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現
在
の
中
国
の
国
家
を
「
朕
は
国
家
な
り
」
と
か
「
鉄
は
国
家
な
り
」
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
台
湾

海
峡
の
両
岸
を
と
わ
ず
「
党
は
国
家
な
り
」
と
表
現
す
る
の
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
台
湾
に
か
ん
し
て
い

う
な
ら
ぽ
、
筆
老
は
文
字
を
つ
う
じ
て
知
る
の
み
で
あ
り
「
党
は
国
家
な
り
」
と
い
う
実
感
は
も
っ
て
い
な
い
。
だ
が
大
陸
側
に

つ
い
て
い
え
ぽ
、
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
膚
で
感
じ
、
頭
で
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
「
党
は
国
家
な
り
」
と
い
う
場
合
、

そ
れ
は
中
国
に
あ
っ
て
は
た
だ
た
ん
に
党
が
官
僚
組
織
を
構
成
し
つ
つ
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
と
い
う
事
態
を
さ
し
て
い
る
だ
け

で
は
な
い
。
人
と
社
会
お
よ
び
歴
史
の
あ
る
べ
き
姿
を
具
現
し
て
い
る
の
だ
と
説
か
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
人
民
」
の

内
な
る
願
望
を
純
化
し
、
こ
れ
を
「
人
民
」
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
呈
示
す
る
と
と
も
に
、
歴
史
の
か
く
れ
た
必
然
性
を
体
現
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し
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
社
会
組
織
と
し
て
結
晶
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
党
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
中
国
の
ふ
る
い
言
葉
で
表
現
す
る

な
ら
ば
、
「
当
然
」
1
「
当
に
然
る
べ
き
」
の
理
と
「
所
以
然
」
ー
「
然
る
所
以
」
の
理
に
よ
っ
て
武
装
さ
れ
て
い
る
、
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
「
党
は
国
家
な
り
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
そ
れ
故
、
党
が
国
家
の
う
え
に
君
臨
し
て
い
る
、
と

い
う
意
味
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
党
が
国
家
に
存
在
の
根
拠
を
提
供
し
、
発
展
の
方
向
を
指
し
示
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
党
は
国
家
な
り
」
と
い
う
事
態
な
い
し
は
構
想
は
い
っ
た
い
何
時
ご
ろ
か
ら
め
ば
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
代
的
政
党
と
し

て
の
党
は
清
末
、
中
国
同
盟
会
や
政
聞
社
な
ど
を
濫
筋
と
す
る
。
そ
の
後
、
辛
亥
革
命
が
お
こ
り
中
華
民
国
が
成
立
し
た
後
に
も

国
民
党
、
共
産
党
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
党
が
離
合
集
散
を
経
な
が
ら
現
れ
た
が
、
一
九
二
七
年
の
四
・
一
ニ
ク
ー
デ

タ
を
経
て
蒋
介
石
が
「
以
党
治
国
」
1
「
党
を
も
っ
て
国
を
治
む
」
旨
を
宣
言
す
る
以
前
は
、
御
用
政
党
を
も
ふ
く
め
て
い
ず

れ
の
党
も
国
家
に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
一
九
二
七
年
な
い
し
は
一
九
二
八
年
を
境
と
し
て
党
の
意
味
は
明
白
に

変
化
し
て
く
る
。
そ
れ
以
降
は
国
民
党
と
共
産
党
と
が
国
家
の
正
統
性
と
歴
史
の
正
統
性
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
人
民
の
願
望
は
わ
れ
こ
そ
が
体
現
し
て
い
る
の
だ
、
歴
史
の
進
む
べ
き
道
は
わ
れ
こ
そ
が
示
し
う
る
の
だ
、
と
い
っ
て

争
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
国
民
党
に
と
っ
て
は
自
ら
が
正
統
を
具
現
し
て
い
る
以
上
、
共
産
党
と
は
「
共
匪
」
で
あ
り
、
毛
沢
東

は
「
毛
匪
沢
東
」
、
つ
ま
り
は
異
端
で
あ
っ
た
。
共
産
党
に
と
っ
て
も
同
様
に
国
民
党
は
異
端
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

も
と
で
は
、
党
の
あ
る
と
こ
ろ
に
国
家
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
必
然
的
な
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
現
在
、
台
湾
海
峡
を
挟

ん
で
二
つ
の
政
権
が
存
在
し
、
た
が
い
に
相
手
を
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
と
い
う
事
態
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
萌
芽
し
た
と

い
え
る
の
で
あ
る
。
抗
日
戦
争
の
時
期
、
国
共
合
作
と
い
う
状
態
が
出
現
し
は
す
る
が
、
二
つ
の
拮
抗
す
る
正
統
性
の
は
ざ
ま
に
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あ
っ
て
崩
壊
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
共
産
党
と
国
民
党
以
外
に
党
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の

党
は
激
し
く
競
り
あ
う
二
つ
の
蟻
地
獄
の
中
間
に
お
と
さ
れ
た
蟻
の
ご
と
く
、
ど
ち
ら
か
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
か
、
か
ろ
う
じ
て

外
来
勢
力
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
租
界
と
い
う
地
に
生
き
の
び
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け
で
あ
る
。
現
在
、
中
国
は
大
陸
と
台
湾

と
香
港
と
い
う
三
つ
の
地
域
に
分
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
九
二
七
年
、
一
九
二
八
年
頃
つ
ま
り
「
以
党
治
国
」
1
そ
の
後
「
党
は
国
家
な
り
」
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
た
こ
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
が
宣
言
さ
れ
た
頃
、
こ
れ
に
は
げ
し
く
異
議
を
唱
え
た
思
想
家
が
い
た
。
こ
の
思
想
家
は
小
文
の
主
人
公
に
な
っ
て
も

ら
う
章
嫡
麟
で
あ
る
。
「
今
の
五
色
旗
（
中
華
民
国
の
国
旗
）
を
抜
去
り
、
党
を
以
て
国
を
治
む
と
宣
言
す
る
も
の
は
、
み
な
国
民

に
背
叛
す
る
の
賊
な
り
」
（
『
李
根
源
に
致
す
の
書
』
一
九
二
八
年
五
月
二
七
日
）
と
章
嫡
麟
は
語
る
。
「
以
党
治
国
」
は
な
に
故
民
国

を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
か
れ
ら
は
現
在
、
党
を
も
っ
て
国
を
治
め
よ
と
説
く
。
だ
が
そ
れ
は
、
党
義
に
よ
っ

て
国
を
治
め
よ
、
と
い
う
意
味
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
党
員
に
よ
っ
て
国
を
治
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
民
政
権

を
奪
い
と
る
こ
と
、
し
か
も
対
外
的
に
は
中
華
民
国
の
名
称
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
衰
世
凱
が
洪
憲
を
呼
号

し
た
後
も
、
対
外
的
に
は
依
然
と
し
て
中
華
民
国
の
年
号
を
用
い
て
い
た
の
と
そ
の
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
衰
世
凱
は
一
個
人
と

し
て
皇
帝
に
な
ろ
う
と
し
た
が
、
か
れ
ら
は
ひ
と
つ
の
党
と
し
て
皇
帝
に
な
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
に
た
い
す
る

叛
逆
で
あ
り
、
叛
逆
者
に
は
国
民
が
た
ち
あ
が
っ
て
討
伐
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（
『
申
報
』
一
九
二
八
年
十
一
月
二
十

三
日
）
。
章
嫡
麟
の
「
以
党
治
国
」
に
た
い
す
る
批
判
は
国
民
党
に
も
共
産
党
に
も
た
い
へ
ん
不
評
を
か
っ
た
。
政
権
を
に
ぎ
る
国

民
党
は
政
府
に
危
害
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
章
柄
麟
を
指
名
手
配
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
章
姻
麟
は
自
ら
を
「
中

華
民
国
遺
民
」
と
よ
ぶ
こ
と
で
応
え
た
。
「
以
党
治
国
し
を
発
動
し
た
蒋
介
石
に
た
い
し
、
章
柄
麟
が
嫌
悪
感
を
も
っ
て
い
た
こ
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と
は
事
実
で
あ
る
。
辛
亥
革
命
前
、
章
嫡
麟
は
孫
文
．
黄
興
と
と
も
に
中
国
同
盟
会
を
支
え
る
指
導
者
で
あ
っ
た
が
、
同
盟
会
の

内
紛
の
と
き
光
復
会
を
復
活
さ
せ
そ
の
会
長
に
就
任
し
て
い
る
。
副
会
長
は
陶
成
章
で
あ
っ
た
。
辛
亥
革
命
が
お
こ
っ
た
と
き
実

際
に
光
復
会
を
と
り
仕
切
っ
て
い
た
陶
成
章
は
上
海
の
病
院
で
刺
客
に
暗
殺
さ
れ
た
。
刺
客
を
放
っ
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
蒋
介
石

で
あ
っ
た
。
一
九
二
六
年
「
蒋
中
正
（
介
石
）
の
政
を
得
る
や
」
つ
ま
り
革
命
軍
の
総
司
令
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
き
「
そ
の
天
性

陰
鴛
、
反
顔
最
も
速
し
」
（
『
申
報
』
一
九
二
六
年
八
月
＋
五
日
）
と
公
開
電
報
す
ら
打
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
「
以
党
治
国
」

に
た
い
す
る
批
判
は
か
な
ら
ず
し
も
蒋
介
石
に
た
い
す
る
嫌
悪
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
孫
中
山
（
文
）
の
三
民
主
義
は

色
々
な
も
の
を
つ
ぎ
は
ぎ
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
の
頃
は
民
族
主
義
と
は
満
清
の
打
倒
、
民
権
主
義
と
は
専
制
政

体
か
ら
共
和
政
体
へ
の
移
行
、
民
生
主
義
と
は
平
均
地
権
を
い
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
中
国
を
平
等
に
遇
す
る
民
族
と
連
合
し
、

党
を
も
っ
て
国
を
治
め
る
こ
と
を
提
唱
し
、
労
資
間
の
闘
争
を
挑
発
し
た
。
そ
れ
故
、
孫
中
山
の
後
老
の
三
民
主
義
は
対
外
連
合

主
義
で
あ
り
、
党
治
主
義
で
あ
り
、
人
民
貧
困
化
主
義
で
あ
る
。
今
日
、
中
国
の
人
民
が
生
き
よ
う
に
も
生
き
ら
れ
な
く
な
っ
た

こ
の
事
態
を
招
い
た
も
の
は
蒋
介
石
、
漏
玉
祥
が
そ
の
最
大
の
罪
魁
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
禍
首
は
実
は
孫
中
山
に
こ
そ
あ

る
」
（
『
申
報
』
一
九
二
八
年
＋
一
月
二
十
二
日
）
。
今
日
か
ら
み
れ
ぽ
天
真
欄
漫
と
も
い
え
る
こ
の
よ
う
な
発
言
が
国
民
党
の
み
な
ら

ず
共
産
党
か
ら
も
唾
棄
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
言
論
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
晩
年
の
章
嫡
麟
の
反
動
性

を
証
明
す
る
材
料
と
し
て
研
究
者
に
よ
っ
て
し
ぽ
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
老
は
章
柄
麟
の
こ
の
時
期
の
反
動
性
を

証
明
す
る
こ
と
に
は
興
味
を
も
た
な
い
。
だ
が
、
党
と
い
う
集
団
を
そ
の
党
が
掲
げ
る
主
義
と
き
り
離
し
一
つ
の
社
会
集
団
と
し

て
と
ら
え
る
な
ら
ぽ
、
章
嫡
麟
の
こ
の
よ
う
な
反
動
的
発
言
も
お
の
ず
か
ら
別
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か

も
、
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
、
つ
ま
り
党
を
そ
の
掲
げ
る
主
義
か
ら
で
は
な
く
、
一
つ
の
社
会
集
団
と
し
て
歴
史
的
・
社
会
的
背
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景
を
ふ
ま
え
つ
つ
照
明
を
あ
て
る
な
ら
ば
、
現
在
の
中
国
お
よ
び
将
来
の
中
国
に
た
い
し
あ
る
重
要
な
視
点
を
堤
供
す
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

　
中
国
に
は
「
格
物
致
知
、
誠
意
正
心
、
修
身
斉
家
、
治
国
平
天
下
」
（
『
大
学
』
）
と
い
う
格
言
が
あ
る
。
こ
の
格
言
は
中
国
の
知

識
人
に
と
っ
て
は
意
識
す
る
と
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
賛
意
を
表
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
確
乎
た

る
信
念
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
言
葉
に
翻
訳
す
れ
ば
個
人
－
家
族
－
国
家
ー
世
界
と
解
釈
し
う
る
人
間
社
会
の
社
会
的

構
造
に
お
い
て
党
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
「
国
」
と
「
家
」
と
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
国
」

と
「
家
」
と
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
集
団
を
常
識
に
し
た
が
っ
て
二
次
集
団
と
名
付
け
る
な
ら
ば
、
党
は
二
次
集
団
の
一
つ
の
形

態
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
国
」
と
「
家
」
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
集
団
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
は
、
中
国
に
は
そ

の
ほ
か
に
も
「
社
」
「
会
」
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
「
派
」
「
閥
」
「
系
」
「
駕
」
な
ど
と
い
う
特
殊
な
二
次
集
団
も
存
在
す
る
。
こ
こ

で
は
二
次
集
団
の
代
表
格
と
し
て
党
を
と
り
上
げ
、
党
が
伝
統
社
会
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
が
近
代
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
変
形
し
て
い
っ
た
か
を
章
柄
麟
の
論
点
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
中
国
の
伝
統
社
会
に
お
い
て
、
党
と
い
う
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
さ
．
れ
る
の
は
ま
ず
党
争
で
あ
る
。
漢
代
の
党
鋼
、
宋
代
の
元
祐
党

人
、
そ
し
て
明
代
の
東
林
党
と
闇
党
の
争
い
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
こ
の
党
争
を
近
代
的
視
角
か
ら
「
少
な
く
と
も
人
民
の
自

覚
を
あ
ら
わ
す
一
つ
の
現
象
で
あ
る
」
（
謝
国
槙
『
明
清
之
際
党
社
運
動
考
』
）
と
考
え
た
り
、
東
林
党
を
「
自
由
主
義
老
の
先
駆
者

の
集
団
」
（
侯
外
鷹
『
中
国
思
想
通
史
』
第
五
巻
）
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
中
国
に
お
い
て
は
伝
統
的
に
党
は
非

難
な
い
し
は
批
判
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
党
争
は
王
朝
の
滅
亡
を
も
た
ら
す
危
険
な
現
象
で
あ
る
と
し
て
、
党
が

指
弾
さ
れ
て
き
た
。
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「国」と「家」のあいだ（原島）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ

　
　
党
の
名
立
ち
て
、
党
禍
遂
に
後
世
に
延
ぶ
。
君
子
は
こ
れ
（
党
）
を
も
っ
て
小
人
を
窮
治
し
、
小
人
は
こ
れ
を
も
っ
て
君
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど

　
　
を
反
嘘
す
。
一
興
一
廃
、
刑
賞
は
人
情
の
報
復
に
聴
し
、
人
主
は
能
く
　
る
な
し
。
漢
、
唐
よ
り
こ
の
か
た
、
危
亡
救
わ

　
　
れ
ざ
る
は
、
み
な
こ
の
（
党
の
）
由
な
り
。
悲
し
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
。
（
王
夫
之
『
読
通
鑑
論
』
巻
七
）

以
上
は
明
の
亡
国
を
経
験
し
た
思
想
家
の
党
に
た
い
す
る
痛
切
な
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
中
国
の
伝
統
社
会
に
お
い
て
は
「
国
」
と
「
家
」
と
が
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
国
」
が
「
家
」
の
安
定
を

支
え
「
家
」
が
「
国
」
の
安
定
の
基
盤
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
世
界
の
平
安
な
る
日
々
の
保
証
で
あ
っ
た
。
『
大
学
』
の
「
斉
家
、

治
国
」
は
「
平
天
下
」
の
秘
訣
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
「
国
」
と
「
家
」
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
二
次
集
団
が
現
れ
る
と
、
そ
れ
は

「
天
下
」
の
「
平
」
ー
世
界
の
安
定
に
と
っ
て
不
吉
な
予
兆
と
な
る
。
伝
統
的
な
秩
序
を
保
と
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
次
集
団

を
撲
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
党
を
禁
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
明
の
滅
亡
は
党
争
が
そ
の
重
要
な
原
因
の
ひ
と
つ

と
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
清
朝
の
党
に
た
い
す
る
政
策
は
、
伝
統
社
会
を
あ
く
ま
で
守
ろ
う
と
す
る
も
の
の
典
型
的
姿
を
示
し
て

い
る
。
清
朝
の
根
幹
に
か
か
わ
る
数
多
く
の
政
綱
は
雍
正
帝
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
党
に
か
ん
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

雍
正
帝
は
み
ず
か
ら
『
御
制
朋
党
論
』
を
公
布
し
朋
党
を
き
び
し
く
指
弾
し
て
い
る
。
『
御
制
朋
党
論
』
は
い
う
。

　
　
宋
の
欧
陽
修
に
よ
っ
て
邪
説
が
始
ま
っ
た
。
君
子
は
「
道
」
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
朋
と
な
る
と
、
か
れ
は
い
う

　
　
が
、
こ
れ
は
上
を
欺
き
「
私
」
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
「
道
」
な
ど
と
い
え
よ
う
か
。
欧
陽
修
の
い
わ
ゆ
る

　
　
「
道
」
と
は
小
人
の
「
道
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
朋
党
論
が
あ
ら
わ
れ
て
よ
り
、
朋
（
党
）
を
つ
く
る
小
人
は
い
ず
れ

　
　
も
「
道
」
を
と
も
に
す
る
と
い
う
名
を
か
り
て
「
利
」
を
と
も
に
す
る
と
い
う
実
を
お
さ
め
て
き
た
。
朕
思
う
に
、
朋
（
党
）
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f国」と「家」のあいだ（原島）

　
　
は
小
人
の
あ
い
だ
に
は
存
在
し
て
も
君
子
の
あ
い
だ
に
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
り
に
欧
陽
修
の
論
点
に
し

　
　
た
が
う
な
ら
ば
、
党
と
あ
い
終
始
す
る
も
の
こ
そ
が
君
子
と
な
り
、
党
に
与
せ
ず
し
て
身
を
終
え
る
こ
と
が
か
え
っ
て
小
人

　
　
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
・

党
の
危
険
性
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
ー
そ
れ
は
「
私
」
と
「
利
」
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
雍
正
帝
の
文
章
の
要
点

と
な
っ
て
い
る
。
党
が
撲
滅
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
、
ま
さ
に
党
に
「
私
」
と
「
利
」
を
か
ぎ
と
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
、
雍
正
帝
と
て
朋
友
関
係
は
こ
れ
を
認
め
て
い
た
。
「
も
と
も
と
朋
友
と
は
五
倫
の
一
で
あ
り
、
人
々
の
交
友
関
係
で
あ
っ
て

捨
て
去
ら
な
く
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
人
と
人
が
意
気
統
合
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
日
常
的
世
界
に
限
る
べ
き

で
あ
る
。
朝
廷
の
公
事
に
い
た
っ
て
は
公
正
を
持
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
も
党
に
か
か
わ
る
よ
う
な
私
を
も
っ
て
は
な
ら

な
い
」
（
『
朋
党
論
』
）
。
党
と
は
あ
く
ま
で
「
私
」
な
の
で
あ
っ
て
、
朋
友
も
そ
の
範
囲
で
の
み
許
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、

「
道
」
に
よ
っ
て
支
、
兄
ら
れ
る
「
公
」
の
世
界
に
入
り
こ
む
余
地
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
の
伝
統
社
会
に
あ
っ

て
「
国
」
と
「
家
」
と
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
二
次
集
団
は
、
党
を
は
じ
め
「
私
」
と
「
利
」
の
世
界
に
お
と
し
め
ら
れ
る
の
が

常
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
党
が
い
っ
た
い
な
に
故
、
い
ま
や
「
公
」
「
道
」
を
握
り
「
党
は
国
家
な
り
」
と
い
う
存
在
に
ま
で

発
展
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
国
」
と
「
家
」
と
の
あ
い
だ
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
の
事

情
を
章
病
麟
の
論
点
に
即
し
っ
っ
考
え
て
み
た
い
。
°
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「国」と「家」のあいだ（原島）

H

　
「
国
」
と
「
家
」
と
の
あ
い
だ
を
構
成
す
る
二
次
集
団
に
か
ん
し
、
章
嫡
麟
は
か
な
ら
ず
し
も
理
論
的
分
析
を
加
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
だ
が
、
辛
亥
革
命
前
夜
に
お
け
る
立
憲
派
諸
政
党
に
た
い
す
る
批
判
、
代
議
制
に
た
い
す
る
批
判
を
つ
う
じ
、
章

嫡
麟
が
い
か
な
る
角
度
か
ら
二
次
集
団
に
分
析
を
加
え
て
い
た
か
を
見
て
と
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
こ
の
期
間
の
言
動
は
、

代
議
制
に
か
ん
す
る
否
定
的
な
論
点
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
近
代
的
議
会
制
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
胡
散
臭
い
眼
で
見
ら

れ
て
い
る
も
の
以
外
は
、
お
お
む
ね
革
命
派
に
対
立
す
る
立
憲
派
を
批
判
し
て
い
る
た
め
、
高
い
評
価
が
あ
た
え
ら
れ
て
き
た
。

辛
亥
革
命
後
、
章
柄
麟
は
か
の
有
名
な
「
革
命
軍
起
り
て
、
革
命
党
消
ゆ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
革
命
派
の
同
志
か
ら

擾
盛
を
か
っ
た
ば
か
り
か
、
南
京
で
開
か
れ
た
四
川
革
命
烈
士
追
悼
会
に
は
「
群
盗
鼠
霧
狗
楡
、
死
者
不
瞑
目
、
此
地
龍
幡
虎

曙
、
古
人
之
虚
言
」
と
挽
聯
を
送
り
つ
け
、
革
命
家
た
ち
の
瞑
恵
す
ら
か
っ
て
い
る
。
一
九
二
七
年
な
い
し
一
九
二
八
年
の
党
に

か
ん
す
る
言
論
は
、
す
で
に
み
た
ご
と
く
国
民
党
か
ら
も
共
産
党
か
ら
も
睡
棄
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
章
嫡
麟
の
論
点
は
、
革
命
の
正

統
性
に
た
っ
た
歴
史
観
か
ら
照
明
を
あ
て
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
一
部
は
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
一
部
は
否
定
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
革
命
の
正
統
性
を
は
な
れ
章
嫡
麟
独
自
の
思
想
と
中
国
社
会
の
実
態
と
の
関
連
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ

る
一
貫
し
た
視
角
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
社
会
集
団
と
は
あ
く
ま
で
個
人
に
根
拠
を
も
つ
と
と
も

に
、
個
人
は
社
会
集
団
を
構
成
し
な
い
か
ぎ
り
真
の
意
味
で
の
個
人
で
は
な
い
と
す
る
考
え
か
た
で
あ
る
。

　
ま
だ
詰
経
精
舎
と
い
う
ア
ヵ
デ
ミ
ー
で
経
学
を
学
ん
で
い
た
一
八
九
四
年
、
章
柄
麟
は
友
人
の
注
康
年
の
叔
父
、
注
曾
唯
の
居
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「国」と「家」のあいだ（原島）

を
訪
れ
『
独
居
記
』
な
る
エ
ッ
セ
ー
を
著
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
銭
塘
の
注
翁
は
生
れ
つ
き
清
廉
で
人
に
お
も
ね
ら
ず

流
俗
と
あ
わ
な
か
っ
た
。
人
々
は
翁
を
「
独
頭
」
と
呼
び
、
み
ず
か
ら
も
「
独
翁
」
と
名
の
り
、
そ
の
庵
に
も
「
独
居
」
と
名
づ

け
て
い
た
。
章
柄
麟
は
そ
の
庵
に
は
い
っ
て
「
翁
の
独
は
ま
た
そ
れ
群
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
翁
が
あ
く
ま
で
独
を

守
り
な
が
ら
よ
く
群
た
り
え
た
た
め
、
そ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
て
み
れ
ば
盲
人
た
ち
の
部
屋
に
入
れ
ば
目

の
見
え
る
も
の
は
独
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
目
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
よ
り
大
き
な
意
味
で
は
群
で
あ
る
。
だ
が
時
と
し
て
独

と
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
独
と
は
群
で
あ
る
と
と
も
に
、
群
も
ま
た

独
な
の
で
あ
る
。
章
嫡
麟
は
こ
の
エ
ッ
セ
ー
に
お
い
て
「
独
」
と
「
群
」
と
い
う
概
念
を
提
起
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
個
人
と
集

団
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
エ
ッ
セ
ー
は
そ
の
後
大
幅
に
書
き
加
え
ら
れ
て
、
『
明
独
』
篇
と
し

て
『
厄
書
』
の
初
刊
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
『
明
独
』
で
は
独
と
群
の
関
係
は
よ
り
明
確
に
「
大
独
は
必
ず
群
す
、
群
は
必
ず

独
を
も
っ
て
な
る
」
と
定
義
さ
れ
る
。
た
と
え
ぽ
太
陽
は
地
球
を
照
ら
し
て
い
る
が
、
仮
に
太
陽
が
五
つ
の
惑
星
と
単
な
る
群
の

関
係
に
あ
る
だ
け
な
ら
ば
、
つ
ま
り
独
と
い
う
も
の
を
も
た
な
い
な
ら
ば
、
寸
土
も
照
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
太
陽
と
は
群
の

な
か
で
そ
の
な
か
の
一
つ
の
独
を
構
成
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
独
と
し
て
群
の
王
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
故
「
小
群
は
大
群
の
賊
で
あ
り
、
大
独
は
大
群
の
母
で
あ
る
」
。
そ
の
後
、
章
嫡
麟
が
党
に
た
い
し
て
疑
惑
の
眼
を
向

け
る
の
は
、
こ
の
独
を
根
拠
と
し
な
い
群
、
つ
ま
り
「
小
群
」
の
に
お
い
を
党
に
感
じ
と
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
章
嫡
麟
は
一
八
九
七
年
、
ア
カ
デ
、
ミ
ー
を
離
れ
て
上
海
の
時
務
報
と
い
う
維
新
派
の
新
聞
社
に
入
り
、
政
治
活
動
に
携
わ
る
よ

う
に
な
る
が
、
一
八
九
八
年
の
戊
戌
の
政
変
、
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
事
件
お
よ
び
唐
才
常
の
自
立
軍
起
義
を
経
て
維
新
派
お
よ

び
そ
の
後
の
保
皇
派
に
た
い
し
、
し
だ
い
に
違
い
を
際
立
た
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
「
現
在
憲
政
を
語
っ
て
い
る
も
の
は
憲
政
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「国」と「家」、のあ」・だ（原鼻）：

の
本
質
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
が
れ
ら
は
あ
れ
こ
れ
憲
政
の
利
害
を
語
り
、
憲
政
が
必
然
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る

が
」
そ
れ
ほ
清
朝
の
貴
人
が
暗
愚
で
あ
る
の
を
よ
い
こ
と
に
官
に
あ
り
つ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
」
（
『
検
論
』

巻
八
『
対
二
宋
』
）
。
章
嫡
麟
は
維
新
派
と
保
皇
派
に
猟
官
運
動
の
臭
い
を
か
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
る
。
維
新
派
と
保
皇
派
を
一
貫
し

て
指
導
し
て
き
た
康
有
為
に
た
い
し
放
っ
た
批
判
の
矢
は
、
問
題
の
所
在
が
い
か
な
る
点
に
あ
る
か
を
よ
り
明
確
な
か
た
ち
で
示

し
て
い
る
。
一
九
〇
三
年
、
康
有
為
の
『
南
北
美
洲
諸
華
商
に
与
う
る
の
書
』
に
た
い
し
『
康
有
為
を
駁
し
て
革
命
を
論
ず
る
の

書
』
を
公
表
す
る
が
、
こ
の
書
簡
で
章
柄
麟
は
康
有
為
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
に
た
い
し
て
批
判
を
加
え
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

康
有
為
の
政
治
行
動
の
裏
に
か
く
さ
れ
た
心
理
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。
章
嫡
麟
に
よ
れ
ぽ
、
康
有
為
は
「
中
国
を
保
ち
て

大
清
を
保
た
ず
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
革
命
を
志
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
後
「
富
貴
と
利

禄
」
・
に
心
を
う
ぽ
わ
れ
、
本
来
の
志
を
裏
切
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戊
戌
の
政
変
で
幽
閉
さ
れ
た
光
緒

帝
が
復
辟
し
た
な
ら
ば
内
閣
、
軍
機
の
位
も
夢
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
皮
肉
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
志
」
が
「
富
貴
と
利

禄
」
に
席
を
譲
っ
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
群
」
と
「
独
」
の
言
葉
に
翻
訳
す
る
な
ら
゜
ば
、
「
大
独
」
の
拠

り
ど
こ
ろ
で
あ
り
「
大
群
」
を
結
集
さ
せ
る
軸
と
な
る
「
志
」
が
「
小
群
」
の
拠
っ
て
た
つ
「
富
貴
と
利
禄
」
に
席
を
譲
っ
て
い

く
過
程
で
あ
っ
た
。
す
で
に
歴
史
認
識
に
お
い
て
挟
を
わ
か
っ
て
い
た
康
有
為
に
た
い
し
て
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
ろ
「
わ
た

く
し
は
支
那
の
大
計
が
孫
（
文
）
と
梁
（
啓
超
）
の
掌
中
に
あ
る
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
だ
が
一
縷
の
希
望
は
こ
の
二

人
に
の
み
託
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
考
え
て
い
た
孫
文
と
梁
啓
超
に
た
い
し
て
も
、
こ
の
二
人
の
争
い
は
「
お
も
う
に
宗
旨
に
あ

る
の
で
は
な
く
て
、
権
と
利
に
あ
る
」
（
『
呉
君
遂
に
致
す
の
書
』
五
）
と
、
友
人
に
私
信
を
寄
せ
危
惧
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
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哺
九
〇
三
年
、
章
嫡
麟
は
『
康
有
為
を
駁
し
て
革
命
を
論
ず
る
の
書
』
な
ど
の
言
論
で
弾
圧
に
あ
い
、
三
年
の
獄
中
生
活
を
お

く
る
こ
と
と
な
る
。
一
九
〇
六
年
出
獄
し
た
章
嫡
麟
は
東
京
に
赴
き
中
国
同
盟
会
の
機
関
紙
『
民
報
』
の
主
筆
に
む
か
え
ら
れ
、

革
命
の
た
め
健
筆
を
ふ
る
う
が
、
そ
の
筆
鋒
の
一
つ
が
か
つ
て
「
小
群
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
向
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
具
体
的
に
い
え
ぽ
「
新
党
」
と
代
議
制
に
た
い
し
て
批
判
の
矢
が
放
た
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
年
、
清
朝
は
予
備
立
憲
を

宣
言
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
章
柄
麟
が
「
新
党
」
と
よ
ん
だ
も
の
た
ち
、
康
有
為
や
梁
啓
超
な
ど
は
積
極
的
に
呼
応
し
政
党
の

結
成
に
着
手
し
た
。
梁
啓
超
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
「
わ
が
国
で
は
長
い
あ
い
だ
政
党
が
生
ま
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
契
機

が
な
か
っ
た
た
め
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
予
備
立
憲
の
詔
書
が
下
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
機
が
熱
し
た
」
（
『
梁
啓
超
年
譜
長
編
』
第

四
冊
、
光
緒
三
二
年
一
一
月
『
夫
子
大
人
に
与
う
る
の
書
』
）
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
党
の
原
則
に
つ
い
て
梁
啓
超
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。
「
東
西
各
国
の
政
党
で
肝
心
要
と
な
っ
て
い
る
点
が
、
人
に
与
す
る
の
で
は
な
く
て
主
義
に
与
す
る
点
に
あ
る
こ
と

は
、
定
論
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
…
…
と
こ
ろ
が
こ
の
報
告
文
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
『
維
新
報
』
の
論
説
の
こ
と
）
で
は
一
か
ら

十
ま
で
先
生
（
康
有
為
）
と
い
う
一
人
の
人
間
を
も
と
と
し
て
理
論
を
立
て
て
い
ま
す
。
…
…
結
党
の
宗
旨
が
先
生
の
党
に
人
を

集
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
実
質
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
し
か
し
名
目
は
必
ず
し
も

そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
」
（
同
上
）
。
一
九
二
八
年
「
以
党
治
国
」
に
か
ん
七
、
章
嫡
麟
は
「
党
義
に
よ
っ
て
国
を
治

め
る
も
の
で
は
な
く
て
、
党
員
に
よ
っ
て
国
を
治
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
語
っ
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
，
梁
啓
超
は
こ
の
原
理
を

「
名
」
に
お
い
て
実
行
す
べ
き
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
。
だ
が
、
康
有
為
と
い
う
「
人
」
を
「
実
」
と
し
て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら

か
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
康
有
為
や
梁
啓
超
に
「
富
貴
と
利
禄
」
を
感
じ
と
っ
て
き
た
章
柄
麟
は
か
乳
ち
の
行
動
様
式
に
大
胆

な
別
挟
を
加
え
た
。
そ
れ
は
康
有
為
、
梁
啓
超
ら
「
新
党
」
の
主
義
を
批
判
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
批
判
は
か
れ
ら
の
主
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義
の
背
景
に
あ
る
社
会
的
・
歴
史
的
基
盤
を
も
狙
上
に
の
せ
る
こ
と
と
な
る
。

　
一
九
〇
六
年
、
章
嫡
麟
は
東
京
で
革
命
家
た
ち
の
大
歓
迎
を
う
け
る
が
、
そ
の
歓
迎
会
で
「
第
一
に
宗
教
に
よ
っ
て
信
仰
心
を

喚
起
し
、
国
民
の
道
徳
心
を
増
進
せ
し
む
こ
と
、
第
二
に
国
粋
に
よ
っ
て
民
族
性
を
激
動
し
愛
国
の
熱
情
を
増
進
せ
し
む
こ
と
」

を
旨
と
す
る
有
名
な
演
説
を
行
っ
て
い
る
（
『
民
報
』
第
六
号
『
東
京
留
学
生
歓
迎
会
演
説
辞
』
）
。
こ
の
演
説
で
章
嫡
麟
は
聴
衆
を
前

に
し
て
自
分
が
「
癒
癩
」
で
あ
り
「
神
経
病
」
を
わ
ず
ら
っ
て
い
る
の
だ
、
と
説
い
て
い
る
。
た
だ
か
れ
の
神
経
病
は
「
富
貴
と

利
禄
が
目
の
ま
え
に
ぶ
ら
さ
が
る
と
、
た
ち
ま
ち
な
お
る
よ
う
な
神
経
病
」
（
同
上
）
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
は
こ
の
演
説
の
最
後

で
「
こ
の
よ
う
な
わ
た
く
し
の
神
経
病
質
を
諸
君
に
感
染
さ
せ
、
四
億
の
人
々
に
感
染
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訴
え
て
い

る
。
「
富
貴
と
利
禄
」
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
い
か
な
る
難
難
辛
苦
に
出
会
っ
て
も
な
お
る
こ
と
の
な
い
神
経
病
を
念
頭
に
お
き
つ

つ
、
章
柄
麟
は
『
民
報
』
第
八
号
に
お
い
て
『
革
命
の
道
徳
』
を
著
し
、
顧
炎
武
が
提
起
し
た
「
知
恥
」
「
重
厚
」
「
取
介
」
に
く

わ
え
「
必
信
」
を
革
命
の
道
徳
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の
革
命
の
道
徳
の
対
極
に
た
つ
も
の
が
「
新
党
」
で
あ
っ
た
。

　
章
嫡
麟
は
『
民
報
』
第
十
号
に
お
い
て
『
箴
新
党
論
』
を
発
表
、
新
党
が
い
か
に
深
く
利
禄
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
を
暴
き
だ

し
て
い
る
。
「
か
の
新
党
な
る
も
の
は
」
と
章
嫡
麟
は
語
る
。
「
い
っ
て
み
れ
ぽ
新
し
い
程
墨
（
科
学
の
試
験
の
模
範
回
答
）
を
習

い
は
じ
め
た
も
の
で
、
是
非
も
善
悪
も
分
別
で
き
ず
に
た
だ
『
新
』
な
る
が
故
に
栄
名
が
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ

故
、
新
党
と
旧
党
と
の
関
係
は
新
進
士
と
旧
進
士
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
五
十
歩
百
歩
な
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
か

れ
ら
の
心
づ
も
り
は
利
禄
を
渇
望
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
。
い
な
旧
党
に
く
ら
べ
五
十
歩
百
歩
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
旧
党
に
す

ら
劣
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
い
ま
の
新
党
は
古
人
と
く
ら
べ
れ
ぽ
長
所
は
昔
日
の
お
も
か
げ
も
な
い
が
、
短
所
に
つ
い
て

は
古
人
と
同
じ
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
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章
柄
麟
は
こ
こ
で
「
党
」
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
。
「
党
鋼
の
名
、
漢
よ
り
始
ま
り
、
唐
、
宋
、
明
に
迄
る
ま
で
み
な
党
人
あ

り
」
。
ま
ず
漢
か
ら
み
て
い
こ
う
。
漢
の
党
人
に
は
数
多
く
の
正
人
が
お
り
、
か
れ
ら
が
争
っ
た
対
象
は
富
官
と
外
戚
だ
け
で
あ

っ
て
、
歴
史
に
罪
を
遺
し
た
と
は
い
え
ま
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
浮
華
に
し
て
名
を
競
う
」
弊
害
は
免
れ
な
か
っ
た
。
唐
に
な

る
と
「
権
と
利
に
酔
心
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
。
宋
で
は
「
そ
の
争
う
と
こ
ろ
は
政
事
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
」
音
楽
の

調
子
が
は
ず
れ
た
か
い
な
か
な
ど
、
些
細
な
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
相
手
を
や
っ
つ
け
た
。
し
か
も
蘇
載
の
ご
と
き
は
「
そ
の
心
を
皇

帝
に
寄
せ
、
故
主
の
そ
の
文
を
嘉
尚
す
る
を
聴
き
て
は
す
な
わ
ち
泣
然
と
し
て
流
涕
す
る
」
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
明
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
明
の
東
林
党
は
自
分
た
ち
に
賛
成
し
な
い
も
の
を
死
地
に
陥
れ
よ
う
と
し
た
し
、
復
社
の
張
薄
は
賄
賂
に
長
け
て
い

た
た
め
党
人
に
頼
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
「
内
行
」
に
お
い
て
も
汚
れ
て
お
り
、
声
色
に
心
を
う
ぽ
わ
れ
て
い
た
。
張
薄
は
コ
房
中

の
薬
」
の
愛
用
者
で
あ
り
、
忠
純
な
壁
式
紹
で
さ
え
五
人
の
妾
を
囲
っ
て
い
た
。

　
つ
ま
り

　
　
東
漢
よ
り
は
じ
め
て
、
唐
、
宋
、
明
に
迄
る
ま
で
党
人
な
る
も
の
あ
り
。
四
世
は
競
名
、
死
利
、
お
の
お
の
等
差
あ
り
と
い

　
　
え
ど
も
、
大
体
は
外
た
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
な
り
。

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
競
名
と
死
利
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
が
党
の
歴
史
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
箴
新
党
論
』
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
新
党
は
「
甲
午
遼
東
の
役
」
ー
日
清
戦
争
に
は
じ
ま
る
と
い
う
。
こ
の
新
党
を
代
表

す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
康
有
為
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
政
治
行
動
の
背
景
に
は
旧
党
の
短
所
、
す
な
わ
ち
「
競
名
、
死
利
」

と
い
う
心
理
が
は
た
ら
い
て
い
た
。
か
り
に
康
有
為
が
成
功
を
お
さ
め
、
こ
の
よ
う
な
新
党
が
政
権
を
握
っ
た
な
ら
ば
ど
の
よ
う

な
事
態
を
招
来
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
人
は
謙
益
と
な
り
、
家
は
延
儒
と
な
る
こ
と
、
著
亀
を
待
つ
な
く
し
て
決
す
べ
し
」
。
謙
益
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と
は
銭
謙
益
、
延
儒
と
は
周
延
儒
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
新
党
は
国
を
滅
ぼ
す
ば
か
り
か
、
弐
臣
－
民
族
の
裏
切
り
も
の
と

な
る
こ
と
は
占
う
ま
で
も
な
く
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
、
と
さ
え
断
ず
る
の
で
あ
る
。

　
新
党
自
身
は
み
ず
か
ら
「
新
」
を
標
榜
し
、
旧
俗
の
汚
点
は
わ
れ
こ
そ
が
一
掃
で
き
る
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
。
だ
が
、
　
「
返

り
て
そ
の
行
　
を
観
る
に
、
そ
の
議
論
は
す
な
わ
ち
新
に
従
う
も
そ
の
汗
に
染
ま
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
な
お
旧
な
る
が
ご
と
し
」

で
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
の
社
会
集
団
が
あ
る
宗
旨
や
主
義
を
掲
げ
る
場
合
、
そ
の
宗
旨
や
主
義
が
い
か
に
時
代
の
先
端
を
い
く
も
の

で
あ
っ
て
も
集
団
を
さ
さ
え
る
社
会
的
基
盤
が
旧
態
然
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
の
み
な
ら
ず
い
か
な

る
と
こ
ろ
に
も
発
生
し
う
る
。
だ
が
、
中
国
の
近
代
に
お
い
て
は
、
新
し
い
主
義
と
旧
い
体
質
が
混
瀟
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
旧
な
る
も
の
が
新
な
る
も
の
を
通
じ
て
復
活
す
る
の
で
あ
る
。
旧
い
社
会
関
係
、
思
考
様
式
な
ど
が
新
し
い
衣
を
ま
と
っ

て
乱
舞
す
る
さ
ま
は
、
最
近
で
は
文
化
大
革
命
を
通
じ
て
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
章
嫡
麟
は
『
箴
新
党
論
』
に
お
い
て
「
事
を
論

ず
る
に
ま
さ
に
是
非
を
も
っ
て
準
と
な
し
、
新
旧
を
も
っ
て
準
と
な
す
べ
か
ら
ず
」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
り
に
主
義
を

論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
是
非
－
歴
史
的
正
当
性
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
主
義
が
新
で
あ
る
か
旧
で
あ
る
か
は
、
こ

の
際
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
新
か
旧
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
党
と
い
う
集
団
が
も
つ
社
会
的
基
盤

の
旧
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
旧
な
る
も
の
が
新
な
る
も
の
を
通
じ
て
復
活
し
て
く
る
と
い
う
現
象
の
背
景
に
も
こ
の
社

会
的
基
盤
の
旧
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
章
燗
麟
が
新
党
に
か
ん
し
て
問
う
た
の
も
、
ま
さ
に
新
党
の
社
会
的
基
盤
の
旧
で

あ
っ
た
。
こ
の
社
会
的
基
盤
を
問
う
た
こ
と
は
党
の
通
弊
で
あ
る
「
競
名
、
死
利
」
を
指
弾
し
た
こ
と
よ
り
は
る
か
に
重
要
な
こ

と
と
考
、
兄
ら
れ
る
。
章
嫡
麟
は
こ
の
旧
い
社
会
的
基
盤
と
し
て
つ
ぎ
の
四
つ
の
点
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
師
生
、
年
誼
、

姻
戚
、
同
郷
が
そ
れ
で
あ
る
。
中
国
で
は
官
僚
体
系
の
な
か
に
教
育
体
系
の
論
理
が
と
り
込
ま
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
官
吏
登
用
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試
験
で
あ
る
科
挙
の
試
験
官
は
合
格
者
に
と
っ
て
は
終
生
か
わ
る
こ
と
の
な
い
師
と
な
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
師
生
で
あ

る
。
ま
た
、
同
年
の
合
格
者
も
同
級
生
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
が
年
誼
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
官
界
ば
か
り
で
な
く
社
会
で
も

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
、
ま
た
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
関
係
は
官
界
、
社
会
に
網

の
目
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
姻
戚
の
関
係
す
な
わ
ち
閨
閥
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
い
く
。
、
そ
し
て
同
郷

と
い
う
郷
土
意
識
に
よ
っ
て
色
づ
け
さ
れ
、
複
雑
き
わ
ま
り
な
い
蜘
蛛
の
糸
と
な
っ
て
人
と
人
の
関
係
を
縛
り
あ
げ
て
き
た
の
で

あ
る
。
今
日
、
中
国
に
お
い
て
し
ぼ
し
ば
「
関
係
学
」
ー
い
か
に
コ
ネ
を
使
う
か
と
い
う
知
恵
や
「
走
後
門
」
ー
裏
口
な
ど

が
社
会
の
弊
害
と
し
て
指
弾
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
は
た
い
へ
ん
深
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
の
背
後
に
地
縁
、
血
縁
、

師
弟
関
係
、
擬
似
師
弟
関
係
な
ど
の
目
に
み
え
な
い
網
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
章
柄
麟
が
新
党
を
批
判
す
る

な
か
で
問
題
と
し
た
の
も
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
っ
た
。

　
一
九
一
一
年
、
旧
暦
の
九
月
五
日
、
七
日
、
十
日
、
新
暦
で
い
え
ば
十
月
二
十
六
日
、
二
十
八
日
、
三
十
一
日
、
濱
榔
喚
の

『
光
華
日
報
』
に
章
嫡
麟
の
手
に
な
る
『
諌
政
党
』
な
る
文
章
が
連
載
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
九
月
五
日
と
は
八
月
十
九
日
（
新

暦
の
十
月
十
日
）
の
武
昌
蜂
起
の
十
六
日
前
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
文
章
は
武
昌
蜂
起
の
直
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
お
も

わ
れ
る
。
こ
の
『
諌
政
党
』
は
湯
志
鈎
編
『
章
太
炎
年
譜
長
編
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
辛
亥
革
命
前
夜
の
党
に
か
ん
す
る
章

柄
麟
の
考
え
か
た
を
も
っ
と
も
よ
く
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
濱
榔
喚
と
は
マ
レ
ー
シ
ア
の
ペ
ナ
ン
島
で
あ
り
、
そ
の
当
時
康

有
為
の
重
要
な
拠
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
光
華
日
報
』
は
一
九
一
〇
年
の
創
刊
で
、
現
在
で
も
ペ
ナ
ン
島
ジ
ョ
ー
ジ
タ

ウ
ン
に
本
拠
を
置
き
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
有
力
華
字
紙
と
し
て
発
行
を
続
け
て
い
る
。

　
政
党
と
は
な
に
か
。
『
謙
政
党
』
に
よ
れ
ぽ
、
「
新
党
の
変
相
」
つ
ま
り
『
箴
新
党
論
』
に
お
い
て
批
判
し
た
あ
の
新
党
の
焼
き
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直
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
朋
党
が
新
党
を
生
み
、
新
党
が
さ
ら
に
ま
た
政
党
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
清
末
、
清
朝
は
立
憲
制
へ
む

け
て
政
治
改
革
を
行
い
、
資
政
院
と
諮
議
局
を
中
央
と
地
方
に
お
き
議
会
制
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
が
、
こ
れ
を
契
機
に
さ

ま
ざ
ま
な
勢
力
が
政
党
を
結
成
し
、
こ
の
事
態
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
「
朋
党
の
興
る
や
か
な
ら
ず
季
世
に
あ
り
」
と

確
信
す
る
章
柄
麟
に
と
・
て
、
・
れ
ら
有
象
無
象
の
政
党
の
出
現
は
さ
な
が
ら
沈
蒙
浮
く
も
同
然
で
あ
。
た
．
か
れ
ら
の
議
論

が
い
か
に
舶
来
の
新
理
論
に
よ
っ
て
粉
飾
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
の
本
質
が
「
競
名
、
死
利
」
に
あ
る
こ
と
は
、
章
煙
麟
に
と

っ
て
歴
然
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
諌
政
党
』
は
政
党
を
七
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
第
一
は
、
立
憲
と
い
う
機
会
を
と
ら
え
て
政
党
を
結
成
し
、
わ
れ
こ
そ
が
中

国
の
大
権
を
握
る
の
だ
、
と
語
り
つ
つ
将
来
の
権
力
と
権
益
に
あ
り
つ
こ
う
と
す
る
も
の
、
つ
ま
り
康
有
為
で
あ
る
。
ま
た
清
朝

の
皇
帝
を
碩
え
権
力
者
に
媚
を
う
り
、
華
麗
な
文
章
を
か
く
才
能
が
な
い
の
で
八
股
文
の
文
体
に
倭
人
の
文
体
を
混
ぜ
あ
わ
せ
て

文
学
界
の
革
命
家
を
自
認
し
て
い
る
梁
啓
超
も
同
類
で
あ
る
。
第
二
は
、
「
貨
殖
を
求
む
も
、
仕
進
を
求
め
ざ
る
」
も
の
で
あ
る
。

か
れ
ら
は
財
力
を
た
よ
り
に
権
力
者
に
賄
賂
を
贈
る
と
と
も
に
「
ま
た
、
お
お
い
に
朋
党
を
結
び
て
ま
さ
に
政
権
を
隠
握
し
て
も

っ
て
そ
の
私
を
便
な
ら
し
め
ん
と
す
る
」
フ
ィ
ク
サ
ー
で
あ
る
。
第
三
は
外
国
に
留
学
し
、
革
命
組
織
に
参
加
し
な
が
ら
利
禄
に

心
を
う
ぽ
わ
れ
右
往
左
往
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
輩
の
な
か
に
は
秋
瑛
を
密
告
し
た
蒋
智
由
も
含
ま
れ
る
。
第
四
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
振
り
か
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
厳
復
や
馬
良
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
厳
復
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
理
論

に
も
と
つ
い
て
中
国
に
批
判
を
加
え
た
が
、
こ
の
点
で
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
徒
の
馬
良
の
よ
う
に
マ
リ
ア
様
を
振
り
か
ざ
し
、
漢
字

を
廃
止
し
て
ロ
ー
マ
字
表
記
に
せ
よ
な
ど
と
語
る
よ
り
は
ま
し
な
の
で
は
あ
る
が
。
第
五
は
、
国
会
請
願
運
動
、
第
六
は
資
政
員

お
よ
び
各
省
の
諮
議
局
員
で
あ
る
。
第
七
は
、
張
審
や
鉄
路
の
利
権
に
群
が
る
も
の
た
ち
で
あ
る
。
「
七
類
を
綜
観
す
る
に
、
術
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を
操
る
こ
と
各
々
異
な
る
も
、
競
名
死
利
は
す
な
わ
ち
同
に
民
の
轟
害
た
る
は
ま
た
一
丘
の
絡
な
り
」
ー
す
な
わ
ち
「
競
名
、

死
利
」
を
本
質
と
す
る
党
が
議
会
制
と
い
う
新
た
な
衣
を
ま
と
っ
て
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
て
き
た
も
の
が
こ
の
政
党
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
日
清
戦
争
以
降
、
中
国
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
「
新
」
な
る
銘
を
う
た
れ
て
外
国
か
ら
導
入
さ
れ
て
き

た
。
立
憲
君
主
制
、
進
化
論
、
議
会
制
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
外
来
の
思
想
に
た
い
し
章
柄
麟
が
そ
の
一
部
を
受
け

入
れ
て
き
た
と
い
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
章
嫡
麟
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
制
度
、
思
想
が
「
新
」
で
あ
る
か
否
か
は
ど
う
で

も
よ
か
っ
た
。
章
柄
麟
は
こ
れ
ら
に
か
ん
し
そ
の
是
非
を
問
う
と
い
う
態
度
で
接
し
て
き
た
。
「
新
」
か
「
旧
」
か
ー
こ
れ
が

是
非
を
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
「
新
」
な
る
が
ゆ
え
に
時
髭
と
な
る
こ
と
に
、
か
れ
は
疑
念
を
い
だ
い
て
い
た
、
し
か
も
、
「
新
」

な
る
も
の
を
通
じ
て
「
旧
」
な
る
も
の
が
復
活
し
て
く
る
、
と
い
う
構
造
が
中
国
の
近
代
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
議
会
制
と
そ

れ
に
と
も
な
っ
て
出
現
し
た
政
党
と
は
章
柄
麟
に
と
っ
て
新
た
な
る
衣
を
ま
と
っ
た
「
朋
党
」
と
い
う
「
旧
」
な
る
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
狙
公
芋
を
賦
す
る
に
、
朝
に
三
に
し
て
暮
に
四
に
す
。
す
な
わ
ち
群
狙
怒
る
。
朝
に
四
に
し
て
暮
に
三
に
す
。
す
な
わ
ち
群

　
　
狙
喜
ぶ
。
専
制
を
悪
み
立
憲
を
喜
ぶ
も
ま
た
猶
か
く
の
ご
と
き
の
み
。

か
れ
ら
は
「
旧
」
な
る
が
故
に
専
制
を
批
判
す
る
。
だ
が
、
「
新
」
な
る
立
憲
と
て
お
な
じ
穴
の
絡
で
あ
っ
た
。
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皿

　
「
競
名
、
死
利
」
、
「
利
禄
」
、
「
権
利
」
！
こ
れ
ら
は
章
嫡
麟
が
清
末
の
「
新
党
」
を
断
罪
し
た
と
き
に
も
ち
い
た
罪
名
で
あ

っ
た
。
少
し
く
整
理
す
る
な
ら
ば
「
権
」
で
あ
り
「
利
」
で
あ
り
「
名
」
で
あ
る
。
党
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
断
罪
の
し
か
た

は
あ
る
意
味
で
い
え
ば
き
わ
め
て
伝
統
的
な
方
法
で
あ
っ
た
。
歴
代
の
党
争
は
相
手
を
な
に
な
に
党
と
い
っ
て
断
罪
し
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
対
立
者
に
「
権
」
と
「
利
」
と
「
名
」
の
汚
名
を
か
ぶ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
主
権
者
た
る
皇

帝
も
雍
正
帝
の
論
旨
を
み
る
ま
で
も
な
く
、
あ
る
主
張
を
も
っ
た
集
団
に
た
い
し
、
こ
れ
を
朋
党
と
名
付
け
、
お
な
じ
罪
名
で
断

罪
し
て
き
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
章
嫡
麟
の
新
党
に
た
い
す
る
批
判
は
、
党
に
た
い
す
る
伝
統
的
観
念
の
焼
き
直
し
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
章
嫡
麟
は
新
た
な
衣
を
ま
と
っ
た
「
旧
」
で
あ
る
と
し
て
新
党
を
批
判
し
た
。
だ
が
、
か
り
に
章
嫡
麟
が
伝
統
的

な
党
に
た
い
す
る
観
念
を
踏
襲
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ぽ
、
か
れ
の
新
党
に
た
い
す
る
批
判
は
「
旧
」
に
よ
る
「
新
」

の
批
判
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
受
け
と
ら
れ
て
も
致
し
方
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
、
議
会
制
と
い
う
「
新
」
な
る
も
の

を
「
名
は
国
会
と
い
う
も
、
実
は
好
府
な
り
」
（
『
代
議
然
否
論
』
）
と
し
て
、
中
央
集
権
の
専
制
制
度
の
方
が
「
民
み
な
平
等
な

り
」
と
い
う
こ
じ
つ
け
で
称
賛
す
る
に
お
い
て
お
や
、
で
あ
る
。
章
姻
麟
が
革
命
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
こ

の
点
を
否
定
す
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
　
「
新
」
か
「
旧
」
か
を
問
お
う
と
す
る
歴
史
の
見
方
か
ら
の

み
判
断
す
る
な
ら
ぽ
、
章
嫡
麟
は
い
わ
ぽ
「
反
動
的
」
革
命
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
一
九
二
八
年

に
国
民
党
が
章
嫡
麟
を
「
反
動
分
子
」
と
し
て
指
名
手
配
に
し
た
の
も
か
な
ら
ず
し
も
故
な
し
と
は
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
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章
嫡
麟
に
と
。
て
革
命
と
は
是
非
に
．
」
そ
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
か
り
に
「
新
」
か
眉
」
か
と
い
う
こ
と
の
み
が
問
わ

れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
章
嫡
麟
が
逆
に
「
新
」
な
る
も
の
を
掲
げ
て
「
旧
」
な
る
も
の
に
批
判
の
矢
を
放
つ
も
の
に
た
い
し
、

　「

V
」
な
る
も
の
の
「
旧
」
を
断
罪
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。

　
雍
正
帝
は
「
国
」
と
「
家
」
と
の
あ
い
だ
に
朋
党
が
出
現
す
る
こ
と
を
き
わ
め
て
恐
れ
た
。
「
国
」
と
「
家
」
と
の
あ
い
だ
に

二
次
集
票
現
れ
「
道
」
を
掲
げ
る
．
、
と
、
・
」
れ
が
国
家
と
社
会
の
存
妾
脅
か
す
も
の
で
あ
る
・
と
を
直
感
的
に
知
・
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
雍
正
帝
は
二
次
集
団
を
党
と
し
て
「
私
」
と
莉
」
の
名
に
お
い
て
断
罪
し
た
・
こ
れ
は
「
道
」
を
独
占

し
な
い
か
ぎ
り
そ
の
存
立
が
危
ぶ
ま
れ
る
「
国
」
に
よ
る
断
罪
で
あ
っ
た
。
章
嫡
麟
も
ま
た
党
を
「
権
」
と
「
利
」
と
「
名
」
に

お
い
て
断
罪
し
た
。
だ
が
、
か
れ
の
断
罪
の
視
点
は
「
群
」
と
「
独
」
と
い
う
独
自
な
視
点
か
ら
の
断
罪
で
あ
っ
た
。
　
「
大
独
は

必
ず
群
す
。
群
は
必
ず
独
を
も
っ
て
な
る
」
（
前
掲
『
明
独
』
）
。
章
嫡
麟
は
「
国
」
で
は
な
く
「
独
」
の
視
点
か
ら
党
1
か
れ
の

い
わ
ゆ
る
小
群
を
断
罪
し
た
の
で
あ
る
。
「
小
群
は
大
群
の
賊
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
大
独
は
必
ず
群
す
」
と
自
日
言
し
た
と
き
、
章
嫡
麟
の
悲
劇
と
喜
劇
が
お
そ
ら
く
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
小
群
」
の
原

理
が
「
権
」
「
利
」
「
名
」
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
「
大
独
」
と
「
大
群
」
の
原
理
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
・
是
非
で

あ
る
と
か
、
主
義
で
あ
る
と
か
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
て
き
た
。
事
実
、
章
嫡
麟
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
是
非
を
と
も

に
し
、
主
義
を
と
も
に
し
て
き
た
。
日
清
戦
争
後
「
変
法
維
新
は
当
世
の
急
務
で
あ
る
」
（
漏
自
由
『
中
華
民
国
開
国
前
革
命
史
』
）

と
考
、
兄
て
、
康
有
為
、
梁
啓
超
ら
の
維
新
派
に
「
群
」
し
た
。
そ
の
後
、
維
新
派
に
不
満
を
も
ち
、
張
之
洞
に
「
群
」
し
た
。
ま

た
排
満
に
共
鳴
し
て
孫
文
に
「
群
」
し
、
無
政
府
主
義
に
賛
意
を
あ
ら
わ
し
て
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
に
「
群
」
し
た
。
辛
亥
革
命
後
は

蓑
世
凱
に
「
群
」
し
、
ふ
た
た
び
孫
文
に
「
群
」
し
、
さ
ら
に
軍
閥
に
「
群
」
し
、
最
後
に
は
「
群
」
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
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「
中
華
民
国
遺
民
」
と
な
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
章
嫡
麟
の
弟
子
で
あ
る
魯
迅
は
「
デ
マ
を
作
る
も
の
の
野
卑
不
潔
は
章
柄
麟
よ

り
も
は
る
か
に
ひ
ど
い
」
と
い
っ
て
非
難
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
章
柄
麟
が
一
部
の
人
々
に
ど
の
よ
う
な
眼
で
見
ら
れ
て
い
た

か
を
よ
く
し
め
し
て
い
る
。
「
群
」
に
お
い
て
章
嫡
麟
が
い
か
に
無
節
操
な
行
動
の
軌
跡
を
し
め
し
た
と
し
て
も
、
だ
が
、
そ
こ

に
は
あ
る
一
貫
性
が
あ
っ
た
。
「
大
独
は
必
ず
群
す
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
か
れ
は
か
な
ら
ず
同
志
を
も
と
め
、
政
治

運
動
に
携
わ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
「
大
群
」
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
は
「
群
」
の
な
か
に
「
権
」
と

「
利
」
と
「
名
」
を
臭
い
を
か
ぎ
と
り
、
そ
の
「
群
」
を
「
党
」
で
あ
り
「
小
群
」
で
あ
る
と
し
て
徹
底
的
批
判
を
加
え
る
こ
と

と
な
る
。
康
有
為
を
「
利
禄
の
徒
」
で
あ
る
と
し
て
断
罪
し
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
。
「
そ
れ
孫
文
は
懐
に
巨
資
を
挟
み
、
し
か

し
て
こ
れ
を
公
務
に
用
う
る
こ
と
計
る
に
一
に
お
よ
ぽ
ず
」
（
『
偽
民
報
検
挙
状
』
）
。
こ
れ
は
孫
文
に
「
利
」
の
臭
い
を
か
ぎ
と
っ

た
も
の
で
あ
る
。
「
今
日
島
国
（
日
本
）
の
金
を
受
け
て
遼
藩
を
棄
つ
る
を
建
議
す
る
も
の
あ
り
と
聞
け
り
」
（
『
訣
政
党
』
）
1
具

体
的
に
い
っ
た
い
誰
を
指
す
の
か
、
い
ま
だ
に
疑
義
を
挟
む
も
の
が
い
る
の
で
推
測
ば
さ
し
控
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
物
は
章

嫡
麟
に
と
っ
て
そ
の
ま
ま
亡
国
に
す
ら
つ
な
が
り
か
ね
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
一
九
＝
二
年
、
宋
教
仁
が
暗
殺
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る

二
次
革
命
が
勃
発
、
孫
文
は
日
本
に
亡
命
し
、
翌
年
に
中
華
革
命
党
を
結
成
す
る
。
孫
文
は
入
党
の
条
件
と
し
て
、
孫
文
一
人
に

忠
誠
を
つ
く
す
と
い
う
誓
約
書
を
求
め
た
ば
か
り
か
、
捺
印
す
ら
強
要
し
た
。
こ
の
時
、
章
嫡
麟
は
幸
か
不
幸
か
衰
世
凱
に
よ
り

幽
閉
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
事
態
を
目
撃
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
た
な
ら
ば
「
権
」
の
名
に
お
い
て

孫
文
を
断
罪
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
中
華
革
命
党
の
綱
領
で
は
、
革
命
の
時
期
に
お
い
て
は
党
員
に
あ
ら
ざ
れ

ぽ
政
治
的
権
利
を
も
た
な
い
、
と
さ
れ
た
。
一
九
二
八
年
、
章
柄
麟
は
蒋
介
石
の
「
以
党
治
国
」
に
た
い
し
、
こ
れ
は
党
義
に
よ

っ
て
国
を
治
め
る
も
の
で
は
な
く
て
党
員
に
よ
っ
て
国
を
治
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
批
判
し
た
。
そ
の
時
、
か
れ
が
「
禍
首
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は
実
は
孫
中
山
に
こ
そ
あ
る
」
と
語
っ
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
が
、
こ
の
批
判
に
も
実
は
深
い
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
独
」
と
い
う
観
点
に
た
っ
て
党
を
「
権
」
「
利
」
「
名
」
に
お
い
て
批
判
す
る
章
嫡
麟
の
こ
の
よ
う
な
論
点
は
、
か
れ
の
政
治

的
迷
走
を
も
た
ら
し
た
と
は
い
え
、
中
国
社
会
の
も
つ
ひ
と
つ
の
大
き
な
欠
陥
を
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
党
の
背
景
に
地

縁
、
血
縁
、
師
弟
関
係
の
網
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
え
た
点
は
貴
重
で
あ
り
、
特
筆
に
あ
た
い
す
る
。
な
ぜ

な
ら
こ
の
網
の
目
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
来
の
近
代
思
想
ば
か
り
で
な
く
革
命
思
想
ま
で
も
分
解
さ
せ
、
旧
い
因
習
に
人
々
を
引

き
も
ど
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
党
に
た
い
す
る
章
嫡
麟
の
批
判
に
重
大
な
欠
陥
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
「
以
党
治
国
」
に
た
い
し
、
章

嫡
麟
は
「
中
華
民
国
遺
民
」
と
な
る
こ
と
で
応
え
た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
党
が
「
権
」
「
利
」
「
名
」
の
「
小
群
」
で
し

か
な
い
と
す
れ
ぽ
、
こ
れ
を
拒
否
し
て
「
独
」
に
た
ち
も
ど
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
魯
迅
は
章
嫡
麟
の
死
後
、
そ
し
て
み

ず
か
ら
も
死
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
、
「
太
炎
先
生
は
以
前
こ
そ
革
命
家
と
し
て
姿
を
現
し
て
い
た
が
、
の
ち
に
は
退
い

て
静
か
な
学
者
と
な
り
、
自
分
の
手
で
も
作
っ
た
し
ほ
か
の
人
に
も
作
っ
て
も
ら
っ
た
塀
で
も
っ
て
、
時
代
と
隔
絶
し
て
し
ま
っ

た
」
（
『
太
炎
先
生
に
関
す
る
二
、
三
の
こ
と
』
）
と
語
っ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
言
葉
を
章
柄
麟
が
「
独
」
に
た
ち
も
ど
っ
た
も
の
と

解
釈
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
章
嫡
麟
が
反
動
化
し
た
な
ど
と
い
っ
て
批
判
す
る
の
は
的
は
ず
れ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
か
れ

を
革
命
に
駆
り
た
て
た
「
群
」
と
「
独
」
に
か
ん
す
る
独
自
の
思
想
そ
の
も
の
が
か
れ
を
「
独
」
の
立
場
に
引
き
も
ど
し
た
か
ら

で
あ
る
。
問
題
と
す
べ
き
は
、
む
し
ろ
章
柄
麟
が
党
に
か
ん
し
て
「
権
」
と
「
利
」
と
「
名
」
に
の
み
目
を
向
け
、
党
が
主
義
を

独
占
す
る
こ
と
の
危
険
性
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
「
以
党
治
国
」
に
た
い
し
、
章
嫡
麟
は
「
党
義
に

よ
っ
て
国
を
治
め
よ
、
と
い
う
意
味
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
党
員
に
よ
っ
て
国
を
治
め
る
も
の
で
あ
る
」
（
前
掲
）
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と
い
っ
て
批
判
し
た
。
党
義
で
は
な
く
党
員
に
よ
っ
て
国
を
治
め
る
も
の
で
あ
る
と
表
現
し
た
意
味
は
、
そ
こ
に
「
権
」
と
「
利
」

と
「
名
」
を
感
じ
と
り
、
地
縁
、
血
縁
、
師
弟
関
係
の
網
を
透
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
け
っ
し
て
誤
り
で
は
な
い
。

だ
が
、
党
の
も
つ
危
険
性
は
む
し
ろ
党
義
に
よ
っ
て
国
を
治
め
る
点
に
こ
そ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
以
党
治
国
」
の
本
質
は
こ
の

点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
「
党
は
国
家
な
り
」
と
い
う
事
態
を
招
来
し
た
の
で
あ
っ
た
。
党
は
そ
の
後
、
主
義

を
握
り
、
「
道
」
を
握
り
、
国
家
に
存
在
の
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
国
民
党
と
共
産
党
は
ま
さ
に
主
義
を
掲
げ
て
国

家
そ
の
も
の
を
争
う
こ
と
に
な
ら
た
の
で
あ
る
。
章
柄
麟
は
主
義
に
か
ん
し
て
、
そ
の
是
非
を
問
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
新
旧
を
問

う
べ
き
で
は
な
い
と
語
っ
た
が
、
是
非
か
ら
み
る
な
ら
ぽ
共
産
党
は
よ
り
是
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
主
義
を
独
占
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
払
わ
さ
れ
た
付
帳
も
ま
た
お
お
き
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
党
が
国
家
を
作
り
あ
げ
た
と
き
、
国
家

の
拠
っ
て
た
つ
根
拠
で
あ
る
法
で
は
な
く
、
主
義
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
は
「
道
」
に
よ
っ
て
人
を
断
罪
す
る
土
壌
が
こ
こ
に
醸
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
党
の
主
義
と
は
異
な
っ
た
主
義
を
掲
げ
る
集
団
が
現
れ
る
と
、
こ
れ
を
「
私
」
を
も
と
め
「
利
」

を
も
と
め
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
断
罪
す
る
こ
と
に
な
る
。
幸
い
に
も
章
柄
麟
は
こ
の
事
態
を
目
撃
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
章

嫡
麟
は
戴
震
の
『
孟
子
字
義
疏
証
』
の
有
名
な
一
段
を
し
ぽ
し
ぽ
引
用
し
て
い
る
。

　
　
人
法
に
死
せ
ぽ
な
お
こ
れ
を
憐
む
も
の
あ
ら
ん
。
理
に
死
せ
ば
そ
れ
誰
か
こ
れ
を
憐
ま
ん
。

章
柄
麟
は
む
し
ろ
こ
の
戴
震
の
言
葉
に
も
と
つ
い
て
論
理
を
組
み
立
て
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
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現
在
の
中
国
社
会
を
論
ず
る
場
合
、
章
嫡
麟
が
党
を
批
判
し
た
視
点
は
有
効
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
イ
エ
ス
で
あ
る
。
共
産
党

を
規
範
と
と
つ
つ
組
織
さ
れ
た
社
会
に
「
権
」
「
利
」
「
名
」
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
こ
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
る
と
党
の
主
義
に
も

と
つ
い
て
必
死
に
な
っ
て
こ
れ
を
否
定
す
る
、
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
々
を
「
権
」
「
利
」

「
名
」
に
走
ら
せ
る
社
会
的
基
盤
で
あ
る
地
縁
、
血
縁
、
師
弟
関
係
も
嚴
然
と
し
て
存
在
し
、
し
か
も
社
会
生
活
に
お
い
て
た
い

へ
ん
大
き
な
役
割
を
荷
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
章
嫡
麟
は
こ
れ
を
党
と
名
づ
け
批
判
し
た
。
現
在
、
党
は
主
義
を
握
る
集
団
へ
と

昇
華
し
た
。
こ
の
よ
う
な
役
割
を
現
在
は
た
し
て
い
る
の
は
「
駕
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
「
需
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
中
国
社
会

の
実
態
を
少
し
で
も
知
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
社
会
の
隅
々
ま
で
網
を
張
り
め
ぐ
ら
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
「
関
係
網
」
と
い
う
中
国
語
は
こ
の
「
潔
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
た
い
へ
ん
的
確
な
表
現
で
あ
る
。
現
在
で
は
党

が
主
義
を
握
っ
て
い
る
の
で
、
幸
か
不
幸
か
こ
の
「
鴛
」
と
い
う
二
次
集
団
が
主
義
を
主
張
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
な
に
故
、

地
縁
、
血
縁
、
師
弟
関
係
を
基
盤
と
し
「
権
」
「
利
」
「
名
」
を
追
求
す
る
「
駕
」
と
い
う
集
団
が
、
本
来
こ
の
よ
う
な
集
団
の
存

在
を
許
容
し
、
兄
ぬ
主
義
に
よ
っ
て
成
り
た
っ
て
い
る
共
産
党
を
規
範
と
し
た
社
会
に
践
魑
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
第
一
の
原
因
は
、
章
嫡
麟
が
「
独
」
と
よ
ん
だ
存
在
ー
個
人
が
社
会
に
大
量
に
現
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
人

々
は
地
縁
、
血
縁
、
師
弟
関
係
な
ど
の
「
関
係
網
」
の
な
か
で
さ
さ
や
か
な
「
権
」
と
「
利
」
と
「
名
」
を
追
求
し
て
い
る
、
と

い
う
の
が
中
国
の
日
常
生
活
の
実
態
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
が
思
想
や
主
義
と
い
う
「
公
」
の
立
場
に
た
っ
た
と
き
、
逆
に
こ

れ
ら
を
私
利
私
欲
で
あ
る
と
し
て
否
定
す
る
傾
向
を
生
み
だ
す
。
私
利
私
欲
の
代
表
者
で
あ
る
「
利
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
。
章
嫡
麟
が
康
有
為
を
「
利
禄
の
徒
」
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
、
孫
文
を
「
権
」
と
「
利
」
に
お
い
て
批
判
し
た
と
き
、
こ
の

「
利
」
に
た
い
し
て
は
な
は
だ
些
細
な
こ
と
を
指
摘
し
て
批
判
し
て
い
た
。
か
れ
ら
は
国
家
の
要
職
に
あ
り
つ
き
た
い
の
で
あ
る
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と
か
、
組
織
の
公
金
を
墾
断
し
た
と
か
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
歴
史
的
事
実
が
章
嫡
麟
の
い
う
通
り
で
あ
っ
た
か
否
か
に

つ
い
て
は
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
だ
が
、
章
嫡
麟
が
こ
の
よ
う
な
些
細
な
具
体
的
な
し
か
も
即
物
的
な
「
利
」
と
い
う

罪
名
に
よ
っ
て
か
れ
ら
を
批
判
し
た
こ
と
は
、
疑
い
も
な
く
事
実
で
あ
る
。
「
利
」
が
地
縁
、
血
縁
、
師
弟
関
係
と
い
う
「
関
係

網
」
で
分
配
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
日
常
的
世
界
の
、
そ
し
て
そ
れ
故
、
人
々
の
自

覚
的
意
識
に
の
ぼ
ら
な
い
慣
習
が
「
利
」
の
即
物
的
解
釈
を
生
ん
だ
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
朱
子
学
の
有
名
な

テ
ー
ゼ
で
は
「
天
理
を
存
し
、
人
欲
を
滅
す
」
と
さ
れ
て
い
た
。
朱
子
学
に
対
抗
し
て
き
た
も
の
は
「
利
」
と
い
う
「
欲
」
の
客

観
的
存
在
を
根
拠
に
朱
子
を
批
判
し
た
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
朱
子
学
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
根
幹
と
し
て
き
た
伝
統
的
国
家
体
制

へ
の
批
判
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
か
れ
ら
の
論
点
で
は
「
利
」
の
客
観
的
存
在
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ

ろ
「
飲
食
男
女
」
と
い
っ
た
即
物
的
な
「
利
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
章
柄
麟
の
批
判
し
た
「
利
」
も
ま
た
き
わ
め
て
即
物
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
章
嫡
麟
が
党
を
批
判
し
「
小
群
」
を
断
罪
し
た
と
き
、
「
利
」
と
い
う
罪
名
に
お
い
て
批
判
し
た
が
、
「
利
」
と
い

う
も
の
が
即
物
的
な
「
利
」
し
か
意
味
し
え
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
批
判
も
当
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
　
「
利
」

な
る
も
の
と
は
主
義
や
「
道
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
ほ
か
の
な
い
即
物
的
な
「
利
」
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
章
嫡

麟
の
命
名
法
に
し
た
が
っ
て
「
小
利
」
な
ら
ぬ
「
大
利
」
を
提
唱
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
来
共
産
党
は
「
大
利
」

に
も
と
つ
い
て
理
論
を
構
成
す
る
主
義
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
共
産
党
が
主
義
に
お
い
て
「
利
」
を
指
弾
す
る
傾
向

を
も
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
主
義
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
共
産
党
自
身
が
伝
統
的
社
会
基
盤
を
踏
襲
し
て
き
た
こ
と
を
証
明
し
て

い
る
。
こ
れ
が
「
鷲
」
と
い
う
存
在
を
温
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
章
柄
麟
は
あ
る
意
味
で
は
「
利
」
の
歴
史
的
形

態
に
眼
が
と
ど
か
な
か
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
章
嫡
麟
流
の
表
現
を
か
り
て
い
う
な
ら
ぽ
、
「
独
」
は
「
利
」
に
も
と
つ
く
べ
き
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で
あ
り
、
「
利
」
も
ま
た
「
独
」
に
も
と
つ
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
「
小
群
は
大
群
の
賊
な
り
」
と
語
っ
た
と
き
「
小
利
は
大
利
の
賊

な
り
」
と
つ
け
加
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
党
が
主
義
を
握
り
、
国
家
に
存
在
の
根
拠
を
提
供
し
つ
づ
け
る
と
い
う
構
造
が
問
題
と
な
る
。
国
家
が
こ
の
よ
う
な
構

造
を
つ
う
じ
て
、
法
で
は
な
く
主
義
な
い
し
は
「
道
」
を
掲
げ
て
人
々
の
ま
え
に
た
ち
現
れ
る
こ
と
は
、
逆
に
「
小
利
」
の
践
魑

を
生
む
。
人
々
の
生
活
の
よ
す
が
は
「
国
」
に
対
置
さ
れ
る
「
家
」
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
社
会
に
出
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
地

縁
、
血
縁
、
師
弟
関
係
と
い
う
「
需
」
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
し
か
も
、
主
義
に
も
と
つ
く
党
は
生
活
レ
ベ
ル
で
は
あ
る

具
体
的
な
人
物
が
主
義
を
握
る
と
い
う
か
た
ち
で
人
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
章
嫡
麟
が
「
党
員
に
よ
っ
て
国
を
治
む
」
・
と
語
っ

た
情
況
は
ま
さ
に
こ
の
事
態
を
指
し
て
い
る
。
だ
が
、
章
嫡
麟
は
「
党
義
に
よ
っ
て
国
を
治
む
」
こ
と
が
「
党
員
に
よ
っ
て
国
を

治
む
」
事
態
を
惹
起
す
る
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
法
治
な
ら
ざ
る
「
人
治
」
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
党
は
国

家
な
り
」
を
推
し
進
め
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
「
人
治
」
社
会
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
「
人
治
」
に
お
い
て
は
そ
の
人
の
「
権
」

と
「
利
」
は
主
義
に
よ
っ
て
護
身
符
を
獲
得
し
、
「
利
」
は
主
義
に
お
い
て
隠
蔽
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
黄
宗

義
は
『
明
夷
待
訪
録
』
に
お
い
て
「
自
私
自
利
の
民
」
と
い
う
存
在
を
承
認
し
、
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
文
化
大
革
命
を
経

て
中
国
も
近
代
化
路
線
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
重
要
な
の
は
近
代
化
の
膨
大
な
青
写
真
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ

の
「
自
私
自
利
の
民
」
の
存
在
が
市
民
権
を
獲
得
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
章
嫡
麟
流
の
表
現
で
い
え
ば
「
独
」
の
「
利
」
が

承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
自
私
自
利
の
民
」
の
「
利
」
な
い
し
は
「
独
」
・
の
「
利
」
は
、
主
義
ま
た
は
「
道
」
に
よ
っ
て

は
規
制
し
え
な
い
「
利
」
で
あ
る
。
「
利
」
を
調
節
す
る
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
の
み
規
制
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
か
ら

法
が
生
ま
れ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
地
縁
、
血
縁
、
師
弟
関
係
と
い
う
「
関
係
網
」
か
ら
離
脱
し
た
個
人
が
大
量
に
現
れ
、
　
「
利
」
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固
有
の
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
「
利
」
の
活
動
を
は
じ
め
た
と
き
、
「
留
」
の
社
会
的
基
盤
は
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
主
義
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
存
在
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
党
が
ひ
と
つ
の
社
会
集
団
で
あ
り
、
主
義
を
掲
げ
る
こ

と
は
当
然
で
あ
る
ば
か
り
か
、
正
当
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ぽ
党
は
主
義
に
徹
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
章
柄
麟
が
批
判
し
た
党
を
支
え

る
社
会
的
基
盤
は
、
党
が
主
義
を
握
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
権
」
「
利
」
「
名
」
を
か
ら
め
と
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
成
り
立
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
状
態
を
解
消
す
る
に
は
章
嫡
麟
が
語
っ
た
ご
と
く
是
非
を
争
う
こ
と
に
徹
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
た
め
に
は
主
義
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
集
団
が
多
様
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
中
国
の
伝
統
社
会
に
お
い
て
は

「
国
」
と
「
家
」
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
二
次
集
団
を
お
し
つ
ぶ
す
よ
う
な
磁
力
が
働
い
て
き
た
。
二
次
集
団
に
た
い
し
て
章
嫡

麟
は
「
独
」
に
も
と
つ
く
「
群
」
を
も
と
め
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
権
」
「
利
」
「
名
」
を
発
見
し
こ
れ
を
唾
棄
し
て
き
た
。
そ
こ
に

「
小
利
」
を
発
見
し
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
雍
正
帝
は
国
家
の
「
道
」
を
掲
げ
、
二
次
集
団
を
「
私
」
と
「
利
」
の
名
に
お
い

て
断
罪
し
た
。
こ
の
「
国
」
と
「
家
」
に
働
い
て
い
る
磁
場
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
存
在
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
「
小
利
」
で

は
な
く
「
大
利
」
に
よ
っ
て
、
ま
た
国
家
の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
「
道
」
の
ご
と
き
「
大
義
」
で
は
な
く
「
小
義
」
に
よ
っ
て
二

次
集
団
が
つ
く
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
が
章
柄
麟
の
い
う
「
独
」
に
も
と
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
大
利
」
と
「
小
義
」
に
も
と
つ
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
「
国
」
と
「
家
」
の
あ
い
だ
に
根
づ
い
た

と
き
、
近
代
化
へ
向
け
て
中
国
の
社
会
的
離
陸
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。
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