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【
要
約
】
　
萄
子
が
自
ら
の
国
家
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
蒔
、
そ
の
眼
前
に
見
い
だ
し
た
も
の
は
、
官
僚
体
制
に
よ
る
百
姓
支
配
と
し
て
の
諸
侯
国
で
あ

っ
た
。
勢
子
は
、
か
か
る
現
実
を
、
分
業
を
基
礎
と
し
て
編
成
さ
れ
る
国
家
と
み
な
し
、
そ
れ
を
〃
分
”
を
実
体
と
す
る
独
自
の
礼
論
に
よ
っ
て
理
論
化

し
た
。
こ
の
よ
う
な
懸
子
の
礼
制
的
国
家
論
は
、
穫
下
の
黄
老
・
名
家
学
派
の
名
分
論
や
孟
子
の
甲
子
・
小
人
論
を
基
礎
と
し
、
両
者
を
さ
ら
に
分
析
し

て
豊
か
な
内
容
を
与
え
、
そ
れ
ら
を
礼
の
観
点
か
ら
総
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
小
論
で
は
、
か
か
る
斜
子
の
国
家
論
の
内
容
と
歴
史
的
特
質
と
が
考
察

さ
れ
る
。
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中
国
に
お
け
る
国
家
の
成
立
を
ど
の
時
期
に
措
定
す
る
か
は
、
多
く
の
議
論
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
完
成
し
た
古
代
国
家
を

秦
の
専
制
国
家
形
態
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
当
面
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
戦
国
期
に
お
け
る
こ
の
専
制
国
家
の
形
成
過
程
は
、
当
時
の
人

び
と
に
対
し
て
現
実
の
国
家
に
つ
い
て
の
様
ざ
ま
な
反
省
を
呼
び
お
こ
し
、
国
家
の
理
論
的
認
識
を
当
然
の
こ
と
な
が
ら
要
請
し
た
。
戦
国
期

の
諸
子
百
家
と
呼
ば
れ
る
思
想
家
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
立
場
か
ら
、
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
専
糊
国
家
の
理
論
的
把
握
に
と
り
く
ん
だ
。

丸
子
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
も
彼
こ
そ
は
、
秦
の
全
国
統
一
過
程
を
目
の
当
り
に
し
な
が
ら
、
諸
子
の
思
想
的
成
果
を
多
分
に
受
容
し
つ

つ
、
専
制
国
家
の
理
論
的
認
識
を
集
大
成
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
論
が
筍
子
の
国
家
認
識
を
こ
と
わ
け
て
重
視
す
る
理
由
は
、
単
に

そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
そ
れ
慧
、
そ
の
基
本
認
識
が
晴
唐
鳩
の
律
令
制
的
国
家
体
制
に
ま
で
継
承
さ
れ
、
そ
の
中
核
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
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注
目
す
べ
き
事
実
に
あ
る
。
我
々
は
、
以
下
に
荷
子
の
国
家
論
が
如
何
な
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
中
国
専

制
国
家
の
理
論
的
把
握
と
し
て
後
世
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
さ
て
、
筍
子
の
国
家
論
を
そ
れ
自
体
と
し
て
対
象
に
し
た
論
考
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
核
を
分
業
論

に
置
い
て
考
察
し
た
も
の
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
国
家
論
と
い
う
直
接
的
な
形
態
で
は
な
い
が
、
筍
子
の
分
業
論
、
社
会
論
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
注
目
す
べ
き
言
及
を
行
な
っ
て
い
る
論
考
が
あ
る
。
石
母
田
正
疑
と
内
山
俊
彦
氏
の
そ
れ
で
あ
る
。
石
母
田
氏
の
研
究
は
、
古
代
社
会
に
お

け
る
分
業
論
・
国
家
論
を
、
ギ
リ
シ
ア
と
中
国
の
思
想
家
に
つ
い
て
比
較
史
的
・
理
論
的
に
考
察
し
た
最
も
包
括
的
な
論
考
で
あ
り
、
検
討
継

承
す
べ
き
豊
か
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
石
母
田
氏
は
、
ま
ず
“
農
業
と
土
地
所
有
の
問
題
が
古
代
研
究
の
基
礎
を
な
す
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
を
社
会
的
分
業
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
観
点
が
な
け
れ
ぼ
、
農
業
と
土
地
所
有
の
古
代
的
特
質
、
と
く
に
古
代
国
家
の
特
質
が
明
瞭
に
な

ら
な
い
”
（
四
〇
八
頁
）
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
小
論
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
る
基
本
的
観
点
で
あ
る
。
そ
し
て
氏
は
『
乙
子
』
『
嗣
子
』
『
孟

子
』
な
ど
の
書
説
を
分
析
し
つ
つ
、
特
に
『
国
語
』
斉
語
・
『
甲
子
』
小
平
篇
の
内
容
か
ら
、
中
国
古
代
の
分
業
体
制
が
、
ω
職
掌
に
よ
っ
て

居
住
区
を
限
定
し
、
分
業
を
固
定
化
す
る
体
制
で
あ
る
こ
と
、
②
世
襲
制
原
則
を
強
制
す
る
こ
と
、
㈲
族
制
的
秩
序
が
一
つ
の
基
礎
と
な
っ
て

い
る
こ
と
、
ω
商
・
工
業
者
は
庶
人
1
1
農
民
と
区
別
さ
れ
た
、
身
分
的
に
一
段
と
低
い
階
層
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
カ
…
ス
ト
的
分
業

体
制
と
し
て
把
握
す
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
経
済
的
根
拠
を
手
工
業
者
が
農
業
ま
た
は
土
地
か
ら
分
離
し
て
い
な
い
こ
と
に
求
め
る
の
で
あ
る

（
四
二
二
i
四
二
五
頁
）
。
さ
ら
に
、
古
代
中
国
の
思
想
家
が
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
共
通
に
分
業
を
国
家
形
成
の
原
理
に
す
え
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
理
論
が
普
遍
性
を
も
ち
、
中
国
の
そ
れ
が
普
遍
性
に
乏
し
い
の
は
何
故
か
、
と
石
母
田
氏
は
設
問
す
る
。

そ
れ
は
、
〃
王
権
を
ふ
く
む
諸
身
分
を
特
殊
化
ま
た
は
相
対
化
す
る
と
こ
ろ
の
「
全
体
」
が
、
古
典
古
代
に
あ
っ
て
は
、
ポ
リ
ス
と
い
う
現
存

す
る
生
き
た
実
体
と
し
て
の
共
同
体
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
中
国
の
場
合
に
は
、
そ
の
「
全
体
」
が
王
に
よ
っ
て
「
代
表
」
さ
れ
る
擬
制

的
な
共
同
体
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
前
者
で
は
家
父
長
相
互
間
の
関
係
が
市
民
の
藩
主
的
制
度
と
し
て
現
存
す
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者

で
は
「
全
体
」
が
擬
制
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
秩
序
は
王
の
制
定
す
る
礼
法
の
秩
序
と
し
て
上
か
ら
与
え
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
点
に
も
と
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め
る
べ
き
で
あ
”
る
と
し
（
四
二
九
頁
）
、
“
農
業
と
は
異
な
っ
た
こ
の
新
し
い
労
働
様
式
（
1
手
工
業
）
の
分
化
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
た
中
国
思
想
家

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
認
識
が
、
相
対
的
に
い
ち
じ
る
し
く
貧
困
な
こ
と
”
“
理
論
化
あ
る
い
は
原
理
化
す
る
上
に
お
い
て
貧
困
”
（
四
三
〇
頁
）
で
あ
る
こ
と
、
お

よ
び
〃
手
工
業
や
技
術
を
も
っ
ぱ
ら
人
間
に
た
い
す
る
効
用
の
観
点
か
ら
だ
け
観
察
す
る
態
度
を
脱
却
で
き
な
か
っ
た
こ
と
”
（
四
三
二
貝
）
に

求
め
る
の
で
あ
る
。
石
母
田
氏
の
議
論
は
多
岐
に
わ
た
り
、
全
面
的
に
論
評
す
る
用
意
は
な
い
が
、
小
論
の
課
題
に
即
し
て
一
、
二
論
及
す
る

な
ら
ば
、
次
の
点
が
閥
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
思
想
的
立
場
や
歴
史
段
階
を
異
に
す
る
諸
子
の
言
説
が
、
何
ら
の
区
別
も
な
く
一
体

と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ー
ス
ト
的
体
綱
の
指
摘
に
つ
い
て
も
、
斉
語
を
は
じ
め
春
秋
期
以
前
に
関
す
る
記
述
に
は
そ
れ
と

思
ぼ
し
い
も
の
が
断
片
的
に
窺
い
う
る
が
、
戦
園
期
に
関
す
る
史
料
に
そ
れ
ら
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
煙
り
に
カ
ー
ス
ト
的
分
業

と
い
う
範
疇
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
中
国
古
代
社
会
全
体
を
規
定
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
ギ
リ
シ
ア
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
、

中
国
古
代
社
会
の
「
全
体
」
が
現
実
性
を
も
た
ぬ
擬
制
的
共
同
体
で
あ
る
、
と
す
る
点
で
あ
る
。
果
た
し
て
こ
の
よ
う
に
単
純
化
し
て
と
ら
え

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
石
母
田
氏
が
そ
の
論
拠
と
し
た
筍
子
の
場
合
も
、
後
に
見
る
ご
と
く
そ
の
全
体
は
戦
國
期
の
七
雄
に
代
表
さ
れ

る
諸
国
家
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
人
が
ポ
リ
ス
国
家
を
当
の
対
象
と
し
て
眼
前
に
見
い
だ
し
た
の
と
何
ら
え
ら
ぶ
と
こ
ろ
は
な

い
。
古
典
古
代
と
古
代
中
国
に
お
け
る
国
家
認
識
の
普
遍
性
如
何
の
問
題
は
、
国
寡
論
自
体
の
分
析
を
通
じ
て
比
較
検
討
す
べ
き
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
に
わ
か
に
共
同
体
が
も
ち
だ
さ
れ
て
判
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
自
体
緻
密
な
論
証
を
要
す
る
ポ
リ
ス
ー
実
体
的
共
岡

体
、
専
制
国
家
1
1
擬
制
的
共
同
体
と
い
う
規
定
が
、
何
ら
の
証
明
も
な
く
普
遍
性
如
何
の
説
明
原
理
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
石

母
田
氏
の
立
て
た
問
題
の
範
囲
を
一
端
縮
小
す
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
さ
し
あ
た
り
｝
人
の
典
型
的
な
思
想
家
（
学
派
）
に
つ
い
て
、
彼
の
国

家
認
識
を
具
体
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
基
礎
的
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
他
の
思
想
家
と
の
関
連
や
古
典
古
代
と
の
比
較
も
可

能
と
な
り
、
カ
ー
ス
ト
的
分
業
体
制
範
疇
の
検
討
も
行
な
い
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
重
要
な
の
は
、
石
母
田
氏
の
提
起
を
も
ふ

ま
え
て
も
の
さ
れ
た
、
内
山
俊
彦
氏
の
研
究
で
あ
る
。
内
山
氏
は
、
甲
子
の
自
然
認
識
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
と
の
関
連
の
中
で
彼
の
政
治
・

経
済
認
識
を
総
体
的
に
分
析
し
て
い
る
。
内
山
氏
は
、
厨
子
が
〃
社
会
・
国
家
の
秩
序
を
「
分
」
の
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
、
こ
の
［
，
分
」
を

3　（3）



実
体
と
す
る
「
礼
」
こ
そ
が
、
君
主
の
政
治
行
為
の
内
容
を
な
す
”
も
の
と
把
握
し
て
い
た
と
し
、
彼
の
〃
「
聖
王
」
を
い
た
だ
く
「
礼
の
国

家
」
”
の
観
念
は
、
〃
政
治
秩
序
（
「
礼
」
一
「
分
」
）
を
人
間
の
作
為
（
「
長
し
）
の
成
果
と
し
て
意
味
づ
け
た
”
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
分
の
具

体
的
内
容
と
し
て
は
、
　
“
縦
の
分
業
”
（
君
子
小
人
の
分
）
と
“
横
の
分
業
”
（
農
工
商
質
）
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
内
山
属
の
研
究
は
、
里
子

の
自
然
認
識
と
政
治
・
社
会
意
識
と
の
総
体
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
聖
子
研
究
に
つ
い
て
上
記
に
と
ど
ま
ら
ぬ
数
多
の
示
唆
に
富
む
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
な
お
筍
子
の
国
家
論
そ
れ
自
体
と
し
て
は
充
分
な
展
開
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
と
え
ば
縦
の
分
業

と
横
の
分
業
と
の
関
連
、
お
よ
び
そ
れ
ら
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
嗣
子
の
国
家
認
識

は
、
内
山
氏
の
研
究
を
な
お
一
腰
展
開
し
う
る
内
容
と
深
さ
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
石
母
田
・
内
山
両
刃
は
、
筍
子
の
政
治
・
社
会
思
想
の
中
核
と
し
て
、
共
に
分
業
論
に
基
づ
く
難
処
的
国
家
秩
序
を
見
い
だ
し

て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
小
論
が
深
化
す
べ
き
中
心
課
題
に
他
な
ら
な
い
。
以
下
に
、
愛
子
の
国
家
認
識
の
内
容
を
、
二
人
の
先
学
に
導
か
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

具
体
的
に
と
ら
え
か
え
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

4　（4）

①
高
山
方
尚
「
商
予
・
隔
子
・
韓
非
子
の
『
国
家
』
一
回
帰
と
適
応
1
」
（
『
中
国

　
古
代
史
研
究
』
第
四
　
雄
山
閣
　
一
九
七
六
年
）
　
豊
島
静
英
「
中
国
古
代
国
家

　
形
成
期
に
お
け
る
諸
国
家
観
の
交
錨
一
儒
・
墨
と
法
家
－
」
（
『
原
始
古
代
社
会
研

　
究
』
第
四
巻
　
校
倉
書
房
　
　
一
九
七
八
年
）

②
　
石
溝
田
『
日
本
古
代
国
家
論
』
第
一
部
「
K
　
古
代
社
会
と
手
工
業
の
成
立
」

　
（
岩
波
書
店
　
一
九
七
三
年
）
　
内
山
「
愚
子
の
思
想
に
お
け
る
自
然
雛
識
と
政

　
肱
凋
意
識
0
口
」
（
『
山
山
口
大
難
馬
陸
轡
ナ
会
考
慮
』
第
二
一
巻
一
、
　
ニ
ロ
万
　
　
一
九
六
九
、
七

　
〇
年
）
、
同
論
『
筍
子
f
古
代
思
想
家
の
肖
像
1
』
　
（
評
論
祉
　
一
九
七
六
年
）

　
　
こ
の
他
、
小
論
を
成
す
に
当
た
っ
て
、
＝
注
記
し
な
か
っ
た
が
、
以
下
の
諸

　
著
を
参
照
し
た
。
重
沢
俊
郎
『
周
部
思
想
研
究
』
「
筍
況
研
究
」
（
弘
文
堂
　
「
九

　
四
三
年
）
　
郭
沫
若
『
中
国
古
代
の
思
想
家
た
ち
』
下
「
六
　
藩
儒
の
批
判
」
（
岩

　
波
懲
店
　
一
九
五
七
年
　
『
十
批
判
書
』
　
入
厩
出
版
社
　
一
九
五
四
年
）
　
胡

明
窓
『
中
隔
経
済
思
想
史
』
上
（
上
海
入
民
出
版
社
　
一
九
七
八
年
重
用
）

③
　
筍
子
の
国
家
論
は
、
唐
の
揚
原
が
査
定
注
解
し
た
現
行
本
の
、
主
と
し
て
王
制

　
第
九
・
寓
国
第
「
○
・
王
覇
第
工
・
鷺
道
第
一
一
一
・
臣
道
第
…
三
・
致
士
第
「

　
四
・
議
兵
第
一
五
・
彊
国
第
一
六
の
諸
篇
に
一
向
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

　
八
篇
は
、
劉
向
編
定
本
で
も
第
　
○
篇
か
ら
第
一
七
篇
ま
で
に
一
括
さ
れ
て
お
り

　
（
叙
勲
）
、
互
い
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
小
論
の
対
象
も
上
記
八

　
篇
が
中
心
と
な
る
が
、
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
『
買
子
』
の
書
誌

　
学
的
研
究
に
は
、
木
村
英
一
門
読
日
子
二
瀬
一
書
誌
学
的
翻
記
一
」
（
『
中
国
哲
学

　
の
探
究
』
所
収
　
創
文
被
　
一
九
入
一
年
）
が
あ
る
。

　
　
『
愚
子
』
の
解
釈
・
訓
読
に
つ
い
て
は
、
四
部
叢
刊
（
古
逸
叢
書
）
本
を
底
本

　
と
し
、
久
保
愛
『
葡
子
増
注
』
　
（
一
八
二
五
文
政
八
年
刊
）
・
王
先
謙
『
三
子
集

　
解
』
（
一
八
九
一
光
績
一
七
年
刊
）
　
・
梁
啓
雄
『
筍
子
童
釈
』
（
一
九
三
四
年
序
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圏
学
韮
本
叢
書
）
・
金
谷
治
訳
注
『
筍
子
』
上
下
（
岩
波
文
隊
　
一
九
穴
一
、
六

二
年
）
を
参
照
し
た
。
一
一
注
記
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
説
に
よ
っ
て
字
句
を
改

一
　
分
業
論
的
国
家
編
成

め
た
箇
所
が
あ
る
。

↓
葡
子
の
国
家

　
（．

荷
子
が
、
彼
の
国
家
認
識
の
対
象
と
し
た
現
実
の
具
体
的
社
会
組
織
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
　
〃
国
”
あ
る
い
は
〃
国
家
”
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
く
は
そ
れ
が
算
術
的
に
拡
大
さ
れ
た
“
天
下
”
で
あ
る
。
少
し
く
詳
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
彊
野
並
第
＝
ハ
に

は
、
秦
の
応
侯
苑
唯
と
葡
子
と
の
聞
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
応
侯
、
孫
卿
に
問
い
て
届
く
、
秦
に
入
り
て
何
を
見
た
る
か
、
と
。
孫
卿
子
田
く
、
…
…
境
に
入
り
て
そ
の
風
俗
を
観
る
に
、
そ
の
百
姓
は
僕
な
り
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

　
　
古
え
の
民
な
り
。
都
邑
の
宮
府
に
著
る
に
、
そ
の
百
吏
粛
然
と
し
て
恭
倹
・
電
撃
・
忠
儒
に
し
て
不
学
な
ら
ざ
る
な
し
。
古
え
の
寅
な
り
。
そ
の
国
に
入

　
　
り
て
そ
の
士
大
夫
を
観
る
に
、
…
…
私
事
あ
る
こ
と
な
き
な
り
。
…
…
古
え
の
士
火
夫
な
り
。
そ
の
朝
廷
を
観
る
に
…
…
逐
え
の
朝
な
り
。

こ
こ
で
〃
国
”
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
秦
の
国
都
威
陽
で
あ
る
。
当
時
の
用
語
法
に
は
、
こ
の
よ
う
に
〃
国
”
を
国
都
と
し
て
使
用
す
る
場

合
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
荷
子
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
用
法
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
馬
子
が
秦
の
社
会
組
織
を
、
境
内
一
百

姓
、
都
邑
宮
府
（
県
）
一
百
吏
、
国
一
士
大
夫
・
朝
廷
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
社
会
組
織
こ
そ
、
筍
子
が
斎
う
と
こ
ろ
の

〃
国
家
”
に
他
な
ら
な
い
。
同
じ
彊
国
篇
に
は
、
斉
の
相
国
と
の
や
り
と
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
筍
卿
子
、
斉
の
相
に
説
き
て
円
く
、
…
…
い
ま
根
国
、
上
は
剛
ち
主
を
専
ら
に
す
る
こ
と
を
得
、
下
は
則
ち
国
を
専
ら
に
す
る
こ
と
を
得
。
相
懸
の
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ニ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
　
　
ね
だ

　
　
勝
る
の
勢
に
於
け
る
や
、
薩
に
こ
れ
あ
り
。
…
…
相
国
こ
れ
を
舎
て
て
為
さ
ず
、
案
ち
直
に
こ
の
世
俗
の
為
す
所
以
を
為
す
の
み
な
れ
ば
、
則
ち
女
主
こ

　
　
れ
が
宮
を
乱
し
、
詐
臣
こ
れ
が
朝
を
乱
し
、
藩
吏
こ
れ
が
官
を
乱
し
、
衆
庶
百
姓
、
み
な
畑
野
争
奪
を
以
て
俗
と
な
さ
ん
。
甘
ん
ぞ
か
く
の
ご
と
く
に
し

　
　
て
以
て
国
を
持
す
ぺ
け
ん
や
。

こ
こ
で
は
、
　
〃
国
”
は
明
ら
か
に
斉
国
全
体
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
斗
星
の
社
会
組
織
は
、
奏
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
国
主
i
糟
國
－
臣
吏
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1
衆
庶
百
姓
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
“
国
”
と
い
う
言
葉
が
、
我
々
の
表
象
す
る
国
家
に
相
似
し
た
内
容
を
も
っ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
致
士
篇
第
一
四
を
見
る
と
き
、
そ
れ
は
一
層
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
次
の
ご
と
く
あ
る
。

　
　
川
淵
な
る
も
の
は
魚
龍
の
居
な
り
。
山
林
な
る
も
の
は
鳥
獣
の
居
な
り
。
国
家
な
る
も
の
は
士
民
の
居
な
り
。
川
淵
枯
る
れ
ば
則
ち
魚
龍
こ
れ
を
玄
り
、

　
　
山
林
険
な
れ
ば
則
ち
鳥
獣
こ
れ
を
去
り
、
国
家
政
を
失
え
ば
則
ち
士
民
こ
れ
を
去
る
。
斜
な
け
れ
ば
則
ち
職
安
居
せ
ず
。
人
な
け
れ
ば
劉
ち
土
守
ら
れ
ず
。

　
　
道
法
な
け
れ
ば
則
ち
人
至
ら
ず
。
君
子
な
け
れ
ば
瑚
ち
道
挙
ら
ず
。
故
に
土
の
人
に
お
け
る
と
、
道
の
法
に
お
け
る
も
の
と
は
、
国
家
の
本
作
な
り
。
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
ら
く
　
あ
だ

　
　
子
は
道
法
の
捻
要
な
り
。
少
頃
も
膿
す
べ
か
ら
ず
。

そ
こ
に
は
、
“
国
家
”
が
土
・
民
の
居
住
地
で
あ
り
、
君
子
が
道
法
に
よ
っ
て
統
治
す
べ
き
土
地
入
民
を
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
が
端
約
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
大
略
周
覧
二
七
に
は
〃
そ
の
宮
室
（
妻
子
・
家
室
）
に
賜
比
す
る
や
、
な
お
慶
賞
を
国
家
に
用
う
る
が
ご
と
き
な
り
、
そ

の
軽
質
を
葱
退
す
る
や
、
な
お
刑
罰
を
万
民
に
用
う
る
が
ご
と
き
な
り
”
と
見
え
る
。
そ
こ
に
は
〃
家
室
一
臣
妾
”
が
〃
国
家
…
万
民
”
に
対

比
さ
れ
て
い
る
。
　
“
国
家
”
が
家
を
こ
え
た
場
に
お
い
て
成
立
す
る
公
的
な
社
会
関
係
1
1
〃
国
家
一
万
民
”
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
は
明
瞭
で
あ
り
、
　
“
圏
家
”
は
次
元
を
異
に
し
つ
つ
も
“
家
室
”
に
類
似
し
た
社
会
関
係
を
有
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
撫
子
の
用

い
る
〃
国
”
・
〃
圃
家
”
が
我
々
の
表
象
す
る
国
家
に
相
似
す
る
こ
と
は
も
は
や
疑
い
な
い
。

　
こ
の
“
国
”
・
〃
国
家
”
は
、
前
の
国
家
一
万
民
関
係
が
指
示
す
る
よ
う
に
、
か
な
り
広
い
外
延
を
も
つ
言
葉
で
あ
る
が
、
先
に
秦
や
斉
国

の
例
に
見
た
ご
と
く
、
よ
り
厳
密
に
は
諸
侯
の
国
家
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
正
論
篇
第
一
八
に
は
、
次
の
ご
と
く
見
え
る
。

　
　
古
え
は
天
エ
」
は
千
官
、
諸
侯
は
百
出
、
こ
の
千
窟
を
以
て
す
る
や
、
令
、
諸
夏
の
国
に
行
な
わ
る
。
こ
れ
を
王
と
謂
う
。
こ
の
百
官
を
以
て
す
る
や
、

　
　
令
、
境
内
に
行
な
わ
れ
、
国
安
ん
ぜ
ず
と
錐
ど
も
、
廃
易
遂
齎
す
る
に
至
ら
ず
。
こ
れ
を
君
と
謂
う
。

こ
こ
に
薫
る
と
お
り
、
　
〃
圏
”
と
は
諸
侯
の
国
で
あ
り
、
一
定
の
領
域
－
境
内
を
も
ち
、
書
・
百
官
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
か
か
る
国
家
群
を
統
轄
す
る
の
が
王
・
天
子
で
あ
り
、
天
下
な
の
で
あ
る
。
こ
の
天
下
も
、
　
〃
大
に
し
て
は
天
下
を
有
ち
、
小
に
し
て

は
一
国
を
有
つ
”
（
王
覇
篇
等
）
と
妻
子
が
慣
用
す
る
ご
と
く
、
国
の
組
織
が
量
的
に
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
聞
に
本
質
的
な
区
別
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は
な
い
。
万
民
に
対
応
す
る
も
の
が
“
国
家
”
と
表
現
さ
れ
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
筍
子
が
生
き
て
い
た
時
代
の
現
実
の
社
会
組
織
は
、
秦

や
斉
な
ど
の
よ
う
な
諸
侯
国
な
の
で
あ
っ
て
、
天
下
・
王
は
、
そ
こ
か
ら
帰
納
さ
れ
る
理
想
的
社
会
組
織
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
君
子
篇
第

二
四
に
は
、

　
　
聖
王
上
に
あ
り
、
分
義
下
に
行
な
わ
る
れ
ば
、
剛
ち
士
大
夫
に
流
淫
の
行
な
い
な
く
、
百
吏
宮
人
に
怠
漫
の
事
な
く
、
衆
庶
衝
姓
に
姦
怪
の
俗
な
く
、
盗

　
　
賊
の
罪
な
く
、
敢
て
大
上
の
禁
を
犯
す
こ
と
な
か
ら
ん
。

と
見
え
る
。
聖
玉
に
統
治
さ
れ
る
社
会
も
、
王
－
士
大
夫
一
百
吏
官
人
一
衆
庶
百
姓
と
い
う
組
織
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
、
構
造
的
に
は
秦
や
母

国
の
そ
れ
と
何
ら
え
ら
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
南
濃
の
国
家
認
識
の
出
発
点
・
対
象
は
、
当
聴
の
現
実
の
単
位
社
会
組
織
た
る
諸
侯
の
〃
国
家
”
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
定
の
領
域
一
境
内
を

も
ち
、
君
主
i
相
一
士
大
夫
－
官
人
回
漕
一
衆
庶
百
姓
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
か
か
る

〃
国
家
”
が
、
家
を
基
礎
に
し
つ
つ
も
家
内
の
家
室
－
臣
妾
関
係
と
は
一
応
区
別
さ
れ
、
そ
れ
と
は
別
の
次
元
で
編
成
さ
れ
る
公
的
社
会
関
係

の
総
体
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
分
析
を
す
す
め
よ
う
。
問
題
は
、
君
主
i
相
i
士
大
夫
一
宮
人
士
吏
i
衆
庶
百
姓
と
い
う
構
成
を
も
つ
〃
国
家
”
が
如
何
な
る
編
成

を
も
っ
て
組
織
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
王
覇
篇
第
＝
で
次
の
ご
と
く
筍
子
は
述
べ
て
い
る
。

　
　
治
国
な
る
も
の
は
、
署
す
で
に
定
ま
り
た
れ
ば
、
剛
ち
晶
相
臣
下
老
吏
、
各
お
の
そ
の
碧
く
所
を
属
し
み
、
そ
の
聞
か
ざ
る
所
を
聴
く
こ
と
に
務
め
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
　
各
お
の
そ
の
見
る
所
を
撫
し
み
、
そ
の
見
ざ
る
所
を
視
る
こ
と
に
務
め
ず
。
聞
く
所
と
見
る
所
と
、
誠
に
以
て
斉
し
け
れ
ば
、
則
ち
隣
間
隠
岩
と
難
ど
も
、

　
　
百
姓
敢
て
分
を
敬
し
み
制
に
安
ん
じ
て
、
そ
の
上
に
化
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
治
騒
の
微
な
り
。

こ
こ
で
は
、
〃
国
家
”
を
構
成
す
る
者
の
う
ち
、
主
相
配
下
百
吏
と
百
姓
と
の
間
に
明
確
な
分
界
が
あ
り
、
主
相
臣
下
百
吏
が
〃
上
”
と
し
て
、

被
支
配
者
た
る
百
姓
を
統
治
す
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
が
“
分
”
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
に
引
用
し

た
君
子
篇
の
“
知
事
”
と
同
じ
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
。
我
々
が
葡
子
の
国
家
論
の
基
本
的
特
徴
を
〃
分
”
i
分
業
に
も
と
め
る
所
以
で
あ
る
。
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〃
分
”
に
つ
い
て
は
後
に
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
は
、
主
相
臣
下
百
工
と
百
姓
と
の
問
に
明
確
な
一
線
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り

〃
国
家
”
の
内
部
は
支
配
者
と
被
支
配
者
と
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
、
以
下
に
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の

そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
吟
味
し
た
う
え
で
、
そ
の
総
体
に
た
ち
も
ど
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
切
　
〃
下
之
入
百
姓
”
一
農
工
商
質

　
（

　
瞳
子
は
、
す
で
に
見
た
ご
と
く
、
“
国
家
”
の
構
成
員
を
支
配
者
た
る
主
桐
官
人
藩
吏
と
被
支
配
者
た
る
百
姓
と
に
区
分
し
た
。
百
姓
は
時

に
〃
下
之
人
百
姓
”
と
呼
ば
れ
る
（
王
調
．
王
覇
諸
篇
）
。
彊
国
篇
第
一
六
に
、

　
　
い
ま
上
、
義
を
嚢
ば
ず
、
義
を
敬
し
ま
ず
。
か
く
の
ご
と
く
す
れ
ば
則
ち
下
の
人
百
姓
、
み
な
義
を
棄
つ
る
の
志
あ
り
、
姦
に
凄
く
の
心
あ
ら
ん
。

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
〃
上
”
に
対
す
る
“
下
之
人
百
姓
”
で
あ
る
。
そ
の
〃
上
”
と
は
、
〃
人
の
主
上
た
る
者
、
そ
の
下
の
百
姓
に
接
す

る
所
以
の
者
は
…
…
”
（
襲
業
篇
首
一
五
）
と
あ
る
ご
と
く
、
究
極
的
に
は
君
主
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
王
覇
篇
に
よ
れ
ば
、
樹
相

官
人
百
吏
の
全
体
を
含
む
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
　
〃
下
之
人
百
姓
”
と
は
、
“
上
”
た
る
支
配
者
層
全
体
に
対
置
さ
れ
る
被
支
配
者
層

な
の
で
あ
り
、
葡
子
は
そ
こ
に
“
上
下
の
分
”
を
措
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
以
下
に
ま
ず
か
か
る
“
下
之
人
百
姓
”
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
を
分
析
し
よ
う
。

　
百
姓
が
〃
下
之
人
”
と
し
て
“
上
”
に
対
置
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
申
に
多
く
の
階
層
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
す
で
に
見
た
ご
と
く
、
百
姓
が
衆
庶
と
い
う
形
容
を
伴
な
っ
て
“
衆
庶
百
姓
”
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
窺
い
得
る
。
こ
の

〃
衆
庶
百
姓
”
の
衆
庶
は
形
容
で
あ
る
が
、
百
姓
と
別
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
百
姓
と
同
～
の
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
し
　
　
　
　
　
　
　
へ

富
国
篇
第
一
〇
に
は
、
〃
必
ず
は
た
礼
を
修
め
て
朝
を
斉
え
、
法
を
正
し
て
官
を
斉
え
、
政
を
平
く
し
て
民
を
算
え
、
し
か
る
の
ち
節
奏
朝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

斉
い
、
百
事
官
に
斉
い
、
衆
庶
下
に
食
う
”
と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
衆
庶
と
は
民
の
こ
と
で
あ
り
、
覇
や
宜
に
対
置
さ
る
べ
き
も
の
、
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
た

わ
ち
百
姓
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
王
制
篇
第
九
に
も
〃
百
重
を
し
て
免
（
勉
）
尽
せ
し
め
、
衆
庶
を
し
て
倫
ら
ざ
ら
し
む
る
は
、
家

宰
の
事
な
り
”
と
あ
っ
て
、
衆
庶
が
百
吏
に
対
置
さ
れ
る
百
姓
で
あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
衆
庶
は
、
衆
人
・
庶
人
の
熟
語
で
あ
ろ
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う
。
庶
人
と
は
、
“
庶
人
政
に
築
け
ば
、
則
ち
君
子
位
に
安
ん
ぜ
ず
”
（
王
制
篇
第
九
）
と
あ
る
ご
と
く
、
君
子
に
統
治
さ
れ
る
者
た
ち
で
あ
り
、

〃
か
の
衆
人
な
る
も
の
は
、
愚
に
し
て
説
な
く
、
随
に
し
て
度
な
き
者
”
（
非
相
篇
第
五
）
た
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が

　
　
人
吉
（
倫
）
i
志
、
曲
私
に
免
れ
ず
し
て
人
の
己
を
以
て
公
と
な
さ
ん
こ
と
を
偉
い
、
行
な
い
汗
漫
に
免
れ
ず
し
て
人
の
己
を
以
て
修
と
な
さ
ん
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
ち

　
　
翼
い
、
そ
の
愚
隔
溝
瞥
に
し
て
人
の
己
を
以
て
知
と
な
さ
ん
こ
と
を
翼
う
。
こ
れ
衆
意
な
り
。
…
…
大
儒
な
る
者
は
天
子
の
三
公
な
り
。
小
君
な
る
者
は

　
　
諸
侯
の
大
夫
士
な
り
。
衆
人
な
る
も
の
は
工
農
商
賃
な
り
。
　
（
儒
効
篇
第
八
）

と
あ
る
ご
と
く
、
衆
人
と
は
農
工
商
費
に
他
な
ら
な
い
。
　
“
衆
庶
百
姓
”
と
は
、
農
工
商
賞
の
被
支
配
者
層
で
あ
り
、
士
大
夫
官
人
・
君
に
統

治
さ
る
べ
き
人
び
と
な
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
儒
効
篇
第
八
に
は
、
ま
た
次
の
ご
と
き
記
事
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
と

　
　
秦
昭
王
、
孫
卿
子
に
間
い
て
曰
く
、
儒
は
人
の
国
に
益
す
る
こ
と
な
き
か
、
と
。
孫
卿
子
曰
く
、
儒
者
は
先
王
に
法
り
礼
義
を
隆
び
、
臣
子
を
窪
し
ま
し

　
　
め
て
、
そ
の
上
を
貴
ぶ
こ
と
を
致
す
老
な
り
。
人
主
こ
れ
を
用
う
れ
ば
、
則
ち
勢
、
本
朝
に
在
り
て
宜
し
く
、
用
い
ざ
れ
ば
則
ち
退
き
て
百
姓
に
修
し
て

　
　
つ
つ

　
　
懲
し
み
、
必
ず
順
下
を
な
す
。

こ
こ
に
あ
る
〃
退
身
百
姓
”
に
つ
い
て
、
久
保
愛
は
〃
編
。
編
戸
之
編
1
1
と
解
釈
し
て
い
る
。
当
を
得
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
百
姓
と
は
、
農

工
商
質
で
あ
る
と
同
時
に
編
戸
の
対
象
と
な
る
べ
き
人
び
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
在
野
の
儒
者
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
解
蔽
篇
第
二
一
に
あ
る
次
の
文
章
で
あ
る
。

　
　
農
は
田
に
精
し
き
も
、
以
て
野
師
と
な
す
べ
か
ら
ず
。
質
は
市
に
精
し
き
も
、
以
て
市
師
と
な
す
べ
か
ら
ず
。
工
は
器
に
精
し
き
も
、
以
て
器
師
と
な
す

　
　
べ
か
ら
ず
。
物
に
精
し
き
老
な
れ
ば
な
り
。
人
あ
り
、
こ
の
三
技
を
能
く
せ
ざ
る
も
、
三
二
を
治
め
し
む
べ
し
。
道
に
精
し
き
者
な
れ
ば
な
り
。
…
…

こ
こ
に
は
、
農
・
萱
・
工
が
物
質
的
労
働
に
従
事
す
る
全
一
“
物
に
精
し
き
者
”
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
田
印
・
市
販
・
器
師
の
三
官
に
分
属
統

治
せ
ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
葡
子
の
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
い
。
当
時
の
現
実
を
ふ
ま
え
た
立
論
な
の
で
あ
る
。
母
子

の
学
統
に
連
な
る
老
の
手
に
な
る
と
思
し
い
聯
．
呂
氏
春
秋
』
上
農
篇
に
は
、
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お
さ

　
　
お
よ
そ
民
は
七
尺
よ
り
以
上
、
こ
れ
を
三
碧
に
属
せ
し
め
（
属
諸
三
富
）
、
農
は
粟
を
攻
め
、
工
は
器
を
攻
め
、
質
は
貨
を
攻
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
見
え
る
。
す
で
に
考
察
し
た
ご
と
く
、
こ
れ
は
秦
国
の
体
鋼
を
背
景
に
叙
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
現
実
性
の
高
い
記
述
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
人
民
は
、
身
長
七
尺
と
な
れ
ば
農
・
工
・
質
の
三
官
に
分
属
編
戸
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
、
前
に
述
べ

た
百
姓
一
－
農
工
量
質
が
編
戸
の
対
象
と
な
る
べ
き
人
び
と
で
あ
る
こ
と
と
み
ご
と
に
照
応
し
て
い
る
。
解
蔽
篇
の
記
述
は
、
こ
う
し
た
現
実
に

お
け
る
百
姓
1
1
農
工
信
越
の
三
宮
分
属
…
編
戸
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
か
く
見
て
く
る
な
ら
ば
、
出
子
が
言
う
と
こ

ろ
の
“
下
之
人
百
姓
”
“
衆
庶
百
姓
”
と
は
、
国
家
支
配
の
対
象
と
な
る
べ
き
編
戸
の
民
で
あ
り
、
農
工
翫
賞
か
ら
編
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
鋤
　
君
臣
上
下
一
主
相
官
人
竃
隻

　
（

　
前
節
に
お
い
て
我
々
は
、
国
家
の
被
支
配
者
層
た
る
“
下
之
人
百
姓
”
・
“
衆
庶
十
指
”
が
編
戸
の
民
で
あ
り
、
農
工
商
費
の
物
質
的
生
産
に

従
事
す
る
人
び
と
か
ら
編
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
つ
い
で
は
、
二
子
に
よ
っ
て
そ
の
対
極
に
区
別
さ
れ
た
〃
上
”
に
つ
い
て

露
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
　
〃
上
”
の
内
容
は
、
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
主
－
相
…
士
大
夫
－
官
人
百
吏
か
ら
な
る
官
僚
欄
の
体
系
で
あ
り
、
端

子
が
当
時
の
“
国
家
”
を
宮
僚
体
制
に
基
づ
く
百
姓
一
編
戸
支
配
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
面
の
分
析
対
象

と
な
る
の
は
か
か
る
官
僚
体
棚
の
構
造
で
あ
る
。
王
覇
篇
第
一
一
に
お
い
て
次
の
ご
と
く
難
平
は
述
べ
て
い
る
。

　
　
鴛
な
る
者
は
一
撃
を
論
じ
、
一
法
を
陳
べ
、
一
指
を
明
ら
か
に
し
て
、
以
て
こ
れ
を
兼
覆
し
、
こ
れ
を
兼
紹
し
て
、
以
て
そ
の
盛
を
観
る
者
な
り
。
相
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
　
る
者
は
百
官
の
長
を
論
列
し
て
、
百
事
の
聴
を
要
べ
、
以
て
朝
廷
臣
下
軍
吏
の
分
を
飾
り
、
そ
の
功
労
を
度
り
、
そ
の
慶
賞
を
論
じ
、
歳
終
り
て
そ
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

　
　
功
を
奉
じ
て
、
以
て
君
に
翻
す
。
当
た
れ
ば
則
ち
嫁
し
、
当
た
ら
ざ
れ
ば
則
ち
廃
す
。
故
に
人
に
霜
た
る
も
の
は
、
こ
れ
を
索
む
る
に
労
し
て
、
こ
れ
を

　
　
使
う
に
休
（
扶
）
す
る
も
の
な
り
。

こ
こ
で
は
、
官
僚
体
欄
の
中
に
あ
っ
て
、
君
主
と
相
－
官
人
百
吏
と
の
間
に
明
確
な
一
線
が
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
暦
学
は
、
そ
こ

に
〃
慰
臣
の
分
”
を
措
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
儒
効
篇
第
八
で
は
、
そ
れ
が
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
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故
に
明
主
は
徳
を
謡
（
決
）
し
て
位
を
序
す
。
不
乱
を
な
す
所
以
な
り
。
忠
臣
は
誠
に
能
に
し
て
、
し
か
る
の
ち
敗
て
職
を
如
く
。
不
窮
を
な
す
所
以
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
じ

　
　
り
。
分
、
上
に
乱
れ
ず
、
能
、
下
に
窮
せ
ざ
る
は
、
治
辮
の
極
な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
萄
子
は
、
君
臣
間
に
お
け
る
“
上
下
”
の
は
た
ら
き
を
区
別
し
開
確
化
す
る
こ
と
を
“
治
辮
の
極
”
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

そ
れ
は
、
人
物
の
徳
性
・
才
能
の
評
価
に
基
づ
く
職
分
・
位
階
の
区
分
・
整
序
を
媒
介
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
葡
子
は
官
僚
体
制
の
内
部
に

も
、
職
分
・
位
階
の
区
分
・
整
序
を
内
容
と
す
る
“
分
”
一
分
業
の
論
理
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
“
百
事
の
聴

　
す

を
要
べ
、
以
て
朝
廷
臣
下
百
吏
の
分
を
飾
り
”
（
王
覇
篇
）
と
あ
り
、
ま
た
〃
治
国
な
る
も
の
は
、
着
す
で
に
定
ま
り
た
れ
ば
、
則
ち
主
相
臣
下

百
吏
、
各
お
の
そ
の
聞
く
所
を
浴
し
み
、
…
…
則
ち
幽
聞
隠
欝
と
難
ど
も
、
百
姓
敢
て
分
を
敬
し
み
制
に
安
ん
じ
て
、
そ
の
上
に
化
せ
ざ
る
こ

と
な
し
”
（
王
覇
篇
）
と
あ
っ
た
ご
と
く
、
官
僚
体
制
内
部
の
職
務
分
業
の
明
確
化
が
、
百
姓
支
配
の
基
礎
と
し
て
主
張
さ
れ
る
の
も
、
こ
れ
と

関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
玉
子
は
、
当
面
す
る
〃
国
家
”
を
ま
ず
〃
上
下
の
分
”
を
明
ら
か
に
し
て
官
僚
制
に
よ
る
百
姓
支
配
と
と
ら
え
、
“
下
之
人
欝
姓
”

の
内
部
に
は
農
工
量
質
の
分
業
を
、
官
僚
制
内
部
に
は
〃
君
臣
上
下
”
の
職
務
分
業
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
筍
子
は
当

時
の
〃
国
家
”
を
〃
分
”
i
分
業
論
の
観
点
か
ら
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
王
覇
細
砂
＝
の
記
述
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

　
　
伝
に
曰
く
、
農
は
田
を
分
か
ち
て
耕
や
し
、
賛
は
貨
を
分
か
ち
て
販
ぎ
、
百
工
は
事
を
分
か
ち
て
勧
め
、
土
大
夫
は
職
を
分
か
ち
て
聴
き
、
建
国
諸
侯
は

　
　
土
を
分
か
ち
て
守
り
、
三
公
は
方
を
総
べ
て
議
す
れ
ば
、
即
ち
天
子
は
己
を
共
（
恭
）
し
く
す
る
の
み
。
…
…

　
以
上
を
通
じ
て
我
々
は
、
葡
子
が
当
時
の
現
実
の
“
国
家
”
の
あ
り
方
を
官
僚
体
制
に
基
づ
く
百
姓
1
1
編
戸
支
配
と
し
て
と
ら
え
、
下
僚
制

・
百
姓
内
部
を
通
じ
て
、
“
分
”
1
分
業
の
論
理
を
見
い
だ
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
で
は
、
こ
の
分
業
の
論
理
に
基
づ
く
“
国
家
”
は
、

総
体
的
に
如
何
な
る
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て
筍
子
に
認
識
さ
れ
た
か
。

　
⑳
　
君
子
と
小
人
i
分
業
論
的
国
家
編
成

　
（

　
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
今
一
度
か
の
解
蔽
篇
の
記
述
に
た
ち
も
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
煩
を
い
と
わ
ず
、
再
び
引
用
し
よ
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、
つ
。

　
　
農
は
田
に
精
し
き
も
、
以
て
田
師
と
な
す
べ
か
ら
ず
。
費
は
市
に
精
し
き
も
、
以
て
惨
毒
と
な
す
べ
か
ら
ず
。
工
は
器
に
精
し
き
も
、
以
て
器
師
と
な
す

　
　
べ
か
ら
ず
。
物
に
精
し
き
者
な
れ
ば
な
り
。
人
あ
り
、
こ
の
三
方
を
能
く
せ
ざ
る
も
、
三
官
を
治
め
し
む
べ
し
。
道
に
精
し
き
者
な
れ
ば
な
り
。
物
に
精

　
　
し
き
者
は
物
を
以
て
物
と
す
る
の
み
。
道
に
精
し
き
者
は
物
を
物
と
す
る
を
兼
ぬ
。
故
に
君
子
は
道
に
壱
に
し
て
、
以
て
物
を
軍
馬
す
。
道
に
壱
な
れ
ば

　
　
則
ち
正
し
く
、
以
て
物
を
賛
稽
す
れ
ば
則
ち
察
な
り
。
正
志
を
以
て
新
論
を
行
な
え
ば
、
則
ち
万
物
官
せ
ら
る
。

こ
の
記
述
は
、
す
で
に
見
た
百
姓
1
1
農
工
質
の
県
官
分
属
一
編
芦
が
如
何
な
る
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
を
言
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
物
質
的
労
働
に
従
う
者
1
〃
物
に
精
し
き
者
”
と
精
神
的
労
働
に
従
う
者
1
〃
道
に
精
し
き
者
”
と
の
区
別
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
〃
道
に
精
し
き
者
”
と
し
て
の
田
丸
・
市
師
・
器
師
を
総
括
的
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
“
君
子
”
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

道
に
専
心
す
る
が
故
に
物
に
対
す
る
直
接
性
一
〃
以
物
物
”
か
ら
解
放
さ
れ
た
者
と
し
て
、
君
子
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
秩
序
化
し
支
配
し
得
る

の
で
あ
る
。
筍
子
が
説
く
君
子
一
精
神
的
労
働
に
よ
る
農
工
買
一
物
質
的
労
働
の
支
配
は
、
　
〃
心
は
形
の
君
な
り
、
而
し
て
神
明
の
主
な
り
。

令
を
出
し
て
令
を
受
く
る
所
な
し
”
（
解
蔽
篇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
精
神
こ
そ
肉
体
の
主
人
で
あ
る
と
す
る
精
神
の
肉
体
に
対
す
る
優
位
性
の
認

識
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
精
神
的
労
働
と
物
質
的
労
働
と
の
対
置
は
、
露
子
と
小
人
と
の
対
置
へ
と
連
な
っ
て
ゆ
く
。
非
十
二
子

篇
第
六
に
は
次
の
ご
と
く
あ
る
。

　
　
故
に
多
言
に
し
て
類
す
る
は
、
聖
人
な
り
。
少
言
に
し
て
法
あ
る
は
、
君
子
な
り
。
多
少
法
な
く
し
て
流
す
る
は
、
瀧
然
と
し
て
弁
な
り
と
難
ど
も
小
人

　
　
な
り
。
故
に
力
を
労
し
て
気
室
（
野
畑
。
警
務
と
は
四
民
の
務
な
り
）
に
当
た
ら
ざ
る
、
こ
れ
を
姦
事
と
謂
う
。
知
を
労
し
て
先
王
に
律
せ
ざ
る
、
こ
れ

　
　
を
姦
心
と
謂
う
。
…
…

こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
聖
人
君
子
と
小
人
と
を
“
労
知
”
1
精
神
的
労
働
と
〃
労
力
”
1
物
質
的
労
働
と
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ま
た
富
国
篇
第
一
〇
の
記
述
に
も
見
え
る
。

　
　
故
に
田
く
、
君
子
は
徳
を
以
て
し
、
小
人
は
力
を
以
て
す
。
力
は
徳
の
役
な
り
、
と
。
百
姓
の
力
、
こ
れ
（
君
子
）
を
待
ち
て
し
か
る
の
ち
功
あ
り
、
百
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姓
の
群
、
こ
れ
を
待
ち
て
し
か
る
の
ち
和
し
、
百
姓
の
財
、
こ
れ
を
待
ち
て
し
か
る
の
ち
聚
ま
り
、
百
姓
の
勢
、
こ
れ
を
待
ち
て
し
か
る
の
ち
安
ん
じ
、

　
　
菖
姓
の
寿
、
こ
れ
を
待
ち
て
し
か
る
の
ち
長
し
…
…

こ
こ
で
も
君
子
は
精
神
的
徳
性
に
基
づ
き
、
小
人
は
肉
体
的
労
働
を
行
な
う
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
、
小
人
は
君
子
に
役
さ
る
べ
き
も
の
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
修
身
篇
第
二
に
“
慰
子
は
物
を
役
し
、
小
人
は
物
に
役
せ
ら
る
”
と
見
え
る
言
説
と
、
そ
れ
ら
は
呼
応
す
る
。
そ
う
し

て
、
か
か
る
小
人
こ
そ
、
君
子
を
待
っ
て
は
じ
め
て
生
存
し
得
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
〃
百
姓
”
な
の
で
あ
っ
た
。
田
師
・
市
師
・
賞
師

の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
霜
子
と
は
官
僚
体
制
一
翼
相
官
人
翌
翌
を
含
み
、
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
小
人
と
は
“
衆
庶
百
姓
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
農
工
商
賢
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
君
子
と
小
人
と
の
対
置
、
す
な
わ
ち
〃
君
子
小
人
の
分
”
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

精
神
的
労
働
従
事
者
i
〃
下
知
”
に
よ
る
物
質
的
労
働
従
事
者
一
〃
労
力
”
の
支
配
、
別
曝
す
れ
ば
官
僚
体
制
に
よ
る
百
姓
支
配
の
最
も
抽
象

的
な
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
“
士
よ
り
以
上
は
、
則
ち
必
ず
礼
楽
を
以
て
こ
れ
を
節
し
、
衆
庶
百
姓
は
、
則
ち
必
ず
法
数
を
以
て

こ
れ
を
制
す
”
（
富
国
篇
第
一
〇
）
と
見
え
る
よ
う
に
、
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
間
に
は
、
礼
楽
と
法
数
と
の
適
用
の
違
い
ま
で
が
対
置
さ
れ

る
に
至
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
す
べ
て
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
葡
子
は
、
当
面
す
る
〃
国
家
”
を
官
僚
体
制
に
よ
る
百
姓
一
編
戸
支
配
と
し
て
と
ら
え
た
。
そ
れ
は
、
君
子
に
よ
る
小
人
の
支
配
、
究
極
的

に
は
精
神
的
労
働
に
よ
る
物
質
的
労
働
の
支
配
と
い
う
構
造
を
も
つ
“
国
家
”
な
の
で
あ
っ
た
。
官
僚
体
制
内
部
の
職
務
分
業
と
百
姓
内
部
に

お
け
る
農
工
商
工
の
社
会
的
分
業
と
が
、
精
神
的
労
働
と
物
質
的
労
働
と
の
分
割
と
支
配
関
係
と
し
て
総
括
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
箇
の

総
体
的
な
国
家
認
識
が
こ
こ
に
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

①
家
と
国
家
と
を
別
の
次
元
に
お
け
ろ
社
会
闘
係
と
し
て
考
察
す
る
研
究
と
し
て
、

　
尾
形
勇
『
申
国
古
代
の
「
家
」
と
国
家
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
七
九
年
）
が
あ
る
。

②
拙
稿
「
呂
氏
春
秋
上
農
篇
姦
測
－
秦
漢
勝
代
の
社
会
編
成
」
（
『
京
都
府
立
大
学

　
学
術
報
皆
』
人
文
第
三
三
号
　
一
九
八
一
年
）

③
冨
国
篇
第
一
〇
に
〃
掩
地
表
畝
。
刺
ゆ
殖
穀
。
多
言
肥
田
。
是
農
夫
衆
庶
之
事

也
”
と
見
え
、
一
見
す
る
と
農
夫
口
衆
庶
の
ご
と
く
思
わ
れ
ろ
が
、
〃
農
夫
衆
庶
”

は
下
文
の
“
将
率
之
事
”
“
凝
霜
賢
根
之
事
”
と
薄
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
被

支
配
者
層
全
体
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
衆
庶
百
姓
を
農
夫
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
史
記
』
巻
｛
二
九
貨
殖
列
伝
に
も
〃
庶
民
農
工
商
質
。
率
亦

歳
警
護
二
千
。
戸
百
万
之
家
。
則
二
十
万
。
”
〃
凡
編
戸
之
民
。
還
相
什
則
卑
下
。
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伯
聯
立
揮
之
。
千
則
役
。
万
則
僕
。
物
之
理
法
。
夫
耳
芝
千
里
。
農
工
如
工
。
工

不
如
商
。
刺
謙
文
。
不
如
侮
市
門
。
此
言
宋
業
貧
者
之
資
也
”
と
あ
り
、
庶
民
・

編
戸
が
農
工
商
買
で
あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。

④
　
君
子
・
小
人
の
よ
り
具
体
的
な
叙
述
は
、
勧
学
第
一
、
修
身
第
二
、
不
筍
第
三

　
等
の
諸
篇
に
見
え
る
。

14 （14）

二
　
分
業
論
的
国
家
編
成
の
基
礎
と
そ
の
本
質

　
前
章
で
見
た
ご
と
く
、
量
子
の
国
家
論
全
体
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
　
〃
分
”
1
分
業
の
論
理
で
あ
っ
た
。
国
家
は
分
業
の
論
理
に
基
づ
い
て

編
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
営
営
に
あ
っ
て
は
、
何
故
に
か
か
る
“
分
”
一
分
業
に
基
づ
く
編
成
が
説
か
れ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
松
子
の
“
礼
制
的
国
家
”
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
を
あ
つ
か
う
た
め
に
は
、
筍
子
の
社
会
論
か
ら
説

き
お
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　

　
【
　
欲
と
物
一
社
会
論
的
基
礎

　
（

　
筍
子
の
社
会
論
の
基
礎
に
は
、
〃
人
倫
並
処
”
と
か
〃
人
の
生
ま
る
る
や
群
な
き
あ
た
わ
ず
”
（
富
国
篇
第
一
〇
）
と
あ
る
ご
と
く
、
人
間
を

群
的
存
在
・
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
み
な
す
人
間
観
が
あ
る
。
し
か
も
単
な
る
群
的
・
集
合
的
存
在
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
“
標
し
て
笹
な
け

れ
ば
則
ち
争
い
、
争
え
ば
則
ち
乱
る
。
直
る
れ
ば
則
ち
窮
す
。
故
に
分
な
き
は
、
人
の
大
害
な
り
。
分
あ
る
は
、
天
下
の
本
利
な
り
”
（
富
国

篇
）
と
見
え
る
ご
と
く
、
そ
れ
は
“
分
に
基
づ
く
群
”
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
王
制
篇
第
九
で
は
、
人
間
を
万
物
の
中
で
最

も
高
貴
な
る
も
の
と
位
置
づ
け
た
の
ち
、
こ
の
こ
と
を
よ
り
詳
細
に
言
明
し
て
い
る
。

　
　
力
は
牛
に
し
か
ず
、
走
る
に
馬
に
し
か
ざ
る
に
、
牛
馬
の
〔
人
の
〕
用
と
な
る
は
、
何
ぞ
や
。
臼
く
、
人
は
能
く
探
す
る
も
、
彼
は
期
す
る
こ
と
能
わ
ざ

　
　
れ
ば
な
り
。
人
、
何
を
以
て
か
能
く
心
す
る
や
。
導
く
、
分
な
り
。
分
、
何
を
以
て
か
能
く
行
な
わ
る
る
や
。
曰
く
、
義
を
以
て
す
。
故
に
義
以
て
分
か

　
　
て
ば
則
ち
和
す
。
和
す
れ
ば
馴
ち
一
な
り
。
一
な
れ
ば
則
ち
多
力
な
り
。
多
力
な
れ
ば
則
ち
彊
し
。
彊
け
れ
ば
則
ち
物
に
勝
る
。
故
に
宮
室
得
て
居
る
べ

　
　
き
な
り
。
故
に
四
蒔
を
序
し
、
万
物
を
裁
（
成
）
し
、
天
下
を
兼
利
す
る
は
、
宣
の
故
な
し
、
こ
れ
が
分
義
を
得
れ
ば
な
り
。
故
に
人
の
生
ま
る
る
や
群

　
　
な
き
あ
た
わ
ず
…
…



子の葛家論（渡辺）

我
々
は
、
前
章
に
お
い
て
〃
分
”
・
“
古
義
”
が
“
治
国
の
徴
”
（
君
子
篇
第
二
四
・
王
覇
篇
第
一
一
）
と
し
て
位
田
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
た
。

“
国
家
”
も
ま
た
“
分
義
”
に
基
づ
く
群
的
存
在
の
｝
形
態
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
〃
国

家
”
や
〃
群
”
が
自
然
発
生
的
な
秩
序
を
も
つ
も
の
で
な
く
、
“
仁
義
”
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
秩
序
化
1
“
和
”
・
」
”
さ
れ
る
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
、
“
国
家
”
や
“
群
”
は
、
何
故
に
〃
分
義
”
に
よ
っ
て
編
成
・
秩
序
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
葡
子
は
、
〃
分
”
が
な
け
れ
ば
争

乱
が
起
こ
る
か
ら
だ
と
言
明
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
争
乱
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
の
か
。
人
間
の
欲
望
と
そ
の
対
象
た
る
物
と
の
関
係
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
い
ま
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
き
き
ら
い

中
か
ら
生
じ
て
く
る
、
と
葡
子
は
説
く
。
そ
れ
は
、
“
天
下
の
害
は
欲
を
縦
に
す
る
こ
と
よ
り
生
ず
。
欲
悪
物
を
同
じ
う
し
、
欲
多
く
し
て

物
即
し
。
響
け
れ
ば
則
ち
必
ず
争
う
”
（
富
国
篇
第
一
〇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
欲
望
と
そ
の
対
象
物
と
の
不
均
衡
か
ら
生
ず
る
社
会
的
な

物
的
利
害
の
対
立
に
そ
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
不
均
衡
は
是
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
な
け
れ
ば
争
乱
の
う
ち
に
μ
国
家
”
・
“
群
”

は
崩
壊
す
る
。
そ
こ
で
筍
子
は
、
次
の
ご
と
く
説
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
い
ず

　
　
礼
は
何
こ
に
起
る
や
。
曰
く
、
人
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
欲
あ
り
。
欲
し
て
得
ざ
れ
ぼ
、
剣
ち
求
む
る
な
き
こ
と
あ
た
わ
ず
。
求
め
て
度
量
分
界
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
く

　
　
れ
ば
、
則
ち
争
わ
ざ
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
争
え
ば
則
ち
薫
る
。
乱
る
れ
ば
則
ち
窮
す
。
先
王
そ
の
乱
る
る
を
悪
む
。
故
に
礼
義
を
制
し
て
こ
れ
を
分
か
ち
、

　
　
以
て
人
の
欲
を
養
な
い
、
人
の
求
に
給
す
。
欲
を
し
て
必
ず
物
に
窮
せ
ざ
ら
し
め
、
物
を
し
て
必
ず
欲
に
屈
せ
ざ
ら
し
め
、
両
者
を
し
て
あ
い
持
し
て
長

　
　
ぜ
し
む
。
こ
れ
礼
の
起
こ
る
と
こ
ろ
な
り
。
　
（
礼
論
篇
第
一
九
）

つ
ま
り
、
人
間
の
欲
望
と
対
象
物
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
に
社
会
的
な
分
界
限
度
を
内
容
と
す
る
〃
礼
義
”
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の

社
会
的
な
分
界
限
度
を
王
制
篇
第
九
は
よ
り
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
　
分
均
し
け
れ
ば
則
ち
偏
ね
か
ら
ず
。
勢
斉
し
け
れ
ば
翔
ち
豊
な
ら
ず
。
衆
斉
し
け
れ
ば
則
ち
使
わ
れ
ず
。
天
あ
り
地
あ
り
て
、
上
下
に
差
あ
り
。
明
王
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
つ
ぜ
ん

　
　
め
立
ち
て
、
国
に
処
す
る
こ
と
麟
あ
り
。
そ
れ
両
貴
の
あ
い
事
う
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
両
蓋
の
あ
い
使
う
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
は
、
こ
れ
天
満
な
り
。
勢
位

　
　
　
　
　
　
す
き
き
ら
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
斉
し
く
し
て
至
悪
同
じ
く
し
、
物
澹
ら
す
こ
と
あ
た
わ
ざ
れ
ば
刻
ち
必
ず
争
う
。
争
え
ば
剣
ち
乱
る
。
下
る
れ
ば
則
ち
窮
す
。
先
王
そ
の
乱
る
る
を
悪
む
。

ユ5（エ5）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
べ
つ

　
　
故
に
礼
義
を
制
し
て
こ
れ
を
分
か
ち
、
貧
富
貴
賎
の
等
あ
り
、
以
て
あ
い
兼
費
す
る
に
足
ら
し
む
る
は
、
こ
れ
天
下
の
本
を
養
な
う
な
り
。

〃
礼
義
”
と
は
、
貴
賎
貧
富
の
社
会
的
地
位
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
栄
辱
篇
第
四
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
い
ま
ま

　
　
そ
れ
貴
は
天
子
と
な
り
、
富
は
天
下
を
撃
つ
、
こ
れ
人
情
の
同
じ
く
欲
す
る
所
な
り
。
し
か
し
て
人
の
欲
を
従
に
す
れ
ば
、
則
ち
勢
叢
る
る
こ
と
あ
た

　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ

　
　
わ
ず
。
物
購
ら
す
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
な
り
。
故
に
先
王
案
ち
こ
れ
が
た
め
に
礼
義
を
制
し
て
こ
れ
を
分
か
ち
、
珍
魚
の
等
・
長
幼
の
差
・
知
愚
・
能
不
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
わ
い
　
　
お
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
う
に
ゅ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
り
あ
い

　
　
の
分
あ
ら
し
む
。
み
な
人
を
し
て
そ
の
事
を
載
な
い
て
、
各
お
の
そ
の
宜
を
得
せ
し
め
、
し
か
る
の
ち
懲
（
穀
）
禄
の
多
少
厚
薄
を
し
て
、
こ
こ
に
称

　
　
あ
ら
し
む
る
な
り
。
こ
れ
そ
れ
群
思
和
一
の
道
な
り
。
故
に
仁
人
上
に
あ
れ
ぼ
、
則
ち
農
は
力
を
以
て
田
に
尽
し
、
質
は
察
を
以
て
財
に
尽
し
、
百
工
は

　
　
功
を
以
て
械
器
に
尽
し
、
士
大
夫
よ
り
以
上
、
公
侯
に
至
る
ま
で
、
仁
厚
知
能
を
以
て
官
職
に
尽
さ
ざ
る
こ
と
な
し
。
そ
れ
こ
れ
を
こ
れ
至
平
と
謂
う
。

　
つ
ま
り
、
〃
礼
義
”
を
制
定
し
て
貧
富
・
貴
賎
・
長
幼
・
智
愚
・
能
不
能
等
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
地
位
・
区
分
を
明
ら
か
に
し
て
欲
望
の
限

度
を
も
う
け
、
さ
ら
に
そ
の
社
会
的
区
分
に
し
た
が
っ
た
職
事
を
遂
行
し
、
物
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
欲
と
物
と
の
均
衡
一
“
称
”
を
図

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
　
環
と
し
て
農
工
商
賢
の
社
会
的
分
業
と
士
大
夫
公
侯
の
官
職
専
掌
に
基
づ
く
〃
国
家
”
の
至
平
が

説
か
れ
る
。
前
の
王
制
篇
で
は
〃
分
義
”
に
基
づ
く
“
群
”
の
合
一
が
言
明
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
は
“
礼
義
”
に
基
づ
く
“
国
家
”
・

〃
天
下
”
の
区
分
・
合
一
一
〃
群
居
和
一
の
道
”
と
し
て
よ
り
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、
　
“
論
義
”
・
“
礼
義
”
に
基
づ
く
国
家
の
区

分
編
成
、
荷
子
の
理
想
と
す
る
落
懸
的
国
家
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
社
会
的
基
礎
こ
そ
、
人
間
の
社
会
的
欲
望
と
物
的
対
象
と
の

均
衡
維
持
、
す
な
わ
ち
社
会
的
な
物
的
利
害
の
対
立
の
調
整
・
抑
止
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
中
国
社
会
が
戦
国
末
期
に
到
達
し
た
社
会
的
生
産
活
力
の
発
展
段
階
を
背
景
に
し
て
の
み
理
解
し
得
る
。
丁
子
は
富
国
篇
第

一
〇
で
か
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
じ
ん

　
　
故
に
絶
技
の
成
す
所
は
、
一
人
を
養
な
う
所
以
な
り
。
し
か
し
て
能
あ
る
も
の
も
技
を
兼
ぬ
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
入
も
官
を
兼
ぬ
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
離

　
　
居
し
て
あ
い
待
た
ざ
れ
ば
則
ち
窮
す
。
湿
し
て
分
な
け
れ
ば
則
ち
争
う
。
窮
な
る
も
の
は
患
な
り
。
重
な
る
も
の
は
禍
な
り
。
患
を
救
い
禍
を
除
く
は
、

　
　
瑚
ち
分
を
明
ら
か
に
し
、
群
せ
し
む
る
に
し
く
は
な
し
。

16　（16）



筍子の国家論（渡辺）

こ
こ
に
は
、
質
的
に
異
な
る
様
ざ
ま
な
労
働
様
式
一
百
技
を
通
じ
て
生
産
さ
れ
た
諸
物
に
よ
っ
て
一
人
ひ
と
り
の
生
活
が
な
り
た
っ
て
い
る
、

と
い
う
萄
子
に
特
有
の
認
識
が
あ
る
。
こ
の
労
働
様
式
の
多
様
化
－
百
技
は
、
“
有
能
な
職
人
で
さ
え
他
の
技
能
を
兼
ね
得
な
い
”
ほ
ど
の
、

労
働
の
特
殊
化
と
専
業
化
と
を
前
提
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
様
式
の
特
殊
化
に
韮
つ
く
多
様
化
一
社
会
的
分
業
の
発
展
は
、
人
間
　
入

ひ
と
り
を
特
殊
な
労
働
様
式
の
分
野
に
と
じ
こ
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
自
分
以
外
の
多
様
な
有
用
労
働
を
行
な
う
人

び
と
へ
の
相
互
依
存
関
係
を
必
然
化
し
、
そ
れ
だ
け
人
聞
の
欲
望
を
多
様
化
・
深
化
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
欲
と
物
と
の
均
衡
維
持
を
基
礎

と
し
、
社
会
的
区
分
と
統
一
一
〃
分
に
基
づ
く
群
”
を
内
容
と
す
る
鬼
子
の
礼
制
的
国
家
論
は
、
か
か
る
労
働
様
式
の
特
殊
・
多
様
化
と
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

相
互
依
存
関
係
の
深
化
と
を
内
容
と
す
る
戦
国
末
期
の
社
会
的
生
産
の
発
展
段
階
に
深
く
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
⇒
　
〃
辮
一
分
一
托
”
i
認
識
論
的
基
礎

　
（

　
以
上
に
見
た
よ
う
な
戦
国
末
期
に
お
け
る
労
働
の
特
殊
・
専
業
化
と
欲
望
の
多
様
化
と
は
、
や
が
て
そ
の
多
様
化
・
特
殊
化
の
基
底
に
あ
る

人
間
一
般
の
共
通
性
の
認
識
へ
と
導
く
で
あ
ろ
う
。
七
子
は
、
そ
れ
を
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
　
　
　
　
　
や
す
み

　
　
お
よ
そ
人
に
一
隅
な
る
所
あ
り
。
飢
え
て
は
食
を
欲
し
、
寒
く
し
て
は
媛
を
欲
し
、
労
れ
て
は
患
を
欲
し
、
利
を
好
み
て
害
を
薦
む
。
こ
れ
人
の
生
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ん
に
ん

　
　
が
ら
に
し
て
有
つ
所
の
も
の
な
り
。
こ
れ
待
つ
こ
と
な
く
し
て
し
か
る
も
の
な
り
。
こ
れ
禺
藥
の
同
じ
く
す
る
所
な
り
。
目
の
白
黒
雪
穴
を
辮
じ
、
耳
の

　
　
音
声
清
濁
を
辮
じ
、
口
の
影
戯
甘
苦
を
辮
じ
、
鼻
の
券
芳
膿
繰
を
辮
じ
、
骨
体
鴬
理
の
寒
暑
疾
養
を
辮
ず
る
、
こ
れ
ま
た
人
の
生
れ
な
が
ら
に
し
て
有
つ

　
　
所
の
も
の
な
り
。
こ
れ
待
つ
な
く
し
て
し
か
る
も
の
な
り
。
こ
れ
禺
集
の
同
じ
く
す
る
所
な
り
。
　
（
栄
辱
篇
第
四
）

こ
こ
に
は
、
人
間
一
般
の
生
理
的
欲
望
と
感
覚
的
認
識
の
共
通
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
欲
望
の
共
通
性
は
、
前
節
で
見
た
欲
と
物
と
の
均
衡

論
か
ら
礼
義
の
制
定
へ
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
人
間
一
般
に
見
ら
れ
る
感
覚
的
認
識
能
力
の
共
通
性
か
ら
も
、
礼
義
が
導
か
れ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
非
下
篇
第
五
に
お
い
て
、
筍
子
は
〃
人
の
人
た
る
所
以
は
何
ぞ
や
”
と
問
い
、
“
そ
の
辮
あ
る
を
以
て
な
り
”
と
答
え
て
い
る
。

こ
の
“
辮
”
が
前
に
見
た
栄
辱
篇
の
五
感
に
よ
る
感
覚
的
認
識
能
力
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
て
彼
は
続
け
る
。

　
　
故
に
人
の
人
た
る
所
以
は
、
た
だ
に
そ
の
二
足
に
し
て
毛
な
き
の
み
に
は
あ
ら
ず
。
そ
の
辮
あ
る
を
以
て
な
り
。
そ
れ
禽
獣
に
は
父
子
あ
る
も
、
父
子
の
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親
な
く
、
牝
牡
あ
る
も
男
女
の
別
な
し
。
故
に
人
道
に
辮
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
辮
は
分
よ
り
大
な
る
は
な
く
、
分
は
礼
よ
ケ
大
な
る
は
な
く
、
礼
は
聖

　
　
人
よ
り
大
な
る
は
な
し
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
辮
－
感
覚
的
認
識
能
力
は
万
人
に
そ
な
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
動
物
に
は
な
い
父
子
間
の
親
愛
の
情
や
男
女

の
区
別
が
生
じ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
感
覚
的
認
識
能
力
の
よ
り
高
度
な
形
態
が
、
貴
賎
貧
富
等
の
区
甥
の
社
会
的
認
識
能
カ
ー
分
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
こ
の
〃
分
”
は
、
富
国
篇
冒
頭
に
“
知
（
智
）
者
こ
れ
が
分
を
な
す
”
と
見
え
、
正
名
篇
第
二
二
に
は
更
に
詳
し
く
、

　
　
…
…
貴
賎
明
ら
か
な
ら
ず
、
同
異
別
か
た
れ
ず
。
か
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
則
ち
志
必
ず
不
喩
の
患
あ
り
て
、
事
必
ず
困
廃
の
禍
あ
ら
ん
。
故
に
知
者
こ
れ

　
　
が
分
別
を
な
し
、
名
を
制
し
て
実
を
指
す
。
上
は
以
て
費
賎
を
明
ら
か
に
し
、
下
は
以
て
同
異
を
緋
ず
。

と
見
え
る
。
　
〃
分
”
は
〃
辮
”
を
基
礎
と
し
、
智
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
よ
り
高
度
な
認
識
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
〃
分
”

を
実
体
と
し
、
そ
の
よ
り
高
度
な
認
識
能
力
を
指
す
の
が
〃
礼
”
で
あ
る
。
こ
の
〃
礼
”
轍
聖
王
に
収
験
す
る
も
の
と
言
明
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
〃
天
下
は
…
…
至
大
な
り
。
至
緋
に
非
ざ
れ
ば
、
能
く
分
か
つ
こ
と
な
し
。
…
…
聖
人
に
非
ざ
れ
ば
、
能
ズ
尽
す
こ
と
な
し
”
（
正
論
篇

第
一
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、
広
大
な
天
下
は
最
高
の
認
識
能
カ
ー
至
辮
で
な
け
れ
ぼ
認
識
し
得
ず
、
か
か
る
能
力
を
も
つ
聖
人
を
ま
っ
て
は
じ

め
て
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
愛
子
は
、
辮
－
分
－
礼
と
上
昇
す
る
認
識
能
力
の
差
等
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
凡
人
－
智
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

一
聖
人
と
い
う
人
間
の
階
層
を
措
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
“
分
”
を
実
体
と
す
る
礼
制
的
秩
序
の
基
底
に
、
凡
人
一
般
の
“
辮
”
が
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
内
山

俊
彦
氏
は
、
葡
子
の
国
家
論
を
〃
分
”
を
実
体
と
す
る
〃
礼
の
国
家
”
と
し
て
規
定
し
た
。
そ
れ
は
、
欲
と
物
と
の
関
係
か
ら
筍
子
の
国
家
論

を
と
ら
え
る
場
合
、
確
か
に
正
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
な
お
不
充
分
で
あ
る
。
認
識
論
的
側
面
か
ら
言
え
ば
、
撫
子
は
分
－
礼
の
基
底
に

辮
一
般
を
措
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
“
慰
子
小
人
の
分
”
1
精
神
的
労
働
に
よ
る
物
質
的
労
働
の
支
配
の
主
張
に
関
連
す

る
。
荷
子
は
、
凡
人
一
般
に
感
覚
的
認
識
能
力
を
認
め
た
。
し
か
し
、
彼
ら
に
は
貧
富
・
貴
賎
・
長
幼
等
の
社
会
的
区
別
の
認
識
能
力
が
欠
如

す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
を
〃
智
者
一
聖
人
”
の
〃
分
一
礼
”
に
特
有
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
感
覚
的
認
識
能
力
－
辮
と
社
会
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的
認
識
能
力
1
〃
分
－
礼
”
と
の
間
に
明
確
な
一
線
を
画
す
る
笹
子
の
認
識
（
能
力
）
論
は
、
そ
の
ま
ま
精
神
的
労
働
に
よ
る
物
質
的
労
働
の
支

配
、
ひ
い
て
は
宮
僚
体
制
に
よ
る
百
姓
H
編
戸
支
配
の
理
論
的
基
礎
を
与
え
る
も
の
と
見
な
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
見
て
く
る
な
ら
ぼ
、
葡
子
の
国
家
認
識
は
、
一
方
で
そ
の
百
姓
一
昔
工
商
賢
の
社
会
的
分
業
に
基
づ
く
編
成
を
、
欲
望
と
物
と
の
均
衡

論
に
よ
っ
て
墓
丁
づ
け
ら
れ
、
他
方
で
そ
の
精
神
的
労
働
に
よ
る
物
質
的
労
働
の
支
配
の
根
拠
を
、
〃
蝶
一
分
一
礼
1
1
凡
人
一
智
者
－
聖
人
”

の
認
識
能
力
の
三
段
階
論
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
両
者
の
統
一
的
契
機
を
な
す
の
が
、
分
を
実
体
と
す

る
礼
な
の
で
あ
っ
た
。
官
僚
制
に
よ
る
百
姓
支
配
は
、
こ
こ
に
分
業
論
的
編
成
を
内
容
と
す
る
礼
制
的
国
家
秩
序
と
し
て
理
論
化
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
分
業
に
基
づ
く
国
家
編
成
や
“
辮
－
分
i
礼
一
凡
人
一
智
老
一
聖
人
”
の
区
分
は
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し

て
生
じ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
先
天
的
に
付
与
さ
れ
た
静
態
的
・
恒
久
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
魚
子
は
そ
の
よ
う
に

は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
は
、
前
述
の
栄
辱
篇
に
お
い
て
、
人
間
が
そ
の
共
通
の
基
礎
と
し
て
生
理
的
欲
望
と
感
覚
的
認
識
能
力
！
僻
を
も
っ
こ

と
を
主
張
し
た
の
ち
、

　
　
　
　
モ
い
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
く
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
っ
せ
ん

　
　
以
て
激
語
と
な
る
べ
く
、
以
て
桀
距
と
な
る
べ
く
、
以
て
工
匠
と
な
る
べ
く
、
以
て
農
質
と
な
る
べ
き
は
、
注
錯
・
習
俗
の
積
む
所
に
あ
る
の
み
。

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
後
天
的
・
動
態
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
儒
効
篇
第
八
は
、
こ
の
こ
と
を
よ
り
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
み
ち

　
　
涼
の
人
百
姓
も
、
善
を
積
み
て
全
尽
す
れ
ば
、
こ
れ
を
聖
人
と
謂
う
。
彼
こ
れ
を
求
め
て
し
か
る
の
ち
得
、
こ
れ
を
為
し
て
し
か
る
の
ち
成
り
、
こ
れ
を

　
　
積
み
て
し
か
る
の
ち
高
く
、
こ
れ
を
尽
し
て
し
か
る
の
ち
聖
な
り
。
故
に
聖
人
な
る
者
は
、
人
の
積
む
所
な
り
。
人
、
辮
耕
を
積
み
て
農
夫
と
な
り
、
蜥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
い

　
　
削
を
積
み
て
工
匠
と
な
り
、
反
（
販
）
貨
を
積
み
て
等
質
と
な
り
、
礼
義
を
積
み
て
君
子
と
な
る
。
…
…
こ
れ
天
性
に
非
る
な
り
。
積
靡
の
然
ら
し
む
る

　
　
　
　
　
　
　
　
じ
っ
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
い
ま
ま

　
　
な
り
。
故
に
人
は
注
錯
を
謹
し
み
習
俗
を
若
し
む
こ
と
を
知
り
て
、
大
い
に
積
宿
す
れ
ば
則
ち
君
子
と
な
る
。
情
性
を
縦
に
し
て
問
学
に
足
ら
ざ
れ
ば
、

　
　
則
ち
小
人
と
な
る
。
君
子
と
な
れ
ば
則
ち
常
に
安
栄
な
り
。
小
人
と
な
れ
ば
則
ち
常
に
危
辱
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
こ
に
は
、
君
子
小
人
の
分
・
農
工
商
費
の
分
が
決
し
て
先
天
的
な
も
の
で
は
な
く
、
目
的
的
活
動
と
環
境
－
注
錯
・
習
俗
の
つ
み
重
ね
に
よ
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っ
て
生
ず
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
冨
姓
一
凡
人
も
善
の
実
践
に
よ
っ
て
聖
人
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
学
問
礼
義
の
実
践

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
だ
て

が
決
定
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
　
“
学
は
悪
く
に
か
始
ま
り
、
悪
く
に
か
終
る
。
曰
く
、
そ
の
数
は
則
ち
諦
経
に
始
ま
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
も
く
て
き

読
礼
に
終
り
、
そ
の
義
は
則
ち
士
た
る
に
始
ま
り
て
聖
人
た
る
に
終
る
。
”
（
勧
学
篇
第
一
）
学
問
礼
義
は
、
聖
人
土
君
子
に
必
須
の
要
素
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
げ

り
、
　
〃
王
公
士
大
夫
の
子
孫
と
雛
ど
も
、
礼
義
に
属
む
こ
と
あ
た
わ
ざ
れ
ぽ
、
則
ち
こ
れ
を
庶
人
に
帰
し
、
庶
人
の
子
孫
と
難
ど
も
、
文
学
を

積
み
、
身
行
を
正
し
う
し
、
よ
く
礼
義
に
属
め
ぱ
、
則
ち
こ
れ
を
卿
相
士
大
夫
に
帰
す
”
（
王
制
篇
第
九
）
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。
君
子
小
人

の
分
、
あ
る
い
は
卿
相
土
大
夫
と
庶
人
と
の
区
別
は
、
か
く
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
学
問
礼
義
の
実
践
如
何
に
か
か
わ
る
も
の
な
の
で
あ

っ
た
。
万
人
一
般
に
生
理
的
欲
望
と
感
覚
的
認
識
能
力
を
認
め
る
筍
子
は
、
万
人
に
聖
人
士
君
子
た
る
可
能
性
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の

実
現
条
件
こ
そ
実
践
・
環
境
－
膝
下
・
習
俗
な
の
で
あ
っ
た
。
〃
王
侯
将
相
、
い
ず
く
ん
ぞ
種
あ
ら
ん
や
”
と
呼
号
し
た
陳
勝
・
呉
広
た
ち
の

意
識
と
、
根
底
に
お
い
て
そ
れ
は
一
致
し
て
い
る
。
彼
ら
と
異
な
る
の
は
、
葡
子
が
社
会
的
分
業
一
〃
分
”
の
う
ち
に
儒
家
的
士
大
夫
と
し
て

の
自
ら
の
支
配
の
正
当
性
を
擁
護
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
鋤
　
礼
制
的
国
家
論
の
本
質

　
（

　
甲
子
は
、
自
ら
の
分
業
を
基
礎
と
す
る
国
家
論
を
、
欲
と
物
と
の
関
係
お
よ
び
認
識
論
的
観
点
の
両
面
か
ら
根
拠
づ
け
た
。
そ
し
て
、
こ
の

両
面
を
つ
な
ぐ
も
の
が
分
を
実
体
と
す
る
礼
義
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
礼
制
的
里
家
論
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
　
“
礼
は
治
辮
の

極
な
り
”
（
議
兵
篇
第
一
五
）
・
〃
礼
は
法
の
大
分
・
類
（
律
）
の
綱
紀
な
り
”
（
勧
学
篇
第
一
・
王
覇
篇
第
一
一
）
と
い
う
言
説
は
、
そ
の
端
的
な
表
現

で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
礼
は
、
筍
子
に
と
っ
て
如
何
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
分
業
論
的
編
成
に

基
づ
く
葡
子
の
礼
制
的
国
家
論
の
本
質
を
さ
ぐ
る
手
掛
り
と
な
る
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
つ
ぼ

　
量
子
は
、
　
〃
礼
の
国
家
を
正
す
や
、
権
衡
の
軽
重
に
お
け
る
が
ご
と
き
な
り
、
縄
墨
の
曲
直
に
お
け
る
が
ご
と
き
な
り
。
故
に
人
は
礼
な
け

れ
ば
生
き
ら
れ
ず
。
事
は
俄
な
け
れ
ば
成
ら
ず
。
国
家
は
礼
な
け
れ
ば
寧
ん
ぜ
ず
”
（
大
略
篇
第
二
七
）
と
か
、
〃
国
に
愚
な
け
れ
ば
則
ち
正
し
か

ら
ず
。
礼
の
国
を
正
す
所
以
は
、
こ
れ
を
讐
う
れ
ば
、
な
お
衡
の
軽
重
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
な
お
縄
墨
の
曲
直
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
な
お
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規
矩
の
方
円
に
お
け
る
が
ご
と
き
も
の
な
り
”
（
王
覇
篇
第
二
）
と
述
べ
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。
礼
は
、
バ
カ
リ
・
墨
客
・
ブ
ソ
マ
ワ
シ
・

定
規
の
類
に
同
じ
も
の
と
さ
れ
、
国
家
統
治
の
客
観
的
規
準
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ど
こ

　
　
故
に
縄
墨
心
し
く
陳
ず
れ
ば
、
則
ち
欺
く
に
曲
直
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
。
衡
激
し
く
縁
れ
ば
、
則
ち
欺
く
に
軽
垂
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
。
規
矩
質
し
く
設

　
　
せ
ば
、
則
ち
欺
く
に
方
円
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
。
君
子
礼
を
審
ら
か
に
す
れ
ば
、
則
ち
欺
く
に
詐
偽
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
縄
な
る
も
の
は
直
の

　
　
至
、
衡
な
る
も
の
は
平
の
至
、
規
矩
な
る
も
の
は
方
円
の
至
、
礼
な
る
も
の
は
人
道
の
極
な
り
。
　
（
礼
論
意
第
一
九
）

と
あ
る
ご
と
く
、
国
家
統
治
の
客
観
的
規
準
を
こ
え
て
、
“
礼
は
人
道
の
極
”
致
と
し
て
普
遍
化
さ
れ
も
す
る
。
こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
規
定

が
生
じ
て
く
る
。
　
“
程
（
度
量
の
総
名
）
な
る
も
の
は
物
の
準
な
り
。
礼
な
る
も
の
は
節
の
準
な
り
。
程
以
て
数
を
立
て
、
礼
以
て
倫
を
定
む
”

（
致
士
篇
第
～
四
）
と
か
、
　
〃
人
論
（
倫
）
…
…
大
儒
な
る
老
は
天
子
の
三
公
な
り
。
小
弓
な
る
者
は
諸
侯
の
士
大
儲
な
り
。
衆
人
な
る
者
は
工
農
商

買
な
り
。
礼
な
る
も
の
は
人
主
の
群
臣
の
寸
尺
着
丈
の
検
式
を
な
す
所
以
な
り
。
人
倫
尽
せ
り
”
（
儒
効
篇
第
八
）
と
い
う
言
説
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
礼
が
、
鱈
臣
上
下
・
貴
賎
長
幼
・
公
卿
士
大
夫
・
農
工
商
．
買
と
い
う
人
倫
－
社
会
関
係
の
総
体
を
定
立
す
る
客
観
的
規
準
と
し
て
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
礼
と
は
、
度
量
衡
に
等
置
さ
る
べ
き
国
家
統
治
・
社
会
関
係
定
立
の
た
め
の
客
観
的
規
準
で
あ
り
、
“
人
道
の
極
”

な
の
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
こ
の
客
観
的
規
準
た
る
礼
は
如
何
な
る
は
た
ら
き
を
す
る
か
。
富
国
篇
第
一
〇
は
、
“
礼
な
る
も
の
は
、
貴
賎
に
等
あ
り
、
長
幼
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
り
あ
い

差
あ
り
、
貧
富
軽
重
に
、
み
な
称
あ
る
も
の
な
り
”
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
見
た
栄
辱
篇
の
、

　
　
　
　
　
す
な
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
わ
い

　
　
故
に
先
王
撃
ち
こ
れ
が
た
め
に
礼
義
を
制
し
て
こ
れ
を
分
か
ち
、
貴
賎
の
等
・
長
幼
の
差
・
馬
脚
・
能
不
能
の
分
あ
ら
し
む
。
み
な
人
を
し
て
そ
の
事

　
　
　
お
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
う
に
ゅ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
り
あ
い

　
　
を
載
な
い
て
、
各
お
の
そ
の
宜
を
得
せ
し
め
、
し
か
る
の
ち
懲
（
穀
）
禄
の
多
少
厚
薄
を
し
て
、
こ
こ
に
称
あ
ら
し
む
る
な
り
。

と
同
一
の
趣
旨
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
鼠
子
は
、
人
倫
一
社
会
関
係
に
客
観
的
な
差
等
・
区
分
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
の
間
に
均
衡
関
係

－
称
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
礼
の
は
た
ら
き
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
葡
子
は
、
人
倫
－
社
会
関
係
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
差
等
・
区
別
を
見
、

そ
う
し
て
そ
の
差
等
・
区
別
を
客
観
的
規
準
た
る
礼
に
よ
っ
て
定
立
し
、
人
倫
・
国
家
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
。
そ
の
本
質
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は
、
均
衡
－
称
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
、
今
少
し
別
の
角
度
か
ら
な
が
め
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
筍
子
が
“
道
”
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
解
蔽
登
第
二
一
に
は
、

　
　
塗
人
、
心
術
の
患
、
濫
悪
せ
ら
る
る
の
禍
を
知
る
。
故
に
欲
な
く
悪
な
く
、
始
な
く
終
な
く
、
近
な
く
遠
な
く
、
博
な
く
浅
な
く
、
古
な
く
今
な
く
、
兼

　
　
　
　
　
　
　
つ
ら

　
　
ね
て
万
物
を
陳
ね
て
、
中
に
衡
を
照
く
。
こ
の
故
に
衆
異
も
あ
い
蔽
い
て
、
そ
の
倫
を
乱
す
こ
と
を
得
ず
。
何
を
か
衡
と
謂
う
。
斎
く
、
道
な
り
。

と
見
え
、
正
名
篇
第
二
三
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
お
む
　
　
　
か
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
む

　
　
衡
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
重
仰
け
に
県
り
て
、
人
以
て
軽
と
な
し
、
軽
挽
き
に
撮
り
て
、
人
以
て
重
と
な
す
。
こ
れ
人
の
軽
重
に
惑
う
所
以
な
り
。
権

　
　
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
禍
を
欲
に
託
し
て
、
人
以
て
福
と
な
し
、
福
を
悪
に
託
し
て
、
人
以
て
禍
と
な
す
。
こ
れ
ま
た
人
の
禍
福
に
惑
う
所
以
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
え
ら

　
　
道
な
る
も
の
は
、
古
今
の
正
権
な
り
。
道
を
離
れ
て
内
に
自
ら
択
べ
ば
、
則
ち
禍
福
の
託
す
る
所
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

と
見
え
る
。
こ
こ
に
言
う
〃
道
”
は
、
衡
・
権
と
対
比
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
　
“
心
術
”
・
“
内
”
の
外
に
あ
る
客
観
的
規
準
で
あ
る
。
そ

の
内
容
は
礼
と
ほ
ぼ
等
し
い
。
楊
僚
も
〃
道
、
礼
義
を
謂
う
な
り
”
（
解
織
篇
）
と
注
釈
し
て
い
る
。
た
だ
、
引
用
文
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、

礼
義
が
主
と
し
て
人
倫
関
係
を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
道
は
禍
福
の
よ
う
な
抽
象
概
念
を
も
包
摂
す
る
よ
り
広
い
外
延
を
も
つ
も
の
で

あ
る
。
と
も
あ
れ
、
君
道
篇
第
一
二
に
は
次
の
ご
と
く
見
え
る
。

　
　
道
な
る
も
の
は
何
ぞ
や
。
臼
く
、
鱈
道
な
り
。
君
な
る
者
は
何
ぞ
や
。
曰
く
、
よ
く
満
す
る
も
の
な
り
。
よ
く
饗
す
る
と
は
何
ぞ
や
。
曰
く
、
善
く
人
を

　
　
生
養
す
る
者
な
り
。
善
く
人
を
班
（
分
）
治
す
る
者
な
り
。
善
く
人
を
顕
設
す
る
者
な
り
。
善
く
人
を
藩
糊
す
る
春
な
り
。

道
と
は
君
道
の
こ
と
で
あ
り
、
社
会
を
統
合
－
毒
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
区
分
一
分
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
ウ

は
ま
こ
う
か
た
な
く
礼
に
一
致
し
て
い
る
。
道
一
礼
は
、
額
束
篇
で
は
〃
衡
”
と
さ
れ
、
正
論
篇
で
は
〃
古
今
の
正
権
”
と
さ
れ
、
そ
う
し
て

慰
道
篇
で
は
“
能
群
”
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
筍
子
の
礼
制
的
国
家
論
が
そ
の
う
ち
に
区
分
と
対
立
を
含
み
な
が
ら
も
、
権
・
衡
・
称
・

群
と
い
う
均
衡
・
統
合
の
側
面
に
重
心
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
懸
子
の
礼
制
的
国
家
論
の
本
質
は
社
会
の

均
衡
論
に
あ
り
、
社
会
内
部
の
区
別
と
統
一
一
分
と
群
と
を
鋭
く
と
ら
え
て
は
い
る
が
、
そ
の
区
別
は
現
状
に
お
け
る
対
立
の
肯
定
的
把
握
に
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子の国家論（渡辺）

と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
矛
盾
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
学
問
礼
義
の
実
践
如
何
に
よ
っ
て
、
庶
人
・
公
卿
・
士
大
夫
・
王
の
地
位
を
変
換
す

べ
き
こ
と
は
説
か
れ
る
が
、
そ
の
前
提
た
る
宮
僚
に
よ
る
百
姓
支
配
・
君
子
に
よ
る
小
人
支
配
の
体
制
自
体
は
所
与
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
欲
と
物
と
の
均
衡
維
持
を
基
礎
と
す
る
彼
の
社
会
論
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
も
あ
っ
た
。
か
く
て
、

　
　
類
を
以
て
雑
を
行
な
い
、
一
を
以
て
万
に
行
な
う
。
始
ま
れ
ば
則
ち
終
り
、
終
れ
ば
則
ち
始
ま
る
。
環
の
端
な
き
が
ご
と
し
。
こ
れ
を
輝
け
ば
天
下
衰
う
。

　
　
天
地
な
る
も
の
は
、
生
の
始
め
な
り
。
礼
義
な
る
も
の
は
、
治
の
始
め
な
り
。
君
子
な
る
も
の
は
、
礼
義
の
始
め
な
り
。
…
…
君
臣
父
子
兄
弟
夫
婦
、
始

　
　
ま
れ
ば
劉
ち
終
り
、
終
れ
ば
贈
ち
始
ま
る
。
天
地
と
理
を
同
じ
う
し
、
万
世
と
久
し
き
を
同
じ
う
す
。
そ
れ
こ
れ
を
こ
れ
大
本
と
謂
う
。
故
に
喪
祭
・
朝

　
　
璃
・
師
旅
は
一
な
り
。
貴
賎
・
殺
生
・
与
奪
は
一
な
り
。
君
の
君
た
り
臣
の
臣
た
る
、
父
の
父
た
り
子
の
子
た
る
、
兄
の
簸
た
り
弟
の
弟
た
る
は
一
な
り
。

　
　
農
の
農
た
り
土
の
士
た
り
、
工
の
工
た
り
商
の
商
た
る
は
一
な
り
。
　
（
王
制
篇
第
九
）

と
あ
る
ご
と
く
、
そ
の
社
会
論
は
、
静
態
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
均
衡
と
循
環
の
う
ち
に
そ
の
真
理
を
見
い
だ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
鱈

子
小
人
の
分
・
農
工
町
費
の
分
業
は
、
そ
の
人
的
素
材
に
つ
い
て
言
え
ば
固
定
さ
れ
た
静
態
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
循
環

の
う
ち
の
動
態
な
の
で
あ
り
、
総
体
と
し
て
は
均
衡
の
う
ち
に
包
括
さ
れ
て
い
る
。
学
問
・
礼
義
の
実
践
に
よ
る
個
個
人
の
地
位
の
変
換
は
あ

り
得
て
も
、
社
会
体
制
自
体
の
変
革
は
あ
り
得
な
い
。
葡
子
の
言
説
の
う
ち
に
あ
る
歴
史
意
識
の
欠
如
も
、
こ
れ
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ

　
④

ろ
う
。

　
葡
子
の
垂
穂
的
国
家
論
の
本
質
が
均
衡
一
循
環
論
に
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
墨
子
批
判
に
お
い
て
も
明
瞭
で
あ
る
。
非
十
二
子
篇
第
六
で
、
葡

子
は
か
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
が
せ
　
　
　
　
　
す
な
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

　
　
天
下
を
一
に
し
国
家
を
建
つ
る
の
権
称
を
知
ら
ず
。
功
用
を
帯
び
倹
約
を
大
と
し
て
差
等
を
慢
に
し
、
曾
ち
以
て
辮
異
を
容
れ
、
君
臣
を
県
か
つ
に
た

　
　
ら
ず
…
…
こ
れ
墨
縫
・
宋
鉦
な
り
。

こ
こ
に
墨
子
批
判
と
し
て
対
羅
さ
れ
る
“
天
下
を
一
に
し
国
家
を
建
つ
る
の
権
称
”
“
色
詞
”
“
差
等
”
“
君
颪
の
分
”
は
、
明
ら
か
に
礼
義

の
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
が
均
衡
・
統
一
を
本
質
と
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
〃
礼
義
な
る
も
の
は
こ
れ
聖
人
の
偽
（
作
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為
）
よ
り
生
ず
る
”
（
性
悪
篇
第
二
三
）
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
均
衡
・
統
一
の
維
持
者
は
、
聖
人
・
天
子
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
　
　
天
下
な
る
も
の
は
至
重
な
り
。
至
彊
に
非
ざ
れ
ば
、
よ
く
任
え
る
こ
と
な
し
。
至
大
な
り
。
至
辮
に
非
ざ
れ
ば
、
よ
く
分
か
つ
こ
と
な
し
。
至
衆
な
り
。

　
　
　
至
明
に
非
ざ
れ
ば
、
よ
く
和
す
る
こ
と
な
し
。
こ
の
三
至
は
、
豊
人
に
非
ざ
れ
ば
、
よ
く
尽
す
こ
と
な
し
。
故
に
聖
人
に
非
ざ
れ
ば
、
よ
く
王
た
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く

　
　
　
な
し
。
聖
人
は
道
を
備
え
美
を
全
う
す
る
者
な
り
。
こ
れ
天
下
を
県
る
の
権
称
な
り
。
　
（
正
論
篇
第
一
八
）

そ
れ
は
、
均
衡
・
統
合
と
循
環
と
を
本
質
と
し
、
聖
人
・
天
子
の
統
括
す
る
礼
制
的
国
家
の
主
張
で
あ
り
、
王
を
頂
点
と
す
る
官
僚
体
制
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
く
百
姓
1
1
編
戸
支
配
を
内
容
と
す
る
、
ま
こ
う
か
た
な
き
専
調
国
家
の
理
論
な
の
で
あ
っ
た
。

①
　
な
お
、
欲
望
と
礼
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
金
谷
治
「
欲
望
の
あ
り
方
…
筍
子

　
の
所
説
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
文
化
臨
一
五
巻
二
号
　
一
九
五
一
年
）
お
よ
び
玉
置

　
重
俊
「
二
子
の
礼
説
の
根
拠
と
礼
治
の
構
造
」
（
『
中
国
哲
学
』
第
八
暑
　
一
九
七

　
九
年
）
参
照
。

②
　
筍
子
は
、
学
問
的
実
践
を
行
な
う
人
び
と
を
聖
人
－
賊
子
－
士
の
三
階
贋
に
区

　
激
し
た
（
修
身
篇
第
二
、
非
相
篇
第
五
、
儒
効
篇
第
八
、
哀
公
爵
第
三
～
）
。
智

　
者
と
は
、
士
・
君
子
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

③
〃
注
錆
〃
に
つ
い
て
、
楊
原
は
〃
注
錨
。
謂
所
注
意
。
錯
。
履
也
。
亦
与
措
置

　
義
同
也
”
と
注
釈
し
て
い
る
（
栄
辱
篇
第
四
）
。
意
識
的
な
行
為
、
す
な
わ
ち
実
践

　
を
指
す
も
の
と
、
園
田
は
考
え
て
い
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
王
念
孫
は
〃
案

　
楊
後
説
得
之
。
注
脚
二
字
岡
義
。
広
雅
。
捺
・
銭
。
置
也
。
描
鉦
郡
注
錨
。
同
調

　
為
置
。
非
注
意
細
動
之
謂
也
。
”
　
（
『
玉
無
雑
志
』
八
　
才
子
第
一
）
と
、
揚
残
前

　
説
を
否
定
し
て
い
る
。
訓
詰
学
的
に
は
、
注
錨
二
字
と
も
に
置
の
意
味
か
も
し
れ

　
な
い
が
、
内
容
的
に
は
楊
幾
前
説
の
よ
う
に
、
意
識
を
含
む
行
為
と
と
ら
え
た
方

　
が
よ
い
。
な
に
よ
り
も
、
筍
子
は
そ
の
本
文
で
、
“
涼
之
人
百
姓
。
積
善
単
磁
尽
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
謂
之
聖
人
。
写
歴
之
而
採
得
。
為
之
而
後
成
。
積
樽
而
後
高
。
尽
之
葡
謬
錯
。
…
…

　
故
人
知
謹
波
錆
。
慎
習
俗
。
大
積
靡
。
則
為
君
子
突
。
”
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

　
り
、
注
錨
と
は
〃
求
二
期
後
得
。
為
之
而
後
成
”
を
内
容
と
し
て
始
め
て
理
鯉
し

　
う
る
も
の
で
あ
る
。

④
　
　
『
商
君
書
』
開
法
篇
第
七
で
、
上
世
一
中
世
…
下
世
が
区
別
さ
れ
、
『
韓
非
子
』

　
五
姦
篇
窮
四
九
等
で
、
上
古
之
枇
－
中
古
之
世
－
近
古
之
世
一
盛
今
薄
雲
が
区
別

　
さ
れ
て
い
る
の
と
、
明
ら
か
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。
筍
子
に
は
、
社
会
を
段
階

　
的
に
と
ら
え
る
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
。
筍
子
は
、
確
か
に
国
家
を
社
会
内
部
か

　
ら
発
生
論
的
に
展
開
し
て
は
い
ろ
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
裏
年
の
國
家
論
の
最
も
す

　
ぐ
れ
た
観
点
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
歴
史
的
な
形
成
論
で
は
な
い
の

　
で
あ
る
。

⑤
　
萄
子
の
場
合
、
支
配
者
層
内
部
の
分
業
、
と
く
に
君
臣
闇
の
分
は
、
君
子
内
部

　
の
三
親
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
精
神
的
労
働
従
事
者
と
し
て
の
共

　
通
性
を
色
濃
く
も
っ
て
お
り
、
専
制
君
主
の
位
置
づ
け
に
な
お
不
徹
底
さ
を
残
し

　
て
い
ろ
。
　
こ
れ
に
対
し
、
　
そ
の
弟
子
た
る
韓
雰
・
李
斯
に
な
る
と
、
由
・
不
害
の

　
〃
術
”
と
商
較
の
〃
法
”
と
を
総
合
し
て
〃
法
衛
”
思
想
を
完
成
し
、
震
主
と
官

　
僚
、
宮
僚
と
百
姓
と
の
聞
に
き
び
し
い
対
立
関
係
を
措
定
し
、
よ
リ
リ
ア
ル
な
専

　
制
国
家
論
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
ろ
。
『
韓
非
子
』
定
法
篇
第
四
二
等
諸
篇
、
『
史

　
記
』
巻
八
七
李
斯
伝
二
世
二
年
上
書
参
照
。
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三
　
分
業
論
的
国
家
編
成
論
の
歴
史
的
先
駆

　
前
章
ま
で
に
見
た
君
子
の
国
家
論
は
、
す
べ
て
彼
の
独
創
に
か
か
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
彼
の
国
家
論
は
、
彼
に
先

行
す
る
諸
子
の
言
説
の
集
成
・
展
開
と
し
て
の
み
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
以
下
に
そ
の
こ
と
を
主
題
と
し
、
荷
子
の
国
家
論
の

歴
史
的
位
置
づ
け
を
試
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
社
会
が
士
農
工
商
の
社
会
的
分
業
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
い
う
認
識
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
う
し
た
見
方
は
、
戦
国
諸
子
に
共
通
の
も

の
で
あ
り
、
す
で
に
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
記
述
を
通
じ
て
春
秋
期
に
も
か
か
る
認
識
の
存
在
し
た
こ
と
が
窺
い
得
る
。
今
は
、
戦
国
期
の
そ
れ

を
主
た
る
対
象
と
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
春
秋
成
公
元
年
の
穀
梁
伝
は
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
古
え
は
国
家
を
立
つ
る
に
百
宮
具
わ
り
、
農
工
に
み
な
職
あ
り
て
上
に
事
う
。
古
え
は
四
民
あ
り
。
士
民
あ
り
、
商
民
あ
り
、
農
民
あ
り
、
群
民
あ
り
。

穀
梁
伝
は
、
か
く
国
家
が
百
官
と
士
農
工
商
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
筍
子
の
国
家
認
識
と
、
そ
れ
は
み
ご
と
に
一
致
し

て
い
る
。
ま
た
、
　
『
周
礼
』
考
工
記
に
も
次
の
ご
と
き
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
国
に
六
職
あ
り
。
…
…
坐
し
て
道
を
論
ず
る
、
こ
れ
を
王
公
と
謂
う
。
作
ち
て
こ
れ
を
行
な
う
、
こ
れ
を
士
大
夫
と
謂
う
。
曲
・
面
・
数
を
審
ら
か
に
し
、

　
　
　
　
　
　
　
お
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
　
以
て
器
材
を
勧
め
、
以
て
民
器
を
辮
う
、
こ
れ
を
百
工
と
謂
う
。
四
方
の
珍
異
を
通
じ
て
以
て
こ
れ
に
資
る
、
こ
れ
を
商
旅
と
謂
う
。
力
を
筋
し
て
以
て

　
　
地
財
を
長
ず
る
、
こ
れ
を
農
夫
と
謂
う
。
締
麻
を
治
め
て
以
て
こ
れ
を
成
す
、
こ
れ
を
婦
功
と
謂
う
。

こ
れ
も
穀
笠
置
よ
り
や
や
詳
し
い
が
、
そ
れ
と
同
一
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
考
愚
詠
は
、
江
永
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
黒
人
の
手
に
な
る
も

の
で
あ
る
が
（
『
周
礼
疑
義
挙
要
』
）
、
『
国
語
』
蛮
語
、
『
管
子
』
小
婦
篇
に
は
、
春
秋
期
に
お
け
る
“
参
国
伍
鄙
”
の
制
が
述
べ
ら
れ
、
士
農
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

商
は
居
処
を
異
に
し
て
編
成
さ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
、
　
『
周
流
』
作
誰
解
第
四
八
に
も
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
き

　
　
都
彫
は
百
選
を
過
ぎ
ず
、
以
て
野
事
に
便
な
ら
し
む
。
縫
は
郡
に
居
り
、
得
む
る
に
庶
士
を
以
て
す
。
士
は
国
家
に
居
り
、
生
む
る
に
諸
公
大
夫
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
じ
わ

　
　
す
。
お
よ
そ
工
賀
は
市
に
居
り
、
臣
僕
は
州
里
に
居
り
、
交
為
る
こ
と
な
か
ら
し
む
。
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戦
国
期
の
著
述
家
た
ち
が
、
西
周
期
秋
期
の
四
民
分
業
の
あ
り
方
を
四
顧
屈
居
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
孟
予
も
、
梁
恵
王

章
句
上
で
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
今
、
王
政
を
発
し
仁
を
施
こ
し
、
天
下
の
仕
者
を
し
て
、
み
な
王
の
朝
に
立
た
ん
と
欲
せ
し
め
、
耕
者
を
し
て
み
な
王
の
野
を
耕
や
さ
ん
と
欲
せ
し
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
と

　
　
商
．
質
を
し
て
み
な
王
の
市
に
蔵
せ
ん
と
欲
せ
し
め
、
行
旅
を
し
て
み
な
王
の
塗
に
出
で
ん
と
欲
せ
し
め
、
天
下
の
そ
の
君
を
畏
ま
ん
と
欲
す
る
者
を
し
て
、

　
　
み
な
王
に
赴
悪
せ
ん
と
欲
せ
し
め
よ
。
そ
れ
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
た
れ
か
よ
く
こ
れ
を
禦
が
ん
や
。

士
農
工
商
－
四
民
分
業
に
関
す
る
記
述
は
、
以
上
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
社
会
が
四
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
認
識
す
る
点
は
、
筍
子
・
韓
非

子
に
至
る
ま
で
戦
国
諸
子
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
懸
子
の
認
識
の
特
色
は
、
単
に
こ
う
し
た
四
民
の
存
在
を
認
め
る
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
を
“
分
”
の
観
点
か
ら
よ
り
一
層
理
論
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
〃
分
”
の
観
点
か
ら
の
理
論
化
に
も
先
駆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
い
た
。
そ
れ
は
、
　
「
雰
文
子
」
で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
そ
の
大
道
篇
上
の
一
部
を
引
用
し
よ
う
。

　
　
㈹
故
に
購
く
、
名
と
分
と
あ
い
乱
す
べ
か
ら
ず
。
五
色
・
五
声
・
狩
競
・
五
味
、
お
よ
そ
四
二
は
、
自
然
に
天
地
の
間
に
存
し
、
人
の
用
と
な
る
を
期
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

　
　
ず
。
人
は
必
ず
こ
れ
を
期
い
、
終
身
各
お
の
好
悪
あ
り
て
、
そ
の
名
分
を
辮
か
つ
あ
た
わ
ず
。
名
は
宜
し
く
彼
に
属
す
べ
く
、
分
は
宜
し
く
我
に
属
す
べ

　
　
し
。
…
…
白
黒
・
商
徴
・
聖
堂
・
営
苦
は
、
彼
の
名
な
り
。
愛
憎
・
韻
舎
・
好
悪
・
嗜
逆
は
、
我
の
分
な
り
。
こ
の
名
分
を
定
む
れ
ぽ
、
則
ち
万
事
乱
れ

　
　
ざ
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
と
の

　
　
⑬
故
に
人
は
度
を
以
て
長
短
を
審
ら
か
に
し
、
量
を
以
て
多
少
を
受
け
、
衡
を
以
て
軽
重
を
慮
り
、
律
を
以
て
清
濁
を
均
え
、
名
を
以
て
虚
奨
を
憩
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た

　
　
法
を
以
て
治
乱
を
定
め
、
簡
を
以
て
装
置
を
治
め
、
易
を
以
て
険
難
を
御
す
。
万
事
み
な
一
に
帰
し
、
百
度
み
な
法
に
準
が
う
。
一
に
帰
す
る
は
簡
の
至
、

　
　
法
に
準
が
う
は
易
の
極
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
す
れ
ば
、
頑
羅
襲
轡
な
る
も
の
も
、
察
慧
聡
明
な
る
も
の
と
、
そ
の
治
を
同
じ
う
す
べ
き
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
⑥
天
下
の
万
事
、
備
さ
に
能
く
す
べ
か
ら
ず
。
そ
の
一
人
に
備
能
せ
ん
こ
と
を
責
む
れ
ば
、
則
ち
賢
聖
す
ら
そ
れ
な
お
こ
れ
を
病
ま
ん
。
養
し
一
人
に
し

　
　
て
能
く
天
下
の
事
に
備
う
れ
ば
、
則
ち
左
霜
前
後
の
宜
、
遠
近
遅
疾
の
間
、
必
ず
や
兼
ね
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
。
荷
し
兼
ね
ざ
る
も
の
あ
れ
ば
、
治
に
お
い

　
　
　
か

　
　
て
届
け
り
。
治
を
全
う
し
て
焚
く
る
と
こ
ろ
な
け
れ
ば
、
大
小
多
少
、
各
お
の
そ
の
分
に
当
た
り
、
畏
商
工
仕
、
そ
の
業
を
誓
え
ず
。
老
農
長
商
、
習
工

　
　
旧
士
、
存
せ
ざ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
則
ち
上
に
処
る
者
、
何
を
か
事
と
せ
ん
や
。
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「
罪
文
子
」
は
、
ま
ず
“
名
”
と
“
分
”
と
を
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
白
黒
商
徴
等
の
“
彼
に
属
す
”
る
客
観
的
対
象
物
と
、
“
我
に
属
す
”

る
主
体
の
判
断
と
の
関
係
を
明
確
化
す
る
偶
。
そ
し
て
、
か
か
る
判
断
の
客
観
的
規
準
と
し
て
、
度
量
衡
・
名
・
法
を
措
定
す
る
㈲
。
こ
う
し

た
認
識
論
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
社
会
論
た
る
〃
分
”
に
基
づ
く
四
民
分
業
論
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
③
。
罪
文
子
は
斉
の
宣
王
期
に
活
躍
し

た
里
下
の
学
者
で
あ
り
、
葡
子
も
ま
た
そ
の
後
を
う
け
て
裏
王
期
に
上
下
の
祭
酒
を
つ
と
め
て
い
る
転
記
本
伝
、
劉
向
詳
録
）
。
棄
子
が
そ
の

〃
分
”
に
基
づ
く
礼
制
的
國
家
論
を
展
開
す
る
に
際
し
て
、
弄
文
子
を
は
じ
め
と
す
る
寒
湿
学
派
か
ら
大
き
な
影
響
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
明

瞭
で
あ
る
。
た
だ
、
荷
子
は
、
〃
分
”
を
よ
り
分
析
し
、
万
人
一
般
に
共
通
す
る
感
覚
的
認
識
の
段
階
一
〃
辮
”
と
智
者
に
固
有
の
よ
り
高
度

な
社
会
的
認
識
の
段
階
1
“
分
”
と
に
区
別
し
た
。
そ
う
し
て
、
さ
ら
に
〃
分
”
の
よ
り
高
次
の
形
態
た
る
〃
礼
”
の
段
階
を
設
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
実
践
1
“
注
錯
・
習
俗
”
の
上
に
認
識
論
を
う
ち
た
て
た
の
で
あ
る
。
実
践
を
認
識
論
の
基
礎
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
“
農
工

商
仕
、
そ
の
業
を
易
え
ず
”
と
あ
る
よ
う
な
「
罪
文
子
」
の
静
態
的
社
会
論
か
ら
、
均
衡
と
循
環
論
と
を
本
質
と
す
る
と
は
い
え
、
よ
り
動
態

的
な
国
家
論
を
、
葡
子
は
展
開
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
「
歩
文
子
」
の
名
分
論
の
基
礎
に
は
、
一
方
で
当
時
の
穫
下
学
派
に
共
通
す
る
欲
と
物
と
の
調
整
に
関
す
る
言
説
を
も
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
。
　
『
罪
文
予
』
大
道
篇
上
に
は
次
の
ご
と
く
あ
る
。

　
　
名
定
ま
れ
ば
則
ち
物
競
わ
れ
ず
。
分
明
ら
か
な
れ
ば
剥
ち
私
行
な
わ
れ
ず
。
物
の
競
わ
れ
ざ
る
や
、
心
な
き
に
は
非
ず
。
名
定
ま
る
に
由
り
て
、
故
に
そ

　
　
の
心
を
措
く
異
な
け
れ
ば
な
り
。
私
の
行
な
わ
れ
ざ
る
や
、
罪
な
き
に
は
非
ず
。
分
明
ら
か
な
る
に
由
り
て
、
故
に
そ
の
欲
を
措
く
辱
な
け
れ
ば
な
り
。

　
　
し
か
ら
ば
則
ち
心
欲
人
人
に
こ
れ
あ
り
て
、
無
心
無
欲
に
同
じ
う
す
る
を
得
る
は
、
こ
れ
を
制
す
る
に
道
あ
れ
ば
な
り
。
…
…
彰
蒙
曰
く
、
雄
愛
野
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お

　
　
れ
ば
、
衆
人
こ
れ
を
逐
う
。
分
書
だ
定
ま
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
難
薮
市
に
満
つ
れ
ば
、
志
あ
る
者
な
し
。
分
定
ま
れ
る
が
故
な
り
。
物
乞
け
れ
ば
則
ち
仁
智

　
　
す
ら
あ
い
屈
し
、
分
定
ま
れ
ば
則
ち
寅
聯
す
ら
争
わ
ず
。

こ
こ
に
見
え
る
名
分
論
に
基
づ
く
物
と
欲
と
の
調
整
は
、
明
ら
か
に
衛
子
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
で
彰
蒙
の
言
説
と
さ
れ
て
い
る
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
、
　
『
呂
氏
春
秋
』
慎
勢
篇
で
は
、
慎
到
の
そ
れ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
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お
さ

　
　
慎
子
田
く
、
今
一
兎
走
れ
ば
、
百
人
こ
れ
を
逐
う
。
一
兎
に
し
て
百
人
の
欲
を
為
む
る
に
足
る
に
は
非
ず
。
要
急
だ
定
ま
ら
ざ
る
に
由
る
な
り
。
分
県
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え
ウ

　
　
定
ま
ら
ざ
れ
ば
、
発
す
ら
且
つ
力
を
屈
さ
ん
。
而
し
て
況
ん
や
衆
人
を
や
。
積
兎
市
に
満
つ
れ
ば
、
行
者
顯
み
ず
。
兎
を
欲
せ
ざ
る
に
は
非
ず
。
分
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ろ
か

　
　
に
定
ま
れ
ば
な
り
。
謝
す
で
に
定
ま
れ
ば
、
人
鄙
な
り
と
難
ど
も
争
わ
ず
。
故
に
天
下
と
国
と
を
読
む
る
は
、
分
を
定
む
る
に
あ
る
の
み
。

物
と
欲
と
の
調
整
を
“
分
”
に
よ
っ
て
行
な
い
、
そ
れ
を
国
家
統
治
の
基
礎
に
す
え
る
こ
の
立
場
は
、
明
ら
か
に
亡
子
の
理
論
的
先
駆
を
な
し

て
い
る
。
葡
子
は
、
か
か
る
名
分
論
的
〃
分
”
を
“
分
”
と
“
礼
”
と
に
区
別
し
、
そ
れ
ら
の
定
立
主
体
た
る
智
者
・
聖
人
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
論
に
不
可
欠
の
統
治
者
論
－
精
神
的
労
働
に
よ
る
物
質
的
労
働
の
支
配
一
を
展
開
し
得
た
の
で
あ
る
。
二
子
の
分
業
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
基
礎
と
す
る
礼
意
的
国
家
論
が
、
わ
け
て
も
黄
老
・
名
家
系
の
穫
下
学
派
の
影
響
を
う
け
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
も
は
や
喋
喋
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
社
会
が
士
農
工
商
の
四
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
考
え
は
、
諸
子
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
基
礎
的
社
会
観
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
名
分
論
お
よ
び
欲
と
物
と
の
調
整
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
を
“
分
”
に
基
づ
く
社
会
論
と
し
て
理
論
化
し
た
の
が
七
二
の
黄

老
・
名
家
者
流
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
に
は
、
荷
子
の
國
家
論
の
今
一
方
の
柱
を
な
す
〃
君
子
・
小
人
－
労
心
・
労
力
の
分
”
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
快
な
言
及
を
行
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
儒
家
に
帰
す
べ
き
言
説
で
あ
ろ
う
。
孟
子
に
よ
っ
て
始
め
て
そ

れ
は
定
立
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
縢
文
公
章
如
上
に
は
、
農
家
者
冷
血
の
徒
・
藤
野
と
の
有
名
な
論
争
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
〃
且
つ
許
子
何
ぞ
陶
冶
を
な
さ
ざ
る
。
み
な
こ
れ
を
そ
の
宮
中
に
取
り
て
こ
れ
を
用
う
る
を
舎
き
て
、
何
す
れ
ぞ
紛
紛
然
と
し
て
百
工
と
交
易
す
る
や
。

　
　
何
ぞ
許
子
の
煩
わ
し
き
を
揮
ら
ざ
る
や
。
”
鳴
く
〃
百
工
の
事
、
固
よ
り
耕
や
し
且
つ
為
す
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
”
〃
し
か
ら
ば
則
ち
天
下
を
治
む
る
こ

　
　
と
、
独
り
耕
や
し
且
つ
為
す
べ
き
か
。
大
入
の
事
あ
り
、
小
人
の
事
あ
り
。
且
つ
一
人
の
身
に
し
て
、
百
工
の
為
す
所
備
わ
る
。
も
し
必
ず
自
ら
為
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
び
　
　
　
つ
か

　
　
の
ち
こ
れ
を
用
う
る
と
な
れ
ば
、
こ
れ
天
下
を
率
い
て
路
れ
し
む
る
な
り
。
故
に
曰
く
、
心
を
労
す
る
も
の
あ
り
、
力
を
労
す
る
も
の
あ
り
、
と
。
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
し

　
　
労
す
る
者
は
人
を
治
め
、
力
を
労
す
る
者
は
人
に
治
め
ら
る
。
人
に
治
め
ら
る
る
着
は
人
を
食
な
い
、
人
を
治
む
る
老
は
人
に
食
な
わ
る
。
天
下
の
通
義

　
　
な
り
。
…
…
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〃
故
に
曰
く
”
と
あ
る
よ
う
に
、
労
心
・
労
力
の
区
別
は
、
孟
子
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。
左
伝
は
嚢
公
九
年
（
前
五
六
四
）
の

条
に
、
知
武
子
の
〃
君
子
は
心
を
労
し
、
小
人
は
力
を
労
す
。
先
玉
の
綱
な
り
”
と
い
う
番
葉
を
伝
え
て
い
る
。
同
様
の
言
葉
は
『
国
語
』

魯
語
や
『
慎
子
』
（
四
部
叢
刊
本
）
外
篇
に
公
父
文
墨
の
母
の
言
葉
と
し
て
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
春
秋
後
期
に
〃
上
子
労
心
・
小

人
労
力
”
な
る
区
別
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
伝
承
は
、
ま
だ
単
に
精
神
的
労
働
に
従
う
者
と
物
的
肉
体
的

労
働
に
従
う
者
と
の
区
議
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
示
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
孟
子
に
至
っ
て
始
め
て
、
“
同
一
の
人
間
は
手
工
業
と
農
業

と
に
同
時
に
従
事
し
得
な
い
”
と
い
う
陳
稲
の
言
葉
を
と
ら
え
て
、
社
会
的
分
業
の
観
点
を
基
礎
に
〃
大
人
（
君
子
）
・
小
人
一
降
心
・
労
力
の

分
”
を
理
論
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
精
神
的
労
働
を
な
す
者
－
“
労
心
”
が
物
質
的
肉
体
的
労
働
を
な
す
者
1
“
労
力
”

を
支
配
し
、
彼
ら
”
労
力
”
か
ら
給
養
を
乏
く
（
一
搾
取
す
）
べ
き
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
ヶ
し
て
こ
の
観
点
は
、
す
で
に
見
た
ご
と

く
基
本
的
に
筍
子
に
も
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
筍
子
は
、
“
分
”
を
実
体
的
基
礎
と
す
る
雨
落
の
観
点
か
ら
そ
れ
を
一
層
理
論
化
し
、

精
神
的
労
働
と
物
質
的
労
働
と
の
内
部
に
お
い
て
も
分
業
の
論
理
が
貫
徹
す
る
も
の
と
見
て
、
そ
の
国
家
認
識
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
筍
子
の
護
送
的
国
家
論
は
、
穫
下
の
黄
老
・
名
家
者
流
が
主
張
し
た
名
分
論
を
基
礎
と
す
る
“
分
”
に
基
づ
く
士
農
工
商
の
社
会
編
成
論
と
、

孟
子
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
〃
君
子
小
人
の
分
”
一
精
神
的
労
働
に
よ
る
物
質
的
労
働
の
支
配
一
と
を
理
論
的
前
提
と
し
、
両
者
を
さ
ら
に
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

析
し
て
豊
か
な
内
容
を
与
え
、
そ
れ
ら
を
礼
の
観
点
か
ら
総
合
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

①
　
岡
崎
文
夫
「
参
国
伍
鄙
の
制
に
就
て
」
　
（
『
羽
田
博
士
融
点
記
念
東
洋
史
論
叢
馳

　
｝
九
五
〇
年
）
、
松
木
民
雄
「
四
民
不
雑
処
考
一
門
語
習
癖
と
管
子
小
戸
篇
を
め

　
ぐ
っ
て
－
扁
上
下
（
『
集
刊
東
洋
学
』
第
童
一
門
写
、
第
三
四
号
　
一
九
七
五
、
七

　
六
年
）
参
照
酬
。

②
　
本
文
は
、
孫
譲
譲
『
講
書
樹
補
隔
巻
縮
の
説
を
参
照
し
、
字
句
を
補
訂
し
て
訓

　
読
し
た
。

③
『
歩
文
子
隔
に
つ
い
て
は
、
真
疑
意
児
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
『
漢
書
隔

芸
文
志
に
は
“
歩
文
子
纂
禰
説
斉
宜
王
。
先
公
孫
電
”
と
見
え
る
。
『
意
林
』
巻

二
に
紗
録
す
る
『
労
文
子
』
に
は
〃
劉
款
注
”
と
な
っ
て
お
り
、
軍
法
琳
『
弁
正

論
』
巻
斗
「
出
道
偽
謬
」
篇
十
諸
子
為
道
書
謬
条
に
は
『
玄
都
観
一
切
経
目
録
』

を
引
き
〃
勢
文
子
一
部
二
巻
劉
歓
修
撰
”
と
見
え
る
。
呪
舜
文
子
』
に
は
、
劉
欺

の
手
を
経
た
テ
キ
ス
ト
が
六
朝
唐
代
ま
で
存
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
現
行
本
『
歩

文
子
』
や
『
群
書
治
要
』
巻
一
二
七
に
妙
録
す
る
『
罪
文
子
』
に
は
注
釈
は
な
く
、

劉
歌
本
と
は
溺
系
統
の
も
の
ら
し
い
。
山
陽
仲
長
氏
の
序
文
の
あ
る
現
行
本
が
旧

来
の
面
目
を
そ
の
ま
ま
保
つ
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
歩
文
そ
の
人
の
思
想
を
伝
え

る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
恐
ら
く
そ
の
内
容
か
ら
見
て
彼
を
含
め
た
斉
の
穫
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下
学
派
の
思
想
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
銭
穆
『
糞
蝿
諸
子

　
留
年
』
先
秦
諸
子
繋
年
孜
辮
巻
三
「
＝
一
四
歩
文
型
」
（
香
港
大
学
患
版
社
　
　

　
九
五
穴
年
増
訂
出
版
）
参
昭
…
。
　
訓
読
に
あ
た
っ
て
は
四
都
聯
叢
刊
…
閉
…
復
｛
木
加
田
本
に
よ
り
、

　
『
群
書
治
要
』
所
妙
の
も
の
と
対
校
し
て
字
句
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

④
　
訓
読
に
あ
た
っ
て
は
、
陶
磁
慶
『
読
諸
子
札
記
』
巻
五
の
説
に
よ
っ
て
、
字
句

　
を
改
め
た
。

⑤
勢
文
・
彰
蒙
・
慎
到
等
の
開
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
識
③
銭
氏
著
致
細
巻
三

　
「
七
五
　
穫
下
通
致
」
参
照
。

⑥
筍
子
の
国
家
論
と
極
め
て
桐
塾
し
た
認
識
を
示
し
て
い
る
の
は
、
『
舞
子
』
君

　
臣
上
篇
第
三
一
、
霜
臣
下
篇
第
三
二
で
あ
る
。
こ
の
藤
壷
の
成
立
を
羅
根
沢
既
は
、

　
戦
撃
茎
糊
…
の
政
治
思
想
家
の
手
に
な
る
も
の
と
見
て
い
る
　
（
『
望
潮
起
源
』
㎞
弟
四

　
章
　
香
港
　
太
平
下
局
　
一
九
六
六
年
）
。
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
慎
到
後
学
の

　
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
な
お
、
筍
子
の
天
道

　
観
、
認
識
論
と
來
錺
・
勢
文
ら
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
杜
国
厚
臼
に
「
筍
子
杁

　
宋
舜
黄
老
学
派
接
受
了
什
仏
」
（
『
杜
国
訴
文
集
』
　
人
民
編
版
社
　
一
九
六
二
年
）

　
が
あ
る
。

3e　（3e）

お
　
わ
　
り
　
に

　
自
ら
の
国
家
論
を
構
築
す
る
に
際
し
て
筍
子
が
眼
前
に
見
い
だ
し
た
も
の
は
、
官
僚
体
制
に
よ
る
菖
姓
支
配
と
し
て
の
国
家
で
あ
っ
た
。
単

子
は
、
そ
れ
を
〃
分
”
1
分
業
に
基
づ
い
て
編
成
さ
れ
る
礼
制
的
国
家
と
し
て
理
論
化
し
、
最
も
抽
象
的
に
は
君
子
に
よ
る
小
人
の
支
配
、
す

な
わ
ち
精
神
的
労
働
に
よ
る
物
質
的
労
働
の
支
配
と
し
て
把
握
し
た
。
我
々
は
、
以
下
に
百
姓
一
農
・
工
・
商
の
分
業
論
的
編
成
・
支
配
を
基

礎
と
す
る
葡
子
の
礼
制
的
国
家
論
が
、
後
世
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
か
を
概
観
し
て
小
稿
を
閉
じ
よ
う
と
思
う
。

　
武
内
義
雄
疑
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
詩
・
書
・
春
秋
に
加
え
て
礼
・
楽
を
重
視
し
、
こ
の
五
つ
の
経
典
を
儒
家
の
根
本
経
典
と
し
て

大
成
し
た
の
は
、
荷
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
　
『
漢
書
』
儒
林
伝
や
『
経
典
釈
文
』
叙
録
に
見
え
る
こ
の
五
経
の
師
弟
継
承
関
係
を
な
が
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
き
、
聖
経
以
外
の
経
典
が
筍
子
を
へ
て
薬
代
に
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
分
か
る
。
戦
国
期
の
儒
家
者
流
は
、
駅
子
を
一
つ
の
巨
大
な
分
水

嶺
と
し
て
地
代
へ
分
派
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
分
業
論
に
基
づ
く
礼
制
的
国
家
論
は
、
思
子
の
そ
れ
と
し
て
は
漢
代
儒
家
に

継
承
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
。
四
民
分
業
論
は
勿
論
様
ざ
ま
な
形
で
継
承
さ
れ
た
し
、
百
姓
を
農
工
商
に
編
戸
す
る
分
業
論
的
国
家
編
成
は
、
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

国
営
の
秦
国
の
基
本
体
制
と
し
て
踏
代
に
も
明
瞭
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
的
基
礎
た
る
欲
望
と
物
と
の
均
衡
論
や
、
辮
を

一
般
的
基
礎
と
し
、
分
を
そ
の
実
体
と
す
る
礼
論
は
、
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
筍
子
の
国
家
論
は
、
た
だ
そ
の
分
業
論
的
国
家
編
成
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の
形
式
的
側
面
に
お
い
て
の
み
、
現
実
の
国
家
体
制
を
支
え
る
社
会
的
意
識
形
態
と
し
て
多
く
の
継
承
者
を
見
い
だ
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が

何
に
よ
る
の
か
、
的
確
に
答
え
る
用
意
を
今
の
私
は
も
た
な
い
。
た
だ
、
荷
子
の
国
家
論
の
中
心
概
念
を
な
す
礼
義
が
実
践
的
基
礎
を
も
つ
点

は
、
こ
の
問
題
を
解
く
手
掛
り
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
〃
古
の
い
わ
ゆ
る
士
単
な
る
者
は
、
敦
厚
な
る
者
な
り
。
群
を
合
す
る
者
な
り
。
富

貴
を
楽
し
む
者
な
り
。
分
施
を
楽
し
む
者
な
り
。
…
…
今
の
い
わ
ゆ
る
薄
恥
な
る
者
は
、
汗
漫
な
る
者
な
り
。
…
…
礼
義
な
く
し
て
、
た
だ
権

　
　
　
　
こ
の

勢
を
こ
れ
嗜
む
者
な
り
”
（
非
十
二
子
篇
第
六
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
里
子
は
彼
が
当
面
す
る
社
会
に
、
そ
の
実
践
者
た
る
べ
き
士
大
夫
層
を
見

い
だ
し
て
は
い
な
い
。
形
態
は
異
な
る
が
、
か
か
る
も
の
と
し
て
の
実
践
者
た
る
士
大
夫
層
が
社
会
的
に
形
成
さ
れ
て
く
る
の
は
、
後
漢
も
中

晩
期
の
こ
と
で
あ
る
。
後
剥
身
の
徐
幹
は
、
そ
の
掃
墨
的
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
　
『
群
書
治
要
』
巻
四
六
に
残
る
『
中
心
』
に
お
い
て
、
彼
は

次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま
ち

　
　
昔
の
聖
王
、
礼
法
を
制
定
す
る
や
、
貴
に
常
詰
あ
り
、
賎
に
等
差
あ
り
、
君
子
と
小
人
と
、
各
お
の
分
職
を
司
る
。
故
に
下
に
俗
上
の
葱
な
く
、
人
役

　
　
財
力
あ
い
供
足
す
る
な
り
。
往
昔
、
海
内
の
富
民
、
お
よ
び
工
商
の
家
、
資
財
巨
万
に
し
て
、
奴
碑
を
役
使
す
る
に
、
多
き
者
は
首
を
以
て
数
え
、
少
な

　
　
き
者
も
十
を
以
て
数
う
。
こ
れ
豊
に
先
王
が
礼
を
制
せ
し
意
な
ら
ん
や
。
そ
れ
国
に
四
民
あ
り
て
、
あ
い
干
許
せ
ず
、
士
な
る
者
は
心
を
労
し
、
工
農
商

　
　
な
る
者
は
力
を
労
す
。
心
を
労
す
る
も
の
を
君
子
と
謂
い
、
力
を
労
す
る
も
の
を
小
人
と
謂
う
。
君
子
な
る
者
は
人
を
治
め
、
小
人
な
る
者
は
人
に
治
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
し

　
　
ら
る
。
人
に
治
め
ら
る
る
者
は
人
を
食
な
い
、
人
を
治
む
る
者
は
人
に
食
な
わ
る
。
百
済
の
達
義
な
り
。
…
…

そ
れ
は
、
筍
子
の
国
家
編
成
論
の
ま
こ
う
か
た
な
き
継
承
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
国
家
編
成
論
は
、
漢
末
以
降
に
形
成
さ
れ
て
く
る
士

人
・
官
僚
層
の
黒
体
実
践
理
念
に
息
吹
き
を
あ
た
え
ら
れ
、
や
が
て
晴
眼
国
家
の
基
本
法
典
た
る
令
の
中
に
確
乎
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に

　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

至
る
。
開
元
七
年
令
戸
令
条
文
に
は
次
の
ご
と
く
あ
る
。

　
　
天
下
の
四
人
を
辮
か
ち
、
各
お
の
そ
の
業
を
専
ら
に
せ
し
む
。
凡
そ
文
武
を
習
学
す
る
者
を
土
と
な
し
、
耕
桑
に
難
毒
す
る
者
を
農
と
な
し
、
工
作
貿
易

　
　
す
る
者
を
工
と
な
し
、
屠
沽
興
課
す
る
者
を
商
と
な
す
。
工
商
の
寡
、
士
に
預
る
を
得
ず
。
食
禄
の
人
、
書
入
の
利
を
奪
う
を
得
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

こ
こ
に
見
え
る
四
民
編
成
に
つ
い
て
は
、
贅
言
を
要
し
な
い
。
そ
し
て
〃
大
夫
は
場
圃
を
為
め
ず
、
士
よ
り
以
上
は
み
な
利
を
差
じ
て
、
民
と
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業
を
争
わ
ず
。
分
施
を
楽
し
み
て
積
蔵
を
恥
ず
”
（
大
略
譜
第
二
七
）
、
　
〃
本
（
農
）
に
務
め
末
（
商
工
）
を
禁
ず
る
こ
と
の
材
（
財
）
を
多
く
せ
ん
が
た

め
な
る
を
知
り
、
下
と
小
利
を
争
う
な
き
こ
と
の
事
に
便
な
る
が
た
め
な
る
を
知
…
…
る
は
、
こ
れ
卿
相
輔
佐
の
材
な
り
”
（
君
道
篇
第
一
二
）
、

〃
工
費
を
省
き
農
央
を
働
く
し
”
（
君
道
篇
）
と
言
う
葡
子
の
言
説
を
見
る
時
、
開
元
七
年
戸
令
に
記
さ
れ
る
国
家
編
成
の
基
本
的
諸
要
素
は
、

す
で
に
斜
子
に
お
い
て
定
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
我
々
は
、
世
子
の
礼
制
的
国
家
論
こ
そ
、
秦
髪
際
か
ら
野
砲

期
に
至
る
ま
で
の
国
家
編
成
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
そ
の
理
論
的
基
礎
た
る
欲
と
物
と
の
均

衡
論
お
よ
び
礼
論
は
な
い
。
障
子
の
国
家
論
は
、
唐
令
の
前
に
そ
の
死
骸
を
さ
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
や
が
て
唐
宋
に
お
け
る
士
大
夫
層
の

清
的
実
践
理
念
と
晴
唐
的
律
令
体
制
の
崩
壊
と
と
も
に
消
滅
す
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
と
は
裏
腹
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
こ
そ
韓
愈
ら
に
よ
っ

て
荷
子
の
思
想
的
再
評
価
は
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
揚
涼
に
よ
る
新
た
な
『
上
子
』
の
編
定
と
注
解
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
。
歴
史
の
皮
肉

と
雷
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
①
　
武
内
『
中
国
経
学
史
』
（
『
全
集
』
第
八
巻
　
角
川
書
店
　
一
九
七
八
年
）
三
八
　
　
　
　
③
　
拙
稿
「
清
1
あ
る
い
は
二
一
七
世
紀
中
国
に
お
け
る
一
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
形
態
と

　
　
一
一
八
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隅
家
」
　
（
『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
』
人
文
第
三
一
号
　
一
九
七
九
年
置
参
照
。

　
②
　
前
掲
第
一
章
註
②
拙
稿
お
よ
び
「
前
近
代
中
國
に
お
け
る
専
制
認
家
形
態
に
つ
　
　
　
　
④
　
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』
　
（
東
大
酪
版
会
　
一
九
六
四
年
緊
緊
）
二
四
四
一
五

　
　
い
て
の
覚
霞
」
（
『
漸
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
第
一
五
八
号
　
一
九
八
○
年
）
参
　
　
　
　
頁
参
照
。

　
　
照
。

　
　
宰
　
小
稿
は
、
一
九
八
○
年
八
月
二
六
罠
の
中
国
史
研
究
会
に
お
け
る
発
表
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
討
論
の
過
程
で
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
が
、

　
　
籾
山
王
氏
か
ら
は
内
山
俊
彦
氏
の
研
究
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
。
　
　
　
　
　
　
（
京
都
府
立
大
学
文
学
部
助
教
授
京
都
市
北

32 （32）



La　th60rie　de　Xunzi；二子sur　PEtat

par

Shin－ichir6　Watanabe

　　Lorsque　Xutnei　essaya　de　construire　sa　th60rie　de　1’Etat，　il　se　trouva

devan’L’　les　realit6s　des　principaut6s　oti　les　diverses　couches　populaires

6taient　gouvern6es　avec　bureauciatie．　ll　considere　de　tels　Etats　comme

fond6s　sur　la　divlsion　du　travail，　et　les　justifie　avec　son　id6e　de　la　li　”6L

dont　la　conception　centrale　est　la　fen分，　Ia　condition　selon　laquelle

chacun　doit　vlvre．　On　pourrait　dire　qu’il　a　h6rit6　de　la　theorie　de　la

編㎎彦％名分，th60rie　6nonc6e　par　l’6cole　de　Huanglao黄老．et　celle　de

ル彦鰯毎名家deノ㍍毎稜下，　et　de　Ia　th60r圭e　du　zun2ixiaoren君子小入，

th60rie　6nonc6e　par　Mengzi孟子，　mais　qu’il　les　analyse　en　les　crltiqttant

et　les　enrichit　davantage；　ensuite　il　61abore　sa　propre　th60rie　en　la

synth6tisant　du　point　de　vue　de　la　li．

　　Dans　cet　article，　nous　6tudierons　la　substance　d’une　telle　th60rie　de

Xasn2i　sur　1’Etat　et　ses　traits　historiques．
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