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辱

界

動

向

中
国
古
代
史
に
開
守
る
二
三
の
問
題

卜

漠

代

を

中

心

と

し

て
ー

河

11～

塞
.

造

～I

●

中
国
古
代
の
歴
史
は
ま
こ
と
に
長
-
且
つ
豊
か
で
あ
る
O
我
国
に
お
け
る
研

究
も
次
第
に
緯
密
且
つ
多
方
層
に
亘
り
'
そ
の
最
近
の
研
究
を
庚
-
展
望
す
る

と
い
-
こ
と
は
､
私
の
カ
を
以
て
し
て
は
及
び
難
い
仕
事
で
あ
る
｡
し
か
も
亦

個
々
の
研
究
の
紹
介
や
批
評
に
つ
い
て
は
'
各
誌
の
署
評
や
畏
望

(
史
畢
雑
誌

大

1
の
五
が
間
も
な
-
出
る
筈
で
あ
り
'
又
東
方
革
に
和
田
博
徳
氏
が
連
載
さ

れ
て
い
る
等
)
が
あ
っ
て
､
こ
ゝ
に
屋
儀
し
て
述
べ
る
こ
と
は
殆
ど
無
意
味
だ

と
考
え
る
｡
そ
こ
で
本
稿
で
は
'
中
国
古
代
の
政
治
的
証
倉
的
襲
霞
が
何
を
基

●

軸
と
し
て
､
ど
の
よ
-
に
行
わ
れ
た
か
と
い
-
勤
に
焦
軸
を
合
わ
せ
て
'
私
な

り
の
考
え
を
Je
べ
て
見
た
い
.
従
っ
て
鰯
れ
得
る
研
究
は
必
ず
し
も
最
近
の
も

の
で
な
-
､
叉
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
を
預
め
お
琵
び
し
て
お
き
た

い
｡
そ
れ
に
し
て
も
'
非
常
な
困
難
を
伴
-
先
秦
時
代
の
研
究
に
詳

⊥
-
ふ
れ

る
カ
は
な
い
し
､
唐

･
栄
の
轡
革
過
程
は
中
世
へ
の
展
望
を
中
心
に
事
門
の
方

に
考
え
て
貰
-
方
が
本
官
だ
と
題
-
の
で
'
こ
上
で
は
漢
代
社
食
を
中
心
に
'

範
囲
を
せ
ば
め
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
か
ね
は
な
ら
ぬ
o

X
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X
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.周
代
以
後
を
秦
漠
帝
国
の
成
立
過
程
と
い
-
髄
軸
か
ら
見
る
と
'
周
王
朝
の

赦
骨
柄
魔
が
太
質
的
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
｡
従
っ
て

こ
ゝ

で
は
､
見
好
茂
樹
氏
と
仁
井
田
隆
氏
と
の
間
に
か
わ
さ
れ
た
静
撃
に
ふ
れ

て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
乃
-
｡
見
好
氏
の
1
連
の
労
作
を
基
礎
に
し
た
｢孔
6
J･

(岩
波
新
番
､.
昭
二
六
･五
)
は
､
平
易
な
叙
述
を
も
っ
て
､
そ
の
時
代
に
生
き

た
歴
史
的
人
間
孔
子
を
描
こ
-
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
､一
背
景
を
な
す
周
以
攻

の
証
合
に
つ
い
て
も
､
少
な
か
ら
ざ
る
示
唆
を
興
え
て
い
る
｡
氏
に
よ
れ
ば
春

秋
中
期

(紀
元
六
世
紀
前
徴
)
以
前
の
璃
王
朝
の
支
配
構
造
は
､-

動
静
的
な
宗

族
関
係
を
紐
帯
と
L
t
氏
族
的
給
合
と
､
そ
れ
に
基
-
支
配
録
展
観
係
を
基
太

的
原
理
と
し
て
い
る
｡
か
か
る
人
的
結
合
に
基
い
て
成
立
す
る
諸
侯
国
は
､
ま

だ
領
土
的
境
が
り
を
持
た
な
い

r都
市
周
家
｣
的
形
腰
を
元
し
て
い
る
が
､
通



69

敬
を
異
に
す
る
被
征
服
氏
族
の
上
に
形
成
さ
れ
各
諸
侯
国
は
'
宗
族
酪
係
に
準

じ
た
祭
紀
関
係

(証
種
の
祭
絶
.)
を
紐
帯
と
す
る
､
祭
祀E
共
同
体
と
し
て
の
性

t

格
を
も
持
っ
て
い
R
.
こ
れ
は
明
か
に
フ
ユ
ー
ダ
リ
ズ
ム
と
は
別
個
の
紅
督
で

あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
'
し
か
し
常
時
の
君
臣
関
係
は
'
西
洋
中
世
の

そ
れ
と
殆
ど
異
ら
な
い
も
の
で
あ
る
｡
し
か
も
春
秋
中
期
に
お
い
て
連
覇
し
て

-
る
豪
族
と
私
臣
の
関
係
は
､
明
か
に
中
世
封
建
的
な
も
の
で
あ
り
､
都
市
国

家
的
な
周
代
紋
倉
は
'
や
が
て
封
建
国
家
に
鰭
化
し
よ
-
と
し
て
い
た
｡
孔
子

は
こ
の
よ
-
な
時
代
に
生
れ
'
し
か
も
封
建
国
家
へ
の
途
を
否
定
し
て

｢黄
金

噂
代
の
古
代
都
市
国
家
の
制
度
を
回
想
し
っ
つ
､
封
建
国
家
を
乗
越
え
て
新
し

い
官
僚
国
家
へ
攻
撃
す
る
線
｣
を
歩
ん
だ
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
中
世
封
建
制
に
お
け
る
君
臣
関
係
と
い
え
ば
そ
れ
は
封
等
の
双
務
契
約
で

な
け
れ
ば
な
ち
な
い
が
､
周
代
の
そ
れ
は
基
本
的
に
は
家
父
長
制
的
な
も
の
で

あ
る
'
と
兵
家
氏
に
度
封
さ
れ
た
仁
井
田
氏
は
､
中
国
に
封
建
融
合
を
見
る
と

I

す
る
な
ら
ば
'
そ
れ
は
宋
代
蚊
後
で
な
く
て
ほ
な
ら
ぬ
と
主
張
せ
れ
る
(｢
中
観

社
食
の
封
建
と
フ
ユ
ー
ダ
リ
ズ
ム
)
東
洋
文
化
五
､
昭
二
六
･
二
).
こ
の
論
雫

は
山
田
統
氏
の
研
究

(｢
周
代
封
建
制
慶
と
血
族
衆
園
押
J

配
合
経
済
史
畢

一

七
の
二
､
昭
二
六
･
五
)
や
､
､栗
原
開
信
氏
の
研
究

(｢
封
欝
之
薯
に
つ
い
て
｣

配
骨
経
勝
敗
畢

1
七
の
六
,
昭
二
六
･.
≡

)
に
も
関
連
す
る
｡
栗
原
氏
は
三
代

の
菅
か
ら
漢
代
の
封
欝
之
菅
に
重
な
ま
で
､
菅
に
は
封
等
の
約
信
の
要
素
が
み

ら
れ
ず
､
そ
れ
は
上
か
ら
の
茎

l晶

令
の
性
質
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
'
仁

井
田
氏
の
見
解
を
補
強
し
て
い
る
｡

.

こ
の
論
争
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
'
今
後
の

究
明
に

ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
､

し
か
し
そ
の
究
極
的
解
決
は
､
か
か
る
人
的
結
合
或
は
支
配
関
係
及
び
そ
の
撃

化
が
､
い
か
な
る
基
贋
の
上
に
立
っ
て
い
る
.&
を
見
極
め
ず
に
は
期
待
出
来
な

い
で
あ
ろ
-
｡
そ
の
意
味
で
'
血
縁
宗
族
的
な
性
格
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
周
代

融
合
が
再
び
執
り
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
見
好
氏
の
周
代
紋
倉
に
封
す
る
払

超
は
､
言
-
迄
も
な
く
ク
ー
フ
ソ
ヂ
ュ
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
大
き
-
支
え
ら
れ
て

い
る
｡
た
と
え
ば
昭
和
二
十
三
年
に
事

か
れ

た

｢
ウ
エ
ー
バ
ー

の
儒
教
観
｣

(東
洋
文
化
七
､
昭
二
六
･
1
0
)
は
､
｢孔
子
｣
の
前
提
的
研
究
を
な
す
も
の
と

言
え
る
O
氏
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
従
っ
て
､
儒
教
を
支
え
る
中
国
社
合
の
構
造
を
'

前
近
代
的
な
家
長
制
､
更
に
は
家
産
制
と
し
で
現
わ
れ
る
停
統
的
支
配
の
諸
塾

と
し
て
と
ら
え
る
｡
従
っ
て
放
以
後
の
紅
倉
は
E

停
銃
的
支
配
に
摩
す
る
諸
肇

塗

(
中
央
集
権
的
な
家
産
官
僚
制

-
封
建
制
度

-
家
産
官
僚
制

1
地
方

分
種
的
な
身
分
朝
家
産
制
-
-
-
･)
由

の
不
断
の
東
春
と
動
拓
と
し
て
把
奄
さ

れ
る

(但
し
､
こ
の
封
建
制
倭
と
は
荘
園
卿

･
農
奴
制
に
基
-
も
の
を
直
接
さ

1

す
の
で
な
-
'
氏
族
の
魁
背
を
完
全
に
破
砕
し
て
い
な

い
世
襲
カ
リ
ス
マ
的
封

建
制

･
西
洋
中
世
Ⅶ
レ
ー

ニ
ン
封
建
制
･
家
産
官
僚
制
の
経
済
的
地
盤
と
し
て

の
俸
蔵
園
家
1-
フ
リ
ユ
,T,j
ア
封
建
制
等
の
概
念
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
り
'
春

歌
中
期
に
芽
生
え
て
-
る
中
園
封
建
絢
家
は
'
レ
ー
ニ
ン
期
を
主
要
な
型
と
す

＼rJ･r-.

る
)｡
け
れ
ど
も
'
停
銃
的
支
配
も
亦
支
配
で
あ
る
限
り
､

か
か
る
支
配
の
諸
ーヽ

異
型
を
買
付
け
る
権
力
の
問
題
を
無
税
す
る
こ
と
は
出
禿
な
い
｡
停
統
は
'
そ

れ
自
体
権
力
の
根
源
で
は
な
い
の
で
'
権
力
の
税
源
と
本
質
は
'
横
力
も
含
め

て
全
政
治
機
構
が
立
っ
て
い
る
融
合
的
基
盤
卜

物
質
的

･
敵
級
的
基
盤

-

の
中
に
求
め
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
海
い
.
階
級
社
食
に
お
け
る
基
本
的
封
立
の
在
り

方
が
横
力
の
本
質
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
､
し
か
も
基
本
的
封
立
を
取
巻
-

歴
史
的
諸
族
件
に
封
臆
し
て
､

一
定
の
支
配
の
型
や
政
治
機
構
が
要
求
さ
れ
る

の
で
あ
る
｡
か
か
る
証
合
的
基
盤
の
撃
化
を
ぬ
き
に
し
て
'
支
配
の
塾
の
轡
化

を
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
髄
で
あ
り
'
し
か
も
そ
れ
は
単
な
る
轡
化
で
は
な
く

生
産
力
の
聾
霞
に
草
見
ら
れ
た
階
級
闘
争
の
激
化

(
た
え
ず
支
配
確
カ
を
お
し

か
え
し
'
自
ら
を
成
長
せ
し
め
る
と
同
時
に
'
支
配
捲
カ
の
在
り
方
も
轡
化
せ

69
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し
め
る
)
に
常
傭
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
支
配
諸
類
型
も
'
た
と
え
外

見
的
に
は
停
滞
的

･
循
環
的
交
替
と
見
え
よ
ぎ
と
も
､
常
に
新
た
な
帽
級
的
要

求
に
基
い
て
新
た
な
内
容
と
機
能
を
以
て
現
わ
れ
る
の
だ
と
思
-
｡
こ
の
こ
と

は
支
配
権
力
を
超
時
代
的

･
超
階
級
的
な
も
の
に
粉
飾
す
る
停
銃
的
支
配
の
役

割
を
無
税
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
｡

■

諸
侯

(
た
と
え
ば
魯
公
)
は
宗
廟
の
主
た
る
と
同
時
に
､
紀
和
の
主
と
し
て

侯
国
の
民
の
前
に
立
ち
､
周
王
室
は
最
高
の
象
廟
主

(最
高
の
慶
長
)
と
し
て

全
人
民
の
上
に
君
臨
し
た
.
し
か
し
宮
崎
市
定
氏

の静
稿

(｢古
代
支
那
賦
税

制
度
｣
史
林

1
八
の
二
･三
･四
､
昭
八
)
と
合
せ
て
'
こ
の
見
嫁
氏
の
研
究
を

通
讃
す
れ
ば
わ
か
る
よ
-
に
､
事
貿
周
の
支
配
氏
族
員
は
'
被
征
服
民
を
人
間

-1
勢
働
力
そ
の
も
の
と
し
て
所
有
し
支
配
し
て
.い
る
O
そ
の
意
味
で
周
王
朝
は
'

端
緒
的
な
奴
瓢
制
国
家
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
.
た
だ
そ
れ
は
血
縁

的
な
氏
族
共
同
体
の
残
存
の
上
に
成
立
し
て
43

る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
周
王
朝

の
崩
壊
か
ら
秦
漠
帝
国
の
成
立
へ
と
微
動
す
る
証
昏
襲
展
の
基
軸
は
'
何
よ
り

も
先
ず
こ
の
血
縁
的
な
氏
族
共
同
体
の
分
解
過
程
の
中
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
-
｡
し
か
も
そ
れ
は
'
決
し
て
を
配
の
塾
と
し
て
の
家
父
長
制

1
般

で
覆
い
つ
-
す
こ
と
の
出
来
な
い
'
ヴ
ィ
ヴ
ィ

ッ
ド
な
激
動
期
を
畏
関
し
て
く

る
の
で
あ
る
｡

.

地
縁
性
の
深
ま
り

(す
で
に
祭
柁
共
同
体
の
形
成
そ
の
.も
の
が
'
そ
の
表
現

で
あ
る
)
と
共
に
､
被
征
服
民
搾
額
の
上
に
立

つ
支
配
氏
族
の
内
部
で
は
､
貴

族
は
奴
犠
所
有
者
と
し
て
現
わ
れ
始
め
'
政
治
的
特
権
を
摘
占
す
る
こ
と
に
J

っ
て
､
平
民
と
の
分
化
を
ま
す
ま
す
顛
在
化
し
'
身
分
的
差
別
を
階
級
支
配
に

特
化
し
っ
~つ
あ
っ
た
｡
税
制
の
襲
化
に
闇
す
る
宮
崎
氏
の
指
摘
､
最
下
級
貴
族

た
る
士
か
ら
始
ま
る
周
的
秩
序
の
素
敵
'
孔
子
の
啓
蒙
主
義
に
つ
な
が
る
邸
の

子
産
の
合
理
主
義
と
そ
の
政
治
､
酉
嶋
氏
が
指
摘
さ
れ
た
郡

･
擬
制
の
成
立
等

tは
､
.か
か
る
轡
劫
の
1
項
と
も
て
考
え
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
共
同
体
の
分
解
過
程
l

か
･?
秦
漠
帝
国
の
成
立
を
究
明
し
ょ
-
と
し
た
の
が
西
嶋
定
生
民
で
あ
っ
た
O

(｢園
家
樺
カ
の
諸
段
階
｣
歴
史
畢
研
究
骨

l
九
五
〇
年
度
犬
歯
報
骨
)｡
職
製

農
具
の
振
田

･
平
群
と
結
び
つ
い
た
草
地
遵
法
の
成
立
を
契
機
と
し
て
生
産
力

の
守
屋
が
促
さ
れ
､
そ
れ
が
共
同
体
の
分
解
を
激
化
せ
も
め
て
､

1
万
で
は
家

父
長
的
土
地
所
有
者
が
､
他
方
で
は
劣
敗
者
が
生
み
出
さ
れ
る
｡
豪
族
と
は
'

か
か
る
劣
敗
者
を
家
内
奴
練
或
は
擬
制
的
家
族
員
と
し
て
吸
収
し
っ
つ
成
立
す

る
'
家
父
長
的
家
内
奴
欽
所
有
者
の
同
族
的
結
合
体
に
他
な
ら
な
い
｡
索
漠
帝

国
の
成
立
を
'
こ
の
豪
族
集
輿
的
原
理
の
襲
尿
を
基
軸
と
し
て
考
え
よ
-
と
い
.

-
の
が
氏
の
見
解
で
あ
っ
た
0
億
が
こ
の
家
父
長
的
土
地
所
有
の
成
立
と
襲
展

を
究
明
さ
れ
た
研
究

(｢薬
代
の
土
地
所
有
制

-
特
に
名
田
と
占
田
に
つ
い

て
-

｣
史
畢
雑
誌
五
八
の
7
)
ノほ
'
最
近
卒
中
苓
次
氏
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ

汁

(｢漠
代
の
い
わ
ゆ
る
名
田
･
畠
田
に
裁
い
て
｣
和
田
諭
葦
人
格
稀
)
昭
二
六
'

二

､
｢秦
代
土
地
制
度
の
1
考
魔
-

1･･
名
.円
宅
に

つ
い
て

-
｣
立
命
館
文

革
七
九
㌧.
昭
二
六
･九
).
氏
の
論
鞄
は
､

名
は
1
定
の
名
儀
に
蹄
屡
さ
せ
る
意

の
∵
占
は
排
他
的
に
占
有
す
る
意
の
動
詞
で
あ
っ
て
､
名
田

･
占
田
は
特
定
の

歴
史
的
性
格
を
も
っ
た
所
有
地
の
名
辞
で
は
な
い
と
い
-
鮎
に
あ
る
｡
文
民
に

よ
れ
ば
'
商
軟
の
撃
草
の
-
ち

｢開
軒
桁
｣
(孝
介
十
二
年
)
は
'
度
量
衡

･
物

債
'
特
に
税
法
の
そ
れ
と
封
癒
し
た
土
地
の
数
量
的
匪
劃
整
理
で
あ
り
'
そ
れ

は
軍
功

･
爵
位
を
基
準
と
し
て
田
宅
臣
妾
衣
服
を

｢名
｣
=
蹄
展
-
保
有
さ
せ

る
制
度
改
革

(孝
公
元
年
又
は
三
年
)
に
連
る
も
の
で
あ
る
.
こ
の
大
土
地
保

有
制
の
創
始

-
更
に
は
私
的
所
有
木
の
塗
炭
I

が
'
税
法
や
土
地
の
劃

1

整
理
の
歴
史
的
前
損
を
な
し
た
｡
従
っ
て
関
野
階
は
井
田
制
の
破
壊
を
意
味
せ

ず
'
名
田
宅
は
通
説
た
る
限
田
'
或
は
西
嶋
氏
の
い
-
国
家
の
私
的
所
有
地
散

策
を
意
味
し
な
い
O
阪
田
を
必
要
と
す
る
よ
-
な
土
地
私
有

･
覚
賢

･
食
併
ほ
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常
時
に
あ
っ
て
ほ
考
え
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
O
こ
の
見
解
は
戦
隣
時
代
､
特
に
.

,秦
の
究
明
に
潜
っ
て
霊
夢
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
が
'
常
時
の
大
小
家
父
長

制
家
族
の
成
立

(南
欧
の
家
族
制
度
の
規
定
に
つ
い
て
､
西
嶋
氏
は
こ
れ
を
三

族
刊
家
族
と
し
､
卒
中
氏
は
畢
婚
家
族
と
さ
れ
る
)'
私
的
土
地
所
有
の
草
炭
'

商
軟
の
轡
革
に
伴
-
周
的
秩
序
の
崩
壊
等
が
､
′全
体
的
な
統

一
さ
れ
た
硯
野
の
.

下
に
､
更
に
具
体
的
に
究
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
｡
常
時
の
農
業
生
産

(特
に
草
地
鹿
渡
)
や
鍔
器
使
用
に
つ
い
て
も
､
天
野
元
之
助
民
の
見
解
や
､
関

野
堆
氏
の
研
究

(｢
中
軸
初
期
蛾
舘
文
北
の
｣
考
察
-

銅
銭
通
産
期
の
解
明

に
寄
せ
て
ー

｣
敗
軍
雑
誌
六
〇
の
1
0
'･
昭
二
六
､
7
0
)
が
注
目
さ
れ
る
｡

困
難
な
こ
の
時
代
の
研
究
は
ま
だ
具
体
的
な
面
で
多
く
の
問
題
を
筏
し
て
い
る
｡

周
王
朝
の
崩
壊
過
程
に
あ
っ
て
'
共
同
体
的
な
枠
と
規
制
は
根
強
-
働
き
(
そ

れ
を
維
持
し
て
､
自
己
め
存
横
を
は
か
ろ
-
と
す
る
支
配
階
級
の
動
き
も
あ
っ

Lil
に
違
い
な
い
.

1
万
鬼
塚
氏
が
費
族
層
の
寡
頭
政
治
や
下
起
上
的
学
園
と
し

て
描
か
れ
た
如
く

そ
れ
を
打
破
ろ
-
と
す
る
動
き
は
､
古
い
秩
序
に
立
場
を

●

お
-
､
上
か
ら
の
動
き
と
し
て
も
あ
っ
た
｡
し
か
も
そ
れ
は
､
慮

れ
る
地
盤
と′

組
織
の
上
に
立
っ
て
周
的
支
配
を
配
し
よ
-
と
す
る
､
下
か
ら
の
'
い
わ
ば
共

同
体
の
わ
れ
目
か
ら
成
長
し
て
行
-
農
民
層
や
豪
族
暦
の
動
き
と
無
閲
係
で
は
.

あ
り
得
な
い
｡
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
複
雑
な
か
ら
み
あ
い
と
周
雫
の
中
に
'
貫

徹
さ
れ
て
い
-
豪
族
的
支
配
の
論
理
が
あ
り
'
そ
の
具
体
的
な
究
明
な
し
に
は

秦
漢
帝
国
の
成
立
と
本
質
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
思
-
.

×

×

×

×

民
間
か
ら
夢
兵
し
た
漠
高
組
の
集
圏
に
､
家
父
長
制
的
家
内
奴
隷
所
有
者
た

る
豪
族
的
構
造
を
見
た
西
嶋
氏
は
､
｢封
療
制
｣を
復
活
し
た
初
期
瑛
帝
国
の
構

造
も
'
そ
の
損
確
に
他
な
ら
斡
こ
と
を
論
琵
さ
れ
た

(｢
中
崩
苗
代
帝
圃
成
立

の
7
考
察
｣
歴
史
畢
研
究

1
四
.1
､
昭
二
四
･九
)
.
前
掲
の
大
骨
報
告
で
は
'

戦
国
の
耶
麻
制
に
お
け
る
諸
侯
と
官
僚
と
の
間
の
家
父
長
的
関
係
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
｡
豪
族
が
努
働
奴
隷
制
へ
の
傾
斜
を
も
ち
乍
ら
'
家
内
奴
隷
制
の
外
延

に
小
作
制
を
形
成
す
る
よ
-
な
塾
で
し
か
貫
徹
し
て
い
け
な
か
っ
た
の
は
､
盆

-●＼

産
力
護
畏

-
共
同
体
の
分
解
の
し
か
た
の
不
均
等
性
と
'
小
県
民
暦
の
も
つ

共
同
体
的
遺
制
に
よ
る
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
漠
帝
国
の
家
父
長
的
仕

掛
は
､
政
治
形
態
や
支
配
の
型
華

社
食
の
襲
展
段
帽
と
そ
の
歴
史
的
諸
膝
件

滋
照
鷹
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
元
し
て
い
る
｡
だ
が
'
帝
室
が
豪
族
的
性
格

を
も
っ
て
い
た
と
い
-
jJ
と
は
､
そ
れ
だ
け
で
瑛
王
朝
が
国
家
権
力
七
七
て
存

壊
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
琵
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
-
か
O
こ
の
よ
-
に
帝
室
と

豪
族
を
同
次
元
的
に
と
ら
え
る
と
､
地
方
豪
族
の
撞
頭
に
伴
っ
て
生
ず
る
両
者

の
封
立
関
係
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
､
古
代
国
家
と
し
て
漢
帝
国
が
嘗
然

に
も
つ
て
い
た
他
の
1.両
'
即
ち
デ
ス
ポ
テ
ィ

ッ
ク
な
樺
力
構
造
が
軽
親
ぶ
れ

る
傾
き
を
も
つ

(
こ
.の
乞
iJ
は
西
嶋
氏
も
自
己
批
判
4,,.れ
て
い
る
｡
｢
中
観
古

代
史
の
理
解
に
つ
JL
て
｣
慶
攻
畢
研
究

三

二
'
撃

二
八
･
七
)O
事
賛
嘆
帝
国

は
成
立
常
初
か
ら
か
か
る
方
向
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
韓
代
の

｢封

建
制
｣
を
分
析
し
っ
つ
､
庵

方
豪
族
の
連
頭
に
封
魔
し
て
'
景
帝

･
武
帝
の
時

代
に
･

'
官
僚
制
の
整
備
と
帝
樺
の
晶
轟
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
が
､

五
井
直
弘
氏
の
研
究
で
あ
っ
た

(｢
中
観
音
付
帝
閲
の
1
性
格
｣
歴
史
畢
研
究

1
′四
大
､
昭
二
亨

七
)｡
武
帝
の
時
代
前
後
を
境
と
L
tP

｢封
建
制
｣を
お
し

の
け
て
官
僚
制
が
出
て
く
る
背
後
に
は
､
常
然
共
同
体
的
遺
制
を
も
つ
地
方
か

ら
'
そ
れ
を
打
破
っ
て
出
て
く
る
地
方
豪
族
の
働
き

(
た
と
え
ば

｢塩
銀
鈴
｣

に
わ
い
て
地
方
選
出
の
畢
良
･
文
拳
の
徒
が
代
蹄
し
て
い
る
よ
う
な
)
が
考
え

ら
れ
ね
は
な
ら
や
い
｡
藻
王
室
は
克
大
な
直
轄
領
や
簡
望
財
産
を
掛
ち
､
莫
大

な
静
室
財
政
を
経
管
し
て
い
た
が
'
そ
れ
と
共
に
､
こ
れ
を
損
耗
と

lして
大
小

の
豪
族
を
官
僚
機
構
に
編
成
し
っ
つ
'
そ
の
解
手
ほ
自
然
村
落
を
も
と
と
も
て
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編
成
し
た
郷
里
制
に
迄
及
ぶ
卓

ノな
､
デ
ス
ポ
テ
ィ
ガ
ム
の
築
島
を
見
な
け
れ

∫

ば
な
ら
ぬ
と
息
-
｡
か
か
る
権
力
の
問
題
は
､
革
に
デ
ス
ポ
テ
ィ

ズ
ム
を
成
立

せ
し
め
る
籍
の
'
ア
ジ
ア
証
倉
の
特
殊
膝
件
を
構
造
的
に
究
明
す
る
と
い
う
に

止
ら
ず
､
TO
Aっ
と
立
入
っ
て
､
輿
え
ら
れ
た
膝
件
の
中
で
敵
封
し
結
合
す
る
杏

階
級
'
各
階
層
が
'
何
を
欲
し
何
を
苦
し
み
と
L
t
何
に
よ
っ
て
闘

つ
た
か

と
い
-
よ
-
な
､
主
体
的
な
動
き
の
中
か
ら
究
明
さ
れ
ね
は
な
ら
ぬ
と
属
-
0

一
言
に
し
て
亭

え
は
'
そ
れ
は
生
産
諸
関
係
と
基
太
的
な
対
立
関
係
を
ヴ
々
ヴ

ィ

ッ
ド
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
の
政
治
史
で
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
｡
そ
れ
な

く
し
て
は
特
に
史
料
の
稀
少
な
古
代
史
は
前
進
を
期
待
し
撞
い
で
あ
ろ
-
｡
こ

の
意
味
で
政
治
史
の
分
層
に
研
究
が
少
な
い
こ
と
.は
さ
び
し
い

(昨
年
度
に
は

布
目
潮
湛
氏
の

｢
呉
港
七
観
の
胤
の
背
景
｣
和
田
論
叢
が
あ
る
)｡

そ
の
他
絵

●

本
菩
海
氏
の
扱
わ
れ
た
郷
里
制

(｢秦
漢
時
代
に
わ
け
る
村
落
組
織
の
編
成
方

法
に
つ
い
て
｣
和
田
論
叢
)
は
霊
夢
な
問
題
で
あ
る
が
､
疑
問
も
多
く
今
後
の

研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
o
噂
淵
龍
夫
氏
の
研
究

(｢漠
代
に
お
け
る
民
間

秩
序
の
構
造
と
任
侠
的
習
俗
｣

1
橋
論
叢
二
六
の
五
､

昭
二
六
･
二

)
は
､

常
時
の
証
合
の
具
体
的
な
生
晴
内
容
と
秩
序
を
'
犀
的
秩
序
の
崩
壊
に
代
っ
て

形
成
さ
れ
て
-
る

T
薄
供
｣
の
人
的
結
合
関
係
々
手
掛
り
に
探
ろ
LET
と
さ
れ
た

も
の
で
あ
や
'
民
間
に
お
け
る
武
力
的
構
成
=
豪
侠
集
輿
と
'
そ
の
パ
･L
リ
ア

ル
カ
ー
ル
な
支
配
株
屠
関
係
が
内
面
的
に
は

｢任
侠
j

の
気
風
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
た
と
い
-
指
摘
は
注
目
さ
れ
る
｡
け
れ
ど
も
劉
邦
の
農
園
を
は
じ
め

と
し
て
'
特
に
漠
代
史
籍
に
見
え
る

｢豪
侠
｣
(
そ
れ
は
普
通
豪
族
と
解
さ
れ

て
い
る
)
の
絶
て
が
､
か
か
る
任
侠
的
習
俗
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
｡
問
題
は
客
の
歴
史
的
性
格
'
特
に
豪
供
と
客
と
の
関
係
､
豪
供
と
図

■

象
種
力
と
の
関
係
に
あ
る
｡
そ
れ
は
豪
供
の
落
供
的
側
面
に
の
み
焦
鮎
を
合
せ

て
い
て
は
説
明
で
き
ぬ
量
要
な
面
が
多
々
あ
る
で
あ
ろ
-
｡
な
お
中
国
古
代
証

合
は
普
通
封
鎖
的
な
桑
村
社
食
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
'
こ
れ
に

反
封
し
て
､
敬
図

-
秦
瑛
穐
代
'
所
謂

｢
五
口
の
家
｣
の
嚢
民
経
済
へ
の
貨
幣

経
済
の
浸
透
､
及
び
河
東
か
ら
山
東
を
中
心
と
し
た
交
換
経
済
と
分
業
の
展
開

を
指
摘
し
た
の
が
牧
野
巽
氏
の
研
究

(.r
中
潤
古
代
家
族
は
.経
済
的
自
給
自
足

体
に
非
ず
｣
敢
倉
科
拳
評
論
五
､
昭
二
五
･
二
)

で
あ
っ
た
.
こ
の
論
文
を
う

け
て
'
昔
時
の
中
国
を
中
心
と
す
る
経
済
圏
の
成
立
-

商
品
経
済
の
車
馬
を

背
景
に
､
漢
代
の
都
市
を
研
究
し
た
の
が
宇
都
宮
清
書
氏

(｢西
葵
時
代
-
鹿

元
前
二
世
紀
聞
-
の
都
市
に
つ
い
て
｣
東
方
単
二
､
昭
≡
ハ
･
八
)
で
あ
り
､

/

.

曾
我
部
群
雄
氏
の
研
究

(LrJ中
歯
古
代
の
市
に
つ
い
て
｣
東
方
撃

こ
､
昭
二
七
･

7
)
に
も
閲
蓮
す
る
｡
宇
都
宮
氏
は
多
様
な
硯
勤
か
ち
商
品
経
済
と
都
市
の
様

態

(経
済
圏
の
内
容
'
交
通
路
､
大
都
市
の
分
布
､
人
口
'
周
連
地
域
と
の
関

係
､
そ
こ
に
昏
ま
れ
る
企
業
の
種
別

･
経
営

･
利
潤
'
住
民
の
諸
階
層
等
)
を

ユ
ニ
ー
ク
な
方
法
で
追
究
さ
れ
た
｡
個
々
の
事
象
の
理
解
の
し
か
た
や
'
史
記

或
は
屠
麺
漠
闇
を
も
と
と
し
た
数
字

･
統
計
的
操
作
に
ウ
い
て
は
若
干
疑
問
を

感
ず
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
､
牧
野

･
宇
都
宮
爾
氏
の
示
さ
れ

た
商
品
経
済
の
軍
馬
と
商
人
の
活
柊
は
軽
硯
で
き
ぬ
も
の
が
あ
る
｡
中
国
古
代

の
襲
展
が
､
私
た
ち
の
考
え
る
よ
り
造
か
に
多
様
で
あ
り
複
雄
で
あ
.O
た
こ
止

を
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
が
､
た
だ
こ
の
よ
-
な
商
品
経
済
及
び
都
市
の
性
格
を

基
本
的
に
ど
-
と
ら
え
る
か
は
な
お
問
題
で
あ
ろ
-
｡
い
1

換
え
れ
ば
､
そ
れ

が
生
産
諸
関
係
に
如
何
な
る
影
響
を
輿
え
た
か
､
中
国
社
合
の
基
底
に
あ
る
重

民
経
済

へ
の
浸
透
が
､
ど
の
範
囲
､
度
合
､
し
か
た
で
行
わ
れ
た
か
と
い
シ
軸

で
あ
る
｡
そ
れ
は
亦
､
商
品
経
済
を
支
え
る
生
産
諸
関
係
及
び
統
合
体
制
と
相

互
規
定
的
な
関
係
に
あ
る
の
･で
あ
り
'
そ
の
意
味
か
ら
､
演
武
帝
の
強
引
な
諸
.

政
策
が
､
昔
時
の
商
業
資
本
の
急
速
な
没
落
を
も
た
ら
し
た
上
い
-
こ
と
は
'

′

潔
-
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ね
こ
ど
だ
と
考
え
る
.
更
に
.こ
の
鞄
と
も
関
連
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す
る
が
'
西
村
元
佑
氏
は
漠
代
に
お
け
る
国
家
的
収
額
の
湖
南
-
霊
喪
的
性
格

を
指
摘
さ
れ
た

(｢漠
代
農
村
敢
骨
と
蔑
農
課
税
｣
鞄
谷
史
壇
l三
ハ
'
昭
二
七
･､

二
.
な
わ
同
誌
に
は
'
漠
代
兵
制
に
お
け
る
材
官
や
騎
士
等
が
'
正
卒
と
直
別

さ
れ
る
職
業
軍
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
稽
摘
さ
れ
た
大
庭
借
氏
の

｢材
官
故
｣
も

あ
る
)
｡
西
村
氏
の
論
報
は
'
没
落
の
激
化
す
る
中
に
あ
っ
て
申
嚢
的
地
位
を
維

持
し
て
い
け
る
の
は
主
と
し
て
豪
族
の
子
孫
達
で
あ
っ
た
か
ら
､
轟
村
政
合
の

存
続
は
豪
族
を
前
境
と
し
て
お
り
t
か
-
て
中
嚢
層
は

1
般
的
な
も

の
か
ら

｢豪
族
の
三
野

と
し
て
の
そ
れ
に
輯
移
し
て
行
-
と
い
-
鮎
に
あ
る
｡
こ
の

論
の
前
損
に
な
っ
て
い
る
の
ほ
'
前
浜
時
代
の
豪
族
を
濯
概

･
喪
具

･
開
墾
な
､

ど
の
面
で
農
村
社
食
の
指
導
者
と
み
る
所
に
あ
る
｡
け
れ
ど
も
中
貧
農
層
は
か

く
も
簡
単
に
汲
落
し
､
或.
ほ
豪
族
に
つ
か
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
.

国
家
樺
カ
に
結
び
つ
き
､
賓
客
や
奴
株
を
武
力
と
し
て
村
落
を
制
堅
す
む
豪
族

と
'
草
深
い
桑
村
の
こ
こ
そ
こ
に
成
長
し
て
乗
る
土
豪
的
存
在

(
そ
れ
.は
塾
巌

の
方
舟
と
し
て
は
'
豪
族
甘
な
も
の
を
指
向
L
で,.L
て
も
)
は
'
区
別
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡
農
民
た
ち
に
は
ま
だ
彼
ら
自
身
の
共
同
体

的
な
組
織
が
.あ
り
､
土
豪
暦
は

｢衆
民
の
師
｣
と
い
わ
れ
た
父
老
や
三
老
と
い

-
形
で
こ
れ
と
結
合
し
て
い
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
O
父
老
や
三
老
ほ
郷
里
制

を
通
じ
て
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ふ
と
も
結
び
つ
い
て
行
-
が
､

一
方
で
は
共
同
体
的

秩
序
に
足
場
を
お
き
'
重
民
層
の
頂
鞄
に
立

P
て
'
彼
ら
の
意
志
を
表
現
す
る
O

こ
の
よ
-
な
動
揺
す
る
立
場
に
あ
る
土
豪
層
の
動
き
を
､
後
漢
王
朝
成
立
期
の

動
乱
の
中
に
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ぢ
-
か
｡
こ
れ
は

1
倍
の
試
論
に
過
ぎ

な
い
の
で
'
な
お
よ
-
考
え
て
見
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
O
た
だ
西
村
氏
に
限
ら

ず

l
概
に
豪
族
と
貰
う
け
れ
ど
も
へ
そ
れ
は
構
魔
的
草
屋
と
地
域
的
偏
差
を
も′-

つ
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
は
搾
覇
に
抵
抗
し
っ
つ
一
歩

一
歩
猫
立
性
を
晶
め
て
行

こ
-
と
す
る
轟
民
層
の
た
た
か
い
の
中
で
'
そ
の
血
縁
駒
な
紐
帯
'
村
落
内
に

か

け
る
療
琴

異
っ
た
い
ろ
い
ろ
の
階
級
的
要
求
.の
如
何
に
よ
り.
セ
複
軌
な
軌

き
を
示
す
筈
で
あ
る
?

困
難
で
は
あ
っ
て
も
へ
そ
こ
ま
で
研
究
を
深
め
て
行
か

ね
ば
な
ら
な
い
め
で
は
な
か
ろ
-
か
｡
こ
れ
が
先
に
の
べ
た
政
治
史
へ
の
要
請

な
の
で
あ
る
｡×

×

･×

×

以
上
に
の
べ
た
こ
i
)は
､
後
漢
帝
国
の
問
題
に
直
結
す
る
｡
西
嶋
氏
は
大
食

報
告
の
あ
と
の
討
論
の
所
で
'
報
告
が
国
家
と
豪
族
と
の
封
立
関
係
を
強
調
し

∫

･た
こ
と
に
つ
い
て
'
こ
の
対
立
関
係
は
決
し
て
基
本
的
な
関
係
で
は
な
く
'
そ

れ
は
豪
族
に
封
す
る
家
内
奴
轍
､
及
び
共
同
体
的
な
小
農
民
の
抗
零
と
い
-
基

本
的
封
立
を
基
盤
に
し
て
'
そ
の
上
に
二
次
的
三
次
的
に
派
生
す
る
も
の
だ
と

補

正
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
全
-
正
し
い
と
恩
-
O
,た
だ
あ
の
場
合
に
関

す
る
限
り
､
亘

れ
基
本
的
な
抗
争
関
係
が
'
主
と
し
て
奴
韓
所
有
者
的
支
配
の

貫
徹
を
阻
む
と
い
-
両
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

そ
の
籍
に
小
嚢
民
暦
を
家
内
奴
轍
所
有
者
的
支
配
の
も
と
に
む
つ
国
家
と
豪
族

と
は
'
依
然
と
七
て
同

一
性
柊
の
も
の
と
軍
灯
ら
れ
'
雨
着
の
童
展
が
明
か
に

さ
れ
て
い
な
い
｡
従
っ
て
後
漠
帝
国
の
成
立
は
､
国
家
樺
力
封
豪
族
権
力
の
相

超
～
後
者
の
勝
利
と
し
て
把
蓮
さ
れ
る
の
で
あ
る
.
だ
が
常
時
の
基
木
的
封

立
の
あ
ら
わ
れ
は
､
嘗
然
に
か
か
る
滑
極
的
な
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
O

外
見
的
に
は
そ
-
見
え
で
も
'
小
嚢
民
暦
は
分
解
過
程
の
中
で
'
極
め
て
漸
題

的
で
は
あ
る
が
掲
立
性
を
か
ち
と
ろ
-
と
つ
と
め
､
奴
織
も
ま
た
逃
散
な
ど
の

形
で
'
豪
族
的
支
配
の
基
盤
を
ゆ
る
が
す
方
向
に
む
か
つ
て
お
り
､
山
東
か
ら

長
安
に
長
駆
し
て
割
玄
の
勢
力
を
お
し
つ
ぶ
し
た
赤
眉
の
反
乱
は
'
い
ろ
い
ろ

な
歴
史
的
制
約
性
を
も
ち
な
が
ら
'
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
高
ま
り
を
端
的
に
示

す
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
豪
族
暦
は
か
か
か
状
勢
と
の
覇
撃
を
通
じ
て

襲
戻
し
て
行
っ
た
の
で
あ
i
･
そ
れ
は
豪
族
の
奴
致

.
制
支
配
の
璽

読

禦
化
に
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も
封
歴
す
る
も
の
凄

ノ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
-
に
考
え
な
い
と
､
後

漠
成
立
期
に
お
け
る
豪
族
の
進
出
を
説
明
す
る
,,'A
)(
+j

出
来
な
い
o
L
か
も
か
)

か
る
豪
族
の
車
展
は
'
小
農
民
.･
奴
敦
の
洗
挙
の
上
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
､
内
部
的
矛
盾
と
不
安
定
性
も
増
大
し
て
い
た
に
違
い
な
い
｡
そ
こ
に
デ

ー
ス
ポ
テ
ィ

ズ
ム
梓
カ
と
の
結
合
が
考
え
ら
れ
る
｡
事
鷺
､
後
漢
帝
国
が
強
力
な

地
方
勢
カ
を
も
つ
大
豪
族
を
も
蹄
服
せ
し
め
≠
つ
､
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ふ
と

.
し
て

成
立
し
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
｡
後
漢
時
代
が
豪
族
の
進
出
'
大
土
地
所
有
の
･

草
炭
と
限
田
政
策
､
と
い
っ
た
蝕
で
割
切
ら
れ
'
中
国
古
代
国
家
の
護
霞
と
い

-
観
戦
か
ら
問
題
を
深
め
て
行
-
面
が
乏
し
い
の
は
残
念
に
恩
-
｡
岡
本
三
郎

氏
が
ド
ウ
ー

マ
ン
の
見
解
に
よ
ね
ち

つ
'
後
漠
か
ら
三
国

へ
の
痔
換
に
古
代

-

中
世
の
襲
革
を
見
よ
-
と
さ
れ

(｢
中
観
に
働
け
る
古
代
の
成
立
と
崩
懐
に
つ

い
て
の
一
考
察
｣
歴
史
畢
研
究

1
五
〇
'
昭
≡
付
圭

)
､.西
嶋
定
生
民
の
反
駁

(｢
中
岡
古
代
史
の
理
解
に
つ
い
て
｣
同

一
五
二
'
昭
二
六
･
七
)
を
み
た
こ
と

は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
iL,O
こ
の
論
雫
は
岡
本
氏
が
具
体
的
な
展
開
を
見
せ
て

お
ら
れ
ぬ
の
で
大
問
題
の
ま
官
お
か
れ
て
い
る
が
､
こ
の
廃
決
も
.1
に
後
漢
豪

族
の
分
析
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
三
国
以
後
の
理

解
の
馬
に
も
是
非
必
要
な
の
で
あ
る
｡

一
一

な
お
､..蔑
業
の
面
で
は
'
西
鳩
定
生
民
の
研
究

(｢
火
耕
水
醇
に
つ
い
て
｣和

田
論
叢
)
と
天
野
元
之
助
氏
の
異
論

(｢
火
薪
水
蕗
の
顛
｣
兜
草
薙
誌
六
†

の

四
､
昭
二
六
･周
)
が
あ
り
｣
又
佐
藤
長
氏

(｢
古
代
シ
ナ
の
農
薬
と
社
食
｣
研

究

1
'

昭
二
jTt
･
〓
1)
が
あ
る
.
氏
は
清
算
さ
る
べ
き
前
近
代
的
な
も
の
を
､

奴
橡
制

･
封
魔
制
と
い
-
よ
り
家
族
制
度
に
求
め
､
そ
こ
か
ら
生
産
力
草
炭
読

＼

を
批
判
さ
れ
た
｡
葦
北
典
業
の
特
殊
性
と
生
産
力
の
低
劣
さ
が
'
小
家
族
経
営

を
常
に
再
生
産
し
､
他
方
で
は
階
級
関
係
の
未
成
熟
を
蘭
し
た
と
さ
れ
る
｡
家

族
の
問
題
は
霊
夢
で
あ
る
が
'
寧
ろ
家
父
長
的
支
配
こ
そ
'
現
鷺
の
し
か
も
雁

え
ず
克
服
さ
れ
い
-
生
産
関
係
･
諸
階
級
の
基
本
的
対
立
が
つ
く
り
出
も
'
且

っ
存
在
し
た
場
な
の
で
ぁ
り
'
文
国
家
硬
カ
と
結
合
し
た
地
主

(非
歴
史
的
範

噂
だ
と
思
う
)
の
搾
取
も
か
か
る
封
立
関
係
か
ら
要
請
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
｡

そ
れ
は
生
産
力
の
低
さ
と
職
級
施
係
の
未
成
熟
さ
の
表
現
で
服
な
い
.
畢
な
る

生
産
力
説
は
既
に
克
服
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
批
判
と
王
朝
交
替
q
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
'
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
｣
ゲ
ル
批
判
の
某
が
え
し
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
よ
う
に

忠
-
0

×

×
′

×
､

.
Ix

黄
巾
の
乱

･
後
湊
帝
国
の
崩
壊
か
ら
三
園

･
西
晋
に
至
る
動
嵐
期
は
'
農
民

集
圏

･
大
小
豪
族
暦

･
各
地
の
地
方
政
権
等
の
複
社
な
動
き
を
分
析
し
な
け
れ

ば
､
適
確
に
つ
か
め
な
い
難
解
な
様
相
を
垂
し
て
い
る
O
こ
の
場
合
､
地
域
性

の
問
題
が
特
に
霊
賓
で
あ
り
､
困
難
な
多
Y
の
問
題
が
轟
さ
れ
て
い
る
が
'
特

に
習
現
政
権
の
性
格
と
屯
田
の
問
題
､
直
接
生
産
者
と
し
て
史
撃
に
見
え
は
じ

め
る
部
曲

･､
衣
食
客

･
佃
客
の
関
東
､
豪
族
及
び
同
宗
的
結
合
を
中
核
と
す
る

行
主
･
嶋
主
の
集
圏
の
性
格
の
問
題
な
ど
が
陸
意
さ
れ
ね
は
な
ら
ぬ
｡

ヽ

晋
代
に
入
っ
て
､
具
体
的
な
政
治
過
程
を
放
り
た
も
の
に
越
智
重
明
氏
の
研

究

(｢東
晋
成
耳
に
至
る
過
程
に
就
い
て
｣
東
洋
畢
報
三
三
の
四
㌧
五
､
昭
二
六
･

1
0
)
が
あ
る
｡
問
題
は
東
晋
成
立
の
基
礎
を
な
し
た
司
馬
香
れ
江
南
豪
族
に

封
す
る
懐
撫
策
に
あ
ろ
-
.
そ
れ
が
何
故
成
功
し
得
た
か
｡
優
勢
を
保
つ
江
南

豪
族
､
そ
の
代
表
的
な
紀
睦
の
と
っ
た
東
晋
王
朝
成
立
に
封
す
る
強
い
勧
進
の

態
度
は
何
を
意
味
す
る
か
｡
こ
れ
は
南
朝
政
権
の
性
格
を
と
-
鏡
と
も
な
り
'

･今
後
の
更
な
る
究
明
に
期
待
し
た
い
o
L
も
か
-
こ
の
節
緒
は
普
通
大
朝
党
旗

制
紅
合
の
成
立
と
し
て
抱
起
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
南
朝
に
お
け
る
大
土
地
所
有
の
.

草
炭
の
上
に
築
か
れ
た
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
程
管
は
塵
奴
制
に
基
-
と
い
-
の

が
礎
来
か
ら
の
見
解
で
あ
っ
た
｡
け
れ
ど
も
常
時
の
奴
散
制
経
管
は
決
し
て
無
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現
出
兼
ず
'
し
か
も
薦
奴
的
だ
と
さ
れ
る
佃
等
で
さ
え

｢
主
家
の
戸
籍
に
注
記

せ
ら
れ
て
家
父
長
的
支
配
を
受
け
る
家
内
奴
隷
制
的
存
在
｣
(西
鴫
氏
｢
中
閉
古

代
史
の
理
解
に
つ
い
て
L
I

な
お
漠
代
の
客
と
の
相
連
に
注
意
き
れ
た

い

-

)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
を
考
え
る
と
'
こ
の
大
朝
貴
族
こ
そ
d
'
漢
代

豪
静
の
襲
畏
過
程
に
お
い
て
把
垣
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
-
｡
か
か
る
門
閥

貴
族
の
形
成

･
襲
民

･
襲
過
を
'
太
原
王
氏
を
手
掛
り
と
し
て
考
察
さ
れ
た
も

の
に
守
屋
美
都
雄
氏
の

｢
大
朝
門
閥
の
1
研
究
｣
(
日
本
出
版
協
同
'
昭
二
六
･

七
)
が
あ
る
｡
照
明
は
主
と
し
て
貴
族
の
政
治
的
融
合
的
な
様
態
に
あ
て
ら
れ
､

門
閥
制
か
ら
官
僚
制

へ
と
い
-
歴
史
的
推
移
を
､
か
か
る
様
態
の
襲
貌
の
中
に

見
よ
-
と
さ
れ
て
い
る
｡
大
朝
に
お
い
て
も
官
僚
と
し
て
の
地
位
が
'
貴
族
生

活
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
､
従
っ
て
亦
'
大
朝
か
ら
唐
-へ

の
推
移
が
'
王
権
と
貴
族
と
の
相
関
関
係
の
襲
化
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と

等
は
､
大
朝
の
王
権
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
-
上
に
考
え
ね
は
な
ら
ぬ
こ
と
で

′ぁ
る
が
'
た
だ
そ
の
よ
-
な
襲
化
は
､
支
配
階
級
内
部
の
自
己
連
動
と
い
-
面

に
鯛
鮎
を
局
限
し
て
は
正
し
-
理
解
で
き
な
い
と
思
-

(本
誌

二

の
四
に
紹

介

･
批
評
を
書
い
た
の
で
､
詳
-
は
そ
れ
に
承
り
た
い
)0

所
で
大
朝
貴
族
赦
脅
と
い
っ
て
も
'
北
朝
の
場
合
に
は
著
し
-
異
っ
た
様
相

を
量
し
て
い
る
｡
貴
族
層
を
足
場
に
し
つ
つ
も
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
機
構
を
強
化

し
た
唐
帝
国
が
'
均
田
潮
や
府
兵
制
に
強
-
特
徴
づ
け
ら
れ
て
.L
る
七
す
れ
ば
､

そ
の
系
譜
は
雷
-
迄
も
な
-
二
面

･.西
晋
か
ら
北
朝
に
求
め
な
-
て
は
な
ら
な

い
｡
そ
の
意
味
で
嘗
瓢
の
屯
田
-
西
晋
の
占
田
課
田
法
(特
に
後
者
)-
北
瓢
の

均
田
法
と
い
-
系
譜
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り

(宮
崎
市
定
氏

｢
晋
武
帝

の
声
調
式
｣
東
並
解
析
研
究

一
九
の
四
'
昭

二

)'

こ
の
場
合
屯
田
民
が
客

と
よ
ば
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
(
西
嶋
氏
前
掲
).
文
責
田
法
と
併
行
す
る
声

調
式
及
び
西
晋
の
郷
里
制
が
､
貿
歳
の
こ
と
収
さ
し
紅
き
法
令
の
も
つ
健
格
に

蕗

い
て
'
共
同
体
的
村
落
の
鍵
化
に
封
臆
し
た
国
家
擢
カ
の
轟
透
を
物
語
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
'
均
田
制
を
考
え
る
上
に
霊
夢
な
能
動
と
な
る
で
あ
ろ
-

(郷
の
教
化
を
司
り
自
治
梯
離
せ
代
表
す
る
三
党
の
退
化
と
史
籍
上
か
ら
の
滑

減
は
'
少
Y
と
も
'
三
薯
と
い
っ
た
形
で
は
も
は
や
慶
民
を
つ
か
め
な
-
な
っ

た
事
態
を
物
語
っ
て
い
る
.
こ
れ
に
封
し
て
部
個
か
～1.庖
命
さ
れ
る
有
倣
･
沓

夫
-

租
税

･
カ
役
･
裁
判
な
ど
鼻
民
支
配
の
基
本
的
部
分
を
受
持
つ
,L

Iの
重

展
と
官
僚
化
'
西
晋
に
わ
け
る
願
衝
の
塀
張
整
備
､
小
願
の
場
合
め
郷
に
封
す

る
直
接
支
配
'
郷
番
夫
の
裁
判
権
の
喪
失
'
湛
徴
の
駄
吏
化
'
か
か
る
諸
現
象

-が
,
針
離
村
落
を

1
定
の
額
準
戸
数
で
割
切
る
西
晋
の
郷
里
制
の
性
格
を
物
語

る
も
の
/4
)し
て
牲
目
さ
れ
る
｡
税
制
が
戸
を
直
接
封
象
と
す
る
声
調
式
と
な
っ

て
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
も
､
無
髄
係
で
は
な
い
.
こ
の
土
地
法
･
観
潮

･
郷
里
剤

は
互
に
密
接
Lr
関
連
し
っ
つ
'
叉
そ
れ
ぞ
れ
均
田
制
や
三
長
潮
に
つ
な
が
っ
て

行
-
も
の
で
あ
ろ
う
)
西
晋
以
顔
郷
里
制
は
自
然
村
落
と
少
-
と
も
原
理
的
に

分
離
し
た
｡
そ
し
て
轟
民
生
活
の
蜜
際
の
場
で
あ
る
象

村
落
は
､
大
朝
以
後

｢村
｣
と
呼
ば
れ
る
｡
そ
の
起
源

･
分
布

･
生
活

･
制
度
等
に
つ
い
て
は
宮
川

望

嵩

の
研
究
が
あ
る
が
'
(｢
大
朝
時
代
の
潮
に
つ
い
て
｣
朝
田
博
志
璽
啓
紀

念
東
洋
史
論
叢
､
昭
二
五
ユ

こ
'
こ
の
村
が
持
っ
て
い
た
結
合

･
機
能
や
新

し
い
名
で
現
わ
れ
る
郷
役
等
の
性
格
'
瑛
代
の
そ
れ
ら
と
の
相
違
な
ど
に
つ
い

て
は
､
な
お
問
題
が
蔑
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
更
に
北
朝
社
食

の
特
殊
な
あ
り
方
は
､
塞
外
民
族
の
侵
入
に
よ
る
長
期
の
動
乱
と
'
華
北
に
お

け
る
彼
ら
の
国
家
形
成
を
度
外
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
.
こ
ゝ

に
成
立
す
る

亜
服
王
朝
塾
塾

等

､
鮮
卑
慕
容
王
国
せ
手
掛
り
と
し
て
考
察
さ
れ
た
の
が
｡

村
貿
逸
民
の
研
究
で
ぁ
る
(｢
ボ
ヨ
ウ
三
園
の
成
立
と
性
格
｣
東
洋
史
研
究

二

の
二
㌧
昭
二
六
･･二
D
｡
こ
の
塾
の
国
家
は
ま
ず
竿
農
牛
牧
の
部
族
国
家
を
形
成

す
る
｡
そ
し
て
Aへ
の
授
糟
に
お
い
て
韓
国
と
の
腰
牌
を
深
め
る

完

､
部
族
周
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家
か
ら
階
級
国
家
に
持
化
し
っ
つ
矛
盾
を
激
化
し
て
い
も

中
国
本
土
に
封
す

る
征
服
敬
の
進
行
は
､
そ
の
外
的
痔
化
と
考
え
ら
れ
､
か
-
し
て
貴
業
社
食
に

基
礎
を
捧
化
し
た
征
服
王
朝
が
成
立
す
る
と
云
わ
れ
る
｡
こ
れ
と
略
同
様
の
こ
W

と
は
北
鈍
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
こ
れ
ら
の
王
朝
は
､
強
力

な
武
力
と
､
特
に
初
期
の
征
服
散
に
伴
-
捕
虜
の
奴
激
化
及
び
分
配
'
或
は
強

制
移
住
政
策
等
に
よ
っ
て
､
奴
隷
制
デ
ス
ポ
チ
'･<
.,k
ム
の
性
格
を
か
な
り
強
-

打
出
し
て
い
る
｡
だ
が
こ
の
こ
と
だ
け
で
直
接
均
田
制
の
性
格
を
説
明
し
-
る
~

も
の
で
は
な
い
o
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
国
家
は
'
下
か
ら
の
蛮
力
に
抗
し
か
ね
た

中
国
玖
官
僚
豪
族
層
と
の
結
合
を
深
め
つ
つ
'
初
期
の
性
格
か
ら
中
国
的
王
朝

へ
と
轡
貌
を
と
げ
て
い
き

(北
魂
で
は
世
祖
以
後
)
､
､そ
れ
と
共
に
あ
ら
わ
れ

て
く
る
諸
矛
盾
の
克
服
と
し
て
､
北
魂
の
場
合
均
田
制
を
-
み
出
し
て
-
る
か

ら
で
あ
る
｡
均
田
制
服
か
か
る
過
程
の
'
即
ち
中
国
古
代
社
食
の
矛
盾
の
必
然

残
闇
を
も
と
匿
一
連
の
研
究
を
出
さ
れ
た
鈴
木
俊
氏
は
､
最
近
麿
帝
国
の
成
立

過
程
と
豪
族
と
の
連
銅
灯
お
い
て
均
田
制
を
研
究
さ
れ
て
い
る
と
の
.こ
と
で
あ

る
が
､
そ
の
前
投
と
し
て
嘗
稿
の
補
正
を
襲
表
さ
れ
て
い
る

(｢唐
代
均
田
法

施
行
の
意
義
に
つ
い
て
｣
史
淵
五
〇
r
撃

仁
ハ
二

二
).
氏
鳩
か
つ
て
'
給
田

規
定
と
賀
状
の
差
の
著
し
い
所
か
ら
'
均
田
制
を
有
名
無
茸
の
も
の
だ
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
､
本
稿
で
は
'
給
田
規
定
を
賞
状
を
上
ま
わ
っ
た
儒
家
の
理
想

に
基
く
土
地
所
有
制
限
の
限
度
と
考
え
､
こ
の
名
目
的
土
地
給
付
に
よ
っ
て
農

民
を
土
地
に
緊
縛
し
て
租
庸
調
を
牧
取
し
た
の
だ
と
さ
れ
る
｡
更
に
唐
朝
の
均

田
制
再
編
成
の
努
力
を
'
宇
文
融
の
括
戸
に
お
い
て
み
よ
-
と
さ
れ
て

い
る

(｢
字
文
融
の
括
戸
に
つ
い
て
｣
和
田
論
叢
)｡
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
が
'

か
か
を
鋸
係
を
嚢
奴
制
約
な
も
の
と
さ
れ
る
鞄
に
う
い
て
は
疑
矧
が
磯
る
｡

×

×

×

×

鞄
田
鶴
社
食
の
成
立
は
､
ま
さ
に
長
い
中
国
古
代
証
倉
の
襲
展
の
蹄
給
鮎
で

あ
っ
た
｡
均
田
剤
に
お
け
る
土
地
国
有
は
'
,土
地
の
共
同
体
的
所
有
や
土
地
剣

呑
な
ど
の
慣
行
に
よ
っ
て
は
説
明
出
来
な
い
｡
そ
れ
は
い
わ
ば
法
的
フ
ィ

ク
シ

ョ
ン
に
す
ぎ
式

事
茸
は
遵
民
的
土
地
所
有
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
て
い
る
｡

し
か
も
こ
れ
と
は
場
を
異
に
し
て
成
立
す
る
国
家
的
土
地
所
有
権

-
鹿
民
的

土
地
所
有
標
を
制
限
す
る
車
メ
ソ
ト
1

と
は
'
正
に
ロ
ー
マ
法
の
世
界
に
み

ら
れ
る

｢強
力
な
公
権
｣
に
他
な
ら
な
い
｡
だ
か
ら
国
家
は
地
主
と
し
て
地
代

を
倣
坂

(鈴
木
氏
の
見
解
も
こ
れ
で
あ
る
)
し
て
い
る
の
で
は
な
-
て
'
そ
れ

と
は
別
な
､
農
民
を
直
接
且
つ
人
的
に
･=

即
ち
奴
隷
劇
的
に
-

所
有
す
る

と
い
-
原
理
の
上
に
立
っ
て
い
る
､
と
い
-
砂
が
中
田
薫

･
仁
井
田
隆
両
氏
の

研
究
を
基
礎
に
畏
開
さ
れ
た
石
母
田
正
氏
の
見
解
で
あ
っ
た

(｢
古
代
法
･t'中

世
法
｣
法
畢
志
林
四
七
の
1
'
昭
二
甲

七
)
｡
所
で
こ
の
金
権
は
決
し
て
私
有

権
の
附
帯
膝
件

(
中
田
･
仁
井
田
両
氏
)
.で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
こ
そ

ア
ジ
ア
的
古
代
国
家
の
本
質
に
つ
ら
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
か
か
る

蕗

力
な
公
謄
｣
を
も
っ
て
出
現
す
る
古
代
末
期
の
唐
帝
国
を
考
え
る
籍
に
も
二
丁

ス
ポ
チ
｣
ズ
ム
の
空
涙
を
中
心
に
中
国
古
代
史
の
研
究
を
考
え
て
み
よ
う
と
し

た
の
が
本
圃
の
狙
､い
で
あ
っ
た
｡
だ
が
唐
帝
国
の
成
立
は
'
強
力
な
国
家
権
力

の
支
配
下
に
お
い
て
人
民
が
t
T
歩

1
歩
そ
れ
を
克
服
し
て
来
た
固
い
の
所
産

に
他
灯
ら
な
い
｡
そ
の
長
い
歴
史
を
考
え
ず
に
唐
帝
鴎
の
成
立
は
論
じ
ら
れ
な

い
.
中
国
中
世
の
政
治
形
態
の
特
殊
性
を
説
明
す
る
馬
に
､
古
代
官
僚
制
機
構

の
強
大
さ
と
､
貴
族
の
寄
生
化
を
指
摘
さ
れ
た
洛
敏

｢
氏
の
見
解
も
'
こ
の
鰯

に
関
連
す
る
と
恩
-

(1唐
末
諸
吸
乳

の
性
格
1

中
園
に
わ
け
か
貴
族
政
治

9
没
落
に
つ
い
て
!

｣
束
洋
文
化
七
㌧
昭
二
六
･
二

O
な
聖

こ
の
諭
稲

に
つ
い
て
は
､
∴
碓
じ
め
に
断
っ
た
と
お
り
こ
ゝ
で
は
詳
し
-
ふ
れ
な
い
)｡
だ

か
ら
如
何
に
富
大
な
偉
容
を
誇
ろ
-
と
も
'
そ
れ
は
古
代
奴
隷
制
配
合
の
諸
矛
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盾
の
堆
積
の
極
期
に
築
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
日
東
に
み
ら
れ
な
い
規
模
を

も
っ
て
襲
生
し
た
麿
末
黄
泉
の
乳
は
､
か
か
る
民
衆
の
カ
の
強
大
な
蓄
積
を
泉

し
て
い
る
と
思
-
?
唐
帝
国
は
貴
族
階
級
と
共
に
瓦
壊
し
た
｡
そ
れ
ほ
と
り
も

な
お
さ
ず
中
世
融
合
の
成
立
の
過
程
で
あ
っ
た
｡

/

畢
界
展
望
と
い
-
課
題
か
ら
牡
ず
れ
､
い
ろ
い
ろ
誤
謬
も
お
か
し
た
と
思
-
6

叉
問
題
の
整
理
も
充
分
で
は
な
か
つ
た
と
恩
-
が
､
寛
恕
と
今
後
の
御
教
示
を

お
願
い

し
た

い?

附
託
.
こ
ゝ
に
は
ふ
れ
な
か
つ
皐
が
'
藤
間
生
大
氏

｢
兼
題
に
お
け
る
政
治

的
社
食
の
成
立
～

特
に
そ
の
観
際
的
契
機
-

｣
(
歴
妃
畢

研
究

1
五

〇
)
が
あ
る
｡
縄
野
の
磨
き
と
敵
題
の
濠
要
さ
に
お
い
て
､
多

-
の
示
唆
を
輿
え
る
も
の
で
あ
る
｡

〔
昭
和
二
七

･
五

･
一
稿
〕

′

昭
和
二
十
七
年
度
京
都
大
挙
文
撃
部

東
洋
史
関
係
講
義
題
目

(
≡
)
～

焚
語
学
賛
文
学

.

研
究

M
it

hrai
s

rri

古
代

ア
ラ

ム

語
に

つ

いて

演
習

P
剛ncata
ntra■

M

egha
d

dta

R
a

tn抑
V

al
i

伊 足 J

藤 利

講 教
師 授･

足

利

教
授

ニ

足

利

教
授

足

利

教
授

ガ
-

サ
ー

(パ

フラ
ダ

ィ
-

･
サ

ン
ス
ク

リ
ッ

･L
南
語
課
封
照
)

I
(
檎
緯

)

D
iv
y
a
v

a
d抑n
a

＼

吠
陀

発
語

(鵡緯
)

パ
ー

リ
語

文法

D
h
a
m
m

a･pad
a(

九
月
よ
り
)

ヒ
ン

デ
ィ

ー語
(言

語
畢
演
習
と

共
通
)

●

伊

藤

講
師

善
為
政

講
師

伊

藤

講
師

喜

波

導
師

善

政

講
師

浮

講
師

′
講
義

演
習

近
世
ベ
ル
ン
ァ
語
(
首
語
草
演
習
と
共
虚
)

印
度
文
革
史

発
語
先
取

偶

教

学

､

､

津

講
師

巻

波

詩
師

足

利

教
授

研

究

棟
大
乗
論

の
研
究
(
鱗
績
)

浄
土
教
め
研
究

業
の
研
究

演
習

焚
支
署
登
論
(R
atssa
v
a
li)

西
蔵
文
講
讃
(月
覇
輝
四
首
諭
)

講
襲

僻
敷
革
序
説

語
草

.ア
ラ
ビ
ア
語
(
言
語
畢
演
習
と
共
通
)

チ
ベ
ッ
ト
語
(
言
語
畢
演
習
と
襲
通
)

中
開
語
初
歩

′

長

尾

教
授

家

本

数
授

舟

橋

講
師

＼

長

尾

教
授

山

口
､
講
師

畏

尾

教
授

藤

本

講
師

倦

藤

帝
師

伊
地
智
講
師
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