
凸凹

　
y
第
四
「
中
国
史
籍
に
お
け
る
倭
入
風
俗
」
は
「
魏
志
倭
人
伝
」
以
下
の

中
国
史
書
に
み
え
る
倭
人
の
風
俗
記
薯
の
綿
密
な
批
判
で
あ
る
。

　
V
「
折
口
学
と
芸
能
史
」
で
は
、
釈
台
空
・
折
口
信
夫
の
学
問
を
芸
能
史

を
中
心
に
取
上
げ
た
評
論
で
あ
る
。
折
口
の
学
問
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の

は
多
い
が
、
こ
れ
は
一
歩
距
離
を
置
い
た
視
点
か
ら
、
歴
史
家
の
限
で
折
口

の
学
問
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。
芸
能
史
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
特
質
と

課
題
を
記
し
て
い
る
。
折
口
門
下
の
｝
人
と
し
て
師
事
さ
れ
た
著
者
の
筆
は
、

折
口
学
の
性
格
と
問
題
を
適
確
に
浮
彫
り
に
し
て
い
る
。
折
口
門
下
へ
の
厳

し
い
提
言
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
上
田
正
昭
氏
の
学
問
は
、
折
口
信
夫
の
学
風
と
共
に
津
田
史
学
・
西
田
文

化
史
学
の
三
本
が
主
要
な
骨
組
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
前

の
論
文
集
で
は
津
田
史
学
批
判
が
試
み
ら
れ
て
い
た
が
、
第
二
論
文
集
で
あ

る
本
書
が
折
口
学
の
評
論
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上
田
氏
の
学

問
を
う
か
が
う
上
で
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
不
充
分
な
感
想
に
終
っ
た
が
、
本
書
は
近
年
の
古
代
史
学
に
お
け

る
最
も
嬉
の
広
い
業
績
で
あ
り
、
著
者
は
学
界
の
難
題
点
に
常
に
敏
感
で
あ

る
だ
け
に
、
学
界
の
論
争
点
に
も
ふ
れ
ろ
と
こ
ろ
が
多
く
、
古
代
史
専
攻
外

の
人
々
に
も
現
在
の
古
代
史
学
・
古
代
思
想
史
学
の
水
準
を
知
る
た
め
に
推

奨
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
A
5
判
　
五
〇
八
頁
　
昭
和
四
三
年
一
一
月
　
塙
書
房
刊
　
定
価
　
二
六
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
滋
賀
県
立
八
幡
理
事
学
校
教
諭
）

佐
伯

富
著

中
国
史
研
究
部
一

衣
　
　
川

下

　
著
者
佐
伯
教
授
は
、
本
書
の
「
は
し
が
き
」
に
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、
昭
和
十
年
に
京
都
帝
大
の
東
洋
史
学
科
を
卒
業
さ
れ
、
以
来
所
謂
京
都

学
派
の
時
代
区
分
で
い
う
中
國
近
世
史
を
主
要
課
題
と
さ
れ
て
研
究
に
従
事

し
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
近
世
と
は
五
代
・
宋
か
ら
清
朝
の
後
半
ま
で
含

む
長
い
時
期
で
あ
る
が
、
本
書
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
佐
伯
教
授

の
研
究
領
域
は
、
宋
と
清
を
中
軸
に
し
て
そ
の
他
の
王
朝
に
及
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
、
教
授
が
常
々
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ど
こ
か
の
時
代
を

把
握
し
て
、
そ
こ
か
ら
古
く
へ
遡
る
か
、
新
し
き
へ
進
む
か
す
る
こ
と
が
　

つ
の
歴
史
研
究
の
や
り
方
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
た
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
教
授
の
大
著
『
罪
代
塩
政
の
研
究
』
は
、
中
国
の
塩
専
売
は
非
常

に
複
雑
で
あ
っ
て
、
い
き
な
り
、
宋
と
か
元
と
か
、
あ
る
い
は
明
と
か
の
塩

山
と
取
り
組
ん
で
も
、
ま
ず
解
決
さ
れ
な
い
部
分
が
多
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
清
朝
の
塩
政
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
代
と
の
隔
た
り
が
他
の

近
世
諸
朝
の
場
合
よ
り
比
較
的
短
く
、
資
料
も
豊
富
で
あ
る
の
で
、
か
な
り

塩
政
の
実
像
を
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
で
、
こ
の
大
著
を
著

わ
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
あ
る
問
題
は
清
か

ら
遡
行
し
、
あ
る
課
題
は
宋
か
ら
下
降
し
、
終
局
的
に
は
中
国
近
世
の
諸
般

の
歴
史
現
象
を
解
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
が
、
佐
伯
教
授
の
研
究

方
法
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
宋
代
史
研
究
に
お
け
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る
教
授
は
、
最
近
も
数
多
く
の
著
書
が
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
研
究
業
績
を

残
さ
れ
、
我
が
國
の
第
　
線
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。
宋
代
史
研
究
に
限
っ
て

い
え
ば
、
宋
代
が
所
謂
近
世
的
独
裁
君
主
制
の
確
立
期
に
当
る
と
い
う
立
場

か
ら
、
君
主
の
独
裁
権
が
い
か
に
形
成
確
立
さ
れ
て
行
っ
た
か
と
い
う
点
に

焦
点
を
し
ぼ
ら
れ
、
制
度
・
財
政
な
ど
の
面
か
ら
接
近
を
試
み
ら
れ
る
か
た

わ
ら
、
膨
大
な
宋
代
無
関
係
の
資
料
を
整
理
さ
れ
、
数
多
く
の
索
引
・
資
料

集
の
類
を
出
版
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
、
こ
う
し
た
佐
伯
教
授
の
一
研
究
分

野
で
あ
る
宋
代
史
を
専
攻
す
る
も
の
で
、
教
授
か
ら
測
り
知
れ
な
い
指
導
と

影
響
を
受
け
た
者
の
一
人
で
あ
る
。
佐
伯
教
授
の
論
文
集
『
申
国
史
研
究
第

一
』
を
書
評
せ
よ
と
の
求
め
を
、
臆
面
も
な
く
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
恐

ら
く
「
駆
歩
に
お
じ
ず
し
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

若
い
者
と
し
て
、
感
じ
る
ま
ま
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
責
め
を
塞
ぎ
た
い
。

　
本
書
に
は
、
著
者
が
中
国
史
研
究
に
た
ず
さ
わ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

は
じ
め
て
発
表
さ
れ
た
論
文
か
ら
、
つ
ま
り
昭
和
十
三
年
か
ら
昭
和
三
十
二

年
ま
で
の
間
に
発
表
さ
れ
た
論
文
十
九
篇
と
雑
録
と
し
て
二
篇
の
短
篇
が
附

さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
紹
介
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
に
は
明
・
清
の
論
文
を
紹
介
批
評
す
る
こ
と
は
全
く

不
可
能
で
あ
る
の
で
、
宋
代
関
係
の
論
文
に
つ
い
て
の
み
、
紹
介
黒
々
感
想

め
い
た
も
の
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
一
、
寒
駅
の
皇
城
司
に
つ
い
て
。
二
、
宋
代
楚
馬
承
受
の
研
究
。
こ
の
二

篇
は
、
共
に
副
題
「
i
君
主
独
裁
権
研
究
の
一
男
一
」
が
附
せ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
近
世
斎
主
独
裁
権
の
形
成
を
、
宋
代
の
官
制
上
の
側
面
か
ら
、

明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
皇
城
司
は
主
と
し
て
国
都
一
帯

を
、
走
馬
承
受
は
国
都
か
ら
離
れ
た
諸
地
方
を
、
と
い
う
具
合
に
管
轄
地
域

を
別
に
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
要
す
る
に
両
者
と
も
、
皇
帝
の
密
偵
、

監
察
の
役
目
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
機
関
が
直
接
皇
帝
に
諸
般

の
報
告
を
行
い
、
し
か
も
急
速
且
つ
秘
密
裡
に
情
報
を
皇
帝
に
伝
え
た
。
そ

の
た
め
、
官
僚
や
軍
隊
は
、
二
つ
の
秘
密
親
藩
機
関
の
活
動
を
極
力
恐
れ
、
官

僚
・
軍
隊
の
綱
紀
の
維
持
に
役
立
つ
ば
か
り
か
、
こ
の
機
関
を
利
用
し
て
皇

帝
の
権
力
が
伸
長
し
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
小
節
の
立
て
方
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
宋
会
要
や
続
資
治
通
鑑
長
編
な
ぜ
多
く
の
資
料
を
縦
横
に
駆
使

さ
れ
て
、
起
源
・
職
掌
・
組
織
・
実
際
の
活
動
な
ど
を
論
証
的
に
明
確
に
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
う
い
う
監
察
機
関
の
活
動
が
、
た
だ
ち
に
皇
帝
与
力

の
拡
張
で
あ
り
、
君
主
独
裁
権
が
こ
れ
ら
の
機
関
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
よ

う
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
が
、
例
え
ば
走
馬
承
受
は
建
炎
諸
等
に

自
然
消
減
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
後
百
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
、
ま
が
り
な

り
に
も
宋
朝
が
存
在
し
、
宋
朝
の
皇
帝
が
君
臨
し
て
い
る
。
も
し
、
こ
れ
ら

の
監
察
浮
浮
が
皇
帝
権
を
維
持
す
る
大
き
な
柱
で
あ
れ
ば
、
そ
の
機
関
の
消

滅
と
共
に
皇
帝
も
忍
ぶ
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
独
裁
専
制
霜
解
に
と
っ

て
秘
密
牒
報
機
関
は
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
皇
帝
権
に
対
し
て
キ
ャ
ス

テ
ィ
ン
グ
ヴ
ォ
ー
ト
を
握
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
皇

帝
は
政
治
を
遂
行
し
て
行
く
上
で
、
一
般
の
官
僚
を
あ
ま
り
信
用
し
な
か
っ

た
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
代
、
若
干
の
例
外
を
除
い
て
、
皇
帝
が

宮
僚
を
完
全
に
信
頼
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
も
の
の
　
つ
と
し
て
牒
報
機
関
が
存
在
す
る
の
で
あ
る

が
、
牒
報
機
関
が
皇
帝
と
官
僚
・
軍
隊
を
結
び
つ
け
た
と
は
い
い
切
れ
な
い

よ
う
に
諾
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
両
者
の
間
に
介
在
す
る
～
種
の
共
生
関
係
、

つ
ま
り
互
い
に
互
い
を
利
用
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
帝
と
官
僚
が
構
成

す
る
近
世
的
国
家
体
制
が
存
続
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
三
、
塩
と
中
国
社
会
。
塩
が
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
な
も
の
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切札

で
あ
る
か
、
に
つ
い
て
は
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
申
国
に
お
い
て
は

国
土
の
広
さ
に
比
べ
て
海
岸
線
が
短
か
く
、
ま
た
内
地
に
産
す
る
塩
も
そ
の

産
地
が
限
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
民
衆
に
ス
ム
ー
ズ
な
塩
の
入
手
を
可
能
に

す
る
こ
と
が
、
中
国
歴
代
の
君
主
の
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
日
常

生
活
の
必
需
品
で
あ
る
た
め
、
誰
も
が
塩
を
買
い
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
に
目
を
つ
け
た
多
く
の
為
政
者
が
、
塩
の
専
売
に
よ
っ
て
国
家
の

収
入
を
拡
大
す
る
す
る
こ
と
を
計
っ
た
。
と
り
わ
け
近
世
の
各
王
朝
で
は
、

塩
の
専
売
に
よ
る
収
益
は
国
家
財
政
の
大
黒
柱
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
国
史
上
に
際
立
つ
特
徴
を
示
し
て
い
る
塩
の
専
売
に
つ
い
て
、

古
く
先
秦
の
頃
か
ら
民
国
に
至
る
ま
で
の
歴
史
事
実
を
考
証
さ
れ
、
あ
わ
せ

て
そ
の
歴
史
上
に
お
け
る
意
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
論
文
で
あ

る
。
し
か
も
、
単
な
る
塩
の
専
売
に
関
す
る
研
究
で
は
な
く
、
広
く
歴
史
現

象
の
全
般
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
経
済
史
か
ら
出
発
し
て
、
中
国

史
全
般
に
及
ん
で
い
る
。
ま
さ
に
本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
文
中
の
圧
巻
で
あ

る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
著
者
佐
伯
教
授
の
専
門
分
野
で
あ
る
中
国
近
世
の

歴
史
が
、
内
容
の
主
要
部
分
を
占
め
て
い
る
が
、
塩
を
主
題
と
し
て
近
世
史

に
肉
迫
し
、
一
つ
の
歴
史
解
釈
を
打
ち
立
て
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

あ
る
ま
い
。

　
四
、
明
代
の
栗
生
－
明
代
塩
政
の
一
単
一
。
五
、
清
代
に
お
け
る
塩

の
専
売
制
度
。
六
、
聖
代
に
お
け
る
民
業
資
本
に
つ
い
て
。
七
、
清
子
離
塁

朝
に
お
け
る
准
南
塩
政
。
八
、
清
代
勉
励
塩
辛
路
の
争
奪
に
つ
い
て
。
以
上

五
篇
は
著
者
が
近
世
史
研
究
を
新
ら
し
い
時
代
か
ら
遡
行
し
て
進
め
よ
う
と

さ
れ
た
出
発
点
と
考
え
ら
れ
都
。
論
題
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
独
裁
君
主

制
下
の
専
売
事
業
の
位
置
を
明
確
に
し
、
そ
こ
か
ら
近
世
史
を
解
釈
せ
ん
と

し
て
、
塩
政
の
問
題
を
採
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
既
に
述
べ
た
よ

う
に
、
明
清
時
代
の
歴
史
は
筆
者
に
と
っ
て
は
全
く
未
知
の
世
界
で
あ
る
の

で
、
題
名
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
九
、
宋
初
に
お
け
る
茶
の
専
売
制
度
。
こ
れ
も
専
売
制
度
を
通
し
て
近
世

の
独
裁
君
主
制
を
考
察
せ
ん
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
宋
代
の
茶
の
専
売
は

太
祖
・
太
宗
の
二
代
の
間
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
短
期
間
に
種
々

の
茶
の
専
売
方
法
が
施
行
改
廃
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
．
一
つ
～
つ
に
つ
い
て
数

多
く
の
資
料
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宋
王
朝
が
確
固
た
る

基
盤
を
完
成
し
た
の
は
太
宗
の
時
代
で
あ
る
が
、
茶
の
専
売
制
も
そ
の
完
成

を
見
た
の
が
太
宗
の
時
で
あ
っ
た
と
結
ば
れ
て
い
る
。
　
「
茶
の
専
売
制
度
の

成
立
過
程
を
通
し
て
、
宋
国
家
確
立
の
　
を
見
よ
う
と
し
た
」
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
が
、
や
は
り
茶
を
通
し
て
宋
代
史
を
考
え
る
の
は
不
充
分
で
あ
る
よ

う
な
感
じ
が
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
論
文
の
価
値
を
全
く

無
視
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
複
雑
な
近
世
史
上
の
諸
制
度
が
、
こ
う
し

た
地
味
な
研
究
に
よ
っ
て
一
つ
　
つ
解
明
さ
れ
て
い
け
ば
、
そ
こ
に
は
新
ら

し
い
歴
史
把
握
の
展
望
が
開
け
て
く
ろ
は
ず
で
あ
る
か
ら
。

　
一
〇
、
宋
代
の
茶
断
軍
に
つ
い
て
。
茶
宇
軍
と
は
、
南
宋
末
期
に
現
わ
れ

た
所
謂
義
勇
軍
の
一
つ
で
、
茶
を
扱
う
大
商
人
を
中
心
に
し
た
民
兵
組
織
で

あ
る
。
元
来
、
近
世
の
傭
兵
制
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
軍
隊
は
、
数
は
多
い
が

戦
闘
に
は
弱
い
も
の
で
、
民
衆
を
守
り
、
国
家
を
防
衛
す
る
よ
う
な
立
派
な

軍
隊
は
非
常
に
少
く
、
敵
と
戦
え
ば
必
ず
負
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
守
る
べ

き
民
衆
に
ま
で
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
。
南
宋
で
は
、
こ
う
し

た
政
府
の
軍
隊
を
信
頼
し
な
い
大
商
人
が
、
み
ず
か
ら
の
財
力
で
民
兵
を
組

織
し
た
が
、
こ
の
民
兵
は
歯
分
達
の
財
産
や
家
族
を
守
る
と
い
う
精
神
上
の

緊
張
を
保
持
し
て
い
た
の
で
、
正
規
軍
よ
り
は
る
か
に
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

工
商
軍
は
茶
商
人
が
糾
合
し
た
義
勇
軍
で
あ
り
。
茶
雲
隠
の
成
立
の
裏
面
に
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は
、
社
会
的
経
済
的
に
大
を
な
し
て
い
た
茶
商
人
の
存
在
ピ
そ
の
政
治
と
の

結
び
つ
き
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
論
旨
が
展
開
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
一
一
、
遷
代
に
お
け
る
明
車
の
専
売
制
度
。
明
響
は
染
色
・
製
革
・
飲
料

水
の
清
浄
等
に
用
い
ら
れ
る
が
、
壁
代
で
は
染
色
用
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

か
な
り
多
く
、
衣
料
が
徐
々
に
増
え
て
そ
の
色
柄
に
関
心
が
集
中
す
る
と
、

開
馨
の
使
用
量
も
一
段
と
増
加
し
た
。
こ
れ
に
目
を
つ
け
た
政
府
は
、
明
響

を
専
売
に
し
て
利
益
を
挙
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
こ
で
も
数

多
く
の
資
料
を
駆
使
し
て
明
響
の
用
途
、
専
売
制
の
成
立
と
崩
壊
の
過
程
な

ど
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
、
茶
・
塩
・
開
国
な
ど
、
｝
連
の
專

売
制
が
施
行
さ
れ
た
原
因
と
し
て
、
膨
大
な
軍
隊
を
養
う
た
め
の
軍
事
費
を

捻
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
正
確

で
あ
る
。
概
説
轡
や
教
科
書
の
類
を
み
る
と
、
朱
代
の
財
政
で
は
．
官
僚
と

軍
隊
が
多
数
い
た
の
で
、
そ
の
た
め
に
支
出
部
分
の
殆
ど
が
こ
れ
ら
を
養
う

た
め
に
使
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
筆
者
も
こ

の
点
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
宋
代
の
財
政
を
籏
迫

し
た
の
は
、
い
つ
に
軍
隊
の
費
用
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
今

一
つ
、
本
論
文
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
重
要
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
豪
商
と

政
治
も
し
く
は
官
界
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
明
鎌
の
専
売
制
に
お
い
て
も
、

旧
法
悦
が
豪
商
ら
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
・
た
た
め
に
、
旧
法
党
が
政
権
を

担
当
し
て
い
る
時
期
に
は
、
専
売
法
の
施
行
も
ゆ
る
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
官
僚
と
商
人
と
の
結
び
つ
き
は
、
宋
代
史
の
中
で

も
重
要
な
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
宮
僚
が
、
皇
帝
を
中
核
と
し
た
支
配

階
級
を
梅
成
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
経
済
的
基
盤
を
何
に
求
め
て
い
た
か
、

牝
つ
い
て
絃
、
い
ま
だ
に
究
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
漠
然
と
大
土
地

！

所
有
走
商
業
活
動
あ
る
い
は
商
人
と
の
結
び
つ
き
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

　
　
あ

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
至
聖
の
官
僚
の
俸

給
は
、
そ
の
支
給
額
を
数
字
の
上
か
ら
だ
け
見
れ
ば
、
歴
代
で
も
最
高
の
額

を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
趙
翼
が
昔
二
史
翻
記
で
官
僚
の
俸
給
が
厚

く
、
宋
朝
の
財
政
を
圧
迫
す
る
「
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
と
い
い
、
そ
れ
に
従

っ
た
多
く
の
学
者
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
俸
給
は
、
現
在
で
も

同
じ
で
あ
る
が
、
支
給
額
の
多
寡
は
画
題
で
は
な
く
、
支
給
額
の
持
つ
働
値

が
問
題
な
の
で
あ
δ
。
、
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
ま
だ
筆
者
は
正
確
な
資
料

や
結
論
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
必
ず
し
も
、
俸
給
は
富
僚
の
生
活
を
維
持
し

う
る
に
充
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
官
僚
は
俸

給
以
外
の
収
入
を
計
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
族
の
誰
か
の
名

義
で
田
地
を
買
っ
た
り
、
商
業
活
動
に
乗
搬
出
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
ほ

か
、
土
地
が
官
僚
の
生
命
線
で
あ
る
と
か
い
わ
れ
た
り
し
て
い
る
し
、
所
謂

潤
筆
料
な
ど
が
と
ほ
う
も
な
く
高
か
っ
た
り
し
た
の
も
、
官
僚
達
が
収
入
を

確
保
せ
ん
と
し
た
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
賄
賂
の
横
行

や
、
商
人
ら
金
持
連
申
と
官
僚
と
の
結
託
も
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
本
論
文
で
も
、
そ
の
一
端
を
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
官
僚

社
会
の
研
究
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
を
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
二
、
宋
代
に
お
け
る
無
法
地
象
に
つ
い
て
。
宋
代
、
刑
法
の
運
営
は
そ

れ
ま
で
に
存
在
し
た
律
に
代
っ
て
、
皇
帝
の
勅
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
。
と
こ

ろ
が
同
じ
罪
を
犯
し
て
も
、
地
方
に
よ
っ
て
量
刑
が
異
な
っ
て
お
り
、
政
府

の
施
政
上
の
便
宜
に
基
い
て
重
く
罰
す
る
重
下
地
分
と
、
普
通
の
常
法
地
雨

と
が
あ
っ
た
。
重
車
地
分
は
全
国
の
州
軍
の
過
半
数
を
占
め
、
全
国
的
広
が

り
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
常
法
地
分
の
中
で
も
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
重
法

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
適
法
地
分
の
設
定
は
、
中
世
の
儒
教
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評書

的
徳
治
主
義
の
国
家
と
、
近
世
的
な
独
裁
専
制
主
義
の
国
家
と
の
性
質
の
差

を
示
す
も
の
で
、
独
裁
専
制
体
制
は
威
嚇
…
主
義
で
人
民
に
臨
ん
だ
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
重
法
そ
の
も
の
に
、
薪
旧
両
法
党
の
性
格
も
顕
示
さ
れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
論
旨
が
展
開
さ
れ
、
こ
う
し
た
近
世
的
な
圧
制
約
厳
罰
主
義

の
結
果
、
申
国
民
衆
が
法
律
に
抵
触
し
な
い
限
り
で
自
ら
の
快
楽
を
追
求
し
、

政
治
に
全
く
無
関
心
に
な
っ
て
い
っ
た
と
結
ば
れ
て
い
る
。

　
一
三
、
急
激
雄
州
に
お
け
る
緩
衝
地
両
三
地
に
つ
い
て
。
宋
代
、
遼
と
宋

と
の
醸
境
線
に
は
、
宋
遼
両
国
に
納
税
服
役
の
義
務
を
負
う
人
戸
が
存
在
す

る
地
域
が
あ
り
、
さ
ら
に
両
圏
の
摩
擦
を
回
避
す
る
た
め
に
、
軍
隊
が
駐
屯
し

な
い
土
地
す
な
わ
ち
緩
衝
地
帯
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
両
輸
地
・
緩
衝
地
の

例
と
し
て
堅
調
を
取
り
あ
げ
ら
れ
、
宋
遼
の
国
際
関
係
を
究
明
さ
れ
た
の
が

こ
の
論
文
で
あ
る
。
雄
州
は
軍
事
上
、
交
通
上
の
要
衝
に
あ
た
り
、
し
か
も

国
境
地
帯
に
面
し
て
い
た
上
、
両
輸
地
に
は
多
数
の
民
衆
が
両
輸
戸
と
し
て
．

生
活
し
て
い
た
。
・
し
．
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
民
衆
を
介
し
て
の
様
々
な
偵
察

活
動
が
行
わ
れ
た
か
ら
、
機
密
漏
洩
の
防
止
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
さ
ら

に
経
済
的
に
は
、
経
済
上
の
緩
衝
地
帯
の
役
目
も
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
ど
れ
も
が
、
遼
を
外
交
上
の
最
も
主
要
な
相
手
と
い
う
立
場
か
ら
と
ら

れ
た
政
策
で
あ
っ
た
が
、
値
安
石
の
時
代
に
な
る
と
対
餌
夏
外
交
が
主
軸
と

な
り
、
対
遼
外
交
は
、
と
も
か
く
問
題
を
お
こ
さ
な
い
こ
と
を
限
目
と
し
た
。

宋
で
は
遼
と
西
夏
と
の
連
繋
を
最
も
恐
れ
た
の
で
、
両
翼
地
に
関
す
る
政
策

も
必
然
的
に
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
中
華
思
想
で
貫
か
れ

た
中
国
の
歴
史
は
、
宋
代
に
至
っ
て
、
根
本
的
に
動
揺
さ
せ
ら
れ
て
、
東
洋

全
体
に
新
局
面
を
招
来
し
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
一
四
、
宋
代
役
法
上
よ
り
観
た
る
鄭
州
廃
置
問
題
。
近
世
史
で
は
、
都
市

の
発
達
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
が
、
朱
代
で
も
大
い
に

そ
の
発
展
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
役
法
上
か
ら
考
え
れ
ば
都
市
と
郷
村
と

の
問
に
は
大
変
な
差
別
が
あ
り
、
役
の
負
担
が
過
重
な
郷
村
は
大
い
に
疲
弊

し
た
。
こ
の
郷
村
の
疲
弊
没
落
に
対
し
、
役
を
軽
減
す
る
こ
と
が
緊
要
な
問

題
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
州
県
の
併
置
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
議
論
が
お
こ
り
、
王
都
石
が
こ
れ
を
実
施
し
た
。
郵
州
の
廃
止
も

煕
寧
五
年
に
実
施
さ
れ
、
属
県
の
移
管
や
格
下
げ
が
行
わ
れ
て
、
数
十
万
貫

の
費
用
が
省
か
れ
た
。
こ
う
し
た
地
方
官
庁
の
経
費
削
減
は
、
民
衆
の
役
の

負
担
を
、
直
接
に
軽
減
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
旧
法
党
の
碍
代
に
な

る
と
州
県
は
復
興
さ
れ
、
道
州
も
復
置
さ
れ
た
つ
こ
の
措
置
の
背
景
に
は
、

都
市
の
商
人
の
動
向
が
か
ら
ん
で
い
る
。
官
僚
達
は
実
際
上
は
商
業
行
為
を

し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
商
人
と
の
結
び
つ
き
が
で
き
る
。
商
人
は
、
都
市
の

坊
郭
戸
で
あ
っ
て
役
を
免
除
さ
れ
て
お
り
、
州
県
が
復
興
さ
れ
て
費
用
が
増

加
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
負
担
す
る
の
は
郷
村
の
郷
戸
で
あ
っ
て
、
商
人
達
は

何
の
被
害
も
蒙
ら
な
い
ば
か
り
か
、
政
商
に
ま
で
成
長
し
た
豪
商
に
と
っ
て

は
、
州
県
の
復
興
に
よ
っ
て
物
資
の
需
要
が
ふ
え
る
と
、
そ
れ
だ
け
利
益
を

得
る
機
会
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
結
び
つ
い
た
官
僚
達
を
煽
っ
て
、
州

県
の
復
活
を
画
策
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
官
僚
と
商
人
の
結
び

つ
き
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
政
治
が
商
人
の
手
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ

る
こ
と
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
が
大
商
人
に
集
中
し
、
農
村
が
と
り
の

こ
さ
れ
て
貧
冨
の
懸
隔
が
大
き
く
な
り
、
申
流
階
級
が
没
落
し
て
、
不
堅
実

な
社
会
様
相
を
呈
す
る
こ
と
、
な
ど
は
近
世
社
会
の
特
色
で
あ
る
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。

　
本
論
文
中
、
一
番
興
味
を
引
く
の
は
、
官
僚
が
商
業
行
為
や
、
土
地
所
有

に
よ
っ
て
営
利
行
為
を
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
筆
者
も
常
々
考
え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
俸
給
収
入
が
、
ま
ず
官
僚
達
の
生
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活
を
充
分
に
満
足
し
た
状
態
に
さ
せ
得
な
い
と
考
え
ち
れ
る
か
ら
、
当
然
、

宮
島
は
他
に
収
入
の
途
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，
近
世
と
い
う
時
代
を

考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
、
商
業
や
土
地
所
有
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
官
僚
と
商
人
の
結
び
つ
き
だ
け
で
は
な
く
、
官

僚
と
し
て
の
地
位
・
商
業
行
為
・
大
土
地
所
有
の
三
つ
を
三
角
形
の
三
角
の

よ
う
に
考
え
、
三
つ
そ
ろ
っ
て
三
角
形
、
つ
ま
り
こ
こ
で
い
う
官
僚
そ
の
も

の
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
形
成
し
て
い
た
、
と
い
う
風
に
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
～
五
、
王
安
石
の
海
濁
法
。
近
世
の
特
色
の
㎝
つ
と
し
て
、
中
直
の
周
辺

民
族
の
翼
族
的
自
覚
が
起
り
、
国
家
を
建
設
し
て
、
中
国
王
朝
と
対
抗
す
る

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
中
飼
で
は
多
数
の
軍
隊
を
辺
境
に
醜
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
軍
隊
の
食
糧
の
補
給
と
い
う
問
題
が
出
て
く

ろ
。
王
安
石
が
新
法
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
瀬
田
法
も
、
軍
糧
を
東
遷
の
強

倉
地
帯
に
仰
い
で
、
多
く
の
費
用
を
使
用
し
、
し
か
も
輸
送
の
途
絶
を
心
配

す
る
よ
り
、
軍
隊
の
い
る
地
方
で
自
給
自
足
さ
せ
る
こ
と
を
瑠
的
と
し
て
行

わ
れ
た
。
溌
田
法
は
、
例
え
ば
黄
河
の
水
を
田
地
に
流
入
さ
せ
、
河
水
に
含

ま
れ
る
栄
養
豊
か
な
泥
土
を
沈
澱
さ
せ
、
そ
れ
で
田
土
を
肥
沃
に
し
て
、
生

産
力
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
、
そ
の
効
果
は
大
い
に
あ
が
っ
た
、
と

論
証
さ
れ
て
い
る
。

　
一
六
、
帯
代
の
坐
倉
。
宋
で
は
辺
境
の
軍
隊
に
与
え
る
糧
食
は
、
大
体
に

お
い
て
東
南
諸
路
か
ら
送
ら
れ
た
が
、
そ
の
運
送
に
要
す
る
費
用
は
莫
大
な

額
に
登
っ
た
。
一
方
、
糧
食
は
兵
士
一
入
一
人
に
支
給
さ
れ
る
が
、
そ
の
支

給
糧
は
か
な
り
多
か
っ
た
の
で
、
兵
士
や
そ
の
家
族
が
消
費
し
て
も
、
な
お

余
り
が
出
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
余
糧
を
兵
士
が
要
求
し
た
場
合
に
政
府

が
買
い
上
げ
る
制
度
が
坐
倉
で
あ
る
。
噛
と
も
と
、
兵
士
や
下
級
官
吏
の
余

論
は
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
、
商
人
に
低
く
買
い
叩
か
れ
て
し
ま
い
、

米
を
大
量
に
乎
に
入
れ
た
商
人
が
米
価
の
市
場
操
作
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
仁
心
の
頃
か
ら
坐
倉
の
方
法
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
王
安
石
の
時

に
、
法
制
化
さ
れ
、
し
か
ろ
べ
き
画
格
で
、
現
銭
で
買
い
上
げ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
に
は
騎
に
一
つ
の
利
便
が
あ
る
。
そ
れ
は
東
爾
か
ら
高
い
運
送

費
を
支
払
っ
て
不
必
要
な
ま
で
に
糧
食
を
支
給
す
る
こ
と
を
や
め
、
必
要
量

だ
け
送
っ
て
、
島
々
を
産
米
地
に
置
い
て
お
け
ば
、
そ
れ
だ
け
輸
送
費
の
節

減
に
な
ろ
。
余
糧
を
少
々
高
く
買
い
上
げ
て
も
、
充
分
に
輸
送
費
を
節
減
し

た
分
で
補
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
～
つ
の
要
点
は
、
米
価

の
調
節
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
坐
倉
法
は
旧
法
党
の
時
代
に
な

っ
て
も
継
承
さ
れ
た
が
、
や
が
て
こ
の
制
度
が
悪
用
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
他

の
多
く
の
政
策
と
同
様
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
詳
細
な
資
料
の
検
討

を
行
わ
れ
な
が
ら
、
坐
倉
の
制
度
を
究
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
俸
給
の
一
部
を
現
金
化
し
て
支
給
す
る
こ
と
は
、
単
に
兵
士
や
下
級
宮
僚

だ
け
で
な
く
、
地
方
の
文
官
ら
に
も
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
が
、
こ
の
よ
う

な
現
金
支
給
は
、
や
は
り
歴
史
的
に
重
要
な
幽
門
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
貨
幣
経
済
の
浸
透
、
普
及
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宮
僚

や
兵
士
が
、
現
物
支
給
と
同
学
に
、
現
金
支
給
を
望
み
、
政
府
の
方
で
も
そ

れ
に
応
じ
た
こ
と
、
と
く
に
辺
境
の
軍
隊
の
兵
士
に
ま
で
、
現
金
支
給
が
行

わ
れ
た
こ
と
は
、
宋
朝
の
全
域
に
わ
た
っ
て
、
貨
幣
経
済
が
普
遍
化
し
て
い

た
こ
と
に
な
ろ
。
ま
た
牝
宋
の
初
め
か
ら
、
所
に
よ
っ
て
銀
を
支
給
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
銅
銭
と
銀
と
の
貨
幣
と
し
て
の
顧
値
の
開
題
、
そ
の
流
通
の

問
題
な
ど
、
経
済
上
に
お
け
る
坐
倉
の
制
度
は
、
単
に
余
糧
を
現
霊
化
し
た

だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
問
題
を
含
み
、
さ
ら
に
発
展
し
う
る
問

題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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評叢

　
な
お
、
本
論
文
中
、
新
法
党
の
政
策
は
、
各
個
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
が
有
機
的
に
連
関
し
で
、
そ
の
機
能
を
渠
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ

と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
研
究
上
、
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
従
来
の
薪
法
の
研
究
が
、
と
も
す
れ
ば
、
新
法
の
一
つ
点
っ
を
と

り
出
し
て
論
証
を
行
う
よ
う
な
型
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
新
法
を
充

分
に
把
握
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
た
。
王
安
石
が
秀
れ
た
政

治
家
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
評
価
は
別
と
し
て
、
少
く
と
も
、
あ
れ
だ
け
多

く
の
政
策
を
短
期
間
に
、
次
々
と
施
行
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ

て
の
政
策
が
、
ど
こ
か
で
結
合
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
櫨
で
あ
る
。
著
者
の
指

摘
通
り
、
新
法
の
全
体
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
に
着
旧
し
た
新

し
い
新
法
の
研
究
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
一
七
、
初
代
の
三
些
細
に
つ
い
て
。
鼻
翼
の
県
は
鎮
を
統
轄
し
て
、
州
に

所
属
す
る
こ
と
を
建
前
と
し
て
い
る
が
、
三
泉
県
・
西
県
・
剣
聖
県
の
三
県

だ
け
は
、
政
府
の
直
轄
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
三
島
と
も
、
霧
中
よ
り
四
川
に

至
る
交
通
・
軍
事
上
の
要
衝
に
位
置
し
、
こ
こ
を
制
す
れ
ば
、
容
易
に
四
川

を
制
す
る
こ
と
は
歴
史
上
の
諸
票
実
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
軍
隊
は
州
に

駐
屯
す
る
の
で
あ
る
が
、
三
薄
紅
は
県
で
あ
り
な
が
ら
軍
隊
も
駐
屯
し
、
そ

の
知
県
は
有
能
な
人
物
が
特
に
選
ば
れ
て
い
る
の
も
、
右
の
事
実
を
証
明
し

て
い
る
。
し
か
し
、
四
川
の
経
済
上
・
軍
事
上
・
地
理
上
の
重
要
性
と
、
そ

の
独
裁
君
主
制
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
を
進
め
る
必
要

が
あ
る
。
以
上
め
よ
う
に
、
三
無
県
を
宋
朝
政
権
が
重
視
し
た
事
事
を
明
ら

か
に
さ
れ
て
、
さ
ら
に
問
題
提
起
を
行
わ
れ
て
い
ろ
の
で
あ
る
。

　
一
八
、
明
清
時
代
の
民
壮
に
つ
い
て
。
一
九
、
汰
庶
。
二
〇
、
雑
録
、
宋

代
四
川
の
茶
法
・
清
代
の
塩
法
。
以
上
の
三
つ
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。

　
右
は
、
中
国
史
研
究
第
一
の
宋
代
関
係
の
論
文
に
つ
い
て
紹
介
を
か
ね
て
、

　
　
　
　
　
ノ

若
干
感
想
め
い
た
も
の
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
近
世
の
君
主
独

裁
制
が
い
か
に
成
立
し
、
い
か
な
る
内
容
を
持
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題

を
、
制
度
上
・
経
済
上
な
ど
各
方
颪
か
ら
究
明
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
が
著
者

佐
伯
教
授
の
研
究
方
法
で
は
な
い
か
と
思
う
。
各
論
文
が
、
広
範
囲
に
、
か

っ
飯
豊
に
多
数
の
資
料
を
留
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
歴
史
的
意
義
・
起
源
と

沿
革
・
発
展
の
様
相
・
社
会
へ
の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
節
を
分
け
て
論
証
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
実
証
主
義
的
な
手
堅
い
方
法
に
敬
意
を
表
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
若
干
資
料
中
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
を
そ
の
ま
ま
行
論
の
途
中
で
用
い

ら
れ
て
い
る
の
は
、
論
旨
の
理
解
を
難
か
し
く
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
浅
学
菲
才
の
身
を
顧
み
ず
、
感
じ
た
こ
と
を
練
り
上
げ
も
せ
ず
に
書

き
連
ね
た
が
、
著
老
の
意
を
十
分
汲
み
と
れ
ず
、
あ
ら
ぬ
方
向
で
記
し
た
こ

と
が
多
い
こ
と
を
心
よ
り
恐
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
車
代
の
坐
倉
」
で
も
、
少
し
触
れ
た
が
、
ま
だ
ま
だ
発
展
す
る
課
題
が

多
く
提
起
さ
れ
た
も
の
が
多
い
し
、
近
世
史
の
把
握
の
た
め
に
も
、
も
っ
と

究
明
を
必
要
と
す
る
問
題
が
山
積
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
が
益

々
ご
健
勝
に
、
ご
研
究
を
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
。

　
な
お
、
は
し
が
き
に
著
者
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
難
な
時
の
出

版
物
の
た
め
か
、
校
正
ミ
ス
が
か
な
り
あ
る
が
、
そ
れ
は
読
老
が
注
意
す
れ

ば
問
題
が
な
い
の
で
、
一
一
指
摘
し
な
い
。
誉
蛇
に
お
じ
ず
の
評
を
恥
じ
る

と
共
に
、
著
者
の
ご
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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