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望

［論
文
要

旨
］

　
八
世
紀
に
成
立
し
た
日
本
の
律
令
国
家
は
、
列
島
内
に
お
け
る
未
服
属
集
団
で
あ
る
「
蝦
夷
」
を
　
　
　
郡
」
（
黒
川
以
北
十
郡
）
の
成
立
と
い
う
形
で
具
体
化
す
る
。
こ
の
二
つ
の
認
識
は
九
世
紀
ま
で
続

夷秋
身
分
と
し
て
位
置
付
け
、
ま
た
現
在
残
さ
れ
て
い
る
史
料
も
「
蝦
夷
」
を
こ
の
よ
う
な
理
念
的
　
　
　
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
蝦
夷
」
認
識
の
基
本
的
な
成
立
は
こ
の
時
期
に
求
め
ら
れ
る
と

な
立
場
か
ら
捉
え
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
「
蝦
夷
」
と
い
う
人
間
集
団
に
対
す
　
　
　
も
い
え
よ
う
。
天
平
宝
字
年
間
か
ら
行
な
わ
れ
る
新
た
な
「
蝦
夷
」
政
策
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を

る
認
識
も
一
定
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
国
家
に
よ
っ
て
実
際
に
行
な
わ
れ
る
「
蝦
夷
」
政
策
　
　
　
前
提
と
し
て
行
な
わ
れ
、
こ
の
時
期
の
支
配
政
策
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
が
「
饗
給
」
で
あ
る
と
考

と
そ
の
展
開
の
中
で
、
「
蝦
夷
」
認
識
も
変
化
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ら
れ
る
。
従
来
撫
慰
1
1
饗
給
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
律
令
国
家
の
「
蝦
夷
」
認
識

　本
論
文
は
八
世
紀
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
認
識
の
変
遷
を
、
陸
奥
国
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
　
　
　
と
そ
の
変
化
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
両
者
は
明
ら
か
に
次
元
の
異
な
る
政
策
で
あ
る
。
さ
ら
に

る
。
律
令
に
お
い
て
「
蝦
夷
」
は
身
分
的
に
は
夷
秋
・
化
外
人
と
し
て
設
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
最
初
　
　
　
「
蝦
夷
」
の
包
摂
の
論
理
と
し
て
「
王
民
」
と
い
う
概
念
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
蝦
夷
」
は

は
百
姓
身
分
へ
の
上
昇
も
想
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
大
宝
令
段
階
で
は
「
蝦
夷
」
支
配
の
基
本
　
　
　
理
念
的
に
は
王
民
化
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
政
策
も
「
蝦
夷
」
社
会
を
内
国
化

政策
は
「
撫
慰
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
蝦
夷
」
の
百
姓
化
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
　
　
　
（
百
姓
化
）
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
逆
に
境
界
的
地
域
で
あ
っ
た
黒
川
以
北
十
郡
に
お
い
て
「
蝦
夷
」

れ
る
。
八
世
紀
の
前
半
は
こ
の
「
撫
慰
」
（
招
慰
）
に
よ
る
百
姓
化
政
策
が
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
れ
　
　
　
社
会
を
差
別
化
す
る
動
き
が
「
俘
囚
」
の
王
民
化
（
宝
亀
元
年
）
と
い
う
形
で
現
れ
る
。
現
地
に
お

に
対
す
る
「
蝦
夷
」
社
会
の
抵
抗
（
養
老
四
年
・
神
亀
元
年
）
が
百
姓
化
の
限
界
を
認
識
さ
せ
、
そ
　
　
　
け
る
「
蝦
夷
」
社
会
の
差
別
化
は
、
律
令
国
家
の
「
蝦
夷
」
認
識
も
固
定
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

れ
は
「
蝦
夷
」
1
1
異
質
な
集
団
と
い
う
認
識
と
し
て
神
亀
年
間
に
「
俘
囚
」
身
分
の
創
出
と
「
近
夷

9
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は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
今
日
の
「
蝦
夷
」
研
究
は
、
「
蝦
夷
」
が
律
令
国
家
の
支
配
理
念
に
基
づ
い
て
設

定
さ
れ
た
観
念
的
な
身
分
集
団
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
集
団
的
実
態
に
つ
い

て

も
国
家
を
構
成
す
る
人
間
集
団
と
は
異
質
の
も
の
と
す
る
理
解
が
ほ
ぼ
共
通
す
る

認
識

と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
律
令
国
家
側
に
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
異
質
集
団
と

し
て
の
認
識
が
明
確
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
点
が
常
に
そ
の
前
提
と
し
て
あ
る
の

だ
が
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
「
蝦
夷
」
に
関
す
る
史
料
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

が
律
令
国
家
の
中
央
政
府
の
認
識
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
然
そ
こ
に

描
か
れ

た
「
蝦
夷
」
像
も
そ
の
実
態
を
ど
の
程
度
把
握
し
た
上
で
の
認
識
で
あ
る
の

か

と
い
う
点
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
一
方
で
律
令
国
家
と

「
蝦
夷
」
社
会
と
の
接
点
（
い
わ
ゆ
る
「
辺
境
」
地
域
）
に
お
け
る
実
際
の
支
配
と

交
流
の
過
程

で
、
国
家
側
の
観
念
的
な
認
識
が
次
第
に
変
質
し
て
い
っ
た
可
能
性
と

い
う
視
点
も
必
要
で
あ
り
、
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
律
令
国
家
の
認
識
も
、
時
間
の
経

過

と
と
も
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
論

は
現
実
に
行
な
わ
れ
る
律
令
国
家
の
東
北
地
域
（
陸
奥
・
出
羽
国
）
支
配
と

そ
の
進
行
の
中
で
、
「
蝦
夷
」
と
い
う
集
団
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
、
ま
た
そ
れ

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
作
業
も
「
蝦
夷
」
の
実
態
と
本
質
を
完
全
に
解
明
す
る
も
の

で
は

な
い
が
、
こ
れ
ま
で
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
律
令
国
家
側
の
認
識
は
八
～
九
世
紀

に
か
け
て
一
面
的
に
見
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
国
家
の
「
蝦

夷
」
政
策
の
本
質
と
と
も
に
、
「
蝦
夷
」
社
会
の
実
態
を
解
明
す
る
上
で
も
「
蝦
夷
」

認
識
の
検
討
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
よ
う

な
認
識
は
、
律
令
国
家
と
「
蝦
夷
」
社
会
の
接
点
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
辺
境
」
地
域

に
お
け
る
実
際
の
政
策
と
そ
の
展
開
の
中
で
最
も
顕
著
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
こ
こ
で
は
比
較
的
史
料
に
恵
ま
れ
た
陸
奥
国
を
中
心
に
、
律
令
国
家
成
立
期
か

ら
八
世
紀
末
に
い
た
る
ま
で
の
「
蝦
夷
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

認
識
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

0
「
蝦
夷
」
認
識
の
成
立
と
そ
の
実
態

　
七

世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
成
立
し
た
日
本
の
律
令
国
家
は
そ
の
支
配

理
念
の

中
心
に
中
華
思
想
を
取
り
入
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
列

島
内
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
理
念
を
具
現
化
さ
せ
る
た
め
「
夷
秋
」
（
異
民
族
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
う
特
殊
な
身
分
集
団
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
が
「
蝦
夷
」
で
あ
っ
た
。
本
来
列
島

東

部
の
未
服
属
集
団
と
し
て
は
『
宋
書
』
倭
国
伝
の
倭
王
武
上
表
文
に
あ
る
「
毛

人
」
が
知
ら
れ
る
が
、
や
が
て
そ
れ
は
律
令
国
家
の
成
立
過
程
の
中
で
天
皇
の
教
化

（
‖
支
配
）
の
及
ば
な
い
人
間
集
団
す
な
わ
ち
「
化
外
」
民
1
1
「
夷
秋
」
と
し
て
捉

え
直
さ
れ
、
集
団
呼
称
も
「
蝦
夷
」
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な

人

間
集
団
の
創
出
に
よ
り
、
陸
奥
・
越
後
（
後
に
は
出
羽
）
国
は
、
国
郡
制
が
施
行

ざ
れ

百
姓
（
公
民
）
が
居
住
す
る
地
域
（
化
内
）
と
、
天
皇
の
支
配
、
教
化
の
及
ば

な
い
「
夷
秋
」
で
あ
る
「
蝦
夷
」
の
居
住
す
る
地
域
（
化
外
）
に
二
分
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
化
内
」
と
「
化
外
」
の
対
立
構
造
が
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
対
立
構
造
の
成
立
に
よ
り
、
陸
奥
・
越
後
（
出
羽
）
国
は

実
質
的
に
は
未
服
属
の
「
蝦
夷
」
の
地
を
含
み
な
が
ら
も
理
念
的
に
は
北
へ
果
て
し

な
く
広
が
る
と
い
う
極
め
て
特
殊
な
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
特
別
な
認
識
は
『
日
本
書
紀
』
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
八
世
紀
の
養
老
年
間
に
成
立
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
「
蝦
夷
」
認
識
は
、
中

華
的
な
異
民
族
観
の
影
響
を
強
く
受
け
た
記
事
も
含
ん
で
お
り
、
そ
こ
か
ら
古
代
日

本
の
「
蝦
夷
」
認
識
の
生
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
と

　
　
　
　
ら
　

い

え
よ
う
。
「
蝦
夷
」
を
夷
秋
身
分
と
見
な
す
認
識
の
成
立
を
実
際
に
確
認
で
き
る

の

は
七
世
紀
末
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

『続

日
本
紀
』
文
武
元
年
（
六
九
七
）
十
月
壬
午
条

　
　
陸
奥
蝦
夷
貢
二
方
物
。
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『続

日
本
紀
』
同
年
十
二
月
庚
辰
条

　
　
賜
・
越
後
国
蝦
秋
物
㊤
各
有
・
差
。

こ
の
二
つ
の
史
料
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
中
華
的
な
方
位
観
に
も
と
つ
く
夷
秋

観
の

成
立
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
陸
奥
が
「
蝦
夷
」
で
あ
る
の
に
対
し
越
後
は
「
蝦

秋
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陸
奥
国
「
蝦
夷
」
を
「
東
夷
」
、
越
後
国
の
「
蝦

夷
」
を
「
北
秋
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
れ
以
前
に
「
蝦

秋
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
「
夷
秋
」
身
分
と
し
て
の
「
蝦
夷
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
そ
の
呼
称
の
成
立
は
浄
御
原
令
で
あ
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
認
識
は
極
め
て
観
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
集
団
認
識
に
も
と
つ

く
表
記
の
差
で
な
い
こ
と
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
従
っ
て
以
上
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、

現
実

に
存
在
す
る
人
間
集
団
と
し
て
の
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
国
家
側
の
認
識
を
直
接

知
る
こ
と
も
難
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
近
年
の
研
究
で
は
考
古
学
、
言
語
学
の
成
果
も
取
り
入
れ
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「蝦
夷
」
の
実
態
が
具
体
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
今
泉
隆
雄
氏
は
律
令
国
家
の
「
蝦
夷
」

に
対
す
る
異
「
種
族
」
観
は
文
化
（
ア
イ
ヌ
語
系
言
語
）
、
生
業
（
農
耕
、
狩
猟
・

採
集
、
漁
携
、
牧
畜
）
に
関
す
る
公
民
と
の
相
違
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
中
華
思
想
に
よ
る
文
飾
だ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
確
か
に
今
日
の
考
古
学
的

成
果
は
北
海
道
式
土
器
文
化
圏
や
擦
文
文
化
圏
と
い
っ
た
東
北
北
部
か
ら
北
海
道
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か

け
て
の
特
異
な
文
化
圏
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
ま
た
山
田
秀
三
氏
に
よ

っ

て

紹
介
さ
れ
た
東
北
地
方
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
分
布
は
、
言
語
学
的
に
も

「
蝦
夷
」
の
地
域
的
特
殊
性
を
示
し
て
い
る
。
問
題
は
そ
の
よ
う
な
文
化
的
差
異
が

律
令
国
家
の
成
立
段
階
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ

が
律
令
国
家
に
よ
っ
て
観
念
的
に
作
ら
れ
た
「
夷
秋
」
H
「
蝦
夷
」
と
い
う
認
識
と
ど

れ
だ

け
符
合
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
今
泉
氏
は
こ
の
よ
う
な
異
質
な
人
間

集
団
と
し
て
の
認
識
は
、
史
料
に
見
ら
れ
る
「
蝦
夷
」
の
「
野
心
」
「
狼
性
」
と
い

う
表
現
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
「
蝦
夷
」
の
不
服
従
性
が
公
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
の
文
化
・
生
業
に
お
け
る
相
違
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
実
際
現
存
の
史
料
か
ら
は
律

令
国
家
の
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
が
確
認
で
き
る
が
、
た
だ
そ
の
具

体
的
な
認
識
の
多
く
が
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
三
十
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

年
戦
争
前
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
律
令
国
家
成
立
期

の

八
世
紀
初
頭
に
お
い
て
「
蝦
夷
」
の
集
団
的
異
質
性
、
不
服
従
性
を
示
す
表
現
と

し
て
は
『
続
日
本
紀
』
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
三
月
壬
戌
条
の
「
陸
奥
越
後
二
国
蝦

夷
。
野
心
難
・
馴
。
屡
害
二
良
民
ご
同
五
年
（
七
一
二
）
九
月
己
丑
条
の
「
其
北
道

蝦
秋
。
遠
懸
・
阻
険
⇔
實
縦
二
狂
心
。
屡
驚
二
邊
境
こ
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
記

事
も
具
体
性
に
乏
し
く
、
律
令
国
家
が
そ
の
成
立
期
か
ら
「
蝦
夷
」
に
対
し
て
ど
の

程
度
明
確
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
明
確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
さ
ら
に
「
蝦
夷
」
が
律
令
国
家
の
支
配
す
る
人
間
集
団
で
あ
る
「
公
民
」
に
対
峙

す
る
集
団
と
い
う
理
解
に
立
つ
場
合
、
そ
の
「
公
民
」
自
体
が
非
常
に
抽
象
的
な
概

念
で

あ
る
と
い
う
点
も
指
摘
で
き
よ
う
。
「
公
民
」
と
い
う
語
は
『
続
日
本
紀
』
の

宣
命
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
、
広
義
に
は
律
令
国
家
の
統
治
対
象
と
な
る
べ
き
民

（1
2
）

衆
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
的
な

次
元
か
ら
す
れ
ば
「
蝦
夷
」
の
対
立
概
念
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
「
百
姓
」
で
あ

る
。
本
論
で
も
「
夷
秋
」
と
い
う
身
分
範
疇
の
法
的
な
対
立
関
係
に
あ
る
「
百
姓
」

と
い
う
表
現
を
基
本
的
に
用
い
る
が
、
た
だ
し
「
公
民
」
に
し
て
も
「
百
姓
」
に
し

て

も
、
そ
れ
が
人
間
集
団
と
し
て
の
自
律
性
や
集
団
的
（
あ
る
い
は
民
族
的
）
共
通

認
識

に
基
づ
く
概
念
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
「
蝦
夷
」
の
対

立

的
な
人
間
集
団
と
し
て
こ
れ
ら
の
概
念
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
、

「
蝦
夷
」
の
実
態
を
解
明
す
る
上
で
の
一
つ
の
限
界
が
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

　
（
1
3
）

な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
認
識
の
複
雑
さ
を
ま
さ
に
象
徴
す
る
の
が
吉
弥

侯
部
（
君
子
部
）
と
い
う
姓
で
あ
る
。
こ
の
吉
弥
侯
部
に
つ
い
て
は
大
塚
徳
郎
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

じ
め
と
し
て
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
史
料
的
に
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の

「俘
囚
」
の
多
く
が
「
吉
弥
侯
部
」
姓
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
帰
降
し

た
「
蝦
夷
」
（
俘
囚
）
に
対
し
て
付
し
た
姓
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
支
配
的
で
あ
る
。
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し
か
し
「
君
子
部
」
姓
者
は
そ
れ
以
前
か
ら
確
認
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
分
布
は
陸
奥
、

出
羽
ば
か
り
で
は
な
く
、
常
陸
、
下
野
、
相
模
、
遠
江
な
ど
東
国
に
広
く
分
布
し
て

い

る
。
こ
の
う
ち
遠
江
に
つ
い
て
は
伊
場
木
簡
七
号
に
「
乙
未
年
入
野
里
人
君
子
マ

ロ
」
と
あ
り
、
乙
未
年
す
な
わ
ち
持
統
九
年
（
六
九
五
）
と
い
う
早
い
時
期
か
ら
こ

れ
が
公
民
（
百
姓
）
の
姓
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
も
っ
と

も
こ
れ
ら
君
子
部
姓
者
は
東
国
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
陸
奥
国
に
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
＞

し
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
蝦
夷
系
」
の
人
間
が
移
住
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
そ
れ
に
し
て
も
国
郡
制
支
配
に
組
み
込
ま
れ
た
「
君
子
部
」
と
、
弘
仁
年
間
ま
で

は
籍
帳
支
配
の
対
象
と
な
ら
ず
、
「
俘
囚
」
と
い
う
身
分
表
象
を
付
さ
れ
て
い
た

「俘
囚
吉
弥
侯
部
」
と
の
「
蝦
夷
」
と
し
て
の
認
識
の
差
は
歴
然
と
し
て
お
り
、
こ

れ
は

吉
弥
侯
部
（
君
子
部
）
と
い
う
姓
に
対
す
る
認
識
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
と
と
も
に
、
「
蝦
夷
」
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
も
固
定
的
で
は
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
人

間
集
団
と
し
て
の
「
蝦
夷
」
の
実
態
を
端
的
に
説
明
し
て
い
る
の
は
石
上
英
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
め
　

氏

と
熊
田
亮
介
氏
で
あ
ろ
う
。
石
上
氏
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
論
の
「
民
族
」
概
念
に
基

づ
き
日
本
古
代
に
お
け
る
民
族
的
複
合
・
多
元
的
状
況
の
存
在
を
認
め
ら
れ
た
上
で
、

「蝦
夷
」
と
は
人
類
学
的
・
民
族
学
的
な
特
徴
を
誇
張
し
つ
つ
倭
人
n
日
本
人
と
の

共
通
性
を
隠
蔽
し
て
、
政
治
的
に
設
定
さ
れ
た
「
疑
似
民
族
集
団
」
で
あ
る
と
さ
れ

た
。
こ
の
中
で
「
蝦
夷
」
の
主
体
を
な
す
の
は
東
北
地
方
に
居
住
し
て
い
た
倭
人
‖

日
本
人
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
今
後
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
本
質

的
に
は
複
数
の
民
族
集
団
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
。
つ

ま
り
「
蝦
夷
」
と
は
本
来
こ
の
よ
う
に
多
様
な
実
態
を
持
つ
人
間
集
団
で
あ
っ
た
可

能
性
が
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
古
代
国
家
に
よ
る
「
蝦
夷
」
支
配
の
時
間
的
・
地
域
的

変
遷
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
認
識
が
存
在
し
た
こ
と
も
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
熊
田
氏
は
実
態
と
し
て
の
「
蝦
夷
」
は
複
合
的
・
多
元

的
集
団
で
あ
る
と
い
う
石
上
氏
の
理
解
に
依
り
な
が
ら
も
、
多
様
な
人
間
集
団
の
交

流
の

中
で
「
蝦
夷
」
と
さ
れ
た
人
間
集
団
の
実
態
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
さ
れ
て
い

る
。
氏
も
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
現
実
的
に
は
「
民
・
夷
の
接
触
・
交
渉
は
い
わ
ば
恒

常

的
」
な
状
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
陸
奥
・
出
羽
地
域
に
お
い
て
国
家
と
対
立
す
る

集
団
を
常
に
「
蝦
夷
」
に
限
定
す
る
従
来
の
理
解
も
再
検
討
す
べ
き
も
の
と
な
る
。

「
蝦
夷
」
と
認
識
さ
れ
た
集
団
も
、
そ
の
実
態
は
多
様
な
側
面
を
持
つ
も
の
で
あ
る

と
い
う
視
点
も
確
か
に
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
吉
弥
侯
部
姓
に
象
徴
さ
れ
る
認
識

の

変
化
は
、
国
家
に
よ
る
「
蝦
夷
」
政
策
の
変
化
と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
以
下
本
論
で
は
史
料
に
見
ら
れ
る
「
蝦
夷
」
政
策
や
そ
の
推

移

な
ど
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
認
識
の
内
実
を
考
察
し
て
み

た
い
。
理
念
的
に
は
夷
秋
と
い
う
身
分
範
疇
で
捉
え
ら
れ
た
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
認

識

は
、
実
際
に
行
な
わ
れ
た
支
配
政
策
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

②
律
令
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
認
識

　
律
令
制
と
い
う
現
実
的
な
支
配
シ
ス
テ
ム
が
成
立
す
る
中
で
、
「
蝦
夷
」
と
い
う

特
定
の
人
間
集
団
や
そ
の
地
域
に
対
す
る
認
識
は
ど
の
よ
う
に
形
成
・
規
定
さ
れ
て

い

る
の
だ
ろ
う
か
。
律
令
制
支
配
の
最
大
の
特
徴
は
編
戸
と
造
籍
に
よ
る
個
別
人
身

支
配

に
あ
る
が
、
従
来
の
「
蝦
夷
」
研
究
で
は
、
こ
の
個
別
人
身
支
配
の
成
立
過
程

に
お
け
る
「
蝦
夷
」
の
実
体
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
議
論
が
十
分
に
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
当
該
期
に
お
け
る
在
地
レ
ベ
ル
で
の
「
蝦
夷
」
の
実
体

化
、
も
し
く
は
辺
境
地
域
に
お
け
る
律
令
支
配
体
制
の
成
立
を
窺
わ
せ
る
史
料
が
確

　
　
　
　
（
1
7
）

認

さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
言
い
尽
く
さ
れ
る
が
、
こ
れ
以
後
の
律
令
国
家
の
さ
ま
ざ

ま
な
「
蝦
夷
」
政
策
が
、
実
際
に
在
地
に
お
い
て
「
蝦
夷
」
と
認
識
さ
れ
た
人
間
集

団
や
そ
の
地
域
に
対
し
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
律
令
国
家
成
立
期
に
お
け

る
「
蝦
夷
」
認
識
の
あ
り
方
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

　
律
令
国
家
の
「
蝦
夷
」
政
策
の
基
本
は
、
職
員
令
大
国
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
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と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

『令
義
解
』
職
員
令
大
国
条

　
　

大
国

　
　
守
一
人
。
（
中
略
）
其
陸
奥
。
出
羽
。
越
後
等
国
。
兼
知
藝
給
。
征
討
。
斥
候
⇒

こ
の
う
ち
「
饗
給
」
と
は
「
饗
・
食
井
給
・
禄
也
」
（
義
解
）
と
あ
る
よ
う
に
賜
宴
や

賜
禄
を
行
な
い
「
蝦
夷
」
を
服
属
さ
せ
る
懐
柔
策
で
あ
り
、
「
征
討
」
は
軍
事
力
の

行
使

に
よ
る
服
属
の
強
制
、
「
斥
候
」
は
「
蝦
夷
」
の
動
向
を
探
る
と
い
う
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
中
心
的
な
も
の
と
な
る
の
は
饗
給
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
近

年
で
は
陸
奥
、
出
羽
国
の
調
庸
収
入
の
す
べ
て
が
そ
の
財
源
に
充
て
ら
れ
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
「
蝦
夷
」
支
配
に
お
け
る
饗
給
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ

て

い

る
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
饗
給
の
具
体
例
と
し
て
は
、
九
世
紀
の
も
の
で
あ
る

が

『類
聚
三
代
格
』
貞
観
十
八
年
六
月
十
九
日
太
政
官
符
の
「
俘
饗
」
や
、
『
日
本

三

代
実
録
』
仁
和
三
年
五
月
二
十
日
条
の
「
挙
納
秋
饗
」
な
ど
が
あ
り
、
「
蝦
夷
」

に
対
す
る
饗
給
は
陸
奥
・
出
羽
国
の
重
要
な
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が

な
い
。
以
上
の
よ
う
な
政
策
は
陸
奥
、
出
羽
国
の
う
ち
で
も
「
蝦
夷
」
社
会
と
接
す

る
地
域
や
城
柵
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
律
令
国
家
の
成
立
期
に
お

け
る
饗
給
の
実
態
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
部
分
も
多
い
。
ま
た
「
蝦
夷
」
に

対
す
る
基
本
的
な
政
策
が
賜
宴
や
賜
禄
な
ど
の
懐
柔
的
な
政
策
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

律
令
国
家
は
そ
の
成
立
当
初
か
ら
「
蝦
夷
」
社
会
の
特
異
性
を
認
識
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
饗
給
に
つ
い
て
『
令
集
解
』
同
条
古
記
に
は
「
問
。
大
国
撫
慰
。

與
考
仕
令
招
慰
若
爲
別
。
答
一
種
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
大
宝
令
段
階
で
は
「
撫
慰
」

と
呼
ば
れ
、
さ
ら
に
考
仕
令
（
考
課
令
）
戸
口
増
益
条
の
「
招
慰
」
と
同
じ
性
格
の

も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
令
義
解
』
戸
口
増
益
条
で
は
「
招
慰
」
に

つ
い
て

「謂
下
不
・
従
一
戸
貫
’
謂
。
蝦
夷
之
類
也
。
而
招
慰
得
者
担
」
と
説
明
し
て
お
り
、

「招
慰
」
の
対
象
と
な
る
戸
貫
に
付
さ
れ
な
い
者
と
し
て
「
蝦
夷
之
類
」
を
あ
げ
て

い

る
こ
と
か
ら
、
法
的
に
は
「
撫
慰
」
と
の
共
通
性
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
饗
給
、
撫
慰
、
招
慰
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
が
、
「
蝦
夷
」
の
基

本
政
策
と
さ
れ
た
「
饗
給
」
が
大
宝
令
で
は
「
撫
慰
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
点
は
確

認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
場
合
撫
慰
‖
饗
給
と
理
解
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

ま
た
そ
れ
と
関
連
し
て
重
要
な
の
が
「
蝦
夷
」
の
法
的
位
置
付
け
で
あ
る
。

A
　
　
『
令
集
解
』
賦
役
令
辺
遠
国
条
古
記

　
　
古
記
云
。
夷
人
雑
類
謂
二
毛
人
。
肥
人
。
阿
麻
彌
人
等
類
↓
問
。
夷
人
雑
類
一

　
　
欺
。
二
欺
。
答
。
本
一
末
二
。
假
令
。
隼
人
。
毛
人
。
本
土
謂
二
之
夷
人
一
也
。

　
　

此
等
雑
コ
居
華
夏
’
謂
二
之
雑
類
｝
也
。

B
　
　
『
令
義
解
』
戸
令
没
落
外
蕃
条

　
　
凡
没
・
落
外
蕃
’
謂
。
没
者
。
被
・
抄
略
一
也
。
没
者
。
遭
・
風
波
一
而
流
落
也
。
得
・
還
。
及
化

　
　
外
人
帰
化
者
。
所
在
国
郡
。
給
・
衣
槙
㊤
具
・
状
発
・
飛
駅
・
申
奏
。
化
外
人
。

　
　
於
’
寛
国
「
附
・
貫
安
置
。

C
　
　
『
令
義
解
』
賦
役
令
没
落
外
蕃
条

　
　
凡
没
・
落
外
蕃
。
得
・
還
者
。
一
年
以
上
復
三
年
。
二
年
以
上
。
復
四
年
。
三
年

　
　
以
上
復
五
年
。
外
蕃
人
之
投
・
化
者
復
十
年
。

D
　
　
『
令
集
解
』
同
条
古
記

　
　
古
記
云
。
問
。
外
蕃
人
投
化
者
復
十
年
。
未
知
。
隼
人
。
毛
人
。
赴
・
化
者
。

　
　
若
爲
庭
分
。
答
。
隼
人
等
其
名
帳
已
在
・
朝
庭
⇔
故
帰
命
而
不
・
復
。
但
毛
人

　
　
合
・
復
也
。

E
　
　
『
令
集
解
』
同
条
所
引
開
元
令

　
　
開
元
令
云
。
夷
秋
新
招
慰
附
二
戸
貫
一
者
復
三
年
。

　

こ
の
う
ち
ま
ず
「
毛
人
」
（
蝦
夷
）
を
「
夷
人
」
1
1
夷
秋
と
し
て
位
置
付
け
て
い

る
の
が
A
の
賦
役
令
辺
遠
国
条
古
記
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
「
夷
人
」
と
し
て

認
識

さ
れ
て
い
る
の
が
「
毛
人
」
だ
け
で
は
な
く
「
肥
人
」
や
「
阿
麻
彌
人
」
そ
れ

に

「隼
人
」
も
含
ま
れ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
隼
人
に
つ
い
て
は
今
日
の
見
解
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

は

夷
秋
と
し
て
見
倣
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
理
解
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
古
記
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

成
立
が
天
平
十
年
（
七
三
八
）
前
後
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
従
え
ば
、
天
平
年
間
ま
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で
夷
秋
に
対
す
る
具
体
的
な
認
識
は
流
動
的
で
あ
っ
た
と
い
う
点
は
確
認
で
き
よ
う
。

ま
た
「
化
外
人
」
の
「
帰
化
」
に
つ
い
て
規
定
し
た
B
戸
令
没
落
外
蕃
条
、
C
賦
役

令
没
落
外
蕃
条
と
「
蝦
夷
」
と
の
関
連
性
も
重
要
で
あ
る
。
両
者
は
化
外
人
の
帰
化
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連
す
る
復
除
の
規
定
で
あ
る
が
、
D
の
大
宝
令
条
文
「
外
蕃
投

化
者
復
十
年
」
を
注
釈
し
た
古
記
は
「
毛
人
」
が
「
赴
・
化
」
の
場
合
は
「
合
・
復
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
毛
人
が
復
の
対
象
‖
化
外
人
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら

　
　
　
（
2
2
）

か
で

あ
る
。
し
か
し
同
条
集
解
に
引
か
れ
た
唐
開
元
令
の
「
夷
秋
招
慰
」
に
関
す
る

規
定
（
E
）
は
日
本
令
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
夷
秋
に
対
す
る
帰
化
時
の

復
除
規
定
を
削
除
し
た
日
本
令
は
「
蝦
夷
」
の
帰
化
を
法
的
に
認
め
て
お
ら
ず
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

た
が
っ
て
「
蝦
夷
」
は
化
外
人
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
確
か
に
夷
秋

招
慰
条
を
取
り
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
日
本
令
の
「
蝦
夷
」
は
帰
化
さ

せ

る
べ
き
存
在
（
化
外
人
）
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
E
は
あ

く
ま
で
も
帰
化
の
際
の
復
除
規
定
で
あ
る
と
い
う
点
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
と
は
別
に
B
が
規
定
す
る
「
化
外
人
」
の
中
に
「
蝦
夷
」
が
含
ま
れ
る
可
能
性

も
想
定
で
き
る
の
で
あ
り
、
律
令
国
家
成
立
当
初
に
お
い
て
「
蝦
夷
」
は
化
外
人
と

認
識

さ
れ
て
い
た
と
と
も
に
、
法
的
に
も
帰
化
を
想
定
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
の
で
は

　
　
　
　
　
（
2
4
）

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
問
題
と
し
て
、
E
の
唐
令
夷
狭
招
慰
条
の
「
招
慰
」
と
前
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の

考
課
令
戸
口
増
益
条
に
あ
る
「
招
慰
」
と
の
関
係
が
あ
る
。
熊
田
亮
介
氏
も
指
摘

さ
れ
る
ご
と
く
唐
の
「
招
慰
」
は
地
方
官
の
専
権
事
項
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
し
考

課
令
の
戸
口
増
益
条
は
「
招
慰
」
と
い
う
語
を
除
け
ば
国
郡
司
の
考
課
に
関
わ
る
も

の

で

あ
り
、
両
者
に
は
質
的
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で

は
な
ぜ
日
本
令
は
本
来
夷
秋
の
帰
化
に
関
わ
る
特
殊
な
用
語
で
あ
る
「
招
慰
」
を
、

国
郡
司
一
般
を
対
象
と
し
た
規
定
の
中
に
盛
り
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
再
び

「
招
慰
」
と
「
一
種
」
と
さ
れ
た
職
員
令
大
国
条
古
記
の
「
撫
慰
」
に
注
目
し
て
み

る
と
、
こ
れ
が
正
確
に
は
「
大
国
撫
慰
」
と
い
う
引
用
表
現
を
と
っ
て
い
る
点
に
気

付
く
。
こ
れ
は
単
純
に
訳
せ
ば
「
大
国
の
権
能
と
し
て
の
撫
慰
」
と
い
う
解
釈
が
妥

当
だ
と
思
う
が
、
養
老
令
で
は
「
撫
慰
」
に
か
わ
る
「
饗
給
」
は
陸
奥
・
越
後
・
出

羽

国
に
限
定
さ
れ
た
職
掌
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
大
宝
令
註
釈
書
で
あ
る
古
記

が

「
撫
慰
」
の
註
釈
に
際
し
て
「
大
国
撫
慰
」
と
い
う
引
用
表
現
を
し
て
い
る
の
は

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
に
見
た
賦
役
令
辺
遠
国
条
古
記
（
A
）
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
八
世
紀
前
半
の
夷
秋
認
識
は
ま
だ
「
蝦
夷
」
に
収
敵
さ
れ
て
い
な
か
っ

た

可
能
性
も
あ
り
、
ま
た
こ
の
「
大
国
撫
慰
」
と
い
う
表
現
と
セ
ッ
ト
に
し
て
考
え

る
と
、
一
般
の
国
郡
司
の
考
課
に
関
わ
る
考
課
令
戸
口
増
益
条
の
「
招
慰
」
と
政
策

執
行
者
レ
ベ
ル
の
同
質
性
が
高
ま
る
点
も
興
味
深
い
。
大
宝
令
大
国
条
の
全
文
が
復

元
で

き
な
い
以
上
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
大
宝
令
段
階
に
お
け
る
対
「
蝦
夷
」
政
策
の
基
本
的
形
態

で

あ
る
「
撫
慰
」
が
、
実
際
に
は
「
饗
給
」
（
衣
食
の
支
給
な
ど
に
よ
る
懐
柔
策
）

と
い
う
形
態
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
は
再
度
確
認
す
る
必
要
性
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
古
記
が
撫
慰
と
招
慰
を
「
一
種
」
と
理
解
し
た
の
は
、
お

そ
ら
く
「
蝦
夷
」
を
未
編
戸
者
の
一
形
態
と
解
釈
し
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
は
古
記
の
解
釈
に
従
い
撫
慰
1
1
招
慰
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
こ
の
よ

う
な
問
題
は
先
に
も
触
れ
た
養
老
令
に
お
け
る
「
撫
慰
」
か
ら
「
饗
給
」
へ
の
変
化

に
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
質
的
な
饗
給

は
七
世
紀
段
階
か
ら
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
服
属
儀
礼
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
行
為

で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
実
例
が
あ
り
な
が
ら
な
ぜ
大
宝
令
が
「
撫
慰
」

と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
は
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
宝
令
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
支
配
の
基
本
政
策
で
あ
る
撫
慰
‖
招
慰
は
、
実
際
に
は

ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

③
八
世
紀
前
半
の
「
蝦
夷
」
政
策
と
そ
の
認
識

　
成
立
期
律
令
国
家
の
「
蝦
夷
」
認
識
を
理
解
す
る
上
で
、
「
撫
慰
」
（
招
慰
）
を
中

心

と
し
た
政
策
の
内
実
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
が
ポ
イ
ン
ト
と
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な
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
た
と
思
う
。
だ
が
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
大
宝
律
令
の
成
立

期
で
あ
る
八
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
「
撫
慰
」
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料

は
見
当
ら
な
い
の
も
現
状
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
そ
れ

を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
と
神
亀
元
年
（
七
二
四
）

に
発
生
し
た
「
蝦
夷
」
の
反
乱
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
い
う
「
反

乱
」
と
は
律
令
国
家
側
の
捉
え
方
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え

た
場
合
、
そ
の
反
乱
が
発
生
し
た
契
機
と
し
て
国
家
の
「
蝦
夷
」
社
会
に
対
す
る
具

体
的
な
支
配
政
策
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
は
史
料
を
掲
げ
て
み
た
い
。

『続

日
本
紀
』
養
老
四
年
九
月
丁
丑
条

　
　
陸
奥
国
奏
言
。
蝦
夷
反
乱
。
殺
二
按
察
使
正
五
位
下
上
毛
野
朝
臣
廣
人
。

『続

日
本
紀
』
神
亀
元
年
三
月
甲
申
条

　
　
陸
奥
国
言
。
海
道
蝦
夷
反
。
殺
－
大
縁
従
六
位
上
佐
伯
宿
祢
見
屋
麻
呂
や

　

こ
の
二
つ
の
反
乱
記
事
は
、
す
で
に
八
世
紀
の
前
半
か
ら
律
令
国
家
と
「
蝦
夷
」

社
会
と
の
対
立
が
表
面
化
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
そ
し
て
按
察
使
や
国

司
の
殺
害
と
い
う
事
実
か
ら
は
、
律
令
国
家
の
支
配
そ
の
も
の
に
対
す
る
「
蝦
夷
」

社
会
の
抵
抗
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
よ
う
な
形
で
対

立
が
表
面
化
す
る
に
い
た
っ
た
支
配
政
策
の
内
実
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い

の
は

同
じ
く
八
世
紀
前
半
に
発
生
し
た
隼
人
の
反
乱
記
事
と
の
共
通
性
で
あ
る
。
隼

人

の
反
乱
は

大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
、
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
、
養
老
四
年
に
記
事
が

見

ら
れ
、
こ
の
う
ち
大
宝
二
年
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
の
同
年
八
月
丙
申
条
に

　
　
薩
摩
多
繊
。
隔
・
化
逆
・
命
。
於
・
是
登
・
兵
征
討
。
遂
技
・
戸
置
・
吏
焉
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
国
郡
制
の
施
行
（
実
質
的
に
は
編
戸
）
に
対
す
る
在
地
側

（薩
摩
隼
人
）
の
抵
抗
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
和
銅
六
年
に
も
大
隅
国
が
建

国
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
両
者
に
つ
い
て
は
国
郡
制
支
配
に
対
す
る
隼
人
社
会
の
反
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
養
老
四
年
の
反
乱
に
つ
い
て
は
そ
の
翌
年
に

造
籍
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
関
わ
る
抵
抗
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、

「
蝦

夷
」
の
反
乱
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
起
き
た
隼
人
の
反
乱
が
い
ず
れ
も
薩

摩
・
大
隅
国
に
お
け
る
国
郡
制
の
拡
充
と
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
点
は
確
認
し

て

お
き
た
い
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
点
を
前
提
に
し
て
「
蝦
夷
」
の
反
乱
を
み
る
と
、

ま
ず
養
老
四
年
は
隼
人
の
反
乱
と
同
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
造
籍
が
そ
の
主
な
要
因
と

な
っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
神
亀
元
年
は
後
述
の
よ
う
に
養
老
二
年

に
分
立
し
た
石
城
・
石
背
国
を
再
併
合
し
、
広
域
陸
奥
国
が
復
活
し
た
と
さ
れ
る
年

　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

で
あ
る
。
平
川
南
氏
は
こ
れ
ら
「
蝦
夷
」
と
隼
人
の
反
乱
記
事
の
共
通
点
と
し
て
、

新

た
な
国
郡
制
の
施
行
や
造
籍
な
ど
が
そ
の
原
因
で
あ
る
と
し
、
反
乱
の
本
質
は
律

令
国
家
成
立
期
に
お
け
る
辺
境
地
域
の
行
政
整
備
に
対
す
る
在
地
社
会
の
抵
抗
で
あ

る
と
さ
れ
た
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
こ
こ
で
は
反
乱
の

契
機
と
な
っ
た
の
が
行
政
支
配
の
拡
充
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み

た
い
。

　
ま
ず
養
老
～
神
亀
年
間
に
お
け
る
按
察
使
や
国
司
に
よ
る
編
戸
民
の
拡
大
政
策
、

す
な
わ
ち
戸
口
増
益
が
行
な
わ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
の
時
期
陸
奥
国
で

は
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
石
城
・
石
背
国
の
分
立
と
い
う
行
政
単
位
の
大
規
模
な
再

編
成
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

『続

日
本
紀
』
養
老
二
年
（
七
一
八
）
五
月
乙
未
条

　
　
割
二
越
前
国
羽
咋
。
能
登
。
鳳
至
。
珠
洲
四
郡
℃
始
置
・
能
登
国
㊤
割
’
上
総
国

　
　
平
群
。
安
房
。
朝
夷
。
長
狭
四
郡
㊤
置
二
安
房
国
口
割
・
陸
奥
国
石
城
。
標
葉
。

　
　
行
方
。
宇
太
。
日
理
。
常
陸
国
之
菊
多
六
郡
㊤
置
・
石
城
国
㊤
割
・
白
河
。
石
背
。

　
　
會
津
。
安
積
。
信
夫
五
郡
㊤
置
二
石
背
国
⇔
割
・
常
陸
国
多
珂
郡
之
郷
二
百
一
十

　
　
姻
や
名
日
二
菊
多
郡
⇔
属
二
石
城
国
「
焉
。

　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
工
藤
雅
樹
氏
は
石
城
・
石
背
国
の
分
立
の
意
義
に
つ
い
て
、
和
銅
五
年
（
七
一

二
）
に
建
て
ら
れ
た
出
羽
国
と
の
同
質
性
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
こ
れ
は
「
蝦
夷
」
と

直
接
境
を
接
す
る
特
別
な
地
域
と
し
て
独
立
化
さ
せ
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
＞

る
。
ま
た
熊
谷
公
男
氏
は
こ
れ
に
加
え
て
石
城
・
石
背
国
が
陸
奥
国
か
ら
分
離
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
坂
東
諸
国
と
と
も
に
新
制
陸
奥
国
の
後
方
基
地
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
た
と
論
じ
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
三
国
は
ほ
ど
な
く
再
併
合
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
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遅
く
と
も
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
に
は
元
の
陸
奥
国
が
復
活
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
（
『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
四
月
癸
卯
条
）
。
熊
谷
氏
は
復
活
し
た
広
域
陸
奥
国
の

意
義
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
東
国
に
依
存
し
て
い
た
蝦
夷
の
支
配
を
陸
奥
一
国
で
可

能
な
限
り
行
な
う
よ
う
な
体
制
の
創
出
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の

と
し
て
ω
陸
奥
国
府
と
し
て
の
多
賀
城
の
創
建
、
ω
鎮
守
府
1
1
鎮
兵
体
制
の
創
建
と

軍
団
制
の
整
備
強
化
に
よ
る
陸
奥
国
の
国
力
・
軍
事
力
の
強
化
を
あ
げ
ら
れ
る
。
確

か

に
神
亀
元
年
を
一
画
期
と
し
た
行
政
、
軍
事
制
度
の
拡
充
に
よ
り
、
陸
奥
国
は

「
蝦
夷
」
支
配
に
お
い
て
そ
れ
以
前
と
は
異
な
っ
た
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
画
期
性
と
と
も
に
な
ぜ
石
城
・
石
背
国
が
短
期
間
で

再
併
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

神
亀
元
年
の
「
蝦
夷
」
反
乱
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
再
併
合
と
何
ら
か
の
関
連
を
持
つ

も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か

っ

た
が
、
『
続
日
本
紀
』
養
老
二
年
五
月
乙
未
条
を
見
る
と
、
こ
の
時
石
城
・
石
背

国
の
分
立
と
と
も
に
加
賀
国
か
ら
能
登
国
が
、
上
総
国
か
ら
安
房
国
が
分
立
し
て
お

り
、
こ
の
分
割
さ
れ
た
二
国
は
そ
の
後
一
度
再
併
合
さ
れ
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は

単
独
の
令
制
国
と
し
て
の
機
能
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
新
制
陸
奥
国

に
も
当
初
同
様
な
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て

陸
奥
国
の
分
割
、
再
併
合
が
い
ず
れ
も
「
蝦
夷
」
政
策
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
こ
と

を
踏
ま
え
た
場
合
、
こ
の
分
割
、
再
併
合
と
い
う
政
策
転
換
の
背
景
に
、
律
令
国
家

の

「蝦
夷
」
に
対
す
る
認
識
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
も
う
一
度
律
令
国
家
の
対
「
蝦
夷
」
基
本
政
策
で
あ
る
「
撫
慰
」
に
つ
い

て

確
認
す
る
と
、
こ
れ
が
「
不
・
従
・
戸
貫
一
者
」
の
編
戸
を
目
的
と
し
た
具
体
的
な

政
策
で
あ
る
「
招
慰
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ

れ

る
。
養
老
二
年
に
分
立
し
た
新
制
陸
奥
国
に
対
し
て
令
制
国
と
し
て
の
一
般
的
な

機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
材
料
と
し
て
、
東
国
か
ら
の
大
量
の
百

姓
集
団
（
柵
戸
）
の
移
住
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
と
も
に

「
蝦
夷
」
社
会
に
対
す
る
戸
口
増
益
‖
百
姓
化
政
策
も
計
画
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た

い
。
工
藤
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
新
制
陸
奥
国
は
単
独
の
令
制
国
と
し
て

は

力
が
乏
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
を
分
立
さ
せ
た
背
景

に

は
、
「
蝦
夷
」
社
会
に
対
す
る
「
撫
慰
」
（
招
慰
）
に
よ
り
実
質
的
な
戸
口
の
拡
大

が
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
国
郡
制
支
配
の
拡
大
は
、
建
郡
な
ど
に
よ
る
地
域
集
団
の
編
戸
・
百
姓
化
が
基
本

的
な
形
態
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
考
課
令
の
「
不
・
従
二
戸
貫
一
者
」
を
対

象
と
し
た
「
戸
口
増
益
」
と
も
結
び
つ
く
政
策
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
律
令
国
家

の

基
本

的
な
支
配
集
団
で
あ
る
百
姓
（
公
民
）
身
分
の
み
を
対
象
に
し
た
も
の
だ
と

す
れ
ば
、
そ
こ
に
「
蝦
夷
」
の
抵
抗
の
必
然
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
。
だ
と

す
れ
ば
当
然
そ
の
対
象
に
「
蝦
夷
」
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
だ

が
、
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
「
夷
秋
」
身
分
で
あ
る
「
蝦
夷
」
は
法
的
に
は
直
接
編

戸
の
対
象
に
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
編
戸
1
1
百
姓
化
が
実
現
す
る
に
は

「帰
化
」
も
し
く
は
「
撫
慰
」
（
招
慰
）
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ

で

は
「
不
従
戸
貫
」
者
に
対
す
る
「
招
慰
」
と
同
一
次
元
の
政
策
で
あ
っ
た
「
撫

慰
」
を
通
じ
て
「
蝦
夷
」
の
編
戸
に
関
す
る
具
体
的
措
置
が
計
画
・
実
行
さ
れ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
反
乱
で
殺
害
さ
せ
た
二
人
の
人
物
の
う
ち
上
毛
野
朝
臣

廣
人
に
つ
い
て
は
按
察
使
と
し
て
見
え
る
が
、
按
察
使
は
国
司
が
兼
任
す
る
の
が
基

本
で

あ
り
、
ま
た
按
察
使
の
職
掌
に
「
繁
コ
殖
戸
口
・
増
コ
益
調
庸
こ
（
『
類
聚
三
代

格
』
養
老
三
年
〈
七
一
九
〉
七
月
十
九
日
官
符
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
ど
ち
ら
の

立

場
で
も
「
招
慰
」
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
と
解
釈
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
「
撫
慰
」
（
招
慰
）
が
実
際
の
政
策
と
し
て
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
「
蝦
夷
」
の
百
姓
化
史
料
が
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

『続

日
本
紀
』
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
十
月
丁
丑
条

　
　
陸
奥
蝦
夷
第
三
等
邑
良
志
別
君
宇
蘇
弥
奈
等
言
。
親
族
死
亡
子
孫
数
人
。
常
恐

　
　
被
二
秋
徒
抄
略
一
乎
。
請
於
香
河
村
。
造
」
建
郡
家
↓
爲
・
編
戸
民
㊤
永
保
一
安
堵
㊤

　
　
又
蝦
夷
須
賀
君
古
麻
比
留
等
言
。
先
祖
以
来
貢
・
献
昆
布
㊤
常
採
・
此
地
㊤
年
次
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不
・
闘
。
今
国
府
郭
下
。
相
去
道
遠
。
往
還
累
・
旬
。
甚
多
二
辛
苦
⇔
請
於
・
閉
村
㊤

　
　
便
建
蔀
家
⇔
同
・
百
姓
㊤
共
率
二
親
族
㊤
永
不
・
闘
・
貢
。
並
許
・
之
。

　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

す
で
に

伊
藤
循
氏
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
記
事
か
ら
建
郡
に
よ
り
「
蝦
夷
」

の

百
姓
化
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
香
河
村
や
閉
村
は
律
令
国
家

の
支
配
領
域
と
は
離
れ
た
飛
び
地
的
な
地
域
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
「
（
造
）
二
建

郡
家
こ
や
「
爲
・
編
戸
民
一
」
の
実
態
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重

視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
の
内
実
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
蝦
夷
」
と
認
識
さ
れ

た
人
物
、
集
団
に
よ
る
建
郡
、
編
戸
民
（
百
姓
）
化
の
要
求
が
国
家
に
よ
り
認
め
ら

れ
て

い

る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
に
「
蝦
夷
」
に
よ
る
百
姓
化
の
請
願

を
示
す
記
事
と
し
て
『
続
日
本
紀
』
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
四
月
辛
丑
条
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
陸
奥
蝦
夷
等
。
請
下
賜
二
君
姓
一
同
中
於
編
戸
担
許
・
之
。

と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
記
事
は
そ
れ
以
降
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
の

「
田
夷
」
に
よ
る
建
郡
の
ほ
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
積
極
的

な
「
蝦
夷
」
の
百
姓
化
は
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
認
識
の
特
質
を
よ
く
表

す
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
政
策
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
が
、
律
令
国
家
は
養
老
年
間
ご

ろ
ま
で
は
「
蝦
夷
」
と
そ
の
社
会
に
対
す
る
異
質
性
、
不
服
従
性
を
明
確
に
認
識
し

た
政
策
を
行
な
っ
て
お
ら
ず
、
『
日
本
書
紀
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
理
念
的
な
夷

秋
認
識

と
は
別
に
、
実
質
的
に
は
中
国
の
夷
秋
政
策
を
基
本
的
に
継
承
す
る
形
で

「蝦
夷
」
社
会
の
内
国
化
・
百
姓
化
が
あ
る
程
度
計
画
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
新
制
陸
奥
国
の
分
立
に
伴
い
行
な
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
大
規
模
な
「
蝦
夷
」

の
編

戸
・
百
姓
化
に
対
す
る
在
地
社
会
ー
「
蝦
夷
」
社
会
ー
の
抵
抗
は
、
結
果
的
に

そ
の
よ
う
な
支
配
の
実
現
化
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
律
令
国
家
側
に
認
識
さ

せ

る
こ
と
に
な
る
。
養
老
四
年
、
神
亀
元
年
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
の
反
乱
は
、
律
令

国
家
成
立
当
初
の
実
質
的
な
対
「
蝦
夷
」
政
策
H
百
姓
化
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
新
た
な
支
配
の
方
式
を
模
索
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
律
令
国
家
の
政
策
レ
ベ
ル
か
ら
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
「
蝦
夷
」

認
識

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
時
に
「
蝦
夷
」
に
対

す
る
編
戸
政
策
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
法
的
に
は
「
不
・
従
二
戸

貫
一
者
」
を
対
象
と
す
る
「
招
慰
」
（
撫
慰
）
と
し
て
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
が
実
質
的
に
は
「
饗
給
」
と
い
う
衣
食
の
支
給
を
と
も
な
う
形
態
の
も
の
が
主

流
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
そ
も
そ
も
「
饗
給
」
は
そ
の
実
例
か

ら
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
懐
柔
策
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

「招
慰
」
の
よ
う
な
政
策
意
図
が
ど
の
程
度
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
も

研
究
者
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
令
集
解
』
職
員
令
大
国
条

穴
記
は
「
饗
給
」
に
つ
い
て
「
饗
給
上
也
。
謂
下
招
慰
不
・
従
戸
貫
一
之
輩
担
」
と
理

解

し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
饗
給
1
1
招
慰
と
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
「
蝦
夷
」

の
百
姓
化
が
八
世
紀
前
半
以
降
実
際
に
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
も
あ
わ
せ
て
考

え
た
場
合
、
「
撫
慰
」
と
「
饗
給
」
と
は
理
念
的
に
も
政
策
的
に
も
異
な
る
性
格
を

持
つ
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
の
「
蝦
夷
」
政
策

の
基
本
が

「饗
給
」
で
あ
っ
た
と
考
え
た
場
合
、
そ
れ
が
「
蝦
夷
」
社
会
の
抵
抗
と

い
う
現
象
と
結
び
つ
く
点
も
説
明
が
つ
き
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
こ

の
段
階
に

お

け
る
「
撫
慰
」
は
衣
食
の
支
給
を
行
な
う
懐
柔
政
策
的
な
内
容
の
も
の

で

は
な
く
、
戸
口
増
益
を
実
現
す
る
た
め
の
か
な
り
実
質
的
な
作
業
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
隼
人
社
会
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
「
技
・
戸
置
・
吏
」

の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
で

は
律
令
国
家
成
立
期
の
大
宝
令
制
下
に
お
い
て
「
饗
給
」
は
行
な
わ
れ
て
い
な

か

っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
ょ
う
ど
新
制
陸
奥
国
分
立
期
に
あ
た
る
『
続
日
本
紀
』

養
老
六
年
（
七
二
二
）
閏
四
月
乙
丑
条
に
は

　
　
陸
奥
按
察
使
管
内
。
百
姓
庸
調
浸
免
。
勧
二
課
農
桑
㊤
教
コ
習
射
騎
㊤
更
税
助
邊

　
　
之
資
。
使
・
擬
・
賜
・
夷
之
禄
㊤
其
税
者
。
毎
卒
一
人
。
輸
・
布
長
一
丈
三
尺
。
闊

　
　
一
尺
八
寸
。
三
丁
成
・
端
。

と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
、
「
賜
夷
之
禄
」
と
し
て
「
更
税
」
が
陸
奥
按
察
使
管
内
で

徴
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
意
か
ら
こ
の
「
夷
」
に
対
す
る
賜
禄
が
饗
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

で

あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
蝦
夷
」
の
百
姓
化
（
公
民
化
）
を
目
的
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と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
判
断
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
九
世

紀
以

降
の
史
料
に
み
ら
れ
る
「
饗
給
」
は
内
容
的
に
懐
柔
策
と
し
て
の
性
格
を
持
つ

が
、
そ
の
一
方
で
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
政
治
的
関
係
や
貢
納
制
を
維
持
・
拡
大
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
『
日

本
書
紀
』
の
斉
明
紀
な
ど
に
あ
る
饗
給
記
事
と
本
質
的
に
同
じ
も
の
と
い
え
る
。
こ

の

史
料
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
り
、
「
饗
給
」
が
律
令
国
家
の

成
立
段
階
か
ら
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
基
本
政
策
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、

ま
た
そ
れ
が
百
姓
化
（
公
民
化
）
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
か
と
い
う
点
は
改

め

て

検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

●
「
俘
囚
」
身
分
の
成
立
と
境
界
認
識

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
養
老
二
年
の
新
制
陸
奥
国
の
成
立
期
を
中
心
に

積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
「
蝦
夷
」
社
会
の
百
姓
化
政
策
は
、
結
果
的
に
そ
の
抵
抗
に

よ
り
挫
折
し
、
国
家
側
は
そ
の
支
配
方
式
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
熊
谷
氏
が
提
示
さ
れ
る
「
神
亀
元
年
体
制
」
は
確
か
に
陸
奥
国
の
新
た
な
「
蝦

夷
」
支
配
の
成
立
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
律
令
国
家
の
「
蝦
夷
」
に
対
す

る
認
識
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
そ
の
内
容
に
大
き
な
変
化
が
起
き
て
い
る
事

実
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
変
化
を
ま
さ
に
象
徴
す
る
の
が
神
亀
元
年
の
「
蝦

夷
」
反
乱
を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
俘
囚
」
の
存
在
で
あ
る
。

『続

日
本
紀
』
神
亀
二
年
（
七
二
五
）
閏
正
月
己
丑
条

　
　
俘
囚
百
冊
四
人
配
’
子
伊
予
国
↓
五
百
七
十
八
人
配
二
干
筑
紫
㊤
十
五
人
配
手

　
　
和
泉
監
一
焉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

こ
の
俘
囚
発
生
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
が
石
母
田
正
氏
で
あ
る
。
氏

に
よ
れ
ば
「
俘
囚
」
と
は
日
本
の
律
令
国
家
が
夷
秋
身
分
と
し
て
の
「
蝦
夷
」
を
設

定
し
た
も
の
の
、
現
実
の
「
蝦
夷
」
支
配
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
百
姓
ー
夷
秋
（
蝦

夷
）
と
い
う
対
立
構
造
の
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
中
間
的
身
分
と
し
て
生
ま
れ
た
も

の

で

あ
る
。
石
母
田
氏
の
俘
囚
に
対
す
る
理
解
は
、
日
本
古
代
の
身
分
論
、
い
わ
ゆ

る
「
良
人
‖
王
民
共
同
体
」
論
の
一
環
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
中
間
的
な
身
分
の
発
生
は
ま
さ
に
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
認
識
の
変
化
と
い
う

観
点
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
で
は
こ
の
「
俘
囚
」

に
対
す
る
認
識
は
、
律
令
国
家
の
そ
れ
ま
で
の
「
蝦
夷
」
認
識
と
ど
の
よ
う
に
異
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
俘
囚
は
身
分
的
に
み
れ
ば
石
母
田
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
百
姓
と
夷
狭
の
中
間
的
な

存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
も
の
と
し
て
よ
く
紹
介
さ
れ
る
の
が
㈲

『続

日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
十
一
月
己
丑
条
と
、
㈲
宝
亀
元
年
（
七

七

〇
）
四
月
癸
巳
条
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
史
料
の
内
容
に
つ
い
て
は
0
節
で
検
討

す
る
が
、
要
点
の
み
を
記
せ
ば
俘
囚
と
は
ω
「
化
民
」
身
分
で
は
あ
る
が
㈲
「
王
民
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

で

は
な
く
、
と
も
に
「
俘
囚
之
名
」
を
除
い
て
「
調
庸
民
」
と
な
る
。
「
俘
囚
」
の

身
分
を
示
す
「
化
民
」
は
こ
の
史
料
の
ほ
か
に
確
認
で
き
な
い
た
め
、
こ
れ
が
俘
囚

独
自
の
身
分
概
念
と
し
て
発
生
段
階
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は

な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
俘
囚
」
は
調
庸
民
（
百
姓
）
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
俘

囚
」
が
九
世
紀
初
頭
ま
で
は
租
税
や
賑
給
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
律
令
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
「
夷
秋
」
で
も
「
百
姓
」
で
も
な
い

身
分
集
団
で
あ
る
「
俘
囚
」
は
存
在
し
え
な
い
が
、
そ
れ
を
創
出
し
た
と
い
う
と
こ

ろ
に
国
家
側
の
新
た
な
「
蝦
夷
」
認
識
の
展
開
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
間
的
身
分
が
成
立
し
た
背
景
に
は
「
蝦
夷
」
社
会
に
対
す
る
そ
れ
ま

で
の
百
姓
化
政
策
の
行
き
詰
ま
り
が
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
論
じ
た
通
り
で
あ
り
、

ま
た
こ
れ
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
百
姓
化
（
公
民
化
）
を
前
提
と
し
た
身
分
で
あ

っ

た
と
も
考
え
に
く
い
。

　
で
は

実
際

に
創
出
さ
れ
た
「
俘
囚
」
と
い
う
身
分
集
団
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
「
蝦

夷
」
に
対
す
る
認
識
の
変
化
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
俘
囚
の
初
見
記
事
で

あ
る
『
続
日
本
紀
』
神
亀
二
年
閏
正
月
条
は
移
配
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま

で
の

「
蝦
夷
」
と
の
大
き
な
違
い
と
し
て
「
辺
要
国
」
で
あ
る
陸
奥
国
か
ら
内
国
へ

IOO
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（
3
7
）

の
移
配
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
移
配
の
実
質

的
な
理
由
に
つ
い
て
は
東
国
防
人
の
代
替
兵
力
と
し
て
の
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
天
平
十
年
（
七
三
八
）
の
『
駿
河
国
正
税
帳
』
『
筑
後
国
正
税
帳
』
な
ど
か

ら
確
認
で
き
、
こ
の
よ
う
な
政
策
は
九
世
紀
初
頭
に
は
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
も
知
ら

れ
て

い

る
。
た
と
え
ば
『
類
聚
国
史
』
大
同
元
年
（
八
〇
五
）
十
月
壬
戌
条
に
は

　
　
勅
。
夷
俘
之
徒
。
慕
・
化
内
属
。
居
二
要
害
地
㊤
足
・
備
二
不
虞
。
宜
下
在
・
近
江

　
　
国
・
夷
俘
六
百
冊
人
。
遷
・
大
宰
府
⇔
置
爲
中
防
人
口
（
中
略
）
其
去
年
所
・
置
防

　
　
人
四
百
十
一
人
皆
宜
一
停
廃
。

と
あ
り
、
「
夷
俘
」
が
防
人
に
代
わ
る
兵
力
と
し
て
大
宰
府
管
内
に
配
置
さ
れ
て
い

る
事
実
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
防
人
の
代
替
兵
力
と
し
て
移
配
す

る
と
い
う
政
策
の
背
景
に
あ
る
認
識
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
解
く
上
で
鍵
と
な
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

東
国
防
人
の
性
格
で
あ
ろ
う
。
西
郷
信
綱
氏
に
よ
れ
ば
東
国
は
王
権
の
守
護
と
い
う

役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
こ
に
は
軍
事
的
な
面
で
の
王
権
へ
の
奉
仕

が
要
請
さ
れ
て
い
た
。
「
俘
囚
」
の
移
配
も
理
念
的
に
は
こ
の
延
長
線
上
に
位
置
付

け
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
も
う
一
つ
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
「
俘
囚
」
の
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

つ
兵
士
と
し
て
の
卓
越
性
で
あ
ろ
う
。

『類
聚
三
代
格
』
貞
観
十
一
年
（
八
五
九
）
十
二
月
五
日
官
符

　
　
応
下
配
コ
置
夷
俘
一
備
中
警
急
上
事

　
　
右
大
宰
府
解
稻
。
検
二
案
内
ぬ
警
固
官
符
先
後
重
畳
。
因
・
藪
簡
コ
練
士
馬
⇔
慎

　
　
備
・
非
常
℃
袋
新
羅
海
賊
侵
掠
之
日
。
養
コ
遣
統
領
選
士
等
や
擬
・
令
・
追
討
一
之

　
　
時
。
其
性
儒
弱
。
皆
有
揮
気
。
伍
調
コ
発
俘
囚
㊤
街
以
・
征
略
⇔
意
気
激
怒
。
一

　
　
以
当
・
千
。
（
後
略
）

　

こ
れ
も
九
世
紀
の
「
俘
囚
」
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
が
、
＝
以
当
千
」
と
い
う

表
現
は

多
少
の
誇
張
は
あ
る
に
し
て
も
「
俘
囚
」
の
持
つ
優
れ
た
戦
闘
能
力
を
示
し

た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
基
本
的
に
は
八
世
紀
か
ら
続
く
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
、
だ
と
す
れ
ば
神
亀
二
年
の
「
俘
囚
」
移
配
記
事
は
律
令
国
家
の

「
蝦
夷
」
認
識
が
新
た
な
る
形
で
展
開
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
政

策
転
換
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
蝦
夷
」
支
配
政
策
の
矛
盾
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
ず
、
換
言
す
れ
ば
国
家
が
認
識
し
た
「
俘
囚
」
の
持
つ

優
れ

た
戦
闘
集
団
と
し
て
の
側
面
は
、
彼
ら
の
も
つ
不
服
従
性
、
す
な
わ
ち
今
泉
氏

が
指
摘

さ
れ
た
よ
う
な
「
野
心
」
「
狼
心
」
と
い
う
性
格
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ

る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
俘
囚
」
身
分
の
創
出
と
移
配
は
、
そ
の
よ
う
な
異

質
性
と
百
姓
化
の
限
界
を
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
段
階
に
お
い
て
、
逆
に
そ
れ
を
積

極
的
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
り
、
「
蝦
夷
」
を
「
夷
秋
」

身
分
と
し
て
帰
化
・
百
姓
化
の
対
象
に
す
る
と
い
う
法
的
レ
ベ
ル
で
の
支
配
認
識
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

ら
、
よ
り
実
態
的
な
認
識
に
変
化
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
の
支

配

に
お
い
て
は
「
蝦
夷
」
と
「
俘
囚
」
に
は
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
異
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

性
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
の
認
識
に
は
大
差
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

　
と
こ
ろ
で
「
俘
囚
」
発
生
の
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
和
銅
～

養
老
年
間
に
東
国
か
ら
陸
奥
・
出
羽
国
に
移
配
さ
れ
た
大
量
の
移
民
（
柵
戸
）
の
存

在
で
あ
る
。
陸
奥
国
は
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
（
七
】
五
）
五
月
庚
戌
条
に
移
配

記
事
が
見
ら
れ
る
。

　
　
移
相
模
。
上
総
。
常
陸
。
上
野
。
武
蔵
。
下
野
六
国
富
民
千
戸
℃
配
陸
奥
一

　
　
焉
。

こ
の
時
の
移
民
は
「
千
戸
」
と
い
う
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
移
住
先
は

和
銅
六
年
（
七
一
三
）
に
設
置
さ
れ
た
丹
取
郡
、
の
ち
の
黒
川
十
郡
で
あ
っ
た
と
さ

れ
て

い

る
。
東
国
か
ら
の
大
量
移
配
は
、
先
に
論
じ
た
養
老
二
年
に
お
け
る
新
制
陸

奥
国
の
分
立
に
向
け
て
の
国
力
拡
充
政
策
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
「
俘
囚
」
と
い
う
新
た
な
「
蝦
夷
」
認
識
の
成
立
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

の

で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
平
川
南
氏
は
和
銅
～
養
老
年
間
に
お
け
る
全
国
的

規
模
で
の
地
方
行
政
の
再
編
と
関
連
し
て
、
柵
戸
の
大
規
模
な
導
入
と
蝦
夷
の
内
国

へ
の

移
住
と
い
う
東
北
政
策
の
根
幹
を
な
す
政
策
が
実
施
さ
れ
た
と
さ
れ
、
東
国
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

ら
の
柵
戸
の
移
住
を
大
き
な
契
機
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
伊
藤
循
氏
も
陸
奥
国
に
お
け

る
建
郡
政
策
と
「
俘
囚
」
身
分
の
成
立
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
辺
境
の
建
郡
政
策
は
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霊
亀
元
年
を
境
と
し
て
蝦
夷
の
百
姓
化
に
よ
る
建
郡
か
ら
、
百
姓
（
東
国
住
民
）
の

移
配

に
よ
る
建
郡
を
主
体
と
し
た
も
の
に
変
質
す
る
と
し
、
「
俘
囚
」
が
発
生
し
た

の

も
霊
亀
元
年
以
降
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
両
氏
と
も
「
俘
囚
」
と
東
国
移
民
に
よ
る

建
郡
と
の
相
関
性
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
本
論
で
も
双
方
の
関
連
性
を
認
め
る
と
い

う
理
解
に
つ
い
て
は
継
承
し
た
い
。
た
だ
養
老
四
年
、
神
亀
元
年
の
「
蝦
夷
」
反
乱

記
事
の

考
察
か
ら
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
新
制
陸
奥
国
は
建
郡
を
基
軸
に
し
た

「蝦
夷
」
の
実
質
的
な
百
姓
化
政
策
（
撫
慰
1
1
招
慰
）
を
展
開
し
て
い
た
可
能
性
が

あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
陸
奥
国
が
分
割
さ
れ
た
養
老
二
年
の
段
階
で
は
、
東
国
か
ら
の

移
民
政
策
と
「
蝦
夷
」
の
百
姓
化
政
策
の
二
つ
が
並
行
し
な
が
ら
建
郡
が
計
画
さ
れ

て

い

た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
伊
藤
氏
も
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
こ
の
二
つ

の

政
策
は
住
民
の
百
姓
化
1
1
「
化
内
」
化
と
い
う
基
本
理
念
で
は
共
通
し
て
お
り
、

東
国
か
ら
の
移
民
も
実
質
的
に
は
「
戸
口
増
益
」
を
目
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
そ
れ
は
未
支
配
地
域
・
住
人
の
百
姓
化
政
策
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で

も
あ
る
。
「
俘
囚
」
の
発
生
と
移
配
は
こ
の
移
民
政
策
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
移
民
に
よ
る
建
郡
と
と
も
に
行
な

わ

れ

た
「
蝦
夷
」
社
会
の
百
姓
化
政
策
の
限
界
が
表
面
化
し
た
も
の
と
捉
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
「
俘
囚
」
の
成
立
に
加
え
て
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
地
域
的
な
境
界
認
識
が
具

体
化
す
る
の
も
神
亀
年
間
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
が
そ
れ
に
あ

た
る
。
黒
川
以
北
十
郡
と
は
『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
八
月
己
亥
条
に

　
　
其
牡
鹿
。
小
田
。
新
田
。
長
岡
。
志
太
。
玉
造
。
富
田
。
色
麻
。
賀
美
。
黒
川

　
　
等
一
十
箇
郡
。
与
・
賊
接
居
。
不
・
可
・
同
等
㊤
故
特
延
復
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

と
あ
る
コ
十
箇
郡
」
で
あ
り
、
熊
谷
公
男
氏
に
よ
れ
ば
そ
の
成
立
は
神
亀
五
年

（七
二

八
）
を
そ
う
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
時
期
で
あ
る
が
、
こ
の
十
郡
が
霊
亀
元
年
の

東
国
移
民
を
主
要
な
構
成
員
と
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
養
老
年
間
に
は
そ
の
大
枠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

が
定
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
東
国
の
百
姓
集
団
を
主
な
構
成
員
と

し
て
律
令
国
家
の
支
配
の
最
前
線
に
建
郡
さ
れ
た
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
に
よ
り
、

そ
れ
以
北
の
「
蝦
夷
」
の
居
住
地
域
は
異
質
の
社
会
と
し
て
の
色
彩
を
よ
り
強
く
帯

び

る
こ
と
に
な
る
。

『類
聚
三
代
格
』
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
三
月
二
十
九
日
官
符

　
　
慮
・
聴
ド
以
一
向
姓
人
一
補
中
主
政
主
帳
ヒ
事

　
　
右
検
二
天
平
七
年
五
月
廿
一
日
格
’
稻
。
終
身
之
任
理
可
・
代
遍
⇔
宜
二
郡
不
・

　
　
得
井
－
用
同
姓
。
如
於
二
他
姓
中
一
元
・
人
・
可
・
用
者
。
僅
得
・
用
二
於
少
領
已
上
。

　
　
以
外
悉
停
・
任
。
但
神
郡
国
造
陸
奥
之
近
・
夷
郡
。
多
襯
嶋
郡
等
。
聴
・
依
・
先

　
　
例
・
者
。
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
近
夷
郡
」
と
は
黒
川
以
北
十
郡
を
さ
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

表
現
か
ら
は
同
地
域
が
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
境
界
線
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
実
は
こ
の
よ
う
な
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
境
界
認
識
は
八
世
紀
初

頭
の

史
料
に
は
確
認
さ
れ
ず
、
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
と
と
も
に
顕
在
化
す
る
と
い

う
点
は
注
目
し
た
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
他
地
域
（
東

国
）
か
ら
の
移
住
民
に
よ
り
建
郡
さ
れ
た
特
殊
な
地
域
の
誕
生
に
よ
り
、
そ
の
北
側

の

未
支
配
地
域
1
「
蝦
夷
」
社
会
1
と
の
地
域
的
格
差
が
顕
著
に
な
っ
た
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
「
蝦
夷
」
支
配
政
策
と
そ
の
挫
折
に
よ
る
政
策
転
換
も
要
因

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
律
令
国
家
成
立
当
初
に
お
い
て
「
蝦
夷
」
に
対
す

る
支
配
は
「
撫
慰
」
（
招
慰
）
と
い
う
百
姓
化
政
策
と
し
て
展
開
さ
れ
た
が
、
養
老

四

年
、
神
亀
元
年
の
相
次
ぐ
「
蝦
夷
」
社
会
の
抵
抗
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
限
界
と

「
蝦
夷
」
社
会
の
異
質
性
を
国
家
側
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
認
識
の
変
化
は
「
蝦
夷
」
の
派
生
的
な
身
分
と
し
て
の
「
俘
囚
」
を
創
出
さ

せ

る
と
と
も
に
、
国
家
支
配
の
最
前
線
お
い
て
東
国
移
民
を
主
な
構
成
員
と
す
る
百

姓
集
団
の
創
出
が
可
能
な
地
域
（
黒
川
以
北
十
郡
）
と
不
可
能
な
地
域
1
1
「
蝦
夷
」

社
会

と
の
地
域
的
差
異
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
地
域
が
「
近
夷
郡
」
と
表

現
さ
れ
た
の
は
ま
さ
に
百
姓
化
政
策
の
限
界
と
い
う
現
実
を
背
景
と
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
黒
川
以
北
十
郡
を
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
境
界
と
す
る
認
識
が
こ

れ
以
降
固
定
化
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
最
も
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明
確
に
表
す
も
の
が
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
建
立
の
「
多
賀
城
碑
」
の
記
述
で

　
　
（
4
7
）

あ
ろ
う
。

　
　
多
賀
城
　
去
京
一
千
五
百
里

　
　
　
　
　
　
去
蝦
夷
国
界
一
百
廿
里

　
　
　
　
　
　
去
常
陸
国
界
四
百
十
二
里

　
　
　
　
　
　
去
下
野
国
界
二
百
七
十
四
里

　
　
　
　
　
　
去
蘇
輻
国
界
三
千
里

　

こ
こ
に
あ
る
「
蝦
夷
国
」
は
多
賀
城
か
ら
の
距
離
が
一
二
〇
里
と
い
う
具
体
的
な

数
値
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
常
陸
国
や
下
野
国
と
い
う
明
確
な
領
域
を
も
つ
国

と
同
様
の
記
載
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
な
る
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
多
賀

城

と
い
う
「
蝦
夷
」
支
配
の
最
前
線
で
実
際
に
認
識
さ
れ
て
い
た
「
蝦
夷
」
の
居
住

地
域
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
一
二
〇
里
と
い
う
の
は
距
離
と
し
て
は
七
八
キ

ロ

メ
ー
ト
ル
で
ほ
ぼ
黒
川
以
北
十
郡
の
北
方
地
域
に
あ
た
り
、
ま
さ
に
陸
奥
国
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

け
る
国
郡
制
支
配
地
域
の
北
限
で
あ
っ
た
。
黒
川
以
北
十
郡
は
そ
の
表
現
か
ら
も
わ

か

る
よ
う
に
十
郡
全
体
が
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
境
界
と
し
て
意
識
さ
れ
て
お
り
、
つ

ま
り
境
界
と
し
て
は
面
的
な
構
造
で
あ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
が
、
「
多
賀
城
碑
」
で

は

明
ら
か
に
線
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
前
掲
の
『
続
日

本
紀
』
延
暦
八
年
八
月
条
、
『
類
聚
三
代
格
』
大
同
五
年
（
八
一
〇
）
二
月
二
十
三

日
官
符
の
「
黒
川
以
北
之
奥
郡
」
と
い
う
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
同
地
域
は

「
蝦
夷
」
社
会
と
の
対
立
が
最
も
深
刻
な
状
態
で
あ
っ
た
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初

頭

に
か
け
て
も
境
界
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
黒
川
以
北
十
郡
の
境
界
と
し
て
の
認
識

は
そ
の
後
も
生
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

考
察
か
ら
「
蝦
夷
」
と
い
う
集
団
、
地
域
に
対
す
る
具
体
的
な
認
識
の
形

成
時
期
と
し
て
養
老
～
神
亀
年
間
が
一
つ
の
画
期
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
よ

う
な
理
解
は
従
来
あ
ま
り
取
ら
れ
て
お
ら
ず
、
論
証
さ
れ
き
れ
て
い
な
い
部
分
も
ま

だ

多
く
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
生
ま
れ
た
「
俘
囚
」
や
「
近
夷
郡
」
（
あ
る

い
は

奥
郡
、
辺
郡
な
ど
）
と
い
う
「
蝦
夷
」
の
新
た
な
身
分
や
境
界
地
域
を
表
す
概

念

が
、
結
果
的
に
九
世
紀
以
降
も
用
い
ら
れ
る
と
い
う
点
は
や
は
り
重
要
な
意
味
を

持
つ
と
思
わ
れ
る
。
律
令
国
家
の
成
立
に
よ
り
理
念
的
に
創
出
さ
れ
た
「
化
内
」
と

「化
外
」
の
対
立
構
造
も
、
「
近
夷
郡
」
（
黒
川
以
北
十
郡
）
の
成
立
に
よ
り
具
現
化

　
　
　
　
　
（
4
9
＞

す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
は
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
認
識
が
集
団
的
に
も
地
域
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

も
実
体
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

⑤
「
蝦
夷
」
政
策
の
転
換
と
認
識
の
変
化

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
理
念
的
に
は
八
世
紀
初
頭
か
ら
あ
っ
た
百
姓
（
公

民
）
と
蝦
夷
と
の
対
立
構
造
は
、
陸
奥
国
に
お
い
て
は
養
老
～
神
亀
年
間
に
展
開
さ

れ

た
「
蝦
夷
」
の
百
姓
化
政
策
の
挫
折
に
よ
り
、
異
質
の
人
間
集
団
と
い
う
認
識
と

し
て
具
体
化
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
実
は
こ
れ
も
八
世
紀
末

以
降
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
対
立
や
そ
こ
に
見
ら
れ
る
差
別
認
識
に
直
結
す

る
も
の
で
は
な
く
、
律
令
国
家
の
「
蝦
夷
」
認
識
は
八
世
紀
前
半
の
養
老
～
神
亀
年

間
に
顕
在
化
し
て
以
降
も
変
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
神
亀
年
間
以
降
実
際

に
行
な
わ
れ
た
「
蝦
夷
」
政
策
と
し
て
は
天
平
九
年
（
九
三
三
）
の
い
わ
ゆ
る
出
羽

路
開
削
が
大
き
な
事
業
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
の
が

天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
を
境
に
し
て
変
化
す
る
律
令
国
家
の
対
「
蝦
夷
」
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

で
あ
る
。
平
川
南
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
律
令
国
家
と
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
関

係
が
大
き
く
変
化
す
る
の
は
天
平
宝
字
年
間
か
ら
始
ま
る
桃
生
城
、
伊
治
城
の
造
営

に
と
も
な
う
新
た
な
支
配
領
域
の
拡
大
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
動
き
が
最
終
的
に
は
宝
亀
年
間
以
降
の
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
衝
突
、
い
わ
ゆ
る

「
三

十
八
年
戦
争
」
へ
と
発
展
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
対
立

の

遠
因
は
す
で
に
八
世
紀
中
頃
の
「
蝦
夷
」
政
策
の
中
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
し
か
し
本
論
の
観
点
か
ら
着
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
中
央
の
政
策
転
換
が
、

「蝦
夷
」
と
い
う
集
団
や
地
域
に
対
す
る
認
識
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
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と
い
う
点
で
あ
る
。
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
社
会

に
対
す
る
新
た
な
支
配
政
策
と
そ
の
理
念
が
、
八
世
紀
後
半
以
降
の
「
蝦
夷
」
社
会

と
の
連
続
的
な
対
立
状
態
や
、
九
世
紀
以
降
の
「
蝦
夷
」
認
識
の
固
定
化
に
も
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
天
平
宝
字
年
間
か
ら
の

対

「
蝦
夷
」
政
策
が
ど
の
よ
う
な
特
質
を
持
ち
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
近
夷
郡
な
ど

の
境
界
地
域
で
「
蝦
夷
」
を
め
ぐ
る
ど
の
よ
う
な
認
識
が
生
ま
れ
た
の
か
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

　
以
上
の

よ
う
な
問
題
を
探
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
史
料
が
『
続
日
本
紀
』
天

平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
六
月
辛
亥
条
で
あ
る
。

　
　
陸
奥
国
言
。
去
年
八
月
以
来
。
帰
降
夷
俘
。
男
女
惣
一
千
六
百
九
十
飴
人
。
或

　
　
去
コ
離
本
土
’
帰
コ
慕
皇
化
⇔
或
身
渉
一
戦
場
⇔
与
・
賊
結
・
怨
。
惣
是
新
来
。
良

　
　
未
－
安
堵
。
亦
夷
性
狼
心
。
猶
豫
多
・
疑
。
望
請
。
准
一
天
平
十
年
閏
七
月
十
四

　
　
日
勅
㊤
量
コ
給
種
子
㊤
令
・
得
・
佃
・
田
。
永
爲
－
王
民
⇔
以
充
・
辺
軍
や
許
・
之
。

こ
の
史
料
で
最
初
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
「
夷
俘
」
と
い
う
用

語
で

あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
蝦
夷
」
と
「
俘
囚
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

複
合
名
詞
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
夷
俘
」
は
養
老
～
神
亀
年

間
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
政
策
の
矛
盾
か
ら
生
じ
た
「
俘
囚
」
身
分
も
含
む
、
「
蝦
夷
」

集
団
総
体
を
示
す
用
語
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
記
事
が
「
夷
俘
」
と
い
う
表
現
の
初

見
で

あ
る
と
い
う
点
も
看
過
で
き
な
い
。
こ
れ
以
前
の
史
料
で
は
「
蝦
夷
」
と
「
俘

囚
」
は
区
別
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
に
対
す
る
認
識
に
本
質
的
な
差
異
が

な
か
っ
た
と
す
る
前
節
の
推
測
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
夷
俘
」
は
ま
さ

に
国
家
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
「
蝦
夷
」
の
総
体
的
な
表
現
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

服
属
の
規
模
に
つ
い
て
も
、
帰
降
し
た
「
夷
俘
」
の
人
数
が
一
七
〇
〇
人
近
く
の
大

規
模
な
も
の
で
あ
る
点
も
こ
れ
ま
で
に
例
が
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
が
「
去
年
八
月
以

来
」
の
僅
か
一
年
ほ
ど
の
間
に
起
き
た
現
象
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
こ

の

よ
う
な
短
期
間
に
お
け
る
「
夷
俘
」
の
帰
降
を
可
能
に
し
た
の
は
天
平
宝
字
元
年

に
陸
奥
守
に
就
任
し
た
藤
原
朝
猟
の
政
策
で
あ
り
、
彼
の
就
任
は
『
続
日
本
紀
』
天

平
宝
字
元
年
七
月
甲
寅
条
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
朝
猟
の
陸
奥
守
就
任

直
後
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
と
す
れ
ば
こ
の
「
夷

俘
」
の
帰
降
を
促
し
た
新
た
な
「
蝦
夷
」
政
策
は
、
す
で
に
彼
の
就
任
前
か
ら
計
画

さ
れ
て
い
た
国
家
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
帰
降
‖
服
属
し

た
「
夷
俘
」
の
動
向
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
土
（
本
来
の
居
住
地
）
を
離
れ
て
「
皇

化
」
に
帰
す
者
と
、
戦
場
に
身
を
置
き
対
立
す
る
「
蝦
夷
」
勢
力
と
の
争
い
を
続
け

る
者
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
前
者
は
城
柵
な
ど
律
令
国
家
の
公
的
な

施
設

に
直
接
服
属
し
、
何
ら
か
の
台
帳
な
ど
に
登
録
さ
れ
た
者
で
、
い
わ
ゆ
る
「
俘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
5
3
）

囚
」
身
分
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
後
者
は
律
令
国
家
に
服

属
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
在
地
社
会
に
お
い
て
敵
対
勢
力
と
の
争
い
を
継
続
す
る

「
蝦
夷
」
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
帰
降
政
策
が
短
期
間
の
う
ち
に
具
体
的
な
成
果
と

な
っ
て
表
れ
た
の
は
、
当
時
の
「
蝦
夷
」
社
会
の
実
態
な
ど
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し

て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
で

は
こ
の
よ
う
な
大
量
の
「
蝦
夷
」
の
帰
降
者
を
生
み
出
し
た
当
該
期
の
対
「
蝦

夷
」
政
策
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
律
令
国
家
の
「
蝦
夷
」
政

策
の
基
本
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
饗
給
。
征
討
。
斥
候
。
」
で
あ
り
、
そ
の
う

ち
最
も
重
要
な
も
の
が
「
饗
給
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
考

察
か
ら
陸
奥
・
越
後
（
出
羽
）
国
が
そ
の
成
立
当
初
か
ら
「
饗
給
」
を
基
軸
と
し
た

「
蝦
夷
」
政
策
を
展
開
し
て
い
た
と
判
断
す
る
に
は
問
題
が
あ
り
、
む
し
ろ
実
際
の

政
策
と
し
て
は
建
郡
、
編
戸
に
よ
る
百
姓
化
を
期
待
し
た
「
撫
慰
」
（
招
慰
）
が
行

な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
「
蝦

夷
」
社
会
の
抵
抗
に
よ
り
、
律
令
国
家
は
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
新
た
な
認
識
を
持
つ

と
と
も
に
、
そ
の
支
配
政
策
の
転
換
も
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
対
「
蝦
夷
」

の
基
本
政
策
が
「
撫
慰
」
（
大
宝
令
）
か
ら
「
饗
給
」
（
養
老
令
）
に
書
き
替
え
ら
れ

た
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
認
識
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

変
化
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
天
平
宝
字
元
年
以
降
の
「
蝦
夷
」
政
策
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
「
饗
給
」
と
規
定
さ
れ
た
養
老
令
の
施
行
が
天
平
宝
字
元
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年
で
あ
る
と
い
う
点
も
単
な
る
偶
然
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
実
質
的
な

「饗
給
」
行
為
が
こ
れ
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
し
た
通
り
で
あ
る

が
、
法
的
な
次
元
で
の
「
饗
給
」
の
成
立
が
天
平
宝
字
元
年
ま
で
下
る
と
い
う
事
実

は

や

は
り
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
養
老
令
に
お
け
る
「
饗
給
」
の
理
念
を
具
体
的
に

示
す
史
料
は
見
当
ら
な
い
が
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
六
月
丙

辰
条
に
は

　
　
律
令
格
式
者
。
録
二
当
今
之
要
務
↓
具
二
庶
官
之
紀
綱
㊤
並
是
窮
－
安
・
上
治
・
民

　
　
之
道
㊤
壷
・
濟
・
世
弼
・
之
宣
㊤

と
あ
り
、
律
令
格
式
が
「
弼
・
化
」
1
1
天
皇
の
教
化
を
補
弼
す
る
機
能
が
あ
る
と
す

る
記
事
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
律
令
と
は
具
体
的
に
は
二
年
前
に
施
行
さ
れ

た
養
老
律
令
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
つ
ま
り
養
老
律
令
の
施
行
に
あ
わ

せ

て
、
律
令
格
式
が
天
皇
の
教
化
が
実
現
さ
れ
る
際
の
媒
体
と
し
て
の
機
能
を
持
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

こ
と
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
「
化
」
‖
天
皇
の
教
化
が
再

び

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
点
は
非
常
に
興
味
深
く
、
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
基

本
政
策
で
あ
る
「
饗
給
」
も
、
法
理
念
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
「
教
化
」
と
い
う
側

面
か
ら
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
さ
て
天
平
宝
字
元
年
を
転
機
と
し
た
「
蝦
夷
」
政
策
の
変
化
を
直
接
知
る
こ
と
が

で

き
る
史
料
も
残
念
な
が
ら
存
在
し
な
い
。
し
か
し
先
に
紹
介
し
た
夷
俘
の
大
規
模

な
帰
降
が
短
期
間
に
行
な
わ
れ
た
背
景
に
は
、
当
然
新
た
な
懐
柔
策
が
取
ら
れ
た
と

み

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
さ
に
「
饗
給
」
で
あ
り
、
そ
の
成
果
を
端
的
に

物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
正
月

丙
寅
条
で
あ
る
。

　
　
勅
日
。
蓋
・
命
事
・
君
。
忠
臣
至
節
。
随
・
勢
酬
・
賞
。
聖
主
格
言
。
昔
先
帝
藪

　
　
降
二
明
詔
⇔
造
二
雄
勝
城
㊤
其
事
難
・
成
。
前
将
既
困
。
然
今
陸
奥
国
按
察
使
兼

　
　
鎮
守
将
軍
正
五
位
下
藤
原
恵
美
朝
臣
朝
猟
等
。
教
コ
導
荒
夷
㊤
馴
コ
従
皇
化
◇

　
　
不
・
勢
・
一
戦
㊤
造
成
既
畢
。
又
於
陸
奥
国
牡
鹿
郡
迫
跨
－
大
河
一
凌
・
一
峻
嶺
㊤
作
一

　
　
桃
生

柵
↓
奪
賊
肝
膿
◇
春
言
惟
績
。
理
鷹
・
褒
昇
。
宜
－
擢
朝
猫
⇔
特
授
中
従

　
　
四
位
下
良
（
中
略
）
自
鈴
従
・
軍
国
郡
司
軍
毅
並
進
三
一
階
⇔
但
正
六
位
上
別
給
・

　
　

正
税
式
仔
束
。
其
軍
士
蝦
夷
俘
囚
有
・
功
者
。
按
察
使
簡
定
奏
聞
。

こ
こ
で
は
藤
原
朝
猟
が
雄
勝
城
の
造
営
に
あ
た
り
「
荒
夷
」
‖
夷
俘
を
「
教
導
」
し
、

「
馴
コ
従
皇
化
一
」
さ
せ
た
の
で
戦
闘
に
及
ぶ
こ
と
な
く
こ
れ
を
完
成
さ
せ
、
ま
た
桃

生
柵
も
造
営
し
た
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
雄
勝
城
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
天
平
五

年
（
七
三
三
）
十
二
月
己
未
条
に
「
出
羽
柵
遷
・
於
秋
田
村
高
清
水
岡
㊤
又
於
・
雄
勝

村
⇔
建
・
郡
居
・
民
焉
。
」
と
あ
り
、
こ
の
時
建
郡
（
雄
勝
城
の
造
営
）
が
行
な
わ
れ

た
よ
う
に
見
え
る
が
、
同
じ
く
天
平
九
年
正
月
丙
申
条
に
あ
る
大
野
東
人
の
出
羽
路

開
削
進
言
の
時
に
は
「
従
・
陸
奥
国
一
達
・
出
羽
柵
⇔
道
経
二
男
勝
㊤
行
程
迂
遠
。
請

征
一
’
男
勝
村
一
以
通
・
直
路
一
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
は
雄
勝
城
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

造
営
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
は
別
に
『
続
日
本
紀
』
天

平
宝
字
三
年
九
月
己
丑
条
に
は

　
　
勅
。
造
・
陸
奥
国
桃
生
城
。
出
羽
国
雄
勝
城
⇔
所
・
役
郡
司
。
軍
毅
。
鎮
兵
。
馬

　
　
子
。
合
一
百
八
十
人
。
従
・
去
春
月
’
至
・
子
秋
季
。
既
離
・
郷
士
迫
不
・
顧
・
産
業
㊤

と
あ
り
、
同
日
条
に
は

　
　
始
置
・
出
羽
国
雄
勝
。
平
鹿
二
郡
。
玉
野
。
避
翼
。
平
文
。
横
河
。
雄
勝
。
助

　
　
河
。
並
陸
奥
国
嶺
基
等
駅
屋
家
⇔

と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
雄
勝
城
の
造
営
（
建
郡
）
は
天
平
宝
字
三
年

と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
以
上
の
史
料
か
ら
雄
勝
城
は
天
平
五
年
か
ら
造
営

が
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
容
易
に
達
成
で
き
な
か

っ

た
の
は
、
出
羽
国
に
お
い
て
も
現
実
的
な
政
策
と
し
て
の
建
郡
や
「
撫
慰
」
に
よ

る
「
蝦
夷
」
の
百
姓
化
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
存
在
し
て
い
た
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

で

あ
り
、
実
際
天
平
九
年
の
大
野
東
人
の
出
羽
路
開
削
記
事
に
お
け
る
「
賊
地
」
と

い

う
表
現
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。
桃
生
柵
に

つ
い

て

も
同
じ
で
あ
り
、
黒
川
以
北
十
郡
の
北
辺
を
「
蝦
夷
国
」
（
多
賀
城
碑
）
と

の

境
界
と
す
る
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
桃
生
柵
が
造
営
さ
れ
た
場
所
も
地
理
的
に
み
て

律
令
国
家
の
支
配
が
及
ば
な
い
「
賊
地
」
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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し
か
る
に
朝
猟
は
こ
れ
ら
の
地
に
僅
か
三
年
足
ら
ず
で
城
柵
を
造
営
さ
せ
て
お
り
、

さ
ら
に
先
の
天
平
宝
字
四
年
正
月
丙
寅
条
で
は
「
蝦
夷
俘
囚
」
も
そ
の
造
営
に
協
力

し
た
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
朝
猟
に
よ
る
「
教
導
」
の
著
し
い
成
果
で
あ
る

が
、
こ
の
教
導
の
中
心
的
な
も
の
が
ま
さ
に
大
規
模
に
展
開
さ
れ
た
懐
柔
政
策
1
1
饗

給
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
多
賀
城
政
庁
の
大
規
模
な
改
修
が
行
な
わ
れ
て
い
る
点
も

忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
多
賀
城
碑
に
よ
れ
ば
城
は
天
平
宝
字
六
年
（
七
五
二
）
に
藤

原
朝
猟
に
よ
っ
て
「
修
造
」
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
り
明
ら

か

に
さ
れ
た
第
－
期
～
第
W
期
ま
で
の
う
ち
の
第
n
期
に
あ
た
る
こ
と
も
確
認
さ
れ

　
　
　
サ
　

て

い

る
。
第
n
期
の
最
大
の
特
徴
は
政
庁
の
前
面
に
石
敷
の
広
場
が
設
け
ら
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
ま
た
南
門
の
左
右
に
翼
楼
が
取
り
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
ど
も
そ
の
前
後

に
見
ら
れ
な
い
顕
著
な
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
石
敷
施
設
の
性
格
に

つ
い
て

は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
多
い
が
、
こ
れ
が
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
天

平
宝
字
年
間
以
降
の
対
「
蝦
夷
」
政
策
の
中
身
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

想
像

に
難
く
な
い
。
多
賀
城
政
庁
は
創
建
当
初
か
ら
瓦
葺
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

「
蝦
夷
」
支
配
を
念
頭
に
お
い
た
「
外
向
き
の
政
庁
」
と
し
て
の
性
格
が
強
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

は

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
1
期
と
n
期
と
の
構
造
上
の
差
異
は
顕

著
で
あ
る
。
国
府
の
政
庁
は
国
家
理
念
を
体
現
す
る
場
で
あ
る
と
す
る
理
解
に
従
え

ば
、
第
H
期
政
庁
の
持
つ
独
自
性
は
ま
さ
に
律
令
国
家
の
「
蝦
夷
」
認
識
と
政
策
の

転
換
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
な
「
蝦
夷
」
社
会
に
対
す
る
積
極
政
策
は
、
八
世
紀
前
半

の
養
老
～
神
亀
年
間
を
中
心
に
行
わ
れ
た
「
蝦
夷
」
の
百
姓
化
と
い
う
政
策
と
は
明

ら
か
に
異
な
る
側
面
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
支
配
政
策
の
背
景
に
は
、

そ
れ
ま
で
と
は
別
の
「
蝦
夷
」
認
識
の
存
在
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
お
そ
ら

く
そ
れ
を
知
る
上
で
一
つ
の
鍵
と
な
る
の
が
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
六
月
甲

辰
条
に
見
ら
れ
る
「
王
民
」
と
い
う
概
念
で
あ
ろ
う
。
同
条
に
よ
れ
ば
こ
の
「
王

民
」
は
天
平
十
年
（
七
三
八
）
閏
七
月
十
四
日
勅
を
引
用
す
る
形
で
用
い
ら
れ
て
い

る
表
現
で
あ
る
が
、
ま
ず
こ
の
勅
は
そ
の
年
代
か
ら
み
て
も
出
羽
路
開
削
を
目
的
と

し
た
大
野
東
人
の
遠
征
と
関
わ
る
政
策
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
神
亀
元
年

の

征
夷
以
降
初
の
大
規
模
な
「
蝦
夷
」
社
会
へ
の
支
配
拡
大
策
で
あ
る
天
平
九
年
の

出
羽
路
開
削
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
「
王
民
」
と
い
う
身
分
概
念
が
史
料
に
現
れ

る
と
い
う
事
実
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
百
姓
ー
夷
秋
（
蝦
夷
）
と
い
う
対
立
的
な
理
念

だ

け
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
「
蝦
夷
」
認
識
の
変
化
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示

し
て
い
る
。
こ
の
「
王
民
」
に
つ
い
て
は
次
節
に
お
い
て
詳
論
し
た
い
。

　
そ
れ
と
関
連
し
て
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
が
、
天
平
宝
字
年
間
に
お
け

る
「
移
風
易
俗
」
思
想
の
展
開
で
あ
ろ
う
。

『続

日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
四
月
辛
巳
条

　
　
勅
日
。
（
中
略
）
其
高
麗
。
百
済
。
新
羅
人
等
。
久
慕
二
聖
化
↓
来
コ
附
我
俗
㊤

　
　
志
コ
願
給
・
・
姓
。
悉
聴
コ
許
之
。
其
戸
籍
記
一
’
元
姓
及
族
字
㊤
於
・
理
不
・
穏
。
宜
・

　
　
爲
改
正
⇔

　
右
の
史
料
は
大
炊
王
の
立
太
子
に
あ
た
っ
て
出
さ
れ
た
孝
謙
天
皇
の
勅
の
一
部
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
高
句
麗
な
ど
朝
鮮
半
島
か
ら
「
聖
化
」
を
慕
い
帰
化
し
た
者
の

う
ち
、
無
姓
ま
た
は
族
姓
と
い
う
姓
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
者
に
対
し
て
改
姓
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
千
浪
氏
は
こ
の
改
姓
を
日
本
独
自
の
姓
秩
序

へ
の
組
み

込
み

を
意
図
し
た
も
の
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
重
要
な
の

が
、
こ
の
記
事
が
単
な
る
改
賜
姓
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
我
俗
」
へ
の
転
化
と
捉
え
ら

れ
て

い

る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
じ
く
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
八
月
己
亥
条

の　
　
勅
日
。
安
・
上
治
・
民
。
莫
・
善
・
於
礼
⇔
移
・
風
易
・
俗
。
莫
・
善
二
於
楽
⇔

と
い
う
記
事
に
端
的
に
表
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
「
諸
蕃
」
の
「
俗
」
が
天
皇
の

化

に
よ
る
移
風
易
俗
に
よ
り
「
我
俗
」
に
転
化
す
る
と
い
う
意
識
が
存
在
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

が
知
ら
れ
る
。
田
中
史
生
氏
は
こ
の
時
期
の
移
風
易
俗
思
想
に
つ
い
て
、
「
諸
蕃
」

の

俗

（蕃
俗
）
も
天
皇
の
化
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
我
俗
」
に
馴
染
む
も
の
に

変
質
し
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
意
識
に
よ
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
よ
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う
な
意
識
は
「
諸
蕃
」
と
同
じ
く
理
念
的
に
は
「
化
外
」
人
と
さ
れ
た
「
夷
秋
」
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

「蝦
夷
」
に
対
し
て
も
同
様
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ

こ
で
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
「
我
俗
」
へ
の
転
化
と
い
う
論
理
は

「蝦
夷
」
の
百
姓
化
と
い
う
法
的
な
論
理
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
確
か
に
移
風
易
俗
思
想
は
「
蝦
夷
」
政
策
に
関
し
て
も
少
な
か
ら
ず

影
響

を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
前
提
に
「
蝦
夷
」
社
会
の
持
つ
異
質
性
と

法
的
支
配
の
限
界
と
い
う
律
令
国
家
の
か
な
り
明
確
な
意
識
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
そ
の
理
念
と
実
際
に
行
な
わ
れ
た
支
配
政
策
と
の

間
に
実
際
に
は
格
差
が
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

0
陸
奥
国
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
認
識
の
固
定
化

　
天
平
宝
字
年
間
に
始
ま
る
新
た
な
「
蝦
夷
」
社
会
へ
の
支
配
の
拡
大
は
伊
治
城

（郡
）
、
桃
生
城
（
郡
）
の
造
営
・
建
郡
と
い
う
大
き
な
成
果
を
お
さ
め
た
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
動
き
が
結
果
的
に
律
令
国
家
と
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
長
期
的
な
対
立
状

況

に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
両
者
の
対
立
が
表
面
化
す
る

の

は
宝
亀
年
間
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
降
の
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
認
識
は
八
世
紀
前
半

ま
で
の
「
夷
秋
」
H
非
百
姓
集
団
と
い
う
認
識
か
ら
、
現
実
に
存
在
す
る
列
島
内
の

異
質
な
敵
対
勢
力
と
い
う
認
識
に
変
化
し
て
く
る
。
「
蝦
夷
」
関
係
の
史
料
に
「
賊
」

や

「敵
」
と
い
う
表
現
が
多
く
な
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
認
識
の
変
化
の
現

れ
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
最
後
に
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
対
立
が
表
面
化
す
る

段
階

に
お
け
る
「
蝦
夷
」
認
識
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。
従
来
よ
り
こ
の
よ
う

な
大
規
模
か
つ
長
期
間
の
対
立
は
、
律
令
国
家
に
よ
る
「
蝦
夷
」
社
会
へ
の
支
配
の

拡
大
が
も
た
ら
し
た
「
蝦
夷
」
の
抵
抗
活
動
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ

ん

こ
の
理
解
は
実
際
に
行
な
わ
れ
た
政
策
レ
ベ
ル
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
そ
の
通
り
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
対
立
が
表
面
化
す
る
時
期
の
「
蝦
夷
」
認
識
に
つ
い
て
み

る
と
、
実
は
こ
こ
で
も
そ
の
認
識
を
象
徴
す
る
よ
う
な
事
件
を
確
認
で
き
る
。
一
つ

は

『続

日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
三
月
辛
巳
条
に
あ
る
道
嶋
宿
祢
嶋
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

の

請
願
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
一
括
賜
姓
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
神
護
景
雲
三
年
か
ら
宝

亀
元
年
（
七
七
〇
）
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
「
俘
囚
」
の
大
量
調
庸
民
化
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
後
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ω

『続

日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
十
一
月
己
丑
条

　
　
陸
奥
国
牡
鹿
郡
俘
囚
外
少
初
位
上
勲
七
等
大
伴
部
押
人
言
。
伝
聞
。
押
人
等
本

　
　
是
紀
伊
国
名
草
郡
片
岡
里
人
也
。
昔
者
先
祖
大
伴
部
直
征
・
夷
之
時
。
到
・
於
小

　
　

田
郡
嶋
田
村
一
而
居
焉
。
其
後
。
子
孫
爲
・
夷
被
・
虜
。
歴
・
代
爲
・
俘
。
幸
頼
一
聖

　
　
朝
撫
・
運
神
武
威
P
邊
。
抜
’
彼
虜
庭
一
久
爲
一
・
化
民
。
望
請
。
除
・
俘
囚
之
名
。

　
　
爲
二
調
庸
民
。
許
・
之
。

②

『続

日
本
紀
』
宝
亀
元
年
四
月
癸
巳
条

　
　
陸
奥
国
黒
川
。
賀
美
等
一
十
郡
俘
囚
三
千
九
百
廿
人
言
日
。
己
等
父
祖
。
本
是

　
　
王
民
。
而
爲
・
夷
所
・
略
。
遂
成
・
賎
隷
一
。
今
既
殺
・
敵
帰
降
。
子
孫
蕃
息
。
伏

　
　
願
。
除
・
俘
囚
之
名
↓
輸
・
調
庸
之
貢
⇔
許
・
之
。

　

こ
の
二
つ
の
史
料
に
つ
い
て
は
「
俘
囚
」
の
発
生
に
言
及
し
た
際
に
も
触
れ
た
が
、

改
め
て
そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
双
方
と
も
「
俘
囚
」
身
分
の
調
庸
民
化
を
請
願
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
史
料
か
ら
「
俘
囚
」
が
調
庸
民
化
1
1
百
姓
（
公

民
）
化
を
期
待
さ
れ
て
い
た
身
分
で
あ
る
と
す
る
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は

誤

り
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
調
庸
民
化
‖
百
姓
化
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に

「本
是
王

民
」
と
い
う
主
張
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
自
ら
を

「俘
囚
」
と
し
て
認
め
た
上
で
身
分
の
上
昇
を
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
こ
れ
は
0
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
「
俘
囚
」
が
身
分
と
し
て
は
閉
塞
的
な
状
況

に

置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
同
様
の
請
願
が
他
に
確
認

さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
請
願
が
行
な
わ
れ
た
背
景
が
問
題
と
な
る
。

そ
れ
は
表
現
を
変
え
れ
ば
「
俘
囚
」
の
調
庸
民
化
と
い
う
形
で
表
面
化
し
た
、
辺
境

地
域

に
お
け
る
「
蝦
夷
」
認
識
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
ω
で
は
牡
鹿
郡
俘
囚
の
大
伴
部
押
人
と
い
う
人
物
が
「
俘
囚
之
名
」
を
除
い
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て

「
調
庸
民
」
と
な
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
で
従
来
よ
り
注
目
さ
れ

て

き
た
点
は
、
現
時
点
で
の
彼
は
自
ら
が
「
化
民
」
身
分
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、

こ
こ
か
ら
「
俘
囚
」
n
「
化
民
」
と
い
う
身
分
的
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
化
民
」
と
い
う
表
現
は
こ
こ
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
た
め
そ
の
性
格
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
「
化
」
と
は
教
化
・
徳
化
の
「
化
」

を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
広
い
意
味
で
「
化
内
」
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
用
語
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
②
で
は
実
に
三
九

二
〇

人
の

「俘
囚
」
が
や
は
り
「
俘
囚
之
名
」
を
除
い
て
「
調
庸
之
貢
」
を
輸
す
こ

と
を
請
願
し
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
前
の
記
事
と
内
容
が
共
通
し
て

い

る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
大
伴
部
押
人
の
請
願
と
関
連
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
後
者
は
押
人
の
請
願
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
う
け
た
陸

奥
国
に
お
け
る
「
俘
囚
」
集
団
の
大
き
な
運
動
と
し
て
現
れ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き

な
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
②
の
記
事
で
注
目
し
た
い
の
は
、
俘
囚
の
請
願
の
根
拠
と
な
っ
て

い

る
の
が
押
人
の
よ
う
な
具
体
的
な
出
自
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
「
己
等
父
祖
。

本
是
王
民
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
請
願
の
人
数
が
多
い
た

め

に
個
別
の
根
拠
に
つ
い
て
記
さ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
根
拠
を

集
約
す
る
表
現
と
し
て
「
王
民
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
実
は
非
常
に
示

唆
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
「
王
民
」
は
前
に
も
触
れ
た
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝

字
二
年
六
月
甲
辰
条
の
「
王
民
」
と
い
う
理
念
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
こ
の
史
料
か
ら
「
王
民
」
が
陸
奥

国
の
現
地
社
会
に
お
い
て
「
俘
囚
」
（
ま
た
は
「
蝦
夷
」
）
と
の
明
確
な
対
立
的
身
分

概
念

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
で
は

「
量
コ
給
種
子
・
令
・
得
・
佃
・
田
。
永
爲
主
民
℃
以
充
迦
軍
ご
と
あ
り
、
種
子
と
田

地

を
支
給
し
、
田
地
の
耕
営
を
行
な
う
こ
と
が
「
王
民
」
で
あ
る
条
件
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
律
令
法
の
支
配
理
念
す
な
わ
ち
班
田
収
授
を
意
味
す
る
も

の

と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
本
来
そ
の
よ
う
な
形
で
の
支
配
の
対
象
と
な
る
集
団
は
す

で

に
繰
り
返
し
て
述
べ
た
よ
う
に
「
百
姓
」
で
あ
る
。
実
際
八
世
紀
前
半
の
「
蝦

夷
」
に
よ
る
建
郡
請
願
は
百
姓
身
分
へ
の
上
昇
が
そ
の
主
眼
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
の
「
王
民
」
と
い
う
概
念
は
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
認
識
の
変

化
と
関
わ
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
「
王
民
」
と
「
百
姓
」
の
本
質
的

な
違
い
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
言
で
い
え
ば
そ
れ
は
律
令
法
に
よ
る
身
分
概
念
で
あ

る
か
、
天
皇
の
人
格
的
な
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
身
分
概
念
で
あ
る
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

違
い
で
あ
る
が
、
吉
村
武
彦
氏
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
百
姓
は
王
民
に
包
摂
さ
れ
る

概
念
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
支
配
理
念
の
枠
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
る
「
蝦
夷
」

支
配
の
新

た
な
論
理
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
王
民
」
は
新
た
な
る
対
「
蝦

夷
」
政
策
を
展
開
す
る
た
め
、
律
令
法
の
百
姓
ー
夷
秋
（
蝦
夷
）
と
い
う
身
分
的
対

立
構
造
の
限
界
を
克
服
し
、
「
蝦
夷
」
を
支
配
・
包
摂
す
る
新
た
な
論
理
と
し
て
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

場
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
対
し
ω
、
②
の
「
王
民
」
も
本
質
的
に
は
理
念
的
な
人
間
集
団
で
あ
る
が
、

こ
ち
ら
は
天
平
宝
字
年
間
か
ら
行
な
わ
れ
た
「
蝦
夷
」
社
会
へ
の
支
配
拡
大
政
策
の

中
で
次
第
に
「
蝦
夷
」
あ
る
い
は
「
俘
囚
」
に
対
峙
す
る
身
分
集
団
と
し
て
の
性
格

を
強
め
て
い
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
記
事
で
は
請
願
し
た
三
九
二
〇

人
の

「俘
囚
」
が
本
来
は
王
民
身
分
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
気
に
な
る
が
、

こ
の
段
階
に
お
い
て
「
俘
囚
」
と
い
う
身
分
的
に
は
特
殊
な
状
態
に
あ
る
集
団
が

「本
是
王

民
」
と
い
う
明
確
な
自
己
認
識
を
主
張
し
て
い
る
事
実
そ
の
も
の
が
重
要

な
意
味
を
持
つ
。
「
王
民
」
と
い
う
身
分
集
団
も
支
配
権
力
の
理
念
に
よ
り
生
み
出

さ
れ
た
観
念
的
な
存
在
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
史
料
は
そ
の
観
念
的
な
集
団
が
、

「
辺
境
」
地
域
に
お
け
る
自
己
認
識
運
動
を
通
じ
て
実
体
化
す
る
過
程
を
読
み
取
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
神
護
景
雲
三
年
か
ら
宝
亀
元
年
に
か
け
て
「
俘
囚
」
の
調
庸

民
化
n
王
民
化
と
い
う
運
動
が
起
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
天
平
宝
字
年
間
か
ら
展
開
さ

れ

た
東
北
政
策
は
伊
治
郡
・
桃
生
郡
の
建
郡
、
整
備
に
関
す
る
記
事
が
大
部
分
を
占

め

る
が
、
そ
れ
ら
一
連
の
政
策
の
最
終
段
階
に
あ
た
る
の
が
神
護
景
雲
年
間
で
あ
る
。
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③

『続

日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
十
月
辛
卯
条

　
　
勅
。
見
二
陸
奥
国
所
一
・
奏
。
即
知
・
伊
治
城
作
了
㊤
自
・
始
至
・
畢
。
不
・
満
・
三
旬
㊤

　
　
朕
甚
嘉
焉
。
（
中
略
）
其
外
従
五
位
下
道
嶋
宿
祢
三
山
。
首
建
一
斯
謀
⇔
修
成
築

　
　

造
。
今
美
・
其
功
℃
特
賜
・
従
五
位
上
㊤
又
外
従
五
位
下
吉
弥
侯
部
眞
麻

　
　
呂
。
伺
・
国
争
・
先
。
遂
令
・
馴
服
㊤
秋
徒
如
・
帰
。
進
賜
・
外
正
五
位
下
⇔
自
雀

　
　
諸
軍
々
毅
已
上
。
及
諸
国
軍
士
。
蝦
夷
俘
囚
等
。
臨
・
事
有
・
効
。
懸
二
叙
位
・
者
。

　
　
鎮
守
将
軍
並
宜
下
随
・
労
簡
コ
定
等
第
一
奏
聞
艮

ω

『続

日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
十
二
月
丙
辰
条

　
　
勅
。
陸
奥
国
管
内
及
他
国
百
姓
。
楽
・
住
・
伊
治
桃
生
一
者
。
宜
下
任
・
情
願
。
随
・

　
　
到
安
置
。
依
・
法
給
去
復
。

㈲

『続

日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
二
月
丙
辰
条

　
　
勅
。
陸
奥
国
桃
生
。
伊
治
二
城
。
営
造
巳
畢
。
蕨
土
沃
壌
。
其
毛
豊
饒
。
宜
・

　
　
令
乙
坂
東
八
国
。
各
募
蔀
下
百
姓
㊤
如
有
下
情
好
－
農
桑
・
就
・
彼
地
利
一
者
即
則

　
　
任
・
願
移
徒
。
随
・
便
安
置
和
法
外
優
復
。
令
・
民
楽
レ
遷
。

　
ま
ず
③
か
ら
は
す
で
に
こ
の
時
伊
治
城
が
完
成
し
て
お
り
、
そ
れ
が
築
城
開
始
か

ら
三
年
足
ら
ず
の
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
造
営
に
「
蝦
夷
俘

囚
」
が
参
加
し
て
い
る
点
も
見
落
と
せ
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
桃
生
城
・
雄

勝
城
の

造
営
に
も
「
夷
俘
」
が
徴
発
さ
れ
て
お
り
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年

十

二

月
丙
午
条
）
、
伊
治
城
を
は
じ
め
と
す
る
天
平
宝
字
年
間
以
降
の
城
柵
は
こ
の

よ
う
な
「
夷
俘
」
集
団
も
動
員
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
た
だ
そ

れ
は

「蝦
夷
」
「
俘
囚
」
の
百
姓
化
（
公
民
化
）
に
結
び
つ
く
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

「饗
給
」
な
ど
大
規
模
な
懐
柔
策
を
中
心
と
し
て
実
現
し
た
と
思
わ
れ
る
当
該
期
の

「
蝦
夷
」
支
配
は
、
実
質
的
な
編
戸
を
前
提
と
し
た
「
撫
慰
」
（
招
慰
）
と
は
次
元
の

異
な
る
も
の
で
あ
り
、
当
然
そ
の
支
配
の
中
身
も
極
め
て
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
黒
川
十
郡
の
よ
う
な
百
姓
集
団
の
創
出
も
困
難
な
地
域

で
あ
っ
た
こ
と
は
ω
、
㈲
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
つ
ま
り
天
平
宝
字
年
間
以
降
の

建
郡

は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
人
間
集
団
の
百
姓
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と

こ
ろ
に
八
世
紀
前
半
の
建
郡
と
の
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
多
賀
城
碑
が
記
す
「
蝦

夷
国
」
が
実
態
を
と
も
な
う
認
識
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
が
、
そ
の
「
蝦

夷
国
」
と
さ
れ
た
地
域
へ
の
支
配
の
拡
大
は
、
八
世
紀
前
半
の
養
老
～
神
亀
年
間
に

顕
在
化
し
た
「
蝦
夷
」
と
そ
の
地
域
の
百
姓
化
の
限
界
と
い
う
課
題
を
ク
リ
ア
ー
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
城
柵
の
造
営
や
建

郡
が
行

な
わ
れ
た
桃
生
・
伊
治
地
域
（
雄
勝
も
同
じ
）
は
、
そ
の
制
度
的
な
内
国
化

と
は
裏
腹
に
、
本
質
的
に
は
そ
れ
ま
で
の
「
蝦
夷
」
社
会
1
1
「
蝦
夷
国
」
と
大
き
く

変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
神
亀
元
年
頃
ま
で
に
東
国
の
百
姓
集
団
な
ど
を
基
本
的
な
人
間
集
団
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　

成
立
し
た
黒
川
以
北
十
郡
と
は
明
ら
か
に
異
質
の
地
域
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
ω
、
②
の
「
俘
囚
」
の
調
庸
民
化
運
動
は
、
天

平
宝
字
年
間
か
ら
大
規
模
に
行
な
わ
れ
た
律
令
国
家
に
よ
る
「
蝦
夷
」
社
会
へ
の
新

た
な
支
配
の
拡
大
に
対
応
す
る
形
で
、
実
際
に
「
蝦
夷
」
社
会
を
認
識
し
、
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

接
す
る
陸
奥
国
の
内
部
か
ら
起
こ
っ
た
「
自
己
認
識
運
動
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
も

の

で

あ
る
と
い
う
解
釈
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
行
な
わ
れ
た

「
王

民
」
化
の
請
願
は
単
に
在
地
社
会
に
お
け
る
地
位
・
身
分
の
上
昇
を
示
す
ば
か

り
で
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
を
天
平
宝
字
年
間
以
降
の
新
た
な
「
蝦
夷
」
支
配
政
策
に

よ
っ
て
形
式
的
に
組
み
込
ま
れ
た
「
夷
俘
」
集
団
と
峻
別
す
る
と
い
う
意
味
を
も
持

つ
の

で
あ
る
。
表
現
を
か
え
れ
ば
こ
れ
は
ま
さ
に
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
差
別
意
識
の

具
現
化
に

ほ
か
な
ら
ず
、
何
よ
り
も
そ
れ
は
「
俘
囚
」
と
い
う
中
間
的
身
分
集
団
に

よ
る
運
動
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
事
実
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
重

要
な
の
が
「
王
民
」
と
い
う
身
分
概
念
の
実
体
化
で
あ
ろ
う
。
「
王
民
」
は
百
姓
と

い

う
法
的
な
身
分
規
定
の
限
界
を
越
え
、
「
蝦
夷
」
社
会
へ
の
支
配
の
拡
大
・
包
摂

を
実
現
化
す
る
た
め
の
新
た
な
身
分
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
大
量
の
「
俘
囚
」
の

王
民
化
を
契
機
と
し
て
実
体
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
地
で
の
「
蝦
夷
」
社
会
に
対

す
る
差
別
構
造
を
も
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
王
民
」
概

念

は
国
家
に
よ
る
「
蝦
夷
」
社
会
の
支
配
、
・
包
摂
と
い
う
意
図
と
は
逆
に
、
現
地
に

Iog
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お
け
る
人
間
集
団
の
対
立
構
造
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
り
、
こ
こ
に
お
い
て
律
令
国

家
の
「
蝦
夷
」
認
識
は
、
国
家
支
配
層
の
理
念
的
な
次
元
に
と
ど
ま
ら
な
い
現
実
の

人

間
集
団
に
対
す
る
陸
奥
国
現
地
社
会
の
認
識
と
し
て
新
た
な
展
開
を
み
せ
る
こ
と

に
な
る
。
九
世
紀
の
史
料
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
不
論
民
夷
」
と
い
う
表
現
の

「
民
」
も
、
以
上
の
よ
う
な
対
立
認
識
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
な
り
実

態
的
な
人
間
集
団
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

九
世
紀
へ
の
展
望
－
結
び
に
か
え
て
ー

　
陸
奥
国
に
お
け
る
「
俘
囚
」
の
大
量
王
民
化
が
請
願
・
許
可
さ
れ
て
か
ら
約
半
年

後
、
次
の
よ
う
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

『続

日
本
紀
』
宝
亀
元
年
八
月
己
亥
条

　
　
蝦
夷
宇
漢
迷
公
宇
屈
波
宇
等
。
忽
率
・
徒
賊
つ
逃
コ
還
賊
地
っ
差
・
使
喚
・
之
。

　
　
不
二
肯
来
帰
㊤
言
日
。
率
二
一
二
同
族
㊤
必
侵
二
城
柵
迫
於
・
是
。
差
・
正
四
位
上

　
　
近
衛
中
将
兼
相
模
守
勲
二
等
道
嶋
宿
祢
嶋
足
等
過
検
コ
問
虚
実
ゆ

こ
の
史
料
は
養
老
四
年
・
神
亀
元
年
の
「
蝦
夷
」
反
乱
を
の
ぞ
け
ば
、
「
蝦
夷
」
の

律
令
国
家
か
ら
の
離
反
を
具
体
的
に
示
す
初
見
記
事
で
あ
る
。
律
令
国
家
と
「
蝦

夷
」
社
会
と
の
対
立
状
態
は
文
室
綿
麻
呂
の
奏
言
に
よ
れ
ば
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）

か

ら
弘
仁
二
年
（
八
一
二
）
の
三
十
八
年
間
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
は
す
で
に
そ
の

よ
う
な
双
方
の
社
会
の
対
立
を
予
期
さ
せ
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は

「蝦
夷
」
社
会
の
離
反
を
示
す
端
緒
と
な
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
宇
漢
迷
公
宇
屈

波
宇
は
有
力
な
「
蝦
夷
」
の
族
長
と
思
わ
れ
、
彼
と
そ
の
勢
力
の
「
逃
還
」
は
そ
れ

ま
で
「
蝦
夷
」
社
会
へ
の
支
配
拡
大
を
順
調
に
推
し
進
め
て
い
た
国
家
側
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

も
不
穏
な
動
き
と
し
て
警
戒
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
宇
屈
波
宇
の
国
家
支
配

に
対
す
る
対
立
認
識
は
「
必
侵
城
柵
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
集
約
さ
れ
て
い
る
が
、

で

は
な
ぜ
彼
は
こ
の
時
期
に
律
令
国
家
と
の
対
決
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
に
は
や
は
り
近
夷
郡
（
黒
川
以
北
十
郡
）
に
お
け
る
「
俘
囚
」
の
調
庸
民

化
1
1
王
民
化
と
い
う
形
で
明
確
に
表
れ
た
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
差
別
化
が
少
な
か
ら

ず
影
響
し
て
お
り
、
地
域
的
に
も
集
団
的
に
も
「
王
民
」
と
「
蝦
夷
」
の
対
立
構
造

が
表
面
化
し
た
こ
と
を
宇
屈
波
宇
自
身
が
認
識
し
た
こ
と
が
直
接
的
な
契
機
と
な
っ

た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
彼
の
行
為
は
「
王
民
」
身
分
へ
の
上
昇
と
い
う
「
俘
囚
」
の

運
動
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
自
己
認
識
運
動
と
し
て
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は

何

よ
り
も
こ
の
離
反
が
「
俘
囚
」
の
大
量
王
民
化
か
ら
時
を
経
ず
し
て
行
な
わ
れ

て

い

る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
史
料
に
は
宇
屈
波
宇

が

「賊
地
し
へ
「
逃
還
」
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
そ
れ
以
前
に
は
賊
地
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

な
い
地
域
、
す
な
わ
ち
国
郡
制
支
配
の
及
ぶ
地
域
に
居
住
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

そ
れ
が
近
夷
郡
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
北
の
伊
治
・
桃
生
郡
地
域
で
あ
っ

た
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
よ
う
な
地
域
で
宇
屈
波
宇
が
被

差
別
的
な
認
識
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
れ
が
彼
の
離
反
以
降
、

次
第
に
双
方
の
社
会
に
お
け
る
対
立
認
識
と
し
て
増
幅
さ
れ
て
い
っ
た
と
想
定
し
た

い
。

　
入
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
「
蝦
夷
」
認
識
を
象
徴
す
る
も
う
一
つ
の
事

件
は

宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
に
発
生
し
た
伊
治
公
砦
麻
呂
の
乱
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
伊
治
郡
の
大
領
で
あ
る
砦
麻
呂
に
対
し
、
同
じ
陸
奥
国
の
牡
鹿
郡
大
領
道
嶋
宿
祢

大
楯
が

「毎
凌
コ
侮
些
麻
呂
㊤
以
二
夷
俘
一
遇
焉
。
」
と
い
う
差
別
的
な
扱
い
を
し
て
い

た
こ
と
が
反
乱
の
原
因
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
自
分

は
郡
司
（
大
領
）
と
い
う
律
令
国
家
の
支
配
層
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
些
麻
呂
の
認

識

と
、
彼
を
あ
く
ま
で
も
「
夷
俘
」
と
し
て
見
な
す
道
嶋
大
楯
の
認
識
と
の
ギ
ャ
ッ

プ

で

あ
ろ
う
。
ま
た
大
楯
が
砦
麻
呂
を
「
夷
俘
」
と
認
識
し
た
背
景
に
は
、
近
夷
郡

（黒
川
以
北
十
郡
）
の
北
は
「
蝦
夷
国
」
で
あ
る
と
い
う
八
世
紀
前
半
以
降
の
「
蝦

夷
」
社
会
に
対
す
る
地
域
的
な
認
識
が
存
在
し
て
る
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の

反
乱
に
よ
り
律
令
国
家
と
「
蝦
夷
」
社
会
と
の
対
立
が
決
定
的
に
な
っ
た
と
い
う
感

が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
そ
の
前
提
に
は
「
蝦
夷
」
そ
の
も
の
に

対
す
る
認
識
の
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
支
配
の

IIO
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最
前
線
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
支
配
政
策
と
そ
の
反
動
・
挫
折
の
繰
り
返
し
の
中
で
、

理
念
的
な
「
蝦
夷
」
認
識
は
よ
り
具
体
化
・
固
定
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
九
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

の

史
料
に
見
ら
れ
る
「
異
類
」
と
い
う
認
識
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
蝦
夷
」
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

識
の
到
達
点
を
示
す
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。

註（
1
）
　
蝦
夷
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
実
態
的
な
側
面
と
と
も
に
観
念

　
　
的
な
要
素
も
持
つ
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
論
文
で
は
基
本
的
に
は
史
料
等
に
則
し
て
「
蝦
夷
」

　
　
「
俘
囚
」
「
夷
俘
」
と
い
う
表
記
を
便
宜
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
2
）
　
こ
の
よ
う
な
「
蝦
夷
」
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
は
最
近
田
中
聡
「
民
夷
を
論
ぜ
ず
ー
九
世

　
　
紀
の
蝦
夷
認
識
1
」
（
『
立
命
舘
史
学
』
十
八
、
一
九
九
七
年
）
が
、
九
世
紀
の
史
料
を
中
心
に

　
　
新

し
い
視
点
か
ら
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。
田
中
氏
は
「
蝦
夷
」
と
い
う
観
念
的
な
集
団
が
実

　
　
体
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
が
「
東
北
の
在
地
社
会
に
お
い
て
は
い
か
に
関
連
づ
け
ら
れ

　
　
現
実

化
」
す
る
の
か
、
ま
た
「
公
民
と
蝦
夷
と
の
間
の
境
界
線
は
、
誰
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な

　
　
プ
ロ
セ
ス
で
引
か
れ
る
の
か
」
「
ま
た
ど
の
よ
う
な
局
面
に
お
い
て
両
者
の
差
異
が
反
復
確
認

　
　
さ
れ
る
の
か
」
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
筆
者
も
全
く
同
感
で
あ

　
　
る
。

（
3
）
　
「
夷
秋
」
‖
異
民
族
と
し
て
の
「
蝦
夷
」
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
伊
藤
循
「
古
代
王
権
と

　
　
異
民
族
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
六
五
、
一
九
九
四
年
）
が
詳
し
い
。

（
4
）
　
陸
奥
・
出
羽
（
越
後
）
国
の
も
つ
理
念
的
に
特
殊
な
構
造
に
つ
い
て
は
武
廣
亮
平
「
日
本
古

　
　
代
の
『
夷
狭
』
支
配
と
『
蝦
夷
』
－
そ
の
儀
礼
と
身
分
ー
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
九
〇
、
一
九

　
　
九
六
年
）
参
照
。

（
5
）
　
関
口
明
「
渡
嶋
蝦
夷
と
粛
慎
・
渤
海
」
（
佐
伯
有
清
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
伝

　
　
承
と
東
ア
ジ
ア
』
　
一
九
九
五
年
）
。

（
6
）
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
。
以
下
引
用
史
料
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

（
7
）
　
伊
藤
循
「
蝦
夷
と
隼
人
は
ど
う
違
う
か
」
（
吉
村
武
彦
・
吉
岡
眞
之
編
『
争
点
日
本
の
歴
史
』

　
　
3
古
代
編
n
、
一
九
九
一
年
）
。

（
8
）
　
今
泉
隆
雄
「
律
令
国
家
と
エ
ミ
シ
」
（
須
藤
隆
・
今
泉
隆
雄
・
坪
井
清
足
編
『
新
編
古
代
の

　
　
日
本
』
9
　
東
北
・
北
海
道
、
一
九
九
二
年
）
。

（
9
）
　
山
田
秀
三
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
』
一
、
一
九
八
二
年
。

（
1
0
）
　
今
泉
隆
雄
　
前
掲
註
（
8
）
論
文

（
1
1
）
　
「
蝦
夷
」
に
関
す
る
具
体
的
な
認
識
を
示
す
記
事
が
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
多
く

　
　
な
る
の
は
内
国
へ
の
移
配
政
策
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
実
際
「
俘
囚
」

　
　
「
夷
俘
」
の
不
服
従
性
を
示
す
史
料
の
多
く
は
内
国
の
も
の
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
吉
村
武
彦
「
古
代
の
社
会
構
成
と
奴
隷
制
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
』
2
　
古
代
2
、
一
九
八
四

　
　
年
）
。
同
「
律
令
的
身
分
集
団
の
成
立
」
（
『
講
座
前
近
代
の
天
皇
』
3
　
天
皇
と
社
会
諸
集
団

　
　
一
九
九
三
年
）
。

（
1
3
）
　
熊
谷
公
男
氏
も
古
代
東
北
に
お
け
る
人
間
集
団
の
実
態
に
つ
い
て
「
蝦
夷
系
住
民
」
と
「
非

　
　
蝦

夷
系
住
民
」
と
い
う
捉
え
方
を
さ
れ
て
い
る
（
「
古
代
東
北
の
豪
族
」
　
前
掲
註
（
8
）
書

　
　
『
新
編
古
代
の
日
本
』
9
　
東
北
・
北
海
道
、
一
九
九
二
年
）
。
こ
ち
ら
は
今
泉
氏
と
は
逆
に

　
　
「
蝦
夷
（
系
）
」
と
い
う
人
間
集
団
を
あ
る
程
度
自
明
の
存
在
と
し
、
そ
の
範
疇
に
属
さ
な
い
集

　
　
団
を
「
非
蝦
夷
（
系
）
」
と
理
解
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
も
「
蝦
夷
系
住

　
　
民
」
の
人
間
集
団
と
し
て
の
独
自
性
や
そ
の
自
己
認
識
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
大
塚
徳
郎
「
丈
部
・
吉
弥
侯
部
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
』
五
、
一
九
六
四
年
）
。
同
『
み
ち
の

　
　
く
の
古
代
史
』
　
　
九
八
四
年
。
志
田
諄
一
「
毛
野
氏
と
同
祖
と
称
す
る
氏
族
と
そ
の
分
布
に

　
　
つ
い
て
」
（
『
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
大
紀
要
』
四
、
一
九
六
四
年
）
。
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録

　
　
の
研
究
』
考
讃
編
　
第
二
、
一
九
八
二
年
。
ま
た
君
子
部
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
、
平
川
南
氏

　
　
は
十
七
条
憲
法
な
ど
に
見
ら
れ
る
君
臣
概
念
の
成
立
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
、
東
国
に
お

　
　
け
る
他
の
部
姓
者
に
対
し
て
も
新
し
い
と
さ
れ
る
（
「
俘
囚
と
夷
俘
」
　
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記

　
　
念
会
編
『
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
　
一
九
八
七
年
）
。
平
川
氏
が
述
べ
ら
れ
る
ご
と
く
君
子

　
　
部
の
成
立
は
七
世
紀
頃
ま
で
下
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
「
君
子
」
と
い
う
名
が
君
臣
概
念

　
　
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
。

（
1
5
）
　
こ
の
場
合
の
「
蝦
夷
系
」
人
間
と
い
う
解
釈
に
つ
い
て
は
、
律
令
制
以
前
で
は
ど
の
地
域
の

　
　
ど
の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
人
間
（
集
団
）
が
「
蝦
夷
」
1
正
確
に
は
「
毛
人
」
1
と
認
識
さ
れ
て

　
　
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
実
態
を
解
明
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
た
だ
七

　
　
世
紀
ま
で
の
大
和
王
権
の
支
配
地
域
は
、
『
国
造
本
紀
』
に
よ
れ
ば
た
と
え
ば
陸
奥
国
地
域
で

　
　
は
阿
武
隈
川
以
南
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
国
造
制
・
屯
倉
制
の
外
側
に
位
置
す
る

　
　
地
域
・
住
人
が
漠
然
と
「
蝦
夷
（
毛
人
）
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
そ
の
際
注

　
　
目
さ
れ
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
崇
峻
二
年
（
五
八
九
）
七
月
壬
辰
朔
条
に
「
遣
二
近
江
臣
満
於

　
　
東
山
道
｝
使
レ
観
二
蝦
夷
国
境
ご
と
あ
る
「
蝦
夷
国
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
記
事
の
性
格
に

　
　
つ
い
て
は
篠
川
賢
『
日
本
古
代
国
造
制
の
研
究
』
一
九
九
六
年
が
国
造
制
支
配
か
ら
、
若
月
義

　
　
小
「
『
東
国
の
調
』
の
実
態
と
性
質
ー
ミ
ヤ
ケ
の
収
取
機
構
と
の
関
連
で
ー
」
（
『
立
命
舘
文
学
』

　
　
五
二
］
、
一
九
九
一
年
）
が
ミ
ヤ
ケ
支
配
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
言
及
さ
れ
て
お
り
、
両
氏
と
も
「
蝦

　
　
夷
国
」
を
あ
る
程
度
の
具
体
的
な
地
域
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
石
上
英
一
「
古
代
東
ア
ジ
ア
地
域
と
日
本
」
（
『
日
本
の
社
会
史
』
　
一
、
一
九
八
七
年
）
。
熊

　
　
田
亮
介
「
古
代
国
家
と
蝦
夷
・
隼
人
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
4
　
古
代
3
　
一
九
九
四

　

年
）
。

（
1
7
）
　
今
泉
隆
雄
「
八
世
紀
前
半
以
前
の
陸
奥
国
と
坂
東
」
（
『
地
方
史
研
究
』
二
一
二
　
　
一
九
八
九

　

年
）
は
、
七
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
仙
台
平
野
か
ら
大
崎
台
地
に
か
け
て
ω
初
期
宮
衙
（
郡
山

　

遺
跡
・
名
生
館
遺
跡
）
が
成
立
し
た
点
、
②
関
東
か
ら
の
移
民
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
関
東
系
の
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土
器
が
出
土
す
る
点
な
ど
か
ら
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
す
で
に
律
令
国
家
に
支
配
が
成
立
し
て

　
　
い
た
と
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
段
階
か
ら
、
陸
奥
国
の
い
わ
ば
最
前
線
地
域
に
お
い
て
律
令
制

　
　
的
な
支
配
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
は
や
は
り
考
え
に
く
い
。
平
野
卓
治
「
蝦
夷
社
会
と
東
国
の

　
　
交
流
」
（
鈴
木
靖
民
編
　
古
代
王
権
と
交
流
1
『
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
』
　
一
九
九
六
年
）

　
　
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
東
国
か
ら
の
人
の
移
動
は
有
力
な
首
長
層
が
そ
の
支
配
下

　
　
の
人
間
集
団
を
移
住
さ
せ
る
と
い
う
形
態
の
も
の
で
あ
り
、
八
世
紀
以
降
の
国
家
的
な
移
住
政

　
　
策
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
か
り
に
律
令
制
的
支
配
が
成
立
し

　
　
て
い
た
と
想
定
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
「
蝦
夷
」
の
実
体
化
に
繋
が
る
も
の
で
な
い
こ
と

　
　
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
1
8
）
　
今
泉
隆
雄
「
蝦
夷
の
朝
貢
と
饗
給
」
（
高
橋
富
雄
編
『
古
代
東
北
史
の
研
究
』
　
一
九
八
六

　
　
年
）
、
同
　
前
掲
註
（
8
）
論
文
。

（
1
9
）
　
平
川
南
「
陸
奥
・
出
羽
官
衙
財
政
に
つ
い
て
ー
い
わ
ゆ
る
「
征
夷
」
と
の
関
連
を
中
心
と
し

　
　
て
ー
」
（
『
歴
史
』
四
八
　
一
九
七
六
年
）
、
鈴
木
拓
也
「
陸
奥
・
出
羽
の
調
庸
と
蝦
夷
の
饗
給
」

　
　
（
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
五
ー
六
　
一
九
九
六
年
、
の
ち
『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
　
一
九
九
八

　
　
年
所
収
）
。

（
2
0
）
　
伊
藤
循
　
前
掲
註
（
7
）
論
文
。

（
2
1
）
　
岸
俊
男
「
班
田
図
と
条
里
制
」
（
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
　
一
九
七
三
年
）
。

（
2
2
）
　
田
中
史
生
「
律
令
制
下
に
お
け
る
『
帰
化
人
』
と
『
復
』
」
（
『
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
－

　
　
文
学
研
究
科
』
二
六
、
一
九
九
五
年
、
の
ち
『
日
本
古
代
国
家
の
民
族
支
配
と
渡
来
人
』
　
一

　
　
九
九
七
年
所
収
）
。

（
2
3
）
　
今
泉
隆
雄
　
前
掲
註
（
8
）
論
文
。
同
「
律
令
に
お
け
る
化
外
人
・
外
蕃
人
と
夷
秋
」
（
羽
下

　
　
徳
彦
編
『
中
世
の
政
治
と
宗
教
』
　
一
九
九
四
年
）
。
熊
田
亮
介
　
前
掲
註
（
1
0
）
論
文
。
同
「
蝦

　
　
秋
と
北
の
城
柵
」
（
小
林
昌
二
編
　
古
代
王
権
と
交
流
3
『
越
と
古
代
の
北
陸
』
　
一
九
九
六

　
　年
）
。

（
2
4
）
　
伊
藤
循
「
古
代
国
家
の
蝦
夷
支
配
」
（
前
掲
註
（
1
7
）
書
『
古
代
蝦
夷
の
世
界
と
交
流
』
）
、
武

　
　
廣
亮
平
　
前
掲
註
（
4
）
論
文
。
こ
れ
に
対
し
田
中
史
生
氏
は
「
蝦
夷
」
は
「
化
外
人
」
で
あ
る

　
　
と
し
な
が
ら
も
「
帰
化
」
を
想
定
さ
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
、
「
招
慰
」
「
撫
慰
」

　
　
「
饗
給
」
は
「
蝦
夷
」
を
戸
貫
に
附
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
前
段
階
に
行
な
わ
れ
る
行
為

　
　
で
あ
り
、
公
戸
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
「
帰
化
」
の
認
定
と
は
明
ら
か
に
次
元
の
異
な
る

　
　
政
策
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
「
蝦
夷
と
『
帰
化
』
」
前
掲
註
（
2
2
）
著
書
）
。
田
中
氏
の
問
題
提
起

　
　
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
実
態
が
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
議
論
が
行
な
わ
れ
て
き
た
「
招
慰
」
「
撫
慰
」

　
　
と
「
帰
化
」
と
の
本
質
的
な
差
異
を
鋭
く
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
示
峻
に
富
む
も
の
と

　
　
い
え
よ
う
。
「
招
慰
」
「
撫
慰
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い

　
　
く
必
要
が
あ
る
が
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
大
宝
令
段
階
に
お
い
て
は
戸
令
没
落
外
蕃
条
の

　
　
「
化
外
人
」
に
「
蝦
夷
」
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。

（
2
5
）
　
熊
田
亮
介
　
前
掲
註
（
2
3
）
「
蝦
秋
と
北
の
城
柵
」
。

（
2
6
）
　
井
上
辰
雄
『
熊
襲
と
隼
人
』
、
一
九
七
八
年
。
中
村
明
蔵
『
隼
人
の
研
究
』
　
一
九
七
七
年
。

　
　
同
「
天
平
期
の
隼
人
」
（
『
隼
人
と
律
令
国
家
』
　
一
九
九
三
年
）
。

（
2
7
）
　
平
川
南
「
海
道
・
牡
鹿
地
方
」
（
『
石
巻
の
歴
史
』
六
　
特
別
史
編
、
一
九
九
二
年
）
。

（
2
8
）
　
工
藤
雅
樹
「
石
城
・
石
背
両
国
の
分
置
と
広
域
陸
奥
国
の
復
活
」
（
関
晃
先
生
古
稀
記
念
会

　
　
編

『律
令
国
家
の
構
造
』
　
一
九
八
九
年
）
、
の
ち
『
蝦
夷
と
東
北
古
代
史
』
一
九
九
八
年
所
収
。

（
2
9
）
　
熊
谷
公
男
「
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
」
（
『
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
一

　
　
一
九
八
九
年
）
。

（
3
0
）
　
撫
慰
（
招
慰
）
と
編
戸
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
田
中
史
生
氏
が
述
べ
ら
れ
る
ご
と
く
撫
慰

　
　
（
招
慰
）
1
1
編
戸
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
（
前
掲
註
（
2
4
）
論
文
）
。
撫
慰
あ
る
い
は
招

　
　
慰
は
編
戸
と
い
う
作
業
を
行
な
う
た
め
の
前
提
と
な
る
行
為
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は

　
　
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
「
百
姓
化
」
を
目
的
と
し
た
か
な
り
具
体
的
な
も

　
　
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
按
察
使
や
国
司
の
殺
害
と
い
う
形
に
発
展
し
た
「
蝦
夷
」
社
会
の
抵

　
　
抗

は
、
撫
慰
が
単
な
る
衣
食
の
支
給
や
賜
宴
な
ど
の
懐
柔
策
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

　
　
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
3
1
）
　
伊
藤
循
「
律
令
制
と
蝦
夷
支
配
」
（
田
名
網
宏
編
『
古
代
国
家
の
支
配
と
構
造
』
　
一
九
八

　
　
六
年
）
、
同
　
前
掲
註
（
2
4
）
論
文
。

（
3
2
）
和
銅
三
年
の
「
蝦
夷
」
へ
の
君
姓
賜
姓
は
、
そ
の
年
の
正
月
に
新
都
平
城
京
で
行
な
わ
れ
た

　
　
元

日
朝
賀
へ
の
「
蝦
夷
」
の
参
加
が
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
和
銅
三
年
の
元
日
朝
賀
に

　
　
つ
い
て
は
武
廣
亮
平
「
元
日
朝
賀
と
蝦
夷
－
八
世
紀
に
お
け
る
蝦
夷
の
服
属
儀
礼
に
関
す
る
一

　
　
考
察
－
」
（
『
古
代
史
研
究
』
一
〇
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

（
3
3
）
　
鈴
木
拓
也
　
前
掲
註
（
1
9
）
論
文
。

（
3
4
）
　
熊
田
亮
介
　
前
掲
註
（
1
6
）
論
文
。

（
3
5
）
　
石
母
田
正
「
古
代
の
身
分
秩
序
」
（
『
日
本
古
代
国
家
論
』
第
一
部
　
一
九
七
三
年
）
。

（
3
6
）
　
吉
村
武
彦
　
前
掲
註
（
1
2
）
論
文
。
伊
藤
循
　
前
掲
註
（
3
1
）
論
文
。

（
3
7
）
　
「
俘
囚
」
を
中
心
と
す
る
「
蝦
夷
」
の
移
配
に
つ
い
て
は
関
口
明
「
八
、
九
世
紀
に
お
け
る

　
　
移

配
蝦
夷
の
実
態
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
五
七
、
一
九
七
八
年
）
。
同
『
蝦
夷
と
古
代
国
家
』

　
　
一
九
九
二
年
。
高
橋
崇
『
律
令
国
家
東
北
史
の
研
究
』
　
一
九
九
一
年
。
平
川
南
　
前
掲
註

　
　
（
1
4
）
論
文
。
武
廣
亮
平
「
エ
ミ
シ
の
移
配
と
律
令
国
家
」
（
千
葉
歴
史
学
叢
書
一
『
古
代
国
家

　
　
と
東
国
社
会
』
　
一
九
九
四
年
）
。

（
3
8
）
　
西
郷
信
綱
「
ア
ヅ
マ
と
は
何
か
」
（
『
古
代
の
声
』
　
　
九
八
五
年
）
。

（
3
9
）
　
西
山
良
平
「
古
代
国
家
と
地
域
社
会
」
（
『
日
本
の
古
代
』
十
五
　
古
代
国
家
と
日
本
、
一
九

　
　
八
八
年
）
。

（
4
0
）
　
律
令
国
家
成
立
以
前
に
お
い
て
も
「
蝦
夷
」
を
王
権
の
守
護
的
存
在
と
し
て
扱
っ
た
も
の
と

　
　
し
て
『
日
本
書
紀
』
景
行
五
十
一
年
条
に
見
ら
れ
る
佐
伯
部
の
起
源
説
話
が
あ
る
。
た
だ
こ
れ

　
　
は

「隼
人
」
や
「
東
人
」
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
王
権
の
守
護
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
も
の
で

　
　
あ
り
、
「
蝦
夷
」
に
限
定
さ
れ
た
特
別
な
認
識
の
表
象
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
。
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（
4
1
）
　
「
蝦
夷
」
と
「
俘
囚
」
の
実
質
的
な
違
い
と
し
て
、
近
年
で
は
「
蝦
夷
」
は
地
縁
関
係
を
維

　
　
持

し
た
ま
ま
律
令
国
家
と
の
政
治
的
関
係
を
結
ん
だ
集
団
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
俘
囚
」

　
　
は

地
縁

関
係
を
失
っ
た
集
団
で
あ
る
と
す
る
理
解
（
古
垣
玲
「
蝦
夷
・
夷
俘
と
俘
囚
」
『
川
内

　
　
古
代
史
論
集
』
四
　
一
九
八
九
年
）
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
「
俘
囚
」

　
　
の
多
く
が
「
吉
弥
侯
部
」
と
い
う
地
縁
性
の
な
い
姓
を
持
つ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
律

　
　
令
国
家
の
百
姓
（
公
民
）
身
分
の
姓
の
大
部
分
が
部
姓
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
考
慮
す
れ
ば
、
こ

　
　
れ
が
地
縁
性
の
有
無
を
論
じ
る
根
拠
と
な
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
さ
ら
に

　
　
姓

に
つ
い
て
は
「
蝦
夷
」
は
君
姓
で
あ
る
と
い
う
特
徴
も
認
め
ら
れ
、
こ
れ
は
カ
バ
ネ
と
し
て

　
　
の
「
君
」
が
独
立
性
の
強
い
在
地
首
長
に
対
し
て
付
さ
れ
た
と
い
う
前
代
の
認
識
を
受
け
継
い

　
　
だ
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

（
4
2
）
　
平
川
南
　
前
掲
註
（
1
4
）
論
文
。

（
4
3
）
　
伊
藤
循
　
前
掲
註
（
2
4
）
論
文
。

（
4
4
）
　
熊
谷
公
男
　
前
掲
註
（
2
9
）
論
文
。

（
4
5
）
今
泉
隆
雄
「
名
生
館
遺
跡
と
県
北
の
支
配
」
（
『
図
説
宮
城
県
の
歴
史
』
一
九
八
八
年
）
は
黒

　
　
川
以
北
十
郡
の
成
立
を
霊
亀
元
年
の
移
民
の
直
後
と
さ
れ
る
。

（
4
6
）
　
「
近
夷
郡
」
に
つ
い
て
は
熊
谷
公
男
「
近
夷
郡
と
城
柵
支
配
」
（
『
東
北
学
院
大
学
論
集
』
歴

　
　
史
学
・
地
理
学
二
］
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
4
7
）
　
多
賀
城
碑
に
つ
い
て
は
安
倍
辰
夫
・
平
川
南
編
『
多
賀
城
碑
ー
そ
の
謎
を
解
く
ー
』
　
一
九

　
　
八
九
年
に
よ
り
、
そ
の
信
退
性
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
4
8
）
　
伊
藤
循
「
多
賀
城
碑
の
『
国
堺
』
認
識
と
天
皇
制
」
（
『
歴
史
評
論
』
五
五
五
、
↓
九
九
六

　
　
年
）
。

（
4
9
）
　
伊
藤
循
氏
も
こ
の
「
蝦
夷
国
界
」
を
化
内
と
化
外
の
境
界
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
註

　
　
（
4
8
）
論
文
）
。
な
お
武
廣
亮
平
　
前
掲
註
（
4
）
論
文
で
は
、
多
賀
城
碑
の
「
蝦
夷
国
」
を
令
制

　
　
前
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
の
独
立
的
な
「
国
」
の
遺
制
で
あ
る
と
し
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は

　
　
見
解
を
改
め
た
い
。

（
5
0
）
　
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
認
識
の
具
体
化
を
窺
い
知
る
も
の
と
し
て
「
訳
語

　
　
人
」
の
存
在
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
（
七
二
二
）
四
月
丙
戌
条

　
　
で
は

　
　

征
コ
討
陸
奥
蝦
夷
。
大
隅
薩
摩
隼
人
等
’
将
軍
己
下
及
有
功
蝦
夷
。
並
課
語
人
。
授
二
勲
位
レ

　

各
有
・
差
。

　
　
と
あ
り
、
「
蝦
夷
」
社
会
の
言
語
が
通
訳
を
必
要
と
す
る
明
ら
か
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
い

　

う
認
識
を
確
認
で
き
る
の
も
こ
の
養
老
年
間
で
あ
る
。

（
5
1
）
　
平
川
南
「
東
北
大
戦
争
時
代
」
（
『
古
代
の
地
方
史
』
六
　
奥
羽
編
、
一
九
七
八
年
）
。

（
5
2
）
　
平
川
南
　
前
掲
註
（
1
4
）
論
文
。
平
川
氏
は
「
夷
俘
」
と
は
「
俘
囚
」
身
分
と
在
地
で
の
支
配

　

を
容
認
さ
れ
た
「
蝦
夷
」
と
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
5
3
）
　
城
柵
に
お
け
る
「
俘
囚
」
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
蝦
夷
系
住
民
」
の
支
配
形
態
に
つ
い
て
は
熊
谷

　
　
公
男
　
前
掲
註
（
4
6
）
論
文
。
今
泉
隆
雄
　
前
掲
註
（
8
）
論
文
参
照
。

（
5
4
）
　
小
林
隆
「
律
令
制
下
の
化
内
・
化
外
人
に
つ
い
て
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
一
二
、

　
　
一
九
九
三
年
）
。

（
5
5
）
　
関
口
明
「
古
代
東
北
に
お
け
る
建
郡
と
城
柵
ー
出
羽
国
雄
勝
郡
を
中
心
に
ー
」
（
『
続
日
本
紀

　
　
研
究
』
二
〇
二
、
一
九
七
九
年
）
。

（
5
6
）
　
「
賊
地
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
未
服
・
未
支
配
の
地
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、

　
　
古
代
国
家
と
の
間
に
政
治
的
な
関
係
を
も
っ
た
も
の
が
離
反
・
蜂
起
し
た
所
産
で
あ
る
と
い
う

　
　
解
釈
も
見
ら
れ
る
（
熊
田
亮
介
「
蝦
夷
と
古
代
国
家
」
『
日
本
史
研
究
』
三
五
六
、
↓
九
九
二

　
　
年
∀
。

（
5
7
）
　
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
跡
　
政
庁
本
文
編
』
↓
九
八
二
年
。

（
5
8
）
　
阿
部
義
平
「
古
代
城
柵
政
庁
の
基
礎
的
考
察
」
三
考
古
学
論
叢
』
　
一
九
八
三
年
）
。

（
5
9
）
　
伊
藤
千
浪
「
律
令
制
下
の
渡
来
人
賜
姓
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
四
二
、
↓
九
八
五
年
）
。

（
6
0
）
　
田
中
史
生
「
律
令
国
家
と
『
蕃
俗
』
1
渡
来
人
氏
族
の
姓
と
出
自
の
問
題
ー
」
（
林
陸
郎
・

　
　
鈴
木
靖
民
編
『
日
本
古
代
の
国
家
と
祭
儀
』
一
九
九
六
年
）
、
の
ち
前
掲
註
（
2
2
）
著
書
所
収
。

（
6
1
）
　
平
川
南
　
前
掲
註
（
1
4
）
論
文
。
平
川
氏
は
姓
の
観
点
か
ら
天
平
宝
字
元
年
の
渡
来
人
賜
姓
が

　
　
「
夷
姓
」
に
与
え
た
影
響
を
指
摘
さ
れ
る
。

（
6
2
）
神
護
景
雲
三
年
の
い
わ
ゆ
る
一
括
賜
姓
に
つ
い
て
は
熊
谷
公
男
前
掲
註
（
1
3
）
論
文
。
鈴
木

　
　
啓
「
神
護
景
雲
三
年
の
一
括
賜
姓
」
（
小
林
清
治
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
福
島
地
方
史
の
展
開
』

　
　
一
九
八
五
年
）
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
こ
の
一
括
賜
姓
を
中
心
と
す
る
陸
奥

　
　
国
の
改
姓
運
動
も
「
蝦
夷
」
認
識
の
問
題
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

　
　
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
6
3
）
　
熊
谷
公
男
　
前
掲
註
（
4
6
）
論
文
。

（
6
4
）
　
吉
村
武
彦
　
前
掲
註
（
1
2
）
「
律
令
的
身
分
集
団
の
成
立
」
。

（
6
5
）
　
こ
れ
以
前
の
史
料
に
も
陸
奥
、
出
羽
国
に
お
け
る
「
蝦
夷
」
「
俘
囚
」
に
対
す
る
集
団
概
念

　
　
と
し
て
「
百
姓
」
、
「
皇
民
」
な
ど
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
皇
民
」
に
つ
い
て
は
吉

　
　
村
武
彦
氏
は
王
民
と
同
一
の
観
念
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
（
前
掲
註
（
6
4
）
）
、
た
と
え
ば
前
に
も

　
　
紹
介
し
た
『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
（
七
↓
二
）
九
月
己
丑
条
の
出
羽
建
国
記
事
に
は

　
　

其
北
道
蝦
秋
。
遠
懸
二
阻
険
↓
實
縦
二
狂
心
や
屡
驚
二
邊
境
づ
自
二
官
軍
雷
撃
っ
凶
賊
霧
消
。

　
　
　
狭
部
曇
然
。
皇
民
無
レ
擾
。
誠
望
便
乗
二
時
機
↓
遂
置
二
一
國
↓
式
樹
二
司
宰
↓
永
鎮
二
百
姓
↓

　
　

奏
可
之
。
於
レ
是
始
置
二
出
羽
國
め

　
　
と
あ
り
、
こ
の
場
合
の
「
皇
民
」
は
文
意
か
ら
み
て
百
姓
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
か

　
　
ら
は
「
皇
民
」
が
「
蝦
秋
」
に
対
時
す
る
集
団
で
あ
る
と
い
う
現
実
的
な
集
団
認
識
を
読
み
取

　
　
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

（
6
6
）
な
お
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
（
六
四
六
）
八
月
癸
酉
条
に
い
わ
ゆ
る
品
部
廃
止
詔
に
も

　
　
「
王
民
」
の
語
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
こ
れ
が
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
四
月
癸
巳
条
の
「
王
民
」

　
　
と
同
一
概
念
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
改
め
て
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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（
6
7
）
　
鈴
木
拓
也
「
古
代
陸
奥
国
の
軍
制
」
（
『
歴
史
』
七
七
、
一
九
九
一
年
）
、
の
ち
前
掲
註
（
1
9
）

　

著
書
所
収
も
、
栗
原
（
伊
治
）
・
桃
生
以
北
の
諸
郡
に
は
軍
団
の
創
出
を
可
能
に
す
る
公
民
制

　
　
が
充
実
し
な
か
っ
た
点
を
指
摘
さ
れ
る
。

（
6
8
）
　
田
中
聡
氏
も
八
世
紀
後
半
に
は
「
夷
」
と
「
民
」
と
の
自
己
認
識
を
め
ぐ
っ
て
「
蝦
夷
」
社

　

会
の
内
部
で
も
対
立
が
生
じ
、
ま
た
「
夷
」
で
あ
り
続
け
る
か
、
「
民
」
と
な
る
か
の
主
体
的

　
　
な
選
択
が
律
令
国
家
や
他
の
蝦
夷
と
の
政
治
的
関
係
を
（
一
時
的
に
せ
よ
）
決
定
す
る
場
合
が

　
　
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
註
（
2
）
論
文
）
。

（
6
9
）
　
「
蝦
夷
」
の
有
力
族
長
で
あ
る
宇
漢
米
公
の
動
向
に
つ
い
て
は
弓
野
正
武
「
蝦
夷
の
族
長
に

　
　
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
民
衆
史
研
究
』
十
二
、
］
九
七
四
年
）
に
詳
し
い
。

（
7
0
）
　
熊
谷
公
男
氏
は
宇
漢
米
公
宇
屈
波
宇
が
「
近
夷
郡
」
に
移
住
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
註

　
　
（
4
6
）
論
文
）
。

（
7
1
）
　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
四
年
（
八
三
七
）
四
月
癸
丑
条

（
7
2
）
　
こ
の
よ
う
な
認
識
の
変
遷
が
出
羽
国
で
も
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
現
段
階

　
　
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
陸
奥
国
の
動
き
と
何
ら
か
の
形
で
連
動
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当

　
　
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（道
都
大
学
教
養
部
、

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
特
定
研
究
協
力
者
）

　
（
一
九
九
九
年
七
月
六
日
　
審
査
終
了
受
理
）
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Cognition　of“Emishi”mthe　Eighth　Century　and　its　Change

TAKEHIRo　Ryohei

Japanese　legal　system　estal）lished　in　the　eighth　century　and　it　defined“emishi”as舵ゐ‘rank，　as

population　who　was　not　subjugated　by　the　central　government．　As　the　state　promulgated　va－

ri皿s　anti－emishi　policies，　the　cogni60n　of　emishi　would　have　changed　through　time．　This　paper

discusses　the　changes　in　the　cognition　of　emishi　especially　in　the　Mutsu　province　in　the　eighth

century．

　　　Although　the　civil　and　penal　codes　defined　the　emishi　as　aliens，　the　government　had　con・

sidered　that　emishi　could　be　incorporated　into　Japanese　society．　Thus　the　anti－emishi　policy　dur－

ing　the　Taiho　legislation　was　relatively　mild　in　order　to　facilitate　their　Japanization．　This　policy

lasted　until　the　early　eighth　century．

　　　When　emishi　resisted　the　Japanese　control　and　provoked　riots，　the　government　abandoned

the　Japanizatioll　policy．　Instead　it　established　a　new　tax－exempted　rank　calledμ∫吻to　include

the　emishi，　and　set　up　new　frontier　counties　for　emishi　to　reside．　The　cognition　of　emishi　as　non－

subjugated　group　Prevailed　until　the　ninth　century．

　　　Succeeding　anti－emishi　policy　returned　to　facilitate　their　obedience　to　the　government．　It

attempted　to　japanize　emishi　but　never　fully　accomplished．　The　discrimination　against　emishi

gradually　accumulated　among　people　in　the　frontiers　since　emishi　was　tax－exempted　as　the

吻s加rank．　The　discrimination　and　suppression　against　emishi　solidified　the　cognition　of　emishi

as　non－subjugated　aliens　in　the　ancient　Japanese　society．
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