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昨
年
主
都
慰
氏
ら
中
圏
学
術
団
の
来
訪
あ
り
、
中
爾
思
想
史
に
つ
い
て
の

論
議
が
広
く
な
さ
れ
た
の
を
機
会
に
、
そ
れ
に
癒
え
る
か
の
如
く
、
重
沢
俊

郎
氏
『
中
国
哲
学
史
研
究
臨
の
出
版
を
見
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
学
界
に
薪

風
を
起
す
の
み
な
ら
ず
、
中
国
の
学
人
に
聾
し
て
も
感
興
を
与
え
る
も
の
が

少
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
著
春
は
「
は
し
が
き
」
に
、
　
「
歴
史
に
対
す
る
根
本

的
観
点
が
な
い
ま
ま
に
哲
学
史
を
や
る
」
と
い
う
わ
が
国
の
中
国
哲
学
思
想

史
の
現
状
に
不
満
を
感
じ
て
筆
を
と
っ
た
と
あ
り
、
　
「
唯
心
主
義
と
唯
物
主

義
と
は
妥
協
の
余
地
な
く
対
立
し
て
い
る
二
大
世
界
観
で
あ
り
、
無
学
思
想

史
は
、
基
本
上
こ
の
二
つ
の
弁
証
法
的
発
展
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と

い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
学
問
は
政
治
に
服
務
す
べ
き
だ
」
と
い
う
立
場
を

と
っ
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
本
書
は
第
一
部
が
唯
心
主
義
、
第
二
都

が
唯
物
主
義
の
闇
題
を
論
じ
、
大
部
分
は
先
回
時
代
で
お
わ
り
、
漢
代
は
王

充
、
六
朝
は
斐
纈
と
萢
纐
だ
け
を
あ
げ
て
い
る
。
最
後
の
総
結
は
古
代
よ
り

現
代
ま
で
を
大
観
し
、
そ
の
中
国
語
訳
も
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
お
お
む

ね
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、
ま
ま
私
の
感
想
も
の
べ
さ
せ
て
も
ら
う
。

　
第
一
部
「
唯
心
主
義
世
界
観
の
諸
間
題
扁
の
初
め
に
、
そ
の
空
風
期
と
し

て
孔
子
以
前
の
こ
と
を
の
べ
る
。
尚
書
に
見
え
る
徳
や
天
の
闇
題
を
と
ら
え
、

周
初
に
起
っ
た
合
理
主
義
を
、
　
「
績
統
酌
な
宗
教
的
纏
威
の
無
条
件
承
認
を

、

支
え
る
非
合
理
的
思
蟻
が
．
人
闘
的
理
性
的
権
威
に
大
幅
に
譲
歩
し
た
も
の
扁

と
し
、
ま
た
春
秋
初
期
の
季
梁
や
、
左
伝
に
見
え
る
子
産
の
思
想
を
論
じ
、

中
圏
史
初
期
の
思
想
家
に
お
い
て
す
で
に
「
宗
教
的
雰
合
理
の
壁
が
取
り
除

か
れ
た
」
も
の
と
見
て
．
い
る
。
著
者
が
宗
教
的
非
合
理
性
を
低
次
の
も
の
と

見
る
こ
と
は
、
唯
物
史
観
の
上
か
ら
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な

非
合
理
性
が
歴
史
の
上
に
お
い
て
簡
単
に
取
り
除
か
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ

と
は
、
一
考
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
「
適
適
以
後
に
お
け
る
唯
心
主
義
世
界
観
」
に
お
い
て
、
初
め
に
孔
子
を

あ
げ
て
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。
孔
子
の
も
つ
最
大
の
歴
史
的
意
義
は
、
彼
が

宗
教
的
伝
統
の
非
合
理
に
抵
抗
し
た
こ
と
で
あ
る
。
天
の
鯉
釈
に
お
い
て
、

孔
子
は
そ
れ
を
人
格
性
の
稀
薄
な
運
命
と
し
、
更
に
は
抽
象
的
な
理
に
ま
で

転
化
し
た
。
礼
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
天
地
の
経
義
か
ら
導
き
鵬
す
こ
と
を

し
な
い
。
孔
子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ぬ
経
験
的
な
知
識
を
尊
び
、
そ
の
知
識

を
体
系
的
・
理
性
的
に
高
め
て
徳
と
合
一
さ
せ
、
更
に
仁
の
体
系
に
ま
で
進

ん
だ
。
仁
は
形
蒲
上
的
な
性
格
を
お
び
、
そ
の
観
念
性
は
後
の
唯
心
論
に
影

響
す
る
が
、
し
か
し
孔
子
は
完
全
な
唯
心
論
者
で
は
な
く
、
そ
の
患
想
に
は

「
多
少
の
弁
証
法
酌
な
要
素
が
矛
馬
脳
に
存
在
す
る
」
と
い
う
。
な
お
孔
子

が
人
民
大
衆
に
対
す
る
態
度
如
何
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
中
国
に
お
い
て
問

題
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
著
着
は
、
孔
子
の
身
分
が
新
興
階
級

と
し
て
の
士
に
属
す
る
と
い
う
説
に
も
と
づ
き
、
　
「
奴
隷
制
が
崩
壊
し
て
封

建
制
へ
移
行
す
る
と
き
、
自
ら
の
士
の
階
級
の
共
同
意
識
に
立
っ
て
、
身
分

制
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
な
が
ら
奴
隷
制
に
代
る
秩
序
と
し
て
、
道
徳
の
原
理

を
立
て
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　
孟
子
に
つ
い
て
は
、
彼
が
孔
子
の
偉
大
な
る
継
承
愚
で
あ
る
が
、
何
を
継

承
し
て
ど
の
方
向
に
進
展
さ
せ
た
か
を
特
に
究
明
し
よ
う
と
す
る
。
著
者
に
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よ
れ
ば
、
薫
子
の
使
命
は
唯
心
論
の
巨
大
な
体
系
を
建
設
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
そ
の
性
善
的
人
間
論
は
、
人
問
を
一
般
と
し
て
招
些
し
、
あ
る
べ
き
理

念
的
人
間
を
作
り
鵬
す
こ
と
に
あ
る
。
善
な
る
性
は
経
験
的
に
は
確
か
め
ら

れ
ぬ
か
ら
、
観
念
論
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
道
徳
体
系
は
人
間
本
性
に
淵

源
す
る
こ
と
が
孟
子
に
よ
っ
て
論
理
的
に
成
立
し
、
す
べ
て
の
道
徳
を
内
在

的
規
範
と
し
て
と
ら
え
る
。
孟
子
の
易
姓
革
命
や
民
意
の
尊
重
、
敵
い
し
は

井
田
説
に
し
て
も
、
み
な
支
配
巻
意
識
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
、
支
配
者
と

は
下
級
費
族
を
中
心
と
す
る
薪
興
階
級
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
孔
・
搬
の
聞
に

階
級
と
し
て
の
基
本
的
性
格
が
変
ら
な
い
か
ら
、
世
界
観
も
同
一
で
あ
る
が
、

た
だ
こ
の
階
級
の
勢
力
の
発
展
が
両
者
の
哲
学
思
想
に
差
異
を
生
ぜ
し
め
た

の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は
、
孔
・
孟
の
思
想
を
新
興
階
級
と

し
て
の
士
と
い
う
祉
会
基
盤
に
帰
せ
し
め
て
い
る
が
、
士
の
身
分
の
内
容
に

つ
い
て
は
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
「
中
庸
扁
に
う
つ
る
。
蓋
子
の

唯
心
論
と
殖
産
の
合
理
論
と
が
合
体
し
て
中
席
が
生
れ
た
。
中
騰
の
「
誠
」

は
世
界
の
絶
対
原
理
と
さ
れ
、
人
間
性
を
天
命
の
賦
与
す
る
完
全
・
純
潔
な

る
も
の
と
し
、
世
界
が
本
質
と
矛
盾
な
き
も
の
と
し
て
宣
旨
さ
れ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
被
治
療
階
級
の
反
逆
の
可
能
性
は
論
理
的
に
揮
え
ら
れ
た
。
か
く

て
王
守
仁
の
主
観
唯
心
論
を
最
後
と
す
る
唯
心
主
義
の
展
開
に
絶
大
な
る
影

響
を
与
え
た
の
で
あ
る
と
。
次
に
「
五
行
説
」
に
つ
い
て
は
、
中
庸
を
根
幹

と
す
る
唯
心
論
と
別
に
、
い
わ
ば
系
列
を
異
に
す
る
唯
心
論
が
あ
っ
た
と
し
、

そ
の
一
つ
と
し
て
五
行
説
を
あ
げ
る
。
そ
の
社
会
的
基
盤
は
、
諸
僕
分
封
に

よ
る
身
分
制
が
崩
れ
は
じ
め
た
と
き
、
　
「
新
し
い
社
会
勢
力
が
台
頭
し
た
が
、

そ
れ
は
た
だ
一
種
類
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
社
会
勢
力
の
差
異
に
よ
っ
て
、

唯
心
論
に
も
観
念
形
態
の
細
か
い
藩
分
に
差
異
を
生
じ
た
」
の
で
あ
る
。
そ

し
て
五
行
説
の
組
織
岩
郷
箭
に
つ
い
て
は
、
士
農
と
対
置
さ
る
べ
き
勢
力
と

し
て
台
頭
し
た
商
工
業
者
の
数
量
観
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
た
め
、
多
少

の
唯
物
論
的
傾
斜
が
見
え
る
が
、
五
物
に
対
す
る
認
識
は
｛
田
然
的
・
経
験
的

で
は
な
い
。
そ
れ
が
唯
物
的
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
原
動
力
が
循
環
的
世
界

観
で
あ
り
、
そ
の
変
化
が
弁
証
法
的
で
な
い
か
ら
で
あ
る
と
。
ま
た
五
行
説

の
う
ち
、
椰
得
の
相
克
説
は
薪
興
の
上
昇
階
級
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
劉

激…

ﾌ
根
生
説
は
彼
が
王
葬
の
革
命
に
参
与
し
、
旧
者
自
ら
が
新
菊
を
生
み
出

す
と
い
う
原
理
に
よ
る
の
で
あ
る
と
な
す
。

　
次
に
「
道
家
思
想
」
に
う
つ
る
。
道
家
思
想
が
唯
心
論
で
あ
る
か
唯
物
論

で
あ
る
か
は
、
屠
下
中
国
に
お
い
て
も
論
争
の
絶
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
対
し
著
考
は
、
こ
の
思
想
を
生
み
出
し
た
密
会
が
没
落
階
級
で
あ
る

こ
と
と
関
連
し
て
、
こ
れ
を
唯
心
論
で
あ
る
と
断
心
す
る
。
ま
ず
初
期
の
道

家
と
し
て
朱
餅
を
揚
げ
、
そ
の
欲
望
寡
少
論
が
、
人
民
大
衆
に
不
利
な
る
の

故
を
以
て
唯
心
主
義
世
界
観
の
一
環
で
あ
る
と
な
す
。
宋
餅
が
自
己
を
主
張

せ
ず
、
　
「
静
」
を
以
て
人
間
の
本
性
と
し
、
形
術
上
的
実
在
た
る
「
道
」
を

以
て
世
界
の
根
源
と
す
る
唯
心
主
義
の
体
系
を
構
成
し
た
こ
と
は
、
総
じ
て

老
子
の
思
想
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
宋
鉦
の
い
う
「
気
」
は
、
そ

の
物
質
性
が
探
求
さ
れ
な
い
で
意
識
作
用
と
の
関
係
が
．
強
調
さ
れ
て
お
り
、

「
道
扁
と
と
も
に
純
観
念
的
な
産
物
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
思
う
に
中
山

の
思
想
に
あ
ら
わ
れ
る
「
気
」
や
「
道
」
は
、
宇
宙
的
生
命
の
根
源
と
し
て

考
え
ら
れ
、
従
っ
て
そ
れ
は
精
神
と
物
質
と
の
共
通
の
根
源
で
も
あ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
著
者
の
い
う
如
く
こ
れ
ら
を
以
て
「
経
験
的
で
な
く
」
　
「
純
観

念
的
産
物
で
あ
る
偏
と
は
定
め
難
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
「
老
子
」
第
二
十
五

章
の
、
天
地
に
先
だ
っ
て
存
在
す
る
混
沌
た
る
一
体
を
宇
慮
万
物
の
起
原
と

な
す
こ
と
に
つ
き
、
こ
の
思
想
を
唯
物
主
義
と
菟
る
説
が
あ
る
の
に
対
し
、

著
者
は
同
じ
章
の
「
夏
号
蓼
号
、
独
立
面
不
朽
、
周
行
而
不
殆
、
字
之
日
道
、
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強
名
之
臼
蓋
」
と
あ
る
句
を
と
ら
え
、
　
「
も
と
も
と
字
す
る
こ
と
も
潤
す
る
、

こ
と
も
許
さ
な
い
実
在
、
最
高
の
超
越
的
な
絶
対
老
を
探
求
し
続
け
て
、
そ

こ
に
世
界
の
根
源
を
概
か
な
け
れ
ば
済
ま
さ
れ
な
い
要
求
」
と
解
し
、
　
「
世

界
の
根
源
は
物
．
質
で
は
な
く
し
で
、
、
あ
く
ま
で
精
神
で
あ
る
こ
と
を
、
此
の

章
は
最
も
明
快
に
示
し
て
い
る
」
と
し
、
こ
れ
を
以
て
老
子
が
唯
心
論
で
あ

る
こ
と
の
一
つ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
著
者
は
荘
子
の
無
用
主
義
を
「
祉
会

に
対
し
て
直
接
的
な
意
味
が
断
絶
し
て
い
る
」
も
の
と
な
し
、
そ
の
養
生
説

は
「
絶
望
的
な
条
件
の
中
に
突
き
落
さ
れ
た
一
つ
の
階
級
が
祉
会
的
に
生
き

ぬ
こ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
斉
物
論
に
つ
い
て
は
「
意
識
を
存
在
に
先

行
さ
せ
る
も
の
」
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
「
自
己
自
身
の
客
観
的
拠
り
所
を

悉
く
褻
失
し
、
精
神
の
世
界
に
わ
ず
か
に
唯
一
の
安
佐
地
を
発
晃
し
た
没
落

階
級
で
あ
る
以
上
、
そ
の
客
観
性
は
仮
象
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
抵
抗
が
精
神
的

な
も
の
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

道
家
の
哲
学
や
養
生
法
が
、
中
国
の
歴
史
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
権
力
者
に
用

い
ら
れ
、
な
い
し
は
広
く
中
国
人
士
の
生
活
や
文
化
の
中
に
滲
透
し
て
い
た

事
実
で
あ
る
。
道
家
思
想
の
如
き
生
命
主
義
に
基
づ
き
、
否
定
的
に
肯
定
に

転
ず
る
思
想
を
論
ず
る
場
合
、
そ
れ
が
没
落
階
級
に
起
因
す
る
が
故
に
消
極

的
で
あ
る
と
見
な
す
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
に
第
一
部
の
最
後
に
「
春
秋
学
」
を
あ
げ
る
。
即
ち
中
国
の
歴
史
記
録

と
し
て
は
、
甲
骨
よ
り
金
器
銘
を
．
へ
て
尚
書
が
現
わ
れ
た
が
、
尚
書
が
言
語

記
録
を
本
質
と
す
る
の
に
対
し
、
春
秋
は
行
為
事
実
を
主
と
し
て
成
り
立
つ
。

春
秋
は
真
実
保
存
の
た
め
に
記
録
撞
嶺
考
の
権
威
と
、
そ
れ
を
助
け
る
書
法

上
の
規
範
性
が
と
ら
れ
た
。
そ
の
凡
例
な
る
も
の
は
、
個
別
的
審
象
か
ら
普

遍
的
原
則
を
導
き
出
す
為
に
と
ら
れ
た
法
測
性
で
あ
る
。
春
秋
学
は
歴
史
豊

実
そ
の
も
の
の
循
環
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
哲
学
的
絶
対
真
理
が
ま
ず

存
在
し
、
普
遍
的
法
則
は
事
実
相
互
の
関
係
か
ら
で
は
な
し
に
、
個
々
の
事

実
自
体
か
ら
直
接
に
引
き
出
さ
れ
る
。
従
っ
て
車
実
は
絶
対
真
理
の
た
め
の

単
な
る
手
段
に
す
ぎ
ず
、
よ
っ
て
唯
心
論
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
春
秋
の
循

環
史
観
は
、
自
己
の
主
張
を
歴
史
必
然
の
法
鋼
と
し
て
認
め
さ
す
た
め
に
歴

史
事
実
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
凡
そ
粂
三
論
な
る
も
の
は
、
歴
史
の
発

展
を
積
極
的
に
支
持
し
得
ず
、
旧
体
制
に
執
着
す
る
で
も
な
く
、
不
徹
底
な

調
和
を
求
め
る
階
級
が
も
つ
も
の
で
、
孔
子
の
よ
う
に
貴
族
の
末
流
で
士
の

階
級
に
属
し
て
い
る
も
の
が
、
早
く
循
環
論
的
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
と
の

べ
る
。
つ
い
で
何
休
の
公
羊
学
に
つ
い
て
は
、
そ
の
三
世
段
階
説
は
一
般
に

進
歩
史
観
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
三
時
期
の
存
在
を
認
め
る
客
観
的
規
準
と
、

そ
の
た
め
に
必
要
な
弁
証
法
的
解
釈
が
と
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
完

全
な
観
念
論
の
産
物
で
あ
る
と
な
す
。
そ
し
て
こ
の
哲
学
体
系
の
背
後
に
は

「
自
己
の
絶
対
的
存
在
性
を
儒
ず
る
一
箇
の
社
会
勢
力
が
あ
っ
た
。
小
地
主

や
新
興
商
工
業
者
な
ど
の
体
制
的
勢
力
に
脅
威
を
感
じ
て
い
た
こ
の
勢
力
は
、

自
己
の
主
導
権
の
強
化
を
要
求
し
て
か
、
弁
証
法
的
発
展
の
法
鷹
を
肯
定
す

る
用
意
を
全
然
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
　
「
一
箇

の
社
会
勢
力
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
歴
史
的
な
説
閣
が
な
い
。
む
し
ろ
文
化

史
と
し
て
見
る
と
き
、
こ
の
一
章
に
は
著
老
の
纏
蓄
が
あ
ら
わ
れ
て
い
て
非

常
に
興
味
が
あ
る
。
以
上
で
唯
心
主
義
を
終
る
。

　
第
二
部
は
「
唯
物
主
義
世
界
観
の
諸
問
題
偏
と
題
し
、
初
め
に
そ
の
繭
芽

的
形
態
と
し
て
、
辛
子
・
墨
覆
・
縦
横
家
を
あ
げ
る
。
著
巻
に
よ
れ
ば
、
笹

子
は
孟
子
と
論
争
し
て
道
徳
的
素
質
の
先
天
的
内
在
性
を
否
認
し
た
。
ま
た

飲
食
に
つ
い
て
も
、
孟
子
が
そ
れ
を
内
と
し
た
の
は
、
意
識
が
存
在
に
先
行

す
る
鉄
鋤
の
上
に
立
つ
限
り
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
対
し
た
藍
子

が
唯
物
論
的
性
格
を
肯
定
す
る
こ
と
は
支
持
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
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の
鼠
講
内
在
性
と
い
う
こ
と
が
果
し
て
唯
心
論
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
間

題
に
な
る
が
、
ま
た
飲
食
が
内
か
外
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
唯
心
論
か

唯
物
論
か
を
き
め
る
こ
と
も
一
考
を
要
す
る
聞
題
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、

飲
食
の
欲
が
人
間
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
陰
然
が
人
間
の

内
掛
に
も
入
り
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
反
対
に
そ
れ
が
外
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
中
に
自
然
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
次
に
墨
壷
に
つ
い
て
は
、
そ
の
非
命
論
を
も
っ
て
形
而
上
的
な
粒
界

観
か
ら
離
れ
て
き
た
証
左
と
な
し
、
一
方
彼
が
人
格
神
的
な
天
を
肯
定
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
　
「
彼
が
お
か
れ
た
社
会
に
内
在
す
る
種
々
の
矛
盾

を
露
呈
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。
ま
た
墨
径
が
義
と
利
と
を
結
合

し
て
い
る
の
は
利
の
社
会
的
効
用
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
論
理
学
に
も

唯
物
論
的
傾
斜
が
菟
ら
れ
る
。
墨
家
が
つ
ね
に
被
圧
講
者
の
立
場
で
思
想
し

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
そ
の
唯
物
論
は
未
だ
廟
芽

的
で
あ
る
と
な
す
。
次
に
門
一
群
の
縦
繊
家
出
と
し
て
、
従
来
問
題
に
さ
れ

な
か
っ
た
縦
横
家
の
思
想
性
を
、
こ
こ
で
著
者
が
と
り
あ
げ
て
い
る
点
は
注

目
に
値
い
す
る
。
即
ち
彼
等
が
唯
物
主
義
で
あ
る
こ
と
は
、
自
然
条
件
や
経

済
力
・
戦
力
・
人
情
習
俗
な
ど
世
界
の
現
実
を
聞
題
と
し
、
し
か
も
そ
れ
ら

は
経
済
的
価
値
に
還
元
さ
れ
、
経
済
条
件
の
総
和
が
す
べ
て
を
決
定
す
る
と

考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
。
そ
し
て
彼
等
の
階
級
性
を
説
い
て
「
封
建
制

度
の
解
体
過
程
に
身
を
起
し
た
新
興
階
級
に
属
す
る
」
と
な
し
、
ま
た
彼
等

が
「
伝
統
的
な
身
分
制
を
神
鍵
黙
し
た
り
、
封
建
制
度
的
な
土
地
制
度
に
圃

執
し
た
り
す
る
思
想
の
所
有
港
と
認
め
難
い
こ
と
も
、
ま
ず
何
人
と
難
も
異

論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
扁
と
い
っ
て
い
る
。
著
者
は
さ
き
に
孔
子
の
時

代
を
も
っ
て
、
奴
隷
制
の
崩
壊
過
程
と
な
す
時
代
区
分
説
に
従
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
ま
た
戦
臨
時
代
を
「
封
建
制
度
の
解
体
過
程
」
と
い

う
の
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
に
し
ば
し
ば
出
て
く
る
「
封
建

制
扁
な
る
も
の
が
、
極
め
て
曖
昧
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
読
者
に
誤

解
を
招
き
や
す
い
。

　
「
東
周
時
代
の
唯
物
主
義
世
界
観
」
の
第
一
は
筍
子
で
、
唯
物
主
義
の
最

初
の
構
成
者
と
し
て
取
り
あ
げ
る
。
玉
子
の
自
然
観
が
天
人
を
分
離
し
、
科

学
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
当
時
自
然
に
関
す
る
科
学
的
知

見
が
広
ま
っ
た
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ
る
が
、
決
定
的
な
要
閣
は
む
し
ろ

踏
級
に
求
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
即
ち
「
そ
れ
が
古
い
徽
級
の
意
識
形
態

の
反
映
で
な
い
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
扁
と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
思
想

は
「
新
興
の
上
昇
方
向
に
あ
る
社
会
勢
力
の
意
識
か
ら
の
み
作
り
出
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
扁
と
説
い
て
い
る
。
葡
子
の
性
悪
論
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。
螺
子
は
欲
望
を
正
当
と
認
め
る
か
ら
、
欲
望
そ
れ
自
体
は
悪
で

は
な
い
。
そ
の
無
制
限
の
放
任
に
よ
っ
て
生
ず
る
結
果
が
悪
と
な
る
の
で
あ

る
。
極
端
に
云
え
ば
、
人
間
界
有
の
欲
望
が
そ
の
ま
ま
満
足
さ
れ
て
な
お
且

つ
秩
序
が
保
た
れ
る
な
ら
ば
悪
は
消
滅
す
る
。
か
く
生
産
力
の
変
化
に
応
じ

て
人
間
性
の
善
悪
も
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
嚢
子
が
絶
対
真
理
と
い
う
超
越

的
な
概
念
を
打
破
し
、
善
悪
の
相
対
的
転
換
の
可
能
性
を
肯
定
す
る
弁
証
法

的
観
点
を
確
立
し
、
そ
れ
を
社
会
的
生
産
力
に
結
び
つ
け
て
い
る
点
は
、
極

限
に
近
い
ま
で
に
唯
物
主
義
に
徹
底
し
て
い
る
と
。
ま
た
筍
子
の
論
理
学
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
が
社
会
的
関
心
を
離
れ
ず
、
経
験
に
も
と
つ
く
後
天
的
能

力
に
よ
り
、
命
題
の
形
式
と
実
質
と
の
不
一
致
を
批
判
す
る
も
の
と
な
す
。

そ
し
て
筍
予
の
十
二
子
篇
は
、
唯
心
的
世
界
観
に
対
す
る
職
階
的
総
批
判
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
全
面
的
批
判
が
筍
子
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
哲
学
史
上
注
意
す
べ
き
理
由
が
あ
る
と
い
う
。

　
次
に
韓
葬
子
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。
韓
非
が
貴
族
を
離
れ
て
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欝

薪
し
い
社
会
勢
力
の
一
員
と
な
っ
た
こ
と
が
、
哲
学
史
で
普
通
に
説
か
れ
る

学
問
的
系
譜
の
無
血
思
味
な
る
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
韓
雰
は
筍
子
の
欲
望
論

を
踏
襲
し
て
具
体
的
人
聞
観
に
立
つ
が
、
し
か
し
性
に
つ
い
て
は
論
ぜ
ず
、
か

か
る
人
間
に
対
す
る
共
通
の
秩
序
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
慎
到
．

申
不
害
・
公
孫
鞍
の
そ
れ
ぞ
れ
勢
治
・
術
治
．
法
治
を
批
判
的
に
綜
合
し
、

社
会
関
係
を
最
後
的
に
決
定
す
る
も
の
は
自
然
的
な
勢
で
は
な
く
て
億
人
的

な
能
力
で
あ
り
、
人
為
的
な
勢
で
あ
る
と
な
し
た
。
ま
た
韓
非
は
自
律
的
な

善
を
偶
然
に
す
ぎ
ず
と
し
、
賞
罰
に
よ
る
必
然
性
の
支
配
を
重
ん
じ
た
。
そ

こ
で
著
者
は
、
　
「
あ
る
拙
会
勢
力
の
意
識
が
そ
の
方
向
に
高
め
ら
れ
、
そ
の

勢
・
刀
と
何
ら
か
の
積
極
約
関
係
に
あ
っ
た
彼
が
、
そ
の
理
論
的
体
系
化
を
は

か
る
責
任
を
引
き
受
け
た
こ
と
を
表
示
す
る
も
の
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

あ
る
祉
会
勢
力
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
か
は
、
彼
の
世
界
観
を
検
討
す
る

う
ち
に
自
然
に
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
保
守
的
で
下
降
態
勢
に
追
い
こ

ま
れ
た
勢
力
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
と
い
え
よ
う
」
と
。
ま
た
韓
非
の
五

磁
篇
を
よ
め
ば
、
彼
は
新
興
階
級
の
中
で
も
商
工
業
者
で
は
な
く
、
新
興
小
地

主
階
級
の
意
識
形
態
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
韓
非
後
学

の
作
と
い
わ
れ
る
主
道
・
解
説
・
喩
老
の
諸
篤
に
見
え
る
道
家
の
形
而
上
学

と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
前
漢
初
に
…
種
の
政
治
的
標
語
と
し
て
か
か
げ
ら

れ
た
無
為
清
静
の
思
想
が
、
権
力
縄
織
の
拡
充
と
観
念
的
に
結
び
つ
け
ら
れ

た
も
の
で
、
こ
れ
は
韓
非
の
全
く
与
り
知
ら
な
い
噺
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

　
「
漢
代
以
後
の
唯
物
主
義
世
界
観
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
孔
子
と
識
緯
思

想
と
の
関
係
を
の
べ
、
孔
子
の
権
威
を
確
立
す
る
た
め
に
経
学
は
絶
対
真
理

を
つ
く
り
出
し
た
が
、
更
に
神
秘
的
な
要
素
が
必
要
と
な
っ
た
。
　
門
宗
教
的

非
合
理
的
思
惟
自
体
は
す
で
に
何
世
紀
か
前
に
合
理
的
思
惟
の
排
除
す
る
所

と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
し
、
更
に
狡
智
的
な
技
術
と
し
て
登
場
し
た
も
の

が
識
緯
思
想
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
今
古
文
の
抗
争
は
、
唯
心
主
義
体
系
の

充
実
過
程
に
現
わ
れ
た
矛
盾
に
す
ぎ
ず
、
鄭
玄
の
解
釈
学
も
支
配
階
級
の
唯

心
星
学
で
あ
り
、
こ
れ
ら
唯
心
論
へ
の
批
判
と
し
て
出
て
き
た
の
が
王
充
で

あ
る
と
い
う
。

　
王
充
に
つ
い
て
は
、
著
考
は
別
に
「
漢
代
に
お
け
る
批
判
哲
学
の
成
立
」

（
大
東
文
化
研
究
所
東
洋
学
術
論
叢
第
一
）
と
し
て
こ
れ
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

が
、
今
回
さ
ら
に
唯
物
主
義
の
観
点
か
ら
次
の
如
く
の
べ
る
。
王
事
が
聖
人

の
過
央
を
認
め
て
雨
量
を
県
体
的
に
摺
握
す
る
方
向
を
進
め
、
知
識
の
権
威

を
伝
統
か
ら
解
放
し
た
こ
と
は
、
　
「
そ
れ
自
体
が
蔵
ち
に
唯
物
論
で
は
な
い

と
し
て
も
、
何
か
の
点
で
新
し
い
社
会
勢
力
の
意
識
に
関
連
す
る
哲
学
が
彼

に
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
」
と
。
ま
た
著
者
は
彼
が
、
有
能
な
人
聞
が

不
当
な
冷
遇
を
被
る
こ
と
を
偶
然
と
し
て
三
選
三
惑
の
説
を
提
与
し
た
こ
と

に
つ
き
、
彼
は
三
累
三
眠
の
生
ず
る
所
以
を
薄
日
し
ょ
う
と
し
て
神
秘
的
な

宿
命
論
に
踏
み
こ
ん
だ
も
の
と
し
、
且
つ
偶
然
性
と
必
然
性
と
を
一
貫
す
る

普
遍
的
な
法
鮒
を
発
見
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
彼
が
即
物

的
な
説
明
に
没
頭
し
て
科
学
的
分
斬
に
進
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

彼
の
「
細
族
孤
至
当
と
い
う
階
級
薄
命
約
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼

が
三
代
の
二
子
的
尚
古
的
歴
史
観
を
否
定
的
に
批
判
し
、
質
朴
の
上
古
か
ら

文
薄
の
後
世
へ
の
推
移
が
歴
史
の
必
然
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
、
観
念
を
経

験
に
優
先
さ
せ
る
態
度
を
認
め
な
い
こ
と
に
関
湿
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
聞

の
歴
史
に
お
け
る
物
質
的
条
件
の
変
化
が
あ
く
ま
で
正
当
に
評
価
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
。
そ
の
他
彼
の
天
人
分
離

論
、
家
族
道
徳
や
瑞
象
に
対
す
る
批
佃
刊
、
頒
漢
理
想
な
ど
に
つ
い
て
の
べ
、

け
っ
き
ょ
く
彼
は
支
配
階
級
の
た
め
に
服
務
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

　
次
に
六
朝
の
哲
学
に
入
り
、
は
じ
め
に
嚢
顧
の
「
崇
有
論
」
を
あ
げ
る
。
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著
表
は
そ
こ
で
後
漢
末
の
鮭
会
を
説
明
し
て
、
　
「
王
充
の
頃
か
ら
の
後
漢
社

会
は
消
費
生
活
が
高
度
に
成
長
し
、
利
潤
追
求
を
こ
れ
事
と
す
る
商
工
業
資

本
が
か
な
り
の
蓄
積
を
見
せ
、
そ
れ
と
共
に
社
会
的
矛
臆
も
極
め
て
顕
著
に

な
っ
て
い
た
。
黄
巾
を
筆
頭
と
す
る
大
小
の
暴
動
は
紛
れ
も
な
く
そ
こ
に
原

因
が
あ
っ
た
」
と
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
誓
書
の
「
票
有
論
」
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
老
荘
的
唯
心
論
を
代
表
す
る
無
の
哲
学
へ
の
反
論
で
あ
る
と
叢
る
。

崇
有
論
に
（
4
6
い
て
、
存
在
は
自
己
限
定
に
よ
る
有
に
し
て
且
つ
部
分
で
あ
る

こ
と
。
存
在
を
意
識
に
先
行
せ
し
め
る
有
の
哲
学
で
は
あ
る
が
、
統
一
の
厭

理
と
し
て
「
理
」
を
い
う
は
観
念
的
で
あ
り
、
同
蒔
に
「
道
」
を
い
う
は
唯

心
的
で
あ
る
こ
と
。
更
に
「
礼
教
扁
を
い
う
は
、
嚢
纒
が
貴
族
と
し
て
敷
治

的
要
求
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
為
で
あ
る
と
な
す
。
か
く
て
崇

有
論
が
無
の
誓
学
と
対
立
す
る
こ
と
は
、
支
配
階
級
内
部
の
矛
盾
と
分
裂
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
が
支
配
階
級
に
属
し
て
い
た
以
上
、
彼
の
思
想

の
中
に
唯
心
主
義
約
な
要
素
が
存
在
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
い
う
。

著
者
は
幽
時
の
無
の
哲
学
を
代
表
す
る
郭
象
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、

箸
嚢
が
嚢
纈
の
「
自
生
」
の
語
を
以
て
唯
物
主
義
の
　
つ
の
根
拠
と
す
る
以

上
、
同
じ
「
自
生
」
の
論
理
を
窮
極
に
ま
で
徹
底
さ
せ
た
郭
象
と
の
関
連
に

お
い
て
の
べ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
今
一
人
蒋
績
の
「
神
舞
論
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
仏
教
垂
心
主
義
へ
の
反

論
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
隠
題
の
祉
会
問
題
と
し
て
収
奪
と
被
収
奪
と
の

対
立
意
識
に
出
た
も
の
で
あ
る
点
を
の
べ
、
た
だ
そ
の
矛
盾
が
教
団
内
に
限

ら
れ
て
、
一
般
的
な
階
級
対
立
の
意
識
に
ま
で
到
達
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
と
い
う
。
著
者
は
こ
の
門
神
谷
論
」
に
つ
い
て
、
　
「
天
子
を
指
揮
者
と
す
る

貴
族
集
団
の
総
力
を
挙
げ
て
の
反
撃
が
、
片
々
た
る
一
個
人
の
論
文
を
梢
手

に
引
き
起
さ
れ
た
例
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
前
例
が
な
い
と
す
れ
ば

彼
等
に
と
っ
て
裏
は
そ
れ
ほ
ど
重
大
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
が
、

仏
教
哲
学
や
教
団
に
対
す
る
反
論
は
萢
績
以
外
に
も
、
当
蒋
の
儒
数
や
道
教

の
側
か
ら
臓
弐
な
さ
れ
た
こ
と
が
弘
誓
集
に
く
わ
し
く
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

臨
機
は
そ
の
代
表
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
志
せ
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
巻
末
の
「
総
出
」
は
、
中
国
哲
学
思
想
史
を
古
代
よ
り
現
代
ま
で
総
括
し
、

唯
心
主
義
と
唯
物
主
義
と
の
弁
証
法
的
発
展
と
し
て
、
時
代
を
区
分
し
っ
っ

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
西
田
初
期
に
あ
ら
わ
れ
た
合
理
主
義
が
発
展
し
、
孟
子
と
中
庸
に
お
い
て

唯
心
論
の
骨
賂
が
完
成
す
る
が
、
愛
子
や
韓
非
の
唯
物
哲
学
は
、
周
代
の
唯

心
論
に
古
す
る
最
も
広
汎
な
反
論
と
し
て
現
わ
れ
た
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て

一
時
期
を
劃
す
。
次
に
王
充
の
論
衡
は
、
聖
代
前
半
の
唯
心
主
義
に
対
す
る

総
批
判
と
し
て
太
い
一
線
を
鋼
す
。
後
漢
の
後
半
は
社
会
矛
盾
が
甚
し
く
、

老
荘
思
想
と
仏
教
哲
学
の
唯
心
論
が
現
わ
れ
た
が
、
三
教
の
調
製
に
つ
い
て

は
、
　
コ
つ
の
支
配
階
級
は
一
定
条
件
の
下
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
唯
一

つ
の
世
界
観
を
も
つ
べ
く
要
請
さ
れ
て
い
る
偏
の
で
、
仏
教
唯
心
論
に
対
す

る
神
号
論
の
攻
撃
が
こ
の
時
期
を
劃
す
。
譜
代
に
は
五
経
正
義
に
つ
い
で
韓

愈
・
李
翔
ら
の
唯
心
論
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
唯
物
論
は
梛
宗
元
・

劉
禺
錫
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
、
中
小
地
主
の
意
識
形
態
を
反
映
し
て
、
唯
物

論
史
上
高
い
地
位
を
占
め
て
い
る
。
宋
代
は
唯
心
主
義
の
最
も
成
功
を
駁
め

た
と
き
で
、
程
朱
ら
の
客
観
唯
心
論
と
陸
九
淵
ら
の
主
観
唯
心
論
と
が
あ
る

が
、
明
の
王
守
仁
の
主
観
唯
心
主
義
に
よ
り
、
薫
子
以
来
の
唯
心
論
的
倣
界

観
の
体
系
が
完
全
に
充
実
し
た
。
こ
れ
ら
に
紺
す
る
唯
物
論
の
批
判
は
李
蟄

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
李
蟹
の
欲
望
論
は
新
し
い
商
業
階
級
の
意
識
を
代
弁

す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
歴
史
の
進
歩
を
説
き
、
孔
子
を
始
め
と
す
る

伝
統
的
権
威
を
破
棄
し
た
こ
と
は
、
唯
物
主
義
の
総
批
判
と
し
て
一
時
期
を
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劉
す
。
清
朝
考
証
学
を
支
え
る
実
証
主
義
は
、
李
蟄
の
哲
学
の
一
支
柱
で
あ

　
　
り
、
太
平
天
国
の
革
命
思
想
に
は
封
建
恩
想
一
般
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ

　
　
た
。
公
羊
学
に
も
と
つ
く
康
有
為
～
派
の
改
良
主
義
は
、
唯
物
論
的
要
素
を

　
　
混
え
て
は
い
る
が
、
未
だ
唯
心
主
義
の
基
調
を
出
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
二

　
　
一
年
巾
国
共
産
党
の
成
立
は
科
学
的
唯
物
主
義
の
た
め
の
基
本
条
件
が
成
熟

　
　
し
、
唯
心
主
義
世
界
観
に
対
す
る
決
定
的
批
判
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
最

　
，
高
の
文
献
と
し
て
毛
沢
東
一
連
の
著
作
が
あ
り
、
中
国
哲
学
史
上
も
っ
と
も

　
　
大
い
な
る
時
期
を
劃
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
　
著
者
の
考
え
で
は
、
唯
心
主
義
は
つ
ね
に
よ
り
多
く
支
配
階
級
の
た
め

　
　
に
、
唯
物
主
義
は
つ
ね
に
よ
り
多
く
被
支
配
階
級
の
た
め
に
あ
り
、
そ
し
て

　
　
唯
心
主
義
喜
界
観
の
全
歴
史
を
通
じ
て
孔
子
の
権
威
が
一
貫
し
て
存
在
し
、

　
　
孔
子
は
自
ら
与
り
知
ら
な
い
状
態
の
下
で
、
長
い
間
特
定
の
社
会
勢
力
の
た

　
　
め
に
服
務
さ
せ
ら
れ
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
の
べ
る
。

　
　
　
以
上
本
書
の
概
略
を
紹
介
し
た
が
、
私
の
未
熟
の
た
め
に
誤
り
を
お
か
し
、

　
　
そ
の
最
も
美
と
す
る
点
を
の
が
し
た
こ
と
を
恐
れ
る
。
本
影
が
哲
学
思
想
史

　
　
研
究
に
お
い
て
、
歴
史
を
如
何
に
見
る
か
と
い
う
基
本
問
題
の
重
要
性
を
擶

　
　
感
し
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
は
、
初
め
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
著
者
の

　
　
主
張
す
る
階
級
史
観
は
、
「
新
興
勢
力
」
と
か
「
簡
工
階
級
」
門
あ
る
社
会

　
　
勢
力
偏
と
い
っ
た
表
現
に
止
ま
り
、
そ
れ
ら
の
階
級
の
歴
史
的
な
意
義
に
つ

　
　
い
て
は
充
分
な
説
明
が
な
い
。
ま
た
あ
る
階
級
と
思
想
と
の
関
係
は
、
多
く

　
　
の
場
合
表
爵
的
な
説
朗
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
書
が
哲
学
思

　
　
想
史
を
社
会
階
級
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
学
界
に

　
　
薪
し
い
方
法
と
大
い
な
る
刺
激
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
況
ん
や
著
港
の
覆

評　
　
蓄
を
以
て
し
て
、
　
「
つ
　
つ
の
誤
想
の
内
容
と
発
展
の
跡
を
説
く
明
快
さ
は
、

　
　
読
書
を
飽
か
し
め
ぬ
も
の
が
あ
る
。
　
（
A
5
判
一
二
四
三
頁
昭
和
三
九
年
九
月

轡
、
法
律
文
化
拙
刊
　
定
甑
…
、
八
○
○
円
）
（
滋
賀
県
立
簸
期
大
学
可
融
）

今
西
春
秋
著

校
注
異
域
録

船
　
越
　
昭
　
生

　
本
書
は
「
異
域
録
」
の
解
題
、
満
文
本
の
音
訳
と
訳
注
、
満
文
本
の
漢
訳
、

索
引
、
な
ら
び
に
満
文
「
異
域
録
」
・
完
結
本
漢
文
「
異
域
録
」
の
復
刻
を

収
録
し
、
別
に
図
理
環
の
総
旅
程
図
を
附
録
す
る
。

　
内
容
の
主
要
部
分
を
な
す
、
満
和
対
訳
の
原
稿
は
第
二
次
大
戦
末
期
か
ら

戦
後
に
か
け
て
、
一
三
北
京
に
お
い
て
す
で
に
成
稿
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
著
者
今
西
教
擾
は
、
そ
の
後
奇
禍
の
た
め
捕
囚
の
身
と
な
り
、
や
が
て

五
四
年
に
釈
放
さ
れ
て
帰
還
、
翌
年
、
た
ま
た
ま
訪
日
中
の
郭
沫
若
氏
一
行

へ
の
島
傍
が
容
れ
ら
れ
た
も
の
か
原
稿
が
送
選
さ
れ
、
さ
ら
に
五
六
年
に
は

こ
の
原
稿
の
も
と
と
な
っ
た
満
文
「
異
域
録
偏
（
本
書
復
刻
）
も
中
國
側
の
好

意
に
よ
っ
て
フ
イ
ル
ム
が
著
者
に
寒
け
ら
れ
た
と
き
く
。
ま
さ
に
本
書
は
一

篇
の
変
転
の
物
語
り
を
も
つ
も
の
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
二
十
年
余
の
歳
月
と
複
雑
な
曲
折
の
う
ち
に
成
っ
た
こ
の
稿
が
、
い
ま
立

派
な
本
と
な
っ
て
陽
の
目
を
児
、
学
界
共
有
の
財
産
と
し
て
供
せ
ら
れ
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。
著
者
の
感
懐
は
察
す
る
に
余
り
が
あ
る
。

　
『
異
域
録
』
は
　
八
批
紀
初
頭
の
蒙
古
．
シ
ベ
リ
ア
．
ロ
シ
ア
に
わ
た
る
旅
行
凹
記

で
、
清
朝
の
旗
人
図
理
環
の
撰
に
な
る
。
彼
の
旅
行
の
臼
的
は
当
時
カ
ス
ピ
海
の
北

方
に
遊
牧
し
て
い
た
ト
ル
ダ
ー
ト
に
清
朝
へ
の
忠
誠
と
故
地
へ
の
帰
来
を
す
す
め
る

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
使
節
の
「
行
は
康
熈
五
「
年
（
一
七
＝
｝
）
山
山
発
以
来
、
北
京
か
ら
蒙
古
を
横
断
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