
魏
源
経
世
思
想
考

大

谷

敏

夫

【
要
約
】
　
中
国
近
代
史
は
阿
片
戦
争
の
敗
北
を
も
っ
て
始
ま
る
が
、
こ
の
時
期
に
生
存
し
、
中
国
の
内
政
・
外
交
に
わ
た
る
危
機
を
世
人
に
訴
え
て
、
多

く
の
改
革
案
を
明
ら
か
に
し
た
公
羊
学
者
・
魏
源
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
魏
源
は
公
羊
学
の
と
く
「
極
言
大
義
」
の
理
論
を
根
拠
と
し
て
、
変
法
の
必
要

性
を
の
べ
る
。
ま
ず
科
挙
制
を
改
革
し
て
、
詩
文
の
み
に
長
じ
実
務
に
う
と
い
官
僚
に
か
わ
っ
て
、
才
識
が
あ
っ
て
実
務
に
明
る
い
官
僚
を
任
命
す
る
こ

と
を
提
案
す
る
。
次
に
経
済
政
策
に
お
い
て
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
中
国
財
政
を
困
難
に
し
て
き
た
貫
属
・
漕
運
・
河
工
・
水
利
の
改
革
を
行
う
。
ま
た

阿
片
の
密
輸
に
伴
う
銀
流
出
と
い
う
現
象
に
対
し
て
は
、
阿
片
厳
禁
と
銀
山
の
開
発
に
よ
り
銀
貨
の
安
定
を
は
か
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
経
済
政
策
の
目
的

は
、
「
実
利
実
功
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
外
政
策
に
お
い
て
は
、
外
国
の
兵
器
・
養
兵
の
長
所
は
率
直
に
認
め
て
、
そ
れ
を
取
り
入
れ
欧
米
列
強
と
対

抗
で
き
る
だ
け
の
軍
事
力
を
養
う
。
貿
易
に
お
い
て
は
、
従
来
の
中
華
独
断
貿
易
で
な
く
て
、
純
理
的
な
貿
易
関
係
の
樹
立
が
模
索
さ
れ
る
。
こ
の
魏
源

の
思
想
は
、
中
国
に
あ
っ
て
は
洋
務
・
変
法
論
へ
と
継
承
さ
れ
、
ま
た
幕
末
の
日
本
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
史
林
五
四
巻
六
号
　
一
九
七
一
年
一
一
月
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は
　
じ
　
め
　
に

　
阿
片
戦
争
の
敗
北
は
、
旧
体
制
中
国
を
崩
壊
に
導
く
契
機
と
な
っ

た
世
界
史
的
大
事
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
こ
の
敗
戦
の
意
味
を
当
時

の
中
国
官
人
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
大
事
と
考
え
ず
、
自
己
の
体
面

の
み
を
重
ん
じ
、
事
態
を
弥
縫
す
る
こ
と
の
み
に
苦
慮
し
て
い
た
。

中
国
を
強
制
的
に
国
際
資
本
主
義
の
経
済
圏
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し

た
英
国
は
、
こ
の
勝
利
を
契
機
に
そ
の
侵
略
の
布
石
を
し
き
始
め
た
。

但
し
、
英
国
の
思
惑
通
り
ス
ム
ー
ス
に
中
国
を
市
場
化
す
る
わ
け
に

　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
か
ず
、
種
々
の
抵
抗
が
存
在
し
た
が
、
中
で
も
中
国
人
民
の
抵
抗

は
倹
し
く
、
こ
れ
と
の
角
逐
が
植
民
地
主
義
者
に
ど
っ
て
は
、
尤
も

難
事
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
敗
戦
を
率
直
に
受
け
と
め
た
一
部
開
明
的

な
士
大
夫
の
中
に
は
、
こ
の
人
民
の
エ
ネ
ル
ギ
…
を
結
集
し
、
体
制

の
も
つ
欠
陥
を
改
革
し
て
こ
の
危
機
を
回
避
し
、
富
国
強
兵
の
中
国

33　（827）



を
建
設
せ
ん
と
す
る
先
覚
者
が
登
場
し
て
く
る
。
本
論
は
そ
の
先
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

者
の
一
人
で
あ
っ
た
公
羊
派
儒
者
・
黒
蝿
の
思
想
を
解
明
せ
ん
と
す

る
試
論
で
あ
る
。

第
一
章
　
魏
源
の
経
世
思
想
の
構
造

　
銀
甲
の
思
想
研
究
は
、
従
来
洋
務
・
変
法
論
が
時
代
の
脚
光
を
浴

び
る
と
共
に
、
そ
の
実
用
的
な
観
点
か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
第

二
次
大
戦
後
、
里
下
の
思
想
を
今
一
度
検
討
し
て
、
そ
の
思
想
を
時

代
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
日
中
両
国
の
歴

史
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
こ
こ
に
数
名
の
代
表
的
学
者
の
見
解
を

明
ら
か
に
し
、
本
論
に
お
け
る
魏
源
思
想
研
究
の
出
発
点
と
し
ょ
う
。

　
　
　
　
③

　
斉
思
和
氏
に
よ
れ
ば
、
晩
清
の
学
術
が
、
襲
・
魏
に
よ
り
開
か
れ

た
と
す
る
梁
啓
超
の
説
を
妥
当
と
認
め
つ
つ
も
、
経
世
恩
想
そ
の
も

の
は
、
必
ず
し
も
今
文
学
者
の
み
で
な
か
っ
た
点
に
注
目
し
て
い
る
。

従
っ
て
魏
源
の
思
想
も
今
文
学
（
公
羊
学
）
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
経

世
の
観
点
に
立
っ
て
当
時
の
凡
て
の
思
想
（
例
え
ば
、
変
法
は
後
王

に
法
る
と
い
う
聖
子
的
発
想
、
更
に
は
塞
外
地
理
学
の
研
究
等
）
を

網
羅
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
が
彼
の
生
存
し
た
環
境

に
よ
り
、
培
育
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
斉
四
壁
氏
は
劇

暑
の
思
想
を
そ
の
経
世
策
の
分
析
に
視
点
を
す
え
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
④

　
薦
三
葉
氏
に
よ
れ
ば
、
彼
の
思
想
に
は
哲
学
的
な
面
と
実
用
的
な

面
と
が
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
魏
源
は
不
変
な
も
の
を
本
質
と
し
、

変
的
な
も
の
を
現
象
と
す
る
二
元
論
の
立
場
に
立
つ
。
そ
こ
で
歴
史

や
実
際
の
政
治
問
題
を
論
ず
る
時
に
は
、
「
実
」
、
「
変
」
、
「
動
」
、
i
現

実
に
変
動
す
る
も
の
に
一
に
注
意
す
る
が
、
哲
学
上
の
根
本
難
題
を

論
ず
る
時
に
は
、
　
「
無
」
、
コ
具
足
」
、
「
虚
静
」
、
一
常
に
周
要
し
て
変

動
し
な
い
も
の
一
に
観
点
を
お
い
て
考
え
る
。
こ
の
「
無
」
、
「
真
常
」
、

「
虚
静
」
は
、
唯
心
論
の
本
質
を
な
す
も
の
で
、
こ
の
概
念
に
基
い

て
「
実
」
、
「
変
」
、
「
動
」
を
説
明
す
る
の
で
、
こ
れ
も
浮
上
的
な
も

の
と
な
り
、
徹
底
し
な
い
も
の
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
見
解
は
、
魏

源
の
思
想
研
究
の
場
合
に
、
そ
の
本
質
的
な
も
の
と
現
象
的
な
も
の

の
関
係
を
い
か
に
見
る
か
と
い
う
問
題
提
起
に
な
っ
て
い
る
。
五
友

国
形
は
、
魏
源
の
思
想
を
唯
心
論
と
き
め
つ
け
な
が
ら
も
、
彼
の
現

実
に
そ
く
し
た
変
動
的
な
把
握
の
仕
方
を
高
く
評
価
し
た
。

　
　
　
　
　
　
⑤

　
次
に
李
沢
厚
属
に
よ
れ
ば
、
思
惑
の
思
想
を
歳
末
釜
初
の
経
世
思

想
の
継
承
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
魏
源
は
実
事
を
も
っ
て
実
柱
を

求
め
、
実
功
を
も
っ
て
実
事
に
従
う
こ
と
を
強
調
し
、
社
会
に
湿
り
の

あ
る
実
際
的
態
度
を
重
視
し
、
学
問
は
国
を
救
い
民
を
救
う
た
め
に

34　（828）

略



魏源経世思想考（大谷）

や
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
だ
か
ら
人
達
は
書
斎
を
出
て
実
社
会
に

入
り
、
空
談
を
す
る
の
で
は
な
く
実
学
を
論
ず
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
と
の
べ
た
が
、
こ
れ
は
明
末
清
初
の
現
実
的
思
想
の
継
承
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
新
沢
厚
氏
の
見
解
は
、
魏
源
の

時
代
を
社
会
の
変
革
期
と
考
え
、
そ
の
変
革
期
に
あ
ら
わ
れ
る
経
世

済
民
の
思
想
の
あ
り
方
を
、
政
治
思
想
の
面
か
ら
追
求
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
⑥

　
次
に
湯
志
鈎
氏
に
よ
れ
ば
、
魏
源
は
今
文
学
の
「
工
船
大
義
」
を

借
り
て
変
法
改
綱
を
主
張
し
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
背
景
と
し

て
、
道
光
時
代
に
西
洋
勢
力
の
進
出
が
烈
し
く
な
り
、
一
方
中
国
政

治
が
腐
敗
し
て
い
る
中
に
あ
っ
て
こ
れ
を
打
破
す
る
道
は
、
公
羊
学

　
　
ゆ

に
お
け
る
議
政
的
要
素
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
こ
の
議

政
派
の
創
立
者
が
、
喪
中
と
襲
自
珍
で
あ
り
、
彼
等
は
自
力
で
封
建

勢
力
打
倒
の
革
命
を
お
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
改
良
主
義
を

施
行
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
思
想

が
、
光
緒
時
の
康
有
為
・
梁
啓
超
の
戊
戌
変
法
に
発
展
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
湯
志
鈎
氏
の
見
解
は
、
魏
源
の
思
想
の
中
心
を
公
羊

学
に
お
け
る
「
微
言
大
義
」
に
置
き
、
そ
の
中
に
政
治
的
要
素
を
求

め
よ
う
と
し
て
い
る
点
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

楊
栄
臨
に
よ
れ
ば
・
蟹
が
蓄
の
知
性
量
定
し
て
い
る

こ
と
、
特
に
そ
の
「
変
」
の
思
想
に
お
い
て
は
、
対
立
物
の
矛
盾
に
よ

り
発
展
す
る
弁
証
法
を
具
有
し
て
い
る
と
み
る
が
、
一
方
で
は
「
道
し

の
存
在
を
強
調
し
、
こ
こ
か
ら
儒
学
（
朱
子
学
）
的
秩
序
た
る
コ
ニ

綱
」
、
「
五
常
」
は
不
変
と
考
え
て
い
た
点
を
指
摘
し
、
そ
こ
が
彼
の

地
主
階
級
知
識
分
子
の
思
想
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
彼
の
思
想
は
、

常
に
現
実
的
視
点
に
立
っ
て
お
り
、
　
「
変
」
の
思
想
も
現
実
の
弊
害

を
変
革
し
よ
う
と
す
る
「
憤
」
と
「
憂
」
の
感
情
よ
り
生
ず
る
も
の

と
す
る
が
、
そ
の
場
合
「
実
事
求
是
」
に
基
づ
く
歴
史
主
義
的
態
度

に
よ
っ
て
実
践
す
る
。
た
だ
、
そ
の
実
践
は
社
会
的
実
践
で
は
な
く
、

個
人
的
実
践
で
お
る
点
が
限
界
で
あ
る
。
次
に
政
治
面
の
分
析
に
お

い
て
、
彼
が
天
下
は
天
子
個
人
の
も
の
で
な
く
、
天
下
人
の
天
下
で

あ
る
と
考
え
、
人
の
集
団
を
重
視
す
る
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
、
経
済

面
の
分
析
に
お
い
て
、
彼
が
「
末
富
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
そ
れ

が
「
保
富
」
に
連
る
こ
と
、
だ
か
ら
国
家
が
経
済
的
剥
削
を
や
め
工

商
業
者
の
利
益
を
擁
護
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
富
国
強
兵
は
実
現
し

な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
一
方
で
は
、
封
建
的
体

制
を
擁
護
し
て
い
る
の
で
、
彼
の
主
張
に
は
矛
盾
が
み
ら
れ
る
こ
と
、

特
に
彼
が
地
主
武
装
を
組
織
し
て
太
平
天
国
な
ど
人
民
の
起
義
を
鎮
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圧
し
た
点
は
、
そ
の
限
界
で
あ
る
と
い
う
。
楊
母
国
氏
の
研
究
で
は
、

魏
源
の
「
変
」
の
思
想
の
分
析
に
重
点
が
概
か
れ
、
そ
れ
を
哲
学
・

政
治
・
経
済
の
分
野
に
亙
っ
て
検
討
を
試
み
た
こ
と
、
特
に
平
骨
が

主
観
的
な
机
上
論
者
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
面
に
亙
っ
て
実
践
を
重

視
し
て
い
た
点
の
指
摘
な
ど
注
目
に
値
す
る
。

　
　
　
　
　
　
⑧

　
呉
算
氏
の
見
解
は
、
罪
源
の
思
想
に
は
社
会
改
革
と
変
易
思
想
が

あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
内
容
を
追
求
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
思
想

を
支
え
る
も
の
は
、
常
に
不
変
の
道
な
る
も
の
で
あ
り
、
道
の
本
質
を

老
子
の
「
無
我
」
、
「
得
一
」
の
研
究
に
み
た
。
ま
た
老
子
の
「
無
欲
」
、

「
復
心
」
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
変
易
の
原
因
と
動
力
を

人
間
の
主
観
的
な
心
の
中
に
求
め
る
。
一
方
公
羊
三
世
説
に
立
つ
魏

源
は
、
歴
史
の
進
化
を
認
め
る
が
、
根
底
に
は
不
変
な
る
道
が
あ
る

と
規
定
す
る
。
そ
し
て
こ
の
道
は
老
子
の
い
う
太
古
道
で
も
あ
り
、

ま
た
、
壷
仲
斜
の
い
う
天
の
道
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
歴
史
は
太
古
・

中
古
・
末
世
と
進
ん
で
き
て
、
ま
た
太
古
に
戻
る
循
環
と
な
る
。
そ

し
て
こ
の
太
古
淳
朴
の
世
に
復
す
る
思
想
は
、
晩
年
魏
源
の
求
め
た

仏
教
思
想
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
参
禅
念
仏
し
、
煩

悩
を
却
け
浄
心
し
て
仏
に
な
る
こ
と
が
、
人
間
の
求
め
る
も
の
で
あ

り
、
太
古
淳
朴
の
世
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
呉
沢
氏
は
、
魏
源

の
思
想
を
詳
細
に
分
析
し
た
丹
果
、
そ
の
変
革
思
想
が
儒
仏
道
の
限

界
を
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
点
を
指
摘
し
た
。

　
日
本
に
お
い
て
も
箪
笥
の
思
想
研
究
は
か
な
り
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
清
末
政
治
思
想
研
究
で
知
ら
れ
る
小
野
川
秀
美
・
野
村
浩
一
両
氏

の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
⑨

　
小
野
州
氏
は
清
末
の
政
治
思
想
を
、
洋
務
論
・
変
法
論
・
革
命
論

の
三
段
階
に
分
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
洋
務
論
の
発
端
を

な
し
た
の
が
魏
源
の
思
想
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
特
に
卑

屈
が
、
西
洋
の
機
器
・
技
術
の
秀
れ
て
い
る
こ
と
を
素
直
に
認
め
、

そ
れ
を
採
り
入
れ
よ
う
と
し
た
態
度
を
高
く
評
価
し
て
い
ら
れ
る
。

更
に
人
心
を
正
し
人
材
を
あ
げ
る
た
め
に
名
実
を
綜
核
す
る
。
す
な

わ
ち
人
を
得
て
法
外
の
弊
を
虫
る
。
こ
の
思
想
は
殆
ど
変
法
的
な
意

味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
魏
源
の
進
歩
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
⑩

　
野
村
氏
は
魏
源
の
思
想
を
根
底
に
お
い
て
規
定
す
る
も
の
は
、
経

世
致
用
の
学
と
し
て
の
儒
教
と
、
か
つ
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
政

治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
思
考
方
法
で
あ
る
と
の
べ
、
こ
れ
が
そ
れ

に
先
行
す
る
前
代
の
儒
教
諸
学
派
か
ら
い
か
に
程
遠
い
か
は
、
今
さ

ら
詳
言
す
る
を
要
し
な
い
と
の
べ
て
い
る
。

　
以
上
い
ず
れ
の
見
解
も
魏
源
の
思
想
を
と
く
上
に
大
切
な
問
題
を
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提
起
し
て
い
る
。
私
は
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
、
更
に
彼
の
思
想
を

探
究
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
先
述
し
た
ご
と
く
魏
源
は
、
公
羊
学
の
変
革
理
論
に
注
目
し
、
そ

れ
を
彼
の
経
世
思
想
の
理
論
的
根
拠
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
と
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

最
初
は
当
時
の
士
大
夫
と
同
様
に
漢
学
・
宋
学
を
志
し
た
が
、
訓
訪
・

音
声
・
名
物
・
器
服
・
象
数
の
み
に
汲
々
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
農
法

を
墨
守
し
、
そ
れ
を
先
王
の
道
と
称
す
る
漢
学
や
、
身
心
性
命
を
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

談
ず
る
宋
学
に
あ
き
た
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
去
っ
た
。
彼
か
ら
み
れ
ば
、

漢
学
や
宋
学
は
現
実
の
政
治
課
題
に
対
処
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も

無
用
の
学
問
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
公
羊
学
の
と
く
「
艶
言

大
義
」
の
思
想
は
、
動
揺
す
る
国
家
・
社
会
を
再
建
す
る
上
に
、
誠

に
都
合
の
よ
い
も
の
と
み
え
た
。
当
時
、
公
羊
学
は
荘
存
與
や
、
そ

の
門
人
劉
逢
禄
に
よ
り
、
常
州
学
派
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
こ

こ
で
は
経
典
の
考
証
学
的
研
究
よ
り
進
ん
で
、
経
の
根
本
的
把
握
が

追
求
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
先
駆
者
は
魏
源
・
襲
自
珍
の
師
で
あ
っ
た

　
　
　
⑬

劉
逢
禄
で
あ
り
、
彼
は
何
休
の
三
科
九
旨
説
を
も
っ
て
孔
子
の
早
言

を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
何
等
の
三
科
九
二
説
は
、
漢
王

朝
成
立
の
基
盤
を
理
論
づ
け
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
共
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

、
そ
れ
が
循
環
史
観
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
問
題
は
清
朝
が
動
揺
し
始
め
た
頃
に
な
っ
て
、
こ
の
説
が
再
び

脚
光
を
あ
び
ろ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
三
科
九
翠
雲
が
孔
子

の
微
言
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
百

年
の
計
を
模
索
せ
ん
と
し
た
士
大
夫
の
思
想
的
基
盤
と
、
容
易
に
な

り
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
魏
源
は
こ
の
師
の
説
を
受
け
つ
い
だ
が
、

彼
の
場
合
は
何
休
よ
り
潮
っ
て
、
前
漢
の
儒
者
・
董
仲
寄
の
『
春
秋

繁
露
』
を
高
く
評
価
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
書
写
は
前
漢
経
学
者

の
う
ち
胡
母
生
の
条
例
に
よ
る
の
み
で
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
董
仲
醤
の

公
羊
説
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
な
い
と
の
べ
、
董
仲
箭
の
『
春
秋

繁
露
』
に
こ
そ
、
公
羊
の
三
科
九
旨
が
見
事
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と

　
　
⑮

の
べ
た
。
・
彼
は
ま
た
、
導
電
と
董
仲
紆
は
、
前
漢
に
お
け
る
王
佐
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

体
と
用
を
な
す
人
物
と
し
て
、
顔
淵
・
伊
サ
に
準
ず
る
も
の
と
の
べ
、

漢
学
者
が
尊
崇
し
て
い
る
後
漢
の
雪
融
や
鄭
玄
は
、
無
用
の
学
を
し

た
張
本
人
で
あ
る
と
し
て
斥
け
た
。
彼
が
こ
の
よ
う
に
輩
篤
学
を
高

く
評
価
す
る
の
は
、
今
文
学
者
で
あ
る
彼
に
と
っ
て
董
仲
箭
は
、
孔

子
に
尤
も
近
い
時
代
に
あ
っ
て
、
経
の
根
本
精
神
を
追
求
し
た
第
一

人
者
で
あ
っ
た
と
、
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
事
実
彼
は
、
前
漢

の
経
学
を
研
究
す
る
目
的
は
、
経
術
・
故
事
・
文
章
を
一
つ
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

「
先
言
大
義
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
た
。
か
く
し
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て
彼
は
、
詩
古
疵
・
書
古
微
を
あ
ら
わ
し
、
詩
に
お
い
て
は
毛
足
を

排
し
て
三
家
憶
説
を
あ
げ
、
書
に
お
い
て
は
漢
学
者
の
尊
崇
す
る
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

鄭
等
の
説
を
排
し
て
、
前
漢
経
師
の
説
を
も
っ
て
し
た
。

　
そ
れ
で
は
、
彼
が
ひ
た
す
ら
追
求
せ
ん
と
し
た
「
微
衷
大
義
」
の

現
代
的
意
義
は
、
何
で
あ
っ
た
か
。
　
「
微
言
大
義
」
で
は
、
経
の
全

体
的
構
成
や
、
綜
合
的
意
味
の
理
解
が
可
能
な
の
で
、
経
の
自
由
な

解
釈
が
生
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
ま
ず
全
体
的
な
も
の
綜
合
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

な
も
の
と
し
て
、
た
だ
一
つ
の
道
な
る
概
念
を
規
定
し
た
。
そ
し
て

こ
の
道
は
、
不
変
な
も
の
で
あ
り
、
変
じ
て
や
ま
な
い
所
の
勢
と
、

　
　
　
　
　
　
　
⑳

異
っ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
道
を
説
明
す
る
に
当
っ
て
、
彼
は
老
子

　
　
　
⑳

の
太
古
道
・
董
仲
紆
の
天
の
道
の
理
念
を
応
用
し
た
。
彼
に
と
っ
て

道
は
、
相
対
的
と
い
う
よ
り
、
絶
対
的
な
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

道
の
完
全
に
実
現
さ
れ
た
至
徳
の
世
で
あ
る
古
へ
復
帰
し
よ
う
と
す

る
尚
古
思
想
が
、
そ
の
概
念
の
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、

絶
対
的
な
人
間
の
生
き
方
を
、
実
現
し
よ
う
と
す
る
主
体
的
・
実
践

的
な
復
帰
の
思
想
が
、
明
確
な
思
考
と
し
て
意
識
さ
れ
え
た
。
す
な

わ
ち
、
道
の
永
遠
不
滅
を
凝
視
す
る
一
方
、
変
化
す
る
現
実
に
注
目

し
、
そ
こ
に
主
体
的
に
自
己
を
投
入
し
て
、
現
実
を
変
革
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
実
践
的
な
政
治
感
覚
を
も
ち
え
た
。
こ
の
道
と
治
は
相
互
に
関

連
し
て
お
り
、
こ
れ
を
追
求
す
る
の
が
、
学
問
の
目
的
で
あ
る
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
道
の
器
が
礼
楽
で
あ
り
、
道
の
断
が
兵
刑
で
あ
り
、

道
の
資
が
食
貨
で
あ
り
、
道
が
諸
事
に
あ
ら
わ
れ
る
と
治
で
あ
り
、

そ
の
事
を
文
章
に
し
て
後
世
の
人
に
示
し
た
も
の
が
、
経
で
あ
る
。

だ
か
ら
治
を
お
い
て
経
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
六
経
は
皆

聖
人
憂
患
の
書
で
あ
り
、
後
世
の
乱
れ
た
世
を
患
う
る
聖
人
が
、
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

道
を
後
世
の
人
々
に
示
し
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。
彼
は
こ
の

よ
う
に
、
経
学
の
大
前
提
と
な
る
精
神
を
、
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
と

共
に
、
変
革
理
論
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
「
変
」
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
こ
こ
で
彼
は
こ
の
世
を
一
大
変
局
と
規
定
し
、
恒
久
不
変
な

道
が
根
源
的
な
本
体
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
現
実
に
あ
ら
わ
れ
る
現
象

界
は
、
た
え
ず
変
化
す
る
世
界
で
あ
る
と
し
、
そ
の
変
化
の
様
相
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
史
書
が
そ
れ
を
記
載
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の

よ
う
に
す
べ
て
が
変
化
し
て
き
て
い
る
の
で
、
今
を
執
り
て
以
て
古

を
律
す
る
こ
と
は
、
古
を
謳
う
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
古
を
執
り
て

以
て
今
を
縄
す
る
の
は
、
今
を
謳
う
る
こ
と
に
な
、
り
、
い
ず
れ
も
ま

　
　
　
　
　
⑳

ち
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
過
去
を
歴
史
的
個
性
の
あ
る
時
代

と
し
て
客
観
的
に
把
握
し
、
そ
れ
か
ら
変
化
発
展
し
て
現
代
と
い
う

個
性
の
あ
る
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
認
識
が
、
必
要
な
こ
と
を
強
調
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し
て
い
る
。

　
さ
て
歴
史
事
象
を
変
化
す
る
も
の
と
把
握
し
た
彼
が
依
拠
し
た
歴

史
観
は
、
公
羊
の
三
科
九
旨
説
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
説
に
老
子
の

思
想
を
と
り
い
れ
、
ま
ず
黄
帝
・
尭
舜
代
を
太
古
と
し
、
三
代
を
中

古
と
し
、
春
秋
・
戦
国
よ
り
秦
に
至
る
時
期
を
末
世
と
し
た
。
こ
こ

で
太
古
淳
朴
の
世
に
返
ろ
う
と
す
る
気
運
が
生
じ
、
聖
代
に
至
っ
て

実
現
す
る
。
こ
れ
を
一
気
運
と
し
、
更
に
漢
代
か
ら
元
代
に
か
け
て

｝
気
運
、
明
代
か
ら
彼
の
時
代
ま
で
を
｝
気
運
と
し
、
末
世
に
生
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
発
問
と
し
て
救
世
の
意
義
を
と
く
。
　
一
陰
一
陽
・
一
治
一
乱
は
天

の
道
で
あ
り
、
現
象
界
は
た
え
ず
変
化
す
る
の
が
な
り
ゆ
き
だ
か
ら
、

そ
の
際
聖
人
た
る
も
の
は
、
乱
を
治
め
て
正
に
反
す
よ
う
に
す
べ
き

で
あ
る
。
　
こ
こ
に
彼
は
、
永
久
不
変
の
天
道
観
念
を
前
提
と
し
つ

つ
も
、
そ
れ
に
立
ち
向
う
救
世
の
主
た
る
聖
人
の
存
在
を
重
視
し

た
。
尚
こ
の
「
擬
乱
反
正
」
と
い
う
春
秋
の
語
句
は
、
何
休
の
「
張

三
世
」
説
の
根
拠
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
変
革
を
主
張
す
る
清
末

の
公
羊
学
者
の
も
っ
と
も
尊
重
す
る
思
想
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
か
く

し
て
彼
の
歴
史
観
で
は
、
歴
史
事
象
が
過
去
i
現
在
i
未
来
へ
と
進

歩
す
る
面
を
認
め
つ
つ
も
、
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
、
太
古
淳
朴
の

世
を
理
想
化
し
、
｝
陰
一
陽
の
消
長
の
理
に
左
右
さ
れ
、
結
局
は
循

環
史
観
の
枠
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
「
人
は
天
地
の
仁
な
り
。

人
の
聚
る
所
は
仁
上
積
す
。
人
の
去
る
所
は
陰
気
積
す
。
…
…
南
陽
・

洛
陽
・
晋
陽
・
鳳
陽
は
、
今
日
蓼
落
の
区
な
る
も
、
昔
日
雲
龍
風
虎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
地
な
り
。
地
気
は
人
気
に
随
い
て
遷
毒
す
る
な
り
」
と
の
べ
、
か

っ
て
繁
栄
し
て
い
た
土
地
も
、
人
口
の
移
動
で
蓼
落
し
た
が
、
こ
れ

も
気
運
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
情
勢
の
変
化
を
客
観
的
に
把

握
す
る
鋭
い
観
察
力
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
陰
陽
の
原
理
で
論

じ
た
の
で
、
発
展
史
観
に
ま
で
高
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
ま
た
現

象
界
に
存
在
す
る
相
対
立
す
る
も
の
が
、
い
か
に
し
て
調
和
を
保
つ

か
と
い
う
問
題
を
追
求
し
た
。
両
高
で
は
重
ね
ら
れ
な
い
し
、
両
大

で
は
容
れ
ら
れ
な
い
。
も
し
む
り
に
重
ね
た
り
容
れ
た
り
す
る
と
、

必
ず
争
い
が
お
こ
る
。
そ
こ
で
一
方
が
主
と
な
り
、
他
方
が
輔
と
な

れ
ば
、
統
一
が
保
て
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
秩
序
が
生
ず
る
。
彼

は
こ
の
主
輔
導
の
論
理
を
、
君
臣
・
父
子
・
夫
妻
・
天
地
・
日
月
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

更
に
は
中
国
と
四
夷
の
関
係
に
あ
て
は
め
て
い
る
。
か
く
し
て
彼
は
、

こ
の
世
の
中
を
一
大
変
局
と
規
定
し
、
対
立
を
生
じ
つ
つ
変
転
す
る

現
象
界
を
鋭
く
認
識
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
永
久
不
変
の
道
の
世

界
を
本
質
的
な
も
の
と
し
て
設
定
し
た
論
理
の
た
め
、
結
局
は
主
輔

説
に
み
ら
れ
る
ご
と
き
調
和
論
に
お
ち
つ
き
、
弁
証
法
的
思
考
は
生
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れ
な
か
っ
た
。
た
だ
彼
が
、
こ
の
よ
う
な
循
環
史
観
と
調
和
論
の
枠

の
中
で
思
考
し
な
が
ら
、
個
々
の
歴
史
事
象
の
分
析
を
通
し
て
、
か

な
り
大
胆
な
発
想
が
あ
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え

ば
、
儒
教
思
想
に
お
い
て
理
想
と
さ
れ
る
三
代
を
批
判
し
、
寧
ろ
用

人
の
制
等
に
お
い
て
は
、
後
世
の
方
が
優
っ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の

理
由
は
、
三
代
の
用
人
、
更
に
は
そ
れ
を
継
承
し
た
封
建
の
世
に
は
、

世
心
の
弊
が
あ
り
、
人
事
が
私
的
な
関
係
に
左
右
さ
れ
易
く
、
草
野

の
人
材
が
選
び
に
く
い
欠
陥
が
あ
る
が
、
後
世
、
段
々
そ
の
弊
が
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

去
せ
ら
れ
、
人
事
が
公
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
。

　
ま
た
「
租
庸
調
変
じ
て
両
税
、
両
税
変
じ
て
条
編
、
古
を
変
ず
る

こ
と
愈
尽
し
、
民
に
便
な
る
こ
と
愈
甚
し
。
…
…
郷
倉
黒
蜜
変
じ
て

門
望
、
門
魔
変
じ
て
考
試
、
丁
庸
変
じ
て
差
役
、
差
役
変
じ
て
催
役
、

…
…
郵
甲
変
じ
て
府
兵
、
府
兵
変
じ
て
張
騎
・
営
伍
、
…
…
天
下
の

事
、
人
情
に
便
な
ら
ざ
る
所
の
老
は
、
変
じ
て
復
す
亡
き
も
、
人
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
翠
便
な
る
所
の
老
は
、
変
ず
れ
ば
則
ち
復
す
可
か
ら
ず
。
」
と
の
べ
、

税
制
・
用
人
・
役
制
　
兵
制
等
凡
ゆ
る
制
度
は
、
古
か
ら
今
に
至
る

ま
で
、
情
勢
に
応
じ
て
変
化
し
て
き
た
も
の
で
、
こ
れ
を
再
び
も
と

に
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
ま
た
「
君
見
ず
や
始
皇
寛
に
．
万

里
城
を
築
き
、
附
帝
寛
に
千
里
漕
を
通
ず
。
功
は
万
世
に
あ
り
て

罪
一
世
」
と
の
べ
、
儒
学
を
弾
圧
し
た
た
め
暴
君
と
非
難
さ
れ
て
い

た
始
皇
帝
も
、
実
父
を
殺
害
し
た
た
め
非
道
な
入
間
と
し
て
非
難
さ

れ
て
い
た
蜴
帝
も
、
罪
は
罪
と
し
て
、
国
家
の
維
持
発
展
に
寄
与
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
功
績
は
、
評
価
す
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
吾
々
は
、
経
学
の
枠

か
ら
離
れ
て
人
物
評
価
を
し
た
史
学
者
と
し
て
の
彼
の
一
面
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
一
般
に
清
朝
で
は
、
史
学
が
経
学
か
ら
分
離
す
る

傾
向
が
あ
り
、
理
論
家
と
し
て
は
、
章
学
誠
の
「
六
経
皆
史
」
の
説
に

そ
の
顕
著
な
傾
向
を
見
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
島
田
虜
次
氏
の
研

　
　
　
㊤

究
が
あ
る
。
こ
こ
で
島
田
氏
が
、
　
「
章
学
識
の
め
ざ
し
た
真
の
史
学

の
性
格
は
、
ま
ず
、
義
と
事
と
の
合
一
、
義
（
道
）
一
経
世
と
い
う

点
に
求
め
ら
れ
る
」
「
真
の
史
学
が
経
世
を
め
ざ
す
と
い
う
以
上
、

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
「
今
」
の
見
地
で
あ
る
」
等
々
を
あ

げ
ら
れ
た
が
、
筆
者
も
清
朝
史
学
が
、
章
鞍
懸
の
史
論
を
基
礎
に
発

展
し
た
点
に
注
目
し
た
い
。
魏
源
の
史
観
に
お
い
て
も
、
前
述
し
た

如
く
、
　
「
道
は
即
ち
事
し
と
い
う
観
点
で
貫
か
れ
、
そ
の
上
鋭
い
現

状
認
識
（
今
）
か
ら
彼
の
経
世
観
が
出
発
し
て
い
る
。
し
か
る
に
魏

源
の
場
合
、
こ
の
経
世
が
国
家
危
機
と
い
う
政
治
情
勢
に
影
響
さ
れ

て
、
強
烈
な
「
国
家
意
識
」
が
墳
出
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

危
機
に
対
処
す
る
「
政
策
－
治
」
の
も
つ
意
義
を
強
調
し
た
点
が
、
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彼
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
．
彼
は
「
治
経
の
儒
と
明
道
の
儒
・
政
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
儒
は
、
ま
た
津
岩
出
除
な
り
」
と
の
べ
、
中
国
人
が
理
想
と
す
る

古
代
の
聖
賢
老
は
、
心
性
を
談
じ
考
証
を
行
な
う
者
で
は
な
く
、
世

の
た
め
人
の
た
め
に
つ
く
す
経
世
家
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ

の
治
経
・
明
道
・
政
事
の
三
老
は
、
は
っ
き
り
わ
け
て
考
え
る
べ
き

だ
と
の
べ
た
が
、
こ
れ
は
従
来
三
者
を
一
と
し
て
墾
人
の
道
と
考
え

る
儒
教
理
念
の
枠
を
は
み
出
し
て
お
り
、
政
治
優
先
の
思
想
で
も
あ

っ
た
。
彼
が
阿
片
戦
争
の
敗
北
後
、
完
成
し
た
『
聖
武
記
』
は
、
創

国
以
来
、
道
光
年
間
に
至
る
ま
で
の
清
朝
史
を
、
方
略
・
用
兵
・
政

策
の
利
害
得
失
等
、
凡
ゆ
る
方
面
か
ら
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
序
文
で
「
官
に
不
材
無
け
れ
ば
国
槙
富
み
、
境
に
廃
令
無
け
れ

ば
国
柄
強
し
」
と
の
べ
、
財
政
・
軍
備
の
充
実
を
図
る
た
め
に
は
、

そ
れ
を
可
能
に
す
る
政
治
の
あ
り
方
こ
そ
問
題
で
あ
り
、
　
「
史
し
の

研
究
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
『
聖
武
寵
』
は
、

財
政
・
軍
政
の
盛
ん
で
あ
っ
た
往
古
の
清
朝
を
叙
述
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
現
状
を
認
識
し
、
そ
の
回
復
の
道
を
模
索

せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
の

「
史
」
の
研
究
、
更
に
は
「
治
」
の
目
的
は
、
ま
さ
に
国
家
を
富
強

に
す
る
方
策
を
求
め
、
そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
　
「
古
よ

り
王
道
あ
ら
ざ
る
の
富
強
あ
る
も
、
寓
話
あ
ら
ざ
る
の
王
道
な
し
」

と
の
べ
た
彼
は
、
　
「
易
」
、
「
洪
範
」
を
始
め
無
代
の
経
典
は
、
す
べ

て
史
書
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
食
貨
に
始
ま
っ
て
兵
制
に
終
っ
て
お
り
、

治
に
役
立
つ
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
心
性
を
論
じ
、
無
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
王
道
を
論
ず
る
書
で
な
い
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
経
世
家
た
る
も
の

は
、
富
強
に
寄
与
す
る
策
を
講
ず
る
こ
と
を
使
命
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
国
家
が
富
強
で
な
い
の
は
、
い

か
な
る
こ
と
が
災
い
し
て
い
る
の
か
。
一
つ
に
は
人
々
が
競
わ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
、
一
つ
は
法
令
が
国
内
に
行
き
渡
ら
な
い
こ
と
、
従
っ
て
人
々

が
実
利
を
求
め
て
競
争
す
れ
ば
、
国
は
自
ら
豊
か
に
な
り
、
一
方
法

令
が
行
き
渡
れ
ば
、
国
は
強
く
な
り
外
国
を
お
そ
れ
な
く
て
す
む
よ

う
に
な
る
。
そ
れ
で
は
人
々
は
な
ぜ
競
わ
な
い
の
か
、
法
令
が
な
ぜ

行
き
渡
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
人
心
の
積
患
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
積
患
を
除
去
す
る
道
は
何
か
。
そ
れ
に
は
人
々
が

「
詩
」
や
「
易
」
の
精
神
に
よ
り
、
　
「
憤
」
と
「
憂
」
の
感
情
を
換

起
し
、
好
民
と
悪
吏
が
結
託
し
て
利
益
を
貧
っ
て
い
る
腐
敗
し
た
社

会
の
現
実
を
批
判
し
、
そ
の
腐
敗
の
原
因
ど
な
っ
て
い
る
人
心
の
中

に
あ
る
寝
撃
と
、
人
材
の
虚
無
を
な
く
す
よ
う
に
す
る
、
寝
患
を
な

く
す
に
は
、
　
「
偽
を
去
り
、
飾
を
去
り
、
畏
難
を
去
り
、
養
擁
を
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去
り
、
里
雪
を
去
る
」
こ
と
で
あ
り
、
虚
患
を
な
く
す
に
は
、
「
実

事
を
以
っ
て
実
年
を
謬
り
、
実
功
を
以
っ
て
実
事
を
穫
り
、
三
年
を

干
し
て
而
し
て
之
を
蓄
え
、
網
は
淵
に
臨
み
て
而
し
て
之
を
結
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

謬
論
な
く
、
画
餅
な
く
さ
ん
」
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
が
実
現

で
き
れ
ば
、
尊
志
な
社
会
と
な
り
、
国
は
富
強
と
な
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
従
っ
て
こ
の
富
強
を
治
政
の
目
的
と
す
る
彼
に
と
っ
て
、
尤

も
批
判
の
対
象
と
し
た
の
は
、
実
事
実
功
を
無
視
し
て
心
性
の
み
を

談
ず
る
儒
者
で
あ
り
、
心
計
民
生
の
急
な
る
の
を
知
ら
な
い
で
私
欲

を
祠
る
鄙
夫
で
あ
っ
た
。
前
者
（
儒
者
）
に
つ
い
て
彼
は
「
騒
墨
に

工
な
る
の
士
、
農
桑
を
以
て
俗
務
と
な
し
、
而
し
て
俗
学
の
人
を
潤

す
る
こ
と
、
更
に
俗
吏
よ
り
甚
だ
し
き
を
知
ら
ず
。
元
虚
の
理
に
託

し
て
政
治
を
以
て
芸
才
と
な
す
儀
腐
儒
の
無
用
も
亦
、
異
端
に
同
じ

　
　
　
　
　
⑫

き
事
を
知
ら
ず
。
」
と
の
べ
、
後
者
（
鄙
夫
）
に
つ
い
て
「
孟
母
の
胸

中
　
高
貴
を
除
く
の
外
、
国
貨
・
民
生
の
何
事
な
る
か
を
知
ら
ず
。

私
党
を
除
く
の
外
、
人
材
の
何
物
な
る
か
を
知
ら
ず
。
こ
れ
を
上
に

陳
ぶ
る
所
の
者
は
、
志
学
不
急
の
談
、
黒
豆
潤
色
の
事
に
非
ざ
る
は

な
く
、
宴
安
醗
毒
を
以
て
元
気
を
培
す
る
を
為
し
、
養
痙
胎
…
患
を
以

て
歯
髄
を
守
る
を
為
し
、
夕
霜
葉
軸
を
以
て
明
哲
を
保
す
る
を
為
す
。

人
主
　
そ
の
董
胸
漸
摩
な
る
を
被
る
も
、
亦
、
電
燈
不
仁
に
潜
化
し

　
　
　
　
　
　
⑬

て
之
が
覚
る
な
し
。
」
と
の
べ
、
そ
の
害
の
大
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

更
に
彼
は
「
天
下
の
大
事
・
、
或
は
千
万
世
に
利
す
る
者
は
、
必
ず
し

も
一
時
に
利
さ
ず
。
或
は
千
万
人
に
利
す
る
者
は
、
必
ず
し
も
一
帯

に
利
さ
ず
。
或
は
千
万
事
に
利
す
る
者
は
、
必
ず
し
も
一
二
端
に
利

　
⑭

さ
ず
」
と
の
べ
、
国
の
発
展
に
役
立
ち
、
多
く
の
人
々
の
た
め
に
な

る
よ
う
な
事
業
で
も
、
そ
れ
に
よ
り
利
権
を
失
な
う
の
で
反
対
す
る

人
も
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
気
に
し
な
い
で
国
家
百
年
の

計
を
た
て
る
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
の
場
合
、
利
民
こ
そ
が
利
国
の
所

以
で
あ
り
、
．
利
国
こ
そ
が
利
家
の
所
以
で
あ
り
、
そ
れ
が
結
局
己
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

利
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
べ
て
、
何
よ
り
も
民
の
利
を
重
視
す
る
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
の
め
ざ
す
富
強
な
る
国
家
は
、
民
生
の
安
定

を
第
一
義
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
次
に
こ
の
よ
う
な
治
政
を
実
現
す
る
為
に
も
、
そ
れ
に
携
わ
る
官

僚
制
の
あ
り
方
が
追
求
さ
れ
る
。
　
「
治
を
為
す
者
、
そ
の
大
を
専
注

せ
ず
し
て
、
但
、
節
目
を
事
と
す
れ
ば
、
安
危
否
泰
の
大
端
は
、
こ

れ
が
目
睡
を
失
う
。
人
を
用
い
る
者
、
そ
の
大
を
取
る
を
務
め
ず
し

て
、
専
ら
小
知
を
取
れ
ば
、
卓
矩
俊
偉
の
材
は
、
こ
れ
が
交
轄
を
失

⑳う
。
」
と
の
べ
、
治
政
に
は
細
務
よ
り
も
大
計
が
、
人
材
は
能
吏
よ
り

も
愚
臣
が
要
求
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
こ
う
い
う
有
能
な
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人
材
は
野
に
埋
没
し
て
お
り
、
そ
の
声
が
上
に
反
映
し
て
い
な
い
。

そ
れ
で
国
家
の
大
利
大
害
に
際
し
て
も
、
上
下
別
々
に
案
じ
て
い
て
、

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
国
力
に
な
ら
な
い
。
従
っ
て
国
家
は
こ
う
い
う

人
材
を
い
ち
早
く
吸
収
し
、
上
下
き
ち
ん
と
整
備
さ
れ
た
官
僚
制
を

確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
力
を
充
実
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

　
⑰い

う
。
そ
の
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
言
論
を
盛
ん
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
故
に
世
昌
ん
な
れ
ば
則
ち
言
昌
ん
な
り
。
言

昌
ん
な
れ
ば
則
ち
才
愈
よ
昌
ん
な
り
。
…
…
君
子
、
言
を
受
け
て
以

　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
聡
明
に
達
す
る
也
」
と
の
べ
た
彼
は
、
現
実
に
は
、
言
官
と
し
て

の
諌
宮
に
、
天
下
の
英
才
を
選
ば
な
い
で
、
も
ろ
も
ろ
の
科
目
資
格

か
ら
の
み
取
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
に
彼
は
、
科

挙
制
そ
の
も
の
に
批
判
の
圏
を
向
け
て
い
る
。
　
「
後
世
の
人
を
養
い

人
を
用
う
る
や
然
ら
ず
。
そ
の
之
を
知
り
之
を
試
み
る
や
、
専
ら
無

益
の
画
餅
・
無
用
の
急
撃
を
以
て
し
、
兵
農
・
礼
楽
・
工
虞
・
一
世

の
何
事
を
為
す
や
を
知
ら
ず
。
一
旦
、
之
を
用
う
る
に
及
べ
ば
、
則

ち
又
一
人
に
し
て
置
く
穴
賢
の
職
を
以
て
責
め
、
或
い
は
一
歳
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
急
く
四
方
民
夷
の
風
俗
を
澄
す
」
と
の
べ
、
運
試
に
お
い
て
は
、

現
実
に
お
よ
そ
実
効
な
き
無
用
の
学
が
重
視
さ
れ
、
宜
吏
に
な
っ
て

か
ら
も
、
無
用
の
事
に
勢
力
を
注
い
で
い
る
。
こ
ん
な
こ
と
で
、
問

題
の
多
い
現
実
の
政
治
に
対
処
し
て
い
け
る
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が

一
旦
事
が
起
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
責
任
を
官
吏
に
課
す
の
は
ど
う
し
た

こ
と
か
。
官
吏
に
失
敗
が
あ
る
の
は
、
そ
う
い
う
官
吏
を
造
り
出
し

た
科
挙
制
や
、
官
僚
制
に
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
か

く
し
て
魏
源
は
、
野
村
浩
一
氏
の
指
摘
の
如
く
、
そ
の
治
政
（
老
）

の
理
想
像
を
「
黒
蟻
と
、
そ
の
下
で
、
そ
の
才
を
各
々
充
分
に
発
揮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

す
る
専
門
的
（
実
務
的
）
官
僚
」
に
求
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
だ
そ
の
才
が
、
小
事
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
、
大
事
を
洞
察
す
る
能
力

に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
国
家
危

機
に
際
し
て
、
配
属
的
な
見
地
か
ら
事
態
を
客
観
的
に
判
断
し
行
動

で
き
る
主
体
的
な
人
間
の
要
請
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
の
学
は
公
羊

学
に
依
拠
し
な
が
ら
、
全
く
の
独
自
の
学
説
を
展
聾
し
た
こ
と
に
よ

り
、
後
世
の
学
者
は
彼
を
常
州
学
派
の
正
統
と
は
み
ず
、
経
世
家
・

史
学
家
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
酒
毒
麟
は
「
魏
源
常
州
学
派
に

附
す
る
を
得
ず
、
詩
を
説
く
に
三
家
の
外
に
出
つ
る
こ
と
多
く
、
書

を
説
く
に
欧
陽
夏
侯
を
守
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
如
し
。
雑
繰
瞥
乱
し
、

直
に
是
れ
古
に
あ
ら
ず
今
に
あ
ら
ず
、
漢
に
あ
ら
ず
宋
に
あ
ら
ざ
る

　
　
　
＠

の
学
な
り
」
と
の
べ
、
今
文
家
な
ら
当
然
重
視
す
る
は
ず
の
欧
陽
・
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唱
題
を
尊
重
し
な
い
し
、
漢
学
・
宋
学
で
も
な
い
独
得
の
学
と
し
て

い
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
、
魏
源
が
過
去
の
学
説
に
と
ら
わ
れ
ず
、
現

実
に
即
応
し
た
新
し
い
理
論
を
樹
立
せ
ん
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
清
末
に
あ
っ
て
は
、
学
問
は
公
羊
学
の
み
な
ら
ず
、
孔
孟
や

影
写
な
ど
の
原
始
儒
教
思
想
の
研
究
・
老
荘
・
墨
子
等
の
諸
子
学
の

再
認
識
・
資
治
亀
鑑
等
の
史
書
の
研
究
が
盛
ん
と
な
り
、
い
ず
れ
も

儒
教
倫
理
の
枠
内
に
お
い
て
思
考
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
可
能
な
限
り

大
胆
に
解
釈
し
て
、
時
代
に
適
応
し
た
新
し
い
儒
学
大
系
を
樹
立
せ

ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
魏
源
を
始
め
開
明
士
大
夫
の
求
め
る
学
問

は
、
一
・
口
に
言
え
ば
経
世
致
用
学
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

①
　
主
と
し
て
ミ
ッ
チ
ェ
ル
報
告
を
資
料
に
、
中
国
の
土
蕪
工
業
製
品
が
、
イ
ギ
リ

　
ス
製
晶
に
抵
抗
し
た
過
程
を
追
究
す
る
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。

　
　
、
衛
藤
藩
吉
「
ミ
ッ
チ
ェ
ル
報
告
書
に
つ
い
て
」
『
近
代
中
国
政
治
史
研
究
』

　
二
、
小
山
正
明
「
清
末
に
お
け
る
外
国
綿
製
品
の
流
入
」
『
近
代
中
国
研
究
第
四

　
　
輯
』

　
三
、
田
中
正
俊
「
西
欧
資
本
主
義
と
旧
中
国
社
会
の
解
体
」
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の

　
　
法
と
社
会
』

　
四
、
河
地
重
造
「
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
の
ウ
ェ
ス
タ
ン
イ
ン
パ
ク
ト
と
中
国
の
農
村

　
　
経
済
体
鋼
」
　
（
『
ア
ジ
ア
研
究
』
～
四
ノ
四
）

　
　
　
以
上
の
視
点
は
、
経
済
的
側
面
か
ら
み
た
外
圧
と
、
そ
れ
を
受
け
と
め
た
中

　
　
国
の
主
体
酌
な
経
済
的
条
件
1
と
く
に
農
村
の
伝
統
的
経
済
体
制
の
中
に
、
抵

　
　
抗
の
要
因
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
の
角
度
か
ら
、

　
　
中
国
人
民
の
反
帝
・
反
封
建
闘
争
を
重
要
視
し
、
外
国
資
本
の
た
め
に
隷
属
化

　
　
さ
せ
ら
れ
た
農
民
の
闘
争
こ
そ
、
近
代
の
変
革
第
一
の
要
素
で
あ
っ
た
と
す
る

　
　
視
点
が
、
中
圏
近
代
史
研
究
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
五
、
狭
間
畝
樹
「
中
国
近
代
史
に
お
け
る
資
本
の
た
め
の
無
事
の
創
出
お
よ
び
そ

　
　
れ
を
め
ぐ
る
農
民
闘
争
」
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
9
9
号
。

②
魏
源
の
伝
記
と
し
て
は
魏
書
「
郡
陽
魏
府
霧
事
略
」
（
『
鴉
片
戦
争
M
』
所
収
・

　
神
州
国
光
社
出
版
）
が
尤
も
詳
し
い
。
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
王
家
倹
「
魏
源

　
年
譜
」
『
中
央
研
究
上
・
近
代
史
研
究
所
・
専
刊
2
1
』
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

③
斉
三
和
「
魏
源
与
晩
済
学
風
」
『
燕
京
学
報
』
3
9

④
　
漏
友
蘭
「
魏
源
底
思
想
」
『
中
困
近
代
思
想
史
論
文
集
』

⑤
李
沢
厚
「
論
十
九
世
紀
中
国
改
良
派
変
法
維
新
思
想
的
発
展
」
『
康
有
為
諦
嗣

　
同
思
想
研
究
』

⑥
湯
志
鈎
『
戊
戌
変
法
史
論
叢
』

⑦
楊
栄
国
『
魏
源
思
想
初
探
』

⑧
呉
沢
「
螺
子
的
変
易
思
想
和
歴
史
進
化
観
点
」
『
歴
史
研
究
』
一
九
六
二
第

　
三
期
。

⑨
　
小
野
川
秀
美
『
清
末
政
治
思
想
研
究
』

⑩
　
野
村
浩
一
『
近
代
中
国
の
政
治
と
思
想
』

⑪
　
魏
源
『
古
微
堂
外
集
』
巻
四
「
帰
安
銚
先
生
伝
」
に
「
道
光
壬
午
年
、
拝
公
於

　
京
師
水
月
篭
　
以
所
由
大
学
古
本
就
正
。
先
生
指
其
得
失
、
重
出
有
悟
。
遂
請
執

　
弟
子
礼
。
先
生
固
辞
。
」
と
あ
り
、
魏
源
は
こ
の
銚
学
填
を
か
な
り
尊
敬
し
て
い

　
た
よ
う
で
あ
る
。
佐
藤
震
二
氏
も
「
魏
源
の
学
問
と
思
想
」
『
中
国
古
典
研
究
』
、

　
第
十
二
号
の
中
で
、
　
「
私
は
魏
源
が
挑
学
墳
な
ど
を
通
じ
て
修
得
し
た
宋
学
的
学

　
問
態
度
の
比
重
を
過
少
評
価
し
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
」
と
の
べ
て
い
ら
れ
る
。

⑫
魏
源
「
武
進
李
申
越
先
生
伝
」
『
古
微
堂
外
集
』
巻
落

⑬
　
『
清
稗
類
妙
』
巻
二
十
一
「
襲
定
庵
・
魏
黙
深
会
試
下
第
一
考
試
類
」
に
　
道
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魏源経世思想考（大谷）

　
光
丙
戌
会
試
、
劉
申
受
礼
部
為
占
考
官
、
愚
案
定
俺
巻
、
狂
喜
亟
薦
之
。
魏
黙
深

　
巻
在
某
侍
御
房
。
猶
予
二
重
薦
。
劉
等
温
文
異
之
、
乃
促
令
亟
薦
。
然
襲
魏
寛
皆

　
下
第
。
劉
痛
措
之
、
贈
以
詩
云
。
と
あ
り
、
道
光
二
年
の
指
弾
に
聾
魏
が
共
に
落

　
ち
た
の
を
、
同
盟
官
で
あ
っ
た
劉
逢
禄
が
そ
の
才
能
を
顧
み
詩
を
贈
っ
た
。

⑭
稲
輩
釜
郎
「
春
秋
公
羊
学
の
歴
史
哲
学
」
『
史
林
』
5
0
巻
3
号
。

⑮
魏
源
「
董
子
春
秋
発
論
説
」
『
古
微
堂
外
集
随
巻
一
に
董
子
春
秋
発
微
七
巻
、

　
何
為
義
心
也
。
騒
所
以
発
揮
公
羊
之
微
廓
大
誼
、
葡
補
胡
母
生
気
例
、
何
郡
公
解

　
詰
所
未
備
也
。
…
…
近
日
曲
玉
孔
氏
、
高
義
羊
専
心
、
亦
止
為
熟
氏
拾
遣
補
鋏
、

　
而
畜
生
秘
書
未
之
詳
焉
。
若
謂
董
生
疏
通
大
詣
、
不
列
経
文
、
不
足
頷
雨
湿
氏
、

　
則
其
書
三
科
九
旨
、
燦
然
大
野
、
且
宏
通
凹
面
、
内
聖
野
外
王
、
市
立
而
際
地
、

　
遠
在
胡
母
生
何
郡
公
章
句
之
上
。
　
と
あ
る
。

⑯
魏
源
「
前
篇
＝
『
古
諺
潮
岬
集
』
巻
一
。

⑰
蟻
聚
「
両
鐙
経
師
今
古
文
家
渡
致
救
」
『
古
微
論
外
集
』
巻
一
に
今
日
復
古

　
山
群
、
由
諮
訓
声
音
、
以
進
於
東
京
典
章
制
度
。
此
齊
一
変
心
癖
也
。
由
典
章
網

　
度
、
以
進
甲
西
漢
微
言
大
義
、
六
経
術
故
事
文
章
二
一
、
此
魯
一
変
至
道
也
。

　
と
あ
る
。

⑱
魏
源
「
詩
古
微
序
」
『
古
微
堂
外
集
』
巻
　
に
詩
古
微
何
以
名
、
日
、
所
以

　
発
揮
斉
魯
韓
三
家
塚
田
微
言
大
里
、
補
菖
其
騨
漏
、
張
皇
朝
凍
雲
、
以
硲
除
毛
詩

　
美
刺
正
変
之
滞
例
、
而
掲
周
公
孔
子
㈱
礼
正
楽
之
用
心
於
来
世
也
。
又
、
「
書
古

　
微
序
」
に
　
書
古
微
何
為
而
作
也
。
所
以
発
明
西
漢
尚
書
今
古
文
之
微
言
置
誼
、

　
而
胴
東
漢
馬
郷
古
文
之
墾
空
無
師
伝
也
。
と
あ
る
。
尚
「
詩
古
微
」
に
よ
せ
た
魏

　
源
の
師
の
劉
逢
禄
㎝
の
序
に
　
郡
陽
魏
国
章
深
、
幽
門
好
求
微
言
大
義
、
由
曲
重
子
書

　
以
信
公
羊
春
秋
、
由
春
秋
以
信
西
漢
今
文
家
法
。
既
為
董
子
春
秋
例
、
以
間
董
胡

　
之
遺
緒
。
又
干
書
剣
専
申
史
記
伏
生
大
伝
、
及
漢
書
所
載
欧
陽
・
夏
侯
・
劉
向
遺

　
説
、
以
難
馬
鄭
。
子
詩
則
表
章
巨
巌
韓
墜
緒
、
以
匡
伝
箋
。
と
あ
り
、
支
偉
成
も

　
亦
「
清
代
撲
学
大
師
列
伝
1
魏
源
」
で
同
じ
こ
と
を
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対

　
し
て
ぽ
章
嫡
麟
が
異
論
を
唱
え
て
い
る
。

⑲
　
罪
源
「
学
篇
十
一
」
『
古
微
堂
内
訓
』
巻
一
に
　
君
子
之
干
道
也
、
始
予
一
、

　
靹
子
一
、
積
干
一
、
優
游
般
楽
干
一
。
一
生
変
、
変
生
化
、
化
生
無
窮
。
と
あ
る
。

⑳
　
魏
源
「
治
癒
五
」
『
古
微
堂
内
集
隠
巻
二
に
　
故
気
化
無
　
息
不
変
者
也
。
其

　
不
変
者
道
豊
猟
。
掃
蕩
変
而
不
可
復
読
也
。
と
あ
り
、
二
子
之
為
治
也
、
無
三
代

　
以
上
之
心
則
必
俗
、
不
知
三
代
以
下
之
滑
勢
則
必
迂
。
と
の
べ
、
道
は
三
代
以
上

　
の
心
で
あ
り
、
勢
は
日
々
発
展
す
る
歴
史
と
考
え
、
政
治
を
行
な
う
者
は
、
両
老

　
を
会
得
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

⑳
　
魏
源
「
老
子
本
経
、
論
老
子
」
に
　
然
則
太
古
之
道
立
無
用
於
散
布
。
抑
世
可

　
太
古
而
重
訂
曲
用
乎
。
日
、
聖
人
経
世
之
書
、
而
老
子
救
世
書
也
　
と
あ
り
、
老

　
子
の
思
想
を
救
世
の
根
拠
と
す
る
。

　
　
楊
文
会
「
重
刊
浄
土
四
二
蹟
」
に
　
魏
公
経
由
之
学
人
所
二
軸
。
而
不
知
其
本

　
　
源
心
地
、
浄
業
墨
隈
、
乃
一
体
以
赴
於
用
也
。
　
と
あ
る
が
、
王
家
倹
氏
は
前
述

　
　
の
書
の
中
で
、
魏
源
は
浄
土
と
禅
に
よ
り
始
め
て
成
仏
の
正
確
法
門
と
な
る
を

　
　
得
、
浄
禅
を
も
っ
て
経
世
器
用
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ

　
　
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
魏
源
の
経
世
の
思
想
的
根
拠
は
、
儒
仏
道
に
互
っ
て
い

　
　
る
。

⑫
　
福
永
光
司
「
老
子
」
『
新
向
副
・
輝
国
［
古
典
〔
選
』
9
8
ペ
ー
ジ
参
照

⑳
　
魏
源
「
学
篇
八
」
　
『
古
微
堂
内
集
』
巻
一

⑳
　
魏
源
「
治
篇
二
」
『
雨
覆
骨
内
集
』
巻
町

〔
㈱
一
　
魏
源
「
治
山
十
六
」
　
『
古
微
研
一
越
翫
渠
』
巻
二

⑳
　
熱
源
「
治
篇
五
」
『
古
篭
堂
内
集
』
巻
二

⑳
　
魏
源
「
老
子
本
義
、
論
老
子
」

　
　
魏
源
「
治
軽
躁
」
『
古
微
堂
内
集
』
巻
三

⑱
　
捷
源
「
学
篇
四
」
『
古
微
堂
内
臓
』
巻
一

　
　
魏
源
「
治
篇
三
」
『
古
微
圏
内
集
』
巻
二
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⑳
　
魏
源
「
掌
篇
十
一
」
『
古
薄
日
内
集
』
巻
一

⑳
　
凝
望
「
治
篇
九
」
　
『
古
学
堂
内
野
』
巻
二

⑫
⑮
に
同
じ

㊥
　
魏
源
「
観
物
事
九
首
」
　
『
古
微
堂
詩
集
』

⑭
　
公
羊
伝
　
昭
公
二
十
年
の
条
に
　
震
子
之
善
善
也
長
、
悪
悪
也
短
。
悪
悪
止
共

　
身
、
善
善
及
子
孫
。
　
と
あ
る
が
、
　
こ
の
よ
う
な
公
羊
の
解
釈
を
、
魏
源
は
か
な

　
り
大
胆
に
歴
史
上
の
人
物
評
価
に
適
用
し
て
い
る
点
、
注
目
し
て
よ
い
。

⑳
　
島
田
虞
次
「
歴
史
的
理
性
批
判
－
六
経
皆
史
の
説
－
（
岩
波
講
座
『
研
学
』
4
）

　
　
筆
者
は
清
朝
史
学
を
論
ず
る
場
合
、
章
学
誠
に
み
ら
れ
る
史
論
家
と
、
考
証
学

　
の
研
究
方
法
を
史
学
に
適
用
し
て
実
証
史
学
の
分
野
を
開
拓
し
た
乾
隆
期
の
三
大

　
考
証
史
家
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
こ
で
趙
翼
の
『
廿
下
灘
撮
記
』
に
つ
い
て
言
え

　
ば
、
資
料
は
正
史
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
二
士
の
真
偽
を
帰
納
法
を
も
つ

　
て
実
証
的
に
研
究
し
た
こ
と
、
し
か
も
た
だ
単
に
一
人
の
賢
否
と
か
、
～
事
の
是

　
非
と
か
い
っ
た
狭
義
の
考
証
に
留
ま
ら
ず
、
治
乱
興
衰
の
跡
を
考
察
し
た
点
は
、

　
梁
啓
超
『
清
代
学
術
概
論
』
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』
も
、
こ
の
書
の
長
所
と

　
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
趙
翼
は
歴
史
を
事
と
し
て
認
識
し
、
王
朝
の
交
替
は
変
局

　
と
規
定
す
る
。
彼
は
歴
史
事
象
に
変
化
が
お
こ
る
の
を
気
運
で
も
っ
て
説
明
す
る
。

　
（
『
二
十
二
史
割
記
』
一
巻
二
十
長
安
地
気
）
に
、
長
安
の
衰
え
を
地
気
が
こ
の
地

　
よ
り
他
へ
移
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
の
べ
、
地
気
の
盛
衰
は
久
し
か
っ
た
ら
必
変
す

　
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
変
化
そ
の
も
の
は
、
「
勢
の
如
何
と
も
す
べ
き
な
き
な
り
」

　
と
の
べ
、
時
勢
・
禦
勢
の
推
移
を
重
視
す
る
。
こ
の
よ
う
に
翼
翼
は
気
運
と
い
う

　
循
環
史
観
的
思
考
の
枠
内
に
あ
り
な
が
ら
も
、
歴
史
勢
象
を
変
化
す
る
も
の
と
考

　
え
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
彼
の
実
誰
的
研
究
方
法
と
共
に
近
代
史
学
に
継
承
さ

　
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
う
。

　
　
魏
源
「
学
篇
九
」
　
『
翠
微
堂
内
集
臨
巻
…

一
6
8
〕
諦
嗣
岡
「
上
欧
陽
辮
塵
理
乱
二
十
二
」
に
　
所
測
器
今
判
人
者
、
至
不
一
突
。

　
約
而
言
之
、
凡
三
家
、
　
　
日
足
、
二
日
政
、
三
日
教
。
　
と
あ
り
、
学
の
真
際
は

　
格
致
、
政
の
真
際
は
民
権
、
敦
は
政
と
学
を
総
括
し
て
そ
の
理
を
精
言
す
る
も
の

　
と
し
て
結
局
五
倫
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
学
・
政
・
教
を
三
家
と
し
て

　
分
け
、
各
々
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
蝦
上
の
影
響
が

　
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

⑳
　
魏
源
「
治
篇
～
」
『
古
微
堂
内
集
』
巻
二

⑭
　
字
源
「
墾
武
記
叙
」
『
古
微
園
外
集
』
巻
三

⑳
欝
欝
門
海
難
図
志
叙
」
『
古
微
裳
外
集
』
巻
三

⑫
砂
に
同
じ

⑬
　
魏
源
「
治
篇
十
一
」
『
古
微
堂
融
手
』
巻
二

⑭
　
魏
源
「
治
篇
七
」
　
『
古
微
堂
内
集
』
巻
二

㊨
　
魏
源
「
治
篇
十
」
『
古
微
堂
内
冠
』
拳
闘

⑯
⑲
に
同
じ

⑰
⑬
に
同
じ

⑱
　
魏
源
「
治
篇
十
二
」
『
全
備
堂
内
集
』
巻
二

⑲
・
6
9
に
同
じ

　
　
野
村
浩
一
『
近
代
中
國
の
政
治
と
思
想
』

⑪
　
支
聖
主
『
清
代
撲
学
大
師
列
伝
』
一
世
源

第
二
章
　
魏
源
の
経
済
政
策

　
第
一
章
で
私
は
魏
源
の
経
世
思
想
の
目
標
が
、
矛
盾
が
顕
著
に
な

り
始
め
た
制
度
の
変
革
に
あ
る
点
を
指
摘
し
た
。
特
に
彼
が
詩
文
を

中
心
と
し
た
科
挙
制
の
も
つ
欠
陥
を
あ
げ
、
実
務
官
僚
の
養
成
を
重
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重
し
た
の
は
、
ま
さ
に
変
転
極
り
な
い
当
時
の
世
相
を
反
映
し
た
意

見
で
あ
（
．
た
。
清
朝
は
乾
隆
以
後
、
特
に
軍
事
費
．
河
工
費
の
増
大

に
よ
り
、
財
政
政
策
が
行
き
づ
ま
り
、
そ
の
は
ね
か
え
り
が
税
糧
の

増
加
と
な
り
直
接
生
産
者
層
を
圧
迫
し
て
没
落
さ
せ
た
。
こ
の
結
果
、

郷
村
を
追
い
出
さ
れ
た
流
民
が
秘
密
結
社
を
作
り
、
塩
．
阿
片
の
密

売
な
ど
を
や
り
、
社
会
の
不
安
を
助
長
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う

な
社
会
不
安
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官
僚
が
た
だ
自
己
の
保
身
に
つ
と

め
、
暴
利
を
貧
る
と
い
う
所
謂
官
場
の
綱
紀
の
弛
み
が
、
事
態
を

益
々
悪
化
さ
せ
て
い
た
。
官
僚
が
そ
の
俸
給
の
み
で
は
生
活
で
き
ず
、

養
墨
銀
が
公
認
さ
れ
、
そ
の
上
各
種
の
随
規
が
黙
認
さ
れ
て
い
た
た

め
、
こ
の
制
度
の
欠
陥
を
利
用
し
た
胃
吏
・
妊
民
の
類
が
、
官
僚
と

一
体
と
な
っ
て
不
正
を
働
き
、
小
生
産
者
層
を
圧
迫
し
た
。
こ
の
よ

う
な
状
態
を
健
全
化
す
る
た
め
に
は
、
官
と
民
と
の
間
に
あ
り
暴
利

を
漏
る
中
間
搾
取
者
を
取
締
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る

制
度
の
変
革
と
が
、
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
、
当
時
一
部
の
開
明

的
な
士
大
夫
は
考
え
た
。
特
に
こ
の
中
間
搾
取
者
が
多
い
塩
出
・
漕

運
・
説
得
行
政
の
健
全
化
が
一
つ
の
課
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
国
家
財

政
を
窮
乏
化
さ
せ
る
最
大
の
原
因
は
、
阿
片
貿
易
に
よ
る
銀
の
流
出

で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
阿
片
貿
易
の
禁
止
と
共
に
、
銀
不
足
を
補
う

為
の
幣
制
の
改
革
が
課
題
と
な
っ
て
き
た
．
ま
た
宗
禄
・
駐
兵
等
の

冗
費
が
財
政
を
圧
迫
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
削
減
が
問
題
と
な
っ

た
。
魏
源
も
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
、
明
代
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
現

　
　
　
　
　
　
①

象
と
し
て
意
識
し
、
そ
れ
だ
け
清
代
が
困
難
な
状
勢
に
直
面
し
て
い

る
こ
と
を
、
経
世
に
乏
し
い
士
人
に
訴
え
た
。
本
章
で
は
臨
空
の
提

起
し
た
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
べ
て
み
よ
う
。

↓
塩

政

　
盛
代
塩
政
の
弊
害
と
し
て
、
清
史
稿
に
は
「
上
は
官
吏
か
ら
下
は

商
民
異
型
に
至
る
ま
で
、
み
な
そ
の
利
益
を
求
め
て
不
正
を
す
る
の

で
、
国
家
収
入
が
麟
損
し
、
塩
価
が
高
く
な
り
、
人
民
が
大
変
困
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
い
る
、
特
に
岩
塩
販
売
地
域
が
甚
し
い
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
勢
に
対
し
て
、
道
光
初
年
よ
り
一
部
先
覚
的
な
士
人

に
よ
り
、
塩
政
改
革
の
議
論
が
起
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、

佐
伯
寓
氏
の
『
清
代
塩
政
の
研
究
』
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
省
略

し
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
中
で
、
道
光
九
年
両
度
総
督
蒋
世
吉
の
推
薦

で
両
潅
塩
運
使
に
な
っ
た
王
鳳
生
の
潅
塩
対
策
を
、
輩
出
が
支
持
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
い
た
点
を
注
意
し
て
お
こ
う
。
耳
翼
生
は
私
讐
業
者
を
緯
私
に
利

’
用
せ
ん
と
し
て
失
敗
に
終
り
聖
職
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
留
任
を
望
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む
声
が
強
か
っ
た
。
　
道
光
十
年
（
一
八
三
〇
）
回
両
江
総
督
と
な
っ
た

陶
樹
に
よ
り
、
両
准
塩
務
章
程
十
五
条
が
上
奏
さ
れ
る
が
、
こ
の
案

　
　
　
　
④
　
　
　
　
⑤

は
、
王
鳳
生
・
包
世
臣
・
鼻
翼
等
の
塩
務
の
ベ
テ
ラ
ン
の
意
見
に
よ

る
と
こ
ろ
が
多
い
。
陶
磁
は
こ
の
案
で
、
潅
塩
弊
誌
の
原
因
と
し
て
、

浮
費
・
爽
帯
・
私
販
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
紺
策
と
し
て

は
「
減
価
敵
私
」
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
変
法
し
て
票
法
を

実
施
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
こ
の
陶
樹
の
思
想
は
、
そ
の
ま
ま
魏
源
の
著
作
に
み
ら
れ
る
。
魏

源
は
ま
ず
「
天
下
数
百
年
不
弊
の
法
な
く
、
窮
極
不
変
の
法
な
し
。

弊
を
除
か
ず
し
て
、
興
利
の
法
な
し
。
易
歯
せ
ず
し
て
、
変
通
の
法

　
⑥

な
し
」
と
の
べ
、
変
法
の
必
要
を
と
く
。
こ
こ
で
彼
が
言
う
弊
と
は
、

一
つ
に
は
私
塩
が
横
行
し
、
た
め
に
懸
字
が
減
収
す
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
私
塩
対
策
と
し
て
、
王
鳳
生
や
包
世
臣
の

言
う
所
の
鳥
ハ
私
等
の
私
塩
業
者
を
、
原
則
と
し
て
官
に
吸
収
す
る
こ

　
　
　
　
　
⑦

と
を
提
案
す
る
。
彼
が
こ
の
よ
う
な
意
見
を
も
っ
た
理
由
は
、
一
つ

に
は
、
隣
私
は
な
か
な
か
取
締
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
隣
私
対
策
と
し
て
は
、
何
と
言
っ
て
も
「
減
価

敵
私
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
減
価
を
す
る
た
め
に
は
軽
本
し
、

軽
本
の
た
め
に
は
裁
費
し
、
裁
費
の
た
め
に
は
変
法
の
必
要
を
と
い

　
　
　
③

て
い
る
が
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
票
法
の
実
施
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
綱
法
で
は
、
綱
利
が
尽
く
中
飽
食
弊
の
人
に
入
り
、
官
に
入
ら

な
い
か
ら
、
票
法
を
実
施
し
て
利
益
を
「
納
麻
呂
運
の
商
」
に
き
す

　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
の
票
法
の
目
的
は
、
綱
法
の
弊
害
と
い
わ

れ
る
豪
商
の
塩
利
独
占
を
排
除
し
て
、
塩
の
販
運
を
一
般
商
人
に
解

放
し
て
自
由
競
争
を
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
官
塩
の
費
を
さ
げ
て
私
塩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
横
行
を
防
ご
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
票
法
の
実
施
は
、
准
北

に
お
い
て
は
大
成
功
を
収
め
、
寒
心
塩
場
に
は
、
多
数
の
票
販
が
盆

介
し
、
額
引
二
十
九
万
余
引
に
対
し
、
毎
年
四
十
六
万
余
引
が
錆
讐

せ
ら
れ
、
道
光
十
八
年
（
一
八
三
八
）
の
頃
に
は
、
二
百
万
両
の
資
金

が
、
准
北
に
集
中
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
潅
北
で
の
改
革
の
成
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
よ
り
、
魚
塩
が
増
し
、
潅
南
の
導
引
を
す
く
っ
た
。
そ
こ
で
潅
北

で
成
功
し
た
塩
法
を
、
金
事
に
も
及
ぼ
さ
ん
と
し
た
が
、
指
定
が
病

気
の
た
め
両
江
総
督
を
辞
職
し
た
の
で
、
こ
の
計
画
は
果
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
後
、
道
光
二
十
五
年
（
一
八
四
五
）
に
濁
江
総
督
に
改
革

派
大
官
陸
建
瀬
が
就
任
す
る
と
、
魏
源
は
彼
に
対
し
て
、
一
構
票
法

を
可
能
な
地
域
か
ら
実
施
す
る
こ
と
を
助
言
し
た
。
ま
た
自
ら
も
総

督
の
依
頼
で
潅
北
海
州
分
梗
概
判
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
官
場
を
督

資
し
、
帰
晒
を
厳
算
し
、
耳
漏
を
杜
塞
し
た
。
そ
し
て
巨
漿
塘
私
三
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十
零
時
を
訪
適
し
た
の
で
、
北
産
が
増
し
課
収
は
額
を
こ
え
た
。
そ

こ
で
余
っ
た
分
を
准
南
に
廻
す
と
共
に
、
一
部
は
高
六
礼
隠
の
歳
修

の
用
と
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
准
北
緯
私
の
功
績
に
よ
り
嘉
奨
さ
れ

⑫
た
。　

魏
源
が
塩
政
改
革
策
と
し
て
尤
も
力
を
入
れ
た
の
は
、
票
法
の
実

施
と
、
冗
官
を
省
き
流
通
機
構
を
簡
役
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
「
之

を
総
ず
る
に
、
弊
は
必
ず
煩
難
に
出
づ
。
而
し
て
防
弊
は
必
ず
簡
易

に
出
づ
。
裕
課
は
必
ず
軽
本
に
由
る
。
饗
し
て
細
評
は
必
ず
重
税
に

由
る
。
此
れ
則
ち
両
潅
同
じ
き
所
に
し
て
、
亦
天
下
塩
利
同
じ
き
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
り
。
諸
等
賦
関
罹
一
切
度
支
の
政
の
同
じ
き
所
な
り
。
」
と
の
べ
、

改
革
に
よ
り
傍
熱
の
有
余
を
簿
り
、
農
賦
の
不
足
を
補
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
彼
は
塩
が
多
数
の
衙
門
の
禦
験
を
う
け
て
い
る
問
に
成

本
が
増
大
し
、
多
数
の
商
人
の
手
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
り
塩
価
が

誘
導
し
た
こ
と
に
着
目
し
、
冗
官
の
廃
止
、
冗
費
の
節
約
を
主
張
し

た
。
こ
こ
か
ら
道
光
十
年
、
王
無
生
の
策
で
も
あ
っ
た
塩
政
（
官
名
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
廃
止
を
、
彼
は
浮
費
を
発
し
た
具
体
例
と
し
て
賞
讃
し
た
。
し
か

る
に
塩
政
を
崩
壊
に
導
い
た
一
因
と
し
て
の
銀
緯
の
昂
貴
に
つ
い
て

は
、
創
価
の
昂
貴
に
比
例
し
て
筆
管
が
甚
し
く
な
り
、
官
鎧
が
滞
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
と
に
な
っ
た
点
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
二
面
の
納
付
が
銀
両
で
あ

り
、
塩
の
讐
売
価
が
銭
文
で
あ
っ
た
た
め
、
銀
価
が
昂
騰
す
る
と
塩

商
が
欠
損
し
、
そ
の
た
め
塩
商
が
没
落
し
た
事
実
に
ふ
れ
て
い
な
い

の
は
、
彼
の
分
析
の
弱
点
と
な
っ
て
い
る
。

⇒
漕

（

運

　
清
に
於
て
は
、
道
光
四
年
（
一
八
二
四
）
の
黄
河
の
氾
濫
に
よ
り
、

運
河
航
行
が
一
時
不
可
能
に
な
る
と
、
河
運
に
変
わ
る
海
運
の
議
が

お
こ
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
道
光
帝
が
諸
臣
に
管
轄
地
域
の
情
形
に
つ

い
て
簿
議
さ
せ
る
と
、
上
は
霧
笛
官
吏
よ
り
下
は
倉
脊
船
丁
に
至
る

ま
で
、
風
濤
・
盗
賊
・
繁
栄
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
理
由
を
あ
げ
て
反
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
た
。
し
か
る
に
漕
船
の
運
行
が
い
ろ
い
ろ
困
難
に
な
っ
て
き
た
の

で
、
駅
弁
大
学
土
英
和
は
、
こ
の
際
河
運
を
暫
く
や
め
て
黄
河
の
治

水
を
し
、
そ
の
間
海
運
を
実
施
す
る
よ
う
建
言
し
た
。
そ
こ
で
帝
は

こ
れ
に
つ
い
て
の
意
見
を
沿
海
撫
臣
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
若
江
総
督

璃
善
・
江
蘇
巡
撫
陶
樹
は
海
運
の
議
に
賛
成
し
、
蘇
州
・
松
江
・
常

州
・
鎮
江
の
各
府
と
、
太
倉
州
の
米
を
海
運
に
す
る
こ
と
を
請
う
た
。

そ
し
て
江
蘇
布
政
使
賀
長
齢
を
上
海
に
派
遣
し
て
商
船
を
招
集
さ
せ
、

剥
運
・
免
装
等
の
事
を
地
方
官
吏
に
器
議
さ
せ
た
。
賀
長
齢
も
亦
熱

心
な
海
運
論
者
で
あ
っ
た
。
道
光
六
年
帝
は
英
和
・
孤
樹
・
賀
長
齢
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の
意
見
を
採
用
し
海
運
を
復
活
し
た
。
実
施
の
結
果
海
運
は
そ
の
経

費
・
所
要
時
無
・
安
全
度
に
お
い
て
、
河
運
よ
り
邊
か
に
勝
っ
て
い

る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
帝
は
こ
の
成
功
に
気
を
よ
く
し
て
翌
年
も

海
運
を
行
な
お
う
と
し
た
が
、
運
河
復
旧
工
事
が
完
成
し
た
の
で
実

現
し
な
か
っ
た
。
以
後
、
再
び
海
運
が
実
施
さ
れ
る
の
は
二
十
年
の

後
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
以
上
が
簡
単
な
海
運
復
活
の
経
過
と
結
果
で
あ
る
が
、
こ
の
間
に

あ
っ
て
鴬
遷
・
賀
長
齢
に
助
言
を
与
え
熱
心
に
海
運
の
利
を
と
い
た

の
が
、
包
世
臣
・
魏
源
で
あ
っ
た
。
魏
源
は
道
光
五
年
（
一
八
二
五
）

に
器
漕
君
上
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
中
で
今
海
運
を
行
な
う
状
勢
に
な

っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
彼
は
地
勢
・
事
勢
・
時
勢
の
明
確
な
る
認

識
の
も
と
に
、
海
運
の
実
行
す
べ
き
こ
と
を
の
べ
、
そ
の
際
商
道
を

芸
道
と
し
、
商
舟
を
運
舟
と
し
、
商
佑
を
運
丁
と
し
、
学
費
を
海
運

費
に
す
れ
ば
、
舟
の
築
造
・
丁
の
二
品
・
費
の
別
舞
を
し
な
く
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

す
む
し
、
結
局
国
や
民
を
富
ま
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
こ
で
彼

は
海
運
と
河
運
を
較
べ
て
、
前
者
が
優
る
点
に
つ
き
河
運
に
は
、
剥

浅
費
・
細
論
費
・
過
盗
塁
・
催
横
費
・
倉
脊
費
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

だ
な
費
用
が
か
さ
む
が
、
海
運
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い
う
。
こ
こ
か

ら
逆
運
が
不
可
能
な
期
間
だ
け
便
宜
的
に
海
運
を
実
施
し
よ
う
と
す

る
意
見
に
は
、
　
「
こ
れ
河
臣
・
河
に
明
ら
か
な
る
も
、
漕
に
明
ら
か

な
ら
ざ
る
の
言
な
り
」
と
の
べ
反
対
す
る
。
す
な
わ
ち
漕
運
と
治
河

は
、
き
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
河
患
は
国
家

財
政
を
費
す
が
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
漕
運
は
民
生

に
影
響
し
、
海
運
を
行
な
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
損
ず
る
金
額
は
、

莫
大
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
河
道
の
復
旧
さ
え
な
れ
ば
海
運
の
必

要
な
し
と
い
う
意
見
は
、
江
島
に
あ
て
は
ま
っ
て
も
江
蘇
に
は
通
じ

な
い
。
江
広
で
は
地
理
的
に
み
て
海
よ
り
離
れ
て
い
る
の
で
河
道
の

復
旧
が
必
要
で
あ
り
、
江
蘇
で
は
海
に
尤
も
近
い
の
で
海
運
こ
そ
適

し
て
い
る
。
だ
か
ら
海
運
は
閾
河
・
層
飽
・
倉
胃
な
ど
に
よ
り
経
費

が
か
さ
む
江
蘇
漕
務
の
窮
を
救
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
運
気
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

変
更
す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
意
見
を
彼
が
「
器
漕

篇
下
」
で
発
表
し
た
の
は
、
運
河
工
事
完
成
に
よ
り
河
運
に
戻
っ
た

道
光
七
年
（
一
八
二
七
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
歳
江
総
督
蒋
依
鈷
が
、

新
学
は
な
お
海
運
に
て
行
な
わ
ん
こ
と
を
請
う
て
い
る
が
、
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
魏
源
の
す
す
め
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
海
運
に
反
対

す
る
も
の
が
、
軍
船
の
音
響
散
じ
難
く
、
津
通
の
収
見
黙
し
難
く
、

海
商
の
経
久
罷
み
難
し
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
彼
は
一
々
実
例
を

あ
げ
反
論
す
る
と
共
に
、
河
運
こ
そ
長
年
の
悪
弊
が
あ
る
と
い
う
。
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魏源経世思想考（大谷）

す
な
わ
ち
「
軍
艘
駈
二
千
余
里
の
運
河
を
行
ず
る
に
垢
層
層
費
有
り
。

丁
は
之
が
官
に
索
め
ざ
る
を
得
ず
、
官
は
之
が
民
に
索
め
ざ
る
を
得

ず
。
官
と
丁
と
相
持
し
、
民
と
官
と
網
持
す
る
を
致
し
、
己
に
百
余

年
の
並
々
と
成
る
。
今
海
運
を
以
っ
て
星
河
に
易
え
、
漕
項
を
以
っ

て
關
費
を
省
き
、
州
県
既
に
清
漕
を
収
め
、
呉
民
威
楽
国
に
登
る
：
・

⑫…
」
と
の
べ
、
河
運
に
関
係
あ
る
官
・
丁
・
民
と
が
互
い
に
結
託
し

て
利
益
を
凍
る
も
の
だ
か
ら
、
河
費
が
一
層
増
加
し
た
の
だ
と
い
う
。

こ
の
頃
河
漕
総
督
を
中
心
と
し
た
漕
河
官
吏
が
河
運
続
行
を
主
張
し
、

地
方
督
撫
を
中
心
と
し
た
納
漕
州
県
官
吏
が
海
運
試
行
を
主
張
し
て

　
　
㊧

い
た
が
、
腐
敗
に
み
ち
た
漕
運
界
を
一
掃
し
、
産
業
を
振
興
し
、
富

国
に
す
る
た
め
に
も
彼
は
後
者
を
支
持
し
た
。
そ
れ
に
彼
の
意
図
し

た
も
の
は
、
単
な
る
河
運
か
海
運
か
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を

の
り
こ
え
た
国
民
経
済
の
拡
大
化
と
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
　
「
人
心
風
俗
、
日
に
益
々
厚
く
、
吏
治
山
に
益
々
盛
ん
に

し
て
、
国
計
日
に
益
々
裕
か
に
な
る
は
、
必
ず
是
に
由
り
、
倉
町
無

　
　
㊧

き
な
り
。
」
と
の
べ
、
海
運
こ
そ
人
々
を
奮
起
さ
せ
る
策
で
あ
り
、

富
国
に
連
る
も
の
と
考
え
た
。
特
に
彼
の
海
運
策
が
、
民
間
産
業
の

育
成
を
意
図
し
て
い
た
点
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

蔚
河

（

工

　
黄
河
の
治
水
は
、
古
今
を
通
じ
て
中
国
政
治
の
重
要
課
題
で
あ
り
、

多
く
の
経
世
家
が
そ
の
対
策
を
論
じ
て
い
る
が
、
魏
源
も
亦
「
簿
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

篇
」
を
著
し
て
、
そ
の
所
信
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば

黄
河
の
治
水
は
、
河
道
を
は
っ
き
つ
き
め
る
こ
と
に
あ
り
と
し
、
大

嘘
河
よ
り
入
海
す
る
策
を
進
言
し
た
。
彼
が
黄
河
治
水
策
に
取
り
組

ん
だ
動
機
は
、
度
重
な
る
氾
濫
に
よ
り
、
河
工
費
が
国
の
財
政
を
匿

乏
さ
せ
た
事
実
認
識
に
よ
る
。
か
の
細
事
で
あ
っ
て
も
、
今
日
の
財

額
で
は
今
日
の
河
患
に
応
ず
る
こ
と
は
不
可
能
だ
し
、
か
の
神
禺
で

あ
っ
て
も
、
今
の
河
道
を
変
更
し
な
い
な
ら
ぜ
治
水
は
で
き
な
い
と

言
勉
・
だ
か
ら
こ
こ
で
国
家
財
政
を
蓬
す
る
為
に
も
・
応
急
的
な

防
河
策
を
や
め
て
根
本
的
な
治
水
策
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
。
　
「
抑
、
乾
隆
四
十
七
年
以
後
の
憶
測
は
、
既
に
国
初
に
倍

に
し
て
、
而
し
て
嘉
慶
十
一
年
の
河
費
、
又
、
乾
隆
に
大
倍
な
る
を

知
る
。
穂
薄
に
至
り
て
底
高
涙
厚
、
日
、
　
一
日
と
険
に
し
て
、
其
費
、

　
　
　
　
　
　
⑳

又
嘉
慶
よ
り
浮
く
」
と
の
べ
、
国
朝
以
来
薬
玉
が
う
な
ぎ
の
ぼ
り
に

増
加
し
て
、
今
で
は
歳
費
五
六
百
万
に
達
し
、
天
下
の
財
賦
を
つ
く

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
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こ
こ
で
彼
は
河
費
の
増
加
の
原
因
と
し
て
、
一
つ
に
は
河
工
に
便

乗
し
て
利
を
妊
る
商
民
や
官
吏
の
存
在
、
今
一
つ
は
河
工
に
伴
う
冗

官
の
設
置
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
影
響
に
増
し
、
工
日
に
険

に
し
て
一
河
溶
解
顧
す
る
能
わ
ず
。
是
に
於
い
て
分
等
し
、
東
南
両

河
に
寒
河
督
を
置
き
、
潜
勢
各
庁
を
増
設
す
…
…
庁
設
け
て
営
之
に

従
う
。
文
武
数
百
員
、
河
兵
万
数
千
、
皆
案
配
に
数
倍
す
。
」
と
の
べ
、

こ
の
よ
う
な
河
工
に
伴
う
弊
害
を
除
去
す
る
唯
一
の
道
は
、
歳
修
に

費
用
が
か
か
る
現
河
道
を
や
め
、
自
然
の
理
に
か
な
っ
た
新
河
道
に

き
り
か
え
る
べ
き
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
現
河
道
は
長
年
に
わ
た
っ

て
泥
が
実
積
し
、
堤
防
を
も
っ
て
し
て
も
、
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い

状
態
に
な
っ
て
い
る
。
下
流
で
固
め
れ
ば
上
流
で
潰
れ
、
上
流
で
固

め
れ
ば
下
流
で
潰
れ
る
。
そ
こ
で
彼
は
黄
河
流
域
の
地
勢
と
水
性
に

つ
き
、
先
人
の
書
物
を
研
究
す
る
と
共
に
、
実
地
検
証
を
試
み
る
。

か
く
し
て
彼
は
黄
河
氾
濫
の
状
況
よ
り
み
て
、
南
流
し
て
准
河
よ
り

海
に
入
る
現
在
の
河
道
を
変
更
し
て
、
東
流
し
て
済
水
・
潔
水
よ
り

海
に
入
る
大
清
河
を
河
道
に
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
る
に
現

今
で
は
、
自
然
に
逆
っ
て
現
河
道
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

人
力
で
改
め
な
く
て
も
い
ず
れ
は
自
然
の
力
で
改
道
し
て
し
ま
う
と

　
⑳

い
う
。
し
か
ら
ば
い
つ
ど
こ
で
治
水
を
実
行
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
え

ば
、
地
勢
を
丹
念
に
調
査
し
た
結
果
、
下
游
や
海
岸
地
帯
は
む
り
で
あ

る
の
で
、
河
が
平
地
よ
り
高
い
管
財
の
武
陸
が
よ
い
。
次
に
治
水
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

実
行
す
る
時
期
は
、
水
の
少
な
い
冬
期
に
や
る
。
こ
の
彼
の
計
画
は
、

地
勢
・
気
象
を
よ
く
研
究
し
て
の
治
水
で
あ
り
、
科
学
的
で
あ
る
と

い
え
る
。
と
こ
ろ
が
彼
の
こ
の
案
は
、
河
道
の
変
更
に
よ
り
利
権
を

失
う
河
員
や
商
人
に
阻
ま
れ
た
。
　
「
然
し
て
事
、
必
ず
成
ら
ざ
る
老

は
何
ぞ
や
。
河
員
、
其
の
裁
欠
聴
器
を
腿
れ
て
、
必
ず
謹
然
と
し
て

阻
む
…
…
一
人
評
議
し
衆
人
側
目
し
、
未
だ
天
下
の
大
利
を
興
さ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
、
而
し
て
身
は
先
に
天
下
の
大
忌
を
犯
す
。
」
と
の
べ
、
こ
の

よ
う
な
連
中
こ
そ
数
百
年
に
亙
っ
て
河
道
を
食
い
物
に
し
て
き
た
も

の
で
あ
り
、
彼
等
を
一
朝
挿
徴
し
な
け
れ
ば
、
河
費
を
減
ず
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
こ
に
彼
が
河
道
の
変
更
を
主
張
し
て
き
た

の
は
、
治
水
だ
け
で
な
く
河
工
行
政
の
大
改
革
を
め
ざ
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
国
家
財
政
に
占
め
る
莫
大
な
欝
欝
を
削
減
す
る

　
　
　
　
　
　
⑬

問
題
で
も
あ
っ
た
。
公
の
政
治
を
断
行
す
る
為
に
生
ず
る
私
の
犠
牲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
云
々
し
て
は
改
革
は
な
し
得
な
い
。
彼
は
目
先
の
利
害
に
汲
々
と

し
て
国
家
百
年
の
計
を
考
え
な
い
政
治
の
あ
り
方
を
痛
烈
に
批
判
し

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
彼
の
皆
皆
に
関
す
る
意
見
で
あ
る
。
彼
の
策
は
い
れ
ら
れ
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な
か
っ
た
が
、
彼
が
予
言
し
た
ご
と
く
、
威
豊
五
年
の
黄
河
の
大
氾

濫
の
時
に
、
河
道
は
大
清
河
よ
り
海
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
事
実
は
彼
の
治
水
策
の
正
し
さ
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
だ
彼
が
「
患
の
天
に
あ
る
者
は
、
入
力
如
何
と
も
す
る
べ
き
な
し
」

と
の
べ
、
大
自
然
に
は
人
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の

が
あ
る
故
、
治
水
に
お
い
て
も
水
を
自
然
の
状
態
に
導
く
よ
う
に
す

る
の
が
根
本
原
則
で
あ
る
と
の
べ
た
が
、
こ
こ
に
は
自
然
を
積
極
的

に
改
造
し
て
い
こ
う
と
す
る
視
点
が
欠
け
て
お
り
、
こ
こ
に
彼
の
治

水
策
の
限
界
が
あ
っ
た
。

　
黄
河
の
治
水
と
共
に
彼
が
尤
も
力
を
い
れ
た
の
は
、
美
髪
下
流
の

低
地
帯
の
治
水
で
あ
る
。
道
光
十
三
年
（
一
八
三
三
）
陶
樹
上
奏
に
よ

る
東
南
七
去
水
利
略
・
道
光
十
五
年
（
一
八
三
五
）
三
江
口
隠
忍
橋
記

等
の
中
で
、
当
地
の
水
利
対
策
を
進
言
し
、
彼
自
身
も
晩
年
、
裏
下

　
　
　
　
　
　
⑰

河
地
区
の
地
方
官
と
し
て
水
利
行
政
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
地
区

は
、
黄
河
が
氾
濫
す
る
と
、
い
つ
も
そ
の
影
響
を
受
け
被
害
を
う
け

た
。
と
い
う
の
は
、
政
府
が
運
河
の
安
全
通
航
の
為
に
設
け
た
堤
防

を
保
護
す
る
為
に
、
黄
河
の
水
を
飛
型
・
高
宝
湖
に
流
し
、
一
ぱ
い

に
な
れ
ば
燭
を
開
く
の
で
、
水
が
裏
下
河
地
区
に
浸
水
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
魏
源
は
こ
の
よ
う
な
裏
下
河
地
区
の
住
民
を
犠
牲
に
し
た

運
隈
保
護
策
に
反
揆
し
、
両
江
総
督
陸
建
涙
に
水
利
書
を
提
出
し
て
、

根
本
的
な
治
水
策
を
進
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
准
水
を
分

流
し
て
揚
子
江
に
流
入
さ
せ
る
策
・
黄
河
の
下
流
の
堤
防
を
強
化
す

る
策
は
、
い
ず
れ
も
早
急
に
は
実
現
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
運
河
の

塒
を
移
す
策
も
よ
く
な
い
。
と
い
う
の
は
運
河
そ
の
も
の
が
泥
が
た

ま
っ
て
危
険
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
費
用
も
余
り
か

か
ら
な
い
応
急
の
策
と
し
て
、
西
提
を
補
修
し
て
東
限
と
西
提
の
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

り
あ
い
を
保
つ
よ
う
に
す
る
。
次
に
補
修
は
石
工
で
す
る
。
上
流
で

す
る
治
水
策
と
は
ち
が
っ
て
下
流
で
す
る
西
陛
石
工
策
は
、
経
費
が

ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
む
か
ら
早
く
や
る
と
よ
い
。
次
に
蠣
を
開
く
時

期
は
、
気
候
・
収
穫
期
を
考
え
て
歌
聖
以
後
に
す
べ
き
で
、
今
ま
で

の
よ
う
に
無
計
画
に
洪
沢
湖
の
水
が
澱
る
時
に
す
る
こ
と
は
、
取
入

れ
を
間
近
に
控
え
た
米
に
大
被
害
を
与
え
よ
う
。
か
く
し
て
水
を
適

時
、
裏
下
河
地
区
に
導
け
ば
、
肥
え
た
土
を
運
び
農
作
物
を
実
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
．

る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
彼
の
こ
の
よ
う
な
水
利
策
は
、
直
接
生
産
老
で
あ
る
農
民
に

は
歓
迎
さ
れ
た
が
、
保
身
と
利
権
を
遵
守
す
る
河
官
の
反
感
を
か
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

彼
が
後
に
地
方
官
を
革
職
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
。
ま
た
彼
の
水
利

策
を
更
に
高
次
の
段
階
で
政
治
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
改
革
派
大
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官
の
政
策
も
、
種
々
の
抵
抗
に
会
っ
て
い
る
。
道
光
十
三
年
（
一
八

三
三
）
、
魏
源
の
進
言
に
よ
り
江
蘇
省
の
水
害
対
策
を
道
光
帝
に
上

奏
し
た
林
則
徐
が
、
帝
を
始
め
守
旧
派
官
僚
に
非
難
さ
れ
た
事
実
が

あ
る
。
田
中
正
美
氏
は
、
こ
の
時
の
帝
と
補
則
徐
の
争
論
に
注
目
し
、

直
接
生
産
者
層
の
保
護
育
成
を
め
ざ
し
民
本
主
義
に
た
つ
林
則
徐
が
、

皇
帝
に
賦
課
徴
収
の
緩
和
を
奏
請
し
た
が
い
れ
ら
れ
な
い
の
に
、

「
江
蘇
陰
雨
連
綿
田
稲
七
三
卜
形
片
」
を
上
奏
し
、
遂
に
皇
帝
の
特

許
を
得
て
要
求
を
実
現
し
た
点
を
あ
げ
、
こ
れ
が
江
蘇
と
い
う
先
進

地
域
の
社
会
経
済
的
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
て
き
た
も
の
と
分
析
さ
れ

　
　
⑫

て
い
る
。
当
時
江
南
で
は
、
阿
片
流
入
に
よ
る
銀
の
難
語
に
よ
り
銀

価
が
暴
騰
し
、
そ
の
た
め
直
接
生
産
者
で
あ
る
農
民
の
貧
窮
化
が
進

行
し
た
。
そ
こ
へ
政
府
の
河
工
・
水
利
政
策
の
怠
慢
に
よ
る
た
め
も

あ
っ
て
、
水
害
が
嫡
々
と
起
っ
た
の
で
、
生
活
の
基
盤
を
失
っ
た
農

民
が
流
民
化
し
、
暴
利
を
護
る
塩
商
や
高
利
貸
を
攻
撃
し
た
。
こ
こ

に
お
い
て
地
方
官
は
政
府
に
上
奏
し
て
鰯
免
や
緩
徴
を
要
請
す
る
と

共
に
、
富
農
に
雨
傘
せ
し
め
て
窮
乏
化
し
た
農
民
の
救
済
を
な
し
事

態
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
魏
源
・
林
悪
説
の
緊
急
の
課
題

は
、
減
賦
・
銀
価
の
安
定
・
水
利
事
業
の
完
成
を
通
し
て
、
郷
村
に

お
け
る
直
接
生
産
者
を
保
護
育
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
阻
止

す
る
い
か
な
る
勢
力
と
も
対
決
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

鋤
通
貨
政
策

（

　
阿
片
貿
易
に
伴
う
銀
の
流
出
に
よ
り
、
阿
片
戦
争
前
の
道
光
十
八

年
（
一
八
三
八
）
に
は
、
遂
に
不
仁
比
価
は
銀
一
両
一
銅
銭
千
六
百
文

に
達
し
た
。
こ
の
流
通
機
構
の
混
乱
を
激
化
さ
せ
た
の
は
、
一
つ
に

は
官
僚
や
富
民
が
銀
貨
の
暴
騰
に
乗
じ
て
そ
れ
を
圃
濡
し
た
こ
と
、

更
に
高
利
貸
や
商
業
を
営
み
、
銀
貨
を
増
殖
し
た
こ
ど
に
よ
る
。
こ

の
た
め
尤
も
被
害
を
受
け
た
の
は
、
日
常
銅
銭
を
使
用
す
る
直
接
生

産
者
で
あ
る
農
民
・
小
市
民
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
租
税
の
支
払
い
に

窮
し
た
貧
農
の
土
地
は
、
富
農
・
官
僚
に
兼
併
さ
れ
貧
富
の
差
が
進

行
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
、
一
部
の
有
識
者
が
貨
幣

制
度
の
抜
本
的
改
革
を
伴
う
政
府
の
財
政
策
の
再
建
を
要
請
す
る
の

で
あ
る
。
魏
源
は
「
軍
儲
篇
」
の
中
で
実
利
政
策
の
原
則
を
瞬
つ
あ

げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
除
弊
を
も
っ
て
興
利
を
な
す
者
あ
り
。

節
用
を
以
っ
て
興
奮
を
な
す
者
あ
り
。
塞
患
を
も
っ
て
興
利
を
な
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

者
あ
り
。
開
源
を
も
っ
て
興
利
を
な
す
者
あ
り
。
」
と
の
べ
、
除
弊

で
は
漕
塩
対
策
を
重
視
し
、
節
用
で
は
「
官
免
賦
し
て
佃
租
を
免
ぜ

ざ
れ
ば
、
則
ち
富
民
に
利
し
て
貧
民
に
利
さ
ず
」
と
の
べ
、
富
民
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の
み
に
有
利
な
普
免
な
ら
ば
、
現
在
の
ご
と
き
財
政
困
難
な
折
に
は

や
る
べ
き
で
な
い
と
い
い
、
ま
た
兵
馬
の
む
だ
使
い
を
指
摘
し
、
塞

患
で
は
銀
の
流
出
の
原
因
で
あ
る
阿
片
対
策
の
必
要
性
を
力
説
す
る
。

か
く
し
て
遡
源
と
し
て
、
　
「
食
源
は
屯
墾
に
如
く
は
な
く
、
貨
源
は

黒
金
と
国
幣
に
如
く
は
な
し
」
と
の
べ
、
屯
墾
と
開
脚
に
よ
り
国
家

は
利
益
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
か
く
し
て
彼
は
銀
の
流
出

に
伴
う
通
貨
不
足
を
開
頭
に
よ
り
補
な
わ
ん
と
す
る
。

　
こ
こ
で
ま
つ
彼
が
貨
幣
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
か
検
討
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。
彼
は
貨
幣
は
聖
人
が
事
物
の
軽
重
を
権
衡
せ
ん
が
た

め
に
作
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
起
源
を
里
子
の
言
を
か
り
て
禺
湯

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
意
志
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
点
伝
統
的
な
儒
教
観
に
立
っ
て
い
る

と
い
え
る
が
、
た
だ
彼
が
貨
幣
は
万
物
の
高
下
を
権
衡
し
、
万
物
の

軽
重
を
権
衡
す
る
も
の
で
あ
り
と
の
べ
、
貨
幣
の
価
値
尺
度
と
し
て

の
働
き
に
注
目
し
た
点
は
評
価
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
管
子
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

「
人
君
の
銭
を
暑
し
幣
を
立
つ
る
は
民
庶
の
通
施
な
り
」
と
い
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

「
黄
金
爾
後
は
民
の
通
貨
な
り
」
と
い
っ
て
、
貨
幣
の
流
通
手
段
と

し
て
の
働
き
を
重
視
し
た
が
、
魏
源
も
こ
の
管
子
の
説
を
全
面
的
に

認
め
て
い
る
。
次
に
彼
は
金
銀
銅
な
ど
の
金
属
貨
幣
が
、
古
今
ど
ん

な
変
遷
を
た
ど
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
歴
史
的
に
分
析
す
る
中
で
、

現
在
の
貨
幣
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
。
金
に
つ
い
て
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

稀
小
価
値
に
注
目
し
た
。
ま
た
銀
銅
に
関
し
て
は
需
要
と
供
給
の
関

係
で
み
る
。
す
な
わ
ち
、
明
よ
り
以
前
は
銀
よ
り
も
銅
が
重
ん
ぜ
ら

れ
た
が
、
そ
の
理
由
は
銅
が
貨
幣
と
し
て
使
わ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
頃
は
銅
の
流
出
が
む
し
ろ
問
題
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
銅
の
流

出
と
引
き
か
え
に
銀
が
流
入
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
外
国
で
は
銀
が

貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
影
響

さ
れ
て
中
国
で
も
銀
の
使
用
が
さ
か
ん
と
な
り
、
特
に
明
末
以
降
、

租
税
を
銀
で
と
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
銀
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
さ
て
現
在
中
国
で
は
西
洋
の
古
銭
を
争
っ
て
用
い
る
傾
向

が
あ
る
が
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
際
中
国
の
銀
磧

で
ま
だ
開
采
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
十
の
六
七
あ
る
の
で
、
ど
ん
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ん
開
降
し
て
銀
を
増
や
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
時
勢
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
銀
が
少
な
く
な
り
銀
価
が
高
く
な
る
の
で
紙
幣
発
行
を
云
々

す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
紙
幣
は
免
換
券

と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
な
ら
よ
い
が
、
不
換
紙
幣
は
民
を
苦
し
め
る

だ
け
で
何
の
利
す
る
所
は
な
い
。
こ
こ
で
彼
は
、
免
換
…
券
と
し
て
の

唐
の
飛
銭
・
宋
の
交
会
と
対
す
る
に
、
不
換
券
と
し
て
の
古
京
の
妙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

法
を
例
と
し
て
あ
げ
、
そ
の
長
短
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
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考
え
た
魏
源
は
、
楮
幣
を
「
十
の
不
便
有
り
て
一
の
便
な
し
」
ど
こ

き
お
ろ
し
、
当
時
妙
優
退
の
中
心
人
物
だ
っ
た
王
塗
の
説
に
一
々
反

論
す
る
。

　
当
時
貨
幣
対
策
の
大
体
の
傾
向
と
し
て
銅
銭
・
銀
な
ど
の
金
属
を

貨
幣
と
し
て
重
ん
ず
る
派
と
、
紙
幣
に
価
値
を
求
め
て
そ
の
発
行
を

主
張
す
る
派
と
が
あ
っ
た
。
前
者
の
代
表
は
、
許
画
山
・
梁
馬
下
で

あ
り
、
後
老
の
代
表
は
、
王
塗
で
あ
っ
た
。
魏
源
は
前
者
に
属
し
開

礪
を
主
張
し
て
い
た
。
梁
章
鍾
の
意
見
は
銅
政
を
も
っ
て
構
法
の
根

本
と
し
、
民
間
の
銅
器
を
こ
わ
し
て
銅
銭
を
製
造
し
、
通
貨
の
安
定

を
は
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
黒
塗
は
「
砂
幣
議
」
の
中
で
、

銀
を
国
家
管
理
に
し
、
取
引
に
は
紙
幣
を
流
通
さ
せ
て
銀
の
流
出
を

防
止
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
王
孫
は
行
妙
の
利
と
し
て
金

銀
銅
な
ど
の
金
属
貨
幣
に
は
限
度
が
あ
る
が
、
紙
幣
は
つ
き
る
こ
と

が
な
い
の
で
よ
い
。
更
に
現
在
、
漕
務
・
河
務
・
塩
務
に
積
弊
が
あ

る
の
は
、
一
つ
に
は
経
費
不
足
の
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
紙
幣
を
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

熟
し
て
事
業
を
や
れ
ば
景
気
の
回
復
が
は
か
れ
る
と
い
う
。
結
局
、

王
塗
は
、
貨
幣
は
流
通
手
段
と
し
て
意
味
あ
る
も
の
で
、
国
家
が
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

幣
の
発
行
を
管
理
す
れ
ば
万
事
う
ま
く
い
く
と
結
論
し
た
。
魏
源
は

王
難
の
「
砂
愚
説
」
は
現
状
を
無
視
し
た
暴
論
と
考
え
る
。
今
、
銀

を
廃
す
れ
ば
銀
が
外
国
へ
流
出
す
る
だ
け
で
貨
幣
危
機
は
益
々
深
ま

る
だ
け
で
あ
る
。
か
っ
て
金
国
が
妙
を
行
う
た
め
に
銭
貨
を
禁
止
し

た
が
、
そ
の
銭
が
宋
に
流
れ
敵
国
を
資
し
た
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら

　
⑧

な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
魏
源
は
貨
幣
制
度
改
革
案
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

「
西
洋
の
銀
銭
に
彷
鋳
し
、
古
時
の
玉
幣
貝
幣
を
兼
行
す
る
の
み
。
」

と
い
う
方
法
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
開
逃
し
て
銀
貴
を

増
加
す
る
と
共
に
、
洋
銭
の
鋳
造
法
に
な
ら
う
こ
と
、
と
い
う
の
は

洋
洋
は
浄
銀
が
僅
か
六
銭
六
分
な
の
に
、
紋
銀
は
八
銭
に
値
い
し
て

い
る
の
で
、
こ
の
不
合
理
な
点
を
是
正
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
が
「
番
制
に
彷
っ
て
三
七
を
抑
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今

一
つ
は
銀
幣
の
窮
を
貝
玉
で
も
っ
て
補
助
す
る
こ
と
。
そ
の
理
由
と

し
て
貝
玉
は
三
代
の
昔
よ
り
尊
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
中
国
の

貴
重
な
宝
で
あ
る
。
し
か
も
鋳
造
の
煩
も
な
い
し
、
朽
腐
贋
造
の
苦

も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
価
値
あ
る
も
の
を
す
て
て
紙
を
用
い
る
の
は

　
　
　
　
　
　
⑧

よ
く
な
い
と
い
う
。

　
以
上
が
彼
の
貨
幣
制
度
に
対
す
る
見
解
で
あ
る
。
彼
の
貨
幣
学
説

は
阿
片
流
入
に
と
も
な
う
銀
流
出
と
い
う
現
実
的
課
題
に
い
か
に
対

処
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
彼
は
「
軍
儲
篇
」
の
中
で
「
夫

れ
流
賊
掠
去
の
銀
は
賊
平
げ
ば
即
ち
出
づ
。
乱
を
避
く
る
に
因
っ
て
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起源経世思想考（大谷）

蔵
鍬
を
金
に
免
す
る
人
は
、
乱
定
ま
れ
ば
則
ち
其
価
平
減
す
。
外
洋

に
透
漏
す
る
も
の
の
、
二
つ
る
有
り
て
返
る
無
き
が
ご
と
く
に
あ
ら

ざ
る
な
り
」
と
の
べ
、
銀
の
流
出
危
機
を
世
人
に
訴
え
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
玉
璽
も
銀
の
流
出
と
い
う
危
機
状
況
の
中
で
、
「
砂
幣
論
」

を
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
貨
幣
学
説
に
関
す
る
認
識
の
相

違
か
ら
極
端
な
意
見
対
立
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
魏
源
は
貨
幣
を
一

種
の
商
品
と
み
な
し
、
そ
の
金
属
に
価
値
を
見
出
し
て
い
た
か
ら
、
王

塗
の
と
く
価
値
な
き
紙
幣
の
発
行
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
王
塗
は
流
通
機
構
に
お
け
る
貨
幣
の
役
割
を
問
題
に
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
こ
の
点
が
魏
源
の
学
説
の
弱
点
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
王

塗
の
こ
の
無
制
限
な
紙
幣
発
行
と
い
う
通
貨
膨
張
政
策
も
、
結
局
は

人
民
の
生
活
を
圧
迫
す
る
も
の
と
し
て
包
世
臣
・
減
益
な
ど
に
よ
り

反
論
さ
れ
た
。
包
柴
臣
は
銭
を
使
う
民
衆
の
生
活
の
安
定
を
は
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
め
に
銭
妙
中
心
の
貨
幣
制
度
の
確
立
を
主
張
し
、
許
楯
は
銭
荘
な

ど
の
商
人
階
級
の
立
場
を
守
る
た
め
に
、
国
家
権
力
が
無
制
限
に
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

幣
を
発
行
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
こ
の
よ
う
に
阿
片
戦
争
前
後
か

ら
の
清
朝
国
家
体
制
崩
壊
の
過
程
の
中
に
あ
っ
て
、
種
々
の
貨
幣
学

説
が
登
場
し
、
時
代
の
脚
光
を
浴
び
る
の
で
あ
る
。

　
①
魏
源
「
明
代
食
兵
二
政
録
叙
」
『
古
微
堂
堂
集
』
巻
三

②
『
清
史
稿
』
「
食
貨
志
」
九
十
八
塩
法

③
魏
源
「
両
辺
都
転
塩
運
三
婆
源
王
鱈
墓
表
」
『
古
微
堂
外
集
』
巻
四
の
中
で
、
王

　
鳳
生
が
潅
塩
対
策
と
し
て
あ
げ
た
も
の
は
、
竃
塩
を
収
め
、
浮
費
を
節
し
、
河
道

　
を
濾
し
、
屯
船
を
増
し
、
亜
種
盤
渉
の
出
入
を
組
し
、
江
船
漕
船
の
毛
帯
を
禁
じ
、

　
庫
款
を
清
評
す
る
な
ど
十
八
事
で
あ
る
。

④
魏
源
「
両
蓋
都
転
塩
運
使
婆
源
王
君
墓
表
」
に
及
勘
議
准
北
改
票
事
宜
、
故

　
三
三
任
而
与
塩
事
終
始
。
…
…
而
准
画
調
塩
引
暢
。
陶
公
以
君
首
議
功
奏
聞
。
と

　
あ
る
。

⑤
拙
稿
「
包
世
臣
の
実
学
思
想
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
十
八
巻
第
二
、
三
合
併

　
号
参
照
。

⑥
⑦
⑧
　
魏
源
「
欝
一
篇
」
『
古
微
堂
外
集
』
巻
七

⑨
　
魏
源
「
准
北
限
塩
蔵
曲
浦
」
『
古
微
薄
口
集
』
巻
七

⑩
　
佐
伯
冨
『
清
代
塩
政
の
研
究
』
参
照
。

⑪
　
魏
源
「
太
子
太
保
両
江
総
督
陶
文
毅
公
神
道
碑
銘
」
　
『
古
皇
土
外
集
』
巻
四

⑫
　

『
清
文
宗
顕
皇
帝
実
録
』
巻
十
四
、
道
光
三
十
年
庚
戌
七
月
己
未
の
条

⑬
⑨
に
同
じ

⑭
三
三
「
両
潅
都
転
塩
運
白
雲
源
二
君
墓
表
」
に
三
月
而
議
定
。
始
裁
塩
政
帰
総

　
督
兼
轄
。
大
裁
浮
費
、
略
与
君
前
策
相
出
入
。
と
あ
る
。

⑮
⑥
に
同
じ

⑯
　
魏
源
「
道
光
丙
戌
海
運
記
代
」
『
古
微
疏
外
集
』
巻
七

⑰
『
清
史
稿
』
「
漕
運
志
」
参
照
。

⑱
魏
源
「
簿
漕
篇
上
」
『
古
微
堂
外
集
』
巻
七

⑲
⑯
に
同
じ

⑳
　
魏
源
「
簿
漕
篇
下
」
『
古
微
堂
外
集
』
巻
七

⑳
魏
源
「
復
蒋
中
堂
論
南
漕
書
代
」
『
古
微
堂
外
集
』
巻
七
に
　
如
僅
試
行
一
二

　
年
、
傍
帰
河
道
、
則
有
所
不
可
。
と
あ
る
。
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⑫
⑳
に
同
じ

⑳
｝
山
口
遮
子
「
樵
畑
代
　
の
漕
運
と
船
…
商
」
　
『
東
洋
史
研
究
』
第
十
七
巻
　
鳥
後
照
。

㊧
　
魏
源
「
海
運
全
脳
践
」
　
『
照
臨
堂
｛
外
集
』
巻
七

㊧
魏
源
「
懸
河
篇
下
」
　
『
古
微
堂
外
集
』
巻
六
　
諸
臣
修
復
之
河
、
皆
不
数
年
十

　
余
年
、
随
決
随
塞
、
賢
愚
王
景
河
千
年
無
患
主
事
、
量
諸
臣
之
才
、
皆
不
如
景
。

　
何
以
所
因
之
地
勢
水
性
、
管
不
如
衆
。
其
弊
在
予
以
河
通
漕
。
故
不
暇
銀
河
治
河

　
也
　
と
あ
り
、
着
弾
、
改
河
を
議
し
た
諸
臣
の
策
は
、
王
量
の
策
に
及
ば
な
い
と

　
酷
評
し
、
そ
の
理
由
は
諸
系
が
治
と
漕
と
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

　
こ
ろ
に
あ
り
と
す
る
。

⑳
．
⑳
⑱
　
魏
源
「
鯨
河
篇
上
」
　
『
‘
古
田
似
堂
幽
外
集
』
巻
山
ハ

⑳
⑳
⑳
潔
　
魏
源
「
籍
河
田
胴
南
丁
」
　
『
＋
口
語
堂
　
外
山
集
』
巻
轟
ハ

⑭
　
魏
源
「
簿
河
篇
下
」
『
古
微
堂
外
集
』
巻
六

⑳
　
　
『
清
史
列
伝
』
巻
六
九
　
魏
源
の
伝
に
　
其
論
河
務
調
宜
改
牛
田
行
故
道
。
威

　
豊
五
年
銅
瓦
瀬
之
決
河
、
復
北
流
由
大
清
河
λ
海
、
適
与
所
議
相
合
　
と
あ
る
。

鐙
　
魏
源
「
湖
北
堤
防
勘
蔽
」
　
『
古
里
野
外
集
』
巻
繭
ハ

⑳
行
政
職
と
し
て
の
彼
の
経
歴
は
、
道
光
二
十
五
年
、
江
蘇
省
揚
州
府
高
台
県
の

　
知
県
、
道
光
二
十
九
年
、
江
蘇
雀
揚
州
府
興
化
県
の
知
県
、
道
光
三
十
年
、
潅
北

　
海
州
の
分
司
運
判
、
威
豊
元
年
、
江
蘇
省
揚
州
府
高
郵
州
の
三
州
と
な
っ
て
い
る
。

⑱
　
　
「
翠
岩
室
詩
篇
、
燗
災
黎
四
章
」
（
『
中
出
運
河
史
料
選
輯
』
所
収
）
に
　
戊
申
夏

　
穴
月
、
天
久
雨
旦
大
風
、
洪
沢
湖
大
骸
、
河
欲
決
。
二
十
四
目
、
華
車
濯
三
四
煽
以

　
洩
之
。
七
月
二
十
八
日
、
復
啓
雲
叢
堀
。
高
郵
・
泰
州
・
宝
町
・
強
化
・
東
台
・

　
塩
城
、
六
州
県
境
内
成
下
浸
。
流
民
南
渡
者
数
十
万
。
と
あ
り
、
又
「
棲
塵
集
、

　
湖
河
異
滋
行
」
（
『
中
国
運
河
史
料
選
奨
』
所
収
）
に
　
湖
水
帯
下
江
怒
上
。
両
水

　
相
争
波
決
溝
。
河
霞
倉
皇
四
薄
墨
。
下
游
百
姓
其
魚
哉
。
…
…
開
蠣
時
、
村
人
数

　
千
人
臥
於
煽
上
。
河
卒
発
銃
相
撃
。
　
と
あ
り
、
道
光
十
一
年
に
続
い
て
二
十
八

　
年
の
大
水
が
お
こ
る
と
、
人
当
は
流
民
と
な
っ
て
南
渡
し
た
り
、
或
は
集
団
で
煽

　
の
あ
る
所
へ
集
っ
て
き
て
、
河
卒
に
煽
を
開
か
な
い
よ
う
に
訴
へ
た
が
、
河
卒
は

　
銃
撃
し
て
霊
媒
を
強
行
し
た
。

　
魏
善
　
前
述
の
漁
口
に
　
府
君
乍
叢
任
、
聞
風
口
赴
。
督
民
卒
・
昼
夜
築
護
、
遡
河
員

　
相
持
、
恐
不
勝
。
感
謝
舗
府
陸
公
建
演
、
亦
駐
節
燗
裏
壁
防
塞
。
河
員
乃
不
敢
執

　
前
議
。
と
あ
り
、
道
光
二
十
九
年
当
地
の
地
方
官
に
な
っ
た
流
撮
は
、
総
督
陸
建

　
…
麟
の
支
持
を
得
て
、
翻
煽
の
強
行
に
反
増
し
畏
の
利
益
を
守
っ
た
。

⑲
、
　
「
上
陸
黒
革
論
下
河
水
利
書
」
『
古
微
堂
外
集
』
巻
六

⑳
　
魏
源
「
再
上
陸
舗
府
論
下
河
水
利
書
」
『
古
微
堂
外
集
』
巻
六

⑳
　
　
『
清
文
宗
顕
皇
帝
実
録
』
巻
八
八
　
成
豊
三
年
譜
丑
三
月
旦
未
の
条
。
王
家
倹

　
前
述
の
書
に
よ
れ
ば
、
道
光
二
九
年
の
啓
棚
の
時
、
江
南
河
道
総
督
楊
以
増
が
そ

　
の
議
を
提
案
し
た
の
を
、
魏
源
が
阻
止
し
た
の
で
大
い
に
う
ら
ん
で
、
こ
の
機
に

　
彼
を
奏
劾
し
た
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。

⑫
　
田
中
正
美
「
ア
ヘ
ン
戦
争
時
期
に
お
け
る
抵
抗
派
の
成
立
過
程
」
『
東
ア
ジ
ア

　
近
代
史
の
研
究
』

⑫
　
魏
源
『
軍
儲
篇
一
」
　
『
古
微
野
外
集
』
巻
川

⑭
　
糟
糠
「
軍
儲
篇
一
」
『
古
微
窓
外
集
』
巻
町
に
　
男
子
言
、
愚
智
拙
論
山
荘
山

　
之
金
為
幣
、
以
救
水
影
、
玉
珠
為
上
書
、
黄
金
為
申
幣
、
，
刀
布
為
下
幣
、
以
権
衡

　
万
物
高
下
、
而
御
人
事
、
此
制
貨
幣
之
始
。
　
と
あ
る
。
　
こ
の
点
、
宋
代
の
葉
適

　
が
、
『
文
献
隠
縫
』
無
識
に
「
銭
幣
之
所
起
、
起
干
商
買
。
」
と
の
べ
た
の
に
比
較

　
し
て
実
語
性
に
か
け
て
い
る
。

⑮
　
　
『
管
子
』
巻
第
二
十
二
　
国
蓄
第
七
十
三

⑳
　
　
『
管
理
』
巻
第
二
十
四
　
軽
重
黒
蝿
八
十
一

⑰
　
経
年
「
軍
儲
篇
二
」
『
古
里
堂
外
集
』
巻
八

⑱
　
魏
源
「
三
二
篇
一
」
　
『
古
謡
堂
上
集
』
巻
八
に
　
中
国
宝
気
欝
秘
、
在
山
川
者

　
数
千
年
、
亦
必
今
日
而
当
開
。
中
国
争
用
西
洋
之
銀
銭
、
昂
於
内
地
丁
銀
値
、
則

　
中
国
銀
子
行
実
数
百
年
、
亦
必
因
時
而
当
変
。
故
日
開
源
之
利
。
と
あ
る
。
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⑲
　
魏
源
「
軍
勢
篇
三
」
　
『
古
影
堂
外
集
』
巻
八

⑭
　
諏
彼
岸
「
清
中
葉
之
貨
幣
改
革
運
動
」
（
『
中
国
近
代
史
論
護
』
所
収
）
に
　
最

　
先
主
張
工
大
銭
的
、
拠
我
的
管
見
、
大
概
要
算
許
画
山
了
。
他
在
慕
慶
年
闘
、
上

　
請
鋳
大
銭
一
塁
、
擬
十
款
的
実
施
方
法
。
三
章
鍾
彼
鰍
服
他
的
意
見
、
還
替
他
転

　
録
、
以
待
施
行
的
人
来
採
択
。
　
と
あ
る
。

⑪
　
玉
塗
「
二
丁
議
一
」
『
銭
幣
至
言
』

⑳
　
叶
世
昌
『
鴉
片
戦
争
前
後
我
国
的
貨
幣
学
説
』
に
よ
れ
ば
、
王
塗
の
見
解
を
名

　
日
主
義
貨
幣
学
説
と
規
定
し
、
魏
源
の
見
解
は
金
属
主
義
貨
幣
学
説
と
規
定
す
る
。

⑬
⑭
衝
⑲
に
同
じ

⑳
　
拙
稿
前
述
の
論
文
参
照
。

⑰
　
叶
世
昌
前
述
の
書
参
照
。

第
三
章
　
阿
片
戦
争
と
『
海
国
図
志
』

　
第
二
章
で
私
は
彼
の
経
済
政
策
の
目
的
が
、
富
国
の
た
め
の
実
利

追
求
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
場
．
合
、
利
の
追
求
を
阻
む
最

大
の
患
は
、
何
と
い
っ
て
も
阿
片
貿
易
に
伴
う
銀
の
流
出
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
魏
源
が
阿
片
貿
易
厳
禁
の
意
見
を
も
つ
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
「
宣
南
詩
社
」
の
グ
ル
ー
プ
と
接
す
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
如
く
、
道
二
十
年
（
一

八
三
〇
）
に
設
立
し
た
と
い
わ
れ
る
「
仲
南
詩
社
」
の
メ
ン
バ
ー
に

は
、
林
則
徐
・
黄
爵
滋
の
よ
う
な
政
府
高
官
の
他
、
襲
自
説
・
魏
源

の
よ
う
な
経
世
家
が
入
っ
て
お
り
、
時
に
は
阿
片
厳
禁
論
者
と
し
て

著
名
な
経
世
家
の
包
世
心
や
、
梵
讃
徐
と
コ
ン
ビ
で
あ
っ
た
改
革
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

三
一
の
陶
磁
も
参
加
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
世
家
の
意
兇
が
集
約
し

た
形
で
、
道
光
十
八
年
（
↓
八
三
八
）
の
黄
爵
滋
上
奏
の
阿
片
厳
禁
論

に
な
っ
た
。
道
光
帝
は
こ
の
議
を
採
用
し
て
林
則
徐
を
画
意
大
臣
に

任
命
し
、
広
葉
に
お
い
て
阿
片
問
題
の
処
理
を
一
任
す
る
こ
と
に
し

た
。
林
則
徐
が
阿
片
厳
禁
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
阻
止
す

る
英
国
と
衝
突
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
り
、
そ
の
際
徹
底
抗
戦
を
も

辞
さ
な
い
と
い
う
強
い
決
心
を
し
た
の
は
、
彼
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ

た
魏
源
・
包
世
臣
の
意
向
を
打
診
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
魏
源
は

抗
戦
に
は
聲
成
で
は
あ
っ
た
が
、
慎
重
に
事
を
運
び
十
分
な
準
備
を

彼
に
要
求
し
た
。
と
こ
ろ
が
林
則
徐
の
阿
片
厳
禁
の
強
硬
策
を
口
実

に
そ
の
機
会
を
ね
ら
っ
て
い
た
英
国
は
、
遂
に
戦
い
を
い
ど
み
こ
こ

　
　
　
　
②

に
阿
片
戦
争
が
薫
っ
た
。
愚
書
徐
は
こ
の
戦
争
を
遂
行
す
る
た
め
の

彼
な
り
の
準
備
は
あ
っ
た
。
特
に
彼
は
人
民
の
石
英
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

十
分
吸
収
し
て
戦
力
と
し
、
困
難
の
打
開
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
英
軍
の
優
勢
を
耳
に
し
た
政
府
は
、
直
ち
に
林
声
言
を
罷

免
し
て
和
平
派
の
無
難
を
任
命
し
た
。
こ
の
戦
争
を
体
験
し
た
魏
源

の
心
に
、
強
烈
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
感
情
が
湧
出
し
、
　
こ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

『
聖
武
記
』
を
完
成
す
る
と
共
に
『
海
国
寸
志
』
の
作
成
に
か
か
っ
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た
。
以
上
が
こ
の
書
出
版
に
至
る
経
過
で
あ
る
が
、
次
に
こ
の
書
を

分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
対
外
問
題
に
つ
い
て
の
経
世
観
を
要

約
し
よ
う
。

　
『
海
国
図
志
』
は
、
楽
長
徐
の
訳
し
た
『
四
州
志
』
を
主
な
る
資

④料
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
も
証
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
魏
源
が
こ
の

書
の
出
版
を
決
意
し
た
の
も
、
一
つ
に
は
林
則
徐
の
要
請
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
林
則
徐
は
欽
差
大
臣
と
し
て
広
菓
に
在
職
中
、
西
洋

事
情
を
適
確
に
把
握
す
る
必
要
か
ら
、
日
々
西
書
を
翻
訳
せ
し
め
、
新

聞
紙
等
も
蒐
集
し
て
い
た
が
、
恩
典
後
そ
の
豊
富
な
資
料
を
良
臣
に

そ
っ
く
り
与
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
西
洋
紹
介
の
書
は
、
既
に
明
代

　
　
　
　
　
マ
テ
オ
リ
ッ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
レ
ニ
ヒ

万
歴
年
間
に
利
馬
餐
（
『
坤
輿
万
国
全
図
』
）
、
斐
儒
略
（
『
職
方
外
紀
』
）
、

　
　
　
　
　
　
フ
ぬ
ル
ビ
　
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ネ
ニ
ミ
ツ
シ
エ

清
初
康
煕
年
間
に
南
島
仁
（
『
坤
輿
金
蔵
』
）
、
乾
風
年
間
の
薬
玉
仁

（『

n
球
全
図
』
）
等
、
主
と
し
て
外
国
宣
教
師
に
よ
り
作
成
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
阿
片
戦
争
前
、
広
東
貿
易
が
活
発
化
す
る
中
で
、
中
国

人
の
中
で
「
誓
言
」
の
認
識
の
必
要
性
を
感
じ
た
も
の
が
、
　
『
外
国

史
潮
』
　
『
平
安
通
書
』
　
『
毎
月
統
紀
伝
』
等
の
外
国
書
籍
を
翻
訳
し

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
魏
源
は
こ
れ
等
の
翻
訳
書
の
多
く
は
洋
商
が
書

き
、
薄
歯
土
産
の
繁
・
焼
鳥
貸
船
の
数
・
天
時
寒
暑
の
節
に
は
詳
し

い
が
、
各
国
の
沿
革
の
始
末
・
建
設
の
永
促
に
な
る
と
不
十
分
で
あ

　
　
　
⑤

る
と
い
う
。
こ
こ
で
彼
は
『
四
州
志
』
を
基
本
的
資
料
と
し
て
、
で

き
る
だ
け
多
く
の
文
献
を
内
外
か
ら
蒐
集
し
て
、
系
統
的
に
世
界
各

国
の
地
理
的
位
置
・
歴
史
沿
革
・
更
に
は
気
候
物
産
・
交
通
貿
易
・

民
情
風
俗
・
文
化
教
育
・
宗
教
・
暦
法
等
を
叙
述
し
、
中
で
も
特
に

戦
船
と
火
器
の
生
産
技
術
の
紹
介
に
力
点
を
置
き
、
本
書
を
編
集
せ

ん
と
す
る
。
本
書
は
最
初
五
十
巻
（
道
光
二
十
二
年
出
版
）
で
あ
っ

た
が
、
六
十
巻
（
道
光
二
十
七
年
出
版
）
に
拡
充
さ
れ
、
更
に
は
、

のう

@
チ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
リ
ッ
ジ
や
ソ

爲
吉
士
の
『
地
理
備
考
』
と
高
理
文
の
『
合
州
国
志
』
を
入
手
し
て

百
巻
（
威
豊
二
年
出
版
）
と
な
っ
た
。
改
訂
毎
に
前
書
の
誤
り
を
正

し
、
特
に
百
巻
本
で
は
『
地
理
備
考
』
に
基
づ
い
て
「
玉
蔵
巴
州
総

記
上
下
篇
」
を
充
実
さ
せ
、
ま
た
『
合
州
国
志
』
に
基
づ
い
て
ア
メ

リ
カ
の
政
体
を
紹
介
す
る
な
ど
、
経
世
の
書
た
ら
ん
と
す
る
意
欲
を

み
せ
て
い
る
。
魏
源
は
こ
の
書
を
作
っ
た
目
的
と
し
て
「
夷
を
以
っ

て
夷
を
攻
め
、
夷
を
以
っ
て
夷
を
帯
し
、
夷
の
長
技
を
師
と
し
て
夷

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
制
す
る
た
め
に
作
る
。
」
と
簡
明
に
述
べ
て
い
る
が
、
　
こ
れ
ら
の

三
策
を
実
施
す
る
為
に
は
、
そ
の
基
本
と
し
て
夷
に
関
す
る
知
識
が

必
要
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
易
」
を
引
用
し
て
、
　
「
敵
を
防
ぐ
た
め
に

は
、
そ
の
敵
の
地
勢
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
敵
と
貿
易
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

め
に
は
敵
の
事
情
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
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と
こ
ろ
が
清
朝
政
府
は
外
国
事
情
を
研
究
し
ょ
う
と
す
る
意
志
は

な
く
、
寧
ろ
そ
の
よ
う
な
老
が
お
れ
ば
通
蕃
漢
好
と
し
て
弾
圧
し
た
。

こ
れ
に
反
し
て
英
人
は
中
国
研
究
に
熱
心
で
あ
り
、
英
華
書
院
を
た

て
て
中
国
人
を
招
い
て
師
と
な
し
、
漢
文
・
漢
語
を
教
え
、
中
国
の

経
史
子
集
・
図
経
地
志
を
刊
行
し
、
中
国
の
情
形
・
虚
実
に
洞
窟
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
い
る
と
飯
桐
は
指
摘
し
た
。
英
華
・
書
院
は
嘉
慶
工
十
三
（
一
八
一

八
）
年
、
老
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ソ
ン
に
よ
り
マ
ラ
ッ
カ
に
創
設
さ
れ
、

来
華
伝
教
の
人
才
を
訓
練
し
て
い
た
。
彼
の
子
供
で
あ
う
た
小
モ
リ

ソ
ソ
も
亦
、
父
の
跡
を
つ
ぎ
伝
導
事
業
と
共
に
東
イ
ン
ド
会
社
の
公

司
と
し
て
翻
訳
事
業
に
従
事
し
、
一
八
二
三
年
に
は
『
骨
無
通
商
指

南
』
の
一
書
を
著
し
、
阿
片
戦
争
後
は
香
港
に
あ
っ
て
、
植
民
地
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

府
の
秘
書
長
と
、
立
法
・
行
政
委
員
会
の
委
員
を
兼
任
し
た
。
十
九

世
紀
の
英
国
は
産
業
革
命
を
へ
て
よ
り
広
大
な
海
外
市
場
を
求
め
て

侵
略
活
動
を
開
始
し
た
世
紀
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
中
国
で
は
少
数

の
開
明
分
子
を
除
い
て
、
道
為
事
及
び
政
府
高
官
は
天
朝
意
識
を
固

守
し
、
中
国
以
外
の
国
々
は
朝
貢
国
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
貿
易
は
恩
恵

で
し
が
な
か
っ
た
。
道
野
兎
は
「
諭
す
、
我
朝
外
夷
を
撫
駅
す
る
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

全
て
恩
義
を
以
て
す
、
各
国
果
し
て
能
く
恭
順
云
々
」
と
の
べ
た
。

ま
た
碕
善
は
「
興
れ
固
よ
り
蟹
夷
の
国
は
野
羊
の
性
な
り
、
即
ち
未

だ
礼
義
廉
恥
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
又
、
い
づ
く
ん
ぞ
君
臣
上
下
を
知
ら

⑪ん
。
」
と
の
べ
、
更
に
「
蓋
し
該
夷
は
本
蛮
夷
の
国
な
り
…
…
其
国
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
だ
、
貿
易
を
以
っ
て
生
と
為
す
」
と
の
べ
、
裕
謙
は
「
西
洋
諸
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
た
だ
、
利
是
れ
視
る
。
但
、
貿
易
を
知
り
て
他
に
技
能
な
し
。
」

と
の
べ
、
万
子
心
は
「
蓋
し
夷
人
本
性
利
を
嗜
み
、
同
好
も
亦
霧
海

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

辺
無
頼
手
利
の
徒
な
り
。
」
と
の
べ
た
。
こ
こ
に
は
中
華
思
想
に
基

づ
き
西
洋
文
化
を
蔑
視
し
、
西
洋
の
特
色
は
利
を
求
め
る
貿
易
の
み

で
あ
る
の
で
、
適
当
に
恩
恵
を
与
え
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
事
大
主

義
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
彼
等
の
西

洋
知
識
は
幼
稚
で
浅
薄
で
あ
り
、
彼
等
の
当
面
の
交
渉
相
手
国
で
あ

る
英
国
に
関
す
る
知
識
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
く
、
露
国
と
英
国
の
首

都
の
ど
ち
ら
が
中
国
よ
り
遠
い
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

魏
源
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
批
判
し
、
外
夷
を
制
す
る
た
め
に
は
夷

情
を
知
る
こ
と
が
第
一
で
あ
り
、
夷
情
を
知
る
た
め
に
は
ま
ず
翻
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

館
を
た
て
裏
書
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
彼
が
「
何
を
以

て
か
昔
人
海
図
の
書
と
異
ら
ん
。
臼
。
彼
皆
中
土
人
を
以
っ
て
西
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
謳
る
。
此
れ
則
ち
西
洋
人
を
以
っ
て
西
洋
を
干
る
也
。
」
と
の
べ

た
の
は
、
中
華
的
独
断
に
賑
い
る
こ
と
な
く
、
客
観
的
科
学
的
に
世

界
知
識
を
求
め
ん
と
し
た
彼
の
意
思
の
表
現
で
あ
っ
た
。
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こ
分
書
の
中
で
彼
が
研
究
の
力
点
を
お
い
た
の
は
、
東
南
洋
各
国

と
英
国
で
あ
っ
た
。
東
南
洋
史
地
に
注
臼
し
た
の
は
、
英
国
の
爽
南

ア
ジ
ア
侵
略
の
経
過
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
の
範
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ト
ナ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ル
マ

た
め
で
あ
っ
た
。
特
に
越
南
の
阿
片
厳
禁
策
を
賛
隣
し
、
緬
旬
が
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ト
ナ
ム

兵
を
拒
ん
だ
史
実
と
、
安
南
の
札
船
が
英
魂
を
打
破
し
た
史
実
と
共

に
重
視
し
て
い
る
。
彼
は
「
西
洋
水
養
父
船
海
内
外
に
敵
す
る
者
な

し
。
抑
、
五
行
迭
に
相
克
し
、
陰
陽
迭
に
相
勝
す
る
を
知
ら
ば
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

下
制
す
可
か
ら
ざ
る
の
物
あ
ら
ん
や
。
」
と
の
べ
、
侵
略
者
の
船
器

が
強
く
て
も
、
中
国
人
民
が
団
結
す
れ
ば
打
破
で
き
な
い
こ
と
は
な

い
と
い
う
。
次
に
彼
は
本
書
で
南
洋
・
西
南
洋
・
小
西
洋
・
北
洋
・
外

大
西
洋
の
各
巻
を
叙
述
す
る
目
的
は
、
す
べ
て
西
洋
を
研
究
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

め
で
あ
り
、
更
に
「
西
洋
を
志
す
は
正
に
英
吉
利
を
志
す
所
以
な
り
。
」

と
の
べ
て
、
こ
の
書
研
究
の
眼
目
が
英
国
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
彼
は
英
国
が
当
時
中
国
の
当
面
の
敵
で
あ
り
、
そ
の
国

が
欧
州
・
全
世
界
で
最
も
強
大
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
中
国
は
何

を
さ
て
お
い
て
も
、
こ
の
国
の
地
形
を
知
り
、
そ
の
事
情
を
知
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
ま
ず
英
国
が
こ
の
よ
う
な
強

大
な
国
家
に
な
っ
た
所
以
を
出
’
5
察
す
る
。
　
「
意
大
里
・
裂
け
て
豊
国

と
な
り
て
よ
り
、
教
は
存
す
と
錐
も
、
富
強
は
競
わ
ず
。
是
に
お
い

て
仏
軍
機
、
英
吉
利
代
り
て
興
る
ひ
而
し
て
英
吉
利
尤
も
熾
ん
な
り
。

教
を
行
う
を
務
め
ず
し
て
専
ら
買
を
行
う
。
且
、
賢
を
行
う
を
佐
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
に
以
っ
て
兵
を
行
う
。
兵
質
相
年
り
て
遂
に
雄
た
り
。
」
と
の
べ
、

商
工
業
の
発
展
が
富
強
の
原
因
で
あ
り
、
対
外
植
民
・
貿
易
活
動
を

す
る
に
当
っ
て
、
軍
事
力
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

更
に
「
蓋
し
四
海
の
内
、
そ
の
帆
楕
到
ら
ざ
る
所
な
し
。
凡
そ
有
土

有
人
の
処
、
患
部
柏
度
し
て
、
そ
の
精
華
を
駿
削
す
る
を
思
わ
ざ
る

　
⑳

な
し
。
」
と
の
べ
、
英
国
の
進
出
に
警
戒
の
念
を
も
つ
。
　
こ
れ
に
対

抗
す
る
意
味
で
、
彼
は
南
洋
華
僑
勢
力
に
注
目
し
て
、
　
「
国
朝
互
市

諸
番
、
西
北
洋
に
在
る
者
は
皆
軍
船
来
市
な
り
。
惟
、
南
洋
は
則
ち

　
　
　
　
⑳

華
船
往
謝
す
。
」
と
の
べ
、
国
家
は
彼
等
に
も
っ
と
積
極
的
な
援
助

を
与
え
る
べ
き
だ
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
行
買
と
行
瀬
、
す
な
わ
ち
経
済
力
と
軍
事
力
の
重
要

性
を
認
識
し
た
魏
源
は
、
そ
こ
か
ら
更
に
清
朝
独
裁
君
主
制
度
と
違

っ
た
近
代
資
本
主
義
民
主
政
体
に
も
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す

な
わ
ち
彼
は
仏
の
援
助
に
よ
り
世
界
最
強
国
・
英
国
よ
り
独
立
し
た

米
国
を
賛
美
す
る
と
共
に
、
そ
の
政
体
が
共
和
政
体
で
あ
る
こ
と
に

注
目
す
る
。
こ
こ
か
ら
彼
は
、
百
巻
本
の
序
で
「
墨
利
加
北
州
の
部

落
を
以
っ
て
君
長
に
代
る
に
至
り
て
は
、
其
の
章
程
幾
世
に
下
し
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て
弊
無
か
る
愛
し
。
」
と
の
べ
、
そ
の
聯
邦
制
度
を
賛
美
し
、
こ
の

よ
う
な
制
度
を
支
え
る
基
盤
が
、
英
国
の
支
配
か
ら
独
立
し
た
「
武
」

と
、
そ
の
際
、
仏
の
援
助
を
要
請
し
た
「
智
」
と
、
選
挙
に
よ
り
為

政
老
を
選
ぶ
「
公
」
と
、
議
事
聴
訟
・
選
官
憲
賢
な
ど
す
べ
て
の
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

で
民
衆
の
意
思
が
反
映
さ
れ
る
「
周
」
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
ヨ

…
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
て
は
ス
イ
ス
の
共
和
政
治
に
注
目
し
、
一
百
巻
の

中
で
、
　
「
朝
綱
に
至
り
て
は
、
君
位
を
設
け
ず
、
惟
、
官
長
貴
族
等

を
立
て
国
務
を
理
む
る
を
為
す
。
」
と
の
べ
、
　
こ
の
よ
う
な
ス
イ
ス

を
「
西
土
の
桃
花
源
」
と
激
賛
し
て
い
る
。
こ
の
頃
の
魏
源
は
、
三

富
貴
族
官
僚
の
特
権
の
み
を
保
証
す
る
清
朝
独
裁
他
主
体
制
に
懐
疑

の
念
を
も
ち
、
中
小
地
主
宮
僚
を
母
胎
と
す
る
満
室
連
合
政
権
の
構

想
が
め
ば
え
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
「
下
情

上
達
」
に
最
適
の
政
治
形
態
と
し
て
の
共
和
制
が
、
彼
に
と
っ
て
検

討
に
値
い
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一
廓
万
民
の
儒
教
理

念
に
よ
り
支
配
が
貫
徹
さ
れ
て
い
た
当
時
の
王
朝
体
制
の
も
と
に
お

い
て
、
彼
の
よ
う
な
発
想
そ
の
も
の
が
異
端
に
属
し
た
が
、
こ
の
よ

う
な
異
端
を
生
み
出
す
契
機
が
、
内
外
共
に
正
に
準
備
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
。
　
「
夷
の
長
技
を
師
と
す
る
」
と
彼
が
言
っ
た
時
、
そ
れ
は
必

ず
し
も
夷
の
軍
事
力
・
産
業
力
の
み
に
限
定
さ
れ
ず
、
夷
の
政
治
・

社
会
体
制
も
含
ま
れ
て
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
彼
が
諸
外
国
と
対
抗
す
る
策
と
し
て
著
し
た
「
細
江
篇
」
を

分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
彼
の
海
防
論
を
の
べ
よ
う
。
　
「
簿
海
篇
」
は

「
足
守
」
・
「
議
戦
」
・
「
議
款
」
の
三
大
項
目
に
分
け
ら
れ
る
。
ま

つ
「
議
守
」
の
項
で
彼
は
、
　
「
外
洋
を
守
る
は
海
口
を
守
る
に
如
か

ず
。
田
口
は
内
河
を
守
る
に
如
か
ず
。
」
と
の
べ
、
敵
を
内
河
に
導

い
て
官
民
協
力
し
て
圧
倒
的
な
力
で
撃
滅
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

更
に
彼
は
「
客
兵
を
調
す
る
は
土
兵
を
逸
す
る
に
如
か
ず
。
水
師
を

調
す
る
は
水
勇
を
練
す
る
に
如
か
ず
。
」
と
の
べ
、
客
兵
に
替
っ
て

土
兵
、
水
師
に
代
っ
て
水
勇
を
採
用
す
る
こ
と
を
あ
げ
、
そ
の
理
由

と
し
て
農
兵
・
水
勇
は
土
地
の
事
情
に
く
わ
し
く
自
衛
意
識
は
強
い

が
、
他
者
の
兵
は
い
ざ
と
い
う
時
に
は
間
に
あ
わ
な
い
し
自
衛
意
識

　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
も
か
け
る
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
簿
鮪
の
策
も
、
沿
海
の
民
に
二

藍
・
銀
鉱
開
採
を
許
し
現
地
で
ま
か
な
う
よ
う
に
す
れ
ば
、
兵
餉
の

不
足
を
患
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

　
次
に
「
議
戦
」
の
項
で
は
、
　
「
夷
の
仇
国
を
心
し
て
以
っ
て
夷
を

攻
め
、
夷
の
長
技
を
師
と
し
て
以
っ
て
夷
を
制
す
。
」
と
の
べ
、
二

一
英
国
を
攻
略
す
る
方
法
と
し
て
、
印
度
で
英
国
と
対
立
し
て
い
る

グ
ル
カ
と
露
国
の
力
を
利
用
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
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露
国
と
中
国
の
属
国
グ
ル
カ
が
東
西
か
ら
印
度
に
進
入
す
る
な
ら
ば
、

英
国
の
印
度
支
配
は
弱
ま
り
、
中
国
侵
入
の
余
裕
が
な
か
っ
た
だ
ろ

う
と
考
え
る
。
ま
た
対
世
貿
易
を
め
ぐ
っ
て
、
英
国
と
対
立
し
て
い

る
仏
米
の
力
を
利
用
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
。
す
な
わ

ち
、
罷
市
以
後
、
英
国
が
兵
艘
を
も
っ
て
諸
国
を
防
遇
し
て
互
市
を

許
さ
な
い
も
の
だ
か
ら
、
各
国
は
皆
、
英
国
を
怨
ん
で
い
た
。
そ
の

時
な
ら
中
国
か
ら
両
国
に
働
き
か
け
共
同
し
て
英
国
の
南
印
度
を
攻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ャ
ム
　
ベ
ト
ナ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ン
か
ぶ
　
ル

略
さ
せ
、
更
に
属
国
の
指
南
と
安
南
を
連
合
さ
せ
て
新
嘉
言
を
攻
略

さ
せ
た
ら
、
英
国
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
と
い
う
。
し
か
し
款

（
条
約
）
が
な
っ
た
今
で
は
事
情
が
変
っ
た
の
で
、
中
国
は
進
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

夷
の
長
技
を
と
り
い
れ
、
軍
事
力
を
増
強
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
夷
の
長
技
と
し
て
①
戦
艦
②
火
器
③
養
兵
練
兵
の
法
を
あ
げ

て
い
る
。
彼
は
最
初
は
「
造
炮
は
二
三
に
如
か
ず
、
造
舟
は
繋
舟
に

　
　
㊧

如
か
ず
。
」
と
の
べ
、
船
炮
は
外
国
よ
り
墨
入
す
べ
き
こ
と
を
主
張

し
て
い
た
が
、
後
に
な
っ
て
「
請
う
、
広
東
虎
門
外
の
沙
角
大
角
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

処
に
お
い
て
、
造
船
廠
一
・
火
器
局
一
を
置
か
ん
」
と
の
べ
、
西
洋

の
技
術
者
を
招
い
て
、
造
船
・
造
炮
の
技
術
を
学
ば
ん
こ
と
を
提
唱

し
て
い
る
。
更
に
「
我
に
鋳
造
の
局
譜
ら
ば
、
則
ち
麻
紙
の
技
巧
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

習
ひ
、
＝
一
二
後
、
必
ず
し
も
再
び
外
夷
に
仰
鈍
せ
ず
。
」
と
の
べ
、

ま
た
「
沿
海
商
民
の
倣
い
て
廠
局
を
設
け
、
以
っ
て
雨
隠
を
造
り
て

或
い
は
自
用
し
、
或
い
は
出
鯵
す
る
者
有
ら
ば
之
を
聴
す
。
官
の
戦

艦
火
器
局
を
修
す
る
が
如
き
は
、
則
ち
止
だ
奥
東
に
立
つ
る
を
需
め
、

造
成
の
後
、
各
岸
に
駿
往
無
事
紛
設
せ
ん
」
と
の
べ
た
が
、
こ
の
よ

う
に
ま
ず
宮
営
に
よ
り
軍
需
工
業
を
起
し
、
の
ち
民
間
に
移
行
せ
ん

と
す
る
彼
の
策
は
、
資
本
主
義
経
済
を
育
成
せ
ん
と
す
る
思
想
の
あ

ら
わ
れ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
罵
言
の
先
進
的
な
思
想

に
対
し
て
、
当
時
守
旧
派
官
僚
は
外
国
の
兵
器
を
「
奇
技
淫
巧
」
と

の
べ
、
そ
の
長
技
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
魏
源
は
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
反
論
し
て
、
「
有
用
の
者
は
即
ち
奇
技
に
し
て
淫
巧
に
あ
ら
ず
。
」

と
の
べ
た
が
、
こ
の
論
争
は
洋
務
運
動
期
に
お
い
て
も
く
り
か
え
し

行
な
わ
れ
、
変
法
論
者
課
嗣
同
を
し
て
、
　
「
而
し
て
迂
儒
、
容
疑
機

器
を
観
て
濫
悪
を
辮
ぜ
ず
、
一
に
舐
る
に
奇
技
淫
巧
を
以
て
す
。
其

れ
果
し
て
実
用
あ
る
を
見
る
に
及
ぶ
や
、
則
ち
義
に
侯
り
て
言
を
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
、
別
に
一
説
を
為
し
て
曰
く
、
民
と
利
を
争
は
ん
」
と
の
べ
、
中

国
の
根
強
い
科
学
技
術
蔑
視
の
感
情
と
、
保
守
的
な
官
僚
垂
直
の
欠

点
を
指
摘
す
る
。

　
次
に
彼
は
「
櫛
引
」
の
項
で
、
　
「
互
市
の
外
国
を
聴
す
に
早
言
を

以
て
し
、
鴉
片
初
約
を
持
す
る
に
通
市
を
以
て
す
。
」
と
の
べ
、
阿
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片
貿
易
は
厳
禁
し
て
も
正
常
な
貿
易
は
発
展
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
「
款
」
の
字
の
意
味
だ
が
、
漏
友
王
氏
の
説
明
に
よ
る
と
、

南
京
条
約
の
締
結
を
清
朝
政
府
は
「
養
鯉
就
撫
」
と
し
た
が
、
発
源

は
「
撫
」
と
「
和
」
の
間
の
「
款
」
字
を
用
い
た
点
に
注
目
し
て
い

⑪る
。
阿
片
戦
争
の
敗
北
に
か
か
わ
ら
ず
、
清
朝
政
府
は
い
ま
だ
に

「
撫
」
字
を
用
い
、
相
手
を
朝
貢
国
扱
い
し
て
い
た
が
、
魏
源
は

さ
す
が
に
こ
の
条
約
の
重
要
性
を
認
識
し
、
今
後
、
中
国
は
否
応
な

し
に
国
際
貿
易
の
舞
台
に
引
き
こ
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
洞
察
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
貿
易
を
欲
す
る
諸
外
国
の
力
関
係
を
利
用
し
て
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

国
の
利
益
と
安
全
を
は
か
る
と
い
う
の
が
「
款
」
で
あ
っ
た
。
彼
は

英
国
が
道
光
年
間
に
な
っ
て
貿
易
の
拡
大
に
積
極
的
に
な
っ
て
き
た

状
勢
を
適
確
に
把
握
し
、
そ
の
背
景
に
自
由
主
義
経
済
の
発
展
を
洞

察
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
英
国
で
は
道
光
十
三
年
目
一
八
三
三
）
か
ら
、

国
王
の
保
護
下
に
あ
っ
て
貿
易
を
独
占
し
て
い
た
公
司
（
東
イ
ン
ド
会

社
）
よ
り
、
自
由
貿
易
に
よ
り
利
を
競
う
散
商
（
自
由
商
人
）
に
貿
易
の

実
権
が
移
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
局
は
国
富
・
民
生
に
利
し
た
と
指

摘
す
る
。
こ
こ
で
彼
は
目
を
中
国
に
転
じ
て
、
英
国
の
公
司
と
同
じ

よ
う
な
弊
害
を
も
つ
「
十
三
家
洋
行
」
に
替
っ
て
、
自
由
営
業
を
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

む
散
書
の
権
利
を
国
塚
は
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
。
か
く
し
て
彼
は

政
府
に
保
護
さ
れ
た
一
部
の
大
商
人
が
商
業
の
利
益
を
独
占
す
る
時

代
か
ら
、
商
業
を
よ
り
多
く
の
人
に
解
放
し
て
自
由
に
取
引
を
や
ら

せ
、
そ
こ
か
ら
新
税
を
徴
す
方
向
が
世
界
の
大
勢
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
。

　
以
上
彼
は
阿
片
戦
争
後
の
対
外
政
策
に
関
す
る
基
本
的
構
想
を
提

示
し
た
が
、
こ
の
構
想
を
具
体
化
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
人
心
を
一
新

し
国
内
体
制
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
彼
は
「
春
秋
の
義
、

内
を
治
す
る
に
詳
…
…
外
を
案
ず
る
に
略
…
…
林
公
横
流
潰
決
に
処

す
る
の
余
り
、
奮
然
中
国
の
積
層
を
除
か
ん
と
欲
す
。
而
し
て
卒
に

沿
海
の
大
患
を
激
う
。
…
…
誠
に
能
く
暫
く
里
宮
の
操
切
を
寛
に
し
、
、

以
っ
て
水
師
の
武
備
を
整
え
、
尽
く
海
関
の
侵
索
を
除
き
、
以
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

遠
人
の
感
温
を
麗
が
ん
。
」
と
の
べ
、
林
則
徐
が
阿
片
厳
禁
を
実
施

す
る
た
め
、
国
内
体
綱
が
十
分
整
っ
て
い
な
い
時
点
で
、
　
「
船
貨
没

　
　
　
　
　
㊤

官
、
人
即
正
法
」
の
処
置
を
と
り
、
英
．
国
と
業
火
を
交
え
た
の
は
早

急
の
計
で
あ
っ
た
と
す
る
。
国
内
整
備
の
一
つ
に
海
関
対
策
が
あ
る
。

魏
源
は
洋
人
が
不
正
な
手
段
で
中
国
の
富
を
去
る
こ
と
に
対
し
て
は

憤
っ
た
が
、
同
時
に
海
関
が
好
悪
食
利
・
増
税
の
強
行
等
で
外
国
の

懸
を
引
写
し
て
い
た
妻
に
注
目
し
、
関
税
を
改
進
す
る
べ
き
㈹

だ
と
い
う
。
ま
た
阿
片
禁
止
を
徹
底
す
る
為
に
、
期
三
月
を
限
っ
て
　
価



成
煙
し
、
不
愚
者
は
賞
す
る
よ
う
に
す
る
と
、
大
部
分
の
卑
湿
は
阿

片
を
止
め
る
だ
ろ
う
。
絶
せ
ら
れ
た
老
に
再
び
三
月
を
限
っ
て
戒
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

そ
れ
で
も
守
ら
な
い
者
は
流
す
べ
き
だ
と
い
う
。
更
に
阿
片
輸
入
を

強
行
す
る
英
夷
と
の
衝
突
に
備
え
て
、
国
内
の
防
禦
体
制
の
整
備
を

早
急
に
や
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
た
と
え
械
闘
・
好
民
・

受
払
の
類
で
も
官
兵
に
採
用
す
べ
き
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
彼
等
で

も
郷
土
防
衛
の
任
務
を
与
え
た
ら
、
責
任
を
も
っ
て
外
国
の
侵
略
を

く
い
と
め
る
だ
ろ
う
か
ら
、
政
府
に
と
っ
て
は
一
石
二
鳥
だ
と
み
る
。

こ
れ
は
林
則
徐
も
同
意
見
で
あ
り
、
英
国
の
侵
入
に
備
え
て
の
沿
海

防
衛
は
、
　
「
惟
、
好
を
以
っ
て
妊
を
治
し
、
毒
を
以
っ
て
毒
を
攻
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
に
有
る
の
み
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
当
時
官
兵
が
腐
敗
堕
落
し
戦

力
に
な
ら
な
い
傾
向
が
み
え
始
め
、
郷
村
で
は
自
衛
組
織
が
生
れ
つ

つ
あ
り
、
こ
れ
ら
が
阿
片
戦
争
中
、
英
軍
と
尤
も
勇
敢
に
戦
っ
た
。

三
元
里
の
戦
い
の
主
役
で
あ
る
「
平
英
団
」
に
関
し
て
従
来
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

郷
紳
の
指
導
と
す
る
説
と
、
果
徒
を
も
含
め
た
も
っ
と
広
範
な
人
民

　
　
　
　
⑪

層
と
み
る
説
と
が
あ
る
が
、
当
時
の
開
明
士
大
夫
が
、
抗
英
運
動
の
推

進
役
と
し
て
果
徒
を
含
む
広
範
な
人
民
幣
を
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
ら
み
て
、
後
者
の
見
解
が
妥
当
な
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
民

の
反
英
抗
争
を
林
業
徐
は
理
解
し
、
戦
力
に
採
用
し
よ
う
と
し
た
が
、

彼
の
革
思
立
、
就
任
し
た
埼
善
・
突
山
は
「
繋
れ
露
華
は
防
竃
よ
り
甚

だ
し
。
此
等
奴
三
等
の
所
謂
患
は
外
に
在
ら
ず
し
て
内
に
在
る
は
此

　
⑫

れ
也
。
」
と
の
べ
、
広
東
人
を
取
締
る
こ
と
の
方
が
税
関
を
防
ぐ
よ
り

大
事
だ
と
考
え
、
広
東
人
を
弾
圧
し
て
結
局
彼
等
を
英
国
側
に
走
ら

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
英
国
は
こ
の
よ
う
な
状
勢
を
適
確
に
把
握
し
、

清
朝
政
府
と
民
衆
の
離
間
を
計
っ
た
。
魏
源
は
、
町
民
を
化
し
て
好

民
と
し
、
義
民
を
劣
り
て
頑
民
と
し
た
の
は
、
す
べ
て
政
府
の
対
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

政
策
の
失
敗
に
帰
し
て
い
る
。
政
府
部
内
で
は
体
制
維
持
を
図
る
守

旧
派
官
僚
の
勢
力
が
、
開
明
士
人
階
級
を
基
盤
と
す
る
改
革
派
官
僚

を
圧
倒
し
て
お
り
、
政
策
の
転
換
は
容
易
に
な
し
得
な
か
っ
た
。
兵

制
に
お
い
て
も
八
旗
・
緑
営
制
に
基
づ
く
官
兵
が
ま
だ
有
力
で
あ
り
、

団
練
な
ど
の
民
兵
は
あ
く
ま
で
附
随
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
し
て

や
魏
源
の
と
く
教
徒
を
も
含
む
国
民
皆
兵
的
な
思
想
は
論
外
で
あ
っ

た
。
彼
の
議
守
策
に
み
ら
れ
る
防
衛
方
法
は
、
一
種
の
ゲ
リ
ラ
作
戦

で
あ
り
、
軍
器
の
劣
る
人
民
の
防
衛
方
法
と
し
て
は
、
尤
も
適
確
な

手
段
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
民
の
力
を
積
極
的
に
利
用
し
よ
う

と
し
た
彼
の
主
張
は
、
結
局
は
そ
の
階
級
的
基
盤
を
擁
護
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
阿
片
戦
争
に
直
面
し
た
魏

源
の
尤
も
重
要
な
問
題
は
、
自
己
の
階
級
基
盤
を
守
る
と
い
う
こ
と
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魏源経世思想考（大谷）

よ
り
も
い
中
園
を
聾
敵
か
ら
写
る
と
レ
う
こ
と
で
あ
ヶ
た
。
私
は
こ

の
点
を
吟
味
す
る
た
め
、
彼
が
晩
年
に
著
し
た
『
歴
史
新
篇
』
に
つ

ぎ
一
応
の
解
説
を
試
み
て
み
よ
う
。

　
彼
が
元
史
を
研
究
す
る
に
至
っ
た
動
機
は
、
　
『
海
国
雄
志
』
の
完

成
の
途
上
、
元
史
に
当
っ
て
み
る
と
粗
末
な
こ
と
が
わ
か
り
、
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
資
料
に
基
づ
い
て
こ
の
書
を
作
っ
た
と
あ
る
。
元
史
研
究
は
既
に

乾
隆
中
期
頃
よ
り
始
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
単
な
る
考
証
の
域
よ
り

出
て
、
辺
境
の
地
誌
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
傾
向
が
み
え
始
め

る
の
は
道
光
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
先
駆
老
は
藍
鼠
で
あ
っ

た
。
彼
は
『
海
国
心
志
』
に
元
代
覆
面
図
を
付
説
し
た
が
、
そ
の
理

由
は
元
の
領
域
と
帝
国
発
展
に
貢
献
し
た
武
人
を
記
す
こ
と
で
あ
っ

⑯た
。
元
の
領
域
を
記
す
こ
と
、
こ
れ
は
清
朝
の
領
域
保
金
に
役
立
つ

こ
と
で
あ
り
、
武
人
の
こ
と
を
記
す
こ
と
は
、
清
朝
軍
人
の
志
気
を

昂
揚
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
元
応
研
究
が
純
粋
な
学
問
的
分
野

よ
り
出
で
て
経
世
に
資
す
る
も
の
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
域
外
の
地
理
研
究
が
盛
ん
と
な
っ
て
き
た
の
も
、
露
国

と
国
境
を
接
す
る
清
朝
に
と
っ
て
、
国
境
地
理
学
が
時
代
の
脚
光
を

あ
び
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
魏
源
に
は
亦
「
俄
羅
斯
盟
蒔
絵
」
な
る

一
文
が
あ
り
、
康
乾
以
来
の
中
俄
交
渉
事
蹟
を
詳
細
に
記
し
て
い
る

の
も
い
ま
さ
に
国
境
問
題
に
関
す
る
彼
の
認
識
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え

　
⑰

よ
う
。
呉
沢
氏
は
魏
源
が
『
元
史
新
篇
』
を
書
い
た
の
は
、
元
が
ほ
ろ

ん
だ
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
清
朝
統
治
者
を
教
戒
す
る
た
め

で
あ
軸
と
述
べ
て
い
る
が
・
こ
れ
は
妥
当
な
見
解
と
思
先
た
だ
彼

が
更
に
民
心
が
臼
々
増
し
て
い
く
形
勢
下
に
あ
っ
て
、
光
源
が
農
民

革
命
に
対
処
す
る
た
め
の
満
漢
地
主
連
合
政
権
を
建
立
す
る
こ
と
を

望
ん
で
い
た
の
で
、
こ
の
書
を
あ
ら
わ
し
た
と
の
べ
て
い
る
の
は
言

い
す
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
が
思
う
に
、
魏
源
に
は
ま
ず
「
ナ

シ
ョ
ナ
ル
」
な
問
題
に
ど
う
対
処
す
る
か
が
先
決
で
あ
り
、
　
『
元
史

新
編
』
の
意
図
も
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
確
固
珍
は
「
新

麗
置
省
議
」
を
著
し
、
新
春
省
の
設
置
と
開
拓
と
移
民
を
主
張
し
、

魏
源
も
亦
「
軍
情
話
」
の
中
で
新
麗
の
屯
田
方
式
を
、
辺
境
地
帯
に

実
施
せ
ん
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、
開
明
的
士
大
夫
に
と
っ
て
は
、

東
南
の
海
防
と
共
に
西
北
の
歴
史
地
理
研
究
・
開
拓
が
重
要
な
課
題

と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
彼
の
露
国
に
関
す
る
姿
勢
は
、
最

初
は
先
述
し
た
ご
と
く
共
に
英
国
の
進
出
を
警
戒
す
る
も
の
と
し
て

友
好
的
な
見
方
を
示
し
て
い
る
。
道
光
二
十
六
年
（
一
八
四
六
）
ま
で

の
露
国
は
確
か
に
そ
の
侵
略
の
ほ
こ
先
を
中
東
に
向
け
て
い
た
の
で
、

中
国
に
対
す
る
圧
力
は
少
な
か
っ
た
が
、
以
後
ニ
コ
ラ
イ
一
世
は
極
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東
膨
張
策
を
復
活
し
、
こ
の
年
コ
ズ
ロ
フ
探
険
隊
は
黒
龍
江
口
を
探

測
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
露
国
の
動
き
は
直
ち
に
憂
国
の
士
大
夫

の
感
知
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
晩
年
彼
が
辺
境
地
理
学
に
目
を
向
け

る
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
さ
て
魏
源
の
海
防
思
想
が
そ
の
時
代
と
後
世
の
中
国
人
に
与
え
た

影
響
に
つ
い
て
は
、
既
に
王
家
倹
・
呉
沢
両
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
特
に
そ
の
「
魚
油
長
技
」
と
「
以
夷
攻
夷
・
以
夷
款
夷
」
の

策
に
つ
い
て
の
評
価
を
中
心
と
し
て
の
べ
よ
う
。
「
師
夷
長
技
」
の
策

は
薦
桂
芥
の
称
賛
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
漏
馬
券
自
身
「
製
洋
器
議
」

を
作
成
し
て
魏
源
の
説
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。
濡
桂
苓
は
中
国
の
自

照
を
図
る
為
に
は
、
夷
の
洋
器
を
師
と
す
る
以
外
に
道
は
な
い
と
し
、

そ
の
た
め
に
広
東
・
上
海
に
「
翻
訳
公
所
」
を
設
け
て
、
近
郡
の
下

面
の
文
筆
を
選
ん
で
、
西
人
か
ら
は
諸
国
階
層
文
字
を
学
習
さ
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

国
人
か
ら
は
経
史
等
の
学
や
数
学
を
学
習
さ
せ
る
と
い
う
構
想
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
構
想
は
一
部
洋
務
派
官
僚
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と

な
り
、
北
京
同
文
館
や
上
海
広
方
言
館
の
設
立
、
江
南
製
造
局
や
予

州
造
船
が
創
造
せ
ら
れ
た
。
洋
務
派
官
僚
は
、
概
し
て
重
心
の
こ
の

策
に
は
共
鳴
し
て
い
た
。
左
漁
業
は
「
重
刊
海
国
概
論
賊
」
を
著
し
、

魏
源
の
思
想
の
影
響
に
就
い
て
「
書
成
り
、
馬
子
残
後
廿
載
、
事
局

故
の
如
し
。
然
れ
ど
も
同
幽
間
、
福
建
に
局
を
設
け
て
輪
船
を
造
り
、

立
中
、
華
匠
を
用
い
て
槍
炮
を
製
す
。
其
長
も
亦
、
や
や
、
西
人
と
等

⑳し
」
と
の
べ
て
い
る
。
ま
た
張
之
洞
は
「
近
代
郡
陽
動
源
・
道
光
の

季
に
於
い
て
、
外
国
各
書
・
各
新
聞
紙
報
を
訳
し
て
海
国
図
志
を
つ
く

る
。
滞
れ
中
国
の
西
政
を
知
る
の
始
め
な
り
。
南
海
薦
燐
光
、
同
治
の

季
に
於
い
て
上
海
道
に
官
た
る
時
、
方
言
館
を
創
設
し
て
西
書
数
十

種
を
訳
す
。
こ
れ
中
国
の
西
学
を
知
る
の
始
め
な
り
…
…
洵
に
皆
所

　
　
　
　
　
⑧

謂
豪
傑
之
士
也
。
」
と
の
べ
魏
源
と
漏
温
光
を
開
明
思
想
の
先
駆
者

と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
洋
並
々
官
僚
の
み
な
ら
ず
、
変
法
論
者
に

お
い
て
も
康
有
為
等
の
ご
と
く
こ
の
書
の
西
方
諸
国
紹
介
の
部
分
に

関
心
を
示
し
て
い
る
。
康
有
為
は
「
乃
ち
復
『
海
国
図
志
』
『
詠
唱

志
略
』
等
書
を
閲
し
、
漸
く
西
学
の
書
を
収
め
て
西
学
を
進
む
る
の

　
　
　
　
＠

基
礎
と
な
す
。
」
と
の
べ
、
ま
た
、
平
曲
超
は
「
魏
源
・
海
国
図
志

を
著
し
、
夷
の
長
技
を
師
と
し
て
以
っ
て
夷
を
制
す
る
の
説
を
偶
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

林
俗
受
の
創
め
て
西
報
を
訳
す
は
、
実
に
変
法
の
萌
芽
た
り
。
」
と

の
べ
、
魏
源
を
変
法
運
動
の
先
駆
者
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
彼
の
「
師
夷
長
技
」
の
策
は
、
富
国
強
兵
の
中
国
を

建
設
す
る
場
合
の
洋
務
・
変
法
運
動
に
お
け
る
一
つ
の
目
標
と
し
て

設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
策
の
解
釈
に
お
い
て
洋
愚
論
と
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変
法
論
で
は
相
違
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
「
中
体
畳
用
論
」

に
基
づ
き
、
た
だ
外
国
の
軍
事
・
産
業
技
術
の
導
入
の
み
に
専
念
す

る
の
に
対
し
、
後
老
に
な
る
と
そ
の
よ
う
な
洋
務
は
枝
葉
で
あ
り
、

根
本
は
制
度
の
変
革
に
あ
り
と
し
、
そ
の
模
範
を
西
洋
の
諸
制
度
に

求
め
ん
と
す
る
。
か
く
し
て
魏
源
の
「
師
夷
長
技
」
の
策
に
は
、
の

ち
の
洋
務
・
変
法
論
へ
発
展
す
る
思
想
が
萌
芽
的
に
包
含
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
策
の
内
容
が
幼
稚
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
点
に
お
い
て
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
以
営
内
夷
」
の
策
は
流
動
化
す
る
国
際
関
係
を
み
る

視
点
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
点
多
く
の
人
の
批
判
を
招
い

て
い
る
。
ま
ず
彼
と
同
時
代
の
差
上
は
、
魏
源
の
グ
ル
カ
・
露
国
・

仏
国
・
米
国
の
力
を
借
り
て
英
国
を
攻
略
す
る
方
法
の
誤
り
で
あ
る

点
を
指
摘
す
る
。
そ
の
理
由
は
四
年
目
中
国
の
思
い
通
り
に
命
を
奉

じ
な
い
し
、
か
り
に
四
国
が
出
兵
し
て
利
を
失
え
ば
（
英
夷
の
気
は

愈
々
揚
り
、
中
国
の
気
は
愈
々
挫
け
る
し
、
ま
た
四
国
が
一
戦
し
て

勝
て
ば
、
中
国
に
恩
を
き
せ
て
不
当
な
要
求
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

　
　
＠

と
い
う
。
こ
こ
に
管
長
は
、
魏
源
が
国
際
関
係
を
中
国
中
心
に
主
観

的
に
判
断
し
て
い
る
欠
点
を
指
摘
す
る
。
次
に
薦
桂
碁
に
な
る
と
、

や
は
り
魏
源
の
「
以
夷
攻
夷
」
策
を
酷
評
し
て
「
魏
字
源
繋
累
を
論
ず

る
に
、
其
れ
夷
を
以
っ
て
夷
を
攻
め
、
夷
を
以
っ
て
夷
を
塗
す
と
奪
う
。

語
言
文
字
の
通
ぜ
ず
、
往
来
聰
問
の
習
わ
ざ
る
を
論
ず
る
な
く
、
忽

ち
疏
を
以
っ
て
親
を
饗
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
万
と
し
て
行
な
う
可
か

ら
ず
。
且
、
是
れ
戦
国
を
以
っ
て
諸
夷
を
視
ん
と
欲
す
る
は
、
そ
の

　
　
　
　
ひ
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

情
事
大
い
に
俸
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
也
」
と
の
べ
、
戦
国
時
代
の

縦
横
家
的
セ
ン
ス
で
今
日
の
国
際
情
勢
を
み
る
非
を
指
摘
す
る
。
営

養
券
は
外
交
の
基
本
を
「
誠
」
・
「
理
」
・
「
信
」
に
置
い
た
が
、
こ

れ
と
て
も
列
強
の
帝
国
主
義
的
侵
略
外
交
に
は
通
用
し
な
い
概
念
で

あ
り
、
結
局
は
彼
自
身
述
べ
て
い
る
如
く
「
自
強
す
る
こ
と
能
は
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
て
、
徒
ら
に
誰
諦
を
逞
く
せ
ば
、
た
だ
、
敗
を
取
る
に
足
る
の
み
。
」

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
自
強
の
見
地
に
た
っ
て
魏
源

の
「
以
夷
攻
夷
」
策
を
批
判
し
た
の
は
護
嗣
同
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
鳴

呼
、
魏
氏
の
逢
う
所
、
　
今
日
よ
り
も
賢
な
る
こ
と
遠
し
。
　
其
時
最

も
患
う
る
所
の
者
は
英
の
み
。
俄
は
惟
に
患
な
き
の
み
な
ら
ず
、
且
、

実
る
に
以
っ
て
英
を
制
す
蓋
し
。
日
本
は
猶
、
中
華
の
教
に
服
す
…

…
今
は
則
ち
日
本
変
じ
て
警
笛
と
為
る
…
…
俄
日
益
々
富
強
に
し
て

中
国
を
凌
麗
し
、
而
し
て
中
国
の
辺
境
削
ら
る
突
。
…
…
然
ら
ば
則

ち
公
言
に
し
て
魏
氏
の
言
用
い
ざ
る
也
。
も
し
夷
を
以
っ
て
夷
を
攻

む
る
策
の
如
く
、
南
は
廓
鼻
熊
に
結
び
、
北
は
俄
羅
斯
に
思
し
、
剣
、
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印
度
に
及
び
、
兵
、
倫
敦
に
交
せ
ば
、
印
度
亡
び
、
倫
敦
幸
し
、
大

西
洋
諸
部
、
論
脊
以
っ
て
減
ぶ
。
是
に
於
い
て
俄
の
俄
だ
る
こ
と
今

よ
り
十
倍
に
し
て
、
助
撰
の
功
を
挾
み
て
、
無
異
の
略
を
責
む
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

国
能
く
此
に
堪
え
ん
乎
。
」
と
の
べ
、
日
露
の
脅
威
を
警
告
す
る
と

共
に
、
魏
源
に
そ
の
洞
察
の
な
か
っ
た
点
を
批
判
し
て
い
る
。
但
、

こ
の
半
弓
同
の
立
論
に
お
い
て
も
、
中
国
が
自
強
し
な
い
で
外
国
に

応
援
を
求
め
る
よ
う
な
外
交
政
策
は
、
　
「
一
朝
の
念
を
逞
し
て
百
年

の
憂
を
忽
に
し
、
眉
捷
の
利
に
規
っ
て
、
旋
踵
の
害
に
畏
し
」
と
い

っ
て
批
判
し
な
が
ら
、
変
法
避
難
を
や
る
た
め
に
は
、
中
国
に
毫
も

利
が
な
い
内
外
蒙
古
・
新
羅
・
西
蔵
・
青
海
を
英
俄
二
国
に
分
売
し

て
資
金
を
作
る
と
共
に
、
十
年
間
の
保
護
を
両
国
に
求
め
る
と
い
う

⑧策
を
の
べ
て
い
る
が
、
当
時
振
分
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
中
国

外
交
の
窮
余
の
一
策
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
結
局
の
所
帝
国
主

義
の
野
望
を
達
成
さ
せ
る
事
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
諜
嗣
同
が
魏

源
の
「
以
夷
攻
夷
」
の
策
の
欠
点
を
指
摘
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
代

案
と
な
る
と
必
ず
し
も
妥
当
な
見
解
が
得
ら
れ
な
い
苦
脳
が
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
康
有
為
・
諌
嗣
同
等
の
変
法
論
者
が
、
世
界
の
ど
の

国
よ
り
も
そ
の
変
法
の
効
果
を
感
知
し
た
の
は
日
本
で
あ
っ
た
。
か

っ
て
中
華
の
教
に
服
し
て
い
た
日
本
の
躍
進
ぶ
り
は
、
確
か
に
彼
等

に
と
っ
て
驚
異
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
こ
の
日
本
の
変
法
の
端
緒
と

な
っ
た
明
治
維
新
を
推
進
し
た
勤
皇
の
志
士
達
が
求
め
た
海
外
知
識

が
、
魏
源
の
『
海
国
図
志
』
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
接
し
た
時
、

中
国
の
変
法
論
者
は
改
め
て
こ
の
書
の
も
つ
意
義
を
認
識
し
た
。
梁

啓
明
は
「
魏
氏
海
国
図
南
は
国
民
対
外
の
観
念
を
奨
励
す
。
其
書
票

β
に
在
り
て
は
束
閣
覆
瓶
の
価
値
に
過
ぎ
ず
。
然
れ
ど
も
日
本
の
平

象
山
・
吉
田
松
陰
・
西
郷
隆
盛
華
、
皆
、
此
書
の
刺
激
す
る
所
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

り
、
間
接
以
っ
て
尊
撰
維
新
の
活
劇
を
演
ず
。
」
と
の
べ
て
い
る
。

阿
片
戦
争
の
敗
北
は
、
中
国
の
識
者
が
受
け
た
シ
ョ
ッ
ク
以
上
の
も

の
を
当
時
の
日
本
の
志
士
は
受
け
た
。
亜
州
第
一
の
大
国
で
あ
る
中

華
帝
国
を
攻
略
す
る
程
の
軍
事
国
家
が
そ
の
侵
略
の
ほ
こ
さ
き
を
日

本
に
向
け
た
な
ら
ば
、
日
本
は
容
易
に
征
服
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い

う
危
機
感
を
も
っ
た
志
士
は
、
外
国
の
軍
器
を
輸
入
し
て
軍
事
力
の

近
代
化
を
図
る
と
共
に
、
天
皇
制
絶
対
主
義
政
権
を
樹
立
す
る
方
向

を
模
索
し
始
め
た
。
　
こ
の
よ
う
な
幕
末
の
志
士
と
し
て
佐
久
間
象

山
・
吉
田
松
陰
等
が
著
名
で
あ
る
が
、
彼
等
は
い
ず
れ
も
魏
源
の
『
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

国
図
志
』
に
啓
蒙
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
。
　
『
海
国
図
志
』

は
ペ
リ
ー
来
航
の
翌
年
の
嘉
永
七
年
（
一
八
五
〇
）
に
日
本
に
再
び
輸

入
さ
れ
、
安
政
二
年
（
一
八
五
六
）
三
年
（
～
八
五
七
）
と
二
、
三
年
の
間
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に
訓
点
翻
刻
本
・
邦
訳
本
等
そ
の
公
刊
を
見
た
も
の
は
二
十
種
に
至

っ
た
。
そ
の
内
容
は
「
簿
海
篇
」
そ
の
他
英
国
の
東
洋
経
営
に
関
す

る
記
録
等
が
五
種
、
米
国
に
関
す
る
者
が
六
種
、
英
国
に
関
す
る
老

が
三
種
、
軍
国
・
露
国
・
仏
国
　
印
度
に
関
す
る
者
が
各
一
部
で
あ

り
、
日
本
に
最
初
に
開
国
を
要
求
し
た
米
国
と
、
阿
片
戦
争
に
勝
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
た
英
国
に
関
す
る
者
が
圧
倒
的
に
多
い
。
　
『
海
国
図
志
』
は
嘉
永

三
年
（
　
八
四
六
）
に
最
初
に
渡
来
し
た
三
部
が
、
御
楽
禁
の
文
句
が

あ
る
と
い
う
理
由
で
幕
府
に
よ
る
天
保
禁
書
の
厄
に
遭
っ
た
と
さ
れ

　
　
㊥

て
い
る
。
鎖
国
下
の
日
本
に
あ
っ
て
は
海
外
紹
介
の
書
た
る
本
書
が

幕
府
当
局
に
よ
っ
て
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
そ
れ
だ
け
幕
藩
体
制
に
か
わ
る
新
国
家
樹
立
を
め
ざ
す
志
士
達
に

と
っ
て
は
啓
蒙
の
書
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
。
日
本
の
志
士
達
は
、

こ
の
書
か
ら
啓
発
さ
れ
善
知
識
を
バ
ネ
と
し
て
西
洋
の
進
ん
だ
技
術
、

更
に
は
思
想
・
制
度
の
輸
入
を
断
行
し
て
近
代
国
家
と
し
て
の
第
一

歩
を
踏
出
す
の
に
成
功
し
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
中
国
で
は
こ
の

書
の
価
値
が
洋
務
派
官
僚
に
よ
り
見
出
さ
れ
る
の
は
十
数
年
を
経
過

し
て
か
ら
で
あ
る
。
中
国
の
官
僚
は
儒
教
体
制
と
因
習
に
執
着
し
て
、

新
知
識
を
素
直
に
取
り
い
れ
、
そ
れ
に
よ
る
い
か
な
る
根
本
的
改
革

を
行
な
う
こ
と
に
も
麟
帯
し
た
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
魏
源
の
思
想
に
は
、
の
ち
の
中
国
洋
務
－
変
法
運
動
の
種
子
と
な

っ
た
も
の
が
萌
芽
的
に
準
備
さ
れ
て
い
る
。
外
国
の
軍
事
力
の
優
越

性
を
素
直
に
認
め
、
そ
れ
を
輸
入
し
て
中
国
を
外
国
の
侵
略
か
ら
守

る
と
い
う
思
想
は
洋
務
運
動
に
な
っ
て
開
花
す
る
。
ま
た
清
朝
独
裁

君
主
体
制
の
矛
盾
を
認
識
し
て
、
中
小
地
主
官
僚
を
主
体
と
す
る
絶

対
主
義
国
家
を
模
索
す
る
思
想
は
変
法
運
動
に
連
っ
て
い
く
。
洋
務

と
変
法
、
こ
れ
は
近
代
国
家
を
め
ざ
す
十
九
世
紀
後
半
の
中
国
が
な

し
と
げ
ね
ば
な
ち
な
い
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
を
認
識
し
得
た

魏
源
の
思
想
は
偉
大
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
魏
源
は
林
則
徐
の
阿

片
厳
禁
策
を
支
持
し
た
が
、
然
し
単
な
る
観
念
的
な
排
外
主
義
潜
で

な
く
、
国
力
の
充
実
を
は
か
っ
て
外
国
の
侵
略
を
守
る
べ
き
だ
と
い

う
合
理
主
義
者
で
あ
る
。
そ
し
て
南
京
条
約
締
結
後
は
寧
ろ
欧
米
と

の
貿
易
を
積
極
的
に
進
め
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
に
転
換
し
て
お
り
、

所
謂
富
国
強
兵
が
彼
の
政
策
の
視
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
吾
々
は

幕
末
に
お
け
る
日
本
の
改
革
論
者
の
志
向
と
一
致
す
る
も
の
を
痛
感

す
る
。

　
と
こ
ろ
で
問
題
は
太
平
天
国
運
動
が
発
生
し
た
時
、
寸
心
が
団
練
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を
組
織
し
て
そ
の
侵
入
に
備
え
た
と
い
う
事
実
を
ど
う
み
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
新
中
国
で
は
、
魏
源
の
思
想
の
開
明

性
は
十
分
評
価
す
る
と
共
に
、
地
主
階
級
に
寄
与
し
て
人
民
の
闘
争

を
抑
圧
し
た
点
は
そ
の
限
界
で
あ
る
と
指
摘
し
、
改
良
主
義
路
線
と

し
て
い
る
。
知
県
と
し
て
自
己
の
管
轄
す
る
行
政
区
に
お
い
て
、
人

民
に
衣
糧
を
給
し
、
薬
品
を
与
え
、
書
院
・
義
学
を
設
け
、
水
利
を

興
し
、
減
賦
を
実
施
す
る
な
ど
地
方
行
政
の
向
上
に
尽
力
し
た
魏
源

が
、
太
平
天
国
と
い
う
反
体
制
運
動
に
直
面
し
た
時
、
郷
村
を
防
衛

す
る
た
め
に
団
練
を
作
り
、
そ
れ
と
積
極
的
に
抗
戦
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
当
時
、
郷
村
に
育
成
さ
れ
て
き
た

自
主
防
衛
機
構
と
し
て
の
団
練
に
つ
い
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

団
練
の
一
つ
の
側
面
は
、
白
蓮
教
の
乱
以
後
、
顕
著
に
な
っ
て
き
た

官
兵
の
弱
体
化
に
対
し
て
、
地
方
の
郷
紳
が
、
郷
村
を
自
主
的
に
防

衛
す
る
た
め
に
結
成
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
軍
事
の
み
な
ら
ず
経

済
（
包
隠
な
ど
の
徴
税
権
）
行
政
（
捕
納
な
ど
に
よ
り
地
方
官
の
ポ
ス

ト
を
得
る
）
の
面
で
も
権
限
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
地
方
分
権
的
要
素

を
生
じ
て
く
る
。
中
央
政
府
は
、
こ
れ
を
統
制
下
に
置
く
た
め
種
々

の
手
段
（
例
え
ば
行
政
面
で
は
保
甲
と
団
練
を
一
致
さ
せ
る
。
軍
事

面
で
は
団
練
が
武
器
を
も
つ
の
を
法
規
で
禁
止
す
る
猿
女
）
を
講
ず

る
が
、
必
ず
し
も
成
功
し
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
魏
源
等
の
一
部

開
明
的
地
方
官
・
郷
紳
ク
ラ
ス
の
め
ざ
し
て
い
た
の
は
、
地
方
で
の

経
済
開
発
（
鉱
山
童
謡
・
営
業
の
自
由
化
等
）
を
積
極
的
に
進
め
、

そ
れ
を
可
能
に
す
る
行
政
・
軍
事
機
構
の
確
立
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に

郷
村
で
は
宗
法
を
き
ず
な
と
し
て
そ
の
秩
序
の
再
建
が
進
め
ら
れ
、

一
方
、
一
再
・
吏
脊
の
勢
力
を
排
除
し
て
、
地
方
官
と
郷
村
を
直
結

し
、
官
民
一
体
と
な
っ
て
地
方
産
業
の
振
興
を
は
か
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
郷
村
秩
序
再
建
策
と
相
入
れ
な
い
太
平

天
国
な
ど
に
み
ら
れ
る
運
動
は
容
認
さ
れ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ

の
意
味
で
彼
は
中
小
地
主
、
商
人
階
級
の
擁
護
者
で
あ
り
農
民
運
動

の
抑
圧
老
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
最
後
に
癬
国
の
魏
源
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
『
海
国
図
志
』

を
中
心
と
し
た
海
防
論
の
立
場
か
ら
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、

魏
源
の
経
世
思
想
・
経
済
政
策
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
探
り
み
ら
れ
な

か
っ
た
。
然
し
筆
者
は
、
魏
源
の
経
世
思
想
の
構
造
を
解
明
す
る
こ

と
が
、
そ
の
経
済
政
策
を
と
く
こ
と
に
な
り
、
更
に
は
そ
の
海
防
論

を
も
明
ら
か
に
す
る
前
提
と
な
る
と
い
う
論
理
の
も
と
に
、
こ
の
小

論
を
展
開
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
①
拙
稿
前
述
の
論
文
参
照
。
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魏源経世思想考（大谷）

②
　
阿
片
戦
争
期
の
研
究
と
し
て
は
、
田
中
正
美
「
ア
ヘ
ン
戦
争
時
期
に
お
け
る
抵

　
抗
派
の
成
立
過
程
」
『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
の
研
究
』
参
照
。

③
『
海
国
図
志
』
に
関
す
る
研
究
書
は
多
い
が
、
そ
の
中
の
労
作
と
し
て
、
呉
沢
・

　
黄
麗
麗
「
魏
源
《
海
国
図
志
》
研
究
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
六
三
年
第
四
期
）
と

　
王
家
倹
『
魏
源
対
西
方
的
認
識
及
其
海
防
思
想
臨
が
著
名
で
あ
り
、
本
論
の
研
究

　
も
こ
れ
ら
の
番
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
吾
が
国
に
お
い
て
は
、
北
山
康

　
夫
「
海
国
図
志
と
そ
の
蒔
代
」
　
（
『
大
阪
学
芸
大
学
紀
要
』
、
昭
和
2
9
年
第
3
号
）

　
を
主
と
し
て
参
考
に
し
た
。

④
魏
源
『
海
国
薄
志
』
六
十
巻
本
救
に
一
士
前
両
広
総
督
林
尚
書
所
訳
西
夷
之

　
四
州
志
。
塁
壁
歴
代
史
志
及
明
代
来
島
志
、
及
近
日
夷
図
、
温
語
云
々
　
と
あ
る
。

⑤
早
書
前
述
の
書
参
照

⑥
⑦
魏
源
『
海
国
図
星
』
叙

⑧
魏
源
『
海
國
図
志
隔
巻
九
東
南
洋
四
1
…
百
巻

⑨
平
塚
益
徳
『
支
那
教
育
文
化
史
』
参
照
。

⑩
　
『
簿
辮
夷
務
始
末
』
巻
二
十
　
道
光
二
十
｝
年
正
月
道
光
頭
論
旨
。

⑪
　
　
『
罐
辮
夷
務
始
末
』
巻
十
五
　
道
光
廿
年
八
月
署
両
江
総
督
、
江
蘇
巡
撫
碕
善

　
奏
摺

⑫
『
翼
果
夷
務
始
末
』
巻
二
十
道
光
二
十
一
年
正
月
両
懸
総
督
埼
善
奏
摺

⑬
　
『
欝
辮
夷
務
始
末
』
巻
二
十
　
道
光
二
十
一
年
三
月
両
江
総
督
裕
謙
奏
摺

⑭
『
無
辮
夷
務
始
末
』
巻
十
三
道
光
二
十
年
七
月
貴
黒
道
監
察
御
史
万
啓
心
奏

　
摺

　
　
魏
源
『
海
國
図
志
』
巻
二

ce’　t7，　＠　to　ge

魏
源
『
海
圏
図
嚢
』
黒

蝿
田
畠
『
海
国
図
士
心
』
書
案
　
　
申
甲
南
…
洋
ニ
ー
一
再
巻

魏
源
『
海
圏
図
志
』
巻
三
十
七
　
大
西
洋
欧
羅
巴
州
各
函
総
叙

魏
源
『
海
属
図
譜
』
巻
三
十
七
　
大
西
洋
欧
羅
巴
州
各
国
総
殿

⑳
　
魏
源
叫
．
海
国
図
志
』
巻
五
十
二
　
大
口
洋
英
吉
利
國

⑳
魏
源
『
海
国
図
志
』
巻
十
五
東
南
洋
海
島
国
四

⑫
　
魏
源
『
海
国
図
心
』
巻
五
十
九
　
外
大
西
洋
墨
利
加
州
総
叙
－
一
百
巻

⑬
　
薦
友
蘭
「
魏
川
底
思
相
心
」
　
『
中
園
近
代
思
想
史
論
文
集
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点

　
に
つ
き
魏
源
は
素
朴
な
人
民
遊
興
戦
思
想
を
も
ち
、
是
は
弱
国
が
外
国
侵
略
者
に

　
対
抗
す
る
効
果
の
あ
る
方
法
と
の
べ
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
当
時
封
建
統
治
階

　
級
に
立
っ
て
い
た
魏
源
が
、
人
民
の
力
を
利
用
し
て
自
分
達
の
地
位
を
守
っ
た
の

　
だ
と
述
べ
て
い
る
。

⑳
　
魏
源
『
海
国
機
翼
』
巻
軸
、
簿
海
篇
議
戦
に
　
是
英
夷
船
廠
在
中
国
視
為
絶
技
、

　
在
西
洋
各
国
視
為
尋
常
。
広
東
互
市
二
百
年
、
至
重
奇
墨
継
巧
受
之
、
継
則
邪
教

　
毒
姻
受
之
。
独
於
行
軍
利
器
、
則
不
　
師
其
長
技
。
是
里
桜
受
害
不
肯
受
益
也
。

　
と
あ
り
、
広
東
で
貿
易
が
始
ま
っ
て
二
百
年
に
な
る
の
に
、
中
国
が
得
た
も
の
は

　
阿
片
と
邪
教
だ
け
で
あ
り
、
西
洋
の
長
技
は
何
も
得
て
い
な
い
と
の
べ
、
政
府
の

　
対
外
政
策
の
盲
点
を
つ
い
て
い
る
。

㊧
　
魏
源
『
盗
武
記
』

㊧
　
魏
源
『
海
国
図
志
』
巻
二
、
豊
海
篇
議
戦

⑳
　
魏
源
『
海
国
図
志
騙
巻
二
　
簿
海
篇
議
戦

　
尚
、
薦
整
磁
前
述
の
雲
に
よ
れ
ば
、
魏
源
が
「
中
国
は
必
ず
し
も
外
夷
に
仰
頼
せ

　
ず
」
と
認
識
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
以
前
の
買
辮
思
想
よ
り
欝
欝
資
産
階
級
思
想

　
に
進
歩
し
た
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
す
る
。

⑱
⑳
麟
に
同
じ

⑳
　
謙
嗣
同
「
思
緯
登
萱
藁
短
書
－
報
員
元
徴
」

⑳
　
漏
友
蘭
前
述
の
書
に
、
魏
源
の
「
款
」
字
使
用
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

　
説
明
す
る
。
当
時
清
朝
の
統
治
者
は
、
爵
ら
を
天
朝
と
い
い
外
篇
の
侵
略
を
土
匪

　
と
岡
じ
行
動
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
土
匪
の
中
、
清
朝
が
防
ぐ
こ
と
が

　
で
き
た
場
合
に
は
、
　
「
勤
」
と
い
う
字
を
使
い
、
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
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合
に
は
「
撫
」
と
い
う
宇
を
使
っ
た
。
そ
こ
で
［
八
四
二
年
半
南
京
条
約
で
中
国

　
が
敗
れ
て
英
国
に
多
く
の
権
利
を
許
し
た
の
を
清
朝
は
「
英
蟹
江
撫
」
と
し
た
が
、

　
魏
源
は
「
撫
」
の
宇
を
さ
け
て
「
款
」
の
字
を
用
い
た
と
説
明
す
る
。
と
こ
ろ
で

　
中
国
外
交
文
書
辞
典
（
清
末
篇
）
植
田
捷
雄
に
「
撫
」
は
「
撫
駅
」
な
ど
と
熟
し
、

　
操
縦
・
懐
柔
・
説
得
な
ど
を
意
味
す
る
華
夷
思
想
的
表
現
で
あ
り
、
武
力
討
伐
を

　
意
味
す
る
「
勒
」
に
対
す
る
文
字
で
あ
る
と
す
る
。
更
に
「
開
局
」
は
講
和
交
渉

　
を
意
味
し
、
華
夷
思
想
的
色
彩
を
消
し
た
表
現
と
し
て
は
「
坂
中
」
が
用
い
ら
れ

　
る
。
ま
た
「
款
」
字
の
意
味
と
し
て
①
条
項
②
経
費
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
漏
友
開

　
氏
の
述
べ
る
糠
く
「
款
」
字
に
は
「
撫
」
と
「
和
」
の
中
間
の
意
味
が
あ
っ
た
と

　
思
わ
れ
る
。

鐙
　
魏
源
『
海
国
図
志
』
巻
二
、
簿
編
機
議
款
　
に
　
是
冬
仏
蘭
西
兵
師
、
復
以
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
む

　
艘
至
噂
、
求
面
見
将
軍
密
陳
軍
事
、
諮
代
款
請
助
。
以
夷
薄
恥
以
夷
款
夷
在
此
一

　
挙
。
而
又
遅
疑
之
支
詔
之
、
延
及
半
載
、
始
筆
暴
評
寧
、
則
英
図
英
夷
款
議
已
成

　
数
日
。
…
…
故
不
調
於
細
越
之
時
、
而
県
議
於
必
不
可
款
之
時
　
と
あ
る
。

⑬
　
魏
源
『
海
国
図
無
』
四
二
、
桑
海
篇
議
款
　
に
　
藤
壷
市
日
久
、
聖
断
他
商
之

　
路
、
揮
霧
公
家
之
絡
、
費
愈
重
、
利
愈
微
、
国
計
与
斑
生
両
不
利
、
則
又
懲
公
司

　
流
弊
、
而
聴
散
所
自
為
之
。
以
中
国
比
例
、
公
司
如
広
東
十
三
家
洋
行
、
而
散
商

　
則
如
各
省
赴
穿
之
客
貨
也
。
公
司
如
潅
薄
塩
法
之
渡
総
之
言
切
、
而
散
商
則
如
票

　
塩
如
散
輪
…
也
　
と
あ
る
。

⑭
⑮
　
魏
源
『
聖
武
詑
』
巻
十
　
道
光
洋
艘
征
撫
江
上
（
鴉
片
戦
争
w
所
収
）

⑳
魏
源
『
海
国
図
志
』
巻
二
　
議
款
に
　
今
急
報
約
、
無
能
劃
除
鴉
片
織
地
改
種

　
五
穀
者
、
許
其
多
運
洋
米
入
口
、
並
援
例
酌
免
其
貨
税
、
則
髪
長
於
地
利
之
不
荒
、

　
其
必
楽
従
者
一
。
…
…
今
与
夷
約
、
果
鴉
片
不
至
、
則
尽
裁
一
切
浮
費
、
挙
以
前

　
此
貢
使
所
屡
求
、
大
班
所
陵
控
者
。
一
且
如
其
内
而
毫
端
之
、
碑
歳
省
数
百
万
、

　
夷
必
楽
縦
者
又
一
。
…
…
今
中
隔
既
裁
浮
説
、
免
米
税
額
本
軽
量
、
則
彼
国
軍
妨

　
於
進
口
之
茶
緕
、
出
ロ
之
棉
米
兜
羽
、
酌
増
其
税
、
以
補
鴉
片
満
額
。
此
外
鉛
鉄

　
硝
布
等
、
有
益
中
國
之
物
、
亦
定
評
授
爵
錯
、
夷
必
楽
従
者
又
一
。
　
と
あ
り
、

　
合
理
的
な
海
関
制
度
の
あ
り
方
を
追
究
し
て
い
る
。

⑰
　
魏
源
「
軍
・
儲
篇
一
」
　
『
古
尊
堂
外
集
』
巻
八

鰍
⑳
に
同
じ

⑳
　
　
『
簿
理
智
務
道
塗
』
巻
十
　
道
光
二
十
年
三
月
野
遊
総
督
林
則
徐
、
広
東
巡
撫

　
恰
良
償
還

⑳
　
鈴
木
中
正
「
清
末
撰
外
運
動
の
起
源
」
『
史
学
雑
誌
』
六
二
・
一
〇

⑳
　
寺
広
映
雄
「
広
東
に
お
け
る
抗
英
運
動
」
『
大
阪
学
芸
大
学
人
文
科
学
三
』

⑫
　
『
簿
辮
夷
務
始
末
』
巻
二
十
七
　
道
光
二
十
一
年
三
月
靖
逆
将
軍
変
山
、
参
鐵

　
大
臣
隆
一
文
、
両
広
総
脚
督
那
項
の
奏

⑬
　
魏
源
『
墾
武
記
』
巻
十
、
道
光
洋
綾
羅
撫
記
下
（
鴉
片
戦
争
w
所
収
）

⑭
　
福
友
蘭
前
述
の
書
参
照
。

⑮
　
魏
源
『
海
田
図
志
』
獅
噛
、
元
代
彊
域
図
叙
に
　
源
治
海
国
図
志
、
牽
・
渉
元
史
、

　
轍
苦
迷
津
。
争
取
皿
秘
史
、
蒙
古
源
流
、
及
邸
処
機
瓢
虫
之
書
、
参
以
列
代
西
域

　
伝
記
、
図
里
深
異
域
録
、
畳
々
鈎
稽
、
勢
証
側
出
、
早
成
一
図
四
鏡
、
以
弥
欠
憾

　
と
あ
る
。

⑳
　
遺
蹟
㎎
海
国
図
取
』
巻
三
　
元
代
脳
中
図
叙
に
　
自
製
彊
域
錐
広
、
与
無
彊
同
。

　
武
功
難
雄
、
与
無
糖
同
。
と
あ
る
。

⑰
林
崇
塘
『
林
則
徐
伝
』
第
二
十
五
章
に
、
道
光
二
十
三
年
、
伊
梨
に
赴
任
し
た

　
林
則
徐
が
、
国
境
問
題
に
お
い
て
中
国
の
患
と
な
る
と
い
う
認
識
の
も
と
に
『
俄

　
質
感
團
紀
要
一
巻
』
を
書
き
、
当
地
の
岡
防
と
開
墾
を
兼
ね
た
対
策
を
提
示
し
た

　
経
過
を
し
る
し
て
い
る
が
、
魏
源
が
同
様
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

　
で
あ
る
。

⑱
一
呉
沢
前
述
の
潜
参
照
。

⑲
漏
桂
勢
『
校
邪
曲
抗
議
』
采
西
濡
濡
参
照
。

⑭
　
左
宗
集
『
左
文
嚢
公
全
集
』
附
鎌
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張
之
洞
『
勧
学
篇
』
（
下
）
外
篇
広
訳
第
五

「
康
南
海
自
編
年
譜
」
『
中
国
近
代
史
資
料
既
刊
・
戊
戊
変
法
四
』

梁
啓
超
『
戊
戌
政
変
記
臨

陳
濫
『
東
塾
集
隠
巻
二
、
書
海
国
図
志
後
、
暴
張
南
山
先
生

漏
桂
芽
『
校
邪
慮
抗
議
』
喜
駅
夷
議

塵
隠
券
『
校
河
魚
抗
議
』
喜
駅
建
議

諏
嗣
同
『
諏
醐
陽
文
集
』
筆
識
巻
上

67．．　6D　pa　69　tw

諏
嗣
同
『
諏
醐
陽
文
集
』
筆
識
巻
上

梁
啓
超
『
中
国
学
術
思
想
変
遷
之
大
勢
』

北
山
康
夫
『
近
代
に
お
け
る
中
国
と
日
本
』
参
照
。

『
鎖
国
時
代
日
本
人
の
海
外
知
識
』
開
国
百
年
文
化
事
業
会
編
参
照
。

伊
東
多
三
郎
「
禁
書
の
研
究
」
　
『
歴
史
地
理
』
六
八
巻
四
号
。

　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
研
修
員
・

魏源経世思想考（大谷）
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Kamakura’s　Relati6n　with　the　Court　in　Kenkyu　Period

by

T．　Sugiha＄hi

　　The．　aim　of　tkis　paper　is　to　illustrate　the　political　aspect　of　the　sho一一

gunal　regime　in　Kamakura　during　the　Kenkyu・period　（1190－1196）　to・

which　our　historlanS・attached　little　importance　in　their　historical　writings．

To　begin　with，．the　matrimonial　relation　between　the　imperial　court．in

Kyoto　and　this　inilitary　governrnent・　in．the　e．　ast　had　been　foretoken

earlier　than　was　supposed．　This　change　of　po！icy　of　the　shogunate　was・

brought　about　by　the　peace　of　1189．　which　ended　the　state・　of　war，　but

at　the　same　time　it　was　put　forward　by　Yoritomo　himSe！f　who　had

already　become　an　aristocratic．　figure　in　the　court　circle　keeping　friendly

relation　・with　Fujiwara　Kanezane，　the　courtly・　m’agnet　ef　the　peried．　Even．

the　political　crisis　of　1196　did　not　stop　the　pursuit　of．　this　line’of　policy’

which　was　in　turn　succeeded　by　Yoriie．　The　result　was　another　crisis・’

of　1199．

　　These　failures，　however，　led　to　the　dissatisfaction　of　the．retainers　who・

had　once　supported　the　Minamotos　ap．　d　undermlned　their　dictatoral　struc－

ture．　They　had　to　rneet　with　the　rise　of　the　Hojos　and　even　more

difliculties　in　their　relation　with　Kyoto．

Wei　Y廿an魏源；His　Political　and　Economic

（ching－shih経世）Thought

by

T．　Ohtani

　　Modern　Chinese　history　began　with　the　defeat　of　the　Opium　War．

Here　1　will　study　the　political’and　economic　thought　of　Wei　YUan　who，．

in　this　crucial　perlod，　tried　to　awaken　the　people　to　the・internal　and

exrternq．1　danger　of　China，　and　proposed　many　reforms．　He　urged　the

necessity　of　the　reform　of　the　institutions’based　on　a　dQct血e　of“Wei一
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yen－ta－i”．（中言大義the　great　principles　hidden．　in　esoter童。至anguage）

which　was　expounded　by　Kungyang－hsUeh（公羊学aschool　of　commen－

tqtors　of　Confucius）．

　　His　reform　proposals　were　as　follQws．

　　First　of　a11，　by　the　teform　of　K：6－chif（科挙），the　able　oficials　skilled　in

the　administrative　works　shou！d　be　substituted　for　ones　proficient　only

in　literature　and　poetry．　Secondly，　in　economic　policy，　the　salt　policy，

the　navigation　policy，　the　control　of　Huang－Ho（黄．ﾍ）and　the　irrigation

which　haVe　eMbarrassed　the　Chinese　finance　for　a　long’　time　should　be

’reformed．　Futhermore，　the　fiow　of　silver　resu！ting　from　the　Qpium－

smuggling　shouid　be　remedied　by　the　strlct　prohibition　of　opium－smol〈ing

and　the　exploitation　of　silver．　mines，　then　silver　currency　would　be’

stabilized．　The　object　of　this　economic　policy　is　“Shih－li　shih－kung”

（実利実功）．

　　In’foreign　po！icy，　by　accepting　and　adopting　the　merits　of　the　foreign

arms　and　military　systems，　military　forces　enough　to　counterbalance　the

western　powers　should　be　estab｝ished．

　　In　trade，　’the　reasonable　trade　relations　should　be　established　instead

of　the　existing　unreasonable　tributary　trade．

　　This　thought　of　Wei　YUan’s　was　succeeded　by　Yagg　wu－Pien　fa（洋務．

変法）theory　and　had　influence　on　Japan　at　the　end　of　Tokugawa　dynaL　sty．

Industrialization　and　the　British　Sugar　Co正onies

by

M．　Kawakita

　　Genera！1y　speaking，　West　lndies　had　a　good　reputation　frorn　the　eco－

nomic’　point　of　view　in　eighteenth　century　Britain．　But　it’s　a　pity　that

so　far，　their　history　has　little　investigated　in　our　country．　．Why’were

these　colonies　so　popular　？，・，，　What　were　the　fundamental　characteristics’of

them　just　before　the　lndustrial　Revolution？　How　did　their　economy

一‘ 唐曹№≠秩@economy’一fitictuated　during　these　years？　ln　the　first　part　of

．this　essay　（ch．　1，　2　＆　3），　1’d　lil〈e　to　give　tentative　answers　to　these

questions　by　investigating　some　contemporary　opinions．
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