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【
要
約
】
　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
通
例
、
ア
テ
ナ
イ
に
民
主
政
治
を
確
立
し
た
も
の
と
見
倣
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
何
故
に
民
主
政
治
を
確
立
す
る
事
に
な
っ
た
の
か
、
こ
れ
は
容
易
に
答
え
難
い
問
題
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
ク
レ
イ
ス
テ

ネ
ス
改
革
に
は
「
民
衆
の
支
配
」
に
直
結
す
る
よ
う
な
要
素
は
直
ち
に
は
見
当
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
む
し
ろ
そ
れ
は
民
主
政
治
を
事
新
た
に
齎
し
た
と
い

う
よ
り
は
、
管
主
政
と
か
寡
頭
政
に
対
抗
し
て
国
家
に
公
共
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
の
伝
統
に
依
拠
し

つ
つ
、
国
家
を
一
部
の
者
の
占
有
物
と
見
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
「
公
共
の
物
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
建
前
上
、
全
市
民
が
政
治
に
参

加
出
来
る
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
作
り
上
げ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
国
制
で
あ
っ
た
。
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クレイステネス改革（芝川）

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
は
、
通
例
、
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
治
の
出
発
点
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
で
そ
う
言
わ
れ
る

の
か
。
そ
れ
が
政
治
的
、
社
会
的
に
「
貴
族
」
の
勢
力
に
打
撃
を
与
え
、
普
通
の
民
衆
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
の

だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
ず
る
。
そ
の
際
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
中
核
を
為
し
た
と
こ
ろ
の
デ
ー
モ
ス
ー
ト
リ
ッ

テ
ユ
ス
ー
ピ
ュ
ー
レ
i
制
を
中
心
と
し
て
述
べ
る
。
先
ず
デ
ー
モ
ス
を
取
り
上
げ
、
次
い
で
そ
れ
と
関
係
の
深
い
プ
ラ
ト
リ
ア
、
ピ
ュ
ー
レ

ー
の
順
に
検
討
し
、
然
る
後
に
そ
れ
ら
を
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
他
の
面
と
合
わ
せ
て
総
括
的
に
取
り
扱
う
。
な
お
ト
リ
ヅ
テ
ユ
ス
は
デ
ー

モ
ス
と
ピ
ュ
ー
レ
ー
と
の
つ
な
ぎ
の
役
し
か
果
さ
な
い
の
で
特
に
論
ず
る
必
要
は
な
い
。
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デ
ぱ
モ
ス

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
部
族
制
度
の
底
辺
に
は
区
が
あ
っ
た
。
彼
は
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
ほ
ぼ
金
域
を
お
そ
ら
く
は
百
数
十
の
区
に
分
ち
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
ユ
ド
レ
ご

ら
を
そ
れ
ぞ
れ
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
に
、
更
に
は
部
族
に
帰
属
せ
し
め
た
。
以
降
、
区
は
国
家
組
織
の
最
小
単
位
と
し
て
様
々
の
行
政
に
与
り
、
市

民
権
所
持
に
関
し
て
も
公
的
な
基
準
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
国
家
機
構
の
末
端
と
し
て
の
新
し
い
区
の
制
度
は
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
意
見
の
一
致
が

見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
以
降
、
ア
テ
ナ
イ
市
属
は
全
員
区
民
で
あ
り
、
区
は
純
然
た
る
地
縁
的
結
合
と
し
て
、
生
れ
や
貧
富
の
差
な
し
に
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

人
に
平
等
な
政
治
的
権
利
を
与
え
た
。
そ
の
意
味
で
区
舗
度
は
民
主
的
性
格
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
結
局
、
そ
れ
は
古
い
氏
族
制
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

従
属
関
係
を
打
ち
破
る
こ
と
に
な
っ
て
、
　
「
貴
族
」
の
勢
力
に
重
大
な
る
打
撃
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
区
が
国
家
組
織
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
事
は
や
は
り
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
区
民
と
し
て

の
ア
テ
ナ
イ
人
に
は
法
の
下
で
の
平
等
は
確
保
さ
れ
た
の
だ
か
ら
。
ま
た
、
区
は
お
そ
ら
く
当
初
よ
り
相
当
広
範
な
自
治
権
を
有
す
る
団
体
で

あ
っ
た
。
区
民
は
市
民
権
の
問
題
に
つ
い
て
審
査
し
、
評
議
員
の
選
出
に
与
り
、
そ
の
他
多
く
の
案
件
を
自
ら
処
理
し
た
。
こ
の
よ
う
な
自
治

権
の
授
与
は
区
民
の
政
治
意
識
を
高
め
、
彼
ら
の
国
家
へ
の
帰
属
意
識
を
強
化
す
る
結
果
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
区
は
デ
モ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ラ
テ
ィ
ア
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
は
で
き
る
。

　
ア
テ
ナ
イ
に
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
以
前
よ
り
、
ナ
ウ
ク
ラ
リ
ア
と
呼
ば
れ
る
機
構
が
存
在
し
た
。
こ
れ
は
地
縁
的
な
性
格
を
も
有
し
、
区
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

前
身
を
な
し
た
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
区
の
様
に
多
く
が
自
然
の
集
落
に
立
脚
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
、
住
民
を
有
機

的
に
統
合
す
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
は
乏
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
を
改
革
し
、
住
民
、
一
人
一
人
を
行
政
に
関
与
さ
せ
て
国
家
の
中
へ
組

み
込
む
と
い
っ
た
役
割
を
区
は
果
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
デ
ー
モ
ス
制
度
は
大
き
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
と
こ
ろ
で
、
区
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
無
か
ら
創
造
し
た
も
の
で
は
な
い
。
元
々
、
ア
ッ
テ
ィ
カ
農
村
部
の
小
集
落
は
デ
」
モ
ス
と
呼
ば
れ

　
　
⑤

て
お
り
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
区
制
度
創
出
に
あ
た
っ
て
そ
れ
ら
を
尊
重
し
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
既
存
の
村
落
を
そ
の
ま
ま
区
と
し
た
場
合

　
　
⑥

が
多
い
。
ア
カ
ル
ナ
イ
の
如
き
大
集
落
が
一
つ
の
区
と
き
れ
て
い
る
事
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
。
従
っ
て
、
区
を
最
小
の
単
位
と
し
て
国
家
の

制
度
の
中
に
位
置
づ
け
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
旧
来
の
状
態
の
組
織
化
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
急
激
な
変
化
を
含
む
も
の
で
は
決
し
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
。
自
治
権
の
授
与
に
し
た
と
こ
ろ
で
格
鋼
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
元
々
、
農
村
部
の
集
落
は
一
定
程
度
の
自
治
権
を
有
し
て
い
た
の
だ

か
ら
。

　
ま
た
、
村
落
の
内
部
構
成
に
つ
い
て
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
一
切
手
を
加
え
て
い
な
い
。
従
来
よ
り
そ
こ
に
存
在
し
た
社
会
的
諸
関
係
は
そ

の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
ア
テ
ナ
イ
市
民
が
デ
ー
モ
ス
翻
の
下
で
法
の
下
で
の
平
等
を
保
証
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
社
会
的
平
準

化
と
か
、
旧
来
の
社
会
構
造
の
破
壊
と
か
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
デ
ー
モ
ス
制
は
前
代
か
ら
の
継
続
と
し
て
把
え

ら
る
べ
き
面
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
、
前
代
か
ら
の
社
会
構
造
の
継
承
と
い
う
点
は
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
に
際
し
て
プ
ラ
ト
リ
ア
が
そ

の
ま
ま
存
続
さ
せ
ら
れ
た
事
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

2

クレイステネス改革（芝州）

　
「
兄
弟
団
」
と
訳
さ
れ
る
プ
ラ
ト
リ
ア
は
前
古
典
期
の
ア
テ
ナ
イ
に
於
い
て
は
国
家
社
会
の
重
要
な
構
成
要
素
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

う
な
プ
ラ
ト
リ
ア
は
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
に
際
し
て
、
氏
族
と
共
に
、
直
接
手
を
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
改
革

後
も
プ
ラ
ト
リ
ア
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
、
重
要
な
要
素
と
し
て
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の

デ
ー
モ
ス
制
度
は
プ
ラ
ト
リ
ア
と
機
能
の
面
で
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
市
民
権
の
問
題
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
以
前
に
於
い
て
プ
ラ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

リ
ア
が
市
民
権
を
管
掌
し
て
い
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
改
革
に
よ
っ
て
区
が
市
民
権
の
公
的
な
基
準
と
な
っ
た
た
め
に
、
プ
ラ
ト
リ
ア
は
そ

の
点
に
関
し
重
要
性
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。
他
の
面
で
も
そ
れ
は
区
に
よ
っ
て
主
要
な
機
能
を
取
っ
て
代
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ク
レ
イ
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ス
テ
ネ
ス
は
プ
ラ
ト
リ
ア
を
改
変
す
る
事
は
な
か
っ
た
が
、
区
を
そ
れ
に
並
置
す
る
事
に
よ
っ
て
間
接
的
に
そ
の
地
位
低
下
を
計
っ
た
と
い
う

　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

主
張
の
生
れ
て
く
る
所
以
で
あ
る
。
実
際
、
古
典
期
に
於
け
る
プ
ラ
ト
リ
ア
の
地
位
低
下
を
説
く
人
も
か
な
り
い
る
。
そ
れ
は
、
以
降
、
遺
制

と
し
て
存
続
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
古
典
期
の
プ
ラ
ト
リ
ア
を
一
瞥
す
る
に
、
そ
れ
は
重
要
な
社
会
的
存
在
と
し
て
機
能
し
続
け
た
。
そ
の
事
は
法
廷
弁
論
に
於
い
て
頻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

繁
に
プ
ラ
ト
リ
ア
が
出
現
す
る
事
だ
け
か
ら
も
十
分
に
明
瞭
と
な
る
。
デ
ー
モ
ス
制
度
は
、
別
段
、
プ
ラ
ト
リ
ア
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
両
者
は
相
．
互
補
完
的
で
あ
る
。
市
民
権
認
定
に
関
し
て
、
区
へ
の
登
録
は
い
わ
ば
公
法
上
の
権
利
の
確
証
で
あ
り
、
他
方
、
プ
ラ
ト
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ア
へ
の
登
録
は
い
わ
ば
民
法
上
の
権
利
の
確
証
で
あ
っ
た
と
補
わ
れ
る
よ
う
に
、
両
者
は
共
に
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。
区
と
プ
ラ
ト

リ
ア
と
は
両
者
相
倹
っ
て
市
民
権
登
録
そ
の
他
の
問
題
に
重
要
な
役
割
を
果
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
は
プ
ラ

ト
リ
ア
の
地
位
低
下
を
来
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
は
、
氏
族
と
共
に
。
フ
ラ
ト
リ
ア
を
敵

視
す
る
と
こ
ろ
は
全
く
な
い
。
こ
れ
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
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3

　
次
に
部
族
の
改
編
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
従
来
の
四
部
族
に
対
し
て
新
た
に
十
部
族
を
設
け
、
こ
れ
を
国
守
の
柱
と
し
た
。
こ
の
新
都
族
の

作
り
方
は
極
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
っ
て
他
に
類
例
を
見
な
い
。
即
ち
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
ア
ッ
テ
ィ
カ
を
市
部
、
沿
岸
部
、
内
地
部
の
三

つ
に
分
け
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
十
個
に
区
分
し
て
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
と
な
し
た
。
然
る
後
に
、
市
部
、
沿
岸
部
、
内
地
部
の
三
地
域
か
ら
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
一
■
つ
ず
つ
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
部
族
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
新
し
い
豪
族
が
十
個
出
来
上
っ
た
の
で

あ
り
、
各
十
部
族
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
中
に
市
部
、
沿
岸
部
、
内
地
部
を
含
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
は
極
め
て
人
工
的
で
特
異
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
特
異
性
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
部
族
制
、
或
い
は
も
っ
と
大
き
く
言
っ
て
、
彼
の
改

革
全
体
を
考
え
る
上
で
重
要
な
鍵
を
提
供
す
る
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
に
つ
い
て
議
論
す
る
者
は
必
ず
こ
の
問
題
を
吟
味
し
て
、
と
に
か
く



クレイステネス改革（芝川）

納
得
が
出
来
、
か
つ
改
革
の
他
の
側
面
の
理
解
と
整
合
的
な
る
解
釈
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
こ
の
よ
う
な
部
族

制
改
編
を
な
し
た
理
由
は
奈
辺
に
求
め
ら
る
べ
き
な
の
か
。

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
新
部
族
制
検
討
に
際
し
て
、
そ
れ
の
先
行
形
態
と
の
比
較
は
有
用
な
分
析
視
角
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
ア
テ
ナ
イ
の
旧
部
族
は
四
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
三
つ
の
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
若
し
く
は
プ
ラ
ト
リ
ア
に
、
ま
た
十
二
の
ナ
ウ
ク
ラ
リ
ア
に
分
れ

　
　
　
　
　
　
⑮

て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
旧
部
族
は
氏
族
制
的
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
貴
族
」
が
有
力
な
地
位
を
占
め
て
い
た
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
が
、

そ
の
実
態
に
つ
い
て
詳
細
は
無
論
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
旧
四
部
族
を
検
討
し
て
、
そ
こ
か
ら
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
部
族
制
度
改
編
を
説
明

し
よ
う
と
し
た
試
み
は
僅
か
し
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
そ
の
少
数
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
先
ず
ヴ
ュ
ス
ト
の
も
の
が
あ
る
。
ヴ
ュ
ス
ト
に
よ
れ
ば
前
古
典
期
の
ア
テ
ナ
イ
に
は
三
つ
の
身
分
が
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

在
し
た
。
国
竜
暮
艮
α
鈴
○
①
o
B
o
H
o
廿
∪
①
ヨ
δ
霞
σ
q
9
で
あ
る
。
他
方
、
旧
四
部
族
及
び
旧
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
は
身
分
舗
的
機
構
で
あ
っ
て
、
各

部
族
に
於
い
て
三
身
分
の
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
ず
つ
の
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
に
分
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
よ
う
な
身
分
制
的
部

族
制
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
時
ま
で
重
要
な
存
在
と
し
て
機
能
し
続
け
た
と
す
る
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
こ
れ
を
新
部
族
制
に
置
き
換
え

る
事
に
よ
っ
て
初
め
て
こ
の
身
分
制
は
破
壊
さ
れ
る
事
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
二
＝
早
の
二

と
三
を
持
ち
出
す
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
「
大
衆
を
混
合
偏
（
一
二
、
三
）
し
、
「
以
前
よ
り
多
数
の
人
が
参
政
権
に
与
り
得
る
よ
う
に
」
（
一
二
、

二
）
し
た
の
は
そ
の
よ
う
に
身
分
制
師
部
族
制
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
以
前
、
部
族
に
於
い
て
従
属
的
な
地
位
を

占
め
て
い
た
ゲ
オ
ー
モ
ロ
イ
や
デ
ー
ミ
ゥ
ー
ル
ゴ
イ
の
た
め
に
「
部
族
の
区
別
を
せ
ぬ
よ
う
に
」
（
一
二
，
二
）
と
言
わ
れ
た
と
の
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

多
く
の
問
題
を
含
む
『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
二
一
の
二
と
三
は
こ
の
よ
う
に
明
快
に
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
大
胆
不
敵
と
も
い
う
べ
き
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
部
族
制
改
革
に
つ
い
て
明
快
な
玉
璽
を
与
え
る
事
を
可

能
に
す
る
。
即
ち
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
中
心
を
な
す
の
は
部
族
制
改
編
で
あ
る
－
部
族
制
改
編
は
旧
身
分
制
の
破
壊
で
あ
る
…
…
か

く
し
て
す
べ
て
の
市
民
は
平
等
と
な
り
、
こ
こ
に
民
主
政
が
実
現
し
た
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
く
る
。
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し
た
説
明
を
与
え
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る
事
が
出
来
る
。

　
し
か
し
ヴ
ュ
ス
ト
の
考
え
は
や
は
り
無
理
で
あ
ろ
う
。
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
ア
テ
ナ
イ
に
か
つ
て
エ
ウ
バ
ト
リ
ダ
イ
、
ゲ
オ
ー
ル
ゴ
イ

（
ゲ
ォ
ー
モ
ロ
イ
）
、
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
イ
な
る
三
つ
の
身
分
が
存
在
し
た
事
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
旧
部
族
、
旧
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
を
結

び
付
け
る
の
は
無
理
だ
ろ
う
。
か
つ
ま
た
『
ア
テ
ナ
イ
入
の
国
記
』
一
＝
血
早
霜
、
三
の
解
釈
も
強
引
に
過
ぎ
よ
う
。
何
よ
り
も
そ
れ
は
前
に
述

べ
た
新
部
族
形
成
の
特
異
性
を
説
明
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
鴻
鵠
部
族
に
着
目
し
た
兇
解
と
し
て
は
も
う
一
つ
キ
ー
ナ
ス
ト
の
も
の
が
あ
る
。
キ
ー
ナ
ス
ト
に
よ
れ
ば
旧
四
部
族
は
そ
れ
ぞ
れ
地
域
的
に

分
れ
て
住
ん
で
い
た
。
こ
の
事
が
例
の
「
平
地
党
」
、
「
海
岸
党
」
、
「
山
地
党
」
と
い
う
地
域
的
対
立
関
係
と
重
な
り
舎
い
、
そ
れ
を
増
幅
さ
せ

る
結
果
と
な
っ
て
い
た
。
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
が
党
派
対
立
の
中
で
権
力
を
握
り
そ
れ
を
維
持
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
部
族
を
権
力
基
盤
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
暦
主
政
倒
壊
後
の
権
力
闘
争
の
中
で
イ
サ
ゴ
ラ
ス
が
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
対
し
て
勝
利
を
納
め
た
の
も

同
じ
理
由
に
基
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
反
対
派
か
ら
そ
の
権
力
基
盤
を
奪
う
た
め
に
、
こ
の
四
部
族
に

代
え
て
新
十
部
族
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
地
域
的
対
立
を
克
服
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
説
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
部
族
制
改
革
を
当
時
の
政
治
情
勢
の
中
か
ら
一
応
巧
妙
に
説
明
し
て
い
る
。
，
新
部
族
の
形
成
も
理
解
出
来
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
も
余
り
に
も
問
題
が
多
い
。
と
り
わ
け
、
旧
四
部
族
の
地
域
的
居
住
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
到
底
賛
意
を
表
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
晦
・

　
以
上
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
部
族
制
改
革
を
旧
四
部
族
と
の
関
連
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
す
べ
て
失
敗
に
終
っ
て
い
る
。
旧
部
族
に

つ
い
て
は
判
ら
な
い
部
分
が
余
り
に
も
多
い
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
ブ
ー
ゾ
ル
ト
が
「
氏
族
制
的
原
理
に
基
い
て
貴
族
が
支
配
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
握
っ
て
い
た
旧
部
族
を
政
治
的
に
無
力
に
す
る
事
に
よ
っ
て
、
　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
民
主
政
治
へ
の
道
を
拓
い
た
。
」
と
い
う
意
味
の
事
を

言
う
場
合
、
そ
れ
は
史
料
的
に
根
拠
を
欠
く
事
に
な
る
。
旧
部
族
に
於
い
て
「
貴
族
」
が
支
配
権
を
握
っ
て
い
た
事
を
論
証
す
る
の
は
困
難
で
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クレイステネス改革（芝川）

あ
る
し
、
ま
た
旧
部
族
が
氏
族
制
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
簡
単
に
断
定
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
節
黒
部
族
は
か
な
り
地
縁
的
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

つ
行
政
機
構
的
な
性
格
が
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
。

　
結
局
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
部
族
綱
改
革
を
論
ず
る
際
、
旧
訳
部
族
と
の
関
連
を
追
求
す
る
事
は
断
念
し
て
、
専
ら
新
部
族
に
の
み
着
目
し

て
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
新
十
部
族
に
つ
い
て
は
何
と
言
っ
て
も
前
述
の
そ
の
特
異
性
が
人
目
を
惹
く
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
っ
て
実

に
技
巧
的
に
作
ら
れ
た
新
部
族
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
用
上
の
不
便
を
伴
っ
た
で
あ
ろ
う
。
概
し
て
新
部
族
は
そ
れ
ぞ
れ
遠
く
離
れ
た
地
域
を

包
含
し
た
た
め
、
別
々
の
遠
い
所
に
住
む
人
々
が
行
政
上
、
軍
事
上
の
用
件
の
た
め
に
一
つ
に
集
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
実

用
上
の
不
便
を
犯
し
て
ま
で
も
こ
の
よ
う
な
部
族
が
作
ら
れ
た
の
は
何
故
か
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
様
々
の
説
は
あ
る
が
、
結
局
そ
れ
は
ア
テ
ナ
イ
の
統
合
の
強
化
を
計
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
し
か
な
い

だ
ろ
う
。
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
市
部
や
沿
岸
地
方
、
或
い
は
内
陸
部
の
人
々
が
一
つ
の
部
族
に
共
に
集
り
、
同
じ
連
隊
で
共
に
戦
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
れ
に
よ
っ
て
ポ
リ
ス
成
員
の
共
属
感
情
が
強
ま
り
、
一
体
感
を
増
す
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
地
域
的
対
立
の
芽
を
摘
み
取
り
、

人
々
の
ポ
リ
ス
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
た
で
あ
ろ
う
。

　
新
部
族
制
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
確
か
に
そ
れ
は
人
々
を
「
鼠
落
」
す
る
役
割
は
果
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
別
々
の
地
域

に
住
む
様
々
な
人
々
、
農
民
や
都
市
の
労
働
者
、
牧
夫
や
漁
民
、
地
主
等
を
結
び
添
わ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
混
二
一
で
あ
る
。
様
々
の
階

層
に
属
す
る
人
々
を
、
単
一
化
さ
れ
た
一
つ
の
階
層
に
平
準
化
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
区
及
び
プ
ラ
ト
リ
ア
に
関
し
て
見
た
と
同
じ
く
、

部
族
制
改
革
に
於
い
て
も
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
旧
来
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
社
会
構
造
に
は
何
ら
手
を
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

4

　
以
上
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
骨
子
た
る
デ
ー
モ
ス
ー
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
ー
ピ
ュ
ー
レ
ー
制
に
関
し
て
、
そ
れ
が
ア
テ
ナ
イ
の
社
会
構

造
、
統
治
構
造
に
変
革
を
迫
る
も
の
で
な
い
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
同
じ
事
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
他
の
面
に
つ
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
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㊧

う
。
旧
来
の
四
百
人
評
議
会
に
代
え
て
設
置
さ
れ
た
五
百
人
評
議
会
や
、
新
設
の
オ
ス
ト
ラ
キ
ス
モ
ス
の
制
度
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ

る
し
、
民
会
や
裁
判
所
に
も
目
立
っ
た
変
更
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
ペ
ン
タ
コ
シ
オ
メ
デ
ィ
ム
ノ
イ
、
ヒ
ッ
ペ
イ
ス
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ゼ
ゥ
ギ
ー
タ
イ
、
テ
ー
テ
ス
と
い
う
財
産
別
四
階
級
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
ア
ル
コ
ン
の
被
選
挙
資
格
に
も
変
更
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

総
じ
て
言
う
と
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
と
は
過
激
な
も
の
で
は
全
く
な
く
、
既
存
の
統
治
構
造
の
変
革
は
目
指
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
、

一
つ
の
階
層
と
し
て
の
「
貴
族
」
の
勢
力
抑
制
を
見
よ
う
と
す
る
試
み
は
一
切
の
根
拠
を
失
う
。

　
し
か
し
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
国
旗
は
貴
族
政
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
以
前
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
社
会
に
於
い
て
貴
族
の
支
配
が
貫
徹
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
．
温
存
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
証
言
と
矛
盾
し
て
し
ま
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
で
は
な
い
か
。
　
「
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
民
主
政
治
を
確
立
し
た
」
と
か
、
　
「
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
結
果
、
国
制
は
ソ
ロ
ソ
の
そ
れ
よ
り

も
遙
か
に
民
主
的
と
な
っ
た
。
」
と
い
っ
た
事
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
一
つ
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
こ
れ
を
脱

す
る
に
は
多
少
目
を
転
じ
て
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
以
前
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
社
会
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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鴛
冒
國
p
σ
q
儒
曾
臼
ヨ
。
す
客
肖
ω
。
ぎ
0
7
錠
算
－

　
陸
窪
山
角
O
o
ヨ
。
貯
匹
8
H
曾
葺
σ
q
．
．
、
O
’
切
盛
9
ρ
O
篭
ミ
ミ
逡
ぎ
の
鳳
勘
ミ
審
§
ミ
馬
目
鴇

　
鍔
貯
”
o
げ
①
舞
お
N
P
b
コ
①
野

②
＝
と
ω
δ
冨
冨
o
o
。
箭
ω
零
①
目
づ
、
p
津
塁
α
Q
㎝
。
貯
ぎ
口
輪
ヨ
暮
α
q
①
轟
¢
伽
鑑
巳
⑦
ユ
窪

　
閃
琶
葬
δ
口
窪
写
葛
け
魯
ω
δ
（
目
象
。
U
¢
ヨ
魯
）
象
o
p
耳
翼
σ
Q
魯
梓
籠
註
ω
。
げ
窪

　
諺
σ
プ
謬
σ
q
屯
6
諄
ω
！
、
o
跨
巴
窪
冨
器
a
岩
竃
【
目
㊦
爲
o
p
、
．
い
ン
自
出
鉱
戸
く
8
囚
冨
Ψ

　
ω
昏
g
①
ω
N
露
図
覧
二
巳
9
ω
層
G
ミ
憶
§
野
6
刈
劇
層
お
¶

③
ρ
寓
茜
器
簿
魑
嵐
ミ
風
Q
遷
ミ
ミ
馬
漣
壽
恥
ミ
§
O
§
吻
ミ
ミ
職
§
“
琶
ミ
馬
尊
ミ

　
ミ
“
ぎ
曇
魯
9
ミ
§
、
鴇
鎖
9
0
艮
o
a
H
雷
N
置
に
．

④
伊
ナ
ゥ
ク
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
は
出
凸

　
裟
p
巳
q
霞
。
ω
層
並
肉
×
＜
H
卜
。
閏
ご
。
。
伊
お
。
。
c
。
1
お
諺
…
鵠
一
σ
q
ロ
①
団
員
■
ミ
こ
①
刈
－
課
’

⑤
　
自
盛
鉾
ド
①
P
令
q
闘
H
．
⑦
b
っ
■
ド
な
ど
。

⑥
国
茜
コ
9
戸
。
㌧
．
ミ
‘
H
ω
㎝
ー
ド
も
。
O
．
合
阪
学
「
囚
互
ω
筈
窪
留
改
革
と
血
。
ヨ
。
ω
」
、

　
糀
史
林
』
四
六
巻
一
号
、
一
九
山
ハ
三
年
一
月
、
　
一
三
三
一
一
一
二
四
ベ
ー
ジ
。
但
し
、

　
市
部
に
於
い
て
は
、
農
村
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
然
的
集
落
は
勿
論
存
在
せ

　
ず
、
区
へ
の
配
分
は
人
為
的
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

⑦
目
7
巳
【
．
H
目
．
冨
遥
・

⑧
眺
ミ
．
㌧
o
N
。
b
。
ド
①
。
な
お
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
隔
H
も
。
お
げ
お
』
S
に

　
一
見
こ
れ
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
国
．
8
芝
巴
？
O
。
藁
層
門
ぎ
い
四
芝
ω

　
o
囲
円
ざ
冨
昏
①
鵠
o
ρ
◎
O
b
。
N
H
O
ω
G
。
い
漕
①
I
N
N
は
『
政
治
学
』
の
プ
ラ
ト
リ
ア
に
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関
す
る
記
審
が
キ
ュ
レ
ネ
に
の
み
妥
当
す
る
と
し
て
い
る
。

⑨
芝
’
O
’
屑
。
轟
。
。
。
ρ
↓
ぎ
肉
§
馬
誌
§
聴
魚
○
鷲
器
U
馬
ミ
8
ミ
“
8
巳
①
9
『
ギ
リ

　
シ
ア
民
主
政
治
の
出
現
』
太
田
秀
通
訳
、
平
凡
社
、
昭
和
四
六
年
、
二
一
二
六
ペ
ー

　
ジ
。

⑩
乏
巴
？
O
Φ
蔓
噛
O
O
塁
卜
。
メ

⑪
¢
＜
8
≦
ぎ
ヨ
〇
三
け
二
目
。
巴
一
。
注
。
熱
讐
鼠
喜
§
ミ
a
§
嚇
蕊
鼠
ミ
§
讐
切
窪
賦
詳

　
一
G
Q
㊤
ω
．
目
囲
b
o
刈
窃
I
b
⊃
刈
刈
嚇
囚
．
昌
ρ
ヰ
P
勺
7
吋
㊤
葺
δ
層
葡
肉
×
×
ド
一
㊤
れ
把
陰
膳
ρ

⑫
詳
し
く
は
、
岩
国
拓
郎
「
古
典
期
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
デ
ー
モ
ス
と
フ
ラ
ト
リ
ア
」
、

　
『
史
学
雑
拙
閲
』
七
一
編
一
二
暑
、
昭
和
三
七
年
、
　
一
－
六
ペ
ー
ジ
。

⑬
　
　
間
黒
嗣
二
一
一
ニ
ペ
ー
ジ
。

⑭
這
ミ
ぎ
ト
浄
曲

⑮
ミ
画
℃
。
執
．
。
。
．
ω
…
⇒
．
ω
（
9
9
8
）
．

⑩
　
司
．
図
9
薯
留
8
N
帽
α
o
箒
鵠
㍗
竃
黙
℃
3
り
↓
＆
℃
に
袋
裏
、
黙
㌔
e
℃
巨
乙
N
β
山
。
め

　
巴
3
昌
帥
げ
鉱
ω
O
げ
O
冨
日
ユ
洋
罵
O
昌
”
ミ
無
ミ
ミ
O
．
お
O
N
嵩
③
託
り
押

⑰
ヴ
ュ
ス
ト
は
O
①
。
ヨ
。
吋
9
と
し
て
い
る
が
、
0
8
嶺
9
と
し
た
方
が
よ
い
の

　
で
は
な
い
か
。
　
『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
の
著
者
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
だ
っ
た
と

　
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
Ω
8
触
α
q
9
を
使
偏
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ノ
＜
蝕
9

　
0
賃
ざ
国
β
唱
9
貯
三
巴
噛
｝
叫
皇
H
O
コ
ρ
帥
嵩
α
〉
噌
⑦
O
娼
9
α
q
二
。
。
噛
G
O
卜
。
伊
お
も
。
鮮
9
三
つ

　
の
身
分
を
村
川
堅
太
郎
氏
（
岩
波
版
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
一
七
巻
、
一
九
七
二

　
年
）
は
そ
れ
ぞ
れ
「
貴
族
」
、
　
「
農
民
」
、
　
「
落
入
」
と
訳
し
て
い
る
。
な
お
、
本

　
論
文
中
『
ア
テ
ナ
イ
人
の
國
制
』
か
ら
の
引
用
は
村
川
氏
の
訳
文
を
拝
借
し
た
。

　
但
し
、
若
干
、
字
句
に
変
更
を
加
え
た
場
合
は
あ
る
。

⑱
周
知
の
様
に
『
ア
テ
ナ
イ
入
の
国
制
』
二
三
阜
二
、
三
は
問
題
の
多
い
箇
所
で

　
あ
る
。
そ
れ
は
例
の
「
市
民
権
賦
与
」
に
結
び
付
け
て
説
明
さ
れ
る
事
も
あ
る
が
、

　
結
局
そ
れ
自
体
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
詳
し
く
は
｝
．
∪
ρ
団
卿
窯
，
0
7
ρ
日
・

　
げ
。
屡
”
箆
蕊
無
ミ
貯
、
肋
観
象
。
遷
駄
」
ミ
§
ミ
論
b
恥
鴇
ζ
O
ミ
a
遷
噂
》
臼
。
。
け
頸
α
ρ
ヨ
お
①
『

　
（
国
①
℃
婦
貯
け
O
h
叶
財
Φ
国
蝕
焦
O
窺
窃
Φ
昌
（
色
Φ
曳
9
窃
亀
U
o
①
〉
昌
α
q
鉱
①
ω
一
㊤
Φ
b
o
）
H
＝
一

　
這
ρ

⑲
U
“
峯
⑦
き
ω
戸
∪
δ
多
き
慧
9
一
欝
9
。
墜
二
三
。
巨
霞
ロ
σ
q
＞
普
6
湊
ぎ
O
．

　
｝
P
げ
H
7
ニ
コ
儒
。
詳
二
口
O
e
①
口
⑦
h
O
噌
諺
O
ロ
＜
O
目
α
O
o
o
層
ミ
さ
こ
O
ρ
H
㊤
①
伊
b
Ω
『
心
－
N
刈
Φ
．

⑳
9
男
．
冒
8
ξ
噛
b
鑓
ミ
薦
ミ
馬
ミ
馬
机
ミ
讐
、
§
ミ
象
ぎ
殺
製
無
ミ
隷
ミ
踏
固
び

　
の
¢
唱
覧
■
＜
O
ド
H
”
ピ
①
a
o
p
お
㎝
企
ω
O
㎝
二
一
け
げ
戸
G
o
ト
っ
．

⑳
切
蛋
ω
o
拝
O
畿
象
ミ
魯
ぎ
9
§
騎
神
§
ミ
恥
H
H
（
σ
㊦
鷲
9
罫
簿
〈
o
p
缶
■
ω
考
。
げ
a
ε

　
戸
⑩
N
伊
Q
Q
“
刈
l
o
Q
刈
o
Q
恥
馬
副
鉢
H
b
∂
①
野

（
＠
　
閑
．
ピ
客
富
噛
勺
ゲ
覧
ρ
涛
鴨
×
×
押
お
腿
ド
8
劇
点
O
お
…
鵠
・
麟
。
ヨ
ヨ
㊦
♂
目
ユ
仲
－

　
け
罵
Φ
ρ
需
財
b
o
口
魚
7
0
〈
頃
〉
ド
H
㊤
ω
ρ
ω
ら
Q
O
I
も
。
刈
ρ

⑯
　
こ
の
問
題
を
詳
し
く
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
国
■
ン
戸
ノ
ぐ
騨
欝
。
さ
．
｝
跨
魯
臼

　
月
プ
。
菊
㊦
8
触
諺
o
h
Ω
巴
ω
菩
①
一
δ
ω
℃
§
価
O
§
嵩
ミ
ミ
恥
恥
凪
壽
職
§
W
ミ
亀
。
遂
く
。
り

　
H
＜
讐
0
9
ヨ
σ
ユ
O
σ
q
o
δ
卜
。
◎
は
①
1
＝
Q
。
噛
U
■
切
嵩
α
o
①
P
6
ゲ
㊦
8
ユ
伴
け
罵
。
。
。
貯
Ω
0
7

　
ω
簿
¢
口
。
ω
、
図
①
h
o
葦
屋
㌧
臣
謹
。
。
ρ
お
誤
噛
誌
…
ω
O
“
渇
・
ω
o
a
o
ざ
国
。
α
q
δ
苧

　
巳
冨
ヨ
ぎ
跨
苫
ぎ
ざ
》
二
6
昂
ρ
ミ
無
ミ
群
P
お
①
ρ
ミ
b
。
1
同
胡
．
が
あ
る
。
し
か

　
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
説
得
的
で
は
な
い
。

＠
　
口
お
踵
①
窪
讐
O
特
職
馬
＝
霞
一
…
∪
。
置
「
い
O
毛
β
Ω
㊦
訪
昏
ぐ
⇒
口
¢
ω
騨
鵠
q
》
峠
凱
o
P

　
璃
ミ
ミ
ミ
寒
し
⑩
①
ρ
ω
0
ル
イ
ス
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
に
、
．
祭

　
杷
に
基
く
地
方
的
結
合
の
打
破
と
い
う
狙
い
を
強
調
し
て
い
る
。
な
お
、
都
市
ア

　
テ
ナ
イ
が
新
都
族
舗
の
下
で
ア
ッ
テ
ィ
カ
農
村
都
に
対
し
て
、
そ
れ
と
し
て
何
ら

　
特
尉
の
地
位
を
占
め
て
い
な
い
事
も
、
こ
こ
に
示
し
た
解
釈
を
裏
付
け
る
も
の
と

　
な
る
だ
ろ
う
。
新
部
族
鰯
は
す
べ
て
の
地
域
を
平
等
に
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑮
嵐
ミ
．
℃
亀
■
曽
．
b
コ
噛
心
■

⑭
オ
ス
ト
ラ
キ
ス
モ
ス
の
創
設
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
帰
し
て
差
支
え
な
い
。

　
男
．
巳
6
8
ω
o
P
字
書
9
、
蔚
暮
ミ
O
無
ミ
黒
瀬
ミ
’
O
o
℃
〇
三
δ
σ
q
o
臣
お
鵡
』
＝
占
一
切
■

⑳
　
ペ
ン
タ
コ
シ
オ
メ
デ
ィ
ム
ノ
イ
と
ヒ
ッ
ペ
イ
ス
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
切
暮
．
＜
H
■
H
ω
一
．
一
．

⑳
）
逗
ミ
．
、
◎
栖
鵠
笛
．
暦
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1

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
以
前
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
社
会
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
こ
で
は
門
貴
族
」
の
支
配
が
強
固
に
根
を
下
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
身
分
制
で
あ
る
。
前
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
前
古
山
桜
の
ア
テ
ナ
イ
に
は
一
応
身

分
綱
は
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
エ
ウ
バ
ト
リ
ダ
イ
、
ゲ
オ
ー
ル
ゴ
イ
、
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
イ
と
い
う
三
つ
の
身
分
が
あ
っ
た
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ろ
う
。
こ
れ
は
プ
ル
タ
ル
コ
ス
に
よ
る
と
、
伝
説
的
な
王
テ
セ
ウ
ス
が
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
シ
ュ
ノ
イ
キ
ス
モ
ス
の
際
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
際
、
エ
ウ
バ
ト
リ
ダ
イ
に
は
神
事
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
つ
事
と
か
、
聖
俗
両
方
面
に
つ
い
て
の
解
説
役
（
瞬
器
σ
q
簿
巴
）
た
る
事
な
ど
が
定
め

ら
れ
た
、
と
さ
れ
る
。
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
こ
の
記
事
に
は
問
題
が
多
く
、
そ
の
取
り
扱
い
に
は
慎
重
を
要
す
る
。
た
だ
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
に
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
た
鳩
舎
、
エ
ウ
バ
ト
リ
ダ
イ
の
権
限
が
大
き
な
も
の
で
な
か
っ
た
事
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
テ
セ
ウ
ス
は
エ
ウ
バ
ト
リ
ダ
イ

に
上
述
の
権
限
を
与
え
る
事
に
よ
っ
て
、
他
の
市
民
と
い
わ
ば
対
等
欲
q
詞
招
糺
n
ざ
電
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
時
に
テ
セ
ウ
ス
は
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ユ
ノ
イ
キ
ス
モ
ス
の
際
、
平
等
を
条
件
と
し
て
賢
～
魂
。
号
N
8
内
す
べ
て
の
人
を
呼
び
集
め
た
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
。
更
に
は
こ
の
時
、
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

セ
ウ
ス
は
独
裁
政
を
廃
し
て
民
主
政
治
を
定
め
た
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
エ
ウ
バ
ト
リ
ダ
イ
と
は
他
か
ら
隔
絶
し
た
一
つ
の
閉
鎖
的
身
分
で
は
な
く
、
他
の
二
つ
の
身
分
と
い
わ
ば
対
等
で
あ
り
、
民

主
政
治
の
原
理
と
背
馳
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ア
テ
ナ
イ
の
三
身
分
制
と
い
う
の
は
暖
昧
な
も
の
な
の
だ
。
ゲ
オ
ー
ル
ゴ
イ
と
デ
ー
ミ
ウ

ー
ル
ゴ
イ
に
つ
い
て
は
そ
の
身
分
が
定
義
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
攣
目
袋
君
哉
ミ
と
い
う
語
、
単
数
形
は
⑩
晋
食
竃
馬
心
ハ
で
あ
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

れ
は
本
来
「
生
れ
の
高
貴
さ
」
を
表
わ
す
語
で
あ
っ
て
、
漸
く
普
通
に
非
術
語
的
に
使
わ
れ
る
事
も
多
い
。
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所
謂
貴
族
制
国
家
の
構
造
を
論
ず
る
際
、
避
け
て
通
れ
な
い
の
は
プ
ラ
ト
リ
ア
で
あ
る
。
前
に
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
プ
ラ
ト
リ
ア
を
そ
の

ま
ま
の
形
で
存
続
さ
せ
た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
リ
ア
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
内
部
構
成
を
考
え
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
プ
ラ
ト
リ
ア
の
内
部
溝
成
に
関
す
る
史
料
は
限
ら
れ
て
い
る
。
　
「
デ
ー
モ
テ
ィ
オ
ー
ニ
ダ
イ
碑
文
」
（
N
’
O
．
　
H
H
悼
　
一
ト
⊃
ω
団
）
と
若
干
の
法
廷
弁
論

そ
の
他
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
四
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
こ
の
問
題
を
最
も
首
尾
一
貫
し
て
論
じ
た
の
が

　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ノ
ス

ア
ソ
ド
ル
ー
ズ
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
プ
ラ
ト
リ
ア
で
は
特
権
的
小
集
団
た
る
氏
族
が
そ
れ
自
体
と
し
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。
古
典
期

の
プ
ラ
ト
リ
ア
に
見
ら
れ
る
ゲ
ノ
ス
の
特
権
と
は
、
本
来
、
貴
族
政
時
代
の
名
残
り
で
あ
る
。
貴
族
政
時
代
に
於
い
て
は
貴
族
が
ゲ
ノ
ス
に
組

織
さ
れ
、
平
民
が
保
護
を
求
め
て
そ
の
下
に
集
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
が
プ
ラ
ト
リ
ア
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
は
、
プ
ラ
ト
リ
ア
を
「
貴
族
」
に
と
っ
て
の
一
種
の
支
配
機
構
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
今
日
、

学
界
の
支
配
的
見
解
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
そ
こ
に
は
か
な

り
の
難
点
が
あ
る
。
プ
ラ
ト
リ
ア
を
構
成
す
る
様
々
の
メ
ン
バ
ー
の
中
、
ゲ
ノ
ス
の
成
員
た
る
ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
が
一
種
独
自
の
地
位
を
占
め
る

の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
、
所
謂
貴
族
政
時
代
に
「
貴
族
」
の
有
し
て
い
た
「
特
権
」
の
如
き
も
の
と
見
散
す
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ

　
　
　
ゲ
ソ
ネ
　
タ
イ

ろ
う
。
氏
族
員
の
有
し
て
い
た
の
は
宗
教
的
権
威
の
他
は
精
神
的
尊
敬
を
多
く
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
、
ゲ
ノ
ス
が
特
権
的
小
集
団
と
し
て
そ
れ
自
体
プ
ラ
ト
リ
ア
内
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
、
と
す
る
説
に
左
暮
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
所
詮
古
典
期
の
話
で
あ
る
。
前
古
典
期
に
於
い
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
直
面
し
た
プ
ラ
ト
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
史
料
的
制
約
の
た
め
、
プ
ラ
ト
リ
ア
そ
れ
自
体
か
ら
論
ず
る
事
は
出
来
な
い
。
そ
こ
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で
、
少
し
角
度
を
変
え
て
、
プ
ラ
ト
リ
ア
と
密
接
な
関
係
を
有
し
た
と
さ
れ
る
ゲ
ノ
ス
及
び
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
に
焦
点
を
当
て
る
事
に
し
よ
う
。
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『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
の
初
め
の
散
奇
し
た
部
分
の
断
片
（
壁
。
。
・
○
・
ρ
目
ω
臼
9
貯
℃
一
舞
｝
流
8
F
ω
認
自
ω
・
く
・
需
ミ
卦
鞄
）
に
は
次
の
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
オ
　
ル
ゴ
イ
　
デ
エ
ミ
ウ
ド
ル
ゴ
イ

に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
は
人
口
金
野
が
農
民
と
職
　
人
と
に
分
れ
、
彼
ら
は
四
つ
の
部
族
を
形
成
し
て
い
た
。
各
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ノ
ス

族
は
三
部
に
分
れ
、
こ
れ
は
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
と
か
プ
ラ
ト
リ
ア
と
か
呼
ば
れ
、
こ
れ
ら
の
各
々
に
は
三
十
の
氏
族
が
あ
り
、
各
氏
族
は
三
十
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ソ
ネ
　
タ
イ

か
ら
構
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
氏
族
の
構
成
員
を
氏
族
員
と
呼
ぶ
。
」

　
こ
れ
は
悠
遠
の
昔
の
ア
テ
ナ
イ
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
ア
テ
ナ
イ
の
人
口
全
体
が
ゲ
ノ
ス
に
所
属
し
た
事
に
な
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
事
の
歴
史
性
は
一
般
に
は
疑
わ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
数
学
的
に
整
然
と
し
過
ぎ
て
お
り
、
し
か
も
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
運
行
と
の
類
比
が
余
り
に
も
顕
著
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
ア
テ
ナ
イ
に
は
か
つ
て
人
口
全
体
が
琉
族
員
で
あ
っ
た
時
代
が
ご

存
在
し
た
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
事
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

　
ま
た
同
時
に
、
そ
こ
で
は
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
が
ゲ
オ
ー
ル
ゴ
イ
と
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
イ
の
二
つ
の
身
分
に
分
れ
て
い
た
事
に
な
っ
て
い
る
。
今
、

か
り
に
こ
の
記
事
を
「
テ
セ
ウ
ス
」
以
前
の
、
い
わ
ば
「
イ
オ
ン
」
の
頃
の
ア
テ
ナ
イ
を
指
す
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
身
分

し
か
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
に
テ
セ
ウ
ス
が
新
た
に
エ
ウ
バ
ト
リ
ダ
イ
を
区
別
し
、
こ
こ
に
既
述
の
三
身
分
掌
が
成

　
　
　
　
　
　
⑩

算
し
た
事
に
な
る
。
こ
の
時
点
に
於
い
て
、
イ
オ
ン
時
代
の
ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
の
中
に
は
エ
ウ
バ
ト
リ
ダ
イ
と
な
さ
れ
た
老
も
い
る
し
、
或
い
は

元
の
ま
ま
ゲ
オ
ー
ル
ゴ
イ
や
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
イ
と
し
て
と
ど
ま
っ
た
者
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、

ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
と
エ
ウ
バ
ト
リ
ダ
イ
と
を
上
置
す
べ
き
で
は
な
い
。
ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
と
は
エ
ウ
バ
ト
リ
ダ
イ
よ
り
も
更
に
一
層
幅
の
広
い
外
銀

な
概
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
ゲ
ノ
ス
の
名
は
相
当
数
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
数
は
約
六
十
。
我
々
に
名
の
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
加
え
る
と
、
ゲ
ノ
ス
は
全
部
で
百

個
近
く
存
在
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
な
り
大
き
な
数
字
で
あ
る
。
ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
の
数
も
そ
れ
に
応
じ
て
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。



　
　
　
⑫

早
る
計
算
に
よ
る
と
ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
の
総
数
は
一
万
人
程
度
、
古
典
期
人
口
の
約
四
分
の
一
に
も
上
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
数
に
上
る
ゲ

ン
ネ
ー
タ
イ
は
他
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
特
権
階
級
で
は
あ
り
え
な
い
。
ゲ
ン
ネ
ー
タ
イ
の
中
に
は
政
治
的
に
活
躍
し
た
人
も
い
る
し
、
全
く
無
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
ま
ま
で
終
っ
た
人
も
い
る
。
富
裕
な
人
も
い
た
し
、
貧
乏
で
社
会
的
に
無
力
だ
っ
た
人
も
い
る
。
こ
の
事
構
は
古
典
期
は
勿
論
、
前
古
典
期

に
於
い
て
も
変
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
リ
ア
の
中
核
に
位
置
し
た
と
さ
れ
る
ゲ
ノ
ス
、
ゲ
ソ
ネ
ー
タ
イ
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
プ
ラ
ト
リ
ア
と
は
社
会
的
に
重
要
な
組
織
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
援
助
、
庇
護
関
係
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
有
力
者
が
影
響
力

を
及
ぼ
す
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
を
、
　
「
貴
族
」
が
ゲ
ノ
ス
に
組
織
さ
れ
平
民
が
そ
の
下
に
従
属
し
た
、
と
表
現

す
る
の
は
明
ら
か
に
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
リ
ア
と
は
、
当
初
よ
り
、
　
「
貴
族
」
に
と
っ
て
の
権
力
行
使
の
手
段
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

3

クレイステネス改革（芝川）

　
以
上
、
三
身
分
調
、
プ
ラ
ト
リ
ア
並
び
に
ゲ
ノ
ス
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
し
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
前
古
典
期
の
ア
テ
ナ
イ

に
は
強
力
な
貴
族
支
配
な
る
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。
そ
の
事
は
、
ま
た
幾
つ
か
の
政
治
的
事
件
か
ら
も
証
さ
れ
る
。

　
キ
ュ
ロ
ン
の
ク
ー
デ
タ
（
六
三
六
若
し
く
は
六
三
二
年
）
。
キ
ュ
μ
ソ
一
派
が
暦
争
心
樹
立
を
目
論
ん
で
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
を
占
拠
し
た
時
、
ア
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ナ
イ
市
民
は
村
落
か
ら
総
出
で
（
斜
ミ
即
き
・
へ
）
そ
の
討
伐
に
向
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
普
通
の
市
民
の
政
治
へ
の
関
与
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
そ
の
す
ぐ
後
の
部
分
で
は
、
当
時
は
九
人
の
ア
ル
コ
ソ
が
大
部
分
の
政
務
を
執
行
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
常
的

業
務
の
事
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
通
の
市
民
は
平
常
時
に
は
ア
ル
コ
ソ
に
政
務
を
任
せ
て
い
た
が
、
一
旦
事
あ
る
場
合
に
は
政
治
に
参

与
し
、
自
ら
の
責
任
で
事
に
当
っ
た
。
主
権
は
市
民
全
体
が
こ
れ
を
有
し
た
の
で
あ
る
。

　
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
に
よ
る
権
力
掌
握
（
五
六
一
／
○
年
）
。
　
ソ
ロ
ソ
改
革
後
の
混
乱
の
中
で
「
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
自
ら
身
体
を
傷
つ
け
、

反
対
派
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
目
に
あ
っ
た
と
称
し
て
民
衆
を
説
き
伏
せ
、
ア
リ
ス
テ
ィ
オ
ソ
の
動
議
に
よ
り
自
分
に
身
体
の
護
衛
を
与
え
さ
せ
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⑮た
。
」
と
言
わ
れ
る
。
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
民
会
に
て
人
々
を
煽
動
し
、
そ
の
支
持
に
よ
っ
て
権
力
掌
握
へ
の
道
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。

民
会
に
集
ま
っ
て
き
て
い
た
民
衆
の
意
向
が
決
定
的
な
重
み
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
例
は
こ
の
二
つ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ソ
ロ
ン
改
革
時
の
情
勢
や
そ
の
後
の
三
党
派
鼎
立
関
係
も
、
や
は
り
自
由
な
市
民
、
自
ら
の
意

志
で
以
っ
て
政
治
に
参
与
し
得
る
多
貴
の
市
民
の
存
在
を
想
定
し
な
い
こ
と
に
は
理
解
し
難
い
。
当
り
前
の
事
だ
が
、
そ
こ
に
も
有
力
老
が
存

在
し
か
な
り
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
平
常
時
に
は
一
般
市
民
は
自
ら
の
生
業
に
勤
し
み
、
政
治
の
仕
事
は
名
門
出
身
の
有
力
者
に
委
ね
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
有
力
老
と
い
え
ど
も
、
民
衆
の
隅
々
に
ま
で
統
制
を
及
ぼ
す
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
一
旦
事
あ
る
場
合
に
は
民
衆
が

自
ら
立
っ
て
主
権
を
行
使
し
た
。
普
通
の
市
民
で
も
そ
の
気
に
な
り
さ
え
ず
れ
ば
（
も
っ
と
も
簡
単
に
は
そ
の
気
に
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
）
政

治
に
参
加
し
て
そ
れ
を
動
か
し
て
い
く
事
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
の
在
り
方
は
古
典
期
の
そ
れ
か
ら
遠
く
隔
っ
た
も
の
で
は

　
　
　
　
⑯

決
し
て
な
い
。

　
そ
も
そ
も
一
般
に
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
、
と
り
わ
け
ア
テ
ナ
イ
で
は
、
政
治
権
力
と
は
一
種
の
開
か
れ
た
構
造
を
有
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

政
治
権
力
と
は
普
通
の
詩
思
に
と
っ
て
も
遠
く
隔
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
特
権
を
有
す
る
閉
鎖
的
統
治
老
集
団
は
成
立
し
て
い
な
い
。
エ
ゥ
バ

ト
リ
ダ
イ
と
い
っ
て
も
他
か
ら
隔
絶
し
た
存
在
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
貴
族
」
の
名
に
価
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
官
冠
も

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
財
産
に
よ
る
区
別
に
し
た
と
こ
ろ
で
そ
の
差
違
は
小
さ
い
。
ペ
ソ
タ
コ
シ
オ
メ
デ
ィ
ム
ノ
イ
や
ヒ
ッ
ペ
イ
ス
と
ゼ
ウ

ギ
ー
タ
イ
、
テ
ー
テ
ス
と
の
差
は
驚
く
ほ
ど
小
さ
い
。
で
あ
る
か
ら
し
て
、
ア
テ
ナ
イ
史
の
場
合
「
貴
族
の
時
代
」
な
る
も
の
を
想
定
し
な
い

方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
前
古
典
期
の
ア
テ
ナ
イ
と
は
、
そ
れ
自
身
の
問
で
比
較
的
較
差
の
少
な
い
市
罠
よ
り
成
る
国
家
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
社
会

的
に
見
た
場
合
、
平
等
の
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
等
質
的
な
の
で
あ
る
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
（
『
救
い
を
求

め
る
呉
織
』
）
、
イ
ン
ク
ラ
チ
ス
（
『
パ
ナ
テ
ナ
イ
コ
ス
』
）
、
偽
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
（
『
ネ
ァ
イ
ラ
弾
劾
』
）
そ
の
他
が
「
貴
族
政
」
の
時
代
を
置
か
ず
に
、
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

政
に
直
接
、
民
主
政
を
接
続
せ
し
め
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
頃
の
ア
テ
ナ
イ
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
急
激
な
改
革
を
一
切
行
わ
ず
、
ま
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た
、
プ
ラ
ト
リ
ア
や
氏
族
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
貴
族
支
配
体
制
を
そ
の
ま
ま
持
ち
越
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
敢
え

て
言
う
な
ら
ば
、
彼
は
前
代
か
ら
の
民
主
政
的
国
家
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
裏
に
よ
っ
て
の
み
、
本
論
文
第
一
章
の
考
察
と

ヘ
ロ
ド
ト
ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
証
言
が
矛
盾
を
来
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
も
う
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
以
上
の
考
察
で
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
は
よ
う
や
く
輪
郭
を
朧
げ
に
現
わ
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
精
密
に
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
も
つ
積
極
的
な
面
を
取
り
出
し
、
何
故
に
か
か
る
改
革
が
行
わ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
は
当
時
の
状
況
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
次
章
で
は
、
潜
主
政
倒
壊
よ
り
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
に
至
る
数
年
間
の
政
治
情
勢
を
検

討
す
る
中
で
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
意
味
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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三

ユ6（640）

　
ア
テ
ナ
イ
に
て
ピ
ッ
ピ
ア
ス
の
腰
主
政
が
倒
れ
た
の
は
五
一
一
／
○
年
、
王
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
を
筆
頭
と
す
る
ス
パ
ル
タ
軍
の
援
助
の
賜
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
点
で
有
力
で
あ
っ
た
の
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
と
イ
サ
ゴ
ラ
ス
と
の
二
人
で
あ
る
が
、
両
老
の
間
に
党
争
が
起
り
、
イ
サ
ゴ
ラ
ス

　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

が
勝
利
し
た
。
敗
れ
た
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
と
し
て
は
、
今
度
は
民
衆
を
味
方
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
。
巧
み
に
民
衆
を
自
派
に
惹
き
付
け
た

ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
忽
ち
優
位
に
立
っ
た
。
驚
い
た
イ
サ
ゴ
ラ
ス
は
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
に
援
助
を
乞
う
た
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
を
退

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

去
し
、
少
数
の
兵
力
を
率
い
て
来
援
し
た
ク
レ
言
下
ネ
ス
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
近
い
七
百
家
族
を
追
放
し
、
然
る
後
、
評
議
会
を
解
散
し
て

イ
サ
ゴ
ラ
ス
派
の
慧
百
人
に
政
権
を
委
ね
よ
う
と
し
た
。
然
る
に
、
評
議
会
が
こ
れ
に
反
対
し
大
衆
も
こ
れ
に
同
調
し
た
た
め
、
結
局
ク
レ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

メ
ネ
ス
は
属
服
し
て
ア
テ
ナ
イ
よ
り
撤
退
し
た
。
そ
こ
で
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
以
下
の
亡
命
者
は
呼
び
返
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
が
磨
主
放
逐
後
号
年
間
の
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
情
勢
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
二
つ
の
政
治
的
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
、
主
導
権
争
い
を
し
て

い
た
。
こ
れ
は
何
を
争
点
と
し
た
、
如
何
な
る
種
類
の
党
派
争
い
だ
っ
た
の
か
。

　
こ
れ
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
争
い
に
於
い
て
局
面
が
急
転
回
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
初
の
イ
サ
ゴ
ラ
ス
派
優
位
か
ら
ク
レ

イ
ス
テ
ネ
ス
派
優
勢
へ
と
変
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
何
か
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
民
衆
を
味
方
に
付
け
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
有
名
な
ク

レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
「
変
身
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
○
度
の
転
換
と
見
散
さ
れ
る
事
が
あ
る
。
ア
ル
ク
画
品
ニ
ダ
イ
と
い
う
ア
テ
ナ
イ
最
高
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

名
門
に
生
れ
た
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
当
初
は
民
衆
を
「
歯
牙
に
も
か
け
な
か
っ
た
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
が
、
イ
サ
ゴ
ラ
ス
派
と
の
対
立
抗
争
に

敗
れ
る
事
に
よ
っ
て
初
め
て
民
衆
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
於
い
て
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
「
貴
族
の
政
治
偏
よ
り
「
民
衆
の

政
治
」
に
転
向
し
、
民
衆
と
の
同
盟
の
下
に
改
革
を
遂
行
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
し
か
し
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
「
変
身
」
は
余
り
強
調
す
べ
き
で
は
な
い
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
表
現
に
は
誇
張
が
あ
る
し
、
ま
た
、
民
衆
を
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

方
に
付
け
る
事
は
ア
テ
ナ
イ
史
に
於
い
て
何
ら
珍
し
い
事
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
貴
族
主
義
者
が
突
然
、
民
主
主
義
者
に
変
っ
た
と
い
う
も
の
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で
は
な
い
の
だ
。

　
た
だ
、
そ
れ
に
し
て
も
問
題
に
な
る
の
は
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
如
何
な
る
方
策
を
用
い
て
民
衆
を
味
方
に
付
け
た
か
、
で
あ
る
。
ア
ル
ク

亡
婦
ン
一
族
が
、
か
つ
て
レ
イ
プ
シ
ュ
ド
リ
オ
ン
に
城
砦
を
築
い
て
管
主
に
抵
抗
し
た
時
に
は
、
ア
テ
ナ
イ
人
一
般
の
強
い
支
持
は
受
け
ら
れ

　
　
　
⑦

な
か
っ
た
。
ま
た
、
鱈
夕
蝉
倒
壊
に
あ
た
っ
て
も
、
ア
テ
ナ
イ
民
衆
は
第
一
義
的
役
割
は
果
し
て
い
な
い
。
や
は
り
、
ス
パ
ル
タ
軍
の
力
が
主

と
な
っ
て
い
る
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
派
と
イ
サ
ゴ
ラ
ス
派
と
の
党
争
に
於
い
て
も
、
初
め
の
う
ち
は
民
衆
は
積
極
的
に
は
参
加
し
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
民
衆
が
留
る
時
点
（
五
〇
八
年
春
か
）
を
境
に
し
て
急
に
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
熱
烈
な
支
持
者
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
、
イ
サ
ゴ
ラ
ス
が
慌
て
て
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
を
再
び
招
く
と
い
う
挙
に
出
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
、
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
の
来

憲
を
迎
え
て
か
ら
も
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
国
外
に
退
去
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
彼
を
支
持
し
て
、
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
や
イ
サ
ゴ
ラ
ス
と
闘
っ

て
い
る
。
か
よ
う
な
る
変
化
は
如
何
に
し
て
生
じ
た
の
か
。
こ
れ
は
一
つ
の
謎
で
あ
り
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
を
解
明
す
る
上
で
鍵
を
提
供

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
・
問
題
に
つ
い
て
も
様
々
の
解
答
が
考
え
ら
れ
る
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
民
主
化
の
方
向
に
沿
っ
て
広
汎
な
改
革
を
約
束
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
民
衆
の
支
持
を
獲
得
し
た
、
と
す
る
の
も
一
つ
の
解
答
で
あ
る
。
長
い
間
貴
族
政
の
下
で
圧
迫
さ
れ
て
き
た
民
衆
が
、
ソ
ロ
ソ
の
改
革
や

ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
一
族
の
轡
主
脚
を
経
て
徐
々
に
成
長
し
、
よ
う
や
く
五
〇
八
年
頃
に
到
っ
て
政
治
的
に
自
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
ら
の

手
に
よ
る
支
配
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
民
主
政
治
な
る
政
体
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
人
々
の
要
求
に
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
適
切
に
応
じ
た
。
従
っ
て
彼
は
民
衆
の
支
持
を
得
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
説
明
は
問
題
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
既
に
見
た
様
に
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
と
は
「
民
衆
に
よ
る
支
配
」
を
新
た
に
余
そ
う

と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
統
治
構
造
の
変
革
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
こ
の
説
明
は
民
衆
の
意
識
と

い
う
も
の
を
誤
認
し
て
い
る
。
　
「
民
衆
に
よ
る
支
配
」
と
い
っ
た
理
念
を
事
新
た
に
持
ち
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
普
通
の
人
は
そ
れ
に
耳
を
貸
し

た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
民
衆
と
い
う
も
の
は
「
自
分
達
が
仕
事
を
す
る
の
を
妨
げ
ら
れ
た
り
、
何
か
を
奪
わ
れ
た
り
し
な
い
限
り
は
」
な
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⑨

か
な
か
動
き
出
さ
な
い
も
の
な
の
だ
。
別
段
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
民
主
主
義
の
抽
象
的
な
理
念
を
高
唱
し
て
、
そ
れ
が
民
衆
を
惹
き
付
け
た

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
市
民
権
賦
与
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
在
留
外
人
に
市
民
権
賦
与
を
約
束
し
て
彼
ら
の
支
持
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
権
力
を
掌
握
し
改
革
を
遂
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

す
る
上
で
の
一
つ
の
基
盤
と
し
た
、
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
周
知
の
様
に
、
所
謂
市
民
権
賦
与
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
複
雑
な
論
争
史
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
て
、
結
論
的
に
の
み
述
べ
る
と
、
ク
レ
イ
ス
テ

ネ
ス
の
「
市
民
権
賦
与
レ
が
政
治
情
勢
急
変
の
理
由
と
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
が
実
際
に
行
わ
れ
た
と
し
た
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

大
規
模
な
も
の
だ
っ
た
と
は
決
し
て
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
情
勢
を
動
か
す
に
足
る
程
多
く
の
市
民
が
新
た
に
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
点
は
ポ
リ
ス
の
封
鎖
性
と
い
う
も
の
を
考
え
た
場
合
、
逆
に
解
釈
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
市
民
権
賦
与

を
約
束
し
た
場
合
、
そ
れ
を
約
束
さ
れ
た
人
々
の
支
持
は
獲
得
で
き
て
も
、
一
般
市
罠
か
ら
の
反
発
は
大
き
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
政
治
的
に
負

の
効
果
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
ほ
ど
の
俊
敏
な
政
治
家
は
そ
の
よ
う
な
愚
策
は
講
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
さ
す
れ
ば
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
物
質
的
利
益
の
約
束
で
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ル
イ
ス
は
土
地
の
配
分
を
示
唆
し
て
い
る
。
土
地
を
求
め

る
民
衆
の
声
に
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
応
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
支
持
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
カ
ル
キ
ス
の
良
質
の
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
四
千
の
ア
テ
ナ
イ
人
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
例
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
改
革
の
後
、
ア
テ
ナ
イ
軍
が
ボ
イ
オ
テ
ィ
ア
軍
、
カ
ル
キ
ス
軍

を
破
っ
て
か
ら
行
わ
れ
た
事
で
あ
る
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
土
地
分
配
を
主
張
し
て
大
衆
を
熱
狂
さ
せ
た
と
示
唆
す
る
よ
う
な
史
料
は
全
く
存

在
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
人
気
の
秘
密
に
つ
い
て
最
も
立
ち
入
っ
て
論
じ
て
い
る
の
は
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
自
治
外
事
体

と
し
て
の
デ
ー
モ
ス
欄
の
施
行
が
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
成
功
の
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
大
衆
の
熱
狂
を
説
明
す
る
も
の

と
し
て
は
弱
い
。
そ
こ
で
、
ナ
ス
ト
ワ
ル
ド
は
溢
。
ロ
。
導
冨
な
る
理
念
を
持
ち
出
す
。
彼
に
よ
る
と
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
は
文
字
通
り
の

意
味
で
の
「
民
衆
の
支
配
」
の
実
現
を
醤
指
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
貴
族
」
を
そ
れ
自
体
と
し
て
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
各
人
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に
出
発
点
に
於
け
る
平
等
を
保
証
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
民
を
区
や
部
族
に
組
織
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
国
民
に
同
等
の
政
治
、

的
権
利
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
「
万
民
同
権
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
相
応
し
い
。
こ
の
イ
ソ
ノ
ミ
ア
と
い
う
理
念

を
高
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
人
々
の
熱
狂
的
支
持
を
得
た
の
で
あ
る
。
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
の
説
は
凡
そ
こ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
全
体
的
評
価
に
つ
い
て
の
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
の
説
は
傾
聴
に
値
す
る
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
「
イ
ソ
ノ
ミ
ア
」
な
る

ス
ロ
…
ガ
ソ
を
使
用
し
た
事
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
大
衆
を
惹
き
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
オ
ス
ト
ワ
ル

ド
の
説
で
は
、
結
局
、
高
遠
な
理
念
に
一
般
民
衆
が
熱
狂
し
た
事
に
な
っ
て
し
ま
う
。
普
通
の
市
民
の
意
識
に
も
う
少
し
密
着
し
た
説
明
を
、

歴
史
的
経
緯
を
交
え
つ
つ
、
試
み
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
、
少
し
く
見
方
を
変
え
て
み
た
な
ら
ば
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
反
対
派
の
側
に
目
を
移
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
は
再
度
の
来
春
時
に
、
イ
サ
ゴ
ラ
ス
派
の
三
百
名
に
政
権
を
委
ね
よ
う
と
し
た
と
言
わ
れ
る
。
寡
頭
政
治
の
樹
立
を
目
指
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
の
で
あ
る
。
イ
サ
ゴ
ラ
ス
は
そ
れ
以
前
か
ら
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
と
親
密
な
間
柄
に
あ
り
、
そ
の
後
援
を
受
け
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

他
の
ポ
リ
ス
に
寡
頭
政
を
樹
立
す
る
の
は
ス
パ
ル
タ
に
と
っ
て
一
種
の
国
是
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
当
然
、
イ
サ
ゴ
ラ
ス
は
ク
レ
属
目
ネ
ス
の

再
度
の
来
冠
以
前
よ
り
寡
頭
声
樹
立
を
目
論
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
徐
々
に
具
体
的
形
姿
を
取
る
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
よ
り
以
前
の
ア
テ
ナ
イ
で
は
、
そ
れ
が
所
謂
貴
族
政
で
あ
ろ
う
と
寡
学
政
で
あ
ろ
う
と
厳
格
な
少
数
政
治
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ペ
イ

シ
ス
ト
ラ
ト
ス
一
族
の
管
主
命
も
、
最
後
の
数
年
間
を
除
い
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
な
か
っ
た
事
は
需
う
ま
で
も
な
い
。
既
に
示
し
た
様
に
、

ア
テ
ナ
イ
社
会
と
は
比
較
的
等
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
市
民
間
の
較
差
は
小
さ
く
、
厳
格
な
少
数
政
治
を
存
立
さ
せ
る
よ
う
な
条
件
は
な
か
っ

た
。
そ
こ
ヘ
イ
サ
ゴ
ラ
ス
が
新
た
に
寡
頭
政
を
打
ち
樹
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
テ
ナ
イ
に
と
っ
て
異
質
な
要
素
を
持
ち
込
む
事

で
あ
り
、
そ
の
体
制
を
根
楓
か
ら
覆
え
す
も
の
と
な
る
。
一
般
民
衆
は
既
得
権
を
奪
わ
れ
る
事
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
一
般
の
民
衆
も
初

め
て
危
機
意
識
を
㌍
よ
う
に
な
・
た
の
で
あ
る
・
民
衆
と
は
荷
か
を
奪
い
取
ら
れ
る
時
に
初
め
て
動
き
出
す
も
の
な
の
晦
・
」
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⑳

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
も
当
然
、
イ
サ
ゴ
ラ
ス
派
の
そ
の
よ
う
な
動
き
に
危
惧
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
彼
は
民
衆
の
中
に
現
わ
れ
た

動
揺
を
素
早
く
見
抜
き
、
民
衆
へ
の
キ
ャ
ソ
ペ
！
ソ
を
始
め
た
。
不
穏
な
空
気
の
醸
成
さ
れ
る
中
で
、
彼
は
イ
サ
ゴ
ラ
ス
一
派
を
寡
頭
政
権
樹

立
を
企
む
も
の
と
し
て
激
し
く
攻
撃
し
た
で
あ
ろ
う
。
甚
だ
し
い
場
合
に
は
、
イ
サ
ゴ
ラ
ス
を
謄
主
の
地
位
を
狙
う
者
と
し
て
非
難
攻
繋
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
自
身
の
立
場
と
し
て
は
、
従
前
か
ら
の
ア
テ
ナ
イ
の
体
制
を
守
ろ
う
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
父
祖
伝
来
の
国
守
の
擁
護
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
民
衆
の
気
持
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
モ
デ

ル
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
は
、
当
然
、
ソ
ロ
ソ
の
国
文
で
あ
っ
た
ろ
う
。
改
革
老
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
立
場
は
実
は
保
守
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
か
く
し
て
優
位
に
立
っ
た
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
改
革
案
を
提
出
し
、
騒
然
た
る
雰
囲
気
の
下
、
民
会
を
通
過
さ
せ
た
。
彼
の
改
革
案
そ
の
も

の
は
決
し
て
派
手
な
面
を
含
ま
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
彼
の
立
場
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
し
て
一
般
に
支
持
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
非
勢
に

立
っ
た
イ
サ
ゴ
ラ
ス
が
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
を
再
び
招
く
と
い
う
絶
望
的
行
動
に
出
た
時
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
を
退
去
し
た
が
、
イ
サ

ゴ
ラ
ス
の
決
定
的
敗
北
と
共
に
ア
テ
ナ
イ
に
戻
っ
た
。
そ
れ
か
ら
暫
時
を
経
て
改
革
案
は
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

①
イ
サ
ゴ
ラ
ス
の
ア
ル
コ
ン
選
任
を
彼
の
勝
利
の
政
治
的
表
現
と
考
え
る
な
ら

　
ば
、
イ
サ
ゴ
ラ
ス
勝
利
の
隣
期
は
五
〇
八
年
春
と
な
る
。
ク
μ
ノ
ロ
ジ
ー
に
は
問

　
題
が
多
い
が
、
差
し
当
り
二
巴
甲
O
臼
ざ
O
O
卜
。
メ
b
。
傘
帥
上
月
。
い
O
拶
α
o
ロ
x
噛

　
6
げ
①
》
昏
①
三
雪
》
同
9
8
ω
沖
。
導
閑
ほ
。
ロ
8
国
畷
℃
ω
8
ぽ
噺
。
ω
讐
、
蕊
㊦
Q
。
「

　
同
逡
Q
。
「
湯
口
戸
鍵
9
U
。
妻
・
民
コ
黄
嗣
量
切
。
ミ
恥
い
ミ
ミ
禽
画
鵠
漣
》
§
画
§
炉
㌧
o
N
脳

　
ミ
恥
§
妹
富
望
｝
G
§
ミ
送
両
9
．
ミ
無
ミ
ミ
讐
劉
謡
ミ
亀
ミ
艦
馬
§
一
。
。
讐
≦
冷
甲

　
げ
P
匹
O
ロ
H
り
刈
O
　
H
㎝
ー
ト
∂
傘

②
　
四
百
人
の
評
議
会
で
あ
ろ
う
。

③
以
上
国
黛
。
＜
’
①
卜
。
為
G
。
嚇
ミ
沖
勺
。
卜
b
。
P
に
よ
る
。

④
鵠
黛
・
＜
．
①
り
■
b
。
．
（
松
平
千
秋
訳
）

⑤
　
後
述
。
本
聖
賢
⑳
。

⑥
イ
サ
ゴ
ラ
ス
派
と
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
派
と
の
抗
争
の
初
期
段
階
は
「
貴
族
の
対

立
」
と
見
ら
れ
る
事
が
多
い
。
無
主
政
開
始
以
前
の
三
党
派
対
立
関
係
が
形
を
変

え
て
再
燃
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
再
燃
し
た
と
い
う
の
な
ら

ぼ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
「
貴
族
の
対
立
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
本
論
文
一
四
ペ

ー
ジ
。

　
イ
サ
ゴ
ラ
ス
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
共
に
名
門
出
身
の
有
力
者
。
共
に
地
縁
、

血
縁
等
々
の
所
勇
躍
岳
置
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
有
力
者
同
士
の
対
立

は
古
典
期
に
も
通
例
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
イ
サ
ゴ
ラ
ス
が
先
ず
勝
利

を
納
め
た
の
は
や
三
＝
㊤
に
於
い
て
勝
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
何
よ

り
も
ス
パ
ル
タ
の
後
援
（
鵠
戸
締
凸
く
．
刈
O
，
一
）
が
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

他
方
、
敗
れ
た
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
と
し
て
は
民
衆
に
着
目
し
、
こ
れ
を
味
方
に
す

る
し
か
な
い
。
か
く
し
て
彼
は
民
衆
へ
強
烈
に
訴
え
か
け
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い

つ
た
行
動
は
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
家
に
と
っ
て
何
ら
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
前
古
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典
期
、
古
典
期
を
通
し
て
見
ら
れ
る
通
常
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
拙
稿
「
照
八
○

　
年
代
の
ア
テ
ナ
イ
」
、
七
〇
1
七
一
ペ
ー
ジ
。

⑦
　
鼠
ミ
．
㌧
。
N
．
同
ρ
G
。
■
な
お
、
こ
の
事
件
の
年
代
は
五
　
三
年
と
い
っ
た
と
こ
ろ

　
で
あ
ろ
う
か
。

⑧
＜
．
円
ξ
。
ロ
審
同
σ
Q
”
○
ユ
α
q
ヨ
ω
o
h
U
。
ヨ
。
。
舜
。
ざ
勺
。
駐
楠
§
載
N
謡
昼
ミ
ミ
§
噂

　
N
醇
ユ
O
げ
一
Φ
①
伊
b
∂
G
◎
O
I
b
ρ
O
①
．

⑨
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
℃
o
胸
帖
へ
帖
“
a
　
一
Q
Q
一
〇
Q
　
σ
　
H
刈
I
b
σ
O
）
は
、
農
斑
は
政
治
に
参
与
す

　
る
よ
り
も
む
し
ろ
自
ら
の
仕
覆
を
楽
し
む
と
述
べ
、
そ
の
理
由
づ
け
と
し
て
、
一

　
般
的
に
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。
　
「
と
い
う
の
は
多
く
の
人
々
は
栄
誉
よ
り
も
、

　
む
し
ろ
利
得
を
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
証
拠
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
彼
ら
が

　
仕
顛
を
す
る
の
を
妨
げ
た
り
何
か
を
奪
い
取
っ
た
り
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
昔

　
の
三
主
制
を
も
我
慢
し
た
も
の
だ
し
、
現
に
寡
頭
制
を
も
我
直
し
て
い
る
の
で
あ

　
る
。
」
　
（
山
本
光
雄
訳
）

⑩
U
噸
国
お
撃
’
月
9
国
昌
跨
窪
。
ぼ
。
・
o
ヨ
Φ
9
0
｛
≧
δ
口
。
。
ξ
Ω
。
蓉
9
器
μ

　
ミ
無
ミ
ミ
這
讐
お
①
も
。
層
参
．
な
お
、
眺
、
潮
℃
o
N
・
お
．
㎝
．
の
鳥
㌶
℃
ω
o
℃
鉱
ω
ヨ
8
と

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
「
市
厩
権
賦
与
」
と
を
結
び
付
け
、
黛
㊤
℃
ω
①
℃
謀
。
。
ヨ
。
。
。
に
よ

　
っ
て
市
風
権
を
奪
わ
れ
た
人
々
に
そ
の
再
賦
与
を
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
約
束
し
、

　
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
人
々
の
支
持
を
得
た
、
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
う
る
。

⑪
詳
し
く
は
馬
場
恵
二
「
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
市
民
権
と
市
厩
権
詐
称
」
、
秀
村

　
・
三
浦
・
太
田
編
『
古
典
古
代
の
社
会
と
思
想
』
岩
波
書
店
、
昭
和
閥
幽
妙
、
一

　
四
【
七
1
｝
五
閃
門
ぺ
…
ジ
。

⑫
甫
巴
。
－
Q
曾
ざ
G
◎
b
。
メ
謡
』
0
・

⑬
。
》
ミ
ニ
ω
G
。
。

⑭
国
書
く
。
謡
b
。
．

⑮
ゆ
霧
。
拝
O
憶
§
ミ
象
ぎ
O
偽
恥
ミ
烏
ミ
馬
同
憐
Q
g
ぎ
お
り
切
層
念
蝉
は
五
〇
六
年

目
春
と
し
て
い
る
。

⑯
言
○
ω
箸
巴
9
宅
§
δ
恥
§
亀
§
b
コ
奥
§
§
翰
9
§
抵
き
§
蝋
§
b
馬
§
。
－

　
ミ
、
a
遷
雪
O
改
o
a
H
㊤
①
P
ば
り
1
5
メ

⑰
調
黛
く
■
鳶
ご
抵
ミ
凄
h
』
O
■
。
。
■

⑱
本
章
註
⑥
。

⑲
本
章
註
⑨
。

⑳
　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
自
身
、
本
当
に
仏
氾
機
意
識
を
抱
い
た
も
の
と
思
う
。
彼
に
は

　
確
か
に
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ス
ト
的
側
面
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
面
に

　
過
ぎ
な
い
。
彼
に
あ
っ
て
は
使
命
感
と
権
力
欲
と
が
緊
密
に
結
合
し
て
い
る
の
で

　
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
結
合
は
偉
大
な
政
治
家
の
条
件
で
あ
る
。

　
　
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
よ
る
と
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
権
力
を
握
る
た
め
に
は
「
如
何

　
な
る
手
段
も
辞
さ
な
い
」
（
く
．
①
b
。
■
邸
）
人
物
で
、
そ
の
た
め
に
は
「
歯
牙
に
も
か

　
け
な
か
っ
た
民
衆
」
（
＜
．
①
㊤
■
N
）
と
も
敢
え
て
手
を
組
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

　
る
。
し
か
し
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
は
相
当
の
誇
張
が
あ
る
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
は
個
人

　
的
動
機
を
強
調
し
過
ぎ
る
衝
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
近
代
の
研
究
者
で
は
ω
②
巴
⑦
ざ
。
》
ミ
ニ
嵩
曽
馬
腹
勺
■
い
国
。
ざ
・
拝
の
ミ
ミ
恥
恥

　
§
ミ
ぎ
ミ
§
い
℃
o
§
鳶
恥
§
蕊
O
§
恥
ミ
。
恥
8
ミ
無
ミ
§
ミ
§
ミ
砺
き
腰
さ
§
一
P

　
萎
δ
ω
σ
匿
Φ
コ
這
『
N
H
－
認
…
い
Φ
毛
書
。
賢
事
理
器
i
き
．
な
ど
が
ク
レ
イ
ス
テ
ネ

　
ス
の
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ス
ト
的
｝
面
を
強
調
し
て
い
る
。
自
派
を
有
利
な
ら
し
む
る
こ

　
と
が
彼
の
改
革
事
業
の
一
つ
の
目
的
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

　
ら
は
、
ル
イ
ス
は
と
も
か
く
別
と
し
て
、
他
は
い
ず
れ
も
説
得
力
に
欠
け
る
。

⑳
ミ
沖
㌧
o
、
・
b
。
ρ
け
の
黛
き
り
繰
℃
巷
℃
さ
瓦
遷
e
℃
は
そ
の
よ
う
な
ク
レ
イ

　
ス
テ
ネ
ス
派
の
宣
伝
の
残
照
で
あ
ろ
う
。
な
お
ヘ
ロ
ド
ト
ス
〈
’
設
・
一
．
に
は
、

　
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
が
イ
サ
ゴ
ラ
ス
を
磨
主
に
立
て
よ
う
と
し
て
ア
テ
ナ
イ
に
導
け
て

　
軍
を
率
い
た
、
と
あ
る
。

（
⑳
　
ル
イ
ス
（
O
》
ミ
・
G
ゆ
Q
◎
）
の
言
う
岩
く
。
ぎ
皇
9
δ
q
二
二
暮
幽
8
で
あ
る
。

⑳
嶺
黛
．
＜
．
0
㊤
．
黙
。
…
這
ミ
．
㌧
o
N
●
b
。
O
圏
轡
な
お
鼠
ミ
’
℃
o
斜
N
ρ
ピ
の
瓢
論
＆
㌫
o
¢
り

　
↓
も
詑
電
無
息
℃
N
気
舞
無
臼
℃
に
つ
い
て
は
乏
蝕
。
－
O
曾
ざ
G
O
b
。
S
δ
・
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以
上
に
よ
り
、
改
革
者
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
立
場
は
凡
そ
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
彼
の
改
革
事
業
を
再
検
討
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。
先
ず
デ
ー
モ
ス
制
。
既
に
述
べ
た
様
に
、
区
は
ア
テ
ナ
イ
市
民
を
最
底
辺
に
お
い
て
包
み
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ア
テ
ナ

イ
市
民
全
体
に
園
家
生
活
に
参
与
す
る
可
能
性
を
与
え
、
そ
れ
を
効
率
的
に
国
家
に
組
み
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
国
家
は
国
民
全

体
の
も
の
で
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ
る
老
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
と
の
配
慮
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
評
議
会
の
構
成

で
あ
る
。
周
知
の
様
に
、
五
百
人
評
議
会
は
区
を
基
準
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
凡
そ
の
人
口
比
に
応
じ
て
、
評
議
員
数
が
各
区
に
割
り
当
て
ら
れ
、

そ
こ
か
ら
評
議
員
が
選
ば
れ
る
。
即
ち
、
如
何
な
る
区
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
辺
境
に
位
置
し
よ
う
と
、
ど
の
よ
う
な
条
件
下
に
あ
ろ
う
と
、

人
口
に
応
じ
た
評
議
員
を
確
保
し
得
る
。
そ
の
意
味
で
、
国
政
へ
の
平
等
な
参
加
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
テ
ナ
イ
の
伝
統
的
原
理

に
墓
き
、
か
つ
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
と
こ
ろ
の
全
国
民
統
合
の
努
力
で
あ
り
、
三
時
に
、
政
治
に
公
共
的
性
格
を
保
障
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
イ
サ
ゴ
ラ
ス
派
と
の
闘
争
の
中
で
、
ま
た
暦
主
政
末
期
の
暴
政
を
反
省
す
る
中
で
様
々
の
考
慮
が
払
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
政
権
が
一
部

の
人
に
私
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
恣
意
的
支
配
に
走
り
や
す
い
。
支
配
は
法
に
則
っ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
一
部
の
人
に
の
み
特

権
を
与
え
る
よ
う
な
体
制
は
疎
外
者
を
生
み
不
平
分
子
を
生
ず
る
。
そ
の
場
合
、
党
争
が
生
じ
、
暦
濫
造
が
成
立
し
や
す
く
な
る
。
国
家
を
全

体
に
開
き
、
そ
れ
を
階
層
的
・
地
域
的
い
ず
れ
の
意
味
で
も
有
機
的
に
統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
配
慮
の
上
に
立
っ
て
改
革

事
業
は
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
部
族
の
改
革
も
区
や
評
議
会
と
同
じ
精
神
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
。
部
族
は
ト
リ
ッ
テ
ユ
ス
を
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
区
を
包
摂
し
、
い

わ
ば
国
家
組
織
の
頂
点
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
．
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
前
述
の
様
に
、
地
域
的
対
立
を
解
消
し
て
ア
テ
ナ
イ
全
体
を
統
合
す

る
と
い
う
狙
い
を
有
し
た
。
か
つ
て
ア
テ
ナ
イ
で
は
地
域
的
対
立
が
一
つ
の
原
因
と
な
っ
て
例
の
三
党
派
鼎
立
関
係
が
生
じ
、
そ
れ
が
鱈
主
政

に
導
く
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。



クレイステネス改革（芝川）

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
い
ま
一
つ
の
重
要
な
制
度
た
る
オ
ス
ト
ラ
キ
ス
モ
ス
も
、
や
は
り
同
じ
精
神
の
下
に
理
解
さ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
オ
ス
ト
ラ
キ
ス
モ
ス
は
、
本
来
、
管
主
政
再
現
の
防
止
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
全
国
民

的
な
形
で
の
法
治
国
家
、
公
共
の
物
と
し
て
の
国
家
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
精
神
に
ま
さ
し
く
合
致
し
た
も
の
と
い

え
よ
う
。

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
改
革
事
業
は
国
訴
の
多
く
の
面
に
一
旦
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
上
述
以
外
の
面
に
於
い
て
も
何
ら
か
の
改
革
は
為
さ
れ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
民
会
と
か
裁
覇
所
、
ア
レ
イ
オ
ス
パ
ゴ
ス
の
会
議
、
ア
ル
コ
ソ
そ
の
他
の
役
職
等
々
も
何
ら
か
の
変
形
を
蒙
っ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
さ
ほ
ど
大
き
な
変
革
は
受
け
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
の
精
神
は
保
守
的
な
も
の
だ

っ
た
の
だ
か
ら
。
プ
ラ
ト
リ
ア
や
氏
族
の
場
合
と
同
じ
様
に
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
そ
れ
ら
に
手
を
加
え
る
必
要
を
あ
ま
り
認
め
な
か
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
史
料
に
は
何
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
断
雷
は
出
来
な
い
が
。
数
年
後
の
五
〇
一
／
○
年
に
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
れ
た
と
す
る
評
議
員
の
誓
約
並
び
に
将
軍
職
に
関
す
る
改
革
に
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
関
係
し
た
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が

ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
精
神
に
沿
う
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。

　
総
括
的
に
言
う
と
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
国
制
は
ア
テ
ナ
イ
の
伝
統
、
い
や
も
っ
と
広
く
言
っ
て
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
の
伝
統
に
依
拠
し
つ

つ
、
公
共
の
物
と
し
て
の
国
家
を
構
築
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
恣
意
的
な
支
配
は
否
定
さ
れ
、
統
治
は
法
に
基
い
て
行
わ
れ
る
。
国

家
公
共
の
事
は
白
日
の
下
に
曝
さ
れ
（
無
こ
烹
q
ミ
）
、
市
民
全
体
が
そ
れ
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
制
を
作
り

上
げ
た
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
ソ
ロ
ソ
の
仕
事
の
継
承
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
場
合
、
一
暦
整
備
さ
れ
て
い
る
。
ク

レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
部
族
、
区
、
評
議
会
等
、
何
れ
を
取
り
上
げ
て
も
ソ
ロ
ソ
の
場
合
よ
り
も
制
度
的
に
整
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ポ
リ
ス

の
公
共
的
性
格
が
更
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ソ
ロ
ソ
の
国
旗
を
受
け
継
ぎ
、
更
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
「
ソ
ロ
ン
の
国
制
よ
り
も
遙
か
に
民
主
的
と
な
っ
た
。
」
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
念
の
た
め
付
け
加
え
て
お
く
が
、
全
市
民
に
政
治
参
加
へ
の
権
利
が
保
証
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
普
通
の
市
民
が
日
常
的
に
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そ
の
権
利
を
行
使
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
平
常
時
に
は
政
治
の
実
際
の
運
用
は
実
質
的
に
は
上
層
の
有
力
老
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
っ
た

結
果
に
な
っ
た
ろ
う
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
全
員
の
政
治
参
加
の
た
め
の
枠
組
、
形
式
を
整
え
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
形
式
的
平

等
の
確
立
で
あ
っ
て
、
実
質
的
な
意
味
で
の
平
等
化
の
試
み
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
穏
健
民
主
政
と
名
づ
け
ら
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
既
に
強
調
し
た
よ
う
に
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
急
激
な
改
革
を
一
切
為
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
極
め
て
穏
健
、
中
庸
を
得
た
地
味
な
も
の
で

あ
っ
て
、
無
理
は
一
切
行
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
永
続
の
秘
密
が
あ
る
。
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
作
り
上
げ
た
国
領
は
四
一
一
年
の
寡
頭
隠
の
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

命
に
到
る
迄
、
実
に
百
年
の
間
、
重
大
な
挑
戦
を
一
度
も
受
け
て
い
な
い
。
そ
の
間
、
高
度
に
安
定
し
て
い
る
。
ペ
ロ
ポ
ソ
ネ
ソ
ス
戦
争
中
の

衆
愚
政
治
は
と
も
か
く
励
と
す
る
と
、
古
典
期
の
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
体
制
の
下
で
動
い
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
テ
ナ
イ
民
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

政
治
の
基
盤
を
提
供
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
は
「
民
主
政
治
を
確
立
し
た
」
の
で
あ
る
。
実
に
彼
は
当
時
の
ア

テ
ナ
イ
に
そ
の
最
も
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
を
与
え
た
の
み
な
ら
ず
、
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
事
態
を
把
握
し
、
そ
の
認
識
を
実
地
に
適
用
す
る

こ
と
の
で
き
た
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
流
石
に
偉
大
な
政
治
家
で
あ
り
、
名
門
出
身
の
名
に
恥
じ
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
①
　
た
だ
し
峯
①
藁
。
ヨ
。
ω
男
。
。
’
及
び
〉
国
管
。
匡
8
切
9
（
冒
。
o
σ
嗜
）
。
両
断
片
　
　
　
　
な
か
っ
た
の
は
こ
の
あ
た
り
に
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
　
と
も
問
題
が
多
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
拙
稿
「
エ
ピ
ア
ル
テ
ス
」
、
　
一
七
一
一
八
ペ
ー
ジ
。
　
「
選
入
○
年
代
の
ア
テ
ナ

　
②
」
ミ
。
㌧
。
魯
b
。
卜
⊃
．
b
。
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
」
、
七
四
ペ
ー
ジ
。

　
③
第
一
章
註
⑳
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
第
三
早
註
⑱
。

　
④
後
世
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
が
ソ
ロ
ン
な
ど
の
蔭
に
隠
れ
て
さ
ほ
ど
有
名
に
な
ら
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ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
は
ア
テ
ナ
イ
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
行
わ
れ
て
い
る
見
方
を
図
式
化
し

て
雷
う
と
、
ア
テ
ナ
イ
史
と
は
絶
え
ざ
る
民
主
化
の
過
程
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
で
は
、
当
初
、
貴
族
が
揺
ぎ
な
き
支
配
を
誇
っ
て
い
た
が
、
や



クレイステネス改革（芝川）

が
て
そ
れ
は
弱
ま
る
。
他
方
、
ソ
ロ
ソ
改
革
、
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
暫
主
政
な
ど
を
経
て
民
衆
の
力
が
徐
々
に
強
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な

民
衆
が
自
ら
の
力
を
自
覚
し
て
、
貴
族
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
が
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
で
あ
り
、
こ
こ
に
民
主
政
治
は
実

現
さ
れ
た
。
こ
の
時
点
で
は
未
だ
貴
族
の
勢
力
は
根
強
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
次
第
に
衰
え
て
い
き
、
民
衆
の
前
に
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
く
。

こ
う
し
て
成
立
す
る
の
が
過
激
民
主
政
で
あ
る
。
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
図
式
が
、
や
は
り
今
日
ア
テ
ナ
イ
史
を
論
ず
る
老
の
考
え
方
の
背
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
史
を
首
尾
一
貫
、
発
展
史
的
に
把
握
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
に
は
妥
当
し
な
い
。
そ
こ
に
は
民
衆
が
「
貴
族
」
の
勢
力
を
排
除
し
よ
う
と
し
た

形
跡
が
存
し
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
民
衆
の
興
隆
な
る
も
の
を
背
景
に
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
寡
頭
政
樹
立
を
目
論
ん
だ
グ
ル
ー
プ

と
か
、
静
心
派
の
残
党
と
か
い
っ
た
一
部
の
異
端
者
に
対
し
て
、
ア
テ
ナ
イ
古
来
の
原
理
に
依
り
つ
つ
、
全
国
民
的
な
形
で
行
わ
れ
た
改
革
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
定
の
階
層
の
利
益
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
に
限
ら
ず
、
　
一
般
に
ア
テ
ナ
イ
史
に
は
「
貴
族
派
」
と
「
民
主
派
」
と
の
抗
争
、
　
「
貴
族
」
に
対
す
る
民
衆
の
勝
利

と
い
う
形
で
は
理
解
出
来
な
い
事
柄
が
余
り
に
も
多
過
ぎ
る
。
五
世
紀
と
い
え
ど
も
、
民
衆
が
勝
利
し
て
文
字
通
り
の
民
衆
の
支
配
が
実
現
し

た
の
で
は
な
い
。
前
古
典
期
に
「
貴
族
」
が
ポ
リ
ス
を
手
中
に
納
め
て
い
た
の
で
も
な
い
。
概
し
て
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
と
は
一
部
の
支
配
層

に
独
占
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
公
共
の
物
」
と
し
て
、
建
前
上
、
全
市
民
に
公
開
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ポ
リ
ス
の
公
共
的
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
既
に
ホ
メ
μ
ス
に
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。
我
々
の
取
り
扱
う
ギ
リ
シ
ア
史
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
本
の
太
い
線
と
な
っ
て
流
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
従
来
は
余
り
に
も
発
展
的
見
方
が
強
す
ぎ
た
。
貴
族
政
か
ら
罠
憲
政
へ
の
一
直
線
的
発
展
（
若
し
く
は
退
化
）
と
い
う
見
方
は
修
正

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
①
　
と
は
言
っ
て
も
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
暗
代
、
ロ
ー
マ
支
配
下
の
時
代
ま
で
出
4
5
慮
に
入
　
　
　
　
　
七
三
編
八
号
、
昭
和
三
九
年
、
二
七
－
三
〇
ペ
ー
ジ
。
同
「
ポ
リ
ス
の
成
立
」
、

　
　
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
発
展
論
が
ア
テ
ナ
イ
以
　
　
　
　
　
岩
波
講
座
世
界
歴
史
1
、
一
九
六
九
年
、
四
三
六
、
四
五
七
－
弱
五
八
ペ
ー
ジ
。

　
　
外
の
ポ
リ
ス
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
研
修
員
京
都

　
②
　
藤
纒
謙
三
「
ギ
リ
シ
ア
の
英
雄
叙
事
詩
の
社
会
的
基
盤
（
上
）
」
、
『
史
学
雑
誌
』
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Die　Reformen　des　Kleisthenes

von

Osamu　Shibakawa

　　Wie　sind　die　Reformen　des　Kleisthenes　aufzufassen　in　der　athenischen

Verfassungsgeschichte？　ln　der　Forschungsgeschichte　gelten　sie　im　all－

geineinen　als　BegrUndung　der　athenischen　Demokratie．　Dann，　aber，　wa－

rum　Demokratie？　Das　ist　nicht　leicht　zu　beantworten．　Denn　die　klei－

sthenischen　Reformen　brachten　mit　sich　nicht　sofort　die　Herrschaft　des

Volks．　Vielmehr　trachteten　sie　nach　dem　Wiederaixfbau　des　Staates　als

res　publica．　Die　GriecheR　betrachteten　ihre　Polis　n1cht　als　Eigentum　des

kleinen　．　Herrscherkreises，　sondern　als　Gemeingue，　ap　dem　’grundsatzlich

翻1蟹膿包蓋謙戸rs’Yrrfassullg　wa「．．d’e＝、Yr「w’「kl’chung　de「一

Ho　Hs　in　一hr．痂＝何心．B；Th合．D6via．亡ioh．　ff61h．≧．the．．．Orthodoxy名教

by

／Noriko／MOti’

　　Aheretic，．Ho　Hsin－yin何心隠who　is　a．．　philosopher　of　T”ai－chou

schoo1泰州派was　executed　at　the　end　of　Ming．Dynasty．　The　cause　of

his　death，　in　a　word，　is　his　anti－authoritatian　activities　and　his　argu－

ments　which　deviated　from　the　Orthodoxy名教．　Particularly　the　thought

scorned　by　all．was　his　affirmation　of　the　desire．　That　is，　he　acknowl－

edged　the　activeness　of　mind　such　as“Ipi肋wo”「意必固我」and

regarded　the　desire　as　the　inevitable　mental　quality．　lt　can　be　said

that　this　a茄rmation　of　the　desire　is　logically　coiicluded　fl’oM　the　dis－

closure　of　the　theme，“mind　is　principle”「心即理」against　the　back－

ground　of　the　brisk　commercial　economics　at　that　tiihe．

　　Pursuing　the　unique　studies　and　learning　by　discussion，　he　based　his　’

arguments　on　“thiBgs”．　Therefore　he　can　be　regarded　as　a　precursor

of　Yen　y吻π顔元who　advocated　Anti－Neo－Confucianism反理学，　al一

（796）




