
兪
吉
濬
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
に
お
け
る
﹁
獨
立
﹂
と
﹁
�
�
﹂

︱
︱
內
田
正
雄
﹃
輿
地
誌
略
﹄
と
の
比
�
か
ら
︱
︱

�

脚

�

彥

は

じ

め

に

一

『世
界
大
勢
論
﹄
の
�
成
と
自
國


識

二

『世
界
大
勢
論
﹄
の
﹁
�
�
﹂


識

三

『世
界
大
勢
論
﹄
の
現
實
�
�
圖

お

わ

り

に

は

じ

め

に

一
八
七
六
年
に
日
本
と
修
好
條
規
を
結
ん
だ

鮮
政
府
は
︑
一
八
八
〇
年
に
從
來
の
方
針
を
變
え
て
ア
メ
リ
カ
と
の
條
�
閲
結
を
決
定
し
︑

對
西
洋
﹁
開
國
政
策
﹂
を
推
�
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
﹁
開
國
政
策
﹂
の
一
�
と
し
て
︑

鮮
政
府
は
一
八
八
一
年
に
一
二
人
の

士
と

そ
の
隨
員
︑
總
勢
六
三
人
か
ら
な
る
視
察
團
を
日
本
に
�
�
し
た(1

)
︒
同
年
六
�
八
日
︑

士
魚
允
中
の
隨
員
の
兪
吉
濬

(一
八
五
六

−

一
九
一

四
)
が
柳
定
秀
と
と
も
に
慶
應
義
塾
に
入
學
し
た
が
︑
こ
れ
が
�
代

鮮
�
初
の
日
本
留
學
生
で
あ
る

(
同
じ
く
魚
允
中
の
隨
員
だ
っ
た
尹
致
昊
は

同
人
社
に
入
學
し
た
)
︒
兪
は
そ
の
一
年
�
餘
り
の
ち
の
一
八
八
二
年
一
二
�
二
七
日
に
東
京
を
發
ち
歸
國
す
る
︒
こ
の
兪
の
歸
國
は
︑
壬
午
軍
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亂
の
の
ち
に
結
ば
れ
た
濟
物
浦
條
�
第
六
條
に
基
づ
い
て
日
本
に
�
�
さ
れ
て
い
た
謝
罪
使
�
の
�
權
大
臣
�
修
信
使
朴
泳
孝
︑
そ
れ
に
同
行

し
て
い
た
閔
泳
翊
ら
の
歸
國
に
あ
わ
せ
た
も
の
だ
っ
た
︒

一
方
︑
金
玉
均
の
命
で
日
本
に
密
航
し
た
李
東
仁
と
一
八
八
〇
年
に
會
い
︑
初
め
て

鮮
人
か
ら

鮮
に
關
す
る
�
報
を
得
た
福
澤
諭
吉
は
︑

﹃
時
事
小
言
﹄
(一
八
八
一
年
)
で
日
本
は
武
力
を
用
い
て
で
も

鮮
を
﹁
�
�
﹂
�
さ
せ
て
﹁
獨
立
﹂
を
維
持
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
﹁

鮮
改
 
論(2

)
﹂
を
展
開
し
︑
そ
の
後
︑﹃
時
事
怨
報
﹄
な
ど
を
!
じ
て
積
極
�
に

鮮
問
題
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
な
る
︒
慶
應
義
塾

へ
の

鮮
人
留
學
生
"
け
入
れ
も
︑
そ
の
一
�
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
一
八
八
二
年
七
�
に

鮮
で
起
こ
っ
た
壬
午
軍
亂
に
際
し
て
︑﹁
屬

邦
﹂
保
護
を
揭
げ
て
淸
が
軍
%
を

鮮
に
�
�
︑
軍
亂
を
鎭
壓
し
て

鮮
政
府
に
對
す
る
干
涉
を
強
�
す
る
と
︑
危
機
感
を
募
ら
せ
た
福
澤
は
︑

﹃
時
事
怨
報
﹄
一
八
八
二
年
一
二
�
七
日
・
九
日
・
一
一
日
・
一
二
日
に
社
說
﹁
東
洋
の
政
略
果
し
て
如
何
せ
ん
﹂
を
聯
載
し
︑﹁
荏
â
人
の
干

涉
を
干
涉
し
て
之
を
抑
制
﹂
す
る
た
め
︑
日
本
に
よ
る
�
と
武
の
兩
面
か
ら
の
﹁

鮮
改
 
論
﹂
を
唱
え
た(3

)
︒

朴
泳
孝
ら
の
歸
國
に
同
行
し
て
慶
應
義
塾
出
身
の
牛
場
卓
藏
・
高
橋
正
信
・
井
上
角
五
郞
が

鮮
に
渡
る
と
︑
福
澤
は
︑﹃
時
事
怨
報
﹄
一

八
八
三
年
一
�
一
一
-
一
三
日
に
社
說
﹁
牛
場
卓
 マ

マ

君

鮮
に
行
く
﹂
を
揭
げ
る
が
︑
こ
れ
は
牛
場
ら
が
﹁
�
﹂
に
よ
る
﹁

鮮
改
 
﹂
と
し

て
行
う
�
�
事
業
に
+
待
を
表
�
す
る
社
說
で
あ
る
︒
牛
場
ら
が

鮮
で
行
う
�
�
事
業
は
︑
怨
聞
の
創
刊
で
あ
っ
た(4

)
︒
歸
國
後
の
二
�
六
日

に
漢
城
府
.
尹
に
任
命
さ
れ
た
朴
泳
孝
は
漢
城
府
怨
聞
局
を
開
設
し
︑
二
�
二
七
日
に
瓜
理
/
涉
!
商
事
務
衙
門
0
事
に
任
命
さ
れ
た
兪
吉
濬

が
怨
聞
局
の
﹁
違
1
﹂
を
漢
�
で
︑
怨
聞
﹁
創
刊
辭
﹂
を
國
漢
�
︑
つ
ま
り
ハ
ン
グ
ル
・
漢
字
混
用
�
で
起
草
し
た
︒
兪
は
﹁
創
刊
辭
﹂
の
他

に
も
同
じ
頃
に
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
お
よ
び
﹁
競
爭
論
﹂
と
い
う
國
漢
�
の
著
作
物
を
著
し
て
い
る
が(5

)
︑
國
漢
�
に
よ
る
怨
聞
の
創
刊
は
頓
挫
し
︑

結
局
こ
れ
ら
の
兪
の
著
作
物
は
日
の
目
を
見
な
か
っ
た(6

)
︒
し
か
し
︑

鮮
開
�
�
が
一
八
八
〇
年
代
3
�
に
ほ
と
ん
ど
著
作
物
を
殘
さ
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
兪
の
著
作
は
初
+
の
開
�
�
の
思
想
を
知
る
た
め
に
重
4
な
も
の
で
あ
る
︒
本
稿
は
こ
の
う
ち
の
﹃
世
界
大
勢
論
﹄

に
つ
い
て
︑
い
く
つ
か
の
怨
た
な
知
見
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

兪
吉
濬
は
そ
の
後
︑
一
八
八
三
年
か
ら
一
八
八
五
年
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
留
學
す
る
が
︑
歸
國
後
の
政
府
に
よ
る
軟
禁
の
時
+
に
西
洋
事
�
に

― 95 ―

461



關
す
る
5
蒙
書
﹃
西
6
見
聞
﹄
を
執
筆
し
て
お
り

(一
八
八
九
年
に
脫
稿
︑
一
八
九
五
年
に
東
京
の
/
詢
社
か
ら
發
行
)
︑
そ
こ
に
は
﹃
西
洋
事
�
﹄

な
ど
の
福
澤
諭
吉
の
著
作
物
か
ら
の
8
譯
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
︑
筆
者
も
こ
れ
に
關
す
る
論
�
を
す
で
に
發
表

し
て
い
る(7

)
︒
一
方
で
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
︑﹃
西
6
見
聞
﹄
に
�
べ
て
分
量
は
少
な
い
も
の
の
︑
そ
れ
に
先
立
っ
て
兪
が
著
し
た
世
界
地
理
・

西
洋
�
�
に
關
す
る
5
蒙
書
で
︑
兪
の
人
と
思
想
に
關
す
る
本
格
�
な
硏
究
に
先
鞭
を
附
け
た
李
光
麟
の
硏
究(8

)
を
は
じ
め
︑
兪
吉
濬
硏
究
の
み

な
ら
ず
︑
�
代

鮮
の
西
洋
�
�
"
容
;
︑﹁
�
�
﹂
槪
念
;
硏
究(9

)
な
ど
で
も
=
目
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の
硏
究
で

は
︑
福
澤
の
著
作
か
ら
の
8
譯
を
多
く
含
む
﹃
西
6
見
聞
﹄
の
中
で
︑
そ
の
第
十
四
>
の
﹁
開
�
の
等
?
﹂
の
項
は
福
澤
の
著
作
か
ら
の
直
接

の
8
譯
を
含
ま
な
い
兪
の
獨
自
の
�
�
觀
を
展
開
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
そ
の
原
型
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
筆
者

も
兪
の
﹁
國
民
國
家
﹂
創
出
論
の
形
成
過
1
の
一
�
と
し
て
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
國
際
秩
序


識
と
自
國


識
を
檢
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が(10

)
︑

本
稿
の
第
一
の
目
�
は
︑
そ
の
後
の
@
査
を
踏
ま
え
て
︑
同
書
が
福
澤
と
な
ら
ぶ
當
代
の
洋
學
者
で
�
�
觀
・
世
界


識
も
福
澤
と
�
い
內
田

正
雄
の
﹃
輿
地
誌
略
﹄
�
一
一
卷
一
二
册

(一
八
七
一
-
一
八
八
〇
年
)
︑
特
に
そ
の
卷
一
の
﹁
總
論

(地
誌
總
說
・
天
�
部
・
地
理
部
・
邦
制
部
)
﹂

を
原
本
に
し
て
い
る
こ
と
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
︒

そ
も
そ
も
兪
を
は
じ
め
と
し
て
︑

鮮
開
�
�
の
多
く
は
留
學
や
視
察
な
ど
に
よ
っ
て
日
本
を
經
驗
し
て
い
る
が
︑

鮮
�
代
;
硏
究
で
は

開
�
思
想
の
自
生
�
な
形
成
・
發
展
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
力
點
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
に
︑
日
本
で
學
ん
だ
學
問
の
具
體
�
な
內
容
な
ど
︑


鮮
開
�
�
の
日
本
經
驗
に
つ
い
て
關
心
が
拂
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
︒
本
稿
は
こ
う
し
た
問
題
點
に
照
ら
し
て
︑

鮮
開
�
�
の
日
本
經
驗
に

關
す
る
基
礎
�
な
事
實
の
發
掘
と
い
う
�
義
を
A
す
る
も
の
で
あ
る
︒

內
田
正
雄

(一
八
三
八
-
一
八
七
六
)
は
︑
一
八
六
二
年
に
德
川
幕
府
の
留
學
生
と
し
て
榎
本
武
揚
・
赤
松
則
良
・
西
周
・
津
田
眞
D
ら
と
と

も
に
オ
ラ
ン
ダ
に
渡
り
︑
一
八
六
七
年
に
開
陽
丸
で
歸
國
し
た
︒
�
治
維
怨
後
は
學
制
取
@
掛
な
ど
と
し
て
一
八
七
二
年
公
布
の
學
制
の
制
定

に
關
わ
る
一
方
︑
西
洋
の
地
理
書
を
原
本
と
し
て
﹃
輿
地
誌
略
﹄
の
>
纂
・
刊
行
を
始
め
た
が
︑
卷
九
を
刊
行
し
た
後
に
死
E
し
た
た
め
︑
西

村
茂
樹
が
引
き
繼
い
で
こ
れ
を
完
成
さ
せ
た
︒﹃
輿
地
誌
略
﹄
は
學
制
に
續
く
﹁
小
學
敎
則
﹂
で
使
用
敎
科
書
に
例
示
さ
れ
て
學
校
の
敎
科
書
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と
し
て
使
わ
れ
︑
さ
ら
に
G
年
に
�
部
省
が
版
權
を
持
つ
敎
科
書
を
各
府
縣
が
8
刻
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
と
も
な
い
︑
官
版
・
8
刻

版
あ
わ
せ
て
數
十
萬
部
が
出
版
さ
れ
︑
�
治
初
+
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
一
つ
に
な
っ
た(11

)
︒

兪
吉
濬
が
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
原
本
と
し
て
﹃
輿
地
誌
略
﹄
を
H
擇
し
た
の
は
︑
�
治
初
+
の
日
本
に
お
け
る
同
書
の
影
I
力
に
照
ら
せ
ば

J
得
の
行
く
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹃
西
6
見
聞
﹄
に
お
い
て
兪
が
﹃
西
洋
事
�
﹄
を
そ
の
ま
ま
8
譯
し
な
か
っ
た
よ
う
に
︑﹃
世
界
大
勢

論
﹄
に
お
い
て
も
兪
が
﹃
輿
地
誌
略
﹄
を
そ
の
ま
ま
8
譯
し
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
︒
そ
も
そ
も
﹃
輿
地
誌
略
﹄
を
は
じ
め
�
治
初
+
の
日
本

で
讀
ま
れ
た
世
界
地
理
書
で
は
︑

鮮
は
多
く
の
場
合
中
國
の
﹁
附
屬
﹂
國
と
し
て
K
わ
れ
て
い
た
︒
兪
が
師
事
し
た
福
澤
諭
吉
の
﹃
世
界
國

盡
﹄
(一
八
六
九
年
)
の
場
合
に
は
︑
あ
た
か
も
日
本
の
西
L
に

鮮
が
あ
る
こ
と
自
體
忘
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
記
述
に
な
っ
て
い
る(12

)
︒
筆
者

は
3
稿
で
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
に
お
い
て
兪
は
淸
と
の
宗
屬
關
係
に
批
.
�
で
︑
自
國
を
﹁
獨
立
﹂
國
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
と

指
摘
し
た
が(13

)
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
ア
ジ
ア
に
關
す
る
記
述
を
﹃
輿
地
誌
略
﹄
な
ど
の
日
本
の
世
界
地
理
書
の
そ
れ
と
比
�
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
兪
の
自
國


識
が
ど
の
よ
う
な
論
理
�
 
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
よ
り
踏
み
M
ん
だ
分
析
を
行
い
︑
3
稿
で
提
示
し
た
見
解
に
い

く
つ
か
の
修
正
と
N
加
を
施
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒

ま
た
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
は
﹃
世
界
國
盡
﹄
と
と
も
に
︑
著
者
の
幕
末
の
西
洋
經
驗

(そ
れ
は
東
洋
經
驗
を
必
然
�
に
O
う
)
を
踏
ま
え
て
﹁
十
九

世
紀
の
西
洋
世
界
に
廣
が
っ
て
い
た
世
界
理
解
の
怨
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
"
容
さ
れ
︑
華
夷
�
世
界
宴
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た(14

)
﹂
書

物
の
顯
著
な
事
例
と
し
て
︑
つ
と
に
松
澤
弘
陽
に
よ
っ
て
=
目
さ
れ
て
い
る
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
は
一
九
世
紀
の
世
界
を

﹁
蠻
夷
﹂﹁
未
開
﹂﹁
�
開
﹂﹁
�
�
開
�
﹂
の
四
つ
に
分
類
し
て
お
り

(﹃
世
界
國
盡
﹄
も
ほ
ぼ
同
樣
の
分
類
で
あ
る
)
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
語
句
が

若
干
變
わ
っ
て
い
る
も
の
の
こ
れ
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
8
譯
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
兪
も
內
田
と
同
樣
の
�
�
論
や
世
界
理
解
を
A
し
て
い

た
こ
と
を
�
味
す
る
が
︑
そ
こ
か
ら
生
じ
る
諸
問
題
︑
た
と
え
ば
自
國
が
﹁
�
開
﹂
な
ら
︑
ど
う
す
れ
ば
﹁
�
�
開
�
﹂
へ
と
�
步
で
き
る
か

と
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
︑
內
田
と
兪
で
は
考
え
が
衣
な
っ
て
い
る
︒
あ
ら
か
じ
め
結
論
の
一
端
を
示
せ
ば
︑
兪
は
キ
リ
ス
ト
敎
の


鮮
へ
の
液
入
を
防
遏
し
て
儒
敎
を
護
持
し
よ
う
と
し
て
お
り
︑
ま
た
內
田
が
西
洋
の
﹁
�
�
開
�
﹂
の
指
標
の
一
つ
と
し
て
い
る
﹁
立
憲
の
政
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體
﹂
に
つ
い
て
も
︑
つ
と
め
て
詳
述
を
T
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は

鮮
の
開
�
思
想
の
形
成
過
1
を
考
察
す
る
場
合
に
︑
儒

敎
の
否
定
と
西
洋
�
�
の
"
容
と
い
う
圖
式
�
な
觀
點
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
儒
敎
に
基
づ
く

鮮
後
+
の
政
治
思
想
の
展
開
の
U
長
線
上
に
兪

の
﹁
�
�
﹂
觀
を
位
置
づ
け
る
觀
點
が
必
4
だ
と
い
う
︑
3
稿
で
の
筆
者
の
0
張(15

)
を
後
押
し
す
る
も
の
で
あ
る
︒
以
上
を
踏
ま
え
て
﹃
世
界
大

勢
論
﹄
と
﹃
輿
地
誌
略
﹄
を
比
�
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
兪
の
﹁
獨
立
﹂﹁
�
�
﹂
の
論
理
に
つ
い
て
3
稿
を
補
足
す
る
こ
と
が
本
稿
の
第
二

の
目
�
で
あ
る
︒

本
論
に
入
る
に
先
立
ち
︑
本
稿
に
お
け
る
兪
の
著
作
物
な
ら
び
に
﹃
輿
地
誌
略
﹄
の
引
用
の
方
式
に
關
す
る
原
則
を
提
示
し
て
お
く
︒
本
稿

で
兪
の
著
作
を
引
用
す
る
際
に
は
直
譯
に
�
い
形
で
譯
出
し
︑
そ
の
都
度
﹃
兪
吉
濬
�
書
﹄
の
該
當
の
卷
數
と
頁
を
示
す
︒﹃
輿
地
誌
略
﹄
か

ら
の
引
用
は
︑
內
田
正
雄
﹃
輿
地
誌
略
﹄
初
>

(大
學
南
校
)
の
う
ち
�
も
�
W
し
た
と
推
測
さ
れ
る
�
治
四
年
版
に
よ
る
が
︑
表
記
は
﹃
世

界
大
勢
論
﹄
か
ら
の
8
譯
と
の
對
照
の
X
宜
の
た
め
︑
原
�
の
漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
�
を
漢
字
・
ひ
ら
が
な
�
に
改
め
Y
宜
句
讀
點
を
補
っ
た

(そ
の
他
に
引
用
す
る
日
本
の
地
理
書
も
同
樣(16
)

)
︒
引
用
に
際
し
て
そ
の
都
度
卷
數
と
丁
數
を
示
す
が
︑
�
治
三
年
刊
行
の
初
版
を
底
本
に
し
た
﹃
日

本
敎
科
書
體
系
�
代
>
﹄
第
一
五
卷(17

)
も
參
照
し
た
の
で
︑
同
書
の
頁
も
示
す
こ
と
と
す
る
︒
な
お
︑
兩
者
で
表
記
が
衣
な
る
場
合
は
︑
ル
ビ
も

含
め
て
3
者
に
從
っ
た

(た
だ
し
︑
ル
ビ
の
割
り
附
け
は
一
部
改
變
し
た
)
︒
い
ず
れ
の
引
用
�
中
で
も
︹

︺
は
原
�
で
は
割
â
で
あ
る
こ
と
を

示
し
︑﹇

﹈
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒
ま
た
︑
／
は
原
�
で
は
改
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
︒

一

『
世
界
大
勢
論
﹄
の
�
成
と
自
國


識

1

『世
界
大
勢
論
﹄
の
�
成
と
世
界


識
の
枠
組
み

『世
界
大
勢
論
﹄
は
﹃
兪
吉
濬
�
書
﹄
Ⅲ
の
五
-一
二
一
頁
に
影
印
で
收
錄
さ
れ
て
い
る
未
定
稿
で
︑
一
頁
當
た
り
一
〇
行
の
罫
紙
に
淸
書
さ

れ
た
も
の
に

(た
だ
し
︑
一
〇
〇
-
一
〇
二
頁
の
分
は
罫
線
の
な
い
紙
に
衣
な
る
筆
跡
で
書
か
れ
て
い
る
)
︑
原
版
で
は
朱
筆
だ
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
語
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句
の
\
除
・
N
加
・
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
︒
同
書
の
﹁
世
界
歷
;
一
班マ

マ

﹇
斑
﹈﹂
(以
下
︑
班
は
斑

に
改
め
る
)
の
項
に
﹁
西
洋
諸
國
は
﹇
中
略
﹈
今
年
が

西
曆
一
千
八
百
八
十
三
年
﹇
で
あ
る
﹈
と
稱
す
る
﹂
と

あ
る
こ
と
か
ら
︑
兪
が
こ
れ
を
一
八
八
三
年
に
刊
行
し

よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
同
書
に
は

表
紙
は
あ
る
が
﹁
世
界
大
勢
論
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
と

一
四
の
項
目
名
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
︑
>
者

名
・
出
版
社
名
・
發
行
年
な
ど
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑

序
�
・
凡
例
も
な
い
が
︑
漢
城
府
怨
聞
局
か
ら
發
行
さ

れ
る
は
ず
だ
っ
た
怨
聞
に
聯
載
す
る
か
︑
あ
る
い
は
同

局
か
ら
單
行
書
の
形
で
出
版
す
る
こ
と
を
計
劃
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
︒

下
の
表
は
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
一
四
の
項
目
と
︑

そ
れ
に
對
應
す
る
﹃
輿
地
誌
略
﹄
の
項
目
を
對
照
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
︒

『輿
地
誌
略
﹄
は
そ
の
冒
頭
の
﹁
地
誌
總
說
﹂
で
︑

﹁
大
凡
地
球
上
の
事
物
を
!
考
す
る
に
︑
山
川
海
陸
の

位
置
形
勢
よ
り
風
雨
`
暑
人
獸
草
木
の
同
衣
︑
W
ひ
各
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『世界大勢論』『輿地誌略』對照表

『世界大勢論』の項目名 對應する『輿地誌略』の部と項目名

人種殊衣 邦制部 世界人口の大略Wひ人種の區別

宗敎殊衣 邦制部 敎法

言語殊衣 邦制部 言語�字

政治殊衣 邦制部 政治W國體の區別

衣食居處殊衣 邦制部 衣食の需用Wび開�の等?

開�殊衣 同上

世界歷;一斑 邦制部 人類の始Wひ世界歷;の大�

世界大勢一斑
亞細亞洲
亞弗利加洲
歐羅巴洲
［南亞墨利加洲］
中亞墨利加洲
北亞墨利加洲
大洋洲

地理部 世界の大別Wひ五大洲の幅員

自由大略 對應なし

地球揔說 天�部 地球の形狀W自轉の說

經雲度事 天�部 經度雲度W時刻の差

晝夜理 同上

五帶事 同上

四時事 同上

備考：｢南亞墨利加洲」は原�では見出しが脫落しているため［ ］で補った。



國
人
民
の
種
類
︑
風
俗
︑
言
語
︑
政
令
等
に
至
る
ま
て
地
方
に
從
ひ
各
同
し
か
ら
ず
︒
總
て
之
を
考
窮
す
る
の
學
を
地

學

ジ
ヲ
グ
ラ
ヒ
ー

と
號
﹂
す
る
と
地

理
學
を
定
義
し
︑
續
け
て
﹁
地
學
﹂
を
﹁

天

�

ア
ス
ト
ロ
ノ
ミ
カ
ル

の
部
﹂﹁
地
理

フ
イ
シ
カ
ル

の
部
﹂﹁
邦
制

ポ
リ
チ
カ
ル

の
部
﹂
の
三
つ
に
大
別
し
て
い
る
が

(
①
一
︑﹃
敎
﹄
六

五
)
︑
こ
れ
は
福
澤
諭
吉
﹃
世
界
國
盡
﹄﹁
附
錄
﹂
の
﹁
天
�
の
地
學
﹂﹁
自
然
の
地
學
﹂﹁
人
閒
の
地
學
﹂
の
三
分
類
と
同
樣
で
︑
か
れ
ら
が

據
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
理
書
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

表
を
見
る
と
︑
ま
ず
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
項
目
は
︑﹁
世
界
大
勢
一
斑
﹂
で
の
各
國
に
關
す
る
說
�
と
﹁
自
由
大
略
﹂
の
項
を
除
い
て
︑﹃
輿

地
誌
略
﹄
に
對
應
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
配
列
は
﹃
輿
地
誌
略
﹄
と
y
で
︑﹁
邦
制
﹂﹁
地
理
﹂﹁
天
�
﹂
の
順
番
に
な
っ

て
お
り
︑
ま
た
分
量
は
﹁
邦
制
﹂
に
該
當
す
る
部
分
が
多
い
︒
兪
の
關
心
は
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
集
中
し
て
お
り
︑﹃
世
界

大
勢
論
﹄
は
實
質
�
に
地
理
書
と
い
う
よ
り
政
治
の
書
で
あ
る
︒

『世
界
大
勢
論
﹄
が
世
界
諸
國
に
つ
い
て
記
述
す
る
の
は
︑﹁
世
界
大
勢
一
斑
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
兪
は
ま
ず
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
卷
一
﹁
地
理

部
﹂
の
第
一
項
﹁
世
界
の
大
別
W
び
五
大
洲
の
幅
員
﹂︑
お
よ
び
﹁
邦
制
部
﹂
の
第
一
項
﹁
世
界
人
口
の
大
略
W
び
人
種
の
區
別
﹂
を
參
考
に

し
な
が
ら
﹁
五
大
洋
﹂
と
﹁
五
大
洲
﹂
を
槪
說
し
た
の
ち
︑
各
國
に
關
す
る
記
述
に
先
立
っ
て
z
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

世
界
中
の
人
民
が
各

相

お
の
お
の
あ
い

會
集
し
て
一
國
を
成
し
︑
或
い
は
政
府
を
設
け
て
獨
立
す
る
こ
と
も
あ
り
︑
或
い
は
他
國
の
政
府
の
管
�
を
仰

い
で
屬
從
す
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
今
其
邦
國
を
擧
數
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
︒
(Ⅲ
六
三
)

こ
こ
で
兪
の
�
大
の
關
心
は
︑
列
擧
さ
れ
る
國
々
が
そ
れ
ぞ
れ
﹁
獨
立
﹂
國
か
﹁
屬
地
﹂
か
で
あ
り
︑
さ
ら
に
﹁
獨
立
﹂
國
で
あ
る
場
合
は

い
か
な
る
政
體
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
英
吉
利
﹂
は
﹁
獨
立
立
憲
王
治
﹂︑﹁
墺
大
利
﹂
は
﹁
獨
立
立
憲
�
治
﹂︑﹁
佛
蘭
西
﹂
は

﹁
獨
立
共
和
政
治
﹂︑﹁
魯
西
亞
﹂
は
﹁
獨
立
王
治
﹂
で
あ
る
の
に
對
し
て
︑﹁
英
領
印
度
﹂
は
﹁
英
吉
利
屬
地
﹂︑﹁
爪
哇
﹂
は
﹁
和
蘭
屬
地
で

あ
っ
た
が
去
年
に
獨
立
�
治
に
な
る
﹂
と
い
う
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
に
は
︑﹁
蘇
祿
諸
島
﹂
(
ス
ー
ル
ー
諸
島
)
が
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﹁
獨
立
Y
長
が
A
っ
て
領
�
す
る
が
︑
し
か
し
い
ま
だ
國
體
を
成
立
で
き
な
い
﹂
と
說
�
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
國
家
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い

地
域
も
列
擧
さ
れ
て
い
る
︒

三
谷
�
に
よ
る
と
︑
幕
末
・
�
治
初
+
の
日
本
で
讀
ま
れ
た
蘭
學
者
・
洋
學
者
に
よ
る
地
理
書
の
世
界


識
は
︑
そ
れ
以
3
の
も
の
か
ら
大

き
く
轉
奄
を
�
げ
て
い
た
︒
そ
の
特
�
は
①
自
國
を
世
界
の
中
心
に
置
く
秩
序
觀
の
も
と
に
日
本
か
ら
記
述
を
始
め
た
こ
と
︑
②
世
界
諸
國
を

�
識
�
に
﹁
獨
立
﹂
國
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
基
準
で
階
層
�
し
︑
③
さ
ら
に
同
時
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
基
準
と
し
た
﹁
�
�
﹂
�
の
度
合
い
に

よ
っ
て
階
層
�
し
た
こ
と
で
あ
る(18

)
︒
こ
の
う
ち
①
と
②
は
箕
作
省
吾
﹃
坤
輿
圖
識
﹄
(一
八
四
五
年
)
で
�
入
さ
れ
て
お
り
︑
同
書
は
世
界
の
記

述
を
﹁
皇
國
﹂
か
ら
始
め
︑
さ
ら
に
世
界
諸
國
を
﹁
獨
立
﹂
國
と
﹁
附
屬
﹂
國
に
分
け
︑
後
者
を
3
者
よ
り
一
字
下
げ
て
記
述
し
て
い
る
︒
③

は
﹃
世
界
國
盡
﹄
に
お
い
て
�
入
さ
れ
た
が
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
も
同
樣
の


識
に
立
っ
て
い
る
︒

﹃
世
界
國
盡
﹄﹁
附
錄
﹂
で
福
澤
が
力
點
を
置
い
て
記
述
し
て
い
る
の
は
二
點
で
︑
一
つ
は
﹁
�
�
﹂
�
の
度
合
い
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は

政
體
で
あ
る
︒
3
者
は
﹁
混
沌
﹂﹁
蠻
野
﹂﹁
未
開
印
は
�
開
﹂﹁
�
�
開
�
﹂
の
四
つ
に
︑
後
者
は
﹁
定
律
立
君
﹂﹁
獨
裁
立
君
﹂﹁
貴
族
合
議
﹂

﹁
共
和
政
治
︑
或
は
合
衆
政
治
﹂
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
︑
�
示
�
で
は
な
い
も
の
の
︑﹁
�
�
﹂
�
の
度
合
い
と
政
體
の
別
が
關
聯
づ
け
ら
れ
て

い
る(

19
)

︒
こ
う
し
た
關
心
を
持
つ
福
澤
が
﹃
世
界
國
盡
﹄
本
�
の
記
述
で
重
視
し
た
の
が
︑
國
の
大
小
︑
人
口
・
物
產
の
多
寡
の
み
な
ら
ず
︑
產

業
・
貿
易
・
學
問
・
陸
海
軍
な
ど
の
﹁
�
�
﹂
�
の
度
合
い
︑﹁
政
事
﹂
の
あ
り
方
︑
そ
う
し
て
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
國

の
荏
配
を
"
け
て
い
る
か
否
か
で
あ
っ
た
︒
の
ち
に
詳
述
す
る
よ
う
に
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
も
卷
一
﹁
邦
制
部
﹂
の
﹁
衣
食
の
需
用
W
び
開
�
の

等
?
﹂
の
項
で
﹁
蠻
夷
﹂﹁
未
開
の
民
﹂﹁
�
開
の
民
﹂﹁
�
�
開
�
の
民
﹂
と
い
う
﹁
�
�
﹂
の
四
段
階
を
設
定
し
︑
ま
た
﹁
政
治
W
國
體
の

區
別
﹂
の
項
で
政
體
を
﹁
君
0
擅
制
﹂﹁
君
0
專
治
﹂﹁
君
民
同
治
﹂﹁
貴
顯
專
治
﹂﹁
合
衆
政
治
﹂
の
五
つ
に
分
類
し
て
︑
兩
者
に
密
接
な
關
聯

性
を
持
た
せ
た
記
述
を
し
て
い
る
︒﹃
世
界
大
勢
論
﹄
も
上
記
の
②
と
③
に
お
い
て
︑
�
治
初
+
の
日
本
の
世
界
地
理
書
の
世
界
理
解
と
同
一

線
上
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
場
合
に
は
︑
國
家
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
地
域
も
列
擧
・
記
述
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
ま
た
別
の
效
果
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒
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2

幕
末
・
�
治
初
+
の
日
本
の
世
界
地
理
書
に
お
け
る

鮮

世
界
諸
國
を
﹁
獨
立
﹂
國
か
否
か
︑﹁
�
�
﹂
�
の
度
合
い
と
い
う
基
準
で
階
層
�
し
た
日
本
の
世
界
地
理
書
で
は
︑

鮮
の
�
價
は
極
め

て
低
い
︒
箕
作
省
吾
﹃
坤
輿
圖
識
﹄
に
お
い
て
﹁
皇
國
﹂
に
續
く
の
が
﹁
漢
土
カ

ラ

﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
に
續
い
て
記
述
さ
れ
る
の
が
﹁
大
韃
而
靼

ダ
イ
ダ
ッ
タ
ン

﹂

で
︑
こ
れ
は
﹁
獨
立
﹂
國
と
し
て
K
わ
れ
て
い
る
︒
そ
の
z
が
﹁
漢
土
に
�
屬
す
る
者
﹂
と
し
て
の
﹁
荏
â
韃
靼
﹂
で
︑
こ
れ
は
﹁

鮮
﹂

﹁
滿
州
﹂﹁
蒙
古
﹂﹁
喀
爾
喀

カ

ル

カ

ス

﹂﹁
�
哈
連

サ

カ

レ

ン

﹂
(﹁
本
邦
﹂
と
﹁
荏
â
領
﹂
に
�
分
ず
つ
屬
し
て
い
る
と
さ
れ
る
)
の
五
つ
か
ら
成
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
︑
こ
こ
は
一
字
下
げ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

鮮
の
記
述
は
極
め
て
鯵
單
で
︑
�
�
を
引
用
す
る
と
z
の
と
お
り
で
あ
る
︒


鮮
︑
八
D
︑
大
縣
三
十
三
︑
小
縣
一
百
廿
八
に
分
つ
︑
人
民
頗
る
蕃
庶
︑
五
穀
其
食
に
給
す
︑
國
王
あ
り
︑
荏
â
に
臣
�
す
︑
土
人
柔

和
に
し
て
︑
能
く
漢
字
を
解
す
︑
其
都
を
京
と
云
︑
部
中
鴨
綠
江
あ
り
︑
荏
â
W
び
滿
洲
と
壤
を
劃
す
︑
闔
州
廣
袤
︑
里
方
六
千
︑
民
口

五
百
萬
餘
︑
土
產
︑
金
︑
鐵
︑
米
︑
麥
︑
人
參
︒
(﹃
坤
輿
圖
識
﹄
卷
一
﹁
亞
細
亞
洲
總
括
﹂
︑
二
丁
)

｢國
王
あ
り
︑
荏
â
に
臣
�
す
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
本
�
中
で
も
﹁
荏
â
﹂
の
﹁
附
屬
﹂
國
で
あ
る
こ
と
が
�
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う

に

鮮
を
中
國
の
﹁
附
屬
﹂
國
で
あ
る
﹁
荏
â
韃
靼
﹂
に
分
類
す
る
記
述
方
式
は
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
卷
二
の
﹁
亞
細
亞
洲
中
﹂
も
同
樣
で
あ
っ

た
︒
ま
ず
︑﹁
亞
細
亞

エ

ー

シ

ア

ア

ジ

ア

洲
﹂
の
總
論
部
分
で
關
心
が
拂
わ
れ
る
の
は
︑
や
は
り
各
國
が
﹁
獨
立
﹂
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
︒

亞
細
亞
洲
中
獨
立
の
邦
國
は
日
本
︑
荏
â
︑
比
耳
西
亞
﹇
ペ
ル
シ
ヤ
﹈
を
以
て
首
と
し
︑
z
て
後
印
度
の
中
暹
羅
︑
緬
甸
︑
安
南
の
數
國

A
り
︑

鮮

コ
レ
ヤ

︑
西
藏

チ
ベ
ツ
ト

の
如
き
は
荏
â
に
附
屬
す
︒
(①
五
八
-五
九
︑﹃
敎
﹄
九
〇
)
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鮮
は
﹁
荏
â
﹂
に
屬
す
る
と
さ
れ
る
が
︑
た
だ
し
︑
中
國
に
對
す
る

貢
國
の
暹
羅
・
緬
甸
・
安
南
が
︑

貢
に
つ
い
て
言
W
さ
れ
ず
に

﹁
亞
細
亞
﹂
の
﹁
獨
立
﹂
國
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
後
に
見
る
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
自
國


識
を
理
解
す
る
た
め
に
重
4
で
あ
る

の
で
留
�
さ
れ
た
い
︒

こ
の
よ
う
に
總
論
で
﹁
荏
â
﹂
の
﹁
附
屬
﹂
國
に
分
類
さ
れ
た

鮮
は
︑
本
�
で
は
﹁
荏
â
本
部

チ
ャ
イ
ナ
プ
ロ
ー
フ
ル

﹂
の
項
に
續
く
﹁
荏
â
韃
靼

チ
ャ
イ
ニ
ス
タ
ル
タ
リ
ー

﹂
の
項

に
お
い
て
﹁
滿

洲

マ
ン
チ
ュ
リ
ヤ

﹂﹁
蒙
古

モ
ン
ゴ
リ
ヤ

﹂﹁
伊
犁

イ

リ

﹂﹁
西
藏
﹂
と
と
も
に
記
述
さ
れ
る
︒

鮮
の
記
述
は
﹃
坤
輿
圖
識
﹄
と
�
べ
て
量
が
格
段
に
增
え
︑

﹁
本
土
固
A
の
�
字
﹂
(ハ
ン
グ
ル
)
に
言
W
が
あ
り
︑
ま
た
曲
が
り
な
り
に
も
歷
;
に
關
す
る
記
述
も
あ
る
の
で
あ
る
が
︑
斷
片
�
で
漠
然
と

し
て
お
り
︑
滿
洲
・
蒙
古
・
西
藏
の
項
に
は
あ
る
揷
圖
も
な
い
︒
む
し
ろ
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
の

鮮
に
關
す
る
記
述
で
特
記
す
べ
き
は
︑

鮮

は
古
代
以
來
﹁
皇
國
﹂
に

貢
し
︑
ま
た
神
功
皇
后
と
豐
臣
秀
吉
に
﹁
征
伐
﹂
さ
れ
た
と
い
う
末
尾
の
�
違
で
あ
る
︒

此
國
古
代
よ
り

皇
國
に

貢
し
百
工
の
技
£
等
を
傳
へ
し
こ
と
少
な
か
ら
ず
︒
印
屢
々
日
本
よ
り
之
れ
を
征
討
せ
し
こ
と
A
り
︒
千
六

百
七
十
年
3

神
功
皇
后
の
親
征
W
び
�
く
は
豐
太
閤
の
討
伐
の
如
き
は
皆
人
の
能
く
知
る
¤
な
り
︒
(
②
二
一
︑
﹃
敎
﹄
一
〇
六
︑
空
格
は

原
�
の
と
お
り
)

さ
ら
に
=
目
し
た
い
の
は
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
に
お
け
る
自
國
國
號
は
﹁
日
本
﹂
で
あ
る
が
︑
引
用
�
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
古
代
に
お
け
る


鮮
と
の
關
係
に
限
っ
て
﹁
皇
國
﹂
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

吉
野
¥
に
よ
れ
ば
︑
�
治
維
怨
+
の
日
本
政
府
內
の
一
部
に
は
︑
古
代
に
天
皇
親
政
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
を
︑

鮮
諸
國
が
天
皇
の
德
を

慕
っ
て

貢
し
て
き
た
理
想
�
な
日

關
係
の
時
代
と
し
︑
王
政
復
古
に
よ
っ
て
天
皇
親
政
が
回
復
さ
れ
た
以
上
︑

鮮
は
天
皇
に
�
屬
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
﹁

廷
直
/
論
﹂
に
も
と
づ
く
﹁
國
體
論
�
な
日

關
係
創
出
﹂
の
0
張
が
あ
っ
た(20

)
︒
�
治
政
府
に
出
仕
す
る
洋
學
者
內
田

も
︑
少
な
く
と
も
歷
;


識
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
︑
國
體
論
�
な
視
點
で
日
本
と

鮮
と
の
關
係
を
見
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
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3

『世
界
大
勢
論
﹄
の
自
國


識

『世
界
大
勢
論
﹄﹁
世
界
大
勢
一
斑
﹂
(Ⅲ
六
一
-
八
八
)
の
各
國
に
關
す
る
說
�
は
﹁
亞
細
亞
洲
﹂
の
﹁

鮮
﹂
か
ら
始
ま
る
が
︑
し
か
し
こ

こ
に
は
﹁
卽
ち
我
國
で
あ
る
﹂
と
し
か
記
述
が
な
く
︑
そ
れ
自
體
と
し
て

鮮
が
﹁
獨
立
﹂
國
か
否
か
�
言
し
て
い
な
い
︒
そ
の
z
が
﹁
荏

â
﹂
で
あ
り
︑﹁
獨
立
�
治
︒
首
都
を
北
京
と
い
い
︑
但
し
其
の
國
中
の
香
§
は
英
吉
利
に
屬
し
︑
澳
門
は
葡
萄
牙
に
屬
す
る
も
の
の
︑
此
の

國
が
世
界
中
で
第
一
﹇
一
番
﹈
人
口
の
夥
多
な
國
で
あ
る
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑﹁
獨
立
﹂
國
で
あ
り
政
體
は
﹁
�
治
﹂
で
あ
る
こ
と
︑
し
か
し

國
の
一
部
は
イ
ギ
リ
ス
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
﹁
屬
地
﹂

=

¨
民
地
で
あ
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

｢
荏
â
﹂
の
z
が
﹁
滿
洲
﹂﹁
蒙
古
﹂﹁
伊
犁
﹂﹁
西
藏
﹂
で
あ
る
が
︑
�
初
の
﹁
滿
洲
﹂
は
後
に
\
除
さ
れ
て
お
り
︑
續
け
て
﹁
以
上
の
四

﹇
後
に
三
に
修
正
﹈
國
は
荏
â
に
屬
し
て
い
る
が
︑
し
か
し
各
自
國
王
が
い
る
︒
荏
â
よ
り
其
國
務
を
干
涉
す
る
故
に
︑
�
獨
立
國
と
云
う
者

で
あ
る
﹂
と
說
�
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
兪
が
こ
れ
ら
三
國
を
﹁
屬
地
﹂
と
せ
ず
に
﹁
�
獨
立
國
﹂
と
し
て
い
る
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
國
の
﹁
屬

地
﹂

=

¨
民
地
と
中
國
の
﹁
屬
地
﹂
と
を
區
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
︑
z
に
見
る
よ
う
に
こ
の
區
別
は
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
自
國


識

を
理
解
す
る
上
で
極
め
て
重
4
な
も
の
で
あ
る
︒

兪
は
﹁

鮮
﹂
に
關
し
て
﹁
獨
立
﹂
國
か
否
か
述
べ
て
い
な
い
も
の
の
︑
こ
こ
ま
で
見
れ
ば
言
外
に
あ
る
自
國


識
を
以
下
の
よ
う
に
推
測

で
き
る
︒
ま
ず
︑
日
本
の
多
く
の
世
界
地
理
書
が

鮮
を
﹁
荏
â
韃
靼
﹂
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
に
對
し
て
︑
兪
は
﹁
荏
â
韃
靼
﹂
の
用
語

を
使
わ
ず
︑
さ
ら
に
記
述
を
﹁

鮮
﹂
か
ら
始
め
て
﹁
我
國
﹂
と
表
記
し
︑
ま
た

鮮
を
蒙
古
・
伊
犁
・
西
藏
と
區
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑


鮮
を
﹁
獨
立
﹂
國
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
は
�
白
で
あ
る
︒

こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
が
︑
箕
作
省
吾
﹃
坤
輿
圖
識
﹄
に
お
け
る
﹁
皇
國
﹂
で
あ
る
︒
先
述
の
よ
う
に
︑﹃
坤
輿
圖
識
﹄
で
の
中
國
の
國
名

は
﹁
漢
土
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
が
﹁
中
華
﹂
や
﹁
中
國
﹂
で
な
い
の
は
日
本
を
﹁
皇
國
﹂
と
し
た
こ
と
と
對
應
し
て
お
り
︑
一
八
世
紀
以
後
國

學
者
の
み
な
ら
ず
蘭
學
者
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
﹁
日
本
を
﹃
皇
國
﹄
と
呼
ぶ
時
︑
中
國
を
﹃
中
華
﹄﹃
中
國
﹄
と
は
�
!
呼
ば
な
い
﹂
と
い
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う
﹁﹃
皇
國
﹄
�
世
界
宴(21

)
﹂
を
︑
箕
作
が
繼
承
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る(22

)
︒

『世
界
大
勢
論
﹄
で
も
中
國
の
國
號
が
﹁
荏
â
﹂
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
兪
も
﹁
中
國
﹂﹁
中
華
﹂
を
相
對
�
し
て
い
た
と
言
え
る
︒
し

か
し
自
國
の
呼
稱
は
あ
く
ま
で
﹁
我
國
﹂
で
︑
こ
こ
か
ら
は
中
國
に
對
す
る
優
越
�
識
が
感
じ
ら
れ
な
い
︒
む
し
ろ
=
目
す
べ
き
な
の
は
︑

﹁

鮮
﹂
と
い
う
漢
字
の
國
號
の
下
に
今
日
に
言
う
ハ
ン
グ
ル
で
﹁
조
선

(チ
ョ
ソ
ン
)
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
周
知
の
と
お
り

ハ
ン
グ
ル
は
表
ª
�
字
で
あ
る
が
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
﹁
世
界
大
勢
一
斑
﹂
で
外
國
地
名
は
�
て
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
お
り
︑
ハ
ン
グ
ル
は

國
號
に
關
し
て
は
﹁

鮮
﹂
の
み
を
表
記
す
る
�
字
で
あ
る
︒﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
ハ
ン
グ
ル


識
に
つ
い
て
は
違
を
改
め
て
檢
討
す
る
が
︑

先
回
り
す
れ
ば
︑
中
國
に
對
す
る
兪
の
優
越
�
識
は
こ
の
ハ
ン
グ
ル
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
﹃
世
界
大
勢
論
﹄﹁
世
界
大
勢
一
斑
﹂
に
は
當
初
日
本
に
關
す
る
記
述
が
な
く
︑
後
に
日
本
は
﹁
蒙
古
・
伊
犁
・
西
藏
﹂
と
そ
の

z
の
﹁
西
比
利
亞
﹂
(﹁
魯
西
亞
屬
地
﹂)
と
の
閒
に
書
き
M
ま
れ
︑
說
�
は
﹁
獨
立
�
治
︒
國
都
は
東
京
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
兪
が

當
初
日
本
に
つ
い
て
記
述
し
な
か
っ
た
の
か
は
分
ら
な
い
︒
も
っ
と
も
︑
日
本
に
關
す
る
具
體
�
な
記
述
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹃
輿
地

誌
略
﹄
に
見
ら
れ
る
國
體
論
�
日

關
係
に
も
�
く
言
W
し
な
い
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
兪
は
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
で

鮮
を
﹁
獨
立
﹂
國
と
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
︑
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
︑
兪
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
國
の
¨
民
地

=

｢屬
地
﹂
と
中
國
の
﹁
屬
地
﹂
を
區
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
先
述
の
よ
う
に
﹃
輿
地
誌
略
﹄

は

鮮
を
﹁
荏
â
韃
靼
﹂
の
一
部
と
し
て
記
述
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
に
は

鮮
の
位
置
づ
け
に
搖
れ
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
が

z
に
引
用
す
る
﹃
輿
地
誌
略
﹄
卷
二
の
﹁
荏
â
﹂
の
項
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
︒

荏
â
の
版
圖
は
大
別
し
て
槪
ね
之
を
三
部
に
分
ち
︑
其
一

荏
â
本
部

チ
ャ
イ
ナ
プ
ロ
ー
ブ
ル

︹
割
â
省
略
︺
其
二

荏
â
韃
靼

チ
ャ
イ
ニ
ス
タ
ル
タ
リ
ー

︹
割
â
省
略
︺
其
三
西
藏

チ
ベ
ツ
ト

︹
割

â
省
略
︺
と
す
︒
其
他

鮮
瑛
球
の
如
き
は
印
荏
â
に

貢
す
る
¤
の
屬
國
と
す
︹
此
區
別
︑
原
本
に
依
て
各
小
衣
あ
り
︒
卽
ち
其
一
荏

â
本
部
︑
其
二
屬
地
︑
滿
州
︑
蒙
古
︑
伊
犁
等
を
云
ふ
︒
其
三
來
貢
諸
國
︑
西
藏
︑

鮮
︑
瑛
球
等
を
云
ふ
︺︒
(②
二
︑﹃
敎
﹄
九
八
)
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『輿
地
誌
略
﹄
の

鮮
記
述
で
兪
が
=
目
し
た
の
は
︑﹁
荏
â
韃
靼
﹂
と
し
て
の

鮮
で
は
な
く
︑
こ
ち
ら
の
﹁
荏
â
﹂
冒
頭
部
分
で
の

鮮

で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
﹁
荏
â
に

貢
す
る
¤
の
屬
國
﹂
な
い
し
﹁
來
貢
國
﹂
で
あ
る

鮮
は
︑﹁
荏
â
韃
靼
﹂
な
い
し
﹁
荏
â
﹂
の
﹁
屬
地
﹂

で
あ
る
滿
州
・
蒙
古
・
伊
犁
と
區
別
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
着
目
し
た
兪
は
︑
先
に
見
た
よ
う
に
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
で
さ
ら
に
蒙
古
・
伊
犁
・

西
藏
を
﹁
屬
地
｣=

¨
民
地
で
は
な
く
﹁
�
獨
立
國
﹂
と
し
た
︒
そ
う
す
る
と
︑
蒙
古
・
伊
犁
・
西
藏
と
區
別
さ
れ
る
﹁
荏
â
に

貢
す
る
¤

の
屬
國
﹂﹁
來
貢
國
﹂
の

鮮
は
︑
自
ず
と
﹁
獨
立
國
﹂
に
な
ろ
う
︒
ま
た
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
が

鮮
と
同
じ
く
中
國
に

貢
し
て
い
る
は
ず
の

暹
羅
・
緬
甸
・
安
南
を
﹁
獨
立
國
﹂
と
し
て
い
た
こ
と
も
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
︑
兪
は
こ
れ
も
﹃
輿
地
誌
略
﹄
を
踏
襲
し
て
安
南
・
暹

羅
・
緬
甸
を
そ
れ
ぞ
れ
﹁
獨
立
王
治
﹂
と
位
置
づ
け
た

(な
お
安
南
に
つ
い
て
は
︑﹁
但
し
其
國
內
に
佛
蘭
西
屬
地
が
少
し
A
る
﹂
と
補
足
し
て
い
る
)
︒

つ
ま
り
︑
兪
は

鮮
が
中
國
に

貢
す
る
﹁
屬
國
﹂
で
あ
る
こ
と
と

鮮
が
﹁
獨
立
國
﹂
で
あ
る
こ
と
が
︑
矛
盾
し
な
い
よ
う
工
夫
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒

こ
の
工
夫
の
背
景
に
あ
っ
た
の
が
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
と
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
閒
の
時
+
に
生
じ
た

鮮
の
國
際
關
係
上
の
位
置
づ
け
の
變
�

で
あ
る
︒
周
知
の
と
お
り
︑
一
八
七
六
年
の
日

修
好
條
規
は
︑
第
一
款
で

鮮
を
中
國
の
﹁
屬
國
﹂
で
は
な
く
﹁
自
0
の
邦
﹂
と
し
た
︒
こ

の
こ
と
は
日

修
好
條
規
閲
結
後
に
發
行
さ
れ
た
日
本
の
世
界
地
理
書
の

鮮
記
述
に
も
反
映
し
︑
た
と
え
ば
須
川
賢
久
譯
﹃
萬
國
地
理
誌
﹄

卷
之
一

(須
川
氏
藏
︑
一
八
七
七
年
)
に
お
い
て

鮮
は
︑﹁
荏
â
﹂
の
項
の
冒
頭
で
﹁
此
國
を
分
ち
て
︑
三
部
と
す
︑
卽
荏
â
本
部
︑
屬
地

︹
滿
州
︑
蒙
古
︑
伊
犁
︑

鮮
等
を
云
ふ
︑
印
此
等
を
總
稱
し
て
荏
â
韃
靼
と
云
ふ
︺
西
藏
是
な
り
﹂
(一
五
丁
)
と
︑﹁
屬
地
﹂﹁
荏
â
韃
靼
﹂

に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
︑﹁
荏
â
韃
靼
﹂
の
項
の

鮮
に
關
す
る
記
述
の
中
で
は
︑﹁
此
國
は
︑
荏
â
の
屬
國
と
稱
す
と
雖
と
も
︑
其
實
獨

立
國
に
し
て
︑
荏
â
の
瓜
御
を
"
け
ず
︑
只
年
々
荏
â
に

し
て
貢
を
J
る
ヽ
の
み
﹂
(
二
一
丁
)
と
い
う
よ
う
に
︑﹁
荏
â
の
屬
國
﹂
を
稱
し

な
が
ら
も
實
質
�
に
は
荏
配
を
"
け
な
い
﹁
獨
立
國
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る(23

)
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
對
外
�
に

鮮
を
﹁
自
0
﹂
と
規

定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
に
見
ら
れ
た
國
體
論
�
な
日

關
係


識
も
︑
兪
が
日
本
に
留
學
す
る
時
+
に
は
影
I
力
を

め
て

い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
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さ
ら
に
︑
本
稿
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
見
た
よ
う
に
︑
一
八
八
二
年
の
壬
午
軍
亂
を
機
に

鮮
に
對
す
る
淸
の
宗
0
權
が
強
�
さ
れ
て
日
淸
の

對
立
が
深
ま
る
と
︑
福
澤
諭
吉
は
日
本
が
﹁
�
�
の
魁
﹂
と
し
て

鮮
の
﹁
�
�
﹂
�
︑﹁
獨
立
﹂
を
武
力
に
よ
っ
て
で
も
荏
®
す
べ
き
こ
と

を
﹃
時
事
怨
報
﹄
紙
上
で
繰
り
¯
し
唱
え
た
︒
一
八
八
二
年
の
初
め
て
の
日
本
訪
問
以
來
︑
福
澤
と
親
/
を
結
ん
で
い
た
金
玉
均
は
︑
甲
申
政

變
に
お
い
て

貢
の
卽
時
破
棄
に
よ
る
﹁
獨
立
﹂
を
�
成
し
よ
う
と
し
た
が
︑
そ
れ
は

貢
と
﹁
獨
立
﹂
が
矛
盾
す
る
と
い
う
論
理
に
基
づ
い

た
も
の
で
︑
福
澤
の
考
え
も
恐
ら
く
そ
れ
と
�
い
︒
一
方
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
な
ど
の
一
八
八
三
年
の
兪
の
著
作
も
福
澤
の
﹁

鮮
改
 
論
﹂

と
密
接
な
關
係
を
A
す
る
こ
と
は
︑
3
稿
で
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る(24

)
︒
た
だ
し
︑
兪
は

鮮
が
淸
に
對
す
る

貢
國
で
あ
る
現
實
を
踏

ま
え
た
上
で
︑
さ
ら
に

貢
國
を
﹁
獨
立
﹂
國
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑

鮮
を
﹁
獨
立
﹂
國
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
︒
こ
れ

は
後
の
﹃
西
6
見
聞
﹄
第
三
>
﹁
邦
國
の
權
利
﹂
に
お
け
る
兪
の
﹁
國
權
﹂
論
の
基
本
°
勢
な
の
で
あ
る
が
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
と
の
比
�
に

よ
っ
て
︑
こ
の
基
本
°
勢
が
一
八
八
〇
年
代
3
�
の
日
本
留
學
の
時
+
に
す
で
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
確


で
き
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
點
は
3
稿

で
十
分
に
展
開
で
き
な
か
っ
た
兪
の
﹁
獨
立
﹂
論
の
特
�
と
し
て
N
加
し
て
お
き
た
い
︒

二

『
世
界
大
勢
論
﹄
の
﹁
�
�
﹂


識

1

｢
�
�
﹂
�
の
可
能
性

『世
界
大
勢
論
﹄
の
�
初
の
項
は
﹁
人
種
殊
衣
﹂
(Ⅲ
五
-九
)
で
あ
る
︒
そ
れ
は
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
人
種
の
五
分
類
說
に
基
づ
く
人
種
分

類
を
記
述
し
た
も
の
で
︑
人
種
名
稱
に
一
部
變
±
を
加
え
て
い
る
が
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄﹁
世
界
人
口
の
大
略
W
ひ
人
種
の
區
別
﹂
に
ほ
ぼ
忠
實
に

倣
っ
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
輿
地
誌
略
﹄
と
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
︑
人
種
を
﹁
�
�
﹂
の
段
階
と
結
び
附
け
て
い
な
い
︒
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
兩
者
は
﹁
�
�
﹂
が
﹁
白
色
人
種
﹂
の
專
A
物
だ
と
い
う
人
種
決
定
說
を
回
T
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
も
う
一
つ
問
題
に
な
る
の
が

﹁
�
�
﹂
と
地
理
の
關
係
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
で
は
﹁
衣
食
居
處
殊
衣
﹂
の
項
で
K
わ
れ
て
い
る
︒
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兪
は
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
で
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄﹁
衣
食
の
需
用
W
び
開
�
の
等
?
﹂
に
相
當
す
る
部
分
を
﹁
衣
食
居
處
殊
衣
﹂
と
﹁
開
�
殊
衣
﹂

に
分
け
て
記
述
し
た
︒﹃
輿
地
誌
略
﹄
の
衣
食
²
に
關
す
る
記
述
は
︑
衣
食
²
の
﹁
開
�
﹂
が
氣
候
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
自
然
條
件
決
定
說

で
︑
氣
候
帶
を
﹁
赤
D
の
�
傍
炎
熱
の
地
方
﹂
(﹃
世
界
大
勢
論
﹄
で
は
﹁
炎
熱
地
方
﹂)
︑﹁
北
極
圈
に
�
き
地
方
﹂
(
同
﹁
沍
`
な
地
方
﹂)
︑﹁
溫
帶
の

地
方
﹂
(同
﹁
溫
和
地
方
﹂)
の
三
つ
に
分
け
て
い
る
︒﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
﹃
輿
地
誌
略
﹄
の
記
述
を
︑
一
部
を
除
い
て
ほ
ぼ
忠
實
に
8
譯
し
て

い
る

(Ⅲ
二
一
-
二
五
)
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
炎
熱
地
方
﹂
は
四
季
を
!
じ
て
果
實
が
多
い
た
め
漁
撈
・
農
業
を
營
ま
ず
︑
ま
た
防
`
の
た
め
の

衣
�
も
必
4
な
い
た
め
人
は
怠
惰
に
な
り
︑﹁
沍
`
地
方
﹂
は
´
作
が
で
き
な
い
た
め
漁
撈
・
狩
獵
を
營
み
︑
防
`
は
獸
皮
を
被
り
土
中
に
穴

居
す
る
と
い
う
︒
こ
れ
ら
に
對
し
て
﹁
溫
和
地
方
﹂
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
地
方
の
さ
ら
に
﹁
溫
µ
豐
穰
﹂
な
地
で
は
﹁
農
功
﹂
を
興
し
て
器
械

を
使
用
し
︑
一
定
の
土
地
に
定
²
し
て
村
落
を
形
成
し
︑
や
が
て
﹁
邦
國
﹂
を
円
て
る
に
至
る
と
說
�
さ
れ
る
︒
先
述
の
﹃
世
界
大
勢
論
﹄

﹁
世
界
大
勢
一
斑
﹂
で
︑
兪
は
國
家
を
形
成
し
て
い
な
い
地
域
に
關
す
る
記
述
を
加
え
て
い
た
が
︑
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
炎
熱
地
方
﹂

の
﹁
野
蠻
﹂﹁
未
開
﹂
性
︑
お
よ
び
そ
れ
ら
と
﹁
溫
和
地
方
﹂
の
段
階
差
が
さ
ら
に
強
@
さ
れ
る
と
い
う
效
果
を
生
む
こ
と
に
な
る
︒

さ
ら
に
兩
者
の
衣
食
²
に
關
す
る
記
述
の
末
尾
に
差
衣
が
あ
り
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
は
﹁
故
に
開
�
に
�
む
の
民
は
上
古
槪
ね
農
業
を
事
と
す

る
人
民
よ
り
基
ハ
ジ
マ

れ
り
﹂
(①
三
五
︑﹃
敎
﹄
八
〇
)
で
あ
る
が
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
﹁
故
に
世
界
中
[で
]
�
も
先
に
´
作
業
を
創
始
し
た
者
は
溫

µ
地
方
に
居
し
た
人
民
で
あ
り
︑
爾
後
漸
漸
[z
第
に
]
�
步
し
た
者
も
溫
µ
地
方
の
人
民
で
あ
る
が
︑
我
國
が
ま
た
溫
帶
中
の
一
國
で
あ
り
︑

他
に
歐
羅
巴
諸
國
お
よ
び
亞
墨
利
加
合
衆
國
等
が
皆
然
り
で
あ
る
﹂
(Ⅲ
二
三
-
二
四
)
で
あ
る
︒﹃
輿
地
誌
略
﹄
は
﹁
溫
帶
﹂
の
農
業
に
言
W
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
﹁
�
�
﹂
�
の
條
件
を
A
し
て
い
る
こ
と
を
¹
に
示
し
て
い
る
の
だ
が
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄

は
さ
ら
に

鮮
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
國
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
と
同
樣
に
﹁
溫
帶
﹂
に
屬
す
る
こ
と
を
�
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
よ
り
直
接
�
に


鮮
の
﹁
�
�
﹂
�
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
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2

キ
リ
ス
ト
敎
批
.

人
種
・
地
理
に
よ
っ
て

鮮
の
﹁
�
�
﹂
�
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
�
�
﹂
�
は
改
革
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
︒
そ

の
改
革
案
と
し
て
考
え
附
く
も
の
の
一
つ
が
︑
キ
リ
ス
ト
敎
の
信
仰
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
キ
リ
ス
ト
敎
に
つ
い
て
極
め

て
否
定
�
で
あ
る
︒﹃
輿
地
誌
略
﹄
は
﹁
敎
法
﹂
の
項
で
世
界
の
宗
敎
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
が

(①
三
一
-
三
四
︑
﹃
敎
﹄
七
八
-
八
〇
)
︑﹃
世

界
大
勢
論
﹄
の
﹁
宗
敎
殊
衣
﹂
の
論
旨
は
こ
れ
と
�
く
衣
な
っ
て
い
る
︒﹃
輿
地
誌
略
﹄﹁
敎
法
﹂
は
︑﹁
一

種

モ
ノ
フ
イ
エ
ス
ム

の
神
を
祭
る
の
敎
﹂
と
し
て

﹁
»
太
敎

シ
ュ
デ
ー
ス
ム

﹂﹁
耶
蘇
敎

キ
リ
ス
チ
ヤ
ニ
ス
ム

﹂
(そ
の
﹁
門
�
﹂
と
し
て
﹁
耶
蘇
舊
敎

カ

ソ

リ

ツ

キ

﹂﹁
耶
蘇
怨
敎

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

﹂﹁
希
臘
敎

ギ
リ
シ
ヤ
ス
ム

﹂)
﹁
回

敎

マ
ホ
メ
ダ
ニ
ス
ム

﹂
を
槪
說
し
︑﹁
多

種

ポ
リ
フ
イ
エ
ス
ム

の
神
を
祭
る
敎

種
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
其
說
±
に
奇
怪
に
し
て
人
�
に
背
き
淺
陋
な
る
も
の
多
し
﹂
と
す
る

(﹁
釋
敎

ブ
ジ
ス
ム

｣=

佛
敎
は
こ
こ
で
言
W
さ
れ
る
)
︒
宗
敎
を
一

神
敎
と
多
神
敎
に
分
類
し
︑
多
神
敎
を
野
蠻
・
未
開
と
す
る
宗
敎
觀
は
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
が
依
據
し
た
西
洋
の
地
理
書
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
︒

と
こ
ろ
が
﹃
世
界
大
勢
論
﹄﹁
宗
敎
殊
衣
﹂
に
は
一
神
敎
と
多
神
敎
の
別
に
關
す
る
記
述
が
な
く
︑
兪
の
關
心
は
以
下
の
引
用
�
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
︑
專
ら
宗
敎
が
人
心
に
W
ぼ
す
影
I
に
あ
る
︒

宗
敎
の
殊
衣
は
國
家
の
利
Ã
に
關
係
す
る
事
が
小
さ
く
な
い
︒
大
槪
﹇
お
よ
そ
﹈
人
生
の
靈
秀
な
理
致
を
分
辨
す
れ
ば
︑
精
神
と
形
體
の

二
大
具
で
あ
る
︒
宗
敎
は
精
神
に
屬
し
︑
技
£
は
形
體
に
屬
す
る
故
に
︑
技
£
に
よ
っ
て
形
體
を
管
配
し
︑
宗
敎
に
よ
っ
て
精
神
を
管
配

す
る
︒
形
體
を
管
配
す
る
者
は
技
£
を
Å
用
す
る
に
止
ま
る
が
︑
精
神
を
管
配
す
る
こ
と
は
宗
敎
の
奴
隸
に
な
る
の
で
︑
宗
敎
の
爲
に
忘

國・

忘
家・

す
る
に
至
る
者
が
い
る
の
で
あ
る
︒
宗
敎
の
殊
衣
す
る
こ
と
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
で
︑
ど
う
し
て
國
家
の
利
Ã
に
關
係
し
な
い

で
あ
ろ
う
か
︒
／
4
す
る
に
各
國
に
本
來
相
傳
す
る
宗
敎
﹇
が
﹈
あ
り
︑
敎
育
を
勉
勵
し
て
倫
紀
を
紊
亂
し
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
︒

是
故
に
各
國
が
唯
本
在
の
﹇
も
と
も
と
在
り
來
っ
た
﹈
宗
敎
を
固
守
し
︑
他
國
の
宗
敎
の
傳
播
す
る
の
を
防
禦
し
て
︑
自
國
人
民
を
し
て
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他
國
の
宗
敎
の
奴
隸
た
ら
し
め
な
い
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
が
︑
此
事
が
ど
う
し
て
A
志
者
の
任
責
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
／
世
界
中

の
宗
敎
の
種
類
が
啻
に
十
百
の
み
な
ら
ず
︑
國
が
A
れ
ば
必
ず
其
國
の
本
來
の
宗
敎
が
あ
り
︑
或
い
は
其
國
の
本
來
の
宗
敎
が
な
く
﹇
な

く
て
も
﹈︑
他
國
の
宗
敎
を
Å
用
す
る
こ
と
が
日
久
�
深
に
な
り
︑
本
國
の
宗
敎
と
稱
す
る
こ
と
に
よ
る
と
︑
我
國
の
儒
敎
は
中
國
よ
り

取
っ
た
者
で
あ
り
︑
日
本
の
佛
敎
は
印
度
よ
り
取
っ
た
者
﹇
で
あ
る
﹈
よ
う
に
︑
世
代
が
久
È
で
人
民
が
É
信
す
れ
ば
︑
本
國
の
宗
敎
と

衣
な
り
が
無
い
︒
ど
う
し
て
本
國
の
宗
敎
で
な
い
と
い
え
よ
う
か
︒
大
槪
各
宗
敎
の
立
敎
の
本
義
を
み
れ
ば
︑
勸
善
Ê
惡
す
る
の
に
過
ぎ

な
い
︒
そ
う
で
あ
る
が
故
に
︑
必
ず
天
と
言
い
神
と
言
っ
て
︑
冥
々
と
し
て
知
ら
な
い
中
に
禍
福
を
託
定
し
︑
下
民
の
不
善
不
義
の
行
實

﹇
行
い
﹈
を
禁
止
し
て
︑
曰
忠・

曰
孝・

の
倫
理
を
勸
勉
す
る
︒
現
今
に
盛
行
す
る
者
を
左
に
揭
載
す
る
︒
(Ⅲ
九
-一
一
︑
傍
點
は
引
用
者
)

こ
の
後
に
儒
敎

(﹁
儒
敎
は
我
國
お
よ
び
中
原
等
に
盛
行
し
﹂)
︑
佛
敎

(﹁
佛
敎
は
印
度
の
錫
蘭
﹇
セ
イ
ロ
ン
﹈
島
お
よ
び
后
印
度
・
中
原
・
我
國
・
日
本

等
の
國
に
盛
行
し
﹂)
︑﹁
波
羅
門
敎
﹂﹁
耶
蘇
舊
敎
﹂
(﹁
天
0
敎
﹂
と
も
さ
れ
る
)
﹁
耶
蘇
怨
敎
﹂﹁
希
臘
敎
﹂﹁
»
太
敎
﹂﹁
回
回
敎
﹂
に
つ
い
て
略
述

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
兪
の
0
張
は
︑
技
£

(﹁
形
體
﹂)
は
外
國
の
も
の
を
"
け
容
れ
て
も
よ
い
が
︑
宗
敎

(﹁
精
神
﹂)
は
絕
對
に
い
け
な
い

と
い
う
︑﹁
東
D
西
器
﹂
論
�
な
﹁
本
國
の
宗
敎
﹂
護
持
で
あ
る
︒
兪
は
留
學
中
に
多
く
の
キ
リ
ス
ト
敎
を
信
仰
す
る
日
本
人
に
接
し
た
は
ず

で
あ
る
が
︑
日
本
を
あ
く
ま
で
も
佛
敎
國
と
し
て
記
述
し
て
い
る
の
も
﹁
本
國
の
宗
敎
﹂
護
持
論
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
も

鮮
に
は

﹁
本
在
の
宗
敎
﹂
な
い
し
﹁
本
來
の
宗
敎
﹂︑
つ
ま
り
固
A
の
宗
敎
は
な
い
が
︑
儒
敎
と
佛
敎
が
實
質
�
に
﹁
本
國
の
宗
敎
﹂
に
な
っ
て
い
る
と

述
べ
︑
さ
ら
に
具
體
�
に
擧
げ
ら
れ
る
德
目
が
﹁
國
・
家
﹂
に
對
應
す
る
﹁
忠
・
孝
﹂
で
あ
り
︑
ま
た
儒
敎
を
筆
頭
で
記
述
し
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
兪
が
﹁
本
國
の
宗
敎
﹂
と
し
て
儒
敎
に
重
き
を
お
い
て
い
る
の
は
�
白
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
儒
敎
に
關
す
る
記
述
で
だ
け
は
︑
中
國
を

﹁
荏
â
﹂
で
な
く
﹁
中
國
﹂﹁
中
原
﹂
と
し
︑
儒
敎
の
發
祥
の
地
と
し
て
の
中
國
の
相
對
�
を
拒
む
の
で
あ
る
︒
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3

｢
�
�
﹂
と
政
體

こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
敎

(﹁
精
神
﹂)
の
"
容
は
︑
兪
に
と
っ
て

鮮
に
Ã
を
W
ぼ
す
も
の
だ
っ
た
︒
一
方
で
︑
3
違
で
見
た
よ
う

に
︑
兪
は
內
田
と
同
樣
に
國
の
﹁
�
�
﹂
�
の
度
合
い
と
政
體
に
密
接
な
關
聯
性
を
持
た
せ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
國
の
政
體
と
︑


鮮
が
"
容
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
﹁
精
神
﹂
に
は
密
接
な
關
聯
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
世
界
大
勢

論
﹄
に
お
い
て
︑﹁
�
�
﹂
�
の
指
標
の
一
つ
で
あ
る
政
體
と
︑
兪
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹁
精
神
﹂
"
容
拒
否
論
が
い
か
な
る
關
係
に
あ
る
か
檢
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

『世
界
大
勢
論
﹄﹁
政
治
殊
衣
﹂
は
﹃
輿
地
誌
略
﹄﹁
政
治
W
國
體
の
區
別
﹂
に
對
應
す
る
項
で
あ
る
が
︑
3
�
の
﹁
政
治
﹂
に
該
當
す
る
部

分
に
對
應
す
る
記
述
が
な
く
︑
專
ら
﹁
國
體
﹂

=

政
體
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
︒﹃
世
界
大
勢
論
﹄
が
省
い
た
﹃
輿
地
誌
略
﹄
の
﹁
政
治
﹂

の
部
分
は
︑﹁
立
憲
の
政
體
﹂
へ
と
至
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
の
發
�
;
で
あ
り
︑
こ
こ
で
﹁
立
憲
の
政
體
﹂
は
﹁
東
洋
諸
國
﹂
で
は
�
に

﹁
發
見
﹂
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
︑﹁
�
世
學
£
開
け
人
民
の
知
覺
z
第
に
�
步
す
る
に
至
り
﹂︑﹁
歐
洲
諸
邦
﹂
の
政
體
に
な
っ
た
も
の
だ
と
說

�
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
そ
の
4
訣
は
﹁
確
然
不
拔
の
國
憲
を
創
立
し
て
君
0
權
を
國
民
と
相
俱
に
し
︑
天
下
を
以
て
一
人
の
私
A
と
爲
さ
ず
︑

天
下
を
以
て
天
下
の
天
下
と
爲
し
︑
暴
君
姦
臣
A
り
と
雖
と
も
敢
て
輕
し
く
國
政
を
亂
る
能
は
す
﹂
と
說
�
さ
れ
る

(①
四
一
-
四
三
︑﹃
敎
﹄
八

三
)
︒
こ
れ
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
﹁
東
洋
﹂
(實
質
�
に
中
國
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
)
を
對
置
す
る
と
と
も
に
︑﹁
東
洋
﹂
の
政
治
�
理
想
が
む
し
ろ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
實
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹃
輿
地
誌
略
﹄
は
こ
れ
に
續
け
て
﹁

國

憲

コ
ン
ス
テ
チ
ユ
ー
シ
ヨ
ン

﹂
(﹁
憲
法
﹂
と
も

表
記
さ
れ
る
)
︑﹁

立

法

レ
ジ
ス
レ
チ
フ
ポ
ー
ウ
ル

﹂﹁

行

法

エ
キ
フ
キ
ユ
ト
フ
ポ
ー
ワ
ル

﹂﹁

司

律

ジ
ヨ
ジ
シ
ア
ル
ポ
ー
ウ
ル

﹂
の
﹁
三
大
權
﹂
の
分
立
︑﹁
立
法
﹂
に
お
け
る
﹁
上
下
兩
院
﹂
と
﹁
國
民

の
投
票

イ
レ
フ
ダ

﹂
な
ど
に
つ
い
て
說
�
す
る
の
で
あ
る
が
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
こ
の
部
分
も
譯
出
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
立
憲
の
政
體
﹂
の
制
度

に
つ
い
て
實
質
�
に
何
も
記
述
し
て
い
な
い
︒

『世
界
大
勢
論
﹄﹁
政
治
殊
衣
﹂
の
冒
頭
は
︑﹁
政
治
の
殊
衣
が
亦
多
い
が
︑
し
か
し
其
體
を
分
別
す
れ
ば
二
法
に
過
ぎ
ず
︑
曰
く
多
人
政
治
︑
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曰
く
少
人
政
治
で
あ
る
﹂
(Ⅲ
一
六
)
で
あ
り
︑
こ
れ
に
對
應
す
る
﹃
輿
地
誌
略
﹄
で
の
政
體
の
﹁
二
法
﹂
は
﹁
君
政

モ
ナ
ル
キ
ー

﹂
と
﹁
民

政

デ
モ
ク
ラ
シ
ー

﹂
で
あ

る
︒﹃
輿
地
誌
略
﹄
で
は
政
體
の
區
別
の
基
準
が
第
一
に
君
0
制
か
否
か
︑
第
二
に
憲
法
が
施
行
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
の
に
對
し
︑﹃
世

界
大
勢
論
﹄
の
基
準
は
﹁
少
人
政
治
と
い
う
者
は
︑
�
國
多
數
人
民
中
に
政
治
に
參
與
す
る
も
の
が
少
數
の
人
員
で
あ
る
︒
此
に
反
し
て
�
國

人
民
が
政
治
に
公
同
參
與
す
る
者
を
多
人
政
治
と
い
う
﹂
(Ⅲ
一
八
)
と
い
う
よ
う
に
︑
政
治
を
少
數
が
行
う
か
多
數
が
行
う
か
で
あ
っ
て
︑

そ

の

た

め
﹃
輿

地

誌

略
﹄
が

五

つ

の

政

體

を
﹁
君
0
擅
制

デ
ス
ポ
チ
ス
ム

﹂﹁
君
0
專
治

ア
ブ
ソ
ル
ー
ト
モ
ナ
ル
キ

﹂﹁
君

民

同

治

コ
ン
ス
チ
チ
ユ
ー
シ
ョ
ナ
ル
モ
ナ
ル
キ

﹂
(以

上
︑﹁
君

政
﹂)
﹁
貴
顯
專
治

ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー

﹂

﹁
合
衆
政
治

リ
パ
ブ
リ
ツ
ク

﹂
(以
上
︑﹁
民
政
﹂)
の
順
に
竝
べ
る
の
に
對
し
て
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
﹁
君
0
專
制
﹂﹁
君
0
專
治
﹂﹁
貴
族
政
治
﹂
(
以
上
︑﹁
少

人
政
治
﹂)
﹁
君
民
同
治
﹂﹁
共
和
政
治
﹂
(以
上
︑﹁
多
人
政
治
﹂)
の
順
に
竝
べ
る
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
﹁
多
人
政
治
﹂
と

﹁
少
人
政
治
﹂
を
︑﹁
公
﹂
と
﹁
私
﹂
と
い
う
儒
敎
�
な
倫
理
槪
念
に
よ
っ
て
價
値
付
與
す
る
度
合
い
が
﹃
輿
地
誌
略
﹄
よ
り
も
強
く
︑
ま
た
そ

の
他
の
部
分
に
も
看
過
で
き
な
い
相
Ö
が
あ
る
︒
以
下
に
﹁
君
0
擅
制
﹂﹁
君
0
專
制
﹂︑﹁
君
民
同
治
﹂
に
關
す
る
﹃
輿
地
誌
略
﹄
と
﹃
世
界

大
勢
論
﹄
の
記
述
を
對
比
さ
せ
て
み
る
こ
と
に
す
る(25

)
︒

｢君
0
擅
制
﹂﹁
君
0
專
制
﹂

(輿
)
君
0
の
權
︑
限
制
す
る
¤
無
く
︑
天
下
萬
民
を
擅
制
し
て
生
殺
與
奪
の
權
︑
其
欲
す
る
¤
に
任
す
︒
其
命
令
す
る
¤
條
理
に
背
く

と
雖
と
も
︑
國
民
之
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
能
は
す
︒
是
現
に
君
0
天
下
を
私
A
す
る
者
に
し
て
︑
亞
非
利
加
の
諸
邦
W
ひ
亞
細
亞
內
地

の
各
處
等
︑
此
制
を
用
ひ
現
に
蠻
夷
W
ひ
未
開
の
國
に
行
は
る
︒
(①
四
四
︑﹃
敎
﹄
八
四
)

(世
)
君
0
の
權
威
が
無
限
で
土
地
人
民
を
私
A
し
︑
生
殺
與
奪
す
る
權
が
其
掌
握
に
在
っ
て
︑
其
命
令
が
正
理
に
Ö
い
︑
公
D
に
背
い

て
も
人
民
が
敢
え
て
衣
議
す
る
こ
と
が
な
い
︒
亞
墨
利
加
と
亞
細
亞
諸
國
に
多
く
A
る
︒
(Ⅲ
一
七
)

｢君
民
同
治
﹂

(輿
)
君
0
上
に
在
て
萬
民
を
瓜
�
す
る
事
︑
3
の
者
﹇﹁
君
0
專
治
﹂﹈
に
同
じ
と
雖
と
も
︑
敢
て
天
下
を
私
A
す
る
事
無
く
︑
必
す
公
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�
正
大
の
憲
法
を
確
定
し
︑
國
民
を
し
て
國
事
に
參
與
す
る
を
得
せ
し
む
︒
西
洋
諸
國
皆
此
制
度
に
し
て
︑
�
�
開
�
の
國
に
行
は
る
之

に
Ø
る
政
體
無
か
る
可
し
︒
(①
四
四
-四
五
︑﹃
敎
﹄
八
四
)

(世
)
君
0
が
在
上
し
て
萬
民
を
瓜
�
す
る
法
は
3
の
如
く
で
あ
る
が
︑
し
か
し
敢
え
て
天
下
を
私
A
で
き
ず
︑
必
ず
公
�
正
大
な
憲
法

を
確
定
し
て
國
民
を
し
て
一
同
國
政
に
參
與
せ
し
め
る
︒
此
卽
ち
立
憲
政
治
で
あ
る
︒
(Ⅲ
一
九
)

兩
者
と
も
﹁
擅
斷
﹂
な
い
し
﹁
專
制
﹂
の
Ù
Ã
を
︑
君
0
に
よ
る
﹁
天
下
﹂
の
﹁
私
A
﹂
に
求
め
て
い
る
︒
こ
の
﹁
私
A
﹂
は
私
A
財
產
な

ど
の
﹁
私
A
﹂
と
は
衣
な
り
︑
權
力
の
配
分
の
不
均
Ú
・
不
公
Ú
と
い
う
反
倫
理
�
な
槪
念
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
は
國
民
の
政
治

參
與
を
保
證
す
る
憲
法
を
﹁
公
�
正
大
﹂
(私
心
が
な
い
)
と
し
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
も
こ
れ
を
忠
實
に
8
譯
し
て
い
る
︒
政
體
論
に
お
い
て
內

田
も
兪
も
︑﹁
公
﹂﹁
私
﹂
を
倫
理
�
槪
念
と
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
は
共
!
し
て
い
る
の
だ
が
︑
し
か
し
兩
者
に
は
Û
妙
な
差
衣
が
あ
る
︒

『世
界
大
勢
論
﹄
の
場
合
︑﹁
公
﹂
は
﹁
憲
法
﹂
の
﹁
公
�
正
大
﹂
の
ほ
か
に
︑﹁
君
0
專
制
﹂
に
お
い
て
﹁
私
A
﹂
の
反
對
語
と
し
て
の

﹁
公
D
﹂
と
し
て
現
れ
る
︒
こ
の
﹁
公
D
﹂
は
人
が
絕
對
に
Ü
守
す
べ
き
D
理
で
あ
っ
て
︑
そ
の
3
に
あ
る
﹁
正
理
﹂
と
同
義
で
あ
る
︒
ま
た
︑

先
に
引
用
し
た
兪
の
﹁
少
人
政
治
﹂
と
﹁
多
人
政
治
﹂
に
關
す
る
說
�
に
お
い
て
も
︑﹁
多
人
政
治
﹂
は
﹁
�
國
人
民
が
政
治
に
公
同
參
與
す

る
﹂
こ
と
︑
つ
ま
り
公
Ú
な
政
治
參
與
で
あ
っ
た
︒
兪
に
と
っ
て
政
治
は
ど
こ
ま
で
も
均
Ú
・
公
Ú
な
倫
理
�
に
正
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
﹃
輿
地
誌
略
﹄
で
は
︑
反
倫
理
�
で
あ
る
は
ず
の
﹁
貴
顯
政
治
﹂
が
﹁
君
政
﹂
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
倫
理
�
な
﹁
共

和
政
治
﹂
と
同
じ
﹁
民
政
﹂
に
分
類
さ
れ
︑
y
に
倫
理
�
な
は
ず
の
﹁
君
民
同
治
﹂
が
﹁
君
政
﹂
と
い
う
理
由
で
﹁
君
0
擅
制
﹂﹁
君
0
專
治
﹂

と
一
緖
に
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
は
兪
に
と
っ
て
一
貫
性
を
缺
い
た
說
�
で
あ
る
︒
兪
が
﹃
輿
地
誌
略
﹄
の
﹁
君
政
﹂﹁
民
政
﹂
の
﹁
二
法
﹂
を

"
け
容
れ
ず
に
こ
れ
を
﹁
少
人
政
治
﹂﹁
多
人
政
治
﹂
に
置
き
奄
え
た
理
由
は
︑
政
治
の
﹁
私
﹂
に
對
す
る
批
.
の
強
さ
に
あ
る
と
言
え
る
の

で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
原
理
�
に
は
﹁
君
民
同
治
﹂﹁
共
和
政
治
﹂
を
內
田
よ
り
も
倫
理
�
に
捉
え
た
兪
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
は
そ
れ
を
自
國
に
Y
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用
す
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
た
か
と
言
え
ば
︑
そ
う
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が
五
つ
の
政
體
に
關
す
る
記
述
に
續
く
﹁
政
治
殊
衣
﹂
の
末
尾
の

�
違
で
あ
る
︒

蓋
し
邦
國
が
﹇
に
﹈
各
々
國
體
が
A
る
の
だ
か
ら
︑
決
し
て
變
±
す
る
可
き
で
は
な
い
が
︑
し
か
し
政
治
が
國
體
に
Y
さ
な
い
﹇
相
應
し

く
な
い
﹈
者
は
︑
政
治
の
善
否
を
議
論
す
る
こ
と
が
宗
敎
の
善
否
を
議
論
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
︑
共
に
無
益
に
歸
す
る
の
で
︑
但た

だ

當

に
此
國
に
Y
宜
す
べ
き
﹇
た
だ
そ
の
國
に
相
應
し
い
﹈
政
治
を
問
う
べ
き
で
あ
る
の
で
あ
る
︒
泰
西
の
;
册
﹇
;
書
﹈
を
考
覽
す
れ
ば
︑

少
人
政
治
を
改
め
て
多
人
政
治
を
設
け
た
者
が
多
い
の
で
︑
此
に
由
っ
て
比
觀
す
れ
ば
︑
多
人
政
治
が
少
人
政
治
よ
り
善
美
で
あ
る
こ
と

を
知
る
可
き
者
で
あ
る
︒
(Ⅲ
二
〇
)

解
釋
の
難
し
い
�
違
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
兪
が
述
べ
て
い
る
の
は
︑
各
國
に
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
國
體
﹂
(
こ
こ
で
は
君
0
制
か
否
か
が
基
準
で
あ

る
)
が
あ
る
の
で
︑﹁
宗
敎
殊
衣
﹂
で
見
た
﹁
外
國
宗
敎
﹂
と
同
樣
に
︑
自
國
の
﹁
國
體
﹂
に
そ
ぐ
わ
な
い
外
國
の
﹁
政
治
﹂
(政
體
)
の
�
入

を
議
論
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
直
接
�
に
は
﹁
國
體
﹂
が
君
0
制
で
あ
る

鮮
で
は
﹁
共
和
政
治
﹂
を
議
論
し
て
は
い
け
な

い
と
い
う
0
張
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
�
ん
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
﹁
多
人
政
治
﹂
は
﹁
善
美
﹂
で
あ
っ
て
も
︑
こ
れ
は
歷
;
�
に
形
成
さ
れ
た
も
の

な
の
で
︑
歷
;
が
衣
な
る

鮮
で
直
ち
に
議
論
す
る
の
は
不
可
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
含
�
し
て
い
る
︒

そ
こ
で
さ
ら
に
=
目
さ
れ
る
の
が
︑
各
政
體
の
分
布
に
關
す
る
說
�
に
お
け
る
﹃
輿
地
誌
略
﹄
と
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
差
衣
で
あ
る
︒﹃
輿

地
誌
略
﹄
と
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
﹁
君
0
專
治
﹂
に
關
す
る
記
述
の
末
尾
に
お
い
て
︑
3
者
は
﹁
荏
â
︑
土
耳
其
︑
比
耳
西
亞
︑
印
度
諸
國
等

の
總
て
�
開
の
國
︑
皆
此
制
を
用
ふ
﹂
(①
四
四
︑﹃
敎
﹄
八
四
)
︑
後
者
は
﹁
魯
西
亞
等
の
諸
國
の
政
治
で
あ
る
﹂
(
Ⅲ
一
七
)
で
あ
る
︒﹃
輿
地
誌

略
﹄
で
は
﹁
君
0
專
治
﹂
は
ア
ジ
ア
の
﹁
�
開
の
國
﹂
の
政
體
で
あ
っ
て
︑
し
た
が
っ
て

鮮
の
政
體
も
こ
れ
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
︑﹃
世

界
大
勢
論
﹄
で
は
﹁
君
0
專
治
﹂
は
ロ
シ
ア
の
政
體
で
あ
る
︒
一
方
︑﹁
君
0
擅
制
﹂
(﹁
君
0
專
制
﹂)
に
つ
い
て
︑
先
の
引
用
�
に
見
ら
れ
る
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と
お
り
︑
3
者
は
﹁
亞
非
利
加
の
諸
邦
W
ひ
亞
細
亞
內
地
の
各
處
等
︑
此
制
を
用
ひ
現
に
蠻
夷
W
ひ
未
開
の
國
に
行
は
る
﹂︑
後
者
は
﹁
亞
墨

利
加
と
亞
細
亞
諸
國
に
多
く
A
る
﹂
で
あ
っ
て

(な
お
﹁
亞
墨
利
加
﹂
が
﹁
亞
非
利
加
﹂
の
â
記
な
の
か
�
圖
し
た
も
の
な
の
か
不
�
)
︑﹃
世
界
大
勢

論
﹄
で
は

鮮
の
政
體
は
﹁
君
0
專
制
﹂
に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は

鮮
の
政
體
を
﹁
多
人
政
治
﹂
か
ら
�
も
È
い
﹁
君
0
專
制
﹂
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑

鮮
に
お
け
る
﹁
多
人
政
治
﹂
の
實
現
は
È
い
將
來
の
こ
と
で
あ
る
と
示
唆
す
る
た
め
の
�
圖
�
な
改
變
だ
ろ
う
︒

3
違
で
見
た
よ
う
に
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄﹁
世
界
大
勢
一
斑
﹂
に
お
け
る
世
界
各
國
に
對
す
る
�
大
の
關
心
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
國
が
﹁
獨
立
﹂

國
か
否
か
と
そ
の
政
體
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
見
た
よ
う
に
︑
兪
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
立
憲
政
治
を

鮮
で
實
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
﹁
�
�
﹂
の
定
義
に
も
關
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
︒

『輿
地
誌
略
﹄﹁
衣
食
の
需
用
W
び
開
�
の
等
?
﹂
の
後
�
に
お
け
る
﹁
�
�
﹂
の
段
階
の
區
分
は
﹁
蠻
夷

サ
ウ
ェ
ー
ジ

﹂﹁

未

開

セ
ミ
バ
ル
ベ
リ
ヤ
ン

の
民
﹂

﹁

�

開

ハ
ー
フ
﹅

シ
フ
イ
ラ
イ
ス
ド

の
民
﹂﹁
�
�
開
�

エ
ン
ラ
イ
テ
ン
ド

の
民
﹂
の
四
つ
で
あ
る
が
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄﹁
開
�
殊
衣
﹂
は
こ
れ
を
﹁
野
蠻
﹂﹁
未
開
﹂﹁
�
開
﹂﹁
�

�
﹂
と
一
部
改
稱
し
つ
つ
も
踏
襲
し
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
關
す
る
記
述
も
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
﹃
輿
地
誌
略
﹄
を
ほ
ぼ
忠
實
に
8
譯
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
�
�
開
�
﹂
お
よ
び
﹁
�
�
﹂
と
︑

鮮
が
該
當
す
る
は
ず
の
﹁
�
開
﹂
に
關
す
る
記
述
に
つ
い
て
︑
兩

者
の
差
衣
を
檢
討
し
て
み
た
い
︒

ま
ず
は
﹁
�
�
開
�
﹂
お
よ
び
﹁
�
�
﹂
に
關
す
る
兩
者
の
記
述
で
あ
る
︒

(輿
)
農
商
百
工
の
業
盛
に
し
て
學
£
技
藝
に
篤
く
︑
四
民
其
業
に
安
ず
︒
西
洋
諸
國
W
亞
米
利
加
合
衆
國
の
如
き
を
云
ふ
︒
此
民
の
�

傚
は
 
�
の
力
の
壓
抑
を
"
け
ず
︑
學
£
を
以
て
勉
め
て
之
を
輔
成
す
︒
印
四
海
萬
國
盡
く
友
誼
を
以
て
廣
く
/
る
を
好
み
︑
舊
法
と
門

地
を
尙
ば
ず
し
て
賢
�
と
學
£
を
貴
ぶ
︒
其
人
�
風
俗
は
國
に
因
り
同
じ
か
ら
ず
と
雖
と
も
︑
槪
す
る
に
虛
ë
少
な
く
し
て
廉
耻
の
心
饒

く
︑
法
令
�
白
に
し
て
𠛬
罰
極
め
て
í
な
り
︒
(①
三
八
-三
九
︑﹃
敎
﹄
八
二
)

(世
)
�
開
の
地
位
を
脫
し
て
一
�
す
れ
ば
�
�
で
あ
る
︒
�
�
と
い
う
者
は
︑
農
工
商
の
諸
業
が
盛
大
で
︑
�
學
技
£
が
篤
實
な
も
の
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で
あ
る
︒
歐
洲
諸
國
と
お
よ
び
亞
墨
利
加
合
衆
國
の
よ
う
な
者
を
云
う
の
で
あ
る
︒
此
民
の
工
用
は
 
�
力
の
壓
制
を
"
け
ず
︑
學
£
を

も
っ
て
勉
勵
し
て
物
理
を
輔
成
し
︑
舊
法
と
門
地
を
É
崇
せ
ず
︑
賢
�
と
學
£
を
貴
重
と
し
︑
其
人
�
︑
風
俗
︑
國
體
は
同
じ
で
な
い
が
︑

し
か
し
大
槪
虛
ë
す
る
模
樣
が
少
な
く
︑
廉
恥
の
風
が
多
く
︑
法
令
が
�
白
で
𠛬
罰
が
í
嚴
で
あ
る
﹇
í
嚴
の
宜
し
き
を
得
て
い
る
﹈︒

政
治
は
多
數
に
決
す
る
︒
(Ⅲ
三
三
-三
四
)

兩
者
と
も
﹁
�
�
﹂
の
根
幹
は
︑
農
商
工
業
の
繁
盛
と
學
問
・
技
£
の
發
�
で
あ
る
︒
し
か
し
兩
者
に
は
末
尾
に
差
衣
が
あ
り
︑﹃
輿
地
誌

略
﹄
が
﹁
�
�
﹂
國
の
閒
に
も
﹁
人
�
﹂﹁
風
俗
﹂
の
Ö
い
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
部
分
に
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
﹁
國
體
｣=

政
體
を
加
え
︑

さ
ら
に
�
末
尾
に
﹁
政
治
は
多
數
に
決
す
る
﹂
を
附
け
加
え
て
い
る
︒
こ
の
N
加
の
�
味
は
︑
兩
者
の
﹁
�
開
﹂
に
關
す
る
說
�
の
末
尾
部
分

の
差
衣
と
ï
せ
て
考
え
れ
ば
�
ら
か
に
な
る
︒

(輿
)
印
�
開
の
民
に
於
て
一
般
な
る
こ
と
は
︑
君
0
政
府
に
於
て
專
ら
威
權
を
擁
し
國
民
之
に
參
與
す
る
を
得
ず
︒
是
�
�
開
�
の
民

と
大
に
區
別
A
る
¤
以
な
り
︒
(①
三
八
︑﹃
敎
﹄
八
二
)

(世
)
ま
た
�
國
中
の
あ
ら
ゆ
る
事
務
は
皆
君
0
政
府
で
決
斷
し
︑
人
民
は
政
府
に
參
與
す
る
權
を
ð
か
ら
な
い
こ
と
を
も
っ
て
!
例
と

す
る
︒
此
は
�
�
﹇
�
﹈
な
人
民
と
¤
衣
す
る
處
で
あ
る
が
︑
實
狀
は
人
民
を
敎
育
で
き
ず
に
智
識
が
高
�
で
な
い
故
に
︑
參
政
權
を
與

え
れ
ば
國
政
が
反
っ
て
紊
亂
を
致
す
の
で
あ
る
︒
(Ⅲ
三
二
-三
三
)

こ
こ
で
も
﹁
政
治
殊
衣
﹂
と
同
樣
に
︑
兪
は

鮮
で
の
﹁
多
人
政
治
﹂
の
施
行
を
嚴
に
戒
め
て
い
る
︒
も
し
﹁
�
�
﹂
と
政
體
が
對
應
關
係

に
あ
る
な
ら
︑
兪
は

鮮
の
﹁
�
�
﹂
�
を
そ
も
そ
も
放
棄
し
て
い
る
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
︑
し
か
し
﹁
開
�
殊
衣
﹂
の
末
尾
で
兪

は
︑
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4
す
る
に
︑
�
�
と
�
開
︑
�
開
と
未
開
︑
ま
た
未
開
と
野
蠻
と
い
う
者
が
其
閒
に
決
し
て
境
域
が
あ
る
の
で
は
な
く
︑
印
今
日
に
歐
洲

諸
國
お
よ
び
亞
墨
利
加
合
衆
國
を
�
�
開
�
と
い
う
が
︑
此
等
が
決
し
て
開
�
が
[の
]極
で
は
な
い
︒
唯
現
時
開
�
の
�
ん
で
已
ま
な
い

の
み
で
あ
る
︒
眞
開
�
は
如
何
な
る
者
か
未
だ
知
ら
な
い
︒
古
人
が
今
日
の
�
�
を
3
知
で
き
な
い
よ
う
に
︑
今
人
が
ま
た
決
し
て
後
日

の
開
�
を
3
知
で
き
な
い
者
で
あ
る
︒
(Ⅲ
三
四
-三
五
)

と
述
べ
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
國
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
﹁
開
�
﹂
は
﹁
眞
開
�
﹂
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
一
方
で
︑
國

家
を
形
成
し
て
い
な
い
﹁
野
蠻
﹂﹁
未
開
﹂
に
�
べ
る
と
︑﹁
少
人
政
治
﹂
で
あ
っ
て
も
國
家
を
形
成
し
て
い
る

鮮
は
︑﹁
�
�
﹂
�
の
度
合

い
に
お
い
て
こ
れ
ら
と
は
劃
然
と
區
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
し
て
﹁
開
�
殊
衣
﹂
は
︑
以
下
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
︒

右
四
條
の
等
?
の
殊
衣
を
分
知
し
て
自
己
國

の
恥
辱
慢
侮
を
忘
却
せ
ず
︑
ò
慣
成
俗
を
輕
忽
に
せ
ず
︑
他
國
が
�
�
に
�
就
し
た
然
る

¤
以
の
者
を
推
察
し
て
我
國
の
開
�
�
步
を
計
�
す
る
者
は
︑
眞
に
憂
國
賢
士
︑
愛
君
忠
臣
と
謂
う
可
き
で
あ
る
︒
我
東
方
同
ó
兄
弟
ô

千
萬
諸
公
に
願
う
︒
(Ⅲ
三
五
-三
六
)

こ
こ
で
言
外
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
先
述
の
﹁
宗
敎
殊
衣
﹂
の
記
述
と
ï
せ
て
考
え
る
と
︑

鮮
は
﹁
自
己
國

﹂
の
﹁
ò
慣
成

俗
﹂
(﹁
精
神
﹂)
に
お
い
て
西
洋
に
劣
ら
ず
︑
西
洋
か
ら
"
け
容
れ
る
必
4
が
あ
る
の
は
﹁
他
國
が
�
�
に
�
就
し
た
然
る
¤
以
の
者
﹂
(﹁
形

體
﹂)
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
�
�
﹂
を
論
ず
る
項
の
表
題
が
﹁
開
�
殊
衣
﹂
と
な
り
︑
さ
ら
に
そ
の
後
�
に
な
る
と
右
の
引
用
�
の
よ
う

に
﹁
�
�
﹂
と
﹁
開
�
﹂
が
ï
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
兪
が
﹁
�
�
﹂
は
西
洋
の
農
商
工
業
の
繁
盛
を
も
た
ら
し
た
學
問
・
技
£
︑﹁
開

�
﹂
は
﹁
精
神
﹂
(﹁
憂
國
﹂
と
﹁
愛
君
﹂
を
核
心
と
す
る
)
を
﹁
�
�
﹂
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
�
步
﹂
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
︑

兩
者
を
區
別
し
て
い
る
こ
と
を
�
味
す
る
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑﹁
開
�
�
步
﹂
の
擔
い
手
は
﹁
士
﹂﹁
臣
﹂
だ
と
い
う
こ
と
も
︑
右
の
引
用
�
か

― 117―

483



ら
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

三

『
世
界
大
勢
論
﹄
の
現
實
�
�
圖

1

｢國
權
﹂
と
兵
力
と
國
際
法

『輿
地
誌
略
﹄﹁
人
類
の
始
W
ひ
世
界
歷
;
の
大
�
﹂
は
實
質
�
に
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
戰
爭
後
の
ウ
ィ
ー
ン
體
制
へ

と
至
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
;
の
槪
說
で
あ
り
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄﹁
世
界
歷
;
一
斑
﹂
は
槪
ね
こ
の
忠
實
な
8
譯
で
あ
る
︒
た
だ
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄

は
﹁
人
類
の
始
W
ひ
世
界
歷
;
の
大
�
﹂
の
�
後
の
�
を
8
譯
し
て
い
な
い
︒
こ
の
�
で
內
田
は
3
�
ま
で
の
記
述
を
踏
ま
え
て
︑﹁
�
�
﹂

が
�
步
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
各
國
は
戰
爭
を
繰
り
¯
し
て
﹁
未
だ
兇
暴
の
風
ò
を
脫
か
れ
﹂
て
い
な
い
現
實
を


め
な
が
ら
も
︑
現
在
で
は

﹁
各
國
互
に
õ
時
の
如
く
敢
て
無
名
妄
擧
の
師
を
起
す
こ
と
﹂
が
で
き
ず
︑
ま
た
戰
時
に
は
敵
國
の
兵
で
は
な
い
﹁
敵
國
人
民
の
性
命
W
び
¤

A
を
衛
傷
せ
さ
る
﹂
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
︑
將
來
の
﹁
開
�
の
�
步
﹂
へ
の
+
待
と
し
て
結
ん
で
い
る

(①
五
五
-五
六
︑﹃
敎
﹄
八
九
)
︒

地
理
書
で
あ
る
﹃
輿
地
誌
略
﹄
に
は
國
際
法
に
關
す
る
記
述
が
な
い
の
に
對
し
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄﹁
自
由
大
略
﹂
は
同
書
の
ポ
リ
テ
ィ
カ

ル
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
部
分
の
閲
め
く
く
り
に
當
た
る
項
で
あ
る
が
︑
本
來
の
地
理
書
の
記
述
範
圍
か
ら
外
れ
て
﹁
國
權
﹂
お
よ
び
國
際
法
を

論
ず
る
も
の
で
あ
る
︒﹃
輿
地
誌
略
﹄
に
お
い
て
も
﹁
自
由
﹂
が
說
�
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
衣
食
の
需
用
W
び
開
�
の
等
?
﹂
の
�
後

の
﹁
�
�
開
�
の
民
﹂
に
關
す
る
記
述
に
N
加
し
た
�
で
︑﹁
其
他
�
�
の
國
に
於
て
は
確
定
の
憲
法
A
り
て
君
0
政
府
擅
に
邦
土
を
私
A
せ

ず
︑
威
權
を
以
て
國
民
を
制
御
せ
ず
︑
其
民
各
獨
立
不
羈

フ

リ

ー

に
し
て
敢
て
君
0
の
奴
隸
た
ら
ず
︑
印
其
¤
A
物
は
其
本
0
に
屬
し
政
府
よ
り
之
を

保
護
し
て
之
を
褫
ふ
を
得
ず
﹂
(①
三
九
︑﹃
敎
﹄
八
二
)
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
に
續
け
て
二
字
下
げ
て
﹁
獨
立
不
羈

フ

リ

ー

ド

ム

印
自
由
﹂
を
說
�
し

て
い
る
︒﹁
�
�
の
國
﹂
で
は
﹁
憲
法
﹂
が
施
行
さ
れ
て
い
る
た
め
︑﹁
會
社
﹂
(結
社
)
﹁
印
行
﹂
(出
版
)
﹁
法
敎
﹂
(
宗
敎
)
﹁
¤
A
﹂
な
ど
の
自

由
が
保
護
さ
れ
て
い
る
と
言
う
の
だ
が
︑﹁
立
憲
の
政
治
﹂
に
關
す
る
記
述
を
拒
ん
で
い
る
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
︑
當
然
の
こ
と
な
が
ら
﹁
國
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民
﹂
の
﹁
自
由
﹂
を
十
�
に
說
�
で
き
な
い
︒﹁
自
由
大
略
﹂
の
冒
頭
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

以
上
の
¤
論
の
よ
う
に
︑
ô
多
の
星
霜
を
經
過
し
︑
ô
多
の
變
�
に
ö
÷
し
て
︑
世
界
の
一
部
が
開
�
の
域
中
に
�
入
す
る
︒
此
よ
り
�

�
の
步
驟
に
隨
っ
て
︑
人
民
が
各
自
一
身
の
權
利
お
よ
び
一
國
の
權
利
を
擴
張
す
る
風
が
盛
行
す
る
︒
大
槪
一
身
の
權
利
と
い
う
者
は
︑

凡
百
の
爲
さ
ん
と
欲
す
る
事
が
國
家
の
政
法
を
紊
犯
せ
ず
︑
他
人
の
事
物
を
貽
Ã
し
な
け
れ
ば
︑
何
等
の
事
も
論
ず
る
こ
と
無
く
﹇
い
か

な
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
﹈
隨
�
行
止
し
て
﹇
思
い
の
ま
ま
に
行
っ
て
﹈
自
由
﹇
に
﹈
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
然
る
故
に
政
府
で
あ
っ
て
も

人
民
の
行
事
﹇
行
動
﹈
が
憲
法
律
則
に
背
戾
し
な
け
れ
ば
︑
國
家
の
威
力
に
よ
っ
て
空
然
と
﹇
い
た
ず
ら
に
﹈
譴
罰
で
き
ず
﹇
下
略
﹈

(Ⅲ
八
九
)

こ
こ
で
は
﹁
一
國
の
權
利
﹂
に
對
す
る
﹁
一
身
の
權
利
﹂
お
よ
び
﹁
自
由
﹂
に
つ
い
て
言
W
は
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
ô
多
の
星
霜
を

經
過
し
︑
ô
多
の
變
�
に
ö
÷
し
て
﹂︑﹁
開
�
の
域
中
に
�
入
﹂
し
た
國
で
の
こ
と
で
あ
る
︒
さ
ら
に
﹁
人
民
の
行
事
﹂
の
﹁
自
由
﹂
に
﹁
國

家
の
政
法
を
紊
犯
せ
ず
︑
他
人
の
事
物
を
貽
Ã
し
な
け
れ
ば
﹂
と
い
う
留
保
が
附
き
︑
ま
た
﹁
自
由
﹂
の
內
容
に
つ
い
て
も
觸
れ
ら
れ
て
い
な

い
︒
こ
う
し
て
﹁
自
由
大
略
﹂
の
記
述
は
專
ら
﹁
一
國
の
權
利
﹂
に
關
す
る
も
の
に
な
る
の
だ
が
︑
こ
こ
で
﹁
國
權
﹂
の
基
本
が
兵
力
に
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
そ
の
記
述
に
お
い
て
福
澤
諭
吉
﹃
時
事
小
言
﹄
か
ら
の
8
譯
が
見
ら
れ
る
こ
と
︑﹁
公
法
﹂
(
國
際
法
)
の
效
用
に
つ
い

て
言
W
が
あ
る
こ
と
は
︑
す
で
に
3
稿
で
�
ら
か
に
し
た
こ
と
な
の
で
本
稿
で
は
繰
り
¯
さ
な
い(22

)
︒
た
だ
︑﹁
公
法
﹂
に
關
す
る
說
�
の
�
後

の
部
分
は
︑
極
め
て
現
實
�
な
問
題
に
關
わ
る
記
述
を
し
て
い
る
の
で
︑
補
足
し
て
お
き
た
い
︒

｢自
由
大
略
﹂
は
�
末
尾
で
公
使
お
よ
び
領
事
の
/
�
の
效
用
に
つ
い
て
說
�
し
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
こ
で
=
目
さ
れ
る
の
が
以
下
の
部
分

で
あ
る
︒
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萬
一
其
國
人
民
が
開
�
の
事
理
と
�
�
﹇
�
﹈
な
物
�
を
知
ら
ず
に
頑
固
守
舊
で
︑
外
人
を
仇
視
し
て
結
黨
聚
徒
し
︑
外
國
公
使
¤
居
館

舍
を
襲
擊
し
た
り
其
人
命
を
殺
Ã
す
れ
ば
︑
甲
乙
國
政
府
の
和
�
が
破
絕
し
易
く
︑
或
い
は
甲
乙
國
政
府
閒
に
和
論
が
再
行
し
て
︑
甲
國

が
公
使
を
復
�
す
れ
ば
︑
必
ず
軍
士
を
引
û
し
て
乙
國
國
都
に
入
り
︑
館
舍
を
護
衞
し
︑
乙
國
は
其
亂
民
を
捕
捉
し
て
處
𠛬
し
︑
自
國
の

治
民
﹇
民
を
治
め
る
こ
と
が
﹈
不
善
だ
っ
た
罪
を
謝
し
︑
或
い
は
甲
國
人
が
[に
]殺
さ
れ
た
者
が
い
れ
ば
︑
そ
の
殺
さ
れ
た
人
の
本
來
の

職
掌
の
大
小
輕
重
に
隨
っ
て
乙
國
が
償
金
と
恤
銀
を
給
與
す
る
︒
償
金
と
い
う
者
は
︑
甲
國
が
此
事
﹇
公
使
館
の
襲
擊
と
人
命
の
殺
Ã
﹈

に
因
っ
て
入
る
﹇
4
し
た
﹈
¤
の
諸
費
﹇
を
補
償
す
る
こ
と
﹈
で
あ
り
︑
ま
た
乙
國
の
﹇
が
﹈
謝
禮
す
る
物
﹇
謝
罪
・
謝
禮
の
物
品
を
贈

る
こ
と
﹈
を
稱
す
る
も
の
で
あ
り
︑
恤
銀
と
い
う
者
は
︑
被
殺
人
の
家
族
に
乙
國
が
弔
慰
し
︑
ま
た
ý
產
を
給
渡
す
る
物
を
稱
す
る
者
で

あ
る
︒
(Ⅲ
一
〇
〇
-一
〇
一
)

こ
こ
で
の
外
國
公
使
館
襲
擊
・
外
國
人
殺
Ã
が
壬
午
軍
亂
を
指
す
の
は
�
ら
か
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
甲
乙
政
府
閒
﹂
の
﹁
和
論
﹂
が
濟
物
浦
條

�
を
指
す
の
も
�
ら
か
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
引
用
�
中
の
﹁
甲
國
が
公
使
を
復
�
す
れ
ば
︑
必
ず
軍
士
を
引
û
し
て
乙
國
國
都
に
入
り
︑
館

舍
を
護
衞
し
﹂
は
︑
同
條
�
第
五
條
の
﹁
日
本
公
使
館
ハ
兵
員
若
干
ヲ
置
キ
警
衞
ス
ル
事
﹂
に
︑﹁
乙
國
は
其
亂
民
を
捕
捉
し
て
處
𠛬
し
︑
自

國
の
治
民
不
善
だ
っ
た
罪
を
謝
し
﹂
は
︑
第
一
條
の
﹁

鮮
國
ハ
兇
徒
ヲ
捕
獲
シ
巨
魁
ヲ
嚴
究
シ
重
キ
ニ
從
テ
Ê
辦
ス
ル
事
﹂
お
よ
び
第
六
條

の
﹁

鮮
國
ハ
特
ニ
大
官
ヲ
�
シ
國
書
ヲ
修
シ
以
テ
日
本
國
ニ
謝
ス
ル
事
﹂
に
︑﹁
償
金
﹂
は
第
四
條
の
﹁
兇
徒
ノ
暴
擧
ニ
因
リ
日
本
國
ガ
"

ク
ル
¤
ノ
損
Ã
︑
公
使
ヲ
護
衞
ス
ル
海
陸
兵
費
ノ
內
五
拾
萬
圓
ハ

鮮
國
ヨ
リ
塡
補
ス
ル
事
﹂
に
︑﹁
恤
銀
﹂
は
第
三
條
の
﹁

鮮
國
ハ
五
萬

圓
ヲ
荏
出
シ
日
本
官
�
ノ
ö
Ã
者
ノ
�
族
竝
ニ
�
傷
者
ニ
給
與
シ
以
テ
體
卹
ヲ
加
フ
ル
事
﹂
に
該
當
す
る(27

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
兪
は

鮮
が
﹁
公
法
﹂
に
基
づ
く
條
�
を
結
ん
だ
﹁
獨
立
﹂
國
で
あ
る
以
上
︑
人
民
の
﹁
公
法
﹂
Ö
背
の
處
理
と
し
て
結
ば

れ
た
濟
物
浦
條
�
を
"
け
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

鮮
人
民
を
說
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑

兪
は

鮮
が
中
國
の

貢
國
で
あ
る
こ
と
を
自
國


識
の
3
提
と
し
て
お
り
︑
ま
た
﹁
精
神
﹂

=

儒
敎
に
關
聯
す
る
部
分
で
は
中
國
を
相
對
�
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し
て
い
な
い
︒
こ
れ
で
は

鮮
の
﹁
開
�
﹂
は
中
國
に
埋
沒
し
て
し
ま
い
�
ね
な
い
の
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
中
國
に
對
す
る

鮮
の
﹁
獨
立
﹂

を
擔
保
す
る
も
の
が
︑﹁
國
�
﹂
と
年
號
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
二
つ
の
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
に
お
け
る
�
義
に
つ
い
て
は
︑
3
稿
で
も
論
じ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
さ
ら
に
﹃
輿
地
誌
略
﹄
と
の
比
�
を
!
じ
て
そ
の
�
義
を
よ
り
�
確
に
し
て
お
き
た
い
︒

2

｢國
�
﹂
と
年
號

『世
界
大
勢
論
﹄﹁
言
語
殊
衣
﹂
は
﹃
輿
地
誌
略
﹄﹁
言
語
�
字
﹂
に
依
據
し
て
い
る
が
︑
そ
の
0
た
る
關
心
は
�
字
に
あ
り
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
の
沿
革
に
關
す
る
記
述
を
8
譯
し
て
い
な
い
︒﹃
輿
地
誌
略
﹄﹁
言
語
�
字
﹂
に
お
け
る
�
字
の
說
�
は
︑
ま
ず
﹁
野
蠻

の
國
に
於
て
は
未
だ
�
字
を
用
ひ
ざ
る
者
多
し
﹂︑﹁
開
�
の
淺
深
に
從
ひ
�
字
A
り
と
雖
と
も
︑
未
だ
書
籍
を
印
行
す
る
を
知
ら
ざ
る
の
民
甚

た
多
し
﹂︑﹁
印
行
の
書
籍
初
め
は
之
を
木
版
に
刻
す
と
雖
と
も
︑
�
�
の
開
け
�
�
を
貴
ぶ
に
至
て
は
必
ず
活
字
を
用
ひ
ざ
る
を
得
ず
﹂
と
い

う
よ
う
に
︑﹁
�
�
﹂
の
�
步
に
と
も
な
う
�
字
の
發
展
段
階

(無
�
字
か
ら
活
字
へ
)
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ
た

(①
三
〇
︑
﹃
敎
﹄
七
八
)
︒
こ

れ
に
對
し
て
﹃
世
界
大
勢
論
﹄﹁
言
語
殊
衣
﹂
の
�
字
に
關
す
る
�
初
の
說
�
は
︑﹁
大
槪
人
民
が
い
れ
ば
必
ず
言
語
が
あ
り
︑
言
語
が
あ
れ
ば

必
ず
�
字
が
あ
る
が
︑
し
か
し
言
語
だ
け
あ
っ
て
�
字
﹇
の
﹈
な
い
國
も
あ
り
︑
�
字
が
あ
っ
て
も
其
用
﹇
が
﹈
甚
だ
不
X
な
者
が
多
い
﹂

(Ⅲ
一
四
-
一
五
)
と
い
う
も
の
で
︑
こ
こ
に
は
�
字
の
單
位
は
﹁
國
﹂
ご
と
で
あ
り
︑﹁
國
�
﹂
の
A
無
は
開
�
の
度
合
い
に
關
聯
す
る
も
の
で

あ
り
︑
ま
た
﹁
國
�
﹂
の
優
劣
は
そ
の
使
用
の
X
不
X
に
よ
る
と
い
う
發
想
が
見
ら
れ
る
︒

『輿
地
誌
略
﹄﹁
言
語
�
字
﹂
の
�
字
に
關
す
る
記
述
の
後
�
は
︑
�
字
は
﹁
荏
â
の
篆
書
の
如
き
﹂﹁
象
形
�
字

ヒ
ロ
グ
ラ
ー
フ

﹂
と
﹁
歐
羅
巴
の
�
字
の

如
き
﹂﹁
ª
字
を
綴
り
言
語
を
記
載
す
る
も
の
﹂︑
つ
ま
り
﹁
一
字
を
以
て
一
語
或
は
一
物
を
表
す
る
も
の
﹂
と
﹁
一
字
を
以
て
一
ª
を
�
し
數

字
を
連
綴
し
て
之
を
用
る
も
の
﹂
に
大
別
さ
れ
る
と
い
う
說
�
で
あ
る

(①
三
一
︑
﹃
敎
﹄
七
八
)
︒
こ
こ
で
兩
者
は
時
閒
�
に
先
と
後
︑
地
理
�

に
﹁
荏
â
﹂
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
對
應
し
て
お
り
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
﹁
荏
â
﹂
の
漢
字
よ
り
も
�
步
し
て
﹁
�
�
﹂
�
で
あ

る
こ
と
が
含
�
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄﹁
言
語
殊
衣
﹂
の
�
字
に
關
す
る
記
述
は
︑
z
の
よ
う
に
壓
倒
�
に

鮮
﹁
國
�
﹂
の
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漢
字
に
對
す
る
優
越
性
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
︒

今
世
界
中
﹇
に
﹈
在
A
す
る
�
字
の
種
類
が
言
語
と
同
じ
く
ô
百
種
類
で
あ
る
が
︑
し
か
し
其
法
を
分
別
す
れ
ば
二
法
に
過
ぎ
な
い
︒
一

字
を
も
っ
て
一
語
一
物
を
表
す
者
も
あ
り
︑
一
字
に
よ
っ
て
一
ª
を
表
し
︑
此
ª
を
連
綴
し
て
一
語
一
物
を
表
す
者
も
あ
る
︒
假
令
﹇
た

と
え
ば
﹈
漢
�
は
一
字
に
よ
っ
て
一
語
一
物
を
表
す
者
で
あ
り
︑
本
國
�
は
一
字
に
よ
っ
て
一
ª
を
表
し
︑
連
ª
し
て
一
語
一
物
を
表
す

者
で
あ
る
︒
漢
�
は
甚
だ
靈
妙
で
あ
る
が
︑
字
數
が
衆
多
で
あ
る
故
に
他
國
人
が
學
成
﹇
學
ò
﹈
す
る
こ
と
が
甚
だ
難
し
く
時
閒
が
か
か

り
︑
本
國
�
は
字
數
が
些
少
で
あ
る
故
に
他
國
人
で
も
學
得
﹇
ò
得
﹈
す
る
こ
と
が
甚
だ
﹇
鯵
﹈
X
で
易
し
い
︒
夫
れ
�
字
は
言
語
の
符

號
で
あ
る
︒
言
語
は
世
代
を
經
過
し
て
年
�
が
久
È
で
あ
る
ほ
ど
增
加
す
る
者
で
あ
る
の
で
︑
�
字
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
﹇
增
加
す
る
﹈

こ
と
は
�
白
な
證
據
﹇
事
實
﹈
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
が
故
に
︑
一
語
一
物
を
一
字
で
表
す
�
字
は
越
等
な
﹇
ず
ば
拔
け
た
﹈
才
智
で
な

け
れ
ば
悟
解
す
る
こ
と
が
甚
だ
難
し
い
︒
何
等
の
語
物
を
論
ず
る
こ
と
無
く
︑
數
字
連
ª
し
て
隨
�
記
表
す
る
も
の
が
�
も
X
利
な
者
で

あ
る
︒
(Ⅲ
一
五
-一
六
)

兪
に
と
っ
て
﹁
國
�
﹂
が
存
在
す
る
こ
と
自
體
で

鮮
は
す
で
に
﹁
未
開
﹂
で
な
い
の
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
こ
こ
で
は
︑
漢
字
に
�
べ
て
優

越
し
た
�
字
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
は
な
く
﹁
本
國
�
﹂
と
な
り
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
に
お
け
る
中
國
の
相
對
�
は
﹁
我
國
﹂

の
�
字

=

｢本
國
�
﹂
の
優
越
性
に
よ
っ
て
擔
保
さ
れ
て
い
る
︒
先
述
の
﹁
世
界
大
勢
一
斑
﹂
に
お
け
る

鮮
國
號
の
﹁
國
�
﹂
表
記
も
︑
こ

う
し
た
�
�
で
理
解
が
可
能
な
の
で
あ
る
︒

な
お
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄﹁
言
語
殊
衣
﹂
に
は
︑
先
述
の
﹃
輿
地
誌
略
﹄﹁
言
語
�
字
﹂
に
お
け
る
無
�
字
か
ら
活
字
へ
と
い
う
�
字
の
發
展

段
階
に
關
す
る
記
述
が
8
譯
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
︑﹃
西
6
見
聞
﹄
第
十
四
>
﹁
開
�
の
等
?
﹂
に
は
﹁
校
書
館
の
鐵
鑄
字
も
天
下
で

�
も
先
に
創
行
し
た
も
の
で
あ
る
﹂
(Ⅰ
四
〇
四
︑
原
�
三
八
四
頁
)
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

鮮
が
金
屬
活
字
を
世
界
で
初
め
て
發
�
し
た
と
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い
う
︑
今
日
に
ま
で
續
く
自
國
優
越
�
識
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
�
字
の
﹁
開
�
﹂
に
關
す
る
﹃
輿
地
誌
略
﹄
の
記
述
に
觸
發
さ
れ
た
兪
が
︑

﹃
世
界
大
勢
論
﹄
執
筆
後
に
考
案
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
た
だ
し
︑
そ
の
後
に
﹁
我
邦
の
人
が
も
し
窮
究
し
て
ま
た
窮
究
し
︑
X

利
な
D
理
を
經
營
し
た
と
す
れ
ば
﹇
中
略
﹈
天
下
萬
國
の
名
譽
が
我
邦
に
歸
し
た
で
あ
ろ
う
が
︑
後
輩
が
3
人
の
舊
規
を
潤
色
し
な
か
っ
た
の

だ
﹂
と
い
う
�
違
が
續
い
て
い
る
︒
�
代
西
洋
を
頂
點
と
す
る
�
步
;
觀
を
"
け
容
れ
て
し
ま
え
ば
︑
�
代
以
3
の
あ
る
時
點
ま
で

鮮

(な

い
し
東
洋
)
が
西
洋
よ
り
�
ん
で
い
た
と
い
う
﹁
事
實
﹂
を
提
示
し
て
も
︑
結
局
あ
る
時
點
か
ら
後
は
自
國
の
﹁
	
步
;
觀
﹂
に
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
難
問
も
︑
兪
は


え
M
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

年
號
に
つ
い
て
は
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄﹁
凡
例
﹂
に
﹁
書
中
õ
昔
の
年
紀
を
擧
る
に
年
號
を
以
て
す
る
と
き
は
年
數
を
搜
索
す
る
に
X
な
ら
ず
︒

故
に
皆
ô
年
3
と
記
す
︒
此
書
今
年
の
刊
行
に
係
れ
は
︑
讀
者
宜
く
�
治
三
年
よ
り
Û
り
算
す
べ
し
﹂
(
凡
例
二
︑﹃
敎
﹄
六
四
)
と
あ
る
よ
う
に
︑

內
田
は
年
號
の
使
用
を
T
け
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
日
本
の
年
號
を
使
用
し
た
場
合
に
も
た
ら
さ
れ
る
煩
瑣
さ
を
T
け
る
た
め
で
あ
っ
た
︒
內
田

の
﹁
年
紀
﹂
表
記
の
背
後
に
は
︑
日
本
に
お
け
る
年
號
の
存
在
と
い
う
事
實
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
一
方
︑

鮮
王

は
中
國
と
の
關
係
か
ら
獨

自
の
年
號
を
持
た
な
か
っ
た
が
︑
兪
は
﹃
世
界
大
勢
論
﹄﹁
世
界
歷
;
一
斑
﹂
で
﹁
我
國
紀
元
﹂
を
Å
用
し
た
︒
そ
の
�
圖
は
﹁
世
界
歷
;
一

斑
﹂
の
冒
頭
で
說
�
さ
れ
て
い
る
︒

謹
ん
で
按
ず
る
に
︑
我
／
�

太
祖
太
王
が
"
命
龍
興
な
さ
れ
︑
も
っ
て
乾
坤
を
整
頓
な
さ
れ
︑
も
っ
て
人
民
を
安
定
に
な
さ
れ
︑
漢
陽

に
定
鼎
な
さ
れ
︑
億
萬
年
無
疆
な
基
業
を
円
て
ら
れ
た
が
︑
今
を
�
て
る
こ
と
四
百
九
十
二
年
︑
壬
申
七
�
十
六
日
で
あ
る
︒
是
故
に
草

厭
Û
臣
が
敢
え
て
此
歲
を
も
っ
て
我
國
紀
元
と
し
︑
年
代
を
記
す
︒
其
以
3
の
年
代
は
／
太
祖
紀
元
3
ô
年
と
書
き
︑
其
以
後
の
年
代
は

卽
ち
︑
今
歲
は
／
太
祖
紀
元
四
百
九
十
二
年
で
あ
る
︒
荏
â
は
古
よ
り
其
時
の
天
子
の
円
元
し
た
年
を
用
い
る
が
︑
今
年
は
光
緖
九
年
で

あ
り
︑
日
本
は
其
開
國
し
た
天
皇
神
武
の
卽
位
歲
に
よ
っ
て
紀
年
す
る
が
︑
今
年
が
神
武
天
皇
紀
元
二
千
五
百
四
十
三
年
で
あ
り
︑
西
洋

諸
國
は
其
宗
敎
開
祖
耶
蘇
生
歲
を
も
っ
て
紀
元
す
る
が
︑
今
年
が
西
曆
一
千
八
百
八
十
三
年
﹇
で
あ
る
﹈
と
稱
す
る
故
に
︑
我
國
は
／
太
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祖
大
王
﹇
が
﹈
開
國
な
さ
れ
た
年
に
よ
っ
て
紀
元
を
用
い
る
︒
(Ⅲ
三
七
-三
八
)

3
稿
で
も
述
べ
た
と
お
り
︑
こ
の
太
祖
李
成
桂
に
よ
る
﹁
開
國
﹂
を
紀
元
と
す
る
﹁
開
國
紀
年
﹂
は
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
に
よ
っ
て
初
め
て

用
い
ら
れ
た
年
號
で
は
な
く
︑
す
で
に
一
八
七
六
年
@
印
の
日

修
好
條
規
で
用
い
ら
れ
︑
ま
た
一
八
八
二
年
@
印
の

米
修
好
!
商
條
�
で

も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
︑
條
�
關
係
に
基
づ
く
日
本
・
西
洋
諸
國
と
の
條
�
・
外
/
�
書
で
使
用
さ
れ
始
め
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
加
え
て
︑

﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
﹁
開
國
何
年
﹂
で
は
な
く
︑
引
用
�
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
﹁
太
祖
紀
元
何
年
﹂
と
し
た
た
め
に
︑
年
號
を
記
す
ご
と
に

Ú
出
を
施
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
太
祖
と

鮮
王

の
權
威
を
視
覺
�
に
示
す
效
果
を
生
ん
で
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

な
お
︑
こ
こ
で
兪
が
日
本
の
神
武
紀
元
に
言
W
し
て
い
る
こ
と
に
も
=
�
し
た
い
︒
神
武
紀
元
が
制
定
さ
れ
た
の
は
�
治
五
年
で
あ
る
か
ら
︑

﹃
輿
地
誌
略
﹄
卷
一
で
使
用
さ
れ
な
い
の
は
當
然
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
兪
の
怨
聞
﹁
創
刊
辭
﹂
の
冒
頭
で
は
︑﹁
檀
君
立
國
四
千
四
百
﹂
と
�

中
ま
で
書
か
れ
た
年
號
が
\
除
さ
れ
︑﹁
大

鮮
開
國
四
百
九
十
二
年
﹂
と
修
正
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(Ⅳ
五
)
︒
兪
は
一
八
八
三
年
の
著
作

で
す
で
に
二
〇
世
紀

鮮
の
民
族
0
義
の
象
�
の
一
つ
で
あ
る
﹁
檀
紀
﹂
の
Å
用
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
が
神
武
紀
元
に
觸
發
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
恐
ら
く
兪
の
念
頭
に
は
︑
日
本
の
神
D
に
相
當
す
る

鮮
固
A
の
﹁
D
｣=

｢本
國
の
宗
敎
﹂
の
創
出
と

い
う
問
題
�
識
が
あ
っ
た
が
︑
儒
敎
と
の
閒
で
整
合
性
が
取
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
︒
日
本
に
よ
る
保
護
國
�
後
の
著
作
で
兪
が
檀

君
神
話
を
基
盤
と
す
る
﹁
國
體
﹂
論
を
模
索
し
て
い
た
こ
と(28

)
︑﹁
東
D
西
器
﹂
論
者
の
金
允
¨
が
同
じ
時
+
に
﹁
檀
君
敎
﹂
の
創
円
に
深
く
關

わ
っ
て
い
る
こ
と(29

)
を
踏
ま
え
れ
ば
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
本
稿
で
は
內
田
正
雄
﹃
輿
地
誌
略
﹄
の
記
述
と
比
�
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
自
國


識
・﹁
�
�
﹂


識
の
論
理
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を
3
稿
に
�
べ
て
よ
り
�
確
に
で
き
た
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
兪
吉
濬
の
開
�
思
想
形
成
過
1
に
お
け
る
﹃
世
界
大
勢
論
﹄
の
位
置
づ
け
を
よ

り
�
確
に
す
る
こ
と
を
も
っ
て
︑
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
︒

『世
界
大
勢
論
﹄
に
は

鮮
が
﹁
獨
立
﹂
國
か
否
か
︑
�
確
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒﹃
世
界
大
勢
論
﹄
と
同
じ
一
八
八
三
年
の
﹁
言
辭
駅
﹂

に
﹁
自
守
獨
立
﹂
と
い
う
�
言
が
あ
る
こ
と
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
で
の
﹁
本
國
�
﹂
が
漢
�
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
0
張
や
﹁
我
國
紀
元
﹂

と
い
う
年
號
の
使
用
な
ど
︑
書
か
れ
た
も
の
だ
け
か
ら
.
斷
す
れ
ば
︑
こ
の
時
點
で
兪
は
﹁

鮮
は
淸
の
﹃
屬
邦
﹄
で
な
く
﹃
獨
立
﹄
國
で
あ

る
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た(30

)
﹂
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
本
稿
の
第
一
違
で
見
た
よ
う
に
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
の
記
述
か
ら
兪
が
踏
襲
し
た
部
分
と

踏
襲
し
な
か
っ
た
部
分
を
突
き
合
わ
せ
た
結
果
︑
兪
は

鮮
が
﹁
獨
立
﹂
國
で
あ
る
こ
と
と
淸
に
對
す
る

貢
國
で
あ
る
こ
と
が
矛
盾
し
な
い

と
言
外
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が
�
ら
か
に
な
っ
た
︒


鮮
は
淸
の

貢
國

=

｢屬
邦
﹂
で
あ
る
と
い
う
事
實
を
是


し
な
が
ら
も
︑﹁
屬
邦
﹂
は
﹁
獨
立
﹂
國
で
あ
る
こ
と
を
兪
が
﹁
公
法
﹂
に
依

據
し
て
0
張
し
始
め
る
の
は
一
八
八
五
年
の
﹁
中
立
論
﹂
に
お
い
て
で
あ
り
︑
さ
ら
に
一
八
八
九
年
脫
稿
の
﹃
西
6
見
聞
﹄
に
お
い
て
﹁
屬
邦

獨
立
﹂
論
を
完
成
さ
せ
る
︒
金
玉
均
﹃
甲
申
日
錄
﹄
の
政
綱
第
一
條
に
見
ら
れ
る
︑

鮮
が
淸
に

貢
し
て
い
る
と
い
う
事
實
と

鮮
は
﹁
獨

立
﹂
國
で
あ
る
と
い
う
原
理
を
對
立
�
に
見
る
の
と
は
衣
な
る
思
考
方
式
を
︑
兪
は
日
本
留
學
の
時
+
以
來
A
し
て
い
た
こ
と
が
�
ら
か
に

な
っ
た
の
だ
が
︑
で
は
な
ぜ
兪
が
そ
の
よ
う
な
思
考
樣
式
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
︑
現
在
の
と
こ
ろ
說
�
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
今

後
の
課
題
と
し
た
い
︒

一
方
︑
兪
が
一
九
世
紀
西
洋
で
廣
ま
っ
て
い
た
﹁
�
�
﹂


識
を

鮮
語
で
記
述
す
る
際
に
︑
福
澤
諭
吉
の
著
作
の
み
な
ら
ず
﹃
輿
地
誌

略
﹄
に
大
き
く
據
っ
て
い
た
こ
と
が
︑
本
稿
で
の
考
察
を
!
じ
て
�
ら
か
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
兪
は
キ
リ
ス
ト
敎
に
對
抗
す
る
立
場
か
ら


鮮
の
﹁
本
國
の
宗
敎
﹂
と
し
て
の
儒
敎
の
守
護
を
唱
え
︑
ま
た
﹃
輿
地
誌
略
﹄
お
よ
び
﹃
世
界
國
盡
﹄﹁
附
錄
﹂
で
﹁
�
�
﹂
�
と
密
接
な
聯

關
性
を
持
た
さ
れ
て
い
た
立
憲
政
治
に
つ
い
て
は
︑

鮮
へ
の
�
入
を
實
質
�
に
拒
否
し
て
い
た
︒
そ
の
�
味
で
一
八
八
三
年
時
點
の
兪
は
︑

先
行
硏
究
に
お
け
る
兪
の
�
�
論
に
關
す
る
理
解
と
は
衣
な
り
︑
D
德
や
政
治
制
度
は
儒
敎
の
そ
れ
を
守
り
︑
西
洋
か
ら
は
技
£
の
み
を
"
容
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す
る
と
い
う
﹁
東
D
西
器
﹂
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒

3
稿
で
述
べ
た
と
お
り
兪
は
﹃
西
6
見
聞
﹄
で
﹁
宗
敎
の
自
由
﹂
を


め
た
が
︑
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
敎
を
含
め
て
﹁
世
界
の
宗
敎
は
﹃
É

國
﹄﹃
愛
君
﹄
に
お
い
て
共
!
す
る(31

)
﹂
と
い
う
宗
敎
觀
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
兪
は
﹃
西
6
見
聞
﹄
に
お
い
て
も
三
權
分
立
や
人

民
の
參
政
權
に
否
定
�
で
あ
り
︑﹁
敎
�
に
よ
る
人
民
の
D
德
�
修
養
﹂
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
政
體
と
し
て
﹁
君
民
共
治
﹂
を
理
解
し
て
い

た
こ
と
も
3
稿
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る(32

)
︒﹃
西
6
見
聞
﹄
で
一
應
の
完
成
を
見
た
兪
の
開
�
思
想
は
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
で
確
信
し
て
疑
わ
な

か
っ
た
﹁
精
神
﹂
を
︑
西
洋
�
代
思
想
に
附
會
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る(33

)
︒

と
こ
ろ
で
︑
兪
吉
濬
の
0
著
﹃
西
6
見
聞
﹄
の
第
十
四
>
﹁
開
�
の
等
?
﹂
は
︑﹁
�
�
﹂
と
い
う
語
を
用
い
ず
︑﹁
開
�
﹂
の
發
展
段
階
を

﹁
未
開
�
﹂﹁
�
開
�
﹂﹁
開
�
﹂
の
三
段
階
と
し
︑﹁
開
�
﹂
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
︒

五
倫
の
行
實
﹇
行
い
﹈
を
純
篤
に
し
て
人
が
D
理
を
知
れ
ば
︑
こ
れ
は
行
實
の
開
�
で
あ
り
︑
人
が
學
£
を
窮
究
し
て
萬
物
の
理
致
を
格

せ
ば
︑
こ
れ
は
學
£
の
開
�
で
あ
り
︑
國
家
の
政
治
を
正
大
に
し
て
百
姓
︹
民
︺
に
泰
Ú
な
樂
が
A
る
こ
と
は
政
治
の
開
�
で
あ
り
︑
法

律
を
公
Ú
に
し
て
百
姓
︹
民
︺
に
冤
抑
な
こ
と
が
無
い
こ
と
は
法
律
の
開
�
で
あ
り
︑
器
械
の
制
度
を
X
利
に
し
て
人
の
用
を
利
さ
し
め

た
こ
と
は
器
械
の
開
�
で
あ
り
︑
物
品
の
制
 
を
精
緊
に
し
て
厚
く
し
︑
荒
麤
な
事
が
無
い
こ
と
は
物
品
の
開
�
で
あ
る
︒
こ
の
纍
條
の

開
�
を
合
わ
せ
た
そ
の
後
に
︑
開
�
の
具
備
し
た
も
の
だ
と
始
︹
初
︺
め
て
謂
う
べ
き
で
あ
る
︒
天
下
古
今
の
如
何
な
る
國
を
�
考
し
て

も
︑
開
�
の
極
臻
し
た
﹇
極
ま
っ
た
﹈
境
に
至
っ
た
も
の
は
無
い
が
︑
し
か
し
お
お
よ
そ
そ
の
層
?
を
區
別
す
れ
ば
︑
三
等
に
過
ぎ
な
い
︒

開
�
す
る
者
︑
�
開
�
な
者
︑
未
開
�
な
者
で
あ
る(34

)
︒

『西
6
見
聞
﹄
に
お
い
て
﹁
行
實
﹂
の
﹁
開
�
﹂
は
︑
儒
敎
D
德
で
あ
る
﹁
五
倫
﹂
の
行
い
を
よ
く
行
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
政
治
の

﹁
開
�
﹂
は
政
治
を
﹁
正
大
﹂
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
が
︑
こ
こ
で
﹁
正
大
﹂
と
い
う
の
は
﹁
多
人
﹂
が
政
治
に
參
與
す
る
こ
と
で
は
な
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く
︑
治
者
が
民
を
よ
く
治
め
て
﹁
泰
Ú
﹂
を
享
"
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹃
世
界
大
勢
論
﹄
に
お
け
る
﹁
多
人
政
治
﹂
時
+
尙
早
論
を

﹃
西
6
見
聞
﹄
に
お
け
る
﹁
開
�
﹂
の
定
義
で
も
繼
承
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
︑﹁
開
�
﹂
と
は
﹃
易
經
﹄
繫
辭
の
﹁
開
物
成
務
﹂
(人
の
知
識
を
開
發
し
て
事
業
を
成
就
さ
せ
る
)
と
︑﹃
禮
記
﹄
學

記
の
﹁
�
民
成
俗
﹂
(民
を
敎
�
し
て
立
�
な
風
俗
を
作
る
)
の
こ
と
だ
と
述
べ
た
﹃
皇
城
怨
聞
﹄
一
八
九
八
年
九
�
二
三
日
論
說
で
あ
る
︒
一
九

世
紀
�
末
+
の

鮮
の
儒
敎
知
識
人
の
﹁
開
�
﹂
觀
念
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
つ
と
に
李
光
麟
に
よ
っ
て
着
目
さ
れ
た
論
說
で
あ
る
が(35

)
︑
そ

の
冒
頭
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

客
が
余
に
問
う
て
曰
く
︑
開
�
と
い
う
者
は
何
物
を
指
す
も
の
で
あ
り
︑
何
事
を
謂
う
も
の
な
の
か
と
︒
余
が
應
え
て
曰
く
︑
開
物
成
務

し
て
�
民
成
俗
﹇
す
る
の
﹈
を
開
�
と
謂
う
と
︒﹇
客
が
﹈
曰
く
︑
�
世
に
﹇
�
ご
ろ
﹈
開
�
す
る
者
が
み
な
西
洋
を
依
慕
す
る
が
︑
當

初
東
洋
に
は
開
�
し
た
者
は
無
か
っ
た
の
か
と
︒﹇
余
は
﹈
曰
く
︑
ど
う
し
て
無
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
上
古
に
書
契
を
 
っ
て
結
繩
に
代

え
︑
太
極
に
象
っ
て
陰
陽
を
分
か
っ
た
の
は
伏
羲
の
開
�
で
あ
り
︑﹇
中
略
﹈
春
秋
之
正
筆
は

孔
夫
子
の
大
而
�
な
さ
れ
た
開
�
で
あ

る
﹇
下
略
﹈
(空
格
は
原
�
の
と
お
り
)

こ
こ
で
の
﹁
開
物
成
務
﹂﹁
�
民
成
俗
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹃
世
界
大
勢
論
﹄﹁
開
�
殊
衣
﹂
に
お
け
る
﹁
形
體
﹂
と
し
て
の
﹁
他
國
が
�
�
に

�
就
し
た
然
る
¤
以
の
者
﹂︑﹁
精
神
﹂
と
し
て
の
﹁
自
己
國

﹂
の
﹁
ò
慣
成
俗
﹂
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
︒
キ
ム
・
ユ
ン
ヒ
に
よ
れ
ば
︑﹁
開

物
成
務
﹂﹁
�
民
成
俗
﹂
は
瓜
治
者
の
役
割
を
強
@
す
る
言
葉
と
し
て
︑﹃

鮮
王

實
錄
﹄
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
と
い
う(36

)
︒
ま
た
︑
こ
の
論
說

で
右
の
引
用
�
に
續
く
�
違
は
︑﹃
西
6
見
聞
﹄
第
十
四
>
﹁
開
�
の
等
?
﹂
の
4
�
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
を
原
型
と
す
る

﹃
西
6
見
聞
﹄
第
十
四
>
﹁
開
�
の
等
?
﹂
が
︑
海
外
經
驗
の
な
い
改
怨
儒
敎
�
に
よ
っ
て
﹁
開
物
成
務
﹂﹁
�
民
成
俗
﹂
と
し
て
の
﹁
開
�
﹂

を
論
ず
る
も
の
だ
と
し
て
抵
抗
な
く
讀
ま
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
こ
れ
ま
で
の
兪
の
著
作
に
關
す
る
硏
究
は
︑
お
お
む
ね

鮮
に
お
け
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る
西
洋
﹁
�
�
﹂
"
容
;
の
�
絡
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
そ
れ
に
對
し
て
筆
者
の
0
張
は
︑
本
稿
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
言
W
し
た
よ

う
に
︑
む
し
ろ
兪
の
開
�
思
想
を

鮮
後
+
の
政
治
思
想
の
展
開
の
上
に
位
置
づ
け
る
必
4
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
兪
が
日
本
留
學
中

に
學
ん
だ
書
物
に
着
目
し
た
本
稿
に
よ
っ
て
︑
そ
の
必
4
性
が
一
層
�
確
に
な
っ
た
と
思
う
︒

�(1
)


士
日
本
視
察
團
の
�
�
と
日
本
で
の
活
動
に
つ
い
て
︑
허
동
현

﹃
일
본
이

진
실
로

강
하
더
냐
﹄
도
서
출
판

당
대
︑
서
울
︑
一
九
九

九
年
︑
參
照
︒

(2
)

福
澤
諭
吉
の
﹁

鮮
改
 
論
﹂
に
つ
い
て
︑
謁
野
潤
治
﹃
�
治
・

思
想
の
實
宴
﹄
創
�
社
︑
一
九
七
七
年
の
第
一
違
﹁
壬
午
・
甲
申
事

變
+
の
對
外
論
﹂︑
參
照
︒

(3
)

慶
應
義
塾
>
﹃
福
澤
諭
吉
�
集
﹄
八
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
〇
年

再
版
︑
四
二
七
-四
四
三
頁
︒

(4
)

田
保
橋
�
﹃
�
代
日
鮮
關
係
の
硏
究
﹄
上
︑

鮮
總
督
府
︑
一
九

四
〇
年
︑
九
〇
九
-九
一
〇
頁
︒

(5
)

｢漢
城
府
怨
聞
局
違
1
﹂﹁
創
刊
辭
﹂﹁
競
爭
論
﹂
は
兪
吉
濬
�
書

>
纂
委
員
會
>
﹃
兪
吉
濬
�
書
﹄
�
五
卷
︑
一
潮
閣
︑
서
울
︑
一
九

七
一
年
の
Ⅳ
︿
政
治
經
濟
>
﹀
に
︑﹃
世
界
大
勢
論
﹄
は
同
書
の
Ⅲ

︿
歷
;
>
﹀
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒

(6
)

李
光
麟
﹁
漢
城
周
報
와

漢
城
旬
報
에

대
한

一
考
察
﹂﹃
韓
國
開

�
;
硏
究
﹄
一
潮
閣
︑
서
울
︑
一
九
八
一
年
改
正
版
︑
參
照
︒

(7
)

�
脚
�
彥
﹁

鮮
開
�
思
想
の
�
 
﹂﹃

鮮
學
報
﹄
一
五
九
︑

一
九
九
六
年
︑
後
に
﹃

鮮
開
�
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄
東
京

大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
九
年
に
收
錄
︒

(8
)

李
光
麟
﹁
兪
吉
濬
의

開
�
思
想
﹂
﹃
韓
國
開
�
思
想
硏
究
﹄
一
潮

閣
︑
一
九
七
九
年
︒
初
出
は
一
九
七
七
年
︒

(9
)

代
表
�
な
も
の
と
し
て
︑
정
용
화
﹃
문
명
의

정
치
사
상
﹄
문
학

과
지
성
사
︑
서
울
︑
二
〇
〇
四
年
︑
노
대
환
﹃
문
명
﹄
도
서
출
판

소
화
︑
서
울
︑
二
〇
一
二
年
︑
參
照
︒

(10
)

�
脚
�
彥
﹁
開
�
思
想
の
形
成
と
展
開
﹂﹃

鮮
;
硏
究
會
論
�

集
﹄
二
八
︑
一
九
九
一
年
︑
�
脚
�
彥
3
揭
﹃

鮮
開
�
;
思
想
と

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄
の
第
一
違
﹁

鮮
に
お
け
る
國
民
國
家
創
出
論

の
形
成
﹂
︒

(11
)

以
上
の
內
田
正
雄
お
よ
び
﹃
輿
地
誌
略
﹄
に
關
す
る
槪
略
は
︑
增

野
惠
子
﹁
內
田
正
雄
﹃
輿
地
誌
略
﹄
の
硏
究
﹂
﹃
�
代
畫
說
﹄
一
八
︑

二
〇
〇
九
年
に
よ
る
︒
な
お
︑﹃
輿
地
誌
略
﹄
卷
一
か
ら
卷
三
の
出

版
年
は
表
紙
で
は
﹁
�
治
三
年
庚
午
﹂
で
あ
る
が
︑
﹁
叙
﹂
お
よ
び

﹁
凡
例
﹂
に
は
同
年
﹁
臈
�
﹂
と
あ
る
︒
增
野
は
こ
の
記
述
と
大
;

局
﹁
怨
刊
書
目
一
覽
﹂
二
に
お
け
る
�
治
三
年
二
�
か
ら
�
治
四
年

四
�
ま
で
の
刊
行
物
と
し
て
﹃
輿
地
誌
略
﹄
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
同
書
の
出
版
を
�
治
三
年
一
二
�
か
ら
�
治
四
年
四
�
と

し
て
い
る
が
︑
舊
曆
�
治
三
年
一
二
�
一
日
は
怨
曆
で
一
八
七
一
年

一
�
二
一
日
で
あ
る
の
で
︑
本
稿
で
は
一
八
七
一
年
と
し
た
︒
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(12
)


鮮
は
﹃
世
界
國
盡
﹄
卷
一
﹁
亞
細
亞
洲
﹂
で
言
W
さ
れ
ず
︑
卷

三
﹁
歐
羅
巴
洲
﹂
の
�
後
の
﹁
魯
西
亞
﹂
に
關
す
る
記
述
の
末
尾
で
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
�
東
部
の
ロ
シ
ア
の
さ
ら
に
東
に
位
置
し
て
︑
そ
の
�

略
に
脅
か
さ
れ
る
國
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
︑﹃
世
界
國
盡
﹄
に
お

い
て

鮮
は
あ
た
か
も
ア
ジ
ア
の
國
と
し
て
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
は
一
八
八
〇
年
に

鮮
人
と
の
直
接
の
接
觸

が
で
き
る
ま
で
の
福
澤
の

鮮


識
そ
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
︑

詳
細
に
つ
い
て
は
別
の
機
會
を
+
し
た
い
︒

(13
)

�
脚
�
彥
3
揭
﹃

鮮
開
�
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄︑
二
九
-

三
六
頁
︒

(14
)

松
澤
弘
陽
﹃
�
代
日
本
の
形
成
と
西
洋
經
驗
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九

九
三
年
︒
本
稿
で
使
用
し
た
の
は
二
〇
〇
八
年
第
四
刷
︑
一
五
九
頁
︒

(15
)

�
脚
�
彥
3
揭
﹃

鮮
開
�
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄︑
八
七
-

八
八
頁
︑
參
照
︒

(16
)

な
お
︑
原
�
で
は
﹁
W
び
﹂
と
﹁
W
ひ
﹂
な
ど
︑
淸
ª
と
濁
ª
が

混
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
︑
濁
ª
の
A
無
は
原
本
の
表
記
に

從
う
︒
ま
た
變
體
假
名
は
ひ
ら
が
な
に
改
め
る
︒

(17
)

海
後
宗
臣
>
﹃
日
本
敎
科
書
體
系
�
代
>
﹄
一
五
︑
�
談
社
︑
一

九
六
五
年
︒
以
下
﹃
敎
﹄
と
す
る
︒

(18
)

三
谷
�
﹁﹃
ア
ジ
ア
﹄
槪
念
の
"
容
と
變
容
﹂
渡
邊
浩
・
朴
忠
錫

>
﹃
韓
國
・
日
本
・﹁
西
洋
﹂﹄
慶
應
義
塾
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
五

年
︑
參
照
︒

(19
)

3
揭
﹃
福
澤
諭
吉
�
集
﹄
二
︑
六
六
三
-六
六
五
頁
︒

(
20
)

吉
野
¥
﹃
�
治
維
怨
と
征
韓
論
﹄
�
石
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
の
第

二
違
︑
參
照
︒

(21
)

渡
邊
浩
﹁﹃
泰
Ú
﹄
と
﹃
皇
國
﹄﹂
﹃
東
ア
ジ
ア
の
王
權
と
思
想
﹄

東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
九
七
年
︑
參
照
︒

(22
)

た
だ
し
︑
﹃
坤
輿
圖
識
﹄
は
﹁
﹃
皇
國
﹄
�
世
界
宴
﹂
に
よ
っ
て
中

國
を
相
對
�
し
な
が
ら
も
︑
中
國
に
つ
い
て
一
種
畏
敬
の
念
を
も
っ

て
記
述
し
て
い
る
の
も
事
實
で
あ
る
︒
蘭
學
者
箕
作
の
言
う
﹁
皇

國
﹂
に
は
國
學
者
液
の
日
本
美
�
と
中
國
蔑
視
が
必
ず
し
も
含
�
さ

れ
て
お
ら
ず
︑
ま
た
そ
の
後
の
洋
學
者
に
よ
る
世
界
地
理
書
に
お
け

る
自
國
國
號
は
槪
ね
﹁
皇
國
﹂
で
は
な
く
﹁
日
本
﹂
と
な
る
︒
し
か

し
先
に
見
た
﹃
輿
地
誌
略
﹄
の

鮮
記
述
の
末
尾
に
あ
る
よ
う
に
︑

﹁
皇
國
﹂
�
識
は

鮮
に
對
す
る
も
の
に
轉
奄
し
つ
つ
︑
洋
學
者
內

田
に
繼
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

(23
)


鮮
は
﹁
屬
國
﹂
で
あ
り
內
政
外
/
は
﹁
自
0
﹂
で
あ
る
と
い
う

﹁
屬
國
自
0
﹂
と
い
う
位
置
づ
け
が
︑
現
實
の
一
九
世
紀
後
�
の
東

ア
ジ
ア
外
/
の
場
で
も
た
ら
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
︑
岡
本
隆
司

﹃
屬
國
と
自
0
の
あ
い
だ
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
四
年
を

參
照
︒
本
稿
は
︑﹁
屬
國
﹂
と
﹁
自
0
﹂
が
兩
立
し
え
な
い
�
代
世

界
の
原
理
を
日
本
で
學
ん
だ

鮮
人
が
︑
こ
の
﹁
屬
國
自
0
﹂
問
題

に
ど
の
よ
う
に
對
處
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
事
例
を
示
す
も
の
で

も
あ
る
︒

(24
)

�
脚
�
彥
3
揭
﹃

鮮
開
�
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄
︑
三
五

頁
︑
參
照
︒

(25
)

以
下
︑
政
體
論
に
關
聯
す
る
﹁
公
﹂
と
﹁
私
﹂
の
槪
念
に
つ
い
て
︑

,
口
雄
三
﹃
公
私
﹄
三
省
堂
︑
一
九
九
六
年
を
參
照
し
た
︒

(26
)

�
脚
�
彥
3
揭
﹃

鮮
開
�
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄︑
二
八

頁
︑
參
照
︒
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(27
)

濟
物
浦
條
�
の
條
�
は
︑
外
務
省
﹃
日
本
外
/
年
表
竝
0
4
�

書
﹄
上
︑
原
書
�
︑
一
九
六
五
年
︑
九
〇
頁
に
據
る
︒

(28
)

�
脚
�
彥
3
揭
﹃

鮮
開
�
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄︑
一
〇

五
-一
〇
六
頁
︑
參
照
︒

(29
)

佐
々
閏
昭
﹁
韓
末
に
お
け
る
檀
君
敎
の
﹃
重
光
﹄
と
檀
君
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
﹂﹃

鮮
學
報
﹄
一
八
〇
︑
二
〇
〇
一
年
︑
四
〇
-四
五
頁
︑

參
照
︒

(30
)

�
脚
�
彥
3
揭
﹃

鮮
開
�
思
想
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄︑
三
八

頁
︒

(31
)

同
右
書
︑
八
四
頁
︒

(32
)

同
右
書
︑
八
〇
-
八
二
頁
︑
お
よ
び
�
脚
�
彥
﹁
�
代

鮮
に
お

け
る
國
民
國
家
創
出
と
立
憲
君
0
制
論
﹂﹃︻
第
2
+
︼
日
韓
歷
;
共

同
硏
究
報
吿
書
﹇
第
3
分
科
會
>
﹈﹄
日
韓
歷
;
共
同
委
員
會
︑
二

〇
一
〇
年
︑
參
照
︒
な
お
︑
﹃
西
6
見
聞
﹄
で
は
﹁
君
民
同
治
﹂
が

﹁
君
民
共
治
﹂
に
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
變
±
の
理
由
は
不
�
で
あ

る
︒

(33
)

同
右
書
︑
八
六
頁
︑
參
照
︒
た
だ
し
﹃
西
6
見
聞
﹄
で
は
︑﹁
精

神
﹂
は
﹁
正
德
﹂︑
﹁
形
體
﹂
は
﹁
利
用
厚
生
﹂
へ
と
言
い
奄
え
ら
れ

て
い
る
︒

(34
)

『西
6
見
聞
﹄
(
兪
吉
濬
�
書
>
纂
委
員
會
>
﹃
兪
吉
濬
�
書
﹄
Ⅰ
︑

一
潮
閣
︑
서
울
︑
一
九
七
一
年
︑
¤
收
)
︑
三
七
五
-三
七
六
頁
︒

(35
)

李
光
麟
﹃
開
�
�
와

開
�
思
想

硏
究
﹄
一
潮
閣
︑
서
울
︑
一
九

八
九
年
︑
八
六
頁
︑
參
照
︒

(36
)

김
윤
희
﹁
갑
신
정
변

전
후
﹃
개
화
﹄
개
념
의

내
포
와

표
상
﹂

﹃
개
념
과

소
통
﹄
二
︑
二
〇
〇
八
年
︑
參
照
︒
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THE CONCEPTS OF INDEPENDENCE AND CIVILIZATION IN YU

KILCHUNʼS SEGYE TAESE-RON 世界大勢論 IN COMPARISON WITH

UCHIDA MASAOʼS YOCHI SHIRYAKU 輿地誌略

TSUKIASHI Tatsuhiko

Yu Kilchun 兪吉濬, who studied at Keio Gijuku from 1881 to 1882 as the first

Korean student in Japan, wrote the Segye Taese-ron 世界大勢論 (on the world

situation), an introduction to world geography and Western civilization in 1883. In

this paper, the author elucidates the fact that Yu used the Yochi Shiryaku 輿地誌略

(12 vols.) of Uchida Masao 內田正雄, especially the general introduction (vol. 1)

as a source. On the basis of a comparison of the two works, the author points out

the following three points.

First, Uchida had described Korea as a dependent state of imperial China, but

Yu described Korea on the contrary as an independent state, but did not deny the

fact that Korea was a tributary state of imperial China. Yu later argued in his main

work, Sŏyu Kyŏnmun 西.見聞, in1889 that Korea was an independent state in

international law, though a tributary state of imperial China.

Second, in the Segye Taese-ron, Yu argued that Korea could accept Western

technology, but must not accept Christianity and Western political systems. Thus,

he did not translate most of the content about religion and political systems of the

Yochi Shiryaku.

Third, in order to emphasize the independence of Korea and individual

character of Korean culture in distinction from Chinese culture, Yu emphasized the

superiority of kungmun 國� (Hangŭl) over Chinese characters and did not use

the era name of the Qing dynasty, but used the kaeguk kinyŏn 開國紀年 (counting

years from 1392, the first year of the Chosŏn dynasty, established by Yi Sŏnggye)．
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