
書
1
罫

ろ
う
。

　
第
二
綿
を
な
す
八
章
は
古
代
の
航
海
に
関
す
る
研
究
を
集
め
て
、
こ
の
書
に

縛
異
の
存
在
価
値
を
付
与
し
て
い
る
。
こ
の
続
篇
も
叉
簡
淡
な
説
述
の
う
ち
に
、

豊
寓
な
資
料
と
独
特
の
見
解
を
包
ん
で
、
容
易
に
そ
の
主
張
を
露
わ
さ
な
い
。

今
聞
に
至
る
ま
で
の
諸
説
の
検
討
と
批
判
、
そ
の
後
に
帰
結
を
与
え
る
と
い
う

．
厳
重
な
態
変
を
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
尚
随
所
に
著

聴
の
創
見
と
問
題
の
提
掛
を
読
み
と
る
に
苦
し
ま
な
い
。
ネ
ア
ル
コ
ス
や
ピ
ュ

テ
ア
ス
の
研
究
の
講
章
の
如
き
は
著
藩
の
見
解
が
最
も
精
彩
を
あ
ら
わ
す
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
航
海
に
関
す
る
諸
研
究
が
第
二
部
と
し
て
別
瞠
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
推
察
さ
れ
る
が
、
著
藩
は
ギ
リ
シ
ア
地
理
学
史
に
接
近
す
る
の
に
回
方
古
代

文
明
の
伝
統
に
つ
い
て
の
関
心
を
以
て
せ
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ

れ
に
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
研
究
乃
至
は
東
方
文
明
の
考
察
に
地
理
学
の
側
か

ら
大
き
な
燈
火
が
点
ぜ
ら
れ
、
研
究
の
漸
ら
し
い
前
進
の
為
に
礎
石
が
据
え
ら

れ
た
こ
と
を
感
ず
る
。
ひ
と
り
地
理
学
界
の
慶
事
た
る
に
止
ら
ぬ
も
の
と
す
べ

き
で
あ
る
。

　
こ
の
労
作
に
対
し
て
、
こ
こ
に
謹
ん
で
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
、
尚
つ
づ
い

て
窟
ー
マ
・
中
世
な
ど
地
理
学
史
の
未
開
の
分
野
に
巨
斧
を
揮
わ
れ
ん
こ
と
を

切
望
す
る
。
新
ら
し
い
光
の
照
明
を
ま
っ
て
い
る
問
題
は
甚
だ
多
い
。

　
（
A
5
判
四
五
七
頁
　
索
引
二
〇
頁
　
昭
湘
三
四
年
九
月
　
棚
原
書
店
縄
　
定

価
一
、
○
○
○
円
）

増
淵
龍
夫
著

中
国
古
代
の
社
会
と
国
家

河
　
地
　
重
　
造

　
著
者
増
淵
龍
夫
教
授
の
名
を
知
っ
て
か
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
一
〇
年
の
月
日

が
す
ぎ
て
い
る
。
本
書
に
も
収
録
さ
れ
た
論
文
「
引
田
に
お
け
る
一
三
秩
序
の

構
造
と
任
侠
的
習
俗
」
を
「
．
一
橋
論
叢
』
で
読
ん
だ
の
は
、
一
九
五
一
年
の
末

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
頃
は
じ
め
て
著
考
を
知
っ
た
の
は
、
必
ず
し
も

か
け
出
し
の
泓
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
『
＝
一
…
ク
な
問
題
視
角
と
方
法
、
厳
密
な
概
念
の
構
成
と
駆
使
は
、
読

者
の
す
べ
て
に
新
鮮
で
強
い
印
象
を
与
え
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
当

時
研
究
生
活
一
年
生
に
す
ぎ
な
か
つ
・
た
私
に
は
、
こ
の
論
文
が
内
包
し
て
い
た
、

そ
の
後
の
著
薪
の
体
系
の
展
開
に
と
っ
て
の
意
義
を
、
正
し
く
三
一
す
る
力
は

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
｝
0
年
、
泓
た
ち
は
い
ま
主
要
論
文
を
あ
つ
め
た
本

書
を
手
に
し
て
、
あ
ら
た
め
て
見
事
な
研
究
成
果
と
あ
ざ
や
か
な
体
系
の
展
囲

を
、
ま
の
あ
た
り
に
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
書
評
し
易
い
と
い
え
ば
し
易
く
、
し
難
い
と
い
え
ぱ
ま
た

し
難
い
書
物
で
あ
る
。
各
章
が
よ
く
知
ら
れ
た
既
発
表
の
論
文
か
ら
な
っ
て
い

る
の
で
、
一
々
丁
寧
に
紹
介
す
る
の
は
、
あ
ま
り
適
籾
と
は
い
え
な
い
。
こ
の

さ
い
の
有
効
な
方
法
は
、
学
界
の
悶
題
状
況
に
照
し
つ
つ
、
全
体
を
貫
く
独
自

の
問
題
関
心
と
方
法
を
浮
び
上
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
果
の
体
系
的
検
討

を
試
み
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
著
者
は
、
各
論
文
を
新
た
に
補
筆
し
て
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一一

尓
ﾜ
八
章
に
配
列
す
る
と
と
も
に
、
「
序
論
　
中
濁
古
代
社
会
史
研
究
の
豊
海
状

況
一
学
説
史
的
展
望
一
」
を
書
お
ろ
し
、
そ
れ
を
周
到
か
つ
明
快
ぼ
お
こ

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ダ
イ
ジ
エ
ス
ト
す
る
の
は
た
や
す
く
、
こ
れ
を
超
え
る

こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
私
は
、
い
さ
さ
か
芸
が
な
い
と
い
わ
れ
て
も
、
や
は

り
著
者
の
問
題
関
心
の
出
発
点
か
ら
は
じ
め
て
、
方
法
と
研
究
の
展
開
を
、
と

く
に
方
法
上
の
問
題
に
留
意
し
な
が
ら
、
み
て
い
こ
う
と
思
う
。
史
料
に
制
約

さ
れ
て
個
別
的
可
読
研
究
が
極
め
て
困
難
な
古
代
社
会
・
経
済
史
研
究
に
お
い

て
は
、
個
別
実
証
研
究
の
深
化
霞
体
が
、
つ
ね
に
方
法
や
体
系
的
把
握
の
深
化

と
か
み
あ
っ
て
い
な
け
．
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
こ
の
点
を
本
書
は
具
体
酌
に
教

え
て
く
れ
る
し
、
ま
た
古
代
史
研
究
の
面
白
さ
も
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

　
さ
て
本
書
の
内
容
は
股
周
史
研
究
に
ま
で
遡
る
の
で
あ
る
が
、
一
貫
す
る
問

題
関
心
は
、
　
「
秦
漢
帝
国
の
歴
史
酌
性
格
と
そ
の
成
立
の
過
程
を
そ
れ
に
前
後

す
る
歴
史
的
展
開
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
」
．
に
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
私
の
紹
介
ほ
こ
の
「
理
解
」
の
内
容
に
か
か
る
ま
え
に
、
何
故
こ
の
問

題
が
著
春
を
と
ら
え
た
か
、
か
ら
は
じ
ま
る
。

　
著
岩
に
よ
れ
ば
、
中
毒
社
会
史
論
戦
に
は
じ
ま
る
中
国
古
代
史
の
体
系
的
掘

握
の
試
み
に
は
、
主
要
な
二
つ
の
方
法
的
視
角
が
み
ら
れ
た
。
｝
つ
は
、
三
曲

唯
物
論
の
普
遍
的
社
会
発
展
図
式
を
方
法
的
指
針
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
が
、
郭
一
三
・
一
振
羽
ら
の
先
駆
的
業
績
を
生
ん
だ
先
達
史
に
お
い
て

す
ら
、
し
だ
い
に
行
詰
り
、
す
な
わ
ち
決
め
手
の
み
つ
か
ら
ぬ
議
論
の
空
転
を

露
呈
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
単
な
る
史
料
面
や
実
証
研
究
水
準
の
制
約
の
み

で
な
く
、
方
法
的
貧
困
に
も
よ
っ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

限
ら
れ
た
史
料
か
ら
も
つ
ば
ら
生
産
隔
係
の
み
に
眼
を
注
ぎ
、
直
接
生
産
煮
の

隷
聡
性
の
強
弱
を
も
つ
て
奴
隷
制
か
封
建
制
か
を
隅
う
だ
け
で
は
、
緒
局
は
発

贋
図
式
の
機
械
的
適
用
を
は
か
る
に
止
る
の
で
あ
っ
て
、
中
国
史
の
動
態
的
把

握
と
諸
劉
期
の
解
関
と
い
う
本
来
の
唐
的
は
、
果
さ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
し

か
も
問
題
が
封
建
棚
概
念
の
安
易
な
適
用
を
許
さ
な
い
秦
漢
以
後
の
中
央
集
権

的
・
専
制
的
政
治
体
制
に
当
面
し
た
と
き
、
方
法
的
貧
困
の
欠
陥
は
い
っ
そ
う

あ
ら
わ
と
な
っ
た
。
こ
の
困
難
な
問
題
が
、
も
・
）
｝
つ
の
視
角
、
す
な
わ
ち
東

洋
納
社
会
の
概
念
を
導
入
し
つ
つ
、
類
型
的
特
殊
化
の
契
機
を
生
薩
力
の
自
然

的
基
礎
に
求
め
る
見
解
、
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
～
ゲ
ル
の
「
水
の
理
論
扁
に
代
蓑
さ

れ
る
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
批
判
を
必
要
と
す
る
の
は
、

「
水
の
理
論
」
の
実
証
的
・
理
論
的
誤
謬
や
、
さ
き
の
視
角
と
対
比
し
て
の
静

態
的
・
類
型
的
把
握
の
志
向
だ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
さ
ら
に
そ
の
奥
、
す
な

わ
ち
そ
の
東
洋
的
鎧
会
な
る
概
念
が
、
一
八
世
紀
以
来
西
欧
に
三
三
的
な
東
洋

社
会
論
に
つ
な
が
り
、
西
欧
が
西
欧
と
し
て
自
己
を
意
識
す
る
過
程
で
と
ら
え

た
、
西
欧
酌
価
値
規
準
か
ら
す
る
観
察
の
所
蓬
と
し
て
の
極
限
概
念
と
類
型
化

に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
類
型
的
把
握
を
類
型
的
把
握

と
し
て
、
ま
す
ま
す
身
動
き
な
ら
ぬ
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
渡
米

後
の
ウ
氏
が
、
　
「
ア
ジ
ア
的
生
藍
様
式
」
論
の
外
被
を
文
化
人
類
学
当
方
法
に

と
り
替
え
、
い
っ
そ
う
強
く
「
水
利
社
会
」
論
を
提
示
で
き
た
契
機
も
、
そ
こ

に
ひ
そ
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
秦
漢
帝
騒
が
、
具
体
的
研
究
上
の
み
な
ら
ず
、
方
法
上
に
お
い
て
も
、
問
題

の
結
節
点
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
て
一
九
三
〇
年
代
の
学
説
史
的
回
顧
か
ら
、

す
で
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
今
日
に
い
た
っ
て

も
同
様
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ
の
点
に
す
す

む
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
具
体
的
な
在
り
方
と
著
岩
膚
身
の
山
刀
法
的
視
角
の
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設
定
の
意
義
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
前
述
の
二
つ
の
方
法
的
視
角
す
な
わ
ち
構
造
的
特
質
の
把
握
と
社
会
発
展
的

理
解
が
、
理
論
的
対
立
の
平
行
線
を
た
ど
る
の
を
や
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
欠
陥

を
克
服
し
つ
つ
互
に
補
完
的
に
結
合
し
、
新
た
な
方
法
的
視
野
を
開
い
て
い
く
、

途
は
、
中
国
史
の
具
体
的
な
問
題
の
な
か
で
、
実
証
的
史
実
に
よ
っ
て
き
び
し

く
検
誰
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
照
け
た
。
そ
れ
が
ま
ず
股
周
史
の
分
野
で
な
さ
れ

た
背
後
に
は
、
卜
辞
、
金
交
の
史
料
学
酌
研
究
の
長
足
の
進
歩
が
あ
る
。
も
っ

と
も
、
す
で
に
の
べ
た
階
級
紅
生
産
関
係
の
決
定
に
急
な
研
究
方
法
が
、
中
国

で
は
含
も
な
お
主
導
的
で
あ
る
。
新
し
い
史
料
を
加
え
た
実
証
研
究
と
は
い

っ
て
も
、
そ
れ
を
と
お
し
て
同
時
に
方
法
自
体
が
検
討
さ
れ
、
新
た
な
方
法
的

仮
説
を
生
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
証
研
究
が
さ
ら
に
深
化
す
る
の
で
な
く
、
単

に
実
証
の
た
め
の
実
証
に
終
る
傾
向
が
そ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
新
し

い
視
野
は
、
断
章
取
義
的
に
で
は
な
く
、
ト
辞
・
金
文
学
の
成
果
を
そ
れ
と
し

て
受
け
と
め
、
そ
の
な
か
か
ら
、
戦
後
紹
介
さ
れ
た
遺
稿
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス

の
ア
ジ
ア
的
デ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
論
を
方
法
的
指
針
と
し
つ
つ
、
奴
隷
制
に
ア
ジ

ア
固
有
の
形
態
を
与
え
た
歴
史
的
条
件
を
求
め
る
と
こ
ろ
が
ら
開
け
た
。
そ
の

結
果
明
か
に
さ
れ
た
周
代
「
封
建
制
」
の
実
体
と
し
て
の
城
市
国
家
体
制
と
そ

の
構
造
－
氏
族
制
的
邑
共
同
体
と
、
氏
族
共
同
体
的
諸
関
係
を
基
礎
と
す
る

累
麟
的
支
配
体
制
i
は
、
別
の
角
度
か
ら
著
し
く
進
展
さ
れ
た
田
本
に
お
け

る
研
究
成
果
と
も
、
基
本
的
な
一
致
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
反
面
で
は
、

興
味
深
い
見
解
の
桐
違
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
総
体
的
奴
隷
制
と
規
定
す
べ
き

か
否
か
、
ま
た
性
格
規
定
に
あ
た
っ
て
、
た
と
え
ば
俘
獲
．
分
給
さ
れ
た
被
征

服
氏
族
、
　
「
封
建
」
に
よ
っ
て
被
支
配
氏
族
と
さ
れ
た
原
住
民
、
さ
ら
に
は
農

耕
に
従
事
せ
し
め
ら
れ
る
伺
族
の
ど
れ
を
と
っ
て
、
ど
う
規
定
す
る
か
、
は
憂

心
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
私
の
考
え
で
は
、
城
布
国
家
乃
至
邑
制
国
家
と

い
う
用
語
に
は
、
ポ
リ
ス
に
対
話
し
た
溝
造
的
特
質
を
意
識
す
る
立
場
が
示
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
あ
え
て
都
市
国
家
と
よ
ん
で
、
特
質
よ
り
は

む
し
ろ
中
戸
史
の
新
た
な
世
界
史
的
把
握
を
志
向
す
る
立
場
も
あ
る
。

　
こ
の
股
周
史
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
は
、
秦
漢
帝
国
の
間
題
に
も
、
新
た
な
視

野
を
与
え
た
。
こ
の
専
制
体
制
は
、
豪
族
の
下
で
の
奴
隷
制
乃
至
封
建
制
か
ら

一
義
的
に
規
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
前
代
の
社
会
体
制
と
の
歴
史
的
連
関

に
お
い
て
体
系
的
に
理
解
さ
る
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
事
態
ぽ
、

こ
こ
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。
唯
二
絶
対
的
看
主
の
氏
懐
制
分
解
か
ら
放
出

さ
れ
た
一
三
に
た
い
す
る
薩
接
の
聖
別
的
支
配
、
こ
れ
を
基
本
構
造
と
み
る
点

で
は
、
見
解
は
基
本
的
に
は
一
致
し
た
。
と
同
蒔
に
、
前
代
の
社
会
体
制
に
つ

い
て
の
視
角
の
欄
違
が
こ
こ
に
も
連
関
す
る
。
私
は
そ
れ
を
ほ
ぼ
三
つ
に
ま
と

め
得
る
と
思
う
。
第
一
は
、
都
市
国
家
か
ら
世
界
帝
岡
へ
の
発
展
と
対
比
さ
れ

る
か
の
よ
う
に
、
領
土
国
家
へ
の
歴
史
的
発
展
が
、
都
市
国
家
体
制
の
遺
制
の
上

に
立
つ
古
代
帝
国
と
な
っ
て
実
現
さ
れ
た
と
み
る
立
場
で
あ
り
、
第
ご
は
、
氏

族
観
的
弓
関
係
i
奴
隷
制
に
中
国
固
有
の
形
態
を
与
え
、
古
典
古
代
的
形
態

を
と
る
こ
と
を
阻
止
し
た
条
件
一
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
建
制

社
会
が
実
現
し
た
と
み
る
立
場
で
あ
り
、
第
三
は
、
そ
う
で
な
く
、
（
総
体
的
）

奴
隷
制
が
い
っ
そ
う
大
規
模
な
個
別
人
身
的
隷
属
体
制
へ
、
ア
ジ
ア
的
デ
ス
ポ

テ
ィ
ズ
ム
の
完
成
へ
と
発
展
し
た
と
み
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
の
立
場

が
封
建
制
と
い
う
ば
あ
い
、
や
は
り
ア
ジ
ア
的
な
形
態
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
の
門
労
働
地
代
」
の
項
で
の
べ

た
・
圏
家
が
最
高
の
地
主
、
租
税
と
地
代
の
一
致
と
い
5
規
定
に
準
拠
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ぼ
あ
い
の
マ
ル
ク
ス
の
記
述
に
は
、
イ
ン
ド
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を
素
材
と
し
て
拙
走
化
し
た
共
同
体
の
ア
ジ
ア
的
形
態
の
強
固
な
存
続
が
、
理

論
的
に
も
前
提
さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
秦
漢
帝
国
の
形
成
は
、
こ
の
立
場
の

論
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
共
同
体
の
解
体
が
歴
史
的
前
提
と
な
っ
て
い
た
し
、
事

実
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
形
態
の
共
同
体
を
見
い
だ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
立
場
か
ら
は
、
も
つ
ば
ら
土
地
国
有
論
の
み
を
と
り

出
し
て
三
唱
に
掲
げ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
つ
て
私
も
論
及
し

た
よ
う
に
、
土
地
麟
有
制
が
も
し
実
質
的
な
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
る
の
な
ら

ば
、
三
哲
的
諸
関
係
及
び
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
生
産
的
基
礎
条
件
の
上
に
野
立
層

し
維
持
さ
れ
た
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
も
し
名
目
的
な
も
の
と
し
て
な

ら
ば
、
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
歴
史
的
事
情
と
、
名
冒
的
に
も
せ
よ
そ
れ
を
現
実

の
園
家
的
体
制
た
ら
し
め
る
条
件
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
が
究
局

に
は
盤
質
と
し
て
過
渡
酌
な
町
有
制
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。
封
建
制
と
い
う
規
定
は
、
そ
の
上
で
検
討
す
べ
ぎ
聞
題
で
あ
っ
た
。

第
三
の
立
場
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
困
難
に
直
面
し
た
。
こ
こ
で
も
、
秦
漢
帝
国
を

マ
ル
ク
ス
の
い
う
ア
ジ
ア
酌
デ
ス
ボ
テ
ィ
ズ
ム
の
完
成
と
み
る
か
ぎ
り
、
ア
ジ

ア
的
共
同
体
の
不
在
に
か
わ
っ
て
、
個
別
人
身
的
支
配
を
可
能
な
ら
し
め
る
も

の
が
必
要
で
あ
っ
た
。
最
近
ウ
氏
と
は
異
っ
た
視
角
か
ら
で
は
あ
る
が
、
ふ
た

た
び
治
水
灌
慨
の
薗
家
管
理
論
が
提
唱
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
豪
族
の
家
父
長
制
的
家
内
奴
隷
制
を
指
摘
し
つ
つ
、
こ
れ
と
國
家
権

力
と
の
同
質
性
を
媒
介
と
し
て
、
公
会
構
成
の
性
格
規
定
に
ま
で
こ
の
概
念
を

拡
大
す
る
こ
と
に
は
、
ま
ず
豪
族
自
体
、
つ
ぎ
に
同
質
性
の
論
証
に
と
り
上
げ

ら
れ
た
劉
邦
の
集
団
に
つ
い
て
実
証
酌
批
判
ば
か
り
で
な
く
、
理
論
的
に
も
問

題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
第
一
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
前
代
の
遣
制
を
具
体
的

に
、
国
家
権
力
と
の
連
関
に
溢
い
て
ど
う
と
ら
え
る
か
に
関
連
し
て
、
第
二
、

三
の
立
場
と
は
反
対
に
、
中
国
固
有
の
性
格
な
り
条
件
な
り
を
ど
う
み
る
か
の

問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
か
る
問
題
状
況
を
ま
え
に
し
て
著
者
は
、
中
国
古
代
史
の
動
態
酌
体
系
的

摺
握
を
試
み
る
に
あ
た
り
、
諸
劃
期
の
基
本
構
造
を
重
視
し
つ
つ
、
一
方
そ
れ
を

内
薗
か
ら
支
え
、
生
き
て
動
く
現
実
性
を
与
え
る
と
同
時
に
、
中
国
独
自
の
形

姿
と
性
格
を
も
付
与
す
る
と
こ
ろ
の
、
圃
有
の
社
会
的
条
件
を
追
究
し
よ
う
と

す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
視
角
の
設
置
が
、
こ
れ
ま
で
の
中
鼠
古
代
史
研
究
の

学
説
史
酌
検
討
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
説
明
を
要
し
な
い
．

で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
私
た
ち
は
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
二
つ
の
視
角
と
克
服

の
問
題
が
、
実
は
さ
ら
に
大
き
な
背
景
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の

で
あ
る
。
周
知
の
よ
5
に
近
代
歴
史
学
の
主
流
を
な
し
た
「
歴
史
主
義
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も

．
史
的
唯
物
論
と
対
決
す
る
に
お
よ
ん
で
、
歴
史
的
環
実
を
そ
の
個
性
に
お
い
て

把
握
し
よ
う
と
す
る
伝
統
的
な
認
識
志
向
を
、
た
と
え
ば
M
・
ウ
随
一
ー
バ
ー
の

西
欧
社
会
に
た
い
す
る
あ
の
「
個
性
化
的
把
握
偏
の
よ
う
に
、
方
法
と
し
て
霞

覚
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
う
し
て
両
考
は
、
生
活
現
実
の
歴
史
的
在
り
方
や
展

開
を
具
体
的
か
つ
動
態
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
相
互
に
交
流
し
あ
い
、
補

完
的
に
結
合
し
あ
う
こ
と
が
必
要
な
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
失

う
こ
と
な
く
そ
の
試
み
を
重
ね
、
今
豫
も
な
お
二
つ
の
大
き
な
潮
流
と
し
て
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
好
例
の
一
つ
は
、
わ
が
国
の
西
欧
封
建
制
研
究
に
お
け
る
、

上
原
専
禄
氏
や
増
田
四
郎
氏
ら
の
立
場
と
、
大
塚
久
雄
氏
や
篇
橋
幸
八
郎
民
ら

の
立
場
の
相
互
連
関
に
も
冤
い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
橋
大
学
に
育
ち
近
代

歴
史
学
の
歩
み
や
封
建
制
研
究
に
も
深
い
翻
心
を
も
つ
著
者
が
、
中
国
古
代
史

研
究
の
呉
体
的
な
問
題
状
況
の
な
か
で
、
自
己
の
前
述
の
よ
う
な
視
角
を
設
定
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評襟

す
惹
に
い
た
っ
た
根
底
は
深
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
著
者
の
方
法
が
方
法

膚
体
と
し
て
、
中
国
古
代
史
研
究
に
止
ら
ず
、
歴
史
学
一
般
に
お
け
る
今
日
の
研

究
動
向
に
た
い
し
て
銭
嵩
的
意
味
を
も
つ
こ
と
も
、
こ
う
し
て
明
ら
か
と
な
る
。

泓
が
一
九
三
〇
年
代
の
学
説
吏
の
検
討
か
ら
紹
介
を
は
じ
め
た
わ
け
も
、
こ
の

点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
奴
隷
制
の
ア
ジ
ア
的
形
態

と
い
う
規
定
の
仕
方
の
な
か
に
は
、
ふ
た
た
び
最
初
に
と
り
あ
げ
た
よ
う
な
類

型
曲
解
釈
に
横
す
べ
り
す
る
焦
険
が
な
く
は
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
著
者
は
、
普

遜
的
概
念
に
も
と
づ
い
て
奴
隷
制
と
か
封
建
制
と
か
一
義
酌
に
規
定
す
る
ま
え

に
、
な
お
ど
の
よ
う
な
検
討
が
必
要
か
、
と
い
う
点
に
こ
た
え
よ
う
と
し
、
ま

た
ア
ジ
ア
に
固
有
の
構
造
的
特
質
に
し
て
も
、
単
に
典
型
的
な
歴
史
発
展
を
附

　
　
エ
　
　
へ
　
　
り
　
　
う

ん
だ
陞
止
条
件
を
求
め
る
と
い
う
角
度
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
規

準
を
西
欧
に
お
く
類
型
化
の
再
現
と
し
て
、
動
態
的
弓
握
の
途
が
閉
さ
れ
る
危

険
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
精
緻
な
制
度
史
的
実
証
研
究
の
す
ぐ
れ

た
成
果
と
無
媒
介
に
結
び
つ
く
と
き
、
こ
の
よ
う
な
危
険
が
い
っ
そ
う
強
ま
る

お
そ
れ
を
、
著
者
は
鋭
く
感
じ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
方
法
的
視
角
の
下
に
、
家
譜
の
具
体
酌
研
究
は
ま
ず
、
戦
国

期
の
養
締
結
答
関
係
、
劉
邦
の
遊
民
集
団
を
ふ
く
め
た
秦
漢
交
替
期
の
諸
叛
乱

集
団
、
一
曲
に
武
断
す
る
帝
顯
治
下
の
豪
族
的
三
会
集
団
等
々
の
な
か
に
、
氏

族
制
的
邑
共
同
体
の
分
解
か
ら
一
蹴
さ
れ
た
個
々
の
家
や
人
を
結
び
つ
け
る
新

し
い
人
的
結
合
関
係
一
…
伍
侠
酌
習
俗
に
み
ら
れ
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
心
構
的
弓

含
－
を
検
幽
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
（
第
一
篇
繁
一
章
　
漢
代
に
お
け

る
民
間
秩
序
の
構
造
と
任
侠
的
習
俗
）
。
　
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
中
国
古
代
に

固
有
の
民
無
秩
序
こ
そ
、
多
様
な
勢
－
刀
集
団
や
異
る
社
会
層
間
の
人
的
結
合
を

可
能
に
し
、
社
会
・
経
済
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
基
底
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
…
方

的
な
権
…
力
や
財
力
に
よ
る
支
配
隷
属
関
係
だ
け
で
は
規
定
で
き
な
い
固
有
の
形

姿
と
性
格
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
と
き
の
著
者
の
関
心
は
、

多
様
な
結
合
関
係
の
自
説
に
共
通
す
る
人
格
的
・
心
情
的
な
結
合
紐
帯
を
検
出

す
る
こ
と
に
む
け
ら
れ
、
そ
れ
が
外
両
の
支
配
と
従
属
、
統
糊
と
胆
従
の
開
係

と
具
体
的
に
ど
う
関
係
し
、
ど
う
し
て
矛
盾
癒
く
化
体
し
て
い
る
か
は
、
な
お

十
分
の
説
明
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
ま
た
、
前
代
の
氏
族
三
嘆

社
会
秩
序
お
よ
び
平
行
し
て
形
成
さ
れ
ゆ
く
専
湖
的
国
家
飾
秩
序
と
の
歴
史
納

連
関
も
、
十
分
に
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
民
間
秩
序
の
い
っ

そ
う
歴
史
的
な
理
鯉
は
、
そ
れ
が
拡
大
さ
れ
た
形
で
擬
制
化
さ
れ
た
家
父
長
制

的
関
係
と
矛
盾
な
く
化
体
し
て
お
り
、
内
諏
的
紐
帯
は
、
外
面
的
支
配
を
内
か

ら
支
え
強
化
す
る
も
の
と
し
て
も
あ
る
面
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
与

え
ら
れ
る
。
民
間
秩
序
が
漢
代
の
幌
術
的
民
間
信
仰
の
宗
教
結
赴
に
も
み
ら
れ

る
こ
と
を
と
り
あ
げ
た
（
第
こ
章
　
漢
代
に
お
け
る
巫
と
侠
）
の
ち
、
著
若
は

こ
の
課
題
を
、
盤
考
の
鐘
子
集
麟
の
分
析
に
お
い
て
、
刑
罰
を
も
つ
て
遵
守
を

強
制
す
る
「
墨
者
の
法
扁
と
任
侠
的
翌
俗
の
関
連
を
、
思
想
的
側
繭
か
ら
と
り

あ
げ
（
第
三
章
　
墨
侠
）
、
　
さ
ら
に
多
様
な
集
団
の
な
か
に
あ
る
門
約
」
酌
強

制
力
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
し
た
（
第
闘
章
　
戦
國
秦
漢
時
代
に
お
け

る
集
麟
の
「
約
」
に
つ
い
て
）
。
　
集
灘
の
長
の
権
力
的
支
配
意
志
と
、
こ
れ
を

内
か
ら
支
え
る
人
々
の
積
極
的
献
身
の
関
係
を
、
現
実
に
は
い
わ
ぽ
私
属
に
す

ぎ
ぬ
潜
を
対
等
の
人
間
的
関
係
と
し
て
厚
遇
す
る
嗜
愛
授
受
関
係
、
す
な
わ
ち

献
身
薪
か
ら
み
れ
ば
主
の
「
徳
扁
で
あ
り
、
獣
身
を
受
け
る
者
か
ら
み
れ
ば

門
術
漏
で
あ
る
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
、
こ
れ
を
春
秋
以
前
の
「
盟
」
の
呪
術
酌

関
係
と
鋭
く
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
こ
こ
で
は
、
あ
の
N
・
ウ
漏
…
パ
…
の
支
配
の
請
類
製
に
つ
い
て
の
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す
ぐ
れ
た
方
法
的
視
角
が
、
中
国
史
の
固
有
の
問
題
の
な
か
で
見
事
に
具
体
化

さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
支
配
・
統
属
の
関
係
に
つ
い
て
ほ
り
下
げ
ら
れ
た
視
角
は
、
氏
族
捌
酌
秩
序

の
解
体
と
の
連
関
の
下
に
、
官
僚
制
支
配
機
構
の
形
成
の
分
析
を
お
こ
な
う
こ

と
を
可
能
に
し
た
。
郎
宮
の
制
の
分
新
を
と
お
し
て
、
漢
代
富
鉱
制
が
内
宮
の

鰯
か
ら
分
波
発
展
し
た
こ
と
を
知
っ
た
著
者
は
、
そ
の
先
駆
的
形
態
が
戦
国
君

主
や
貴
族
と
家
臣
た
る
中
庶
子
、
舎
人
と
の
人
闘
結
合
に
あ
る
こ
と
を
確
か
め
、

一
方
で
畏
闘
秩
序
に
発
展
し
て
い
っ
た
あ
の
人
的
結
會
と
支
配
二
二
の
関
係
が
、

一
見
異
質
の
ご
と
き
窟
僚
制
へ
も
分
妓
発
展
し
た
過
程
を
明
か
に
し
た
。
こ
の

論
読
過
程
で
、
韓
非
子
の
法
と
術
と
し
て
の
徳
の
関
係
を
、
恩
想
的
抽
象
の
世

界
か
ら
実
際
の
社
会
関
係
に
お
ろ
し
て
分
析
し
た
手
際
も
印
象
的
で
あ
っ
た

（
第
二
篇
第
…
章
　
戦
国
官
僚
制
の
　
性
格
）
。
　
こ
れ
よ
り
さ
き
に
書
か
れ
た

策
凱
章
（
㎝
漢
代
に
お
け
る
豪
家
秩
序
の
織
…
造
と
官
…
僚
）
が
、
君
㌔
王
の
一
方
酌
晶
就

御
の
体
系
と
し
て
の
官
僚
捌
と
、
そ
の
現
実
の
動
き
を
規
定
し
た
官
僚
の
生
活

感
惰
・
習
俗
と
の
絹
互
作
珊
を
検
討
し
な
が
ら
、
な
お
そ
れ
が
主
と
し
て
任
侠

酌
習
俗
の
存
在
を
検
出
す
る
面
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
、
こ
こ
で
は

そ
の
両
者
の
関
係
を
事
実
関
係
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
君
主
の
官
僚
統
御
が

絶
対
化
さ
れ
た
の
ち
に
も
な
お
そ
5
で
あ
っ
た
こ
と
の
歴
史
的
意
味
、
す
な
わ

ち
漢
代
官
僚
制
．
の
本
質
の
｝
面
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
著
者
の
官
僚

制
の
理
解
を
、
説
得
力
あ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
署
者
は
さ
ら
に
、
国
家
権
力
と
人
当
掘
握
の
問
題
に
す
す
む
。
従
来
郡
県
捌
、

い
ま
澗
当
人
身
的
支
配
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
秦
漢
帝
国
の
基
本
構
造
が
、
単

な
る
骨
核
の
よ
う
な
制
度
と
し
て
で
な
く
、
生
き
て
動
く
現
実
の
糊
度
と
し
て

存
在
し
得
た
条
件
i
著
者
の
い
う
民
間
秩
序
1
と
の
具
体
的
構
造
連
関
に

お
い
て
把
擾
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
著
者
は
、
二
つ
の
雄
篇
を
用
意
し

た
。
一
つ
は
氏
族
捌
的
琶
共
岡
体
の
解
体
過
程
で
、
支
配
者
の
側
に
お
い
て
も

民
の
側
に
お
い
て
も
根
強
く
存
続
し
て
い
た
氏
族
制
的
諸
関
係
を
打
破
り
、
専

制
権
力
を
形
成
せ
し
め
た
直
接
の
経
済
的
紅
霞
、
す
な
わ
ち
共
有
制
の
下
に
あ

っ
た
山
林
藪
沢
の
君
主
二
藍
化
と
大
規
模
な
公
田
の
造
成
を
解
明
し
た
も
の

（
笙
議
桶
第
一
章
先
秦
時
代
の
田
林
藪
沢
と
秦
の
公
田
）
、
他
の
一
つ
は
、

し
か
も
な
お
専
制
体
制
の
形
成
が
直
線
約
コ
…
ス
を
た
ど
り
完
全
に
実
現
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
氏
族
制
を
破
砕
す
る
歴
史
過
程
が
極
め
て
複
雑
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
従
来
一
蘭
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
形
成
期
の
郡
県
の
再
分
析
に

よ
っ
て
考
え
、
氏
族
制
の
遺
制
が
形
を
変
え
、
意
味
を
変
え
つ
つ
、
秦
漢
時
代

に
も
一
種
の
変
形
さ
れ
た
共
同
体
規
制
と
し
て
生
き
残
り
、
分
解
さ
れ
た
罠
に

社
会
酌
規
制
力
を
も
つ
民
問
秩
序
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
嚢
網
し
た
も
の
で
あ

る
（
第
二
章
　
先
秦
時
代
の
封
建
と
郡
県
）
。
　
直
接
に
は
由
林
藪
沢
の
家
産
化

と
公
田
に
支
え
ら
れ
た
専
制
権
力
が
、
よ
り
ひ
ろ
く
全
人
民
支
配
の
機
構
と
な

り
得
た
社
会
的
条
件
を
、
著
者
は
か
か
る
民
間
秩
序
と
し
て
の
豪
族
の
社
会
的

規
綱
カ
ー
豪
族
と
地
方
官
僚
制
と
の
関
連
か
ら
も
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
う
し
て
問
題
は
第
｝
篇
第
一
章
に
戻
り
、
著
者
の
研
究
ほ
こ
こ
に
｝
応
の
完

結
さ
え
も
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
紹
介
は
、
泓
個
人
の
意
見
を
さ
し
は
さ
ん
だ
箇
断
も
少
く
な
い
が
、

ほ
ぼ
忠
実
に
著
者
の
成
果
と
意
義
を
伝
え
た
つ
も
り
で
あ
る
。
意
義
と
い
え
ば

そ
の
他
に
も
、
更
料
的
に
、
ト
辞
・
金
文
の
世
界
や
思
想
・
．
夏
干
分
野
に
た
ち
入

り
、
逆
に
思
想
史
研
究
に
ユ
ニ
ー
ク
な
方
法
的
示
唆
を
与
え
た
点
も
あ
る
。
そ

の
結
果
史
料
操
作
の
厳
密
性
を
失
わ
ず
に
、
し
か
も
制
約
さ
れ
た
社
会
経
済
史

研
究
の
史
料
捜
査
に
横
の
ひ
ろ
が
り
の
可
能
性
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
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に
し
て
も
、
諸
史
料
に
お
ど
ろ
く
ほ
ど
豊
か
な
も
の
を
物
語
ら
せ
た
巧
み
さ
は
、

単
に
巧
み
さ
で
は
説
明
で
き
な
い
方
法
的
問
題
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
個

々
の
実
証
過
程
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
種
の
研
究
は

ま
ず
体
系
的
批
判
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し

そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
た
だ
最
後
に
、
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
着
干
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
私
の
専
門
か
ら
み
れ
ば
、
問
題
は
主
と
し
て
、
秦
漢
帝
国
を
、
今
度
は

そ
の
後
の
歴
史
的
発
展
か
ら
眺
め
た
と
こ
ろ
が
ら
出
て
く
る
よ
う
に
諾
わ
れ
る
。

さ
し
当
っ
て
は
、
ま
ず
豪
族
に
つ
い
て
、
著
者
と
は
反
対
に
、
帝
国
内
部
に
成

長
し
て
く
る
対
抗
物
と
し
て
み
る
立
場
が
あ
る
。
著
者
が
帝
濁
体
制
に
下
か
ら

協
岡
し
て
い
く
側
面
を
強
調
す
る
の
は
、
張
族
を
族
的
結
合
と
大
土
地
所
有
脛

小
作
制
と
い
う
内
部
構
造
の
み
に
限
定
し
て
取
上
げ
る
べ
き
で
な
く
、
周
辺
の

農
既
に
た
い
す
る
社
会
的
規
制
力
、
帝
國
体
制
と
深
い
構
造
連
関
を
も
つ
斑
間

秩
序
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
か
ら
で
あ
る
α
禦
族
に
こ
の
よ
う
な
側
面

の
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
私
も
、
著
者
と
別
の
角
度
か
ら
、
す
な
わ
ち
内
部
構

造
の
闇
題
と
し
て
の
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
膿
族
の
内
部
構
造

が
、
同
時
に
帝
国
体
制
の
対
抗
物
と
な
り
得
る
性
格
を
も
つ
こ
と
も
、
否
定
で

き
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
の
側
薗
が
「
時
に
は
」
発
現
す
る
と
い
う
の
で
な

く
、
樽
造
的
・
性
格
的
に
そ
う
な
の
だ
と
す
る
と
、
豪
族
の
社
会
的
規
制
力
は
、

必
ず
し
も
常
に
帝
国
体
制
（
属
家
権
力
に
で
は
な
く
、
あ
の
個
別
人
身
的
支
配

と
し
て
の
そ
れ
）
に
協
同
し
て
い
く
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
問
題

を
す
す
め
る
な
ら
ば
、
豪
族
の
帝
国
体
制
に
た
い
す
る
二
つ
の
側
颪
は
、
豪
族

一
般
の
も
つ
性
格
と
し
て
と
ら
え
得
る
と
と
も
に
、
構
造
的
な
差
異
、
型
の
差

異
に
拡
大
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
点
鳳
、

著
者
が
注
意
ぶ
か
く
指
摘
し
て
い
w
’
o
共
同
体
遺
制
の
地
域
差
の
問
題
に
も
関
連

し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
豪
族
を
封
事
酌
ウ
ク
ラ
ー
ド
と
規
定
す
べ
き
か
否
か
を

ふ
く
め
て
、
議
論
は
細
か
く
核
心
に
近
づ
く
機
会
を
待
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
と
関
連
す
る
問
題
は
、
著
潜
が
強
磁
体
遺
制
を
郷
・
亭
・

里
の
秩
序
の
み
で
な
く
、
む
し
ろ
膿
族
の
面
か
ら
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
い
う
そ

の
里
の
秩
序
に
も
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
郷
・
亭
・
里
の
秩
序
が
露
盤

体
制
の
基
礎
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
七
重
の
薇
国
体
制
に
対
抗
し
て
い
く
面

は
、
同
蒔
に
こ
の
秩
序
を
破
杯
す
る
作
用
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と

す
れ
ば
、
里
に
は
里
の
、
嚢
族
酌
規
制
力
に
た
い
し
て
独
自
の
秩
序
た
る
性
格

が
あ
っ
て
、
多
面
的
な
究
明
を
要
請
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
実
は
中
国
奥
の
分
極
論
に
つ
な
が
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
著

薪
が
将
来
三
国
か
ら
唐
に
い
た
る
諸
問
題
に
、
鋭
く
眼
を
注
い
で
い
か
れ
る
だ

ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
秦
漢
帝
国
の
問
題
に
、
ど
の

よ
う
な
新
し
い
検
討
が
な
さ
れ
る
か
、
私
た
ち
は
大
き
な
期
待
を
い
た
だ
い
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
私
も
キ
尾
に
付
し
て
、
こ
れ
ら
の
興
味
あ
る
閣
題
を
私
自
身

の
課
題
と
し
て
取
組
ん
で
い
く
つ
も
り
で
い
る
。

（
A
5
判
四
五
二
頁
　
昭
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）

155 （655）


