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脚
　
近
世
の
封
建
制
度

1
封
建
の
社
会
に
適
合
す
る
開
化
に
つ
い
て

㈲
　
近
世
幕
藩
体
制
の
崩
壊
と
そ
の
理

㈲
　
卯
吉
の
史
観
に
つ
い
て
の
補
説

①
　
封
建
制
度
の
も
と
で
の
開
化
の
適
合
的
な
性
格
と
い
う
視
点

②
　
戦
争
に
よ
る
人
間
ら
し
い
生
活
の
疎
開
と
い
う
視
点

⑨
　
資
本
主
義
的
な
も
の
と
半
封
建
的
な
も
の
と
の
競
合

3
　
同
書
に
お
け
る
重
要
な
論
点

『
日
本
開
化
小
史
』
の
叙
述
の
な
か
か
ら
い
く
つ
か
の
重
要
な
論
点
を
と
り
あ
げ
、
い
ま
述
へ
た
か
れ
の
特
徴
的
な
史
観
を
前

提
と
し
て
考
察
し
よ
う
。

＊
　
本
吉
は
六
巻
か
ら
成
り
、
各
巻
は
二
章
つ
つ
で
ま
と
ま
り
、
章
は
全
巻
通
し
数
字
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

州
　
舌
代
に
お
け
る
宗
教
的
意
義
の
発
生
と
発
展

第
一
巻
第
一
章
は
「
神
道
の
濫
陽
よ
り
仏
法
の
弘
ま
り
し
ま
で
」
と
題
し
、
そ
の
冒
頭
、
い
わ
ゆ
る
神
代
の
頃
に
お
け
る
宗
教

的
意
識
の
発
生
と
発
展
の
問
題
か
ら
説
き
お
こ
し
、
こ
の
問
題
に
合
理
的
な
仕
方
で
接
近
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
か
れ
は
神
々
な

ど
が
実
在
し
て
所
動
す
る
と
は
そ
も
そ
も
考
え
て
お
ら
ず
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
白
石
の
見
解
を
継
承
し
て
、
日
本
神
話
の
と
の

神
々
も
じ
つ
は
人
間
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
）
、
た
ま
に
注
記
の
な
か
で
『
古
事
記
』
の
記
述
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
る
以
外
に
は
、
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本
文
の
叙
述
と
し
て
は
、
イ
ザ
ナ
半
や
ア
マ
テ
ラ
ス
や
二
二
ギ
な
ど
、
神
々
の
名
は
い
っ
さ
い
登
場
し
て
い
な
い
。
反
対
に
、
か

れ
が
叙
述
す
る
の
ほ
、
さ
き
ほ
ど
わ
た
く
し
か
田
口
の
史
観
に
お
け
る
唯
物
論
的
傾
向
と
し
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
主
題
は
、
あ

く
ま
で
、
人
間
の
生
活
、
と
く
に
古
代
人
の
財
貨
を
獲
得
す
る
生
活
を
基
礎
に
、
そ
こ
か
ら
神
威
（
神
の
威
光
、
威
力
あ
る
神
性
）

の
こ
と
き
宗
教
的
諸
表
象
が
人
々
の
た
く
さ
ん
の
想
像
の
累
積
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
作
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
と
こ
ろ

に
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
神
々
の
事
嘩
天
の
岩
戸
の
前
で
の
八
百
カ
の
神
集
え
や
天
孫
降
臨
な
と
の
物
語
は
い
っ

さ
い
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
）
。

田
口
は
著
作
の
冒
頗
で
次
の
よ
う
に
、
書
き
は
じ
め
る
。
「
人
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
神
威
を
解
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
宗
教

与
信
ず
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
之
を
解
し
之
を
信
ず
る
も
の
は
数
多
の
想
像
の
累
積
せ
し
に
関
る
な
り
。
余
旧
史
を
閲
し
、
神
武
天

皇
の
時
既
に
神
道
の
信
仰
盛
ん
な
る
事
を
見
て
忠
へ
ら
く
、
其
信
仰
盛
に
至
る
蓋
し
一
人
の
胸
裏
に
成
る
も
の
に
あ
ら
じ
と
。
因

て
夫
の
神
代
に
戯
き
て
尊
等
が
想
像
せ
ら
れ
し
事
共
を
集
め
見
る
に
、
桐
々
神
道
の
起
源
と
思
し
き
も
の
あ
り
た
れ
は
、
之
を

引
証
し
て
其
沿
革
を
記
し
ぬ
」
。
す
な
わ
ち
、
古
典
の
記
述
の
な
か
に
、
占
代
社
会
に
お
け
る
神
々
に
つ
い
て
の
表
象
、
す
な
わ

ち
そ
の
発
生
・
変
遷
・
発
展
が
、
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
、
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
「
蓋
し
神
代
の
諸
事
決
し
て
信
拠
す
へ
き
に

ぁ
ら
さ
れ
ど
も
、
到
底
余
が
〔
以
下
に
お
い
て
∵
引
証
す
る
類
の
事
共
あ
る
に
あ
ら
ざ
れ
は
、
押
通
の
教
神
武
天
皇
の
時
代
に
於

き
て
此
の
如
き
信
仰
を
得
が
た
か
る
へ
し
と
恩
へ
は
な
り
。
止
つ
其
れ
神
道
の
発
す
る
、
仏
説
の
移
る
、
必
ず
人
の
天
性
に
於
て

L
か
く
導
く
も
の
な
く
ん
は
あ
ら
ず
、
故
に
先
つ
其
天
性
を
説
き
て
具
発
す
る
ゆ
ゑ
ん
を
師
す
、
文
中
論
弁
多
き
も
の
は
之
が
為

め
な
り
」
（
Ⅲ
の
八
ペ
ー
ジ
）
。
目
口
は
こ
こ
で
「
人
の
人
件
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
、
人
性
を
基
礎
に
し
な
が
ら
も
人
間
を
超
越

し
て
逆
に
人
間
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
、
絶
対
的
な
神
性
を
そ
こ
か
ら
実
在
と
し
て
導
出
ト
よ
う
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
く
、

古
代
人
の
大
性
、
つ
ま
り
そ
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
本
性
に
そ
く
し
た
生
活
の
な
か
か
ら
神
件
の
表
象
が
歴
史
的
に
1
ま
れ
て
く
る

こ
と
を
、
か
れ
は
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
古
代
と
こ
の
民
族
に
も
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
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ま
な
神
託
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
）
。
田
口
に
よ
れ
ば
、
神
話
が
生
ま
れ
、
や
が
て
伝
説
が
伝
わ
る
の
も
、
人
の
本
性
か
ら
想
像

を
介
す
る
そ
の
諸
表
象
の
累
積
の
な
か
で
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
れ
は
以
下
、
神
々
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
、
観
念
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
や
や
ま
と
ま
っ
た
形
態
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
神
道
も
、
生
活
の
な
か
で
意
識
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
、
し

だ
い
に
発
展
を
と
け
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
き
に
い
ち
と
引
用
し
た
文
章
で
あ
る
が
、
か
れ
は
書
く
、
「
凡
そ
人
心
の
　
文
　
野
　
は
、
貨
財
を
得
る
の
難
易
と
相
侯
て
離

れ
ざ
る
も
の
な
ら
ん
。
貨
財
に
富
み
て
人
心
野
な
る
の
地
な
く
、
人
心
文
に
し
て
貨
財
に
乏
き
の
国
な
し
、
其
割
合
常
に
平
均
を

保
て
る
事
、
蓋
し
文
運
の
総
て
の
有
様
に
渉
り
て
異
例
な
か
る
べ
し
。
」
す
な
わ
ち
、
人
心
の
進
ん
だ
場
合
も
ま
た
進
ま
な
い
場

合
も
、
い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
社
会
に
お
け
る
文
運
の
程
度
の
高
低
は
、
人
間
が
そ
の
生
活
の
な
か
で
「
貨
財
」
を
獲
得
す
る
こ

と
の
難
易
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
「
貨
財
」
と
い
う
の
は
、
さ
き
に
も
ち
ょ
っ
と
述
へ
た
よ
う
に
、
た
だ
ち

に
貨
幣
と
財
物
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
財
貨
、
財
物
あ
る
い
は
朋
一
般
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
わ
れ
わ
れ
の
一
．
孟
米
で

い
え
ば
、
人
間
の
欲
求
を
充
足
す
る
物
質
的
な
財
一
般
で
あ
ろ
う
、
む
ろ
ん
物
質
的
な
財
、
生
産
物
の
交
換
が
は
る
か
に
す
す
み

貨
幣
が
発
生
す
れ
ば
、
当
然
、
貨
幣
も
含
み
う
る
）
。
田
口
は
つ
づ
け
て
い
う
、
「
抑
も
人
間
の
初
代
に
当
て
や
、
器
械
〔
ま
ず
は

道
只
、
生
産
用
具
〕
を
用
ふ
る
の
智
末
だ
発
す
べ
か
ら
ず
、
製
作
〔
道
日
石
生
産
〕
の
技
未
だ
熟
す
べ
か
ら
ず
、
所
謂
天
道
の
〔
天
然

の
〕
果
実
葉
根
を
集
め
て
其
食
物
と
為
し
、
草
葉
樹
皮
を
積
り
て
其
衣
服
を
造
る
外
手
段
な
か
る
へ
し
。
」
す
な
わ
ち
、
古
代
人

の
採
取
狩
猟
の
段
階
の
こ
と
を
か
れ
は
こ
こ
で
ま
ず
述
へ
て
い
る
。

日
本
列
島
で
の
こ
の
文
明
の
初
期
、
す
な
わ
ち
そ
の
生
活
圏
、
行
動
圏
の
こ
く
狭
か
っ
た
時
期
の
状
態
に
つ
い
て
田
口
は
い
う
。

「
夫
れ
智
は
物
に
接
し
て
益
々
広
く
、
情
は
事
に
試
み
て
愈
々
高
し
。
」
か
れ
は
、
客
観
的
な
対
象
的
事
物
の
存
在
を
前
提
し
て
、

智
や
情
の
発
生
と
発
展
を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
が
か
れ
の
基
本
的
観
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
人
間
初
代
の
時
に
当
て
、
〔
い
ま

だ
〕
多
く
接
す
る
能
は
ず
、
多
く
試
み
る
能
は
ず
、
其
心
豊
に
能
く
長
ず
ぺ
け
ん
や
。
然
り
と
雌
も
生
を
保
ち
死
を
避
く
る
は
、
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智
の
広
狭
を
云
は
ず
、
情
の
高
卑
を
論
ぜ
ず
、
総
て
の
動
物
に
通
じ
て
遠
は
ざ
る
の
天
性
な
り
。
」
生
を
保
ち
死
を
避
け
る
の
は
、

す
べ
て
の
動
物
に
共
通
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
本
性
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
動
物
は
も
ち
ろ
ん
、
い
や
他
の
生
物

一
般
と
さ
え
何
の
隔
て
も
な
い
共
通
の
本
性
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
さ
き
に
掲
げ
た
引
用
文
が
く
る
。
す
な
わ
ち
、
「
故
に
人
間

の
初
代
に
於
て
は
、
唯
だ
衣
食
を
得
ん
と
の
念
其
全
脳
に
満
ち
て
、
宅
も
其
心
を
他
事
に
働
か
し
め
ず
、
祖
先
の
事
を
記
す
る
に

暇
な
く
、
間
接
の
災
害
を
恐
る
～
の
智
な
し
、
茫
然
天
地
の
間
に
立
て
禽
獣
に
異
な
ら
ず
、
衣
食
是
れ
急
な
り
、
豊
に
死
後
の
事

を
憂
ふ
る
の
暇
あ
ら
ん
や
、
故
に
霊
魂
不
死
の
説
未
だ
発
せ
ざ
る
な
り
。
」
こ
の
最
後
の
箇
所
の
あ
と
に
田
口
は
注
記
（
た
て
に

二
行
組
み
に
）
し
て
次
の
よ
う
に
興
味
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「
猶
は
夫
の
独
化
の
諸
神
茫
然
と
し
て
生
れ
、
茫
然
と
し
て
死

せ
る
が
如
し
」
と
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
『
古
事
記
』
に
「
次
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
国
の
常
立
の
神
、
次
に
盟
富
野
の
神
。
此
の

二
種
の
神
も
亦
、
独
神
と
成
り
毎
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
照
応
し
て
い
る
ロ
こ
れ
ら
二
神
は
客
観
的

な
何
を
神
話
的
に
表
現
し
て
い
る
か
は
別
個
の
問
題
と
し
て
、
と
に
か
く
、
人
々
に
よ
っ
て
神
と
さ
れ
る
以
上
（
つ
ま
り
、
や
は

り
な
お
人
と
し
て
）
、
生
ま
れ
て
死
す
る
の
で
あ
る
（
尊
い
か
ら
、
そ
の
死
を
と
く
に
隠
れ
る
と
い
う
）
。
田
口
は
こ
の
『
古
事
崖

の
箇
所
を
参
考
ま
で
に
引
い
て
、
そ
の
頃
は
霊
魂
の
不
死
の
観
念
が
ま
だ
人
間
に
は
生
じ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
（
こ
れ
は
や
は

り
古
典
に
つ
い
て
の
興
味
ぶ
か
い
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
）
。

＊
　
新
井
白
石
は
『
市
史
通
』
（
「
巻
の
　
」
）
の
冒
頭
で
「
神
は
人
な
り
」
と
苦
い
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
尊
ぶ
人
を
「
加
美
」

と
呼
ぶ
の
が
、
わ
が
国
の
昔
か
ら
の
習
俗
で
あ
っ
た
。
田
口
が
、
白
石
の
、
「
神
は
人
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
を
受
け
つ
い
で
い
る
の
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
田
口
は
、
カ
ミ
と
い
う
語
は
尋
常
の
人
に
も
使
っ
て
い
た
と
し
、
次
の
よ
■
つ
に
い
う
D
「
カ
ミ
と
云
へ
る
語
は
、

太
古
の
睦
に
於
て
は
、
神
祇
と
云
ふ
程
尊
き
意
味
あ
る
に
あ
ら
ず
。
イ
ザ
ナ
ギ
の
尊
は
桃
栗
と
岩
石
の
功
あ
る
を
見
て
カ
ミ
と
称
し
給
へ
り
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
尊
出
化
石
国
に
往
き
給
ふ
と
き
、
翁
　
姐
　
少
女
を
抱
て
泣
く
を
見
て
、
尊
円
く
、
汝
は
何
者
ぞ
、
翁
日
く
、
吾
は
ク
ニ
ッ

ヵ
ミ
な
り
と
。
神
武
天
皇
の
舟
師
速
吸
の
門
に
李
る
と
き
、
一
漁
人
あ
り
艇
に
乗
じ
て
乗
る
、
天
皇
柄
し
て
問
ふ
て
R
く
、
汝
は
誰
そ
、
対
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へ
て
日
く
、
臣
は
是
れ
ク
ニ
ッ
カ
ミ
な
り
、
名
を
間
ふ
、
対
へ
て
日
く
、
鋸
獣
と
。
射
絹
増
さ
れ
ば
尋
常
の
人
亦
た
カ
ミ
と
祢
せ
り
。
故

に
皇
祖
の
巾
等
尊
ぶ
の
肇
あ
れ
と
も
、
カ
ミ
を
尊
ぶ
の
肇
な
し
、
カ
ミ
と
は
尋
常
の
人
と
雄
も
自
ら
称
へ
た
る
辞
な
り
、
カ
ミ
の
辞
尊
く
な

り
し
は
、
神
武
天
皇
以
後
崇
神
天
皇
以
前
の
事
な
ら
ん
、
其
間
お
の
つ
か
ら
カ
ミ
と
云
へ
る
辞
右
自
ら
称
へ
さ
る
の
習
俗
に
な
り
し
事
と
恩

は
る
」
（
Ⅱ
の
二
ペ
ー
ノ
）
。
た
だ
し
、
こ
の
点
わ
た
く
し
は
と
ち
ら
が
正
し
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
参
考
の
た
め
、
大
野
召
ら
の
編
し
た

岩
波
言
語
辞
盟
補
訂
版
（
一
九
九
〇
年
）
で
「
か
み
〔
神
〕
」
と
い
う
項
目
を
み
よ
う
。
こ
の
語
は
「
上
・
諭
と
い
う
意
味
の
か
み
と

は
区
別
さ
れ
る
、
奈
良
時
代
の
発
音
で
両
者
は
区
別
さ
れ
る
ゆ
え
、
「
カ
ミ
（
上
）
に
い
る
か
ら
カ
ミ
（
神
）
と
い
う
と
す
る
語
源
説
は
成
立

し
難
い
。
」
そ
の
う
え
で
次
の
よ
う
に
い
う
、
「
上
代
以
前
で
は
、
人
間
に
対
し
て
威
力
を
ふ
る
い
、
威
力
を
も
っ
て
臨
む
も
の
は
、
す
へ
て

カ
ミ
で
、
カ
ミ
は
人
間
の
怖
れ
と
良
み
の
対
象
で
あ
っ
た
。
人
間
は
こ
れ
に
多
く
の
捧
げ
物
を
し
て
、
こ
れ
が
お
だ
や
か
に
鎮
ま
っ
て
い

る
こ
と
を
願
う
の
が
基
本
的
な
対
し
方
で
あ
っ
た
」
と
。

＊
＊
　
昭
和
に
な
っ
て
も
、
天
皇
の
死
を
「
お
隠
れ
に
な
っ
た
」
と
い
っ
た
。

田
口
は
つ
づ
け
て
苦
く
、
「
実
験
〔
実
際
の
経
験
が
〕
少
し
く
進
み
交
際
〔
人
々
の
相
互
の
往
来
、
交
通
、
交
往
、
く
e
r
k
e
h
r
が
〕
少

し
く
密
に
成
り
、
目
撃
せ
し
処
の
諸
物
に
名
称
を
与
へ
、
雛
鳥
離
京
禦
相
加
禁
則
摘
卯
笥
器
械
〔
遺
貝
、
生
産
用
具
〕
を
製
す
る
の

技
を
知
り
、
紙
的
贈
物
弓
矢
を
執
て
山
野
に
猟
り
、
竹
竿
を
投
じ
て
江
湖
に
釣
る
の
智
あ
る
に
及
ん
で
、
衣
服
を
得
る
の
術
役
た

従
前
の
煩
に
似
ず
〔
容
易
に
な
っ
て
〕
、
食
物
を
求
る
処
亦
従
前
の
如
く
狭
少
な
ら
さ
れ
ば
、
〔
そ
の
よ
う
な
物
質
的
な
生
活
と
生
産
の

漸
次
的
発
展
に
照
応
し
て
〕
人
心
の
及
ぶ
処
亦
其
区
域
を
広
め
、
人
の
疾
病
を
見
て
、
始
め
て
其
異
常
の
有
様
に
恐
る
、
の
色
あ
り
」

と
。
こ
の
文
中
、
「
目
撃
せ
し
処
の
諸
物
に
名
称
を
与
へ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
田
口
は
、
動
物
と
は
基
本
的
に
区
別
さ
れ
る
人
間

の
も
の
と
し
て
の
言
語
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
、
し
か
も
対
象
を
名
指
す
と
い
う
と
く
に
人
間
的
行
為
に
注
目
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
注
記
し
て
「
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
二
等
の
時
よ
り
物
の
名
出
来
し
と
見
ゆ
、
其
前
の
事
知
る
べ
か
ら
ず
」

と
し
る
す
。
こ
れ
は
『
古
事
記
』
に
お
け
る
、
石
柱
の
別
大
つ
神
が
伊
那
那
岐
、
伊
那
那
美
の
二
柱
の
神
に
「
是
の
多
陀
用
弊
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流
国
を
修
め
埋
り
固
め
成
せ
」
と
告
げ
た
箇
所
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
言
糞
を
用
い
、
下
方
の
国
土
を
指
し
て
漂
よ
え

る
国
と
そ
れ
を
名
付
け
て
呼
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
田
口
は
、
右
の
引
用
文
中
最
後
の
「
人
の
疾
病
を
見
て
、
始
め

て
其
の
異
常
の
有
様
に
恐
る
る
の
色
あ
り
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
箇
所
に
か
ん
す
る
二
行
組
み
の

記
述
の
引
用
を
い
ま
省
略
し
た
が
、
こ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
注
記
が
あ
る
D
「
イ
ザ
ナ
ミ
の
尊
病
め
り
、
イ
サ
ナ
半
の
尊
に
請
ふ

て
日
く
、
必
ず
病
室
を
窺
ふ
な
か
れ
〔
と
〕
、
イ
サ
ナ
半
の
尊
私
に
之
を
窺
ふ
。
其
〔
イ
ザ
ナ
ミ
の
〕
苦
痛
の
有
様
を
見
て
始
め

て
恐
る
る
色
あ
り
、
身
体
の
内
に
色
々
の
雷
を
見
給
ふ
、
蓋
し
其
蠣
転
の
有
様
を
見
て
雷
の
如
く
思
ひ
し
な
ら
ん
、
古
事
記
を
見

る
へ
し
」
と
。
す
な
わ
ち
『
古
事
記
』
中
の
、
黄
泉
国
に
行
っ
た
伊
邪
那
美
を
伊
邪
那
岐
が
追
い
か
け
、
見
る
な
、
と
い
う
妻
の

姿
を
ひ
そ
か
に
窺
い
見
た
簡
所
を
引
い
て
、
そ
れ
を
、
現
世
で
妻
の
病
室
を
覗
い
た
こ
と
の
神
話
化
と
み
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

m
口
が
、
天
の
墳
矛
の
存
在
に
当
時
に
お
け
る
生
産
用
具
製
造
の
技
術
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
け
だ
し
卓
見
で
あ
ろ
う
。

凹
口
は
、
つ
つ
い
て
、
『
古
事
記
』
の
記
述
を
下
敷
き
に
し
て
解
釈
を
加
え
る
。
「
も
ち
ろ
ん
ひ
と
は
死
ね
ば
身
体
は
も
は
や
活

動
し
な
く
な
る
も
の
だ
が
、
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
伊
邪
那
美
は
、
ひ
と
た
び
死
ん
で
哉
泉
の
国
に
行
き
、
伊
那
那
岐
に
自
分

の
醜
い
姿
を
見
ら
れ
て
、
恥
し
い
臼
に
会
わ
せ
た
と
大
い
に
怒
り
、
俄
然
大
き
な
活
力
を
得
て
伊
那
那
岐
を
執
拗
に
追
い
か
け
る

こ
と
に
な
る
。
病
死
す
れ
ば
身
体
の
活
動
は
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
身
体
か
ら
抜
け
た
も
の
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
。
こ

の
辺
り
、
古
典
の
解
釈
と
し
て
か
れ
の
書
く
と
こ
ろ
は
や
や
明
快
さ
を
欠
く
よ
う
に
み
え
る
（
そ
れ
は
こ
の
点
に
か
ん
し
て
、
そ

も
そ
も
『
古
事
崖
の
い
う
と
こ
ろ
が
こ
の
点
に
つ
い
て
丞
分
明
な
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
）
が
、
当
時
人
々
に
は
心
に
解
せ
な

い
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
で
「
頻
に
恩
を
廻
し
て
、
必
定
〔
定
め
し
〕
人
の
霊
魂
は
身
体
と
同
一
の
も
の
に
あ
ら
ず
全
く
別
に
存
す

る
も
の
な
り
、
身
体
の
死
す
る
は
霊
魂
の
去
る
な
り
、
其
整
す
る
は
霊
魂
の
返
る
な
り
、
霊
魂
は
死
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
、
始

め
て
身
後
〔
身
体
の
死
〕
の
事
を
心
配
し
、
霊
魂
不
死
の
説
を
発
せ
り
、
是
に
於
て
か
即
魂
の
語
あ
り
、
既
に
霊
魂
不
死
の
説
を

得
て
し
よ
り
、
死
後
の
懸
念
其
胸
中
に
満
ち
て
、
其
終
に
帰
す
る
処
を
考
へ
詰
め
、
又
た
更
に
黄
泉
の
語
あ
り
。
然
れ
と
も
未



田口卯吉と柑本開化小史』Ⅱ（岩崎）

だ
神
祇
を
尊
び
怪
力
を
敬
す
る
の
想
像
起
ら
ざ
る
な
り
」
（
Ⅱ
の
八
－
九
ペ
ー
ジ
）
。

＊
　
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
魂
と
そ
の
不
死
の
考
え
は
、
黄
泉
の
国
の
事
に
か
か
わ
る
稜
れ
と
畏
れ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
間

が
魂
に
よ
っ
て
死
後
も
不
死
で
い
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
「
幸
せ
」
「
救
い
」
と
は
関
係
が
な
か
っ
た
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
『
フ
ォ
イ
エ
ル
ハ
ソ

ハ
論
』
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
、
「
も
し
魂
が
人
間
の
死
に
さ
い
し
て
肉
体
か
ら
は
な
れ
て
生
き
つ
つ
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
魂

の
た
め
に
な
お
特
別
な
死
を
考
え
だ
し
て
や
る
き
っ
か
け
と
な
る
事
情
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
魂
の
不
死
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
た
。
こ

の
魂
の
不
死
と
い
う
こ
と
は
、
人
類
の
発
展
の
こ
の
段
階
で
は
、
け
っ
し
て
慰
め
と
は
思
わ
れ
ず
、
さ
か
ら
え
な
い
運
命
と
思
わ
れ
、
ま
た
、

ギ
リ
シ
ア
人
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
積
極
的
な
不
幸
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
し
じ
ゅ
う
あ
っ
た
。
宗
教
的
な
慰
め
を
は
し
が
っ
た
結
果

で
は
な
く
、
同
様
に
l
般
的
な
愚
か
さ
の
た
め
に
、
ひ
と
た
び
み
と
め
た
魂
と
い
う
も
の
を
肉
体
の
死
後
ど
う
始
末
し
た
ら
よ
い
か
当
惑
し

た
結
果
、
ど
こ
で
も
、
個
人
の
魂
の
不
死
と
い
う
退
屈
な
想
像
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
ま
っ
た
く
似
た
遺
す

じ
で
、
自
然
の
活
力
の
擬
人
化
に
よ
っ
て
最
初
の
神
々
が
生
じ
た
。
こ
の
神
々
は
、
諸
宗
教
が
さ
ら
に
発
達
し
て
い
く
う
ち
に
、
ま
す
ま
す

超
世
界
的
な
姿
を
と
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
人
々
の
心
中
に
は
、
死
を
避
け
た
い
と
い
う
天
性
か
ら
、
不
慮
の
（
思
い
が
け
な
い
）
厄
難
を
避
け
た
い
と
い
う
念

が
し
だ
い
に
生
じ
て
き
た
。
次
の
文
章
を
も
う
一
度
引
用
し
た
い
。
や
が
て
人
々
の
「
想
像
は
唯
に
霊
魂
の
事
黄
泉
の
事
に
止
ま

ら
ず
し
て
、
夫
の
死
を
避
く
る
の
天
性
よ
り
、
不
慮
の
厄
難
を
避
け
ん
と
の
心
起
れ
り
。
是
時
の
人
間
未
だ
道
理
を
窮
む
る
の
知

な
く
且
つ
経
験
な
け
れ
ば
、
何
事
も
皆
な
不
慮
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
総
て
外
物
の
変
化
に
注
目
し
て
、
其
意
外
な
る
に
驚
き
〔
驚

異
を
い
だ
き
〕
、
皆
な
是
れ
怪
力
の
致
す
処
と
定
め
、
慄
然
と
し
て
恐
る
ゝ
〔
恐
怖
〕
の
心
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
。
而
し
て
人
間
〔
人
々

相
互
の
あ
い
だ
の
二
父
際
〔
く
e
r
k
e
E
に
於
て
も
、
敬
す
れ
ば
人
其
慾
を
解
く
を
以
て
、
此
怪
力
も
亦
た
敬
す
れ
ば
災
を
下
さ
ゞ

る
べ
し
と
思
ひ
、
漸
く
之
を
敬
す
る
の
事
起
れ
り
。
」
「
斯
く
怪
力
を
敬
す
る
の
心
起
り
て
よ
り
、
貨
財
〔
財
貨
を
役
得
す
る
仕
方
〕

の
進
む
に
従
ひ
、
人
心
漸
く
過
去
の
履
歴
と
其
祖
先
を
尋
ね
る
の
方
向
に
進
め
り
。
借
て
古
を
尋
ぬ
る
に
は
、
偏
に
旧
き
言
伝
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に
拠
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
夫
の
感
じ
少
き
草
味
の
人
心
を
し
て
、
面
白
し
と
か
恐
ろ
し
と
か
、
倖
な
り
と
か
感
ぜ
し
め
た
る
事
は
、

必
ず
奇
怪
な
ら
ざ
る
へ
か
ら
ず
。
之
を
言
伝
ふ
る
に
或
は
十
分
な
る
言
語
も
な
く
、
或
は
忘
れ
、
或
は
重
大
に
話
し
、
或
は
臆
憩

を
交
へ
て
話
し
、
口
よ
り
口
に
伝
へ
て
、
益
々
転
靴
〔
な
ま
っ
て
変
わ
る
〕
し
た
る
言
伝
な
れ
ば
、
愈
よ
奇
異
の
姿
を
為
せ
り
。
而

し
て
之
を
聞
く
人
々
は
、
〔
こ
れ
ま
で
も
〕
意
外
の
事
に
多
く
遭
過
せ
る
者
共
な
れ
ば
、
之
を
怪
し
む
の
心
な
く
し
て
、
終
に
祖
先

は
人
間
に
非
じ
、
必
ず
神
聖
の
通
力
〔
自
由
自
在
な
不
思
議
な
力
〕
な
る
も
の
な
ら
ん
と
の
恩
を
起
し
た
り
。
且
つ
此
の
人
々
に
数

多
の
事
件
を
記
憶
す
べ
き
材
能
〔
才
能
〕
な
き
よ
り
し
て
、
垂
に
其
時
代
に
威
力
あ
り
し
宗
家
の
弔
の
み
を
言
伝
へ
た
れ
ば
、
夫

の
神
聖
の
恩
を
倣
さ
る
～
人
の
子
孫
は
自
ら
巾
遠
な
り
と
の
想
像
を
起
す
に
至
れ
り
。
斯
く
祖
先
を
神
聖
と
思
ひ
、
其
宗
家
を
尊

敬
す
る
の
気
は
、
歳
月
を
経
る
に
従
ひ
、
各
処
に
移
住
す
る
に
従
ひ
、
愈
々
増
進
せ
ざ
る
へ
か
ら
ず
。
欄
碩
版
欄
諸
相
‰
漂
漕
斯

く
て
其
祖
先
を
日
月
と
し
、
姻
遺
品
加
齢
以
鵠
㍍
蓑
紺
髭
最
桝
髭
か
㌍
鵠
天
地
創
造
の
功
を
も
祖
先
に
帰
し
た
り
、
足
に
於

て
祖
先
の
譜
漸
く
尊
し
。
然
れ
ど
も
未
だ
其
霊
魂
の
人
間
に
利
益
あ
る
事
を
説
か
ざ
る
な
り
」
云
々
（
Ⅱ
の
九
⊥
〇
ペ
ー
ジ
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
田
口
は
、
原
初
の
人
間
が
、
長
い
年
月
を
経
て
、
生
存
の
た
め
の
物
資
を
接
待
す
る
生
活
右
つ
つ
け
る
な
か

で
し
だ
い
に
お
の
が
智
と
情
を
、
そ
し
て
知
識
・
技
術
・
感
情
を
豊
か
に
し
な
か
ら
、
そ
の
想
像
力
に
よ
っ
て
霊
魂
の
不
死
や
神

威
の
観
念
に
達
し
（
神
々
の
系
譜
か
ら
遡
っ
て
天
地
創
造
へ
と
す
す
み
）
、
宗
教
を
信
ず
る
に
い
た
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
宗
家

と
そ
の
祖
先
を
崇
拝
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
述
へ
る
。
か
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
観
念
、
表
象
の
発
展
の
過
程
が
『
古
事
記
』
の

ぅ
ち
に
か
な
り
の
て
い
と
反
映
し
て
い
る
と
み
て
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
み
た
よ
う
に
関
連
箇
所
を
あ
げ
て
立
論
の
証
と
し
て
い

る
。
言
事
記
』
の
各
所
に
何
ら
か
発
展
過
梓
を
反
映
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
か
れ
の
推
定
は
止
し
い
だ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
古
代
専
制
国
家
の
イ
テ
オ
ロ
キ
ー
と
し
て
大
武
朝
の
頃
か
ら
新
た
に
構
成
さ
れ
た
「
記
紀
」
神
話
の
う
ち
に
、
逐
一
、

古
来
民
衆
の
住
活
に
お
い
て
発
生
・
発
展
し
て
き
た
観
念
表
象
が
、
そ
の
ま
ま
な
ま
に
正
し
く
反
映
さ
れ
て
き
て
い
る
は
ず
は

ぁ
り
え
な
い
。
ま
た
、
凹
口
が
伊
邪
那
美
の
黄
泉
で
の
活
動
右
念
頭
に
お
い
て
い
る
箇
所
の
説
明
な
と
も
、
明
快
さ
を
い
さ
さ
か
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欠
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
し
か
し
、
さ
き
に
三
ロ
し
た
よ
う
に
田
口
の
意
任
と
い
う
よ
り
か
、
む
し
ろ
、
記
紀
の
そ

の
箇
所
で
の
記
述
に
反
映
さ
れ
る
リ
ア
ル
な
内
容
が
し
か
と
捉
え
が
た
い
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
、
田
口
は
、

『
古
事
記
』
に
つ
い
て
江
戸
期
に
成
立
し
た
本
居
宣
長
＝
服
部
中
庸
＝
平
田
篤
胤
流
の
神
秘
主
義
的
な
接
近
の
仕
方
に
た
い
し
て
、

基
本
的
に
合
理
的
で
、
科
学
的
な
見
地
を
対
置
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
田
口
は
、
神
話
、
と
く
に
日
本
に
お
け
る
そ
の
漸
次
的

な
形
成
を
か
な
り
よ
く
説
明
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

＊
　
田
口
卯
吉
は
日
本
神
話
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
合
理
的
、
科
学
的
な
理
解
を
め
ざ
し
て
い
る
の
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
大
日
本
帝

国
憲
法
」
「
皇
室
典
範
」
の
制
定
や
、
「
教
育
勅
語
」
の
発
布
、
さ
ら
に
穂
積
八
東
、
上
杉
望
ロ
の
著
作
や
東
京
帝
大
で
の
憲
法
講
義
で
は
、

徹
底
的
に
非
合
理
的
・
非
科
学
的
・
神
秘
主
義
的
な
神
話
の
解
釈
、
そ
れ
に
基
礎
を
お
く
絶
対
主
義
的
な
「
国
体
」
論
が
う
ち
た
て
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
期
の
「
国
体
の
本
義
」
や
「
大
東
亜
共
栄
撃
の
構
想
、
「
八
紘
二
千
」
に
ま
で
及
ぶ
。
日
本
神
話
を
後
光
で

飾
る
こ
と
に
は
、
紀
平
正
美
、
安
岡
正
篤
、
鹿
木
木
員
信
ら
の
哲
学
的
思
想
家
た
ち
が
参
加
し
た
。
西
田
幾
多
郎
、
和
辻
哲
郎
も
貢
を
免
れ

な
い
だ
ろ
う
。

小
沢
栄
一
は
、
以
上
の
箇
所
で
、
「
神
道
史
観
に
お
い
て
長
く
自
明
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
き
た
祖
先
崇
拝
や
霊
魂
論
な
と
を
、

貨
財
の
進
む
に
従
い
人
心
の
想
像
進
歩
す
る
と
い
う
過
程
に
お
い
て
歴
史
的
に
理
解
し
よ
う
と
い
う
立
場
が
主
張
さ
れ
る
。
し
か

も
、
神
代
伝
説
が
『
歴
史
』
の
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
近
世
以
降
、
復
古
国
学
者
の
神
代
理
解
の
し
か
た
を
除
け
ば
、

新
井
白
石
・
山
片
煉
桃
に
つ
い
で
三
人
目
、
そ
れ
は
儒
学
と
洋
学
の
関
わ
り
合
う
線
上
に
展
開
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
」
と
述
へ
て

い
る
。さ

い
こ
に
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
記
紀
神
話
を
古
代
専
制
国
家
の
イ
テ
オ
ロ
ギ
1
と
み
な
す
思
想
は
、
む
ろ
ん
明

治
の
こ
の
頃
に
は
わ
が
国
に
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
記
紀
神
話
に
も
、
そ
れ
に
先
立
つ
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
話

が
取
捨
選
択
し
て
と
り
い
れ
ら
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
の
神
話
の
も
ろ
も
ろ
の
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と



田口卯吉とr日本開化小史』Ⅱ（岩崎）

も
あ
れ
、
田
口
の
こ
の
箇
所
は
原
始
的
な
時
代
の
人
間
の
生
活
、
生
活
物
質
の
取
得
と
い
う
こ
と
を
基
礎
に
お
い
て
、
と
く
に
人

間
の
想
像
力
を
介
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
驚
異
や
怪
力
に
つ
い
て
の
観
念
・
表
象
を
通
し
て
の
、
神
話
、
宗
教
の
漸
次
的
な
形
成
を

述
へ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
記
述
は
、
わ
が
国
で
の
文
献
と
し
て
、
非
常
に
新
鮮
な
も
の
と
し
て
わ
た
く
し
に
映
る
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
よ
う
な
記
述
が
、
慈
円
や
親
房
に
あ
ろ
う
は
ず
は
な
く
、
新
井
白
石
に
も
頼
山
陽
に
も
み
ら
れ
な
い
。
わ
た
く
し
の

寡
聞
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
明
治
の
初
年
に
も
他
に
こ
の
よ
う
な
叙
述
の
あ
る
こ
と
を
ま
た
知
ら
な
い
の
で

あ
る
。＊

エ
ン
ケ
ル
ス
は
貢
デ
ュ
ー
リ
ン
ク
論
』
で
い
う
、
「
い
っ
さ
い
の
宗
教
は
〔
神
話
を
含
め
て
〕
、
人
間
の
日
常
生
活
を
支
配
す
る
外
的
な

諸
力
が
、
人
間
の
東
の
な
か
に
空
想
的
に
反
映
さ
れ
た
も
の
〔
す
な
わ
ち
、
人
間
の
意
識
内
容
と
な
っ
た
も
の
〕
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
反
映
の
な
か
で
は
、
地
上
の
話
力
が
天
上
の
諸
力
の
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
。
歴
史
の
初
期
に
は
、
ま
ず
最
初
に
自
然
の
諸
力
が
こ
う

い
う
反
映
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
そ
の
後
の
発
展
に
つ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
あ
い
だ
で
き
わ
め
て
多
様
な
、
き

ゎ
め
て
複
雑
な
人
格
化
を
こ
う
む
る
。
　
ま
も
な
く
、
自
然
の
諸
力
と
な
ら
ん
で
、
社
会
的
諸
力
も
作
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
社
会

的
活
力
も
、
自
然
の
活
力
そ
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
外
的
な
も
の
と
し
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
は
同
じ
よ
う
に
不
可
解
〔
不
可
嘩
鱒
〕
な
も
の

と
し
て
、
人
間
に
対
立
し
、
外
見
上
同
じ
必
然
性
を
も
っ
て
人
間
を
支
配
す
る
。
最
初
は
自
然
の
神
秘
的
な
話
力
を
反
映
し
て
い
た
だ
け
の

空
想
的
な
形
象
が
、
そ
の
結
果
、
社
会
的
な
屈
性
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
歴
史
的
な
話
力
の
代
表
者
と
な
る
。
」
そ
し
て
、
諸
民
族
の
も
と

で
そ
れ
ぞ
れ
固
有
な
神
々
の
系
譜
も
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
た
と
え
ば
、
ギ
リ
ノ
ア
∴
ン
オ
ド
ス
の
『
神
統
逆
の
よ
う
に
、
ま
た
日
本

の
　
『
古
事
記
』
　
の
よ
う
に
。

中
世
に
お
け
る
支
配
階
級
間
の
抗
争
に
よ
る
人
民
の
苦
難

－
　
南
北
朝
期
か
ら
応
仁
の
乱
を
経
て
戦
国
時
代
ま
で
－
－
■

第
三
巻
璽
ハ
葺
は
「
南
北
朝
の
戦
乱
以
後
戦
国
に
至
る
ま
で
」
と
題
し
て
い
る
。
南
朝
滅
亡
後
は
、
足
利
氏
に
と
っ
て
南
朝
よ
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り
も
恐
る
べ
き
も
の
が
諸
国
に
充
満
し
、
名
分
の
上
で
は
君
臣
上
下
の
差
別
が
い
ち
お
う
あ
っ
て
も
、
実
力
の
上
で
は
足
利
氏
に

張
り
合
う
こ
と
の
で
き
る
大
名
が
多
く
な
っ
た
。
大
名
ら
は
「
家
を
大
に
せ
ん
と
欲
せ
ば
叛
よ
り
薫
き
は
な
し
」
と
、
又
た
日
く

「
弱
き
者
は
誅
せ
ら
れ
、
強
さ
者
は
禍
を
免
か
る
、
兵
を
連
ね
て
自
ら
強
う
す
る
に
若
か
ず
」
（
Ⅱ
の
五
〇
ペ
ー
ジ
）
と
。
こ
の
よ

う
な
有
様
で
、
つ
い
に
応
仁
の
乱
に
突
入
す
る
。
争
乱
は
洛
中
ば
か
り
で
な
く
、
諸
国
に
及
ぶ
。
「
斯
く
洛
中
に
於
て
戦
争
す
る

の
時
に
当
っ
て
、
諸
国
に
於
て
も
亦
其
党
に
従
ひ
互
に
相
聞
争
せ
り
。
就
中
関
東
は
早
く
乱
れ
て
、
足
利
氏
の
威
力
及
ぼ
さ
ざ
り

し
か
は
、
此
戦
に
関
係
な
き
が
如
く
な
れ
と
も
、
其
豪
族
等
又
各
々
相
札
り
て
〔
互
に
勢
い
を
争
い
あ
っ
て
〕
、
自
己
の
戦
〔
自
分
勝

手
な
墾
止
む
時
あ
る
な
し
。
さ
れ
ば
人
民
の
家
屋
は
概
ね
兵
焚
〔
兵
火
〕
に
懸
り
、
夫
の
豪
族
等
の
翫
具
た
り
し
血
良
貨
珍
宝
も
、

互
に
取
り
合
い
の
目
的
と
な
り
て
全
く
消
滅
し
、
京
洛
の
内
に
伝
は
り
た
る
古
来
の
記
事
文
革
等
も
多
く
焼
け
尽
し
た
り
」
（
Ⅱ

の
五
三
ペ
ー
ジ
）
。

こ
う
し
て
世
は
戦
国
時
代
と
な
る
。
田
口
の
筆
は
冴
え
て
ま
す
ま
す
力
を
加
え
、
人
民
の
不
幸
の
極
点
を
描
き
た
す
。
「
さ
れ

ば
諸
国
十
分
に
分
裂
し
て
全
く
戦
国
と
な
り
、
如
何
な
る
小
国
と
難
も
、
皆
な
城
郭
を
横
へ
て
其
領
主
の
親
族
を
防
護
し
た
り
。

国
家
の
有
様
此
の
如
き
に
及
び
、
海
内
一
般
丁
壮
は
人
を
滅
絶
す
る
職
業
に
従
零
し
、
老
弱
は
之
を
支
ふ
る
の
器
具
粗
食
を
製
し
、

人
間
社
会
は
幸
福
を
営
む
の
場
所
に
あ
ら
ず
し
て
、
春
頃
〔
相
手
を
滅
ぼ
し
併
合
す
る
こ
と
〕
を
試
む
る
の
区
域
と
な
り
、
猛
悪
無

嬰
の
勇
士
諸
州
に
充
満
し
て
、
さ
し
も
に
尊
む
へ
き
人
命
も
純
毛
よ
り
軽
く
見
徹
さ
れ
、
人
さ
へ
見
れ
ば
唯
だ
常
に
相
戦
は
ん
と

ぞ
柄
へ
け
る
」
（
同
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
辺
り
に
つ
い
て
伊
豆
公
夫
は
「
支
配
階
級
間
の
戦
争
を
非
難
す
る
古
今
の
名
文
の
一
つ
で
あ

ろ
う
」
と
書
い
て
い
る
。

＊
　
十
五
年
に
わ
た
る
侵
略
戦
争
時
に
、
暗
調
を
強
要
さ
れ
た
「
軍
人
勅
諭
」
の
な
か
で
、
天
皇
が
日
下
の
臣
下
に
、
「
死
は
鴻
毛
よ
り
も
軽

し
と
覚
悟
せ
よ
」
と
、
い
の
ち
を
い
と
も
軽
々
と
棄
て
る
こ
と
を
命
じ
て
い
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
想
起
し
た
い
。
こ
れ
は
、
ま
と
も
な

支
配
者
な
ら
ば
、
被
支
配
者
に
た
い
し
て
い
い
え
な
い
言
草
で
あ
ろ
う
。
「
軍
人
勅
諭
」
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
考
察
す
る
。
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畑
　
近
世
の
封
建
制
度

－
　
封
建
の
社
会
に
適
合
す
る
開
化
に
つ
い
て
　
－

第
六
巻
第
十
二
草
は
「
徳
川
氏
治
世
の
間
に
世
に
凝
れ
た
る
開
化
の
現
象
」
と
題
し
て
文
運
の
発
展
、
文
化
の
高
揚
を
描
い
て

い
る
。
「
斯
く
世
の
有
様
静
定
す
る
に
至
れ
ば
、
社
会
の
有
形
及
び
無
形
の
現
象
は
大
に
進
捗
せ
ざ
る
を
得
ず
。
彼
の
戦
乱
紛
転

〔
紛
乱
〕
の
間
に
あ
り
て
は
、
人
民
は
磯
渇
し
て
飲
食
を
樺
む
の
暇
な
け
れ
ば
、
衣
食
住
の
有
様
は
進
ま
ん
と
欲
す
る
も
得
べ
か

ら
さ
れ
ど
も
、
太
平
の
世
と
な
り
て
は
、
其
印
面
要
〔
要
求
・
欲
求
〕
を
抑
制
せ
ら
る
ゝ
こ
と
な
き
を
以
て
、
偏
に
筋
骨
を
労
し
具

欲
す
る
所
を
求
め
て
、
其
生
涯
を
快
楽
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
も
の
な
り
。
是
に
於
て
か
開
化
の
源
素
は
、
草
木
の
春
風
に
逢
ひ

て
緻
芽
を
発
す
る
が
如
く
、
太
平
の
空
気
に
養
ほ
れ
て
、
勃
然
と
し
て
発
育
す
る
事
其
れ
防
く
へ
か
ら
ざ
る
な
り
」
（
Ⅱ
の
八
三

ペ
ー
ジ
）
。
こ
こ
で
は
、
物
質
的
生
産
に
つ
い
て
の
指
摘
は
と
く
に
な
い
が
、
太
平
な
世
に
な
っ
て
当
然
に
も
人
間
の
物
質
的
生

活
の
充
足
と
い
う
基
礎
の
う
え
に
、
精
神
的
文
化
の
発
展
が
捉
え
ら
れ
て
く
る
。

出
口
卯
吉
は
、
つ
づ
け
て
足
利
氏
の
末
期
か
ら
汗
ハ
時
代
の
全
期
に
わ
た
る
角
形
・
無
形
の
開
化
進
歩
の
概
綱
を
、
一
覧
し
て

理
解
し
や
す
い
か
た
ち
で
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
に
み
る
よ
う
に
か
な
り
細
い
項
目
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、

足
利
末
期
に
つ
い
て
は
こ
く
簡
単
で
も
あ
る
し
、
本
項
価
の
範
園
外
な
の
で
、
い
ま
は
こ
の
部
分
は
省
い
て
、
汀
戸
時
代
の
開
化

の
様
相
を
示
す
諸
項
口
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
。
本
文
に
は
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
項
R
ご
と
に
説
明
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
も
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

＊
　
次
に
み
る
よ
う
に
、
…
口
は
、
明
治
九
二
八
七
一
）
年
に
、
神
武
即
位
の
年
を
西
紀
の
前
六
六
〇
年
と
定
め
、
こ
れ
を
n
・
紀
元
年
と
呼

ん
だ
の
に
依
っ
て
い
る
。
『
開
化
小
史
』
に
は
、
「
神
武
大
皇
の
始
め
て
政
府
を
口
本
に
立
て
姶
ひ
し
よ
り
」
　
ム
々
（
Ⅱ
の
▲
一
ペ
ー
ゾ
）
の

一
文
が
あ
る
。
な
お
、
か
れ
は
、
崇
神
、
日
本
式
、
神
功
な
と
を
語
っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
斯
る
勢
に
て
閃
閑
よ
り
歳
移
り
世
代
り
て
、
人
心

次
第
に
進
歩
せ
し
も
の
ゆ
ゑ
、
政
府
は
自
ら
神
教
政
府
の
件
質
を
得
た
り
。
神
教
政
府
と
は
神
の
f
孫
万
民
を
治
め
拾
ふ
の
政
脛
な
り
」
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（
Ⅱ
の
一
三
ペ
ー
ン
）
と
述
へ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
に
は
、
明
治
の
こ
の
頃
の
状
況
の
反
映
が
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
い
ま
の
引

用
は
、
上
代
の
政
府
を
「
神
教
政
府
」
と
性
格
規
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
用
語
の
定
義
を
述
へ
て
い
る
に
と
と
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
か
れ

は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
や
こ
こ
ギ
を
客
観
的
に
実
在
す
る
神
で
あ
り
古
代
の
天
皇
が
そ
の
よ
う
な
「
神
の
子
」
で
あ
る
な
と
と
は
考
え
て
い
な
い
。

ま
ず
外
物
の
有
様
に
か
ん
し
て

二
二
六
三
年
か
ら
二
三
〇
〇
年
代
の
米
ま
で
　
－
　
家
康
・
秀
忠
・
家
光
の
時
期

食
物
・
衣
服
・
夜
着
・
女
の
髪
・
笠
・
芝
居
・
浄
瑠
璃
・
浮
世
志
の
起
り
・
酒
屋
・
足
袋
屋
・
印
刷

二
四
〇
〇
年
代
　
－
　
家
光
・
家
綱
・
綱
吉
・
家
宣
・
家
継
・
吉
宗
の
時
期

衣
食
住
二
重
服
・
女
粧
・
冠
哲
・
家
屋
・
用
紙
・
婚
式
・
笠
・
衣
服
の
模
様
・
羽
椙
の
紋
・
芝
屏
・
女
形
の
始
ま
り
・
江
戸
浄
瑠
璃
・
点

都
浄
瑠
璃
・
大
坂
義
太
夫
・
浮
世
蕊
の
沿
革
・
飲
食
慶
・
江
戸
の
さ
ま
ざ
ま
・
芝
居
小
屋
の
進
歩
・
芝
居
土
蔵
作
り
下
樺
舗
二
二
大
橋
・

江
戸
の
名
物

二
五
〇
〇
年
代
　
－
　
吉
宗
・
家
歪
・
家
治
・
家
斉
・
家
慶
の
時
期

冠
轡
及
び
傘
・
下
駄
・
天
鷲
紙
の
足
袋
・
浄
瑠
璃
・
芝
居
・
透
の
沿
革
・
紅
粉
絵
の
変
化
・
望
遠
鏡
の
造
初
め
・
東
昼
巾
街
（
金
物
屋
）
・

姻
串
人
の
始
め
・
貢
崎
の
景
況

心
樫
の
有
様
に
か
ん
し
て

二
二
六
三
年
か
ら
二
三
〇
〇
年
代
ま
で
　
－
　
家
康
・
秀
忠
・
家
光
の
時
期

朱
子
学
・
士
陽
明
学
・
医
学

一
四
〇
〇
年
代
－
－
家
光
・
家
綱
・
綱
吉
・
家
宣
・
家
継
・
吉
宗
の
時
期

朱
子
学
・
復
古
学
・
経
済
学
・
開
化
史
・
和
学
・
俳
文
・
狂
言
作
者
・
万
国
地
理
吉
・
医
学
・
天
文
学

二
▲
五
〇
〇
年
代
・
－
上
市
宗
・
家
重
・
家
治
・
家
斉
・
家
慶
の
時
期

複
古
学
・
文
章
学
・
朱
子
学
・
折
衷
学
・
和
学
・
俳
文
並
に
狂
文
・
小
説
・
漢
方
医
学
・
西
洋
医
学
・
理
化
学
・
天
文
測
地
学
・
狂
■
岩
作
者
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も
ち
ろ
ん
、
各
項
目
に
つ
い
て
、
長
短
多
く
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
貴
重
で
あ
る
。
こ

の
た
め
に
か
れ
は
多
く
の
資
料
を
用
意
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
惜
し
む
ら
く
は
、
そ
れ
を
も
と
に
克
明
な
江
戸
時
代
文
化
史
を

別
に
書
き
残
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
多
忙
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
（
時
間
は
有
限
で
あ
る
）
。
だ
が
、

ぉ
そ
ら
く
、
か
れ
と
し
て
は
、
も
し
そ
れ
を
書
く
と
す
れ
ば
、
満
足
の
ゆ
く
だ
け
も
っ
と
資
料
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の

思
い
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

＊
　
な
お
、
か
れ
は
『
日
本
開
化
の
性
質
』
と
い
う
短
い
一
書
も
書
い
て
い
る
萌
治
1
八
年
）
。

出
口
は
書
く
、
「
蓋
し
以
上
の
開
化
は
皆
封
建
制
度
の
下
に
発
し
た
る
開
化
な
り
、
故
に
封
建
の
社
会
に
濁
す
る
の
形
状
〔
形

態
〕
を
存
せ
り
。
」
こ
こ
で
、
こ
の
時
代
の
こ
の
よ
う
な
、
外
物
お
よ
び
心
裡
に
わ
た
る
開
化
が
、
は
か
で
も
な
い
ま
さ
に
当
代

の
封
建
制
度
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
か
れ
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

田
U
は
つ
つ
け
て
書
く
、
「
今
其
理
由
を
述
べ
ん
。
抑
も
封
建
社
会
に
は
大
国
を
領
す
る
所
の
数
多
の
諸
侯
あ
り
、
其
次
に
は

数
多
の
階
級
よ
り
成
る
所
の
武
士
あ
り
。
見
下
に
は
商
あ
り
て
工
あ
り
農
あ
り
、
農
と
丁
と
は
団
よ
り
貫
凶
の
種
類
に
し
て
、
諸

侯
は
固
よ
り
般
富
の
種
族
な
り
、
其
中
間
に
立
つ
所
の
士
と
商
と
は
、
其
階
級
極
め
て
多
く
し
て
、
富
め
る
も
の
は
王
侯
に
比
す

へ
く
貫
き
も
の
は
農
工
よ
り
も
下
れ
り
。
抑
も
徳
川
氏
治
世
の
文
運
は
斯
る
種
族
の
需
要
〔
要
求
・
欲
求
〕
に
基
き
て
世
に
現
は

る
ゝ
所
な
れ
ば
其
度
の
相
懸
隔
せ
る
亦
極
め
て
多
し
、
故
に
其
読
書
に
於
け
る
や
、
王
侯
富
豪
は
古
聖
賢
の
名
に
眩
し
専
ら
学
十

〔
学
者
］
を
引
き
て
孔
孟
の
書
を
講
ぜ
し
め
た
る
か
為
に
、
六
経
に
明
か
な
る
拍
裸
、
仁
局
、
品
本
〕
北
山
、
〔
太
田
〕
錦
城
、
一

斎
等
の
如
き
学
十
を
輩
出
せ
し
め
た
り
と
雄
も
、
中
等
以
下
の
人
民
は
之
を
以
て
産
を
破
る
の
基
と
為
し
聞
く
之
を
禁
し
め
、
博

に
商
売
往
来
、
都
路
、
今
川
の
頬
を
以
て
其
教
育
に
充
て
た
り
。
其
の
和
学
に
於
け
る
や
、
干
侯
富
豪
は
古
代
の
語
を
貴
重
し
学

上
を
引
き
て
専
ら
古
事
記
・
万
乗
集
等
を
講
ぜ
し
め
た
る
が
為
め
に
、
古
辞
に
明
な
る
真
淵
、
首
長
の
如
き
学
士
を
輩
出
せ
し
め
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た
り
と
雛
も
、
中
流
以
下
の
人
民
は
百
人
一
首
を
以
て
極
度
と
せ
り
。
其
文
章
に
於
け
る
、
土
侯
富
豪
は
専
ら
漢
文
を
重
ん
じ
古

辞
を
解
す
る
も
の
を
称
揚
せ
し
か
は
、
之
に
明
か
な
る
祖
裸
、
繭
郭
の
輩
を
現
出
せ
し
め
た
り
と
灘
も
、
中
人
以
下
に
は
之
を
解

す
る
だ
に
能
は
ざ
り
き
。
■
‥
：
：
其
画
盃
に
於
け
る
や
、
王
侯
富
豪
は
質
観
玩
味
し
て
始
め
て
能
く
其
趣
を
解
す
べ
き
気
意
あ
る
も

の
を
好
み
て
南
宗
の
盃
〔
南
画
・
文
人
画
〕
専
ら
行
は
れ
、
之
を
能
く
す
る
も
の
池
大
雅
の
如
き
を
現
出
せ
し
め
た
り
と
雛
も
、

中
人
以
下
は
綿
責
〔
多
色
刷
浮
世
絵
版
画
〕
を
以
て
其
楽
と
為
せ
り
。
…
…
其
器
具
に
於
け
る
、
共
居
宅
に
於
け
る
、
其
服
飾
に
於

け
る
、
其
他
一
切
の
開
化
に
於
け
る
も
王
侯
富
豪
の
用
ふ
る
所
は
其
度
極
め
て
高
く
し
て
而
し
て
中
人
以
下
の
用
ふ
る
所
は
其
度

極
め
て
卑
し
、
特
に
其
皮
の
懸
隔
せ
る
の
み
な
ら
ず
殆
と
性
質
を
異
に
せ
り
、
蓋
し
社
会
の
平
等
な
ら
ざ
る
は
社
会
の
常
な
れ
ば
、

尊
卑
の
用
ふ
る
所
相
異
な
る
は
固
よ
り
免
か
る
へ
か
ら
さ
る
所
な
れ
ど
も
、
封
建
の
時
の
如
く
甚
し
き
は
あ
ら
ざ
る
へ
し
」
　
ム
々

（
Ⅱ
の
一
〇
四
－
五
ペ
ー
ジ
）
。
こ
こ
で
は
、
封
建
社
会
に
お
け
る
階
級
の
差
別
、
窒
＝
山
の
差
別
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
け
る
文
化
、

文
物
の
性
格
上
の
差
別
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。

田
口
卯
吉
は
さ
ら
に
つ
つ
け
て
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
、
「
且
つ
更
に
注
意
す
へ
き
の
一
事
あ
り
、
封
建
制
皮
の
下
に
於
て
党

す
る
も
の
は
皆
封
建
の
性
質
を
薗
て
る
事
是
な
り
。
」
「
封
建
制
度
の
下
に
発
し
た
る
凡
て
の
現
像
〔
象
）
は
皆
封
建
の
性
質
を
喝
」

わ
れ
わ
れ
の
言
責
で
い
え
ば
、
封
建
制
度
内
の
一
切
の
事
態
は
封
建
的
社
会
構
成
の
刻
印
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
試
み
に
見
よ
、
徳
川
氏
の
内
制
は
各
諸
侯
の
内
制
と
全
く
相
同
じ
、
各
諸
侯
の
内
制
は
各
藩
士
の
内
制
と
全
く
相
同
じ
、
各
藩

士
の
内
制
は
名
商
田
の
内
制
と
全
く
相
同
じ
、
各
商
田
の
内
制
は
各
伴
頭
の
内
制
と
全
く
相
同
じ
、
是
よ
り
以
下
連
綿
と
し
て

嘗
同
じ
、
皆
僕
隷
家
来
を
以
て
団
結
し
て
一
家
を
為
せ
る
も
の
な
り
。
」
田
口
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
と
一
般
化
す

れ
ば
、
か
り
に
相
異
な
る
社
会
構
成
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
生
起
し
現
象
す
る
も
の
は
当
の
社
会
構
成
の
刻
印
を
受
け
る
と
い
う
命

題
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
か
れ
に
は
、
社
会
構
成
の
概
念
は
な
い
し
、
ま
た
一
般
化
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
命
題
を

た
て
る
近
く
に
ま
で
達
し
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
、
次
に
み
る
よ
う
に
、
封
建
制
が
人
間
の
本
性
に
適
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
考
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え
を
も
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
は
か
れ
自
身
が
な
お
封
建
的
な
文
化
に
泥
み
、
こ
れ
を
な
お
脱
し
き
れ
な
い
で
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
い
う
、
「
蓋
し
封
建
は
族
を
重
ん
ず
る
も
の
な
り
、
故
に
長
子
を
重
ん
じ
庶
子
を
軽
ん
じ
、

仮
令
継
嗣
に
愚
者
あ
り
と
難
も
、
綿
々
と
し
て
一
族
を
以
て
永
遠
に
伝
へ
し
め
ん
と
の
計
画
極
め
て
密
な
り
。
共
棲
や
其
族
の
血

脈
全
く
絶
ゆ
る
と
難
も
、
尚
は
養
子
の
法
を
用
い
、
外
面
に
於
て
は
更
に
絶
え
ざ
る
が
如
く
恩
は
し
む
る
も
の
な
り
。
是
れ
固
よ

り
人
の
天
性
（
避
死
保
生
〔
す
な
わ
ち
『
開
化
小
史
』
が
そ
の
冒
頭
か
ら
主
張
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
人
間
、
い
や
さ
ら
に
お
よ
そ
生
物
に

さ
え
も
共
通
の
本
性
で
あ
る
と
さ
れ
る
〕
）
に
於
て
此
の
如
き
を
欲
す
る
者
あ
る
に
基
く
も
の
に
し
て
封
建
制
皮
の
下
に
至
り
て
非
常

に
発
達
し
た
る
も
の
と
云
は
ざ
る
可
か
ら
ず
。
後
の
人
仔
細
に
之
を
玩
味
せ
ば
、
社
会
に
一
定
の
理
あ
り
て
種
々
の
制
度
の
卜
に

種
々
の
作
用
を
為
す
こ
と
を
解
す
る
に
難
か
ら
ざ
る
へ
き
な
り
」
（
Ⅱ
の
一
〇
四
－
一
〇
五
ペ
ー
ジ
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、

族
を
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
の
上
述
の
相
続
制
度
は
、
あ
た
か
も
人
間
の
本
性
に
発
し
そ
れ
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
に
、
理
が
あ
る
と
い

ぅ
こ
と
に
な
る
。
田
口
自
身
、
こ
の
考
え
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
脱
け
ら
れ
な
い
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
や
か
れ
ひ
と
り

で
は
な
い
。
明
治
の
社
会
体
制
は
、
資
本
主
義
を
め
ざ
し
な
が
ら
も
、
半
封
建
的
搾
取
の
存
続
を
一
つ
の
本
質
的
な
要
素
と
し
て

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
も
諸
領
域
に
お
い
て
も
封
建
的
な
側
面
を
基
本
的
な
構
成
分
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
明
治
一
丁
二
年
に
確
立
さ
れ
た
法
制
度
か
ら
み
て
も
、
立
憲
制
の
体
制
を
外
見
L
と
り
な
が
ら
も
、
欽
定
憲
法
と
皇
室
典

稲
は
き
わ
め
て
反
民
主
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
私
法
上
で
も
、
民
法
の
物
権
と
債
催
、
お
よ
び
商
法
は
と
も
か
く
と
し
て
、
相

続
と
親
族
の
法
は
き
わ
め
て
封
建
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
国
中
大
多
数
の
人
々
が
終
戦
時
ま
で
こ
の
よ
う
な
イ
テ
オ
ロ
ギ
■

に
多
か
れ
少
な
か
れ
染
ま
っ
て
い
た
の
は
放
な
し
と
し
な
い
。

㈱
　
近
世
幕
藩
体
制
の
崩
壊
と
そ
の
理

田
口
は
最
後
の
第
十
三
章
「
徳
川
治
世
の
問
勤
王
の
気
発
せ
し
事
」
の
な
か
で
、
幕
藩
体
制
崩
壊
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
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の
箇
所
は
、
明
治
初
期
の
文
化
人
の
一
人
と
し
て
か
れ
が
こ
の
間
題
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
か
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
ぶ

か
い
。
そ
の
冒
頭
で
、
か
れ
は
い
う
、
「
我
国
開
化
の
斯
く
進
歩
せ
る
際
に
於
て
徳
川
政
府
の
為
め
に
不
利
な
る
一
元
素
〔
要
素
〕

の
発
達
し
来
る
も
の
あ
り
、
共
は
如
何
と
云
ふ
に
王
室
を
尊
ぶ
の
気
風
大
に
増
進
せ
し
事
是
な
り
」
（
Ⅱ
の
一
〇
六
ペ
ー
ジ
）
と

説
き
起
こ
す
。
勤
王
心
を
鼓
舞
す
る
の
に
と
く
に
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
の
与
え
た
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
が
、
当
時

は
と
て
も
ま
だ
勤
王
の
気
は
、
徳
川
政
府
の
結
構
を
破
壊
す
る
だ
け
の
勢
を
も
つ
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
「
然
る
に
不
慮
の

事
件
発
生
せ
り
。
」
幕
府
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
外
的
な
、
偶
然
的
な
思
い
が
け
ぬ
事
態
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
何
か
。
い
う
ま
で
も

な
く
、
「
米
洲
の
黒
船
太
平
洋
を
越
え
て
我
浦
賀
に
若
し
、
通
商
貿
易
を
請
求
し
た
る
こ
と
足
な
り
。
是
よ
り
先
き
外
国
の
通
商

は
三
代
将
軍
の
時
よ
り
固
く
禁
止
せ
ら
れ
た
れ
は
、
海
内
一
般
殆
ん
ど
日
本
の
外
に
国
あ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
」
こ
の
よ
う
な

視
野
の
極
端
な
狭
さ
が
世
間
一
般
の
人
々
の
日
常
的
な
状
態
で
あ
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
「
唯
其
名
を
聞
く
も
の
は
支
那
、

朝
鮮
、
琉
球
等
の
諸
国
の
み
な
り
き
、
彼
の
仏
祖
の
本
地
た
る
天
竺
の
如
き
は
或
は
天
空
の
外
に
あ
り
と
思
惟
せ
し
者
あ
り
。
」

ご
く
一
部
の
遠
大
な
志
を
も
つ
者
を
除
い
て
一
般
に
は
ま
だ
こ
の
よ
う
な
状
況
な
の
で
あ
っ
た
。
「
然
る
に
米
船
の
我
に
到
る
や
、

其
入
る
所
は
則
ち
江
戸
近
傍
の
地
な
り
、
其
求
む
る
所
は
則
ち
条
約
を
結
び
て
通
商
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
に
あ
り
、
：
…
而
し
て
放

れ
之
を
要
求
す
る
に
強
迫
の
意
を
以
し
て
、
若
し
之
を
許
さ
～
れ
ば
、
直
ち
に
兵
力
に
訴
へ
ん
と
欲
す
る
の
威
を
示
せ
り
」
（
同
、

一
一
〇
ペ
ー
ジ
）
。

そ
れ
以
後
の
状
態
は
と
い
え
ば
、
幕
府
は
、
何
と
か
勅
許
を
得
て
開
港
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
分
心
窓
を
鎮
め
、

外
国
の
督
促
を
緩
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
成
ら
ず
、
つ
い
に
、
「
王
室
の
許
」
を
待
た
ず
に
外
国
と
仮
条
約
を
結

び
、
そ
の
た
め
、
「
徳
川
氏
は
吾
等
を
し
て
外
国
の
奴
隷
た
ら
し
む
る
も
の
な
り
、
天
子
の
命
に
背
き
日
本
国
を
陸
沈
せ
し
む
る

も
の
な
り
」
と
の
、
天
下
の
志
士
た
ち
の
憤
激
を
買
い
、
こ
れ
に
た
い
し
井
伊
直
弼
は
か
れ
ら
を
一
網
に
打
尽
す
る
の
暴
挙
に
出

て
、
世
論
の
怒
り
は
ま
す
ま
す
募
る
ば
か
り
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
、
江
戸
幕
府
の
誕
生
し
て
こ
の
か
た
「
二
百
〔
五
十
〕
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余
年
人
望
の
係
り
し
政
府
も
、
復
一
人
の
之
を
慕
ふ
も
の
な
き
に
至
れ
り
。
実
に
開
港
の
止
む
る
得
ざ
る
を
知
る
の
俊
士
と
難
も
、

亦
之
に
服
せ
さ
る
も
の
多
か
り
き
」
（
同
、
一
一
二
ペ
ー
ジ
）
。

こ
の
時
点
で
の
「
社
会
の
環
」
と
し
て
、
田
口
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
此
の
如
き
時
に
当
り
て
此
の
如
き
挙
動
各
行
ふ
人
の

良
死
を
遂
げ
ざ
る
は
社
会
の
理
な
り
、
故
に
直
弼
遂
に
一
私
怨
〔
稀
府
に
本
質
的
に
は
か
か
わ
ら
ぬ
私
怨
〕
の
為
め
に
水
戸
藩
士
の

手
に
死
せ
り
、
然
れ
と
も
披
既
に
徳
川
政
府
と
一
身
と
を
犠
牲
に
し
て
外
国
と
条
約
を
結
び
、
以
後
如
何
な
る
鎖
港
論
者
の
政
権

を
執
る
も
、
容
易
に
之
を
決
行
す
る
能
は
ざ
ら
し
め
た
る
は
、
蓋
し
亦
国
家
に
大
功
あ
り
と
云
ふ
へ
し
」
（
同
、
一
一
二
し
∴
ペ
ー

・
二
．
■

田
口
は
、
公
武
合
体
の
進
展
に
た
い
す
る
鎖
港
趨
夷
の
志
士
た
ち
の
反
対
運
動
や
、
長
州
藩
士
の
京
師
で
の
動
き
な
と
、
政
状

が
ま
す
ま
す
紛
糾
し
て
困
難
に
な
る
な
か
で
、
高
杉
普
作
に
よ
っ
て
長
州
の
港
議
が
一
新
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
、
＃
府
は
長

州
征
討
を
企
て
る
に
い
た
っ
た
と
す
る
（
こ
れ
は
第
二
次
長
州
征
討
を
拇
し
て
い
る
－
　
田
口
は
こ
の
時
期
の
め
ま
く
る
し
い
政

局
の
変
動
に
つ
い
て
も
そ
の
細
目
の
い
ち
い
ち
に
触
れ
ず
、
大
局
を
捉
え
て
論
ず
る
）
。
そ
し
て
田
口
は
圧
臼
く
、
「
定
時
に
当
り
て

長
州
は
既
に
外
国
と
一
戦
し
て
人
に
兵
制
を
改
め
た
り
、
さ
れ
ば
其
戦
最
も
奇
観
な
り
き
、
鎖
港
櫨
夷
を
t
張
せ
る
良
兵
は
悉
く

洋
式
を
用
ひ
、
軽
装
し
て
銃
砲
を
班
へ
た
り
、
開
港
を
主
張
し
徳
川
氏
の
命
を
奉
じ
て
攻
寄
す
る
諸
侯
の
兵
は
、
皆
な
元
亀
人
止

以
来
家
伝
の
甲
田
を
点
し
、
錆
び
た
る
槍
を
持
ち
椿
せ
た
る
馬
に
跨
り
た
り
、
其
勝
敗
知
る
へ
き
な
り
。
若
し
其
れ
徳
川
氏
を
し

て
全
力
を
尽
く
し
之
に
向
は
し
め
は
、
其
良
州
を
破
る
こ
と
必
せ
り
。
然
る
に
此
時
家
茂
将
車
死
去
し
、
内
外
多
事
な
る
が
為
め

に
、
雌
に
良
港
に
諭
し
て
兵
を
退
か
し
め
、
以
て
一
時
を
苺
安
せ
り
〔
か
り
そ
め
の
和
平
を
え
た
＝
。
」
こ
の
よ
う
に
川
口
は
鰯
府
の

政
治
力
・
軍
事
力
を
も
っ
て
力
を
傾
け
て
事
に
当
れ
ば
、
勝
て
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
田
口
に
は
幕
府
へ
の
か
な
り
の
思

い
入
れ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
以
仁
の
結
果
、
「
既
に
人
望
を
失
せ
る
徳
川
政
府
は
史
に
兵
力
の
弱
な
る
こ
と
を
示

せ
り
、
故
に
滋
に
至
り
て
徳
川
氏
は
既
に
巳
に
政
府
た
る
の
権
力
を
失
ひ
し
な
り
。
因
り
て
人
洛
外
諸
侯
は
勿
論
、
小
浦
譜
代
と
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雄
も
其
命
に
従
は
さ
る
も
の
多
か
り
き
」
（
同
、
二
四
ペ
ー
ジ
）
。
そ
こ
で
、
慶
喜
に
よ
る
政
権
の
奉
還
、
つ
い
で
、
藤
島
土
等

の
藩
臣
の
専
横
な
行
動
へ
の
念
藩
か
ら
伏
見
の
変
が
起
こ
り
、
幕
府
胤
の
敗
北
と
な
っ
た
。

け
だ
し
、
「
伏
見
の
一
戦
は
天
下
の
向
背
を
決
し
た
る
が
如
し
。
然
れ
と
も
徳
川
氏
は
尚
は
海
内
の
強
国
た
る
を
失
は
さ
り
き
。

其
陸
軍
の
如
き
は
当
時
最
も
熟
練
せ
る
も
の
な
り
き
、
海
軍
の
如
き
に
至
り
て
は
、
他
の
諸
侯
曽
て
之
を
有
す
る
も
の
な
し
、
而

し
て
徳
川
氏
は
開
陽
、
幡
龍
、
回
天
以
下
数
多
の
軍
艦
を
有
し
た
り
。
伏
見
の
一
敗
は
以
て
従
来
主
要
に
当
り
た
る
卑
怯
の
俗
物

を
排
除
す
る
の
幸
機
と
な
り
た
る
へ
し
、
さ
れ
ば
若
し
更
に
闇
左
〔
＝
関
東
〕
の
兵
を
起
し
て
東
海
東
山
の
二
道
を
上
ら
し
め
ば
、

天
下
の
事
未
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
此
時
外
患
方
に
深
く
、
干
支
を
邦
内
に
動
す
べ
き
の
時
に
あ
ら
ず
、
故
に
将

軍
慶
喜
は
勝
安
房
、
大
久
保
一
翁
〔
＝
忠
豊
〕
の
説
を
容
れ
、
自
書
臣
下
を
戒
め
て
日
く
、
官
軍
に
抗
す
る
な
か
れ
、
官
軍
に
抗

す
る
も
の
は
猶
刃
を
吾
に
加
ふ
る
が
如
き
な
り
と
。
即
ち
江
戸
城
、
及
び
軍
艦
、
銃
砲
を
朝
廷
に
献
じ
、
而
し
て
身
其
命
を
侯
て

り
。
さ
れ
ば
さ
し
も
に
堅
牢
な
り
し
穂
川
政
府
の
組
織
も
、
民
間
の
世
論
に
抗
し
た
る
が
為
め
に
、
開
港
後
億
に
九
年
に
し
て
終

に
解
体
し
た
り
け
り
、
蓋
し
当
時
の
世
論
た
り
し
鎖
港
雄
炎
の
一
論
の
如
き
は
、
何
ぞ
必
し
も
策
の
得
た
る
も
の
な
ら
ん
や
、
今

員
二
尺
の
童
子
も
尚
は
其
非
な
る
を
知
る
べ
し
、
徳
川
氏
が
終
始
開
港
を
足
と
し
た
り
し
は
国
家
に
大
功
あ
り
と
云
ふ
へ
し
。
然

れ
ど
も
此
の
如
き
固
随
な
る
世
論
も
尚
は
且
圧
服
す
る
能
は
ず
し
て
却
て
自
ら
倒
れ
た
り
。
」
こ
の
あ
た
り
、
田
口
が
、
直
弼
の

開
港
の
断
を
支
持
す
る
の
は
、
明
治
の
当
時
と
し
て
は
大
胆
で
は
あ
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
、
か
れ
の
幕
府
へ
の
哀
惜
の
思
い
が

感
じ
ら
れ
る
。

開
港
必
須
の
、
外
的
だ
が
客
観
的
な
事
態
は
、
も
は
や
幕
藩
体
制
の
存
続
を
許
さ
な
く
な
っ
た
、
と
か
れ
は
考
え
る
。
す
な
わ

ち
、
「
外
交
一
た
び
開
け
て
、
而
し
て
徳
川
政
府
の
制
度
学
水
遠
に
保
持
す
る
は
到
底
望
む
へ
か
ら
ざ
る
な
り
。
蓋
し
徳
川
氏
の

制
は
諸
侯
及
び
人
民
の
反
乱
を
防
く
に
於
て
最
も
緻
密
な
る
所
あ
り
、
故
に
二
百
丘
卜
年
の
久
し
き
一
諸
侯
の
叛
く
も
の
あ
る
な

し
、
然
れ
ど
も
海
内
逮
A
目
し
て
外
敵
に
向
ふ
の
時
に
至
り
て
は
、
封
建
制
度
の
区
劃
全
く
無
用
の
も
の
と
な
れ
り
」
（
同
、
一
一



田口卯吉と『日本開化小史』刀（岩崎）

五
ペ
ー
ジ
）
。

「
さ
れ
ば
、
徳
川
政
府
を
威
し
た
る
は
、
外
面
に
て
は
封
建
諸
侯
の
力
な
る
が
如
く
恩
は
る
れ
と
も
、
其
実
は
愛
国
の
志
士
封

建
の
退
物
な
る
一
団
結
に
因
り
て
其
目
的
を
達
せ
し
な
り
。
さ
れ
ば
徳
川
政
府
の
滅
せ
し
後
四
年
に
し
て
、
明
治
政
府
は
遂
に
封

建
を
廃
し
て
郡
県
と
為
せ
し
と
難
も
、
海
内
一
人
の
其
君
に
忠
な
る
も
の
あ
り
て
之
に
抗
せ
し
こ
と
な
し
。
蓋
し
之
を
聞
く
、
封

建
制
度
の
盛
ん
な
る
や
、
人
民
変
速
の
念
あ
り
て
愛
国
の
心
な
し
、
敵
国
外
患
の
強
き
ゃ
愛
国
の
心
あ
り
て
愛
薄
の
念
な
し
と
。

今
ま
徳
川
氏
の
末
路
愛
国
の
心
あ
り
て
愛
藩
の
念
な
き
を
見
れ
ば
、
則
ち
徳
川
政
府
の
滅
す
る
所
以
な
る
を
知
る
べ
L
D
然
ら
ば

則
ち
其
滅
す
る
や
命
な
り
、
何
ぞ
必
ず
し
も
責
を
三
執
政
者
の
過
失
に
帰
す
ぺ
け
ん
や
」
（
同
、
一
二
ハ
ペ
ー
ジ
）
。

こ
の
よ
う
に
田
U
は
幕
末
に
お
け
る
徳
川
政
府
の
滅
亡
の
理
を
み
て
、
『
日
本
開
化
小
史
』
全
六
巻
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
田
口
自
身
が
な
お
封
建
的
な
も
の
に
強
く
こ
だ
わ
る
側
面
が
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
の
崩
壊
は
、

不
慮
の
、
つ
ま
り
、
外
的
で
偶
然
的
な
思
い
が
け
ぬ
事
件
の
勃
発
に
始
ま
る
と
し
、
さ
ら
に
、
尊
皇
壊
夷
論
に
た
い
す
る
開
港
論

と
、
そ
れ
に
も
と
っ
く
開
港
政
策
の
断
乎
強
行
と
を
是
と
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
以
後
数
年
に
お
け
る
事
態
の
急
速
な
転
化
を
、

結
局
大
老
の
私
怨
に
よ
る
民
心
の
全
き
喪
失
、
そ
し
て
愛
虚
心
に
か
わ
る
不
可
避
的
な
愛
国
心
の
高
揚
に
よ
っ
て
説
い
て
い
る
と

こ
ろ
な
ど
に
、
そ
の
こ
と
は
現
わ
れ
て
い
る
よ
▼
つ
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
さ
い
こ
に
、
「
徳
川
幕
府
の
滅
す
る
所
以
は
封
建

の
減
す
る
所
以
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
敵
国
外
患
の
ゆ
え
に
愛
甲
心
が
大
い
に
高
ま
っ
た
も
の
の
、
い

ま
み
た
よ
う
に
、
幕
藩
体
制
を
愛
す
る
の
心
じ
た
い
が
も
は
や
消
失
す
る
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ

る。

㈲
　
卯
吉
の
史
観
に
つ
い
て
の
補
説

さ
き
に
本
稿
2
の
脚
で
田
口
に
お
け
る
特
徴
的
な
史
観
と
し
て
三
点
を
あ
げ
、
以
下
に
お
け
る
本
書
の
若
十
の
重
要
な
論
点
を
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考
察
す
る
た
め
の
前
提
と
し
た
が
、
い
ま
そ
の
考
察
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
な
お
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な

史
観
を
ひ
さ
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ
れ
ぞ
れ
は
本
文
中
に
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
三
点
に
ま
と
め

て
、
補
説
と
し
た
い
。

①
　
封
建
制
度
の
も
と
で
の
開
化
の
適
合
的
な
性
格
と
い
う
視
点

江
戸
時
代
に
お
け
る
外
物
か
ら
心
裡
ま
で
に
わ
た
る
広
汎
な
開
化
の
諸
領
域
が
そ
の
封
建
制
度
に
適
合
す
る
と
い
う
、
か
れ
の

指
摘
を
重
視
し
た
い
。
か
れ
は
む
ろ
ん
こ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
制
度
に
つ
い
て
ま
で
一
般
化
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
ま
で
は
進

ん
で
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
社
会
の
構
造
と
発
展
を
規
定
す
る
社
会
構
成
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
い
る
は
ず
も
な
い
。
し
か
し
、

も
し
封
建
制
度
を
一
つ
の
社
会
構
成
と
み
な
す
な
ら
ば
、
こ
れ
と
は
異
な
る
社
会
構
成
は
な
に
ほ
ど
か
そ
れ
に
適
合
す
る
異
な
る

開
化
を
も
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
に
当
然
い
た
り
う
る
し
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
、
一
般
化
す
る
こ
と
な
し
に
、
か
れ
は
と
き

お
り
洩
ら
し
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
単
純
化
し
て
考
え
て
は
な
ら
ず
、
つ
ね
に
適
合
と
と
も
に
不
適
合
－
－
す
な
わ

ち
矛
盾
－
も
ま
た
あ
る
だ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
、
ど
ん
な
文
明
開
化
も
当
該
社
会
構
成
の
性
格
を
何
ら
か
帯
び
ざ
る
を
え
な
い

は
ず
な
の
で
あ
る
）
。
と
も
あ
れ
、
か
れ
が
こ
こ
で
述
へ
て
い
る
か
き
り
で
の
封
建
制
度
に
か
ん
す
る
こ
の
よ
う
な
史
観
に
注
目

し
て
お
き
た
い
。

＊
　
晩
年
ブ
ル
ジ
ョ
ア
、
ノ
ー
と
し
て
活
動
し
た
田
口
は
、
半
封
建
的
な
遺
産
を
な
お
根
深
く
併
せ
も
つ
当
時
の
日
本
の
資
本
主
義
的
経
済
社
会

を
身
を
も
っ
て
体
験
し
、
江
戸
時
代
と
は
異
な
る
こ
う
し
た
扱
雑
な
社
会
構
成
的
な
性
格
に
当
然
に
も
気
つ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

②
　
戦
争
に
よ
る
人
間
ら
し
い
生
活
の
躁
欄
と
い
う
視
点

田
口
は
、
戦
国
時
代
に
は
社
会
は
も
は
や
人
間
に
と
っ
て
幸
福
に
生
き
る
場
所
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
尊
ぶ
へ
き
は
ず
の

人
命
す
ら
も
が
鴻
毛
よ
り
も
軽
い
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
悲
惨
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
庶
民
の
立
場
か
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ら
支
配
階
級
に
た
い
す
る
批
判
の
思
い
を
そ
こ
に
し
る
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
被
支
配
者
た
る
庶
民
に
抑
圧
的
に
臨
む
当
時
の
支

配
階
級
の
存
在
に
憤
り
、
そ
の
乱
暴
な
犯
罪
性
ま
で
も
、
痛
感
し
て
い
る
。
か
れ
の
、
人
々
の
幸
福
な
生
活
を
大
切
に
し
て
、
人

命
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
こ
の
見
地
を
、
わ
た
く
し
は
強
く
支
持
し
た
い
。
こ
の
見
地
が
こ
こ
で
は
か
れ
を
支
え
る
史
観
と
な
っ

て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
思
想
は
か
れ
に
お
い
て
必
ず
し
も
堅
固
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
露
戦
争
の
前
夜
か
ら
、
か
れ
は
主
戦
論
を
展
開
す
る
に
い
た
る
か
ら
で
あ
る
。
・
－
－
－
わ
れ
わ
れ
は
今
L
l
、
非

核
・
平
和
（
も
ち
ろ
ん
、
非
ハ
イ
テ
ク
兵
器
等
々
を
こ
れ
に
含
め
て
）
の
思
想
を
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
観
の
本
質
的
な
内
容
と
し
、

ど
こ
ま
で
も
こ
れ
を
堅
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
田
心
う
。

③
　
資
本
主
義
的
な
も
の
と
半
封
建
的
な
も
の
と
の
競
合

か
れ
が
旧
幕
臣
の
家
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
か
れ
白
身
そ
の
な
か
で
生
き
活
動
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
明
治
期
の
社
会
的

存
在
が
、
半
封
建
的
な
基
底
を
な
お
存
続
さ
せ
な
が
ら
、
諸
列
強
と
も
化
し
う
る
よ
う
な
資
本
t
義
彦
め
ざ
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

こ
と
に
条
件
、
つ
け
ら
れ
て
、
か
れ
の
社
会
的
意
識
の
う
ち
に
は
、
若
い
頃
か
ら
資
本
主
義
を
志
向
す
る
か
な
り
の
急
進
性
が
あ
り
、

ま
た
フ
ル
ジ
ョ
ア
シ
ー
と
し
て
積
極
的
に
活
動
し
な
が
ら
、
同
時
に
な
お
封
建
的
な
側
面
（
た
ん
に
幕
藩
遺
制
と
し
て
ば
か
り
で

な
く
、
そ
れ
の
天
皇
・
皐
族
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
封
建
的
な
側
面
）
が
不
可
分
に
伴
わ
れ
ざ
る
与
え
な
か
っ
た
。
封
建
的
な
も

の
を
よ
し
と
す
る
性
格
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
日
本
開
化
小
史
』
に
お
け
る
文
化
の
理
解
に
も
現
わ
れ
て
い
る
し
、
以
後
に

ぉ
け
る
か
れ
の
資
本
家
と
し
て
の
活
動
の
深
ま
り
の
う
ち
に
も
、
や
は
り
お
り
お
り
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
1
上
参
次
や

黒
坂
勝
美
ら
の
官
学
的
な
歴
史
学
者
が
m
口
か
ら
自
分
の
系
譜
を
引
い
て
く
る
の
も
、
m
n
n
身
の
こ
う
し
た
側
面
の
ゆ
え
で
あ

さ
ら
に
ま
た
、
西
南
戦
争
以
後
、
明
治
政
府
が
、
一
方
で
条
約
改
正
の
狙
い
を
も
っ
て
文
明
開
化
を
お
し
す
す
め
る
な
か
で
極

端
な
欧
米
ハ
イ
カ
ラ
主
義
に
堕
し
（
『
日
本
開
化
小
史
』
完
結
の
翌
年
明
治
十
⊥
ハ
年
に
は
、
か
の
想
名
高
き
鹿
鳴
館
が
設
け
ら
れ
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る
）
、
他
方
で
、
絶
対
主
義
的
傾
向
を
ま
す
ま
す
強
め
な
が
ら
し
か
も
立
憲
体
制
を
う
ち
た
て
よ
う
と
す
る
こ
と
に
た
い
す
る
、

旧
幕
臣
を
中
心
と
す
る
勢
力
か
ら
の
根
深
い
抵
抗
も
あ
り
、
こ
う
し
た
複
雑
な
時
代
的
特
徴
は
、
江
戸
期
の
封
建
的
な
も
の
に
も

傾
斜
す
る
側
面
を
伴
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
性
格
を
基
調
と
す
る
田
口
に
も
多
様
な
屈
折
を
も
っ
て
現
れ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

注
（
1
1
）
拙
著
冒
本
近
世
思
想
史
序
説
』
上
、
新
日
本
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
二
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
崇
エ
ン
ゲ
ル
ス
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ン
ハ
論
』
全
集
第
二
十
一
巻
、
大
月
書
店
、
二
七
八
－
九
ペ
ー
ジ
。

（
1
3
）
わ
た
く
し
は
注
（
9
）
で
掲
げ
た
拙
著
の
な
か
で
、
言
寄
記
』
の
創
成
神
話
の
な
か
に
、
自
然
の
発
展
に
つ
い
て
の
素
朴
な
理
解
が
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
大
野
晋
に
依
拠
し
な
が
ら
述
べ
、
さ
ら
に
記
紀
神
話
の
な
か
に
、
人
間
と
そ
の
社
会
の
成
立
と
発
展
が
と
の
よ
う
に

表
現
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
（
五
〇
－
五
六
ペ
ー
ジ
）
。

（
1
4
）
小
沢
栄
一
、
前
掲
書
、
一
九
三
ペ
ー
ジ
。

（
1
5
）
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
ク
論
』
全
集
誘
二
十
巻
、
三
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
1
6
）
伊
豆
公
夫
、
前
掲
書
、
七
五
ペ
ー
ジ
。

（
1
7
）
伊
豆
公
夫
は
次
の
よ
う
に
い
う
、
「
彼
〔
田
口
卯
看
に
お
い
て
基
調
た
る
も
の
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
性
で
あ
り
、
封
建
性
は
残
禅
的
に
絡
み
つ

い
て
い
る
に
す
き
な
い
。
ち
ょ
う
ど
、
日
本
資
本
主
義
の
発
達
史
上
に
お
い
て
、
封
建
的
な
も
の
の
残
存
は
非
常
に
い
ち
じ
る
し
く
、
そ
の

補
充
的
役
割
は
大
き
か
っ
た
が
、
決
定
的
な
も
の
は
や
は
り
資
本
主
義
的
生
産
力
と
生
産
関
係
の
展
開
の
線
上
に
あ
っ
た
こ
と
く
、
そ
の
初

期
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
田
口
卯
吉
が
、
正
統
的
立
場
に
お
か
れ
た
代
表
者
と
見
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
相
棒
十
－
由
合
の
点
を

し
っ
か
り
と
つ
か
ん
だ
上
で
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
（
前
掲
琶
八
五
ペ
㌧
ソ
）
。


