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六
朝
史
研
究
の
課
題

|
|
川
勝
義
雄
著

『
六
朝
貴
族
制
祉
舎
の
研
究
』
を
め
ぐ
っ
て
|
|

渡

過

信

郎

I 

戦
後
の
中
園
史
研
究
は
新
し
い
段
階
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
言
い
ふ
る

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
一
世
を
風
廃
し
た
祉
曾
経
済
史
研
究
は
六

0
年
代
以

降
や
や
下
向
気
味
に
あ
り
、
研
究
の
個
別
分
散
化
は
著
し
く
進
み
、
混
迷
朕
態

が
繍
い
て
き
た
。
こ
う
し
た
混
迷
の
中
で
一
つ
の
匿
切
を
つ
け
る
動
き
が
出
て

き
た
の
で
あ
る
。
東
西
か
ら
期
せ
ず
し
て
裂
刊
さ
れ
た
『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入

門
』
〈
既
刊
一

l
三
谷
同
朋
舎
一
九
八
三
年

γ
『
中
園
史
研
究
入
門
』
(上
・

下
山
川
出
版
社
一
九
八
三
年
)
が
そ
の
第
一
の
例
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
戦
後
の
中
園
史
研
究
を
概
括
し
、
新
し
い
研
究
の

手
び
き
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
概
括
の
動
き
は
、
戦

後
の
研
究
が
一
つ
の
段
階
を
終
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
か
わ
る
新
し
い
段
階
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
、
残
念
な
が
ら

二
つ
の
企
董
と
も
充
分
な
示
唆
を
輿
え
て
は
く
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
個
別
分
散

化
を
如
寅
に
反
映
し
て
研
究
の
概
括
は
断
代
史
的
・
個
別
分
野
的
に
な
さ
れ
て

お
り
、
中
園
史
の
全
僅
像
を
と
ら
え
る
視
座
を
飲
い
て
い
る
か
の
如
く
で
あ

る
。
中
園
史
研
究
は
今
い
か
な
る
段
階
に
あ
り
、
い
か
に
し
て
新
し
い
段
階
を

迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
わ
れ
の
新
し
い
研
究
を
啓
援
す
る
視

座
は
な
お
混
迷
の
う
ち
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
率
直
な
感
慨
で
あ
る
。

第
二
の
例
は
、
大
朝
史
に
即
し
て
言
え
ば
、
戦
後
の
言
わ
ば
第
二
段
階
を
主

導
し
て
き
た
川
勝
義
雄
氏
と
越
智
重
明
氏
と
が
こ
れ
も
期
せ
ず
し
て
論
著
を
あ

ハ
l
v

い
つ
ぎ
公
刊
し
た
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
数
十
年
来
に
わ
た
っ
て
も
の
さ
れ
て

き
た
著
者
の
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
著
者
の
言
葉
を
か
り
れ

ば
年
来
の
研
究
を
ふ
ま
え
た
H

概
説
風
H

の
書
き
お
ろ
し
で
あ
る
。
六
朝
史
研

究
が
一
つ
の
概
括
の
時
期
に
き
た
こ
と
を
そ
れ
ら
は
明
示
し
て
い
る
。

新
し
い

段
階
が
古
い
も
の
の
批
剣
的
縫
承
を
遁
じ
て
よ
り
ほ
か
達
成
し
え
な
い
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
雨
者
の
研
究
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
か

は
、
若
い
世
代
に
と
っ

て
は
さ
け
て
通
れ
な
い
手
績
の
一
つ
と
な
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
と
り
わ
け
、
川
勝
氏
の
著
書
は
、
封
建
制
と
い
う
中
園
前
近
代
の

祉
舎
構
成
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
範
酵
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
て
お
り
、
そ

の
検
討
は
今
後
の
研
究
動
向
を
探
る
有
力
な
手
掛
り
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

以

下
、
主
に
川
勝
氏
の
論
著
を
と
り
あ
げ
て
論
評
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
中
園
史

研
究
の
新
し
い
段
階
が
い
か
な
る
も
の
と
な
り
う
る
の
か
、

た
ど
た
ど
し
い
摸

索
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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E 

川
勝
氏
の
論
著
を
直
接
論
-
評
す
る
前
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
川
勝
氏
の
研
究

が
こ
れ
ま
で
の
中
園
史
研
究
、
と
り
わ
け
そ
の
背
骨
を
な
す
京
都
の
中
園
史
研

究
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
と
性
格
と
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
、

筆
者
な
り
に

概
観
し
て
お
き
た
い
。

中
園
史
研
究
の
分
野
で
近
代
的
歴
史
皐
が
成
立
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
今
世

紀
初
頭
、
内
藤
湖
南
が
上
古
・
中
古
・
近
世
の
三
匿
分
法
に
よ

っ
て
中
園

・

北
・
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
展
開
の
あ
と
を
全
鐙
像
と
し
て
提
起
し
た
こ
と
に
あ

(
2〉

る
と
言
っ
て
よ
い
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
王
朝
興
亡
・
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断
代
史
観
か
ら
の
脱
却
で
あ
り
、
漢
拳
の
一
分
校
か
ら
の
中
園
史
皐
の
最
移
的

な
自
立
の
宣
言
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
、

封
外
的
に
は
日
清
・
日
露
戦
争

後
、
日
本
が
近
代
帯
園
主
義
圏
家
と
し
て
本
格
的
に
ア
ジ
ア
へ
の
り
出
し
た
時

期
で
あ
り
、
圏
内
的
に
も
そ
れ
に
削割腹
す
る
形
で
祉
舎
主
義
的
潮
流
や
H

大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
H

が
風
騰
し
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
ま

た
、
湖
南
が
蛍
面
し
た
現
代
中
園
た
る
清
末
民
園
初
期
の
枇
曾
を
、
そ
こ
に
至

る
ま
で
の
全
世
史
像
と
し
て
近
代
日
本
人
の
立
場
か
ら
認
識
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
内
藤
史
皐
の
成
立
は
、
中

園
史
の
分
野
に
お
け
る
い
わ
ば
H

市
民
的
歴
史
皐
u

の
成
立
を
意
味
し
て
い

ハ
3
〉

た
。
京
都
を
は
じ
め
関
西
の
中
園
史
研
究
は
、
考
謹
を
主
と
す
る
所
謂
「
賃
設

主
義
」
的
歴
史
皐
の
潮
流
と
湖
南
に
代
表
さ
れ
る
H

市
民
的
歴
史
皐
H

の
潮
流

と
の
こ
潮
流
を
含
む
そ
の
混
合
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
う
し
た
H

市
民
的
歴
史
皐
u

の
潮
流
は
、
日
本
の
敗
戦
・
中
闘
革
命
の
達

成
を
契
機
に
新
し
い
段
階
を
迎
え
る
。
そ
の
拳
間
的
契
機
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
と
い
う
、
そ
う
言
っ

て
よ
け
れ
ば
特
殊
な
マ
ル
ク

ス
主
義
理
解
を
理
論
的
基
礎
と
す
る
諸
研
究
の
登
場
で
あ
る
。
様
ざ
ま
な
弱
慰

を
も
っ
と
は
言
え
、
そ
れ
ら
が
停
滞
性
論
批
剣
を
基
軸
と
し
て
戦
後
の
研
究
に

斬
新
な
問
題
提
起
と
視
座
と
を
輿
え
、

新
し
い
研
究
を
導
い
た
こ
と
は
否
定
し

え
な
い
事
貨
で
あ
る
。
N

基
本
法
則
波
H

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
戦
後
の
-新
し
い
動

向
に
封
じ
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
拳
問
形
成
期
に
三
0
年
代
の
マ

ル
ク
ス
主
義
の

一
端
に
ふ
れ
て
い
た
と
思
し
い
関
西
の
H

市
民
的
歴
史
拳
H

の
潮
流
に
も
新
し

い
動
き
が
顕
在
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
H

基
本
法
則
波
H

が
社
曾
経
済
史
的
研

究
に
よ
っ
て
奴
隷
制
や
幾
奴
制
の
検
出
に
つ
と
め
た
こ
と
の
劉
懸
と
し
て
、

H

市
民
的
歴
史
皐
H

の
中
に
も
祉
曾
経
済
史
の
研
究
が
一

一層
大
き
な
比
重
を
占

め
る
よ
う
に
な
る
。
宮
崎
市
定
氏
の
「
中
園
史
上
の
荘
園
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研

究
』
第
四
東
洋
史
研
究
禽
一
九
六
七
年
〉
や
宇
都
宮
清
士
口
氏
の
「
憧
約
研

究
」
(
『
漢
代
社
舎
経
済
史
研
究
』
弘
文
堂

一
九
五
五
年
)
は
そ
の
代
表
例

で
あ
り
、

貴
族
制
論
に
卸
し
て
言
え
ば
、

貴
族
の
社
曾
的
基
盤
の
究
明
が
大
土

地
所
有
や
妊
閣
制
の
研
究
と
不
可
分
に
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

更
に

重
要
な
の
は
、
時
代
医
分
が
雨
氏
に
よ

っ
て
一
一
層
具
睦
旭
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
宮
崎
氏
の
所
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
園
古
代
・
中
世
・
近
世

祉
禽
が
、
古
代
に
お
い
て
は
古
典
古
代
の
都
市
圏
家
、
中
世
に
お
い
て
は
西
欧

の
妊
園
経
済
、
近
世
に
お
い
て
は
ル
ネ
サ
ン
ス
な
ど
と
の
針
比
に
表
わ
れ
る
と

お
り
、
中
東
世
界
を
ふ
く
め
つ
つ
も
、
西
洋
史
と
の
直
接
的
樹
比
を
通
じ
て、

世
界
史
と
の
普
遍
性

・
同
一
性
を
中
園
史
の
褒
展
に
認
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が

き
わ
め
て
顕
著
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、

「
世
界
史
の
基
本
法
則
」

が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
西
洋
基
準
史
観
に
つ
な
が
る
側
面
を
否
定
し
え
な
い
が
、
中
関
史

を
東
ア
ジ
ア
世
界
の
中
で
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
湖
南
の
立
場
を
こ
え
て
、
そ

れ
を
世
界
史
的
普
遍
性
に
ま
で
機
大
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
ず
る
意
闘
が
見
ら

れ
る
。
戦
後
の
関
西
に
お
け
る
H

市
民
的
歴
史
筆
u

の
潮
流
は
、
こ
う
し
て
宮

崎
・
宇
都
宮
氏
ら
を
主
導
者
と
し
て
、

H
基
本
法
則
波
H

と
と
も
に
近
代
的
中

園
史
研
究
の
第
二
段
階
|
戦
後
の
第
一

段
階
を
構
成
し
た
と
言
え
る
。

第
三
段
階
す
な
わ
ち
戦
後
の
第
二
段
階
は
、
六

O
年
代
以
降
、

研
究
の
個
別

分
散
化
が
著
し
く
増
大
す
る
と
と
も
に
、

一
方
で
基
本
法
則
的
歴
史
理
解
の
中

か
ら
も
「
世
界
史
像
の
再
構
成
」
が
提
唱
さ
れ
、
明
治
以
来
の
近
代
日
本
に
特

有
の
歴
史
意
識
||
ヨ
l

ロ
ッ
バ
基
準

・
普
遍
、
ア
ジ
ア
蔑
視
ー
ー
が
深
刻
に

反
省
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
欣
況
の
中
で
あ
ら
わ
れ
る
り

こ
う
し
た
動
向
の
出
現

は
、
五

0
年
代
後
牢
か
ら
六

0
年
代
前
半
に
か
け
て
の
現
貨
の
世
界
の
動
向
と

深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
皐
関
内
的
に
限
っ
て
見
て
も
、
個
別
賞
震

の
伸
展
に
よ
っ
て
西
駄
を
基
準
と
す
る
車
系
震
展
段
階
裁
が
中
園
史
の
現
寅
に

-175ー
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は
直
接
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
が
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
と
無

関
係
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
戦
後
歴
史
皐
の
動
向
と
も
卒
行
す
る
形
で
、
戦
後

第
一
段
階
の

H

基
本
法
則
波
H

的
中
園
史
研
究
の
一
部
に
な
お
見
ら
れ
た
一
種

(
7〉

の
硬
直
化
に
針
し
て
新
し
い
潮
流
を
形
成
し
た
の
が
谷
川
道
雄
氏
で
あ
り
、

川

勝
氏
で
あ
っ
た
と
思
う
。
雨
氏
の
研
究
は
、
第
二
段
階
の

H

市
民
的
歴
史
風
ア

の
そ
れ
と
は
、
そ
の
基
盤
を
同
じ
く
し
な
が
ら
も
か
な
り
重
要
な
嬰
化
を
見
せ

は
じ
め
る
。
そ
の
第
一
は
、
世
界
史
的
視
野
を
保
ち
つ
つ
も
、
む
し
ろ
中
圏
中

世
祉
舎
の
溺
自
性
に
注
目
す
る
方
向
で
あ
る
。
第
二
は
、
貴
族
制
の
基
礎
を
第

二
段
階
で
は
大
土
地
所
有
に
認
め
た
の
に
針
し
、
大
土
地
所
有
H
経
済
史
研
究

と
は
一
膝
き
り
は
な
し
、
政
治
過
程
の
濁
自
の
運
動

・
展
開
の
中
で
そ
れ
を
と

ら
え
よ
う
と
す
る
貼
で
あ
る
。
そ
う
し
た
結
果
、
第
三
に
谷
川
氏
の
場
合
に
よ

り
鮮
明
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
圏
中
世
祉
舎
は
共
同
健
的
関
係
を
基
礎
と

す
る
濁
自
の
世
界
史
的
普
遍
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
至
る
。
西

洋
的
普
遍
は
、

一
一
縛
し
て
中
図
的
普
遍
性
に
射
す
る
特
殊
な
地
位
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

現
今
の
中
園
史
研
究
は
、
個
別
的
貧
詮
・

考
詮
に
皐
問
的
使
命
を
見
出
そ
う

と
す
る
「
寅
護
主
義
」
的
潮
流
は
さ
し
あ
た
り
別
に
し
て
、
関
西
に
お
け
る
こ

つ
の
段
階
の

H

市
民
的
歴
史
息
d

の
潮
流
の
併
存

・
相
互
浸
透
と
六

0
年
代
以

降
次
第
に
挺
容
を
と
げ
つ
つ
あ
る
H

基
本
法
則
波
H

的
歴
史
皐
に
よ
っ
て
主
導

さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
て
、
こ
の
戦
後
第
二
段
階
の

H

市
民
的

歴
史
畢
H

の
一
つ
の
概
括
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、
川
勝
氏
の
『
六
朝
貴

族
制
批
舎
の
研
究
』
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

E 

そ
の
川
勝
氏
の
著
書
は
、
第
I
郡
・

貴
族
制
祉
舎
の
形
成
、
第
E
郡

・
封
建

制
へ
の
傾
斜
と
貴
族
制
、
第
E
部
・
貴
族
制
祉
舎
の
努
質
と
溺
媛
、
の
一一一部

一

三
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
著
者
自
身
が
H

は
し
が
き
H

に
お
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
り
、
ま
た
各
章
末
尾
に
も
要
約
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
詳
細
に
わ
た
る
紹
介
は
さ
け
、
そ
の
大
略
の
み

を
一
ホ
す
に
と
ど
め
た
い
。
第
I
部
で
は
、
豪
族
の
領
主
化
傾
向
と
そ
れ
に
刻
す

る
小
農
民
層
の
共
同
盟
翼
求
運
動
H
郷
論
の
形
成
を
基
礎
と
す
る
豪
族
共
同

鐙
・
貴
族
制
の
成
立
、
過
程
が
述
べ
ら
れ
る
。
第
E
部
で
は
、
貴
族
制
の
江
南
祉

舎
に
お
け
る
展
開
が
、
貴
族
制
の
よ
っ
て
立
つ
郷
論
主
義
的
健
制
(
九
口
問
官
人

法

・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
の
値
制
〉
と
、
質
任
関
係
な
ど
私
的
な
主
従
関
係
を

媒
介
に
し
て
統
合
さ
れ
る
武
力
集
圏
を
基
礎
に
も
つ

H

震
い
意
味
で
の
開
褒
領

主
種
制
H
H封
建
制
と
の
封
立
、過
程
の
う
ち
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
前

者
の
政
治
的
勝
利
の
う
ち
に
江
南
に
お
け
る
貴
族
制
支
配
の
確
立
を
見
る
。
第

血
部
で
は
、
貴
族
の
波
落
が

H

い
か
に
、
ま
た
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
H

(四

O
七
頁
〉
起
っ
た
か
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
。
著
者
は
悪
貨
と
良
貨
と
の

貨
幣
的
二
重
構
造
と

「社
合
的
流
動
化
」
の
進
展
を
そ
の
基
因
と
し
て
見
出

す
。
そ
し
て
、
こ
の
貨
幣
的
二
重
構
造
と

「
祉
禽
的
流
動
化
」

の
進
展
を
通
じ

て、

王
族
・

寒
門
武
人

・
俵
倖

・
一商一
入
居
が
他
国
頭
し
、
そ
れ
に
料
開
腹
し
て
貴
族

の
軍
事
支
配
様
・
経
済
力
が
表
4
延
し
て
ゆ
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
し

て
H

貌
E
日
南
北
朝
の
貴
族
制
祉
舎
は
、
そ
の
成
立
か
ら
崩
壊
に
い
た
る
ま
で
、

い
わ
ば
中
世
前
期
の
貴
族
制
祉
舎
と
し
て
、
一
つ
の
完
結
し
た
姿
を
示
す
H

(
は
し
が
き

x
頁
〉
に
至
る
。

こ
こ
で
は
、

全
鐙
の
篇
別
構
成
に
関
連
し
て
次
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
お
き

た
い
。
そ
れ
は
、
第
I
-
E部
と
第
E
部
と
で
は
概
ね
問
題
遁
究
の
硯
角
が
異

な
り
、
第

-
-
E部
の
視
角
が
第
皿
部
に
ま
で
貫
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
第
I
部
で
は
、
下
か
ら
の
輿
論
に
よ

っ
て
権
力
媒
介
暦
と
し
て
の
土
の
階
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居
形
成
が
論
ぜ
ら
れ
(
四
八
!
四
九
頁
〉
、
つ
い
で
九
回
問
中
正
制
度
に
よ
っ
て

士
の
階
層
が
中
央
に
準
出
す
る
と
き
に
形
成
さ
れ
る
第
三
次
郷
論
の
場
か
ら
特

定
の
貴
族
層
が
成
立
し
て
く
る
こ
と
を
述
べ

2
ハ一

l
六
一
一
一
頁
)
、
さ
ら
に
こ

う
し
て
構
成
さ
れ
る
郷
論
環
節
の
重
層
構
造
の
な
か
で
、
そ
の
上
層
が
基
層
か

ら
遊
離
・

濁
自
化
し
、
貴
族
と
し
て
固
定
化
し
て
ゆ
く
傾
向
を
展
墓
す
る

ハ六

回
|
六
八
頁
)
。
こ
う
し
て
輿
論
と
い
う
経
済
と
は
一
際
き
り
は
な
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
貴
族
は
そ
の
本
源
的
基
盤
を
も
つ
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
第
盟
都
で
あ
っ
か
わ
れ
る
そ
の
渡
落
過
程
は
、
王
族
・
寡
門
武
人
・
土

豪
賂
帥
層
の
進
出
に
よ
る
貴
族
の
軍
事
支
配
権
喪
失
〈
一
・
三
章
〉
と
い
う
政

治
的
契
機
を
別
と
す
れ
ば
、
基
本
的
に
は
一
商
人
目
土
豪
将
帥
屠
を
主
慢
と
す
る

貨
幣
的
二
重
構
造
の
進
展
や
荘
園
経
済
の
獲
質
全
一
・
四
章
V

に
よ
っ
て
の
み

説
明
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
貴
族
制
の
成
立
に
際
し
て
副
次
的
汲
生

的
と
し
た
も
の
に
よ
る
そ
の
崩
補
償
の
誘
明
で
あ
っ
て
、
貴
族
の
よ
っ
て
立
つ
本

源
か
ら
の
崩
壊
を
設
い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
祉
禽
的
基
礎
を
な
し
た
豪
族

共
同
鐙
〈
一

O
八
・
九
頁
〉
は
、
貨
幣
的
二
重
構
造
の
中
で
ど
の
よ
う
に
繁
質

し
て
ゆ
く
の
か
、
あ
る
い
は
北
来
貴
族
が
江
南
に
う
ち
た
て
た
郷
論
主
義
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
穂
制
(
ニ

O
ニ
・
三
頁
、
二
三
一

l
四
頁
〉
は
い
か
に
崩
製
し
て

ゆ
く
の
か
、
一
貫
し
た
説
明
を
飲
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
原
因
を
さ
ぐ
る
手
掛
り
は
、
と
り
わ
け
第
E
部
が
書
か
れ
た
時
期
と

第
I
・
E
部
が
も
の
さ
れ
た
時
期
と
の
相
違
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
血
部
は

主
と
し
て
六

0
年
代
前
半
の
著
作
で
あ
り
、
第

-
-
E郡
の
大
牟
は
六

0
年
代

後
半
か
ら
七

0
年
代
に
か
け
て
の
も
の
4

で
あ
る
。
つ
ま
り
第
E
部
は
祉
舎
経
済

史
的
研
究
に
主
限
を
置
く
も
の
で
あ
っ
て
、
川
勝
氏
が
な
お
戦
後
第
一
段
階
の

視
座
に
お
い
て
分
析
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
E
郡
か
ら
第

I
部
へ
の
覗
座
の
鴎
換
の
中
に
、
京
都
に
お
け
る
H

市
民
的
歴
史
皐
d

の
穂
換

を
端
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
第
I
部
の
視
座
か
ら
第
班
部
の

劉
象
|
|
貴
族
制
の
波
落
過
程
を
あ
と
.つ
け
る
こ
と
が
な
お
要
請
さ
れ
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
郷
論
・
輿
論
が
こ
の
時
期
の
歴
史
的
展
開
に
果
た
し
た
決
定

的
役
割
を
本
格
的
に
あ
と
づ
け
た
川
勝
氏
の
貨
族
制
論
は
、
戦
後
第
二
期
の
研

究
の
最
も
高
い
達
成
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
越
智
氏
の
-
新
著
に
お
い
て
も
輿
論
の

も
つ
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
は
川
勝
氏
の
見
解
に
即
し
て
全
面
的
に
評
債
さ
れ

〈

9

)

(

同
〉

て
お
り
、
繍
敏

一
氏
の
九
品
中
正
制
の
研
究
に
も
影
響
を
輿
え
、
ま
た
若
い
世

代
の
研
究
者
が
そ
れ
に
啓
間
伐
さ
れ
た
論
考
を
も
の
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か

る
と
お
り
、
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
貴
族
制
崩
痩
期

に
お
け
る
そ
の
襲
質

・
崩
獲
の
究
明
は
、
川
勝
氏
の
構
想
が
輿
に
新
し
い
達
成

で
あ
る
か
否
か
の
試
金
一
渦
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
は
言
え
、
第
E
部
の
諸
論
考
が
決
し
て
意
味
の
な
い
研
究
で
あ
る
の
で
は

な
い
。
川
勝
氏
の
今
日
の
視
座
か
ら
見
れ
ば
、
お
そ
ら
く
副
次
的
な
地
位
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
六
朝
史
研
究
全
鐙
に
占
め
る
こ

れ
ら
研
究
の
意
義
は
自
ら
別
で
あ
る
。
と
り
わ
け
悪
貨
と
良
貨
の
出
現
を
契
機

と
す
る
貨
幣
的
二
重
構
造
の
提
起
は
、
六
朝
期
の
流
通
・
交
易
様
式
研
究
が
微

微
た
る
現
情
か
ら
み
て
、
言
わ
ば
先
駆
者
の
位
置
に
あ
り
、
そ
の
更
な
る
検

謹
・
深
化
を
必
要
と
し
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
か
ら
出
現
す
る
新
し
い
階
層
|
|

土
豪
賂
帥
・

一商
人
層
あ
る
い
は
そ
れ
に
さ
さ
え
ら
れ
た
皇
帝
権
に
つ
い
て
も
、

川
勝
氏
は
明
確
な
歴
史
的
規
定
を
輿
え
て
お
ら
ず
、
こ
の
新
し
い
階
層
の
よ
り

た
ち
い
っ
た
解
明
も
い
ま
な
お
新
し
い
研
究
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
第
E
郡
の
諸
提
起
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
こ
れ
以
上
の

言
及
を
さ
け
た
く
思
う
。
第

-
-
E部
で
展
開
さ
れ
た
戦
後
第
二
段
階
に
お
け

る
川
勝
氏
の
新
し
い
達
成
に
つ
い
て
論
評
す
る
こ
と
を
、
通
じ
て
、

冒
頭
に
述
べ

た
目
的
を
遂
行
L
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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川
勝
氏
の
研
究
を
貫
く
基
本
的
問
題
は
H

貴
族
制
祉
曾
と
封
建
祉
舎
と
の
関

係
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
H

(

は
し
が
き

v
頁
〉
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

中
図
的
特
殊
性
と
世
界
史
的
普
遍
性
と
の
闘
連
-
か
問
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、

戦
後
第
一
段
階
に
お
け
る
関
西
の
H

市
民
的
歴
史
風
ア
の
中

で
の
主
題
か
表
現
を
か
え
て
う
け
つ
が
れ
て
い
る
。
川
勝
氏
は
、
こ
の
関
連
を

第
I
部
で
は
郷
論
H
共
同
盟
葉
求
運
動
と
豪
族
の
領
主
化
傾
向
と
の
針
立
の
中

に
と
ら
え
、
第
E
部
で
は
北
来
貴
族
の
郷
論
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
陸
制
と
諸

賂
寧
・
軍
国
の
構
成
す
る
開
設
領
主
的
健
制
と
の
封
立
と
し
て
更
に
設
展
し
た

形
態
で
と
ら
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
開
設
領
主
的
強
制
に
針
す
る
郷
論
主
義
的

畿
制
の
最
終
的
勝
利
、
そ
の
文
化
的
優
位
性
・
先
進
性
を
論
ず
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
封
建
枇
曾
H
普
遍

・
基
準
、
貴
族
制
社
曾
H
特
殊
中
図
的
現
象
と
い
う
針

比
関
係
は
、
結
果
的
に
は
明
確
に
逆
縛
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
貴
族

制
こ
そ
中
世
祉
曾
の
先
進
的
形
態
で
あ
り
、
封
建
制
は
小
農
民
暦
の
自
立
が
未

成
熟
な
後
進
駐
禽
が
と
る
批
曾
形
態
と
し
て
、
川
勝
氏
は
と
ら
え
る
か
の
ご
と

く
で
あ
る
。
問
題
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
。
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
関
連
の
さ

せ
方
は
可
能
で
あ
る
か
。
そ
こ
で
ま
ず
、
領
主
化
傾
向
・
開
設
領
主
・
封
建
制

と
し
て
川
勝
氏
が
と
ら
え
る
も
の
か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

H

豪
族
は
財
力
と
武
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
周
遣
、
す
な
わ
ち
郷
邑
の
一
固
に

露
骨
な
支
配
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
傾
向
か
顕
著
で
あ
る
。
私
は
こ
の
傾
向
を

一

腹
、
豪
族
の
領
主
化
傾
向
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
H

(

=

一O
頁
)
と
述
べ
る
よ
う

に
、
川
勝
氏
は
財
力
と
武
力
に
よ
る
郷
邑
の
一

国
支
配
を
領
主
化
と
規
定
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
規
定
は
、
孫
英
政
権
を
支
え
た
諸
終
草
の
支
配
鐙
制
の
分
析

を
通
じ
て
一

一
層
具
値
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
の
支
配
の
基
礎
は

「
奉
巴

制
」

H
財
力
と
「
世
兵
制
」

H
武
力
で
あ
る
が
、

H

そ
の
将
軍
は
、
奉
邑
と
し

て
輿
え
ら
れ
た
豚
の
「
長
吏
」

:
;
:
を
自
由
に
任
命
す
る
権
限
を
認
め
ら
れ
て

い
た
:
:
:
そ
の
地
域
の
武
人
領
主
H

ハ
一
五
七
頁
)
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
に

至
る
。
ま
た
奉
ロ
巴
制
度
止
後
に
と
ら
れ
る
軍
国
の
開
拓
屯
田
・

屯
田
軍
政
の
分

析
を
通
じ
て
H

将
軍
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
私
兵
的
性
格
を
お
び
た
屯
田
軍
を
統

率
し
な
が
ら
、
そ
の
武
力
と
財
力
を
基
礎
と
し
て
各
個
に
軍
政
支
配
を
行
な
っ

て
い
た
H

こ
と
を
開
設
領
主
的
傾
向
と
し
て
と
ら
え
、

H

孫
英
政
権
は
、
か
く

て
開
設
領
主
的
傾
向
を
内
包
し
た
諸
将
軍
よ
り
な
る
純
軍
事
政
権
H

(

一
六
一
ニ

頁
)
と
し
て
把
握
さ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
川
勝
氏
が
規
定
す
る
領
主

・
開
褒

領
主
(
化
傾
向
〉
は
、
こ
の
よ
う
な
財
力
と
武
力
に
よ
る
農
民
の
一
国
的
支
配

で
あ
る
。
そ
れ
は
、

H

富
殖
の
自
己
披
大
方
向
H

に
よ
る
H

郷
邑
秩
序
の
破
援

者
的
性
絡
の
側
面
H

ハ四

O
頁
〉
と
し
て
経
済
力
の
側
面
を
も
っ
て
は
い
る
が
、

宗
族
賓
客
数
千
家
を
擁
し
た
乗
氏
燃
の
李
氏
を
典
型
と
し
て
暴
げ
る
よ
う
に
、

主
と
し
て
そ
の
H

私
兵
部
隊
H

H

武
力
H

(

四
九
頁
〉
と
い
う
軍
事
力
的
政
治

的
側
面
に
重
心
を
置
く
規
定
で
あ
る
。
第
E
郡
に
お
い
て
北
来
貴
族
の
最
終
的

勝
利
が
彼
ら
に
よ
る
軍
事
支
配
穫
の
確
立
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

こ
の
こ
と
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
規
定
は
員
に
領
主
の
規
定
た
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
川
勝

氏
が
し
ば
し
ば
封
比
す
る
日
本
の
中
世
領
主
制
研
究
の
見
解
を
、

今
参
照
し
て

(
H

V
 

み
よ
う
。
戸
田
芳
賀
氏
等
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
在
地
(
開
設
)
領
主
層

は
、
人
世
紀
後
半
に
富
豪
暦
と
し
て
そ
の
先
駆
形
態
を
現
わ
し
、
十
世
紀
の

「
私
笹
田
」

(加
地
子
牧
取
〉
領
主
を
へ
て
、
十
一
世
紀
以
降
に
設
展
し
て
ゆ

く
。
園
家
公
権
の
一
一
部
た
る
所
職
の
所
領
化
を
通
じ
、
彼
ら
は
徴
税
権
・
検
回

様

・
検
断
権
等
の
公
権
を
自
ら
の
領
主
権
の
構
成
要
素
と
し
、
ま
た
耕
地
の
領

主
的
配
分
・
指
揮
を
内
容
と
す
る
勧
農
纏
を
も
そ
の
内
に
包
含
す
る
。
こ
う
し
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た
領
主
描
慨
を
媒
介
と
し
て
農
奴
た
る
下
人
・
所
従
、
封
建
的
隷
医
府
民
た
る
「
在

家
」
・
「
本
名
」
(
名
主
〉
を
領
主
は
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
領
主
制
は
、
こ
の

よ
う
に
所
有
・
経
鐙
・
政
治
権
力
の
線
慢
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
、

し
か
も
そ
れ
が
私
的
土
地
所
有
の
属
性
H
所
領
と
七
て
存
在
し
、
公
権
が
私
的

〈

M

M
)

院
賞
現
さ
れ
る
場
合
に
成
立
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
領
主
制

が
剣
断
基
準
め
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
財
力
と
武
力
に
よ
る
一
国
的
農
民
支
配

と
い
う
川
勝
氏
の
規
定
で
は
お
お
い
つ
く
せ
な
い
規
定
性
を
そ
れ
は
有
し
て
い

る
。
と
り
わ
け
所
有
と
経
営
の
内
容
規
定
に
お
い
て
川
勝
氏
の
領
主
制
規
定
は

不
充
分
さ
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
そ
れ
は
川
勝
氏
の
研
究
の
税
座
の
制
約
か
ら
き

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
川
勝
氏
は
研
究
の
出
設
貼
に
立
っ
て
、
貴
族
と
豪
族
と

い
う
概
念
を
区
別
し
た
。
貴
族
は
政
治
的
概
念
で
あ
り
、
豪
族
は
祉
曾
的
概
念

で
あ
っ
て
H

必
ず
し
も
相
掩
う
概
念
で
は
な
い
H

(

四
頁
〉
と
。
そ
れ
は
、
戦

後
第
一
段
階
の
舷
禽
経
済
史
を
直
接
的
基
礎
と
す
る
貴
族
制
研
究
に
劃
し
て
、

自
ら
の
研
究
封
象
を
峻
別
し
、
ま
ず
政
治
的
存
在
と
し
て
の
貴
族
制
研
究
を
す

す
め
よ
う
と
す
る
立
場
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
。

川
勝
氏
の
研
究
は
、
粧
品間経

済
史
研
究
か
ら
政
治
過
程
を
一
旦
き
り
は
な
し
、
そ
の
溺
自
の
運
動
を
究
明
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
斬
新
な
成
果
を
拳
げ
た
。
し
か
し
、
社
禽
的
概
念
と
し
て
貴

族
と
は
区
別
さ
れ
た
豪
族
の
領
主
記
が
針
象
と
さ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
武
力

的
契
機
が
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
政
治
的
存
在
と
し
て
の

豪
族
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
川
勝
氏
の
貴
族
制
研
究
は

祉
曾
経
済
史
研
究
か
ら
き
り
は
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
果
を
象
げ
た
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
所
有
と
経
営
の
穏
健
た
る
生
産
様
式
研
究
か
ら
き
り

は
な
さ
れ
て
、
領
主
制
を
構
成
す
る
財
力
の
内
容
自
健
の
究
明
と
、
そ
れ
と
武

力
ハ
政
治
権
力
)
と
の
関
係
が
不
分
明
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
制
約
を

も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
生
産
関
係
論
を
基
軸
に
し
た
戦

法
第
一
段
階
の
経
済
史
研
究
を
生
産
様
式
研
究
の
高
み
に
ひ
き
あ
げ
る
と
同
時

モ
川
勝
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
政
治
過
程
去
の
欄
建
か
あ
ら
た
め
て

問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
が
今
や
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

の
意
味
で
筆
者
の
拙
い
研
究
か
ら
言
っ
て
、
日
本
の
在
地
領
主
の
原
緒
形
態
を

な
し
た
富
豪
一
層
こ
そ
、
川
勝
氏
が
規
定
し
た
領
主
(
化
傾
向
)
に
近
へ
宅
産
様

式
|
|
貧
盛
を
具
有
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

領
主
化
傾
向
に
か
か
わ
る
論
結
と
L
て
、
川
勝
氏
は
門
生
故
吏
関
係
・
質
任

関
係
と
い
う
人
格
的
結
合
関
係
に
着
目
す
る
。
こ
う
し
た
人
格
的
結
合
関
係
を

靭
帯
と
し
て
開
設
領
主
た
る
諸
将
軍
の
軍
国
聞
に
形
成
さ
れ
る
上
下
統
廃
関
係

を
以
て
、
川
勝
氏
は
封
建
制
的
鐙
制
と
規
定
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
ハ
二
九

六
頁
〉
。
質
任
関
係
・
門
生
故
吏
関
係
は
家
父
長
制
的
〈
奴
隷
制
)
関
係
で
は

な
く
、
川
勝
氏
が
言
う
よ
う
に
私
的
な
人
格
的
関
係
・
主
客
関
係
を
そ
の
寅
鐙

と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
領
主
の
規
定
に
前
述
の
よ
う
な
問
題
か
あ

る
以
上
、
そ
れ
を
ぬ
き
に
し
た
人
格
的
結
合
関
係
の
み
を
も
っ
て
封
建
制
的
位

制
を
構
想
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
封
建
制
的
鰻
制
と
は
、
領
主
屠
が
そ
の

所
領
を
媒
介
に
し
て
結
合
す
る
政
治
的
社
曾
編
成
の
あ
り
方
を
指
す
も
の
で
あ

る
。
ヨ
1
ロ
y

パ
封
建
制
研
究
の
水
準
を
示
す
と
さ
れ
る
F
・
L
・ガ

γ
ス
ホ

I
フ
は
、
封
建
制
概
念
の
中
核
を
H

封
土
・
家

土
機
構
吉
田

zztog
な

a

g
a佐
官
g
H
、
す
な
わ
ち
個
人
の
個
人
に
到
す
る
従
属
関
係
H
家
士
制
と
土

地
の
土
地
に
到
す
る
従
属
H
封
土
制
と
の
結
合
関
係
の
う
ち
に
と
ら
え
て
い

る
。
ガ
ン
ス
ホ
1
フ
の
場
合
、
両
者
の
結
合
の
仕
方
に
つ
い
て
は
明
示
的
で
な

い
が
、
封
建
制
が
単
に
人
格
的
結
合
の
み
な
ら
ず
、
土
地
所
有
の
従
属
関
係
と

も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
日
本
や
西
ヨ

ー
ロ

ッパ
中
世
史
研
究
の
場
合
、
政
治
的
諸
権
力
ハ
公
権
〉
が
私
的
土
地
所
有

の
属
性
と
し
て
賓
現
さ
れ
、
人
格
的
結
合
関
係
が
土
地
所
有
の
重
層
的
関
係
と
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し
て
現
象
す
る
と
き
に
、
封
建
制
的
謹
制
の
質
在
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
川
勝

氏
の
劉
象
と
し
た
六
朝
期
の
み
な
ら
ず
、
か
か
る
意
味
で
の
領
主
制
・
封
建
制

を
中
園
史
上
の
い
か
な
る
時
代
に
も
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
筆
者
は

(

叩

山

)

考
え
る
。
し
い
て
言
え
ば
、
川
勝
氏
が
領
主
化
傾
向
と
呼
ん
だ
も
の
の
寅
糧
、

す
な
わ
ち
領
主
制
の
原
緒
形
態
た
る
富
豪
岡
崎
の
み
を
見
出
し
う
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
が
何
故
に
領
主
制
へ
展
開
し
な
か
っ
た
の
か
は
、
正
し
く
生
産
様
式

の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
富
豪
暦
及
び
そ
れ
と
封
抗
・
相
互
依
存
関
係
に
あ

っ
た
小
農
民
層
の
政
治
的
力
量
の
問
題
で
も
あ
る
。
完
結
し
た
生
産
様
式
の
研

究
と
政
治
過
程
の
濁
自
の
運
動
の
研
究
と
が
相
互
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る
な

ら
ば
、
中
園
前
近
代
粧
品
聞
は
恐
ら
く
濁
自
の
構
成
を
も
っ
非
封
建
制
的
批
禽
構

成
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
思
う
。
そ
れ
が
い
か
な
る

祉
舎
構
成
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
、
六
朝
史
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
手

掛
り
の
一
つ
に
川
勝
氏
の
明
ら
か
に
し
た
名
敏
一
豪
支
配
と
し
て
の
貴
族
政
治
が

あ
る
。
貴
族
制
を
封
建
制
に
直
接
関
連
づ
け
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
貴
族
制
を
ふ

く
め
た
中
園
前
近
代
社
舎
の
濁
自
の
構
成
と
運
動
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
世
界
史
に
お
け
る
中
園
史
の
位
置
づ
け
は
明
瞭
に
な
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

V 

そ
こ
で
、
川
勝
氏
の
最
も
新
し
い
達
成
で
あ
る
そ
の
貴
族
制
論
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
川
勝
氏
の
貴
族
制
研
究
の
特
質
は
、
す
で
に
ふ

れ
た
よ
う
に
政
治
的
存
在
と
し
て
貴
族
を
と
ら
え
る
貼
に
あ
る
。
そ
れ
は
単
に

と
ら
え
方
ハ
論
理
〉

の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
漢
末
の
庚
汎
な
レ
ジ
ス
タ

ン

ス
運
動
の
中
で
、
領
主
化
し
つ
つ
あ
っ
た
豪
族
が
自
己
規
制
を
強
い
ら
れ
、
自

立
小
農
民
層
と
の
聞
に
自
ら
指
導
者
と
し
て
共
同
陸
的
関
係
を
再
建
す
る
。
そ

こ
に
川
勝
氏
が
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
豪
族
の
中
に
あ
っ
た
経
済
と

政
治
の
歴
史
事
責
と
し
て
の
分
裂
で
あ
る。

そ
し
て
、
こ
の
分
裂
し
た

一
方
の

政
治
的
側
面
の
中
か
ら
貴
族
制
を
展
開
し
、

経
済
的
社
曾
的
側
面
の
中
か
ら
開

設
領
主
的
鰻
制
を
展
開
す
る
。
こ
の
領
主
制
に
つ
い
て
は
前
章
で
論
-評
し
た
。

筆
者
は
、
川
勝
氏
が
こ
の
政
治
的
側
面
か
ら
貴
族
制
を
展
開
し
、
そ
の
基
盤
を

郷
論
に
求
め
て
そ
れ
を
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
支
配
・
名
掌
一
蒙
支
配
の
鰻
制
と
し
て
と

ら
え
た
こ
と
に
重
要
性
を
認
め
た
い
と
思
う
。
川
勝
氏
が
と
く
に
第
E
部
の
諸

牽
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
政
治
過
程
に
お
け
る
濁
自
の

役
割
で
あ
り
、
具帥時
的
に
は
南
朝
食
族
制
の
成
立
に
果
た
し
た
そ
の
寅
践
的
決

定
的
役
割
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
九
品
官
人
法
と
い
う
一
つ
の
制
度
に

化
鐙
さ
れ
て
郷
論
主
義
的
鐙
制
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

封
建
制
と
は
全
く
異
質
の
償
制
に
他
な
ら
な
い
。
筆
者
も
こ
う
し
た
川
勝
氏
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
の
視
貼
に
息
ん
で
い
く
つ
か
考
察
を
も
の
し
た
こ
と
が
あ

〈

U
V

る
。
そ
の
結
果
、
豪
族
共
同
種
と
は
異
な
る
基
盤
か
ら
で
は
あ
る
が
、

貴
族
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
の
基
礎
を
祉
曾
的
分
業
の
う
ち
に
と
ら
え
、

蛍
時
の
祉
禽

編
成
が
封
建
制
的
政
治
編
成
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
ま
た
中
村
圭
爾
氏
は
、
郷
論
の
基
盤
と
も
言
う
べ
き
「
郷
里
」
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
寅
鐙
と
は
遊
離
し
た
虚
偽
一意
識
で

ハ

md

あ
る
こ
と
を
最
近
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
具
種
的
素
材
を
ふ
ま
え
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
分
析
が
進
展
し
、
そ
れ
が
成
立
す
る
綬
擦
や
祉
舎
的
貧
鐙
の
究
明
と

と
も
に
、
そ
れ
が
化
睦
さ
れ
る
祉
舎
位
制
・
粧
品
聞
編
成
原
理
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
ゆ
く
な
ら
ば
、
中
園
史
の
寅
鐙
に
根
ざ
し
た
よ
り
豊
か
な
六
朝
枇
曾
論
を
構

築
し
て
ゆ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
こ
の
郷
論
主
義
的
鰻
制
の
枇
舎
的
貿
鐙

た
る
べ
き
豪
族
共
悶
鐙
と
そ
の
捨
い
手
た
る
自
立
小
農
民
概
念
で
あ
る
。
川
勝
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氏
は
、
こ
の
自
立
の
意
一
味
を
特
に
明
示
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

w
豪
族
の

領
主
化
傾
向
に
よ
る
小
農
民
の
波
落
と
階
層
分
化
の
進
行
が
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
一
方
で
こ
の
よ
う
な
趨
勢
に
抵
抗
す
る
郷
論
の
強
力
な
盛
り
上
が
り

が
見
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
に
、
蛍
時
の
華
北
に
お
け
る
小
農
民
の
自
立
性
の
強

さ
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
M

(

六
一
頁
)
と
か
、

H

そ
れ
(
領
主
化
傾
向
|
|
筆

者
〉
に
よ
っ
て
小
農
民
が
自
立
性
を
奪
わ
れ
て
、
豪
族
の
も
と
に
隷
属
せ
ざ
る

を
え
な
い
吠
況
が
抜
大
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
他
方
で
は
、

同
じ
農
業
生
産
力
の
高
ま
り
が
、
郷
邑
祉
舎
に
お
け
る
自
家
経
営
農
民
の
生
活

基
盤
を
強
め
る
方
向
に
作
用
し
た
H

ハ
八
二
頁
〉、

あ
る
い
は
H

そ
れ
ら

(特
権

階
級
|
|
筆
者
)
の
土
地
に
緊
縛
さ
れ
て
い
た
隷
属
農
民
が
ど
う
な
っ
た
か
わ

か
ら
な
い
が
、
あ
る
も
の
は
そ
の
土
地
に
お
い
て
自
立
農
民
と
し
て
し
だ
い
に

育
ち
は
じ
め
た
で
あ
ろ
う
:
:
:
M
(
一
九
一
・
二
頁
)
と
述
べ
る
よ
う
に
、

主
と

し
て
支
配
隷
属
関
係
か
ら
の
自
立
、
す
な
わ
ち
政
治
的
自
立
を
指
し
て
い
る
と

見
て
よ
い
。
農
業
生
産
力
の
高
ま
り
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
な
お

w
華
北
農
業
の
生
産
構
造
に
お
け
る
基
本
的
な
制
約
μ

ハ
九
九
頁
〉
を
推
定
し

て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
領
主
化
傾
向
あ
る
い
は
貴
族
の
概
念
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
ラ
に
、
自
立
小
耐
震
民
概
念
は
と
こ
で
も
や
は
り
政
治
史
的
範
隠
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
政
治
的
結
集
形
態
が
豪
族

共
同
艦
で
あ
り
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
現
が
郷
論
と
し
て
事
質
上
設
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
川
勝
氏
が
事
質
上
問
題
に
し
て
い
る
共
同
佳
と

は
、
か
く
政
治
的
課
題
を
同
じ
く
す
る
人
び
と
か
ら
な
る
集
圏
で
あ
り
、
一
郷

一
村
レ
ベ
ル
の
も
の
が
基
本
と
な
る
と
は
言
え
、
か
な
り
庚
汎
な
領
域
を
も
ち

う
る
も
の
で
あ
る
。
郷
論
が
環
節
的
重
層
構
造
を
も
っ
と
さ
れ
る
の
も
こ
の
こ

と
に
関
連
し
て
い
る
。
か
つ
て
、
川
勝
・
谷
川
氏
と
重
田
徳
・
五
井
直
弘
・
堀

敏
一
・
菊
池
英
夫
諸
氏
な
ど
と
の
聞
に
共
同
盟
論
争
と
で
も
言
う
べ
き

一
連
の

論
争
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
種
の
す
れ
違
い
に
移
っ
た
の
は
、
他
の
要
因
も
あ

る
と
は
言
え
川
勝
氏
ら
の
自
立
小
農
民
・
共
同
値
観
念
が
す
ぐ
れ
て
政
治
史
的

範
時
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
生
産
関
係
概
念
と
混
同
し
て
議
論

し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
川
勝
氏
ら
が
政
治
史
的
範
時
と
し
て
事
貧
上

設
定
し
た
自
立
農
民

・
共
同
健
概
念
に
よ
る
新
し
い
達
成
の
意
味
と
そ
の
制
約

と
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
論
争
は
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か

っ
た

場
筆
者
は
、
川
勝
氏
が
問
題
提
起
に
と
ど
め
た
華
北
農
業
の
生
産
構
造
を
明

ら
か
に
し
、
そ
れ
と
自
立
小
農
民
概
念
と
を
劉
比
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
自
ず
と

そ
の
制
約
の
あ
り
援
が
現
出
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
川
勝
氏
は
、

す
で
に
見
た
よ
う
に
領
主
化
傾
向
に
小
農
民
の
階
層
分
化
と
波
落
を
見

(五

人
・
六
一
頁
て
そ
の
劉
極
に
あ
る
豪
族
共
同
種
に
小
農
民
の
自
立
性
を
見
る
。

し
か
し
、
日
本
の
中
世
領
主
制
研
究
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
領
主
制
の
成

立
は
小
農
民
の
自
立
の
過
程
を
基
礎
と
す
る
中
世
的
村
落
の
褒
展

・
成
立
の
過

程
な
の
で
あ
っ
て
、
領
主
化
と
小
農
自
立
と
を
樹
立
的
に
と
ら
え
た
り
、
ま
た

政
治
的
契
機
だ
け
で
解
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
政
治
過
程

は
生
産
様
式
研
究
と
の
相
互
関
連
の
下
に
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
川
勝
氏
は
貴

族
制
の
成
立
過
程
を
経
済
過
程
か
ら

一
際
き
り
は
な
し
、
政
治
過
程
と
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
の
探
究
を
通
じ
て
貴
族
の
濁
自
の
基
鍍
を
明
ら
か
に
し
、

新
し
い
研

究
段
階
に
導
い
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
経
済
過
程
と
り
わ
け
生
産
様

式
研
究
と
の
関
連
を
依
く
結
果
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
川
勝
氏
の
研
究
の
制
約
が

あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
本
格
的
な
生
産
悼
悼
式
研
究
は
中
園
史
研
究
の
中
で

は
ま
だ
途
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
川
勝
氏
の
研
究
の
制
約
は
今
日
の
中

園
史
研
究
全
慢
の
制
約
で
も
あ
る
。
生
産
様
式
の
濁
自
の
運
動
と
政
治
過
程
の

濁
自
の
運
動
と
を
相
互
連
関
の
う
ち
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ

こ
に
新
し
い
動
向
を
作
り
出
し
う
る
可
能
性
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ

一181-



182 

ろ
う
か
。

貴
族
制
に
関
連
し
て
、
最
後
に
皇
帝
権
を
問
題
に
し
て
お
き
た
い
。
川
勝
氏

の
引
用
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
内
藤
湖
南
は
、

H

「
政
治
は
貴
族
全
種
の
専
有
と

い
う
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
「
君
主
は
問
中
に
貴
族
の
代
表
的
位
置
に
立
つ
」
に
す

ぎ
ず
、
「
政
治
は
君
主
と
貴
族
と
の
共
議
位
」
で
あ
っ
た
M

(

一
ニ
頁
傍
黙
川
勝

氏
〉
と
貴
族
政
治
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
の
う
ち
H

多
数
の
貴
族
が
全

慢
と
し
て
政
治
を
専
有
す
る
H

と
要
約
し
、
研
究
の
出
殻
黙
と
し
た
よ
う
に
、

川
勝
氏
が
特
に
注
目
し
た
の
は
H

中
世
貴
族
の
全
種
的
政
治
関
輿
H

(

三
頁
〉

の
問
題
で
あ
っ
た
。
君
主
円
由
官官南
市
)
は
、
そ
こ
で
は
貴
族
の
後
背
に
か
く
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
湖
南
は
、

H

君
主
と
貴
族
と
の
共
議
鐙
H

と
い
う
濁
自
の
観

賂
を
も
示
し
て
い
る
。
共
議
陸
で
あ
る
か
ら
に
は
、
全
慢
性
に
解
消
し
え
な
い

貴
族
と
は
異
な
る
濁
自
の
存
在
根
織
を
君
主
が
具
有
し
て
い
た
こ
と
を
湖
南
は

示
唆
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
川
勝
氏
の
研
究
に
は
こ
の
皇
帝
権

の
問
題
は
組
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
研
究
の
結
果
と
し
て
も
皇
帝
一
様
は
貴

族
か
ら
明
ら
か
に
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
。
何
故
な
ら
皇
帝
は
郷
論
環
節
の
重
層

構
造
や
そ
れ
が
健
制
化
さ
れ
た
九
品
官
人
法
か
ら
杷
倒
立
し
た
存
在
で
あ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。
自
明
の
こ
と
だ
が
、
皇
帝
一
は
九
品
官
人
法
の
運
用
に
よ
っ
て
皇
一一帝

に
な
る
の
で
は
な
い
。
共
同
盟
|
|
郷
論
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
に
そ
の
基
盤
を

も
つ
で
あ
ろ
う
皇
帝
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
政
治
的

・
経
済
的
存
立
根
援
は
ど

こ
に
も
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
川
勝
氏
の
研
究
に
即
し
て
、
飯
り
に
副

次
的
な
政
治
的
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
皇
帝
一
権
力
の
濁
自
の
基
盤
が
明
ら

か
に
さ
れ
、
そ
れ
と
貴
族
の
存
立
基
盤
と
が
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
な
け
れ

ば
、
六
朝
園
家
論
は
な
お
全
世
と
し
て
把
撞
さ
れ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
貴
族
制
祉
禽
論
を
こ
え
た
六
朝
園
家
論
の
構
築
が
今
後
の
課

題
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

VI 

以
上
、
川
勝
氏
の
論
著
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
中
の
主
要
な
論
結
と
恩
わ
れ
る

も
の
を
論
評
し
、
今
後
の
研
究
課
題
を
模
索
し
て
み
た
。
そ
こ
で
述
べ
て
き
た

こ
と
の
一
つ
は
、
生
産
様
式
と
政
治
過
程
と
の
相
互
連
閥
的
把
握
を
基
礎
と
す

る
六
朝
期
に
濁
自
の
祉
舎
構
成
の
究
明
の
必
要
性
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
経

済
と
政
治
と
の
聞
に
介
在
す
る
具
慢
的
な
諸
祉
曾
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
解
明
と
そ

れ
が
化
醐
医
さ
れ
る
祉
舎
編
成
の
あ
り
様
及
び
祉
曾
的

・
園
家
的
装
置
を
明
ら
か

に
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
今
一
つ
は
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
こ

と
で
あ
る
が
、
六
朝
粧
品
聞
は
封
建
制
的
値
制
と
し
て
は
と
ら
え
き
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
川
勝
氏
の
新
し
い
提
起
で
あ
る
貴
族
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
支

配
鐙
制
論
の
深
化
と
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
六
朝
園
家
論
の
構
築
の
必
要
性
で
あ

る。
中
園
史
研
究
の
中
に
は
、
川
勝
氏
と
は
異
っ
て
、
宋
代
以
降
に
封
建
制
社
舎

の
貧
在
を
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
こ
の
宋
代
以
降
封
建
祉
曾
設
に
つ

い
て
は
、
足
立
啓
二
氏
が
最
近
批
剣
を
加
え
、
そ
れ
ら
の
研
究
成
果
に
卸
し
て

み
て
も
宋
代
以
降
の
祉
舎
を
封
建
制
範
博
で
は
と
ら
え
が
た
い
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
川
勝
氏
も
そ
の
H

は
し
が
き
H
(
-
m

頁
〉
で
述
べ
る
よ
う
に
、
宋
代

以
降
の
園
家
は
、
明
ら
か
に
封
建
制
と
は
異
質
な
編
成
を
と
る
枇
舎
で
あ
る
。

た
だ
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、
農
奴
制
と
封
建
制
と
は
、
親
縁
関

係
は
あ
る
も
の
の
異
な
る
次
元
に
属
す
る
範
暢
で
あ
る
。
由
民
奴
制
は
生
産
様
式

の
問
題
で
あ
り
、
封
建
制
は
社
合
編
成
の
問
題
で
あ
っ
て
上
部
構
造
を
包
援
す

る
も
の
で
あ
る
。
中
園
前
近
代
社
舎
に
農
奴
制
を
土
塗
と
す
る
祉
舎
が
存
在
す

る
こ
と
と
、
そ
れ
が
封
建
制
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
は
論
理
の

次
元
を
異
に
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
封
建
制
と
農
奴
制
は
一
旦
区
別
し
た
う
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え
で
関
連
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
川
勝
氏

の
所
設
の

一
部
を
構
成
す
る
六
朝
封
建
制
論
や
宋
代
以
降
の
封
建
制
設
が
な
り

た
た
な
い
と
す
る
立
場
に
立
っ
と
き
、
そ
れ
は
極
め
て
困
難
な
寅
設
的

・
理
論

的
課
題
を
背
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
前
近
代
社
曾
最
後
の
普
遍
的
段
階
と
さ

れ
て
き
た
封
建
制
的
吐
禽
構
成
の
普
遍
性
の
意
味
は
ど
こ
に
求
め
う
る
の
か
、

非
封
建
制
的
構
成
を
と
る
中
園
前
近
代
社
舎
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ

れ
る
の
か
、
そ
の
近
代
へ
の
移
行
は
世
界
史
の
中
で
い
か
な
る
規
定
性
を
も
つ

も
の
と
な
る
の
か
、
等
々
た
だ
ち
に
解
決
し
え
な
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る。

ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
か
、
今
は
た
だ
川
勝
氏
が
試
み
た
比
較
史
の
方
法
を

一一
層
鍛
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
の
み
で
あ
る
。
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註(
1

)

川
勝
『
六
朝
貴
族
制
祉
舎
の
研
究
』
〈
岩
波
書
広

一
九
八
二
年〉
、
越

智
『
貌
耳
目
南
朝
の
貴
族
制
』
(
研
文
出
版
一
九
八
二
年
)

(

2

)

『
支
那
上
古
史
』

・
『
支
那
近
世
史
』
(
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第

一

O
各

筑
摩
書
房

一
九
六
九
年
)
等
参
照
。

(
3

)

内
藤
史
拳
の
史
皐
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
増
淵
龍
夫
『
歴
史
家

の
同
時
代
史
的
考
察
に
つ
い
て
』
(
岩
波
書
庖
一
九
八
三
年
)

I部
参
照
。

湖
南
の
三
匿
分
法
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
皐
の
同
僚
で
あ
っ
た
内
田

銀
臓
の
『
日
本
近
世
史
』
(
一
九
O
三
年
)
・
原
勝
郎
の
『
日
本
中
世
史
』

(
一
九
O
六
年
〉
と
一
連
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

4

)

『
中
園
史
像
の
再
構
成
|

|
園
家
と
農
民
|
|
』

(
文
理
閣
一
九
八
三

年
)
線
論
第
一

章
参
照
。

(
5
u

宮
崎
『
ア
ジ
ア
史
論
考
』
上
巻
(
朝
日
新
聞
社

一

九

七
六
年
)
所
牧

の
諸
篇
・
宇
都
宮
「
東
洋
中
世
史
の
領
域
」
〈
前
掲
『
漢
代
祉
曾
経
済
史
研

究
』
所
牧
)
参
照
。
な
お
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
谷
川

道
雄
「
中
園
古
代
中
世
史
と
人
間
||
字
都
宮
皐
の
世
界
|
|
」
(『名
古
屋

大
皐
東
洋
史
研
究
報
告
』
四
一
九
七
六
年
〉
参
照
。

(
6

)

『
歴
史
像
再
構
成
の
課
題
』
(
御
茶
の
水
書
房

一
九
六
六
年
〉
所
牧
諸

篇
参
照
。

(

7

)

谷
川
道
雄
『
中
圏
中
世
祉
舎
と
共
同
韓
』
(
図
書
刊
行
一
合
同
一

九
七
六

年
〉
第
I
部
第

一
章
「
中
園
祉
舎
と
封
建
制
ー
ー
そ
の
皐
読
史
的
検
討
|
|
」

(8
)

貨
幣
的
二
重
構
造
と
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
O

H

そ
し
て
こ
の
閲
に
、
良
質
の
貨
幣
は
結
局
、
富
者
の
も
と
に
退
蔵
さ

れ
、
流
通
機
構
の
末
端
に
あ
る

一
般
農
民
の
聞
に
は
、

勢
撃
と
盗
鋳
に
よ
っ

て
極
め
て
悪
質
化
し
た
錫
眼
銭
や
縫
環
銭
の
た
ぐ
い
が
庚
く
行
き
わ
た
っ
た

と
考
え
て
よ
い
。

富
者
の
所
有
す
る
良
貨
は
い
よ
い
よ
購
買
力
を
増
し
、
貧

者
の
手
に
す
る
悪
貨
は
い
よ
い
よ
債
値
を
低
下
す
る
の
で
あ
る
。
枇
舎
に
お

け
る
貨
幣
的
な
二
重
構
造
は
こ
の
約
十
年
聞
に
ほ
と
ん
ど
決
定
的
と
な
っ

た

と
推
定
さ
れ
る
J
(
=
二
ハ
O
|
六

一頁〉

(
9

)

前
掲
書
序
言
入
|
一
一
頁
参
照
。

(
ω

)

「九
回
問
中
正
制
鹿
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
〈
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
四
五
茄

一
九
六
八
年
〉
参
照
。

(U
)

『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
ハ
岩
波
書
庖

一

九

六
七
年
〉
・
河
一
音

能
卒
『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』

(
東
大
出
版
舎
一
九
七

一
年
〉
参
照
。

〈
ロ
)
足
立
啓
二
「
中
園
封
建
制
論
の
批
剣
的
検
討
」
〈
『
歴
史
-評
論
』
第
四
O

O
統
一
九
八
三
年
)
・
中
村
哲
『
奴
隷
制

・
農
奴
制
の
理
論
』
(
東
大
出
版

舎
一
九
七
七
年
〉
第
三
葦
参
照
。

(日
〉
こ
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
漢
六
朝
期
土
地
所
有
制
研
究
を
め

ぐ
っ
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
二
巻
第
三
毅

一
九
七
三
年
〉

参
照
。
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(
凶
)
日
本
の
富
豪
暦
に
つ
い
て
は
、
前
掲
戸
田
・
河
音
著
書
及
び
門
脇
積
二

『
日
本
古
代
政
治
史
論
』
(
塙
書
房
一
九
八
一
年
〉
参
照
。
中
園
の
そ
れ
に

つ
い
て
は
専
論
を
準
備
し
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
り
拙
稿
「
漢
六
朝
期
の
大

土
地
所
有
と
経
営
」
(『東
洋
史
研
究』

第
一一一一一容第

一・一一
駿

一
九
七
四

年
)
参
照
。

(
日
)
森
岡
敬
一
郎
謬
『
封
建
制
度
』
〈
慶
際
逼
信
一
九
六
八
年
)
参
照。

(
時
〉
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
皐
読
史
的
検
討
を
へ
て
中
園
に
お
け
る
封
建
制

の
問
題
を
H

未
知
数
の
欣
態
に
還
元
H

し
た
谷
川
道
雄
氏
の
見
解
に
筆
者
は

共
感
を
究
え
る
(
谷
川
前
掲
書
第

一
一
部
一
章
参
照
〉
。
川
勝
氏
と
谷
川
氏
と

は
、
中
世
祉
舎
を
封
建
制
と
の
関
連
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
す
る

の
か
、
あ
る
い
は
非
封
建
制
的
社
舎
と
し
て
理
解
す
る
の
か
、
と
い
う
本
質

的
な
見
解
の
遠
い
を
一
方
で
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

(
げ
)
「
清
|
|
あ
る
い
は
二

l
七
世
紀
中
園
に
お
け
る
一
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形

態
と
園
家
」
(
『
京
都
府
立
大
皐
皐
術
報
告
』
人
文
第
一
一
一
一
一
統
一
九
七
九
年
)

(
時
)
「
『
郷
理
』
の
論
理
l
|
六
朝
貴
族
社
舎
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
〈
『
東
洋
史

研
究
』
第
四
一
巻
第
一
誠
一
九
八
二
年
〉
。
な
お
、
筆
者
の
言
う
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
日
常
用
語
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

L
・

ア
ル
チ
ュ
セ
l
ル
著
・
西
川
長
夫
誇
『
園
家
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
(
一
踊
村
出

版
一
九
七
五
年
)
及
び
上
野
俊
樹
『
経
済
象
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
〈
有
斐

閣
一
九
八
二
年
〉
参
照
。
そ
の
意
味
で
は
、
医
森
健
介
氏
の
提
起
す
る

H

嘗
時
の
園
家
の
政
治
理
念
(
園
家
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
)
、
貴
族
の
倫
理

的
世
界
〈
エ
ー
ト
ス
ヌ
及
び
そ
れ
に
劃
す
る
民
衆
の
か
か
わ
り
方
H

の
問

題
(
「
中
園
史
に
お
け
る
貴
族
制
研
究
に
関
す
る
究
書
」
『
名
古
屋
大
皐
東
洋

史
研
究
報
告
』
七
一
九
八
一
年
〉
は
、
全
健
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析

の
必
要
性
を
説
く
も
の
と
し
て
興
味
あ
る
指
摘
で
あ
る
と
思
う
。

ハm
M
)

こ
η
こ
と
は
谷
川
氏
の
共
同
種
論
に
も
共
通
し
て
い
る
。
佐
竹
靖
彦
氏

は
、
谷
川
氏
の
共
同
鐙
概
念
を
整
理
し
て
付
粧
品
目
的
関
係
概
念
、
白
地
域
的

准
園
家
構
造
概
念
、
白
再
生
産
構
造
概
念
の
=
一
側
面
に
区
分
し
て
い
る

(「中

園
前
近
代
史
に
お
け
る
共
同
慢
と
共
同
健
論
に
つ
い
て
の
舞
え
書
」
『人
文

皐
報
』
第
一
五
四
駿

一
九
八
一
年〉。

佐
竹
氏
は
こ
の
三
側
面
の
う
ち
、

第
二
の
側
面
を
「
政
治
的
姿
態
」
に
か
か
わ
る
谷
川
氏
の
本
来
的
な
共
同
鐙

概
念
と
し
て
と
ら
え
、
検
討
し
て
い
る
。

(
却
)
前
掲
註
(山口
)
佐
竹
論
文
は
そ
の
だ
め
の
貴
重
な
試
み
で
あ
る
。

ハ
幻
)
前
掲
註
(
口
〉戸
田
・
河
一
音
著
書
及
び
大
山
喬
卒
氏
『
日
本
中
世
農
村
史

の
研
究
』
(
岩
波
書
庖

一
九
七
八
年
)
参
照。

(
辺
)
前
掲
註
(
刊M
〉
論
文
参
照
。

〔
附
記
〕
四
月
四
日
、
御
療
養
中
の
川
勝
義
雄
先
生
が
逝
去
さ
れ
た
。

筆
者
の

論
評
に
射
し
て
、
御
健
在
で
あ
れ
ば
、
嘗
然
反
論
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り、

そ
れ
を
期
待
し
て
思
い
き
っ
て
書
い
た
箇
所
も
多
い
。
特
に
封
建
制
と
貴
族

制
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
展
開
を
先
生
は
期
し
て
お
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
自
ら
主
宰
さ
れ
た
京
大
人
文
研
の
共
同
研
究
「
中
園
貴
族
制
祉
舎

の
研
究
」
の
褒
足
に
あ
た
っ
て
、
八
一
年
五
月
八
日
に
は
「
貴
族
制
祉
禽
研

究
法
の
問
題
黙
」
と
題
し
て
報
告
さ
れ
、

ci--Na
r
E色
白
白
な
る
概

念
と
比
較
史
的
研
究
の
重
要
性
と
を
提
起
し
、
北
朝
・
唐
代
を
も
射
程
に
入

れ
た
新
し
い
中
世
貴
族
制
論
を
展
開
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
具
鐙
像

や
小
稿
に
制
到
す
る
批
削
刊
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
奔
聴
す
べ
く
も
な
い
。
相
互

批
創
刊
の
場
が
な
く
な
り
、
た
だ
先
生
の
皐
設
を
設
展
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
の
み

が
次
の
世
代
に
課
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
言
い
し
れ
ぬ
重
み
を
感
じ

つ
つ
あ
る
。
拙
な
い
論
評
で
は
あ
る
が
、
御
霊
前
に
供
し
て
、
哀
悼
の
意
に

か
え
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
く
思
う
。
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