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森

川

裕

貫

は

じ

め

に

『
礼
記
』
礼
運
篇
の
記
載
に
基
づ
く
大
同
思
想
は
、
長
い
中
国
の
歴
史
の
な
か
で
一
定
の
位
置
を
占
め
て
い
た
が
、
そ
の
存
在
感
が
に

（
�
）

わ
か
に
高
ま
っ
た
の
は
清
末
に
な
っ
て
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
清
末
か
ら
中
華
民
国
時
期
に
か
け
て
、
多
く
の
論
者
が
大
同

と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
の
を
容
易
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
大
同
と
い
う
語
が
意
味
す
る
内
容
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
を
説
明
す
る
の
に
当
時
好
ん
で
引
か
れ
た
の
が
、
礼
運

篇
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

大
道
之
行
也
、
天
下
為
公
、
選
賢
与
能
、
講
信
脩
睦
。
故
人
、
不
独
親
其
親
、
不
独
子
其
子
、
使
老
有
所
終
、
壮
有
所
用
、
幼
有
所

長
、
矜
寡
孤
独
廃
疾
者
皆
有
所
養
。
男
有
分
、
女
有
帰
。
貨
悪
其
棄
於
地
也
、
不
必
蔵
於
己
。
力
悪
其
不
出
於
身
也
、
不
必
為
己
。

是
故
謀
閉
而
不
興
、
盗
竊
乱
賊
而
不
作
。
故
外
戸
而
不
閉
。
是
謂
大
同
（
大
道
の
行
わ
れ
る
世
に
は
、
天
下
は
万
人
の
も
の
と
さ
れ

る
。
人
々
は
賢
者
能
者
を
選
挙
し
て
官
職
に
当
た
ら
せ
、
手
段
を
尽
く
し
て
相
互
の
信
頼
親
睦
を
深
め
る
。
だ
か
ら
人
々
は
、
そ
れ

六
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ぞ
れ
の
父
母
の
み
を
父
母
と
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
の
み
を
子
と
せ
ず
、
老
人
に
は
安
ん
じ
て
身
を
終
え
さ
せ
、
壮
者
に
は
十
分
に

仕
事
を
さ
せ
、
幼
少
の
者
は
の
び
の
び
と
成
長
さ
せ
、
寡
夫
・
寡
婦
・
親
の
い
な
い
子
・
年
老
い
て
配
偶
者
や
子
を
持
た
な
い
人
・

身
体
の
不
自
由
な
人
に
苦
労
な
く
生
活
さ
せ
、
男
性
に
は
職
分
を
持
た
せ
、
女
性
に
は
ふ
さ
わ
し
い
夫
を
も
た
せ
る
。
財
貨
が
無
駄

に
捨
て
ら
れ
る
こ
と
を
人
々
は
憎
む
が
、
し
か
し
財
貨
を
独
り
占
め
に
は
し
な
い
。
労
力
が
出
し
惜
し
み
さ
れ
る
こ
と
を
人
々
は
憎

む
が
、
し
か
し
自
分
の
た
め
に
の
み
労
力
を
用
い
は
し
な
い
。
み
な
こ
う
し
た
心
が
け
で
あ
る
か
ら
、
私
利
私
欲
に
基
づ
く
計
略
は

（
�
）

外
に
用
い
ら
れ
る
機
会
が
な
く
、
窃
盗
や
暴
力
の
沙
汰
も
な
く
、
誰
も
家
の
戸
を
閉
め
な
い
。
こ
れ
を
大
同
の
世
と
い
う
）。

中
国
近
現
代
に
頻
出
す
る
大
同
と
い
う
語
も
、
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
理
念
を
基
本
的
に
は
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
基

本
的
に
な
の
で
あ
っ
て
、
国
外
か
ら
流
入
し
て
い
た
様
々
な
思
潮
の
影
響
も
あ
り
、
そ
の
内
容
は
実
際
に
は
相
当
複
雑
化
し
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
大
同
思
想
隆
盛
を
代
表
す
る
著
作
の
一
つ
で
あ
る
康
有
為
の
『
大
同
書
』
は
、
最
終
的
に
、
甲
・
乙
・
丙
・
丁
・
戊
・
己

・
庚
・
辛
・
壬
・
癸
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
大
部
な
書
物
と
な
り
、
国
内
外
の
政
治
・
社
会
・
教
育
・
家
族
な
ど
幅
広
い
分
野
に
わ
た
る
記

述
に
満
ち
て
い
る
。『
大
同
書
』
の
豊
富
な
内
容
は
礼
運
篇
を
出
発
点
と
す
る
と
は
い
え
、
康
有
為
の
吸
収
し
た
国
内
外
の
知
見
が
随
所

（
�
）

に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
記
述
は
礼
運
篇
の
範
囲
に
収
ま
る
も
の
で
は
到
底
な
い
。

内
容
の
複
雑
化
は
、
相
互
に
対
立
し
か
ね
な
い
見
解
を
と
き
に
生
み
出
し
た
。
清
末
の
雑
誌
『
大
同
報
』
と
『
新
世
紀
』
が
提
示
し
た

大
同
が
そ
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

一
九
〇
七
年
、
東
京
で
創
刊
さ
れ
た
『
大
同
報
』
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
恒
鈞
や
烏
沢
声
ら
と
い
っ
た
満
洲
旗
人
で
あ
る
。
彼
ら
は

満
人
と
漢
人
の
対
立
に
代
表
さ
れ
る
清
朝
統
治
下
の
諸
民
族
間
対
立
を
緩
和
す
る
べ
く
、
満
・
漢
・
蒙
・
回
・
蔵
を
「
一
大
国
民
」
と
す

る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
こ
の
主
張
を
大
同
と
い
う
語
に
よ
っ
て
展
開
し
た
。
満
・
漢
・
蒙
・
回
・
蔵
の
別
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
し
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（
�
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た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
う
し
た
活
動
に
よ
り
、
動
揺
す
る
清
朝
の
統
治
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
目
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
じ
一
九
〇
七
年
、
パ
リ
で
李
石
曾
や
呉
稚
暉
ら
に
よ
り
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
『
新
世
紀
』
は
、
や
は
り
大
同
の
実
現
を
主
張
し
て
い

た
。
だ
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
新
世
紀
』
は
無
政
府
主
義
の
立
場
か
ら
、
清
朝
は
も
ち
ろ
ん
最
終
的
に
は
国
家
の
消
滅
す

（
�
）

ら
目
指
し
て
お
り
、
そ
の
掲
げ
る
大
同
は
清
朝
統
治
の
安
定
を
企
図
す
る
『
大
同
報
』
の
そ
れ
と
は
大
き
く
立
場
を
異
に
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
多
種
多
様
な
内
実
を
含
み
込
む
大
同
は
、
大
き
な
広
が
り
の
あ
る
概
念
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
当
事
者
に
も
そ
の
よ

う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
『
大
同
書
』
を
紹
介
す
る
際
、
梁
啓
超
は
本
稿
冒
頭
で
も
掲
げ
た
礼
運
篇
の
一
節
を
引

き
つ
つ
、
今
日
の
言
葉
で
そ
の
内
容
を
解
釈
す
る
と
、「
民
治
主
義
」「
国
際
連
合
主
義
」「
児
童
公
育
主
義
」「
老
病
保
健
主
義
」「
共
産

（
�
）

主
義
」「
労
働
神
聖
主
義
」
を
含
ん
で
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
大
同
は
、
論
者
の
意
図
に
応
じ
て
様
々
な
意
味
を
盛
り
込
む
こ
と
の
で

き
る
便
利
な
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
便
利
さ
は
、
融
通
無
碍
と
紙
一
重
で
も
あ
っ
た
。
あ
ま
り
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
い
な
い
も
の
も
含
め
様
々
な
大
同
が
氾

（
�
）

濫
し
、
前
述
し
た
よ
う
な
相
互
に
対
立
し
か
ね
な
い
大
同
も
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
対
立
や
矛
盾
に
は
い
た
ら
な
い
ま
で

も
、
大
同
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
が
曖
昧
な
た
め
に
、
一
個
人
の
な
か
で
結
局
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
な
意
味
で
大
同
と
い
う
用
語
が
使
用
さ

れ
て
い
る
の
か
、
明
確
で
は
な
い
場
合
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
大
同
と
い
う
用
語
・
観
念
に
着
目
し
て
研
究
を
進
め
る
の
は
容
易
で

は
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
融
通
無
碍
さ
や
曖
昧
さ
が
、
大
同
を
様
々
な
新
し
い
概
念
と
結
び
つ
け
て
そ
の
存
在
感
を
高
め
、
多
く
の
読

（
�
）

者
の
目
に
触
れ
た
と
い
う
事
実
も
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
同
と
い
う
用
語
・
観
念
に
着
目
し
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
は
大

き
な
意
義
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
様
々
な
大
同
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
言
及
し
た
康
有
為
の
大
同
思
想
の
ほ
か
に
も
孫
文
の
大
同
思
想
な
ど
多
方
面
に
わ
た
る
研

（
�
）

究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
が
、
多
種
多
様
な
内
容
を
包
摂
す
る
中
国
近
現
代
の
大
同
の
射
程
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
あ
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ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
方
面
に
も
伸
び
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
の
な
か
か
ら
、
五
四
運
動
前
後
に
見
ら
れ
た
大
同
の
高
ま
り
に
つ

い
て
注
目
し
た
い
。

以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
当
該
時
期
に
お
け
る
大
同
思
想
へ
の
関
心
を
高
め
た
一
要
因
と
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
て
生

（

）

じ
た
国
際
協
調
の
気
運
と
、
そ
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
の
国
際
連
盟
の
成
立
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
出
現
し
た
国

際
協
調
論
的
大
同
思
想
の
考
察
は
、
複
雑
な
相
貌
を
も
つ
中
国
近
現
代
の
大
同
像
を
把
握
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
以
下
そ
の
詳
細
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
当
時
の
中
国
の
思
想
状
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一

第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
中
国
の
思
潮

一
九
一
四
年
七
月
に
勃
発
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
に
対
し
、
中
華
民
国
は
当
初
中
立
を
宣
言
す
る
。
し
か
し
国
際
情
勢
の
推
移
は
中
国

が
中
立
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
大
戦
に
参
戦
す
る
の
か
否
か
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
中
華
民
国
は
大
い
に
紛
糾
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
北
京
政
府
の
実
力
者
で
あ
っ
た
段
祺
瑞
国
務
総
理
が
、
協
商
国
の
側
に
立
ち
ド
イ
ツ
と
の
開
戦
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
黎
元
洪
大
総
統
や
国
会
は
そ
れ
に
反
対
し
、
国
論
が
二
分
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
段
祺
瑞
が
一
九
一
七
年
三
月
に

（

）

ド
イ
ツ
と
の
国
交
断
交
を
強
行
し
、
八
月
に
は
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
宣
戦
布
告
を
行
っ
た
。
当
初
は
反
対
論
が
根
強
か
っ
た
と
は

い
え
、
参
戦
の
結
果
、
戦
勝
国
の
一
員
に
連
な
っ
た
こ
と
は
、
中
国
に
と
っ
て
一
つ
の
慶
事
で
あ
り
、
戦
勝
国
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
を

基
礎
に
、
日
本
が
大
戦
中
に
ド
イ
ツ
か
ら
獲
得
し
た
山
東
利
権
の
回
収
を
求
め
る
気
運
が
高
ま
っ
た
。

こ
う
し
た
気
運
を
高
め
る
の
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
が
、
一
九
一
八
年
一
月
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
連
邦
議
会
で
行
っ

た
演
説
で
あ
る
。
秘
密
外
交
の
廃
止
、
軍
備
の
縮
小
、
民
族
自
決
の
一
部
承
認
、
国
際
平
和
機
構
創
設
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
も
つ
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こ
の
演
説
が
、
十
四
箇
条
の
平
和
原
則
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
贅
言
を
要
し
ま
い
。
こ
の
原
則
は
当
初
、
中

国
に
お
い
て
惜
し
み
な
い
称
賛
を
受
け
た
。

た
と
え
ば
中
国
を
代
表
す
る
雑
誌
の
一
つ
で
あ
っ
た
『
新
青
年
』
を
率
い
、
北
京
大
学
文
科
学
長
も
務
め
て
い
た
著
名
な
知
識
人
陳
独

秀
は
、
大
戦
勝
利
を
機
に
創
刊
し
た
週
刊
誌
『
毎
週
評
論
』
の
創
刊
の
辞
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
演
説
を
「
光
明
正
大
」
と
評
し
、
ウ
ィ
ル

（

）

ソ
ン
を
「
世
界
で
一
番
の
好
人
物
」
と
褒
め
称
え
た
。
さ
ら
に
陳
独
秀
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
主
張
を
、「
各
国
が
強
権
で
他
国
の
平
等
自

由
を
侵
害
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
」
と
い
う
主
義
と
、「
各
国
政
府
が
強
権
で
民
衆
の
平
等
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
」
と
い

う
主
義
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
明
快
に
整
理
し
、
賛
同
を
示
し
た
。
同
じ
文
章
で
陳
独
秀
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
こ
の
二
つ
の
主
義
と
密

接
に
関
わ
る
「
公
理
」
が
、「
強
権
」
に
勝
利
し
た
戦
争
で
あ
る
と
も
強
調
し
、『
毎
週
評
論
』
の
趣
旨
は
「
主
張
公
理
、
反
対
強
権
」
で

あ
る
と
表
明
し
て
い
る
。
武
力
に
よ
る
侵
害
を
伴
う
「
強
権
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
公
理
」
に
よ
っ
て
各
国
間
の
関
係
を
基
礎
づ
け

よ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
は
、
戦
争
を
排
し
た
国
際
協
調
へ
の
期
待
を
見
て
取
れ
る
。

だ
が
、
期
待
は
急
速
に
し
ぼ
ん
で
い
っ
た
。
一
九
一
九
年
一
月
よ
り
開
催
さ
れ
た
パ
リ
講
和
会
議
で
は
、
中
国
が
当
然
に
回
収
す
る
と

予
期
さ
れ
た
山
東
利
権
が
、
日
本
の
反
対
に
よ
り
回
収
困
難
に
陥
っ
た
。
し
か
も
日
本
の
挙
動
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
支
持
を
受

け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
態
は
陳
独
秀
に
は
到
底
許
容
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、「
パ
リ
講
和
会
議
で
は
、
各
国
い
ず
れ
も
自
国
の

権
利
を
重
ん
じ
て
い
る
。
公
理
や
、
永
久
の
和
平
や
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
十
四
箇
条
宣
言
と
い
っ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
一
文
の
値
打

（

）

ち
も
な
い
絵
空
事
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
慨
嘆
し
て
い
る
。「
現
在
の
世
界
で
一
番
の
好
人
物
」
と
し
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
つ
い
て
も
、

「
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
平
和
に
関
す
る
意
見
を
示
し
た
十
四
箇
条
は
、
現
在
で
も
そ
の
過
半
が
実
行
で
き
な
い
理
想
で
あ
る
か
ら
、
わ

（

）

れ
わ
れ
は
彼
を
「
威
大
炮
（
大
ほ
ら
ふ
き
ウ
ィ
ル
ソ
ン
）」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
」
と
揶
揄
す
る
に
い
た
っ
た
。
な
お
、
こ
う
し
た

所
感
は
都
市
部
の
学
生
を
中
心
に
広
く
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
五
四
運
動
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り

五
四
時
期
中
国
に
お
け
る
大
同
思
想
の
興
起
と
そ
の
意
義
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で
あ
る
。

「
公
理
」
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
陳
独
秀
は
、
失
望
と
怒
り
の
渦
巻
く
な
か
、「
一
個
人
一
民
族
が
自
衛
す
る
強
い
力
を
持
た

ず
、
単
に
公
理
が
大
い
に
盛
ん
と
な
る
こ
と
を
望
み
、
他
人
の
慈
悲
と
助
力
と
い
う
恩
恵
に
頼
っ
て
よ
う
や
く
生
存
で
き
る
と
い
う
な
ら

（

）

ば
、
こ
れ
は
惰
弱
で
無
恥
で
自
立
で
き
な
い
奴
隷
と
等
し
い
」
と
「
公
理
」
へ
の
依
拠
に
留
保
を
示
す
に
い
た
っ
た
。
代
わ
っ
て
必
要
な

の
は
、「
公
理
は
そ
れ
自
身
で
は
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
ず
、
強
い
力
で
の
擁
護
が
必
要
な
も
の
だ
と
覚
悟
」
す
る
こ
と
だ
っ
た
。「
公

理
」
は
力
で
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
陳
独
秀
は
、
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
に
関
心
を

寄
せ
中
国
共
産
党
結
党
へ
と
進
む
が
、
そ
れ
を
促
し
た
一
因
は
、
期
待
が
裏
切
ら
れ
失
望
を
味
わ
っ
た
た
め
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。よ

り
明
確
に
、
国
際
協
調
へ
の
期
待
を
否
定
す
る
論
調
も
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
の
ち
に
政
治
学
者
と
し
て
名
を
馳
せ
る
薩
孟
武
と
い

う
人
物
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
後
も
各
国
が
軍
備
の
拡
張
と
経
済
的
自
立
に
努
め
て
い
る
と
し
た
上
で
、「
今
日
の
国
際
関
係
は
、

す
べ
て
弱
肉
強
食
の
世
界
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
世
界
主
義
や
人
道
主
義
は
、
か
の
強
者
が
強
者
を
対
象
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

わ
が
中
華
の
人
民
は
、
そ
の
眼
中
に
は
も
と
よ
り
置
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
の
醒
め
た
見
解
を
示
す
。「
公
理
」
と
密
接
に
関
連

す
る
「
世
界
主
義
」
や
「
人
道
主
義
」
は
、
強
者
の
み
が
享
受
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
中
国
は
そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
で

あ
る
以
上
、
中
国
の
よ
う
な
弱
国
に
は
「
自
強
の
義
務
」
が
あ
り
、
強
国
に
よ
る
侵
略
を
防
止
す
る
た
め
の
国
防
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る

（

）

と
い
う
の
で
あ
る
。

陳
独
秀
や
薩
孟
武
の
よ
う
な
、
国
際
協
調
に
対
す
る
懐
疑
的
あ
る
い
は
批
判
的
ま
な
ざ
し
を
当
時
の
中
国
の
思
潮
に
見
て
取
る
こ
と
は

容
易
で
あ
り
、
そ
う
し
た
論
調
が
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
な
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
国
際
協
調
に
対
す
る
懐
疑
や
否
定
ば
か
り
が

支
配
的
見
解
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
事
実
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
国
際
協
調
に
対
す
る
期
待
や
支
持
は
、
パ
リ
講
和
会
議
を

五
四
時
期
中
国
に
お
け
る
大
同
思
想
の
興
起
と
そ
の
意
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経
た
後
も
依
然
と
し
て
強
力
で
あ
り
、
国
際
協
調
を
基
調
と
し
た
国
際
秩
序
構
築
に
進
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
が
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
人
々
の
一
部
が
、
国
際
協
調
を
基
調
と
し
た
国
際
秩
序
構
築
を
、
大
同
思
想
と
結
び
つ
け
て
語
っ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
を
提
供
し
た
の
は
、
や
は
り
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
る
十
四
箇
条
の
平
和
原
則
の
提
唱
で
あ
っ
た
。

二

大
同
思
想
と
国
際
連
盟

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
表
明
し
た
十
四
箇
条
の
平
和
原
則
に
対
し
、
中
国
国
内
で
い
ち
早
く
反
応
し
た
一
人
が
、
清
末
以
来
活
躍
を
続
け
て
い

た
知
識
人
、
梁
啓
超
で
あ
る
。
彼
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
唱
え
た
民
族
自
決
の
原
則
に
賛
同
し
、
中
国
自
身
も
「
外
蒙
古
や
チ
ベ
ッ
ト
を
開
放

し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
考
え
る
民
族
自
治
自
決
主
義
を
実
行
し
、
そ
の
地
の
人
民
に
自
治
の
機
会
を
多
く
与
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
、
当

（

）

時
の
中
国
の
知
識
人
と
し
て
は
積
極
的
な
発
言
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
や
は
り
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
提
唱
し
た
国
際
平
和
機
構
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
国
際
大
同
盟
」
と
言
い
換
え
た
上
で
、
こ
の
同
盟
が

強
大
国
に
よ
る
弱
小
国
へ
の
政
治
的
野
心
を
抑
止
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
と
し
て
も
賛
成
す
べ
き
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
国

（

）

際
大
同
盟
」
が
成
功
す
れ
ば
、
大
同
の
域
に
世
界
が
達
す
る
と
し
た
。

国
際
連
盟
を
儒
学
の
理
想
、
特
に
大
同
実
現
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
思
考
は
、
梁
啓
超
一
人
の
み
に
特
有
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
幅
広

く
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
創
立
ま
も
な
い
国
際
連
盟
に
お
い
て
、
中
国
を
代
表
し
て
活
躍
し
た
外
交
官
、
顧
維
釣
も
こ
う
し
た
見
解
を

有
し
て
い
た
。

顧
維
鈞
はC

hina
and

the
League

of
N
ations

と
題
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
な
か
で
、「
孔
子
が
初
め
て
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

五
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時
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私
た
ち
は
個
別
の
民
族
の
秩
序
あ
る
統
治
に
単
に
満
足
す
べ
き
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
が
「
大
同
主
義
」
と
名
付
け
た
と
こ
ろ
の
も

の
の
設
立
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
。
こ
の
大
同
主
義
と
は
、
文
字
通
り
に
は
偉
大
な
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
、
比
喩
的
に
は
「
ユ

ー
ト
ピ
ア
主
義
」、
そ
し
て
実
際
的
に
は
「
諸
国
家
に
よ
る
連
盟
（a

league
of
nations

）」
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
孔
子
の
見
解

を
肯
定
的
に
紹
介
し
た
上
で
、
そ
れ
が
国
際
連
盟
の
構
想
と
共
鳴
し
て
い
る
と
い
う
説
明
を
加
え
て
い
る
。
顧
維
鈞
は
さ
ら
に
続
け
て
、

「
孔
子
に
よ
る
君
主
と
人
々
へ
の
ア
ピ
ー
ル
は
、
彼
自
身
の
時
代
に
は
多
く
の
具
体
的
な
成
果
を
生
み
出
せ
な
か
っ
た
が
、
彼
の
理
想
と

原
理
は
世
代
を
超
え
て
生
き
残
り
、
そ
し
て
中
国
の
人
々
の
精
神
に
深
く
植
え
付
け
ら
れ
て
き
た
」
の
で
あ
り
、「
国
際
連
盟
に
対
す
る

（

）

中
国
の
熱
狂
と
そ
の
利
益
に
協
力
し
よ
う
と
い
う
心
構
え
は
、
ゆ
が
む
こ
と
な
く
拡
大
し
て
い
く
だ
ろ
う
」
と
の
見
通
し
を
示
し
た
。

英
語
で
執
筆
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
顧
維
鈞
の
こ
の
見
解
は
、
国
際
社
会
と
り
わ
け
欧
米
に
向
け
た
ア
ピ
ー
ル
と
し

（

）

て
の
意
味
を
強
く
帯
び
て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
勝
国
に
連
な
り
な
が
ら
も
、
中
国
は
勝
者
と
し
て
の
恩
恵
を
享
受
す
る
ど
こ
ろ

か
、
日
本
と
の
関
係
で
難
し
い
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
苦
境
を
打
開
す
る
た
め
、
顧
維
鈞
は
中
国
が
国
際
連
盟
の
一
員

と
し
て
国
際
協
調
を
担
っ
て
い
く
十
分
な
資
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
、
そ
の
論
拠
と
し
て
孔
子
と
そ
の
大
同
主
義
に
言
及
し
た
の

だ
ろ
う
。

ま
た
、
著
名
な
法
学
者
で
、
外
交
の
分
野
で
も
活
躍
し
た
王
寵
恵
も
、
次
の
よ
う
に
国
際
連
盟
と
大
同
思
想
を
結
び
つ
け
る
語
り
を
示

し
て
い
た
。

今
日
、
国
際
連
盟
問
題
を
研
究
す
る
会
を
開
く
。
こ
う
し
た
名
義
は
大
変
新
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
名
義
は
新
し
い
け
れ
ど

も
、
そ
の
主
義
は
中
国
で
は
非
常
に
古
い
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
世
界
大
同
と
は
我
が
国
で
長
く
伝
え
ら
れ
て
き
た
思
想
で
あ

る
。
現
在
、
我
が
国
が
国
際
連
盟
に
賛
成
し
て
い
る
の
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
主
張
に
賛
成
し
て
い
る
か
ら
で
も
五
大
強
国
の
や
り
方

五
四
時
期
中
国
に
お
け
る
大
同
思
想
の
興
起
と
そ
の
意
義
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に
賛
成
し
て
い
る
か
ら
で
も
な
く
、
孔
子
の
大
同
主
義
に
賛
成
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
我
が
国
は
か
ね
て
か
ら
戦
争
を
喜
ば

ず
、
だ
か
ら
立
派
な
人
は
兵
士
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
、
戦
争
を
好
む
者
は
重
い
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
い
う
明
快
な

戒
め
が
存
在
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
中
国
は
数
千
年
以
前
か
ら
一
種
の
大
同
思
想
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
今
日

の
国
際
連
盟
と
は
、
我
ら
の
主
張
が
成
功
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
以
前
は
ま
だ
一
種
の
主
義
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
最
近
に

（

）

な
っ
て
実
行
の
時
期
に
入
っ
た
の
は
、
思
想
が
一
歩
進
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
王
寵
恵
の
見
る
と
こ
ろ
、
世
界
大
同
の
気
運
や
国
際
連
盟
に
中
国
が
積
極
的
に
呼
応
す
べ
き
な
の
は
、

そ
れ
ら
が
孔
子
の
大
同
主
義
と
強
い
親
近
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
や
五
大
国
の
動
向
は
第
一
義
的
に
は
必
ず
し

も
重
要
で
は
な
い
。
彼
が
国
際
政
治
の
動
向
を
軽
視
し
孔
子
の
大
同
主
義
の
卓
越
の
み
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
の

は
、
こ
の
講
演
が
活
動
を
開
始
し
た
ば
か
り
の
中
国
国
際
連
盟
同
志
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

中
国
国
際
連
盟
同
志
会
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
る
国
際
連
盟
創
設
の
提
唱
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
国

際
連
盟
の
理
念
に
共
鳴
し
そ
れ
を
支
持
す
る
運
動
が
活
発
化
し
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
、
一
九
一
九
年
に
北
京
で
創
設
さ
れ
た
。
汪
大
燮
を

理
事
長
、
蔡
元
培
、
熊
希
齢
、
林
長
民
、
王
揖
唐
を
理
事
、
そ
の
ほ
か
の
会
員
と
し
て
陳
籙
や
葉
景
莘
ら
と
い
っ
た
現
役
外
交
官
、
胡
適

や
陶
孟
和
ら
と
い
っ
た
大
学
教
授
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
幅
広
い
人
士
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

同
志
会
は
そ
の
発
起
に
際
し
、
中
国
が
現
在
の
諸
国
家
の
な
か
で
最
も
古
い
歴
史
と
最
も
多
く
の
人
口
を
有
す
る
こ
と
を
誇
り
つ
つ
、

「
だ
か
ら
、
我
々
は
中
国
に
対
し
て
も
世
界
に
対
し
て
も
、
国
際
連
盟
を
擁
護
す
る
重
大
な
責
任
を
負
っ
て
い
る
」
と
国
際
連
盟
を
中
国

が
支
え
て
い
く
べ
き
と
の
強
い
決
意
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
決
意
を
示
す
際
に
、「
こ
こ
に
同
志
を
集
め
て
こ
の
会
を
設
立
し
た

の
は
、
国
際
連
盟
に
対
し
て
積
極
的
な
主
張
を
行
い
、
他
国
の
同
志
と
気
脈
を
通
じ
て
互
い
に
提
携
し
、
我
が
大
同
の
理
想
を
達
成
せ
ん

五
四
時
期
中
国
に
お
け
る
大
同
思
想
の
興
起
と
そ
の
意
義
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と
期
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
大
同
の
実
現
を
そ
の
目
標
と
し
て
言
及
し
て
い
た
。
さ
ら
に
大
同
に
つ
い
て
、「
中
国
の
政
治
思
想
は
つ
と

に
大
同
を
至
善
と
し
て
い
る
。
大
同
は
天
下
一
家
、
つ
ま
り
国
際
連
盟
の
完
全
な
段
階
で
あ
る
。
中
国
の
民
族
は
和
平
を
好
み
戦
争
を
憎

み
そ
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
を
尊
重
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
数
千
年
来
の
聖
哲
の
教
訓
の
も
た
ら
し
た
も
の
で
、
国
際
連
盟
の
精
神
と
も

（

）

と
り
わ
け
符
合
す
る
」
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。

同
志
会
そ
し
て
王
寵
恵
も
、
国
際
連
盟
、
さ
ら
に
は
連
盟
が
体
現
す
る
で
あ
ろ
う
国
際
協
調
と
中
国
の
大
同
と
の
関
連
を
強
調
し
て
い

る
。
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
博
士
号
を
取
得
し
、
外
交
総
長
も
務
め
た
経
験
を
も
つ
王
寵
恵
は
、
国
際
情
勢
に
も
深
く
通
じ
て
い
た
人
物
で
あ

る
。
ま
た
、
同
志
会
の
そ
の
ほ
か
の
人
物
も
、
そ
の
経
歴
か
ら
国
際
情
勢
に
明
る
い
人
物
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
や
諸
外
国
の
動
向
以
上
に
中
国
に
淵
源
す
る
大
同
を
重
視
し
た
の
は
、
同
志
会
の
活
動
を
広
範
に
展
開
し

て
い
く
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
過
半
の
中
国
の
人
々
に
と
っ
て
は
ま
だ
縁
遠
い
で
あ
ろ
う
ウ
ィ
ル
ソ
ン
ら
の
主
張
を
あ
え
て
軽
視
す
る

一
方
、
中
国
の
歴
史
的
歩
み
と
国
際
協
調
と
の
間
に
高
い
親
和
性
が
あ
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
、
国
際
連
盟
に
対
す
る
人
々
の
積

極
的
な
支
持
を
調
達
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
志
会
さ
ら
に
は
梁
啓
超
や
顧
維
釣
の
以
上
の
言
論
か
ら
は
、
大
同
と
い
う
語
・
観
念
が
大
き
な
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
彼
ら
は
大
同
と
い
う
中
国
の
人
々
に
周
知
の
語
に
積
極
的
に
言
及
し
、
そ
れ
に
国
際
協
調
的
な
色
づ
け
を
施
す
こ
と
で
、
自
身
の
主

張
の
訴
求
力
を
高
め
よ
う
と
腐
心
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

国
内
秩
序
論
へ
の
波
及

興
味
深
い
の
は
、
国
際
協
調
に
期
待
し
そ
れ
を
大
同
と
結
び
つ
け
て
語
る
議
論
の
な
か
に
、
国
内
秩
序
の
あ
り
よ
う
に
も
注
意
を
向
け
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る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
再
び
、
梁
啓
超
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。

梁
啓
超
は
連
邦
制
度
が
、「
百
年
来
の
政
治
史
上
の
新
傾
向
」
と
な
っ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
採
用
す
る
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
、

ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
南
ア
フ
リ
カ
な
ど
は
、
各
邦
各
州
と
い
っ
た
小
さ
な
単
位
が
本
来
も
っ
て
い
る
「
主
権
」
を

承
認
し
つ
つ
、
中
央
政
府
と
各
邦
各
州
の
政
府
と
い
う
「
二
重
の
政
府
」
と
い
う
形
式
を
成
立
さ
せ
て
お
り
、
成
功
を
収
め
て
い
る
と
考

え
て
い
た
。
そ
の
上
で
、「
国
際
連
盟
が
た
ど
る
道
を
論
じ
て
み
る
と
、
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
連
邦
制
度
を
拡
大
し
た

も
の
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
り
、「
部
分
で
で
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
全
世
界
で
も
で
き
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
、
国
際
連

（

）

盟
の
成
功
を
も
予
見
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
連
邦
制
へ
の
志
向
は
、
や
が
て
連
省
自
治
運
動
へ
と
結
実
し
た
。
連
省
自
治
は
、
一
九
一
〇
年
代
末
か
ら
一
九
二
〇

年
代
初
頭
に
か
け
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
要
点
は
、
各
省
が
「
省
憲
」、
つ
ま
り
省
の
憲
法
の
制
定
・
公
布
を
実
施
し
て
自
立
的

（

）

に
自
省
の
政
務
を
遂
行
し
つ
つ
、
各
省
が
連
合
し
て
連
邦
制
に
よ
る
国
家
を
建
設
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
運
動
は
特
に
湖
南
省
を
中
心
に
中
国
各
地
で
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
。

梁
啓
超
も
ま
た
、
連
省
自
治
運
動
に
積
極
的
に
参
与
し
た
一
人
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
一
九
二
〇
年
の
段
階
で
、「
国
家
の
組
織
は
す
べ

て
地
方
を
基
礎
と
す
る
も
の
と
我
々
は
確
信
し
て
い
る
。
だ
か
ら
中
央
の
権
限
は
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
ま
で
に
制
限
し
、
対
外
的
に
統
一

を
維
持
で
き
る
程
度
に
と
ど
め
る
」、「
地
方
自
治
と
は
自
ら
が
動
く
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
我
々
は
確
信
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
各
地
方

は
す
べ
て
自
主
的
に
根
本
法
を
制
定
し
て
こ
れ
を
守
る
べ
き
で
あ
り
、
国
家
は
そ
れ
を
承
認
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
、
地
方
自
治
に
親
和

（

）

的
な
主
張
を
し
て
い
た
が
、
一
九
二
一
年
に
な
る
と
、
湖
南
省
督
軍
趙
恒
惕
の
求
め
に
応
じ
て
湖
南
省
憲
法
の
大
綱
を
執
筆
し
、
ま
た
湖

南
省
に
侵
攻
し
て
い
た
直
隷
派
の
軍
人
呉
佩
孚
に
連
省
自
治
へ
の
賛
同
を
求
め
る
書
簡
を
送
付
す
る
な
ど
、
連
省
自
治
運
動
を
熱
心
に
支

（

）

持
し
て
い
た
。
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（

）

連
邦
制
度
に
関
す
る
議
論
は
、
中
国
に
元
々
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
九
二
〇
年
頃
か
ら
盛
り
上
が
り
、
連
省
自
治
運

動
に
ま
で
発
展
し
え
た
の
は
、
連
盟
そ
し
て
そ
れ
が
体
現
す
る
国
際
協
調
へ
の
期
待
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
梁
啓
超

は
か
つ
て
、
特
に
ア
メ
リ
カ
型
の
連
邦
制
度
に
対
し
て
、
そ
れ
が
国
家
間
の
競
争
が
渦
巻
く
世
界
に
あ
っ
て
、
競
争
の
基
本
単
位
で
あ
る

国
家
を
好
ん
で
分
割
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、「
世
界
の
大
勢
に
逆
行
し
、
天
演
の
法
則
に
照
ら
す
と
、
自
ら
劣
敗
を
求
め
て
い
る
も

（

）

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
の
否
定
的
態
度
を
鮮
明
に
し
て
い
た
。
そ
の
彼
が
連
省
自
治
の
参
与
に
ま
で
踏
み
込
み
得
た
の
は
、
国
際
協
調

へ
の
期
待
の
高
ま
り
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
を
示
し
て
い
よ
う
。

四

大
同
へ
の
懐
疑

連
省
自
治
運
動
は
、
梁
啓
超
の
み
な
ら
ず
胡
適
が
雑
誌
『
努
力
週
報
』
で
積
極
的
支
持
の
論
陣
を
張
る
な
ど
多
く
の
知
識
人
が
参
与

し
、
ま
た
陳
炯
明
ら
有
力
軍
人
も
賛
同
し
た
こ
と
で
大
き
な
う
ね
り
を
生
み
出
し
た
。
だ
が
、
醒
め
た
目
で
こ
の
運
動
を
眺
め
る
人
も
少

な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
一
人
が
、
本
稿
冒
頭
に
言
及
し
た
陳
独
秀
で
あ
る
。

中
国
共
産
党
の
指
導
者
と
な
っ
て
い
た
陳
独
秀
は
、
連
省
自
治
運
動
が
「
人
民
の
要
求
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
湖
南
、
広
東
、

雲
南
な
ど
の
省
の
軍
閥
の
首
領
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
」、「
完
全
に
武
人
割
拠
の
欲
望
の
上
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
人
民
の
実
際
の
生
活

の
必
要
の
上
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
」
と
い
う
状
況
を
反
映
す
る
も
の
、
つ
ま
り
「
分
省
割
拠
、
連
督
割
拠
」
に
す
ぎ
な
い

（

）

と
の
観
察
を
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
彼
は
、「
私
は
、
連
省
自
治
が
現
在
の
中
国
の
政
治
問
題
を
解
決
で
き
る
と
は
決
し
て
承
認
し
な
い
」

（

）

と
断
言
し
た
。
中
国
共
産
党
の
若
き
俊
英
の
一
人
で
あ
っ
た
蔡
和
森
も
ま
た
陳
独
秀
と
同
一
の
論
理
で
連
省
自
治
運
動
を
退
け
て
い
る
。

（

）

陳
独
秀
ら
が
こ
う
し
た
批
判
を
展
開
し
た
の
は
、
党
の
方
針
に
依
拠
し
た
か
ら
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
方
針
が
出
さ
れ
た
の
は
、
連
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（

）

省
自
治
運
動
が
実
際
に
「
軍
閥
」
の
勢
力
保
持
の
隠
れ
蓑
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
立
場
に
身
を
置
く
陳
独
秀
は
、
大
同
思
想
に
つ
い
て
も
冷
淡
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
陳
独
秀
は
大
同
思
想
に
つ
い
て
、

「
大
同
主
義
、
世
界
和
平
、
戦
争
の
根
絶
、
博
愛
、
人
類
の
努
力
は
こ
う
し
た
道
に
本
来
は
向
か
う
べ
き
な
の
で
あ
る
」
と
確
か
に
そ
の

意
義
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
続
け
て
、「
い
か
な
る
方
法
が
我
ら
を
こ
の
道
に
向
か
っ
て
歩
ま
せ
、
こ
の
道
を
遮
る
障
害
物
を
除
去
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
れ
が
最
も
緊
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
た
だ
こ
れ
ら
い
く
つ
か
の

名
詞
を
む
な
し
く
叫
ぶ
の
み
で
あ
る
。
強
大
な
民
族
が
叫
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
利
益
は
な
い
に
せ
よ
損
害
を
被
る
こ
と
も
ま
た
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
圧
迫
を
受
け
て
い
る
弱
小
民
族
が
叫
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
身
の
程
知
ら
ず
の
恥
ず
か
し
い
話
で
あ
り
、
恐

（

）

る
べ
き
麻
酔
薬
・
睡
眠
薬
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
」
と
述
べ
、
冷
や
水
を
浴
び
せ
て
い
る
。
中
国
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
弱
小
民
族
」

が
、
大
同
思
想
を
唱
え
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
と
陳
独
秀
は
判
断
し
た
の
だ
っ
た
。

五

国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
の
限
界

陳
独
秀
の
批
判
は
大
同
思
想
全
般
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
の
み
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
の
批
判
の
論
理
か
ら
国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
が
逃
れ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
限
界
が
存
在
し
て
い
た
。
第
一
に
彼
ら
に
と
っ
て
の
大
同
と
は
、
国
家
の
消
滅
を
た

だ
ち
に
訴
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
の
目
指
す
の
は
、
主
権
国
家
の
存
在
を
前
提
に
国
際
連
盟
を
通
じ
た
国

際
協
調
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
際
連
盟
と
そ
れ
が
体
現
す
る
大
同
に
関
し
て
は
、「
大
同
の
段
階
に
到
達
す
れ
ば
、
国
家

の
区
別
は
本
来
消
滅
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
の
区
別
を
前
提
と
す
る
国
際
連
盟
の
構
造
は
十
分
で
は
な
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く
、
改
善
を
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
問
題
提
起
も
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
点
が
国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
の
担
い
手
の
な

（

）

か
で
正
面
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

康
有
為
や
無
政
府
主
義
者
ら
の
唱
え
る
大
同
の
下
で
は
、
国
家
の
区
別
は
い
ず
れ
消
滅
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
標
と
し
て
観
念
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
は
、
国
家
の
区
別
の
消
滅
を
現
実
的
に
実
現
を
目
指
す
べ
き
目
標
と
し
て
は
設
定

し
得
な
か
っ
た
。
比
較
的
高
い
社
会
的
地
位
を
誇
る
国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
の
提
唱
者
た
ち
に
と
っ
て
、
主
権
国
家
の
解
体
は
遠
い
将

来
の
目
標
に
は
な
り
得
て
も
直
ち
に
踏
み
込
む
必
要
は
な
く
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
現
実
離
れ
し
た
無
責
任
な
考
え
と
捉
え
ら
れ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
に
民
族
主
義
や
愛
国
主
義
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
か
ね
な
い
側
面
が
存
在
し
て
い

た
。
陳
独
秀
が
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
失
望
す
る
に
い
た
っ
た
一
つ
の
要
因
は
、
中
国
の
尊
厳
が
パ
リ
講
和
会
議
に
お
い
て
踏
み
に
じ
ら
れ
た
と

感
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
五
四
運
動
の
勃
発
は
、
こ
う
し
た
思
い
に
共
感
す
る
人
々
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国

際
協
調
論
的
大
同
思
想
の
担
い
手
た
ち
も
、
民
族
主
義
や
愛
国
主
義
に
対
し
て
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
梁
啓
超
は
パ
リ
講
和
会
議
に
お
い
て
、
山
東
問
題
が
中
華
民
国
の
主
権
を
踏
み
に
じ
る
か
た
ち
で
推
移
し
た
こ
と
に
憤
り
を
感

（

）

じ
て
も
い
た
。
国
際
連
盟
を
大
同
実
現
の
徴
表
と
捉
え
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
手
放
し
で
礼
賛
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
陳
独
秀
と
は
異
な
り
、
梁
啓
超
は
冷
静
さ
を
失
う
ほ
ど
に
憤
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
国
際
連
盟
に
完
全
に
失
望
し
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
梁
啓
超
は
、「
わ
れ
わ
れ
中
国
人
は
一
年
前
、
国
際
連
盟
に
期
待
す
る
こ
と
、
は
な
は
だ
大
げ
さ
で
あ
っ
た
。
現

在
、
そ
れ
に
対
す
る
失
望
も
ま
た
、
大
げ
さ
な
も
の
で
あ
る
」
と
記
す
。
自
身
も
「
大
げ
さ
」
な
「
期
待
」
を
し
て
い
た
と
認
め
つ
つ
、

（

）

し
か
し
失
望
に
向
か
っ
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

梁
啓
超
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
理
由
は
、
第
一
に
、
連
盟
は
「
ま
ず
頼
る
べ
き
乳
母
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
が
参
加
し
な
い
な
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ど
、
誕
生
当
初
か
ら
多
事
多
難
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
か
弱
き
連
盟
が
「
強
き
を
く
じ
き
弱
き
を
助
け
る
万
能
の
力
」
を
た
だ
ち
に
発
揮
し

て
国
際
平
和
を
早
急
に
実
現
す
る
の
は
、「
人
間
離
れ
し
た
事
業
」
で
あ
っ
て
不
可
能
な
た
め
で
あ
る
。
第
二
に
連
盟
は
、「
気
運
に
応
じ

て
生
じ
た
優
れ
た
も
の
」、「
こ
の
新
時
代
が
生
み
出
し
た
も
の
」、「
今
後
も
新
し
い
時
代
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
で

あ
っ
て
、
そ
の
誕
生
の
日
は
、「
人
類
全
体
の
最
も
栄
誉
あ
る
記
念
日
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
ほ
ど
晴
れ
が
ま
し
い
存
在
で
あ
る
。
同
時
に

連
盟
は
、「
全
世
界
の
人
類
が
共
同
し
て
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
世
界
の
一
個
人
で
あ
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
の
能
力
を

尽
く
し
て
そ
の
創
建
、
支
持
、
発
展
に
参
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
存
在
で
も
あ
る
。
以
上
の
二
点
を
踏
ま
え
る
と
、「
連
盟
の
現
在

の
組
織
は
不
完
全
で
あ
り
、
現
在
の
力
量
は
弱
い
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
自
然
に
発
展
成
長
さ
せ

（

）

る
」
と
い
う
の
が
正
し
い
態
度
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
連
盟
の
限
界
を
認
識
し
た
上
で
そ
の
発
展
に
寄
与
し
よ
う
と
い
う
の

が
梁
啓
超
の
考
え
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
梁
啓
超
の
議
論
は
、
冷
静
か
つ
漸
進
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
責
任
あ
る
立
場
で
政
治
を
担
う
者
に
と
っ
て

は
、
こ
の
議
論
は
参
照
す
べ
き
点
が
多
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
立
場
の
者
に
と
っ
て
は
、
中
国
が
保
つ
べ
き
尊
厳
に

十
分
な
配
慮
が
足
り
な
い
生
ぬ
る
い
議
論
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

第
三
に
第
二
の
点
と
関
連
す
る
が
、
担
い
手
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
を
提
示
し
た
梁
啓
超
、
顧
維

（

）

鈞
、
王
寵
恵
ら
は
、
い
ず
れ
も
高
い
社
会
的
地
位
を
有
し
国
際
情
勢
に
通
じ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
い
わ
ば
エ
リ
ー
ト
の
な
か
の
エ

リ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
彼
ら
と
同
様
の
高
い
社
会
的
地
位
に
あ
る
人
々
に
は
、
そ
の
議
論
は
一
定
の
影
響
力
を
持
ち
得
た
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
彼
ら
エ
リ
ー
ト
が
提
示
す
る
大
同
は
、
た
と
え
ば
当
時
様
々
な
政
治
的
・
社
会
的
運
動
の
先
頭
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
青
年
に

ど
れ
ほ
ど
の
訴
求
力
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
、
十
分
な
自
己
を
確
立
し
て
い
な
い
青
年
は
、
急
進
的
な
思
想
や
破
壊
的
な
衝

（

）

動
に
流
さ
れ
や
す
い
傾
向
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
ら
に
と
っ
て
、
国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
は
あ
ま
り
に
穏
当
で
徹
底
さ
を
欠
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く
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
政
治
的
・
社
会
的
運
動
に
熱
心
な
学
生
の
過
半
は
、
革
命
運
動
や
無
政
府
主
義
に
見
ら
れ
る

過
激
な
言
辞
に
吸
引
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
学
生
は
大
同
自
体
に
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
具
体
的
事
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
廃

除
考
試
運
動
と
い
う
も
の
に
着
目
し
た
い
。

廃
除
考
試
運
動
と
は
、
一
九
一
九
年
、
北
京
大
学
や
北
京
高
等
師
範
学
校
の
学
生
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
、
学
校
に
お
け
る
試
験

の
実
施
が
学
生
の
自
由
な
人
格
を
傷
つ
け
て
い
る
と
の
認
識
か
ら
、
試
験
を
廃
止
し
、
学
生
の
自
主
性
を
重
視
し
て
学
校
教
育
を
実
施
す

る
よ
う
求
め
た
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
の
過
程
で
組
織
さ
れ
た
廃
除
考
試
研
究
会
は
、
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
大
同
の
世
の
実
現
に
も
つ

（

）

な
が
る
と
主
張
し
て
い
た
。

（

）

こ
う
し
た
主
張
の
中
心
に
位
置
し
た
の
が
、
北
京
大
学
哲
学
系
の
学
生
で
あ
っ
た
朱
謙
之
で
あ
る
。
朱
謙
之
は
無
政
府
主
義
の
影
響
を

受
け
つ
つ
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
急
進
的
な
議
論
で
あ
る
虚
無
主
義
と
い
う
立
場
を
打
ち
出
し
た
。
虚
無
主
義
は
国
家
や
政
府
の
廃
絶
を

（

）

目
指
し
て
お
り
、
そ
の
徹
底
の
た
め
に
既
存
の
秩
序
す
べ
て
の
解
体
を
も
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
国
際
協
調
論
的
大

同
思
想
よ
り
も
は
る
か
に
極
端
な
議
論
で
あ
り
、
そ
の
下
で
実
現
が
目
指
さ
れ
る
理
想
の
秩
序
は
、
そ
れ
が
秩
序
と
呼
び
う
る
か
た
ち
を

取
り
得
る
の
か
す
ら
疑
問
だ
と
は
い
え
、
国
際
協
調
論
の
な
か
で
言
及
さ
れ
る
大
同
と
は
、
自
ず
と
相
貌
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

朱
謙
之
に
よ
る
虚
無
主
義
の
提
唱
は
、
廃
除
考
試
運
動
が
短
期
間
で
収
束
し
た
の
と
同
様
、
持
続
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
ま
り
に
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過
激
な
言
論
は
、
大
い
に
耳
目
を
引
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
継
続
し
て
い
く
粘
り
強
さ
に
は
乏
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
朱
謙
之

が
大
同
思
想
に
対
す
る
関
心
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

朱
謙
之
は
一
九
二
七
年
に
黄
埔
軍
官
学
校
政
治
教
官
に
就
任
し
、
国
民
革
命
を
支
え
る
た
め
の
教
育
に
尽
力
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
黄

埔
軍
官
学
校
で
は
、
一
九
二
四
年
六
月
の
開
校
の
際
、
孫
文
が

三
民
主
義
、
吾
党
所
宗
、
三
民
主
義
は
、
我
が
党
の
指
針
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

以
建
民
国
、
以
進
大
同
。
そ
れ
に
よ
っ
て
民
国
を
建
設
し
、
大
同
に
進
む
。

咨
爾
多
士
、
為
民
前
鋒
、
多
く
の
士
よ
、
民
衆
の
先
鋒
と
な
り
、

夙
夜
匪
懈
、
主
義
是
従
。
朝
夕
怠
る
こ
と
な
く
、
主
義
に
従
え
。

矢
勤
矢
勇
、
必
信
必
忠
、
よ
く
勤
め
よ
く
勇
を
奮
い
、
信
を
守
り
忠
を
尽
く
し
、

一
心
一
徳
、
貫
徹
始
終
。
心
と
徳
を
一
つ
に
し
て
、
最
後
ま
で
貫
徹
せ
よ
。

（

）

と
の
訓
辞
を
述
べ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
大
同
と
い
う
語
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
朱
謙
之
も
ま
た
そ
の
教
育
の
過
程
で
大
同

思
想
に
積
極
的
に
触
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
成
果
を
『
国
民
革
命
与
世
界
大
同
』（
一
九
二
七
年
）、『
大
同
共
産
主
義
』（
一
九
二
七

（

）

年
）、『
到
大
同
的
路
』（
一
九
二
九
年
）
と
い
う
著
作
と
し
て
上
梓
し
て
い
る
。
虚
無
主
義
か
ら
離
れ
た
後
も
、
朱
謙
之
は
大
同
思
想
に

対
す
る
旺
盛
な
関
心
を
引
き
続
き
強
く
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
段
階
で
の
大
同
は
、
か
つ
て
の
虚
無
主
義
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
『
国
民
革
命
与

世
界
大
同
』
に
お
い
て
、
朱
謙
之
は
マ
ル
ク
ス
派
の
共
産
主
義
を
「
強
権
的
共
産
主
義
」
と
し
て
退
け
る
一
方
、
孫
文
に
よ
る
民
生
主
義
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（

）

・
共
産
主
義
を
「
和
平
的
共
産
主
義
」
と
呼
び
、
そ
れ
が
「
大
同
世
界
」
の
実
現
に
結
び
つ
く
も
の
だ
と
高
く
評
価
し
た
。
虚
無
主
義
の

下
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
権
力
は
否
定
の
対
象
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
の
大
同
は
、
孫
文
の
提
示
し
た
理
念
を
積
極
的
に

称
揚
し
、
そ
の
政
治
権
力
保
持
を
事
実
上
容
認
す
る
も
の
へ
と
変
容
し
て
い
た
。
か
つ
て
の
朱
謙
之
が
見
せ
て
い
た
国
家
や
政
府
の
廃
絶

を
目
指
す
熱
情
は
確
か
に
真
摯
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
無
軌
道
な
も
の
で
も
あ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
政
治
権
力
に
飲
み
込
ま

れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

孫
文
に
よ
る
黄
埔
軍
官
学
校
で
の
訓
辞
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
の
ち
三
民
主
義
歌
、
中
国
国
民
党
党
歌
、
そ
し
て
中

（

）

華
民
国
国
歌
の
歌
詞
に
採
用
さ
れ
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
広
く
歌
い
継
が
れ
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
、
大
同
と
い
う
用
語
は
ま
す
ま
す
多

く
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
広
ま
っ
て
い
く
以
前
、
朱
謙
之
の
虚
無
主
義
的
大
同
思
想
は
、
国

民
党
の
支
配
を
支
え
る
も
の
へ
と
変
容
し
て
い
た
。
な
お
、
こ
れ
は
朱
謙
之
一
人
に
見
ら
れ
た
事
例
で
は
な
い
。
か
つ
て
無
政
府
主
義
的

立
場
か
ら
大
同
に
言
及
し
て
い
た
呉
稚
暉
も
、「
三
民
主
義
は
世
界
大
同
に
い
た
る
手
段
で
あ
る
」
と
言
明
し
、
大
同
と
国
民
党
の
理
念

（

）

と
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
結
果
と
し
て
、
無
政
府
主
義
的
大
同
思
想
が
本
来
も
っ
て
い
た
既
成
の
政
治

権
力
へ
の
抵
抗
や
挑
戦
と
い
っ
た
側
面
は
、
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
は
広
が
り
を
欠
い
た
に
せ
よ
、
そ
の
命
脈
を
保
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
会
議
や
満
洲
事
変
な
ど
に
よ
り
、
国
際
連
盟
に
対
す
る
中
国
の
人
々
の
信
頼
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も

（

）

の
の
、
国
際
協
調
に
対
す
る
期
待
は
消
失
す
る
こ
と
は
な
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
な
る
と
国
際
連
合
の
下
で
の
国
際
協
調
実
現
を
訴

え
る
主
張
も
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
こ
の
一
連
の
過
程
に
お
い
て
、
大
同
に
国
際
協
調
論
的
観
点
か
ら
言
及
す
る
議
論
は
、
一

（

）

再
な
ら
ず
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

大
同
と
い
う
用
語
は
近
年
も
『
人
民
日
報
』
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
な
ど
、
今
日
の
中
国
で
も
依
然
と
し
て
大
き
な
存
在
感
を
示
し
て
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（

）

い
る
。
そ
こ
で
の
大
同
は
、
中
国
の
歴
史
や
伝
統
を
意
識
し
つ
つ
も
、
新
た
な
意
味
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
展
開
を
た
ど
る
の
か
、
そ
れ
を
占
う
上
で
本
稿
の
行
っ
た
よ
う
な
過
去
の
経
験
を
振
り
返
る
こ
と
に
も
一
定
の
意
味
が
あ
る
と

考
え
る
。

※
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（17H

02280

・17K
03123

）
お
よ
び
公
益
財
団
法
人
三
菱
財
団
・
人
文
科
学
研
究
助
成
（
二
〇
一
七
年
度
）
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注
（
�
）
竹
内
弘
行
『
康
有
為
と
近
代
大
同
思
想
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
四
頁
。

（
�
）
竹
内
照
夫
『
新
釈
漢
文
大
系

礼
記
』（
上
）
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
、
三
二
八
頁
。
訳
文
を
一
部
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
�
）
康
有
為
の
大
同
思
想
に
関
す
る
研
究
は
少
な
く
な
い
が
、
代
表
的
な
研
究
成
果
と
し
て
以
下
の
業
績
が
あ
る
。
蕭
公
権
（
汪
栄
祖
訳
）『
康

有
為
思
想
研
究
』
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
八
八
年
。
竹
内
弘
行
『
康
有
為
と
近
代
大
同
思
想
の
研
究
』。
湯
志
鈞
『
康
有
為
的
大
同
思

想
与
『
大
同
書
』』
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
。

（
�
）
黄
興
濤
『
重
塑
中
華
│
│
近
代
中
国
「
中
華
民
族
」
観
念
研
究
』
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
、
第
一
章
、
四
「
尋
帰
「
大

同
」：

立
憲
運
動
与
各
民
族
平
等
融
合
的
新
自
覚
│
│
以
満
人
官
員
和
留
日
旗
人
的
民
族
観
念
為
中
心
」。

（
�
）
嵯
峨
隆
「
清
末
に
お
け
る
革
命
と
伝
統
│
│
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
中
心
に
」『
ア
ジ
ア
研
究
』
第
三
四
巻
第
三
号
、
一
九
八
八
年
一
月
、
四
一
│

七
二
頁
。

（
�
）
梁
啓
超
『
清
代
学
術
概
論
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
八
〇
│
八
一
頁
。

（
�
）
な
お
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
あ
ま
り
深
い
意
味
を
帯
び
て
い
な
い
大
同
の
使
用
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
民
国
初
年

に
活
躍
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
黄
遠
庸
は
、「
今
日
の
中
国
の
塩
政
の
一
つ
の
重
要
な
要
点
と
は
、
各
省
一
律
に
時
期
を
区
切
る
こ

と
は
で
き
ず
、
次
第
に
大
同
に
進
む
よ
う
求
め
る
な
ら
ば
う
ま
く
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
説
塩
」『
黄
遠
生
遺
著
』

巻
二
、
中
国
科
学
公
司
、
一
九
三
八
年
、
二
四
三
頁
。
こ
れ
は
塩
政
の
処
理
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
が
、
大
同
と
い
う
用
語
が
突
然
出
現

し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
大
同
に
は
深
い
意
味
は
な
く
、
単
に
理
想
の
状
態
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

五
四
時
期
中
国
に
お
け
る
大
同
思
想
の
興
起
と
そ
の
意
義

八
一



（
�
）
た
と
え
ば
、
大
同
の
理
想
の
指
し
示
す
内
容
が
実
際
に
は
茫
漠
と
し
て
い
た
た
め
に
こ
そ
、
そ
れ
が
西
洋
で
生
じ
た
社
会
主
義
と
共
鳴
し
、

そ
の
理
解
に
貢
献
し
た
と
の
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
楊
国
強
『
晩
清
的
士
人
与
世
相
』（
増
訂
本
）
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二

〇
一
七
年
、「
新
文
化
運
動
│
│
従
「
美
国
思
想
」
到
「
俄
国
思
想
」」。

（
�
）
呉
義
雄
「
孫
中
山
与
近
代
大
同
学
説
的
終
結
」『
中
山
大
学
学
報
論
叢
』
一
九
九
四
年
第
一
期
、
四
六
│
五
七
頁
。
湯
志
釣
「
孫
中
山
和
儒

家
大
同
学
」『
学
術
月
刊
』
一
九
九
七
年
第
六
期
、
八
〇
│
八
四
頁
。
孫
文
の
大
同
思
想
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
多
数
の
中
国
語
の

論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
次
の
二
冊
の
著
作
は
、
広
く
中
国
近
現
代
の
大
同
思
想
を
理
解
す
る
上
で
多
く
を
教
え
て
く
れ
る
。

竹
内
弘
行
『
康
有
為
と
近
代
大
同
思
想
の
研
究
』。
許
紀
霖
『
家
国
天
下
│
│
現
代
中
国
的
個
人
、
国
家
与
世
界
認
同
』
上
海
人
民
出
版

社
、
二
〇
一
六
年
。

（

）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
鄧
野
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
。
鄧
野
『
巴
黎
和
会
与
北
京
政
府
的
内
外
博
奕
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇

一
四
年
、
二
四
│
二
七
頁
。
本
稿
は
こ
の
指
摘
を
さ
ら
に
深
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
時
大
き
な
存
在
感
を
示
し
、
か

つ
国
際
協
調
論
的
大
同
思
想
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
国
際
主
義
、
世
界
主
義
、
公
理
と
い
っ
た
諸
概
念
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ら
の
概
念
が
や
は
り
複
雑
な
内
実
を
備
え
て
い
る
た
め
本
稿
で
は
踏
み
込
む
こ
と
は
せ
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（

）
大
戦
参
戦
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
業
績
を
参
照
。
小
野
寺
史
郎
「
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
第
一
次
世
界
大
戦
」
山
室
信
一
ほ
か
編

『
現
代
の
起
点

第
一
次
世
界
大
戦

一

世
界
戦
争
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
一
八
七
│
一
九
二
頁
。
味
岡
徹
「
中
国
の
第
一
次
世

界
対
戦
参
加
問
題
と
国
会
解
散
」『
軍
事
史
学
』
第
五
〇
巻
第
三
・
四
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
三
八
一
│
三
九
八
頁
。

（

）
只
眼
〔
陳
独
秀
〕「『
毎
週
評
論
』
発
刊
詞
」『
毎
週
評
論
』
第
一
号
、
一
九
一
八
年
一
二
月
二
二
日
。

（

）
只
眼
「
随
感
録

両
個
和
会
都
無
用
」『
毎
週
評
論
』
第
二
〇
号
、
一
九
一
九
年
五
月
四
日
。

（

）
只
眼
「
随
感
録

威
大
炮
」『
毎
週
評
論
』
第
八
号
、
一
九
一
九
年
二
月
九
日
。

（

）
只
眼
「
山
東
問
題
与
国
民
覚
悟
│
│
対
外
対
内
両
種
徹
底
的
覚
悟
」『
毎
週
評
論
』
第
二
三
号
、
一
九
一
九
年
五
月
二
六
日
。

（

）
薩
孟
武
「
民
族
争
闘
及
国
家
主
義
」『
少
年
中
国
』
第
四
巻
第
一
〇
期
、
一
九
二
四
年
二
月
、
一
三
頁
。

（

）
「
欧
戦
議
和
之
感
想
」『
大
公
報
』
一
九
一
八
年
一
一
月
一
五
日
。
夏
暁
虹
輯
『
飲
冰
室
合
集
集
外
文
』（
中
冊
）
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇

〇
五
年
、
七
二
九
頁
。
た
だ
し
梁
啓
超
が
続
け
て
、「
外
国
人
が
共
同
で
指
導
す
る
こ
と
も
認
め
る
の
を
妨
げ
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、

「〔
中
華
民
国
が
〕
宗
主
権
を
保
持
し
、〔
外
蒙
古
や
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
〕
指
導
の
地
位
を
占
め
る
」
と
述
べ
、
外
蒙
古
や
チ
ベ
ッ
ト
に
対

五
四
時
期
中
国
に
お
け
る
大
同
思
想
の
興
起
と
そ
の
意
義

八
二



す
る
「
民
族
自
治
自
決
主
義
」
が
、
限
定
的
な
性
質
を
帯
び
て
い
た
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（

）
「
国
際
同
盟
与
中
国
」『
国
民
公
報
』
一
九
一
八
年
一
二
月
八
日
。
夏
暁
虹
輯
『
飲
冰
室
合
集
集
外
文
』（
中
冊
）
七
四
二
│
七
四
四
頁
。

（

）V
.K
.W
ellington

K
oo,C

hina
and

the
League

ofN
ations,

G
eorge

A
llen

and
U
nw
in
Ltd,1919,pp.1,2,5.

な
お
、
顧
維
鈞
の
こ
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
に
教
え
ら
れ
た
。Erez

M
anela,The

W
ilsonian

M
om
ent,

O
xford

U
niversity

Press,p.115.

（

）
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
、
具
体
的
に
い
つ
執
筆
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
顧
維
鈞
は
、
一
九
一
九
年
五
月
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
い

て
陸
徴
祥
、
王
正
廷
と
と
も
に
、The

League
of
N
ations

and
C
hina

と
題
す
る
講
演
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
（The

Tim
es,
M
ay.5,

1919

）。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
こ
の
講
演
の
際
に
話
し
た
内
容
と
深
く
関
連
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
講
演
を
主
催
し
た
の

は
、
一
九
一
八
年
一
〇
月
に
ロ
ン
ド
ン
で
設
立
さ
れ
たThe

League
of
N
ations

U
nion

で
あ
る
。The

League
of
N
ations

U
nion

は
、

国
際
連
盟
の
理
念
に
協
賛
し
て
結
成
し
て
組
織
さ
れ
、
最
盛
期
に
は
世
界
各
国
に
数
十
万
人
の
会
員
を
抱
え
た
有
力
団
体
で
あ
っ
た
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
中
国
で
も
そ
の
支
部
的
団
体
と
し
て
、
中
国
国
際
連
盟
同
志
会
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。

（

）
王
寵
恵
「
国
際
連
盟
之
意
義
与
弁
法
」『
時
事
新
報
』
一
九
一
九
年
二
月
一
九
日
。
な
お
、
王
寵
恵
は
国
際
連
盟
を
指
す
の
に
、
本
文
中
で

は
「
国
際
同
盟
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

（

）
「
国
際
連
盟
同
志
会
縁
起
」『
晨
報
』
一
九
一
九
年
二
月
一
六
日
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
に
教
え
ら
れ
た
。
鄧
野
『
巴
黎
和

会
与
北
京
政
府
的
内
外
博
奕
』
二
五
頁
。
発
足
当
時
の
中
国
国
際
連
盟
同
志
会
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
に
詳
し
い
。
土
田
哲
夫
「
民
間

団
体
と
外
交
│
│
中
国
国
際
聯
盟
同
志
会
の
初
期
活
動
」
平
野
健
一
郎
ほ
か
編
『
国
際
文
化
関
係
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一

三
年
、
四
五
四
│
四
七
五
頁
。

（

）
梁
啓
超
「
欧
遊
心
影
録
（
七
十
八
）」『
時
事
新
報
』
一
九
二
〇
年
六
月
一
一
日
。
も
ち
ろ
ん
、
連
邦
と
国
際
連
盟
と
の
間
に
は
様
々
な
差

異
が
存
在
す
る
。
最
大
の
違
い
は
、
邦
は
主
権
を
有
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
連
盟
を
構
成
す
る
各
国
に
は
主
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
違
い
の
存
在
に
つ
い
て
は
当
時
の
中
国
の
知
識
人
も
認
識
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
国
際
連
盟
に
関
す
る
包
括
的
著

作
『
国
際
連
盟
及
其
趨
勢
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
二
二
年
）
を
ま
と
め
た
呉
品
今
は
、
連
邦
と
国
際
連
盟
が
異
な
る
仕
組
み
に
よ
り
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
前
者
は
国
家
で
あ
る
が
、
後
者
は
国
家
で
は
な
く
「
邦
連
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
は
国
家
主
権
を
保

有
し
得
な
い
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
盟
を
熱
心
に
支
持
す
る
呉
品
今
は
、
最
終
的
に

は
「
邦
連
」
が
連
邦
へ
と
い
た
る
た
め
の
段
階
で
あ
る
と
捉
え
、
将
来
の
世
界
連
邦
実
現
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
も
い
る
（
同
書
、
上

五
四
時
期
中
国
に
お
け
る
大
同
思
想
の
興
起
と
そ
の
意
義

八
三



巻
、
七
五
│
八
九
頁
）。
こ
う
し
た
論
理
の
下
で
は
、
連
邦
と
国
際
連
盟
の
区
別
は
実
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
有
さ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、
梁
啓
超
は
『
国
際
連
盟
及
其
趨
勢
』
に
序
文
を
寄
せ
て
お
り
、
両
者
の
違
い
の
存
在
に
気
づ
い
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
特
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
く
連
邦
と
国
際
連
盟
の
類
似
を
強
調
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

（

）
連
省
自
治
運
動
に
つ
い
て
は
、
次
の
諸
研
究
を
参
照
。
胡
春
恵
『
民
初
的
地
方
主
義
与
連
省
自
治
』
正
中
書
局
、
一
九
八
三
年
。
李
達
嘉

『
民
国
初
年
的
連
省
自
治
運
動
』
弘
文
館
出
版
社
、
一
九
八
六
年
。
塚
本
元
『
中
国
に
お
け
る
国
家
建
設
の
試
み
│
│
湖
南
一
九
一
九
│
一

九
二
一
年
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
。

（

）
「
発
刊
詞
」『
改
造
』
第
三
巻
第
一
号
、
一
九
二
〇
年
九
月
一
五
日
、
六
頁
。
な
お
、
こ
の
文
章
は
梁
啓
超
の
死
後
に
公
刊
さ
れ
た
著
作
集

『
飲
冰
室
合
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
三
二
年
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
標
題
は
「
解
放
与
改
造
発
刊
詞
」
に
変
更
さ
れ
、
文
面
に
も

相
違
が
見
ら
れ
る
（『
飲
冰
室
文
集
』
三
五
、
一
九
│
二
二
頁
）。

（

）
省
憲
法
の
大
綱
に
つ
い
て
は
、
李
国
俊
編
『
梁
啓
超
著
述
系
年
』
復
旦
大
学
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
一
九
八
│
一
九
九
頁
。
連
省
自
治

運
動
へ
の
賛
同
に
つ
い
て
は
、
丁
文
江
・
趙
豊
田
編
（
島
田
虔
次
編
訳
）『
梁
啓
超
年
譜
長
編
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
三

五
一
│
三
五
五
頁
、
を
参
照
。

（

）
劉
迪
『
近
代
中
国
に
お
け
る
連
邦
主
義
思
想
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
、
七
│
三
二
頁
。

（

）
梁
啓
超
『
中
国
立
国
大
方
針
商
榷
書
』
共
和
建
設
討
論
会
、
一
九
一
二
年
、
七
頁
。

（

）
独
秀
「
連
省
自
治
与
中
国
政
象
」『
嚮
導
』
第
一
期
、
一
九
二
二
年
九
月
一
三
日
。

（

）
和
森
〔
蔡
和
森
〕「
武
力
統
一
与
連
省
自
治
│
│
軍
閥
専
政
与
軍
閥
割
拠
」『
嚮
導
』
第
二
期
、
一
九
二
二
年
九
月
二
〇
日
。

（

）
一
九
二
二
年
七
月
に
上
海
で
開
催
さ
れ
た
中
国
共
産
党
第
二
回
大
会
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
「
中
国
共
産
党
第
二
次
全
国
大
会
宣
言
」
で

は
、「
軍
閥
」
の
「
割
拠
」
が
「
連
省
自
治
」
と
い
う
美
名
で
糊
塗
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
論
難
さ
れ
、「
割
拠
式
の
連
省
自
治
」
へ
の
反
対

が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
中
央

案
館
編
『
中
共
中
央
文
件
選
集
』
中
共
中
央
党
校
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
第
一
冊
、
一
一
〇
│
一
一
一

頁
。

（

）
た
と
え
ば
、
浙
江
省
督
軍
で
安
徽
派
に
属
す
る
廬
永
祥
は
運
動
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
が
、
そ
れ
は
運
動
の
理
念
に
賛
同
し
た
か
ら
と
い

う
よ
り
は
、
直
隷
派
へ
の
対
抗
と
い
う
実
際
的
要
請
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
横
山
宏
章
『
中
華
民
国

史
│
│
専
制
と
民
主
の
相
剋
』
三
一
書
房
、
一
九
九
六
年
、
六
九
│
七
〇
頁
。

五
四
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の
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と
そ
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義
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（

）
実
庵
〔
陳
独
秀
〕「
大
同
主
義
与
弱
小
民
族
」『
嚮
導
週
報
』
第
六
八
期
、
一
九
二
四
年
六
月
四
日
。

（

）
東
蓀
〔
張
東
蓀
〕「
国
際
改
造
」『
時
事
新
報
』
一
九
一
九
年
五
月
一
二
日
。
た
だ
し
こ
う
し
た
問
題
提
起
と
は
別
に
、
大
同
の
実
現
を
支

持
し
つ
つ
も
、
民
族
や
愛
国
を
説
か
ず
自
主
を
得
て
い
な
い
民
族
は
、
大
同
主
義
を
議
論
す
る
余
地
を
も
た
な
い
と
の
主
張
も
見
ら
れ
る
。

余
家
菊
「
民
族
性
的
教
育
与
退
款
興
学
問
題
」『
中
華
教
育
界
』
第
一
二
巻
第
二
期
、
一
九
二
二
年
九
月
。
大
同
と
い
う
用
語
の
多
義
性

を
、
こ
こ
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

）
梁
啓
超
「
欧
遊
心
影
録
（
八
十
二
）」『
時
事
新
報
』
一
九
二
〇
年
六
月
二
七
日
。
梁
啓
超
は
こ
の
憤
り
を
中
国
に
書
き
送
り
、
そ
れ
が
北

京
の
日
刊
紙
『
晨
報
』
に
転
載
さ
れ
て
、
五
四
運
動
の
引
き
金
を
引
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
夏
暁
虹
『
閲
読
梁
啓
超
』

生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
六
一
│
六
八
頁
。

（

）
梁
啓
超
「
欧
遊
心
影
録
（
八
十
六
）」『
時
事
新
報
』
一
九
二
〇
年
七
月
一
日
。

（

）
同
上
。

（

）
本
稿
で
言
及
し
た
梁
啓
超
、
顧
維
鈞
、
王
寵
恵
の
ほ
か
に
も
、
国
際
協
調
を
提
唱
し
た
人
士
は
複
数
存
在
す
る
。
特
に
熱
心
で
あ
っ
た
の

が
、
雑
誌
『
太
平
洋
』
に
集
っ
た
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
の
過
半
は
イ
ギ
リ
ス
留
学
を
経
験
し
、
ま
た
そ
の
多
く
が
北
京
大
学
な
ど
の
教
授

を
務
め
て
い
た
。
そ
し
て
『
太
平
洋
』
に
お
い
て
も
、
大
同
が
国
際
連
盟
と
適
合
的
で
あ
る
と
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
皓
白
〔
皮
宗
石
〕

「
経
済
上
之
万
国
連
盟
観
」『
太
平
洋
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
一
九
年
一
二
月
五
日
。『
太
平
洋
』
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「『
太
平
洋
』
雑
誌
と
和
平
の
追
求
│
│
五
四
前
後
に
お
け
る
国
内
秩
序
論
と
国
際
秩
序
論
」『
中
国
哲
学
研
究
』
第
二
四
号
、
二
〇
〇
九
年

一
一
月
、
一
二
七
│
一
四
五
頁
。

（

）
拙
稿
「
五
四
時
期
廃
除
考
試
運
動
考
」
石
川
禎
浩
編
『
現
代
中
国
文
化
の
深
層
構
造
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
、
一

二
二
頁
。

（

）
詳
細
は
、
拙
稿
「
五
四
時
期
廃
除
考
試
運
動
考
」
を
参
照
。

（

）
当
該
時
期
の
朱
謙
之
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
に
詳
し
い
。
海
青
『『
自
殺
時
代
』
的
来
臨
？
│
│
二
十
世
紀
早
期
中
国
知
識
群
体
的
激
烈

行
為
和
価
値
選
択
』
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
第
七
章
「
朱
謙
之
的
「
自
殺
」
与
「
自
我
」」。
森
紀
子
『
転
換
期
に
お
け

る
中
国
儒
教
運
動
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
第
七
章
「
泰
州
学
派
の
再
発
見
│
│
虚
無
主
義
か
ら
唯
情
主
義
へ
」。

（

）
朱
謙
之
「
虚
無
主
義
的
哲
学
」『
新
中
国
』
第
一
巻
第
八
号
、
一
九
一
九
年
一
二
月
一
五
日
。
朱
謙
之
に
よ
る
と
、
空
間
や
組
織
が
存
在
し
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て
い
る
限
り
、
国
家
や
政
府
の
影
響
力
も
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
や
政
府
の
根
本
的
廃
絶
の
た
め
に
は
、
空
間
や
組
織
の
廃
絶

が
求
め
ら
れ
る
。
無
政
府
主
義
は
そ
こ
ま
で
は
求
め
な
い
と
い
う
点
で
、
虚
無
主
義
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
。
虚
無
主
義
の
さ
ら
な
る
詳

細
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
を
参
照
。
坂
井
洋
史
「
近
代
中
国
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
批
判
│
│
章
炳
麟
と
朱
謙
之
を
め
ぐ
っ
て
」『
一
橋
論
叢
』

第
一
〇
一
巻
第
三
号
、
一
九
八
九
年
三
月
、
三
七
一
│
三
九
二
頁
。
木
下
英
司
「
朱
謙
之
『
革
命
哲
学
』
に
つ
い
て
│
│
ア
ナ
ー
キ
ー
か

ら
虚
無
へ
」『
社
会
科
学
討
究
』
第
四
〇
巻
第
三
号
、
一
九
九
五
年
、
八
五
│
一
一
〇
頁
。

（

）
「
陸
軍
軍
官
学
校
訓
詞
」
一
九
二
四
年
六
月
一
六
日
。
こ
の
訓
辞
は
、
胡
漢
民
、
戴
季
陶
、
廖
仲
愷
、
邵
元
冲
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
一
九
二
九
年
一
〇
月
に
設
置
さ
れ
た
中
山
紀
念
碑
に
は
、「
先
生
之
道
、
天
下
為
公
。
先
生
之
志
、
世
界
大
同
」
か
ら
始
ま
る
「
総
理

像
賛
」
が
刻
ま
れ
た
。
陳
宇
編
『
黄
埔
軍
校
年
譜
長
編
』
華
文
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
一
九
二
四
年
六
月
一
六
日
、
一
九
二
九
年
九
月

二
六
日
の
項
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。
な
お
周
知
の
よ
う
に
、
孫
文
自
身
も
民
生
主
義
と
の
関
連
な
ど
多
く
の
場
面
で
大
同
と
い
う
語
を
使
用

し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
も
黄
埔
軍
官
学
校
で
大
同
が
重
視
さ
れ
る
の
に
一
役
買
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（

）
こ
れ
ら
三
つ
の
著
作
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
を
参
照
。
竹
内
弘
行
『
康
有
為
と
近
代
大
同
思
想
の
研
究
』
第
三
部
第
三
章
「
国

民
革
命
と
朱
謙
之
の
大
同
共
産
思
想
」。

（

）
朱
謙
之
『
国
民
革
命
与
世
界
大
同
』
泰
東
図
書
局
、
一
九
二
七
年
、
六
頁
。

（

）
小
野
寺
史
郎
『
国
旗
・
国
歌
・
国
慶
│
│
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
シ
ン
ボ
ル
の
中
国
近
代
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
第
八
章

「
党
歌
と
国
歌
」。

（

）
呉
敬
恒
〔
呉
稚
暉
〕「
三
民
主
義
為
達
到
世
界
大
同
的
途
径
」『
安
徽
半
月
刊
』
第
一
〇
期
、
一
九
三
一
年
、
六
月
一
六
日
。

（

）
た
と
え
ば
胡
適
は
、
満
洲
事
変
そ
し
て
エ
チ
オ
ピ
ア
併
合
に
国
際
連
盟
が
有
効
に
対
処
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
も
、「
こ
の
一
七

年
の
命
脈
を
保
っ
て
き
た
国
際
連
盟
は
、
欧
州
戦
争
〔
第
一
次
世
界
大
戦
〕
以
降
、
国
家
間
の
集
団
安
全
保
障
〔
を
実
現
す
る
〕
唯
一
の

機
構
で
あ
る
。
世
界
の
平
和
を
愛
好
す
る
無
数
の
志
士
仁
人
の
信
頼
と
希
望
は
、
す
べ
て
こ
の
機
構
の
上
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は

一
度
や
二
度
の
失
敗
を
経
た
か
ら
と
い
っ
て
、
連
盟
が
夭
折
す
る
こ
と
を
軽
々
し
く
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
連
盟
を
中
心

と
す
る
国
際
協
調
へ
の
支
持
を
表
明
し
て
い
る
。
胡
適
「
国
連
還
可
以
抬
頭
」『
独
立
評
論
』
第
二
〇
二
号
、
一
九
三
六
年
五
月
二
四
日
、

三
頁
。
な
お
、
胡
適
も
大
同
に
一
再
な
ら
ず
言
及
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
次
の
研
究
に
詳
し
い
。
羅
志
田
『
再

造
文
明
之
夢
│
│
胡
適
伝
』（
修
訂
本
）
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
第
五
章
「
関
懐
│
│
民
族
主
義
与
世
界
主
義
」。
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（

）
張
益
弘
『
到
大
同
世
界
的
真
路
』
勝
利
出
版
社
、
一
九
四
二
年
。
薛
祚
光
『
論
世
界
大
同
与
促
進
政
策
』
中
央
訓
練
団
印
刷
所
、
一
九
四

八
年
。
張
益
弘
は
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
西
安
辦
公
庁
第
四
処
秘
書
な
ど
を
、
薛
祚
光
は
国
立
政
治
大
学
訓
練
処
副
主
任
な
ど
を
務
め
た

人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
人
は
い
ず
れ
も
国
民
党
と
深
い
関
係
を
有
す
る
が
、
国
際
連
盟
や
国
際
連
盟
の
枠
組
み
の
下
で
の
大
同
実

現
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
民
国
時
期
を
代
表
す
る
政
治
学
者
の
一
人
、
蕭
公
権
に
よ
る
英
文
の
著
作
に
も
そ
う
し
た
基

調
が
見
て
取
れ
る
。K

ung-chuan
H
siao,C

hina’s
C
ontribution

to
W
orld

Peace,
C
hungking

:
C
hina

Institute
of
Pacific

R
elations,

1945.

（

）
二
〇
一
八
年
の
場
合
、
た
と
え
ば
改
革
開
放
四
〇
周
年
関
連
の
記
事
の
な
か
で
、
中
国
が
伝
統
的
に
世
界
の
大
同
実
現
に
尽
力
し
て
き
た

と
言
及
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。「
推
動
新
変
革
、
構
建
人
類
命
運
共
同
体
（
人
民
観
点
）
│
│
邁
向
更
高
層
次
的
「
開
放
中
国
」
④
」『
人
民

日
報
』
二
〇
一
八
年
一
一
月
八
日
。
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