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一　

人
民
の
た
め
に
尽
く
す

中
国
語
に「
為
人
民
服
務
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
も
と
も
と
は
毛
沢
東（
一
八
九
三

〜
一
九
七
六
）
が
言
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
、日
本
語
に
翻
訳
す
れ
ば
「
人
民
の
た
め
に

尽
く
す
」。
よ
り
日
本
語
の
慣
用
句
に
近
づ
け
れ
ば
、「
世
の
た
め
人
の
た
め
」
と
で

も
な
る
だ
ろ
う
か
。
二
〇
世
紀
中
国
で
誕
生
し
た
数
あ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
中
で
も
、

特
に
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

毛
沢
東
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
為
人
民
服
務
」
の
「
人
民
」
と
は
農
民
や
労
働

者
な
ど
下
層
階
級
の
人
々
。
彼
ら
に
「
尽
く
す
」
べ
き
存
在
と
見
な
さ
れ
た
の
が
、

資
本
家
や
地
主
、
知
識
人
な
ど
上
層
階
級
の
人
々
で
あ
っ
た
。
中
で
も
、
知
識
人
は

上
層
階
級
に
お
い
て
も
、
特
に
「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
べ
き
存
在
と
見
な
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
知
識
人
は
資
本
家
や
地
主
の
よ
う
に
、

具
体
的
、
物
理
的
に
役
立
つ
資
源
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や

農
民
、
労
働
者
と
異
な
り
、
何
か
を
産
出
す
る
人
々
で
も
な
い
。
頭
で
っ
か
ち
の
役

立
た
ず
で
は
だ
め
だ
。
世
の
た
め
人
の
た
め

―
そ
し
て
何
よ
り
も
革
命
の
た
め

に
！

―
服
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
！

も
ち
ろ
ん
、「
経
世
済
民
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
中
国
に
お

け
る
知
識
人
も
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
前
近

代
ま
で
は
科
挙
制
度
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
知
識
人
の
存
在
根
拠
が
根
本
か
ら
揺

ら
ぐ
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
科
挙
に
合
格
し
さ
え
す

れ
ば
、
絶
対
権
力
者
の
皇
帝
、
お
よ
び
強
固
な
社
会
制
度
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
根

拠
が
担
保
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
十
九
世
紀
末
以
降
、
政
治
の
腐
敗

と
外
国
の
圧
力
に
よ
り
、
知
識
人
の
地
位
は
徐
々
に
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
く
。
さ
ら
に

二
〇
世
紀
に
入
り
、
科
挙
が
廃
止
さ
れ
、
ま
た
中
華
帝
国
が
崩
壊
す
る
と
、
皇
帝
に

変
わ
る
存
在
根
拠
を
自
分
た
ち
で
担
保
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

あ
る
意
味
に
お
い
て
、
毛
沢
東
は
、
知
識
人
の
存
在
理
由
を
明
確
に
規
定
し
、
社

会
に
有
用
な
存
在
へ
と
変
革
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う①
。

そ
れ
で
は
、
中
国
に
お
い
て
、「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
知
識
人
を
体
現
す
る
存

在
、
知
識
人
・
オ
ブ
・
知
識
人
と
は
誰
か
。
そ
れ
は
や
は
り
魯
迅
で
は
な
い
か
。
彼

は
二
〇
世
紀
を
通
じ
て

―
農
民
、
労
働
者
で
あ
れ
、
ひ
い
て
は
中
国
人
一
般
で
あ

れ

―
人
民
の
模
範
と
な
る
人
物
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
存
命
中
は
も
ち
ろ
ん
、

一
九
四
九
年
以
降
の
社
会
主
義
革
命
の
時
期
な
ら
ば
、
農
民
、
労
働
者
を
導
く
革
命

の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
。
さ
ら
に
、
改
革
開
放
以
降
の
資
本
主
義
流
入
の
時
代
で
も
、

「
世
の
た
め
人
の
た
め
」
に
働
い
た
倫
理
、
道
徳
の
体
現
者
と
し
て
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
一
つ
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
魯
迅
の
小
説
を
読
ん
で

み
る
と
、
知
識
人
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
々
が
、
ほ
と
ん
ど
誰
の
役
に
も
、
何
の
役

に
も
立
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
孔
乙
己
」
の
孔
乙
己
、「
白
光
」
の

陳
士
成
、「
酒
楼
に
て
」
の
呂
緯
甫
。
彼
ら
は
、
い
ず
れ
も
過
去
の
因
習
に
取
り
残
さ

【
魯
迅
の
描
く
知
識
人
像
】
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れ
た
ま
ま
、
歴
史
の
闇
の
中
へ
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
人
々
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
故
郷
」
の
私
、「
傷
逝
」
の
涓
生
、「
孤
独
者
」
の
魏
連
殳
な
ど
、
中
国
の
近
代
化
の

た
め
に
尽
く
そ
う
と
す
る
人
々
で
あ
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
魯
迅
は
自
分
自
身
を
含
め
、
知
識
人
を
「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」

存
在
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
魯
迅
の
小
説
に
描
か
れ
る
知
識
人

像
に
注
目
し
な
が
ら
、
二
〇
世
紀
中
国
の
知
識
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

た
い
。
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
、「
狂
人
日
記
」
と
、「
非
攻
」
で
あ
る
。
知
識

人
は
誰
の
た
め
に
尽
く
す
の
だ
ろ
う
？

二　

  

研
究
し
て
み
な
い
こ
と
に
は
わ
か
ら
な
い

―「
狂
人
日
記
」

「
狂
人
日
記
」
は
中
国
文
学
史
に
お
い
て
、中
国
近
代
文
学
の
出
発
点
と
説
明
さ
れ

る
こ
と
の
多
い
作
品
で
あ
る②
。
こ
の
作
品
は
一
九
一
八
年
、
雑
誌
『
新
青
年
』
第
四

巻
第
五
号
に
発
表
さ
れ
た
後
、
短
編
小
説
集
『
吶
喊
』（
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
）
に
収

め
ら
れ
た
。
執
筆
時
期
は
文
末
に
よ
る
と
一
九
一
八
年
四
月
で
あ
る
。

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
雑
誌
『
新
青
年
』
や
短
編
小
説
「
狂
人
日
記
」
が
画
期

的
だ
っ
た
の
は
、
白
話
（
俗
語
体
）
で
書
か
れ
た
小
説
、
つ
ま
り
白
話
小
説
を
、
知
識

人
が
用
い
る
べ
き
媒
体
へ
と
押
し
上
げ
た
点
に
あ
る
。
な
お
、
伝
統
的
な
白
話
小
説

と
は
、『
水
滸
伝
』（
明
）
や
『
紅
楼
夢
』（
清
）
な
ど
、
俗
語
体
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

小
説
を
指
す
。

中
国
で
は
二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
伝
統
的
な
白
話
小
説
だ
け
で
は
な
く
、
Ｓ
Ｆ
小

説
や
探
偵
小
説
な
ど
、西
洋
の
小
説
の
影
響
を
受
け
た
作
品
が
隆
盛
を
極
め
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、伝
統
中
国
に
お
け
る
知
識
人
に
と
っ
て
、白
話
小
説
が
大
衆
の
俗
っ

ぽ
い
お
遊
び
に
す
ぎ
な
か
っ
た
点
は
確
認
し
て
お
き
た
い③
。
彼
ら
は
皇
帝
の
統
べ
る

中
華
帝
国
に
仕
え
る
身
分
で
あ
っ
た
た
め
、
統
治
の
言
葉
で
あ
る
文
言
を
用
い
る
必

要
が
あ
っ
た
。
な
お
か
つ
、
彼
ら
に
と
っ
て
正
統
で
あ
っ
た
形
式
と
は
、
大
衆
の
好

む
白
話
小
説
や
戯
曲
で
は
な
く
、
文
言
で
書
か
れ
る
詩
・
文
（
い
わ
ゆ
る
漢
詩
、
漢
文
）

に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
に
は
中
華
帝
国
そ
の
も
の
の
存

在
根
拠
が
危
う
く
な
り
、
文
言
、
お
よ
び
詩
・
文
に
価
値
が
見
出
せ
な
く
な
っ
て
い

た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、『
新
青
年
』
同
人
が
特
徴
的
だ
っ
た
の

は
、
知
識
人
の
存
在
根
拠
を
、
皇
帝
か
ら
大
衆
へ
と
転
換
さ
せ
よ
う
と
し
た
点
に
あ

る
。
著
名
な
陳
独
秀
の
「
文
学
革
命
論
」
や
胡
適
の
「
文
学
改
良
芻
議
」
は
、
い
ず

れ
も
知
識
人
の
道
具
を
文
言
か
ら
白
話
へ
、
詩
・
文
か
ら
小
説
・
戯
曲
へ
と
移
行
す

る
こ
と
を
訴
え
て
い
た
。
彼
ら
は
、
中
華
帝
国
の
権
威
失
墜
を
目
の
当
た
り
に
し
た

が
ゆ
え
に
、「
反
封
建
」、「
反
伝
統
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
大
衆
と
い
う
価
値

基
準
を
作
り
出
し
た
と
も
い
え
る
。

「
狂
人
日
記
」
も
ま
た
、
白
話
を
、
新
し
い
時
代
の
知
識
人
の
道
具
と
し
て
見
せ
よ

う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
魯
迅
は
「
狂
人
日
記
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
あ
え
て
文

言
で
も
っ
て
断
り
書
き
を
挿
入
し
て
い
る
。
こ
の
断
り
書
き
の
語
り
手
は
、「
余
」
と

呼
ば
れ
る
人
物
で
あ
る
。「
余
」
に
よ
る
と
、旧
友
の
弟
が
「
被
害
妄
想
狂
」
に
陥
っ

て
お
り
、「
医
学
の
研
究
材
料
」
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
「
狂
人
日
記
」
と
題
さ
れ
た

文
章
を
編
ん
だ
ら
し
い
。「
余
」
が
白
話
で
書
か
れ
た
日
記
に
価
値
を
見
出
し
、古
い

知
識
人
に
対
し
て
、
文
言
で
紹
介
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
彼
は
文
言

（
知
識
人
の
道
具
）
の
立
場
を
否
定
し
な
い
形
で
、
白
話
（
大
衆
の
道
具
）
が
有
用
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

実
際
に
日
記
を
読
ん
で
み
よ
う
。「
狂
人
日
記
」
は
、余
の
旧
友
の
弟
で
あ
る
「
狂

人
」
が
、
白
話
で
独
白
す
る
と
い
う
形
で
進
ん
で
い
る
。

「
狂
人
日
記
」
の
「
狂
人
」
の
特
徴
の
一
つ
は
、
彼
が
自
分
の
目
で
社
会
を
観
察

し
、
自
分
の
頭
で
物
事
を
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
狂
人
」
は
、「
夜
、

ど
う
し
て
も
睡
れ
な
い
。
も
の
事
は
す
べ
て
、
研
究
し
て
み
な
い
と
わ
か
ら
ん
も
の
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だ
」④
と
述
べ
て
、
村
の
人
々
に
つ
い
て
「
研
究
」
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
次
の
引
用

は
、
そ
の
後
に
同
じ
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
て
、
古
典
籍
を
繙
い
た
シ
ー
ン
で
あ
る
。

も
の
事
は
す
べ
て
、
研
究
し
て
み
な
い
こ
と
に
は
わ
か
ら
な
い
。
む
か
し
か

ら
絶
え
ず
、
人
間
を
食
っ
た
と
俺
は
覚
え
て
い
る
が
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な

い
。
お
れ
は
歴
史
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
調
べ
て
み
た
。
こ
の
歴
史
に
は
年
代
が

な
く
て
、
ど
の
ペ
ー
ジ
に
も
「
仁
義
道
徳
」
な
ど
の
字
が
く
ね
く
ね
書
い
て
あ

る
。⑤

こ
こ
で
「
狂
人
」
が
「
研
究
」
す
る
と
い
う
の
は
、
一
つ
に
物
事
を
観
察
す
る
こ

と
、
も
う
一
つ
に
は
読
書
す
る
こ
と
を
指
す
。
彼
が
「
歴
史
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
調

べ
て
み
た
」
と
い
う
の
は
、四
書
五
経
な
ど
の
経
典
を
調
査
し
た
事
実
を
意
味
す
る
。

重
要
な
の
は
、「
狂
人
」
が
、
四
書
五
経
の
世
界
に
没
入
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
批
判
的
に
古
典
籍
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
は
、
冷
静
に
物
事

を
判
断
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、「
静
坐
」
を
し
て
、
精
神
を
落
ち
つ
け
る
こ
と
も
忘

れ
な
い
。
こ
う
し
た
鍛
錬
の
結
果
、「
俺
自
身
が
食
わ
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
依
然
と
し

て
俺
は
人
間
を
食
う
人
間
の
弟
だ
」⑥
と
、
自
分
自
身
に
被
害
が
及
ん
で
い
る
こ
と
に

も
思
い
至
る
。
さ
ら
に
、「
お
れ
は
、
人
間
を
食
う
人
間
を
呪
う
の
に
、
ま
ず
兄
貴
か

ら
呪
い
は
じ
め
よ
う
。
人
間
を
食
う
人
間
を
改
心
さ
せ
る
の
に
、
ま
ず
兄
貴
か
ら
改

心
さ
せ
よ
う
」⑦
と
、
兄
を
改
心
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
主
人
公
の
「
狂
人
」
は
観
察
と

読
書
を
通
じ
て
、「
食
人
」
思
想
を
発
見
す
る
の
で
あ
っ
た
。

「
狂
人
日
記
」
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、「
狂
人
」
が
「
研
究
」
を
進
め
る
に
つ
れ

て
、
次
第
に
兄
を
含
め
て
、
他
で
も
な
い
自
分
た
ち
が
「
人
間
を
食
う
」
人
間
だ
と

思
い
至
る
点
で
あ
る
。

お
れ
は
知
ら
ぬ
間
に
、
妹
の
肉
を
食
わ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
は
い
え
ん
。
い
ま

番
が
お
れ
に
廻
っ
て
き
て
…
…

四
千
年
の
食
人
の
歴
史
を
も
つ
お
れ
。
は
じ
め
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
い

ま
わ
か
っ
た
。
真
実
の
人
間
の
得
が
た
さ
。⑧

「
狂
人
」
は
、
自
ら
の
頭
で
考
え
て
、
そ
し
て
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
書
籍
を
通
じ

て
「
研
究
」
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
自
分
た
ち
が
「
四
千
年
の
食
人

の
歴
史
を
も
つ
」
と
気
づ
き
、
自
分
自
身
こ
そ
が
加
害
者
だ
と
自
覚
す
る
わ
け
で
あ

る
。古

典
文
学
研
究
者
の
齋
藤
希
史
は
、
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
つ
い
て
、「
漢
文
脈
」

か
ら
の
離
脱
と
い
う
観
点
で
見
取
り
図
を
描
い
て
い
る⑨
。
齋
藤
希
史
に
よ
る
と
、
前

近
代
の
東
ア
ジ
ア
の
知
識
人
に
と
っ
て
、
読
書
と
は
、
四
書
五
経
を
中
心
と
す
る
古

典
籍
の
文
脈
＝
「
漢
文
脈
」
の
文
体
に
、
自
己
の
文
体
を
参
入
さ
せ
る
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
、
あ
る
文
章
を
書
く
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
考

え
よ
り
も
、
古
典
籍
の
文
体
、
文
脈
の
模
倣
を
優
先
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
「
漢
文
脈
」
か
ら
離
脱
し
、
古
人
の
普
遍
的
な
思

想
よ
り
も
、
固
有
の
地
域
性
や
知
識
人
個
人
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
重
視
し
よ
う
と

す
る
傾
向
が
強
く
な
る
と
い
う
。

中
国
の
一
九
二
〇
、
三
〇
年
代
も
ま
た
、
齋
藤
希
史
の
述
べ
る
「
漢
文
脈
」
か
ら

の
離
脱
を
、
数
多
く
の
文
学
者
が
行
っ
た
時
期
に
当
た
る
。
先
述
し
た
『
新
青
年
』

同
人
は
も
ち
ろ
ん
、
魯
迅
の
弟
、
周
作
人
（
一
八
八
五
〜
一
九
六
七
）
も
一
九
二
〇
年

代
前
半
に
「
人
の
文
学
」
を
提
唱
し
、
大
衆
文
化
に
新
し
い
社
会
の
基
礎
を
見
出
し

て
い
た
。
彼
が
知
識
人
の
道
具
で
あ
る
文
言

―
「
漢
文
脈
」
の
模
倣

―
を
嫌
い
、

大
衆
の
道
具
、
白
話
に
価
値
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
も
有
名
で

あ
る
。
ま
た
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
は
、
主
に
若
手
の
知
識
人
が
マ
ル
ク
ス
主
義

を
信
奉
し
、「
革
命
文
学
論
争
」
と
い
う
学
史
上
有
名
な
論
争
を
起
こ
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
彼
ら
は
階
級
の
立
場
を
堅
持
し
、
あ
る
者
は
自
ら
大
衆
の
中
に
入
っ
て
彼
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ら
の
思
考
や
生
活
を
学
習
し
、「
漢
文
脈
」
か
ら
の
離
脱
を
目
指
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
て
見
る
と
、「
狂
人
日
記
」
が
特
徴
的
な
の
は
、
知
識
人
を
、「
漢
文
脈
」

を
模
倣
す
る
「
皇
帝
の
た
め
に
尽
く
す
」
存
在
か
ら
、
新
し
い
国
家
建
設
を
目
指
す

「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
存
在
へ
と
変
革
し
よ
う
と
し
て
い
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
お
も
見
逃
せ
な
い
の
は
、
魯
迅
が
「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」

存
在
を
、あ
く
ま
で
も
「
狂
人
」
と
呼
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。「
狂
人
日
記
」
の
「
狂

人
」
は
、
ま
さ
に
『
新
青
年
』
同
人
が
目
指
す
よ
う
に
、
自
分
の
目
で
社
会
を
観
察

し
、
自
分
の
頭
で
考
え
よ
う
と
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
前
近
代
の
知
識
人

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
人
間
は
、「
狂
人
」
と
呼
ば
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
『
新
青
年
』
の
方
向
性
か
ら
言
え
ば
、
大
衆
の
リ
ー
ダ
ー

へ
の
自
覚
、
つ
ま
り
「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
こ
と
は
、
決
し
て
「
狂
人
」
と
は

言
え
な
い
は
ず
で
は
な
い
か
。

魯
迅
は
「
狂
人
日
記
」
に
お
い
て
、
自
分
の
個
性
で
も
っ
て
考
え
る
人
間
に
、
前

近
代
的
な
「
人
を
食
う
」
社
会
を
糾
弾
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
糾
弾
す
る
側

の
人
間
を
も
「
狂
人
」
と
呼
び
、
全
面
的
に
肯
定
し
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
。
あ
た

か
も
、「
皇
帝
の
た
め
に
尽
く
す
」
存
在
、
そ
し
て
「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
存

在
、
ど
ち
ら
も
狂
っ
て
い
る
と
で
も
言
う
よ
う
に
。

三　

素
人
談
義
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か

―
「
非
攻
」

魯
迅
の
一
九
二
〇
、
三
〇
年
代
の
文
学
活
動
の
特
徴
の
一
つ
に
、
中
国
近
代
文
学

の
開
拓
者
と
い
う
評
価
と
は
別
に
、
中
国
古
典
文
学
研
究
者
と
し
て
の
側
面
が
あ
っ

た
点
を
挙
げ
ら
れ
る⑩
。

例
え
ば
、『
中
国
小
説
史
略
』（
一
九
二
三
〜
一
九
二
四
年
）
は
、
中
国
に
お
け
る
小

説
の
流
れ
を
追
っ
た
文
学
史
と
し
て
、
今
日
に
お
い
て
も
名
高
い
。
ま
た
、
唐
代
、

宋
代
の
伝
奇
小
説
を
編
纂
し
た
『
唐
宋
伝
奇
集
』（
一
九
二
七
〜
一
九
二
八
年
）
や
、六

朝
の
志
怪
小
説
を
収
集
し
た
『
古
小
説
鈎
沈
』（
一
九
三
八
年
）
な
ど
、
散
逸
し
て
い

た
作
品
を
整
理
す
る
作
業
に
つ
い
て
も
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作

者
の
彼
自
身
が
一
九
二
〇
、
三
〇
年
代
を
通
じ
て
、
ま
さ
に
「
狂
人
」
の
よ
う
に
古

典
籍
を
読
み
直
す
作
業
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
古
典
文
学
研

究
者
と
し
て
の
魯
迅
が
、同
時
期
に
お
い
て
一
貫
し
て
書
き
続
け
て
い
た
小
説
こ
そ
、

『
故
事
新
編
』
所
収
の
短
編
小
説
群
で
あ
っ
た
。

短
編
小
説
集
『
故
事
新
編
』
は
一
九
三
六
年
、
上
海
の
文
化
生
活
社
か
ら
出
版
さ

れ
た
。
収
録
作
品
は
「
自
序
」
と
全
八
篇
の
短
編
小
説
。「
自
序
」
に
よ
る
と
、作
品

は
最
初
の
一
九
二
二
年
末
「
不
周
山
」（
後
に
「
補
天
」
と
改
題
）
か
ら
一
九
三
五
年
ま

で
、
一
三
年
も
の
歳
月
を
費
や
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
最
初
は
「
単
に
フ
ロ
イ
ト
説

を
も
っ
て
創
造

―
人
間
と
文
学
と
の

―
の
起
源
を
解
釈
」⑪
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
書
き
進
め
て
い
た
ら
し
い
が
、
徐
々
に
本
来
の
目
的
を
離
れ
、「
マ
ジ
メ
か
ら
フ

ザ
ケ
に
落
ち
た
」⑫
ら
し
い
。

一
九
二
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
「
フ
ロ
イ
ト
説
」
と
い
う
科
学
を
小
説
に
盛
り
込

も
う
と
す
る
態
度
は
、「
医
学
の
材
料
」
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
「
狂
人
日
記
」
と
も

相
通
じ
る
。
何
よ
り
、
も
と
も
と
医
学
を
専
攻
し
て
い
た
魯
迅
に
と
っ
て
、
科
学
は

一
貫
し
て
興
味
の
対
象
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
マ
ジ
メ

か
ら
フ
ザ
ケ
に
落
ち
た
」
の
か
。
魯
迅
自
身
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代

を
通
じ
て
、
い
か
な
る
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
「
非
攻
」
と
い
う
短
編
小
説
を
取
り
上
げ
て
、
一
九
三
〇
年
代
中
期
の
小

説
に
見
え
る
知
識
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
な
お
、「
非
攻
」
の
主

人
公
の
墨
子
は
、
魯
迅
が
最
も
敬
愛
し
て
い
た
知
識
人
で
も
あ
っ
た
。

一
つ
目
に
墨
子
の
人
物
像
で
特
徴
的
な
の
は
、「
非
攻
」
の
墨
子
が
「
狂
人
日
記
」

の
「
狂
人
」
と
異
な
り
、
読
書
を
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
試
み
に
冒
頭
付
近
の
文

章
を
見
て
み
よ
う
。
次
の
引
用
は
、
主
人
公
の
墨
子
が
、
弟
子
の
耕
柱
子
と
話
を
す

る
シ
ー
ン
で
あ
る
。
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「
先
生
は
楚
国
へ
行
か
れ
ま
す
の
で
？
」

「
そ
う
だ
。
知
っ
て
い
た
か
」
墨
子
は
、耕
柱
子
に
水
で
玉
蜀
黍
の
粉
を
こ
ね

さ
せ
、
自
分
は
火
打
石
と
も
ぐ
さ
で
火
を
起
し
て
、
枯
枝
を
燃
し
て
湯
を
沸
か

し
た
。
そ
の
焰
を
見
つ
め
な
が
ら
、ゆ
っ
く
り
し
た
口
調
で
言
っ
た
。「
わ
し
ら

の
古
い
同
郷
の
公
輸
般
、
あ
れ
は
、
少
し
ば
か
り
自
分
が
賢
い
の
を
頼
ん
で
、

と
か
く
騒
ぎ
ば
か
り
起
し
た
が
る
。（
後
略
）」⑬

以
上
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
非
攻
」
で
は
、
墨
子
は
と
に
か
く
あ
ち
こ

ち
動
き
回
っ
て
い
る
。
客
人
が
来
て
も
、
ど
こ
か
に
行
っ
て
い
て
不
在
か
、
バ
タ
バ

タ
と
家
事
を
し
な
が
ら
話
を
進
め
て
い
る
。
彼
は
「
狂
人
」
の
よ
う
に
「
静
坐
」
を

し
て
読
書
す
る
存
在
で
は
な
く
、書
を
捨
て
て
街
へ
出
る
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
を
読
ん
で
み
て
も
、
墨
子
が
い
か
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
行
動
し
て
い
る

の
か
が
よ
く
分
か
る
。
墨
子
は
大
国
の
楚
が
、
母
国
の
宋
に
攻
め
入
る
と
聞
い
て
、

す
ぐ
さ
ま
楚
の
国
へ
と
向
か
う
。
そ
の
際
に
も
、「
草
鞋
の
底
は
す
り
切
れ
て
大
き
な

穴
が
あ
い
て
」⑭
、
足
に
豆
が
出
き
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
彼
は
少
し

も
気
に
か
け
ず
に
歩
き
つ
づ
け
」⑮
る
。
ま
た
、
大
げ
さ
な
言
葉
を
振
り
か
ざ
す
よ
う

な
人
々
に
は
「
玄
虚
を
も
て
あ
そ
ぶ
な
」⑯
と
厳
し
く
叱
り
つ
け
る
。
さ
ら
に
、
楚
王

に
謁
見
し
た
時
も
、
言
葉
だ
け
で
説
得
す
る
の
で
は
な
く
、
模
擬
戦
を
行
っ
て
リ
ア

リ
テ
ィ
を
高
め
る
努
力
を
怠
ら
な
い
。「
非
攻
」
の
墨
子
は
、言
葉
や
知
識
だ
け
を
頼

り
に
生
き
る
人
間
で
は
な
く
、徹
底
し
て
現
実
を
担
保
に
行
動
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
特
徴
的
な
の
は
、魯
迅
が
墨
子
と
い
う
知
識
人
を
、突
出
し
た
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
意
識
が
最
も
表
出
し
て
い
る
の
が
、「
非

攻
」
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
あ
ろ
う
。

墨
子
は
、
帰
り
の
道
は
や
や
ゆ
っ
く
り
歩
い
た
。（
中
略
）
し
か
し
、
行
き
の

と
き
よ
り
も
ひ
ど
い
目
に
合
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
宋
国
の
国
境
へ
入
っ
た
途

端
に
二
度
も
取
り
調
べ
を
受
け
た
。
都
城
の
近
く
へ
来
た
と
き
、
救
国
義
捐
金

募
集
隊
に
つ
か
ま
っ
て
、
ぼ
ろ
風
呂
敷
を
寄
付
さ
せ
ら
れ
た
。
南
門
外
に
着
く

と
、
こ
ん
ど
は
大
雨
に
あ
っ
て
、
城
門
の
下
へ
雨
宿
り
を
し
よ
う
と
す
る
と
、

武
器
を
も
っ
た
二
人
の
巡
邏
兵
に
追
い
立
て
ら
れ
て
、
全
身
び
し
ょ
濡
れ
に
な

り
、
お
陰
で
十
日
以
上
も
鼻
が
つ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。⑰

こ
の
描
写
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
墨
子
が
大
衆
の
リ
ー
ダ
ー
で
も
な
ん
で
も
な

く
、大
衆
の
一
員
に
過
ぎ
な
い
事
実
が
暴
か
れ
て
い
る
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
狂

人
日
記
」
の
「
狂
人
」
と
は
異
な
り
、
墨
子
は
大
衆
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
、
あ

る
い
は
大
衆
を
超
越
す
る
存
在
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
子
ど
も
を
救
え
…
…
」⑱

の
よ
う
な
、「
マ
ジ
メ
」
な
セ
リ
フ
も
出
て
こ
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
魯
迅
は
「
非
攻
」
を
通
じ
て
、
知
識
人
最
大
の
武
器
で
あ
る

は
ず
の
言
葉
の
効
用
を
否
定
し
、
な
お
か
つ
知
識
人
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
に
も
疑

問
符
を
付
け
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

こ
こ
で
視
点
を
変
え
て
注
目
し
た
い
の
は
、
魯
迅
が
「
非
攻
」
に
お
い
て
、
小
説

の
言
葉
そ
の
も
の
を
解
体
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
三
〇

年
代
の
上
海
で
、「
フ
ロ
イ
ト
説
」で
書
い
た
歴
史
小
説
と
い
え
ば
、施
蟄
存（
一
九
〇
五

〜
二
〇
〇
三
）
の
短
編
小
説
集
『
将
軍
底
頭
』（
新
中
国
書
局
、
一
九
三
一
年
）
所
収
の

作
品
が
あ
る⑲
。
施
蟄
存
は
、
精
神
分
析
で
も
っ
て
古
典
小
説
を
再
解
釈
し
、
中
国
近

代
文
学
に
お
い
て
新
し
い
言
葉
実
験
を
行
っ
て
い
て
名
高
い⑳
。
そ
の
一
方
で
、
魯
迅

が
行
っ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
小
説
に
生
活
感
あ
ふ
れ
る
デ
ィ
テ
ー
ル
持
ち
込
ん
だ

り
、
時
事
ネ
タ
、
ジ
ョ
ー
ク
を
散
り
ば
め
た
り
と
、
言
葉
を
い
わ
ば
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ

に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
が
「
フ
ロ
イ
ト
説
」
を
基
礎
と
す
る
「
マ
ジ
メ
」
か
ら
、

『
故
事
新
編
』
の
「
フ
ザ
ケ
に
落
ち
た
」
と
述
べ
て
い
た
の
は
、こ
う
し
た
点
で
あ
ろ
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う
。例

え
ば
、
魯
迅
が
同
時
期
に
お
い
て
、
漢
字
を
用
い
る
中
国
語
と
い
う
言
語
に
対

し
て
、
嫌
悪
感
を
表
明
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
彼
は
「
非
攻
」
を
書
い
た

同
じ
月
に
、「
門
外
文
談
」（『
申
報
』「
自
由
談
」
一
九
三
四
年
八
月
二
十
四
日
〜
九
月
十

日
）
い
う
長
い
文
章
を
連
載
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
今
日
に
お
い
て
、
漢
字
の
存

在
を
否
定
し
、
中
国
語
の
「
ラ
テ
ン
化
」
を
訴
え
た
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る㉑
。
本

稿
で
も
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
彼
が
古
代
か
ら
近
代
ま
で
、
知
識
人
が
い
か
に

漢
字
と
い
う
難
解
な
代
物
格
闘
し
て
き
た
の
か
、
大
き
な
見
取
り
図
を
描
い
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。「
門
外
文
談
」
に
よ
れ
ば
、二
〇
世
紀
の
中
国
が
世
界
か
ら
立
ち
遅
れ

て
い
る
の
は
、
中
国
人
が
漢
字
を
用
い
る
言
葉
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
い
る
た

め
ら
し
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
魯
迅
が
「
非
攻
」
で
行
っ
て
い
た
の
は
、
言
葉
の

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
知
識
人
が
虚
構
の
存
在
に
過
ぎ
な
い
と
暴
き
出
す
こ

と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
故
事
新
編
』
の
他
の
小
説
も
同
じ
で
あ
る
。『
故
事
新
編
』
に
収
め
ら
れ
た
小
説

に
お
い
て
、
知
識
人
が
主
人
公
と
な
る
の
は
、「
非
攻
」
の
他
に
、「
理
水
」、「
采
薇
」、

「
出
関
」、「
起
死
」
の
計
五
篇
で
あ
る
。「
理
水
」
の
知
識
人
は
議
論
す
る
だ
け
で
実

行
力
が
な
い
。「
采
薇
」の
伯
夷
と
叔
斉
は
臆
病
で
哀
れ
な
形
象
と
な
っ
て
い
る
。「
出

関
」
の
老
子
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
し
、「
起
死
」
の
荘
子
は
呪
文

（
言
葉
）
の
せ
い
で
さ
ん
ざ
ん
な
目
に
遭
っ
て
し
ま
う
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
言
葉
で

も
っ
て
自
己
証
明
を
行
お
う
と
し
て
、
失
敗
し
て
し
ま
う
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
魯

迅
は
『
故
事
新
編
』
に
お
い
て
、
言
葉
の
力
を
信
じ
、
そ
し
て
言
葉
に
と
ら
わ
れ
た

中
国
の
知
識
人
を
批
判
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

魯
迅
は
一
九
一
〇
年
代
後
半
の
「
狂
人
日
記
」
に
お
い
て
、「
皇
帝
の
た
め
に
尽
く

す
」
知
識
人
か
ら
、「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
知
識
人
へ
の
変
革
の
不
可
能
性
を
描

い
て
い
た
。
同
じ
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
中
頃
の
「
非
攻
」
で
は
、「
人
民
の
た
め
に

尽
く
す
」
こ
と
が
、
知
識
人
の
存
在
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
と
訴
え
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
確
か
に
墨
子
は
宋
の
国
を
守
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
そ
う
や
っ

て
「
人
民
の
た
め
に
」
行
動
し
た
結
果
、「
全
身
び
し
ょ
濡
れ
に
な
り
、
お
陰
で
十
日

以
上
も
鼻
が
つ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
だ
っ
た
。

魯
迅
に
と
っ
て
は
、「
漢
文
脈
」
を
模
倣
す
る
皇
帝
の
た
め
の
言
葉
も
、
新
し
い
中

国
の
国
家
建
設
を
導
く
大
衆
の
た
め
の
言
葉
も
必
要
な
い
。
ま
た
、
文
学
の
芸
術
性

を
高
め
る
よ
う
な
、
精
神
分
析
の
言
葉
も
い
ら
な
い
。
彼
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、

む
し
ろ
誰
の
た
め
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
「
フ
ザ
ケ
」
調
子
で
あ
り
、「
門
外
文
談
」

（
素
人
談
義
）
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
知
識
人
固
有
の
「
マ
ジ
メ
」

な
ど
存
在
し
な
い
。
言
葉
な
ど
、
人
間
な
ら
ば
誰
も
が
使
え
る
も
の
。
だ
っ
た
ら
素

人
談
義
で
「
フ
ザ
ケ
」
て
し
ま
え
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。

四　

誰
の
た
め
に
尽
く
す
の
か
？

本
稿
の
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
中
国
の
知
識
人
は
、
自
己
の
存
在

根
拠
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
境
の
中
に
あ
っ
た
。

一
九
二
〇
、
三
〇
年
代
の
新
文
学
者
が
重
視
し
た
の
は
、
知
識
人
を
「
皇
帝
の
た

め
に
尽
く
す
」
存
在
か
ら
「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
存
在
へ
と
変
革
さ
せ
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
古
い
中
国
を
打
破
し
よ
う
。「
反
封
建
」、「
反
伝
統
」
を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
掲
げ
、
西
洋
諸
国
の
よ
う
な
近
代
的
な
国
家
を
建
設
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い

や
、
そ
れ
よ
り
も
農
民
や
労
働
者
、
社
会
の
下
層
に
い
る
人
々
の
た
め
に
働
く
べ
き

だ
。
科
学
に
基
づ
い
た
現
実
認
識
を
行
い
、
社
会
主
義
革
命
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
…
…
。
紆
余
曲
折
を
経
た
後
、
一
九
四
〇
年
代
以
降
の
知
識
人
は
、
政
治
の

力
に
よ
り
「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
晴
れ
て
新
し
い
社

会
の
一
員
と
な
っ
た
。

同
じ
よ
う
に
、
魯
迅
は
今
日
ま
で
、「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
知
識
人
の
代
表
的
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人
物
と
見
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
検
討
し
た
の
は
、
一
九
二
〇
、

三
〇
年
代
を
通
じ
て
、「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
存
在
を
、
あ
え
て
死
滅
さ
せ
る
方

向
へ
進
ん
で
い
た
点
で
あ
る
。
彼
は
一
九
一
〇
年
代
後
半
の
「
狂
人
日
記
」
で
は
、

大
衆
を
救
お
う
と
す
る
人
物
に
可
能
性
を
見
出
し
つ
つ
も
、「
狂
人
」
と
い
う
留
保
を

付
け
て
い
た
。
そ
し
て
、一
九
三
〇
年
代
中
頃
の
「
非
攻
」
に
な
る
と
、大
衆
を
救
っ

た
墨
子
を
、あ
た
か
も
邪
魔
者
か
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。魯
迅
は
一
九
二
〇
、
三
〇

年
代
を
通
じ
て
、「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
人
間
を
、
消
し
去
ろ
う
と
し
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。

そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
知
識
人
を
「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
存
在
と
言
葉
で

規
定
す
る
こ
と
に
対
す
る
、
魯
迅
の
危
機
感
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
魯
迅
は
「
狂
人
日
記
」
と
「
非
攻
」
の
ち
ょ
う
ど
間
の
時
期
に
、
農
民
、

労
働
者
の
た
め
に
尽
く
し
て
い
な
い
と
非
難
を
浴
び
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
先
述
し
た

「
革
命
文
学
論
争
」
に
お
い
て
、
若
い
知
識
人
た
ち
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
基
づ
く
階

級
性
の
立
場
か
ら
、
彼
を
上
層
階
級
に
居
座
る
人
間
と
し
て
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
の
魯
迅
が
、
そ
う
し
た
若
者
の
行
動
こ
そ
が
、
現
実
か
ら
乖

離
し
て
い
る
と
素
早
く
見
抜
い
て
い
た
点
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、

彼
ら
の
唱
え
る
「
革
命
文
学
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
、
彼
ら
の
重
視
す
る
大
衆
と

い
う
存
在
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
単
な
る
言
葉
や
概
念
に
過
ぎ
ず
、
現
実
と
は
何
一
つ

関
係
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
見
て
み
る
と
、
魯
迅
が
「
狂
人
日
記
」
の
日
記
の
書
き
手
を
「
狂
人
」
と
呼

ん
で
い
た
の
は
、
当
の
「
狂
人
」
が
あ
く
ま
で
も
言
葉
の
中
か
ら
大
衆
を
見
出
し
て

い
た
か
ら
、
つ
ま
り
現
実
の
大
衆
を
見
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
そ
う

で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
三
〇
年
代
の
『
故
事
新
編
』
に
お
い
て
、
あ
え
て
知
識
人

批
判
を
行
う
こ
と
で
、
若
い
知
識
人
た
ち
の
重
視
す
る
大
衆
が
、
単
な
る
概
念
に
過

ぎ
な
い
と
訴
え
た
の
で
は
な
い
か
。
中
国
で
は
一
九
二
〇
、
三
〇
年
代
を
通
じ
て
、

多
く
の
若
い
知
識
人
た
ち
が
、
あ
た
か
も
「
狂
人
」
の
よ
う
に
、
現
実
か
ら
遊
離
す

る
大
衆
を
実
体
化
さ
せ
て
い
た
。
魯
迅
は
、
こ
う
し
た
潮
流
に
対
し
て
危
機
感
を
抱

き
つ
つ
、
小
説
を
書
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

知
識
人
は
、
大
衆
を
発
見
す
る
こ
と
で
、
や
っ
と
知
識
人
へ
と
変
化
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
知
識
人
が
大
衆
に
近
づ
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
現
実
の
、
リ
ア
ル

の
大
衆
は
、
ど
ん
ど
ん
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。

歴
史
的
な
帰
結
と
し
て
、
二
〇
世
紀
中
国
で
は
、
知
識
人
は
大
衆
の
存
在
に
よ
り
、

明
確
な
社
会
的
地
位
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。さ
ら
に
中
華
人
民
共
和
国
以
降
で
は
、

大
衆
は
人
民
と
な
り
、
知
識
人
も
「
人
民
の
た
め
に
尽
く
す
」
存
在
へ
と
な
る
。
け

れ
ど
も
、
大
衆
＝
人
民
は
言
葉
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
現
実
の

知
識
人
と
大
衆
は
ま
す
ま
す
乖
離
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
中
国
の
知
識
人
は

一
九
六
〇
、
七
〇
年
代
、
現
実
の
大
衆
に
直
面
し
、
ま
さ
に
言
葉
で
は
言
い
尽
く
せ

な
い
ほ
ど
の
過
酷
な
現
実
に
自
ら
の
身
を
さ
ら
す
事
態
と
な
る
。

知
識
人
は
誰
の
た
め
に
尽
く
す
の
か
？　

魯
迅
は
一
人
の
知
識
人
と
し
て
、
知
識

人
と
い
う
存
在
の
備
え
る
危
う
さ
を
、
充
分
に
分
か
っ
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

注①　
毛
沢
東
は
一
九
四
二
年
五
月
の
「
延
安
文
芸
座
談
会
に
お
け
る
講
話
」（
通
称
「
文

芸
講
話
」）
に
よ
り
、
知
識
人
を
「
労
農
兵
の
た
め
に
尽
く
す
」
存
在
と
規
定
し
て
い

る
。

②　

た
だ
し
、
今
日
に
お
い
て
は
、「
近
代
」
や
「
近
代
文
学
」
の
捉
え
直
し
が
進
ん
で

い
る
た
め
、「
狂
人
日
記
」
を
「
中
国
近
代
文
学
の
出
発
点
」
と
考
え
る
研
究
者
は
、

少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
し
い
近
代
文
学
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、

大
東
和
重
、
神
谷
ま
り
子
、
城
山
拓
也
編
『
中
国
現
代
文
学
傑
作
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

―

一
九
一
〇
‐
四
〇
年
代
の
モ
ダ
ン
・
通
俗
・
戦
争
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
な

ど
参
照
。

③　

中
国
語
に
は
、
書
き
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
、
文
言
（
い
わ
ゆ
る
漢
文
）
と
白
話
（
話
し

言
葉
を
取
り
入
れ
た
俗
語
体
）
の
対
立
。
話
し
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
、普
通
語
（
い
わ
ゆ
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る
標
準
語
）
と
方
言
（
た
だ
し
、
中
国
語
の
方
言
の
差
異
は
、
日
本
語
の
そ
れ
よ
り
も

は
る
か
に
大
き
い
）
の
対
立
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
対
立
に
、
政
治
、
教
育
、
文
学
、

そ
れ
に
台
湾
、
香
港
な
ど
の
問
題
が
加
わ
る
と
、
複
雑
な
議
論
へ
と
発
展
す
る
。
村
田

雄
二
郎
「『
文
白
』
の
彼
方
に

―
近
代
中
国
に
お
け
る
国
語
問
題
」（『
思
想
』
八
五
三

号
、一
九
九
五
年
）
や
、平
田
昌
司
「
目
の
文
学
革
命
・
耳
の
文
学
革
命

―
一
九
二
〇

年
代
中
国
に
お
け
る
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
と
「
国
語
」
の
実
験
」（『
中
国
文
学
報
』
第
五
八

巻
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
参
照
。

④　
『
魯
迅
選
集
』
第
一
巻
、
一
六
頁
。

⑤　
『
魯
迅
選
集
』
第
一
巻
、
一
七
頁
。

⑥　
『
魯
迅
選
集
』
第
一
巻
、
一
九
頁
。

⑦　
『
魯
迅
選
集
』
第
一
巻
、
二
一
頁
。

⑧　
『
魯
迅
選
集
』
第
一
巻
、
二
七
頁
。

⑨　

齋
藤
希
史
『
漢
文
脈
と
近
代
日
本
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
七
年
、
初
出
。

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

⑩　

日
本
語
で
書
か
れ
た
魯
迅
の
古
典
研
究
に
関
す
る
研
究
は
、管
見
の
限
り
非
常
に
少

な
い
。
林
田
慎
之
助
『
魯
迅
の
な
か
の
古
典
』（
創
文
社
、
一
九
八
一
年
）
は
、
比
較

的
手
に
入
り
や
す
い
。

⑪　
『
魯
迅
選
集
』
第
三
巻
、
五
頁
。

⑫　
『
魯
迅
選
集
』
第
三
巻
、
五
頁
。

⑬　
『
魯
迅
選
集
』
第
三
巻
、
一
一
三
頁
。

⑭　
『
魯
迅
選
集
』
第
三
巻
、
一
一
四
頁
。

⑮　
『
魯
迅
選
集
』
第
三
巻
、
一
一
四
頁
。

⑯　
『
魯
迅
選
集
』
第
三
巻
、
一
一
六
頁
。

⑰　
『
魯
迅
選
集
』
第
三
巻
、
一
二
五
頁
。

⑱　
『
魯
迅
選
集
』
第
一
巻
、
二
七
頁
。

⑲　

日
本
語
で
は
施
蟄
存
著
、青
野
繁
治
訳
『
鳩
摩
羅
什
の
煩
悩

―
施
蟄
存
歴
史
小
説

集
』（
朋
友
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

⑳　

歴
史
小
説
で
は
な
い
が
、
中
国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
会
編
『
野
草
』
第
九
一
号
「
特

集
：
中
国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
を
読
み
直
す
」（
中
国
文
芸
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
）
で

は
、
施
蟄
存
の
短
編
小
説
「
魔
道
」
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

㉑　

た
だ
し
、
中
国
の
知
識
人
が
漢
字
を
嫌
う
の
は
、
近
代
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
武
田
雅
哉
『
蒼
頡
た
ち
の
宴

―
漢
字
の
神
話
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
筑
摩
書

房
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
参
照
。

（
本
学
言
語
教
育
セ
ン
タ
ー
外
国
語
嘱
託
講
師
）


