
の
解
体
に
と

も
な
っ
て
国
家
躍
公
民
の
関
係
も
く
ず
れ
、
私
的
隷
属
関
係
が
顕
在
化
し
、

や
が
て
封
建
的
身
分
社
会
が
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
過
程
の
な
か

で
、
国
家
翻
公
民
関
係
か
ら
の
離
脱
を
志
向
す
る
浮
浪
の
果
し
た
役
割
は
大

き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
奈
良
時
代
の
浮
浪
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
論
考
が
あ
り
、
論
点
も
で

つ
く
し
た
感
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
論
考
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
な

お
疑
問
の
点
が
少
な
く
な
く
、
究
明
さ
る
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
奈
良
時
代
の
浮
浪
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
ゆ
く

た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
主
要
な
論
考
を
検
討

し
て
問
題
点
の
整
理
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

浮
浪
と
逃
亡
に
つ
い
て

本
貫
の
地
を
難
れ
て
他
郷
を
流
浪
す
る
も
の
に
浮
浪
と
逃
亡
が
あ
っ
た
ヤ
嘱
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と
は
、
戸
令
絶
塵
条
に
対
す
る
集
解
諸
家
の
注
釈
や
、
捕
亡
律
逸
文
の
非
難

浮
浪
他
所
条
、
同
じ
く
部
内
容
止
他
界
逃
亡
浮
浪
者
条
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
本
貫
を
離
れ
て
い
て
も
な
お
課
役
を
全
坐
し
て
い
る
も
の
が
浮
浪

で
あ
り
、
こ
れ
と
反
対
に
課
役
を
ま
っ
た
く
欠
く
も
の
が
逃
亡
で
あ
る
と
い

う
の
が
、
律
令
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
規
定
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
奈
良
時
代
の
官
符
な
ど
に
み
ら
れ
る
矯
法
で
は
、
浮
浪
は
課
役
を

忌
避
し
、
ま
た
そ
の
結
果
戸
幽
幽
逃
走
条
の
規
定
に
よ
っ
て
籍
帳
か
ら
削
ら

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
逃
亡
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
に
使
わ
れ
て
お
り
、

川
上
多
助
琉
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
浮
浪
と
逃
亡
の
区
別
は
無
視
さ
れ
て

　
　
　
　
　
①

い
る
の
で
あ
る
。
平
田
歌
先
斗
は
、
浮
浪
と
逃
亡
に
関
す
る
律
令
本
来
の
概

念
規
定
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
一
応
認
め
つ
つ
も
、
な
お
律
令
収
奪
体

系
の
内
に
あ
る
か
外
に
あ
る
か
と
い
う
概
念
的
差
異
は
充
分
に
意
識
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
た
と
し
て
、
そ
の
根
拠
に
つ
ぎ
の
史
料
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
ω
続
日
本
紀
天
平
勝
宝
七
年
五
月
了
丑
条
に
「
大
隅
國
長
男
村

浮
浪
九
百
帰
余
人
言
。
欲
レ
建
昌
郡
家
鴻
黙
許
レ
之
。
」
と
あ
る
浮
浪
は
、
逃
亡

に
郡
家
の
建
築
を
許
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
名
簿
に
録
さ
れ
た
逃
亡

の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
逃
亡
と
区
記
し
た
呼
称
で
あ
る
G
ま
た

②
同
じ
く
天
平
宝
字
二
年
一
〇
月
甲
子
条
の
「
発
二
陸
奥
国
浮
浪
人
刃
造
昌
桃

生
城
4
既
七
里
昌
其
調
庸
⑩
便
即
占
着
。
又
浮
評
叛
徒
三
斜
呂
面
戸
ご
と
い

う
記
事
に
み
え
る
浮
浪
人
と
云
云
三
雲
と
の
区
別
は
、
名
簿
に
録
さ
れ
て
課

役
を
輸
し
て
い
た
逃
亡
と
、
ま
だ
録
さ
れ
な
い
逃
亡
と
の
区
別
を
示
す
も
の

で
あ
る
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
ω
は
郡
衙
の
建
物
の
建
築
で
は
な
く
、
和
鋼
六
年
九
月
に
摂
津
職
の
河
辺

郡
玖
左
佐
村
を
能
勢
郡
と
し
た
よ
う
に
（
心
室
）
、
歯
舞
村
を
の
ち
の
和
名
抄

に
み
え
る
菱
薄
湿
に
昇
格
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
浮
浪
が
平

田
氏
の
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
名
簿
に
録
さ
れ
た
逃
亡
で
あ
る
か
否
か

に
は
疑
問
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
大
隅
、
薩
摩
両
国
で
は
天
平
の
初
期
に
お
い

て
も
班
田
制
を
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
百
姓
は
そ
の
所
有
地
を
墾
田
と

し
て
異
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
（
続
紀
天
平
二
年
三
月

辛
卵
条
）
、
空
誉
村
の
百
姓
は
勝
宝
年
聞
に
い
た
っ
て
も
な
お
、
国
家
に
よ
っ

て
直
接
掘
握
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
調
庸
の
属
と
よ
ば
れ
る
状
態
に
は
な
っ
て

お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
百
姓
を
、
戸
籍
に
付
せ
ら

れ
た
一
般
の
公
民
と
区
別
し
て
便
寛
的
に
浮
浪
と
よ
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
②
の
浮
浪
人
と
浮
宕
聖
徒
と
の
区
別
は
平
田
氏
の
説
か
れ
る
通
ヴ
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
浮
浪
と
浮
宕
と
い
う
類
似
し
た
表
現
を
使
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
区
別
は
当
隣
の
陸
奥
圏
に
現
実
に
存

在
し
た
逃
亡
の
実
態
に
対
応
し
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
意
識
酌
に
概
念
化

さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
も
っ
て
奈
良
時
代
に
こ
の
よ
う
な

法
制
的
な
区
別
が
普
遍
的
に
存
在
し
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
逃
亡
者
が
ふ
た
た

び
国
家
の
手
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
場
合
の
区
別
で
あ
っ
て
、
逃
亡
発
生

の
時
点
に
お
け
る
浮
浪
と
逃
亡
の
区
別
は
、
平
田
氏
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

奈
良
時
代
の
は
じ
め
か
ら
無
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
浮
浪
の
概
念
は
、
た
ん
に
本
貫
の
地
を
離
脱
す
る
行
為
あ
る
い
は
離
脱
し

て
い
る
状
態
を
示
す
雷
葉
と
し
て
、
逃
亡
と
同
じ
意
味
に
編
い
ら
れ
た
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
混
乱
が
生
じ
た
理
由
の
一
つ
は
、
浮
浪
と
逃
亡
の
区
別
に
は

は
じ
め
か
ら
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
課
役
を
全
賜
す
る
か
否
か
と
い
う
基
準
に
よ
δ
区
別
は
、
班
田
農
斑
の

収
奪
の
う
え
に
た
つ
律
令
國
家
の
当
然
の
要
請
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し

こ
の
基
準
に
よ
る
限
り
、
課
口
の
浮
浪
と
逃
亡
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
て

も
、
不
課
口
の
場
合
は
そ
れ
が
不
可
能
に
な
る
。
強
い
て
こ
の
基
準
を
適
用

す
る
な
ら
、
本
貫
を
離
脱
し
た
不
課
口
は
す
べ
て
浮
浪
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
は
国
家
の
支
配
か
ら
逃
れ
て
も
、
不
課
口
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

れ
ば
浮
浪
と
し
て
扱
わ
れ
、
古
帳
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
も
口
分
田
を
収
公
さ

れ
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
お
こ
り
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
史
料
の
う
え
で
も
京
畿

の
計
帳
や
近
江
国
志
何
心
計
帳
な
ど
で
は
不
課
口
に
も
逃
と
注
記
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
原
島
礼
二
氏
は
課
役
を
基
準
と
す
る
律
令
の
規
定
を
認
め
て
、
不
課
口
は

本
来
す
べ
て
浮
浪
で
あ
る
と
み
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
計
帳
に
逃
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
蒔
代
の
前
半
の
あ
る
疇
期
に
限
っ
て
不
課
口
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

浮
浪
も
逃
亡
に
准
じ
て
追
求
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
課
役
を
基
準

と
す
る
区
別
は
は
じ
め
か
ら
厳
密
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
不
課
口
で
あ
っ
て
も

国
家
の
支
配
か
ら
離
脱
し
た
も
の
は
逃
亡
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
実
際
問
題
と
し
て
も
、
浮
浪
と
逃
亡
に
関
す
る
律
令
の
規
定
は

法
文
上
の
問
題
に
す
ぎ
ず
、
圏
家
の
支
配
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
農
民
に
浮

浪
、
逃
亡
の
概
念
を
区
別
し
て
適
用
す
る
こ
と
な
ど
無
意
味
で
あ
っ
た
ろ
う
。

奈
良
時
代
の
法
令
に
浮
浪
と
逃
亡
が
混
用
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
理

由
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
奈
良
時
代
に
、
律
令
に
規
定
す
る
浮
浪
の

状
態
に
あ
た
る
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

捕
亡
律
の
非
亡
浮
浪
他
所
条
に
合
法
的
な
浮
浪
と
し
．
て
認
め
ら
れ
て
い
各

「
面
一
求
資
財
④
及
学
寛
酷
し
や
、
当
時
の
生
産
条
件
か
ら
本
郷
を
離
れ
て

耕
作
に
従
事
す
る
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の

も
の
は
処
罰
さ
る
べ
き
浮
浪
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
法
令
の
対
象
と
は
さ
れ
な

か
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
本
郷
を
遠
く
離
れ
て
耕
作
に
従
う
も
の
が

法
令
の
う
え
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
は
る
か
に
下
っ
て
大
同
三
年
に
な
つ

　
　
　
　
　
④

て
か
ら
で
あ
る
。
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奈
良
時
代
に
本
郷
を
離
れ
て
居
住
す
る
も
の
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の

は
、
そ
れ
が
麟
家
の
支
配
か
ら
離
脱
す
る
意
志
に
よ
る
か
否
か
で
あ
り
、
後

者
（
離
脱
す
る
意
志
を
も
た
な
い
も
の
）
は
法
律
の
対
象
と
さ
れ
ず
、
前
者

（
離
脱
す
る
意
志
を
も
つ
も
の
）
が
逃
亡
者
と
し
て
、
浮
浪
・
影
面
あ
る
い

は
逃
亡
な
ど
の
名
称
を
も
っ
て
よ
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
浮
浪
発
生
の
原
因

　
浮
浪
発
生
の
原
閣
に
つ
い
て
、
川
上
多
助
氏
が
班
田
収
量
制
の
衰
退
と
地

方
行
政
の
棄
乳
を
あ
げ
ら
れ
、
北
由
茂
夫
琉
が
こ
れ
を
苛
酷
な
樒
役
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
闘
争
に
も
と
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
ひ
と
に
よ
っ
て
力
点
の
梱
違
は
あ
る
が
、

浮
浪
発
生
の
原
因
を
基
本
的
に
は
律
令
下
家
の
体
制
的
矛
雷
に
よ
る
農
民
の

窮
乏
に
あ
り
、
逃
亡
は
課
役
の
忌
避
を
臼
的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
み
る

点
で
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
逃
亡
は
史
料
的
に
も
ま
た
実
際
上
も
、
必
ず

し
も
課
役
の
忌
避
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
こ

に
逃
亡
の
歴
史
酌
意
味
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
説
が
だ
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
す
な
わ
ち
ω
逃
亡
を
計
画
的
移
住
と
み
る
塵
木
説
、
②
同
じ
く
移
佐
説
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

属
す
る
が
、
こ
れ
を
婚
姻
、
分
家
に
力
点
を
お
い
て
み
る
平
田
説
、
㈲
逃
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
原
因
と
し
て
貴
族
に
よ
る
吸
引
を
説
く
岡
本
説
、
ω
逃
亡
に
偽
籍
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
あ
り
え
た
と
す
る
塩
沢
説
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か

の
説
が
だ
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
逃
亡
の
一
様
で
な
い
複
雑
さ
が
窺
わ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
つ
ぎ
に
こ
れ
ら
の
説
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　
ω
②
は
と
も
に
逃
亡
が
必
ず
し
も
課
役
の
忌
避
を
目
的
と
す
る
生
活
困
窮

者
ば
か
り
で
は
な
く
、
新
天
地
の
朗
拓
（
ω
）
、
あ
る
い
は
漏
出
、
分
家
を

目
的
と
す
る
（
②
）
移
住
港
が
か
な
り
多
か
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
移
倥
が
逃
亡
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、

令
制
に
お
い
て
は
戸
令
罵
狭
条
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
戸
口
の
移
住
が
認

め
ら
れ
て
い
な
か
ウ
た
た
め
、
移
籍
を
獲
得
す
る
便
法
と
し
て
逃
亡
と
い
う

形
を
と
り
、
移
住
先
に
お
い
て
詔
令
絶
貫
首
の
適
用
を
う
け
て
貫
に
付
さ
れ

る
こ
と
を
凝
っ
た
た
め
で
あ
る
と
み
る
。

　
律
令
国
象
の
も
と
で
は
思
住
の
自
由
は
原
則
と
し
て
大
巾
に
制
限
さ
れ
て

い
た
か
ら
、
移
住
を
欲
す
る
も
の
が
し
ば
し
ば
逃
亡
と
い
う
形
を
と
っ
た
こ

と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
戸
響
町
狭
条
が
は
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
移
倥
制
限
令
と
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
は
疑
問
が
あ
り
、

ま
た
ω
②
が
依
拠
し
て
い
る
京
畿
計
帳
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
も
問
題
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
の
ち
に
京
畿
計
帳
を
検
討
す

る
さ
い
に
必
要
に
応
じ
て
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
ω
②
に
お
い
て
、

逃
亡
の
形
を
と
る
移
住
が
法
の
不
潔
を
補
う
便
法
と
し
て
あ
る
程
度
公
認
さ

れ
て
い
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
点
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
こ
と

に
平
田
氏
は
「
逃
亡
春
が
移
住
的
分
家
的
に
逃
亡
す
る
手
段
を
択
び
得
た
と

い
う
こ
と
は
、
奈
良
朝
前
期
の
接
写
支
配
を
考
え
る
場
合
、
律
令
国
家
の
意
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殴
す
る
人
脅
支
配
を
過
大
評
価
し
て
、
国
家
権
力
と
班
田
農
民
と
を
直
接
結

び
つ
け
て
考
え
る
や
り
方
が
危
険
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」
と
い
う

結
論
さ
え
ひ
き
だ
し
て
こ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
た
し
か
に
の
ち
に
も
み
る
よ
う
に
移
住
は
こ
れ
ま
で
一
般
に
考
え
ら
れ
て

き
た
よ
り
は
、
法
的
に
も
実
際
的
に
も
容
易
な
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
移
住
が
事
実
と
し
て
か
な
り
多
く
み
ら
れ
る
現

象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
国
家
支
配
の
本
質
と
は
ま
っ
た
く
別
問
題
で

あ
る
。
平
田
氏
の
え
た
結
論
は
、
い
か
な
る
苛
酷
な
専
捌
支
配
に
あ
っ
て
も
、

人
民
を
完
全
に
緊
縛
し
き
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
ご
く
轟
然
の
現
象

を
示
す
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
個
別
人
身
的
支
配
に
基
づ
く
律
令
国
家
に
と
っ
て
非
合
法
の
移
住
を
黙
認

す
る
こ
と
は
自
己
の
存
立
の
基
盤
を
危
う
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
農
民

の
側
か
ら
み
て
も
移
住
は
容
易
に
課
役
の
不
輸
、
ひ
い
て
は
国
家
権
力
か
ら

の
離
脱
と
結
び
つ
く
行
為
で
あ
り
、
逃
亡
と
い
う
形
を
と
る
移
住
を
決
行
す

る
こ
と
自
体
が
律
令
支
配
に
対
す
る
抵
抗
を
意
味
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
生
活
の
困
窮
に
よ
る
課
役
の
忌
避
を
直
接
の
昌
的
と
し
な
い
、
よ
り

余
裕
の
あ
る
形
態
で
あ
っ
て
も
、
逃
亡
は
律
令
支
配
を
掘
り
く
ず
す
遺
詠
を

も
ち
、
農
民
の
国
家
に
対
す
る
闘
争
の
一
形
態
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
こ
の
問
題
は
浪
人
の
階
層
性
の
問
題
と
し
て
考
察
す
べ
き
こ
と
を
明

確
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ω
の
逃
亡
、
す
な
わ
ち
新
し
い
生
活
を
開

拓
す
る
た
め
の
移
住
は
、
直
木
氏
が
「
律
令
髄
を
克
服
す
る
者
と
し
て
の
浮

浪
」
と
規
定
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
右
に
の
べ
た
意
味
に
お
け
る
逃
亡
に

ま
っ
す
ぐ
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
②
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
平
田
氏
は
京
畿
計
帳
の
分
析
に
よ
っ

て
分
家
的
逃
亡
に
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
㊥
戸
主
の
直
系
親
お
よ
び
兄
第
姉
妹
で
、
同
戸
の
う
ち
で
家
族
を

形
成
し
え
な
い
も
の
が
新
し
い
生
活
の
展
開
を
も
と
め
て
分
家
的
に
逃
亡
す

る
場
合
と
、
㈲
　
家
族
を
形
成
し
え
な
い
不
安
定
な
傍
系
親
が
家
族
の
垂
心
に

押
し
だ
さ
れ
、
安
定
し
た
生
活
の
基
盤
を
も
と
め
て
逃
亡
す
る
場
合
で
あ
る
。

　
④
㈲
と
も
に
戸
内
で
家
族
を
形
成
し
え
な
い
と
す
る
条
件
が
睡
昧
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
別
に
し
て
も
、
戸
令
榎
戸
条
に
よ
っ
て
同
里
内
と
は
い
わ
ぬ
ま

で
も
、
同
郡
内
あ
る
い
は
同
圏
内
に
別
戸
を
形
成
す
る
こ
と
が
決
し
て
不
可

能
で
は
な
い
条
件
の
も
と
で
、
あ
え
て
踏
外
や
専
社
あ
る
い
は
土
豪
の
も
と

に
走
る
と
い
う
の
は
、
た
ん
な
る
分
家
的
移
住
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
②
の
場
合
も
逃
亡
は
た
ん
に
家
族
形
態
や
法
制
上

の
規
制
を
う
け
る
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
ω
の
場
合
と
隅
様
に
律
令
体
制

に
対
す
る
抵
抗
と
結
び
つ
く
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
㈲
は
あ
ま
り
問
題
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
ω
に
つ
い
て
み
よ
う
。

塩
沢
氏
は
計
帳
に
逃
と
注
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
い
つ
わ
り
の
逃
亡
が
あ
り

う
る
と
し
、
そ
れ
に
二
つ
の
場
合
を
想
定
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
ω
有
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奈良時代1の浮浪と京畿／十亀良（長lil）

・
刀
戸
の
と
く
に
直
系
親
が
律
令
圏
家
に
対
す
る
負
担
を
さ
け
る
た
め
に
逃
亡

を
い
つ
わ
る
場
合
と
、
㈲
没
落
し
た
農
民
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
口
分
田
の
売

却
，
を
お
こ
な
い
、
こ
れ
を
法
的
に
糊
塗
す
る
た
め
逃
亡
と
い
つ
わ
っ
て
、
土

嶽
の
も
と
で
も
と
の
土
地
の
耕
作
を
続
け
る
場
合
と
で
あ
る
。

　
ω
に
つ
い
て
は
平
田
氏
の
批
判
が
あ
る
。
氏
は
塩
沢
氏
が
例
証
と
し
て
あ

げ
る
雲
上
璽
計
帳
の
有
力
富
戸
の
良
民
逃
亡
一
九
人
の
う
ち
、
逃
亡
を
必
要

と
す
る
課
丁
は
二
人
で
、
あ
と
は
人
頭
税
の
対
象
と
な
ら
な
い
女
子
供
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
塩
沢
氏
は
一
九
人
中
一
三
人
が
そ
れ
に
含
ま
れ
る
「
在
」
を

「
逃
」
と
み
な
し
て
、
有
力
二
戸
に
直
系
親
の
逃
亡
が
多
い
と
考
え
、
こ
れ

を
偽
籍
説
の
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
　
「
在
扁
は
半
ば
合
法
的
な
移
住
で
あ
る

浮
浪
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
除
く
と
直
系
親
の
逃
亡
は
零
と
な
り
、
ま
た
二

戸
の
良
民
逃
亡
率
も
二
戸
以
外
の
逃
亡
率
よ
り
低
く
な
る
こ
と
な
ど
を
根
拠

に
し
て
、
逃
亡
在
籍
説
に
疑
問
を
呈
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
関

す
る
平
田
氏
の
批
判
は
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
㈲
に
つ
い
て
み
る
と
、
貧
窮
の
結
果
口
分
田
を
手
離
し
、
こ
れ
を
法

的
に
糊
塗
す
る
た
め
に
逃
亡
を
い
つ
わ
ら
な
け
れ
ば
な
の
な
い
の
は
、
偽
籍

を
お
こ
な
う
だ
け
の
実
力
を
も
つ
有
力
戸
で
な
く
、
弱
小
戸
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
逃
亡
三
三
は
有
力
戸
に
か
ぎ
る
と

す
る
濫
沢
氏
自
身
の
前
提
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
茂
が
逃
亡
問
題

を
考
察
す
る
史
料
と
さ
れ
た
京
畿
計
帳
を
み
て
も
、
㈱
を
具
体
的
に
裏
づ
け

る
よ
う
な
喜
実
は
見
出
せ
な
い
よ
う
に
思
う
α

　
塩
沢
氏
の
逃
亡
六
籍
説
は
現
在
定
説
と
化
し
た
感
が
あ
り
、
ま
た
理
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
は
そ
の
可
能
性
を
否
定
し
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

偽
籍
説
が
京
畿
計
帳
を
根
拠
と
す
る
か
ぎ
り
十
分
越
立
証
さ
れ
た
と
は
い
え

ず
、
根
本
的
な
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
京
畿
計

帳
を
根
拠
と
し
て
北
山
氏
や
塩
沢
氏
の
、
課
役
忌
避
を
逃
亡
の
直
接
の
原
因

と
す
る
説
を
否
定
す
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
。

　
従
来
の
浮
浪
に
関
す
る
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
京
畿
計
帳
を
拠
り
ど
こ
ろ
に

し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
京
畿
計
帳
に
み
ら

れ
る
逃
亡
は
、
奈
良
時
代
の
官
符
類
に
窺
わ
れ
る
逃
亡
と
あ
ま
り
に
も
そ
の

様
相
を
異
に
し
て
お
り
、
ま
た
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
京
畿
計
帳
に
は
そ
れ

自
体
に
不
可
解
な
点
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
匿
わ

せ
る
と
、
京
畿
計
帳
を
も
っ
て
浮
浪
問
題
一
般
を
考
察
す
る
こ
と
に
は
問
題

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
性
急
に
一
定
の
結
論
を
ひ
き
だ
す

の
で
は
な
く
、
京
畿
計
帳
の
浮
浪
に
関
す
る
史
料
的
性
格
を
真
剣
に
検
討
し

直
す
時
期
に
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
　
京
畿
計
帳
の
逃
注
記

浮
浪
話
題
の

考　1
察
に

必
ず
と

い
っ

て

よ

い
ほ
ど

利
用
さ

．
むの

史
料
で
あ
り
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な
が
ら
、
史
料
そ
の
も
の
の
検
討
が
十
分
で
な
く
、
不
可
解
な
点
を
数
多
く

残
し
て
い
る
の
が
京
畿
計
帳
に
み
ら
れ
る
逃
亡
の
注
記
で
あ
る
。
こ
の
逃
注

記
に
つ
い
て
は
原
島
礼
二
氏
が
三
つ
の
特
微
を
あ
げ
て
検
討
を
試
み
ら
れ
た

が
、
本
節
で
も
ほ
ぼ
こ
の
原
島
氏
の
指
摘
さ
れ
た
三
点
に
沿
っ
て
問
題
点
を

拾
っ
て
ゆ
き
た
い
。

　
京
畿
計
帳
の
う
ち
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
の
山
背
圏
愛
宕
郡
雲
上
里
お
よ

び
雲
下
里
計
帳
、
天
平
五
年
（
七
三
三
）
の
霜
露
計
帳
、
同
じ
く
天
平
五
年

の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
山
背
国
愛
宕
郡
計
帳
の
四
つ
の
計
帳
に
は
多
く
の
逃

亡
に
関
す
る
注
記
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
逃
注
記
の
第
一
の
特
色
は
、
計
帳
作

製
時
か
ら
満
六
年
を
は
る
か
に
遡
る
逃
亡
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
戸
血
汐
逃
走
条
に
規
定
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
三
周
六
年

の
法
に
よ
っ
て
、
戸
を
あ
げ
て
の
逃
走
の
場
合
に
は
三
年
、
戸
口
の
逃
走
の

場
合
に
は
六
年
を
経
れ
ば
計
帳
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

三
周
六
年
の
意
味
は
、
逃
亡
を
注
記
し
た
年
か
ら
数
え
て
三
年
あ
る
い
は
六

年
の
問
は
除
駕
せ
ず
、
四
年
置
あ
る
い
は
七
年
目
に
除
毒
す
る
と
解
せ
ら
れ

る
。
従
っ
て
戸
口
の
逃
亡
の
場
合
、
も
し
戸
令
前
亀
戸
逃
走
条
の
古
記
の
い

う
よ
う
に
、
隈
か
ら
除
く
理
由
を
仔
細
に
注
記
す
る
こ
と
が
実
行
さ
れ
た
と

す
れ
ば
満
七
年
以
前
の
、
ま
た
理
由
を
注
記
せ
ず
た
ん
に
除
通
す
る
だ
け
で

あ
れ
ば
満
六
年
以
前
の
逃
亡
ま
で
が
計
帳
に
跡
を
と
ど
め
る
わ
け
で
あ
る
。

三
周
六
年
の
法
が
実
行
さ
れ
て
い
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
せ
い
ぜ
い
神
亀
三
年

の
計
帳
の
場
合
に
ぱ
養
老
三
年
（
七
一
九
）
の
、
天
平
五
年
の
計
帳
で
は
神

亀
⇒
年
の
逃
亡
ま
で
を
知
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
京
畿

計
隈
で
は
こ
の
限
界
を
こ
え
て
、
は
な
は
だ
し
い
場
合
に
は
満
二
十
五
年
以

前
の
逃
亡
が
除
帳
さ
れ
ず
に
注
記
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
原
島
氏
は
岡
時
期
の
近
江
国
や
出
雲
国
で
は
三
周
六
年
の
法
が
守
ら
れ
て

い
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
右
の
よ
う
な
現
象
は
京
畿
計
帳
に
特
有
の

も
の
で
あ
り
、
あ
る
時
期
、
京
畿
内
で
は
戸
令
戸
逃
走
条
の
適
用
外
に
あ
っ

た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
隣
期
に
つ
い
て
は
、
逃
注
記
の
上
限

が
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
涌
銅
元
年
の
逃
亡

者
を
錦
帳
す
べ
き
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
の
計
帳
作
製
時
に
な
ん
ら
か
の
理

由
か
ら
除
帳
し
な
く
な
り
、
以
後
そ
れ
が
続
い
た
も
の
と
さ
れ
、
下
限
に
つ

い
て
は
、
天
平
七
年
（
七
三
五
）
の
山
背
国
隼
人
計
帳
の
断
簡
に
み
ら
れ
る

四
郷
戸
に
逃
注
記
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
六
年
除
帳
制
が
復
活
し

た
た
め
と
考
え
て
、
そ
れ
よ
り
二
年
前
の
天
平
五
年
と
し
て
お
ら
れ
る
。
京

畿
内
に
戸
全
戸
逃
走
条
が
適
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
蒔
期
の
上
限
を
霊
亀
元
年

と
す
る
の
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
上
限
に
つ
い
て
は
根
拠
と
さ
れ
た
史

料
が
隼
人
と
い
う
特
殊
な
集
闘
の
計
帳
で
あ
り
、
四
郷
戸
と
い
う
僅
か
な
事

例
に
よ
る
も
の
な
の
で
、
十
分
に
立
証
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
い
ま
の

と
こ
ろ
不
明
と
す
る
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
霊
亀
元
年
以
降
、
京
畿
内
で
は
逃
亡
に
戸
毎
戸
逃
走
条
が
適
用
さ
れ
な
く
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な
っ
た
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
い
く
つ
か
の
間
題
が
生
じ
て
く
る
。
ま
ず
第

一
に
④
逃
亡
者
を
六
年
後
も
除
帳
し
な
い
と
い
う
措
置
は
計
帳
の
う
え
だ
け

に
と
ど
ま
り
、
戸
籍
か
ら
は
除
か
れ
て
口
分
田
を
収
公
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ

と
も
㈲
戸
籍
の
う
え
で
も
除
籍
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
収
公
も
お
こ
な

わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
る
。
洞
富
雄

⑫氏
と
平
田
歌
二
氏
は
ω
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
洞
氏
は
雲
上
里
の
出
雲
臣
大
嶋
の
戸
の
計
帳
に
い
ず
れ
も
「
随
夫
筑
紫

国
」
と
注
さ
れ
て
い
る
戸
主
の
娘
三
人
は
、
戸
籍
で
は
嶺
然
そ
の
名
を
削
ら

れ
た
は
ず
で
あ
る
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
平
田
氏
は
逃
亡
者
の
口
分
田

は
逃
亡
後
六
年
た
て
ば
戸
逃
走
条
に
よ
っ
て
班
年
を
待
た
ず
収
公
さ
れ
た
と

し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
嘉
然
逃
亡
者
は
芦
籍
か
ら
は
削
ら
れ
た
と
考
え
て
お

ら
れ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
洞
氏
の
場
合
、
鐵
雲
臣
大
喪
の
娘
は
逃
と

注
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
通
説
で
は
こ
れ
を
在
の
一
種
と
み
て
、
逃
亡
で
は
な

く
律
令
に
規
定
す
る
意
味
で
の
浮
浪
と
し
て
い
る
。
も
し
浮
浪
で
あ
れ
ば
除

帳
、
除
籍
の
対
象
外
で
あ
る
か
ら
唱
題
に
な
ら
な
い
し
、
ま
た
計
帳
に
「
割

往
漏
と
い
う
よ
う
な
注
も
な
い
の
で
正
式
の
移
籍
手
続
が
と
ら
れ
た
と
も
考

え
ら
れ
な
い
。
も
し
ま
た
こ
れ
が
真
実
の
逃
亡
で
あ
る
と
し
て
も
、
以
下
に

の
べ
る
理
由
に
よ
っ
て
除
籍
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

　
平
田
氏
の
場
合
、
ま
ず
逃
亡
後
六
年
た
て
ば
班
年
を
待
た
ず
日
分
田
が
収

公
さ
れ
る
と
い
う
の
は
養
老
令
の
規
定
で
あ
り
、
大
里
令
施
行
期
の
制
度
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
て
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
宝
令
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
逃
亡
六
年

後
最
初
の
班
年
に
は
目
分
課
を
収
公
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
造
籍
年
に
は

逃
亡
後
六
年
を
経
過
し
た
も
の
は
除
籍
さ
れ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
す
で

に
三
周
六
年
の
法
が
無
視
さ
れ
て
い
る
の
に
、
口
分
田
紋
公
の
み
が
実
行
さ

れ
た
か
疑
問
で
あ
る
う
え
に
、
計
帳
の
内
容
を
み
る
と
逃
亡
者
の
除
籍
、
収

公
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
は
、
逃
亡
後
六
年
以
上
を
経
過
し
た
も
の
が
課
口
に
数
え
ら
れ
、

調
を
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
、
二
の
例
を
あ
げ
る
と
、
神

亀
三
年
の
笹
下
盟
計
帳
の
出
雲
臣
挙
足
と
娼
雲
影
千
依
の
戸
は
、
そ
れ
ぞ
れ

課
口
五
人
で
、
そ
の
う
ち
正
確
四
人
が
と
も
に
晃
輸
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
四
人
の
正
室
の
う
ち
各
一
人
が
、
遠
足
の
戸
で
は
養
老
二
年
に
、
千
依
の

戸
で
は
湘
銅
五
年
遅
逃
亡
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
戸
逃
走
条
に

規
定
さ
れ
て
い
る
逃
亡
者
の
租
調
の
陶
戸
代
輸
が
延
長
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
調
の
徴
収
が
六
年
を
こ
え
て
延
長
さ
れ
て
い
る
以
上
、
租
も
ま
た

同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
従
っ
て
口
分
田
は
越
冬
さ
れ
な
か
っ
た
と
推
定

さ
れ
る
。
律
令
体
制
の
も
と
で
は
反
対
給
付
の
な
い
一
方
的
収
奪
は
ふ
つ
う

お
こ
な
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
注
目
さ
れ
る
の
は
、
男
子
の
逃
亡
者
で
計
帳
に
正
丁
と
記
さ
れ
て
い

る
も
の
の
な
か
に
は
、
逃
亡
時
に
十
六
歳
以
下
で
当
然
い
か
な
る
負
担
を
も

負
？
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
あ
り
、
は
な
は
だ
し
い
場
合
に
は
四
歳
で
逃
亡
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し
て
口
分
田
も
未
給
で
あ
っ
た
も
の
が
ま
じ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
天
平
五
年
の
愛
宕
郡
計
帳
の
戸
主
（
秦
人
広
幡
）
真
君
の
戸
口
、
秦
人

広
幡
土
方
は
二
四
年
前
の
和
銅
二
年
に
十
一
歳
で
越
前
国
に
逃
亡
し
た
が
、

計
帳
に
は
正
丁
と
し
て
諜
口
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
戸
主
壬
生

家
回
縁
の
在
日
の
壬
生
小
濁
も
一
二
年
前
の
和
銅
五
年
に
四
歳
で
逃
亡
し
て

い
な
が
ら
課
口
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
右
に
あ
げ
た
二
つ
の
戸
の
記
載
は
と

も
に
断
簡
で
、
戸
内
の
正
丁
を
す
べ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

厳
密
に
い
う
と
土
方
や
小
綱
が
見
輸
の
正
夢
で
あ
る
か
否
か
不
明
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
京
畿
計
帳
の
他
の
例
か
ら
み
て
、
彼
ら
は
実
際
に
調

を
負
担
し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
逃
亡
時
に
不
課
口
で
あ
り
、
こ
と
に
口
分
田
さ
え
受
け
て
い

な
い
も
の
か
ら
調
を
徴
収
す
る
と
い
う
の
は
、
も
は
や
逃
亡
岩
の
負
挺
を
同

戸
が
代
輸
す
る
と
い
う
本
来
の
趣
意
を
こ
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

場
合
、
獅
分
田
な
し
に
こ
の
よ
う
な
負
握
を
課
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
と
す
る
と
口
分
田
未
給
の
ま
ま
に
、
あ
る
い
は
小
子
、

中
潮
で
逃
亡
し
た
も
の
が
一
定
の
年
齢
に
達
す
れ
ば
、
本
人
が
現
住
し
な
い

ま
ま
に
口
分
田
を
支
給
し
た
り
、
中
男
あ
る
い
は
正
丁
に
見
合
う
負
担
を
課

し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
り
、
ま
こ
と
に
不
可
解
な
こ
と
に
な
る
。
な
お
こ
れ

と
逆
の
現
象
と
し
て
、
逃
亡
時
に
正
着
だ
っ
た
も
の
が
年
数
を
経
て
終
漁
に

な
る
と
課
口
か
ら
は
ず
さ
れ
て
お
り
、
調
の
微
収
に
関
す
る
限
り
、
あ
た
か

も
逃
亡
と
い
う
事
実
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
う
け
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
不
可
解
な
現
象
は
、
逃
注
記
自
体
の
史
料
的
信
稟
性
を

疑
わ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
こ
の
現
象
の
意
旅
す
る
と
こ
ろ
を
究
明
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
霊
亀
元
年
に
い
た
っ
て
、
京
畿
内
に
戸
逃
走
条
の
三
周
六
年
の
法

を
適
用
し
な
く
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
平

田
獣
二
氏
は
、
　
延
喜
主
計
式
に
よ
る
と
主
計
寮
で
は
、
　
課
丁
の
数
が
前
年

よ
り
減
っ
て
い
る
場
合
は
斗
帳
を
う
け
と
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ま

た
不
課
口
で
も
そ
の
減
損
は
国
郡
司
の
考
課
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し

て
、
こ
れ
を
王
周
六
年
の
法
を
無
視
し
て
逃
亡
を
除
増
し
な
く
な
っ
た
理
由

と
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
蒔
代
前
半
の
制
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
延
喜

式
を
参
考
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
で
は
霊
亀
元
年
と
い

う
時
点
に
つ
い
て
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
じ
つ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
霊

亀
元
年
に
、
平
田
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
を
内
包
し
た
法
令
が
だ
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
続
日
本
紀
霊
亀
元
年
五
月
辛
巳
朔
条
に
載
せ
る
勅
に
は
、
有
名

な
土
断
法
に
続
い
て
国
郡
司
の
功
過
に
つ
い
て
上
中
下
の
三
等
が
示
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
は
「
宜
下
…
…
（
中
略
）
田
縮
荒
廃
。
百
姓
飢
寒
。
因
致
昌

死
亡
一
考
為
ゆ
下
等
毒
。
十
人
以
上
。
動
因
話
見
任
ご
と
み
え
る
。
ま
た
こ
れ
に

続
い
て
「
又
四
民
之
徒
。
各
有
田
其
面
魂
今
立
レ
職
流
散
。
此
亦
国
郡
司
教
導

124 （602＞



張良時代の浮浪と京畿計帳（長山）

無
・
方
。
逸
事
レ
謂
也
。
有
二
如
レ
群
類
4
必
煽
一
…
顕
獄
ご
と
も
の
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
国
郡
司
が
撫
育
教
導
に
努
め
ず
、
た
め
に
百
姓
が
死
亡
あ

る
い
は
逃
亡
し
戸
口
を
減
じ
た
場
合
に
は
、
国
郡
司
は
罰
を
う
け
る
わ
け
で
、

こ
れ
を
実
行
す
る
た
め
に
巡
察
使
を
派
遣
す
る
こ
と
も
定
め
ら
れ
て
お
り
、

実
行
の
意
志
は
か
な
り
固
い
も
の
で
あ
っ
た
と
備
わ
れ
る
。
計
帳
造
進
の
期

限
の
前
に
だ
さ
れ
た
こ
の
勅
は
、
こ
の
年
の
計
帳
作
製
に
大
き
な
影
響
を
与

え
、
戸
口
減
損
を
恐
れ
た
京
畿
内
の
国
郡
司
が
逃
亡
後
六
年
を
経
過
し
た
も

の
の
除
帳
を
怠
っ
た
と
考
え
る
と
、
京
畿
計
帳
の
逃
注
記
の
在
り
方
を
よ
く

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
ま
り
に
み

え
す
い
た
詐
術
に
す
ぎ
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
三
周
六
年
の
法
の
停
止
が

・
氷
く
続
く
と
、
籍
帳
と
郷
里
の
実
態
と
が
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
た
も
の
に

な
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
考
え
を
断
案
と
し
て
採
用
す
る
の
が

た
め
ら
わ
れ
る
。

　
霊
亀
元
年
に
お
け
る
三
周
六
年
の
法
の
停
止
の
理
由
と
し
て
こ
の
ほ
か
に

考
え
ら
れ
る
一
、
二
の
理
由
を
あ
げ
て
み
る
と
、
ま
ず
こ
れ
に
よ
っ
て
接
穂

の
収
奪
を
続
け
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
課
口
の
み
な
ら
ず
不
課
口
ま
で
除
帳
除
籍
せ
ず
、

口
分
田
を
与
え
続
け
る
の
で
は
、
う
る
と
こ
ろ
少
な
く
、
逆
な
う
と
こ
ろ
が

多
い
の
で
、
こ
れ
は
ま
ず
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
根
本
的
巻
舌
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
三
周
六
年
を
す
ぎ
て
も

除
帳
さ
れ
な
い
も
の
の
な
か
に
は
、
本
貫
に
ふ
た
た
び
た
ち
帰
る
こ
と
を
期

待
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

戸
令
集
解
造
計
帳
条
に
は
「
若
全
戸
不
レ
在
レ
郷
者
。
」
と
い
う
令
文
に
対
し

て
、
古
記
が
「
謂
合
西
之
　
外
任
一
云
々
し
と
注
し
、
報
も
「
仮
有
　
需
要
之

官
4
挙
レ
戸
在
レ
任
云
々
」
と
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
京
戸
あ
る
い
は
畿
内
の

村
落
か
ら
は
下
級
若
人
が
多
く
供
給
さ
れ
、
外
宮
と
な
っ
て
地
方
に
赴
任
す

る
も
の
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
計
帳
に
逃
あ
る
い
は
在
と
あ
る
も
の
の

な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
官
人
に
同
道
し
た
家
族
も
か
な
り
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
考
え
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
律
令
に

い
う
浮
浪
に
あ
た
る
も
の
が
こ
の
時
期
に
は
逃
と
さ
れ
た
と
い
う
前
提
が
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

要
で
あ
る
が
、
十
分
に
立
証
で
き
な
い
事
柄
な
の
で
、
こ
れ
も
推
量
に
と
ど

め
た
い
。

　
要
す
る
に
京
畿
内
で
霊
亀
元
年
か
ら
三
周
六
年
の
法
を
適
用
し
な
く
な
っ

た
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
年
の
五
月
に
だ
さ
れ
た
国
司
の
功
過
に
関
す
る
勅

の
影
響
を
う
け
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
逃
や
在
の
な
か
に
は
外
官
と

し
て
地
方
に
赴
い
た
宮
人
に
同
行
し
た
家
族
の
も
の
が
か
な
り
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
膨
満
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
疑
問
の
点
も
多
く
、

必
ず
し
も
断
定
し
が
た
い
。

　
　
　
　
　
　
2

　
逃
注
記
の
第
二
の
特
色
と
し
て
注
記
の
多
様
挫
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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原
島
礼
二
氏
の
、
記
載
形
式
に
よ
る
区
分
に
従
う
と
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ω
逃
と
だ
け
あ
る
も
の
。
②
逃
亡
年
（
月
日
）
プ
ラ
ス
逃
と
あ
る
も
の
。
③

逃
亡
年
（
口
月
日
）
プ
ラ
ス
国
（
郡
郷
）
名
プ
ラ
ス
逃
と
あ
る
も
の
。
¢
0
逃
注

記
は
な
く
、
た
だ
国
（
郡
）
名
を
注
記
し
た
り
、
そ
の
し
た
に
「
在
」
と
記

す
も
の
。

　
右
の
う
ち
Q
ゆ
は
奴
碑
だ
け
に
み
ら
れ
る
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は
一
応
考

察
か
ら
省
く
こ
と
に
し
て
、
②
以
下
に
つ
い
て
み
て
ゆ
こ
う
。
ま
ず
は
じ
め

に
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
㈹
ω
の
国
郡
名
が
本
当
の
行
先
を
示
す
も
の
で

あ
る
か
、
あ
る
い
は
追
求
を
の
が
れ
る
た
め
の
い
つ
わ
り
に
す
ぎ
な
い
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
塩
沢
君
夫
氏
は
霞
背
国
出
雲
郷
の
逃
亡
に
つ
い
て
分
析
さ
れ
、
山
背
国
へ

逃
げ
た
も
の
が
一
人
も
い
な
い
こ
と
や
、
近
隣
の
国
よ
り
も
遠
国
に
逃
亡
し

た
も
の
の
方
が
多
い
が
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
遠
い
と
こ
ろ
ま
で
ゆ
け
た
か
、

ま
た
ど
う
し
て
そ
ん
な
遠
い
国
に
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
か
な
ど
の
点
か
ら
、

こ
の
行
先
に
つ
い
て
疑
問
を
だ
さ
れ
た
。
そ
し
て
行
先
を
記
し
て
な
い
逃
亡

の
場
合
、
逃
亡
の
記
載
を
い
つ
わ
る
必
要
の
な
い
奴
姻
に
多
い
か
ら
真
実
に

近
い
と
考
え
て
よ
い
が
、
筑
紫
や
遠
国
へ
の
逃
亡
の
認
載
は
有
力
戸
の
寒
湿

親
に
多
い
か
ら
か
な
り
事
実
か
ら
遠
く
、
有
力
戸
が
律
令
国
家
の
負
担
を
さ

け
る
た
め
に
逃
亡
を
い
つ
わ
る
と
き
、
摘
発
を
さ
け
る
た
め
遠
羅
を
逃
亡
先

と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
塩
沢
氏
は
行
先
の
記
載
、
と
く

に
遠
国
の
そ
れ
は
審
実
か
ら
遠
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
ひ
こ
れ
に
対
し
て
平

田
歌
二
氏
は
、
塩
沢
氏
が
、
行
先
を
筑
紫
と
し
て
い
る
も
の
が
逃
と
は
異
な

る
意
味
を
も
つ
在
と
注
記
さ
れ
て
い
る
事
実
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
と
、
逃

亡
が
不
課
口
に
多
く
、
課
役
忌
避
を
目
的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
塩
沢
氏
の
見
解
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と

っ
て
お
ら
れ
る
。

　
在
が
逃
と
異
な
り
浮
浪
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
は
、
の
ち
に

み
る
よ
う
に
多
少
問
題
が
あ
る
が
、
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
行
先
と
し
て
記

ざ
れ
て
い
る
圏
郡
名
を
故
意
の
い
つ
わ
り
と
み
る
格
励
の
理
由
も
な
さ
そ
う

に
思
わ
れ
る
。
行
先
を
筑
紫
と
す
る
も
の
は
十
四
人
の
多
数
に
の
ぼ
る
が
、

こ
の
十
四
人
は
雲
上
璽
計
帳
の
二
番
鼠
か
ら
四
番
醤
ま
で
の
三
郷
戸
か
ら
で

て
お
り
一
た
だ
し
断
簡
で
あ
る
か
ら
必
ず
し
も
連
続
し
た
も
の
と
は
い
え

な
い
一
、
こ
と
に
二
番
目
の
出
雲
匿
真
苧
の
戸
で
は
十
人
が
筑
紫
に
在
住

し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
十
入
は
真
足
の
母
と
息
子
、

娘
各
一
人
お
よ
び
甥
三
人
、
姪
四
人
か
ら
成
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
課
口
は

正
丁
で
あ
る
真
面
の
息
子
た
だ
一
人
で
あ
る
か
ら
、
格
別
行
先
を
い
つ
わ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
筑
紫
を
行
先
と
す
る
も
の

は
、
外
官
と
し
て
赴
任
し
た
も
の
に
家
族
が
同
伴
し
た
と
い
う
よ
う
な
特
殊

な
事
情
が
考
え
ら
れ
、
単
純
に
統
計
的
処
理
を
施
す
の
は
妥
蜜
で
な
い
と
思

わ
れ
る
。
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畿
内
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そ
の
周
辺

［
霞
畿
へ
遠

奈良時代の浮浪と京畿計帳（長1幼

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
特
殊
の
性
格
が
想
定
さ
れ
る
筑
紫
の
場
合
を
除
く
と
、

行
先
は
次
表
の
よ
う
に
畿
内
と
そ
の
周
辺
、
中
間
地
域
お
よ
び
遠
園
に
分
散

し
て
い
る
。

　
越
前
、
越
中
、
越
後
に
多
く
、
そ
こ
に
い
く
ぶ
ん
の
か
た
よ
り
が
み
ら
れ

る
が
、
越
前
な
ど
は
辺
境
的
な
意
味
で
の
遠
国
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
中
間

地
域
に
含
め
る
べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
考
慮
に
い
れ
る

と
大
体
に
お
い
て
適
度
の
分
散
性
を
示
し
て
お
り
、
追
捕
を
さ
け
る
た
め
の

作
為
の
あ
と
は
窺
え
な
い
。
逃
注
記
そ
の
も
の
を
い
つ
わ
り
と
し
な
い
限
り
、

行
先
だ
け
を
疑
う
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
②
か
ら
¢
0
ま
で
の
注
記
の
も
つ
意
味
、
す
な
わ
ち
逃
の
注
記
の
有

無
や
行
先
の
有
無
が
、
逃
亡
に
関
す
る
実
態
の
鷺
烏
を
意
味
す
る
か
否
か
に

つ
い
て
み
よ
う
。
従
来
逃
の
注
記
の
あ
る
②
③
は
逃
亡
、
逃
の
注
記
の
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

あ
る
い
は
在
と
注
記
す
る
¢
◇
は
浮
浪
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
も
し
こ
れ
が
正

し
い
と
す
る
と
、
②
③
と
ω
の
間
に
は
当
然
内
容
的
に
な
ん
ら
か
の
相
違
が

あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
平
田
歌
二
二
は
、
雲
上
里
計
帳
の
有
力
戸
に

つ
い
て
、
直
系
親
は
在
、
傍
系
親
は
逃
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
有
力
二
戸

以
外
で
も
在
と
逃
と
を
十
分
意
識
し
た
記
載
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ

て
い
る
。

　
た
し
か
に
雲
上
里
で
筑
紫
垂
下
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
直
系
親
が
主
体
と

な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
半
数
は
傍
系
親
で
あ
る
。
ま
た
さ
き
に
み
た
よ

う
に
筑
紫
国
在
と
あ
る
も
の
は
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
、
単
純
に
こ
れ
を
一
般
化

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
筑
紫
国
記
の
場
合
を
除
い
て
京
畿
計

帳
二
般
に
つ
い
て
み
る
と
、
戸
内
の
地
位
に
よ
っ
て
逃
と
在
を
区
別
し
う
る

ほ
ど
の
顕
著
な
傾
向
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
逃
と
在
に
つ
い
て
、
そ
れ
に

含
ま
れ
る
女
性
の
比
率
を
み
て
み
る
と
、
逃
が
六
四
％
、
在
が
六
四
・
二
％

で
、
在
の
方
が
や
や
多
い
が
ほ
ぼ
岡
率
で
あ
る
。
も
し
逃
が
真
実
の
逃
亡
で

あ
れ
ば
課
口
の
逃
亡
が
多
く
、
従
っ
て
女
性
の
逃
亡
率
が
在
よ
り
は
低
く
な

り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

在
の
な
か
に
は
雲
上
墨
の
筑
紫
國
在
の
よ
う
に
、
逃
亡
の
意
志
の
な
い
一
時

的
移
住
者
と
想
像
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
逃
と
は
っ
き
り

区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
疑
問
で
あ
り
、
こ
と
に
在
の
注
記
が
な
く

行
先
だ
け
を
記
す
も
の
の
な
か
に
は
、
逃
の
注
記
や
逃
亡
年
月
の
っ
け
落
し

が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
原
島
礼
二
氏
は
逃
の
う
ち
で
も
③
に
あ
た
る
も
の
、
す
な
わ
ち
逃
亡
年

（
月
臼
）
プ
ラ
ス
国
（
郡
郷
）
名
プ
ラ
ス
逃
と
あ
る
も
の
は
、
在
と
実
態
は
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同
じ
で
い
ず
れ
も
浮
浪
と
考
え
ら
れ
、
政
府
の
浮
浪
に
対
す
る
政
策
の
変
化

に
よ
っ
て
は
じ
め
逃
と
計
帳
に
記
載
さ
れ
た
浮
浪
（
㈲
）
が
神
亀
二
年
以
降

在
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
）
4
（
）
の
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
③
と

㈲
を
前
後
の
関
係
で
と
ら
え
る
氏
の
説
に
は
魅
力
が
あ
る
が
、
十
分
に
立
言

さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
に
く
い
こ
と
は
さ
き
に
発
表
し
た
原
島
茂
の
論
文
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

対
す
る
撹
評
に
の
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
返
さ
な
い
。
し
か
し
逃
と
在

と
い
う
記
載
形
式
の
根
違
が
一
方
は
真
実
の
逃
亡
で
あ
り
、
他
方
が
浮
浪
で

あ
る
と
い
う
よ
う
な
実
態
の
相
違
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で

あ
り
、
原
島
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
実
態
的
に
は
両
者
は
同
じ
も
の
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
潔
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
②
と
㈲
、
す
な
わ
ち
逃
の
う
ち
で
も
行
先
の
記
載
が
な
い
も
の

と
、
そ
れ
が
注
詑
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
原
島

疵
は
㈲
は
在
と
同
じ
く
浮
浪
で
あ
る
が
、
②
は
真
実
の
逃
亡
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
そ
の
理
由
は
、
右
京
計
帳
に
よ
る
と
②
の
課
丁
が
同
一
負
担
の
外
に
お

か
れ
て
お
り
、
課
役
漏
出
の
浮
浪
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
雑

衝
に
関
す
る
記
載
の
み
え
る
唯
一
の
計
帳
で
あ
る
右
京
計
帳
に
あ
ら
わ
れ
た

逃
は
、
す
べ
て
行
先
を
記
さ
な
い
ω
で
あ
っ
て
、
㈹
は
一
件
も
な
い
の
で
、

こ
の
点
か
ら
ω
と
③
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外

の
点
に
つ
い
て
み
て
も
、
　
②
と
㈲
の
相
違
を
示
す
よ
う
な
現
象
は
み
い
だ
せ

な
い
。
逃
亡
者
中
の
女
性
の
逃
亡
率
を
み
て
み
る
と
、
②
は
七
〇
・
三
％
、

㈲
は
五
九
・
四
％
で
、
原
島
疑
が
浮
浪
と
さ
れ
る
㈲
の
方
が
、
真
実
の
逃
亡

と
さ
れ
る
ω
よ
り
む
し
ろ
低
率
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
要
す
る
に
②
㈲
ω
の
注
詑
が
内
容
的
に
な
ん
ら
か
の
実
態
の
相
違

を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
様
梢
は
み
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
れ
ら
の
注
記
が
は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
意
識
的

に
厳
密
に
記
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
。
注
記
の
相
違
を
単
純
に
実
態
の
相
違
と
み
て
、
そ
れ
を
基
礎
に
立
論

す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
っ
て
、
今
後
十
分
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
3

　
逃
注
記
の
特
色
の
三
と
し
て
不
課
口
の
逃
亡
、
な
か
ん
ず
く
女
性
の
逃
亡

が
き
わ
め
て
多
い
ご
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
逃
と
在
を
合
わ
せ
た
も
の
の
う
ち

で
女
性
の
占
め
る
割
合
は
次
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

計帳図叫姓・榔
65・29／o

se．ogo

40．790
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合訓33159
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逃
の
み
に
つ
い
て
み
る
と
各
計
帳
を
平

均
し
，
て
六
四
％
、
在
の
場
合
は
六
四
・
二

％
で
数
字
に
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。
本

貫
の
地
を
離
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
六
、

七
〇
％
が
女
性
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
男

子
不
課
口
が
い
く
ら
か
加
わ
る
か
ら
、
不

課
口
の
比
率
は
さ
ら
に
高
い
も
の
に
な
る
。
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良時代の浮浪と京畿計帳（長由）

こ
の
よ
う
に
逃
お
よ
び
在
の
う
ち
に
占
め
る
不
課
口
の
比
率
、
こ
と
に
女
性

の
比
率
が
き
わ
め
て
高
い
こ
と
は
、
京
畿
計
帳
に
み
ら
れ
る
限
り
で
の
本
貫

離
脱
が
課
役
の
忌
避
を
目
的
と
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思

わ
れ
、
ま
た
移
住
に
よ
る
新
天
地
の
開
拓
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か

を
も
疑
わ
し
め
る
。

　
行
先
を
記
す
逃
三
八
人
の
う
ち
、
当
時
開
発
が
進
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
越
前
、
越
中
、
越
後
を
行
先
と
す
る
も
の
は
一
七
人
で
四
四
・
七
％
に
お

よ
ぶ
が
、
そ
の
七
割
に
あ
た
る
一
二
人
は
女
性
で
あ
り
、
彼
女
ら
が
開
拓
の

た
め
に
計
醗
的
に
移
佐
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
こ
の
、
女
性
家
族
員
を
多
く
含
み
、
行
先
を
賜
記
し
な
が
ら
格
別
追

求
も
さ
れ
て
い
な
い
京
畿
計
帳
の
逃
や
在
は
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
平
田
獣
二
王
は
こ
れ
を
分
家
的
移
住
と
み
、
当
時
の
家
族
形
態
か
ら
み
て
、

同
戸
の
う
ち
で
家
族
を
形
成
し
え
な
い
地
位
に
あ
っ
た
も
の
が
戸
か
ら
離
脱

し
て
分
書
的
に
移
住
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
平
田
氏
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
例
に
は
か
な
り
無
理
な
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
右
京
計
帳
の
秦

小
宅
牧
床
の
戸
で
は
、
十
年
前
の
養
老
七
年
に
、
当
時
九
人
の
戸
口
か
ら
戸

主
の
牧
床
と
母
、
お
よ
び
妹
一
人
を
除
く
六
人
が
逃
亡
し
て
い
る
が
、
こ
の

小
人
数
の
家
族
か
ら
平
田
氏
が
推
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
岩
床
の
結
婚
に
と
も

な
っ
て
彼
の
弟
妹
、
そ
れ
も
二
二
歳
か
ら
九
歳
に
わ
た
る
五
人
の
妹
と
一
四

歳
の
弗
が
分
家
的
に
離
脱
し
て
い
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
ま
た

平
田
属
の
説
で
は
当
時
の
家
族
形
態
に
よ
る
制
約
と
い
う
前
提
が
曖
昧
で
あ

り
、
分
家
が
遠
国
へ
の
移
住
を
と
も
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
も
萌
ら
か
で
な

い
。
京
畿
計
帳
に
み
え
る
逃
や
在
に
分
家
的
移
佳
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
京
畿
計
帳
の
逃
や
在
の
意
味
を
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、

そ
こ
に
は
真
実
の
逃
亡
や
分
家
的
移
住
、
あ
る
い
は
ま
た
外
官
の
赴
任
に
同

道
し
た
り
、
こ
れ
を
頼
っ
て
移
住
し
た
り
し
た
も
の
な
ど
、
様
々
な
ケ
ー
ス

が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
は
た
ん

な
る
統
計
的
処
理
に
よ
ら
ず
、
平
田
段
が
提
唱
さ
れ
た
よ
う
な
個
々
の
ケ
…

ス
の
綿
密
な
分
析
を
計
帳
全
体
に
ひ
ろ
げ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
京
畿
計
帳
に
み
ら
れ
る
逃
亡
の
様
根
が
奈
良
時
代
前
半
の
逃
亡
の

一
般
的
在
り
方
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
か
、
そ
れ
と
も
き
わ
め
て
特
殊

な
ケ
ー
ス
に
す
ぎ
な
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
さ
き
に

み
た
よ
う
に
京
畿
計
帳
で
は
不
課
口
、
こ
と
に
女
性
の
逃
亡
が
多
く
、
ま
た

幼
少
年
層
の
逃
亡
も
か
な
り
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
諸
国
に
共
通

の
傾
向
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
逃
お
よ
び
在
に
お
け
る
女
性
の
比
率
が
、
愛
宕

郡
計
帳
で
は
他
に
比
較
し
て
格
段
に
低
い
こ
と
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
愛
宕
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郡
計
帳
と
繊
嚢
郷
や
右
京
の
計
帳
と
の
間
に
顯
著
な
相
違
は
認
め
ら
れ
ず
、

愛
宕
郡
計
帳
で
は
行
先
を
認
し
た
逃
が
多
い
こ
と
が
目
に
つ
く
ぐ
ら
い
で
あ

る
か
ら
、
女
性
の
比
率
が
低
い
こ
と
も
た
ん
な
る
偶
然
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
繊
雲
郷
や
右
京
の
計
帳
で
六
五
％
か
ら
八
○
％
に
お
よ
ん
で
い

る
女
性
の
逃
お
よ
び
在
が
、
愛
宕
郡
計
帳
で
は
四
〇
％
そ
こ
そ
こ
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
こ
れ
を
つ
ぎ
の
事
実
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
き
、
や
は
り
注

目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
繊
雲
郷
は
出
雲
臣
を
主
体
と
し
、
郷
内
に
有
位
者
や
下
級
官
人

を
多
く
含
む
有
力
村
落
で
あ
り
、
ま
た
右
京
計
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
諸
郷

戸
か
ら
も
岡
様
に
有
位
者
を
多
く
だ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
愛
宕
郡
計

帳
の
場
合
は
、
氏
姓
も
雑
多
で
部
姓
、
族
姓
、
人
姓
を
多
く
含
み
、
確
か
め

ら
れ
る
戸
数
の
多
い
割
に
は
有
位
者
が
難
名
と
少
く
、
そ
の
う
ち
の
二
人
が

大
舎
人
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
出
嚢
郷
に
く
ら
べ
て
村
落
の
地
位
は
か
な

り
劣
る
と
考
え
ら
れ
る
。
下
級
窟
人
の
供
給
源
を
な
し
て
い
る
よ
う
な
畿
内

の
有
力
村
落
や
京
戸
に
は
女
性
の
逃
亡
が
多
く
、
愛
宕
郡
計
帳
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
中
央
政
府
と
の
つ
な
が
り
の
よ
り
う
す
い
村
落
で
は
女
性
の
逃
亡
が

少
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す

る
と
、
十
悪
の
一
般
の
村
落
で
は
女
性
の
逃
亡
の
比
率
は
さ
ら
に
低
く
、
課

爾
の
逃
亡
率
は
高
い
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
平
田
氏
は
京
畿
計
帳
に
お
い
て
不
諜
家
族
員
の
逃
亡
が
多
い
こ
と
を
指
摘

し
た
の
ち
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。
奈
良
朝
後
半
以
降
に
お
け
る
逃

亡
を
生
活
の
困
苦
に
求
め
る
の
は
よ
い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
冤
解
を
奈
良

朝
全
般
と
く
に
前
期
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
一
般
的
浮
浪
人
観
は
き
わ
め

て
危
険
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
も
し
京
畿
計
帳
に
み
ら
れ
る
逃
亡
が
特
殊
な

性
格
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
奈
良
疇
代
前
期
の
逃
亡
の

全
般
を
推
す
こ
と
は
か
え
っ
て
危
険
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の

点
か
ら
も
京
畿
計
帳
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
　
律
令
政
府
の
淳
浪
人
対
策

　
前
節
に
お
い
て
京
畿
計
帳
の
検
討
を
試
み
た
が
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
浮
浪

一
般
の
問
題
に
帰
っ
て
、
律
令
政
府
の
浮
浪
人
対
策
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

　
村
井
康
彦
氏
は
律
令
政
府
の
浮
浪
人
対
策
を
つ
ぎ
の
三
隣
期
に
分
け
て
お

　
　
⑰

ら
れ
る
。
ω
奈
良
初
期
ま
で
i
強
制
送
還
し
た
時
期
。
働
奈
良
時
代
…
…

送
還
・
土
断
任
意
と
し
た
時
期
。
㈲
平
安
時
代
一
事
実
上
不
干
渉
と
な
っ

た
二
期
の
三
悪
期
で
あ
る
。
そ
し
て
穣
令
体
制
に
お
け
る
浮
浪
人
対
策
の
原

則
は
ω
の
本
貫
主
義
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
方
針
は
奈
良
朝
初
期
ま
で
し
か
お

か
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

　．

x
Q
人
対
策
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
、
　
一
般
に
書
紀
の
↑
D
天
智
九
年
二
肩

条
、
α
⇒
天
武
六
年
九
月
己
丑
条
、
⑭
持
統
三
年
闘
八
月
庚
申
条
を
と
り
あ
げ
、

と
く
に
浮
浪
人
が
本
土
に
送
還
さ
れ
た
の
ち
も
彼
此
な
ら
び
に
課
役
を
科
す
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奈良時代の浮浪と京畿謙鰻（憂1覇）

と
い
う
㈲
の
記
事
に
よ
っ
て
律
令
政
府
の
本
貫
主
義
の
厳
格
さ
を
強
調
す
る

の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
し
か
し
天
智
朝
か
ら
持
統
朝
に
い
た
る
律
令
体
倒
形

成
期
の
浮
浪
人
は
、
戸
籍
制
度
が
確
立
し
た
晦
代
に
そ
れ
か
ら
離
脱
せ
ん
と

し
た
浮
浪
人
と
は
性
格
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。
天
智
～
持
統
期
の
浮
浪

人
魁
策
の
厳
格
さ
は
、
ま
だ
戸
籍
に
編
付
さ
れ
て
い
な
い
農
民
を
把
握
し
て

ゆ
く
た
め
の
努
力
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
律
令
政
府
の
浮
浪
人
対
策
の
原

期
を
考
察
す
る
に
は
、
や
は
り
ま
ず
律
令
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
逃
亡
に
つ
い
て
は
戸
令
戸
逃
走
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
絶
貫

条
と
合
わ
せ
考
え
る
と
令
の
方
針
は
、
直
木
孝
次
郎
茂
が
す
で
に
指
摘
さ
れ

た
よ
う
に
、
本
籍
に
強
制
送
還
す
る
本
貫
主
義
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
住
地
編

付
に
傾
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
戸
逃
走
条
に
よ
る
と
、
い
わ

ゆ
る
三
周
六
年
の
法
に
よ
っ
て
除
籍
さ
れ
る
ま
で
は
、
逃
亡
者
は
五
保
に
よ

る
追
捕
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
こ
れ
は
な
か
な
か
お

こ
な
わ
れ
が
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
絶
壁
条
で
は
浮
逃
し
て

貫
の
絶
え
た
も
の
は
研
在
に
付
貫
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
希
塾
春
の

み
が
本
属
に
帰
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
絶
愛
で
あ
る
か
否
か
は

こ
れ
を
本
人
に
問
う
だ
け
で
本
属
に
連
絡
し
な
い
と
い
う
義
解
の
解
釈
が
奈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

良
時
代
初
期
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
逃
亡
者
は
た
と
え
逃
亡
後
撮

の
浅
い
う
ち
に
そ
れ
が
発
覚
し
て
も
本
属
に
送
還
さ
れ
ず
、
現
住
地
に
製
罐

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
直
木
氏
が
門
戸
令
絶
鞍
懸
は

人
口
問
題
を
緩
和
す
る
一
つ
の
抜
け
道
で
あ
っ
た
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
よ

う
に
、
逃
亡
に
よ
る
移
住
は
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
は
容
易
な
行
為

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
律
令
政
府
と
し
て
は
逃
亡
巻
の
追
捕
に
力
を
注
ぐ
よ
り
も
、
発
見
次
第
こ

れ
を
現
住
地
で
編
付
し
て
課
役
を
と
り
た
て
る
方
が
得
策
で
あ
ろ
う
か
ら
、

浮
浪
人
対
策
の
原
期
が
現
住
地
編
付
に
あ
っ
た
の
は
い
わ
ば
当
然
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
八
世
紀
を
通
じ
て
だ
さ
れ
た
浮
浪
人
取
締
り
の
法
令
で
も

現
住
地
編
付
の
方
針
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
本
貫
単
解
あ
る
い
は
境
住
地

編
付
の
措
畳
が
明
確
な
も
の
の
う
ち
、
現
住
地
編
付
の
方
針
を
と
る
も
の
か

ら
み
て
い
く
と
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
ω
霊
亀
元
年
五
月
の
い
わ
ゆ
る
土
断
法
（
続
紀
）
。
　
②
霊
亀
元
年
八
月
に
、

畿
外
に
流
熾
し
た
京
人
を
当
国
に
貫
す
る
こ
と
を
定
め
た
法
令
（
同
上
）
。
③

養
老
五
年
八
月
の
絶
馴
者
を
嘉
処
に
編
付
す
る
格
（
三
代
格
）
。
ω
天
平
八
年

二
月
に
だ
さ
れ
た
、
当
処
撫
付
を
と
ど
め
て
名
簿
に
録
し
苦
使
す
る
こ
と
を

定
め
た
格
（
問
上
）
。
⑤
宝
字
五
年
三
月
の
、
外
国
に
浮
聾
す
る
京
戸
百
姓
を

在
所
に
占
著
せ
し
め
る
法
令
（
続
紀
）
。
⑥
宝
亀
一
一
年
一
〇
月
の
他
国
浮
浪

を
当
処
に
編
付
す
る
勅
（
岡
上
）
。
⑦
延
暦
四
年
六
月
の
、
他
国
浮
浪
は
天
平

八
年
格
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
た
宮
符
（
三
代
格
）
。
⑧
延
暦
一
六
年
八
月

に
、
庄
園
に
寄
題
す
る
浪
人
は
浮
浪
帳
に
付
し
て
調
庸
を
微
発
す
る
こ
と
を

命
じ
た
宮
符
（
問
上
）
。
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最
後
の
㈲
以
降
は
全
国
的
な
対
策
は
も
は
や
だ
さ
れ
ず
、
京
畿
へ
の
出
入

り
や
陸
奥
、
繋
駕
な
ど
特
定
の
地
域
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
右
に
あ
げ
た
現
住
地
編
付
の
方
針
に
対
し
て
、
本
貫
還
却
の
方
針
を
示

す
法
令
を
あ
げ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
⑨
養
老
四
年
三
月
、
逃
亡
を
悔
い
て
本
貫
に
帰
る
も
の
に
は
復
一
年
を
給

う
（
続
紀
）
。
⑯
養
老
五
年
四
月
に
、
本
貫
に
帰
る
こ
と
を
欲
す
る
も
の
は
逓

送
す
る
こ
と
を
定
む
（
三
代
格
）
。
⑪
宝
亀
三
年
十
月
、
下
野
国
か
ら
陸
奥
国

に
逃
げ
入
っ
た
百
姓
は
本
貫
に
還
却
す
る
こ
と
を
命
ず
（
書
紀
）
。
⑫
　
宝
亀
一

一
年
一
〇
月
に
、
諸
国
の
部
内
浮
宕
は
本
籍
に
編
付
す
る
こ
と
を
定
む
（
三

代
格
）
。
㈱
延
贋
一
六
年
四
月
、
秩
満
解
任
の
人
お
よ
び
王
臣
子
孫
の
徒
は
こ

れ
を
鍮
罪
し
て
本
郷
に
還
す
（
岡
上
〉
。

　
右
の
う
ち
強
制
的
に
本
貫
に
還
却
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
㈲
～
⑬
に

つ
い
て
み
る
と
、
α
ヵ
は
陸
奥
国
と
い
う
特
殊
な
地
域
に
関
係
が
あ
り
、
㈱
は

圏
内
の
浮
宕
に
限
ら
れ
、
⑧
も
ま
た
官
人
や
貴
族
階
級
に
関
す
る
も
の
で
、

い
ず
れ
も
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
⑫
　

懲
国
内
の
逃
亡
に
つ
い
て
規
定
し
た
は
じ
め
て
の
法
令
で
あ
る
こ
と
が
注
掻

さ
れ
る
。
奈
良
時
代
の
蔚
半
に
は
部
内
の
逃
亡
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
は

み
ら
れ
ず
、
ま
た
浮
浪
と
逃
亡
と
の
区
別
を
説
明
す
る
戸
令
絶
貫
条
の
古
記

も
、
台
盤
に
径
来
し
あ
る
い
は
居
倥
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
べ
る
だ
け
で
、

国
内
の
浮
逃
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
問
題
に
し
て
い
な
い
。

　
こ
れ
は
口
分
田
が
遙
授
さ
れ
る
場
合
が
か
な
り
多
く
、
実
際
に
は
所
属
す

る
里
を
離
れ
て
国
内
の
各
地
に
居
住
す
る
、
令
に
い
う
浮
浪
の
状
態
に
あ
る

も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
と
、
律
令
体
制
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
限
り
は
、
こ

の
醐
内
の
浮
浪
が
逃
亡
に
転
ず
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
意
い
ま
っ
て
、

国
内
逃
亡
が
政
治
問
題
化
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
山
背

圏
の
計
帳
が
史
料
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
さ
い
、
山
背
国
内
へ
の
逃
亡
が

智
無
で
あ
る
こ
と
が
注
劉
さ
れ
、
塩
沢
君
夫
氏
の
よ
う
に
こ
れ
を
逃
亡
偽
籍

説
の
一
つ
の
根
拠
と
す
る
考
え
方
も
で
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な

事
情
を
考
え
れ
ば
、
圏
内
逃
亡
が
み
ら
れ
な
い
の
も
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
後
宝
亀
の
末
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
部
内
浮
宕
が
問
題
に
な
り
、
⑦

の
延
暦
四
年
六
月
格
で
も
他
国
浮
浪
と
部
内
浮
宕
と
を
区
別
し
て
別
々
の
措

置
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
内
逃
亡
が
問
題
化
す
る
の
は
、
地
方
行

政
の
弛
緩
と
と
も
に
、
㈱
の
格
に
部
内
浮
宕
の
百
姓
が
王
臣
の
庄
で
駈
使
さ

れ
た
と
あ
る
よ
う
に
、
権
門
と
の
結
び
つ
き
が
前
馬
に
で
て
く
る
よ
う
に
な

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
奈
良
時
代
で
も
そ
の
前
半
と
後
半
と
で
は
、
浮
浪
人

の
問
題
も
や
や
そ
の
様
繕
を
異
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
み
て
き
た
よ
う
に
、
令
制
本
来
の
浮
浪
人
対
策
は
現
住
地

編
付
に
傾
い
て
お
り
、
八
世
紀
を
通
じ
て
こ
の
方
針
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
律
令
政
府
の
浮
浪
政
策
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
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大
き
な
政
策
の
転
換
を
示
し
て
い
る
の
は
㊥
の
天
平
八
年
工
月
跨
で
あ
ろ
う
。

こ
の
格
で
は
逃
亡
を
早
耳
に
編
付
す
る
こ
と
を
と
ど
め
て
名
簿
に
録
し
、
調

腐
を
全
輸
せ
し
め
て
当
所
に
苦
使
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
は
浮
浪
人
は
発
見
次
第
公
民
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
て
い
た
の
が
、
こ
の
格
に

よ
っ
て
浮
浪
人
は
浮
浪
人
と
い
う
身
分
の
ま
ま
で
国
衙
に
掘
握
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
大
き
な
政
策
の
変
更
が
お
こ
な
わ
れ
た
理
由
は
、
直
木
孝
次

郎
氏
や
岡
本
堅
次
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
口
分
田
の
不
足
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
罫
紙
に
編
付
す
る
場
合
に
は
口
分
田
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
名
簿
に
録
し
て
藩
使
す
る
場
合
に
は
鶴
田
の
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
ま
た
こ
の
よ
う
な
政
策
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
浮
浪
人
の

側
に
口
分
田
以
外
の
生
活
基
盤
、
そ
れ
も
挙
世
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
合
法
的

な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
生
活
董
盤
が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
天
平
八
年
格
の
発
令
は
、
十
三
年
前
の
養
老
七

年
に
だ
さ
れ
た
三
世
一
身
法
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
天
平
八
年
格
が
だ
さ
れ
た
結
果
、
国
衙
が
公
民
よ
り
も
醤
由
に
こ
れ
を
使

役
す
る
こ
と
の
で
き
る
労
働
力
を
え
た
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
思
わ

れ
る
。
平
安
時
代
に
入
る
と
自
り
大
宰
府
で
宮
舎
の
破
損
の
修
理
に
浪
人
を
矯

⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
、
㈲
楯
列
山
陵
の
守
丁
に
浪
人
を
充
て
、
0
9
恩
讐
専
な
ら
び
に
渡
船
仮
橋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

な
ど
の
守
護
に
浪
人
を
屠
い
、
の
ま
た
遠
江
國
で
は
帳
外
浪
人
否
人
を
施
薬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

院
に
寄
せ
て
、
身
役
の
成
で
紙
を
つ
く
ら
せ
院
に
送
ら
せ
る
な
ど
、
特
定
の

僑
役
に
充
て
る
労
働
力
と
し
て
浪
人
が
絹
い
ら
れ
て
い
る
。
奈
良
時
代
の
史

料
に
は
こ
の
よ
う
な
事
例
は
み
ら
れ
な
い
が
、
現
実
に
は
浮
浪
が
特
定
の
徹

役
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
こ
れ
と
は
性
質
が
異
な
る
が
、
天
平
八
年
格
が
だ
さ
れ
て
か
ら
の
ち
、

辺
境
開
拓
に
浮
浪
人
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
淺
矯
さ
れ
る
。

奈
良
時
代
の
は
じ
め
に
は
辺
境
朋
拓
の
た
め
諸
岡
の
公
民
を
陸
奥
、
畠
羽
に

移
し
、
こ
れ
を
概
戸
と
す
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
青
磁
本
紀
に
は
、
和

銅
七
年
十
月
丙
辰
条
に
「
勅
割
当
尾
張
。
上
野
。
儒
濃
。
越
後
蟹
隈
民
二
百

戸
⑩
配
昴
出
羽
棚
戸
⑩
」
と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
養
老
六
年
八
月
勘
弁

条
の
「
令
竃
諸
国
司
簡
画
風
柵
戸
一
千
人
司
夢
中
陸
奥
鎮
所
上
裳
。
」
と
い
う
記

事
に
い
た
る
ま
で
前
後
六
義
に
わ
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
記
審
が
み
え
る
。
ま

た
大
宝
二
年
三
月
庚
寅
条
に
「
美
濃
国
多
伎
郡
民
七
百
十
六
口
。
遷
昌
予
近

江
国
蒲
生
郡
刈
」
と
み
え
、
和
銅
七
年
三
月
壬
寅
条
に
豊
前
国
の
民
二
百
戸

を
隼
人
の
地
に
移
し
て
こ
れ
を
勧
め
導
び
か
し
む
と
あ
る
よ
う
に
、
陸
奥
、

鵠
羽
以
外
に
も
公
民
を
政
府
の
政
策
に
沿
っ
て
大
量
に
移
動
さ
せ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
天
平
八
年
格
が
だ
さ
れ
て
か
ら
の
ち
は
、
罪
を
犯
し
た
も
の
に

対
す
る
刑
罰
的
措
置
と
し
て
個
人
的
な
移
動
が
お
こ
な
わ
れ
る
以
外
は
、
公

民
を
辺
境
に
移
す
と
い
う
措
置
は
み
ら
れ
な
く
な
り
、
こ
れ
に
代
っ
て
浮
浪
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人
を
送
り
こ
む
よ
う
に
な
っ
た
。
続
日
本
紀
の
芙
平
心
字
三
年
九
月
庚
簑
条

に
は
「
遷
二
鮎
寄
八
雨
井
越
前
能
登
越
後
等
四
国
浮
浪
人
二
千
人
の
以
為
昌
雄

騰
馴
糊
戸
ご
と
み
え
、
神
護
景
雲
一
二
年
正
月
己
亥
条
に
よ
る
と
、
宝
宇
一
工
年
の

符
に
よ
っ
て
陸
奥
国
の
桃
生
雛
に
も
浮
浪
人
一
千
人
が
差
点
さ
れ
た
ら
し
い
。

ま
た
神
護
皿
獄
螢
盗
二
年
六
日
月
丁
｛
木
条
に
も
、
浮
宕
薫
炉
二
千
五
百
ム
ホ
人
’
侶
陸
奥

国
伊
香
村
に
お
い
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
現
地
の
浮
浪
入
を
鎧

戸
と
し
た
り
、
郡
家
を
建
て
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
措
置
も
と
ら
れ
て
い

る
Q

　
公
民
を
政
府
の
政
策
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
共
同
体
か
ら
切
り
離
し
て
移
動

さ
せ
る
こ
と
に
は
、
当
然
大
き
な
抵
抗
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
た
め
に

奈
良
時
代
の
後
半
に
は
も
っ
ぱ
ら
浮
浪
人
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
浮
浪
人
利
用
の
前
提
と
し
て
、
天
平
八
年
格

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
逃
亡
考
が
公
斑
に
再
編
さ
れ
る
こ
と
な
く
浪
人
身
分

の
ま
ま
で
国
衙
に
把
握
さ
れ
る
と
い
っ
た
措
鷺
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
浮
浪
人
は
公
民
と
違
っ
て
共
同
体
に
密
着
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
に

政
府
の
政
策
の
ま
ま
に
こ
れ
を
特
定
の
衝
役
や
辺
境
の
開
拓
に
窃
由
に
充
当

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
隷
属
的
な
労
働
力
を

懸
衙
が
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
天
平
八
年
格
の
㎝
つ
の
意
義
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
浮
浪
人
の
よ
う
な
共
為
体
か
ら
遊
離
し
た
も
の
が

も
つ
移
動
性
は
、
国
衙
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
ず
、
民
間
に
あ

っ
て
も
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
楽
器
時
代
の
浮
浪
の
存
在
形

態
や
そ
れ
が
果
し
た
役
割
を
考
え
る
う
え
で
一
つ
の
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
天
平
八
年
格
に
み
ら
れ
る
政
策
は
臨
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
延
暦
一
六
年

八
月
に
い
た
っ
て
恒
久
的
に
浮
浪
帳
が
作
製
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
浪
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

身
分
的
に
公
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
疑
闇
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
掲
㈲
の
延
暦
一
六
年
八
月
三
日
の
格
は
、
そ

れ
ま
で
と
か
く
国
衙
の
収
奪
を
免
が
れ
て
い
た
親
王
や
王
鷹
の
庄
に
寄
期
す

る
浪
人
を
対
象
と
し
、
こ
れ
を
国
衙
が
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
限
定
さ
れ
た
対
象
に
対
す
る
措
鷺
を
も
っ
て
浪
人
身
分
の
公
認
の

画
期
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
浪
人
を
下
付
す

る
宝
亀
一
一
年
格
（
⇒
α
）
を
否
定
し
て
、
ふ
た
た
び
天
平
八
年
来
に
よ
る
べ

き
こ
と
を
定
め
た
廷
暦
四
年
六
月
二
四
日
格
（
⑦
）
の
方
が
、
浪
人
政
策
上

重
要
な
懸
期
を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
延
暦
一
六
年
格
億
、
延
暦
四
年
の

措
匿
を
庄
園
の
浪
人
に
及
ぼ
し
た
だ
け
の
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
天
平
八
年
格
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
の

は
、
実
際
に
は
室
亀
一
一
年
一
〇
月
か
ら
延
暦
四
年
六
月
に
い
た
る
数
年
間

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
物
天
平
八
籍
の
霧
獲
い
・
そ
う
大

き
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
つ
浮
浪
帳
の
作
製
や
浮
浪
人
を
公
民
と
捌
の
身

分
と
し
て
把
握
す
る
方
針
は
す
で
に
天
平
八
年
格
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
た
だ
天
平
八
年
格
に
は
懲
罰
的
な
色
彩
が
濃
く
、
肯
定
的
に
浪
人
身

134 （612）



楽良時代の浮浪と京畿欝帳（長山）

分
を
公
認
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
は
ま
だ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

後
の
浮
浪
人
間
題
の
推
移
の
う
ち
に
次
第
に
格
の
社
会
的
意
義
が
変
化
し
て

ゆ
き
、
延
鷹
に
入
っ
て
間
も
な
く
浪
人
身
分
の
公
認
と
い
う
藤
が
確
立
し
た

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

あ
　
と
　
が
　
き

、
以
上
の
激
増
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
浮
浪
に
関
す
る
諸
論

考
を
参
考
に
し
て
、
奈
良
時
代
の
浮
浪
に
つ
い
て
華
本
的
な
問
題
点
を
検
坦
討

し
て
ぎ
た
。
こ
れ
ま
で
浮
浪
発
生
の
雲
竜
や
そ
の
社
会
酌
意
義
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
の
説
が
だ
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
京
畿
計
帳
を
基
礎
に

し
て
論
を
立
て
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
京
畿
計
帳

に
は
、
第
三
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の

問
題
点
は
大
き
く
み
て
つ
ぎ
の
三
点
に
し
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
ω
京
畿
計
帳
で
は
戸
令
の
規
定
に
反
し
て
、
逃
亡
後
満
六
年
以

上
を
経
過
し
た
も
の
も
降
龍
さ
れ
ず
、
課
目
に
は
あ
た
か
も
逃
亡
と
い
う
事

実
が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
調
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
②
逃
亡
の
記

載
様
式
の
相
違
は
必
ず
し
も
逃
亡
の
実
態
の
栢
違
を
示
し
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
。
最
後
に
㈹
京
畿
計
帳
に
み
ら
れ
る
逃
亡
の
様
相
は
必
ず
し
も
奈
良
時

代
前
半
の
逃
亡
の
一
般
的
な
在
り
方
と
一
致
し
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
多
く
の
璽
大
な
闘
題
を
含
ん
で
い
る
京
畿
計
帳
に
基
づ
い
て

立
論
さ
れ
て
い
る
従
来
の
諸
説
は
根
本
的
に
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
京
畿
計
帳
そ
の
も
の
の
検
討
が
必
要
で
あ

り
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
逃
亡
の
様
相
を
統
一
的
に
説
明
す
る
努
力
が

払
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
浮
浪
の
問
題
は
た
ん
な
る
制
度
史
的
理
解
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
は
な
く
、

そ
の
実
態
の
究
明
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で

進
み
え
な
か
っ
た
。
奈
良
晦
代
の
浮
浪
の
在
り
方
や
、
そ
の
被
会
的
役
割
を

考
え
る
う
え
で
、
第
四
節
に
触
れ
た
、
浮
浪
の
一
特
性
と
し
て
の
〃
移
動

性
”
が
一
つ
の
手
掛
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
後
考
を
ま
ち
た
い
。

①
　
川
上
多
助
「
王
朝
臨
代
の
浪
入
に
就
い
て
」
　
（
『
日
本
古
代
社
会
史
の
研
究
臨
）

　
以
下
、
絹
上
氏
の
論
考
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
っ
た
。
以
下
に
あ
げ
る
諸
氏
の
場
合

　
も
、
ど
く
に
断
わ
ら
な
い
限
り
岡
様
で
あ
る
。

②
平
田
歌
工
「
奈
良
朝
前
期
に
お
け
る
班
田
農
民
の
逃
亡
…
一
畿
内
計
帳
の
分
析

　
を
中
心
と
し
て
一
」
　
（
『
歴
史
魅
繁
二
〇
輯
）

③
　
原
島
礼
二
「
京
畿
計
帳
の
逃
注
記
に
つ
い
て
偏
（
呪
続
日
本
紀
研
究
駄
一
二
九
）

④
　
類
聚
三
代
格
所
収
大
同
四
年
九
月
一
六
日
官
符
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
四
二
八

　
頁
）

⑤
北
山
茂
夫
「
奈
良
時
代
の
農
民
問
題
」
　
（
『
奈
良
朝
の
政
治
と
民
衆
』
）

⑥
貯
木
孝
次
部
「
祭
良
時
代
に
お
け
る
浮
浪
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
蹴
出
臨
…
三
）

⑦
平
購
歌
二
、
註
②
論
文

⑧
簡
本
堅
次
「
古
代
浮
浪
人
考
」
（
『
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
』
ニ
ー
三
）

⑨
　
塩
沢
震
失
「
古
代
籍
帳
の
資
料
的
｝
髄
値
に
つ
い
て
」
　
（
『
古
代
専
捌
羅
家
の
構
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造
』
）

⑩
　
戸
当
居
狭
条
が
全
戸
を
あ
げ
て
、
ま
た
狭
郷
か
ら
寛
郷
へ
と
い
う
事
忌
つ
き
で

　
は
あ
る
が
、
農
民
の
移
住
を
公
認
し
て
い
る
こ
と
の
積
極
薗
を
評
緬
す
れ
ば
、
こ

　
の
条
文
が
戸
口
の
移
籍
禁
正
令
と
し
て
嫁
繊
や
正
当
な
分
家
に
ま
で
適
用
さ
れ
た

　
か
否
か
疑
問
で
あ
る
。
天
平
五
年
の
右
点
計
帳
や
養
老
五
年
の
い
わ
ゆ
る
陵
奥
国

　
戸
籍
に
は
、
戸
口
の
含
法
的
移
籍
を
示
す
記
載
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右

　
の
よ
う
な
場
合
に
は
当
然
移
籍
が
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑪
　
奈
良
時
代
の
後
半
に
な
る
が
、
三
代
格
所
収
の
宝
亀
一
一
年
一
〇
月
二
六
日
官

　
符
に
よ
る
と
、
掛
勢
国
の
民
が
逃
亡
や
死
齋
を
い
つ
わ
っ
て
除
帳
さ
れ
、
薫
距
の

　
庄
に
駈
硬
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
み
え
る
。

⑫
洞
富
雄
「
古
代
籍
帳
に
お
け
る
夫
婦
別
籍
と
鋼
艦
」
（
『
臼
本
歴
史
縣
一
三
〇
、

　
一
三
一
）

⑬
　
周
知
の
よ
う
に
、
除
帳
の
年
に
照
分
田
を
収
公
す
る
と
い
う
の
は
養
老
令
の
規

　
定
で
あ
り
、
古
詑
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
る
大
宝
令
で
は
「
一
班
収
差
」
、
す
な
わ

　
ち
除
帳
後
最
初
の
班
田
の
さ
い
に
収
公
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
養

　
老
令
の
班
田
関
係
の
規
定
が
、
天
平
宝
宇
元
年
の
全
弼
施
行
以
前
の
あ
る
時
期
に

　
施
行
さ
れ
た
と
し
て
も
、
霊
亀
元
年
か
ら
そ
の
時
期
ま
で
は
大
宝
令
の
規
定
に
よ

　
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

⑭
原
島
礼
二
氏
は
課
役
を
負
担
せ
ず
、
従
っ
て
他
圏
に
往
来
し
て
も
当
然
浮
浪
と

　
規
定
さ
る
べ
き
不
課
口
に
も
逃
と
濡
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
時
代
の
は

　
じ
め
に
は
浮
浪
も
逃
亡
と
岡
じ
く
戸
逃
走
条
の
遡
稽
を
う
け
て
追
求
さ
れ
た
と
し

　
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
さ
き
に
み
た
よ
う
に
課
役
を
蟄
準
と
し
て
浮
浪
と
逃
亡
を

　
区
鋼
す
る
と
い
う
偉
命
の
規
定
が
厳
欝
に
適
用
さ
れ
た
様
子
が
な
い
の
で
、
こ
れ

　
を
根
搬
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

⑮
　
薩
木
孝
次
郎
、
識
⑥
論
文
。
平
賑
蟹
隈
、
註
②
論
文
。

⑯
　
長
山
泰
孝
「
原
島
礼
二
『
京
畿
計
帳
の
薬
注
配
に
つ
い
て
㎞
を
読
ん
で
」
（
糊
．
続

　
巳
本
紀
研
究
馳
一
三
一
一
・
一
三
三
合
当
年
）

⑰
村
井
康
彦
「
荘
園
と
寄
作
人
漏
（
『
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
臨
）

⑱
こ
れ
に
つ
い
て
古
記
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
古
令
に
明
か
る
か
っ
た
と
思
わ
れ

　
る
釈
以
下
、
明
法
家
が
一
致
し
て
こ
の
解
釈
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
奈
良

　
時
代
初
期
か
ら
お
に
な
わ
れ
た
措
置
で
あ
る
可
能
性
は
強
い
と
思
う
。

⑲
続
日
本
後
紀
承
和
九
年
八
月
丙
子
条
。

⑳
岡
右
承
和
一
〇
年
五
携
一
五
臼
条
。

⑳
　
三
代
実
録
偉
観
一
八
年
三
月
三
臼
条
。

㊧
隅
右
元
慶
五
年
三
月
一
賜
日
勤
。

⑬
　
岡
本
堅
次
、
註
⑧
論
文
。

⑳
　
宝
亀
一
一
年
以
前
に
も
、
宝
亀
五
年
・
三
月
に
は
外
罰
に
浮
宕
す
る
山
尽
戸
の
世
襲

　
を
現
住
地
に
編
附
す
る
措
羅
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
例
外
的
な
描
概
で
あ

　
り
、
天
平
八
年
格
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
延
腰
一
六
年

　
以
後
も
京
畿
に
お
け
る
隠
茸
抵
鐵
の
編
附
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
浪
人
対
策
は

　
必
ず
し
も
選
一
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
府
立
大
二
女
子
総
五
大
学
部
助
教
授
）
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Herzen’s　Theory　of　Russian　Socialism　with　Special

　　　　Reference　to　the　Process　of　its　Formation

　　　　　　　by

Hiroshi　Matsubara

　　In　the　Soviet　Union　Alexander　Herzen　has　been　regarded　almost

exclusively　as　a　Revolutionary　Democrat，　and　hardly　as　a　Utopian　So一

・clalist．　The　aim　of　this　paper　is　to　evaluate　him　as　a　Utopian　Sociallst－

a　character　which　is　revealed　in　his　theory　of　Russian　Socialism．　ln

my　opinioR　two　factors　contributed　to　the　formatien　of　this　theory．

Flrst，　the　dispute　between　the　Slavophiles　and　the　pro－Westerns　in

wkich　he　Svas　iRvolved．　Second，　the　failure　of　the　February　Revolu－

tion　he　witnessed　iB　France　during　his　exile　there．　These　factors　are

’to　be　traced　and　identified　ln　his　diary，　“　My　Past　and　Thogght”　（auto－

blography），　“From　the　Oeher　Shore”　and　“Letters　from　France　and

Italy．”

Vagrancy圭n　the　Nara奈． ﾇEra　and　Keiki－ke董cho京．畿汗1一帳

　　　　　　　　by

Yastttaka　Nagayaraa

　　The　argument　over　vagrancy　in　the　era　of　Nara奈良has　b鉾n　made

on　the　commentary　upo11魚gitives　in　K：elkl－ke圭cho：京畿計ii曝i，　with　the

premise　that　the　difference　of　its　commenting　forrn　corresponds　with

that　of　the　realities　of　vagrancy，　whlle　aspects　of　fugitives　in　Keiki－

kelcho　show　generally　those　in　the　Nara　era．　To　consider　carefully，

the　above　premise　is　not　altegether　an　authentic　one．　The　prescription

of　the　order　that　slx－year　fugitives　be　exempted　from　the　code　had　not

been　executed；what　is　more，　at　least　in　the　case　of　Cho調，　as　persons

with　remission　of　duties　were　made　to　be　those　with　duties，　so　persons

with　dluties　to　be　those　with　remission　of　duties，　which　is　theught　to

be　lnconiprehensibie　measures．

　　Future　examination　of　vagrancy　in　the　Nara　eya　needs　thorough　study

of　the　ckaracter　of　Keiki－kelcho　as　an　original　source．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（628）


