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侯
官
（
福
建
省
）
の
人
、
厳
復
(
Y
e
n
F
u
,
 1
8
5
3
 |
 19
2
1
)

が
T
.
H
・

ハッ

ク
ス
レ
イ
の
『
進
化
と
倫
理
』

(
E
0
o
l
u
t
i
o
n
aミ
d

E
t
h
i
e
s
)
を
訳
し
た
の
は

一
八
九
六
年
（
清
の
光
緒
二
十
二
年
）
の
夏
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
序
に
「
夏

日
年
ノ
如
シ
。
柳
ヵ
逐
訳
ヲ
ナ
ス
。
…
…
光
緒
丙
申
重
九
」
と
い
う
自
記
が
あ

る
。
だ
が
こ
の
中
国
に
お
け
る
西
書
の
古
典
的
訳
業
が
な
さ
れ
た
正
確
な
時
期

に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
り
、
一
八
九
五
年
、
あ
る
い
は
一
八
九
四
年
す

①
 

で
に
訳
了
さ
れ
た
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

T
.
H
・ハ

ッ
ク
ス
レ
イ
が
『
進
化
と
倫
理
』
に
「
序
論
」

(
P
r
o
l
e
g
o
m
e
n
a
)
を
書
き
加
え
、

そ
の
他
の
彼
の
試
論
と
合
せ
て
一
巻
と
し
て
、
広
く
こ
れ
を
世
に
問
う
た
の
は

一
八
九
四
年
で
あ
り
、
そ
の
「
序
」

(
P
r
e
f
a
c
e
)
の
最
後
に
「
一
八
九
四
年
七

R
 

月
」
の
日
附
が
あ
る
。
ま
た
一
方
に
お
い
て
、
一
八
九
四
年
に
は
清
国
は
日
本

と
開
戦
し
て
陸
海
軍
と
も
に
敗
北
し
て
お
り
、
厳
復
は
一
八
八

0
年
李
鴻
章
が

北
洋
海
軍
を
経
営
し
た
と
き
天
津
水
師
学
堂
の
総
教
習
に
任
ぜ
ら
れ
て
以
来
、

R
 

当
時
な
お
そ
の
首
脳
の
地
位
に
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
悠
々
た
る
大
国

と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
事
情
を
総
合
し
て
見
る
と
、

一
八
九
四
年
中
に
『
進
化

と
倫
理
』
が
訳
了
さ
れ
た
と
す
る
の
は
可
能
性
の
乏
し
い
こ
と
に
な
る
の
で
ほ

T
•
H
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
進
化
と
倫
理
」
を
め
ぐ
っ
て
1

そ
の
ニ
ー
（
堀
）

T
.
H
 ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の

味
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

あ
る
ま
い
か
。
が
そ
の
訳
了
の
時
点
の
問
題
は
し
ば
ら
く
措
い
て
、
厳
復
は
一

c
 

八
九
七
年
そ
の
稿
を
桐
城
の
呉
汝
綸
に
送
っ
て
序
を
乞
い
、
一
八
九
八
年
に
至

⑤

‘

‘

ヽ

ヽ

⑥

っ
て
そ
れ
は
刊
行
さ
れ
た
。
題
し
て
『
天
演
論
』
と
い
う
。
天
演
が
進
化
の
意

厳
復
が
こ
の
訳
業
を
完
成
す
る
た
め
に
払
っ
た
苦
心
の
並
々
で
な
か
っ
た
こ

と
は
、
こ
の
書
の
「
訳
例
言
」
を
見
た
だ
け
で
も
十
分
想
像
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
に
は
ま
ず
彼
が
そ
の
作
業
に
お
い
て
終
始
堅
持
し
た
彼
の
明
確
な
目

的
と
方
法
と
が
顕
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
信
・
達
・
雅
」
と
い
う
、
い
わ

ば
彼
の
翻
訳
の
三
原
則
で
あ
る
。
「
信
」
と
は
原
文
•
原
著
の
意
味
を
誤
な
く

伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
真
意
が
伝
達
力
を
持
た
な
か
っ
た
ら
、

一
応

逐
語
的
に
は
正
確
な
翻
訳
と
い
え
ど
も
訳
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
。
「
顧
ウ

ニ
信
ニ
シ
テ
達
セ
ザ
レ
バ
訳
ス
ト
イ
エ
ド
モ
猶
オ
訳
セ
ザ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
」
と
彼

は
い
う
。
「
達
」
が
「
訳
事
」
の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
新
奇

な
思
想
・
知
識
の
伝
達
の
た
め
に
は
、
そ
れ
に
応
ず
る
附
加
的
説
明
の
方
法
を

取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
彼
が
「
詞
句
ノ
間
、
時
二
償
到
付
益
ス

堀

「
進
化
と
倫
理
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
そ
の
ニ
ー

正

人



全
体
の
原
則
の
―
つ
で
あ
っ
た
。

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
新
し
い
思
想
・
知
識
の
伝
達
の
た
め
に
、
翻
訳
者
は
常

に
既
存
の
言
葉
に
の
み
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
天
演
論
』
に
お

い
て
厳
復
が
幾
多
の
新
語
を
案
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
ま
た

は
必
然
で
あ
っ
た
。
「
物
競
・
天
択
・
儲
能
・
効
実
ノ
諸
名
ノ
ゴ
ト
キ
、
皆
我
ヨ

リ
始
マ
ル
。
一
名
ノ
立
ツ
ニ
旬
月
蜘
覇
セ
リ
」
と
彼
自
身
、
そ
の
業
績
と
苦
心

と
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
彼
の
訳
業
が
そ
の
オ
学
を
も
っ
て

し
て
も
、
さ
ほ
ど
簡
単
に
、
急
速
に
成
し
と
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
と

な
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
彼
の
新
造
語
な

る
も
の
を
見
て
、
ー
「
物
競
」
は
生
存
競
争

(
s
t
r
u
g
g
l
e
f
o
r
 
e
x
i
s
t
e
n
c
e
)
 

⑦
 

で
あ
り
、
「
天
択
」
は
自
然
選
択
・
自
然
淘
汰
(
n
a
t
u
r
a
l
s
e
l
e
c
t
i
o
n
)
で
あ
り
、

「
儲
能
」
は
可
能
性
・
潜
勢
力

(
p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
t
y
)

で
あ
り
、
「
効
実
」
は
そ
の

⑧
 

顕
現
・
展
開

(
e
p
i
p
h
a
n
y
,
e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
全
体
に
感
じ

ら
れ
る
の
は
彼
の
文
人
趣
味
・
古
典
趣
味
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
文
人
趣
味
・

古
典
趣
味
が
彼
の
造
語
法
の
基
本
原
理
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
翻
訳

「
雅
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

、、

い
っ
た
い
中
国
人
に
と
っ
て
、
古
来
、
文
章
は
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
ら
し

R
 

い
が
、
厳
復
の
時
代
に
お
い
て
も
、
当
時
の
読
書
人
に
と
っ
て
「
文
章
的
価
値

⑩
 

が
内
容
に
先
行
す
る
」
ほ
ど
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼

等
に
と
っ
て
外
国
の
書
物
で
あ
る

T.H・

ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
進
化
と
倫
理
」

に
対
す
る
呉
汝
論
の
評
価
が
、
そ
の
内
容
と
文
章
的
価
値
と
の
総
和
に
お
い
て

と
い
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

そ
む

ル
ト
コ
ロ
ア
リ
、
字
比
句
次
二
斤
々
タ
ラ
ズ
シ
テ
意
義
ハ
則
チ
本
文
二
倍
カ
ズ
」

⑪
 

な
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
の
を
見
て
も
わ
か
る
が
、
呉
の
文
学
的
流
派
に
属
し
、

⑫
 

そ
の
推
重
を
受
け
た
厳
復
が
、
こ
れ
と
同
様
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
彼
等
に
と
っ
て
‘
|
ー
こ
の
場
合
、
厳
復
に
と
っ

て
、
そ
の
文
章
的
価
値
の
基
準
は
古
典
的
（
雅
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ

が
、
さ
て
こ
の
「
雅
」
の
基
準
は
、
さ
き
の
「
達
」
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
関

こ
の
点
に
つ
い
て
も
厳
復
は
最
初
か
ら
き
わ
め
て
は
っ
き
り
し
た
見
解
と
態

度
と
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
古
典
的
（
雅
）
な
文
章
が
日
常
的
・
事
務
的
・
娯

、、

楽
的
な
現
代
文
よ
り
は
る
か
に
恒
久
的
な
生
命
を
も
ち
、
従
っ
て
未
来
の
し
か

、
、
、

る
べ
き
読
者
の
理
解
に
達
し
得
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
。
呉
汝
綸
が
そ
の
序
に

つ
く

「
凡
ソ
書
ヲ
為
ル
ハ
必
ズ
ソ
ノ
時
ノ
学
者
卜
相
入
リ
テ
シ
カ
ル
後
ニ
ソ
ノ
効
、

ま

さ

な

明
カ
ナ
リ
。
今
、
学
者
方
二
時
文
・
公
讀
・
説
部
ヲ
モ
ッ
テ
学
ヲ
為
ス
。
シ
カ

ル
ニ
厳
子
ハ
コ
レ
ニ
進
ム
ル
ニ
、
久
シ
ウ
ス
可
キ
ノ
詞
、
晩
周
諸
子
卜
相
上
下

ス
ル
ノ
書
ヲ
以
テ
セ
ン
ト
ス
。
吾
ハ
ソ
ノ
柑
馳
シ
テ
相
入
ラ
ザ
ル
ヲ
オ
ソ
ル
。

然
リ
ト
雖
モ
厳
子
ノ
意
ハ
盗
、
ソ
待
ツ
ア
ラ
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
」
と
書
い
て
い
る
の

は
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
厳
復
は
古
典
的
文
章
を
、
単
な
る
古
典
趣
味
や
、
長
き

過
去
に
堪
え
得
た
も
の
は
長
き
未
来
に
も
堪
え
得
る
だ
ろ
う
と
い
う
歴
史
的
類

推
か
ら
の
み
尊
重
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
古
典
的
文
章
が
、
少
く
と
も
彼
の

時
代
の
現
代
文
よ
り
は
る
か
に
精
緻
な
理
論
や
微
妙
な
思
想
の
表
現
に
適
し
て

い
る
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
「
訳
例
言
」
の
中
に
「
…
…
実
ハ
則
チ
精

理
微
言
、
漢
以
前
ノ
字
法
句
法
ヲ
モ
ッ
テ
ス
レ
バ
則
チ
達
ヲ
ナ
シ
易
ク
、
近
世

ノ
利
俗
文
字
ヲ
用
ュ
レ
バ
則
チ
達
ヲ
求
メ
難
ク
、
往
々
義
ヲ
抑
二
詞
―
―
就
キ
、

係
に
立
つ
か
。



あ
る
も
の
な
ら
、
誰
し
も
『
荘
子
』

中
の
重
要
な
一
支
脚
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
彼
は
西
洋
の
思
想
・
文
化
に
目
を

向
け
、
発
展
性
の
な
い
中
国
の
政
治
・
社
会
・
文
化
の
全
体
に
拡
が
る
沈
滞
ぶ

⑬
 

り
を
痛
烈
に
批
判
し
、
叱
咤
し
、
「
尊
民
叛
君
、
尊
今
叛
古
」
を
説
い
て
、
い

⑭
 

わ
ゆ
る
「
激
進
派
」
の
中
に
教
え
ら
れ
る
べ
き
人
物
で
あ
っ
た
。
だ
が
同
時
に
、

彼
は
当
時
の
中
国
の
知
識
階
級
の
一
人
と
し
て
そ
の
古
典
に
精
通
し
て
い
た
。

『
天
演
論
』
の
冒
頭
の
文
を
読
む
と
、
少
し
ば
か
り
で
も
中
国
古
典
の
素
養
の

「
斉
物
論
」
の
は
じ
め
の
部
分
を
連
想
す

T
•
H
.
＾
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
進
化
と
倫
理
」
を
め
ぐ
っ
て1

そ
の
ニ
ー
（
堀
）

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

つ
ま
び
ら
か
こ

奎
瓶
（
ノ
差
）
千
里
（
ト
ナ
ル
）
。
審
二
斯
ノ
ニ
者
ノ
間
ヲ
択
ブ
ハ
、

ゃ

マ
コ
ト
ニ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
ト
コ
ロ
ア
ル
ナ
リ
。
登
二
奇
ヲ
釣
ラ
ン
ャ
」
と
い
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
「
雅
」
の
原
則
が
そ
の
美
的
欲
求
か
ら
来
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
味
の
伝
達
上
、
不
可
欠
な
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
信
・
達
・
雅
」
の
翻
訳
の
三
原
則
は
、
鼎
立
し
て
そ
の
訳
文
を
支

え
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
少
く
と
も
本
質
的
に
は
、
彼
に
お
い
て
三
位
一
体

的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

も
っ
と
も
、
何
故
に
古
典
的
文
章
が
精
緻
な
理
論
や
微
妙
な
思
想
の
伝
達
に

適
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
彼
は
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
お
も
う
に
中

国
言
語
の
最
も
根
本
的
な
性
格
に
基
く
言
語
・
文
章
の
構
成
の
実
用
的
及
び
美

的
工
夫
は
漢
以
前
に
す
で
に
完
成
し
た
の
で
、
そ
の
骨
餡
が
失
わ
れ
、
あ
る
い

は
曖
昧
に
な
っ
た
後
世
の
文
章
よ
り
、
少
く
と
も
新
し
い
表
現
方
法
の
案
出
・

流
通
を
見
る
ま
で
は
、
古
典
的
文
体
の
方
が
よ
り
よ
き
思
想
伝
逹
の
道
具
で
あ

る
と
彼
は
信
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
彼
に
尚
古
典
趣
味
が
な
か
っ
た

「
雅
」
は
そ
れ
自
身
、
彼
の
翻
訳
の
三
原
則
の

ソ
レ

こ。t
 

つ 合
せ
た
。
そ
し
て
諸
子
の
書
の
体
裁
を
学
ん
で
各
篇
に
題
名
を
つ
け
た
。
ま
た

時
の
中
国
の
イ
ン
テ
リ
層
の
人
々
が
容
易
に
う
な
づ
き
あ
い
、
楽
し
ん
で
領
解

し
、
あ
る
い
は
敬
意
を
抱
き
つ
つ
愛
読
す
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
が
、
と
に
か
く
こ
の
よ
う
な
古
典
的
文
章
に
拠
り
か
か
っ
て
な
さ
れ

た
訳
業
は
、
そ
の
文
章
の
美
的
完
成
に
重
点
を
置
け
ば
、
そ
れ
が
文
章
の
構
成

と
密
接
的
に
関
連
す
る
書
物
全
体
の
構
成
に
も
影
響
す
る
こ
と
は
当
然
で
は
あ

る
ま
い
か
。
事
実
、
彼
は
原
書
の
構
成
そ
の
も
の
に
幾
分
自
由
な
変
更
を
施
し

た
。
幸
い
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
原
著
の
「
進
化
と
倫
理
」
の
本
文
の
部
分
も
、
講

演
と
は
い
え
、
立
派
な
構
成
を
も
っ
た
文
章
で
あ
り
、
こ
と
に
印
刷
さ
れ
た
そ

の
文
章
に
は
幾
つ
か
の
大
き
な
段
落
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
「
序
論
」

は
最
初
か
ら
十
五
篇
に
分
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
一
段
・
一
篇
の
長
さ
も
お

の
お
の
、
幾
分
の
不
同
は
あ
る
が
、
い
わ
ば
内
面
的
な
有
機
的
緊
張
が
持
続
し
、

完
結
し
て
一
篇
を
構
成
す
る
、
中
国
の
古
典
的
文
章
を
も
っ
て
対
応
・
処
理
で

き
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
厳
復
は
そ
れ
ら
を
適
当
に
裁
断
し
、
時
に
は
縫
い

原
著
に
は
最
後
に
そ
れ
ぞ
れ
大
抵
み
な
、

か
な
り
長
文
の
註
、
二
十
四
が
付
い

て
い
る
が
そ
れ
は
省
略
し
た
。
い
づ
れ
も
、
西
洋
の
学
問
・
思
想
に
疎
い
当
時

の
中
国
人
に
は
難
解
で
、
そ
の
訳
出
は
徒
労
に
過
ぎ
な
い
と
信
じ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
彼
は
彼
自
身
の
註
解
と
意
見
と
を
書
き
加
え
る
方
法
を
採

『
天
演
論
』
の
諸
篇
の
殆
ん
ど
全
部
の
末
尾
に
つ
い
て
い
る
「
案
語
」

ま
た
そ
の
訳
文
の
中
に
は
、
「
誰
則
戸
之
」
と
か
、

⑰

⑱
 

「
空
乏
共
身
、
払
乱
所
為
」
と
か
、
「
則
黎
民
於
変
而
時
雅
」
と
い
う
よ
う
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、

古
典
か
ら
の
引
用
が
彼
自
身
の
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
当

⑮
 

る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
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ま
そ
の
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篇
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そ
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通
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。
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よ
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8
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と

題
さ
れ
て
い
る
部
分
で
、
原
文
は
幾
つ
か
の
段
落
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
間
に
空

白
の
行
を
置
い
て
い
る
が
、
頁
の
替
り
目
の
箇
所
が
あ
る
た
め
に
正
確
に
そ
の

段
落
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
＞
従
っ
て
頁
数
を
付
記
し
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の
第
一
段
と
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に

あ
た
る
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但
原
著
に
お
け
る
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ジ
ャ
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と
豆

の
木
」
の
諏
は
省
か
れ
、

p
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(
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p
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X
I
(
p
p
.
8
2
 |
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6
)
 

お
よ
そ
、
こ
れ
だ
け
は
っ
き
り
し
た
方
針
を
も
ち
、
実
際
上
の
苦
心
が
払
わ

れ
た
と
い
う
事
実
か
ら
だ
け
で
も
、
こ
の
書
の
訳
業
と
し
て
の
意
味
と
価
値
と

、
、
、
、

は
高
く
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
主
と
し
て
当
時
の
中
国
の
社

会
的
・
文
化
的
環
境
の
た
め
に
、
そ
の
翻
訳
上
の
方
針
が
「
達
」
と
「
雅
」
と

、、

に
よ
り
傾
い
て
、
何
と
い
っ
て
も
「
信
」
が
閑
却
さ
れ
が
ち
に
な
っ
た
こ
と
は
、

厳
復
自
身
が
す
で
に
心
得
て
い
た
の
で
あ
る
°
だ
か
ら
彼
は
「
訳
天
演
論
」
「
訳

例
言
」
な
ぞ
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
そ
の
書
の
巻
頭
に
「
英
国
赫
脊
黎

、、

（
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
）
造
論
侯
官
厳
復
達
指
」
と
書
き
、
ま
た
「
訳
例
言
」
に

「
自
ラ
題
シ
テ
達
指
ト
イ
イ
、
筆
訳
ト
イ
ヮ
ズ
。
発
揮
二
便
ナ
ル

ヲ
取
ル
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
と
に
角
こ
れ
ほ
ど
の
（
自
覚
を
も
含
む
）

用
意
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
翻
訳
は
、
呉
汝
論
が
さ
き
に
中
国
的
な
、
は
る
か
な

地
平
を
見
や
る
眼
ざ
し
を
し
て
、
「
ソ
ノ
舛
馳
シ
テ
（
時
代
卜
）
相
入
ラ
ザ
ル

ヲ
オ
ソ
ル
。
シ
カ
リ
ト
雖
モ
厳
子
ノ
意
ハ
益
シ
待
ツ
ア
ラ
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
」
と

い
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
遠
い
未
来
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
書
が
刊
行
さ
れ

T
.
H
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
進
化
と
倫
理
」
を
め
ぐ
っ
て
1

そ
の
ニ
ー
（
堀
）

五

「
倫
理
的
に
最
上
な
る
も
の
、
す
な

先
駆
者
の
一
人
に
教
え
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

る
や
い
な
や
、
明
日
の
中
国
に
深
い
関
心
を
持
つ
知
識
人
の
間
に
忽
ち
大
き
な

反
響
を
呼
び
起
し
た
。
そ
の
問
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
増
田
渉
氏
の
「
中
国
文

⑳
 

学
史
研
究
」
の
中
に
き
わ
め
て
精
彩
に
富
ん
だ
記
述
が
あ
る
が
、
特
に
当
時
若

き
魯
迅
(
1
8
8
1ー

1
9
3
6
)
が
『
天
演
論
』
の
文
章
に
感
服
し
、
ま
た
そ
れ
が
与
え

、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や
知
的
展
望
の
新
し
さ
、
高
さ
、
広
さ
に
胸
を
躍
ら
せ
た
こ
と

が
わ
か
る
の
は
甚
だ
興
味
深
い
。
同
時
に
『
天
演
論
』
が
、
当
年
の
中
国
の
暗

瀧
た
る
国
際
政
治
上
の
危
機
的
情
勢
を
背
景
に
し
て
、
「
優
勝
劣
敗
、
適
者
生

、
、
、
、
、

存
」
を
教
え
る
政
治
的
警
告
そ
の
も
の
と
し
て
、
知
識
的
青
年
層
に
働
き
か
け

た
事
実
を
、
胡
適

(
1
8
9
1
|
 19
6
2
)

の
言
葉
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、

わ
れ
わ
れ
に
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
更
に
そ
こ
に
は
厳
復
の
紹
介
し
た
進
化

論
が
「
た
だ
一
般
的
な
流
行
と
い
う
だ
け
で
は
な
」
＜
、
「
当
時
の
改
革
運
動

に
も
重
要
な
理
論
的
根
拠
を
あ
た
え
、
」
そ
し
て
康
有
為

(
1
8
5
8ー

1
9
2
7
)

の
変

法
論
の
根
拠
に
さ
え
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
厳
復
は
か
く
し
て
つ
い

に
、
毛
沢
東
に
よ
っ
て
洪
秀
全
、
康
有
為
、
孫
中
山
と
と
も
に
新
し
い
中
国
の

T
.
H
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
が
そ
の
『
進
化
と
倫
理
』
に
よ
っ
て
自
由
主
義
陣
営

の
逃
亡
兵
あ
っ
か
い
を
受
け
た
こ
と
は
前
に
わ
た
く
し
が
述
べ
た
通
り
で
あ
る

⑪
 

が
、
彼
は
そ
の
中
で
こ
う
い
っ
て
い
る
。

わ
ち
所
謂
善
あ
る
い
は
徳
の
、
実
践
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
、
自
然
界

の
生
存
競
争
場
裡
に
勝
を
制
す
る
に
い
た
る
べ
き
行
為
に
反
対
な
る
行
為
を
意

味
す
。
そ
は
仮
借
な
き
自
己
主
張
に
代
う
る
に
、
自
己
抑
制
を
要
求
す
。
ま
た



あ
ら
ゆ
る
競
争
者
を
排
除
し
、
あ
る
い
は
蹂
躙
す
る
に
代
う
る
こ
、
各
個
人
が

そ
の
同
胞
を
た
だ
に
尊
敬
す
る
に
止
ら
ず
、
援
助
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
。
し

か
し
て
そ
の
力
を
、
最
適
者
の
生
存
よ
り
も
能
う
限
り
の
多
数
者
を
生
存
す
る

⑫
 

に
適
せ
し
む
る
に
傾
注
す
」
と
。
か
か
る
主
張
を
も
っ
た
書
物
の
翻
訳
が
、
い

っ
た
い
ど
う
し
て
「
自
然
界
の
生
存
競
争
」
さ
ら
に
「
国
際
的
生
存
競
争
」
の

意
識
を
刺
撃
す
る
政
治
的
教
課
書
、
あ
る
い
は
い
う
な
れ
ば
檄
に
さ
え
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
そ
の
―
つ
の
理
由
は
、
生
存
競
争
・
自
然
選
択
と

、、

い
う
手
近
な
そ
れ
で
い
て
紛
糾
し
た
事
実
が
、
「
生
存
競
争
」
・
「
自
然
選
択
」

、
、
、
、

（
物
競
・
天
択
）
と
い
う
簡
潔
な
観
念
・
言
語
に
ま
と
め
ら
れ
、
（
し
か
も
突

如
と
し
て
示
さ
れ
）
そ
れ
が
中
国
人
に
標
語
的
な
衝
撃
力
を
持
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
標
語
に
は
科
学
の
裏
付
け
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
考
え

ら
れ
る
も
―
つ
の
理
由
は
、

1

生
存
競
争
を
国
際
政
治
の
場
に
お
い
て
見
れ

ば
、
西
洋
は
優
者
で
あ
り
、
当
時
中
国
は
劣
者
の
地
位
に
あ
っ
た
。
優
者
に
と

っ
て
競
争
の
停
止
の
教
義
を
提
唱
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
容
易
で
あ
っ
て
も
、
劣

者
は
却
っ
て
競
争
の
事
実
に
絶
対
に
無
関
心
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
胡
適
ほ
「
こ
の
書
物
（
『
天
演
論
』
）
を
読
ん
だ
者
は
、
殆
ど
ハ
ッ
ク
ス

レ
イ
の
科
学
史
、
あ
る
い
は
思
想
史
に
お
け
る
功
績
に
つ
い
て
理
解
し
た
の
で

⑬
 

は
な
か
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
真
実
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
も

し
当
時
の
中
国
に
少
数
の
冷
静
な
そ
の
理
解
者
が
い
た
と
し
て
も
、
彼
等
も
ま

た
国
際
政
治
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
て
、
こ
の
書
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
に
違
い
な
い
。
ま
ず
何
よ
り
も
中
国
人
は
由
来
す
べ
て
を
政
治
と
の
関
連
に

⑭
 

お
い
て
考
え
る
国
民
だ
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
天
演
論
』

著
者
厳
復
と

『
天
演
論
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
厳
復

ほ
当
時
の
一
般
的
中
国
人
の
水
準
を
は
る
か
に
抜
い
た
進
歩
的
知
識
人
で
あ
っ

た
。
彼
が
単
純
な
国
粋
主
義
者
な
ぞ
で
な
か
っ
た
こ
と
は
已
に
明
ら
か
な
こ
と

で
あ
る
。
が
同
時
に
彼
が
一
般
中
国
人
と
同
様
の
性
情
を
分
有
し
そ
れ
を
理
解

し
、
そ
の
伝
統
的
文
化
を
十
分
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
彼
の
翻
訳
の
原
理
が
「
達
」
「
雅
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
か
つ
ま
た
彼
の
著
書

が
驚
異
的
な
成
功
を
収
め
た
こ
と
自
体
が
よ
く
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
。
）
そ
の

上
彼
は
西
洋
の
思
想
・
文
化
に
関
す
る
知
識
を
所
有
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、

函―

そ
の
軍
事
・
政
治
に
至
る
ま
で
の
実
際
的
事
情
に
通
暁
し
て
い
た
。
『
天
演
論
』

が
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
こ
の
人
と
歴
史
的
時
点
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
色

彩
を
賦
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
を
侯
た
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
呉
汝
綸
の

択
・
物
競
ノ
ニ
義
ヲ
モ
ッ
テ
万
彙
ノ
本
原
ヲ
綜
べ
、
動
植
ノ
蕃
耗
ヲ
考
ウ
。
治

（
た
が
い
に
ゆ
ず
る
）

ヲ
言
ウ
モ
ノ
コ
レ
ヲ
取
ッ
テ
物
変
逓
嬉
（
ノ
理
）
ニ
ョ
リ
、
深
ク
質
力
緊
散
ノ

義
ヲ
研
メ
、
推
｀
ッ
テ
古
今
万
国
ノ
盛
衰
興
壊
ノ
由
ヲ
極
メ
、
シ
カ
シ
テ
大
帰
任

＾
ッ
ク
ス
＞
イ

天
ヲ
モ
ッ
テ
治
ヲ
ナ
ス
。
赫
脊
黎
氏
起
チ
テ
尽
ク
故
説
ヲ
変
ジ
、
オ
モ
エ
ラ
ク
、

天
独
リ
任
ズ
ベ
カ
ラ
ズ
、
人
ヲ
モ
ッ
テ
天
ヲ
持
ス
ル
ヲ
貴
ブ
ヲ
要
ス
ト
。
人
ヲ

モ

ッ

テ

天

ヲ

持

ス

（

ル

ハ

、

）

人

治

ヲ

シ

テ

日

ニ

新
二
即
カ
シ
ム

頼
ッ
テ
モ
ッ
テ
墜
チ
ズ
。

そ
の
序
に
も
、

必
ズ
天
賦
ノ
能
ヲ
究
極
シ
、

（
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
、
）

カ
ク
シ
テ
後
ソ
ノ
国
永
ク
存
シ
、
種
族

コ
レ
ヲ
コ
レ
天
卜
勝
ヲ
争
フ
ト
謂
ウ
」
と
あ
り
、
わ

れ
わ
れ
は
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
お
け
る
「
倫
理
」
が
、
社
会
を
支
配
す
る
「
政
治
」

「
天
演
ハ
西
国
格
物
家
（
科
学
者
）
ノ
言
ナ
リ
。

ソ
ノ
学
、
天

だ
が
そ
れ
は

の
読
者
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

...,__ 
/' 



に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
、
全
人
類
と
そ
の
文
化
の
発
展
・
衰
滅
の
問
題
が
一

国
家
一
民
族
の
「
盛
衰
興
壊
」
の
問
題
に
変
身
ま
た
は
限
定
さ
れ
て
い
る
の
を

感
じ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
呉
汝
綸
の
『
天
演
論
』
解
釈
あ
る
い
は
解
説
に
多

少
の
行
き
過
ぎ
は
あ
る
と
し
て
も
、
基
調
に
お
い
て
は
厳
復
と
こ
の
書
の
根
本

的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
厳
復
は
し
ば
し
ば
そ
の
「
訳
」
の

中
に
さ
え
彼
の
政
治
論
を
挿
入
し
た
。
た
と
え
ば
「
凶
狡
ノ
民
ハ
廉
公
ノ
吏
ヲ

得
ズ
、
倫
情
ノ
衆
ハ
神
武
ノ
君
ヲ
興
サ
ズ
。
故
二
邦
治
ノ
隆
ヲ
欲
ス
レ
バ
必
ズ

民
力
民
智
民
徳
ノ
三
者
ノ
中
ニ
ソ
ノ
本
ヲ
求
ム
ル
ナ
リ
。
故
二
又
コ
レ
ニ
学
校

つ
く

痒
序
ヲ
為
ル
、
学
校
痒
序
ノ
制
善
ク
シ
テ
、
シ
カ
シ
テ
後
二
智
仁
勇
ノ
民
興
ル
。

智
仁
勇
ノ
民
興
リ
テ
シ
カ
シ
テ
以
テ
盆
力
察
策
ヲ
ナ
ス
ノ
資
ア
リ
。

シ
カ
シ
テ

後
ニ
ソ
ノ
国
ス
ナ
ワ
チ
ー
タ
ビ
富
ミ
テ
貧
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
一
タ
ビ
強
ク
シ
テ

⑳

‘

、

、

弱
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
い
う
類
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
「
訳
」
の
中
に
彼
自
身

の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

チ
一
群
ヲ
合
セ
テ
共
ニ
コ
レ
ヲ
誅
シ
、

ソ
ノ
約
二
背
カ
ズ
シ
テ
群
ヲ
利
ス
ル
者

も
つ

ハ
一
群
ヲ
合
セ
テ
共
ニ
コ
レ
ヲ
慶
ス
。
誅
慶
各
々
ソ
ノ
群
ヲ
以
テ
ス
。
初
メ
ヨ

リ
未
ダ
嘗
テ
君
公
ア
リ
テ
コ
レ
ニ
臨
ミ
、
貴
勢
尊
位
ヲ
モ
ッ
テ
法
令
ヲ
制
為
シ
、

し

コ
レ
ニ
強
イ
テ
従
ハ
シ
ム
ル
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
故
―
ー
ソ
ノ
約
タ
ル
ヤ
、
実
ニ

う
ぺ
な

自
ラ
立
テ
テ
自
ラ
コ
レ
ヲ
守
リ
、
自
ラ
諾
イ
テ
自
ラ
コ
レ
ヲ
責
ム
。
コ
レ
約
ノ

公
ナ
ル
所
以
ナ
リ
。
ソ
レ
刑
賞
皆
ソ
ノ
群
ヲ
以
テ
シ
、
衆
民
ノ
好
悪
ー
一
本
キ
テ

予
（
与
）
奪
ヲ
ナ
ス
。
故
二
必
ズ
シ
モ
善
ヲ
犀
サ
ズ
ト
鵬
ぞ
、
マ
タ
ソ
ノ
私
ヲ

ほ

し

い

ま

ま

よ

奮
―
ー
ス
ル
ニ
由
シ
ナ
シ
。
私
ヲ
奮
ニ
ス
ル
ハ
、
必
ズ
刑
賞
ノ
権
一
尊
二
統
べ

ラ
ル
、
ヨ
リ
始
マ
ル
。
尊
キ
者
ノ
約
ハ
約
二
非
ズ
シ
テ
令
ナ
リ
。
約
ハ
平
等
ニ

T
.
H
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
進
化
と
倫
理
」
を
め
ぐ
っ
て1

そ
の
ニ
ー
~
（
堀
）

「
ソ
ノ
約
既
二
立
チ
テ
、
背
ク
モ
ノ
ア
ラ
バ
則

行
ワ
レ
、
令
ハ
上
下
ノ
間
二
行
ワ
ル
（
中
略
）
娩
近
数
百
年
欧
羅
巴
ノ
君
民
ノ

争
大
率
コ
レ
ニ
坐
ル
。
幸
ニ
シ
テ
今
ャ
民
権
日
々
二
伸
ビ
、
公
治
日
々
二
出
ヅ
゜

ゆ

え

ん

⑰

コ
レ
欧
洲
政
治
ノ
余
洲
ノ
及
ブ
ト
コ
ロ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
所
以
ナ
リ
。
」

カ
ラ
ン
ト
。
物
競
既
二
興
ル
。
負
ク
ル
者
、

七

無
論
、
原
著
か
ら
の
大
き
な
逸
脱
で
は
あ
る
が
、
彼
の
時
代
の
中
国
の
政
治
を

、
、
、
、
、

中
心
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
あ
り
方
の
も
ど
か
し
さ
に
対
す
る
彼
の
烈
し
い
憤
り
に

満
ち
た
批
判
の
発
露
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
や
り
場
の
な
い
彼
の
気
持
は

「
案
語
」
の
中
に
一
層
自
由
な
は
け
口
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
「
導
言
・
三
」

あ

あ

う

ま

る

の
案
語
に
い
う
。
ー
「
咲
夫
物
類
ノ
生
ズ
ル
ヤ
乳
ル
者
ハ
至
ッ
テ
多
ヶ
レ
ド

す
く
な

存
ス
ル
者
ハ
至
ッ
テ
寡
し
。
存
亡
の
間
、
間
髪
ヲ
容
レ
ズ
。
ソ
ノ
種
愈
M
下
リ

ア
メ
リ
カ

テ
ソ
ノ
存
ス
ル
コ
ト
弥
難
シ
。
コ
レ
僅
二
物
ノ
然
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
。
墨
・

*
1
ス

ト

ヲ

リ

ヤ

（

こ

ろ

し

澳
二
州
、
ソ
ノ
中
ノ
土
人
日
二
益
ミ
爾
忍
タ
リ
。
コ
レ
卑
旦
ニ
コ
レ
ヲ
虔
劉
．

ち

じ

め

）

⑱

し

か

股
削
シ
テ
後
然
ル
ナ
ラ
ン
ヤ
。
資
生
ノ
物
多
キ
ヲ
加
ウ
ル
ハ
限
リ
ア
リ
。
術
ア

ル
者
ハ
既
二
多
ク
コ
レ
ヲ
取
リ
テ
豊
二
、
具
無
キ
モ
ノ
ハ
自
ラ
取
ル
コ
ト
少
ク

シ
テ
薔
リ
、
豊
ナ
ル
者
ハ
昌
二
近
ヅ
キ
、
薔
ル
者
ハ
減
二
隣
ス
。
コ
レ
洞
識
知

微
ノ
士
ノ
保
群
進
化
ノ
図
二
驚
心
動
愧
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
徒
ラ
ニ
夷
夏
軒
軽
ノ

間
二
高
院
大
談
ス
ル
モ
ノ
、
深
ク
事
実
二
無
益
ナ
ル
ヲ
知
ル
ナ
リ
。
」
同
様
の

憂
国
の
言
葉
は
「
導
言
・
四
」
の
「
案
語
」
の
中
に
も
あ
る
。
彼
ぱ
土
地
本
来
の

動
植
物
が
外
来
の
そ
れ
に
対
し
て
必
ず
し
も
「
適
者
」
で
な
い
こ
と
を
論
じ
た

ベ

ー

リ

ン

グ

ヵ

ム

チ

ャ

ッ

カ

後
、
こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
伯
林
海
ノ
甘
穆
斯
嗚
加
ハ
前
二
土
民
数
十
万
ナ
リ

シ
モ
晩
近
ハ
僅
カ
ニ
数
万
ニ
シ
テ
、
存
ス
ル
モ
ノ
什
ノ
ー
ニ
及
バ
ズ
。
コ
レ

u
シ

ャ

い

わ

こ

れ

よ

り

俄
人
ノ
親
シ
ク
余
ノ
タ
メ
ニ
言
イ
シ
ト
コ
ロ
ニ
シ
テ
、
且
ッ
謂
ク
過
是
益
M
少

日
二
耗
ウ
。
区
々
人
満
チ
タ
リ
ト

L

れ
ら
は



モ
烏
ゾ
侍
ム
ニ
足
ラ
ン
ヤ
、
烏
ゾ
侍
ム
ニ
足
ラ
ン
ャ
」
こ
れ
は
直
ち
に
彼
の
植

民
政
策
論
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
、
「
導
言
・
七
」
の
「
案
語
」
に
お
い
て

彼
は
英
国
の
植
民
政
策
の
成
功
を
説
き
、
中
国
・
中
国
人
の
実
態
に
つ
い
て
こ

ィ
ッ
グ
ラ
ッ
ド

う
言
っ
て
い
る
。
「
英
倫
ノ
民
、
墾
荒
（
植
民
地
開
拓
）
ニ
オ
イ
テ
乃
チ
独

あ

ら

わ

＊

＇

ツ

ダ

イ

ス

．

＾

ー

ー

ア

ポ

ル

ト

ガ

ル

く

ら

ぶ

し

り

え

リ
著
ル
。
前
ノ
数
国
（
荷
蘭
・
日
斯
巴
尼
亜
・
蒲
陀
牙
等
）
コ
レ
ー
一
方
レ
バ
後

ア

メ

カ

9

イ

ッ

ド

ケ

ー

プ

プ

ロ

ヴ

ィ

ソ

ス

二
睦
乎
タ
リ
。
西
二
米
利
堅
ア
リ
、
東
二
身
毒
ア
リ
、
南
二
好
望
新
洲
ア
リ
。

ほ

と

ん

ど

ひ

と

た

だ

ソ
ノ
幅
員
、
幾
欧
洲
卜
埓
シ
。
コ
レ
僅
二
海
二
習
イ
商
ヲ
擦
ラ
ニ
ス
ル
ノ
ミ
ナ

な

せ

み

ず

か

ラ
ズ
、
狡
貼
堅
毅
コ
レ
ヲ
為
、
ソ
ナ
リ
。
マ
タ
ソ
ノ
民
ョ
ク
自
ラ
制
治
、
ソ
、
合
群

す
ぐ
れ

ノ
道
ノ
勝
タ
ル
ヲ
知
ル
ノ
ミ
。
…
…
中
国
二
十
余
ロ
ノ
租
界
、
英
人
ソ
ノ
中
ニ

ぉ処
ル
モ
ノ
多
キ
モ
千
ヲ
途
ニ
ズ
、
少
キ
ハ
百
二
及
ゞ
ベ
ス
。
シ
カ
モ
制
度
離
然
、

ご

と

フ

ィ

リ

ビ

ン

隠
ト
シ
テ
(
-
)
敵
国
ノ
若
シ
。
吾
ガ
間
聘
ノ
民
南
洋
非
洲
二
走
ル
モ
ノ
所
在
億

ヲ
モ
ッ
テ
計
ウ
。
然
レ
ド
モ
人
ノ
タ
メ
ニ
威
獲
セ
ラ
レ
、
駆
斥
セ
ラ
ル
、
ヲ
免

レ
ズ
。
悲
シ
キ
カ
ナ
。
」
そ
し
て
彼
は
さ
ら
に
自
然
界
に
お
け
る
生
存
競
争
に
関

連
し
て
、
国
際
競
争
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
競
争
の
意
欲
の
必
要
（
そ
れ

は
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
も
そ
の
絶
滅
を
肯
定
し
た
の
で
は
な
い
が
、
）

と
そ
の
国
家

的
・
民
族
的
見
地
に
立
つ
強
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
言
葉
を
さ
え
発
し
て
い

る
゜
ー
「
周
秦
以
降
、
戎
秋
卜
角
（
競
争
）
ス
ル
モ
ノ
、
西
漢
ヲ
最
ト
ナ
シ
、

唐
ノ
盛
時
コ
レ
ニ
次
ギ
、
南
宋
最
モ
下
ル
。
古
ヲ
論
ズ
ル
ノ
士
、
ソ
ノ
時
俗
政

教
ノ
何
如
ヲ
察
、
ツ
、
モ
ッ
テ
ソ
ノ
コ
レ
ヲ
然
ラ
シ
ム
ル
所
以
ノ
故
ヲ
得
ベ
シ
。

た
だ

今
日
二
至
リ
テ
、
若
シ
僅
教
化
ヲ
モ
ッ
テ
論
ズ
レ
バ
、
欧
洲
卜
中
国
ノ
優
劣
ハ

尚
未
ダ
言
ゥ
ニ
易
カ
ラ
ズ
。
然
レ
ド
モ
彼
ノ
民
ハ
然
諾
ヲ
設
ヶ
、
信
果
ヲ
貴
ビ
、

わ
か
き

少
ヲ
重
ン
ジ
、
老
ヲ
軽
ン
ジ
、
壮
健
ヲ
喜
ビ
、
屈
服
ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
風
ナ
シ
。

八た
っ
と

即
チ
東
海
ノ
倭
（
日
本
）
モ
マ
タ
生
ヲ
軽
ン
ジ
、
勇
ヲ
尚
ビ
、
党
二
死
シ
名
ヲ

好
ミ
、
震
旦
（
中
国
）
ノ
民
卜
大
イ
ニ
異
ル
ト
コ
ロ
ア
リ
。
嗚
呼
、
隠
憂
ノ
大

た

補

注

R

ナ
ル
コ
ト
言
ウ
ニ
勝
ユ
可
ケ
ン
ヤ
」
|
ー
ー
こ
の
言
葉
を
読
み
、
そ
し
て
『
天
演

論
』
が
一
八
九
六
年
、
す
な
わ
ち
中
国
が
日
本
と
戦
っ
て
敗
れ
た
年
の
翌
年
に

出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
見
る
と
、
厳
復
の
襟
度
の
大
き
さ
、
知
性
の

高
さ
に
敬
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
同
時
に
彼
が
い
か
に
中
国
人
を
国
際
的
生

存
競
争
の
苛
烈
な
現
実
に
目
ざ
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
彼
は
「
導

、
、
、
、
、
、

言
・
十
五
」
の
訳
の
最
後
に
彼
自
身
の
言
葉
を
付
け
加
え
て
、
む
し
ろ
原
文
に

反
対
の
疑
問
を
投
げ
か
け
る
°
|
|
＇
「
然
リ
ト
イ
ニ
ド
モ
、
今
ヤ
天
下
ハ
一
家

ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
、
五
洲
ノ
民
ハ
一
種
二
非
ザ
ル
ナ
リ
、
物
競
ノ
水
ノ
、
・
コ
ト
ク
深

ク
火
ノ
ゴ
ト
ク
烈
シ
キ
、
時
平
カ
ナ
レ
バ
通
商
店
エ
ノ
中
二
隠
レ
、
世
変
ア
ラ

あ

ら

わ

い

つ

く

し

ま

バ
戦
伐
縦
横
ノ
際
二
発
ル
。
コ
ノ
中
、
天
択
ノ
効
、
巻
レ
テ
存
ス
ル
モ
ノ
イ
カ

ン
。
群
道
ヨ
ッ
テ
モ
ッ
テ
進
退
ス
ル
モ
ノ
イ
カ
ン
。
」
こ
の
場
合
、

も
な
く
群
道
は
、
人
間
的
協
力
の
道
で
あ
り
、
社
会
倫
理
な
の
で
あ
る
が
、
彼

に
お
い
て
は
国
際
的
生
存
競
争
に
対
抗
す
る
国
民
的
協
力
に
重
点
が
お
か
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
国
民
的
協
力
を
阻
む
も
の
は
因
習
的
専
制
主
義
で
あ
っ
た

か
ら
、
彼
に
と
っ
て
『
進
化
と
倫
理
』
の
教
え
る
も
の
は
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ

っ
て
彼
が
人
に
説
こ
う
と
し
た
も
の
は
、
進
化
論
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
、
国
際

的
生
存
競
争
場
裡
に
残
存
し
、
あ
る
い
は
勝
ち
抜
く
た
め
の
体
制
、
民
主
主
義

体
制
の
確
立
で
あ
っ
た
。
彼
が
「
尊
民
叛
君
、
尊
今
叛
古
」
を
唱
え
た
の
は
こ

う
し
た
論
理
に
よ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
問
題
を
、
国

際
政
治
・
国
際
生
存
競
争
か
ら
引
き
離
し
て
考
え
る
限
り
、
民
主
主
義
体
制
の

い
う
ま
で



位
の
「
適
者
」
の
大
団
体
な
る
べ
く
、
彼
等
は
そ
の
数
と
よ
り
優
れ
た
る
繁
殖
力

確
立
は
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
『
進
化
と
倫
理
』
の
線
に
正
し
く
沿
う
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
何
故
か
と
い
え
ば
ー
|
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
そ
の
「
進
化
と
倫

「
ロ
マ
ー
ニ
ズ
講
演
」
の
規
定
に
従
っ
て
、
宗
教
と
と
も
に

政
治
に
触
れ
な
い
こ
と
を
そ
の
論
議
の
建
前
と
し
た
。
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
既
存
の
階
級
社
会
制
度
に
反
感
を
抱
き
、
「
富
人
に
あ
り
て
こ
れ
を
装
飾

す
る
慈
善
と
物
惜
し
み
せ
ざ
る
宏
量
も
、
無
産
者
に
あ
り
て
は
こ
れ
を
窮
民
た

ら
し
む
る
に
足
る
。
成
功
せ
る
軍
人
が
よ
っ
て
も
っ
て
そ
の
栄
達
を
か
ち
得
た

る
精
力
と
勇
気
と
、
大
理
財
家
が
よ
っ
て
も
っ
て
そ
の
巨
富
を
致
せ
る
狡
智
は
、

も
し
そ
の
時
と
処
を
失
わ
し
め
ん
か
、
至
っ
て
容
易
に
そ
れ
ら
の
享
受
者
を
絞

⑲
 

首
台
あ
る
い
は
牢
獄
に
導
く
の
因
た
る
べ
し
」
と
い
う
が
ご
と
き
人
を
刺
す
言

葉
を
吐
い
た
彼
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ー
ー
・
「
愚
物
・
悪
党

を
し
て
そ
の
本
来
占
む
べ
き
社
会
の
下
底
に
沈
む
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
そ
の
上

位
に
留
ま
ら
し
む
る
人
為
的
措
置
無
か
り
せ
ば
、
福
利
の
競
争
（
ハ
ッ
ク
ス
レ

イ
は
文
明
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
競
争
は
し
ば
し
ば
「
生
存
」
の
た
め
で
あ

⑳
 

る
よ
り
も
、
福
利
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
）
は
、
社
会
的
複
合
体

の
単
位
た
る
人
間
を
し
て
下
底
よ
り
上
位
へ
、
上
位
よ
り
下
底
へ
の
不
断
の
循

環
を
確
保
せ
し
む
べ
し
。
こ
の
競
争
に
お
け
る
生
存
者
、
す
な
わ
ち
国
家
の
大
部

分
を
形
成
す
る
人
々
は
、
最
上
位
に
到
達
す
る
「
最
適
者
」
に
あ
ら
ず
し
て
、
中

に
よ
り
て
、
例
外
的
に
能
力
を
恵
ま
れ
た
る
少
数
者
を
常
に
圧
倒
す
る
こ
と
を

R
 

得
ん
。
」
も
っ
と
も
彼
は
そ
の
理
想
社
会
実
現
の
方
法
が
、
自
然
界
の
生
存
競

争
に
よ
る
選
択
で
な
く
、
ま
た
園
芸
家
の
良
種
・
悪
種
を
取
捨
す
る
人
為
的
選

T
.
H
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
進
化
と
倫
理
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
—
そ
の
ニ
ー
—
（
堀
）

理
」
に
お
い
て
、

九

択
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
か
つ
そ
の
具
体
的
な
問
題
の
埓
内

に
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
が
社

会
政
策
の
問
題
に
、
抽
象
的
で
は
あ
る
に
し
て
も
政
治
に
、
無
関
係
で
あ
る
と

ン
ス
」
に
お
い
て
、
卵
を
踏
み
割
ら
な
い
ま
で
も
、

た
の
で
あ
る
。
）
本
来
政
治
的
意
図
の
濃
厚
な

と
、
き
わ
め
て
自
然
に
原
著
に
即
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
の

も
偶
然
で
は
な
い
。
ま
た
原
著
が
『
天
演
論
』
に
籠
め
ら
れ
た
厳
復
の
、
意
図

に
、
ー
ー
ふ
ぢ
ヽ
と
も
そ
の
重
要
な
一
部
分
に
、
示
唆
と
激
励
と
を
与
え
た
の
は

こ
の
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
結
局
、
『
天
演
論
』
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
問
題
は
「
生
存
競
争
」

の
観
念
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
厳
復
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、

治
論
』
と
も
、
あ
る
い
は
『
天
人
論
』
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
筈
で
あ
る
の
に
、

単
に
『
天
演
論
』
と
題
さ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
も
い
い
得
る
。
厳
復
は
、
進

化
に
お
け
る
自
然
法
則
の
、
人
間
社
会
に
対
す
る
適
用
に
疑
義
を
挟
も
う
と
は

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
書
中
に
し
ば
し
ば
原
著
そ
の
も
の
を
批
判

し
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
は
つ
ね
に
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
対
立
し
た
ス
ペ
ン
サ
ー

⑳
 

の
中
に
求
め
ら
れ
た
。
将
来
の
人
口
問
題
に
関
し
て
も
、
彼
は
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ

の
よ
う
な
憂
慮
の
表
情
を
示
さ
ず
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
楽
観
的
な
意
見
に
賛
意
を

R
 

表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
―
つ
に
は
、
こ
こ
に
も
中
国
と
い
う
大
国
の
面
貌

を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
こ
れ
ほ
ど
生
存
競
争
の
意
味
を
肯
定
し
た
厳
復
も
、
そ
の
後
、
中
国
国

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
天
行
人

危
う
＜
卵
に
足
を
触
れ

『
天
演
論
』
が
こ
こ
ま
で
来
る

（
彼
は
そ
の
慎
重
を
極
め
た
い
わ
ゆ
る
「
ニ
グ
・
ダ



け
れ
ど
も
そ
れ
ほ
彼
の
後
年
の
事
に
属
す
る
。

に
『
天
演
論
』
に
お
い
て
さ
え
、

『
天
演
論
』
の
公
け
に
さ
れ

内
に
お
け
る
「
競
争
」
に
失
望
し
た
後
、
最
後
に
西
洋
に
お
け
る
「
競
争
」
が
、

第
一
次
欧
洲
大
戦
と
し
て
い
た
ず
ら
に
惨
烈
な
形
相
を
暴
霧
し
た
時
、
西
洋
文

明
に
も
い
わ
ば
生
存
競
争
放
任
説
に
も
決
定
的
な
幻
減
を
感
じ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
半
面
、
彼
は
古
い
中
国
の
文
化
・
倫
理
へ
の
郷
愁
と
尊
敬
を
取
り

戻
し
た
。
も
と
も
と
彼
は
中
国
古
典
文
化
の
浸
潤
し
た
教
養
人
だ
っ
た
。
そ
の

上
彼
が
仏
教
に
も
相
当
精
し
か
っ
た
こ
と
は
『
天
演
論
』
「
論
•
仏
法
第
十
」

補

詫

R

の
本
文
や
「
案
語
」
を
読
む
だ
け
で
十
分
想
像
が
つ
く
の
で
あ
る
。
彼
は
す
で

た
だ

「
今
日
二
至
リ
テ
、
若
シ
僅
教
化
ヲ
モ
ッ
テ

論
ズ
レ
バ
、
欧
洲
卜
中
国
ノ
優
劣
ハ
尚
未
ダ
言
ウ
ニ
易
カ
ラ
ズ
」
と
上
掲
の
引

用
文
の
中
に
も
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
つ
い
に
彼
は
往
年
の
「
尊
今
叛
古
」
に

背
を
向
け
、
彼
を
追
い
越
し
て
前
進
す
る
新
し
い
時
代
の
ぎ
び
し
い
非
難
を
浴

び
な
が
ら
、
こ
れ
に
冷
い
眼
を
投
げ
か
け
る
孤
独
な
老
人
と
な
り
、
そ
し
て
不

遇
の
う
ち
に
死
ん
で
行
っ
た
。
が
そ
れ
を
彼
の
単
な
る
保
守
主
義
・
尚
古
趣
味

へ
の
頗
落
と
の
み
見
る
こ
と
は
必
ず
し
も
正
当
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
彼
は

最
初
か
ら
気
付
い
て
い
た
が
、
敢
て
強
調
し
な
か
っ
た
『
進
化
と
倫
理
』
に
お

＾
ッ
ク
ス
レ
イ

け
る
「
倫
理
」
の
面
を
、
ー
~
彼
が
『
天
演
論
』
の
自
序
に
「
赫
脊
黎
氏
ノ
コ

ス
ペ
ッ
サ
ー

ノ
書
ノ
指
、
期
賓
塞
ノ
天
二
任
セ
テ
治
ヲ
ナ
ス
ノ
末
流
ヲ
救
ウ
ヲ
モ
ッ
テ
本
ト

ス
。
ソ
ノ
中
二
論
ズ
ル
ト
コ
ロ
吾
ガ
古
人
卜
甚
ダ
合
ウ
モ
ノ
ア
リ
」
と
い
っ
た

面
を
、
国
家
的
・
時
代
的
視
点
を
超
え
て
、
人
類
的
な
、
は
る
か
に
遠
い
展
望

の
う
ち
に
静
か
に
見
直
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
八
九
九
年
（
明
治
三
十
二
年
）
厳
復
は
、
当
時
な
お
少
壮
気
鋭
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
と
も
に
、
す
で
に
欝
然
た
る
中
国
学
者
で
あ
っ
た

湖
南
・
内
藤
虎
次
郎
(
-
八
六
六
ー
一
九
一
二
四
）
に
会
っ
た
。
そ
れ
は
湖
南
の

最
初
の
中
国
旅
行
の
時
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
は
天
津
で
日
清
人
合
弁
の
新
聞

社
「
国
聞
報
」
を
訪
ね
、
主
筆
の
方
若
（
号
・
蒟
雨
）
に
会
い
、
彼
か
ら
『
天
演

論
』
を
も
ら
い
、
か
つ
そ
の
紹
介
で
こ
の
新
聞
の
創
立
者
で
も
あ
る
厳
復
に
会

っ
た
の
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
驚
く
べ
き
は
、
そ
の
時
湖
南
が
ハ
ッ
ク
ス

レ
イ
を
知
っ
て
い
た
、
い
や
単
に
知
っ
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
進
化
と
倫
理
の

問
題
に
つ
い
て
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
的
な
思
想
を
抱
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

湖
南
は
つ
と
に
師
範
学
校
在
学
時
代
に
進
化
論
に
接
し
、
そ
の
思
想
の
大
体

⑮
 

に
通
じ
、
明
治
十
八
年
、
そ
の
四
年
生
の
時
、
「
唯
物
的
道
徳
自
愛
主
義
」
と

、、

題
す
る
講
演
を
行
い
、
進
化
論
に
基
ず
く
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
説
い
た
が
、
後
東
京

に
出
て
西
村
茂
樹
や
大
内
青
密
ら
の
感
化
も
あ
り
、
ふ
た
た
び
彼
が
幼
年
時
代

以
来
は
ぐ
く
ま
れ
て
来
た
東
洋
的
倫
理
思
想
へ
の
復
帰
の
念
を
深
め
た
と
い
わ

⑱
 

れ
る
。
そ
し
て
一
八
九

0
年
（
明
治
二
十
三
年
）
岡
崎
の
一
＿
一
河
新
聞
の
主
筆
と

「
倫
理
の
大
体
」
と
題
し

て
唯
物
論
的
ニ
ゴ
イ
ズ
ム
を
抑
え
、
人
間
社
会
は
相
愛
相
助
主
義
に
立
つ
べ
き

こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
の
結
論
に
達
す
る
に
は
、
英
国
の
「
十
九
世
紀
雑
誌
」

所
載
の
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
と
露
都
大
学
の
ケ
ス
レ
ル
と
の
異
論
を
対
照
し
た
論
文

の
邦
訳
を
あ
る
雑
誌
で
見
た
の
が
役
立
っ
た
と
い
う
。
た
だ
そ
の
雑
誌
が
何
で

あ
っ
た
か
、
従
っ
て
そ
の
内
容
が
ほ
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
不

＠
 

明
な
の
ほ
遺
憾
で
あ
り
、
ま
た
進
化
と
倫
理
の
問
題
に
お
い
て
そ
の
時
点
で
は

し
て
在
職
中
彼
は
そ
の
地
方
の
講
演
会
に
お
い
て
、

た
翌
年
、

1
0
 



一
般
に
無
風
状
態
的
な
平

③ ② ① 註

論
に
対
す
る
中
国
と
日
本
と
の
受
け
と
め
方
の
大
き
な
相
違
ー
ー
ー
中
国
で
あ
れ

叱
正
を
賜
わ
り
た
い
。
）

施
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、

ま
た
「
序
論
」
（
P
r
o
l
e
g
o
m
e
n
a
)

れ
て
い
る
が
、
淡
々
と
原
意
を
捕
え
て
い
る
。
湖
南
が
そ
れ
を
読
ん
だ
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
一
八
九
九
年
彼
が
厳
復
と
会
っ
た
時
、
進
化
と
倫
理

の
問
題
に
つ
い
て
、

『
進
化
と
倫
理
』
あ
る
い
は
進
化

ま
た
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
つ
い
て
、
彼
等
は
語
り
合
わ
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
非
常
に
興
味
あ
る
問
題
だ
が
、
湖
南
は
厳
復
と
の

筆
談
記
録
に
そ
れ
に
触
れ
て
い
な
い
か
ら
、
恐
ら
く
不
明
の
ま
ま
終
る
と
す
れ

補
底
⑤

ば
こ
れ
ま
た
遺
憾
と
い
う
外
は
な
い
。

さ
ら
に
最
後
に
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、

ほ
ど
の
波
瀾
を
呼
ん
だ
も
の
が
、
な
ぜ
、

日
本
で
は
比
較
的
正
し
く
理
解
さ
れ

た
と
し
て
も
、
（
湖
南
の
思
想
形
成
上
、
進
化
論
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
（
（
と

わ
た
く
し
は
思
う
の
だ
が
）
）
よ
う
な
例
は
あ
る
が
）

袖
註
⑥

穏
裡
に
通
過
し
て
行
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
比
較
思
想
論
、
比

T
.
H
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
進
化
と
倫
理
」
を
め
ぐ
っ
て
1

そ
の
ニ
ー
—
（
堀
）

増
田
渉
『
中
国
文
学
史
研
究
』
、
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
二
年
）
、
9
-
九
二
頁
参
照
。

E
0
0
l
u
t
i
o
n
aミ
d
E
t
h
i
c
s
 a
n
d
 O
t
h
e
r
 E
s
s
a
y
s
,
 xiii. 

『
中
国
文
学
史
研
究
』
、
一
九
一
頁
。

の
部
分
ぱ
省
か

湖
南
は
あ
る
い
は
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
よ
り
も
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
の
「
相
互
扶
助
論
」

の
先
駆
者
ケ
ス
レ
ル

(
K
e
s
s
l
e
r
,
K
a
r
l
 F
y
o
d
o
r
o
v
i
t
c
h
,
 
1
8
1
5
 |
 8
1
)

に
よ

り
多
く
共
嗚
す
る
も
の
を
見
出
し
た
と
自
ら
思
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
「
進
化
論
の
と
く
生
存
競
争
を
全
く
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
な
お

⑱
 

相
愛
相
助
主
義
を
優
越
さ
せ
る
」
こ
と
を
主
張
し
た
湖
南
の
説
は
ハ
ッ
ク
ス
レ

ヽ

ヽ

補

註

④

イ
と
一
致
し
、
か
つ
彼
を
起
点
と
し
た
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

『
進
化
と
倫
理
』
は
日
本
で
は
一
八
九
五
年
、

を
訳
述
し
た
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
原
書
刊
行
の
翌
年
で
あ
り
、

論
』
刊
行
の
前
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
天
演
論
』
の
よ
う
な
訳
出
上
の
苦
心
の

『
天
演

『
哲
学
会
雑
誌
』
に
そ
の
大
意

な
お
そ
の

(
S
i
r
 
J
u
l
i
a
n
 
S
o
r
r
e
l
l
 
H
u
x
l
e
y
,
 1
8
8
7
ー
-
1
9
7
5
)

の
思
想
と
の
関
係
に
つ
い

て、

1

特
に
『
進
化
と
倫
理
』
の
講
演
の
行
わ
れ
た
恰
度
五
十
年
後
、
同
じ

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
「
ロ
マ
ニ
ー
ズ
講
演
」
で
、
殆
ど
同
じ
演
題
の
「
進
化

的
倫
理
」
と
い
う
講
演
に
お
い
て
ジ
ュ
リ
ア
ン
が
展
開
し
た
論
議
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
そ
の
弟
の
オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
そ
の
問
題
を
め
ぐ
る
思
想

（
ジ
ュ
リ
ア
ン
ぱ
そ
れ
を
も
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
）
等
に
つ
い
て
述
べ
る
こ

と
に
し
た
い
。

（
こ
の
稿
を
草
す
る
に
当
っ
て
、
厳
復
に
関
す
る
智
識
は
殆
ど
す
べ
て
増
田

渉
氏
の
『
中
国
文
学
史
研
究
』
に
仰
い
だ
こ
と
を
記
し
て
深
甚
な
る
感
謝
の

意
を
表
す
る
。
ま
た
内
藤
湖
南
に
関
し
て
は
三
田
村
泰
助
氏
著
『
内
藤
湖

南
』
か
ら
啓
発
を
受
け
た
。
こ
れ
ま
た
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
そ

れ
ら
に
関
し
て
誤
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
責
任
は
す
べ
て
筆
者
の
負
う
所
で
あ

る
。
な
お
『
天
演
論
』
は
主
と
し
て
筆
者
自
身
の
論
述
の
便
宜
の
た
め
に
原

文
を
書
き
下
し
に
し
た
。
も
し
不
適
当
な
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
に
大
方
の
ご

ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の

『
進
化
と
倫
理
』

と
そ
の
孫
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ

較
文
化
論
に
関
す
る
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
だ
が
わ
た
く
し
に
は
い
ま
そ
れ

を
論
じ
る
余
裕
が
な
い
。
わ
た
く
し
ば
わ
た
く
し
の
最
後
の
問
題
、

T
•
H
.



⑫
 

④
同
書
、
一
九
二
頁
。

⑤
同
書
、
一
九
二
頁
。
『
天
演
論
』
の
呉
汝
綸
の
序
の
最
後
に
「
光
緒
戊
戌
孟
夏
桐

城
呉
汝
綸
叙
」
と
あ
る
。
光
緒
戊
戌
は
正
に
一
八
九
八
年
で
あ
る
。
因
に
、
わ
た
＜

し
が
見
る
こ
と
を
得
た
『
天
演
論
』
は
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
「
泊
園
文
庫
」
中
の

一
本
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
光
緒
辛
丑
仲
春
富
文
書
局
石
印
」
の
刊
記
が
あ
り
、
表

紙
に
「
甲
辰
九
月
沈
均
敬
贈
藤
沢
先
生
」
の
文
字
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
辛
丑
は
一

九

0
一
年
、
わ
が
明
治
三
十
四
年
で
あ
り
、
甲
辰
は
一
九
〇
四
年
、
明
治
三
十
七
年

で
あ
る
。

⑥
但
『
天
演
論
』
に
も
「
進
化
」
と
い
う
文
字
が
既
に
見
ら
れ
る
。
『
天
演
論
』
論

十
七
は
「
進
化
」
と
題
せ
ら
れ
て
い
る
。

⑦
『
天
演
論
』
、
導
言
一
（
察
変
）
。

⑧
『
天
演
論
』
、
論
一
（
能
実
）
に
「
始
メ
易
簡
ヲ
以
テ
シ
、
変
化
ノ
機
ヲ
伏
ス
。
コ

な
づ
＂

レ
ニ
命
ケ
テ
儲
能
ト
イ
フ
。
後
漸
ク
繁
殊
、
変
化
ノ
致
ヲ
極
ム
。
コ
レ
ニ
命
ケ
テ
効

実
ト
イ
フ
。
儲
能
ヤ
、
効
実
ヤ
、
合
セ
テ
コ
レ
ヲ
天
演
ト
イ
フ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は

E
0
o
l
u
t
i
o
n
g
 d
 E
t
h
i
c
s
,
 
p. 4
8

の
p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
t
y
と

e
p
i
p
h
a
n
y
に
当
る
が
、

E
.
 &
 E
.
,
 
P
r
o
l
e
g
o
m
e
n
a
 I• 

p
.
8

に
は

p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
t
y
と

e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
n

の

語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
但
『
天
演
論
』
で
は
後
者
に
相
当
す
る
導
言
二
（
広
義
）

に
そ
れ
は
訳
さ
れ
い
な
い
。
た
だ
そ
の
「
案
語
」
の
中
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
を
引
い
て

「
万
物
ハ
簡
易
二
始
マ
リ
、
錯
綜
二
終
ル
」
と
い
っ
て
い
る
。

⑨
小
倉
芳
彦
『
古
代
中
国
を
読
む
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）
、
一
七
五
ー
六

頁
参
照
。

⑩
『
中
国
文
学
史
研
究
』
一
八
九
頁
。

ハ
ッ
ク
ス
レ
イ

⑪
『
天
演
論
』
呉
序
、
「
今
赫
脊
黎
氏
ノ
道
未
ダ
釈
氏
ニ
オ
イ
テ
何
如
ナ
ル
カ
ヲ
知

ひ
と
し

ラ
ズ
。
然
レ
ド
モ
ソ
ノ
書
ヲ
太
史
氏
・
揚
氏
ノ
列
二
倍
ウ
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
吾
ソ
ノ

難
キ
ヲ
知
ル
。
即
チ
コ
レ
ヲ
唐
宋
作
者
二
借
ウ
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ハ
吾
亦
ソ
ノ
難
キ
ヲ

知
ル
。
厳
（
復
）
子
一
タ
ビ
コ
レ
ヲ
文
ニ
ス
ル
ヤ
、
ソ
ノ
雷
駁
々
ト
シ
テ
晩
周
諸
子

お
も

ト
相
上
下
ス
。
然
ラ
バ
則
チ
文
顧
ウ
ニ
重
カ
ラ
ズ
ヤ
。
」

『
中
国
文
学
史
研
究
』
、
一
八
九
頁
、
一
九
二
頁
。

お

⑬
『
天
演
論
』
自
序
、
「
夫
レ
古
人
ソ
ノ
端
ヲ
発
ス
レ
ド
モ
後
人
ョ
ク
ソ
ノ
緒
ヲ
帝
児

ウ
ル
ナ
ク
、
古
人
ソ
ノ
大
ヲ
擬
ス
レ
ド
モ
後
人
ヨ
ク
ソ
ノ
精
ヲ
議
ス
ル
ナ
ケ
レ
バ
、

則
チ
猶
コ
レ
学

．．
 

ハ
ズ
術
無
キ
ガ
ゴ
ト
ク
、
未
化
ノ
民
ノ
ミ
。
祖
父
聖
ナ
リ
ト
雖
モ
何

ゾ
子
孫
ノ
童
昏
ヲ
採
ワ
ン
ヤ
。
大
抵
古
書
ハ
読
ミ
難
キ
モ
、
中
国
尤
（
最
高
）
タ
リ
。

し
た
が

二
千
年
来
、
士
利
禄
二
狗
イ
、
閥
残
ヲ
守
リ
、
独
闘
（
創
）
ノ
慮
ナ
シ
。
コ
、
ヲ
モ

ッ
テ
今
日
二
生
ル
、
モ
ノ
乃
チ
西
学
二
転
ズ
…
…
。
」

⑭
『
中
国
文
学
史
研
究
』
、
一
七
七
、
一
七
八
頁
参
照
。

⑮
同
甚
、
一
九
九
頁
に
、
賀
麟
が
『
天
演
論
』
の
習
頭
の
一
節
を
引
い
て
、
先
秦
諸

子
の
書
の
風
味
が
あ
る
と
い
い
、
「
此
段
は
特
に
荘
子
に
似
て
い
る
」
と
注
し
て
い

る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
斉
物
論
」
の
「
南
郭
子
碁
、
隠
几
而
坐
仰
天
而
朧
喀

焉
似
喪
其
槻
」
の
書
き
出
し
を
彼
も
連
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑯
『
天
旗
論
』
論
五
。
「
誰
レ
カ
コ
レ
ヲ
ッ
カ
サ
ド
ル
」
『
詩
経
』
、
「
召
南
・
釆
頻
」

の
語
。

⑰
『
天
演
論
』
論
十
二
。
「
ソ
ノ
身
を
空
乏
ニ
シ
、
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
コ
ロ
ヲ
払
乱

ス
。
」
『
孟
子
』
「
告
子
下
」
の
語
。
但
原
文
に
お
い
て
は
「
空
乏
其
身
行
、
払
乱

其
所
為
」
。

ゃ
|
ら

⑱
『
天
演
論
』
論
十
六
。
「
ス
ナ
ワ
チ
黎
民
ァ
、
変
ジ
コ
レ
薙
グ
。
」
『
沿
経
』
売

典
の
語
。

⑲
こ
こ
に
使
用
し
た

E
v
o
l
u
t
i
o
n
a
n
d
 E
t
h
i
c
s
 a
n
d
 O
t
h
e
r
 
E
s
s
a
y
s
は
、
拙

稿
八

T
.
H
・
ハ
ソ
ク
ス
レ
イ
の
「
進
化
と
倫
理
」
を
め
ぐ
っ
て
1

そ
の
―
>
に
記
し

た
と
お
り
、

D.
A
p
p
l
e
t
o
n
 
&
 C
o
.
,
 
N
e
w
 Y
o
r
k
,
 
1
8
9
7
版
の

S
c
h
o
l
a
r
l
y

P
r
e
s
s
複
製
版
で
あ
る
。
同
書
は

C
o
l
l
e
c
t
e
d

E
s
s
a
y
s
 
b
y
 
T
.
 H•Huxley 

(D. 
A
p
p
l
e
t
o
n
 
&
 C
o
.
,
 
1
9
1
7
)
,
 
V
o
l
.
 I
X
,
 E
v
o
l
u
t
i
o
n
 
&
 E
t
h
i
c
s
と
頁
付

け
が
ほ
と
ん
ど
全
く
同
一
で
あ
る
。

⑳
『
中
国
文
学
史
研
究
』
、
「
厳
復
に
つ
い
て
」
。

⑳
前
掲
拙
稿
、
一

i

i

頁。

⑫
 
E
v
o
l
u
t
i
o
n
 a
n
d
 E
t
h
i
c
s
ミ
z
d
O
t
h
e
r
 E
s
s
a
y
s
,
 
p
p
.
 8
1
 |
 82. 

⑳
『
中
国
文
学
史
研
究
』
、
一
八
五
頁
。



（
岩
波
書
店
、

⑳
津
田
左
右
吉
『
シ
ナ
思
想
と
日
本
』

る
）
六
頁
、
一
三
四
頁
参
照
。

⑮
『
中
国
文
学
史
研
究
』
一
九
一
頁
。

⑳
『
天
演
論
』
導
言
八
。
同
上
「
案
語
」
の
中
で
厳
復
は
、
反
民
主
主
義
体
制
国
家

の
衰
退
は
国
民
教
育
制
度
の
不
備
、
国
民
の
知
的
水
準
の
低
さ
に
某
ず
く
こ
と
を
説

い
て
い
る
。

⑰
同
書
、
論
四
゜

⑳
虔
劉
の
出
典
は
『
左
伝
』
「
成
十
三
」
虔
劉
我
辺
垂
。
肢
削
の
出
典
は
『
漠
書
』

「
蓋
仲
舒
侍
」
民
日
削
月
陵
。
用
字
は
な
は
だ
該
切
で
あ
る
が
、
そ
の
古
雅
に
過
ぎ

る
点
は
彼
の
好
尚
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
 
E
v
o
l
u
t
i
o
n
 &
 Et
h
i
c
s
,
 
p. 39. 
T
.
H
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
文
体
の
―
つ
の
重
要

な
特
徴
を
示
す
た
め
に
原
文
を
掲
げ
て
お
く
。

ミ^T
h
e
 b
e
n
e
v
o
l
e
n
c
e
 
a
n
d
 o
p
e
n
 ,
 
h
a
n
d
e
d
 g
e
n
e
r
o
s
i
t
y
 w
h
i
c
h
 a
d
o
r
n
 a
 rich 

m
a
n
,
 m
a
y
 m
a
k
e
 a
 p
a
u
p
e
r
 of a
 po
o
r
 o
n
e
 ;
 th
e
 e
n
e
r
g
y
 a
n
d
 c
o
u
r
a
g
e
 

to 
w
h
i
c
h
 t
h
e
 
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
 
soldier 
a
w
e
s
 his rise• 

t
h
e
 cool 
a
n
d
 d
a
r
i
n
g
 

subtlety to 
w
h
i
c
h
 t
h
e
 g
r
e
a
t
 
financier 
a
w
e
s
 his 
fortune, m
a
y
 v
e
r
y
 

easily 
u
n
d
e
r
 u
n
f
a
v
o
u
r
a
b
l
e
 conditions• 

l
e
a
d
 their 
possessors to t
h
e
 

gallows• 

or 
to t
h
e
 h
u
l
k
s
.
"
 

こ
れ
は
T
.
H
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
孫
オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
(
A
l
d
o
n
s
H
u
x
l
e
y
,
 

1
8
9
4
 |
 1
9
6
3
)
が
「
文
学
者
と
し
て
の
T
.
H

・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
」

(
'
T
.
H
•
H
u
x
l
e
y
 

as 
a
 M
a
n
 of 
L
e
t
t
e
r
s
,
'
H
u
x
l
e
y
 
M
e
m
o
r
i
a
l
 Lectures• 

192.5 |
 1932, 

M
a
c
m
i
l
l
a
n
,
 1932• 

p
p
.
2
1
ー

2
4
;
'
T
•
H
•
H
u
x
l
e
y
 as 
a
 L
i
t
e
r
a
r
y
 
M
a
n
,
'
 

o
l
i
0
 e
 T
r
e
e
,
 
C
h
a
t
t
o
 
a
n
d
 W
i
n
d
u
s
,
 1936• 

pp. 71 |
 75)

に
お
い
て
、
「
中
間

休
止
法
的
文
章
」

(
c
a
e
s
u
r
a
,
 
s
e
n
t
e
n
c
e
)
と
名
づ
け
た
一
種
の
修
辞
法
に
よ
る
文
章

で
あ
っ
て
、

T
.
H
．
が
主
と
し
て
思
弁
的
警
句
と
し
て
用
い
た
文
体
の
一
例
で
あ
る
。

そ
の
テ
ク
ニ
ー
ク
は
、
オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ブ
ラ
イ
文
学
に

多
く
用
い
ら
れ
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
詩
も
稽
こ
れ
に
類
す
る
技
法
に
よ
っ
た

が
、
英
文
学
に
お
い
て
、
こ
れ
を
思
弁
的
さ
ら
に
冥
想
的
警
句
と
し
て
用
い
た
最
初

T
.
H
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
進
化
と
倫
理
」
を
め
ぐ
っ
て
1

そ
の
ニ
ー
（
堀
）

一
九
七
二
年
第
一
七
刷
に
よ

の
文
人
は
サ
ー
・
ト
マ
ス
・
プ
ラ
ウ
ソ

(Sir

T
h
o
m
a
s
 
B
r
o
w
n
e
,
 
1
6
0
5
-
8
2
)
 

で
あ
る
と
い
う
。
中
国
の
対
偶
・
対
句
は
こ
れ
に
類
す
る
が
、
前
後
の
句
が
完
全
な

形
式
的
均
斉
を
保
ち
、
し
た
が
っ
て
内
容
上
ま
た
運
用
上
、
「
中
問
休
止
法
的
文
章
」

、
、
、

と
の
問
に
幾
分
か
相
違
を
来
し
て
い
る
。
厳
復
は
『
天
演
論
』
に
お
い
て
自
由
に
多
く

の
対
偶
・
対
句
を
使
用
し
て
い
る
が
、
上
掲
の
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
原
文
に
対
し
て
、
こ

の
場
合
特
に
忠
実
な
訳
を
試
み
て
い
る
か
ら
（
そ
れ
は
そ
の
内
容
が
彼
の
抵
抗
を
感

ぜ
ず
に
同
属
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
、
比
較
対
照
の
資
料
と
し

て
、
そ
れ
を
引
用
し
て
見
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
ー
「
豪
家
土
茸
金
吊
所
以
揚

恵
声
而
中
産
之
家
則
坐
是
以
凍
鞍
猛
毅
致
果
之
性
所
以
成
大
将
之
威
名
仰
機
射
利
之

奸
所
以
致
岨
商
之
厚
実
而
用
之
一
不
当
則
JJ鋸
圏
圏
従
其
後
突
」
（
（
富
）
豪
，
家
、

土
宜
金
吊
ハ
ソ
ノ
恵
声
ヲ
揚
グ
ル
所
以
ナ
レ
ド
モ
中
産
ノ
家
ハ
コ
レ
ニ
坐
リ
テ
凍
餘

セ
ン
。
猛
毅
致
果
ノ
性
ハ
大
将
ノ
威
名
ヲ
成
ス
所
以
、
機
ヲ
仰
ギ
利
ヲ
射
ル
ノ
奸
ハ

駆
商
ノ
厚
実
ヲ
致
ス
所
以
ナ
レ
ド
モ
コ
レ
ヲ
用
イ
テ
一
タ
ビ
当
ラ
ザ
レ
バ
則
チ
刀
鋸

圏
圏
ソ
ノ
後
二
従
ワ
ン
。
）
（
導
言
十
六
）
。

⑳
「
福
利
の
競
争
」
の
原
語
は
、
拙
稿
『
進
化
と
倫
理
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
そ
の
一
」
七

頁
に
書
い
た
通
り

t
h
e
struggle 
for 
t
h
e
 
m
e
a
n
s
 
of 
e
n
j
o
y
m
e
n
t
 
(
享
楽
の

手
段
の
獲
得
競
争
）
で
あ
る
。

W
h
a
t

is 
o
f
t
e
n
 
called 
t
h
e
 
struggle 
for 

e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
in 
society (
I

 

p
l
e
a
d
 guilty 
of 
h
a
v
i
n
g
 u
s
e
d
 t
h
e
 t
e
r
m
 too 

loosely 
m
y
s
e
l
f
)
,
 
is 
a
 contest 
for 
t
h
e
 m
e
a
n
s
 of 
e
n
j
o
y
m
e
n
t
.
 
(
E
.
 &
 

E•• 

p
.
4
0
)

を
厳
復
は
導
言
十
七
の
冒
頭
に
「
今
ノ
人
群
二
競
ウ
モ
ノ
ハ
所
謂
富
貴

優
厚
ヲ
争
ウ
ニ
非
ズ
ャ
」
と
た
く
み
に
訳
し
て
い
る
が
、
彼
の
文
中
に
は
「
楽
利
」

「
栄
利
」
等
の
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

R
E
.
4
E
.
＂ 

p
p
.
4
1
 |
 2. 

⑫
『
天
演
論
』
導
言
一
の
本
文
の
中
に
も
ス
ペ
ン
サ
ー
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
、

「
同
•
一
・
案
」
の
中
で
も
そ
の
思
想
を
紹
介
し
、
「
同
・
五
・
案
」
「
同
・
十
三

・
案
」
「
同
・
十
四
・
案
」
「
同
・
十
七
・
案
」
等
に
こ
れ
に
言
及
し
、
特
に
「
＋

三
」
「
十
四
」
の
案
に
お
い
て
ス
ペ
ン
サ
ー
を
揚
げ
、
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
を
抑
え
て
い

る
。
両
者
の
一
致
を
い
っ
て
い
る
の
は
「
同
・
十
七
・
案
」
だ
け
で
あ
ろ
う
。



R ⑰ @R  ⑭ R 

『
天
演
論
』
「
導
言
十
五
・
案
」
。

三
田
村
泰
助
『
内
藤
湖
南
』
（
中
央
公
論
社
、

同
書
、
八
九
頁
。

同
書
、
一

0
九
頁
。

同
書
‘
―
二
九
ー
一
三
二
頁
。

同
書
、
一
三
二
頁
。

一
九
七
二
年
）
、
一
八
ニ
ー
一
二
頁
。

補
註
①
厳
復
は
、
内
藤
湖
南
と
会
っ
た
時
に
も
、
湖
南
が
「
大
著
天
演
論
、
・
・
・
・
・
・
奉
読

す
る
に
文
字
雄
偉
、
幡
訳
に
似
ず
、
真
に
大
手
筆
を
見
る
」
と
言
っ
た
の
に
対
し

て
、
「
観
る
者
の
暁
り
易
き
を
欲
す
る
に
因
る
が
故
に
、
原
文
句
次
に
拘
々
た
ら

ず
然
る
に
此
れ
実
に
訳
者
の
正
法
眼
蔵
に
非
ず
」
と
い
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
（
内

藤
湖
南
全
集
』
第
二
巻
「
燕
山
楚
水
」
三
二
頁
。
）
彼
は
「
訳
例
言
」
に
も
「
実

ニ
正
法
二
非
ズ
」
と
書
い
て
い
る
。

③
『
天
演
論
』
「
論
十
四
・
案
」
。

⑥
近
代
中
国
思
想
は
仏
教
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
、
清
朝
の
中
期
以
来
そ

の
傾
向
は
益
々
強
く
な
り
、
「
清
末
か
ら
現
代
（
中
華
民
国
初
期
）
に
か
け
イ
、
も

荀
く
も
支
那
で
哲
学
的
思
想
を
持
っ
て
居
る
も
の
で
仏
教
に
出
入
せ
な
い
も
の
は

な
く
な
っ
て
来
た
」
と
内
藤
湖
南
も
「
新
支
那
論
」
（
『
支
那
論
』
創
元
社
、
昭

和
十
三
年
、
発
行
三
一
六
ー
七
頁
）
に
書
い
て
い
る
が
、
康
有
為
、
諏
嗣
同
、
章

柄
麟
ら
の
革
命
家
も
仏
学
に
深
か
っ
た
と
い
う
（
島
田
虔
次
、
『
朱
子
学
と
陽
明

学
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
一
八
五
ー
六
頁
）
。
厳
復
も
、
彼
自
身
の
独
自

性
を
も
ち
つ
つ
、
そ
の
時
代
の
思
想
・
教
養
の
同
一
圏
内
に
属
し
て
い
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

④
湖
南
が
明
治
二
十
三
年
(
-
八
九

0
年
）
十
一
月
二
十
日
、
二
十
二
日
の
「
三

河
新
聞
」
に
載
せ
た
そ
の
講
演
旅
行
記
「
参
南
一
夜
泊
り
の
記
」
（
『
内
藤
湖
南

全
集
』
第
一
巻
•
五
二
九
頁
参
照
）
の
中
で
触
れ
た
「
十
九
世
紀
雑
誌
」(
T
h
e

N
i
n
e
t
e
e
n
t
h
 C
e
n
t
u
r
y
)
所
載
の
論
文
の
邦
訳
を
掲
載
し
た
雑
誌
、
と
は
何
で

あ
っ
た
か
、
い
ま
に
未
詳
で
あ
る
が
、
「
十
九
世
紀
雑
誌
」
所
載
の
論
文
、
そ
の

も
の
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
。
わ
た
く
し
は
最
初
、
そ
こ
に
＾
ッ
ク
ス
レ
イ

の
名
が
あ
り
、
湖
南
の
所
説
が
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
余
り
に
も
類
似
し
て
い
る
の
で

「
十
九
世
紀
雑
誌
」
一
八
八
八
年
二
月
号
所
載
の
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
人
間
社
会

に
お
け
る
生
存
競
争
」

(
T
h
e

S
t
r
u
g
g
l
e
 
for 
E
n
i
s
t
e
n
c
e
 
in 
H
u
m
a
n
 

S
o
c
i
l
t
y
)
を
そ
れ
に
擬
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
露
都
大
学
の
ケ
ス
レ
ル
」

が
名
の
あ
り
、
「
相
助
主
義
」
と
い
う
言
葉
の
あ
る
こ
と
を
考
え
て
、
こ
れ
は
む

、、

し
ろ
一
八
八
八
年
の
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
そ
の
論
文
に
対
抗
し
て
書
か
れ
た
ク
ロ
ボ

ト
キ
ン
の
論
文
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
一
八
九

0
年
九
月
号

の
「
十
九
世
紀
雑
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
後
、
一
九

0
二
年
、
一
冊
に
ま

と
め
て
刊
行
さ
れ
た
『
相
互
扶
助
論
』
の
第
一
章
を
な
す
「
動
物
間
の
相
互
扶

助」

(
M
u
t
u
a
l
A
i
d
 a
m
o
n
g
 A
n
i
m
a
l
s
)

と
題
す
る
論
文
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
と
ケ
ス
レ
ル
と
が
対
照
的
、
し
か
も
ケ
ス
レ
ル
が
「
故
セ
ン
ト

・
ペ
テ
ル
ス
プ
ル
グ
大
学
の
学
部
長
ケ
ス
レ
ル
教
授
」

(
t
h
e

late 
D
e
a
n
 
of 

t
h
e
 St. 
P
e
t
e
r
s
b
u
r
g
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y疇

P
r
o
f
e
s
s
o
r
K
e
s
s
l
e
r
)

と
し
て
、
英

国
の
知
識
社
会
に
初
め
て
紹
介
さ
れ
る
が
ご
と
く
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
湖
南
は

「
進
化
説
の
事
実
た
る
生
存
競
争
が
進
化
説
全
体
の
事
実
と
は
ダ
ル
ウ
ィ
ン
氏
も

説
か
ざ
り
し
」
と
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
「
相
互
扶
助
」
を
も
「
進
化
の
一

要
素
な
る
相
互
扶
助
」

(
M
u
t
u
a
l
A
i
d
,
 
A
 F
a
c
t
o
r
 of 
E
v
o
l
u
t
i
o
n
)
と
書
い

た
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
が
、
こ
の
論
文
の
冒
頭
に
「
進
化
の
一
要
素
な
る
生
存
競
争
」

(
s
t
r
u
g
g
l
e
 
for 
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
a
s
 a
 factor 
of 
e
v
o
l
u
t
i
o
n
)
 ..¥Ji)lim
い
て
い
N
3

の
で
も
明
か
な
よ
う
に
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
進
化
論
あ
る
い
は
ダ
ー
ウ
ィ
ー
ー
ズ
ム

に
対
す
る
基
本
的
解
釈
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
こ
に
あ
る
「
相
助
主
義
」
な
る
言
葉

そ
の
も
の
が
、
た
だ
ち
に
そ
の
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想

わ
せ
る
。
た
だ
そ
れ
が
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
の
そ
の
論
文
の
訳
（
あ
る
い
は
抄
訳
か
解

説
程
度
の
も
の
）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
八
九

0
年
九
月
発
行
の
英
国
の
雑
誌

の
論
文
が
そ
の
十
一
月
中
旬
ま
で
に
日
本
で
醐
訳
さ
れ
、
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
こ

と
が
当
時
と
し
て
可
能
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
湖
南
の
つ
け
た
日
付
、
明
治
二
十
三

年
（
一
八
九

0
)
十
一
月
を
動
か
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
彼
の
読
ん
だ
「
十
九
世

一
四



紀
雑
誌
」
の
論
文
は
わ
た
く
し
の
言
う
所
の
も
の
と
は
異
っ
た
も
の
な
の
か
。
し

か
し
上
述
の
と
お
り
、
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
対
し
て
、
ケ
ス
レ
ル
の
名
を
挙
げ
た
論

文
あ
る
い
は
記
事
が
そ
れ
以
前
に
「
十
九
世
紀
雑
誌
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
だ
し
、
ま
た
そ
う
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
日
本
で
初
め
て
『
相
互
扶
助

論
』
の
醜
訳
を
手
が
け
た
の
は
、
山
川
均
で
あ
る
と
い
う
。
＾
『
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
』

1
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
叢
書
、
五
一
四
頁
。
「
解
説
『
相
互
扶
助
論
』
に
つ
い
て
」
（
大

沢
正
道
）
参
照
。
＞
そ
れ
は
平
民
科
学
第
四
編
、
堺
利
彦
編
山
川
均
述
、
『
動

物
界
の
道
徳
』
と
い
う
題
名
の
書
で
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
五
月
、
東

京
有
楽
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
『
相
互
扶
助
論
』
の
最
初
の
二
章
の
き
わ

め
て
自
由
な
訳
述
で
あ
る
。
（
因
に
そ
の
書
の
第
一
章
は
＾
ル
ソ
ー
と
ハ
ッ
ク
ス

レ
イ
¥
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
に
お
い
て
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
が
原
書
に
お
け

る
よ
り
も
、
悪
意
を
も
っ
て
、
歪
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
）
と

に
角
こ
の
書
が
『
相
互
扶
助
論
』
の
醐
訳
の
わ
が
国
に
お
け
る
嘴
矢
と
一
般
に
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
も
し
湖
南
の
読
ん
だ
も
の
が
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
の
訳
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
簡
単
な
抄
訳
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
山
川
訳
に
先
行
す
る
こ

と
十
八
年
と
い
う
貴
重
な
文
献
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
文
献
学
的
問
題

は
別
と
し
て
湖
南
が
夙
に
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
の
思
想
に
触
れ
て
そ
れ
を
自
分
自
身
の

も
の
に
消
化
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
興
味
あ
る
思
想
史
上
の
一
事
実
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
湖
南
に
お
い
て
は
、
ク
ロ
ボ
ト
キ

ソ
に
お
け
る
ほ
ど
生
物
学
上
の
問
題
そ
の
も
の
が
重
要
性
を
持
た
ず
、
倫
理
の
問

題
、
あ
る
い
は
生
物
学
説
と
人
間
倫
理
と
の
関
係
が
関
心
の
焦
点
に
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
そ
の
点
で
彼
は
む
し
ろ
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
よ
り
近
か
っ
た
と
言
え
る
。

⑮
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
二
巻
、
三
三
、
三
四
頁
参
照
。
な
お
三
田
村
泰
助
氏
も

そ
の
著
『
内
藤
湖
南
』
に
お
い
て
、
湖
南
が
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
を
す
で
に
知
っ
て
い

た
こ
と
は
、
そ
の
訳
者
厳
復
に
会
っ
た
際
に
役
立
っ
て
い
る
と
思
う
、
と
古
い
て

い
る
。
（
同
書
、
一
＝
三
頁
）

⑥
こ
れ
に
対
す
る
解
答
の
一
部
分
は
す
で
に
八
杉
龍
一
、
『
進
化
論
の
歴
史
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
）
一
七
九
頁
、
上
掲
『
相
互
扶
助
論
』
五
一
九
頁
の

T
•
H
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
「
進
化
と
倫
理
」
を
め
ぐ
っ
て1

そ
の
ニ
ー
（
堀
）

一五

大
沢
正
道
氏
の
言
葉
の
う
ち
に
も
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
さ
ら
に
詳
細
な

検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。




