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阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

は

じ

め

に

「日
本
書
紀

」（
以
下
「書
紀
』
と
略
す
）
の
斉
明
紀
に
は
阿
倍
比
羅
夫
が
蝦
夷
・
粛
慎
を
討
つ
た
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
る
が
、
こ
の
話
は
「書

紀

」の
記
事
自
体
に
さ
ま
ざ
ま
の
疑
問
が
あ
る
う
え
、
飽
田
・
浮
代
・
津
軽
、
あ
る
い
は
渡
嶋
と
い
っ
た
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
完
全
に
中

央
政
府
の
支
配
下
に
入
ら
な
い
最
北
の
地
域
の
蝦
夷
と
実
体
不
明
の
粛
慎
と
を
討
つ
た
と
す
る
記
述
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
種
々
の
議
論

を
呼
び
、
多
く
の
人
び
と
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た

。
私
は
、
こ
の
比
羅
夫
の
北
征
の
間
題
を
考
え
る
に
は
、
津
田
左
右
吉
氏
以
降

の
多
く
の
先
学
が
そ
う
し
た
よ
う
に

、ま
ず
第
一
に

「書
紀

」の
関
係
記
事
の
文
献
学
的
考
察
を
ぉ
こ
な
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る

。

そ
こ
で
小
稿
で
は
、
比
羅
夫
の
北
征
記
事
自
体
を
文
献
学
的
に
考
察
し
た
研
究
を
取
り
上
げ

、
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い

。

1

阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
記
事
に
つ
い
て
は
、
古
く
本
居
宣
長
が

「古
事
記
伝

」で
「一
度
の
こ
と
な
り
け
む
を
、
異
な
る
伝
に
よ
り
て
、
ま
ぎ
れ

て

」複
数
の
記
事
に
な
っ
た
と
し
て
、
「書
紀

」の
記
載
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
以
来
、
今
日
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る

。

昭
和
の
初
年
に

、
丸
山
二
郎
氏
は
斉
明
紀
の
三
ヶ
年
の
記
事
は
、
事
実
こ
の
三
ヶ
年
の
出
来
事
な
の
で
は
な
く
、
斉
明
四
年
以
前
か
ら
の

北
進
に
関
す
る
幾
多
の
も
の
を
こ
こ
に
ま
と
め
て
掲
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
た
（
，M
、氏
の
論
説
は
r
こ
れ
ら
の
記
事
中
に
あ
る
い
く
っ
か
の

不
合
理
な
も
の
に
つ
い
て
の
疑
問
を
発
し
た
に
止
ま
（a
」も
の
で
、比
羅
夫
の
北
征
記
事
に
は
じ
め
て
系
統
的
な
史
料
批
判
を
ぉ
こ
な
っ
た
の

（3
）

は
津
田
左
右
吉
氏
で
あ
っ
た

。



津
田
氏
は
史
料
A
と
C
、
D
と
E
（巻
末
関
係
史
料
一
覧
参
照

。以
下
同
じ
）を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「書
紀
編
纂
の
際
に
は
阿
陪
（倍
、

部
）臣
の
征
討
に
関
す
る
二
つ
の
史
料
が
あ
つ
て
、
一
つ
の
に
は
主
将
を
単
に
阿
陪
臣
と
記
し
、
征
討
の
日
的
を
蝦
夷
と
し
て
あ
り
、
他
の
一

つ
の
に
は
主
将
を
阿
際
引
田
臣
比
羅
夫
、
征
討
の
日
的
を
粛
慎
と
記
し
て
あ
っ
た

」と
し
て
、
A
と
D
は
前
者
（こ
れ
を
甲
と
す
る
）
、
C
と
E

は
後
者
（こ
れ
を
乙
と
す
る
）の
、
異
な
る
二
つ
の
系
統
の
史
料
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
と
す
る
考
え
を
示
し
た

。
右
の
甲
の
史
料
は
征
討
自

体
の
経
過
を
記
す
が

、乙
の
史
料
は

「征
討
の
結
果
と
し
て
の
捕
虜
も
し
く
は
土
宜
の
献
上
に
関
す
る

」記
録
と
み
ら
れ
る
と
い
う

。か
く
て
、

津
田
氏
に
お
い
て
は
、
斉
明
四
年
紀
の
A
と
C
、
五
年
紀
の
D
と
E
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
事
実
の
記
録
に
ほ
か
な
ら
ず

、
粛
慎
は
す
な
わ

ち
蝦
夷
の
異
称
と
い
う
こ
と
に
な
る

。

津
田
氏
の
見
解
は
、
右
に
み
た
よ
う
に

、
斉
明
四
年
紀
と
五
年
紀
に
関
し
て
は
ま
こ
と
に
明
快
で
あ
る
が
、
考
察
が
六
年
紀
に
及
ぶ
と

一

変
し
て
難
渋
と
な
る
。
六
年
紀
で
は
F
を
甲
、
G
を
乙
に
よ
る
記
事
と
認
定
す
る

。
と
こ
ろ
が

、
F
は
甲
の
史
料
で
あ
り
な
が
ら

、
征
討
の

対
象
を
粛
慎
と
し
、
し
か
も
そ
れ
を
蝦
夷
と
区
別
し
て
い
る
と
い
う
、
津
田
氏
の
前
記
の
見
解
と
矛
盾
す
る
記
述
に
な
っ
て
い
る

。
こ
の
ア

ポ
リ
ア
を
津
田
氏
は
、
粛
慎
の
名
称
の
適
用
範
囲
が
時
代
に
よ
っ
て
い
く
ぶ
ん
変
化
し
た
と
い
う
想
定
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
乗
り
切
ろ
う

と
す
る

。
津
田
氏
は
粛
慎
を
渡
嶋
（氏
に
よ
れ
ば
飽
田
・
浮
代
・
津
軽
地
域
の
総
称
）の
蝦
夷
の
雅
名
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
遠
征
当
時
の

政
府
の
記
録
か
ら
出
た
と
考
え
ら
れ
る
乙
の
史
料
は
こ
の
原
義
に
よ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
遠
征
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
て
記
事
を
ま
と
め

た
甲
の
史
料
の
筆
者
は
、
四
年
・
五
年
の
遠
征
で
服
属
し
た
蝦
夷
と
六
年
の
征
討
に
お
い
て
も
な
ぉ
完
全
に
服
属
し
な
か
っ
た
蝦
夷
と
を
区

別
し
、後
者
の
み
を
粛
慎
と
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、本
来
よ
り
も
粛
慎
と
い
う
呼
称
を
せ
ま
く
限
定
し
て
使
用
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る

。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
津
田
氏
は
阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
記
事
は
甲
・
乙
二
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
立
場
を
と
っ
た
う
え
で
、
斉
明

阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討
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紀
の
四
年

'
五
年

'
六
年
に
は
甲
・
乙
一
つ
づ
つ
の
対
応
す
る
記
事
が
あ
り
、
こ
の
三
対
の
記
事
は
そ
れ
ぞ
れ
同

一
の
事
実
に
も
と
づ
い
て

い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る

。
し
た
が
っ
て
津
田
説
に
よ
れ
ば
、
比
羅
夫
の
違
征
は
三
年
間
に
三
度
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
年
ご
と
に

遠
征
の

目
的
地
が
奥
地
に
進
ん
で
い
っ
た
と
解
す
る
の
で
あ
る

。

津
田
氏
の
方
法
は

、
村
尾
次
郎
氏
の
「阿
倍
比
羅
夫
の
北
海
行
に
つ
い
て
は
、
話
の
筋
よ
り
も
、
ま
づ
史
料
と
し
て
の
整
理
が
先
決
条
件
で

あ
る

」と
い
う
言
葉
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

、
そ
の
後
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
津
田
説
の
根
幹
を
な
す
甲
・
乙
二
系
統

論
は
坂
本
太
郎
氏
に
発
展
的
に
受
け
継
が
れ
て
い
く

。

津
田
氏
の
史
料
批
判
で
も
っ
と
も
間
題
と
な
る
の
は

、
村
尾
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

、
記
事
の
年
紀
を
ま
っ
た
く
疑
う
こ
と
な
く
、

四
年
紀
の
A
と
C
、
五
年
紀
の
D
と
E
を
対
応
す
る
記
事
と
認
め
た
こ
と
で
、
粛
慎
=
渡

:

幅
の
蝦
夷
と
す
る
氏
の
見
解
も
結
局
は
こ
の
対
応

関
係
を
主
た
る
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

。
現
在
に
お
い
て
も
粛
慎
を
蝦
夷
の
異
称
と
す
る
見
解
を
ま
ま
見
受
け
る
が

、
右

の
対
応
関
係
が
成
立
し
な
い
と
す
る
と
、粛
慎
11
蝦
夷
と
す
る
載
極
的
根
拠
は
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る

。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
記
事
の
年
紀
の
信
懸
性
は
自
明
の
こ
と
と
は
い
い
が
た
く
、
特
に
乙
の
C
・
E
・
G
は
同
時
重
出
と
み
る
の

が
現
在
で
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る

。
か
り
に
津
田
氏
の
ご
と
き
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も

、
F
で
は
明
ら
か
に
渡

lE
の
!a
実
が
粛
慎
と
区
別
さ
れ
て
ぉ
り
、こ
の
点
に
関
す
る
津
田
氏
の
説
明
は
い
か
に
も
苦
し
い

。村
尾
氏
が
「こ
の
方
法
に
は
無
理
が
あ
る

と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い

」と
批
判
し
た
こ
と
も
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る

。

と
こ
ろ
が
村
尾
氏
の
批
判
は
こ
の
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、比
羅
夫
の
征
討
記
事
を
「単
に
引
田
臣
比
羅
夫
の
名
が
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
か
、-e
な

い
か
で
二
分
す
る
こ
と
は

、
果
た
し
て
正
し
い
推
測
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
か

。
そ
の
結
果
、
乙
史
料
が
捕
成
や
土
宣
の
献
上
だ
け
を
伝
へ
る



記
録
で
あ
っ
た
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ど
う
も
落
着
か
な
い

。
一
応
ま
と
ま
つ
た
記
録
な
ら
ば
、
事
件
の
推
移
全
体
を
、
終
始
に

わ
た
っ
て
書
い
て
こ
そ
自
然
で
あ
る

。
か
う
考
え
る
と
、
博
士
の
二
分
説
に
は
首
肯
致
し
か
ね
る
こ
と
に
な
る

。」と
し
、
津
田
氏
の
甲

'
乙

二
系
統
論
そ
の
も
の
の
否
定
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る

。だ
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
村
尾
氏
の
批
判
は
い
さ
さ
か
性
急
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

。

r
阿
倍
（陪
）臣
領

」と
い
う
表
記
は
特
徴
的
と
い
っ
て
よ
く
、史
料
の
系
統
を
定
め
る

一
つ
の
指
標
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
し
、乙
の
史
料
が

違
征
の
結
果
と
し
て
の
貢
献
に
関
す
る
記
録
と
い
う
こ
と
も
、
津
田
氏
の
ご
と
く
こ
れ
を
政
府
側
の
記
録
と
み
れ
ば
、

一
応
説
明
の
つ
く
こ

と
で
あ
る

。
そ
の
う
え
津
田
氏
は
甲
の
A
・
D
・
F
の
三
条
に
つ
い
て
、
そ
の
書
出
し
が
い
ず
れ
も
同
じ
「筆
致

」で
、
本
文
の
記
述
も
「違
征

の
行
は
れ
て
か
ら
幾
ら
か
の
時
日
を
経
過
し
た
後
に
な
つ
て
、総
括
的
な
叙
述
を
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
」い
と
い
う
共
通
の
性
格
が
み
ら
れ

る
こ
と
に
も
注
意
を
向
け
て
い
る

。
「書
紀

」の
年
紀
を
疑
わ
な
い
こ
と
と
、
違
征
の
対
象
が
甲
と
乙
で
ち
が
っ
て
い
る
と
す
る
点
を
修
正
す

れ
ば

、
津
田
氏
の
甲
・
乙
二
系
統
論
は
十
分
に
成
立
の
根
拠
を
有
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る

。

．二

津
田
氏
の
論
考
の
あ
と
し
ば
ら
く
の
間
、
阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
記
事
に
関
し
て
は
め
だ
っ
た
研
究
は
な
か
っ
た
が
、
戦
後
、
一
九
五
〇
年

代
に
入
る
と
相
つ
い
で
重
要
な
研
究
が
発
表
さ
れ
た

。

ま
ず
瀧
川
政
次
郎
氏
は

、
斉
明
五
年
紀
の
D
に
政
所
を
置
い
た
と
あ
る

「後
方
羊
蹄

」
を
北
海
道
の
余
市
と
考
定
し
た
論
考
を
発
表
す
る

（
，M
、
そ
こ
で
阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
記
事
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
っ
ぎ
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る

。「日
本
書
紀
は
帝
紀
及
び
諸
氏
の
第
記
を
史

料
と
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
斉
明
紀
に
見
え
る
比
羅
夫
遠
征
の
記
事
も
朝
廷
若
し
く
は
阿
倍
氏
に
伝
つ
た
記
録
を
史
料
と
し
て

阿
信
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

五
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六

作
ら
れ
た
も
の
に
相
違
な
い

。
而
し
て
書
紀
算
録
者
の
史
料
を
取
扱
う
や
頗
る
慎
重
で
あ
っ
て
我
意
に
任
せ
て
史
料
の
取
捨
を
行
わ
ず
、
異

説
あ
る
も
の
は
「一
書
日

」と
し
て
原
史
料
を
悉
く
掲
戰
し
て
い
る

。
故
に
彼
等
は
ま
た
妄
り
に
史
料
の
文
章
字
句
を
改
補
す
る
こ
と
な
く

、

で
き
る
だ
け
史
料
原
文
を
生
か
す
こ
と
を
念
と
し
た

。
斉
明
紀
に
見
え
る

「阿
倍
臣

」が
阿
倍
引
田
臣
比
羅
夫
な
る
こ
と
は
、
書
紀
編
纂
者
も

見
当
が
つ
い
て
い
た
こ
と
と
思
う
が

、
彼
等
は
そ
の
使
用
し
た
原
史
料
に
単
に

「阿
倍
臣

」と
あ
る
の
み
で
あ
つ
た
の
で
、
「阿
倍
臣
開
名

」と

し
、
敢
え
て
そ
の
名
を
補
お
う
と
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る

」と
。こ
の
瀧
川
氏
の
見
解
は
、
概
括
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
「書
紀

」の
編
者
が

原
史
料
に
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
点
な
ど
、
の
ち
に
発
表
さ
れ
る
坂
本
太
郎
氏
の
見
解
に
基
本
的
に

一
致
す
る
と
い
っ
て
よ
く
、

注
日
に
価
す
る

。
た
だ
F
に
つ
い
て
従
軍
記
者
の
日
録
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
と
す
る
点
は
津
田
・
坂
本
両
氏
の
見
解
と
大
き
く
異
な
る

。

l

（5
）

瀧
:
氏
と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
田
名
網
宏
氏
の
論
考
は
、
史
料
批
判
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
津
田
説
に
依
拠
し
て
い
る
が

、
翌
年
村
尾

次
郎
氏
は
津
田
氏
の
甲

'
乙
二
系
統
論
に
批
判
を
加
え
、
全
面
的
否
定
論
を
展
開
-

:

） （・M
-

。
村
尾
氏
は
、
ま
ず
津
田
氏
が
甲
史
料
と
し
た
A
と

D
の
比
較
検
討
を
試
み
る

。
A
と
D
は
用
字
の
上
で
異
な
る
点
が
あ
り
、
ま
た
「大
体
の
話
の
筋
は
ほ
と

ま
じ

」で
あ
る
の
で
、
A
と
D

は
「同
系
で
は
な
く
、
実
は
同
じ
事
件
を
述
べ
た
も
の
で
-
-
比
羅
夫
の
違
征
は
、
二
回
で
は
な
く
、
一
回
で
あ
っ
た
と
い
ふ
結
論
が
出
る

」

と
、
別
系
統
の
同
事
重
出
記
事
と
み
る

。つ
ぎ
に
A
と
B
の
記
事
内
容
の
比
較
を
ぉ
こ
な
い

、
「彼
解
相
応
じ
て
重
複
が
無
い
か
ら
、
A
、
B

は
同

一
史
料
の
前
後
記
事
で
あ
る
と
考
へ
て
も
矛
盾
が
な
い

。」と
し
て
、
A
と
B
を
同
系
統
の
前
後
記
事
と
す
る

。
ま
た
、
津
田
氏
が
乙
史

料
と
し
た
C
'E
・
G
に
つ
い
て
は

、
記
事
の
年
次
が
ち
が
う
と
い
う
だ
け
で
、
内
容
は
み
な
類
似
す
る
の
で
、
ぃ
ず
れ
も
「同
一
年
に
於
け

る
同

一
事
件
に
っ
い
て
記
し
た
数
種
の
年
代
記
風
の
記
録

」に
よ
っ
た
も
の
で
、
原
史
料
の
示
す
年
紀
に
よ
っ
て
採
録
さ
れ
た
た
め
「唯
一
回

の
事
件
が
、
あ
た
か
も
毎
年
行
は
れ
た
や
う
に

」な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
、
す
べ
て
F
に
対
応
す
る
記
事
で
あ
る
と
み
る

。一
方
、
D
に
は



道
奥
国
司
以
下
の
授
位
の
こ
と
が
あ
り
、
F
に
陸
奥
蝦
夷
が
み
え
る
の
で
「こ
れ
を
重
視
す
れ
ば
、
D
、
F
に
近
親
関
係
を
考
へ
る
こ
と
も
で

き
る
か
も
し
れ
な
い

。」と
い
う

。
村
尾
氏
は
こ
れ
ら
の
個
別
的
な
考
察
を
総
合
し
て
、
比
羅
夫
の
北
征
記
事
は
「む
し
ろ
二
系
統
で
は
な
く
、

さ
ら
に
多
く
の
異
る
記
録
の
断
片
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と

、
ま
た
、
記
事
の
年
紀
に
は
疑
ひ
が
あ
る
と
同
時
に

、
内
容
的
に
見
て
、
唯

一
の
事
件
の
種
々
の
断
片
を
、
異
る
筆
に
よ
り
、
部
分
的
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

、
ほ
一一一一一明
ら
か
と
な
つ
た

。」と
い
う
結
論
を
導

き
出
す

。

結
局
、
村
尾
説
は
B
・
D
を
A
に

、
C
・
E
・
G
を
F
に
関
係
づ
け
、
さ
ら
に
D
と
F
の
間
に

「近
親
関
係

」を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
七
つ
の
関
係
記
事
の
す
べ
て
を
同

一
年
の
一
連
の
事
件
に
収
斂
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、結
論
的
に
は
宣
長
説
と
同
じ
で
あ
る

。氏

の
説
で
い
ち
ば
ん
間
題
な
の
は
、D
と
F
と
の
間
の
「近
親
関
係

」な
る
も
の
が

、個
別
的
考
察
の
段
階
で
は
そ
の
関
係
を
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、結
論
部
分
で
は
あ
た
か
も
そ
れ
が
証
明
済
み
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

。
村
尾
説
は
、一そ
の
論
理
構

造
か
ら
い
っ
て
、
D
（あ
る
い
は
A
）と
F
が

「同
一
年
に
お
け
る
同
一
事
件

」で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
成
立
し
え
な
い
は
ず
で

あ
る
が

、
こ
の
点
が
何
ら
積
極
的
に
証
明
さ
れ
て
い
な
い

。
ま
た
A
と
D
を
別
系
統
の
史
料
と
す
る
根
拠
も
い
さ
さ
か
薄
弱
で
あ
る

。
用
字

法
の
相
違
は
系
統
の
相
違
を
一K
す
と
は
か
ぎ
ら
な
い
し
、「大
体
の
話
の
筋
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
」と
い
え
る
か
も
疑
問
で
あ
る
（
た
だ
し
こ
の
点

は
坂
本
説
で
も
踏
襲
さ
れ
る
）
。
し
た
が
っ
て
、
村
尾
氏
の
違
征

一
回
説
は
成
立
し
が
た
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

。

し
か
し
な
が
ら
、
村
尾
説
は
個
々
の
点
で
は
継
承
す
ぺ
き
こ
と
が
少
な
く
な
い

。
津
田
氏
の

「各
記
事
の
年
次
を
疑
わ
な
い
立
場

」を
し

り
ぞ
け

、
乙
系
統
の
C
・
E
・
G
を
同

一
事
件
の
異
伝
と
し
た
こ
と
な
ど
は

、
そ
の
後
の
研
究
に
引
き
つ
が
れ
、
定
説
化
し
た
観
が
あ
る

。

ま
た
、
そ
の
後
の
研
究
に
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
私
は
、
村
尾
氏
が
A
と
B
を
「同
一
史
料
の
前
後
記
事

」の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指

阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

七



阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

八

摘
し
た
点
は
傾
聴
に
価
す
る
と
考
え
る

。

つ
づ
い
て
、
一
九
五
〇
年
代
の
重
要
な
研
究
と
し
て
坂
本
太
郎
氏
の
論
報
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う

。
坂
本
氏
は
r
書
紀

」の
斉
明
紀
よ
り
前

の
蝦
実
関
係
記
事
全
般
に
わ
た
っ
て
文
献
批
判
を
ぉ
こ
な
い

、
そ
れ
ら
が
旧
辞
潤
色
型
・
氏
族
伝
承
型
・
造
作
型
・
実
録
型
の
四
種
に
区
分

で
き
る
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
斉
明
紀
の
蝦
夷
関
係
記
事
に
つ
い
て
も
こ
の
四
類
型
を
下
数
に
し
、
旧
辞
潤
色
型
以
外
の
三
類
型
は
認
め

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
考
察
を
す
す
め
る

。

坂
本
氏
は
斉
明
元
年
是
歳
条
の
b
を
造
作
型
と
し
、比
羅
夫
の
北
征
記
事
に
関
し
て
は
氏
族
伝
承
型
と
実
録
型
の
も
の
が
あ
っ
た
と
す
る

。

氏
が
氏
族
伝
承
型
と
認
定
し
た
の
は
、
阿
倍
臣
が
開
名
の
ま
ま
の
A
・
D
・
F
の
三
条
で
、
津
田
氏
の
甲
系
統
の
史
料
に

一
致
す
る

。
氏
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
三
ヶ
条
は

「そ
ろ
っ
て
説
話
的
な
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
き
ち
ん
と
し
た
記
録
の
体
で
な

」く
、r
論
理
的
に
考
え
れ
ば
、

つ
じ
っ
ま
の
合
わ
な
い
こ
と
が
多

」い
、
と
い
う
共
通
の
性
格
が
み
ら
れ
る

。
そ
し
て
「お
よ
そ
こ
う
し
た
、
お
お
ら
か
な
、
め
で
た
い
物
語

は
、
人
々
の
間
に
愛
調
せ
ら
れ
育
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て

」、
「越
国
守
阿
倍
氏
の
家
に
伝
え
た
物
語

」と
し
て
ふ
さ
わ
し
ぃ
と
い
う

。
阿
倍

氏
を
開
名
に
し
た
記
録
が
阿
倍
氏
の
家
記
と
い
う
の
は
奇
異
の
感
が
す
る
が

、
坂
本
氏
は
こ
れ
を
阿
倍
氏
内
の
布
勢
臣
系
と
引
田
臣
系
の
間

に
対
立
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
を
試
み
て
い
る

。

つ
ぎ
に
坂
本
氏
は
、
こ
の
家
記
に
も
と
づ
く
史
料
を
「書
紀
の
記
述
、
家
記
の
記
述
、
実
際
の
事
実
の
三
段
階
に
分
け
て

」考
察
す
べ
き
こ

と
を
提
唱
し
、
ま
ず

「書
紀

」が
家
記
の
文
を
忠
実
に
採
用
し
た
か
否
か
、
と
い
う
間
題
を
考
え
る

。
こ
の
点
に
関
し
て
は
瀧
川
氏
と
同
様
の

理
由
か
ら

、
「編
者
は
辞
句
に
多
少
の
修
正
を
施
す
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
し
て
も
、記
事
の
大
本
を
動
か
す
ほ
ど
の
修
正
は
せ
ず
に
家
記
を
採
用

し
た
に
違
い
な
い

」と
考
え
る

。つ
ぎ
に
家
記
が
事
実
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
な
る
と
氏
は
懷
疑
的
で



あ
る

。
三
ヶ
条
の
う
ち

「A
・
D
は
阿
倍
臣
が
船
師
百
八
十
艘
を
以
て
蝦
実
を
伐
つ
た
こ
と
、
蝦
夷
を
整
し
郡
領
を
定
め
た
こ
と
に
お
い
て
全

く

一
致
し
て

」い
る
が
、
こ
れ
は

「事
実
は

一
年
の
出
来
事
で
あ
っ
た
の
を
、
伝
承
の
間
に
そ
れ
が
二
年
の
こ
と
の
よ
う
に
延
ば
さ
れ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か

」と
し
て
、
同
一
事
件
の
記
録
と
み
る

。
た
だ
し
、
F
は
対
象
を
粛
慎
国
と
し
、
船
数
も
ち
が
う
こ
と
を
以
つ
て
、
こ
れ
は
別

の
事
件
と
す
る

。か
く
て
坂
本
氏
は
「初
め
に
蝦
実
を
平
定
確
保
し
た

一
段
階
が
あ
り
、次
に
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
粛
慎
を
伐
つ
た

一
段
階
が

あ
っ
た

」と
い
う
二
度
の
征
討
説
を
唱
え
る
の
で
あ
る

。そ
の
年
紀
に
つ
い
て
は
、一
回
目
を
d
や
B
と
の
関
連
か
ら
A
を
正
し
い
と
み
て
四

年
と
し
、
二
回
日
を
F
や
G
に
よ
っ
て
六
年
と
す
る

。

一
方
、
津
田
氏
が
乙
史
料
と
し
た
C
・
E
・
G
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
実
録
型
と
認
定
し
た
う
え
で
、
い
ず
れ
も
六
年
の
粛
慎
征
討
の
政
府

記
録
の
断
片
と
み
る
べ
き
も
の
で
、
原
史
料
に
年
時
が
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
「書
紀

」の
編
者
が
阿
倍
氏
の
家
記
の
年
次
を
基
準

と
し
て
諸
所
に
配
置
し
た
た
め
に
混
乱
が
生
じ
た
と
す
る

。
さ
ら
に

、
津
田
氏
が
系
統
を
明
言
し
な
か
っ
た
B
も
、
「郡
領

」の
叙
位
・
賜
物

が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
政
府
記
録
と
認
定
し
、
年
時
も
大
体
信
用
で
き
る
と
み
る
の
で
あ
る

。

以
上
が
坂
本
氏
の
阿
倍
比
羅
夫
征
討
記
事
に
関
す
る
見
解
の
大
要
で
あ
る
が
、
坂
本
説
の
第

一
の
特
徴
は
津
田
説
の
甲
・
乙
二
系
統
論
を

基
本
的
に
引
き
つ
ぎ
っ
つ
も
、
氏
自
身
が

「私
見
は
記
載
の
年
時
に
つ
い
て
は
か
な
り
懷
疑
的
な
立
場
を
と
り
、
修
正
を
敢
て
し
た
が
、
蝦
夷

と
粛
慎
と
は
峻
別
す
る
と
い
う
基
本
的
な
態
度
で
展
開
し
た

」と
述
べ
て
い
る
よ
う
に

、津
田
氏
が

「書
紀

」の
年
紀
を
疑
わ
ず
、粛
慎
を
蝦
夷

の
雅
名
と
し
た
の
と
は
対
照
的
な
立
場
を
と
っ
た
こ
と
に
あ
る

。
既
述
の
ご
と
く

、
村
尾
氏
が

「書
紀

」の
年
紀
を
極
端
な
ま
で
に
疑
い

、
諸

史
料
を
一
つ
の
事
件
に
帰
着
さ
せ
る
所
論
を
展
開
し
た
が
、
坂
本
氏
は
か
か
る
立
場
を
、
限
定
的
に
で
は
あ
る
が
、
継
承
し
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
る

。
特
に
C
・
E
・
G
を
同
事
重
出
と
み
る
点
は
村
尾
氏
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る

。
ま
た
、
A
と
D
を

一
つ
の
事
件
に
も
と
づ
く

阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

九



阿
倍
比
-E
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

十

記
事
と
み
る
点
や
粛
慎
と
蝦
夷
を
峻
別
す
る
点
で
も
村
尾
説
と
同
じ
で
あ
る

。
要
す
る
に
坂
本
説
は
、
研
究
史
的
に
は
津
田
説
を
基
本
的
に

継
承
し
っ
つ
も
、
村
尾
説
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
て
、
津
田
説
の
弱
点
を
た
く
み
に
補
強
し
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う

。

と
は
い
え
、
坂
本
説
が
両
説
の
単
な
る
折
衷
説
で
な
い
こ
と
は
む
ろ
ん
で
あ
る

。
津
田
氏
の
い
わ
ゆ
る
甲
史
料
を
阿
倍
氏
の
家
記
に
も
と

づ
く
記
事
と
認
定
し
た
の
は
氏
の
創
見
と
い
っ
て
よ
い

。
そ
の
萌
芽
は
瀧
川
説
に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
史
料
系
統
論
の
な
か
に
明
確
に

位
置
づ
け

、
具
体
的
に
論
じ
た
の
は
坂
本
氏
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（な
ぉ
、
関
名
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
若
干
の

疑
問
も
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

、
必
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
い
）
。ま
た
、
こ
の
間
題
に
関
連
し
て
、
「書
紀

」の
編
者
が
原
史
料
の
文
章
に
か

な
り
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
快
に
論
じ
た
点
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

。
坂
本
氏
が
結
論
と
し
て
四
年
の
蝦
一

夷
と
六
年

の
粛
慎
の
二
度
の
征
討
が
あ
っ
た
と
し
た
こ
と
も
、
A
～
F
の
す
べ
て
の
史
料
の
年
紀
を
疑
う
こ
と
な
く
三
度
の
征
討
が
あ
っ
た
と
考
え
る

津
田
説
と
、
す
べ
て
の
史
料
を
「同
一
年
に
お
け
る
同
一
事
件

」の
記
録
と
す
る
村
尾
説
に
く
ら
ぺ
、
は
る
か
に
無
理
が
少
な
く
、
そ
れ
だ
け

説
得
力
に
富
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
る

。

こ
の
よ
う
に
坂
本
説
は
多
く
の
点
で
す
ぐ
れ
て
お
り
、
現
在
の
通
説
た
る
に
ふ
さ
わ
し
ぃ
内
容
を
も
っ
て
い
る
が
、
万
全
と
い
う
わ
け
で

は
な
い

。
例
え
ば
氏
が
A
と
D
を
同

一
事
件
の
記
録
と
み
る
点
で
あ
る

。
そ
の
最
大
の
根
拠
は
、
二
つ
の
記
事
の
内
容
が
類
似
す
る
と
い
う

（8
）

こ
と
で
あ
る

。
こ
れ
は
佐
藤
和
彦
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

、
村
尾
説
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が

、
坂
本
氏
は
村
尾
氏
の
ご
と
く
単
な

る
同
事
重
出
と
み
る
の
で
は
な
く

、
「一
つ
の
事
件
が
の
ば
さ
れ
て
四
年
と
五
年
と
に
か
け
ら
れ
た

」（傍
点
1
引
用
者
）と
、
両
者
を
同
一
事

件
の
前
後
記
事
と
考
え
る
の
で
あ
る

。
だ
が
、
こ
の
点
は
積
極
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い

。
確
か
に
百
八
十
艘
と
い
う
船
師

（9
）

の
数
が

一
致
す
る
が
、
こ
の
船
師
の
数
自
体

、
傍
例
に
徴
し
て
不
自
然
に
多
く
、
津
田
氏
も

「多
数
を
ぃ
ふ
語
が
実
数
と
し
て
取
扱
は
れ
た
も



の
」と
し
て
い
る
よ
う
に

、
事
実
と
は
み
な
し
が
た
い

、
実
体
の
な
い
数
字
で
あ
る

。そ
の
よ
う
な
数
字
が

一
致
し
て
も
同

一
事
件
か
否
か
の

判
定
材
料
と
は
な
し
え
な
い
と
思
わ
れ
る

。さ
ら
に

「蝦
夷
を
一Ea
し
郡
領
を
定
め
た

」こ
と
も
全
く

一
致
す
る
と
す
る
が

、一整
応
の
対
象
に
な
っ

て
い
る
の
は
A
で
は
渡
嶋
蝦
夷
で
あ
り
、
D
で
は
飽
田
・
淳
代
・
津
軽
・
胆
振
組
の
蝦
夷
で
あ
る

。
A
の
渡
島
蝦
夷
を
D
の
各
地
域
の
蝦
夷

の
総
称
と
み
れ
ば
両
者
は

一
致
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
周
知
の
ご
と
く
そ
の
こ
と
自
体
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
あ
る
大
き
な
間
題
で
あ
る

。
ま

た
″
郡
領
〟
を
定
め
た
こ
と
も
双
方
に
記
載
が
あ
る
が
、
A
は
浮
代
・
津
軽
の
二
″
郡
〟
の
″
郡
領
〟
を
定
め
た
と
す
る
の
に
対
し
、
D
に
は
問
'

0
免

蝦
夷
の
進
言
に
よ
っ
て
か
か
和
静
を
政
所
と
し
て
″郡
領
〟
を
置
い
て
帰
つ
た
と
あ
り
、
明
ら
か
に
異
な
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
（a

。
も
っ
と

も
、
A
と
D
を
単
な
る
同
事
重
出
で
は
な
く
、
同

一
事
件
の
前
後
記
事
と
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
絶
対
に
あ
り
え
な
い
と
は
い
え
な
い
が

、
両

者
が
同

一
年
の
一
連
の
事
件
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
証
す
る
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
う
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は

な
い
と
い
う
程
度
の
仮
説
に
す
ぎ
な
い

。
佐
藤
和
彦
氏
は
こ
の
両
記
事
を
比
較
検
討
し
て
、
「A
・
D
は
同
事
重
出
で
は
な
く
、
斉
明
朝
の
北

方
違
征
記
事
の
ス
ト
ー
リ
I
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
位
置
・
役
割
を
占
め
る

」こ
と
を
主
張
し
て
い
る

。
要
す
る
に

、
A
と
D
を
同
時

重
出
と
す
る
こ
と
に
は
多
く
の
無
理
が
あ
り

、
坂
本
氏
の
ご
と
く
同

一
事
件
の
前
後
記
事
と
み
る
に
し
て
も
、
決
め
手
に
欠
け
、

一
仮
説
た

（
=
）

る
に
と
ど
ま
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う

。

坂
本
氏
が
A
と
D
を
「事
実
は

一
年
の
出
来
事
で
あ
っ
た
の
を
、
伝
承
の
間
に
そ
れ
が
二
年
の
こ
と
の
よ
う
に
延
ば
さ
れ
た

」と
考
え
る
背

後
に
は
、
阿
倍
氏
の
家
記
に
由
来
す
る
と
す
る
史
料
全
体
に
対
す
る
氏
の
認
識
が
あ
る

。
坂
本
氏
に
よ
れ
ば
A
'
D
'
F
の
三
条
は
、
書
出

し
の
一
文
以
外
は
記
録
の
体
を
な
し
て
お
ら
ず
、

一
定
の
期
間
阿
倍
氏
の
人
々
に
よ
っ
て
愛
誦
・
育
成
さ
れ
た
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る

。こ
の
点
は
、
津
田
氏
が
甲
系
統
の
史
料
に
関
し
て
「書
紀
の
筆
致
か
ら
み
る
と
、
遠
征
の
行
は
れ
て
か
ら
幾
ら
か

阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

十



阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

十
二

の
時
日
を
経
過
し
た
後
に
な
つ
て
、総
括
的
な
叙
述
を
し
た
ら
し
く
推
測
さ
れ
る

。」と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
継
承
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、

か
か
る
両
氏
の
認
識
に
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
A
・
D
・
F
に
は
確
か
に
説
話
的
内
容
の
部
分
が
少
な
く
な
く

、
と

く
に
F
な
ど
は
津
田
氏
が

「説
話
的
な
二
人
の
老
翁
の
行
動
の
み
が
際
立
つ
て
精
細
に
写
さ
れ

、
戦
役
の
経
過
が
却
つ
て
暖
味

」と
い
っ
て
い

る
と
ぉ
り
で
、
金
体
が
説
話
的
記
述
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

。
し
か
し
、
A
と
D
は
か
な
り
様
相
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

D
の
末
尾
の
道
奥
と
越
の
国
司
以
下
の
叙
位
の
部
分
な
ど
は
、
佐
藤
和
彦
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

、
明
ら
か
に
記
録
的
内
容
に
な
っ
て

い
る
し
、
同
じ
D
の
前
半
の
大
一

要
に
関
す
る
部
分
も
、
招
い
た
蝦
夷
の
人
数
を
具
体
的
に
あ
げ
て
、
こ
と
細
か
に
記
し
て
い
て
、
「人
々
の
間

に
愛
調
せ
ら
れ
育
成
さ
せ
ら
れ
た

」話
と
す
る
に
は
程
遠
い
内
容
で
、
や
は
り
記
録
体
と
み
る
べ
き
箇
所
で
あ
る

。A
で
は
、
恩
荷
に
小
乙
上

を
授
け

、
浮
代

'
津
軽
二

″郡
〟

の
″郡
領〟

を
定
め
た
と
す
る
部
分
が
記
録
体
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が

、
こ
れ
を
B
と
比
較
す
る

と
、
村
尾
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

、
両
者
よ
く
対
応
し
て
相
互
に
矛
盾
・
重
複
が
な
い
の
で
、
A
・
B
は
同
系
統
の
連
続
し
た
記
事
と

み
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

。
こ
の
推
定
が
成
立
す
れ
ば
む
ろ
ん
で
あ
る
が

、
た
と
え
成
立
し
な
い
と
し
て
も
、
坂
本
氏
が
阿
倍
氏
の
家

記
に
由
来
す
る
と
し
た
系
統
の
記
事
は
、
説
話
的
記
述
の
み
か
ら
成
つ
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
記
録
的
体
裁
の
箇
所
が

一
定
部
分
を

占
め
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
の
で
あ
る

。
私
は
、
坂
本
説
の
最
大
の
間
題
点
は
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
る

。
こ
の
系
統
の
史
料
の
説
話

的
性
格
の
み
を
強
調
す
る
津
田
・
坂
本
両
氏
の
見
解
は
再
吟
味
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

。

以
上
で
坂
本
説
の
検
討
を

一
応
終
え
る
こ
と
に
す
る
が
、
氏
の
見
解
は
そ
の
後
、
例
一一え
ば
高
橋
富
雄
氏
が

「比
羅
夫
遠
征
記
事
が
、
す
く
な

く
と
も
、
二
種
類
の
史
料
か
ら
成
り
立
つ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
一
つ
が
阿
倍
氏
の
伝
承
的
な
家
記
群
で
あ
り
、
他
の
一
つ
が
政
府
の
記
録
で

、

．．一、-l-

・

・

．
（l2
）〇

あ
る
こ
と
は

ほ
ぼ
ま
ち
力

，v
の
な
し

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

」と
坂
本
氏
の
文
献
学
的
考
察
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
よ
う
に

、
多
く
の



研
究
者
の
費
同
を
得
、
通
説
化
さ
れ
る
の
で
あ
る

。た
だ
そ
う
し
た
な
か
で
、
新
野
直
吉
氏
は
A
の
記
事
に
関
連
し
て
「こ
の
あ
た
り
の
原
史

料
は
北
征
軍
の
報
告
公
文
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る

」と
、
直
接
津
田
・
坂
本
説
を
批
判
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
「従
軍
史
官

」の

記
録
に
も
と
づ
く
実
録
的
記
事
と
す
る
見
解
を
表
明
し
て
い
（3
。
な
ぉ
、
比
羅
夫
の
征
討
記
事
に
従
軍
記
者
の
記
事
が
含
ま
れ
て
い
る
考
え

は
、既
述
の
ご
と
く
瀧
川
氏
に
み
ら
れ

、村
尾
氏
も

「書
紀
の
本
文
の
主
要
記
事
は
、従
軍
の
録
事
の
筆
に
な
る
も
の
も
あ
っ
た
と
思
は
れ
る

。」

と

、
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る

。
津
田
・
坂
本
両
氏
の
説
話
的
性
格
を
強
調
す
る
見
方
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
に
少
な
か
ら
ぬ
研
究
者
が

同
じ
記
事
に
実
録
的
性
格
を
認
め
て
い
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で

、
津
田
・
坂
本
説
が
必
ず
し
も
絶
対
で
な
い
こ
と
を
客
観
的
に
示
す
も
の

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

。

・

三

坂
本
氏
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
以
降
、
し
ば
ら
く
の
間
、
比
羅
夫
の
北
征
記
事
の
全
体
に
わ
た
っ
て
史
料
批
判
を
行
つ
た
研
究
は
影
を
ひ

そ
め
る

。
一
九
六
〇
年
代
の
後
半
に
至
つ
て
、
杉
山
荘
平
氏
は
A
・
D
・
F
の
「三
条
は
も
と
も
と

一
年

一
回
か
ぎ
り
の
事
件
で
あ
っ
た
比
羅

夫
北
征
を
骨
子
と
し
、
そ
れ
に
従
前
か
ら
越
国
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
蝦
夷
経
略
の
諸
事
実
を
、
説
話
的
な
叙
述
を
も
っ
て
集
成
的
に
付

加
し
内
容
を
充
実
さ
せ
、
あ
た
か
も
比
羅
夫
北
征
が
三
年
三
回
の
事
件
で
あ
る
か
の
よ
う
に
作
為
し
た
記
事
で

一j4、）「一
年

一
回
の
事
件
を
三

年
三
回
の
事
件
と
作
為
し
た
の
は
こ
の
史
料
の
上
進
者
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い

」と
す
る
独
自
の
見
解
を
発
表
し
た

。こ
れ
は
研
究
史
的
に
い

え
ば
、
丸
山
説
と
村
尾
説
の
折
衷
説
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が

、
津
田
氏
や
坂
本
氏
の
研
究
成
果
が
十
分
に
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い

い
が
た
い

。
阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

十
三



阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

十
四

そ
の
後
井
上
光
貞
氏
が
、
一
般
向
け
の
書
物
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
坂
本
説
に
基
本
的
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
「比
羅
夫
は
四
年
に
も
五
年

に
も
越
か
ら
現
地
に
向
か
い
、
五
年
に
中
央
に
帰
還
し
た
も
の
と
解

」し
て
、六
年
の
粛
慎
の
征
討
と
合
わ
せ
て
三
度
の
征
討
が
あ
っ
た
と
い

（l5
）

う
解
釈
を
提
示
し
た

。
た
し
か
に
井
上
氏
の
ご
と
き
想
定
も
十
分
に
可
能
と
思
わ
れ
、
坂
本
氏
と
同
様
の
史
料
系
統
論
の
う
え
に
立
つ
て
も

A
と
D
を
同

一
事
件
の
前
後
記
事
と
す
る
解
釈
が
必
ず
し
も
絶
対
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う

。
ま
た
井
上
氏
は
、
C
の
比
羅

夫
が
生
照
一一頭
と
照
皮
七
十
枚
を
献
じ
た
と
い
う
記
事
に
関
連
し
て
、
斉
明
五
年
是
歳
条
に

「高
麗
使
人
、
持

一照皮
一
枚

:

称
一f一K
価
一日
、
綿
六

十
斤

。
市
司
咲
而
避
去

。高
麗
画
師
子
麻
呂

、
設
同
姓
賓
於
私
家
日
、
借
官
照
皮
七
十
枚
、
而
為
賓
席

。客
等
差
怪
而
退

。」と
あ
る
話
の
「官

二

（l6
）

-

二

一

二

一

照
皮
七
十
枚

」と
は
比
羅
夫
が
献
じ
た
の
と
同
じ
も
の
で
、こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
斉
明
六
年
の
で
き
ご
と
と
み
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た

。「書

（l7
）

紀

」に
よ
れ
ば
高
麗
使
人
が
来
朝
し
た
の
は
斉
明
六
年
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

、し
た
が
っ
て
C
は
五
年
是
歳
条
の
記
事
と
と
も
に
六
年
紀
に
移

さ
れ
る
ぺ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る

。
し
た
が
う
ぺ
き
見
解
で
あ
ろ
う

。
坂
本
氏
は
C
・
E
が
G
と
同
事
重
出
で
、
六
年
に
移
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
推
定
し
た
が
、
そ
の
一
部
が
井
上
氏
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
の
で
あ
る

。

比
羅
夫
の
北
征
記
事
の
文
献
批
判
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
も
低
調
な
時
期
が
続
く
が

、
一
九
八
〇
年
代
に
入
り
、
再
び
研
究
の
活
発
化
の

兆
し
が
現
わ
れ
る

。

（l8
）

ま
ず
、
佐
藤
和
彦
氏
が
比
羅
夫
の
北
征
記
事
の
史
料
批
判
を
主
題
と
し
た
論
考
を
発
表
し
た

。
氏
は
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
を
整
理
・
検
討

し
っ
っ
、
従
来
の
研
究
の
最
大
の
問
題
点
は
「書
紀

」の
段
階
に
お
け
る
用
字
の
共
通
性
を
重
視
し
す
ぎ
て
い
る
点
に
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
ず

「書
紀

」編
者
の
述
作
の
可
能
性
の
あ
る
部
分
を
排
除
し
、
残
つ
た
記
述
に
よ
っ
て

「原
史
料
の
信
憑
性
如
何
と
は
別
に

、
そ
の

「出
来
事

」

と
し
て
の
ス
ト
ー
リ
I
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う

」と
し
て
、
関
係
記
事
の
「ス
ト
ー
リ
I
性

」の
検
討
に
向
か
う

。
か
く
て



氏
は
、
斉
明
紀
の
関
係
記
事
か
ら

「書
紀

」の
編
者
の
述
作
と
考
え
ら
れ
る
部
分
を
ま
ず
除
き
、
残
つ
た
関
係
記
事
の
す
べ
て
に
よ
っ
て
、
斉

明
四
年
と
五
年
の
二
度
の
違
征
と
い
う

「ス
ト
ー
リ
ー

」を
復
原
し
、
「こ
の
ス
ト
ー
リ
I
の
中
か
ら
、
歴
史
的
事
実
を
検
出
し
、
そ
れ
を
律
令

国
家
の
成
立
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
作
業

」を
つ
ぎ
の
課
題
と
し
て
か
か
げ
る

。
氏
の
方
法
で
疑
問
に
思
う
の
は
、
こ
の
「ス
ト
I

リ
I
性

」を
、は
た
し
て
無
条
件
で
「書
紀

」の
す
べ
て
の
関
係
記
事
相
互
間
に
存
在
す
る
と
み
て
よ
い
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
る

。「ス
ト
ー
リ
ー

性

」と
い
う
の
は
、
事
実
の
次
元
と
は
異
な
る
、
記
事
の
話
と
し
て
の
首
尾

一
貫
性
を
ぃ
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
然
り
と
す
れ
ば
、
「書
紀

」の
編

者
が
ど
の
よ
う
な
原
史
料
を
い
か
な
る
方
針
で
採
録
し
た
か
と
い
う
問
題
を
ぬ
き
に
し
て
「ス
ト
ー
リ
I
性

」を
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
恩
わ
れ
る

。r
書
紀

」の
編
者
が
種
々
の
系
統
の
原
史
料
を
大
幅
に
改
変
し
、
新
た
な
述
作
も
ぉ
こ
な
っ
て
、
主
体
的
に
首
尾

一
貫
し
た
物

語
に
構
成
し
た
と
い
う
の
な
ら

「ス
ト
ー
リ
1
性

」は
「書
紀

」の
関
係
記
事
の
す
べ
て
に
貫
徹
し
て
い
よ
う
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
い
く
つ

か
の
系
統
に
属
す
る
原
史
料
群
に
大
き
な
修
正
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
原
史
料
を
、
そ
の
あ
る
い
は
編
者
の
考
え
る
年
紀
に
し
た
が
っ
て
配

列
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
「ス
ト
ー
リ
I
性

」を
無
条
件
で
異
な
っ
た
系
統
の
史
料
間
に
ま
で
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で

あ
る

。
同

一
事
件
に
関
す
る
記
事
に
お
い
て
も
、
史
料
的
性
格
を
異
に
す
る
場
合
は
、
相
互
に
首
尾
一
貫
し
な
い
内
容
を
含
む
こ
と
は
往
々

に
し
て
あ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る

。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
比
羅
夫
の
北
征
記
事
に
お
い
て
は
、
津
田

'
坂
本
両
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

、

（
l9
）

一
つ
の
記
事
の
中
に
お
い
て
さ
え
「論
理
的
に
考
え
れ
ば
、
っ
じ
っ
ま
の
合
わ
な
い
こ
と

」（坂
本
氏
）が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る

。
こ

の
よ
う
に

、
は
じ
め
か
ら
関
係
史
料
の
す
べ
て
に

「ス
ト
ー
リ
ー
性

」が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
追
求
す
る
と
い
う
方
法
に
は

種
々
の
間
題
が
あ
り
、
や
は
り
津
田
・
村
尾
・
坂
本
氏
ら
が
ぉ
こ
な
っ
た
よ
う
に

、
ま
ず
個
々
の
記
事
の
史
料
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
こ
そ
が
先
決
問
題
で
あ
っ
て
、
「ス
ト
ー
リ
I
性

」は
そ
の
あ
と
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う

。

阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

十
五
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た
だ
、
佐
藤
氏
が
「ス
ト
ー
リ
I
性

」の
追
求
に
力
を
そ
そ
い
だ
の
は
、
主
と
し
て
A
・
B
・
D
・
F
の
四
つ
の
記
事
で
あ
る
が

、
こ
の
う

ち
A
'
D
'
F
は

、
津
田
氏
が
甲
史
料
と
し
て

一
括
し
、
坂
本
氏
が
阿
倍
氏
の
家
記
に
由
来
す
る
と
し
た
同
系
統
の
史
料
で
あ
り
、
ま
た
私

見
に
よ
れ
ば
B
も
こ
の
系
統
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
四
つ
の
記
事
は
本
来
ひ
と
ま
と
ま
り
の
史
料
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

。
そ
う

で
あ
る
と
す
る
と

、
佐
藤
氏
の
こ
の
四
つ
の
記
事
相
互
の
「ス
ト
ー
リ
1
性

」の
考
察
は
同
系
統
の
史
料
同
士
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ

の
か
ぎ
り
で

一
定
の
有
効
性
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

。
氏
は
A
と
D
を
同
事
重
出
と
み
る
従
来
の
説
に
対
し
て
、
A
と
D
の
r
大
基

」を

比
較
し
、
両
者
は
別
個
の
意
義
を
も
っ
と
し
て
、
同
事
重
出
説
を
退
け
る

。
ま
た
B
で
淳
代
・
津
軽
の
両
評
造
に
授
け
た
旗
や
鼓
は
軍
隊
の

指
揮
も
し
く
は
識
別
の
用
具
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

「両
評
の
蝦
夷
を
兵
力
と
し
て
動
員
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い

」と
推
定
し
、
さ
ら
に
史
料
D
で
飽
田
・
淳
代
・
津
軽
・
胆
振
組
の
蝦
夷
を

「簡
集

」し
た
の
は
そ
の
意
図
の
具
体
化
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
蝦

夷
が
F
で
比
羅
夫
の
船
に
乗
せ
ら
れ
た
「陸
奥
蝦
実

」に
相
当
す
る
と
み
て
、
A
↓
B
↓
D
↓
F
の
「ス
ト
ー
リ
I
性

」を
検
出
し
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る

。
B
に
お
け
る
旗
'
鼓
の
賜
与
や
D
に
お
け
る
蝦
夷
の
「簡
集

」を
兵
力
動
員
に
直
結
さ
せ
て
よ
い
か
、
な
ぉ
検
討
の
余
地
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
が

、
A
・
B
・
D
・
F
を
継
起
的
に
関
連
づ
け
て
解
釈
し
た
視
角
は
継
承
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

。

佐
藤
氏
は
右
の
「ス
ト
ー
リ
ー
性

」の
検
出
に
あ
た
っ
て
、
「書
紀

」の
編
者
の
述
作
の
間
題
を
取
り
上
げ
る

。
氏
は
ま
ず
、
A
・
D
・
F
の

書
出
し
部
分
を
、
「記
録
の
体
を
し
て
い
る

」と
す
る
坂
本
説
に
依
拠
し
て
「書
紀

」の
編
者
の
述
作
と
み
な
し
、つ
ぎ
に
や
は
り
r
記
録
の
体
を

し
て
い
る

」こ
と
を
も
っ
て
、
史
料
D
末
尾
の
道
奥
と
越
の
国
司
以
下
の
授
位
の
記
録
を
も
「書
紀

」の
編
者
の
述
作
と
考
え
、
さ
ら
に
は
A

．

D
に
共
通
す
る

「而
帰

」も
編
者
の
文
飾
と
し
て
削
除
す
る

。
か
く
て
佐
藤
氏
は
A
・
D
・
F
の
書
出
し
部
分
と
D
の
r
而
帰

」以
下
を
r
書
紀

」

編
者
の
述
作
と
し
て
削
除
し
た
う
え
で
、
D
・
F
は
本
来
一
つ
づ
き
の
、
同

一
事
件
の
前
後
記
事
で
あ
っ
た
の
を
、r
書
紀

」が
五
年
と
六
年



の
二
回
に
分
け
て
記
し
た
と
解
す
る
の
で
あ
る

。
こ
の
よ
う
に
氏
は
「書
紀

」の
編
者
の
関
与
を
比
較
的
ひ
ろ
い
範
囲
に
認
め
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
が
、
ま
ず
も
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
か
か
る
見
解
は
「書
紀

」の
編
者
は
原
史
料
に
大
き
な
修
正
を
施
こ
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と

す
る
坂
本
説
に
明
ら
か
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
で
あ
る

。編
者
が
原
史
料
に
種
々
の
手
を
加
え
て
体
裁
を
と
と
の
え
た
の
で
あ
れ
ば
、

何
故
に
編
者
は
A
・
D
・
F
で
は
阿
倍
臣
を
開
名
の
ま
ま
に
と
ど
め
て
ぉ
く
と
い
う
よ
う
な
不
徹
底
な
こ
と
を
あ
え
て
し
た
の
か

。
こ
の
点

に
ど
う
し
て
も
疑
問
が
残
り
、
的
確
な
説
明
が
是
非
と
も
ほ
し
ぃ
と
こ
ろ
で
あ
る

。
ま
た
、
個
別
的
に
検
討
し
て
み
て
も
氏
の
見
解
に
は
い

く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
私
と
し
て
は
従
い
が
た
い

。
A
・
D
・
F
の
書
出
し
部
分
が
同
じ
形
式
で
あ
る
こ
と
は
従
来
か
ら
注
意

さ
れ
て
お
り
、
既
述
の
ご
と
く
瀧
川
氏
も
こ
の
部
分
は
「書
紀

」の
編
者
の
文
章
と
み
て
い
る

。
こ
の
書
出
し
都
分
の
記
載
と
記
事
の
内
容
の

間
に
齟
齬
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
佐
藤
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
原
史
料
の
提
出
者
の
述
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

起
こ
り
え
な
い
と
は
い
い
が
た
い
と
思
わ
れ
る

。
ま
た
A
・
D
・
F
か
ら
書
出
し
部
分
を
す
べ
て
取
り
除
い
て
し
ま
う
と
、
む
し
ろ
記
事
と

し
て
の
体
を
な
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
、
書
出
し
の
総
括
的
記
載
は
原
史
料
に
す
で
に
存
在
し

た
と
み
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る

。
あ
る
い
は
、
原
史
料
に
付
せ
ら
れ
て
い
た
総
括
的
記
載
に

「書
紀

」が
修
正
ほ
ど
こ
し
て
文
章
を
と

と
の
え
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う

。
ま
た
D
の
末
尾
の
部
分
を
「書
紀

」の
編
者
の
述
作
と
み
る
こ
と
は
一
層
む
ず
か
し
く
、
私
に
は
そ
の

可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

。
た
し
か
に
こ
の
部
分
は
記
録
体
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
記
録
体
で
あ
る
こ
と
が
造
作
か
否
か

の
判
定
の
決
め
手
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
氏
自
身
が
B
を
編
者
の
造
作
と
み
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

。
既
述
の
ご
と
く
、
坂

本
氏
が
阿
倍
氏
の
家
記
に
由
来
す
る
と
し
た
史
料
に
は
他
に
も
記
録
的
部
分
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
を
も
記
録
体
の
故
を
も
っ
て

一
律
に

「書
紀
』
の
編
者
の
述
作
と
み
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う

。
ま
た
、
書
出
し
部
分
は
記
事
の
総
論
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
の
ち
に
手

阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

十
七
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の
加
わ
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
が
、
D
の
末
尾
の
部
分
を
こ
れ
と
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る

。
こ
の
部
分
が
造
作

だ
と
す
る
と
、
A
や
D
の
記
事
に
は
比
羅
夫
の
遠
征
に
道
奥
の
国
司
以
下
が
関
与
し
た
ご
と
き
記
述
が
ま
っ
た
く
な
ぃ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
と
さ
ら
に
唐
突
な
記
述
を
付
加
し
た
こ
と
に
な
り
、
き
わ
め
て
不
自
然
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
は
原
史
料
に

す
で
に
存
在
し
た
の
を
そ
の
ま
ま
採
録
し
た
と
み
る
方
が
は
る
か
に
合
理
的
で
あ
る

。
「而
帰

」も
征
討
軍
の
帰
還
を
記
す
の
に
必
要
な
辞
句

で
あ
る
か
ら

、
原
史
料
に
存
在
し
た
と
し
て
何
ら
さ
し
っ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る

。

以
上
に
検
討
し
た
ご
と
く

、
佐
藤
氏
が

「書
紀

」の
編
者
の
関
与
を
比
較
的
広
汎
に
わ
た
っ
て
想
定
す
る
こ
と
に
は
種
々
の
点
で
疑
問
が
あ

り
、
私
と
し
て
は
、
坂
本
説
の
方
が
無
理
が
少
な
く
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る

。
な
ぉ
、
佐
藤
氏
が
D
と
F
を
同
一
事
件
の
前
後
記
事
と
み

る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
氏
は
そ
の
年
紀
は
D
の
斉
明
五
年
を
正
し
い
と
し
、
さ
ら
に
C
・
E
・
G
の
三
条
も
五
年
の
こ
と
と
み
な
す

。
こ

う
し
て
佐
藤
氏
は
、
粛
慎
と
の
戦
闘
を
斉
明
五
年
の
こ
と
と
す
る
独
自
の
説
を
提
唱
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
さ
き
に
井
上
氏
が
C
を
斉
明
六

年
の
こ
と
と
考
定
し
た
根
拠
と
全
く
同
じ
で
あ
る

。
同

一
の
史
料
を
根
拠
と
し
な
が
ら
両
氏
の
考
定
し
た
年
次
に
は

一
年
の
ズ
レ
が
あ
る
わ

け
で
あ
る

。
佐
藤
氏
は
井
上
説
に
は
関
説
し
て
い
な
い
が
、
「書
紀

」の
高
麗
使
人
の
来
朝
記
事
か
ら

、
高
麗
画
師
子
麻
呂
の
話
が
斉
明
六
年

の
五
月
か
ら
七
月
ま
で
の
間
の
こ
と
と
み
る
点
は
両
氏
と
も

一
致
し
て
い
る

。
佐
藤
氏
は
比
羅
夫
の
一
行
が
六
年
三
月
に
出
発
し
た
と
す
る

と
、
右
の
期
間
中
に
帰
還
す
る
の
は
無
理
だ
と
し
て
、
前
年
に
粛
慎
と
接
触
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
G
に
は
六
年
五
月
の
こ
と
と
し

て
比
羅
夫
が
帰
還
し
て
粛
慎
人
を
基
応
し
た
こ
と
が
明
記
し
て
あ
る

。
氏
は
何
故
に
こ
の
記
事
に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
七
月
ま
で
の
帰
還
は

無
理
だ
と
し
て
五
年
説
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
か

。
G
の
年
紀
を
否
定
す
る
に
十
分
な
根
拠
が
な
い
か
ぎ
り
、
比
羅
夫
の
帰
還
は
六
年
五
月
と

考
え
て
さ
し
っ
か
え
な
い
は
ず
で
あ
り
、
高
麗
使
人
の
滞
在
期
間
に
ち
ょ
う
ど
合
致
す
る
の
で
あ
る

。
よ
っ
て
粛
慎
と
の
戦
関
を
五
年
と
す



る
佐
藤
説
は
成
立
し
が
た
く
、
坂
本
・
井
上
氏
ら
の
ご
と
く
六
年
と
み
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る

。

最
後
に

、
い
ま
だ
報
告
要
旨
し
か
発
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
若
月
義
小
氏
の
論
考
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
（
-

）

。氏
は
「「書
紀

」の
叙
述

を
是
認
す
る
と
七
世
紀
中
薬
以
後
半
世
紀
余
の
中
断
を
経
た
八
世
紀
初
葉
に
至
つ
て
概
・
棚
一尸
の
設
置
を
伴
う
越
方
面
の
征
夷
が
再
開
さ
れ
、

出
羽
国
の
設
置
を
み
た
こ
と
に
な
る
。し
か
し
、こ
の
半
世
紀
余
り
の
征
夷
の
中
断
は
史
的
過
程
と
し
て
は
不
自
然
な
感
が
あ
ろ
う

。」（傍
点

l
原
文
）と
し
て
、r
大
化
改
新
虚
構
論

」の
観
点
か
ら
、
「七
世
紀
中
葉
以
降
の
征
夷
関
係
史
料
が
「斉
明
紀

」及
び
「孝
徳
紀

」に
配
置
さ
れ
た

と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
ま
い
か

」と
し
て
斉
明
朝
の
北
征
記
事
の
検
討
を
ぉ
こ
な
う

。
氏
は
C
'
E
'G
は
斉
明
六
年
の
事
実
と

し
て
認
め
る
が
、
A
・
B
・
D
・
F
は
そ
れ
と
全
く
別
個
の
事
件
で
、
斉
明
朝
の
史
実
と
は
考
え
が
た
い
と
す
る

。
天
武
紀
十

一
年
の
越
の

蝦
実
の
″建
郡
〟

よ
り
も
二
十
数
年
前
に

、
越
以
北
の
渡
嶋
・
津
軽
に
お
い
て
蝦
夷
の
〟
建
郡
″

が
実
現
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
を
疑
問
視
し
、

さ
ら
に
r
r
書
紀

」以
外
の
信
憑
性
の
高
い
史
料
に
は
、
斉
明
朝
に
お
け
る
渡
鳴
・
津
軽
の
征
夷
・
最
実
の
″建
郡
〟

の
徴
証
は
認
め
ら
れ
な
い

」

と
し
て
、
斉
明
紀
の
″
建
郡〟
の
実
年
代
を
天
武
十

一
～
持
統
十
年
に
引
き
下
げ
て
考
え
よ
う
と
す
る

。
し
た
が
っ
て
、
氏
に
お
い
て
は
A
'

D
・
F
の
阿
倍
臣
は
比
羅
夫
と
は
別
人
で
、
斉
明
紀
の
編
者
に
よ
っ
て
名
前
を
削
除
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る

。

若
月
説
で
第

一
に
疑
間
に
思
う
の
は

「半
世
紀
余
り
の
征
夷
の
中
断
は
史
的
過
程
と
し
て
は
不
自
然

」と
し
て
い
る
よ
う
に

、
斉
明
紀
の
阿

倍
臣
の
北
征
を
八
世
紀
初
頭
の
「概
・
概
一尸
の
設
置
を
伴
う
越
方
面
の
征
夷

」の
先
駆
と
み
て
い
る
点
で
あ
る

。し
か
し
両
者
は
か
な
り
異
な
っ

た
性
格
・
日
的
を
も
つ
軍
事
行
動
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う

。
阿
倍
臣
の
北
航
に
つ
い
て

（2l
）
、

（22
）
、

「武
装
し
た
交
易
隊

」
「地
理
的
探
検

」
「水
軍
の
航

海
訓
能一など
、
さ
ま
ざ
ま
な
日
的
が
考
え
ら
れ
て
き
た
の
も
、
こ
の
行
動
が
八
世
紀
段
階
の
〟
征
夷
〟

と
明
ら
か
に
異
質
な
も
の
を
も
っ
て

い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
る

。
私
は
、
別
稿
で
論
ず
る
よ
う
に
比
羅
夫
の
北
征
は
、
城
概
の
設
置
'
棚
戸
の
移
配
を
と
も
な
い

、
地

阿
信
比
題
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

十
九
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二
〇

域
支
配
の
確
立
を
日
ざ
し
た
八
世
紀
段
階
の
″
征
夷〟
ど
は
異
な
っ
た
支
配
方
式
の
う
え
に
立
つ
た
軍
事
行
動
で
、
各
地
の
環
実
集
団
と
の
間

に
貢
納
関
係
を
基
軸
と
し
た
支
配
・
隷
属
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
を
日
的
に
し
た
も
の
と
考
え
る

。
こ
の
よ
う
な

一
隊
は
し
ば
し
ば
一見
国
使

と
い
う
名
で
呼
ば
れ
、
貫
納
制
支
配
の
維
持
・
拡
大
を
意
図
し
て
七
世
紀
後
半
に
陸
奥
や
南
九
州
・
南
嶋
な
ど
に
派
適
さ
れ
た

。
「常
陸
国
風

土
記
J

香
島
郡
条
に
は
天
智
朝
に
一見
国
使
が
陸
奥
国
に
派
遺
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
記
述
が
あ
る

。か
く
考
え
る
と
、
比
羅
夫
の
北
征
は
八

世
紀
段
階
の
″征
夷
〟
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前
の
蝦
夷
政
策
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
事
例
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う

。

若
月
説
に
対
す
る
第
二
の
疑
問
は
「「書
紀

」以
外
の
信
憑
性
の
高
い
史
料
に
は
、
斉
明
朝
に
お
け
る
渡
島
・
津
軽
の
征
夷
・
蝦
夷
の〟
建
郡
〟

の
徴
証
は
認
め
ら
れ
な
い

」と
し
て
A
・
B
・
D
・
F
を
斉
明
朝
で
は
な
く
、
天
武
～
持
統
朝
の
事
実
と
み
る
点
で
あ
る

。
「通
典

」な
ど
の
中

国
史
料
の
蝦
実
に
関
す
る
き
わ
め
て
簡
略
な
記
述
に
徴
証
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、「書
紀

」の
記
載
を
否
定
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か

。斉
明
五

年
七
月
戊
實
条
（d
）所
引
の
伊
吉
連
博
徳
書
に
は
、唐
の
天
子
の
「環
夷
幾
種

」と
い
う
質
間
に
日
本
の
使
者
が

「類
f
三
種
一。違
者
4p
加
-
、

次
者
名

毛
夷

:

近
者
名
一
fm
蝦
夷

一
。」と
答
え
た
と
い
う

一
節
が
あ
る
が
、
こ
の
記
述
は
、
博
徳
書
の
史
料
的
価
値
と
相
俟
つ
て
軽
視
し
が
た

い
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

。
熟
・一魔
両
種
の
蝦
夷
の
ほ
か
に
都
加
留
と
い
う

一
種
を
特
に
設
け
た
の
は
、
津
田
氏
も
述
べ
て
い
う

よ
う
に

「都
加
留
が

一
種
特
殊
の
蝦
実
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら

」と
考
え
ら
れ
る

。
す
な
わ
ち
、
博
徳
書
の
記
述
が
否
定
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

津
軽
最
夷
は
斉
明
五
年
以
前
に
中
央
政
府
と
接
触
が
あ
り
、

．
そ
れ
が
大
和
の
人
々
に
最
も
違
方
に
住
む
、
有
力
な
蝦
夷
集
団
と
考
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る

。
ま
た
斉
明
元
年
七
月
己
卯
条
（a
）に
は
北
と
束
の
蝦
実
の
来
朝
記
事
が
あ
り
、

，m養
蝦
夷
と
と
も
に
津
刈
環
夷
が
冠
位

を
授
け
ら
れ
て
い
る

。
こ
の
記
事
に
は
百
済
調
使
も
見
え
て
い
る
の
で
、
天
智
朝
以
降
に
時
期
を
さ
げ
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

。



こ
の
よ
う
に
し
て
右
の
二
つ
の
史
料
だ
け
か
ら
も
、
斉
明
朝
に
津
軽
蝦
夷
が
す
で
に
中
央
政
府
と

一
定
の
政
治
関
係
を
有
す
る
有
力
な
蝦
夷

集
団
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

。
ま
た
、
A
・
D
に
み
え
る

″郡〟

は
D
に

「蓋
蝦
夷
郡
乎

」と
い
う
注
が

施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

、
五
十
戸

一
里
制
を
基
礎
と
し
た
律
令
制
的
な
郡
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
、
服
属
し
た
蝦
夷
集
団
を
そ
の
首
長
層
を

通
じ
て
コ
ホ
リ
と
い
う
名
の
も
と
に
把
握
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る

。
か
く
考
え
て
大
過
な
い
と
す
る
と
、
若
月
氏
が
A
'
B
'
D
'

F
の
記
事
の
実
年
代
を
天
武
・
持
統
朝
に
ま
で
さ
げ
よ
う
と
す
る
根
拠
は
ど
れ
も
十
分
な
も
の
と
は
い
い
が
た
く
、
む
し
ろ

「書
紀

」の
紀
年

;

（前
注
）o

の
ご
と
く
斉
明
朝
の
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
積
極
的
な
根
拠
力
存
す
る
の
で
あ
る

お

わ

り

に

以
上
、
長
々
と
研
究
史
の
検
討
を
行
な
っ
て
き
た
が

、
結
論
的
に
い
っ
て
、
阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
記
事
に
つ
い
て
の
文
献
学
的
研
究
は
、

現
在
に
お
い
て
も
坂
本
太
郎
氏
の
も
の
が
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
て
お
り
、
継
承
す
べ
き
成
果
で
あ
る
と
考
え
る

。
た
だ
、
氏
の
研
究
に
も
、
本

文
中
に
指
摘
し
た
よ
う
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
問
題
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

。
こ
の
点
も
含
め
て
比
羅
夫
の
北
征
記
事
に
関
す
る
私
見
を
述

1

:u
）

べ
る
べ
き
で
あ
る
が

、
す
で
に
紙
数
も
盡
き
た
の
で
、
す
べ
て
別
稿
で
果
す
こ
と
に
し
た
い

。（一
九
八
五
年
四
月
稿
）

【付

記
】
本
稿
は
昭
和
五
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
に
よ
る
総
合
研
究
A
「北
方
日
本
海
文
化
の
形
成

」（代
表
者

信
雄
教
授
）の
分
担
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る

。

伊
東

阿
倍
比
題
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討



阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討

注

．

（
1
）丸
山
二
郎
「斉
明
紀
に
於
け
る
阿
倍
臣
の
北
進
に
就
い

て

」（
「史
学
雑
誌

」三
八
1
一
一
、
一
九
二
七
、
後
に

「日
本
の
古
典
籍
と
古
代
史
」に
収

録
）
。

（2
）村
尾
次
郎
「渡
島
と
日
高
見
国

」（
「芸
林
」五
-
三
、

一
九
五
四
、
後
に

「律
令
財
政
史
の
研
究
」に
収
録
）
。以
下
、
村
尾
氏
の
説
と
す
る
の
は
す
べ

て
本
論
文
の
も
の
で
あ
る

。

（
3
）津
田
左
右
吉

「粛
慎
考

」（
「日
本
上
代
史
研
究
」、
一
九
三
〇
、
後
に

「日
本
古
典
の
研
究
」下
巻
に
収
録
）
。以
下
、
津
田
氏
の
説
と
す
る
の
は
す
べ

て
本
論
文
の
も
の
で
あ
る

。

（
4
）瀧
川
政
次
郎

「斉
明
朝
に
お
け
る
束
北
経
略

」（
地
方
史
研
究
所
編
「余
市
」、
一
九
五
三
）
。

（
5
）
田
名
網
宏
「阿
部
比
羅
夫
の
渡
島
遠
征
に
っ
い
て
」（
「日
本
歴
史
」六
六
、
一
九
五
三
）
。

（
6
）
村
尾
氏
、
前
掲
注
（
2
）論
文
。

（
7
）坂
本
太
郎
「日
本
書
紀
と
蝦
夷

」（
古
代
史
談
話
会
編
「鍛
夷
」、
一
九
五
六
、
後
に

「日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
」上
巻
に
収
録
）
。以
下
、
坂
本
氏

の
説
と
す
る
の
は
す
べ
て
本
論
文
の
も
の
で
あ
る

。

（8
）佐
藤
和
彦
「斉
明
朝
の
北
方
速
征
記
事
に

つ
い
て

」（
「歴
史
」五
七
、
一
九
八

一
）
。以
下
、
佐
藤
氏
の
説
と
す
る
の
は
す

べ
て
本
論
文
の
も
の
で
あ

る

。

（9
）丸
山
氏
、
前
掲
注
（l
）論
文

。

（10
）新
野
直
吉
氏
も
こ
の
部
分
は
「決
し
て
同
事
重
複
記
一一収
と
い
え
な
い
独
自
性
を
持
つ
て
い
る

」（同
氏
「古
代
東
北
の
開
拓

」、一
九
六
九
、
七
四
頁
）



と
述
べ
て
い
る

。

（ll
）
日
本
古
典
文
学
大
系
r
日
本
書
記

」下
（一
九
六
五
）の
補
注
も
、
討
伐
が
三
度
か
二
度
か
は
ま
だ
決
め
手
が
な
い
と
す
る
（同
書
、
五
七
七
頁
）
。

（l2
）高
橋
富
雄
「蝦
夷

」（一
九
六
三
）七
四
頁

。

（13
）新
野
氏
、
前
掲
注
（l0
）書
、
六
九
頁
。

（l4
）杉
山
荘
平
「阿
倍
臣
比
羅
夫
粛

使
征
討
考

」（「海
事
史
研
究
」八
、
一
九
六
七
）
。

（l5
）井
上
光
貞
「飛
鳥
の
朝
廷

」（日
本
の
歴
史
3
、
一
九
七
四
）三
六
四
頁

。

（16
）両
記
事
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
ふ
る
く
丸
山
氏
に
指
摘
が
あ
り
（前
掲
注
（l
）論
文
）
、
杉
山
氏
も
同
様
の
見
方
を
示
し
て
い
る
（前
掲
注
（l4
）

論
文
）
。

（l7
）「番
紀

」斉
明
六
年
正
月
壬
寅
朔
条
、
同
五
月
戊
申
条
、
同
七
月
乙
卯
条
参
照

。

（l8
）佐
藤
氏
、
前
掲
注
（8
）論
文

。

（l9
）A
で
「B
田
・
浮
代
一'一郡
蝦
夷
、
望
怖
乞
降

。」と
は
じ
め
に
書
き
な
が
ら
、
後
文
に

「解
田
蝦
実

」と
あ
り
、
さ
ら
に
浮
代
の
″郡
領
〟

の
任
命
記

事
が
あ
る
こ
と
な
ど
は
そ
の
一例
で
あ
る
。

（20
）若
月
義
小
「律
令
国
家
形
成
期
の
東
北
経
営

」（
「日
本
史
研
究

」一
=
ハ
三

部
会
ニ
ュ
ー
ス
、
一
九
八
四
）
。

（2l
）村
尾
氏
、
前
掲
注
（2
）論
文
。

（22
）室
賀
信
夫
「阿
倍
比
羅
夫
北
征
考

」（「史
林

」三
九
1
五
、
一
九
五
六
、
後
に

「古
地
図
抄

」に
収
録
）
。

（23
）新
野
直
吉

「古
代
東
北
史
の
人
々
」（一
九
七
八
）三
〇
頁

阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
の
研
究
史
的
検
討
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（24
）拙
稿

「阿
倍
比
題
夫
北
征
記
事
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

」（高
橋
富
雄
編

「東
北
古
代
史
の
新
研
究
」掲
載
予
定
）参
照

。

二
四

（補
注
）再
校
に
際
し
て
若
月
義
小
「律
令
国
家
形
成
期
の
東
北
経
営

」（「日
本
史
研
究
」二
七
六
）が
発
表
さ
れ
た

。
右
に
検
討
し
た
論
旨
が
さ
ら
に
具

体
的
か
つ
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
て
、小
稿
で
の
検
討
に
も
補
訂
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、基
本
的
な
点
で
は
変
更
の
必
要
は
な
い
と
考
え

る

。
な
ぉ
、
若
月
氏
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
注
（24
）所
掲
の
拙
稿
で
不
十
分
な
が
ら
言
及
し
て
い
る
の
で
合
わ
せ
て
参
照
い
た
だ
き
た
い

。




