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中
国
に
お
け
る
国
家
と
社
会
の
関
係
を
理
解
す
る
一
つ
の
枠
組
み
と
し
て
、
国
家

は
徴
税
以
外
に
は
民
間
社
会
と
関
わ
り
を
持
た
ず
、
一
般
の
人
々
に
と
り
重
要
な
の

は
民
間
の
村
落
や
宗
族
と
い
っ
た
地
方
自
治
団
体
で
あ
る
と
捉
え
る
、
所
謂
遊
離
論

が
存
在
し
、
現
在
に
お
い
て
も
根
強
い
支
持
を
得
て
い
る
（
滝
田
豪2003

に
概
観
さ

れ
る
）。
し
か
し
漢
代
史
研
究
に
お
い
て
は
、
国
家
が
社
会
秩
序
の
維
持
に
積
極
的

に
関
わ
っ
て
き
た
と
さ
れ
（
西
嶋
定
生1961

）、
ま
た
爵
位
を
通
じ
て
皇
帝
と
民
と
が

結
合
す
る
局
面
が
重
視
さ
れ
る
（
籾
山
明1978

）
な
ど
、民
と
国
家
の
遊
離
で
は
な
く
、

結
合
の
様
態
に
研
究
の
比
重
が
置
か
れ
て
き
た
。
ま
た
、
社
会
と
国
家
は
、
そ
の
組

織
に
お
け
る
人
的
結
合
関
係
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
相
似
で
あ
る
と
し
、
地
域
社
会

の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
地
方
行
政
組
織
が
い
か
に
し
て
社
会
的
な
基
盤
を
得
る
か
を
具

体
的
に
考
察
し
た
増
淵
龍
夫
の
諸
研
究
（
増
淵
龍
夫1962

・
増
淵
龍
夫1996

・
増
淵
龍

夫1996b

・
増
淵
龍
夫1996c

）、
さ
ら
に
谷
川
道
雄1971

の
郷
里
社
会
と
国
家
権
力

と
は
支
持
と
保
護
の
関
係
に
立
つ
と
す
る
説
な
ど
、
国
家
と
社
会
が
ど
の
よ
う
に
接

合
す
る
か
に
関
し
て
論
ず
る
研
究
が
多
い
。
漢
代
史
に
限
定
す
れ
ば
、
遊
離
論
よ
り

も
む
し
ろ
社
会
と
国
家
の
比
較
的
緊
密
な
結
合
に
つ
い
て
考
察
す
る
傾
向
が
主
流
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

と
り
わ
け
国
家
と
民
と
を
結
ぶ
紐
帯
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
国
家
が
皇
帝
即

位
な
ど
の
慶
事
の
際
に
民
に
賜
与
し
た
爵
位
で
あ
る
（
西
嶋
定
生1961　

籾
山
明

1978

）。
爵
位
は
本
来
軍
功
に
対
し
て
与
え
ら
れ
、
民
の
意
欲
を
戦
闘
へ
の
積
極
参

加
に
向
け
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
国
家
が
民
間
の
風
俗
に
対

し
て
主
導
権
を
握
る
こ
と
を
富
国
強
兵
の
要
件
と
す
る
論
が
存
在
し
た
（
鷲
尾
祐
子

2007

）。
こ
の
よ
う
な
風
俗
を
政
治
の
一
大
関
心
事
と
す
る
戦
国
時
代
の
論
調
は
、

漢
代
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
、
そ
れ
が
孝
廉
や
博
士
弟
子
な
ど
儒
学
に
よ
る
官
吏
登

用
制
度
設
置
の
理
論
的
背
景
と
為
っ
た
（
鷲
尾
祐
子2008

）。

　

戦
国
時
代
末
、
民
の
提
供
す
る
労
働
と
財
が
権
力
の
基
盤
と
し
て
つ
よ
く
意
識
さ

れ
、
民
へ
の
直
接
支
配
が
進
展
す
る
。
個
々
の
民
は
性
別
・
年
齢
・
疾
病
障
害
の
有

無
な
ど
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、
国
家
の
有
す
る
力
は
、
壮
年
男
性
何
人
動
員
可
能
な

ど
と
数
量
化
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
里
に
所
属
さ
せ
ら
れ
る
形

で
居
住
地
を
把
握
さ
れ
、
兵
力
・
労
働
力
と
し
て
の
身
体
の
把
握
が
進
展
す
る
。
こ

れ
と
並
行
し
て
、
彼
ら
が
生
存
し
て
い
く
上
で
基
盤
と
な
る
種
々
の
組
織
に
つ
い
て

も
、
国
家
に
よ
る
配
慮
と
把
握
が
進
む
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
組
織
の
最
も

基
本
的
な
も
の
が
、
生
計
の
単
位
と
し
て
の
同
居
家
族
で
あ
り
、
財
の
単
位
と
し
て

の
戸
で
あ
る
（
鷲
尾
祐
子2006

）。
さ
ら
に
、
人
々
が
家
の
外
に
出
て
と
り
む
す
ぶ
、

さ
ま
ざ
ま
な
関
係
に
関
し
て
も
念
頭
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
傾
向
の
反
映
と
し
て
、民
間
の
風
俗
を
権
力
が
統
制
し
改
変
す
べ
き
と
い
う
説
、

さ
ら
に
は
そ
れ
は
権
力
の
統
制
を
待
っ
て
は
じ
め
て
健
全
な
も
の
と
な
る
と
い
う
説

が
、唱
え
ら
れ
て
く
る
。
支
配
す
る
側
に
よ
る
民
間
の
風
俗
を
重
視
す
る
言
説
と
は
、

民
の
集
合
に
よ
っ
て
流
動
的
に
織
り
な
さ
れ
る
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
社
会
と
い
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う
も
の
に
、
何
ら
か
の
形
状
を
与
え
て
把
握
し
、
影
響
下
に
置
き
た
い
と
い
う
要
求

の
現
れ
で
あ
る
。

　

で
は
風
俗
と
は
何
か
？
風
俗
と
は
も
ち
ろ
ん
字
義
通
り
風
俗
習
慣
を
意
味
す
る

（
吉
川
幸
次
郎1942

）
が
、
そ
の
風
俗
習
慣
と
は
、
何
を
中
心
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
。

宮
崎
市
定1942
は
、
中
国
で
言
う
風
俗
と
い
う
言
葉
に
は
、
普
通
に
使
用
す
る
衣

服
器
用
の
意
に
止
ま
ら
ず
、
更
に
精
神
的
な
深
奥
を
含
ん
で
い
る
と
述
べ
る
。
ま
た

林
栄
琴1997

は
、
風
俗
と
は
一
定
地
域
の
人
々
の
共
同
心
理
資
質
が
長
期
に
堆
積

し
た
も
の
と
す
る
。
両
者
は
風
俗
の
心
理
的
精
神
的
な
側
面
を
重
視
し
て
い
る
。
ま

た
岸
本
美
緒
は
、
風
俗
と
は
「
人
々
が
秩
序
意
識
と
の
関
連
に
お
い
て
意
味
を
付
与

す
る
所
の
生
活
様
式
・
行
動
様
式
の
総
体
な
い
し
そ
の
意
味
付
与
の
仕
方
」（
岸
本
美

緒1978

）
と
し
つ
つ
、
孝
や
忠
な
ど
士
大
夫
の
モ
ラ
ル
を
も
廣
く
意
味
す
る
も
の
で

あ
り
（
岸
本
美
緒1997

）、
特
に
顧
炎
武
が
『
日
知
録
』
で
風
俗
の
変
動
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
記
述
を
と
り
あ
げ
、
風
俗
と
い
う
言
葉
で
顧
炎
武
が
表
現
し
よ
う
と
し

て
い
る
も
の
は
、
王
朝
交
替
の
サ
イ
ク
ル
と
は
異
な
る
、
い
わ
ば
人
々
の
間
で
の
倫

理
的
座
標
軸
の
共
有
の
さ
れ
方
の
問
題
で
あ
る
と
述
べ
る
（
岸
本
美
緒1996

）。
つ
ま

り
、
中
国
の
風
俗
概
念
に
お
い
て
、
風
俗
の
中
核
を
爲
す
の
は
、
人
々
の
共
有
す
る

倫
理
や
心
性
な
ど
で
あ
る
と
、
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
風
俗
と
は
、
広
い
範
囲
の
事
象
を
包
括
す
る
語
彙
で
あ
る
。
食
物
や
衣

服
の
生
活
習
慣
な
ど
か
ら
、
冠
婚
葬
祭
の
習
俗①

、
は
て
は
言
語
ま
で
含
み②

、
さ
ら
に

倫
理
や
人
々
の
間
に
流
行
す
る
風
潮
な
ど
、
物
質
文
化
か
ら
心
理
的
な
動
向
ま
で
幅

広
い
事
象
を
包
摂
す
る
。
し
か
し
風
俗
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
様
々
な
物
事
の
内
、
何

が
最
も
注
視
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
漢
代
の
記
述
に
お
い
て
は
一
定
の
偏
り
が
見

え
、
ま
た
後
述
す
る
『
漢
書
』「
地
理
志
」
の
説
に
よ
れ
ば
、
風
俗
の
諸
事
象
は
本

末
つ
ま
り
根
本
と
枝
葉
末
節
と
に
分
か
た
れ
る
と
い
う
。
風
俗
説
が
政
治
上
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
地
位
を
確
立
し
た
の
は
漢
代
で
あ
り
、
漢
代
に
お
い
て
風
俗
と
は

い
か
な
る
も
の
と
さ
れ
た
か
は
、
風
俗
説
の
成
り
立
ち
を
探
る
上
で
有
益
で
あ
る
。

ま
た
、
風
俗
説
は
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
国
家
が
社
会
を
把
握
し
、
そ
れ

に
介
入
す
る
一
つ
の
方
法
を
提
供
し
た
の
で
あ
り
、
風
俗
を
め
ぐ
る
見
解
と
そ
れ
を

権
力
が
善
に
化
す
べ
き
と
い
う
説
と
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
国
家
が
社
会
秩
序
に
対

し
い
か
に
し
て
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
か
を
考
察
す
る
端
緒
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
漢
代
に
お
い
て
は
風
俗
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
よ

り
考
察
が
進
ん
だ
。
そ
の
な
か
で
環
境
と
地
理
的
条
件
に
左
右
さ
れ
る
、
地
域
別
の

風
俗
に
か
ん
す
る
叙
述
が
出
現
す
る
。
そ
の
代
表
が
、『
史
記
』
貨
殖
列
伝
と
『
漢
書
』

地
理
志
で
あ
る
。
地
理
志
は
成
帝
時
に
集
成
さ
れ
た
各
地
域
の
風
俗
に
関
す
る
記
述

を
中
心
に
、
そ
れ
以
前
の
複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
集
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
漢
代

風
俗
説
の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
る
。
本
論
は
、
こ
の
『
漢
書
』
地
理
志
を
中
心
に
、

風
俗
の
意
義
、
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
か
に
関
す
る
当
時
の
思
惟
な
ど
に
つ
い

て
考
察
す
る
。

第
一
節　
「
地
理
志
」
風
俗
記
述
の
特
色

　
『
漢
書
』「
地
理
志
」は
現
存
す
る
最
古
の
詳
細
な
全
国
地
理
書
で
あ
り（
永
田
英
正
・

梅
原
郁
訳
注1988

）、
従
来
漢
の
郡
県
を
記
載
す
る
箇
所
に
つ
い
て
最
も
重
視
さ
れ
て

き
た
が
、
そ
の
末
尾
は
諸
地
域
の
風
俗
を
述
べ
る
記
述
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
風
俗
論
は
、班
固
以
前
の
複
数
の
論
者
の
記
述
を
輯
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
 

漢
百
王
の
末
を
承
け
、
國
土
變
改
し
、
民
人
遷
徙
し
、
成
帝
時
劉
向
、
略
ぼ
其
の

地
分
を
言
い
、
丞
相
張
禹
、
潁
川
朱
贛
に
屬
し
て
其
の
風
俗
を
條
せ
し
め
，
猶
お

未
だ
宣
究
せ
ず
、
故
に
輯
し
て
こ
れ
を
論
じ
、
其
の
本
末
を
終
え
て
篇
に
著
す
。

（『
漢
書
』
地
理
志
下　

以
下
地
理
志
引
用
は
す
べ
て
下
篇
）

　

成
帝
時
、
劉
向
が
二
十
八
宿
の
分
野
に
よ
っ
て
各
地
域
を
区
分
し
、
丞
相
の
張
禹③



四
五

漢
代
に
お
け
る
風
俗
論
と
政
治

121

は
地
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
風
俗
を
、
潁
川
の
朱
贛
に
箇
条
書
き
に
記
述
さ
せ
た
。

班
固
は
、
朱
贛
説
は
未
だ
充
分
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
諸
説
を
編
集
し
て
「
そ
の
本

末
を
終
え
」
た
と
述
べ
る
。
ま
た
、
す
で
に
王
応
麟
が
指
摘
す
る
ご
と
く
（『
困
學
紀

聞
』
巻
十
・
地
理
）、
そ
の
風
俗
説
は
多
く
を
『
史
記
』
貨
殖
列
伝
に
負
う
。
地
理
志

の
風
俗
説
が
雑
多
な
記
述
の
集
合
体
で
あ
る
こ
と
の
痕
跡
は
、
他
に
も
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
秦
を
は
じ
め
と
す
る
七
カ
所
に
、「
吳
札
」
の
言
が
引
用
さ
れ
、『
春
秋
左

氏
傳
』
襄
公
二
十
九
年
に
見
え
る
呉
の
季
札
の
言
を
分
解
し
て
転
写
し
て
い
る
こ
と

が
推
測
さ
れ
る④

。「
地
理
志
」
自
体
は
章
帝
の
建
初
年
間
中
ま
で
に
成
書
さ
れ
た
と

し
て
も⑤

、
風
俗
に
関
す
る
諸
記
述
は
、『
史
記
』「
貨
殖
列
伝
」
を
は
じ
め
と
す
る
地

域
習
俗
に
関
す
る
複
数
の
述
作
を
、
集
成
し
た
も
の
と
言
え
る
。
尤
も
、
集
成
す
る

際
に
は
、
班
固
自
身
の
意
図
を
も
っ
て
取
捨
選
択
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
。

　

十
三
の
地
域
区
分
は
劉
向
の
分
野
説
に
依
拠
し
て
お
り
、
さ
ら
に
歴
史
上
そ
の
地

域
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
國
の
名
を
各
地
域
の
名
と
し
て
充
当
す
る
が⑥

、
異
な

る
時
代
の
國
を
混
在
さ
せ
て
い
る
た
め
、
結
果
的
に
混
乱
し
た
奇
妙
な
区
分
と
な
っ

て
い
る
。
岡
崎
文
夫1921

は
、
劉
向
説
は
星
分
説
と
歴
史
上
の
事
実
を
統
一
し
て

説
明
し
た
学
説
だ
が
、
そ
の
分
野
区
分
は
戦
国
諸
侯
の
地
域
と
一
致
し
、
も
し
く
は

一
致
せ
し
め
た
叙
述
の
法
で
あ
る
か
ら
、
戦
国
諸
侯
の
勢
力
の
消
長
す
る
と
と
も
に

地
域
の
大
小
複
雑
と
な
り
、
や
や
条
理
を
失
せ
る
所
あ
る
は
、
顧
炎
武
ら
の
攻
撃
を

ま
ぬ
が
る
る
事
の
で
き
ぬ
点
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
戦
国
時
代
に
限
っ
て
も
領
土

の
変
遷
が
大
き
い
た
め
地
域
区
分
が
困
難
で
あ
る
上
に
、
春
秋
末
に
滅
亡
し
た
呉
を

一
区
分
に
充
当
し
て
い
る
な
ど
、
戦
国
時
代
以
外
の
國
を
共
存
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら

に
漢
以
降
増
加
し
た
領
土
ま
で
も
附
加
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
要
素
の
混
入

を
前
に
し
て
、
班
固
自
身
が
当
該
地
域
を
ど
こ
の
区
分
に
い
れ
る
べ
き
か
判
断
し
か

ね
て
い
る
箇
所
も
存
在
す
る⑦

。
ま
た
趙
５
に
「
雁
門
も
亦
俗
を
同
じ
く
す
、
天
文
に

お
い
て
は
別
に
燕
に
屬
す
」
と
す
る
よ
う
に
、
星
分
と
地
域
の
実
情
に
齟
齬
を
き
た

す
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
混
成
し
た
区
分
は
、「
地
理
志
」
の
風
俗
形
成
要
因

に
関
す
る
見
解
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
三
節
で
述
べ
る

よ
う
に
、「
地
理
志
」
は
風
俗
形
成
に
対
し
君
主
や
聖
人
の
影
響
を
重
く
見
る
が
、

各
地
域
の
風
俗
形
成
に
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
君
主
は
、
み
な
同
じ
時
代
に
現
れ

た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る⑧

　

こ
の
よ
う
な
地
域
区
分
の
混
乱
に
対
処
す
る
た
め
に
、
地
理
志
で
は
十
三
の
区
分

を
さ
ら
に
細
分
し
、
下
位
区
分
ご
と
に
風
俗
を
説
明
し
て
い
る
。 

序
で
の
べ
た
よ

う
に
風
俗
概
念
の
包
含
す
る
内
容
は
広
く
、
ゆ
え
に
「
地
理
志
」
で
風
俗
と
し
て
と

り
あ
げ
る
事
象
も
広
範
囲
で
あ
り
、
衣
食
住
・
性
情
・
道
徳
・
習
俗
・
産
物
か
ら
遊

戯
や
冠
婚
葬
祭
に
お
よ
ぶ
（
江
畑
武1968

）。
し
か
し
班
固
が
述
べ
る
よ
う
に
風
俗
と

は
教
化
さ
れ
善
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
良
き
風
俗
と
は
何
か
、
ま
た
そ
れ
と
は

逆
の
悪
し
き
風
俗
と
は
何
か
と
い
う
価
値
判
断
が
、
前
提
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
存
在

す
る
。
地
理
志
が
風
俗
を
語
る
目
的
も
、
当
該
地
域
の
風
俗
の
善
い
点
と
悪
き
部
分

を
記
述
し
、
さ
ら
に
教
導
す
る
側
の
責
務
を
述
べ
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
風
俗
の
あ

れ
こ
れ
に
つ
い
て
均
等
に
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
厚
薄
を
知
る
指
標
と
な
る
よ
う

な
事
象
に
つ
き
、
選
択
的
に
叙
述
さ
れ
る
。
二
例
挙
げ
る
。

　

 

昔
后
稷

に
封
ぜ
ら
れ
、
公
劉
豳
に
處
り
、
大
王

に
徙
り
、
文
王

を
作
り
、

武
王
鎬
を
治
め
、
其
の
民
に
先
王
の
遺
風
有
り
、
稼
穡
を
好
み
、
本
業
に
務
め
、

故
に
豳
詩
に
農
桑
衣
食
の
本
甚
だ
備
わ
れ
り
と
言
う
。（
略
）

　
 

漢
興
り
、
都
を
長
安
に
立
て
、
齊
諸
田
・
楚
昭
屈
景
及
び
諸
功
臣
家
を
長
陵
に
徙

す
。（
略
）
是
の
故
に
五
方
雜

し
、
風
俗
純
な
ら
ず
。
其
の
世
家
は
則
ち
禮
文

を
好
み
、
富
人
則
ち
商
賈
を
利
と
爲
し
、
豪
桀
則
ち
游
俠
た
り
て
姦
に
通
ず
。
南

山
に
瀕
し
、
夏
陽
に
近
く
、
阻
險
の
輕
薄
多
く
，
盜
賊
と
爲
り
易
く
、
常
に
天
下

の
劇
と
爲
す
。
又
郡
國
輻
湊
し
、浮
食
す
る
者
多
く
、民 

本
を
去
り
て
末
に
就
き
、

列
侯
貴
人
車
服
僭
上
し
、
衆
庶
放
效
し
、
相
い
及
ば
ざ
る
を
羞
じ
、
嫁
娶
尤
も
侈
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靡
を
崇
び
、
送
死
度
を
過
ぐ
。（
秦
１
）

　

 

衞
地
に
桑
間
濮
上
の
阻
有
り
、
男
女
亦
た
亟
ば
聚
會
し
、
聲
色
生
じ
、
故
に
俗
鄭

衛
の
音
と
稱
す
。
周
末
に
子
路
・
夏
育
有
り
、
民
人
こ
れ
を
慕
い
、
故
に
其
の
俗

剛
武
、
氣
力
を
上
ぶ
。
漢
興
り
、
二
千
石
の
治
む
る
者
も
亦
殺
戮
を
以
て
威
と
爲

す
。
宣
帝
時
、
韓
延
壽
東
郡
太
守
と
爲
り
、
聖
恩
を
承
け
、
禮
義
を
崇
び
、
諫
爭

を
尊
び
、
今
に
至
る
ま
で
東
郡
善
く
吏
と
爲
る
と
號
す
る
は
、
延
壽
の
化
な
り
。

其
の
失
頗
る
奢
靡
、嫁
取
送
死
度
を
過
ぐ
。
而
し
て
野
王
氣
を
好
み
て
任
侠
た
り
、

濮
上
の
風
有
り
（
衞
１
）。

　

こ
の
二
例
か
ら
窺
え
る
、風
俗
の
特
色
を
表
す
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
る
事
象
は
、

他
の
地
域
の
記
述
と
も
共
通
す
る
。
ま
ず
、
政
治
の
根
幹
と
し
て
の
、
万
民
に
衣
食

住
を
提
供
し
「
養
」
う
と
い
う
課
題
と
関
わ
る
が
、
主
に
民
の
従
事
す
る
産
業
に
つ

い
て
、
本
業
た
る
農
業
を
良
し
と
す
る
観
点
か
ら
叙
述
さ
れ
る
。
本
業
を
好
む
か
い

な
か
、
ど
の
よ
う
な
産
業
に
従
事
す
る
か
が
記
述
さ
れ
る
（
秦
１
に
「
稼
穡
を
好
み
、

本
業
に
務
め
」/

「
民
本
を
去
り
て
末
に
就
き
」）。
ま
た
、
す
べ
て
の
民
の
衣
食
の
充
足

を
阻
害
す
る
原
因
と
さ
れ
る
奢
侈⑨

は
、
悪
し
き
風
俗
と
し
て
述
べ
ら
れ
（
秦
１
「
列

侯
貴
人
車
服
僭
上
し
、
衆
庶
放
效
し
、
相
い
及
ば
ざ
る
を
羞
じ
、
嫁
娶
尤
も
侈
靡
を
崇
び
、

送
死
度
を
過
ぐ
」、
衞
１
「
其
の
失
頗
る
奢
靡
、
嫁
取
送
死
度
を
過
ぐ
」。）、
質
素
は
称
賛

さ
れ
る
（
宋
１
「
重
厚
に
し
て
君
子
多
く
、
稼
穡
を
好
み
、
衣
食
を
悪
く
し
、
以
て
畜
藏
を

致
す
）。

　

衣
食
足
り
て
の
ち
秩
序
が
形
成
・
維
持
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
秩
序
に
か
か
わ
り

最
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
男
女
関
係
の
様
態
で
あ
る
。
衞
１
に
「
桑
間
濮

上
の
阻
有
り
、
男
女
亦
た
亟
ば
聚
會
、
聲
色
生
じ
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
淫
蕩
で
あ

る
こ
と
が
負
の
価
値
を
帯
び
て
記
述
さ
れ
、
ま
た
陳
１
で
は
「
婦
人
尊
貴
、
祭
祀
を

好
む
」
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
。
夫
婦
は
三
綱
の
一
つ
で
あ
り
、
人
倫
の
大
綱⑩

と
さ
れ

る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
様
々
な
社
会
的
秩
序
の
根
幹
と
し
て
重
視
さ
れ
、
そ
の
秩
序

の
紊
乱
は
特
筆
す
べ
き
事
項
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

秩
序
紊
乱
の
最
た
る
も
の
は
、
盗
な
ど
犯
罪
多
発
に
よ
る
治
安
の
乱
れ
だ
が
、
勇

を
好
み
剣
を
好
む
な
ど
、
暴
力
を
好
み
勇
敢
さ
を
尊
ぶ
風
潮
が
、
盗
の
発
生
し
や
す

さ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
前
掲
衞
１
に
も
「
故
に
其
の
俗
剛
武
、

氣
力
を
上
ぶ
、
漢
興
り
、
二
千
石
の
治
む
る
者
も
亦
殺
戮
を
以
て
威
と
爲
す
」
と
、

暴
力
を
尊
ぶ
風
潮
に
た
い
し
て
為
政
者
側
も
弾
圧
を
以
て
臨
ん
だ
こ
と
が
見
え
、
ま

た
趙
２
に
「
氣
勢
を
高
し
と
し
、
輕
し
く
姦
を
爲
す
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
気
勢
を

尊
ぶ
気
風
は
、
容
易
に
犯
罪
を
犯
す
結
果
に
直
結
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
勇
と
武
を

貴
ぶ
風
潮
は
か
な
ら
ず
し
も
負
の
評
価
の
み
を
帯
び
る
の
で
は
な
い
。
秦
２
に
「
戰

備
に
修
習
し
、
氣
力
を
高
上
と
し
、
射
獵
を
以
て
先
と
爲
す
。」
と
述
べ
つ
つ
、
漢

以
降
名
将
を
多
く
輩
出
し
た
こ
と
を
記
し
、
孔
子
の
「
君
子
勇
有
り
て
誼
亡
け
れ
ば

則
ち
亂
を
爲
し
、
小
人
勇
有
り
て
誼
亡
け
れ
ば
則
ち
盜
を
爲
す
。」（『
論
語
』
陽
貨
篇
）

と
い
う
言
を
引
い
て
「
故
に
此
の
數
郡
、
民
俗
質
木
、
寇
盜
を
恥
じ
ず
」
と
結
ぶ
。

戦
闘
に
慣
れ
武
力
を
尊
ぶ
こ
と
自
体
は
悪
で
は
な
い
が
、
義
を
わ
き
ま
え
な
い
こ
と

が
秩
序
紊
乱
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
る
。
質
木
は
、
顔
師
古
注
に
文
飾
無
く
木
石
の
ご

と
き
状
態
と
説
明
さ
れ
、
人
々
が
禮
義
に
よ
っ
て
陶
冶
さ
れ
ず
、
未
だ
文
明
化
さ
れ

て
い
な
い
自
然
状
態
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
気
風
や
気
質
の
是
非
は
、
禮

義
の
遵
守
状
況
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
武
力
や
勇
敢
さ
の
重
視
と

関
連
し
て
述
べ
ら
れ
る
任
侠
を
好
む
風
潮
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
全
く
悪
で
あ
る
と

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
要
素
と
結
合
し
て
評
価
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
燕

１
に
「
亦
た
長
ず
る
所
あ
り
、
急
人
に
敢
え
て
す
」）。

　

既
述
の
義
な
く
し
て
力
と
勇
を
重
視
す
る
風
潮
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
負
の
風

俗
は
単
独
あ
る
い
は
複
数
結
合
し
て
、
秩
序
の
紊
乱
と
国
家
の
弱
体
化
を
も
た
ら
す

と
さ
れ
る
。
男
女
が
し
ば
し
ば
集
会
し
淫
で
あ
る
鄭
は
、
呉
札
の
予
言
通
り
に
早
々

と
滅
亡
し
（
韓
１
）、
河
内
の
剛
彊
さ
と
恩
禮
の
薄
さ
は
、
侵
奪
多
く
、
生
前
の
親
と
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の
別
居
分
財
を
好
む
状
況
に
帰
着
す
る
（
魏
１
）。

　

こ
の
よ
う
な
秩
序
紊
乱
に
直
結
す
る
と
さ
れ
負
の
評
価
を
与
え
ら
れ
る
風
と
は
異

な
り
、
正
の
評
価
を
得
る
の
は
、
既
述
の
如
き
農
業
を
重
視
し
質
素
な
風
俗
と
と
も

に
、
禮
義
の
教
化
を
得
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
た
と
え
ば
玄
菟
・
樂
浪
は
、
箕
子
に

よ
る
禮
義
の
教
化
を
う
け
て
「
其
の
民
終
に
相
い
盜
ま
ず
、
門
戸
の
閉
無
く
、
婦
人

貞
信
に
し
て
淫
辟
な
ら
ず
」
で
あ
っ
た
（
燕
４
）。
武
威
や
酒
泉
な
ど
の
西
北
辺
境
諸

郡
は
、「
其
の
俗
風
雨
に
時
節
あ
り
、
穀
糴
常
に
賤
く
、
盜
賊
少
な
く
、
和
氣
の
應

有
り
、
内
郡
よ
り
賢
な
り
」
と
、
最
大
級
の
賛
辞
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
酒
禮

の
會
、
上
下
通
じ
、
吏
民
相
い
親
し
む
」
こ
と
が
そ
の
良
き
風
俗
を
い
た
す
一
因
で

あ
る
（
秦
３
）。
魯
は
か
つ
て
聖
人
の
教
化
を
う
け
た
地
域
で
あ
り
、
河
川
を
渡
る
際

に
年
少
者
が
老
を
助
け
て
そ
の
荷
物
を
担
っ
た
が
、
風
俗
が
や
や
薄
く
な
っ
た
後
で

も
孔
子
の
教
化
を
う
け
て
学
を
好
み
、
禮
義
を
上
び
、
廉
恥
を
重
視
し
た
（
魯
１
）。

禮
義
に
よ
っ
て
人
々
が
馴
致
さ
れ
、
人
倫
が
守
ら
れ
て
い
る
か
否
か
が
、
風
俗
厚
薄

の
分
岐
点
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
風
俗
が
教
化
の
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
認
識
に

は
何
が
良
く
何
が
悪
い
の
か
と
い
う
価
値
意
識
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
、
さ
ら
に
良

否
を
端
的
に
表
す
特
定
の
事
象
に
記
述
の
重
心
が
置
か
れ
る
。
価
値
判
断
の
基
準
と

な
る
の
は
禮
義
で
あ
り
、
人
倫
が
遵
守
さ
れ
恩
禮
有
る
人
間
関
係
が
保
た
れ
る
地
域

の
風
俗
は
良
く
、人
倫
秩
序
が
破
ら
れ
禮
義
が
欠
如
し
て
い
る
地
域
の
風
俗
は
悪
い
。

悪
い
風
俗
は
秩
序
の
悪
化
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、風
俗
を
叙
述
す
る
形
式
の
一
つ
の
特
色
と
し
て
、「
好
む
」「
上
ぶ
」「
貴
ぶ
・

賤
し
む
」「
重
ん
ず
、
軽
ん
ず
」「
羞
じ
」「
利
と
爲
す
」
な
ど
、
当
該
地
域
の
民
が

何
を
好
み
何
を
悪
む
か
、
何
に
価
値
を
置
き
何
に
置
か
な
い
か
な
ど
、
価
値
意
識
の

記
述
を
通
じ
た
風
俗
の
表
現
が
頻
出
す
る
（
前
掲
秦
１
に
は
「
稼
穡
を
好
み
」「
禮
文
を

好
み
」「
相
い
及
ば
ざ
る
を
羞
じ
」「
商
賈
を
利
と
爲
し
」。
衞
１
に
「
氣
力
を
上
ぶ
」。）。
そ

れ
は
、
地
理
志
の
風
俗
に
関
す
る
説
明
に
、
俗
と
は
好
悪
・
取
舍
・
動
靜
と
さ
れ
、

ま
た
王
制
の
鄭
玄
注
に
俗
と
は
「
其
の
好
惡
す
る
所
」
と
説
明
す
る
如
く
、
風
俗
と

は
第
一
に
価
値
意
識
の
様
態
と
し
て
認
識
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
逆
に
君
主
の
教
化

が
、
好
悪
を
教
示
す
る
こ
と
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、『
禮
記
』
緇
衣
に
「
故

に
民
に
君
た
る
者
、
好
を
章
に
し
て
以
て
民
の
俗
に
示
す
」
と
見
え
る
こ
と
に
現
れ

て
い
る
。
好
悪
と
は
為
政
者
に
と
っ
て
は
風
俗
の
最
も
本
質
的
な
部
分
を
現
す
も
の

で
あ
り
、ま
た
そ
れ
の
明
示
を
通
じ
て
民
に
教
え
る
媒
介
物
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
好
悪
を
通
じ
て
察
知
さ
れ
る
、
風
俗
の
根
本
的
な
部
分
と
は
何
か
。『
白

虎
通
』
巡
狩
引
く
『
尚
書
大
傳
』・『
禮
記
』
王
制
に
、
諸
侯
の
司
市
の
官
に
命
じ
て

市
場
に
お
け
る
価
格
の
貴
賤
を
報
告
さ
せ
る
の
は
、
民
の
好
悪
を
通
じ
て
志
の
善
悪

を
知
る
た
め
で
あ
る
と
見
え
る⑪

。
こ
の
記
述
に
お
い
て
、
民
が
何
を
好
悪
す
る
の
か

と
い
う
価
値
意
識
を
通
じ
て
察
知
さ
れ
る
の
は
「
志
」
で
あ
る
。
風
俗
の
最
も
根
底

に
は
人
の
心
意
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
発
現
が
好
悪
・
動
静
と
さ
れ
る
価
値

意
識
や
行
動
様
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
地
理
志
」
は
風
俗
に
つ
い
て
「
必

ず
其
の
本
を
移
し
て
其
の
末
を
易
う
」
と
の
べ
る
が
、
風
俗
の
本
と
は
人
の
心
意
に

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
風
俗
の
根
本
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
節　

風
俗
の
根
本

　

風
俗
を
善
に
化
す
と
は
、
儒
学
の
説
に
お
い
て
は
、
地
理
志
に
風
俗
の
表
象
と
し

て
記
述
さ
れ
る
、
気
質
・
価
値
意
識
・
人
の
ふ
る
ま
い
を
、
そ
の
よ
う
に
然
ら
し
め

る
因
で
あ
る
と
こ
ろ
の
性
・
心
を
化
し
、
善
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
教
化
説
が

確
立
さ
れ
る
の
は
戦
国
時
代
晩
期
の
『
荀
子⑫

』に
お
い
て
で
あ
る
が
、『
荀
子
』
の
説

は
君
主
や
師
の
教
え
に
よ
っ
て
人
の
性
を
善
に
化
す
こ
と
を
、
教
化
と
す
る
。
小
糸

夏
次
郎
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
本
来
的
に
悪
で
あ
る
性
は
、
必
ず
外
部
的
規
範
に
よ
っ

て
矯
正
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
人
は
教
え
に
遵
っ
て
性
を
化
し
去
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
善
に
移
り
得
る
と
さ
れ
る
。
教
え
ら
れ
る
外
部
的
規
範
と
は
、
視
聴
言
動
を
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直
接
規
制
す
る
禮
で
あ
る
（
以
上
小
糸
夏
次
郎1941

）。
心
を
善
に
化
す
る
こ
と
を
指

し
て
移
風
易
俗
と
呼
ぶ
の
は
、
次
の
一
節
に
も
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

 

樂
は
、
聖
王
の
樂
し
む
所
な
り
、
而
し
て
以
て
民
心
を
善
く
す
べ
く
、
其
の
人
を

感
ぜ
し
む
る
こ
と
深
く
、
其
の
風
を
移
し
俗
を
易
う
る
は
易
し
。
故
に
先
王
こ
れ

を
導
く
に
禮
樂
を
以
て
し
て
民
和
睦
す
。
夫
れ
民
に
好
惡
の
情
有
り
、
而
る
に
喜

怒
の
應
無
け
れ
ば
則
ち
亂
る
。
先
王
其
の
亂
を
惡
み
し
な
り
、
故
に
其
の
行
を
修

め
、
其
の
樂
を
正
し
、
而
し
て
天
下
順
な
り
。（『
荀
子
』
樂
論
篇　

王
天
海
校
釋

2005

に
依
る
。）

　

民
の
心
を
善
に
す
る
の
が
移
風
易
俗
だ
が
、
そ
れ
は
民
の
も
つ
好
悪
の
性
情
に
、

禮
樂
を
教
え
て
節
度
あ
る
喜
怒
の
表
現
を
与
え
る
こ
と
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
。
禮
の

機
能
を
性
情
の
調
節
と
す
る
の
は
、『
荀
子
』
に
先
行
す
る
『
禮
記
』
坊
記
に
す
で

に
見
え
る⑬

。

　

禮
は
、
人
の
情
に
因
り
て
こ
れ
が
節
文
を
爲
す
、
以
て
民
の
坊
を
爲
す
者
な
り
。

『
荀
子
』
に
よ
れ
ば
、
人
の
性
情
を
そ
の
ま
ま
に
放
置
す
れ
ば
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る

ゆ
え
に
、
禮
義
に
よ
っ
て
そ
れ
を
善
に
化
す
こ
と
が
人
間
社
会
の
存
続
に
と
っ
て
必

須
で
あ
る
。

　

 

今 

人
の
性
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
利
を
好
む
こ
と
有
り
、
是
れ
に
順
う
、
故

に
爭
奪
生
じ
て
辭
讓
亡
ぶ
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
疾
み
惡
む
こ
と
有
り
、
是
に

順
う
、
故
に
殘
賊
生
じ
て
忠
信
亡
ぶ
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
耳
目
の
欲
有
り
、

聲
色
を
好
む
有
り
、
是
れ
に
順
う
、
故
に
淫
亂
生
じ
て
禮
義
・
文
理
亡
ぶ
。
然
ら

ば
則
ち
人
の
性
に
従
い
、
人
の
情
に
順
え
ば
、
必
ず
爭
奪
に
出
で
、
分
を
犯
し
理

を
亂
す
に
合
し
、
而
し
て
暴
に
歸
す
。
故
に
必
將
ず
師
法
の
化
・
禮
義
の
道
有
り
、

然
る
後
に
辭
讓
に
出
で
、
文
理
に
合
し
て
治
に
歸
す
。（
性
悪
篇
）

　

人
が
天
性
と
し
て
有
す
る
利
を
好
む
心
・
憎
悪
・
耳
目
の
欲
な
ど
の
情
を
放
置
す

れ
ば
争
い
が
生
じ
る
。こ
れ
を
押
し
と
ど
め
る
の
が
師
法
の
化
や
禮
義
の
道
で
あ
り
、

そ
の
禮
義
は
上
下
尊
卑
の
人
間
関
係
の
秩
序
を
守
る
倫
理
を
根
本
と
す
る
も
の
で
あ

る
（「
禮
は
、
貴
賤
等
有
り
、
長
幼
差
有
り
、
貧
富
輕
重
皆
稱
う
者
有
る
な
り
」。『
荀
子
』

富
國
篇
）

　

こ
の
よ
う
な
、
教
化
・
移
風
易
俗
と
は
、
禮
義
の
遵
守
を
民
に
教
え
て
そ
の
情
を

節
し
、
心
を
善
に
化
す
こ
と
で
あ
る
と
す
る
説
は
、
漢
に
お
け
る
儒
学
の
説
に
お
い

て
も
継
承
さ
れ
た
。
文
帝
時
の
博
士
で
あ
る
韓
嬰⑭

の
編
と
さ
れ
る
『
韓
詩
外
傳
』
に

は
、
耳
目
鼻
口
の
感
覚
器
官
の
は
た
ら
き
に
よ
り
生
じ
る
欲
望
の
情
を
、
聖
王
が
禮

義
の
教
化
に
よ
っ
て
節
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

 

人
に
六
情
有
り
、
目
好
色
を
視
ん
と
欲
し
、
耳
宮
商
を
聽
か
ん
と
欲
し
、
鼻
芬
香

を
嗅
が
ん
と
欲
し
、
口
甘
旨
を
嗜
ら
ん
と
欲
し
、
其
の
身
體
四
肢
安
を
欲
し
て
作

さ
ず
、
衣
文
繡
に
し
て
輕
暖
を
被
ん
と
欲
す
。
此
の
六
者
、
民
の
六
情
な
り
。
こ

れ
を
失
わ
ば
則
ち
亂
れ
、
こ
れ
に
從
わ
ば
則
ち
穆
。
故
に
聖
王
の
其
の
民
に
教
う

る
や
、
必
ず
其
の
情
に
因
り
て
こ
れ
を
節
す
る
に
禮
を
以
て
し
、
必
ず
其
の
欲
に

從
っ
て
こ
れ
を
制
す
る
に
義
を
以
て
す
。（『
韓
詩
外
傳
』
巻
五
）

　

ま
た
、
繭
や
卵
が
女
工
の
手
・
鶏
の
覆
伏
を
経
て
は
じ
め
て
糸
や
雛
と
な
る
ご
と

く
、
本
来
善
た
る
人
の
性
も
、
聖
王
の
教
化
を
ま
っ
て
始
め
て
君
子
と
な
る
と
説
く
。

　

 

繭
の
性
絲
と
爲
る
も
、
女
工
燔
く
に
沸
湯
を
以
て
し
其
の
統
理
を
抽
く
を
得
ざ
れ

ば
、
成
り
て
絲
と
爲
ら
ず
。
卵
の
性
雛
と
爲
る
も
、
良
雞
覆
伏
孚
育
し
、
積
日
累
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久
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
成
り
て
雛
と
爲
ら
ず
。
夫
れ
人
性
善
な
る
も
、

明
王
聖
主
の
扶
攜
を
得
、
こ
れ
に
内
る
る
に
道
を
以
て
す
る
に
非
ず
ん
ば
、
則
ち

成
り
て
君
子
と
爲
ら
ず
。（
同
上
）

　

こ
の
よ
う
に
、
民
の
情
性
を
禮
義
で
節
す
る
こ
と
が
風
俗
を
化
す
こ
と
で
あ
る
と

い
う
説
は
、
漢
代
に
継
承
さ
れ
、
武
帝
の
元
朔
元
年
、
皇
帝
の
詔
の
中
で
風
俗
を
化

す
る
こ
と
が
為
政
者
の
責
務
で
あ
る
と
、
宣
言
さ
れ
る
に
至
る
。

　

 

公
卿
大
夫
、
方
略
を
總
べ
、
統
類
を
壹
に
し
、
教
化
を
廣
め
、
風
俗
を
美
し
く
せ

し
む
る
所
な
り
。（『
漢
書
』
武
帝
紀
・
元
朔
元
年
）

　

こ
の
時
点
で
、
教
化
し
て
風
俗
を
化
す
説
は
公
式
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た

が
、
そ
の
教
化
と
は
既
述
の
ご
と
く
本
来
民
の
性
情
自
体
を
善
に
化
す
こ
と
を
目
的

と
す
る
の
で
あ
る
。
や
や
時
代
は
降
る
が
、
王
符
の
『
潛
夫
論
』
に
、
風
俗
の
本
末

と
は
何
か
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　　

 

人
君
の
治
、
道
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
德
よ
り
盛
ん
な
る
は
莫
く
、
教
よ
り
美
し

き
は
莫
く
、
化
よ
り
神
な
る
は
莫
し
。
道
は
こ
れ
を
持
す
る
所
以
な
り
、
德
は
こ

れ
を
こ
れ
を
苞
む
所
以
な
り
、
教
は
こ
れ
を
知
る
所
以
な
り
、
化
は
こ
れ
を
致
す

所
以
な
り
。
民
に
性
有
り
、
情
有
り
、
化
有
り
、
俗
有
り
。
情
・
性
は
、
心
な
り
、

本
な
り
。
化
・
俗
は
、
行
な
り
、
末
な
り
。
末 

本
よ
り
生
じ
、
行 

心
よ
り
起
く
。

是
を
以
て
上
に
世
を
撫
す
る
は
、
其
の
本
を
先
に
し
て
其
の
末
を
後
に
し
、
其
の

心
を
順
め
て
其
の
行
を
理
む
。
心
精
（
情
）⑮

苟
く
も
正
し
け
れ
ば
、
則
ち
姦
匿
生

ず
る
所
無
く
、
邪
意
載
す
る
所
無
し
。（
德
化
篇
）

　

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
人
の
情
・
性
は
根
本
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し

俗
は
心
よ
り
生
じ
た
行
為
の
様
態
を
指
し
、
根
本
か
ら
生
じ
た
末
で
あ
り
、
根
本
た

る
情
性
の
発
現
で
あ
る
。
人
君
が
最
も
配
慮
す
べ
き
も
の
は
、
当
然
根
本
た
る
性
・

情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
風
俗
説
は
、
戦
国
末
に
お
け
る
教
化
説
確
立
時
か
ら
継
承

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
班
固
も
そ
れ
を
共
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え

ば
禮
樂
の
教
化
に
つ
い
て
、「
地
理
志
」
の
風
俗
を
説
明
す
る
言
と
相
似
し
た
文
言

を
用
い
つ
つ
、
そ
れ
が
性
を
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
班
固
の
編
で
あ
る
『
白

虎
通
』
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

 

人
天
地
の
氣
を
含
み
五
常
の
性
を
有
せ
ざ
る
者
無
し
。
故
に
樂
の
蕩
滌
す
る
所
以

は
、
其
の
邪
惡
を
反
す
な
り
。
禮
の
淫
佚
を
防
ぐ
所
以
は
、
其
の
侈
靡
を
節
す
る

な
り
（『
白
虎
通
』
禮
樂
）

　

つ
ま
り
、「
地
理
志
」
の
言
う
風
俗
の
本
と
は
、
性
・
情
・
心
な
ど
と
い
う
心
情

や
思
惟
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
俗
は
根
本
か
ら
生
じ
た
末
で
あ
る
。
し
か
し
、
性
や

心
と
い
っ
た
人
間
の
内
面
は
、
そ
の
ま
ま
で
観
察
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
風
俗
の

本
質
が
性
や
心
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
問
題
に
す
る
記
述
は
、
そ
の
地
域
の
民

の
性
や
心
の
集
合
的
な
様
態
と
考
え
ら
れ
る
事
象
に
、
重
点
を
置
く
で
あ
ろ
う
。
地

理
志
の
風
俗
記
述
が
気
質
に
つ
い
て
多
く
語
る
の
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
民
が

何
を
好
み
何
を
に
く
み
、
何
を
尊
び
何
を
賤
し
む
か
、
価
値
意
識
に
関
す
る
記
述
が

頻
出
す
る
の
も
、
そ
れ
が
心
意
を
表
現
す
る
故
に
で
あ
ろ
う
。
好
悪
は
、
先
に
少
し

触
れ
た
ご
と
く
、
君
主
が
民
に
正
し
い
認
識
の
仕
方
や
価
値
判
断
基
準
を
教
え
る
際

に
、
媒
介
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
示
す
に
好
悪
を
以
て
し
、
而
し
て
民 

禁
を
知
る
（『
孝
經
』
三
才
章
）

　

 

伝
に
曰
く
、「
好
惡
を
審
に
し
、
情
性
を
理
め
、
而
し
て
王
道
畢
う
。」
能
く
其
の
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性
を
盡
く
し
、
然
る
後
に
能
く
人
物
の
性
を
盡
く
す
。（『
漢
書
』
匡
衡
傳
）

　

ま
た
性
や
心
が
善
に
化
す
べ
き
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
風
俗
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

事
象
の
う
ち
何
を
重
視
す
る
か
を
規
定
す
る
。
根
本
で
あ
る
所
の
民
の
性
が
善
に
化

し
、
そ
の
末
と
し
て
み
な
が
正
し
く
ふ
る
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
社
会
の
状
態
と
、
こ

れ
に
対
し
性
情
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
混
乱
し
た
状
況
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

が
、
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
想
定
に
沿
っ
て
、
特
定
の
風
俗

の
状
況
が
問
題
視
さ
れ
叙
述
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
特
に
問
題
視
さ
れ
る
状
況
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。『
荀
子
』
に
源
を
発
す

る
漢
代
の
教
化
説
は
、
人
の
情
の
内
で
特
に
利
欲
に
は
し
る
傾
向
を
、
悪
の
根
源
と

し
て
捉
え
る
。

　　

 

民
、
陰
陽
の
気
を
函
み
、
好
義
・
欲
利
の
心
有
り
、
教
化
の
助
く
る
所
に
在
り
。

尭
上
に
在
り
、
民
の
欲
利
の
心
を
去
る
能
わ
ず
、
而
る
に
能
く
其
の
欲
利
を
し
て

其
の
好
義
に
勝
た
ざ
ら
し
む
る
な
り
。（『
漢
書
』
蕭
望
之
伝
）

　

地
理
志
に
頻
出
し
た
奢
侈
の
風
潮
も
、
欲
望
の
節
せ
ら
れ
て
い
な
い
状
況
の
発
現

で
あ
る
か
ら
特
筆
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
禮
と
は
尊
卑
上
下
の
秩
序
の
表
現

で
あ
る
た
め
、
人
間
関
係
の
様
態
が
人
倫
に
違
背
す
る
か
否
か
も
、
風
俗
の
善
悪
を

表
す
事
象
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
。

　

 

今
天
下
の
俗
、
財
を
貪
り
義
を
賤
し
み
、
声
色
を
好
み
、
侈
靡
を
上
び
、
廉
恥
の

節
薄
く
、
淫
辟
の
意
縦
い
ま
ま
に
す
、
綱
紀
序
を
失
い
、
疏
な
る
者
内
を
踰
え
、

親
戚
の
恩
薄
し
。
婚
姻
の
党
隆
り
、苟
合
徼
幸
し
、身
を
以
て
利
を
設
く
。（『
漢
書
』

匡
衡
伝　

元
帝
へ
の
上
奏
）

　

　

悪
い
風
俗
を
放
置
し
て
お
く
と
、
つ
い
に
は
利
を
め
ぐ
っ
て
互
い
に
争
い
、
奪
い

合
い
害
し
合
う
状
況
と
な
り
、
社
会
秩
序
は
崩
壊
す
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
の
秦
の
如

き
状
態
と
さ
れ
る
。

　

 

秦
の
時
、
禮
義
を
非
と
し
、
詩
書
を
棄
て
、
古
昔
を
略
し
、
大
い
に
聖
道
を
滅
ぼ

し
、
專
ら
苟
妄
を
爲
し
、
貪
利
を
以
て
俗
と
爲
す
、
告
獵
を
以
て
化
と
爲
し
、
而

し
て
天
下
大
い
に
亂
る
。
是
に
於
い
て
兵
作
り
て
火
起
き
、暴
露
し
て
外
に
居
り
、

而
し
て
民
侵
漁
・
遏
奪
・
相
攘
を
以
て
服
習
と
爲
し
、
聖
王
光
烈
の
日
を
離
る
る

こ
と
久
遠
な
り
、
未
だ
嘗
て
仁
義
の
道
を
見
禮
義
の
風
を
被
ら
ず
、
是
を
以
て
嚚

頑
に
し
て
禮
無
く
、
而
し
て
肅
敬
日
に
益
す
凌
遲
し
、
威
武
を
以
て
相
い
攝
し
、

妄
り
に
佞
人
と
爲
り
、
禍
患
を
避
け
ず
、
此
れ
其
の
治
め
難
き
所
以
な
り
。（『
韓

詩
外
傳
』
巻
五
）

　

つ
ま
り
、
利
欲
・
奢
侈
へ
の
傾
斜
や
、
人
倫
の
違
背
を
現
す
事
象
が
、
人
の
性
の

悪
し
き
状
況
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
特
に
重
視
さ
れ
る
、
以
上
の
風
俗
叙
述
の
特

色
を
総
合
し
た
も
の
が
、
文
帝
時
に
お
け
る
具
体
的
な
風
俗
状
況
を
記
述
し
た
、
賈

誼
の
一
文
で
あ
る
。

　

 

今
世
侈
靡
を
以
て
相
い
競
い
、
而
る
に
上
に
制
度
な
く
、
礼
誼
を
棄
て
、
廉
恥
を

捐
つ
る
こ
と
、
日
に
甚
だ
し
、
月
ご
と
に
異
り
て
歳
ご
と
に
同
じ
か
ら
ず
と
謂
う

べ
し
。
利
か
不
ら
ざ
る
か
を
逐
う
の
み
、
慮
り
て
行
を
顧
み
る
に
非
ざ
る
な
り
。

今
其
の
甚
し
き
者
父
兄
を
殺
す
。
盗
む
者
寢
戸
の
簾
を

き
、両
廟
の
器
を
搴
り
、

白
昼
大
都
の
中
吏
を
剽
し
て
こ
れ
が
金
を
奪
う
。
矯
偽
す
る
者
幾
ん
ど
十
萬
石
の

粟
を
出
し
、
六
百
余
萬
の
銭
を
賦
し
、
伝
に
乗
り
て
郡
国
を
行
り
、
此
れ
其
の
行

義
な
き
の
尤
も
至
れ
る
者
な
り
。（
略
）
天
下
を
し
て
回
心
し
て
道
に
郷
わ
し
む

る
は
、
類
俗
吏
の
能
く
為
す
所
に
非
ざ
る
な
り
。（『
漢
書
』
賈
誼
伝
）
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前
掲
「
地
理
志
」
の
記
述
に
関
し
て
も
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
風
俗
記
述
の
基
軸

を
爲
す
の
は
禮
義
の
有
無
で
あ
り
、
禮
義
を
遵
守
す
る
か
否
か
に
叙
述
の
重
点
が
置

か
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
度
を
こ
し
た
奢
侈
で
あ
り
、
利
欲
を
追
っ
て
義
を
か

え
り
み
ず
罪
を
犯
す
風
で
あ
り
、
人
倫
が
失
わ
れ
た
状
況
で
あ
る
。
そ
の
逆
の
善
な

る
風
俗
と
し
て
は
、
互
い
に
譲
り
合
う
風
が
想
定
さ
れ
る
。

　

 

是
を
以
て
王
者
庠
序
を
設
け
、
教
化
を
明
ら
か
に
し
、
以
て
防
ぎ
て
其
の
民
を
道

き
、
政
教
の
洽
き
に
及
び
、
性
仁
に
し
て
善
を
喩
る
。
故
に
禮
義
立
た
ば
、
則
ち

耕
す
者
野
に
讓
る
。（『
鹽
鐵
論
』
授
時
）

「
地
理
志
」
に
見
え
る
魯
の
幼
が
長
を
扶
助
す
る
風
、
ま
た
樂
浪
玄
菟
の
盗
を
恥
じ

る
風
潮
も
、
こ
れ
に
あ
た
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
善
い
風
俗
、
つ
ま
り
禮
義
の
遵
守
が
地
域
社
会
秩
序
の
維
持
に
直

結
す
る
と
さ
れ
る
の
も
、
戦
国
か
ら
漢
代
に
継
承
さ
れ
た
説
に
よ
る
。
内
山
俊
彦

1987

は
、『
荀
子
』
説
に
お
い
て
、
禮
の
実
質
的
機
構
は
度
量
分
界
で
あ
り
、
そ
れ

は
身
分
・
階
層
・
年
齢
に
よ
る
差
等
と
し
て
の
分
で
あ
る
が
、
分
に
よ
っ
て
人
間
の

集
団
・
群
は
存
在
し
う
る
ゆ
え
に
、
禮
の
政
治
的
意
味
が
強
調
さ
れ
、
禮
―
分
を
保

持
す
る
も
の
と
し
て
の
為
政
者
の
役
割
が
力
説
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
禮
は

人
々
を
組
織
し
て
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
須
で
あ
り
、
性
が
善
に
化
し
た
状
態

と
は
、
全
体
の
秩
序
の
中
で
一
人
一
人
が
上
下
尊
卑
長
幼
の
関
係
に
ふ
さ
わ
し
い
ふ

る
ま
い
を
な
し
、
そ
の
結
果
互
い
に
調
和
と
し
た
関
係
を
結
び
、
社
会
の
秩
序
が
確

立
さ
れ
る
状
況
を
指
す
。
非
常
に
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
善
と
は
秩
序
で
あ
る
。
武

田
秀
夫1976

は
、『
荀
子
』
的
規
範
と
は
第
一
義
的
意
義
に
お
い
て
、
全
体
の
秩
序

の
内
に
位
置
を
占
め
る
と
述
べ
る
。全
体
秩
序
の
保
全
が
善
の
前
提
と
し
て
存
在
し
、

そ
の
た
め
に
禮
義
が
あ
る
と
も
言
え
る
。
教
化
が
地
域
秩
序
の
維
持
に
必
須
と
考
え

ら
れ
、
前
掲
武
帝
の
詔
の
ご
と
く
政
治
そ
の
も
の
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
た

め
性
の
善
悪
の
反
映
で
あ
る
風
俗
の
状
況
は
、
秩
序
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の
と
し

て
観
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
性
の
善
悪
を
表
す
と
さ
れ
る
特
定
の
事
象
を
中
心
に

注
視
さ
れ
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る⑯

。

第
三
節　

風
俗
形
成
の
要
因

　

で
は
、
風
俗
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
か
。
地
理
志
で
は
各
地
域
の
風

俗
を
記
述
す
る
部
分
に
先
立
ち
、
風
俗
と
は
何
か
総
括
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

風
俗
を
形
成
す
る
要
因
と
し
て
は
自
然
条
件
と
、
地
域
を
支
配
す
る
君
上
・
為
政
者

と
い
う
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

 

凡
そ
民
五
常
の
性
を
函
み
、
而
し
て
其
の
剛
柔
緩
急
，
音
聲
同
じ
か
ら
ず
、
水
土

の
風
氣
に
繫
か
る
、　

故
に
こ
れ
を
風
と
謂
う
。
好
惡
取
舍
、
動
靜
常
亡
く
、
君

上
の
情
欲
に
隨
う
、
故
に
こ
れ
を
俗
と
謂
う
。

　

五
行
の
性
を
有
す
る
民
は
、
地
域
に
お
け
る
自
然
条
件
の
相
違
に
よ
っ
て
そ
の
剛

強
か
柔
弱
か
、
緩
か
急
か
な
ど
の
気
質
に
相
違
を
生
じ
、
さ
ら
に
そ
の
価
値
意
識
や

行
動
様
式
は
君
の
欲
す
る
所
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
説
明
は
、
そ

の
後
に
続
く
各
地
域
の
風
俗
の
記
述
に
て
、
自
然
条
件
や
地
勢
と
、
さ
ら
に
そ
の
地

域
を
教
化
し
た
著
名
人
物
と
を
習
俗
形
成
の
要
因
と
し
て
の
べ
る
こ
と
と
ほ
ぼ
呼
応

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
風
俗
認
識
は
、
應
劭
『
風
俗
通
義
』
序
の
記
述
に
共
通
す

る
。

　

 

風
は
、
天
氣
に
寒
煖
あ
り
、
地
形
に
險
易
有
り
、
水
泉
に
美
惡
有
り
、
草
木
に
剛

柔
有
る
な
り
。
俗
は
、
含
血
の
類
、
こ
れ
に
像
り
て
生
じ
、
故
に
言
語
歌
謳 

聲

を
異
に
し
、
鼓
舞
動
作 

形
を
殊
に
し
、
或
い
は
直
或
い
は
邪
、
或
い
は
善
或
い
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は
淫
な
り
。
聖
人
作
り
て
こ
れ
を
均
齊
し
、
咸
正
に
歸
す
。
聖
人
廢
せ
ら
る
れ
ば

則
ち
其
の
本
俗
に
還
る
。

　

應
劭
は
、
風
と
は
地
勢
や
気
候
の
自
然
環
境
で
あ
る
と
し
、
も
う
一
方
の
俗
を
自

然
環
境
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
人
の
生
活
習
慣
や
気
性
の
特
質
と
規
定
す
る
が
、
こ

の
俗
の
意
味
付
け
は
地
理
志
の
記
述
で
は
む
し
ろ
風
の
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
聖
人
が

風
俗
を
正
に
帰
せ
し
む
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
地
理
志
と
同
じ
く
特
定
の
個
人

の
お
よ
ぼ
す
影
響
を
重
く
見
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
應
劭
と
地
理
志
の
風
俗

説
は
、
細
部
で
は
相
違
す
る
も
大
体
に
お
い
て
共
通
す
る
。
つ
ま
り
、
風
俗
は
気
候

や
地
勢
な
ど
地
域
の
人
々
を
外
在
的
に
と
り
ま
く
自
然
環
境
総
体
に
よ
り
、
そ
し
て

聖
人
や
為
政
者
な
ど
の
絶
大
な
影
響
力
を
持
つ
特
定
の
個
人
の
指
導
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
風
俗
を
形
成
す
る
要
素
の
一
つ
は
、
そ
の
地
域
が
置
か
れ
て
い
る
自
然
環

境
で
あ
る
。
す
で
に
『
荀
子
』
が
、習
俗
に
は
地
域
差
が
有
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

 

干
・
越
・
夷
・
貉
の
子
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
聲
を
同
じ
く
し
、
長
じ
て
俗
を
異

に
す
る
は
、
教
こ
れ
を
然
ら
し
む
る
な
り
。（
勸
學
篇
）

　

 

こ
れ
を
譬
う
る
に
越
人
越
に
安
ん
じ
、
楚
人
楚
に
安
ん
じ
、
君
子
雅
に
安
ん
ず
。

是
れ
知
能
材
性
の
然
る
に
非
ざ
る
な
り
、
是
れ
注
錯
習
俗
の
節
異
な
れ
ば
な
り
。

（
栄
辱
篇
）

　

こ
の
よ
う
な
地
域
差
は
教
に
よ
っ
て
な
る
と
さ
れ
、
地
理
的
条
件
に
つ
い
て
は
言

及
さ
れ
ず
、
人
の
性
が
俗
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
の
例
証
と
し
て
、
ひ
き
あ
い

に
出
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
風
俗
が
地
域
に
よ
っ
て
相
違
す
る
と
い

う
観
点
は
、
漢
代
に
は
い
っ
て
地
域
ご
と
に
風
俗
を
調
査
す
べ
き
と
い
う
説
に
結
実

す
る
。
第
一
節
に
も
挙
げ
た
が
、
伏
生
の
編
と
さ
れ
る
『
尚
書
大
傳
』
に
は
、「
諸

侯
を
見
る
に
、
百
年
の
命
を
問
い
、
大
師
詩
を
陳
べ
て
以
て
民
の
風
俗
を
觀
、
市
に

命
じ
て
賈
を
納
れ
以
て
民
の
好
惡
を
觀
る
。」（『
白
虎
通
』
巡
狩
篇
に
引
用
さ
れ
る
）
と

見
え
、
諸
侯
に
謁
見
す
る
際
に
詩
に
よ
っ
て
地
域
の
風
俗
を
見
、
物
価
に
よ
っ
て
民

の
好
悪
を
見
る
と
述
べ
る
。

　

具
体
的
に
地
理
的
環
境
と
風
俗
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
言
及
し
、
気
候
条
件
や

地
形
の
差
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
自
然
環
境
の
相
違
が
人
の
俗
に
決
定
的
影
響
及

ぼ
す
と
す
る
の
は
、
漢
初
の
成
立
と
さ
れ
る
『
禮
記
』
王
制⑰

に
み
え
る
説
が
、
現
在

見
る
こ
と
の
で
き
る
記
述
の
中
で
は
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

 

凡
そ
民
材
を
居
く
に
は
、
必
ず
天
地
の
寒
煖
・
燥
濕
・
廣
谷
・
大
川
の
制
を
異
に

す
る
に
因
る
。
民
其
の
間
に
生
ず
る
者
俗
を
異
に
し
、
剛
柔
・
輕
重
・
遲
速
齊
を

異
に
し
、
五
味　

和
を
異
に
し
、
器
械 

制
を
異
に
し
、
衣
服 

宜
を
異
に
す
。
其

の
教
を
脩
め
て
、
其
の
俗
を
易
え
ず
。

　
「
王
制
」
は
、
土
地
の
形
象
が
異
な
れ
ば
、
寒
暖
や
乾
燥
・
低
湿
の
相
違
が
生
じ
、

そ
の
相
違
は
豪
彊
か
柔
弱
か
な
ど
の
情
性
の
特
質
に
影
響
し
、
味
覚
の
違
い
に
つ
な

が
り
、
ひ
い
て
は
器
物
・
衣
服
な
ど
の
物
質
文
化
の
諸
相
を
左
右
す
る
と
述
べ
る
。

具
体
的
に
は
、
中
国
と
周
囲
の
異
民
族
を
対
比
し
て
、
そ
の
情
性
・
習
俗
の
差
異
が

述
べ
ら
れ
る
。

　　
 

中
國
戎
夷
、
五
方
之
民
、
皆
性
有
る
な
り
、
推
移
す
べ
か
ら
ず
（
鄭
玄
注
、
地
氣

こ
れ
を
し
て
然
ら
し
む
。）。
東
方
を
夷
と
曰
い
、
被
髮
文
身
、
火
食
せ
ざ
る
者
有
り
。

南
方
を
蠻
と
曰
い
、
雕
題
交
趾
し
、
火
食
せ
ざ
る
者
有
り
。（
鄭
玄
注
、
然
る
に
浴

す
れ
ば
則
ち
川
を
同
じ
く
し
、
臥
す
れ
ば
則
ち

、
火
食
せ
ず
、
地
氣
煖
な
れ
ば
、
病
と

爲
ら
ず
。）
西
方
を
戎
と
曰
い
、
被
髮
し
皮
を
衣
、
粒
食
せ
ざ
る
者
有
り
、
北
方
を
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狄
と
曰
い
、
羽
毛
を
衣
て
穴
居
し
、
粒
食
せ
ざ
る
者
有
り
。
中
國
・
夷
・
蠻
・
戎
・

狄
、
皆
安
居
・
和
味
・
宜
服
・
利
用
・
備
器
有
り
。
五
方
の
民
、
言
語
通
ぜ
ず
。

嗜
欲
同
じ
か
ら
ず
、
其
の
志
を
達
し
、
其
の
欲
を
通
ず
。

　　

東
西
南
北
の
異
民
族
そ
し
て
中
国
は
、
お
の
お
の
そ
の
生
活
様
式
が
異
な
り
、
そ

の
相
違
は
地
気
の
寒
暖
な
ど
の
自
然
環
境
の
差
異
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
述
べ

ら
れ
る
。
し
か
し
王
制
説
の
最
大
の
特
色
は
、
各
地
域
住
民
の
間
に
は
、
本
来
的
な

性
自
体
の
決
定
的
差
異
が
存
在
す
る
と
し
、
性
と
俗
の
後
天
的
な
変
化
の
可
能
性
を

否
定
す
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
掲
『
荀
子
』
勸
學
篇
で
異
民
族
間
の
俗
に
差
異

を
認
め
つ
つ
、
本
性
の
差
異
で
は
な
く
て
習
慣
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
人
の

性
が
凡
そ
普
遍
性
を
有
す
る
も
の
だ
と
す
る
説
と
は
、
対
照
的
で
あ
る
。

　
『
淮
南
子
』
墜
形
訓
は
、
自
然
環
境
の
差
異
に
よ
っ
て
生
じ
る
ヒ
ト
の
気
質
の
差

異
を
さ
ら
に
詳
説
す
る
が
（「
衍
氣
仁
多
く
、
陵
氣
貪
多
く
、
輕
土
利
多
く
、
重
土
遲
多
く
、

清
水
の
音
は
小
、
濁
水
の
音
は
大
、
湍
水
の
人
輕
く
、
遲
水
の
人
は
重
く
、
中
土
聖
人
多
し
。

皆
其
の
氣
に
象
り
、
皆
其
の
類
に
應
ず
。」）、
し
か
し
な
ぜ
某
種
の
気
が
特
定
の
気
質
に

結
実
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
記
述
し
な
い
。
中
国
と
夷
と
の
対
比
で
は
な
く
、
中

国
内
の
各
地
域
に
お
け
る
風
俗
の
差
異
を
具
体
的
に
述
べ
る
の
が
、『
史
記
』
貨
殖

列
伝
で
あ
る
。

　

 

こ
れ
を
總
じ
て
、
楚
越
の
地
、
地
廣
く
人
希
、
稻
を
飯
に
し
魚
を
羹
に
し
、
或
い

は
火
耕
し
て
水
耨
し
、
果
隋

蛤
、
賈
を
待
た
ず
し
て
足
り
、
地
埶
食
に
饒
に
し

て
、
飢
饉
の
患
無
く
、
故
を
以
て
呰
窳
に
し
て
生
を
愉
み
、
積
聚
無
く
而
し
て
貧

多
し
。
是
の
故
に
江
・
淮
以
南
、
凍
餓
の
人
無
く
、
亦
た
千
金
の
家
無
し
。
沂
・

泗
水
以
北
、
五
穀
桑
麻
六
畜
に
宜
し
く
、
地
小
さ
く
人
衆
く
、
數
ば
水
旱
の
害
を

被
り
、
民
畜
藏
を
好
み
、
故
に
秦
・
夏
・
梁
・
魯
、
農
を
好
み
て
民
を
重
ん
ず
。

　

楚
越
な
ど
労
せ
ず
し
て
食
糧
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
飢
饉
を
知
ら
な
い
地
域

の
人
々
は
、
そ
の
日
ぐ
ら
し
の
怠
惰
な
生
活
を
送
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
秦

夏
梁
魯
な
ど
は
人
口
密
度
が
高
く
災
害
も
多
い
た
め
、
農
業
を
好
み
畜
蔵
に
励
む
と

述
べ
る
。
貨
殖
列
伝
の
記
述
は
、
自
然
条
件
や
地
勢
が
い
か
な
る
風
俗
に
帰
結
す
る

か
を
よ
り
合
理
的
に
説
明
す
る
。

　

以
上
の
如
き
諸
種
の
説
を
継
承
し
た
「
地
理
志
」
の
風
俗
説
は
、性
が
風
気
に
よ
っ

て
相
違
す
る
と
述
べ
る
点
は
王
制
に
似
る
が
、
教
化
が
可
能
で
あ
り
か
つ
必
須
で
あ

る
と
す
る
点
で
は
似
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
国
内
の
地
域
差
に
関
す
る
論
が
豊
富
化

し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
自
然
環
境
や
地
勢
と
の
関
係
で
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
の
が
、
漢
代
に
お
け
る
風
俗
説
の
特
徴
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
節
冒
頭
で
触
れ
た
如
く
、「
地
理
志
」
が
、
風
俗
形
成
の
上
で
自
然
環

境
と
双
璧
を
爲
す
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
要
因
と
す
る
の
は
、
王
や
聖
人
な
ど
特
定

の
人
々
が
地
域
に
及
ぼ
す
感
化
の
力
で
あ
る
。
例
え
ば
第
一
節
で
引
用
し
た
秦
１
に

て
、
文
王
や
武
王
ら
の
感
化
を
受
け
た
民
が
稼
穡
を
好
み
、
本
業
に
務
め
る
俗
を
保

持
す
る
と
述
べ
る
。
も
と
よ
り
、
教
化
の
内
容
で
あ
る
禮
義
と
は
、
聖
王
が
制
定
し

た
も
の
と
さ
れ
る⑱

。
ま
た
為
政
者
は
権
力
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
民
の
風
俗
に
た
い
し

絶
大
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

 

故
に
越
王
勇
を
好
み
、
而
し
て
民
多
く
死
を
輕
ん
ず
。
楚
靈
王
細
腰
を
好
み
、
而

し
て
國
中
餓
人
多
し
（
略
）。
人
臣
の
情
必
ず
し
も
能
く
其
の
君
を
愛
す
る
に
非

ざ
る
な
り
、
利
を
重
ん
ず
る
が
爲
の
故
な
り
。（『
韓
非
子
』
二
柄
篇
）

　

 

故
に
靈
王
細
要
を
好
み
、
而
ち
民
に
食
を
殺
ぎ
て
自
ら
飢
う
る
有
る
な
り
。
越
王

勇
を
好
み
、而
ち
民
皆
危
に
處
り
て
死
を
爭
う
。
此
れ
に
由
り
て
こ
れ
を
觀
れ
ば
、

權
勢
の
柄
、
其
れ
以
て
移
風
易
俗
す
。
堯
匹
夫
爲
れ
ば
、
一
里
を
仁
化
す
る
能
わ

ず
。
桀
上
位
に
在
れ
ば
、
令
行
わ
れ
禁
止
む
。
此
れ
に
由
り
て
こ
れ
を
觀
れ
ば
、
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賢
以
て
治
を
爲
す
に
足
ら
ず
、
而
る
に
勢
以
て
俗
を
易
う
べ
き
は
、
明
か
な
り
。

（『
淮
南
子
』
主
術
訓⑲
）

『
韓
非
子
』
二
柄
篇
・『
淮
南
子
』
主
術
訓
は
主
君
が
権
力
を
有
し
、
下
に
利
益
を
も

た
ら
し
う
る
か
ら
こ
そ
、
風
俗
を
変
え
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
儒
学
的
な
言
説
は
こ
こ

ま
で
露
骨
で
は
な
い
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
賞
罰
を
教
化
の
手
段
と
し
て
認
め
、

利
益
に
よ
っ
て
民
を
操
作
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
（
鷲
尾2008

）。

　

し
か
し
一
人
し
か
い
な
い
君
主
が
す
べ
て
の
地
域
の
風
俗
に
対
し
責
を
負
う
の

は
、
事
実
上
困
難
で
あ
る
。
実
際
は
、
公
卿
や
地
方
官
が
責
任
を
分
有
す
る
。
前
節

で
引
用
し
た
武
帝
元
朔
元
年
の
詔
に
は
、
教
化
は
公
卿
の
任
務
と
さ
れ
る
が
、
以
下

の
上
奏
文
で
も
同
様
の
見
解
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。

　

 

丞
相
衡
、
御
史
大
夫
譚
三
公
に
位
し
、
五
常
九
徳
を
典
り
、
以
て
方
略
を
総
べ
、

統
類
を
壱
に
し
、
教
化
を
廣
め
、
風
俗
を
美
し
く
す
る
を
職
と
爲
す
。（『
漢
書
』

王
尊
傳
）

　

 

群
臣
幸
い
に
尊
官
に
居
り
得
、
重
禄
を
食
む
る
を
得
る
も
、
豈
に
惻
隱
を
細
民
に

加
え
、
陛
下
を
助
け
教
化
を
流
す
を
肯
ん
ず
る
者
有
ら
ん
や
？
（『
漢
書
』
鮑
宣
傳
）

　

鮑
宣
の
言
は
、
臣
の
爲
す
べ
き
は
皇
帝
の
教
化
を
助
け
る
こ
と
と
述
べ
る
。
地
方

に
お
い
て
教
化
を
司
る
の
は
、も
ち
ろ
ん
郡
太
守
や
県
令
長
な
ど
の
地
方
官
で
あ
る
。

「
地
理
志
」
に
は
、
地
方
官
の
教
化
の
も
た
ら
し
た
風
俗
の
変
移
に
つ
い
て
記
述
さ

れ
て
い
る
。

　

 

潁
川
、
韓
都
。
士
に
申
子
・
韓
非
有
り
。
刻
害
の
餘
烈
、
仕
宦
を
高
し
と
す
、
文

法
を
好
み
、
民
貪

・
爭
訟
・
生
分
を
以
て
失
を
爲
す
。
韓
延
壽
太
守
と
爲
り
、

こ
れ
に
先
ん
ず
る
に
敬
讓
を
以
て
し
、
黄
霸
こ
れ
を
繼
ぎ
、
教
化
大
い
に
行
わ
れ
、

獄
或
い
は
八
年
重
罪
囚
な
し
。
南
陽
商
賈
を
好
み
、
召
父
富
ま
し
む
る
に
本
業
を

以
て
し
、
潁
川
爭
訟
分
異
を
好
み
、
黄
・
韓
化
す
る
に
篤
厚
を
以
て
す
。（
韓
３
）

　

し
か
し
、「
地
理
志
」
に
て
地
域
の
習
俗
形
成
に
貢
献
し
た
と
さ
れ
る
の
は
、
君

主
と
官
僚
の
み
で
は
な
い
。孔
子
が
魯
の
習
俗
を
化
し
た
事
例
に
も
表
れ
て
い
る
が
、

そ
の
他
に
も
地
域
に
お
い
て
尊
崇
さ
れ
た
有
力
者
の
振
る
舞
い
が
、
習
俗
の
形
成
に

決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。

　

 

司
馬
相
如
京
師
諸
侯
に
游
宦
す
る
に
及
び
、
文
辭
を
以
て
世
に
顯
れ
、
郷
黨
其
の

跡
を
慕
循
す
（
秦
４
）

　

 

周
末
に
子
路
・
夏
育
有
り
、
民
人
こ
れ
を
慕
う
、
故
に
其
の
俗
剛
武
、
氣
力
を
上

ぶ
（
衞
１
）

　

ま
た
習
俗
と
は
本
来
特
定
の
個
人
の
影
響
力
に
よ
る
の
み
な
ら
ず
、
民
間
に
お
け

る
ひ
と
び
と
の
日
常
の
微
細
な
行
い
の
連
続
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
増
幅
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。　

　
 

人
耨
耕
を
積
み
て
農
夫
と
爲
り
、

削
を
積
み
て
工
匠
と
爲
り
、
反
貨
を
積
み
て

商
賈
と
爲
り
、
禮
義
を
積
み
て
君
子
と
爲
る
。
工
匠
の
子
、
事
を
繼
が
ざ
る
莫
く
、

而
し
て
都
國
の
民
其
の
服
に
安
習
し
、
楚
に
居
り
て
楚
た
り
、
越
に
居
り
て
越
た

り
、
夏
に
居
り
て
夏
た
り
、
是
れ
天
性
に
非
ざ
る
な
り
、
積
靡
然
ら
し
む
る
な
り
。

（『
荀
子
』
儒
效
篇
）

　

そ
の
よ
う
な
、
王
の
教
化
を
助
け
る
立
場
に
は
な
い
一
般
の
人
々
の
俗
に
対
す
る
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影
響
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。
儒
学
的
思
惟
に
お
い
て
は
、
民
間
の

人
々
が
己
を
禮
義
で
律
す
る
事
に
よ
り
周
囲
に
善
い
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
、
お
お
む

ね
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
荀
子
』儒
效
篇
の
記
述
に
相
似
す
る
劉
向『
新

序
』
雜
事
篇
は
、
在
野
時
代
の
孔
子
の
郷
里
に
対
す
る
教
化
に
つ
い
て
肯
定
的
に
述

べ
る
。

　

 

闕
黨
に
居
ら
ば
、
闕
黨
の
子
弟
，
罔
罟
親
有
る
者
に
分
か
ち
て
多
く
を
取
ら
し
む
、

孝
悌
以
て
こ
れ
を
化
す
な
り
。
儒
者
本
朝
に
在
れ
ば
則
ち
政
を
美
し
く
し
、
下
位

に
在
れ
ば
則
ち
俗
を
美
し
く
し
、
儒
の
人
の
下
と
爲
る
こ
と
是
の
如
し
。

　

た
と
え
無
官
で
あ
ろ
う
と
も
、
つ
ね
に
身
を
正
し
教
化
を
心
が
け
る
こ
と
は
、
真

に
経
学
を
奉
じ
る
人
士
の
当
為
と
さ
れ
て
い
た
。　

　

 

繆

（
略
）
少
く
し
て
孤
、
兄
弟
四
人
、
皆
財
業
を
同
じ
く
す
。
各
の
妻
を
娶
る

に
及
び
、
諸
婦
遂
に
分
異
を
求
め
、
又
数
ば
闘
争
の
言
有
り
。

深
く
懐
い
憤
歎

し
、
乃
ち
戸
を
掩
ざ
し
て
自
ら
撾
ち
て
曰
く
、「
繆

、
汝
身
を
脩
め
行
を
謹
み
、

聖
人
の
法
を
学
び
、
将
に
以
て
風
俗
を
斉
整
せ
ん
と
す
る
に
、
奈
何
ぞ
其
の
家
を

正
す
こ
と
能
わ
ざ
る
か
！
」
弟
及
び
諸
婦
こ
れ
を
聞
き
、悉
く
叩
頭
し
て
謝
罪
し
、

遂
に
更
め
て
敦
睦
の
行
を
爲
す
。（『
後
漢
書
』
獨
行
列
伝
）

　

さ
ら
に
往
々
に
し
て
、
地
域
の
風
俗
形
成
の
主
体
と
な
る
の
は
、
財
と
教
養
と
人

望
を
背
景
に
し
て
地
域
の
有
力
者
と
な
っ
た
者
達
で
あ
っ
た
。

　

 

王
丹
（
略
）
連
徴
せ
ら
る
る
も
至
ら
ず
。
家
千
金
を
累
ね
、
隠
居
し
て
志
を
養
い
、

施
し
を
好
ん
で
急
を
救
う
。
毎
歳
農
時
、
輒
ち
酒
肴
を
田
間
に
載
び
、
勤
め
る
者

を
候
し
て
こ
れ
を
労
う
。
其
の

な
る
者
、
丹
を
致
さ
ざ
る
こ
と
を
恥
と
し
、

皆
功
を
兼
ね
て
自
ら
厲
む
。
邑
聚
相
い
率
い
、
以
て
殷
富
を
致
す
。
其
の
軽
黠
游

蕩
に
し
て
業
を
廃
し
患
を
爲
す
者
、
輒
ち
其
の
父
兄
に
暁
し
、
こ
れ
を
黜
責
せ
し

む
。
没
せ
る
者
に
は
則
ち
賻
給
し
、
親
し
く
自
ら
将
護
す
。
其
の
喪
憂
に
遭
う
こ

と
有
る
者
、
輒
ち
丹
を
待
ち
て
辧
を
爲
し
、
郷
隣
以
て
常
と
爲
す
。
こ
れ
を
行
う

こ
と
十
餘
年
、
其
の
化
大
い
に
洽
く
、
風
俗
以
て
篤
し
。（『
後
漢
書
』
宣
張
二
王
杜

郭
呉
承
鄭
趙
列
伝
）

　

ま
た
、
為
政
者
側
は
、
民
間
に
お
け
る
父
兄
の
子
弟
に
対
す
る
教
導
な
ど
、
長
が

幼
に
た
い
し
あ
る
い
は
尊
が
卑
に
た
い
し
て
教
え
る
こ
と
を
、
む
し
ろ
期
待
し
て
い

た
。

　

 

今
幣
役
を
奉
じ
て
南
夷
に
至
る
に
、
即
ち
自
ら
賊
殺
し
、
或
い
は
亡
逃
し
て
誅
に

抵
り
、
死
し
て
名
無
く
、
謚
し
て
至
愚
と
爲
す
、
恥
父
母
に
及
び
、
天
下
の
笑
と

爲
る
。
人
の
度
量
相
い
越
ゆ
る
も
、
豈
に
遠
か
ら
ざ
る
や
！
然
る
に
此
れ
獨
り
行

う
者
の
み
の
罪
に
非
ざ
る
な
り
、
父
兄
の
教
先
ん
ぜ
ざ
れ
ば
、
子
弟
の
率
謹
ま
ず
、

廉
寡
く
恥
鮮
き
は
、
而
ち
俗
長
厚
な
ら
ざ
れ
ば
な
り
。（『
史
記
』
司
馬
相
如
列
伝
）

　

武
帝
時
、
漢
は
夜
郎
西

中
へ
の
侵
攻
を
企
て
巴
蜀
の
兵
を
発
し
、
民
を
徴
発
し

て
物
資
の
輸
送
を
計
っ
た
が
、
徴
発
を
強
要
さ
れ
た
地
域
は
大
き
く
動
揺
し
た
。
司

馬
相
如
の
文
は
こ
の
地
域
の
人
々
に
協
力
を
呼
び
か
け
る
が
、
文
中
で
父
兄
の
教
導

責
任
に
触
れ
る
。
ま
た
父
母
も
子
に
対
し
教
化
の
責
を
負
う
。

　

 

夫
婦
、
人
倫
の
大
綱
、
夭
寿
の
萌
な
り
。
世
俗
嫁
娶
す
る
こ
と
太
だ
早
く
、
未
だ

人
の
父
母
と
爲
る
の
道
を
知
ら
ず
し
て
子
有
り
、
是
を
以
て
教
化
明
ら
か
な
ら
ず

し
て
民
夭
多
し
。（『
漢
書
』
王
吉
傳
）
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こ
の
よ
う
に
民
間
の
者
が
教
化
責
務
を
分
掌
す
る
こ
と
へ
の
国
家
の
期
待
は
、
例

え
ば
父
老
・
三
老
や
孝
悌
力
田
な
ど
、
民
間
人
か
ら
特
に
選
抜
さ
れ
て
教
化
の
責
を

負
う
役
目
を
設
置
し
た
こ
と
に
も
窺
え
る
。

　

 

而
し
て
戸
口
の
率
を
も
っ
て
三
老
孝
悌
力
田
常
員
を
置
き
、
各
の
其
の
意
に
率
い

以
て
民
を
道
か
し
め
よ
。（『
漢
書
』
文
帝
紀
十
二
年
）

　

つ
ま
り
、
在
野
の
者
の
行
為
や
思
惟
も
風
俗
の
形
成
に
影
響
す
る
と
認
め
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
為
政
者
が
一
般
庶
民
に
対
し
て
教
化
の
一
端
を

担
う
こ
と
を
期
待
し
、
役
職
す
ら
設
け
ら
れ
た
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
に
複
数
の
要
素
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
俗
は
、
当
然
為
政
者
に

有
利
に
の
み
働
く
わ
け
で
は
な
い
。
支
配
す
る
側
が
俗
を
形
成
す
る
主
導
権
を
常
に

把
持
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
逆
に
土
地
の
俗
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
事
態
も
生
じ

る
。

　

 

淮
南
、
衡
山
親
し
く
骨
肉
と
爲
り
、
疆
土
千
里
、
列
ね
て
諸
侯
と
爲
る
（
略
）
謀

り
て
畔
逆
を
爲
し
、
仍
ち
父
子
再
び
國
を
亡
ぼ
し
、
各
の
其
の
身
を
終
え
ず
、
天

下
の
笑
と
爲
る
。
此
れ
獨
り
王
の
み
の
過
ち
に
非
ざ
る
な
り
、亦
其
の
俗
も
薄
く
、

臣
下
漸
く
靡
し
て
然
ら
し
む
る
な
り
。（『
史
記
』
淮
南
衡
山
列
伝　

太
史
公
曰
）

　

淮
南
王
や
衡
山
王
が
反
乱
を
起
こ
し
た
の
は
、
王
の
み
の
責
任
で
は
な
く
彼
ら
が

封
ぜ
ら
れ
た
地
域
の
風
俗
に
影
響
さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
為
政
者
は
、
風
俗
を
化

す
側
で
あ
り
、
風
俗
に
対
し
て
主
導
権
を
握
る
べ
き
立
場
に
あ
り
、
逆
に
風
俗
に
制

せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
厳
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
地
理
志
に

み
え
る
各
地
域
の
風
俗
は
、
漢
の
聖
な
る
世
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
各
種
の
悪
い

習
俗
に
染
ま
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
習
俗
を
地
域
に
お
い
て
主
導
す

る
の
は
、
地
域
の
有
力
者
達
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
王
丹
の
例
で
は
、
王
丹
が
地
域

の
望
を
獲
得
し
習
俗
を
化
し
た
が
、
王
丹
の
ご
と
く
善
に
化
す
と
は
限
ら
ず
、
財
を

有
す
る
有
力
者
や
任
侠
者
が
悪
習
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

 

而
る
に
清
潔
の
士
、
徒
だ
自
ら
茨
棘
の
間
に
苦
し
む
の
み
、
風
俗
に
益
損
す
る
所

無
き
な
り
。
豪
人
の
室
、
棟
を
連
ぬ
る
こ
と
數
百
、
膏
田
野
に
滿
ち
、
奴
婢
千
群
、

徒
附
萬
計
。
船
車
賈
販
、
四
方
に
周
く
、
廢
居
積
貯
、
都
城
に
滿
ち
、
琦
賂
寶
貨
、

巨
室
容
る
る
能
わ
ず
。
馬
牛
羊
豕
、
山
谷
受
く
る
能
わ
ず
。
妖
童
美
妾
、
綺
室
に

填
つ
。
倡
謳
伎
樂
、
深
堂
に
列
ぬ
。
賓
客
見
を
待
ち
て
敢
え
て
去
ら
ず
、
車
騎
交

錯
し
て
敢
え
て
進
ま
ず
。
三
牲
の
肉
、
臭
い
て
食
ら
う
べ
か
ら
ず
、
清
醇
の
酎
、

敗
し
て
飲
む
べ
か
ら
ず
。
睇
盼
す
れ
ば
則
ち
人
其
の
目
の
視
る
所
に
從
い
、
喜
怒

す
れ
ば
則
ち
人
其
の
心
の
慮
る
所
に
隨
う
。（『
後
漢
書
』
王
充
王
符
仲
長
統
列
伝
引

く
仲
長
統
『
昌
言
』・
理
亂
篇
）

　

仲
長
統
に
よ
れ
ば
地
域
に
お
い
て
風
俗
を
左
右
す
る
力
を
持
つ
の
は
、
巨
万
の
富

を
持
つ
有
力
者
で
あ
る
。
畢
竟
、
地
域
の
風
俗
を
い
か
に
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、

実
際
は
彼
ら
の
風
俗
に
対
す
る
主
導
権
を
い
か
に
し
て
官
に
移
し
、
あ
る
い
は
官
が

彼
ら
を
い
か
に
し
て
取
り
込
む
か
と
い
う
課
題
に
す
り
か
わ
る
こ
と
と
な
る
。

　

ま
た
、
教
化
と
は
、
教
化
す
る
側
が
、
そ
れ
を
通
じ
て
権
威
を
確
立
し
人
々
の
支

持
を
得
て
、
主
導
権
を
握
る
手
段
で
も
あ
る
。

　　
 

初
め
、
鉅
鹿
の
張
角
自
ら
「
大
賢
良
師
」
と
称
し
、
黄
老
道
を
奉
事
し
、
弟
子
を

畜
養
し
、
跪
拜
し
て
首
過
し
、
符
水
呪
説
以
て
病
を
療
し
、
病
め
る
者
頗
る
愈
ゆ
、

百
姓
こ
れ
を
信
向
す
。
角
因
り
て
弟
子
八
人
を
遣
わ
し
て
四
方
に
使
い
せ
し
め
、

善
道
を
以
て
天
下
を
教
化
し
、
転
た
相
い
誑
惑
す
。（『
後
漢
書
』
皇
甫
嵩
朱
雋
列
伝
）
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黄
巾
の
乱
に
先
立
ち
張
角
の
教
団
が
勢
力
を
拡
大
す
る
際
に
、
弟
子
に
天
下
へ
の

教
化
活
動
を
行
わ
せ
て
い
る
。
既
出
の
王
丹
の
例
に
、
彼
が
教
化
を
通
じ
て
地
域
の

主
導
権
を
獲
得
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、風
俗
を
主
導
し
て
つ
ね
に
教
導
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
自
体
教
え
る
者
の
権
威
を
確
立
し
、
主
導
権
を
獲
得
す
る
、
政
治
的
な
行
為
で

あ
る
。
国
家
権
力
が
風
俗
に
介
入
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
通
じ
て
権
威
を
確
立
し
、

民
の
支
配
へ
の
同
意
を
形
成
す
る
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
支
配
す
る
側

が
生
殺
与
奪
の
権
力
を
握
る
こ
と
を
背
景
に
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
力
を
民

の
支
持
に
基
づ
く
も
の
と
爲
す
た
め
に
は
、
風
俗
教
化
を
標
榜
し
絶
え
ざ
る
教
導
を

目
的
と
し
て
、
民
間
か
ら
有
徳
者
の
抜
擢
な
ど
（
鷲
尾2008

）
様
々
な
施
策
を
行
う

こ
と
が
必
要
な
過
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

結
語

　

漢
代
に
お
け
る
風
俗
説
の
内
容
を
規
定
す
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、

根
本
と
末
端
と
に
区
別
し
て
考
え
ら
れ
、
性
や
心
の
は
た
ら
き
が
根
本
で
あ
り
、
そ

れ
が
外
面
に
発
動
し
て
生
じ
た
思
考
や
行
為
の
様
態
が
末
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
も
う
一
点
は
、
根
本
た
る
性
が
善
で
あ
る
こ
と
の
発
現
が
善
き
秩
序
で

あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
風
俗
の
善
と
悪
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
、
善
な
る
性
が
地

域
の
秩
序
維
持
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
故
に
、
風
俗
を
化
す
る
こ
と
が
権
力
の
政
治
課

題
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
質
か
ら
、
風
俗
の
中
で
も
心
意
の

現
れ
で
あ
る
所
の
民
の
価
値
意
識
が
最
も
重
視
さ
れ
、
ま
た
性
の
善
悪
が
民
の
行
為

と
し
て
外
に
表
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
特
定
の
事
象
を
中
心
に
風
俗
が
把
捉
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
教
化
説
の
母
胎
で
あ
る
『
荀
子
』
説
が
性
悪
を
欲
望
の
過
剰

か
つ
不
適
切
な
発
現
と
し
て
捉
え
、
人
倫
・
禮
義
に
そ
の
調
節
機
能
を
期
待
し
た
こ

と
は
漢
代
の
風
俗
説
に
も
継
承
さ
れ
、
悪
と
し
て
の
奢
侈
や
強
欲
に
対
す
る
善
と
し

て
の
質
素
や
廉
・
禮
譲
な
ど
の
二
項
対
立
と
し
て
、
風
俗
が
観
察
さ
れ
る
傾
向
を
も

た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
絶
大
な
力
を
振
る
う
富
裕
な
有
力
者
た
ち
の
、
利
欲
に
か
ら

れ
周
囲
を
抑
圧
す
る
ふ
る
ま
い
を
い
か
に
抑
制
す
る
か
と
い
う
地
域
社
会
の
課
題
に

対
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
か
れ
ら
を
い
か
に
し
て
国
家
権
力
の
枠
内
で
馴
致
し

て
お
く
か
と
い
う
課
題
と
も
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

風
俗
説
は
地
域
社
会
の
状
況
を
把
捉
す
る
一
つ
の
形
式
を
提
供
し
た
が
、
風
俗
を

善
に
化
す
る
施
策
は
そ
れ
自
体
が
地
域
に
お
け
る
支
配
の
同
意
を
形
成
す
る
一
つ
の

手
段
で
あ
っ
た
。
風
俗
説
の
も
と
で
は
社
会
と
は
、
風
俗
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
つ

ね
に
複
数
の
力
が
ひ
き
あ
う
場
で
あ
り
、
国
家
が
風
俗
の
形
成
に
介
入
す
る
こ
と
は

当
該
地
域
で
の
支
配
を
確
立
す
る
手
段
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注①　

第
三
節
に
て
引
用
す
る
『
禮
記
』
王
制
説
を
参
照
。

②　

第
三
節
に
て
引
用
す
る
『
漢
書
』「
地
理
志
」
風
俗
説
参
照
。

③　

張
禹
の
丞
相
在
位
期
間
は
、『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
下
に
よ
れ
ば
前
25
年
か
ら
前
20

年
に
至
る
ま
で
で
あ
る
。

④　

例
え
ば
陳
に
関
す
る
記
述
に
、「
吳
札
陳
の
歌
を
聞
き
、
曰
く
、『
國
に
主
亡
し
、

其
れ
能
く
久
し
き
か
！
』
と
。
胡
公
よ
り
後
二
十
三
世
、
楚
の
滅
ぼ
す
所
と
爲
る
。」

と
見
え
る
が
、こ
れ
は
『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
二
十
九
年
「
為
之
歌
陳
、曰
、國
無
主
、

其
能
久
乎
。」
に
同
じ
で
あ
る
。

⑤　

鄭
鶴
聲1980

は
建
初
七
年
の
成
立
と
述
べ
る
。

⑥　
「
地
理
志
」
風
俗
説
地
域
区
分
表
参
照
。
以
下
、「
地
理
志
」
の
記
述
を
挙
げ
る
際

に
は
、
表
の
区
分
に
よ
っ
て
引
用
箇
所
を
表
示
す
る
。

⑦　

例
え
ば
、
魯
分
野
の
記
述
に
「
東
平
・
須
昌
・
壽
良
、
皆
濟
東
に
在
り
、
魯
に
屬
す
、

宋
地
に
非
ざ
る
な
り
、
當
に
考
う
べ
し
。」
と
見
え
る
。

⑧　

ま
た
、「
地
理
志
」
が
星
宿
の
分
野
説
に
よ
る
地
域
区
分
に
固
執
し
た
の
は
、
天
子

は
天
に
従
っ
て
為
政
す
べ
き
と
い
う
当
時
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
反
映
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
『
漢
書
』
宣
帝
紀
元
康
三
年
「
朕
未
だ
先
帝
の
休
烈
を
章
か
に
し
、
百
姓
を

協
寧
し
、
天
を
承
け
地
に
順
い
、
四
時
を
調
序
す
る
能
わ
ず
」
参
照
。

⑨　

例
え
ば
「
一
人
こ
れ
を
耕
し
、
十
人
聚
り
て
こ
れ
を
食
す
、
天
下
の
饑
う
る
無
き
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を
欲
す
れ
ど
も
、
胡
ぞ
得
べ
け
ん
や
」（
賈
誼
『
新
書
』

産
子
）
な
ど
参
照
。

⑩　

夫
婦
、
人
倫
の
大
綱
、
夭
寿
の
萌
な
り
。（『
漢
書
』
王
吉
傳
）

⑪　

市
に
命
じ
て
賈
を
納
れ
し
め
、
以
て
民
の
好
悪
す
る
所
を
觀
る
、
志
淫
な
ら
ば
辟

を
好
む
。

⑫　

鷲
尾
祐
子2008

参
照
。
小
糸
夏
次
郎1941

に
よ
れ
ば
教
化
・
政
教
は
『
荀
子
』

に
初
見
す
る
語
彙
で
あ
る
。

⑬　

吉
本
道
雅1995
参
照
。

⑭　
『
漢
書
』
儒
林
伝
参
照
。

⑮　

汪
継
培
『
潛
夫
論
箋
校
正
』
は
、『
群
書
治
要
』
引
く
テ
キ
ス
ト
に
精
を
情
に
作
る

と
指
摘
す
る
。

⑯　

漢
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
秩
序
保
持
の
観
点
か
ら
禮
義
教
化
を
重
視
す
る

説
に
加
え
て
、
風
俗
の
悪
は
災
異
の
出
現
に
か
か
わ
る
と
す
る
言
説
が
出
現
し
た
。

　
　
「
今
聖
漢
命
を
受
け
て
王
た
り
、
繼
体
承
業
せ
し
こ
と
二
百
余
年
、
孜
孜
と
し
て
怠

ら
ず
、
政
令
清
し
。
然
る
に
風
俗
未
だ
和
せ
ず
、
陰
陽
未
だ
調
わ
ず
、
災
害
数
ば
見

わ
る
（
略
）」（『
漢
書
』
平
當
傳
）

　
　

風
俗
説
は
天
人
相
関
説
と
結
合
し
て
、
い
っ
そ
う
確
手
た
る
地
位
を
保
持
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。

⑰　

王
啓
発2006

は
文
帝
時
の
成
立
と
す
る
。

⑱　
「
古
者
聖
王
人
の
性
惡
な
る
を
以
て
、
以
為
ら
く
偏
險
に
し
て
正
し
か
ら
ず
、
悖
亂

し
て
治
ま
ら
ず
と
、
是
を
以
て
こ
れ
が
為
に
禮
義
を
起
こ
し
、
法
度
を
制
し
、
以
て

人
の
情
を
矯
飾
し
て
こ
れ
を
正
す
。」（『
荀
子
』
性
悪
篇
）

　
　

ま
た
、
古
に
限
ら
ず
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
禮
を
決
す
る
の
は
天
子
で
あ

る
と
さ
れ
る
。

　
　
「
天
下
道
有
ら
ば
、
則
ち
禮
樂
・
征
伐
天
子
よ
り
出
づ
。」（『
論
語
』
季
氏
篇
）

⑲　

越
王
が
勇
を
好
み
民
間
の
習
俗
を
左
右
し
た
事
は
、「
地
理
志
」
呉
１
に
も
記
載
さ

れ
て
い
る
。
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「
地
理
志
」
風
俗
説
地
域
区
分

二
十
八
宿
分
野
説
に
も
と
づ
く
区
分

範
囲

項
目

（
１
）
秦
（
東
井
・
輿
鬼
）

弘
農
郡
故
關
以
西
の
京
兆
・
扶
風
・
馮
翊
、
天
水
郡
・
隴
西
郡
・
安
定
郡
・
北
地
郡
・
上
郡
・

西
河
郡
、
金
城
郡
・
武
威
郡
・
張
掖
郡
・
酒
泉
郡
・
敦
煌
郡
、
巴
郡
・
蜀
郡
・
廣
漢
郡
・
犍
為
郡
・

武
都
郡
、
柯
郡
・
越
巂
郡
・
益
州
郡
。

１
、
秦
　
弘
農
郡
故
關
以
西
の
京
兆
・
扶
風
・
馮
翊

２
、
天
水
郡
・
隴
西
郡
・
安
定
郡
・
北
地
郡
・
上
郡
・
西
河
郡

３
、
金
城
郡
・
武
威
郡
・
張
掖
郡
・
酒
泉
郡
・
敦
煌
郡

４
、
巴
郡
・
蜀
郡
・
廣
漢
郡
・
犍
為
郡
・
武
都
郡

５
、
柯
郡
・
越
巂
郡
・
益
州
郡

（
２
）
魏
（
觜
・
参
）

高
陵
以
東
、河
東
郡
・
河
內
郡
に
至
る
地
域
。
南
は
陳
留
郡
及
び
汝
南
郡
の
召
陵
、
彊
・
新
汲
・

西
華
・
長
平
、
潁
川
郡
の
舞
陽
・
・
許
・
傿
陵
、
河
南
郡
の
開
封
・
中
牟
・
陽
武
・
酸
棗
・
卷
。

１
、
河
内
郡

２
、
河
東
郡

３
、
魏

（
３
）
周
（
柳
・
七
星
・
張
）

河
南
郡
雒
陽
・
穀
成
・
平
陰
・
偃
師
・
鞏
・
緱
氏
。

１
、
周

（
４
）
韓
・
鄭
（
角
・
亢
・
氐
）

南
陽
郡
、
潁
川
郡
の
父
城
・
定
陵
・
襄
城
・
潁
陽
・
潁
陰
・
長
社
・
陽
翟
・

、
汝
南
郡
に
、

弘
農
郡
の
新
安
・
宜
陽
。

１
、
鄭
　
河
南
郡
の
新
鄭
・
成
皋
・
滎
陽
、
潁
川
の
崇
高
・
陽
城

２
、
陳
　
淮
陽
國

３
、
潁
川
郡
・
南
陽
郡

（
5）
趙

(昴
・
畢
）

信
都
國
・
真
定
國
・
常
山
郡
・
中
山
郡
、
涿
郡
の
高
陽
・
・
州
鄉
、
東
に
廣
平
國
・
鉅
鹿
郡
・

清
河
郡
・
河
間
國
、
渤
海
郡
の
東
平
舒
・
中
邑
・
文
安
・
束
州
・
成
平
・
章
武
、
南
は
浮
水
・

繁
陽
・
内
黄
・
斥
丘
に
至
。
西
に
太
原
郡
・
定
襄
郡
・
雲
中
郡
・
五
原
郡
・
上
黨
郡
。

１
、
趙
・
中
山

２
、
邯
鄲

３
、
太
原
郡
・
上
黨
郡

４
、
鐘
・
石
・
北
・
代

５
、
定
襄
郡
・
雲
中
郡
・
五
原
郡

（
6）
燕
（
尾
・
箕
）

東
に
漁
陽
郡
・
右
北
平
郡
・
遼
西
郡
・
遼
東
郡
、
西
に
上
谷
郡
・
代
郡
・
雁
門
郡
、
南
に
涿
郡
の
易
・

容
城
・
范
陽
・
北
新
城
・
故
安
・
涿
縣
・
良

鄉
・
新
昌
、
及
び
勃
海
の
安
次
。
樂
浪
郡
・
玄
菟
郡
。

１
、
燕

２
、
薊

３
、
上
谷
郡
か
ら
遼
東
郡
に
至
る
地
域

４
、
玄
菟
郡
・
樂
浪
郡

（
7）
齊
（
虚
・
危
）

東
に
川
・
東
萊
・
琅
邪
・
高
密
・
膠
東
の
諸
郡
國
、
南
に
泰
山
郡
・
城
陽
國
、
北
は
千
乘
郡
・

清
河
郡
黄
河
以
南
・
勃
海
郡
の
高
樂
・
高
城
・
重
合
・
陽
信
、
西
に
濟
南
郡
・
平
原
郡
。

１
、
齊

２
、
臨

（
8）
魯
（
奎
・
婁
）

東
は
東
海
郡
ま
で
、
南
に
泗
水
國
、
臨
淮
郡
の
下
相
、
睢
陵
、
僮
、
取
慮
。

１
、
魯

（
９
）
宋
（
房
・
心
）

沛
郡
・
梁
國
・
楚
國
・
山
陽
郡
・
濟
陰
郡
・
東
平
國
及
び
東
郡
の
須
昌
・
壽
良
。

１
、
宋

２
、
沛
郡
・
楚
郡
・
山
陽
郡

（
１
０
）
衞
（
營
室
・
東
壁
）

東
郡
、
魏
郡
の
黎
陽
、
河
內
郡
の
野
王
・
朝
歌
。

１
、
衞

（
１
１
）
楚
（
翼
・
軫
）

南
郡
・
江
夏
郡
・
零
陵
郡
・
桂
陽
郡
・
武
陵
郡
・
長
沙
郡
・
漢
中
郡
・
汝
南
郡
。

１
、
楚

（
１
２
）
呉
（
斗
）

會
稽
郡
・
九
江
郡
・
丹
陽
郡
・
豫
章
郡
・
廬
江
郡
・
廣
陵
國
・
六
安
國
・
臨
淮
郡
。

１
、
呉
・
越

２
、
壽
春
・
合
肥

３
、
漢
代
の
呉

４
、
呉
東
・
豫
章
郡

５
、
會
稽
海
外
の
東
鯷
人

（
１
３
）
粤
（
牽
牛
・
女
）

蒼
梧
郡
・
鬱
林
郡
・
合
浦
郡
・
交
阯
郡
・
九
真
郡
・
南
海
郡
・
日
南
郡
。

１
、
粤
・
番
禺

２
、
儋
耳
郡
・
珠
厓
郡

３
、
粤
外
の
諸
国


