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評
・
紹

批

介

渡
遁
信
一
一
郎
著

中
国
古
代
社
曾
論

太

幸

田

付

本
書
は
、
先
秦
時
代
か
ら
唐
末
宋
初
期
ま
で
を
針
象
と
し
た
中
園
杜
舎
、
特

に
農
村
杜
舎
の
構
造
と
そ
の
媛
濯
を
、
主
に
農
業
技
術
の
設
展
を
軸
に
し
て
描

き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
著
者
を
含
む
若
い
中
園
史
研
究
者
の
グ
ル

ー
プ
で
あ
る
「
中
園
史
研
究
舎
」
(
そ
の
舎
の
研
究
成
果
の
第

一
強
は
す
で
に

『
中
闘
史
像
の
再
構
成
|
|
園
家
と
農
民
|
|
』
〈
文
理
閣
刊
〉
と
し
て
世
に

問
わ
れ
て
い
る
)
に
お
け
る
中
闘
史
全
践
の
共
同
認
識
の
上
に
立
ち
、
前
述
の

時
代
に
つ
い
て
著
者
の
責
任
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
小
経
営
生
産
様
式
論
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
著
者
の
理
論
的
骨
格
は
、
中

村
哲
『
奴
隷
制
・
農
奴
制
の
理
論
』
〈
東
大
出
版
舎
刊
〉
の
影
響
の
下
に
、
中

園
史
の
も
つ
特
殊
性
が
具
盤
的
に
検
討
さ
れ
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
(
こ
の
こ
と
は
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
こ
と
で

あ
る
)
。

本
書
の
も
と
に
な
っ
た
諸
論
文
は
「
あ
と
が
き
」
に
列
摩
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
に
は
大
幅
に
手
が
加
え
ら
れ
、

結
論
も
大
き
く
舞
っ
て
い
る
も
の
も
あ

る
し
、
新
稿
も
嘗
然
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
の
基
本
的
な
主
張
貼
は 男

こ
こ
十
数
年
祭
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
私
は
著
者
の
、
本
書
の
も
と
に

〈
民
)

な
っ

た
諸
論
文
に
針
し
て
は
幾
度
か
私
見
を
公
表
し
て
来
て
お
り
、
本
書
に
接

し
て
も
こ
の
私
の
見
解
を
基
本
的
に
獲
更
す
る
必
要
を
認
め
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
書
評
に
お
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
、
銃
述
し
た
私
の
見
解

は
極
力
く
り
返
さ
な
い
で
、
新
た
な
私
の
見
解
や
疑
問
黙
の
部
分
を
中
心
に
し

て
述
べ
る
。

本
書
は
、
「
第
一
部
分
団
農
民
論
」
、
「
第
二
部
富
豪
暦
論
」
、
「
第
三

部
中
園
古
代
農
村
の
杜
曾
構
成
」
の
三
部
に
「
緒
論
」
が
冒
頭
に
加
わ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
書
評
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
第

一
部
に
特
に
重
黙
を
置
い

て
述
べ
た
い
。
そ
れ
は
、
私
自
身
の
専
門
分
野
と
直
接
か
か
わ
る
の
が
こ
の
部

分
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
著
者
自
身
に
と
っ
て
も
、
中
園
史
研
究
舎
に
と

っ
て
も
、
中
園
史
上
に
お
い
て
小
農
民
経
営
が
い
っ
、
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ

て
く
る
か
、
を
論
じ
た
部
分
に
決
定
的
な
重
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

ヲ
令
。〔

註
〕
特
に
本
書
評
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、

①

「
中
国
古
代
図
家
成

立
に
関
す
る
ノ
l
ト
」
(
『
歴
史
評
論
』

三
五
七
)
、

②

「中
園
古
代
史
研
究
の

課
題
と
方
法
に
関
す
る
究
書
」
(
『
東
京
皐
護
大
皐
紀
要

・
第
三
部
門
』
第
三
七

集
〉
を
あ
げ
て
お
く
。
以
下
の
論
で
こ
れ
ら
の
拙
稿
を
参
照
す
る
時
は
、
こ
の

番
貌
の
み
を
一
ホ
す
。

-164-

同

本
書
の
第

一
部
で
は
、
「
分
田
農
民
」
と
著
者
が
概
括
す
る
と
こ
ろ
の
、
古

代
中
園
の
大
多
数
の
農
民
に
よ
る
小
経
営
の
形
成
過
程
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、

時
代
的
に
ほ
ぼ
春
秋
末
期
よ
り
漢
末
ま
で
が
針
象
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
時
期
は
一
商
戦
後
法
の
行
な
わ
れ
た
前
四
世
紀
中
期
の
前
後
二
、
三
百
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年
で
あ
ろ
う
。

「
第
一
章
古
代
中
園
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成
」
に
お
い
て
は
、
小

農
民
経
営
の
形
成
過
程
を
労
働
過
程
の
舞
化
を
輸
に
し
て
概
括
し
て
い
る
。
ま

ず
第
一
に
、
湖
北
省
、
江
陵
豚
鳳
風
山
漢
墓
出
土
木
簡
に
み
え
る
鄭
里
康
簿
や
遺

策
を
主
な
分
析
針
象
に
と
り
上
げ
て
、
秦
漢
時
代
の
農
民
に
は
大
家
・中
家
・
貧

家
の
三
階
層
が
あ
り
、
後
二
者
が
各
々
全
睦
の
ほ
ぼ
牢
敷
近
く
を
占
め
、
大
家

は
極
め
て
少
数
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
中
家
・
貧
家
が
、
園
家

の
租
税
制
到
象
と
な
る
経
営
の
基
本
車
位
(
小
農
民
家
族
〉
で
あ
っ
た
、
と
す
る

(
第
一
節
〉
。
次
に
、
こ
れ
ら
小
農
民
家
族
と
い
う
経
済
皐
位
の
形
成
過
程
を
、

春
秋
・
戦
圏
期
に
お
け
る
農
業
努
働
過
程
の
第
化
の
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
鍛
製
農
具
の
出
現
・
普
及
を
境
に
し
て
、
季
冬
に
行
な
わ
れ
る
、

休
閑
地
の
作
付
の
た
め
の
沓
年
の
雑
草
・
陳
根
抜
除
作
業
た
る
「
除
田
」
を
と

も
な
う
切
替
畑
式
農
法
か
ら
、
晩
冬
J
初
春
に
行
な
う
「
褒
」
作
業
に
ひ
き
績

い
て
耕
穫
が
行
な
わ
れ
る
年
一
作
方
式
に
同
炭
化
し
た
と
す
る
。
こ
の
繁
化
は
、

銭
器
に
よ
っ
て
雑
草

・
際
根
の
鹿
理
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
が
、

さ
ら
に
、
耕
起
深
度
の
増
大
に
と
も
な
う
施
肥
・
保
津
数
果
の
増
大
も
と
も
な

い
、
地
力
維
持
方
式
の
端
緒
的
成
立
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
す
る
。

し
か
し
、
農
業
労
働
の
組
織
形
態
は
、
こ
の
生
産
力
設
展
に
よ
っ
て
は
幾
ら

ず
、
一
貫
し
て
鶏
耕
と
い
う
二
人
一
組
に
よ
る
努
働
で
あ
っ
た
。
襲
っ
た
の
は
、

切
替
畑
式
農
法
の
時
代
は
、
額
が
個
人
や
個
々
の
家
族
・
世
帯
を
越
え
る
共
同

園
陸
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
の
に
劉
し
、
年
一
作
方
式
時
代
に
入
る
と
〈
少
く

と
も
漢
代
で
は
)
そ
れ
が
個
別
家
族
内
で
編
成
さ
れ
る
と
し
、
「
街
顔
の
室
L

の
制
度
は
、
特
殊
な
親
の
編
成
を
里
を
単
位
に
行
う
、
共
同
園
陸
主
導
時
代
の

遺
制
で
あ
る
、
と
す
る
(
第
二
節
)
。
次
に
、
こ
の
よ
う
な
祉
舎
的
廃
化
を
園

家
に
よ
る
土
地
政
策
と
し
て
寅
現
さ
せ
た
の
が
商
鞍
の
繁
法
で
あ
る
と
す
る

が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
従
来
議
論
の
多
い
強
固
制
を
論
じ
、
こ
れ
が
土
地
割

替
と
い
う
共
同
規
制
下
に
置
か
れ
た
耕
地
制
度
で
、
年
一
作
方
式
が
完
全
に
普

及
す
る
前
の
移
行
過
程
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
喬
敬
の

「
開
肝
陪
」
を
述
べ
た
『
漢
書
』
地
理
志
と
食
貨
志
の
記
事
を
比
較
し
、
前
者

に
み
え
る
「
制
強
固
」
と
後
者
の
「
壊
井
田
」
を
同
一
内
容
の
も
の
と
見
、
一
商

敏
に
よ
っ
て
駿
回
が
壊
慶
さ
れ
て
肝
陪
制
下
の
個
別
小
家
族
に
よ
る
世
襲
的
土

地
占
有
が
兵
程
化
さ
れ
た
と
す
る
(
第
一
一
一
節
)
。
最
後
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
起

源
』
に
示
さ
れ
る
シ
ェ
ー
マ
と
、
著
者
の
示
し
た
中
園
古
代
社
舎
の
移
相
と
の

比
較
を
行
な
い
、
古
典
古
代
と
異
る
中
園
古
代
社
舎
の
特
質
を
指
摘
す
る
。

本
章
で
は
、
著
者
の
小
農
経
営
成
立
論
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
描
か
れ
て
お

り
、
本
質
的
な
論
議
も
こ
の
章
に
集
中
し
て
よ
い
と
恩
わ
れ
る
。
第
一
節
は
、

漢
代
社
舎
が
フ
ラ
ッ
ト
な
無
屠
祉
舎
で
あ
る
と
す
る
設
に
射
す
る
批
剣
で
あ

り
、
階
層
差
を
は
っ
き
り
看
取
で
き
る
と
す
る
主
張
に
は
、
社
舎
の
貧
態
と
し
て

は
私
も
一
定
程
度
首
肯
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
質
態
を
基
礎
に
し

た
園
家
支
配
が
あ
る
と
認
識
す
る
の
か
、
園
家
支
配
の
上
で
の
矛
盾
と
し
て
存

在
す
る
と
認
識
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
著
者
は
前
者
の
立
場
で
あ
り
、
「
漢
代
社
禽
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
個

個
の
家
が
枇
舎
の
基
本
的
経
済
車
位
、
骨
骨
骨
骨
九
日
野
必
ト
給
再
と
な
っ
て
お

り
」
(
二
七
頁
、
傍
黙
太
田
〉
と
云
わ
れ
る
が
、
著
者
の
引
用
す
る
『
醗
織
論
』

未
通
篇
、
『
漢
書
』
見
寛
停
、
租
税
菟
除
に
関
す
る
『
漢
書
』
高
租
紀
の
記
事

は
、
私
に
は
そ
れ
を
示
す
史
料
と
は
讃
み
と
れ
ず
、
む
し
ろ
逆
に
後
者
の
立
場

で
讃
む
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
鄭
里
康
簿
に
み
え
る
種
料
貸
輿

ハ
一
二
頁
表
i
)
は
、
貧
家
層
へ
の
園
家
か
ら
の
貸
輿
で
は
な
く
、
別
の
目
的

を
も
っ
た
園
家
政
策
(
例
え
ば
日
本
古
代
の
公
出
奉
の
ご
と
き
も
の
)
と
も
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
皇
内
に
お
け
る
種
料
の
共
同
管
理
・
配
分
を
示
し
た

-165ー
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も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
拙
稿
②
に
お
い
て
、
生
産
物
の
園
家
的
収
奪
た
る

田
租
が
、
戸
を
翠
位
と
し
て
徴
枚
す
る
の
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
示
す
史
料
を

見
な
い
と
述
べ
た
が
、
個
別
人
身
に
課
せ
ら
れ
る
賦

・
循
役
と
も
あ
わ
せ
て
、

漢
代
社
舎
の
現
寅
と
図
家
支
配
の
原
則
と
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
節
に
関
し
て
は
、
私
も
大
筋
に
お
い
て
は
著
者

と
同
様
の
理
解
を
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
先
秦
期
に
お
け
る
農
業
労
働
過
程

幾
遷
の
新
し
い
角
度
か
ら
の
寅
査
か
ら
多
く
の

こ
と
を
皐
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

た
だ
史
料
の
上
で
若
干
不
安
が
残
る
の
は
、
除
田
作
業
が
慈
期
に
行
な
わ
れ
た

こ
と
を
示
す
の
は

『
園
語
』
章
昭
注
の
み
で
あ
る
こ
と、

品
目
働
過
程
を
大
き
く

愛
え
る
ほ
ど
ま
で
に
春
秋
J
戦
闘
期
に
銭
製
農
具
が
普
及
し
た
と
断
言
す
る
に

は
、
よ
り
考
古
聞
学
的
研
究
が
進
展
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
(
特
に
五

井
直
弘
「
鍛
探
牛
耕
考
」
〈
三
上
次
男
博
士
喜
謁
記
念
論
文
集
・
歴
史
編
〉
参

照
。
な
お
渡
迭
氏
は
鍛
器
と
牛
耕
の
普
及
時
期
を
別
に
し
て
考
え
て
お
り
、

後

者
は
漢
代
中
期
と
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
雲
夢
秦
簡
の
記
事
に
は

牛
の
盗
難

・
貰
買
が
か
な
り
見
ら
れ
る
こ
と
と
も
合
せ
て
、
よ
り
深
い
検
討
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
要
は
「
普
及
」
と
は
ど
の
程
度
ま
で
を
云
う
の
か
、
で
あ
ろ

う
)
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
表

I
に
あ
る
「
移
ニ
越
人
戸
こ
の
語
か
ら
親
耕
編

成
の
た
め
の
人
魚
的
操
作
を
想
定
す
る
の
は
、
他
に
能
回
者
が
奇
数
で
あ
る
戸

が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
や
や
強
引
な
結
論
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
第
三
節
の
駿
回
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
私
と
著
者
と
は
ほ
ぼ
同
様
で

あ
り
な
が
ら
、
「
制
般
国
」
と
い
う
一
商
戦
の
獲
法
内
容
に
つ
い
て
は
全
く
逆
の

結
論
と
な
っ

た
(
拙
稿
「
駿
田
孜
」
参
照
)
。
こ
の
相
違
黙
に
つ
い
て
く
わ
し

く
は
拙
稿
①
に
述
べ
た
。
一
商
制
収
の
端
境
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
秦
の
園
家

・
位

舎
位
制
の
全
面
的
繁
草
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
「
関
肝
昭
」
と
い
う
土
地

政
策
は
そ
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
同
提
法
の

内
容
全
穫
の
分
析
を
抜
き
に
し
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
所
謂
遜
設
に
依
っ
て

小
農
民
H
耕
戦
の
土
の
創
立
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
に
は
、
私
は
従
い
難

、し
V

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
起
源
』
に
み
え
る
シ
ヱ

l
マ
と
中
園
古
代
社
舎
の
現
質
と

の
相
違
に
つ
い
て
の
私
見
は
拙
稿
①
に
示
し
た
。
こ
こ
で
つ
け
加
え
て
述
べ
て

お
き
た
い
こ
と
は
、
品
目働
組
織
・
経
営
形
態
・
所
有
形
態
の
関
係
で
あ
る
。
著

者
が
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
云
う
共
同
労
働
の
意
味
を
、
大
規
模
な
協
業
に
よ
る
努
働

に
限
定
せ
ず
、
「
労
働
の
組
織
が
共
同
の
計
算
に
基
づ
い
て
編
成
さ
れ
る
」

(
六
一
頁
)
も
の
を
も
含
ん
で
解
し
、
こ
の
段
階
を
共
同
所
有
の
段
階
と
し
た

こ
と
は
異
議
が
な
い
。
こ
こ
で
は
経
営
形
態
を
問
題
と
す
る
以
前
で
あ
る
。
次

に
著
者
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
シ
ェ
ー
マ
に
は
な
い
共
同
所
有
H
個
別
用
盆
の
段

階
と
し
て
土
地
割
替
の
行
な
わ
れ
た
韓
国
制
時
代
を
と
ら
え
る
。
こ
こ
で
は
、

努
働
組
織
は
基
本
的
に
は
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
共
同
の
計
算
に
よ
っ
て
耕
作

地
の
割
替
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
種
の
共
同
経
営
で
あ
る
と
云
え

る
の
で
あ
り
、
こ
の
段
階
を
箸
者
は
移
行
期
と
す
る
が
、
共
同
所
有
の
段
階
に

含
ま
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
問
題
は
次
の
段
階
で
あ
り
、
土
地
割
替
が

行
な
わ
れ
ず
個
別
小
農
民
経
営
が
形
成
さ
れ
、
小
農
民
の
世
襲
的
土
地
占
有
・

上
級
土
地
所
有
権
の
段
階
に
入
る
と
著
者
は
云
う
(
私
有
が
確
立
し
な
い
所
に

古
典
古
代
と
の
相
違
を
認
め
る
〉
。
こ
の
段
階
で
は
、
著
者
は
も
は
や
共
同
健

の
機
能
を
基
本
的
に
は
認
め
ず
(
遺
制
と
し
て
は
若
干
認
め
る
が
)
、
代
っ
て

園
家
権
力
に
よ
る
土
地
の
授
輿
権
等
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
労
働
組

織
や
耕
地
配
分
権
が
な
く
な
っ
た
段
階
で
共
同
値
の
基
本
的
役
割
は
失
わ
れ
、

個
別
小
農
民
経
営
が
形
成
さ
れ
た
と
云
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ま
で
の
共

同
慢
の
機
能
と
し
て
考
え
ら
れ
る
農
具
・
家
畜
等
航
刀
働
手
段
の
管
理

・
配
分
、

井
戸
・
溝
油
等
の
管
理
運
営
、
生
産
物
の
貯
蔵
・
配
分
(
種
料
も
含
む
〉
は
す

-166-



629 

ぺ
て
上
級
機
関
H

園
家
権
力
の
末
端
機
構
の
手
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
と
云
え
る

で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
土
地
割
替
制
の
廃
止
は
共
同
健
機
能
の
喪
失
H
個
別
経

営
形
成
へ

の
一
重
要
段
階
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
完
成
で
は
な
く
、
段
階
と
し
て

は
依
然
と
し
て
共
同
所
有
に
と
ど
ま
る
と
認
識
し
て
お
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

上
級
所
有
権
者
と
し
て
成
立
し
て
く
る
園
家
と
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で

あ
る
か
、
を
古
典
古
代
と
封
比
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
こ
こ
に
著
者
と
の
基
本
的
相
違
が
あ
る
。

「
第
二
章
肝
陪
制
論
」
は
、
青
川
勝
出
土
田
律
の
分
析
を
中
心
に
、
肝
陪

に
よ
っ
て
区
劃
さ
れ
る
土
地
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意

義
が
あ
る
か
を
論
ず
る
。

ま
ず
、
臨
済
豚
銀
雀
山
漢
墓
出
土
竹
筒
中
の
『
孫
子
』
呉
問
篇
及
び
『
戟
園

策
』
越
策
一
に
み
え
る
記
載
か
ら
、
二
百
四
十
歩
一
畝
制
と
肝
陪
制
が
前
五
世

紀
字
ば
頃
の
越
闘
に
お
い
て
す
で
に
施
行
さ
れ
、
そ
れ
が
秦
闘
に
導
入
さ
れ
た

も
の
と
推
定
す
る
。
次
に
多
く
の
解
種
と
論
議
が
あ
る
育
川
出
土
田
律
の
内
容

を
検
討
し
、
著
者
が
す
で
に
護
表
し
た
本
誌
四
三

l
四
挽
の
論
文
の
結
論
を
-
訂

正
し
た
上
で
衣
の
よ
う
に
肝
陪
制
の
内
容
を
と
ら
え
る
。

「肝
陪
制
は
、
一
歩
×
二
四

O
歩
の
畝
を
最
小
構
成
単
位
と
す
る
地
割
で
あ

る
。
陪
は
、
一

O
O歩
×
二
四

O
歩
の
構
成
を
な
す
一

O
O畝
H
H

一
一
演
の
土
地

を
匿
劃
し
統
轄
す
る
道
路
で
あ
り
、

肝
は
、
こ
の
陪
を
左
右
に
五
陪
ず
つ
計
十

陪
分
、
す
な
わ
ち
千
畝
(
二
百
歩
×
一一一

O
O歩
)
の
土
地
を
匡
劃
し
統
轄
す

る
道
路
で
あ
っ
た
。
肝
陪
に
よ
っ
て
区
劃
さ
れ
た
耕
地
は
、
編
鋭
を
も
っ
て
登

録
さ
れ
る
陪
ご
と
に
亭
部
に
よ
っ
て
統

一
的
に
管
理
さ
れ
、

什
伍
制
的
編
成
を

も
っ
て
園
家
の
軍
事
領
域
の
最
末
端
を
構
成
し
た
。
昭
を
通
じ
て
把
援
さ
れ
る

一
頃
H

一
O
O畝
の
耕
地
は
、
肝
陪
制
成
立
期
に
あ
っ
て
は
小
農
民
家
族
の

4

名
有
ψ
H世
銀
的
占
有
を
認
め
ら
れ
た
土
地
で
あ
り
、
通
常
は
そ
の
姓
氏
を

冠
し
て
呼
ば
れ
た
。
総
じ
て
、
第

一
章
で
と
り
だ
さ
れ
た
個
別
小
農
民
経
営
の

貧
現
す
る
世
襲
的
土
地
占
有
を
什
伍
制
的
編
成
を
通
じ
て
図
家
の
下
に
把
握
す

る
の
が
肝
隔
制
な
の
で
あ
る
〈
本
章
「
お
わ
り
に
」
、
九
五
頁
〉
。
」

次
に
、
こ
の
肝
陪
制
は
、
第
一
章
で
み
た
祉
舎
の
半
ば
近
く
を
占
め
る
中
家

居
の
波
落
と
、
社
舎
の
二
層
へ
の
分
解
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
と
す
る
。
そ
し
て

こ
の
繁
化
は
、
勅
ヰ
耕
を
基
軸
と
し
頃
単
位
の
農
地
を
経
営
す
る
大
農
法
的
農
業

の
出
現
・
媛
大
に
よ
っ
て
お
こ
る
と
し
、
武
帝
末
年
の
越
過
の
代
団
法
が
、
牛

翠
耕
に
よ
っ
て
五
頃
を
盟
十
位
と
す
る
経
営
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
肝
陪

制
崩
墳
の
基
礎
を
準
備
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。

ま
ず
、
肝
悶
制
の
、
越
園
に
お
い
て
の
施
行
に
関
す
る
史
料
の
「
裂
見
」
と

一
商
鉄
繁
法
と
の
関
連
づ
け
に
関
し
て
は
貴
重
な
成
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特

に
二
四

O
歩
一
畝
制
が
代
田
法
施
行
時
で
な
く
戟
園
期
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ

に
よ
っ
て
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
た
と
も
云
え
よ
う
。
ま
た
、
肝
陪
制
に
関
し
て
一商一敏

以
前
に
も
何
ら
か
の
先
行
制
度
が
あ
っ
た
こ
と
は
嘗
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
喬
制
駅
繊
民
法
を
秦
園
の
み
で
な
く
、
戦
園
期
華
北
の
土
地
制
度
全
鎧
の
中
で

考
え
る
必
要
性
を
指
摘
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
そ
の

内
容
に
あ
る
。

著
者
の
史
料
の
解
穫
の
仕
方
に
封
す
る
私
の
主
な
疑
問
黙
を
列

車
争
す
る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ω最
大
の
問
題
黙
は
肝

・
隔
に
よ
る
匡
劃
の
仕
方
の
想
定
で
あ
る
。
著
者
の

肝
陪
概
念
闘
は
衣
頁
の
ご
と
く
で
あ
る
(
七
八
頁
)
。
も
と
に
な
る
回
律
の
文

は
ご
百
道
百
畝
震
頃
一
千
道
道
庚
三
歩
」
で
あ
り
、
著
者
は
「
百
」
「
千
」

の
下
に
「
畝
」
字
を
補
っ
て
「
一
百
〔
畝
〕
ご
と
に
道
あ
り
。
百
畝
を
頃
と
潟

す
。

一
千
〔
畝
〕
ご
と
に
道
あ
り
。
道
の
庚
さ
一一一
歩
な
り
。
」
と
讃
む
(
六
九

J
七
O
頁
〉
。
そ
し
て
前
者
の
「
道
」
が
隔
で
あ
り
、
後
者
の
「
遁
」
が
肝
で

あ
る
と
す
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
肝
の
方
は
た
し
か
に
左
右
に
五
百
畝
づ
っ
計
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F

」
〔
川
凹
門
川
U
門
川
U
〔

lu〔
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一円
ハハ
〕
門
川
〕
〔
ハ
〕
門
川
〕
門
ハ
ハ
〕
一
同

千
畝
の
土
地
を
区
劃
す
る
道
で
あ
る
と
解
せ
る
が
、
こ
の
論
理
で
ゆ
く
と
陪
は

南
北
に
二
百
畝
づ
っ
計
四
百
畝
を
区
劃
す
る
道
と
云
う
こ
と
に
な
り
、
前
掲
の

著
者
の
設
明
と
は
矛
盾
す
る
。
回
律
の
文
を
、
百
畝
・
千
畝
を
区
劃
す
る
直
交

す
る
道
路
で
あ
る
肝
・
隔
の
設
明
で
あ
る
よ
う
に
諌
む
の
は
無
理
な
の
で
は
な

い
か
。
回
律
の
文
に
は
、
道
路
の
名
稽
と
し
て
の
「
肝
L

・
「
陪
」
は
出
て
こ
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
畝
」
字
の
補
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
は
た
だ

百
畝

・
千
畝
を
区
劃
す
る
這
が
あ
る
、
と
い
う
だ
け
の
説
明
で
は
な
い
か
。
さ

ら
に
附
言
す
る
な
ら
、
「
道
の
庚
さ
一
一
一
歩
な
り
」
は
千
畝
を
区
劃
す
る
道
だ
け

に
か
か
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

ω著
者
は
肝
岡
制
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
一
戸
の
耕
地
百
畝
の
割
あ
て
を
前

提
と
し
す
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
自
身
、
一
家
二
人
・
年
一
作
方
式

で
耕
作
で
き
る
面
積
は
四
・
五

O
畝
と
云
う
(
七
六
頁
)
。
漢
代
で
も
一
戸
卒

均
六
八
畝
と
い
う
計
算
を
し
て
い
る
(
註
(
幻
)
可
耕
地
の
割
あ
て
で
増
産
を

は
か
り
、
中
家
層
育
成
を
目
的
と
し
た
と
云
う
が
、
商
敬
獲
法
と
は
、
よ
り
数

率
的
な
、
よ
り
現
質
的
な
政
策
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。

ω著
者
は
肝
陪
に
よ
る
匡
創
法
を
、
什
伍
制
と
い
う
軍
隊
編
成
制
と
一
睡
の

も
の
と
し
て
と
ら
え
る
。
し
か
し
、
軍
隊
組
織
は
徴
兵
制
と
の
か
か
わ
り
で
、

居
住
組
織
と
関
連
さ
せ
て
と
ら
え
る
必
要
は
あ
ろ
う
が
、
耕
地
区
分
と
は
直
接

か
か
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
著
者
は
、
什
伍
制
を
念
頭
に
置
い
た
が
た
め

に
、
耕
地
匡
劃
法
に
も
無
理
な
想
定
を
強
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
川
刊
後
漢
時
代
後
期
の
寅
地
券
に
、
倍
ハ
陪
)
の
上
に
姓
氏
を
附
し
た
表
現
が

あ
る
こ
と
の
指
摘
は
貴
重
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
剣
断
で
は
、
こ
の
時
期
こ

そ
個
別
経
営
が
十
分
確
立
し
得
て
い
た
が
故
に
、
陪
道
に
沿
っ
た
耕
地
を
、
こ

の
時
期
に
な
っ
て
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
商
鞍
の
時
代
か

ら
陪
を
基
準
に
戸
毎
に
耕
地
を
割
あ
て
た
設
援
と
す
る
に
は
、
や
や
時
代
が
離

れ
す
ぎ
、
そ
の
聞
の
制
度
・
慣
習
の
嬰
遷
を
考
慮
に
入
れ
な
い
結
論
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

ωこ
の
費
地
券
に
、
耕
地
の
所
在
を
示
す
語
と
し
て
亭
が
で
て
く
る
。
著
者

の
指
摘
の
ご
と
く
、
こ
の
こ
と
は
す
で
に
日
比
野
丈
夫
氏
が
述
べ
て
い
る
が
、

著
者
は
さ
ら
に
渓
展
さ
せ
て
、
耕
地
が
陪
ご
と
に
亭
部
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て

い
る
と
い
う
。
亭
に
関
し
て
、
こ
の
こ
と
を
示
す
史
料
が
欲
し
い
ハ
飯
尾
秀
幸

「
亭
考
」
、
昭
和
六
一
年
度
史
皐
舎
大
舎
報
告
、
『
史
皐
雑
誌
』
九
五
二
一
統

参
照
〉
。

川W
肝
陪
に
闘
し
て
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
、
問
圏
内
の
竹
関
史
料
た
る
雲
夢
秦
簡

に
も
記
載
が
見
え
る
。
特
に
法
律
答
間
四
三
四
簡
の
肝
陪
に
関
す
る
答
聞
は
重

視
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
著
者
は
「
封
」
に
つ
い
て
の
史
料
に
し
か
使
っ
て
い

な
い
。
句
読
法
に
も
疑
問
が
あ
る
。
こ
れ
に
子
細
な
検
討
を
加
え
る
な
ら
ば

(
さ
ら
に
酔
・
符
・
診
の
寅
鐙
を
も
検
討
す
る
な
ら
ば
)
異
っ
た
結
論
も
可
能

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

青
川
田
律
に
関
し
て
は
、
私
自
身
も
そ
の
解
四
揮
を
ま
だ
出
せ
ず
に
い
る
。
著

者
の
見
解
に
綱
渡
さ
れ
て
、
こ
の
竹
衡
の
記
事
の
表
・
裏
面
の
文
言
全
睦
を
ど

う
と
ら
え
る
か
、
自
設
を
提
出
す
る
義
務
を

一
一
層
強
く
感
じ
て
い
る
。
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肝
筒
制
崩
嬢
に
つ
い
て
の
著
者
の
考
え
方
は
、
肝
陪
制
の
前
述
の
と
ら
え
方

の
錆
結
と
し
て
、
ま
た
第
二
篇
で
の
賓
謹
内
容
へ
の
連
績
と
し
て
嘗
然
の
論
理

で
あ
ろ
う
。
整
耕
法
の
「
普
及
」
を
何
時
に
求
め
る
か
と
い
う
、
前
述
の
問
題

は
残
る
が
、
代
団
法
が
大
農
法
経
営
の
先
駆
で
あ
る
こ
と
は
首
肯
で
き
よ
う
。

著
者
は
小
漫
経
営
の
確
立
↓
中
家
居
の
波
落
↓
大
農
経
営
の
成
立
と
い
う
シ
ェ

ー
マ
で
漢
代
社
禽
を
と
ら
え
て
い
る
が
、
貧
歪
ぬ
き
の
私
の
今
の
と
こ
ろ
の
見

通
し
を
敢
え
て
述
べ
れ
ば
、
共
同
程
的
規
制
の
弛
緩
が
、
一
方
で
小
経
営
の
成

立
か
ら
確
立
へ
の
方
向
を
生
み
、
一
方
で
大
農
法
経
営
を
生
ん
だ
の
で
あ
り
、

雨
者
が
同
時
並
行
的
に
、
ゆ
る
や
か
に
、
地
域
差
を
と
も
な
い
な
が
ら
進
行
し

た
の
が
漢
代
社
舎
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。

「
第
三
章
分
田
農
民
論
」
で
は
春
秩
戟
園
期
よ
り
唐
代
に
至
る
ま
で
、
小

農
民
経
営
の
行
な
わ
れ
る
場
を
示
す
語
と
し
て
「
分
田
」
が
あ
っ
た
と
し
、
そ

れ
は
一
つ
の
翻
念
と
し
て
、
具
鰻
的
に
そ
の
意
味
す
る
も
の
の
繁
化
を
と
も
な

い
な
が
ら
も
こ
の
時
期
に
一
貫
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
寅
設
す
る
。

ま
ず
、

『
漢
書
』
食
貨
志
上

・
同
王
葬
俸
中
に
記
載
の
あ
る
、
王
葬
の
詔
令

の
中
に
み
え
る
「
分
田
劫
俵
」
と
い
う
文
句
に
つ
い
て
、
従
来
の
諸
見
解
を
検

討
し
た
上
で
、
つ
分
回
よ
り
仮
を
劫
す
多
と
訓
ん
で
、
本
来
園
家
と
の
牧
取
関

係
に
あ
る
私
回
|
小
農
民
経
営
か
ら
、
豪
民
が
俵
税
と
い
う
名
目
で
農
民
的

剰
徐
の

一
部
を
績
奪
す
る
こ
と
」
(
一

O
五
頁
)
と
い
う
濁
自
の
解
穫
を
提
出

す
る
。
そ
し
て
、
官
田
に
針
比
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
民
回
・
私
田
と
し
て

の
分
田
と
い
う
概
念
が
、
先
秦
よ
り
惰
唐
に
至
る
ま
で
の
諸
史
料
に
ど
の
よ
う

に
表
わ
れ
る
か
を
克
明
に
検
討
し
て
ゆ
く
。

著
者
に
よ
る
と
そ
れ
は
、
孟
子
の

井
田
設
に
淵
源
し
、
唐
代
の
口
分
回

・
職
分
田
に
い
た
る
ま
で
、
園
家
と
い
う

上
級
所
有
権
者
の
下
で
、
明
確
な
経
界
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
小
農
民
の
占
有
地

で
あ
り
、
そ
れ
故
に
図
家
に
封
し
て
一
定
の
貢
租
・
貢
賦

・
軍
役
義
務
が
賦
課

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
戦
園
期
の
多
百
畝
の
分
。
か
ら
北
貌

均
田
制
の
二
人
の
分
。
で
さ
ら
に
唐
代
均
田
制
の
。
口
分
e

へ
と
そ
の
概

念
は
第
化
を
あ
と

e

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。
さ
ら
に
、
唐
宋
努
革
期

を
境
に
し
て
、
分
田
の
観
念
は
、
園
家
に
針
し
て
相
封
的
に
よ
り
自
立
性
を
も

っ
永
業
の
観
念
に
柚
開
化
し
て
ゆ
く
、
と
見
通
し
て
い
る
。

本
論
は
、
普
遍
的
存
在
た
る
小
農
民
経
営
を
中
園
古
代
の
人
は
ど
の
よ
う
に

観
念
し
、
用
語
の
上
に
表
わ
し
た
か
、
を
長
い
時
期
に
わ
た
っ
て
検
討
し
た
力

作
で
あ
る
。
こ
の
論
に
封
す
る
私
の
基
本
的
見
解
は
す
で
に
拙
稿
②
に
お
い
て

示
し
た
。
分
田
と
い
う
語
を
中
園
古
代
史
の
史
料
中
か
ら
夜
見
し
、
著
者
の
小

農
経
営
論
を
思
想
史
の
側
か
ら
補
強
し
た
構
想
力
に
は
敬
意
を
表
す
る
し
、

私
自
身
も
多
く
思
一
よ
所
が
あ
っ
た
。
し
か
し
私
な
り
の
剣
断
で
は
、
先
秦
時
代

に
み
え
る
分
回
は
共
同
捜
内
の
耕
作
分
鎗
の
た
め
の
医
分
を
観
念
す
る
語
で
あ

り、

築
構
図
家
成
立
後
は
共
同
値
的
機
能
を
集
約
し
た
園
家
の
側
か
ら
農
民
に

い
か
に
均
等
に
土
地
区
分
し
て
農
民
間
の
階
層
分
化
を
抑
止
す
る
か
と
い
う
観

黙
か
ら
援
用
さ
れ
た
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
者
の
場
合
、
質
態
と
し
て
の

「
分
回
農
民
」
は
相
射
的
に
よ
り
自
立
し
た
経
営
を
行
う
存
在
で
あ
っ
た
と
は

思
わ
れ
る
が
、
共
同
健
概
念
が
闘
{時小
規
模
に
抜
大
さ
れ
て
小
農
民
の
耕
作
地
を

呼
稼
す
る
語
と
し
て
使
わ
れ
る
と
い
う
黙
に
逮
捕
刷
性
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

史
料
解
樟
の
上
で
も
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
玉
葬
の
詔
令
中
に
あ
る

「
分
回
効
回
収
」
が
著
者
の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
劫
俵
」
を
云

う
こ
と
に
力
黙
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
著
者
自
身
も
云
う
よ
う
に
や
は
り

「
劫
俵
於
分
田
」
と
表
現
す
る
は
ず
で
あ
り
、
あ
え
て
「
分
田
L

を
強
調
し
て

前
に
置
く
必
要
性
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

著
者
が
先
秦
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成
や
質
態
を
最
も
端
的
に
示
し
て
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い
る
と
す
る
『
史
記
』
一
商
君
列
停
中
の
一
商
敬
愛
法
の
記
載
、
『
漢
書
』
食
貨
志

上
の
李
僅
の
「
地
力
を
謹
す
の
数
」
の
記
載
中
に
は
、
そ
の
基
本
的
概
念
を
一示

す
語
た
る
「
分
」
「
分
田
」
が
現
わ
れ
な
い
の
は
少
し
気
に
な
る
。

唐
代
の

「
口
分
田
」
「
職
分
田
」
が
「
口
ご
と
の
分
田
」
「
職
ご
と
の
分

田
」
と
解
せ
る
か
ど
う
か
に
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

国

第
二
部
で
は
二
世
紀
か
ら
九
世
紀
ま
で
の
農
村
祉
舎
構
造
の
努
化
を
徹
底
的

に
追
求
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
と
こ
の
時
期
の
農
村
は
墜
倒
的
多
数
を
占
め

る
貧
家
居
と
、
一
部
の
富
豪
層
の
二
大
階
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
す
る

が
、
従
来
、
研
究
者
に
よ
っ
て
こ
の
後
者
の
存
在
が
様
々
に
認
識
さ
れ
、
規
定

さ
れ
て
き
た
。
著
者
は
「
富
豪
層
」
と
い
う
新
し
い
歴
史
的
階
層
規
定
を
設
定

し
、
そ
れ
に
よ
る
大
土
地
所
有
と
そ
の
経
畿
の
寅
態
を
、
貧
家
層
と
の
相
互
関

連
(
労
働
力
編
成
、
協
業
形
態
)
に
着
目
し
な
が
ら
論
述
す
る
。

「
第
四
章

二
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
至
る
大
土
地
所
有
と
経
営
」
で
は
主
に

貌
耳
目
南
北
朝
期
を
、
「
第
五
一
章
富
豪
暦
論
」

で
は
主
に
唐
代
を
あ
つ
か
っ
て

い
る
。
富
豪
層
の
大
土
地
所
有
は
一
圏
的
所
有
と
散
在
制
と
の
統
一
と
し
て
存

在
し
、
直
営
地
と
小
作
地
に
分
け
ら
れ
る
。
直
営
地
の
経
営
は
家
族
と
賎
人
を

含
む
非
家
族
か
ら
な
る
家
父
長
制
的
世
幣
共
同
鐙
の
成
員
、
お
よ
び
傭
作
者
の

努
働
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
五
・
六
人
の
労
働
者
に
よ
る
小
規
模
協
業
を
複

数
集
合
さ
せ
て
管
ま
れ
た
。
こ
れ
は
、
家
父
長
制
的
奴
隷
経
営
と
規
定
で
き
、

六
朝
期
に
最
高
段
階
に
達
し
た
。
一
方
小
作
地
は
貧
家
小
経
営
に
よ
る
が
、

富
豪
の
直
後
地
を
前
提
と
し
て
そ
の
延
長
線
上
に
成
立
つ
非
自
立
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
た
だ
江
南
水
稲
作
に
お
い
て
は
小
規
模
な
安
定
し
た
技
術
構
成
が
成

り
立
ち
、
農
奴
制
へ
の
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
。

こ
れ
ら
富
豪
層
は
唐
代
に
入
る
と
農
業
の
み
で
な
く
工
一商一
の
経
営
を
も
行

っ

て
富
を
蓄
積
し
、
族
的
結
合
の
中
心
で
あ
る
と
と
も
に
郷
村
社
舎
に
威
勢
を
仮

ぃ
、
官
入
居
と
も
結
託
し
た
が
、
一
方
で
は
園
家
の
濁
-盤
の
封
象
と
も
な
っ

た
。
同
時
に
図
家
の
租
税
・

差
役
賦
課
、
土
地
粂
併
、
高
利
貸
を
通
じ
て
富
豪

層
は
貧
家
暦
と
封
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
進
展
は
祉
曾
的
分
裂
朕
態
に
ま

で
達
し
た
。

ま
た
、
富
豪
層
の
直
営
地
経
営

(
奴
隷
制
経
営
)
に
も
第
化
が
生
じ
、
新
た

に
傭
作
を
主
と
す
る
経
倍
、
耕
夫
を
主
力
労
働
者
と
す
る
経
営
、
荘
客
を
主
力

労
働
者
と
す
る
経
営
等
が
生
ま
れ
、
こ
れ
ら
が
複
合
し
て
直
径
地
経
営
は
解
健

に
向
う
。
小
作
地
部
分
に
も
、
浮
客
、
客
戸
に
よ
る
事
寅
上
耕
地
を
私
有
し
た

経
営
が
生
じ
る
。

一
O
世
紀
以
後
、
富
豪
は
。
豪
富
形
勢
9

へ
と
形
態
愛
化
す
る
が
、
こ
こ
で

は
直
営
地
経
営
は
解
鐙
し
、
家
を
構
成
し
・
努
働
力
再
生
産
と
蓄
積
の
基
盤
を

確
立
し
た
労
働
者
に
よ
る
小
作
地
小
経
営
が
形
成
さ
れ
る
。
社
舎
階
層
も
、
中

戸

・
中
産
層
の
顕
在
化
と
と
も
に
三
階
層
構
成
へ
と
努
化
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
論
理
の
展
開
は
豊
富
に
引
用
さ
れ
た
史
料
に
肉
づ
け
さ
れ

て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
論
述
さ
れ
て
お
り
、
基
木
的
に
私
の
口
を
挟
む
絵
地
は

な
い
。
二
黙
だ
け
感
ず
る
問
題
黙
の
み
を
指
摘
す
る
。

第
一
は
家
父
長
制
的
世
帯
共
同
鐙
に
つ
い
て
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
起

源
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
概
念
は
、
原
始
共
同
位
が
分
解
し
て
家
父
長
制
小
家

族
が
出
現
す
る
聞
の
過
渡
の
段
階
で
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
語
を
よ
り

庚
い
概
念
で
用
い
る
こ
と
が
不
蛍
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
何
故
、
こ
の
段

階
で
複
数
の
車
婚
な
い
し
個
別
家
族
が
一
つ
に
結
合
し
た
二
次
的
な
形
成
が
あ

り
得
た
の
か
を
、
車
婚
小
家
族
の
形
成
過
程
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
て
論
ぜ
ら

れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
社
禽
史
の
重
要
な
部
分
と
し
て
の
家
族
史
が
系
統
的
に

-170ー



633 

論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
著
者
に
よ
る
と
、
六
朝
期
江
南
の
稲
作
技
術
は
、
火
耕
水
携
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る

一
年
休
闘
の
原
始
的
な
も
の
で
は
な
く
、
阪
・
塘
等
の
水
利

施
設
、
牛
筆
耕
を
基
礎
と
す
る
直
播
年
一
作
方
式
段
階
で
あ
り
、
華
北
に
匹
敵

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
設
は
近
年
盛
ん
な
東
ア
ジ
ア
古
代
の
稲
作
技
術
論
の

中
に
あ
っ
て
、
興
味
深
い
、
議
論
を
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
恩
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ

が
嘗
時
の
江
南
に
お
い
て
普
遍
性
を
も
つ
も
の
か
は
、
今
後
簡
車
に
は
決
着
の

つ
か
な
い
、
研
究
方
法
に
も
か
か
わ
る
重
要
問
題
で
あ
ろ
う
。
又
、
高
い
技
術

水
準
が
、
ど
の
よ
う
な
経
営
を
生
み
出
し
た
の
か
は
、
史
料
的
に
は
押
え
に
く

い
と
思
わ
れ
る
が
、
華
北
と
同
じ
基
準
で
は
考
え
ら
れ
な
い
問
題
||
水
稲
耕

作
濁
自
の
労
働
過
程
を
考
慮
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
は
ら

ん
で
い
よ
う
。

第
三
部
は
「
第
六
一章
唐
宋
嬰
革
期
に
お
け
る
農
業
構
造
の
設
展
と
下
級
官

入
居
|
|
l
白
居
易
の
懸
塊
|
|
」
か
ら
な
り
、
唐
末
の
詩
人
に
し
て
官
人
た
る

白
居
易
の
詩
作
に
見
え
る
新
興
自
立
小
農
民
に
射
す
る
懸
惚
の
念
(
こ
れ
は
結

局
は
六
朝
的
土
大
夫
の
最
後
の
自
己
革
新
の
挫
折
の
結
果
で
あ
る
と
著
者
は
考

え
る
〉
を
枇
禽
史
的
観
熱
か
ら
分
析
し
、
白
居
易
の
生
涯
と
、
唐
末
枇
舎
の
幾

化
を
合
せ
て
検
討
し
た
斬
新
な
雄
篇
で
あ
る
。

「唐
宋
繁
革
」
と
は
、
農
耕
方

式
の
上
で
の
①
秋
耕
の
設
展
に
よ
る
冬
期
の
作
物
の
作
付
の
寅
現
、
②
踏
翠
の

進
化
(
慾
サ
キ
の
鋭
利
化
、
把
手
の
装
備
に
よ
る
反
縛
の
容
易
化
、
足
か
け
の

装
着
に
よ
る
耕
深
の
婚
大
、
器
健
の
長
大
化
〉
と
い
う
進
歩
が
あ
り
、
こ
れ
を

基
礎
に
小
規
模
大
農
法
に
よ
る
中
戸
・
中
産
層
の
形
成
、
小
農
法
的
農
業
の
捻

い
手
た
る
貧
家
居

・
佃
客
・
佃
僕
の
自
立
が
み
ら
れ
、
農
民
的
土
地
所
有
が
寅

現
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
獲
化
へ
の
富
豪
層
の
封
態
と
し
て
、
二
つ
の
道
が
あ
る
と
し
、
政

取
を
寅
現
し
て
い
た
園
家
的
土
地
所
有
・
園
家
権
力
と
、
土
地
所
有
を
寅
現
さ

せ
つ
つ
あ
っ
た
中
産
・
貧
家
層
と
の
隻
方
に
封
し
て
政
治
的
・
経
済
的
闘
争
を

展
開
す
る
道
と
、
園
家
権
力
と
結
び
つ
い
て
特
権
階
層
と
な
る
道
で
あ
る
と
す

る
。
こ
れ
が
日
本
と
中
園
の
富
豪
暦
の
歩
ん
だ
道
の
相
違
で
あ
る
と
見
通
す
の

で
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
は
日
本
古
代
史
家
と
の
聞
に
十
分
な
交
流

・
討
論
・

共
同
研
究
の
必
要
な
所
で
あ
ろ
う
。

文
皐
作
品
を
通
し
て
祉
舎
の
獲
化
を
見
、
返
っ
て
ま
た
文
皐
者
の
心
情
を
把

え
る
と
い
う
み
ご
と
な
手
法
に
感
嘆
し
た
一
篇
で
あ
る
。

伺

「
緒
論
」
は
主
と
し
て
従
来
の
中
園
古
代
社
舎
論
に
関
す
る
研
究
動
向
の
整

理
と
批
判
円
で
あ
り
、
恥
か
し
な
が
ら
私
自
身
も
そ
の
中
に
分
類
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
整
理
の
仕
方
は
、
今
ま
で
見
て
来
た
著
者
の
論
旨
か
ら
見
れ
ば
嘗
然

の
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
敢
て
論
一評
を
し
な
い
で
お
き
た
い
。

以
上
、
私
の
理
解
に
も
と
づ
く
本
書
の
論
旨
の
紹
介
と
、
敢
て
批
剣
黙
を
前

面
に
出
し
た
論
評
を
お
こ
な
っ
た
。
私
自
身
、
社
舎
史
論
は
も
と
よ
り
、
政
治

史
論
も
経
済
史
論
も
、

著
者
の
よ
う
な
健
系
的
な
も
の
を
出
し
得
て
い
な
い
現

状
に
お
い
て
、
本
書
評
が
畢
に
ケ
チ
を
つ
け
た
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

「
感
慨
」
の
念
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
随
所
に
寅
査
な
し
の
私
の

見
通
し
ま
で
迂
閲
に
も
吐
露
し
て
し
ま
っ
た
。

近
年
、
中
園
古
代
史
を
鐙
系
的
に
と
ら
え
よ
う
と
い
う
大
胞
な
試
み
が
他
に

見
ら
れ
な
い
中
に
あ
っ
て
、
共
同
研
究
の一

環
と
し
て
の
こ
の
よ
う
な
書
が
出

さ
れ
た
こ
と
は
皐
界
の
大
き
な
枚
穫
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。

本
書
に

到
す
る
批
剣
も
、
こ
れ
か
ら
の
経
承
も
今
後
大
い
に
興
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う

し
、
新
た
な
論
争
も
蛍
然
稼
想
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
本
書
の
皐
界
に
封
す
る

- 171ー



634 

最
大
の
貢
献
で
あ
り
、
成
果
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
後
の
議
論
の
活
設
化
の
た
め
に
最
後
に
一
言
。
著
者
自
身
が
本

書
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
中
園
古
代
の
農
村
社
舎
は
、
古
典
古
代
等
と
比
べ
て

も
は
る
か
に
園
家
権
力
と
の
関
係
を
強
く
も
っ
て
い
る
。
祉
禽
の
あ
り
方
が
園

家
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
と
同
時
に
、
園
家
権
力
の
あ
り
援
が
叉
祉
舎
を
規
定

す
る
面
を
も
っ
て
い
る。

園
家
論

・
政
治
史
論
と
合
せ
て
粧
品
閏
史
論
を
展
開
し

な
け
れ
ば
員
の
中
園
古
代
史
像
は
描
き
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に

も、

今
後
と
も
著
者
と
の
交
流

・
相
互
批
剣

・
共
同
研
究
を
進
め
て
行
く
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。

一
九
八
六
年
九
月
東
京
青
木
書
庖

A
5
版

三
四
三
頁

六

五
O
O園

回
伸
一
成
著

中
園
の
宗
族
と
演
劇

林

手口

生

本
書
は
さ
き
に
『
中
図
祭
紀
演
劇
研
究
』
の
大
著
を
渡
表
さ
れ
た
田
仲
一
成

氏
が
、
そ
の
後
一

九
八
一
年
か
ら
一
九
八
四
年
に
か
け
て
、
香
港

・
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
・
ベ
ナ
ン
で
行
わ
れ
た
前
後
十
七
回
、
延
べ
滞
在
期
開
十
一
カ
月
に
お
よ

ぶ
精
綾
な
現
地
調
査
の
成
果
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
著
が
中
園
の

祭
紀
演
劇
の
盟
系
を
杜
禽
組
織
全
般
の
立
場
か
ら
考
察
さ
れ
た
の
に
劃
し
て
、

本
書
は
祭
杷
演
劇
を
組
成
す
る
単
位
と
し
て
宗
族
の
立
場
か
ら
宗
族
的
色
彩
が

現
れ
て
く
る
仕
組
み
を、

祭
犯
演
劇
の
設
生
段
階
で
あ
る
市
場
地
演
劇
か
ら
枚

数
終
着
段
階
で
あ
る
宗
族
内
紳
演
劇
ま
で
、
順
を
追
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

本
蓄
が
刊
行
さ
れ
た
あ
と
も
、
出
制
々
と
中
図
の
演
劇
に
関
す
る
優
れ
た
論
文
を

夜
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
分
野
に
関
し
て
は
氏
の
濁
り
舞
妥
と
い
え
よ
う
。

近
年
、
中
閣
の
村
落
祉
舎
の
構
造
に
射
す
る
関
心
が
と
み
に
高
ま
っ
て
い
る

が
、
現
地
調
査
に
基
づ
い
た
資
料
が
清
末
か
ら
民
園
代
に
か
け
て
行
わ
れ
た
寅

態
調
査
に
限
定
さ
れ
て
い
る
現
朕
に
お
い
て
、
本
書
を
含
め
た
氏
の
精
力
的
な

現
地
調
査
に
基
づ
い
た
研
究
は
、
歴
史
研
究
の
分
野
の
み
な
ら
ず
社
合
拳

・
文

化
人
類
拳

・
地
理
風
平
等
か
ら
の
村
落
祉
曾
研
究
に
と
っ
て
も
多
く
の
重
要
な
一示

唆
を
輿
え
て
く
れ
る
。

以
下
、
一
千
一
百
頁
を
越
え
る
大
加
で
あ
る
が
、
若
干
の
乏
し
い
私
見
を
交

え
な
が
ら
、
各
章
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
本
書
の
章
別

構
成
を
目
次
に
従
っ
て
奉
げ
て
お
こ
う
。
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