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は
じ
め
に

中
江
兆
民

(

一
八
四
七－

一
九
〇
一)

は
、
洋
書
を
翻
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
は
造
語
を
す
る
の
で
は
な
く
、
漢
籍
を
渉
猟
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
適
切
な
訳
語
を
見
出
せ
る
と
弟
子
の
幸
徳
秋
水
に
か
つ
て
語
っ
た
。

(

�)

兆
民
に
よ
る
と
、
洋
書
の
翻
訳
の
良
し

悪
し
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
漢
学
力
を
有
し
て
い
る
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
フ
ラ
ン
ス
留
学
か
ら
の
帰
国
直
後
に
、
当
時
屈

指
で
あ
っ
た
漢
学
者
、
高
谷
龍
洲
、
三
島
中
洲
、
岡
松
甕
谷
そ
れ
ぞ
れ
が
主
宰
し
て
い
た
塾
に
通
い
漢
学
を
学
ん
だ
こ
と
は
彼
の

翻
訳
観
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い

(

�)

。
こ
の
点
よ
り
、
漢
学
修
行
の
努
力
成
果
と
し
て
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー(

Je
an

=

Jacq
u

e
s

R
o

u
sse

au)

の
『
社
会
契
約
論
』(

D
u

C
on

tra
t

S
ocia

l
ou

P
rin

cip
es

d
u

d
roit

p
olitiqu

e

以
下
『
社
会
』
と
称
す)

の
漢

訳
『
民
約
訳
解
』(

以
下
『
訳
解
』
と
称
す
）
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(

�)

同
書
は
、
た
だ
漢
文
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
の
み

な
ら
ず
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
多
く
の
漢
語
が
儒
学
思
想
に
由
来
す
る
こ
と
を
そ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

た
が
っ
て
兆
民
に
と
っ
て
ル
ソ
ー
の
思
想
を
日
本
に
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
伝
統
的
な
中
国
思
想
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
の

一
方
で
、
原
著
の
内
容
を
完
全
に
逸
脱
し
て
ま
で
、
儒
学
的
な
問
題
設
定
に
あ
え
て
固
執
し
展
開
す
る
姿
も
ま
た
み
ら
れ
る
。
兆
民

に
と
っ
て
の
儒
学
思
想
は
、
読
者
へ
の
便
宜
を
図
る
と
い
う
役
割
の
み
な
ら
ず
、
彼
自
身
の
思
想
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
も
欠
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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節
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」
へ

む
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び
に
か
え
て



兆
民
に
限
ら
ず
、
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
儒
学
思
想
と
『
社
会
』
と
の
親
近
性
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
例

え
ば
明
末
清
初
の
儒
学
者
で
あ
る
黄
宗
羲
は
、
そ
の
著
書
『
明め

い

夷い

待た
い

訪ぼ
う

録ろ
く

』(

以
下
『
明
夷
』
と
称
す
）
に
よ
っ
て
本
家
の
ル
ソ
ー

に
先
駆
け
た
「
ル
ソ
ー｣

、
即
ち
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
後
世
に
称
さ
れ
た
。
彼
を
清
末
に
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
評
価
し
た
一
人

で
あ
る
陳
天
華
は
『
獅
子
吼
』
で
、
ル
ソ
ー
の
「
民
約
の
理
」
は
早
く
も
『
明
夷
』
所
収
の
「
原
君
」｢

原
臣
」
の
二
篇
に
包
括
さ

れ
て
い
る
と
述
べ
る
。

(

�)

「
原
君
」｢

原
臣
」
は
、「
大
体
同
一
の
思
想
を
も
っ
て
書
か
れ
て
」
お
り
、「『

孟
子
』
か
ら
一
歩
も
出
た
も

の
で
は
な
く
、
従
っ
て
い
ず
れ
も
原
始
儒
教
の
精
神
を
継
承
す
る
」

(

�)

と
い
う
民
本
思
想
に
基
づ
か
れ
る
。『
孟
子
』
を
は
じ
め
儒
学

思
想
で
は
、「
政
治
を
論
ず
る
に
当
っ
て
、
民
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
」
民
本
思
想
が
重
視
さ
れ
る
。

(

�)

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
陳
天

華
は
、「
原
君
」｢

原
臣
」
が
表
明
す
る
儒
学
的
民
本
思
想
と
ル
ソ
ー
の
「
民
約
の
理
」
を
等
価
な
も
の
と
し
て
扱
う
。
こ
の
よ
う
に
、

ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
は
東
ア
ジ
ア
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
際
に
、
儒
学
思
想
に
お
け
る
民
本
思
想
と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
た
。「
中
国

に
お
い
て
は
ル
ソ
ー
も
ま
た
儒
学
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
」

(

�)

と
評
さ
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
所
以
に
よ
る
。
し
か
し
、『
社
会
』

が
人
民
に
立
法
権
（
主
権
）
を
認
め
る
民・
主・
思
想
を
説
く
の
に
対
し
、
民・
本・
思
想
は
人
民
に
主
権
が
帰
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
な
い
。

と
り
わ
け
儒
学
が
い
う
と
こ
ろ
の
民
本
思
想
で
は
、
天
よ
り
天
命
を
受
け
た
君
（
天
子
、
君
主
、
皇
帝
）
が
主
権
者
で
あ
り
、
臣
や

民
は
そ
れ
に
与
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
君
は
臣
と
と
も
に
協
力
し
て
民
の
福
利
を
向
上
さ
せ
る
仁
政
を
施
す
こ
と
が
儒
学
的
統
治
論

で
あ
る
。
仁
政
に
反
す
る
場
合
、
君
の
徳
は
問
わ
れ
、
ひ
い
て
は
主
権
者
を
交
替
し
有
徳
な
者
が
帝
位
に
つ
く
易
姓
革
命
が
肯
定
さ

れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
民
に
主
権
を
認
め
る
ル
ソ
ー
流
の
民
主
思
想
で
は
な
い
。
結
局
、
儒
学
は
民
の
福
利
厚
生
を
向
上
さ
せ
る

民
本
思
想
に
注
意
を
払
う
が
、
民
に
主
権
を
認
め
る
民
主
思
想
に
到
達
し
な
か
っ
た
。
主
権
と
い
う
観
点
に
関
す
る
限
り
、
民
本
思

想
と
民
主
思
想
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、「
中
国
で
は
、
孔
子
・
孟
子
か
ら
黄
宗
羲
を
経
て
ル
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ソ
ー
に
至
る
民
主
主
義
理
論
」

(

�)

で
あ
る
と
一
概
に
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
差
異
を
踏
ま
え
る
と
、『
社
会
』
と
儒

学
は
と
り
わ
け
主
権
の
問
題
に
関
し
て
相
容
れ
な
い
思
想
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

(

�)

儒
学
思
想
で
以
て
『
社
会
』
を
受
け
容
れ
る
こ

と
は
、
儒
学
的
民
本
思
想
と
ル
ソ
ー
流
民
主
思
想
と
に
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
兆
民
が
『
社
会
』

の
主
権
論
を
受
け
容
れ
る
に
あ
た
り
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
考
察
す
る
。『
訳
解
』
で
儒
学
思
想
と
西

洋
思
想
と
の
邂
逅
を
試
み
た
兆
民
が
ル
ソ
ー
の
民
主
主
義
理
論
を
い
か
に
し
て
描
こ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
努
力
を
追
体
験
し
た
い
。

原
著
と
の
対
比
に
よ
り
、『
訳
解
』
は

『

社
会』

に
お
け
る

so
u

v
e

rain

（
主
権
者
）
を
「
君｣

、su
je

t

（
臣
民
）
を
「
臣
」
と
訳

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
翻
訳
は
「
儒
教
的
な
政
治
制
度
へ
の
立
ち
返
り
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

(

�)

し
か
し
な
ぜ

こ
れ
が
「
儒
教
的
」
で
あ
る
の
か
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、『
訳
解
』
に
お
け
る
「
君｣

｢

臣
」
が
、
伝
統

中
国
に
お
け
る
あ
る
べ
き
君
（
君
主)
・
臣
（
士
大
夫
）
に
内
在
す
る
「
君
子
」
と
い
う
観
念
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
兆
民
が
儒
教
的
君
主
制
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
儒
学
に
お
け
る
あ
る
べ
き
君
主
・
士
大

夫
論
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
兆
民
は
『
社
会
』
を
翻
訳
す
る
。
し
か
し
兆
民
が
儒
学
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
必
ず
し

も
的
確
な
翻
訳
に
は
な
ら
ず
、
原
著
か
ら
乖
離
す
る
場
面
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
兆
民
が
「
君
」

｢

臣
」
と
い
う
訳
語
に
含
ま
せ
た
意
味
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

本
章
で
は
兆
民
の
議
論
を
扱
う
た
め
の
補
助
線
と
し
て
、
明
末
清
初
の
学
者
、
黄
宗
羲
『
明
夷
』
と
、
譚
嗣
同
『
仁
学
』
を
取
り

上
げ
る
。
こ
れ
に
よ
り
後
世
に
、
ル
ソ
ー
の
思
想
と
の
親
近
性
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
特
に
、
黄
宗
羲
は
清
末
に
「
中
国
の
ル
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ソ
ー
」
と
称
さ
れ
る
ま
で
評
価
さ
れ
、
清
朝
打
倒
に
大
き
な
影
響
力
を
与
え
た
。
む
ろ
ん
、
黄
宗
羲
と
譚
嗣
同
は
、
本
家
の
ル
ソ
ー

と
活
躍
し
た
時
代
も
異
な
る
ゆ
え
、
両
者
と
ル
ソ
ー
の
思
想
と
の
関
係
性
を
同
日
に
論
じ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
黄
宗
羲
の
思
想
は
牽
強
付
会
的
で
あ
れ
清
末
に
ル
ソ
ー
流
の
革
命
思
想
と
結
び
つ
き
、
譚
嗣
同
は
ル
ソ
ー
の
著
作
か
ら
着
想

を
得
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
彼
ら
は
自
身
の
著
書
で
、「
君
」｢

臣
」
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
、
あ
る
べ
き
儒
学
的
君
・

臣
論
と
現
実
と
の
乖
離
を
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
議
論
と
り
わ
け
「
君
」｢

臣
」
論
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
後
に
兆
民

に
お
け
る
「
君
」｢

臣
」
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
有
益
な
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

第
一
節
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
黄
宗
羲

「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
兆
民
の
他
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
「
ル
ソ
ー
」
と
い
う
名
辞
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
人
物
と
し
て
、
明
末
清
初

の
学
者
、
黄
宗
羲
（
一
六
一
〇－

一
六
九
五
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
清
朝
末
期
に
改
革
派
や
革
命
派
の
志
士
た
ち
に
よ
っ

て
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
し
て
崇
拝
を
受
け
た
。

(
�)

宗
羲
は
、「
清
代
学
術
の
祖
と
さ
れ
、
清
代
浙
東
学
の
祖
」
と
も
評
さ
れ
、
彼
の

業
績
は
後
に
考
証
学
へ
と
継
承
さ
れ
る
。

(

�)

本
節
で
は
、
彼
の
『
明
夷
』
よ
り
「
君
」｢

臣
」
に
関
す
る
篇
を
中
心
に
検
討
す
る
。

宗
羲
を
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
称
す
る
最
初
期
の
人
物
と
し
て
陳
天
華
（
一
八
七
五－

一
九
〇
五
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(

�)

陳
天
華
は

『
獅
子
吼
』
に
お
い
て
「
中
国
に
遂
に
ル
ソ
ー
が
現
れ
た
。
明
末
清
初
、
中
国
に
は
孟
子
以
後
、
最
高
の
人
で
、
学
問
も
品
行
も
ル

ソ
ー
よ
り
高
い
大
聖
人
が
現
れ
た
。
こ
れ
ぞ
黄
梨
洲
先
生
、
名
は
宗
羲
」

(
�)

と
、
宗
羲
を
大
い
に
評
価
す
る
。
ま
た
、
宗
羲
の
『
明
夷
』

の
う
ち
「
原
君｣

、｢

原
臣
」
に
つ
い
て
『
社
会
』
と
は
完
全
に
一
致
し
な
い
と
は
い
え
、「
民
約
の
理
は
早
く
も
そ
の
う
ち
に
包
括

さ
れ
て
い
る
」

(

�)

と
「
民
約
」
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。

(

�)

そ
れ
で
は
宗
羲
と
ル
ソ
ー
の
思
想
と
の
関
係
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、『
明
夷
』
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と
は
ど
の
よ
う
な
書
物
で
あ
る
の
か
を
大
ま
か
に
整
理
す
る
。

「
明
夷
」
と
は
『
易
経
』
を
出
典
と
し
「
明
る
さ
が
夷そ
こ

な
わ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

(

�)

宗
羲
は
、「
い
ま
は
明
夷
の
世
で
あ

る
が
、
や
が
て
世
の
夜
明
け
が
お
と
ず
れ
、
明
君
が
あ
ら
わ
れ
、
明
君
か
ら
治
世
の
大
法
を
訪
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
待
つ
」
と

い
う
意
味
を
込
め
て
「
明
夷
待
訪
録
」
と
し
た
。

(

�)

そ
こ
に
は
、
彼
が
仕
え
て
い
た
明
王
朝
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
清
王
朝
に
対
す
る
怨

嗟
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
同
書
は
「
反
体
制
の
書
」
と
し
て
み
な
し
得
る
。

(

�)

そ
れ
か
ら
約
二
〇
〇
年
後
に

今
度
は
『
明
夷
』
の
「
原
君
」｢

君
臣
」

(

�)

の
二
篇
に
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
（
民
約
）
の
神
髄
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で

は
こ
の
両
篇
は
ど
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
以
下
で
確
認
す
る
。

宗
羲
は
、
本
来
の
あ
る
べ
き
君
に
つ
い
て
「
お
の
れ
一
人
の
利
を
利
と
せ
ず
、
天
下
に
そ
の
利
を
受
け
さ
せ
、
お
の
れ
一
人
の
害

を
害
と
せ
ず
天
下
に
害
を
免
れ
さ
せ
」

(
�)
る
よ
う
な
「
天
下
を
主
と
し
、
君
を
客
と
す
る
」

(

�)

こ
と
が
で
き
る
者
、
即
ち
「
お
よ
そ
の
君

は
天
下
の
た
め
に
一
生
か
か
っ
て
経
営｣
(

�)
す
る
者
を
理
想
と
す
る
。
し
か
し
、
現
状
は
こ
の
よ
う
な
理
想
形
と
は
異
な
る
。「
昔
の

天
下
の
人
々
は
、
君
主
を
尊
敬
し
て
い
た
が
、
今
で
は
君
主
を
憎
み
恨
み
敵
と
同
様
に
み
な
し
「
独
夫
」
と
名
付
け
て
い
る
が
固
よ

り
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
つ
ま
ら
な
い
学
者
た
ち
は
頑
固
に
「
君
臣
の
義
」
は
天
地
に
お
い
て
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
、
桀
紂
の
よ
う
な
暴
君
に
対
し
て
も
湯
武
は
こ
れ
を
討
つ
べ
き
で
は
な
か
っ
た｣

(

	)

と
断
罪
す
る
。
こ
こ
か
ら
彼
の
議
論
は
『
孟

子
』
に
お
け
る
易
姓
革
命
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(


)
さ
ら
に
、「
孟
子
の
言
〔
易
姓
革
命
〕
は
、
聖
人
の
言
で
あ
る
。
後

世
の
君
主
が
父
の
如
く
天
の
如
く
と
い
う
空
名
を
以
て
人
々
の
君
位
を
窺
伺
せ
ん
と
欲
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
の
は
、
皆
な
そ
の
言
葉

を
不
都
合
に
思
う
か
ら
だ
」

(

�)

も
ま
た
、
宗
羲
が
易
姓
革
命
を
是
認
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、『
孟
子
』(

梁
恵
王
下
）
に
お
い
て
は
、
湯
武
放
伐
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
宗
羲
は
「
孟
子
の
反
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体
制
者
的
側
面
を
継
承
し
た
思
想
家
」
と
い
え
る
。

(

�)

一
方
の
「
原
臣
」
で
宗
羲
は
、「
臣
」
を
「
天
下
の
た
め
に
君
主
を
補
佐
す
る
」
者
と
い
う
伝
統
的
な
儒
学
観
の
そ
れ
と
同
様
に

定
義
す
る
。「
天
下
と
い
う
も
の
は
大
き
い
の
で
一
人
で
こ
れ
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
官
を
設
け
て
手
分
け
を
す
る

の
で
あ
る
。
自
分
が
出
仕
す
る
の
も
天
下
の
た
め
で
あ
り
、
君
の
た
め
で
は
な
い
。
万
民
の
た
め
で
あ
り
一
姓
の
た
め
で
は
な
い
。

私
（
た
ち
）
は
、
天
下
万
民
の
た
め
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
道
か
ら
逸
脱
し
た
場
合
、
君
が
態
度
や
言
葉
で
強
い

て
き
て
も
決
し
て
従
わ
な
い
。
ま
し
て
や
態
度
や
言
葉
が
な
い
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
君
の
一
身
一
姓
の
た

め
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
君
の
態
度
も
言
葉
も
な
い
私
欲
を
視
、
聴
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
宦
官
や
妾
の
心
で
し
か
な
い
の

で
あ
る
。
君
が
自
分
の
た
め
に
死
に
、
自
分
の
た
め
に
亡
命
す
る
の
に
、
自
分
も
ま
た
君
の
た
め
に
殉
じ
、
と
も
に
亡
命
す
る
と
い

う
の
は
、
昵
懇
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
臣
か
そ
う
で
な
い
か
の
区
別
で
あ
る｣

。

(

�)

臣
の
存
在
意
義
と
は
、
君

の
た
め
で
は
な
く
万
民
の
た
め
に
奉
仕
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
故
に
宗
羲
自
身
も
こ
の
原
理
に
立
脚
し
て
い
る
た
め
、

(

�)

君
が
態
度
や

言
葉
で
強
い
て
も
従
わ
な
い
。
そ
れ
は
宦
官
や
妾
が
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
を
以
て
臣
か
否
か
を
分
け
る
基
準
と
な
る
。
し
か

し
、
臣
で
あ
っ
て
も
民
の
苦
し
み
を
軽
視
す
る
な
ら
ば
、
よ
く
君
主
を
補
佐
し
興
隆
さ
せ
て
い
て
も
固
よ
り
臣
道
に
背
く
こ
と
に
な

る
。

(

�)

そ
う
で
は
な
く
、
君
と
臣
は
と
も
に
木
を
曳
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
木
を
曳
く
一
方
が
手
綱
を
握
ら
ず
に
、
他
方

の
前
で
た
だ
嬉
々
と
し
て
笑
っ
て
い
る
だ
け
で
そ
の
者
が
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
と
思
っ
て
い
た
ら
、
木
を
曳
く
と
い
う
仕
事
（
治
天
下
）

は
成
立
し
な
い
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
、「
原
君
」｢

原
臣
」
は
あ
る
べ
き
君
と
臣
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
万
民
が
主
で
あ
る

こ
と
を
共
に
強
調
す
る
。
や
は
り
「
天
下
が
主
で
あ
り
、
君
主
は
客
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

�)

以
上
の
よ
う
に
、『
明
夷
』
は
湯
武
放
伐
論
、
即
ち
易
姓
革
命
を
背
景
に
し
た
民

(
�)

本
思
想
に
基
づ
か
れ
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
点
よ
り
「
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
の
観
点
と
基
本
的
に
は
一
致
す
る
」

(

�)

と
み
な
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
一
方
で

「
或
は
孟
子
の
政
治
論
を
民
主
的
な
り
と
し
、
或
は
黄
宗
羲
の
政
治
思
想
を
民
本
的
な
り
と
称
す
る
も
、
両
者
が
王
権
是
認
の
前
提

下
に
人
民
本
位
の
政
治
を
説
く
か
ぎ
り
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
、
全
人
民
に
よ
る
全
人
民
の
た
め
の
政
治
を
意
味
す
る
本
来
の
民
権
思

想
と
中
国
的
民
享
思
想
と
の
間
に
よ
こ
た
わ
る
本
質
的
相
違
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る
」
と
ル
ソ
ー
と
宗
羲
と
の
思
想
の
差
異
に
着
目

す
る
論
者
も
い
る
。

(
�)

「
清
初
に
於
け
る
政
治
思
想
は
専
制
一
般
の
批
判
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
は
王
道
国
家
の
重
民
思
想
に
求
め
ら

れ
て
お
り
、
従
っ
て
こ
れ
と
ル
ソ
ー
に
見
ら
れ
る
王
権
批
判
や
民
権
主
義
と
の
間
に
は
踰
越
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
大
き
な
距
離
」
が

あ
る
と
い
う
指
摘
は

(

�)

、
看
過
で
き
な
い
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
節
で
は
宗
羲
と
ル
ソ
ー
の
思
想
と
の

差
異
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

第
二
節
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
とJe

an
=

Jacq
u

e
s

R
o

u
sse

au

『
明
夷
』
に
お
け
る
「
原
君
」
と
「
原
臣
」
が
「
民
約
の
理
」
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
羲
を

「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
崇
拝
す
る
の
は
清
末
で
あ
っ
た
。
宗
羲
が
『
孟
子
』
を
は
じ
め
と
す
る
儒
学
的
な
思
惟
方
法
に
基
づ
い
て
執

筆
し
た
『
明
夷
』
は
、
清
末
に
お
け
る
体
制
変
革
者
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
清
末
に
お
い
て

ル
ソ
ー
は
、
革
命
派
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
た
め
、「
中
国
革
命
の
象
徴
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
。

(

�)

こ

の
よ
う
な
反
体
制
的
な
側
面
と
し
て
の
儒
学
思
想
と
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

(

�)

宗
羲
は
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」

と
し
て
昇
華
し
た
。
し
か
し
、
儒
学
思
想
と
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
と
は
本
来
何
の
関
係
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
清
末
の
体
制
変
革
者

が
儒
学
思
想
に
お
い
て
西
洋
的
「
民
約
の
理
」
を
牽
強
付
会
に
見
出
そ
う
と
し
た
結
果
、
宗
羲
は
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
し
て
ま
つ
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り
あ
げ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
本
節
で
は
、
こ
の
点
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
学
と
ル
ソ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
改
め
て
論

じ
る
。

こ
れ
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
ル
ソ
ー
に
お
け
る
中
国
観
を
確
認
す
る
。
ル
ソ
ー
は
『
学
問
芸
術
論
』(

D
iscou

rs
su

r
les

sc ien
ces

et
les

a
rts)

で
こ
の
点
に
触
れ
て
い
る
。

ア
ジ
ア
に
は
文
学
が
尊
ば
れ
て
、
国
家
の
最
高
の
官
位
に
導
く
、
一
つ
の
広
大
な
国
が
あ
る
。
も
し
も
学
問
が
習
俗
を
純
化
す

る
も
の
な
ら
、
も
し
も
そ
れ
が
人
間
に
祖
国
の
た
め
に
血
を
流
す
こ
と
を
教
え
る
も
の
な
ら
、
も
し
も
そ
れ
が
勇
気
を
鼓
舞
す

る
も
の
な
ら
、
中
国
の
人
民
は
賢
明
で
自
由
で
無
敵
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
を
支
配
し
な
い
悪
徳
は
一
つ

も
な
く
、
彼
ら
に
な
じ
み
の
浅
い
罪
悪
は
一
つ
も
な
く
、
ま
た
、
大
臣
た
ち
の
明
知
も
、
い
わ
ゆ
る
法
の
知
恵
も
、
こ
の
広
大

な
帝
国
の
住
民
た
ち
の
莫
大
な
数
も
、
無
知
で
粗
野
な
韃
靼
人
の
軛
か
ら
帝
国
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ

の
国
の
す
べ
て
の
学
者
た
ち
は
、
い
っ
た
い
何
の
役
に
立
っ
た
と
い
う
の
か
。

(

�)

『
学
問
芸
術
論
』
は
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
懸
賞
論
文
で
の
課
題
「
学
問
と
芸
術
の
再
興
は
習
俗
の
純
化
に
寄
与
し
た

か
」
に
対
し
否
定
的
に
回
答
し
た
ル
ソ
ー
の
デ
ビ
ュ
ー
論
文
で
あ
る
。
上
記
に
お
い
て
中
国
は
、
学
問
の
発
展
が
弊
害
を
与
え
る
こ

と
の
例
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
学
問
」
と
「
学
者
」
は
儒
学
と
儒
学
者
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
、
役
に
立
た
な
い
も

の
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
中
国
の
人
民
が
腐
敗
し
た
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ル
ソ
ー
は
と
き

の
中
華
帝
国
を
消
極
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
中
国
人
の
腐
敗
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
持
論
に
基
づ
け
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ば
、「
中
国
文
明
の
進
歩
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、

(

�)

そ
れ
は
ま
た
儒
学
思
想
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
。
ル
ソ
ー
に
よ
る
と
、
中
国
の
人
民
が
堕
落
し
て
い
る
の
は
学
問
（
儒
学
）
が
発
展
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
趣
味
の
中
華
皇
帝
（
康
熙
帝
）
と
中
国
趣
味
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
（
ル
イ
一
四
世
）
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
両
国
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
や
学
問
は
尊
重
さ
れ
た
。

(

�)

特
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
デ
ィ
ド
ロ
、
ケ
ネ
ー
な
ど
が
中
国
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
も
ま
た
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、「『

社

会
契
約
論
』
の
著
者
に
は
、
中
国
の
君
主
絶
対
政
治
を
容
認
し
難
っ
た
」
が
、
儒
学
思
想
に
お
け
る
民
本
主
義
に
対
し
て
は
否
定
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

(
�)
言
い
換
え
る
と
、
ル
ソ
ー
は
、「
中
国
の
政
治
形
式
に
は
絶
大
な
嫌
悪
を
感
じ
な
が
ら
、
そ
の
精
神
に

は
彼
独
特
の
理
想
を
発
見
し
た
」
の
で
あ
る
。

(

�)

後
世
の
清
末
の
改
革
派
・
革
命
派
は
『
明
夷
』
の
民
本
思
想
（
そ
れ
は
ま
た
孔
子
・
孟
子
の
伝
統
を
継
承
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
）

に
ル
ソ
ー
の
思
想
と
の
親
近
性
を
認
め
た
。
し
か
し
、
宗
羲
の
議
論
は
一
個
人
と
し
て
の
君
主
（
皇
帝
）
の
存
在
、
そ
し
て
何
よ
り

そ
れ
が
民
を
統
治
（
教
化
）
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
人
民
に
主
権
を
認
め
る
ル
ソ
ー
の
思
想
と
は
異
な
り
伝

統
的
な
民
本
思
想
の
域
か
ら
は
出
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
立
法
権
が
人
民
に
属
す
る
と
い
う
発
想
も
な
い
。
と
は
い
え
、

「
天
下
が
主
で
、
君
が
客
」
が
理
想
で
あ
る
こ
と
、

(

�)

「
君
臣
の
名
と
は
、
天
下
の
観
点
よ
り
生
じ
る
」
こ
と
を

(

�)

強
調
す
る
宗
羲
の
主

張
に
よ
り
、「
西
洋
の
専
有
」
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
孔
子
・
孟
子
の
系
譜
に
連
な
る
儒
学
思
想
に
お
い
て
も
類
似
の
も

の
が
存
在
す
る
と
い
う
自
信
を
清
末
の
人
々
に
植
え
付
け
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。「
君
」｢

臣
」｢

民
」
の
三
者
に
よ
っ
て
政
治
は

構
成
さ
れ
、「
君
」
と
「
臣
」
が
と
も
に
協
力
し
て
「
民
」
即
ち
天
下
を
治
め
る
と
い
う
の
が
従
来
の
儒
学
的
統
治
論
で
あ
る
。

(

�)

し

か
し
、「
今
は
君
主
を
主
と
し
天
下
を
従
と
し
て
い
る
。
凡
そ
の
天
下
が
安
ら
か
さ
を
得
れ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
君
主
が
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原
因
な
の
で
あ
る
」

(

�)

と
宗
羲
は
断
罪
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
君
主
は
易
姓
革
命
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
『
明
夷
』

で
は
再
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)
第
三
節

譚
嗣
同
『
仁
学
』
とJe

an
=

Jacq
u

e
s

R
o

u
sse

au

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な

｢

天
下
が
主
で
、
君
が
客｣

と
い
う
発
想
は
、
清
末
の
社
会
変
革
運
動
の
担
い
手
で
あ
っ
た
譚
嗣
同

（
一
八
六
五－

一
八
九
八
）
の
主
著
『
仁
学
』
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。『
仁
学
』
を
読
む
に
あ
た
り
、
著
者
本
人
は
聖
書
を
は
じ

め
と
す
る
西
洋
思
想
お
よ
び
西
洋
科
学
、
東
洋
思
想
で
は
仏
典
、
四
書
五
経
や
黄
宗
羲
の
書
に
通
暁
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
述
べ

る
。

(

�)

こ
れ
に
よ
り
同
書
は
、「
仏
教
、
耶
蘇
教
、
儒
教
並
に
中
国
諸
子
の
哲
学
思
想
と
近
代
自
然
科
学
的
思
想
の
融
合
調
和
に
よ
る

世
界
観
を
説
こ
う
と
し
た
も
の
で
、
孔
子
の
所
謂
仁
の
意
義
の
新
し
い
展
開
に
依
っ
て
理
想
的
国
家
社
会
の
実
現
を
期
す
る
」
も
の

で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

譚
嗣
同
も
ま
た
黄
宗
羲
を
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」
と
称
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
よ
う
に
、『
明
夷
』

か
ら
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
譚
嗣
同
が
黄
宗
羲
を
『
仁
学
』
で
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

窺
え
る
。

君
統
の
力
が
強
く
な
っ
て
、
堯
、
舜
以
後
こ
れ
は
と
い
っ
た
政
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
孔
子
教
が
亡
ん
で
、
三
代
以
後
こ
れ

は
と
い
っ
た
書
物
は
出
て
い
な
い
。
さ
て
は
と
駄
本
の
な
か
か
ら
貴
重
な
本
を
え
り
分
け
、
瓦
礫
の
間
か
ら
珠
玉
を
と
り
出
す

よ
う
に
し
て
、
も
し
や
孔
子
教
に
か
な
っ
た
も
の
は
と
見
て
み
る
と
、
黄
梨
洲
の
『
明
夷
待
訪
録
』
が
ど
う
や
ら
そ
れ
で
あ
り
、

こ
れ
に
次
ぐ
の
は
王
船
山
の
『
遺
書
』
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
君
臣
関
係
に
つ
い
て
胸
を
痛
め
た
も
の
で
あ
る
。

(

�)
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『
仁
学
』
は
、
一
方
で
黄
宗
羲
の
『
明
夷
』
を
肯
定
、
継
承
す
る
が
、
他
方
で
そ
の
君
・
臣
論
は
儒
学
の
枠
内
に
収
ま
り
き
ら
な

い
内
容
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
述
の
よ
う
に
譚
嗣
同
が
東
洋
の
み
な
ら
ず
西
洋
の
思
想
を
も
積
極
的
に
摂
取
し
た
反
映
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
あ
る
べ
き
君
と
臣
に
つ
い
て
譚
嗣
同
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

人
類
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
に
は
君
臣
な
ど
な
く
、
す
べ
て
民
で
あ
っ
た
。
民
は
、
人
の
統
治
な
ど
で
き
な
い
し
、
そ
の
暇
も
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
、
み
ん
な
で
あ
る
一
人
を
推
挙
し
て
君
に
立
て
た
。
み
ん
な
で
推
挙
し
た
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
君
が
民
を

え
ら
ん
だ
の
で
は
な
く
、
民
が
君
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
る
。
み
ん
な
で
推
挙
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
身
分
は
民
か
ら
か
け
離
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
民
の
な
か
ま
で
あ
る
。
み
ん
な
で
推
挙
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
民
が
あ
っ
て
こ
そ
の
君
な
の
で
、
君
は

末
で
民
が
本
で
あ
る
。
こ
の
世
に
末
が
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
本
が
で
て
く
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
君
が
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
民
が

で
て
く
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
よ
う
か
。
み
ん
な
で
推
挙
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
き
っ
と
み
ん
な
で
や
め
さ
せ
る
こ
と
も
で
き

る
。
君
と
は
民
の
た
め
に
事
を
処
理
す
る
者
で
あ
り
、
臣
と
は
民
の
事
を
処
理
す
る
補
助
者
で
あ
る
。
…
だ
い
た
い
操
を
立
て

て
死
ぬ
と
い
う
の
ほ
ど
ま
ち
が
っ
た
考
え
は
な
い
。
君
も
民
の
一
人
で
あ
る
、
い
や
普
通
の
民
に
く
ら
べ
て
ま
だ
末
の
も
の
な

の
だ
。
民
と
民
と
の
間
柄
で
も
相
手
の
た
め
に
死
ぬ
道
理
は
な
い
の
に
、
本
の
も
の
が
末
と
の
間
柄
で
相
手
の
た
め
に
死
ぬ
道

理
な
ど
な
い
。
…
事
の
た
め
に
死
ぬ
道
理
こ
そ
あ
れ
、
君
の
た
め
に
死
ぬ
道
理
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
君
の
た
め
に
死
ん
だ
の

は
、
情
に
溺
れ
た
宦
官
、
宮
女
で
あ
り
「
律
儀
も
の
の
愚
物
だ
っ
た｣

。

(

�)

彼
の
君
・
臣
論
に
よ
れ
ば
、
当
初
に
お
い
て
そ
も
そ
も
「
君
」
と
「
臣
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
存
在
し
て
い
た
の
は

｢

民｣

の
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み
で
あ
る
が
、
彼
ら
だ
け
に
よ
る
統
治
は
無
理
で
あ
る
か
ら
、「
あ
る
一
人
を
推
挙
」
し
そ
れ
を
「
君
」
と
し
た
。
つ
ま
り
「
民
」

が
「
君
」
を
推
挙
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
故
に
、「
民
」
が
「
本
」
で
「
君
」
が
「
末
」
と
な
る
か
ら
「
民
」
の
意

に
沿
わ
な
い
「
君
」
を
廃
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
「
臣
」
と
は
「
民
の
事
を
処
理
」
す
る
た
め
に
「
君
」
を
補
佐
す
る

も
の
で
あ
る
。
同
書
で
は
、『
明
夷
』
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
原
君
」｢

原
臣
」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

(

�)

例
え
ば
上
記
の
よ
う
に
「
民
」
の
意
に
沿
わ
な
い
「
君
」
の
廃
止
と
は
、
ま
さ
に
『
孟
子
』
の
主
張
そ
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
黄
宗
羲
が
朱
子
学
を
敬
遠
し
陽
明
学
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
も
譚
嗣
同
は
受
け
継
ぎ
（『

仁
学
』
が
影
響
を
受
け
た
書
物

（『

易』

、『

春
秋
公
羊
伝』
、『
論
語』

、『

礼
記』

、『

孟
子』

、『

荘
子』

、『

墨
子』

、『

史
記』

、
及
陶
淵
明
、
周
茂
叔
、
張
横
渠
、
陸
子

静
、
王
陽
明
、
王
船
山
、
黄
梨
洲
之
書
）
に
朱
熹
の
名
は
な
く
、
王
陽
明
が
採
用
さ
れ
て
い
る)

、
宋
学
の
影
響
に
あ
っ
た
顧
炎
武

に
対
し
て
批
判
的
な
態
度
を
と
る
。
顧
炎
武
は
考
証
学
の
先
駆
者
と
し
て
黄
宗
羲
、
王
船
山
（
王
夫
之
）
と
と
も
に
清
代
学
術
の
祖

と
称
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
譚
嗣
同
は
彼
が
程
伊
川
や
朱
熹
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
漢
学
的
な
学
風
の
祖
と
い

う
点
」
に
対
し
て
批
判
す
る
。

(

�)

譚
嗣
同
の
「
君
」｢

臣
」
関
係
は
、「
ル
ソ
ー
流
の
、
い
わ
ゆ
る
社
会
全
体
の
一
般
意
思
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
、
と
の
考
え
に
基
づ

い
た
社
会
契
約
論
・
民
権
思
想
を
ふ
ま
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る
。

(

�)

こ
れ
は
黄
宗
羲
に
お
け
る
「
君
」｢

臣
」
関

係
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
譚
嗣
同
の
議
論
は
、
一
方
で
孔
子
・
孟
子
・
黄
宗
羲
の
思
想
を
継
承
し
つ
つ
も
、
他
方
で
「
彼
の
君
主
観
・

民
衆
観
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
民
本
主
義
的
観
念
…
を
打
ち
破
る
」
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

(

�)

特
に
、「
民
が
君
を
推
挙
す
る
」

は
、
黄
宗
羲
に
は
な
い
進
歩
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
民
は
全
能
を
有
す
る
君
主
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
無
力
・
無
能
な
存

在
で
は
な
い
。
む
し
ろ
民
の
意
思
の
み
が
最
高
の
決
定
者
で
あ
り
、
こ
の
意
思
か
ら
導
き
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
審
判
さ
れ
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る
」

(

�)

と
譚
嗣
同
は
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。「
民
の
意
思
」
を
最
高
の
決
定
と
し
、
そ
の
代
理
人
と
し
て
君
主
を
推
戴
す

る
譚
嗣
同
の
議
論
は
黄
宗
羲
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
民
主
思
想
に
近
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

(

�)

し
か
し
、
譚
嗣
同
が
「
君
」｢

臣
」

｢

民
」
の
三
者
を
持
ち
出
し
て
く
る
以
上
、
や
は
り
ル
ソ
ー
流
の
民
主
思
想
と
は
異
な
る
。「
民
」
に
よ
っ
て
推
戴
さ
れ
た

｢

君
」
は
、

彼
ら
の
う
ち
か
ら
出
た
一
個
人
の
「
君
」
で
し
か
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
い
う

so
u

v
e

rain

（
主
権
者
）
と
は
人
民

全
体
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
分
割
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
譚
嗣
同
に
お
け
る
「
君
」
と
は
「
民
の
た
め
に
事
を
処
理
す
る

も
の
」
で
あ
り
、「
臣
」
は
そ
の
「
補
助
者｣

、
そ
し
て
「
民
」
は
「
君
を
推
挙
」
す
る
者
と
あ
る
よ
う
に
、
三
者
に
よ
る
統
治
の
役

割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
主
権
の
所
在
が
曖
昧
で
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

君｣
｢

臣｣
｢

民｣

の
い
ず
れ
に
主
権
が
帰
す
る

の
か
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
人・
民・
の・
み・
に
主
権
を
認
め
、
か
つ
そ
れ
は
分・
割・
で・
き・
な・
い・
と
い
う
ル
ソ
ー
の
主
張
と
決

定
的
に
異
な
る
。
た
し
か
に
譚
嗣
同
が
従
来
の
「
君
」｢

臣
」
観
を
転
換
し
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ

れ
が
必
ず
し
も
ル
ソ
ー
の
思
想
と
一
致
し
な
い
と
い
う
点
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

譚
嗣
同
が
果
た
し
て
ル
ソ
ー
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
か
否
か
と
い
う
議
論
は
と
も
か
く
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
思
想
、
と
り
わ
け
フ

ラ
ン
ス
革
命
に
は
惹
か
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
彼
は
現
状
の
中
国
事
情
（
弊
害
を
も
た
ら
す
専
制
君
主
制
）
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で

は
な
く
、
儒
教
も
ま
た
牽
強
付
会
的
に
利
用
さ
れ
、
聖
人
の
道
、
中
華
の
伝
統
は
滅
び
た
と
嘆
く
。

(

�)

そ
し
て
「
民
主
」
思
想
を
体
現

し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
主
制
の
廃
止
を
譚
嗣
同
は
積
極
的
に
主
張
す
る
。

(

�)

こ
こ
に
お
い
て
譚
嗣
同
が

君
主
（
独
夫
、
匹
夫
）
を
廃
止
し
「
民
主
」
制
を
理
想
と
す
る
こ
と
は
、
黄
宗
羲
の
思
想
を
よ
り
進
め
た
か
た
ち
で
の
議
論
で
あ
る

と
評
価
で
き
よ
う
。
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第
二
章
『
民
約
訳
解
』
に
お
け
る
民
本
思
想
と
民
主
思
想

か
く
し
て
、
儒
学
思
想
か
ら
は
人
民
に
主
権
を
認
め
る
と
い
う
ル
ソ
ー
流
の
民
主
思
想
は
出
来
し
な
い
。
後
世
に
「
ル
ソ
ー
」
と

称
さ
れ
た
黄
宗
羲
、
お
よ
び
譚
嗣
同
二
人
の
思
想
家
の
著
作
か
ら
民
本
思
想
は
見
い
だ
さ
れ
て
も
、
民・
の・
み・
に
主
権
を
認
め
る
と
い

う
発
想
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
本
章
で
は
、「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
兆
民
の
『
訳
解
』
に
焦
点
を
移
し
、
彼
が
ル
ソ
ー
流
の
人
民
主
権

論
を
ど
の
よ
う
に
翻
訳
し
た
か
を
確
認
す
る
。

第
一
節
『
民
約
訳
解
』
に
み
ら
れ
る
民
本
思
想

民
本
思
想
は
、『
書
経
』
の
「
民
惟
邦
本
」
に
由
来
す
る
儒

(

�)

学
思
想
に
お
け
る
重
要
概
念
で
あ
る
。

(

�)

と
り
わ
け
、『
孟
子
』
は
、
こ

れ
を
説
く
箇
所
が
所
々
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
孟
子
曰
く
、
民
を
貴
し
と
為
し
、
社
稷
之
に
次
ぎ
、
君
を
軽
し
と
為
す
。
是
の

故
に
丘
民
に
得
ら
れ
て
天
子
と
為
り
、
天
子
に
得
ら
れ
て
諸
侯
と
為
り
、
諸
侯
に
得
ら
れ
て
大
夫
と
為
る
。
諸
侯
社
稷
危
く
す
れ
ば
、

則
ち
変
置
す
」

(

�)

は
、『
孟
子
』
の
民
本
主
義
的
な
性
格
を
挙
げ
る
際
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
一
節
で
あ
る
。
国
家
に
と
っ
て
最
も

大
事
と
さ
れ
る
の
は
民
で
あ
り
、
こ
れ
と
相
対
的
に
君
は
下
位
に
置
か
れ
る
。
そ
の
衆
民
に
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
で
君
は
君
と
な
れ
る

の
で
あ
り
、「
民
意
を
汲
み
取
ら
ず
、
国
を
危
く
す
る
よ
う
な
為
政
者
は
、
当
然
入
れ
替
え
る
べ
き｣

(

�)

と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想

を
念
頭
に
入
れ
つ
つ
、
君
は
仁
に
基
づ
い
た
政
、
即
ち
王
道
政
治
を
志
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
す
れ
ば
天
命
を
喪
失

し
別
の
有
徳
者
に
天
命
が
下
さ
れ
る
。
天
子
の
位
は
天
が
与
え
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
『
孟
子
』
は
堯
舜
を
例
証
と
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
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曰
く
敢
て
問
う
、
之
を
天
に
薦
め
て
、
天
之
を
受
け
、
之
を
民
に
暴
し
て
、
民
之
を
受
く
と
は
、
如
何
、
と
。
曰
く
之
を
し
て

祭
を
主
ら
し
め
て
、
百
神
之
を
享
く
。
是
れ
天
之
を
受
く
る
な
り
。
之
を
し
て
事
を
主
ら
し
め
て
、
事
を
主
ら
し
め
て
、
事
治

ま
り
、
百
姓
之
に
安
ん
ず
。
是
れ
民
之
を
受
く
る
な
り
。
天
之
を
与
え
、
人
之
を
与
う
。
故
に
曰
く
、
天
子
は
天
下
を
以
て
人

に
与
う
る
こ
と
能
わ
ず
、
と
。
…
泰
誓
に
曰
く
、
天
の
視
る
は
我
が
民
の
視
る
に
自
い
、
天
の
聴
く
は
我
が
民
の
聴
く
に
自
う
、

と
。
此
の
謂
な
り
、
と
。

(

�)

天
子
の
候
補
者
で
あ
る
舜
に
、
祭
祀
や
政
治
を
や
ら
せ
て
み
て
天
も
民
も
受
け
入
れ
た
。
そ
し
て
、『
孟
子
』
は
『
書
経
』(

泰
誓

篇
）
の
「
天
視
自
我
民
視
、
天
聴
自
我
民
聴
」
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
民
意
が
あ
る
と
こ
ろ
に
天
意
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

(

�)

つ

ま
り
「
天
」
や
「
天
意
」
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
意
と
は
天
意
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
『
孟
子
』
の
民
本
思
想
の
特
色

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
民
に
配
慮
す
る
こ
と
な
く
、
民
に
見
放
さ
れ
た
君
は
、
放
伐
の
対
象
と
な
る
と
い
う
易
姓
革
命
が

こ
こ
に
是
認
さ
れ
る
。
そ
の
典
拠
と
し
て
『
孟
子
』
の
「
仁
を
賊
う
者
之
を
賊
と
謂
い
、
義
を
賊
う
者
之
を
残
と
謂
う
。
残
賊
の
人
、

之
を
一
夫
と
謂
う
。
一
夫
紂
を
誅
す
る
を
聞
く
、
未
だ
君
を
弑
す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
」

(

�)

が
挙
げ
ら
れ
る
。「
一
夫
」
と
は
、「
天
命

が
去
っ
て
し
ま
い
、
人
民
か
ら
も
見
放
さ
れ
た
」
者
を
意
味
す
る
よ
う
に
、

(

�)

仁
や
義
を
行
わ
ず
王
道
を
放
棄
し
た
天
子
は
も
は
や
天

命
を
喪
失
し
た
単
な
る
一
人
の
人
で
し
か
な
い
。
こ
の
時
、
彼
を
放
伐
す
る
こ
と
は
「
一
夫
」
を
誅
し
た
に
過
ぎ
ず
、
君
を
弑
す
る

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
要
す
る
に
、『
孟
子
』
に
お
け
る
民
本
思
想
の
核
心
で
あ
る
「
民
を
貴
し
と
な
す
」
の
背
景
に
は
、
天
や
易

姓
革
命
と
い
う
概
念
が
潜
ん
で
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
民
を
蔑
ろ
に
す
る
天
子
は
天
か
ら
見
放
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
回
避
す
る

た
め
に
は
天
意
で
あ
る
民
意
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
子
（
君
）
は
易
姓
革
命
、
天
命
の
概
念
に
束
縛
さ
れ
る
か
た
ち
で
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民
本
主
義
を
標
榜
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
民
の
衰
え
や
災
害
の
頻
発
は
天
命
が
易
わ
る
こ
と
の
兆
候
で
あ
り
、
帝
位
を
保
持
す
る
た
め

に
は
継
続
的
に
民
の
厚
生
が
維
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

(

�)
儒
学
思
想
で
『
社
会
』
を
受
け
容
れ
た
以
上
、
兆
民
に
お
い
て
も
「
ル
ソ
ー
の
人
民
主
権
説
を
儒
教
の
民
本
思
想
に
結
び
付
け
て

い
た
こ
と
」
は
否
め
な
い
よ
う
だ
。

(

�)

『
訳
解
』
の
冒
頭
付
近
で
兆
民
は
、「
官
を
置
き
制
を
設
く
る
、
亦
た
必
ず
道
あ
り
。
余
も
と
よ

り
斯
の
道
に
得
る
こ
と
有
ら
ん
こ
と
を
冀
う
。
夫
れ
然
る
後
、
政・
の・
民・
と・
相・
い・
適・
い・
義・
の・
利・
と・
相・
い・
合・
す・
る・
こ・
と・
、
其
れ
庶
幾
う
可

き
な
り｣

と
、
官
職
や
制
度
を
設
け
た
り
す
る
何
ら
か
の
法
則
（
道
）
が
必
ず
あ
り
、
こ
れ
を
会
得
す
れ
ば
政
が
民
に
適
い
、「
義
」

と
「
利
」
は
合
す
る
と
述
べ
る
。
原
著
は
、b

ie
n

co
m

m
u

n

、
即
ち
共
同
体
が
如
何
に
し
て
「
共
通
善
」
へ
達
成
で
き
る
の
か
を
考

究
す
る
と
あ
る
よ
う
に
、
個
人
で
は
な
く
共
同
体
全
体
を
優
位
に
置
く
。

(

�)

そ
こ
か
ら
、
ル
ソ
ー
は
「
あ
る
べ
き
法
」
即
ち
一
般
意
志

(
la

�
����

��
��

�
�	
��)

の
考
察
が
『
社
会
』
論
点
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
、
兆
民
に
お
い
て
は
、
以
下
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
全
体

よ
り
も
個
人
の
「
利
」
に
重
き
が
置
か
れ
る
。

凡
そ
此
の
約
に
与
る
者
は
、
其
の
君
た
り
て
令
を
発
す
る
と
臣
た
り
て
命
を
承
く
る
と
、
並
び
に
常
に
相
い
共
に
助
を
致
さ
ざ

る
可
か
ら
ず
。
是
れ
も
と
よ
り
義
の
在
る
所
に
し
て
、
亦
た
利
の
存
す
る
所
な
り
。
君
た
り
て
令
を
出
し
、
能
く
義
に
違
わ
ざ

ら
ん
か
、
臣
た
り
て
必
ず
之
が
利
を
享
け
ん
。
臣
た
り
て
職
を
挙
げ
、
能
く
道
に
背
か
ざ
ら
ん
か
、
君
た
り
て
必
ず
之
が
福
を

獲
ん
。
君
と
云
い
臣
と
云
う
、
初
め
よ
り
両
人
あ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
夫
れ
君
は
衆
を
合
し
て
成
れ
ば
、
則
ち
君
の
利
す
る
と

こ
ろ
は
必
ず
衆
の
利
す
る
と
こ
ろ
、
相
い
抵
う
こ
と
有
る
無
し
。

(

�)
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民
約
に
与
る
者
は
「
君
」
で
あ
れ
「
臣
」
で
あ
れ
、
必
ず
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
「
義
」
で
あ
り
「
利
」
で

あ
る
。「
君
」
と
し
て
「
義
」
に
違
わ
な
い
法
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、「
臣
」
と
し
て
そ
の
「
利
」
を
享
受
す
る
こ
と
が

で
き
る
。「
臣
」
と
し
て
職
務
を
行
な
い
、「
道
」
に
背
か
な
け
れ
ば
、「
君
」
は
「
福
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。「
君
」
は
全
員
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
、「
君
」
に
と
っ
て
の
「
利
」
は
全
員
に
と
っ
て
の
「
利
」
で
あ
り
対
立
す
る
こ
と
は
な
い
。

当
該
漢
文
が
互
文
の
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、「
義
」
と
は
「
道
」
で
あ
り
「
利
」
と
は
「
福
」
で
あ
る
。「
民
約
」

に
よ
っ
て
出
来
す
る
「
君
」
や
「
臣
」
が
、
以
上
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
行
え
ば
、「
君
」｢

臣
」
と
も
に
「
利
福
」
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
。「
君
」(

主
権
者
）
は
全
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
ま
た
全
員
に
と
っ
て
の
「
利
福
」
で
も
あ
る
。
し
か
し

原
著
は
、「
主
権
者
は
、
こ
れ
を
構
成
す
る
個
々
人
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
個
々
人
に
反
す
る
利
益
を
も
た
な
い
し
、
ま
た
も
ち
え

な
い
」
と
、『
訳
解
』
が
積
極
的
に
人
々
に
「
利
福
」
を
齎
す
の
と
は
対
照
的
に
、「
社
会
契
約
」
の
効
能
は
消
極
的
に
し
か
論
じ
ら

れ
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
原
著
は
、
個
々
人
に
優
先
し
て
共
同
体
全
体
の
「
善
」
を
扱
う
の
で
あ
り
、
個
別
の
厚
生
に
つ
い
て
は
副

次
的
な
も
と
し
て
み
な
さ
れ
る
。『
訳
解
』
の
「
君
」
と
「
臣
」
が
「
相
い
共
に
助
を
致
」
す
こ
と
で
「
民
」
に
厚
生
を
齎
す
と
い

う
主
張
は
、
黄
宗
羲
や
譚
嗣
同
の
よ
う
な
儒
学
的
民
本
思
想
に
通
ず
る
。
し
か
し
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
兆
民
が
用
い
る

「
君
」｢

臣
」
は
、S

o
u

v
e

rain

と

S
u

je
ts

の
訳
語
で
あ
っ
た
よ
う
に
と
も
に
人
民
の
集
合
体
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次
節
で

は
、『
社
会
』
の
原
文
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
兆
民
が
ル
ソ
ー
の
人
民
主
権
論
を
ど
の
よ
う
に
訳
し
た
の
か
を
二
つ
の
語
に
基
づ
き

具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
。
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第
二
節

D
u

C
on

tra
t

S
ocia

l

のD
u

S
o

u
v
e

rain

に
つ
い
て

『
社
会
』
に
お
け
る
「
主
権
者
」
に
対
し
て
現
代
の
翻
訳
者
は
、「
社
会
契
約
を
む
す
ん
で
一
体
と
な
っ
た
人
民
全
体
の
こ
と
」

で
あ
り
、「
決
し
て
一
個
人
の
人
間
を
さ
す
の
で
は
な
い
こ
と
、
を
つ
ね
に
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
本
は
わ
か
ら
な
い
」

と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

(

�)

し
か
し
、
兆
民
は
こ
れ
に
対
し
て
大
胆
に
も
「
君
」
と
い
う
訳
語
を
お
い
た
。
兆
民
の
こ
の
訳
語
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
の
で
、
本
節
で
は
は
じ
め
に
原
著
の
「
主
権
者
」
論
を
確
認
す
る
。

『
社
会
』
第
一
編
第
六
章
「
社
会
契
約
に
つ
い
て
」(

D
u

P
acte

S
o

cial)

の
終
盤
で
ル
ソ
ー
は
、
社
会
契
約
を
結
ん
だ
と
き
に

起
こ
る
変
化
、
即
ち
「
各
契
約
者
の
個
人
に
代
わ
っ
て
、
一
つ
の
精
神
的
・
集
合
的
団
体
を
成
立
」
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
論
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
格
の
結
合
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
公
的
人
格
は
、
か
つ
て
は
「
都
市
国
家｣

、
い
ま
は
「
共
和

国
」
あ
る
い
は
「
政
治
体
」
と
い
う
名
称
を
と
り
、
そ
の
構
成
員
に
よ
っ
て
、
政
治
体
が
受
動
的
に
法
に
従
う
と
き
は
「
国
家｣

、

能
動
的
に
法
を
つ
く
る
と
き
は
「
主
権
者
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
を
他
の
同
じ
公
的
人
格
と
比
べ
る
と
き
は
、
国
際
法
の
う
え
で

「
国
」
と
呼
ば
れ
る
。
構
成
員
に
つ
い
て
み
る
と
、
集
合
的
に
は
「
人
民
」
と
い
う
名
称
を
と
り
、
主
権
に
参
加
す
る
も
の
と

し
て
は
個
別
的
に
「
市
民｣

、
国
法
に
従
う
も
の
と
し
て
は
「
臣
民
」
と
呼
ば
れ
る
。

(

�)

社
会
契
約
が
完
全
に
行
わ
れ
る
た
め
に
「
各
構
成
員
は
、
自
己
を
そ
の
あ
ら
ゆ
る
権
利
と
と
も
に
共
同
体
全
体
に
譲
り
渡
す
」
と

い
う
所
謂
る
全
面
譲
渡
を
必
要
と
す
る
。
各
人
は
全
て
を
共
同
体
に
譲
渡
し
、
同
じ
権
利
を
構
成
員
か
ら
受
け
取
る
の
で
、「
喪
失
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し
た
す
べ
て
の
も
の
と
同
じ
価
値
の
も
の
を
得
、
…
い
っ
そ
う
多
く
の
力
を
獲
得
す
る｣

。
こ
れ
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
都

市
国
家
」(�

���)

は
「
共
和
国
（｢

政
治
体｣)

」(�
��

�
	
���

�
o

u
d
e

co
rp

s
p

o
litiq

u
e)

と
な
る
。
こ
れ
が
「
法
」
に
従
う
と
き
は

「
国
家
」(

���)

、
法
を
つ
く
る
と
き
に
「
主
権
者
」(

S
o

u
v
e

rain)

と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
構
成
員
は
、
集
合
的
に
「
人

民
」(

p
e

u
p

le)
で
あ
り
、
個
別
的
に
は
「
市
民
」(

C
to

y
e

n
s)

と
呼
ば
れ
、
法
に
従
う
と
き
に
「
臣
民
」(

S
u

je
ts)

と
な
る
。

次
章
の
第
七
章
（｢
主
権
者
に
つ
い
て｣

）
で
ル
ソ
ー
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
。「
こ
の
社
会
契
約
の
公
式
か
ら
、
次

の
こ
と
が
わ
か
る
。
結
合
行
為
は
、
公
共
（
主
権
者
た
る
人
民
）
と
個
々
人
と
の
相
互
的
約
束
を
含
む
こ
と
、
ま
た
各
個
人
は
い
わ

ば
自
分
自
身
と
契
約
し
て
い
る
の
で
、
二
重
の
関
係
で
、
す
な
わ
ち
主
権
者
の
一
員
と
し
て
個
々
人
に
対
し
て
、
国
家
の
一
員
と
し

て
主
権
者
に
対
し
て
、
約
束
」

(

�)
す
る
。
こ
こ
で
い
う
、「
二
重
の
関
係
」(

d
o

u
b

le
rap

p
o

rt)

と
は
主
権
者
お
よ
び
臣
民
と
し
て
約

束
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
法
」
を
つ
く
る
と
き
は
主
権
者
で
、「
法
」
に
従
う
と
き
は
臣
民
で
あ
る
ゆ
え
、
各
個
人

はS
o

u
v
e

rain

で
あ
り
、
か
つS

u
je

ts

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
ル
ソ
ー
は
、
社
会
契
約
を
「
無
益
な
公
式
」

に
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
「
一
般
意
志
に
服
従
を
拒
む
も
の
は
だ
れ
で
も
、
政
治
体
全
体
の
力
に
よ
っ
て
服
従
を
強
制
さ
れ｣

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
各
個
人
に
対
す
る｢

自
由
」(
�	����)

へ
の
強
制
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

第
三
節

明
治
初
年
のD

u
C

on
tra

t
S

ocia
l(

L
iv

re
I

C
h

ap
itre

V
II

D
u

S
o

u
v
e

rain)

の
翻
訳

現
代
の
ル
ソ
ー
に
関
す
る
研
究
は
汗
牛
充
棟
の
よ
う
に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、『
社
会
』
の
解
釈
は
依
然
と
し
て
困
難
を
伴
う
。
研

究
書
が
皆
無
で
あ
っ
た
明
治
時
代
の
翻
訳
は
よ
り
一
層
難
儀
を
極
め
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
き
、
事
実
現
代
か
ら
み
れ
ば
誤
訳

と
思
わ
れ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
本
節
で
は
、
他
の
訳
者
に
よ
る
翻
訳
を
瞥
見
す
る
こ
と
で
、
兆
民
訳
考
察
の
た
め
の
伏
線
と
す
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る
。現

在
に
流
通
し
て
い
る
『
社
会
』
の
邦
訳
書
と
明
治
初
期
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
ま
ず
目
を
見
張
る
の
は
、
第
一
編
第
七
章
の
章

題D
u

S
o

u
v
e

rain

に
対
す
る
訳
語
で
あ
る
。
前
者
は
「
主
権
者
に
つ
い
て｣

、
後
者
は
「
君
主
」
や
「
君
」
と
あ
て
ら
れ
る
。

(

�)

以
下

で
は
服
部
徳
訳
『
民
約
論』

、
原
田
潜
『
民
約
論
覆
義
』(

以
下
、『
覆
義
』
と
称
す
）
に
つ
い
て
当
該
章
を
中
心
に
検
討
、
整
理
す

る
。

(

�)

服
部
訳
『
民
約
論
』
は
明
治
一
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
本
邦
初
の
『
社
会
』
の
全
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、「
内
容
を
理
解
し
な
い
機

械
的
な
訳
で
あ
り
、
読
者
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
」

(

�)

と
あ
る
よ
う
に
、
決
し
て
高
い
評
価
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、

し
ば
ら
く
の
間
、
同
書
は
、
当
時
の
日
本
人
が
『
社
会
』
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
唯
一
の
翻
訳
書
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の
原
田

訳
『
覆
義
』
は
、『
訳
解
』
の
翌
年
一
八
八
三
年
に
出
版
さ
れ
、
服
部
訳
か
ら
主
要
な
訳
語
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
お
り
、「
凡
庸
な

訳
業
」
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

同
書
は
さ
ら
に
、
服
部
訳
に
お
け
る
混
乱
を
愈
々
大
き
く
さ
せ
、
原
著
と
真
逆
の
意
味
に
な
っ

て
い
る
箇
所
も
認
め
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
中
国
語
訳
さ
れ
る
際
に
は
底
本
と
さ
れ
た
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
、
両
書
は
兆
民
訳
と
比
較
し

て
も
分
か
り
に
く
い
翻
訳
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
（
む
ろ
ん
、『

訳
解』

の
漢
文
訳
と
い
う
性
質
が
、
当
時
に
お
い
て
も
な
お
読

者
に
と
っ
て
の
最
大
の
ハ
ー
ド
ル
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い)
。
こ
の
例
証
と
し
て
、
以
下
の
第
一
編
第
七
章
に
対
す
る
両
者
に
よ
る

翻
訳
の
混
乱
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
社
会
契
約
の
公
式
か
ら
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
結
合
行
為
は
、
公
共
（
主
権
者
た
る
人
民
）
と
個
々
人
と
の
相
互
的
約

束
を
含
む
こ
と
、
ま
た
各
個
人
は
い
わ
ば
自
分
自
身
と
契
約
し
て
い
る
の
で
、
二
重
の
関
係
で
、
す
な
わ
ち
主
権
者
の
一
員
と
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し
て
個
々
人
に
対
し
て
、
国
家
の
一
員
と
し
て
主
権
者
に
対
し
て
、
約
束
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

『
民
約
論』：

前
ニ
挙
タ
ル
名
称
ニ
由
テ
観
ル
ト
キ
ハ
民
約
ハ
社
会
ト
社
員
ト
ノ
間
タ
ノ
誓
約
ヲ
包
容
セ
リ
而
シ
テ
社
員
ハ
各
々

其
義
務
ヲ
尽
ス
ニ
於
テ
二
種
ノ
性
ヲ
具
有
ス
ル
ナ
リ
即
チ
社・
員・
衆・
庶・
ニ・
対・
シ・
テ・
其・
義・
務・
ヲ・
尽・
ス・
ニ・
於・
テ・
ハ・
君・
主・
ノ・
一・
肢・
ノ・
如・
ク・

君・
主・
ニ・
対・
シ・
テ・
其・
義・
務・
ヲ・
尽・
ス・
ニ・
於・
テ・
ハ・
国・
家・
ノ・
一・
肢・
ノ・
如・
シ・
之
レ
ヲ
要
ス
ル
ニ
社
員
ハ
自
己
ト
誓
約
ス
ル
ニ
過
ザ
ル
ノ
ミ

(

�)

『
覆
義』：

社
員
カ
各
々
其
義
務
ヲ
尽
ク
ス
ニ
二
種
ア
リ
社
員
一
同
ニ
向
ツ
テ
ハ
君
主
ノ
一
肢
ノ
如
ク
ニ
其
義
務
ヲ
行
ヒ
君
主

ニ
対
シ
テ
ハ
社
会
ノ
一
肢
ノ
如
ク
ニ
其
義
務
ヲ
尽
ス
ナ
リ

(

�)

原
著
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
服
部
は
「
君
主
ニ
対
シ
テ
其
義
務
ヲ
尽
ス
」
と
あ
る
よ
う
に

「
伝
統
的
な
君
主
へ
の
服
従
義
務
」
と
し
て
捉
え
か
ね
な
い
翻
訳
を
す
る
。

(

�)

そ
れ
は
原
田
訳
に
お
い
て
も
同
様
で
、
そ
こ
で
は
「
民

約
」
に
つ
い
て
詳
細
な
補
足
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、「
君
主
」
に
対
し
て
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
両
者
に
よ
る
翻
訳
に

お
い
て
「
君
主
」
と
い
う
誤
解
を
孕
む
訳
語
を
あ
て
、
か
つ
そ
れ
に
対
し
明
確
に
定
義
し
て
い
な
い
た
め
、
読
者
を
誤
読
へ
導
く
恐

れ
は
往
々
に
し
て
あ
る
。
次
に
ル
ソ
ー
が
臣
民
と
主
権
者
と
の
関
係
を
論
じ
た
箇
所
の
服
部
と
原
田
の
翻
訳
を
確
認
す
る
。

臣
民
の
お
の
お
の
は
二
つ
の
異
な
っ
た
関
係
か
ら
考
察
さ
れ
る
の
で
、
公
共
の
議
決
は
、
臣
民
全
体
を
し
て
主
権
者
に
対
し
て

義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
反
対
の
理
由
か
ら
主
権
者
を
し
て
彼
自
身
に
対
し
て
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
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き
な
い
と
い
う
点
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
主
権
者
が
自
分
で
も
破
る
こ
と
の
で
き
な
い
法
を
自
分
に
課
す
の
は
、
政
治
体
の
本

質
に
反
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

(

�)

凡
ソ
社
会
ノ
公
議
ニ
於
テ
決
ス
ル
処
ノ
事
ハ
是
レ
君
主
ノ
意
志
ナ
レ
ハ
社
員
即
チ
臣
従
タ
ル
者
ハ
必
ス
之
レ
ヲ
遵
奉
セ
サ
ル
ヘ

カ
ラ
ス
如
何
ン
ト
ナ
レ
ハ
前
ニ
陳
述
ス
ル
カ
如
ク
各
人
僉
ナ
二
種
ノ
性
ヲ
具
有
シ
今
其
一
種
ノ
性
即
チ
君
主
ノ
分
肢
ニ
因
テ
決

ス
ル
処
ノ
モ
ノ
ハ
他
ノ
一
種
ノ
性
即
臣
従
ノ
意
志
ニ
於
テ
之
レ
ヲ
遵
奉
セ
ザ
ル
能
ハ
サ
レ
ハ
ナ
リ
若
シ
之
レ
ヲ
遵
奉
セ
サ
ル
ト

キ
ハ
則
チ
政
治
会
ノ
本
性
ニ
悖
レ
リ
ト
謂
フ
ベ
シ

(

�)

各
人
皆
二
種
ノ
義
務
ヲ
担
任
ス
ル
カ
故
ニ
其
一
ナ
ル
君
主
ノ
一
肢
相
ヒ
集
リ
テ
全
体
ヲ
為
シ
テ
而
シ
テ
決
ス
ル
処
ノ
議
ハ
之
ヲ

順
奉
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
其
順
法
ス
ル
ハ
他
ノ
一
種
即
チ
君
主
ニ
対
シ
テ
社
会
ノ
一
肢
ノ
如
ク
其
義
務
ヲ
尽
ク
ス
モ
ノ
ナ
リ
若
シ

之
ヲ
順
奉
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
政
治
ヲ
施
コ
ス
ニ
付
テ
設
ケ
タ
ル
社
会
ノ
本
質
ニ
悖
反
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

(

�)

服
部
訳
は
「
凡
ソ
社
会
ノ
公
議
ニ
於
テ
決
ス
ル
処
ノ
事
」
が
「
君
主
ノ
意
志
」
で
あ
り
、「
臣
従
」
は
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
や
は
り
絶
対
的
な
服
従
を
説
く
君
臣
関
係
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
。
原
田
訳
に
お
い
て

も
「
君
主
」
と
い
う
語
を
用
い
る
が
た
め
に
、
服
部
訳
と
同
様
な
感
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
何
よ
り
、
服
部
・

原
田
が
原
著
第
三
編
第
六
章

D
e

la
M

o
n

arch
ie

に
対
し
て
も
ま
た
「
君
主
政
治
」
と
訳
す
こ
と
に
よ
っ
て
益
々
読
者
は
混
乱
す
る

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
こ
の
権
力
〔
執
行
権
〕
が
一
個
の
自
然
的
人
格
、
一
人
の
現
実
の
人
間
の
手
中
に
集
め
ら
れ
て
、
た
だ
こ
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の
人
間
の
み
が
法
に
従
っ
て
こ
の
権
力
を
行
使
す
る
権
力
を
有
す
る
、
と
い
う
場
合
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
君

主[
M

o
n

arq
u

e]

、
あ
る
い
は
王[

R
o

i]

と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る

(

�)

」
に
お
け
るM

o
n

arq
u

e

とR
o

i

を
服
部
は
「
君
王｣

、

原
田
は
「
君
主
」
と
訳
す
。
服
部
は
「
君
主
」
の
訳
を
極
力
避
け
て
い
る
が
、『
覆
義
』
は
欄
外
に
も
「
君
主
ハ
立
法
行
政
ノ
権
ヲ

集
合
シ
テ
其
勢
力
至
大
至
高
天
地
ノ
間
ニ
充
塞
ス
」
と
解
説
す
る
よ
う
に

M
o

n
arq

u
e

や

R
o

i

に
対
し
て
も
「
君
主
」
と
す
る
。

要
す
る
に
、
両
者
が

M
o

n
arch

ie

を
「
君
主
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
先
のso

u
v
e

rain

の
訳
語
「
君
主
」
と
混
同
す
る

恐
れ
が
あ
る
。
服
部
・
原
田
訳
はM

o
n

arch
ie

に
も

so
u

v
e

rain

と
同
じ
く
「
君
」
と
あ
て
、
か
つ
兆
民
の
よ
う
に
丁
寧
な
解
説
を

付
さ
な
い
た
め
に

so
v
e

rain
が
「(

一
個
の
）
君
主
」
と
解
釈
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
原
著
の
内
容
か
ら
大
い
に

逸
脱
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
初
年
の
服
部
・
原
田
訳
は
こ
れ
ま
で
の
定
評
通
り
、
分
か
り
に
く
い
。
一
方
の
兆
民
訳
で
は
、「
君
」
に
つ

い
て
読
者
が
誤
解
し
な
い
よ
う
配
慮
が
所
々
施
さ
れ
て
い
る
。
次
節
で
は
こ
の
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
兆
民
が
ル
ソ
ー
流
の
人
民

主
権
論
を
い
か
に
し
て
翻
訳
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

第
四
節
『
民
約
訳
解
』
の
「
君｣

―ch
e

f

とso
u

v
e

rain

―

服
部
と
原
田
の
翻
訳
に
お
い
て
主
権
者(

so
u

v
e

rain)

が
「
一
個
人
の
人
間
」
を
指
す
か
の
よ
う
な
翻
訳
で
あ
っ
た
。
実
は
、

『
訳
解
』
に
お
い
て
も
「
君
」
は

so
u

v
e

rain

の
訳
語
の
み
な
ら
ず
、ch

e
f

（
首
長
）
の
訳
語
と
し
て
登
場
す
る
。
と
は
い
え
次
の

「
解
」
は
、
兆
民
が
両
者
を
等
価
な
も
の
と
し
て
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
証
左
の
一
つ
で
あ
る
。「
漢
土
の
尭
・
舜
・
禹
・
文
、
羅

馬
の
末
屈
奥
列
、
仏
蘭
西
の
路
易
第
九
、
及
び
な
か
ん
ず
く
我
が
歴
代
の
聖
主
は
、
皆
な
至
仁
深
慈
、
民
を
視
る
こ
と
傷
め
る
も
の
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の
如
く
、
啻
に
父
母
の
子
に
於
け
る
の
み
な
ら
ず
。
此・
に・
言・
う・
と・
こ・
ろ・
の・
君・
と・
は・
、
特・
に・
暴・
君・
を・
斥・
す・
。
読
者
、
辞
を
以
て
意
を
害

す
る
こ
と
勿
く
ん
ば
可
な
り
。
下
此
の
類
多
き
も
、
一
々
は
指
摘
せ
ず｣

(

�)

。
こ
の
「
解
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
第
一
編
第
二
章
「
家

族
」
に
お
け
る
「
君
」
と
は
暴
君
の
謂
い
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
所
で
は
そ
れ
と
は
異
な
る
意
味
で
用
い
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
注

意
を
促
す
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
一
節
は
兆
民
の
あ
る
べ
き
「
君
主
」
観
の
反
映
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
古
代

中
国
の
尭
・
舜
・
禹
・
文
王
、
ロ
ー
マ
の
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
九
世
、
な
か
で
も
歴
代
の
天
皇
は
民
を

慈
愛
す
る
こ
と
父
母
が
子
に
対
す
る
も
の
以
上
で
あ
っ
た
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
べ
き
君
主
は
民
本
思
想
の
体
現
者
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
。『
訳
解
』
の
民
本
主
義
的
性
格
は
こ
こ
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
。
他
に
も
、

世
の
人
主
専
断
し
て
政
を
為
さ
ん
こ
と
を
欲
す
る
者
、
や
や
も
す
れ
ば
家
族
を
引
き
て
説
を
な
す
。
曰
く
「
家
あ
り
て
而
し
て

の
ち
国
あ
り
、
君
は
猶
お
父
の
ご
と
き
な
り
、
民
は
猶
お
子
の
ご
と
き
な
り
。
君
と
民
と
本
と
各
お
の
自
主
の
権
あ
り
、
優
劣

あ
る
こ
と
無
し
。
独
り
相
い
益
を
為
さ
ん
が
為
め
に
し
て
、
君
は
上
に
莅
み
民
は
下
に
奉
ず
、
而
し
て
邦
国
こ
こ
に
立
つ
」
と
。

此
の
言
、
殊
に
理
に
近
き
に
似
た
る
も
、
独
り
奈
ん
せ
ん
、
父
の
子
に
於
け
る
や
愛
念
き
わ
ま
り
な
く
、
其
の
撫
摩
顧
復
は
至

情
よ
り
出
づ
。
益
、
故
に
得
べ
き
な
り
。
君
に
至
り
て
は
則
ち
然
ら
ず
。
初
め
よ
り
民
を
愛
す
る
の
心
あ
る
に
非
ず
、
而
し
て

其
の
尊
に
拠
り
下
に
莅
む
は
、
た
だ
威
福
を
作
さ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
豈
に
能
く
民
に
益
あ
ら
ん
や
。

(

�)

原
著
は
国
家
と
家
族
の
差
異
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、

(

�)

『
訳
解
』
は
「
君
」｢
民
」
と
、「
父
」｢

子
」
と
の
関
係
に
留
ま
ら
ず
、
君
主

専
制
政
治
の
弊
害
に
つ
い
て
積
極
的
に
述
べ
る
。
兆
民
に
よ
る
と
専
制
政
治
を
志
向
す
る
者
は
、｢

君
」｢

民
」
と
「
父
」｢

子
」
と
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の
関
係
を
等
し
く
と
ら
え
る
が
、
そ
の
実
は
異
な
る
。
後
者
は
、
愛
情
に
基
づ
き
愛
撫
・
配
慮
が
な
さ
れ
る
た
め
、
利
益
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
前
者
に
お
い
て
は
初
め
か
ら
「
君
」
は
「
民
」
を
愛
す
る
心
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
君
」
が
上
位
に
「
民
」

が
下
位
に
あ
る
の
は
、「
君
」
が
威
光
を
示
す
も
の
で
し
か
な
い
の
で
、「
民
」
に
利
益
を
齎
す
こ
と
は
な
い
。「
人
主
専
断
」
政
治

に
お
け
る
「
君
」
と
は
「
民
」
に
利
益
を
齎
さ
な
い
暴
君
で
あ
る
か
ら
、
後
に
現
れ
る
「
君
」
と
は
混
同
し
な
い
よ
う
に
と
兆
民
は

注
意
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
も
う
一
方
の

so
u

v
e

rain

の
訳
語
と
し
て
の
「
君
」
は
『
訳
解
』
で
ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
に
あ
る
の
か
。
兆
民
は

こ
の
「
君
」(

so
u

v
e

rain)
に
つ
い
て
、
先
の
「
君
」(

ch
e

f)

と
は
異
な
り
一
個
人
で
は
な
い
こ
と
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
。
と

い
う
の
も
彼
は
、『
訳
解
』
で
「
君
」(

主
権
者
）
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
衆
人
相
い
倚
り
て
一
体
を
為
す
。
将

に
議
し
て
令
を
発
せ
ん
と
す
れ
ば
、
即
ち
君
な
り
。
別
に
尊
を
置
き
て
之
を
奉
ず
る
に
非
ず
」

(

�)

と
あ
る
よ
う
に
、
君
と
は
衆
人
の
寄

り
集
ま
り
で
、
彼
ら
が
議
論
し
て
命
令
を
出
す
こ
と
で
あ
り
、
別
に
尊
者
を
置
く
こ
と
で
は
な
い
。
兆
民
は
、「
君
」
と
は
衆
人
の

集
合
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
執
拗
に
強
調
す
る
。
命
令
を
発
す
る
の
が
「
君
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
方
の
そ
れ
を
受

け
る
者
と
は
誰
か
。
そ
れ
が
『
訳
解
』
で
は
「
臣
」
と
し
て
訳
出
さ
れ
る

su
je

t

で
あ
っ
た
。
原
著
で
ル
ソ
ー
は
国
家
と
臣
民

(
su

je
t)

の
関
係
如
何
を
扱
い
、
臣
民
が
い
か
に
主
権
者
と
な
り
う
る
か
を
論
じ
る
と
こ
ろ
を
兆
民
は
次
の
よ
う
に
訳
す
。「
衆
の
共

に
議
し
て
定
む
る
所
は
、
人
々
に
在
り
て
必
ず
遵
踏
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
人・
々・
み・
な・
一・
身・
に・
し・
て・
両・
職・
な・
り・
。
故
に
其
の
君
た
り
て

定
む
る
と
こ
ろ
、
臣
た
り
て
之
に
循
わ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
若
し
循
わ
ざ
る
を
為
さ
ば
、
是
れ
一
身
に
し
て
衆
に
背
き
、
臣
に
し
て
君

に
背
く
な
り｣

。

(

�)

兆
民
は
、
こ
こ
で
原
文
に
は
な
い
「
一
身
に
し
て
両
職
」
と
い
う
文
言
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
端
的
に
原

著
が
い
う
と
こ
ろ
の
個
々
人
の
性
質
を
表
し
て
い
る
。
即
ち
人
々
は
「
臣
」
で
も
あ
り
か
つ
「
君
」
で
も
あ
る
か
ら
「
両
職
」
を
具
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有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
「
君
」｢

臣
」
関
係
に
お
い
て
上
下
関
係
は
な
い
。
つ
ま
り
「
臣
」
は
「
君
」
で
あ

り
「
君
」
は
ま
た
「
臣
」
で
も
あ
る
か
ら
、
両
者
は
対
等
な
関
係
に
あ
る
。

(

�)

「
君
」
が
定
め
た
命
令
に
背
く
こ
と
は
、「
臣
」
と
し
て

「
君
」
に
背
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
君
」
た
る
衆
人
全
体
に
も
逆
ら
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

一
方
で
「
臣
」
は
「
君
」
が
定
め
た
命
令
を
唯
々
諾
々
と
従
え
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
を
改
廃
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
「
君
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
は
、「
君
」
と
し
て
改
め
る
余
地
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

「
君
」
は
人
々
の
結
合
体
で
一
つ
の
職
務
で
あ
り
、
分
割
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
自
分
で
決
め
た
も
の
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
だ
。

(

�)

そ
し
て
社
会
契
約
に
よ
り
国
が
成
立
し
た
ら
、
こ
れ
に
与
る
者
は
「
君
」
と
し
て
命
令

を
発
す
る
に
せ
よ
、「
臣
」
と
し
て
承
け
る
に
せ
よ
、
両
者
と
も
に
助
け
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

�)

「
君
」
と
し
て
発
す
る
命
令
が
「
義
」

に
背
い
て
い
な
け
れ
ば
、「
臣
」
と
し
て
必
ず
「
利
」
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
「
臣
」
と
し
て
「
道
」
に
背
か
な
け
れ
ば
、

「
君
」
と
し
て
も
「
福
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

つ
ま
り
「
利
」
は
「
義
」
よ
り
生
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
兆
民
に
と
っ
て
の

根
本
思
想
で
あ
っ
た
。

(

�)

こ
の
よ
う
に
言
う
け
れ
ど
も
、「
臣
」
と
「
君
」
は
と
も
に
別
々
の
人
間
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
、「
君
」
の
「
利
」
と
は
全
員
に
と
っ
て
の
「
利
」
で
あ
り
抵
触
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

(

�)

以
上
の
よ
う
に
、
兆
民
は
「
君
」
と
「
臣
」
と
の
関
係
に
原
著
の
内
容
を
還
元
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
民
本
思
想
を

他
方
で
は
ル
ソ
ー
の
人
民
主
権
論
を
表
す
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
儒
学
的
な
思
惟
方
法
で
民
本
思
想
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で

儒
学
が
語
る
こ
と
が
な
か
っ
た
民
主
思
想
を
も
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
兆
民
に
よ
る
と
、「
民
」
が
契
約
を
結
ぶ
こ
と
で
「
君
」

と
な
り
「
臣
」
と
な
る
。「
君
」
が
「
法
」
を
発
し
「
臣
」
が
そ
れ
に
従
え
ば
、「
民
」
へ
「
利
福
」
を
齎
す
よ
う
な
政
治
が
行
わ
れ

る
。
そ
し
て
「
君
」｢

臣
」｢

民
」
の
三
者
は
別
人
で
は
な
く
、
人
民
が
役
割
を
変
え
た
と
き
の
名
称
に
過
ぎ
ず
、
す
べ
て
同
一
の
集
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合
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
本
来
の
儒
学
の
統
治
論
は
一
人
の
君
（
君
主
）
が
臣
（
士
大
夫
、
君
子
）
と
「
義
合
」

(

�)

し
、
黄
宗
羲
の
議
論
の
如
く
両
者
が
と
も
に
協
力
す
る
こ
と
で
天
下
を
治
め
る
。
こ
こ
に
お
い
て
民
は
、
統
治
主
体
と
し
て
は
疎
外

さ
れ
る
。
た
だ
し
民
は
科
挙
に
及
第
す
れ
ば
臣
に
な
る
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
が
、
や
は
り
民
の
ま
ま
で
の
政
治
へ
の
参
与
は
認

め
ら
れ
ず
、
況
や
立
法
権
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

(

�)

兆
民
の
「
君
」｢
臣
」
は
儒
学
の
君
・
臣
と
等
価
で
は
な
い
が
、
そ
の
観
念
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
民
約
」
に
よ
り
各
々

が
「
君
」
に
も
「
臣
」
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
に
上
下
関
係
、
服
従
関
係
は
な
く
、
あ
く
ま
で
対
等
な
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
伝
統
日
本
の
運
命
共
同
体
の
よ
う
な
君
臣
関
係
で
は
な
く
、
伝
統
中
国
の
作
為
的
な
関
係
と

し
て
、「
君
」
と
「
臣
」
は
『
訳
解
』
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
中
国
の
枠
組
み
に
基
づ
き
、「
君
」｢

臣
」

を
描
い
た
う
え
で
、
人
民
が
「
君
」
で
あ
る
と
、
即
ち
人
民
に
立
法
権
を
認
め
る
と
い
う
議
論
を
兆
民
は
展
開
す
る
け
れ
ど
も
、
儒

学
的
思
惟
に
お
い
て
そ
も
そ
も
こ
れ
は
出
来
し
な
か
っ
た
思
想
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
と
す
れ
ば
、
兆
民
が
儒
学
に
依
拠
し
て
ル
ソ
ー

流
の
民
主
思
想
を
表
す
と
き
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
誤
魔
化
し
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
こ
れ
は
、

『
訳
解
』
で
儒
学
思
想
と
ル
ソ
ー
流
の
民
主
思
想
が
交
錯
し
た
と
き
に
兆
民
が
直
面
し
た
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
次
章
で

は
、
兆
民
に
よ
る
「
儒・
学・
的・
民・
主・
思・
想・
」
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、『
訳
解
』
に
お
け
る
「
残
っ
た
課
題
」
を

考
察
す
る
。

第
三
章
『
民
約
訳
解
』
に
お
け
る
「
君
子
」

兆
民
が
「
君
」｢

臣
」｢

民
」
と
い
う
儒
学
的
な
区
分
に
基
づ
く
こ
と
で
、
ル
ソ
ー
流
の
人
民
主
権
論
を
翻
訳
し
て
い
た
こ
と
に
つ
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い
て
は
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
。「
民
」
は
「
民
約
」
に
よ
っ
て
「
君
」(

so
u

v
e

rain)

と
な
り

｢

律
例｣

(

法)

を
発
し
、
そ
れ

に
従
う
こ
と
で
「
臣
」(

su
je

t)

と
な
る
。
し
か
し
原
著
で
は
、
人
々
は
社
会
契
約
を
結
ん
だ
と
し
て
も
直
ち
に
主
権
者
と
な
る
こ

と
は
で
き
ず
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
「
立
法
者
」(

le
�
������	


�
�)

の
登
場
を
俟
つ
。

(

�)

そ
れ
は
、
堕
落
し
て
い
る
人
々
の
性

格
を
抜
本
的
に
改
革
す
る
神
の
よ
う
な
超
越
者
で
あ
る
。
一
方
、『

訳
解
』
が
「
立
法
者
」
を
不
要
と
す
る
姿
勢
は
、
兆
民
の
人
民

観
と
原
著
と
の
そ
れ
と
が
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は

『

訳
解』

に
お
け
る
人
民
観
に
つ
い
て
、
兆

民
が
用
い
る
「
君
」
と
「
臣
」
と
い
う
語
に
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
。｢

君
」
と
い
う
語
を
中
心
に
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
節
『
訳
解
』
に
お
け
るle

�
�
�����	


�
�

主
権
者
た
る
人
民
へ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
表
明
さ
れ
、「
法
」
の
根
拠
で
あ
る
自
己
決
定
の
要
請
と
人
民
の
能
力
へ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム

と
の
矛
盾
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
ル
ソ
ー
は
「
立
法
者
」
を
必
要
と
す
る
。

(

�)

そ
れ
で
は
、『
社
会
』
に
お
け
る
「
立
法
者
」
の
性

質
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
は
じ
め
に
整
理
し
て
お
く
。

「
立
法
者
」
は
『
社
会
』
第
二
篇
第
七
章
で
登
場
す
る
、
人
民
の
叡
智
を
超
越
し
た
特
異
な
人
物
で
あ
る
。
ま
た
同
章
で
「
立
法

者
」
は
、「
施
政
者
で
も
主
権
者
で
も
な
く
、
そ
の
職
責
は
国
家
を
組
織
す
る
こ
と
で
あ
り
、
国
家
の
構
成
の
な
か
に
は
位
置
を
し

め
」

(

�)

ず
、「
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
国
家
」
で
あ
る
共
和
国
を
設
立
す
る
こ
と
が
そ
の
任
務
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
疑
問

と
な
る
の
は
、
社
会
契
約
、
即
ち
人
民
が
共
同
体
に
権
利
を
全
て
譲
り
渡
す
（
全
面
譲
渡
）
こ
と
は
、
果
た
し
て
「
立
法
者
」
の
介

入
す
る
余
地
は
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
法
」
に
よ
る
支
配
に
基
づ
く
国
家
で
あ
る
共
和
国
以
前
に
お
い
て
も
、

社
会
契
約
を
結
ぶ
に
あ
た
り
「
立
法
者
」
は
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
ル
ソ
ー
は
何
も
語
ら
な
い
。
し
か
し
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彼
が
上
記
の
よ
う
な
人
民
観
を
念
頭
に
入
れ
て
い
る
以
上
、
こ
こ
に
お
い
て
も
「
立
法
者
」
は
要
請
さ
れ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
で
社
会
契
約
に
基
づ
く
平
等
な
社
会
の
実
現
に
あ
た
り
、「
立
法
者
」
の
存
在
は
「
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
躓

き
の
石
」
と
も
な
り
得
る
。

(

�)

原
文
に
則
る
限
り
、
ル
ソ
ー
は
共
同
体
の
成
立
を
所
与
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
社
会

契
約
を
人
民
に
結
ば
せ
る
「
立・
憲・
者・
」
な
る
者
を
語
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
社
会
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
意
志
は

原
理
的
に
は
じ
め
て
見
い
だ
さ
れ
る
た
め
、「
社
会
契
約
を
無
益
な
公
式
に
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
、
こ
の
契
約
は
、
一
般
意
志
に

服
従
を
拒
む
も
の
は
だ
れ
で
も
、
政
治
体
全
体
の
力
に
よ
っ
て
服
従
を
強
制
さ
れ
る
、
と
い
う
約
束
を
暗
黙
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。

こ
の
約
束
の
み
が
他
の
約
束
に
も
効
力
を
与
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
各
個
人
が
自
由
に
な
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に

ほ
か
な
ら
な
い｣

(

�)

。
社
会
契
約
に
よ
っ
て
人
々
が
市
民
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
一
般
意
志
に
反
し
そ
れ
と
は
異
な
る
特
殊
意
志
を
も

つ
可
能
性
は
残
る
。

(

�)

ゆ
え
に
彼
ら
に
「
自
由
へ
の
強
制
」
を
行
使
す
る
た
め
に
「
立
法
者
」
は
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

言
い
換
え
る
と
、
社
会
契
約
の
前
後
を
問
わ
ず
、
ル
ソ
ー
は
人
民
に
対
し
て
絶
望
的
な
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理

に
基
づ
け
ば
、
社
会
契
約
、
即
ち
人
々
に
よ
る
全
面
譲
渡
に
よ
る
共
同
体
の
成
立
を
も
ま
た
「
立
法
者
」
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、『
社
会
』
の
著
者
が
何
も
語
ら
な
い
以
上
、
こ
の
生
成
過
程
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。

(

�)

『
訳
解
』
の
場
合
、「
立
法
者
」
が
重
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
複
雑
な
問
題
に
つ
い
て

考
慮
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
兆
民
は
「
民
約
」
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
者
の
存
在
を
措
定
し
な
い
。

た
と
え
ば
、
原
著
が
「
自
由
へ
の
強
制
」
を
説
く
と
こ
ろ
を
兆
民
は
次
の
よ
う
に
訳
す
。「
是
の
故
に
民
約
の
或
は
空
文
に
堕
ち
ん

こ
と
を
防
が
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
当
に
、
一
項
を
挿
み
て
其
の
中
に
在
る
も
の
有
る
べ
し
。
曰
く
「
若
し
人
あ
り
て
肯
て
法
令
に
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循
わ
ざ
れ
ば
、
衆
共
に
力
を
出
し
、
必
ず
循
わ
し
め
て
後
ち
止
ま
ん｣

。
曰
く
、
是
の
若
く
ん
ば
則
ち
、
乃
ち
人
の
自
由
権
を
害
す

る
こ
と
無
き
か
。
曰
く
「
然
ら
ず
、
ま
さ
に
強
い
て
人
を
し
て
自
由
権
を
保
た
し
め
ん
と
云
う
の
み
」
と
。
何
ぞ
や
。
凡
そ
民
約
の

本
旨
は
、
人
々
を
し
て
衆
の
命
令
を
奉
じ
て
、
人
の
抑
制
を
蒙
る
無
か
ら
し
む
る
に
在
り
。
故
に
夫
の
法
令
に
循
う
は
、
即
ち
抑
制

の
禍
を
遠
ざ
く
る
所
以
な
り
。
い
ま
是
の
人
、
乃
ち
敢
て
約
に
背
く
。
故
に
迫
り
て
其
を
し
て
必
ず
之
を
履
ま
し
む
る
者
は
、
正
に

其
の
抑
制
の
禍
を
遠
ざ
け
ん
こ
と
を
欲
す
る
の
み｣

(

�)

。『
社
会
』
が
一
般
意
志
と
い
う
と
こ
ろ
を
兆
民
は
、「
法
令
」
と
訳
す
。
原
著

は
後
に
「
法
」
は
一
般
意
志
の
表
明
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
の
で
、
こ
れ
は
そ
れ
の
先
取
り
で
あ
る
と
い
え
る
。
兆
民
訳
に
お
い

て
「
法
令
」
の
遵
守
は
、「
ま
さ
に
強
い
て
人
を
し
て
自
由
権
を
保
た
し
め
ん
」
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
原
著
に
は
な
い
「
抑

制
の
禍
」
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
「
法
令
」
の
遵
守
に
よ
っ
て
他
人
の
抑
制
か
ら
の
解
放
が
兆
民
に
と
っ
て
の
「
自

由
」
で
あ
り
、
か
つ
「
民
約
」
の
本
旨
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
確
認
し
た
と
お
り
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
社
会
契
約
を
結
ん
だ
と

こ
ろ
で
、
人
々
は
「
立
法
者
」
の
登
場
を
俟
た
さ
れ
る
た
め
、「
法
」
の
遵
守
は
「
抑
制
か
ら
の
解
放
」
に
は
直
結
し
な
い
。
こ
の

よ
う
に
、『
訳
解
』
と
『
社
会
』
に
お
い
て
「
自
由
」
と�������

は
等
価
で
は
な
い
。
ま
た
「
抑
制
の
禍
」
か
ら
の
解
放
を
「
自
由
」

と
み
な
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
「
民
約
」
の
本
旨
と
す
る
前
者
が
、「
立
法
者
」
を
重
視
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
若
し
人

あ
り
て
肯
て
法
令
に
循
わ
ざ
れ
ば
、
衆
共
に
力
を
出
し
、
必
ず
循
わ
し
め
て
後
ち
止
ま
ん
」
と
い
う
一
項
を
暗
黙
裡
に
「
民
約
」
に

含
ん
で
い
れ
ば
そ
れ
は
機
能
す
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
人
民
は
外
部
か
ら
の
強
制
力
無
く
し
て
自
発
的
に
「
自
由
」
た
り

得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
兆
民
に
よ
っ
て
不
要
と
み
な
さ
れ
る
「
立
法
者
」(

兆
民
は
「
制
作
者
」
と
訳
す
）
は
『
訳
解
』
で

は
ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
に
あ
る
の
か
。
自
分
に
と
っ
て
何
が
よ
い
の
か
を
知
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
「
盲
目
な
大
衆
」
に
と
っ

て
「
立
法
組
織
」
と
い
う
困
難
な
仕
事
を
一
気
に
解
決
し
、

(

�)

個
々
人
の
意
志
を
理
性
に
合
致
さ
せ
る
よ
う
に
強
制
し
、
公
衆
に
つ
い
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て
は
何
を
望
む
か
を
知
る
こ
と
を
教
え
る
の
が
原
著
に
お
け
る

｢

立
法
者｣

の
役
割
で
あ
る
。

(

�)

こ
れ
を
兆
民
は
次
の
よ
う
に
訳
す
。

庸
衆
人
は
貿
々
と
し
て
無
智
、
往
々
欲
す
可
き
の
何
物
た
る
や
を
知
ら
ず
、
而
も
能
く
自
か
ら
律
例
を
造
為
す
る
の
大
業
に
膺

る
、
天
下
は
た
し
て
若
き
の
事
理
あ
ら
ん
や
。
夫
れ
民
は
常
に
己
を
利
せ
ん
こ
と
を
求
め
、
而
も
常
に
は
利
の
在
る
所
を
知
ら

ず
。
且
つ
彼
の
公
志
、
常
に
正
に
赴
く
と
雖
も
、
其
の
之
を
発
す
る
所
の
智
は
、
則
ち
常
に
明
か
ら
に
し
て
失
な
き
こ
と
能
わ

ず
。
…
凡
そ
民
の
お
の
お
の
其
の
私
を
顧
る
や
、
目
よ
く
公
益
を
見
る
も
或
は
肯
て
之
を
取
ら
ず
。
而
し
て
其
の
意
を
協
え
事

を
議
す
る
や
、
心
、
実
に
公
益
を
欲
す
る
も
或
は
之
を
見
る
こ
と
能
わ
ず
。
是
を
以
て
、
目
に
公
益
を
見
る
者
は
、
之
を
し
て

其
の
智
の
見
る
所
に
因
り
て
必
ず
之
を
行
わ
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
心
に
公
益
を
欲
す
る
者
は
、
之
を
し
て
其
の
益
の
存
す
る

所
を
識
ら
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
夫
れ
是
の
如
く
、
然
し
て
後
ち
衆
智
、
明
か
に
し
て
、
志
、
行
と
副
う
。
然
し
て
後
ち
民
あ

い
輯
和
し
、
邦
基
堅
固
な
り
。
此
の
数
者
は
、
制
作
者
を
須
た
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
所
以
な
り

(

�)

こ
こ
で
兆
民
は
、『

社
会』

の
原
文
に
則
る
か
た
ち
で
正
確
に
分
か
り
や
す
く
翻
訳
す
る
。
言
い
換
え
る
と
「
庸
衆
人
は
貿
々
と

し
て
無
智
、
往
々
欲
す
可
き
の
何
物
た
る
や
を
知
ら
」
な
い
の
で
、「
自
か
ら
律
例
を
造
為
す
る
の
大
業
に
膺
る
」
こ
と
は
不
適
で

あ
る
た
め
「
制
作
者
」
が
こ
れ
ら
を
解
決
す
る
と
説
く
。
こ
の
「
制
作
者
」
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
い
う
「
自
由
へ
の
強
制
」
と

「
啓
蒙
の
必
要
性
」
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
兆
民
が
そ
の
「
解
」
で
「
文
義
き
わ
め
て
糾
繆
」
で
あ
る
と

断
っ
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
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律
例
を
建
立
す
る
は
民
の
事
に
し
て
、
律
例
を
造
為
す
る
は
制
作
者
の
事
な
り
。
蓋
し
制
作
者
は
民
の
托
を
受
け
て
律
例
を
制

為
し
、
之
を
民
に
授
く
。
民
は
従
い
て
著
し
て
邦
典
と
為
す
。
是
れ
知
る
。
律
例
は
制
作
者
の
手
に
成
る
と
雖
も
、
之
を
採
用

す
る
と
否
と
は
独
り
民
の
任
ず
る
と
こ
ろ
、
他
人
は
与
る
こ
と
を
得
ざ
る
こ
と
を
。

(

�)

兆
民
は
さ
ら
に
、
法
と
は
国
家
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
無・
智・
な
人
民
は
こ
れ
を
制
作
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
る
。

(

�)

と
は
い
え
、
人
民
は
「
法
」
を
造
る
こ
と
（｢

造
為｣

）
に
関
し
て
無
智
な
の
で
あ
り
、「
法
」
を
「
建
立
」
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

言
い
換
え
る
と
、
人
民
は
国
家
に
大
い
に
関
わ
る
「
法
」
を
造
る
こ
と
に
関
し
て
智
識
が
な
い
た
め
、
こ
れ
を
「
制
作
者
」
に
委
ね

る
こ
と
か
ら
も
、
彼
ら
は
「
法
」
に
係
る
事
業
に
お
い
て
分
業
関
係
に
あ
る
。
だ
か
ら
「
制
作
者
」
に
「
法
」
を
つ
く
ら
せ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
そ
れ
を
採
用
す
る
主
体
は
「
民
」
の
み
と
な
る
。

(

�)

か
く
し
て
兆
民
の
「
制
作
者
」
は
ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
と
比
較
し
て

も
断
然
と
し
て
そ
の
地
位
は
低
い
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
点
は
『
訳
解
』
の
「
自
治
の
国
」
に

対
す
る
「
解
」
に
も
表
れ
て
い
る
。

今
、
婁
騒
は
乃
ち
云
う
「
民
み
ず
か
ら
律
例
を
為
り
、
他
は
羈
束
を
受
く
る
と
こ
ろ
無
け
れ
ば
、
其
の
所
謂
る
帝
な
る
も
の
有

る
と
、
所
謂
る
王
な
る
も
の
有
る
と
、
之
れ
無
き
と
に
論
な
く
、
皆
な
之
を
自
治
の
国
と
曰
う
」
と
。
此
の
言
や
、
遽
に
之
を

聞
け
ば
甚
だ
奇
な
る
が
如
き
も
、
徐
ろ
に
之
を
考
う
れ
ば
、
此
よ
り
明
か
な
る
は
莫
し
。
何
と
な
れ
ば
、
民
す
で
に
自
か
ら
律

例
を
造
為
す
る
の
権
を
操
る
、
則
ち
所
謂
る
帝
な
る
も
の
、
所
謂
る
王
な
る
も
の
、
皆
な
一
長
吏
の
類
た
る
に
過
ぎ
ず
し
て
、

初
よ
り
我
の
自
か
ら
治
を
為
す
に
害
な
き
な
り
。

(

�)
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先
述
の
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
人
民
が
「
法
」
を
つ
く
る
こ
と
は
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
ゆ
え
に
、「
立
法
者
」
が

要
さ
れ
た)

。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
に
兆
民
は
、「
民
」
に
「
律
例
」
を
「
造
為
」
す
る
「
権
」
を
帰
着
さ
せ
る
。

(

�)

「
権
」
と
は

『
訳
解
』
に
お
い
てd

ro
it

の
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
民
」
は
「
律
例
」
を
つ
く
る
「
権
利
」

を
端
か
ら
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、「
民
」
が
「
律
例
」
を
つ
く
る
こ
と
を
「
君
」
と
い
い
、
そ
れ
に
従
う
者
を
「
臣
」
と

定
義
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
兆
民
は
ル
ソ
ー
と
比
べ
て
よ
り
積
極
的
に
「
民
」
に
よ
る
「
律
例
」
の
「
造
為
」
を
主
張
す
る
。

結
局
、
兆
民
に
と
っ
て
の
「
制
作
者
」
は
、
ル
ソ
ー
が
言
う
「
人
間
性
を
か
え
う
る
」
よ
う
な
超
越
者
で
は
な
く
、「
民
」
の
智
識

を
補
填
す
る
と
い
う
役
割
を
担
う
も
の
で
し
か
な
い
。

兆
民
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、『
訳
解
』
に
お
け
る
「
律
例
」(

lo
i)

の
性
質
も
ま
た
原
著
と
異
に
す
る
こ
と
と
な
る
。
次
節
で
は
、

兆
民
のlo

i

を
み
る
こ
と
で
、
彼
が
そ
の
「
制
作
者
」
に
重
き
を
置
か
な
い
そ
の
理
論
的
な
根
拠
を
考
察
す
る
。

第
二
節
「
律
例
」
と
「
道
徳
」

兆
民
が
「
律
例
」
で
と
り
わ
け
強
調
す
る
の
が
「
道
徳
」
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
兆
民
は
、「
律
例
」
を
語
れ
ば
必
ず
「
道
徳
」

も
語
る
。

(

�)

と
こ
ろ
で
、
「
律
例
」
は

lo
i

の
訳
語
で
あ
り
中
国
に
由
来
す
る

｢

法｣

を
指
す
。
し
た
が
っ
て
は
じ
め
に
中
国
に
お
け

る
「
法
」
の
位
置
に
つ
い
て
瞥
見
し
よ
う
。

朱
熹
『
大
学
章
句
』
序
に
は
、「
蓋
し
天
の
生
民
を
降
し
て
よ
り
、
則
ち
既
に
之
に
与
う
る
に
仁
義
礼
智
の
性
を
以
て
せ
ざ
る
こ

と
莫
し
。
然
れ
ど
も
其
の
気
質
の
稟
、
或
い
は
斉
し
き
こ
と
能
わ
ず
。
是
を
以
て
皆
な
以
て
其
の
性
の
有
す
る
所
を
知
り
て
之
を
全

く
す
る
こ
と
有
る
能
わ
ず
。
一
も
聡
明
睿
智
に
し
て
能
く
其
の
性
を
尽
く
す
者
の
間
に
出
ず
る
有
れ
ば
、
則
ち
天
必
ず
之
に
命
じ
て
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以
て
億
兆
の
君
師
と
為
し
、
之
を
し
て
治
め
て
之
を
教
え
、
以
て
其
の
性
に
復
ら
し
む
。
此
れ
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
・
堯
・
舜
の
天

を
継
ぎ
極
を
立
て
し
所
以
に
し
て
、
司
徒
の
職
、
典
楽
の
官
の
、
由
り
て
設
け
ら
れ
し
所
な
り
」

(

�)

と
あ
る
。
天
子
（
君
）
の
役
割
と

は
、
す
べ
て
の
民
が
徳
性
を
得
ら
れ
る
よ
う
教
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
成
就
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
彼
の
責
任
は
全
う
さ
れ

る
。

(

�)

そ
し
て
こ
の
教
化
の
た
め
の
手
段
と
し
て
「
法
」
は
位
置
付
け
ら
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
原
初
的
な
「
法の

り

」
は
、
も
と
も
と
「
宣
る
」
の
名
詞
形
で
神
意
を
告
げ
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
上

か
ら
の
一
方
的
で
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

中
国
で
「
法
」
は
、
元
来
「�

」
と
書
き
、

「
規
範
を
破
る
者
に
刑
罰
を
下
す
伝
説
的
な
動
物
」
の
謂
い
で
あ
っ
た
。

(

�)

た
だ
し
、
中
国
に
お
い
て
は
「
法
」
の
み
が
規
範
で
は
な

く
、
民
と
臣
が
君
に
隷
属
す
る
こ
と
を
誘
導
す
る
装
置
、「
礼
」
観
念
も
ま
た
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
古
代
中
国
に
お
い
て

は
「
法
」
と
「
礼
」
は
互
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
い
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
既
存
の
「
法
」
に
「
礼
」
が
ど
の
よ
う
に
組
み
込

む
の
か
と
い
う
形
で
発
展
し
て
き
た
。

(

�)
む
ろ
ん
、
儒
家
と
法
家
の
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
、「
法
」
か
「
礼
」
の
ど
ち
ら
に
重
き
を
置

く
か
と
い
う
比
重
は
異
な
る
。
し
か
し
、
前
近
代
の
中
国
の
法
規
定
は
、
儒
教
的
倫
理
規
範
を
す
べ
て
網
羅
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ

(

�)

と
に
異
論
は
な
い
。

『
社
会
』
に
お
け
る

lo
i

は
現
在
「
法
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
前
近
代
日
本
や
伝
統
中
国
的
「
法
」
意
識
と
一
致
し
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
兆
民
は
こ
れ
に
敢
え
て
中
国
に
由
来
す
る
「
律
例
」
と
い
う
語
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
儒
学
的
な
議
論

へ
と
変
換
す
る
。
ま
ず
、
ル
ソ
ー
が
「
法
」
は
義
務(

d
e

v
o

ir)

と
権
利(

d
ro

it)

と
を
一
致
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
と

説
明
す
る
箇
所

(

�)

の
訳
を
確
認
す
る
。「
国
を
為
む
る
者
は
、
道
徳
の
恃
む
に
足
ら
ざ
る
、
必
ず
相
い
約
し
て
例
規
を
立
て
、
違
え
ば

則
ち
罰
あ
り
、
夫
れ
然
る
後
ち
義
と
利
と
相
い
合
し
、
所
謂
る
道
徳
も
亦
た
其
の
間
に
行
わ
る
る
を
得｣

。

(

	)

兆
民
は
「
道
徳
」
が
行
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わ
れ
る
た
め
に
は
、「
例
規
」
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
「
義
」
と
「
利
」
の
合
一
が
必
要
で
あ
る
と
み
る
。
つ
ま
り
本
来
、
義
務
と
権

利
の
問
題
を
扱
っ
て
い
た
原
文
の
内
容
を
兆
民
は
、「
義
」
と
「
利
」
の
問
題
に
言
い
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
道
徳
」
を
主
題
と
す

る
。
兆
民
が
「
道
徳
」
を
重
視
す
る
の
は
、
そ
の
直
後
の
「
解
」
に
お
い
て
「
道
理
な
る
も
の
は
、
純
一
無
雑
、
万
古
易
ら
」
な
い

た
め
で
あ
っ
た
。

(
�)

た
だ
し
、「
人
の
良
智
あ
る
や
、
正
不
正
を
判
別
し
て
、
失
錯
あ
る
こ
と
無
」
く
、「
賞
罰
の
柄
な
き
を
以
て
、
君

子
競
業
と
し
て
唯
だ
良
智
に
是
れ
聴
き
、
敢
て
悪
を
為
さ
ざ
る
も
、
而
も
小
人
は
肆
然
と
し
て
自
か
ら
法
度
の
外
に
恣
に
す
」
る
た

め
、「
道
徳
」
の
み
の
統
治
は
適
切
で
は
な
い
。「
道
徳
」
の
み
で
は
「
是
れ
君
子
つ
ね
に
害
を
蒙
り
、
小
人
つ
ね
に
利
を
享
く
。
故

に
道
徳
も
亦
た
未
だ
頼
り
て
以
て
治
を
為
す
に
足
ら
ず
し
て
、
律
例
つ
い
に
設
け
ざ
る
」
を
得
な
い
。

(

�)

「
道
徳
」
の
根
本
に
あ
る
の

は
先
天
的
に
人
が
有
し
て
い
る
「
良
智
」
で
あ
る
か
ら
、
原
理
的
に
は
万
人
に
普
遍
的
な
道
徳
で
以
て
統
治
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
「
良
智
」
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
者
は
「
君
子
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
守
ら
な
い
「
小
人
」
も
い
る
。「
道
徳
」

の
み
で
統
治
を
す
る
徳
治
主
義
で
は
、「
小
人
」
が
得
を
し
、「
君
子
」
が
損
を
す
る
た
め
不
十
分
で
あ
る
た
め
、「
律
例
」
が
必
要

と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
兆
民
に
お
い
て
は
「
律
例
」
と
「
道
徳
」
と
を
相
互
補
完
的
な
も
の
と
し
て
扱
う
け
れ
ど
も
、「
律
例
」

に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
道
徳
」
の
完
成
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

儒
学
思
想
に
お
い
て
「
法
」
と
は
「
道
徳
」
を
意
味

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
兆
民
が

lo
i

に
対
し
て
律・
例
と
あ
て
る
の
も
そ
の
表
れ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。「
人
こ
と
ご
と
く
は
君
子
な
る

こ
と
能
わ
ず
、
又
た
こ
と
ご
と
く
は
小
人
な
る
こ
と
能
わ
」
な
い
状
態
に
お
い
て
、
徳
治
主
義
を
行
う
こ
と
は
「
小
人
」
が
跋
扈
す

る
の
で
、
こ
こ
に
「
律
例
」
が
要
さ
れ
る
。
こ
の
「
律
例
」
に
従
う
こ
と
が
「
道
徳
」
的
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
全
員
が
「
君

子
」
へ
至
る
過
程
で
も
あ
る
。
そ
し
て
究
極
的
に
、「
道
徳
」
に
従
う
「
君
子
」
の
み
し
か
存
在
し
な
い
世
界
と
な
り
、「
小
人
」
は

存
在
し
な
い
の
で
、
こ
こ
に
お
い
て
徳
治
主
義
に
よ
る
統
治
と
い
う
兆
民
の
理
想
が
原
理
的
に
は
担
保
さ
れ
る
。

(

�)

こ
れ
は
ま
た
「
法
」
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を
「
共
和
」
で
は
な
く
「
自
治
の
国
」
と
す
る
兆
民
の
翻
訳
観
に
も
表
れ
て
い
る
。「
法
」

に
従
う
こ
と
が
「
自
治
」
で
あ
る
ゆ
え
、
他
人
か
ら
の
強
制
力
は
こ
こ
に
介
在
し
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
抑
制
を
免
れ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
し
た
「
律
例
」
を
つ
く
る
権
利
を
有
し
て
い
る
者
と
は
、
兆
民
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
べ
き
な
の
か
。
徳
治
主
義
へ
志
向
す
る
兆
民
に
と
っ
て
、『
訳
解
』
に
お
け
る
「
主
権
者
」
は
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
次
節
で
は
、「
君
」
と
い
う
訳
語
を
中
心
に
し
て
論
じ
る
。

第
三
節
「
民
」
か
ら
「
君
」｢
臣
」
へ

前
節
で
み
た
よ
う
に
、『
訳
解
』
の
「
律
例
」
は
、
ル
ソ
ー
の
い
う

lo
i

の
み
な
ら
ず
、「
道
徳
」
を
も
含
意
す
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
よ
う
な
「
律
例
」
に
従
う
者
で
あ
る
「
臣
」
は
、「
義
」
と
「
利
」
を
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
君
子
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

ひ
い
て
は
そ
れ
が
徳
治
主
義
へ
通
じ
る
。
一
方
の
、「
義
」
と
「
利
」
の
合
し
た
「
律
例
」(

法
）
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
君
」

と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
の
か
。
つ
ま
り
、
兆
民
に
と
っ
て
「
君
」
と
は

so
u

v
e

rain

の
訳
語
に
留
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
重
要
な
こ
と
は
、
ル
ソ
ー
が
い
う
抜・
本・
的・
に・
人・
民・
の・
性・
格・
を・
変・
え・
る・
よ
う
な
「
立
法
者
」
を
兆
民
は
重
視
せ
ず
、
ひ
い

て
は
不
必
要
な
も
の
と
み
な
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
注
意
し
つ
つ
、
以
下
で
み
て
み
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
は
官
僚
登
用
試
験
で
あ
る
科
挙
が
途
中
の
中
断
を
は
さ
み
約
一
四
〇
〇
年
に
わ
た
り
行
わ
れ
て

き
た
。
科
挙
は
徳
の
あ
る
臣
を
採
用
す
る
た
め
の
選
抜
方
法
で
あ
り
、
古
典
に
関
す
る
膨
大
な
知
識
を
受
験
者
に
課
し
た
。
古
典
に

通
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
は
臣
に
な
り
、
有
徳
者
、
即
ち
君
子
と
な
る
。

(

�)
建
前
上
、
凡
そ
の
民
（
た
だ
し
男
性
の
み
）
は
自
身
の
勉

学
の
努
力
次
第
に
よ
っ
て
臣
即
ち
君
子
へ
昇
華
す
る
機
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
科
挙
を
通
じ
て
「
臣
の
選
抜
が
理
想
的
に
い
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け
ば
、
民
と
し
て
残
る
の
は
相
対
的
に
愚
人
・
小
人
ば
か
り
と
い
う
こ
と
」

(

�)

に
な
る
。
例
え
ば
、『
孟
子
』
の
「
天
下
に
道
有
れ
ば
、

小
徳
は
大
徳
に
役
せ
ら
れ
、
小
賢
は
大
賢
に
役
せ
ら
る
。
天
下
に
道
無
け
れ
ば
、
小
は
大
に
役
せ
ら
れ
、
弱
は
強
に
役
せ
ら
る
。
斯

の
二
つ
の
者
は
天
な
り
。
天
に
順
う
者
は
存
し
、
天
に
逆
う
者
は
亡
ぶ
」

(

�)

に
対
し
朱
熹
は
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。「
有
道
の
世
は
、

人
み
な
徳
を
修
め
、
而
し
て
位
は
必
ず
其
の
徳
の
大
小
に
称
う
、
天
下
に
道
無
く
、
人
の
徳
を
修
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
但
だ
力
を
以
て

相
い
役
せ
ら
る
。
天
は
、
理
勢
の
当
に
然
る
べ
き
な
り
」

(

�)

と
人
々
が
徳
に
よ
っ
て
自
身
を
修
め
て
い
れ
ば
天
下
に
道
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
力
に
よ
っ
て
使
役
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
朱
熹
ひ
い
て
は
朱
子
学
に
お
い
て
は
人
々
が
徳
を
修
め
る
こ
と

を
重
視
す
る
。「
聖
人
学
ん
で
至
る
べ
し
」
こ
そ
が
宋
学
全
体
に
お
け
る
「
根
本
的
モ
チ
ー
フ
」

(

�)

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
宋
学
に
お

い
て
は
、
人
は
誰
し
も
「
修
己
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
に
完
成
さ
れ
た
人
物
、
君
子
に

(

�)

な
る
こ
と
が
で
き
る
と
前
提
さ
れ

る
。

(

�)

そ
し
て
、
政
治
を
統
治
で
き
る
の
は
こ
の
よ
う
な
君
子
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
天
命
を
受
け
た
最
た
る
君
子
が
君
主
（
天
子
、

皇
帝
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
君
は
、
徳
に
基
づ
い
た
統
治
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
孟
子
』(

公
孫
丑
上
）
は
、「
孟
子

曰
く
、
力
を
以
て
仁
を
仮
る
者
は
覇
た
り
。
覇
は
必
ず
大
国
を
有
つ
。
徳
を
以
て
仁
を
行
う
者
は
王
た
り
。
王
は
大
を
待
た
ず
。
…

力
を
以
て
人
を
服
す
る
者
は
、
心
服
に
非
ざ
る
な
り
。
力
贍
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
徳
を
以
て
人
を
服
す
る
者
は
、
中
心
悦
び
て
誠
に
服

す
る
な
り
」

(

�)

と
王
道
と
覇
道
の
違
い
を
説
く
。
つ
ま
り
、
王
道
と
は
徳
に
基
づ
い
た
仁
道
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
被
支

配
者
は
心
か
ら
悦
ん
で
従
う
。
こ
れ
は
ま
た
支
配
者
に
対
し
て
民
本
思
想
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
一
節
で
あ
る
。

本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
覇
道
で
は
な
く
徳
に
基
づ
く
王
道
政
治
を

『

訳
解
』
は
志
向
す
る
。
さ
ら
に
、

「
立
法
者
」
に
よ
っ
て
性
格
が
変
え
ら
れ
る
よ
う
な
人
民
で
は
な
く
、
自
身
で
「
自
治
」
で
き
る
よ
う
な
人
民
を
想
定
す
る
。
そ
し

て
彼
ら
が
つ
く
る
「
法
」
は
「
義
」
に
合
す
る
、
も
し
く
は
「
義
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に
従
う
こ
と
も
ま
た
「
義
」
に
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適
う
行
為
で
あ
る
か
ら
、「
君
」｢

臣
」
と
も
に
「
君
子
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
訳
解
』
で
は
、
ル
ソ
ー
の
い
う
、
個
別

的
に
主
権
に
参
与
す
る
者
で
あ
る

C
to

y
e

n
s

が
「
士
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
兆
民
に
と
っ
て
政
治
に
参
加
す
る
者
は
「
士

君
子｣
、｢
士
大
夫
」
と
な
る
。

(

�)

こ
こ
か
ら
、
兆
民
が
用
い
る
「
君
」
は

so
u

v
e

rain

の
訳
語
と
し
て
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、「
君

子
」
の
意
味
も
同
時
に
内
包
さ
れ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
人
民
は
「
君
子
」
で
あ
る
ゆ
え
に
「
君
」(

主
権
者
）
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
こ
こ
で
の
「
立
法
者
」
は
人
民
の
性
格
を
抜
本
的
に
変
え
る
よ
う
な
仕
事
は
不
要
と
さ
れ
、
あ
く
ま
で
も
「
法
」
の
制
定

に
携
わ
る
者
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
訳
解
』
は
儒
学
で
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
受
容
す
る
と
は
い
え
、
中
国
で
の
そ
れ
と
は

異
な
り
、
民
本
思
想
に
留
ま
ら
ず
、
人
民
に
主
権
が
帰
す
民
主
思
想
を
も
表
す
。
と
は
い
え
、「
民
」
が
「
君
」
に
な
る
と
い
う
主

張
は
明
ら
か
に
元
来
の
儒
学
思
想
か
ら
逸
脱
す
る
。
伝
統
中
国
の
思
想
で
は
科
挙
及
第
に
よ
り
彼
ら
は
臣
に
な
る
こ
と
が
保
障
さ
れ

る
が
、
君
（
君
主
）
に
決
し
て
な
れ
な
い
。
科
挙
の
及
第
者
で
あ
る
士
大
夫
が
士
大
夫
た
る
所
以
は
、
修
養
に
よ
る
人
格
の
完
成
者

で
あ
る
た

(

�)

め
、
彼
ら
は
統
治
の
任
に
与
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。
と
り
わ
け
朱
子
学
を
官
学
と
し
た
以
降
で
は
、
統
治
の
任
に
携
わ
る
者

は
、
士
大
夫
、
即
ち
君
子
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
張
横
渠
の
い
う
「
天
地
の
た
め
に
心
を
立
て
、
生
民
の
た
め
に
道
を
立

て
、
去
聖
の
た
め
に
絶
学
を
継
ぎ
、
万
世
の
た
め
に
太
平
を
開
く
」

(

�)

を
行
動
規
範
と
し
て
統
治
に
あ
た
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え

儒
学
は
民
に
仁
政
を
施
す
民
本
思
想
へ
趨
る
が
、
民
に
立
法
権
を
認
め
る
民
主
思
想
を
遂
に
述
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
立
法
権
を

民
に
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
儒
学
が
前
提
と
す
る
君
主
そ
の
も
の
の
否
定
を
意
味
す
る
。
法
と
は
君
主
に
よ
る
民
へ
の
教
化
の
手

段
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
道
徳
と
不
可
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
法
を
つ
く
る
君
は
、
君
子
で
あ
る
こ
と
を
重
要
な
条
件
と
す
る
た
め
、

民
の
教
化
も
ま
た
重
要
な
仕
事
と
な
る
（
治
人)

。
民
を
治
め
る
た
め
に
は
、
自
身
の
徳
の
向
上
を
目
指
し
て
学
問
修
養
に
励
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
修
己)

。
し
か
し
、
臣
・
民
が
い
か
に
有
徳
者
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
は
君
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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た
だ
し
、
君
が
一
た
び
徳
を
失
っ
た
と
き
、『
孟
子
』
に
い
わ
せ
る
と
彼
は
も
は
や
君
で
は
な
い
か
ら
、
暴
力
を
も
辞
さ
な
い
排
除

（
放
伐
）
も
し
く
は
建
前
上
平
和
裏
に
他
の
有
徳
者
に
帝
位
を
譲
る
こ
と
（
禅
譲
）
が
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
れ
が
易
姓
革
命
と
称
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
民
も
し
く
は
臣
が
君
と
な
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
社
会
構
造
そ
の
も
の
の
変
革
の
み
な
ら
ず
主

権
者
（
君
）
の
交
代
も
ま
た
是
認
さ
れ
る
。

『
訳
解
』
が
儒
学
的
な
枠
組
み
で
ル
ソ
ー
流
の
人
民
主
権
論
を
翻
訳
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。「
民
」
は
「
君
子
」
で
あ

る
か
ら
「
義
」
に
合
す
る
「
法
」
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
主
権
者
（
君
）
で
あ
る
。
一
方
で
こ
の
よ
う
な
「
法
」
に
従
う
者

を
「
臣
」
と
い
う
の
で
あ
り
、「
臣
」
も
「
義
」
に
則
る
、
即
ち
「
道
徳
」
に
準
じ
る
か
ら
「
君
子
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

兆
民
は
確
か
に
儒
学
を
用
い
つ
つ
民
主
思
想
を
説
く
け
れ
ど
も
そ
こ
に
は
大
き
な
飛
躍
も
あ
る
。
つ
ま
り
「
民
」
も
し
く
は
「
臣
」

が
「
君
」(

主
権
者
）
に
な
る
と
い
う
主
張
は
、
儒
学
が
い
う
と
こ
ろ
の
易
姓
革
命
を
指
す
が
、『
訳
解
』
に
は
「
革
命
」
の
要
素
は

み
ら
れ
な
い
。
か
く
し
て
兆
民
は
一
方
で
儒
学
の
枠
組
み
で
論
じ
る
が
、
他
方
で
易
姓
革
命
を
棚
上
げ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
民
」

に
主
権
（
立
法
権
）
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
易
姓
革
命
を
経
ず
し
て
、
人
民
に
立
法
権
を
帰
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
儒
学

で
『
社
会
』
を
受
け
容
れ
る
に
あ
た
っ
て
の
『
訳
解
』
に
お
け
る
最
大
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
っ
た
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
兆
民
が
『
訳
解
』
に
お
け
る
「
君
」
と
「
臣
」
に
訳
語
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、「
君
子
」
と
い
う
儒
学
的
な
意
味

を
含
ま
せ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
政
府
の
擅
断
で
は
な
く
、
凡
そ
の
人
民
が
い
か
に
し
て
政
治
に
参
加
で
き
る
か
と
い
う

問
題
意
識
に
対
し
、『

社
会』

を
手
が
か
り
に
兆
民
が
『
訳
解
』
で
示
し
た
解
答
は
、
自
ら
「
法
」
を
つ
く
り
、
自
ら
そ
れ
に
従
う

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

論

説

477

二
九
四



こ
と
で
「
君
子
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
兆
民
は
、「
立
法
者
（
制
作
者)

」
の
よ
う
な
外
部
の
人
間
に
よ
る
「
自

由
へ
の
強
制
」
で
は
な
く
、
自
分
自
身
で�������

を
獲
得
で
き
る
と
い
う
確
信
に
賭
け
て
い
た
（
こ
の
議
論
は
、
後
の

『

三
酔
人

経
綸
問
答』

に
お
け
る
恢
復
的
民
権
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う)

。
以
上
よ
り
、
兆
民
に
と
っ
て
政
治
に
参
与
で
き
る
者
は

｢

君
子｣

で

あ
り
、
こ
れ
を
表
象
す
る
の
が｢

君｣

や｢

臣｣

と
い
う
語
で
あ
る
。｢

義｣

と｢

利｣

を
合
す
る
こ
と
が
で
き
る｢

君
子｣

に
よ
っ

て
、｢

政｣

は

｢
正｣
を
得
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
本
来
の
儒
学
思
想
に
お
い
て
民
が
い
く
ら
君
子
で
あ
れ
、
か
つ
そ
の
可
能
性
を
孕
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
君
に
は
な
れ
な

い
。
ゆ
え
に
兆
民
の
主
張
は
、
一
方
で
儒
学
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
他
方
で
儒
学
に
お
い
て
根
本
的
に
重
要
な
論
点
を
曖
昧
に
す
る
。

そ
れ
が
易
姓
革
命
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
な
ら
ば
易
姓
革
命
の
み
に
よ
っ
て
民
は
君
に
な
れ
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
臣
の
身
分
で

あ
っ
て
も
そ
れ
以
外
の
方
法
で
は
君
に
は
な
れ
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
易
姓
革
命
は
と
り
わ
け
『
孟
子
』
に
由
来
す
る
思
想
で
あ
っ

た
。『
訳
解
』
で
も
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
た
兆
民
が
易
姓
革
命
を
語
ら
な
い
と
い
う
姿
勢
は
、
日
本
思
想
史
に
お
け
る
『
孟
子
』
受

容
の
最
大
の
論
点
の
一
つ
で
あ
る
「
孟
子
問
題
」

(
�)

に
直
面
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
兆
民
が
ル
ソ
ー
流
の
人
民
主
権

論
を
い
か
に
儒
学
で
受
容
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
彼
に
お
け
る
「
孟
子
問
題
」
と
い
う
観
点
よ
り
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

ル
ソ
ー
流
の
人
民
主
権
論
が
兆
民
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
彼
に
お
け
る
易
姓
革
命
の
立
ち
位

置
を
考
察
す
る
こ
と
で
完
結
す
る
。

従
来
の
『
訳
解
』
の
研
究
で
は
、
兆
民
が
儒
学
の
枠
組
み
に
基
づ
く
こ
と
で
、『
社
会
』
を
ど
の
よ
う
に
置
き
換
え
、
そ
の
結
果

原
著
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
と
い
う
点
に
着
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、『
社
会
』
を
受
け
容
れ
る
に

あ
た
り
自
身
の
思
想
で
あ
る
儒
学
思
想
を
も
ま
た
修
正
し
て
い
る
と
い
う
点
も
本
稿
の
考
察
に
よ
り
見
い
だ
さ
れ
た
。
こ
れ
を
以
て
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本
稿
の
役
割
を
一
旦
終
え
、
兆
民
の
易
姓
革
命
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。
幸
徳
秋
水
は
自
身
の
師
を
「
革

命
の
鼓
吹
者
」
と
評
価
し
た
が
、
本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
少
な
く
と
も
『
訳
解
』
は
革
命
に
よ
る
政
権
奪
取
を
唱
え
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
凡
そ
の
人
民
が
「
君
子
」
と
な
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
道
徳
的
、
儒
学
的
反
省
を
迫

る
書
物
が
『
訳
解
』
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
兆
民
に
と
っ
て
の
「
革
命
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

注

(

�)

別
四
六
五
。『
中
江
兆
民
全
集
』(

松
本
三
之
介
・
松
沢
弘
陽
・
溝
口
雄
三
・
松
永
昌
三
・
井
田
進
也
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三－

一
九
八
六
年
）
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
巻
数
頁
数
の
順
に
①
六
七
の
よ
う
に
略
記
す
る
（
別
巻
の
場
合
は
頁
数
の
前
に
別
と
付
す)

。

(

�)

高
谷
龍
洲

(

一
八
一
八－

一
八
九
五)

は
儒
学
者
で
蘭
学
に
も
明
る
か
っ
た
帆
足
万
里

(

一
七
七
八－

一
八
五
二)

の
弟
子
。
維
新

後
、
学
習
院
な
ど
で
教
鞭
を
と
っ
た
後
に
漢
学
塾
、
済
美
黌
を
開
設
。
三
島
中
洲

(

一
八
三
一－

一
九
一
九)

は
備
中
松
山
藩
の
藩
儒
、

山
田
方
谷

(

一
八
〇
五－

一
八
七
七)

に
学
ぶ
。
陽
明
学
者
で
あ
っ
た
山
田
方
谷
さ
ら
に
は
佐
藤
一
斎

(

一
七
七
二－

一
八
五
九)

か
ら

学
ん
だ
三
島
も
ま
た
陽
明
学
に
傾
斜
し
た
。
維
新
後
、
大
審
院
判
事
を
経
て
漢
学
塾
、
二
松
学
舎
を
開
設
し
た
。
岡
松
甕
谷(

一
八
二
〇－

一
八
九
五)

も
帆
足
万
里
に
学
び
、
英
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
な
ど
を
解
し
た
。
仮
刑
律
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
後
に
、
紹
成
書
院
を
開
設
。
済

美
黌
、
二
松
学
舎
、
紹
成
書
院
は
、
明
治
の
三
大
漢
学
塾
と
称
さ
れ
、
兆
民
は
そ
の
全
て
で
学
ん
だ
こ
と
と
な
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
う

ち
兆
民
が
最
も
影
響
を
受
け
た
の
は
三
島
中
洲
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
兆
民
が
二
松
学
舎
で
執
筆
し
た
論
説
文
「
論
公
利
私
利
」
の

内
容
は
、
中
洲
の
持
論
で
も
あ
っ
た
義
利
合
一
論
に
基
づ
い
て
お
り
、『

訳
解』

に
お
い
て
も
継
承
・
展
開
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

中
洲
と
兆
民
の
義
利
合
一
論
の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
中
洲
は
兆
民
の
論
説
文
に
対
し
て
高
く
評
価
し
た
。(『

訳
解
』
に
お
け
る

義
利
合
一
論
お
よ
び

『

訳
解』

と
「
論
公
利
私
利
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
儒
学
者
兆
民
序
説
―『

民
約
訳
解
』
に
お
け
る

「
義
与
利
果
不
可
得
合
邪
」
を
中
心
に
―
」(『

法
と
政
治
』
第
七
〇
巻
四
号
）
を
参
照)

。
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(

�)

『
福
島
正
夫
著
作
集
』
第
一
巻
、
勁
草
書
房
、
一
九
九
三
年
、
四
一
六
頁
、
お
よ
び
山
田
博
雄
『
中
江
兆
民

翻
訳
の
思
想』

、
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
二
五
頁

(
�)
「
他
著
的
書
有
一
種
名
�
『
明
夷
待
訪
録』

、
内
有
「
原
君
」｢

原
臣
」
二
篇
、
雖
不
及
『
民
約
論
』
之
完
備
、
民
約
之
理
、
却
已
包

括
在
内
」(

劉
晴
波
・
彭
国
興
編
『
陳
天
華
集』

、
湖
南
人
民
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
一
一
九
頁
、
な
お
引
用
に
際
し
て
は
適
宜
表
記
を
改

め
た
。
以
下
も
同
様
。）

(

�)

小
島
祐
馬
『
中
国
の
革
命
思
想』

、
弘
文
堂
、
一
九
五
四
年
、
四
〇
頁

(

�)

小
関
武
史
「
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
、
東
洋
の
ル
ソ
ー
、
中
国
の
ル
ソ
ー：

東
洋
儒
学
文
化
圏
に
お
け
る
ル
ソ
ー
受
容
の
問

題
」(『

仏
文
研
究：

E
tu

d
e

s
d

e
L

an
g

u
e

e
t
�
����

����
�e

	
��


�����

』
二
五
巻
、
京
都
大
学
フ
ラ
ン
ス
語
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
会
、

一
九
九
四
年
九
月
、
二
五
九
頁)

。
同
稿
で
は
、
兆
民
が
ル
ソ
ー
の
紹
介
者
で
あ
り
、
儒
者
で
は
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る

(

二
六
一
頁)

。

特
に
後
者
の
根
拠
を
、
同
時
代
人
に
よ
っ
て
兆
民
が
儒
者
と
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
求
め
て
い
る
が
、『

訳
解』

で
は
、
ル
ソ
ー
の

政
治
思
想
を
儒
学
に
引
き
つ
け
て
解
釈
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
み
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
兆
民
が
儒
者
で
あ
る
こ

と
の
一
端
を
看
出
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
。

(

�)

小
関
、
前
掲
論
文
、
二
四
五
頁

(

�)

島
田
虔
次
は
、「『

孟
子
』
の
人
民
主
義
は
君
主
を
み
と
め
て
い
る
の
で
真
の
人
民
主
義
で
は
な
い
、
民
本
主
義
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

説
が
あ
る
が
、
納
得
で
き
な
い
。
奴
隷
制
の
上
に
立
つ
ア
テ
ナ
イ
の
体
制
を
人
は
民
主
主
義
と
よ
ん
で
い
る
」(

島
田
虔
次
『
中
国
の
伝

統
思
想』

、
二
〇
〇
一
年
、
み
す
ず
書
房
、
四
二
頁
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
「
主
権
」
の
所
在
と
い
う
観
点
で
い
う
な
ら
ば
、
儒
学
思
想

は
民
に
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
民
主
主
義
は
多
義
的
に
解
釈
さ
れ
る
た
め
一
概
に
定
義
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ

う
。(

島
田
虔
次
の
よ
う
に
君
主
制
や
奴
隷
制
の
有
無
に
よ
っ
て
民
主
主
義
か
否
か
を
論
じ
る
場
合
も
あ
る
よ
う
に)

。
そ
こ
で
、
本
稿
で

は
、
民
主
主
義
を
『
社
会
』
が
い
う
、
人
民
に
主
権
、
立
法
権
が
帰
す
る
こ
と
の
意
味
と
し
て
用
い
る
。
ま
た
本
稿
で
は
、(

ル
ソ
ー
流)

人
民
主
権
、(

ル
ソ
ー
流)

民
主
思
想
、
を
そ
れ
ぞ
れ
同
義
な
も
の
と
し
て
扱
い
、
あ
え
て
用
語
の
整
理
は
行
な
わ
な
い
。

(

	)

小
関
、
前
掲
論
文
、
二
四
三
頁
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(

�)

張
師
偉
は
、
黄
宗
羲
の
思
想
に
近
代
の
民
主
思
想
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
一
方
で
、「
黄
宗
羲
の
主
権
者
と
は
依
然
と
し

て
天
子
で
あ
り
、
人
民
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
稿
で
は
黄
宗
羲
を
民
主
思
想
家
と
し
て
み
な
さ
な
い
（
張
師

偉
『
民
本
的
極
限
―
黄
宗
羲
政
治
思
想
新
論
―』

、
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
七
八
頁)

。

(

�)
山
田
、
前
掲
書
、
一
〇
五
頁

(

�)

本
稿
で
は
専
ら
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ル
ソ
ー
思
想
の
受
容
と
い
う
問
題
を
扱
う
が
、
逆
に
ル
ソ
ー
に
お
け
る
儒
学
思
想
の
受
容
と
い

う
観
点
も
ま
た
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
ル
ソ
ー
の
思
想
形
成
に
際
し
て
も
儒
学
思
想
が
全
く
影
響
を
与
え
な

か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
関
す
る
具
体
的
な
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(

�)

島
田
虔
次
「
中
国
の
ル
ソ
ー
」(『

思
想
』
第
四
三
五
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
九
月
）

(

�)

渡
邉
義
浩
・
井
川
義
次
・
和
久
希
編

『

は
じ
め
て
学
ぶ
中
国
思
想
―
思
想
家
た
ち
と
の
対
話
―』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
、

二
三
五－

二
三
六
頁

(

�)

里
井
彦
七
郎
「
陳
天
華
の
政
治
思
想
」(『

東
洋
史
研
究
』
一
七
巻
三
号
、
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
八
年
一
二
月
、
七
〇－

七
一
頁)

、

島
田
、
前
掲
論
文
、
一
二
一
一
頁
、
小
関
、
前
掲
論
文
、
二
四
七
頁
）

(

�)

「
可
惜
我
中
国
遂
没
有
一
个
廬
騒
！
…
有
！
有
！
明
末
清
初
、
中
国
有
一
个
大
聖
人
、
是
孟
子
以
后
第
一
个
人
。
他
的
学
問
、
他
的

品
行
、
比
廬
騒
還
要
高
几
倍
、
…
就
是
黄
黎
洲
先
生
、
名
宗
羲
」(

劉
晴
波
・
彭
国
興
編
『
陳
天
華
集』

、
湖
南
人
民
出
版
、
二
〇
一
一
年
、

一
一
八－

一
一
九
頁
、
引
用
に
際
し
て
適
宜
表
記
を
改
め
た
。
以
下
も
同
じ
。）

(

	)

「
他
著
的
書
有
一
種
名
丸


『
明
夷
待
訪
録』

、
内
有
「
原
君
」｢

原
臣
」
二
篇
、
雖
不
及
『
民
約
論
』
之
完
備
、
民
約
之
理
、
却
已

包
括
在
内
」(

劉
等
編
、
前
掲
書
、
一
一
九
頁
）

(

�)

島
田
、
前
掲
論
文
、
一
二
一
一
頁

(

�)

西
田
太
一
郎
訳
『
明
夷
待
訪
録

中
国
近
代
思
想
の
萌
芽』

、
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
、
七
頁

(

)

同
前
、
八
頁
。
ま
た
『
明
夷
』｢

題
辞
」
の
「
夷
之
初
旦
、
明
而
未
融
」
も
参
照
。
(

�)

小
関
、
前
掲
論
文
、
二
四
八
頁
。
同
稿
で
は
、
ま
た
「
反
体
制
と
し
て
の
儒
学
」
を
強
調
し
た
う
え
で
、「
中
国
に
お
い
て
は
ル
ソ
ー
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も
ま
た
儒
学
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
」
と
論
じ
る
（
同
前
、
二
四
四
頁)

。

(
�)

章
題
に
み
ら
れ
る
「
原
」
と
は
「
た
ず
ね
る
」
や
「
き
わ
め
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
西
田
、
前
掲
訳
書
、
一
四
頁)

。
ま
た
、

「
原
」
と
は
「
元
々
の
」
や
「
根
本
の
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
こ
と
か
ら
、「
原
君
」｢

原
臣
」
を
「
あ
る
べ
き
君｣

、「
あ
る
べ
き
臣
」
と

し
て
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

(

�)

「
不
以
一
己
之
利
為
利
、
而
使
天
下
受
其
利
、
不
以
一
己
之
害
為
害
、
而
使
天
下
釈
其
害
」(

呉
編
、
前
掲
書
、
二
頁
）

(

�)

「
天
下
為
主
、
君
為
客
」(

同
前
）

(

�)

「
凡
君
之
所
畢
世
而
経
営
者
、
為
天
下
也
」(

同
前
）

(

�)

「
古
者
天
下
之
人
愛
戴
其
君
、
此
之
如
父
、
擬
之
如
天
、
誠
不
為
過
也
、
今
天
下
之
人
怨
悪
其
君
、
視
之
如
寇
讐
、
名
之
為
独
夫
、

固
其
所
也
。
而
小
儒
規
規
焉
以
君
臣
之
義
無
所
逃
於
天
地
之
間
、
至
桀
、
紂
之
暴
、
猶
謂
湯
、
武
不
当
誅
之
」(

同
前
、
三
頁
。
引
用
の

際
、
適
宜
表
記
を
改
め
た
。）

(

�)

小
関
、
前
掲
論
文
、
二
四
八
頁

(

�)

「
孟
子
之
言
、
聖
人
之
言
也
。
後
世
之
君
、
欲
以
如
父
如
天
之
空
名
禁
人
之
窺
伺
者
、
皆
不
便
于
其
言
」(

呉
編
、
前
掲
書
、
三
頁)

。

た
だ
し
〔
〕
は
引
用
者
に
よ
る
注
。

(

	)

「
齋
宣
王
問
曰
、
湯
放
桀
、
武
王
伐
紂
。
有
諸
。
孟
子
対
曰
、
於
伝
有
之
。
曰
、
臣
弑
其
君
、
可
乎
。
曰
、
賊
仁
者
謂
之
賊
、
賊
義

者
謂
之
残
。
残
賊
之
人
、
謂
之
一
夫
。
聞
誅
一
夫
誅
矣
、
未
聞
弑
君
也
（
齋
の
宣
王
問
い
て
曰
く
、
湯
、
桀
を
放
ち
、
武
王
、
紂
を
伐
つ
。

諸
有
り
や
、
と
。
孟
子
対
え
て
曰
く
、
伝
に
於
て
之
有
り
、
と
。
曰
く
、
臣
に
し
て
其
の
君
を
弑
す
、
可
な
ら
ん
や
、
と
。
曰
く
、
仁
を

賊
う
も
の
之
を
賊
と
謂
い
、
義
を
賊
う
者
之
を
残
と
謂
う
。
残
賊
の
人
、
之
を
一
夫
と
謂
う
。
一
夫
紂
を
誅
す
る
を
聞
く
、
未
だ
君
を
弑

す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り)

」(

内
野
熊
一
郎

『

孟
子』

、
明
治
書
院
、
一
九
六
五
年
、
六
六
頁
）

(


)

小
関
、
前
掲
論
文
、
二
四
八
頁

(

�)

「
臣
道
如
何
而
後
可
。
曰
、
縁
夫
天
下
之
大
、
非
一
人
之
所
能
治
、
而
分
治
之
以
群
工
。
故
我
之
出
而
仕
也
、
為
天
下
、
非
為
君
也
、

為
万
民
、
非
為
一
姓
也
。
吾
以
天
下
万
民
起
見
、
非
其
道
、
即
君
以
形
声
強
我
、
未
之
敢
従
也
、
況
於
無
形
無
声
乎
。
不
然
、
而
以
君
之
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一
身
一
姓
起
見
、
君
有
無
形
無
声
之
嗜
慾
、
吾
従
而
視
之
聴
之
、
此
宦
官
宮
妾
之
心
也
。
君
為
己
死
而
為
己
亡
、
吾
従
而
死
之
亡
之
、
此

其
私�

者
之
事
也
。
是
乃
臣
不
臣
之
弁
也
」(

呉
編
、
前
掲
書
、
四
頁
）

(
�)
「
吾
以
天
下
万
民
起
見｣

。
と
こ
ろ
で
「
吾
」
字
が
一
人
称
単
数
（
黄
宗
羲
）
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
一
人
称
複
数
形
で
あ
る
の
か

は
、
訳
者
に
よ
っ
て
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る

(

前
者
は
島
田
虔
次
、
後
者
は
西
田
太
一
郎
に
よ
る
解
釈
で
あ
る)

。
本
稿
で
は
一
応
島
田

に
よ
る
解
釈
を
採
用
し
て
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
後
の
議
論
に
支
障
は
な
い
。

(

�)

「
為
臣
者
軽
視
斯
民
之
水
火
、
即
能
輔
君
而
興
、
従
君
而
亡
、
其
於
臣
道
固
未
嘗
不
背
也
」(

呉
編
、
前
掲
書
、
五
頁
）

(

�)

「
君
与
臣
、
其
曳
木
之
人
也
、
若
手
不
執�

、
足
不
履
地
、
曳
木
者
唯
娯
笑
於
曳
木
者
之
前
、
従
曳
木
者
以
為
良
、
而
曳
木
之
職
荒

矣
」(

同
前
）

(

�)

張
、
前
掲
書
、
三
一
二
頁

(

�)

黄
宗
羲
と
易
姓
革
命
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
佐
野
公
治
「
明
夷
待
訪
録
に
お
け
る
易
姓
革
命
思
想
」(『

日
本
中
国
学
会
報
』
一
七

号
、
一
九
六
五
年
）
を
参
照
。

(

�)

熊
月
之
『
中
国
近
代
民
主
思
想
史』
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
二
五
三
頁

(

�)

清
水
盛
光
『
支
那
社
会
の
研
究：

社
会
学
的
考
察』

、
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
、
九
七
頁

(

	)

同
前

(


)

川
尻
文
彦
「
中
国
と
ル
ソ
ー
」(『

共
生
の
文
化
研
究
』
一
三
号
、
二
〇
一
九
年)

、
一
〇
二
頁
。
な
お
、
清
末
に
お
い
て

『

社
会』

が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
そ
し
て
理
解
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
同

｢

清
末
中
国
に
お
け
る

｢

社
会
契
約
論｣

受
容
の
諸
相｣

(『

近
き

に
在
り
て』

五
一
号
、
二
〇
〇
七
年)

を
参
照
。
本
節
の
議
論
は
、
両
稿
に
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

(

�)

小
関
、
前
掲
論
文
、
二
四
七
頁

(

�)

平
岡
昇
編
『
世
界
の
名
著

ル
ソ
ー』

、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
五
年
、
七
二
頁

(

)

後
藤
末
雄
（
著
）
矢
沢
利
彦
（
校
訂
）『

中
国
思
想
の
フ
ラ
ン
ス
西
漸

二』

、
平
凡
社
、
一
九
六
九
年
、
一
二
八
頁

(

�)

同
前
、
二
八
七
頁
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(

�)

同
前
、
一
二
八
頁

(
�)

同
前

(
�)
「
古
者
以
天
下
為
主
、
君
為
客
」(

呉
編
、
前
掲
書
、
二
頁
）

(

�)
「
君
臣
之
名
、
従
天
下
而
有
之
者
也
」(

同
前
、
五
頁
）

(

�)

渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史
―
十
七
世
紀
〜
十
九
世
紀』

、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
二
一－

二
二
頁

(

�)

「
今
也
以
君
為
主
、
天
下
為
客
、
凡
天
下
之
無
地
而
得
安
寧
者
、
為
君
也
」

(

�)

黄
宗
羲
が
こ
の
よ
う
に
易
姓
革
命
説
を
再
確
認
す
る
の
は
、「
易
姓
革
命
を
否
定
し
、
君
臣
の
義
を
絶
対
的
な
も
の
と
み
る
朱
子
学

（
小
儒
）
の
立
場
を
批
判
す
る
」
と
い
う
学
問
的
な
動
機
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

(

佐
野
、
前
掲
論
文
、
一
三
九
頁)

。

(

	)

「
凡
為
仁
学
者
、
於
仏
書
当
通
『
華
厳
』
及
心
宗
、
相
宗
之
書：

於
西
書
当
通
『
新
約
』
及
算
学
、
格
致
、
社
会
学
之
書
、
於
中
国

書
当
通
『
易』

、『
春
秋
公
羊
伝』
、『

論
語』

、『

礼
記』

、『

孟
子』

、『

荘
子』

、『

墨
子』

、『

史
記』

、
及
陶
淵
明
、
周
茂
叔
、
張
横
渠
、
陸

子
静
、
王
陽
明
、
王
船
山
、
黄
梨
洲
之
書
。
算
学
即
不
深
、
而
不
可
不
習
幾
何
学
、
蓋
論
事
弁
事
之
條
段
在
是
矣
。
格
致
即
不
精
、
而
不

可
不
知
天
文
、
地
輿
、
全
体
、
心
霊
四
学
、
蓋
群
学
群
教
之
門
径
在
是
矣
」(

譚
嗣
同
（
著
）
祭
尚
思
、
方
行
（
編
）『

譚
嗣
同
全
集

増

訂
本』

、
中
華
書
局
、
一
九
九
八
年
、
二
九
三
頁
。
な
お
引
用
に
際
し
て
適
宜
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
西

順
三
・
坂
本
ひ
ろ
子
訳
注
『
仁
学』

、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
を
参
照
。）

(


)

福
島
俊
翁
「
譚
嗣
同
の
仁
学
に
就
て
（
一)

」(『
禅
学
研
究
』
四
一
号
、
一
九
四
八
年)

、
四
頁
。
引
用
に
際
し
て
適
宜
表
記
を
改
め

た
箇
所
が
あ
る
。

(

�)

西
順
三
・
坂
本
ひ
ろ
子
訳
注
『
仁
学』

、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
一
四
三
頁
。「
君
統
盛
而
唐
、
虞
後
無
可
観
之
政
矣
、
孔
教
亡

而
三
代
下
無
可
読
之
書
矣
。
乃
若
区
玉
検
於
塵
編
、
拾
火
齊
於
瓦
礫
、
以
冀
万
一
有
当
於
孔
教
者
、
則
黄
梨
洲
『
明
夷
待
訪
録
』
其
庶
幾

乎
。
其
次
、
為
王
船
山
之
遺
書
。
皆
於
君
民
之
際
有
隠
恫
焉
」(

祭
、
方
編
、
前
掲
書
、
三
三
八
頁
）

(

�)

西
・
坂
本
、
前
掲
訳
書
、
一
四
四－

一
四
六
頁
。「
生
民
之
初
、
本
無
所
謂
君
臣
、
則
皆
民
也
。
民
不
能
相
治
、
亦
不
暇
治
、
於
是

共
挙
一
民
為
君
。
夫
曰
共
挙
之
、
則
非
君
択
民
、
而
民
択
君
也
。
夫
曰
共
挙
之
、
則
其
分
際
亦
非
甚
遠
於
民
、
而
不
下
儕
於
民
也
。
夫
曰
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共
挙
之
、
則
因
有
民
而
後
有
君
、
君
末
也
、
民
本
也
。
天
下
無
有
因
末
而
累
及
本
者
、
亦
豈
可
因
君
而
累
及
民
哉
。
夫
曰
共
挙
之
、
則
且

必
可
共
廃
之
。
君
也
者
、
為
民
弁
事
者
也
、
臣
也
者
、
助
弁
民
事
者
也
。
…
故
死
節
之
説
、
未
有
如
是
之
大
悖
者
矣
。
君
亦
一
民
也
、
且

較
之
尋
常
之
民
而
更
為
末
也
。
民
之
於
民
、
無
相
為
死
之
理
、
本
之
與
末
、
更
無
相
為
死
之
理
。
…
「
止
有
死
事
的
道
理
、
決
無
死
君
的

道
理
。」
死
君
者
、
宦
官
宮
妾
之
為
愛
、
匹
夫
匹
婦
之
為
諒
也
」(

祭
、
方
編
、
同
前
、
三
三
九
頁
）

(

�)

清
水
稔
「
譚
嗣
同
小
論
」(『

歴
史
学
部
論
集』

、
佛
教
大
学
歴
史
学
部)

、
二
〇
一
四
年
三
月)

、
二
七
頁

(

�)

「
若
夫
與
黄
、
王
齊
称
、
而
名
実
相
反
、
得
失
背
馳
者
、
則
為
顧
炎
武
。
顧
出
於
程
、
朱
、
程
、
朱
則
荀
之
雲�

也
、
君
統
而
已
、

豈
足
罵
哉
」(

祭
、
方
編
、
前
掲
書
、
三
三
九
頁)

。
顧
炎
武
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
・
井
川
・
和
久
編
、
前
掲
書
、
二
三
九

頁
と
西
・
坂
本
、
前
掲
訳
書
、
二
四
四
頁
を
参
照
。

(

�)

西
・
坂
本
、
前
掲
訳
書
、
二
四
四
頁
。
一
方
で
「
彼
は
西
洋
通
で
あ
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
ル
ソ
ー
を
知
ら
な
か
っ
た
（
少
な
く
と
も

『
仁
学
』
に
ル
ソ
ー
の
名
は
見
ら
れ
な
い)

。」
と
す
る
見
方
も
あ
る
（
小
関
、
前
掲
論
文
、
二
四
七
頁
）

(

�)

同
前

(

�)

清
水
、
前
掲
論
文
、
二
七
頁

(

�)

譚
嗣
同
自
身
、「
民
主
の
義
」｢

民
主
の
理
」
を
孔
孟
を
淵
源
と
し
黄
宗
羲
に
連
な
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
点
よ
り
「
譚
嗣

同
の
民
主
主
義
思
想
の
直
接
の
根
は
儒
学
に
あ
る
」
と
も
評
さ
れ
て
い
る
（
小
関
、
前
掲
論
文
、
二
四
七
頁)

。
し
か
し
小
関
を
含
め
儒

学
に
民
主
思
想
の
萌
芽
を
認
め
る
先
行
研
究
は
、
ル
ソ
ー
流
の
人
民
主
権
論
と
民
本
思
想
と
を
混
同
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
本
稿
で

は
両
者
の
弁
別
を
重
視
し
、
論
を
す
す
め
る
。

(

�)

「
天
下
為
君
主
	�

中
之
私
産
、
不
始
今
日
、
固
数
千
年
以
来
矣
。
…
且
即
挟
此
土
所
崇
之
孔
教
、
縁
飾
皮
伝
、
以
愚
其
人
、
而
為

蔵
身
之
固
、
悲
夫
悲
夫
。
王
道
聖
教
典
章
文
物
之
亡
也
、
此
而
已
矣
」(
祭
、
方
編
、
前
掲
書
、
三
四
一
頁
）

(


)

「
法
人
之
改
民
主
也
、
其
言
曰：

｢

誓
殺
尽
天
下
君
主
、
使
流
血
満
地
球
、
以
洩
万
民
之
恨
。」
朝
鮮
人
亦
有
言
曰：

｢

地
球
上
不
論

何
国
、
但
読
宋
、
明
腐
儒
之
書
、
而
自
命
為
礼
儀
之
邦
者
、
即
是
人
間
地
獄
。」
夫
法
人
之
学
問
、
冠
絶
地
球
、
故
能
唱
民
主
之
義
、
未

為
奇
也
。
朝
鮮
乃
地
球
上
最
愚
闇
之
国
、
而
亦
為
是
言
、
豈
非
君
主
之
禍
、
至
於
無
可
復
加
、
非
生
人
所
能
任
受
耶
」(

祭
、
方
編
、
前
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掲
書
、
三
四
二－

三
四
三
頁
）

(
�)

國
分
典
子
「
韓
国
に
お
け
る
『
民
主
』
と
『
共
和』

」(『

法
学
研
究
』
八
七
巻
二
号
、
二
〇
一
四
年)

、
三
五
九
頁
。
ち
な
み
に
同
じ

く
『
書
経
』(

咸
有
一
徳
）
に
お
い
て
、「
民
主
罔
與
成
厥
功
」(

民
主
與
に
厥
の
功
を
成
す
罔
し
）
と
「
民
主
」
の
文
字
が
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
民
の
主
た
る
も
の
」(

小
野
沢
精
一
『
書
経
』
下
、
明
治
書
院
、
一
九
八
五
年
、
四
三
二
頁
）
の
謂
い
で
あ
り
、

現
在
に
通
用
す
るd

e
m

o
cracy

の
訳
語
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
は
要
す
る
。

(

�)

『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
も
中
国
的
民
本
思
想
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
仁
政
を
行
っ
た
と
い
わ
れ
る
仁
徳
天
皇
（
仁
徳
と
い
う
諡

号
自
体
が
儒
学
的
で
あ
る
）
の
「
其
天
之
立
君
是
為
百
姓
、
然
則
君
以
百
姓
為
本
云
々
」
と
い
う
詔
は
「
中
国
民
本
思
想
の
象
徴
的
な
成

句
」
と
評
さ
れ
る
（
井
上
順
理

『

本
邦
中
世
ま
で
に
お
け
る
孟
子
受
容
史
の
研
究』

、
風
間
書
房
、
一
九
七
一
年
、
六
〇
七
頁)

。『

古
事

記
』
が
対
内
的
に
読
者
を
限
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』
は
対
外
的
（
中
国
を
対
象
）
に
書
か
れ
た
と
い
う
性
格
を
有
し

て
い
る
（
ゆ
え
に
そ
の
文
体
も
正
当
な
漢
文
で
あ
る
）
こ
と
か
ら
も
、
仁
徳
天
皇
の
上
記
の
詔
は
、
中
国
の
民
本
思
想
の
反
映
で
あ
る
。

前
半
は
『
荀
子』

、
後
半
は
『
春
秋
左
氏
伝』

、『
書
経』

、『

論
語
』
な
ど
を
出
典
と
し
て
い
る
（
同
前
）
こ
と
か
ら
も
こ
の
点
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

(

�)

「
民
為
貴
、
社
稷
次
之
、
君
為
軽
。
是
故
得
乎
丘
民
而
為
天
子
、
得
乎
天
子
為
諸
侯
、
得
乎
諸
侯
為
大
夫
。
諸
侯
危
社
稷
、
則
変
置
」

(

内
野
、
前
掲
書
、
四
九
一
頁
）

(

�)

河
野
顕
「
孟
子
の
政
治
思
想
の
現
代
的
意
義
―
そ
の
�
民
本
�
思
想
を
中
心
に
―
」(『

政
経
研
究
』
三
六
巻
二
号
、
一
九
九
九
年)

、

六
四
五
頁

(

�)

「
曰
、
敢
問
、
薦
之
於
天
、
而
天
受
之
、
暴
之
於
民
、
而
民
受
之
、
如
何
。
曰
、
使
之
主
祭
、
而
百
神
享
之
。
是
天
受
之
。
使
之
主

事
、
而
事
治
、
百
姓
安
之
、
是
民
受
之
也
。
天
與
之
、
人
與
之
、
故
曰
、
天
子
不
能
以
天
下
與
人
。
…
泰
誓
曰
、
天
視
自
我
民
視
、
天
聴

自
我
民
聴
、
此
之
謂
也
」(

内
野
、
前
掲
書
、
三
三
三
頁
）

(

	)

河
野
、
前
掲
書
、
六
五
二
頁

(


)

「
賊
仁
者
謂
之
賊
、
賊
義
者
謂
之
残
、
残
賊
之
人
謂
之
一
夫
。
聞
誅
一
夫
紂
矣
、
未
聞
弑
君
也
」(

内
野
、
前
掲
書
、
六
六
頁
）
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(

�)

同
前
、
六
七
頁

(
�)

上
田
秋
成
『
雨
月
物
語
』
に
み
ら
れ
る
「
汝
聞
け
帝
位
は
人
の
極
な
り
若
し
人
道
上
よ
り
乱
す
時
は
天
の
命
に
応
じ
民
の
望
に
順
う

て
是
を
伐
つ
」
と
い
う
保
元
の
乱
の
後
に
流
刑
地
に
て
死
に
、
亡
霊
と
し
て
現
れ
た
崇
徳
院
の
言
は
、
全
く
『
孟
子
』
の
易
姓
革
命
の
論

理
と
一
致
す
る
（
野
口
武
彦

『

王
道
と
革
命
の
間
―
日
本
思
想
と
孟
子
問
題
―』

、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
、
八
頁)

。

(

�)

狭
間
直
樹
「
中
江
兆
民
『
民
約
訳
解
』
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
」(

狭
間
直
樹
・
石
川
禎
浩
編
『
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
翻
訳

概
念
の
展
開：
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告』

、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
三
年

所
収
、
三
三
頁
）

(

�)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、b

ie
n

co
m

m
u

n

に
対
す
る
兆
民
の
訳
が
「
民
之
利
」
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り

co
m

m
u

n

に
対
し
「
民
之
」

を
あ
て
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
よ
り
明
快
で
あ
ろ
う
。

(

�)

「
凡
与
二

此
約
一

者
、
其
為
レ

君
発
レ

令
、
与
二

為
レ

臣
承
一レ

命
、
並
不
レ

可
レ

不
二

常
相
共
致
一レ

助
、
是
固
義
之
所
レ

在
、
而
亦
利
之
所
レ

存
也
、

為
レ

君
出
レ

令
、
能
不
レ

違
二

于
義
一

乎
、
為
レ

臣
必
享
二

之
利
一

焉
、
為
レ

臣
挙
レ

職
、
能
レ

不
背
二

于
道
一

乎
、
為
レ

君
必
獲
二

之
福
一

焉
、
君
云
臣
云
、

初
非
レ

有
二

両
人
一

也
、
夫
君
合
レ

衆
而
成
、
則
君
之
所
レ

利
、
必
衆
之
所
レ

利
、
無
有
二

相
抵
一

」(

①
九
四
）

(

�)

桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
『
社
会
契
約
論』

、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
、
四
頁

(

�)

平
岡
編
、
前
掲
書
、
二
四
四
頁
。C

e
tte

p
e

rso
n

n
e

p
u

b
liq

u
e
,

q
u

i
se

fo
rm

e
ain

si
p

ar
l’u

n
io

n
d
e

to
u

te
s

le
s

au
tre

s,
p

re
n

ait

au
tre

fo
is

le
n

o
m

d
e
�
���,

e
t

p
re

n
d

m
ain

te
n

an
t

ce
lu

i
d

e
�
���
	
���

�
o

u
d

e
corp

s
p

olitiqu
e,

le
q

u
e

l
e

st
�
�
���

p
ar

se
s

m
e

m
b

re
s

�
��
�

q
u

an
d

il
e

st
p

assif,
S

ou
vera

in
q

u
an

d
il

e
st

actif,
P

u
issa

n
ce

e
n

le
co

m
p

aran
t
�

se
s

se
m

b
lab

le
s.
�
������

d
e

s
�������,

ils

p
re

n
n

e
n

t
co

lle
ctiv

e
m

e
n

t
le

n
o

m
d

e
p

eu
p

le,
e

t
s’ap

p
e

lle
n

t
e

n
p

articu
lie

r
C

itoyen
s,

co
m

m
e

p
articip

an
t
�
���
������

so
u

v
e

rain
e
,

e
t

S
u

jets,
co

m
m

e
so

u
m

is
au

x
lo

is
d

e
�� 
��.(

O
.C

.
p

3
6

1

	36
2

斜
体
は
原
文
マ
マ)

。
な
お

D
u

C
on

tra
t

S
ocia

l

か
ら
の
引
用
は
、

!
�
"#�$

%&'
�
(��$

d
e

Jea
n
-Ja

cqu
es

R
ou

ssea
u

,
�
�)

B
.G

ag
n

e
b

in
e

t
M

.R
ay

m
o

n
d
,

III,
P

aris,
G

alim
arad

,
*
�+��,��-

./�
�

d
e

la

0
��
��
�
1

1
9

6
4

に
拠
り
、O

.
C

.
p

3
5

1

の
よ
う
に
以
下
略
記
す
る
。

(


)

平
岡
編
、
前
掲
書
、
二
四
三
頁
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(

�)

「
君
主
」
は
服
部
徳
訳
『
民
約
論
』(

明
治
一
〇
年
）
と
原
田
潜
訳
『
民
約
論
覆
義

全
』(

明
治
一
六
年)

、｢

君
」
は
『
訳
解
』
で

の
訳
語
で
あ
る
。
本
稿
で
、
明
治
初
年
に
お
け
る
『
社
会
』
の
翻
訳
書
と
い
う
場
合
、
服
部
訳
、
原
田
訳
を
指
す
。

(
�)

以
下
で
の
整
理
は
、
井
田
進
也
「
明
治
初
期
の
『
民
約
論
』
諸
訳
の
比
較
検
討
」(

同
編
『
兆
民
を
ひ
ら
く

明
治
近
代
の
〈
夢
〉

を
求
め
て』

、
光
芒
社
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）
の
議
論
に
大
き
く
負
っ
て
い
る
。

(

�)

渡
辺
、
前
掲
書
、
四
五
四
頁

(

�)

『
覆
義
』
に
つ
い
て
は
、
セ
リ
ー
ヌ
・
ワ
ン
「｢

人
民
」
と
「
社
会｣

―
中
国
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
受
容
―
」(

永
見
文
雄
・
三
浦
信
孝
・

川
出
良
枝
編
『
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
誕
生
三
〇
〇
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ル
ソ
ー
と
近
代
―
ル
ソ
ー
の
回
帰
・
ル
ソ
ー

へ
の
回
帰
―』

、
風
行
社
、
二
〇
一
四
年)

、
三
六
三
頁
を
参
照
。

(

�)

同
前

(

�)

平
岡
編
、
前
掲
書
、
二
四
四
頁
。O

n
v

o
it,

p
ar

ce
tte

fo
rm

u
le

,
q

u
e

l’acte
d
’asso

ciatio
n

re
n

fe
rm

e
u

n
e

n
g

ag
e

m
e

n
t
�����

���	



d
u

p
u

b
lic

av
e

c
le

s
p

articu
lie

rs,
e

t
q

u
e

ch
aq

u
e

in
d

iv
id

u
,

co
n

tractan
t

p
o

u
r

ain
si

d
ire

av
e

c
�	
��

�


,

se
tro

u
v
e

�

����
so

u
s

u
n

d
o

u
b

le
rap

p
o

rt:
sav

o
ir,

co
m

m
e

m
e

m
b

re
d

u
so

u
v
e

rain
e

n
v
e

rs
le

s
p

articu
lie

rs,
e

t
co

m
m

e
m

e
m

b
re

d
e
���

���
e

n
v

e
rs

le

so
u

v
e

rain
.(

O
.C

.
p

3
6

2)

(

�)

『
民
約
論

日
本
立
法
資
料
全
集

別
巻
八
三
三』

、
信
山
社
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
一
ノ
三
十
二－

一
の
三
十
三
頁
、
傍
点
は
引
用

者
に
よ
る
。
ま
た
引
用
に
際
し
て
適
宜
表
記
を
改
め
た
。

(

	)

『
民
約
論
覆
義

全

日
本
立
法
資
料
全
集

別
巻
六
八
七』

、
信
山
社
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
四
〇－

四
一
頁

(


)

井
田
、
前
掲
書
、
一
五
〇
頁

(

�)

平
岡
編
、
前
掲
書
、
二
四
四
頁
。q

u
i

p
e

u
t

o
b

lig
e

r
to

u
s

le
s

su
je

ts
e

n
v

e
rs

le
S

o
u

v
e

rain
,
�

cau
se

d
e

s
d

e
u

x
������
�

�
rap

p
o

rts

s o
u

s
le

sq
u

e
ls

ch
acu

n
d
’e

u
x

e
st



�
�
����

�
,

n
e

p
e

u
t

p
ar

la
raiso

n
co

n
traire

,
o

b
lig

e
r

le
S

o
u

v
e

rain
e

n
v

e
rs

lu
i-

�


;

e
t

q
u

e
,

p
ar

���
��
�	



�
�,

il
e

st
co

n
tre

la
n

atu
re

d
u

C
o

rp
s

p
o

litiq
u

e
q

u
e

le
S

o
u

v
e

rain
s’im

p
o

se
u

n
e

lo
i

q
u
’il

n
e

p
u

isse
e

n
fre

in
d

re
.(

O
.C

.

p
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(

�)

前
掲
『
民
約
論』

、
一
ノ
三
十
三
頁

(
�)

前
掲
『
覆
議』

、
四
十
一
頁

(
�)
平
岡
編
、
前
掲
書
、
二
八
八
頁
。
た
だ
し
〔
〕
は
引
用
者
に
よ
る
付
け
足
し
。

(

�)
「
漢
土
尭
舜
禹
文
、
羅
馬
末
屈
奥
列

マ
ル
ク
オ
ー
レ
ー
ル

、
仏
蘭
西
路
易
第
九
、
及
就
レ

中
我
歴
代
聖
主
、
皆
至
仁
深
慈
、
視
レ

民
如
レ

傷
、
不
二

啻
父
母
於
一レ

子
、
此
所
レ

言
君
、
特
斥
二

暴
君
一

、
読
者
勿
二

以
レ

辞
害
一レ

意
可
、
下
多
二

此
類
一

、
不
二

一
々
指
摘
一

」(

①
一
〇
三)

、
傍
点
は
引
用
者
に
よ

る
。
こ
の
「
解
」
は
『
訳
解
』
が
掲
載
さ
れ
た
『
政
理
叢
談
』
に
は
あ
っ
た
が
、
単
行
本
で
は
削
ら
れ
た
。

(

�)

「
世
之
欲
二

人
主
専
断
為
一レ

政
者
、
動
引
二

家
族
一

為
レ

説
、
曰
、
有
レ

家
而
後
有
レ

国
、
君
猶
レ

父
也
、
民
猶
レ

子
也
、
君
之
与
レ

民
、
本
各

有
二

自
主
之
権
一

、
無
レ

有
二

優
劣
一

、
独
為
二

相
為
一レ

益
、
而
君
莅
二

乎
上
一

、
民
奉
二

乎
下
一

、
而
邦
国
斯
立
矣
、
此
言
殊
似
レ

近
レ

理
、
独
奈
父

之
於
レ

子
、
愛
念
罔
レ

極
、
其
撫
摩
顧
復
、
出
二

乎
至
情
一

、
益
故
可
レ

得
也
、
至
二

於
君
一

則
不
レ

然
、
初
非
レ

有
二

愛
レ

民
之
心
一

、
而
其
拠
レ

尊

莅
レ

下
、
特
欲
レ

作
二

威
福
一

而
已
、
豈
能
有
レ

益
二

於
民
一

哉
」(

①
七
七
）

(

�)
L

a
fam

ille
e

st
d

o
n

c,
si

l’o
n

v
e

u
t,

le
p

re
m

ie
r

m
o

d
e

le
d
e

s
��������

p
o

litiq
u

e
s,

le
ch

e
f

e
st

l’im
ag

e
d

u
p

e
re

,
le

p
e

u
p

le
e

st

l’im
ag

e
d

e
s

e
n

fan
s,

e
t

to
u

s
�
��	

�
	
�
�
�


��
�

e
t

lib
re

s,
n
’���	

�	
t

le
u

r
������

q
u

e
p

o
u

r
le

u
r
�
�����

.
T

o
u

te
la
�������	

��
e

st
q

u
e

d
an

s
la

fam
ille

l’am
o

u
r

d
u

p
e

re
p

o
u

r
se

s
e

n
fan

s
le

p
aie

d
e

s
so

in
s

q
u
’il

le
u

r
re

n
d
,

e
t

q
u

e
d

an
s

l’E
tat

le
p

laisir
d
e

co
m

m
an

d
e

r

��
�
�
�
�
�

ce
t

am
o

u
r

q
u

e
le

ch
e

f
n
’a

p
as

p
o

u
r

se
s

p
e

u
p

le
s.(

O
.C

.
p

3
5

2)

(

�)

「
衆
人
相
倚
為
二

一
体
一

、
将
二

議
而
発
一レ

令
、
即
君
也
、
非
二

別
置
レ

尊
奉

之
一レ

」(

①
九
三
）

(

	)

「
衆
共
議
所
レ

定
、
在
二

人

一々

、
必
不
レ

可
レ

不
二

遵
踏
一

焉
、
人
々
皆
一
身
而
両
職
、
故
其
為
レ

君
所
レ

定
、
為
レ

臣
レ

不
レ

可
レ

不
レ

循
レ

之
、

若
為
レ

不
レ

循
、
是
一
人
而
背
二

于
衆
一

、
臣
而
背
二

于
君
一

也
」(
同
前)

、
た
だ
し
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

(


)

日
本
に
お
い
て
臣
の
君
主
に
対
す
る
絶
対
的
な
忠
誠
を
説
く
も
の
と
し
て
、
浅
見
絅
斎
『
靖
献
遺
言
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
は
、「
古
今
忠
臣
義
士
、
素
定
の
規
、
臨
絶
の
音
、
衰
頽
危
乱
の
時
に
見
れ
て
、
青
史
遺
編
の
中
に
表
す
る
者
八
人
〔
屈
原
、
諸

葛
亮
孔
明
、
陶
潜
、
顔
真
卿
、
文
天
祥
、
謝
枋
得
、
劉
因
、
方
孝
孺

引
用
者
注]

」
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
人
が
見
習
う
べ
き
も
の
と

し
て
中
国
に
お
け
る

｢

忠
臣｣

に
つ
い
て
論
じ
る
。
同
書
は
、
絅
斎
の
師
山
崎
闇
斎
の
学
問
を
継
承
し
て
お
り
、
後
に
吉
田
松
陰
を
は
じ
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め
幕
末
の
志
士
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
絅
斎
が
同
書
で
主
眼
に
置
く
こ
と
は
、「
正
統
」
論
と
「
中
国
」
論
で
あ
る
。
中
国
は
正
統

が
乱
れ
る
が
日
本
に
お
い
て
の
み
そ
の
純
正
が
保
た
れ
て
お
り
、
君
臣
の
大
綱
も
天
地
開
闢
以
来
不
変
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
こ
そ
が
「
中
国
」
で
あ
り
（
同
様
の
観
念
は
、
山
鹿
素
行
『
中
朝
事
実
』
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る)

、｢

一
旦
革
命
が
行
わ

れ
た
国
に
於
い
て
は
、
最
早
純
粋
に
於
け
る
正
統
は
存
在
」
し
な
い
の
で
あ
る
。
絅
斎
に
よ
る
と
中
国
に
お
い
て
は
日
本
と
異
な
り
君
臣

の
義
は
し
ば
し
ば
乱
れ
る
。
し
か
し
危
急
存
亡
の
秋
に
あ
っ
て
も
、
節
義
を
守
っ
た
者
と
し
て
上
記
の
八
人
を
絅
斎
は
挙
げ
る
。
以
上
の

諸
点
か
ら
も
、
中
国
に
お
け
る
君
臣
関
係
は
解
消
で
き
る
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
革
命
」
も
ま
た
是
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

な
お
『
靖
献
遺
言
』
か
ら
の
引
用
、
お
よ
び
そ
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
浅
見
絅
斎
（
著)

、
近
藤
圭
吾
（
訳
注
）『

靖
献
遺
言』

、
講
談
社

学
術
文
庫
、
二
〇
一
八
年
に
拠
っ
た)

。

(

�)

「
至
二

於
為
レ

君
所
レ

定
而
亦
為
レ

君
改
一レ

之
、
則
十
易
レ

之
不
レ

為
レ

病
矣
、
何
也
、
君
也
者
、
衆
相
合
所
レ

成
、
常
々
而
一
職
、
不
レ

可
二

得
而
分
別
一

、
…
夫
自
レ

我
興
レ

之
矣
、
而
不
レ

得
二

自
レ

我
廃
一レ

之
、
則
天
下
豈
有
二

是
理
一

哉
」(

①
九
三－

九
四
）

(

�)

「
民
約
既
成
、
邦
国
既
立
、
…
凡
与
二

此
約
一

者
、
其
為
レ

君
発
レ

令
、
与
二

為
レ

臣
承
一レ

命
、
並
不
レ

可
レ

不
二

常
相
共
致
一レ

助
、
是
固
義
之

所
レ

在
、
而
亦
利
之
所
レ

存
也
」(

①
九
四
）

(

�)

「
為
レ

君
出
レ

令
、
能
不
レ

違
二

于
義
一

乎
、
為
レ

臣
必
享
二

之
利
一

焉
、
為
レ

臣
挙
レ

職
、
能
不
レ

背
二

于
道
一

乎
、
為
レ

君
必
獲
二

之
福
一

焉
」(

同

前
）

(

�)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
前
掲
論
文
を
参
照
。

(

�)

「
君
云
臣
云
、
初
非
レ

有
二

両
人
一

也
、
夫
君
合
レ

衆
而
成
、
則
君
之
所
レ

利
、
必
衆
之
所
レ

利
、
無
レ

有
二

相
抵
一

」(

①
九
四
）

(

�)

例
え
ば
、「
君
臣
有
義
」(『

孟
子
』
滕
文
公
章
句
）
を
参
照
。

(

�)

伝
統
的
な
儒
学
観
で
は
、「
君
者
出
令
者
也
」(

韓
愈
『
原
道』
）
即
ち
、
法
と
は
君
よ
り
生
じ
る
の
で
あ
る
（
揚
鶴
皋
『
中
国
法
律

思
想
史

上』

、
湘
潭
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
一
頁
を
参
照)
。

(

	)

『
社
会
』
に
お
い
て
「
立
法
者
」
は
い
か
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
登
場
す
る
の
か
。
共
和
国
を
つ
く
る
た
め
な
の
か
、
そ
れ
と
も
人
民

自
身
に
よ
っ
て
共
和
国
を
つ
く
っ
た
あ
と
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
後
に
議
論
す
る
。
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(

�)

宮
村
治
雄

『

開
国
経
験
の
思
想
史

兆
民
と
時
代
精
神』

、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
一
一
四
頁

(
�)

平
岡
編
、
前
掲
書
、
二
六
三
頁

(
�)
佐
藤
真
之
「
共
和
国
の
倫
理
学
―：

ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
に
お
け
る
「
立
法
者
」｢

習
俗
」｢

市
民
宗
教
」
の
可
能
性
」(『

エ
テ
ィ

カ
』
第
一
号
、
慶
應
義
塾
大
学
倫
理
学
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年)

、
三
三
頁

(

�)

平
岡
、
前
掲
書
、
二
四
五
頁
。A

fin
d

o
n

c
q

u
e

le
p

acte
so

cial
n

e
so

it
p

as
u

n
v

ain
fo

rm
u

laire
,
[

二
〇
八]

il
re

n
fe

rm
e

tacite
m

e
n

t
ce

t
e

n
g

ag
e

m
e

n
t

q
u

i
se

u
l

p
e

u
t

d
o

n
n

e
r

d
e

la
fo

rce
au

x
au

tre
s,

q
u

e
q

u
ico

n
q

u
e

re
fu

se
ra

�������
	

la

����

�
���

�����

y
se

ra
co

n
train

t
p

ar
to

u
t

le
co

rp
s
:

ce
q

u
i

n
e

sig
n

ifie
au

tre
ch

o
se

,
sin

o
n

q
u
’o

n
le

fo
rce

ra
�����

lib
re
(

O
.C

.
p

3
6

4)

(

�)

桑
瀬
章
二
郎
「
例
外
的
個
人
の
承
認
の
問
題：

ル
ソ
ー
の
立
法
者
の
概
念
」(『

仏
文
研
究：

E
tu

d
e

s
d
e

L
an

g
u

e
e

t
�
�����

��

�
���

�����
�

』
二
六
巻
、
京
都
大
学
フ
ラ
ン
ス
語
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
会
、
一
九
九
五
年)

、
四
九
頁

(

�)

佐
藤
、
前
掲
「
共
和
国
の
倫
理
学｣

、
三
一
頁

(

�)

「
是
故
欲
レ

防
三

民
約
之
或
堕
二

空
文
一

、
必
当
レ

有
三

一
項
挿
在
二

其
中
一

、
曰
、
若
有
レ

人
不
三

肯
循
二

法
令
一

、
衆
共
出
レ

力
、
必
使
レ

循
而

後
止
、
曰
、
若
レ

是
則
、
無
三

乃
害
二

於
人
之
自
由
権
一

乎
、
曰
、
不
レ

然
、
正
強
令
三

人
保
二

自
由
権
一

云
爾
、
何
也
、
凡
民
約
之
本
旨
、
在
レ

令
下

人
々
奉
二

衆
之
命
令
一

、
而
無
上
レ

蒙
二

人
之
抑
制
一

、
故
循
二

夫
法
令
一

、
即
所
三

以
遠
二

抑
制
之
禍
一

也
、
今
是
人
乃
敢
背
二

于
約
一

、
故
迫
令
二

其
必
履
一レ

之
者
、
正
欲
三

其
遠
二

抑
制
之
禍
一

焉
耳
」(
①
九
五-

九
六
）

(

	)
C

o
m

m
e

n
t

u
n

e
m

u
ltitu

d
e

av
e

u
g

le
q

u
i

so
u

v
e

n
t

n
e

sait
ce

q
u
’e

lle
v

e
u

t,
p

arce
q

u
’e

lle
sait

rare
m

e
n

t
ce

q
u

i
lu

i
e

st
b

o
n
,

�
�
�
��
�
�����

���
d
’e

lle
-�

�
�
�

u
n

e
e

n
tre

p
rise

au
ssi

g
ran

d
e

au
ssi

d
ifficile

q
u
’u

n
�����

�
d
e
����������

?
D

e
lu

i-�
��

�
le

p
e

u
p

le

v
e

u
t

to
u

jo
u

rs
le

b
ie

n
,

m
ais

d
e

lu
i-�

�
�
�

il
n

e
le

v
o

it
p

as
to

u
jo

u
rs.(

O
.C

.
p

3
8

0)

(


)
Il

fau
t

o
b

lig
e

r
le

s
u

n
s
	

co
n

fo
rm

e
r

le
u

rs


����

��
	

le
u

r
raiso

n
;

il
fau

t
ap

p
re

n
d

re
	

l’au
tre

	
���

�
����

ce
q

u
’il

v
e

u
t.

A
lo

rs

d
e

s
��
�
��
�e

s
p

u
b

liq
u

e
s
��
��
��

l’u
n

io
n

d
e

l’e
n

te
n

d
e

m
e

n
t

e
t

d
e

la

����

�
d

an
s

le
C

o
rp

s
so

cial,
d
e
-�	

l’e
x

act
co

n
co

u
rs

d
e

s
p

ar-

tie
s,

e
t

e
n

fin
la

p
lu

s
g

ran
d

e
fo

rce
d

u
to

u
t.
�
���	

����
�
��

la
�
�������

d
’u

n
�
��������

�.

（
同
前
）

(

�)

「
庸
衆
人
貿
々
無
智
、
往
々
不
レ

知
三

可
レ

欲
之
為
二

何
物
一

、
而
能
自
膺
下

造
二

為
律
例
一

之
大
業
上

、
天
下
果
有
二

若
事
理
一

乎
、
夫
民
常
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求
レ

利
レ

己
、
而
不
三

常
知
二

利
所
一レ

在
、
且
彼
公
志
雖
二

常
赴
一レ

正
也
、
其
所
レ

発
レ

之
之
智
、
則
不
レ

能
二

常
明
無
一レ

失
…
凡
民
之
各
顧
二

其
私
一

也
、
目
能
見
二

公
益
一

、
或
不
二

肯
取
一レ

之
、
而
其
協
レ

意
議
レ

事
也
、
心
実
欲
二

公
益
一

、
或
不
レ

能
レ

見
レ

之
、
是
以
目
見
二

公
益
一

者
、
不
レ

可
レ

不
レ

俾
下

之
因
二

其
智
之
所
一レ

見
而
必
行
上
レ

之
、
心
欲
二

公
益
一

者
不
レ

可
レ

不
レ

俾
下

之
識
中

其
益
之
所
上
レ

存
、
夫
如
レ

是
、
然
後
衆
智
明
、
而
志

与
レ

行
副
焉
、
然
後
民
相
輯
和
、
而
邦
基
堅
固
焉
、
此
数
者
皆
所
二

以
不
一レ

可
レ

不
レ

須
二

制
作
者
一

也
」(

①
一
二
七－

一
二
八
）

(

�)

山
田
、
前
掲
書
、
一
九
一
頁

(

�)

「
造
二

為
律
例
一

者
、
制
作
者
之
事
也
、
蓋
制
作
者
、
受
二

民
托
一

、
制
二

為
律
例
一

、
授
二

之
民
一

民
従
著
為
二

邦
典
一

、
是
知
、
律
例
雖
レ

成
二

制
作
者
之
手
一

、
而
採
二

用
之
一

与
レ

否
、
独
民
之
所
レ

任
、
他
人
不
レ

得
レ

与
」(

①
一
二
九
）

(

�)

「
律
例
也
者
、
所
三

以
経
二

邦
国
之
務
一

、
関
�
極
大
、
非
下

智
慮�

出
二

衆
人
之
上
一

者
上

、
不
レ

能
レ

為
レ

之
、
而
民
之
無
智
、
爰
以
当
二

是

任
一

」(

①
一
二
八
）

(

�)

山
田
、
前
掲
書
、
一
九
一－
一
九
二
頁

(

�)

「
今
婁
騒
乃
云
、
民
自
為
二

律
例
一

、
他
無
レ

所
レ

受
二

羈
束
一

、
勿
レ

論
下

其
有
二

所
謂
帝
者
一

、
有
二

所
謂
王
者
一

、
与
上
レ

無
レ

之
、
皆
曰
二

之

自
治
之
国
一

、
此
言
也
、
遽
聞
レ

之
如
二

甚
奇
一

、
徐
考
レ

之
、
莫
レ

明
二

于
此
一

、
何
者
、
民
既
自
操
下

造
二

為
律
例
一

之
権
上

焉
、
則
所
謂
帝
者
、

所
謂
王
者
、
皆
不
レ

過
レ

為
二

一
長
吏
之
類
一

、
而
初
無
レ

害
二

於
我
之
自
為
一レ

治
也
」(

①
一
二
六－

一
二
七
）

(

�)

山
田
、
前
掲
書
、
一
八
八
頁

(

	)

同
前
、
一
八
〇
頁

(


)

「
蓋
自
天
降
生
民
、
則
既
莫
不
与
之
以
仁
義
礼
智
之
性
矣
。
然
其
気
質
之
稟
或
不
能
斉
、
是
以
不
能
皆
有
以
知
其
性
之
所
有
而
全
之

也
。
一
有
聡
明
睿
智
能
尽
其
性
者
出
於
其
間
、
則
天
必
命
之
以
為
億
兆
之
君
師
、
使
之
治
而
教
之
、
以
復
其
性
。
此
伏
羲
、
神
農
、
黄
帝
、

堯
、
舜
、
所
以
継
天
立
極
、
而
司
徒
之
職
、
典
楽
之
官
所
由
設
也｣
。
人
は
仁
義
礼
智
信
と
い
う
「
性
」
を
先
天
的
に
有
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
れ
を
「
理
」
と
も
い
う
。
朱
子
学
で
は
人
間
は
「
理
」
を
体
現
し
た
人
格
者
で
あ
る
聖
人
に
な
れ
る
と
す
る
が
、「
気
質
」
を

受
け
て
い
る
が
た
め
に
現
実
に
は
そ
う
に
は
な
ら
な
い
。
天
は
、「
性
」
を
完
全
に
維
持
・
発
揮
す
る
よ
う
な
人
間
を
天
子
と
し
て
指
名

し
、
全
人
類
の
教
師
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
任
務
は
、
単
に
統
治
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
民
を
教
化
す
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る
こ
と
で
人
類
を
本
来
の
道
徳
性
に
回
帰
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
天
子
と
し
て
上
記
の
五
人
が
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
天
に

代
わ
っ
て
治
教
を
行
う
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
官
職
、
即
ち
司
徒
の
官
や
典
楽
の
官
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
司
徒
と
は
教
化
を
司
る
官
、

典
楽
は
音
楽
に
よ
っ
て
教
化
を
司
る
官
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
『
周
礼
』
と
『
書
経
』
に
由
来
す
る
役
職
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
天
子
に
よ
っ

て
指
導
さ
れ
た
政
府
が
「
儒
教
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
し
て
想
定
さ
れ
る
（
以
上
、『
大
学
章
句
』
序
の
原
文
、
読
み
下
し
文
、
お
よ
び
そ

の
解
説
に
つ
い
て
は
全
て
島
田
虔
次
『
大
学
・
中
庸』

、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
、
一－

五
頁
に
よ
っ
た)

。

(

�)

狩
野
直
樹
『
清
朝
の
制
度
と
文
学』

、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
四
年
、
二
七
七
頁
、
お
よ
び
寺
田
浩
明
『
中
国
法
制
史』

、
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
七－

八
頁

(

�)

浅
古
弘
・
伊
藤
孝
夫
・
植
田
信
廣
・
神
保
文
夫
編
『
日
本
法
制
史』

、
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
一
七
頁

(

�)

高
谷
知
佳
・
小
石
川
裕
介
編
『
日
本
法
史
か
ら
何
が
み
え
る
か
―
法
と
秩
序
の
歴
史
を
学
ぶ』

、
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
、
一
五
頁

(

�)

同
前
、
一
九
頁

(

�)

石
岡
浩
・
川
村
康
・
七
野
敏
光
・
中
村
正
人
『
史
料
か
ら
み
る
中
国
法
史』

、
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
一
四
頁

(

�)
Il

fau
t

d
o

n
c

d
e

s
co

n
v
e

n
tio

n
s

e
t

d
e

s
lo

is
p

o
u

r
u

n
ir

le
s

d
ro

its
au

x
d

e
v

o
irs

e
t

ram
e

n
e

r
la

ju
stice

�
so

n
o

b
je

t.(
O

.C
.

p
3

7
8)

(

�)

「
為
レ

国
者
、
道
徳
之
不
レ

足
レ

恃
、
而
必
相
約
立
二

例
規
一

、
違
則
有
レ

罰
、
夫
然
後
義
与
レ

利
相
合
、
而
所
謂
道
徳
、
亦
得
レ

行
二

其
間
一

矣
」(

①
一
二
三
）

(

	)

「
道
理
也
者
純
一
無
雑
、
万
古
不
レ

易
、
非
下

待
二

律
例
一

而
後
生
上

」(

同
前
）

(


)

「
人
之
有
二

良
智
一

、
判
二

別
正
不
正
一

、
無
レ

有
二

失
錯
一

、
所
謂
道
徳
也
、
然
道
徳
以
三

其
無
二

賞
罰
之
柄
一

、
君
子
競
業
、
唯
良
智
是
聴
、

不
二

敢
為
一レ

悪
、
而
小
人
肆
然
自
恣
二

法
度
之
外
一

、
則
是
君
子
常
蒙
レ

害
、
而
小
人
常
享
レ

利
、
故
道
徳
亦
未
レ

足
二

頼
以
為
一レ

治
、
而
律
例

終
不
レ

可
レ

不
レ

設
」(

①
一
二
三－

一
二
四
）

(

�)

山
田
、
前
掲
書
、
一
七
九－

一
八
〇
頁

(

�)

徳
治
主
義
を
志
向
す
る
兆
民
の
姿
勢
を
最
も
著
し
く
確
認
で
き
る
の
は
、「
原
政
」
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。｢

原
政
」
は
、
兆
民
が
学

ん
だ
高
谷
龍
洲
の
経
営
す
る
済
美
黌
が
発
行
し
て
い
た
雑
誌
『
奎
運
鳴
盛
録
』
に
明
治
一
一
年
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
兆
民
は
次
の
よ
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う
に
述
べ
る
。「
政
之
所
レ

為
二

帰
趣
一

、
果
安
在
哉
、
在
三

乎
使
二

民
無
一レ

用
二

於
政
一

矣
、
…
民
之
安
二

於
徳
一

、
法
令
不
レ

設
而
可
也
、
囹
圄

不
レ

置
而
可
也
、
兵
戈
不
レ

用
而
可
也
、
誓
盟
不
レ

結
而
可
也
、
又
何�

々
乎
用
レ

政
之
為
、
此
固
聖
人
之
所
レ

期
也
、
曰
使
三

民
移
二

于
善
一

如
二

之
何
一

、
曰
教
レ

之
以
二

道
義
一

、
教
レ

之
以
二

道
義
一

者
、
三
代
之
法
也
、
誘
レ

之
以
二

工
芸
一

者
、
西
土
之
術
也
、
…
若
夫
三
代
之
法
則
不
レ

然
、
学
校
之
設
、
自
二

国
都
一

以
達
二

閭
閻
一

、
而
其
所
二

以
為
一レ

教
、
曰
君
臣
之
義
也
、
父
子
之
親
也
、
夫
婦
之
別
也
、
長
幼
之
序
也
、
朋

友
之
信
也
、
是
皆
莫
レ

非
下

所
二

以
修
レ

身
治
一レ

人
者
上

、
以
レ

故
民
嚮
二

往
于
徳
義
一

、
而
不
下

為
二

利
欲
一

侵
乱
上

、
夫
民
嚮
二

往
于
徳
義
一

、
則
浸

漬
積
累
之
効
、
可
三

以
達
二

于
至
善
之
地
一

矣
、
可
三

以
造
二

于
自
治
之
域
一

矣
」(

⑪
一
五－

一
六)

。
同
稿
は
、
ル
ソ
ー
の
『
学
問
芸
術
論
』

を
下
敷
き
に
書
か
れ
て
お
り
、
西
洋
的
な
技
芸
で
は
な
く
、
東
洋
的
道
義
、
即
ち
「
三
代
の
法
」
に
よ
っ
て
民
に
善
が
齎
さ
れ
る
と
主
張

す
る
。
究
極
的
に
は
、
政
は
不
要
で
あ
る
と
兆
民
は
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
「
原
政
」
は
彼
の
徳
治
主
義
を
窺
う
う
え
で
も
重
要
な
論

説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
深
く
考
察
し
な
い
。

(

�)

「
教
養
か
ら
う
ま
れ
で
て
く
る
徳
な
し
に
は
、
世
の
な
か
で
な
に
ご
と
も
、
…
決
し
て
達
成
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
（
Ｍ
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
（
著)

、
木
全
徳
雄
（
訳
）『
儒
教
と
道
教』

、
創
文
社
、
一
九
七
一
年
、
二
六
九
頁
）

(

�)

渡
辺
、
前
掲
『
日
本
政
治
思
想
史』
、
二
二
頁

(

�)

「
天
下
有
道
、
小
徳
役
大
徳
、
小
賢
役
大
賢
、
天
下
無
道
、
小
役
大
、
弱
役
強
。
斯
二
者
天
也
。
順
天
者
存
、
逆
天
者
亡
」(

内
野
、

前
掲
書
、
二
四
八
頁
）

(

�)

「
有
道
之
世
、
人
皆
修
徳
、
而
位
必
称
其
徳
之
大
小
、
天
下
無
道
、
人
不
修
徳
、
則
但
以
力
相
役
而
已
。
天
者
、
理
勢
之
当
然
也
」

(『

孟
子
集
注
』
離
婁
上
）

(

�)

島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学』

、
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
、
三
五
頁

(

�)

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
不
断
の
学
習
に
よ
る
ほ
か
は
、
つ
ま
り
、
文
献
的
勉
学
に
よ
る
ほ
か
は
、
達
成
さ
れ
え
な
か
っ
た
。『
君
』
子
は

反
省
し
、
ま
た
た
え
ず
、
か
つ
つ
ね
に
改
め
て
『
勉
学
』
す
る
」
者
と
し
て
君
子
を
定
義
す
る
（
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
前
掲
書
、
二
七
二

頁)

。

(

�)

こ
の
発
想
は
陽
明
学
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
王
陽
明
『
伝
習
録
』
は
「
学
者
学
聖
人
不
過
是
去
人
欲
而
存
天
理
耳
。
猶
錬
金
而
求
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其
足
色
。
金
之
成
色
、
所
争
不
多
、
則
�
錬
之
工
省
、
而
功
易
成
。
成
色
愈
下
、
則
�
錬
愈
難
。
人
之
気
質
、
清
濁
粋
駁
、
有
中
人
以
上

中
人
以
下
。
其
於
道
、
有
生
知
安
行
・
学
知
利
行
。
其
下
者
、
必
須
人
一
己
百
、
人
十
己
千
、
及
其
成
功
則
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
才

能
力
量
の
点
で
い
か
に
劣
等
な
人
間
で
も
、
そ
の
努
力
を
成
し
遂
げ
た
と
き
、
人
格
的
に
は
等
し
く
聖
人
」
に
な
れ
る
と
主
張
す
る
（
吉

田
公
平
『
王
陽
明
「
伝
習
録
」
を
読
む』

、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
九
三－

九
五
頁
を
参
照)

。

(

�)

「
孟
子
曰
、
以
力
仮
仁
者
覇
、
覇
必
有
大
国
、
以
徳
行
仁
者
王
、
王
不
待
大
、
…
以
力
服
人
者
非
心
服
也
、
力
不
贍
也
、
以
徳
服
人

者
、
中
心
悦
而
誠
服
也
、
七
十
子
之
服
孔
子
也
」(

内
野
、
前
掲
書
、
一
〇
四
頁
）

(

�)

「｢

義
」
と
「
利
」
の
一
致
に
賭
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、「
士
」
と
「
農
工
商
」
の
一
致
で
あ
り
、「
職
分
」
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
把
握

さ
れ
る
身
分
制
の
解
体
と
と
も
に
、
主
権
者
を
ひ
と
つ
の
「
職
分
」
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
だ
っ
た
」
と
す
る
よ
う
に
、
兆
民
が
用
い
る

「
士
」
は
日
本
の
そ
れ
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
（
嘉
戸
一
将
『
主
権
論
史』

、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
、
一
四
三
頁)

。
し
か
し
、
兆

民
が
儒
学
的
な
枠
組
み
で
「
君
」｢
臣
」
関
係
を
措
定
し
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
日
本
的
な
職
分
と
し
て
の

｢

士｣

で
は
な
く
、
む

し
ろ
儒
学
が
い
う
と
こ
ろ
の

｢

士｣
で
あ
る
と
本
稿
は
考
え
る
。
む
ろ
ん
、
近
世
ま
で
の
家
職
制
国
家
に
馴
染
ん
で
い
た
人
々
に
と
っ
て
、

｢

民
」
で
あ
っ
て
も
主
権
者
た
り
得
る
と
い
う

『

訳
解』

の
内
容
に
惹
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
兆
民
は
君
、
臣
、
民
の
階
層
を
固

定
的
な
も
の
と
し
て
み
な
し
て
い
な
い
。
兆
民
の
訳
訳

｢

士｣

に
つ
い
て
は
別
稿
で
具
体
的
に
論
じ
よ
う
と
思
う
。

(

�)

渡
辺
浩
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学

増
補
新
装
版』

、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
九
七
頁

(

�)

同
前

(

�)

「
為
天
地
立
心
、
為
生
民
立
道
、
為
去
聖
継
絶
学
、
為
万
世
開
太
平
」(

市
川
安
司
『
近
思
録』

、
明
治
書
院
、
一
九
七
五
年
、
一
四

七
頁
）

(

�)

野
口
、
前
掲
書
は
、
徳
川
前
期
か
ら
幕
末
を
経
て
北
一
輝
に
至
る
ま
で
の
『
孟
子
』
受
容
の
問
題
を
時
系
列
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。
天
下
か
ら
見
放
さ
れ
た
君
主
を
放
伐
し
て
も
よ
い
か
と
い
う
危
険
思
想
に
オ
ブ
ラ
ー
ト
を
か
ぶ
せ
る
か
た
ち
で
近
世
朱
子
学
は
と
お

し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
純
粋
朱
子
学
を
目
指
し
た
山
崎
闇
斎
学
派
に
お
け
る
「｢

修
正
主
義
」
派
と
「
教
条
主
義
」
派
と
の
対

立
は
、
い
つ
か
お
の
ず
と
朱
子
学
本
流
に
よ
る
放
伐
思
想
の
衛
生
無
害
化
を
押
し
流
す
、
つ
ま
り
、
せ
っ
か
く
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
を
は
が
す
」
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こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
幕
末
の
水
戸
学
に
至
っ
て
「
徳
川
幕
府
は
放
伐
否
定
思
想
に
よ
っ
て
事
実
上
「
放
伐
」
さ
れ
る
と
い
う
論
理
の

反
転
に
遭
遇
す
る｣

（
同
、
一
二
頁)

と
、
江
戸
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
『
孟
子
』
に
お
け
る
放
伐
問
題
を
同
書
で
は
描
か
れ
て
い

る
。
天
皇
が
存
在
す
る
日
本
に
お
い
て
『
孟
子
』
は
厄
介
な
書
物
で
あ
っ
た
。『
孟
子
』
を
舶
載
し
た
船
は
日
本
に
近
づ
く
と
沈
没
す
る

と
い
う
伝
説
が
う
ま
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
孟
子
が
「
革
命
思
想
家
」
と
み
な
さ
れ
る
の
は
近
世
初
頭
か
ら
で
あ
っ
た
（
同
、
六
頁)

。

つ
ま
り
、
日
本
人
に
よ
る
『
孟
子
』
に
対
す
る
批
判
・
忌
避
は
上
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
は
そ
の
よ
う
な
痕
跡
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、

「
近
世
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
…
孟
子
に
対
す
る
批
判
が
囂
々
と
し
て
生
じ
て
き
た
」
の
で
あ
っ
た
（
井
上
、
前
掲
書
、
六
〇
六
、
お

よ
び
六
〇
八
頁)
。
こ
れ
に
よ
り
、『
孟
子
』(

孟
軻
）
は
、
果
た
し
て
仁
義
道
徳
を
説
い
た
「
王
道
」
即
ち
モ
ラ
リ
ス
ト
か
、
そ
れ
と
も

「
革
命｣

、
即
ち
革
命
煽
動
家
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
論
争
、
い
わ
ば
「
孟
子
問
題
」
が
主
に
近
世
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

（
野
口
、
前
掲
書
、
九－
一
〇
頁)

。
本
稿
で
は
、
兆
民
が
『
訳
解
』
で
『
孟
子
』
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
彼
も
ま
た
「
孟
子

問
題
」
に
直
面
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
に
留
め
る
。
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Kun (君) et Shin (臣) en Minyaku-yaku-kai

par ������Nakae :

Une intersection de Du Contrat Social et le confucianisme

Yutaka TANAKA

Cet article se concentre sur “Kun” (君) et “Shin” (臣) �	�
����par

������Nakae en Minyaku-yaku-kai (民約訳解). ������������	�ces

termes ont �	�����������comme des traductions de “souverain” et “sujet”

en Du Contrat Social. Inutile de dire que cela ressort clairement de la

comparaison avec l’original. Cet article va �����
�de cela et examine les

�����que ������a �����
���en deux mots. Cela a ����
�que “Kun” et

“Shin” incluaient ���
����	le sens de l’homme nobel (����� 
!
君子) dans la

�����������������"

Les confucianistes croient que “君” (l’empereur chinois) et “臣” (savant-

bureaucrate chinois) doivent #	��l’homme nobel. L’empereur doit travailler

avec le savant-bureaucrate pour ���
�����le $����#	��du peuple. En

d’autres termes, l’un des ��
��que devrait jouer l’empereur est la ���
��

��	���du populisme ���������"Mais le confucianisme ne mentionne pas les

������������	�����de type Rousseau qui accordent la ����������	�au

peuple. Dans le cas de �������il soutient que le “Min” (民 le peuple) peut

#	���la fois “Kun” et “Shin” parce qu’ils sont l’homme nobel. Et puisque

“Kun” et “Shin” sont aussi l’homme nobel, ils sont �������comme ceux qui

peuvent faire et �$����la loi. Par ���������	�le peuple est souverain et le

pouvoir 
����
�	��lui appartient. Ainsi, les mots “Kun” et “Min” �	�
����par

������ne sont pas seulement des traductions, mais incluent ���
����	le

sens de l’homme nobel.

L’argument de ������selon lequel un “Min” peut #	��un “Kun” ou un

“Shin” implique ���
����	qu’il �������la vieille ����
�	���de style chinois

(%&'&�����&��易姓革命). Cela signifie le changement de dynastie qui est

�������par le Ciel (	����天). Selon Mencious (()*+,-
!

孟子), lorsque
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l’empereur sortant se trouve ��������de vertu morale, l’expulsion ou

l’abdication (d’un empereur chinois) en faveur d’un successeur vertueux

(par opposition	un
������) est���������Dans le cadre du confucianisme,

la ����������est le seul moyen �������pour les gens et les �������

bureaucrates de devenir l’empereur, mais �
����ne le raconte pas du tout.

En d’autres termes, “Min” peut devenir “Kun” (souverain) sans la

�����������Cependant, on ne peut pas conclure que�
����n’est pas���au

confucianisme, ��� s’il ����� la �����������C’est parce que de

nombreux ����������������au Japon avaient ����ou ������la �������

����en acceptant Mencious qui �������la �����������Dans cet esprit,

�
�����qui utilise beaucoup de Mencious 	Minyaku-yaku-kai, a �������

������������au “�������Mencious”, un �������majeur pour accepter

Mencious dans l’histoire de la ����japonaise. Bien que cet article ne

discute pas ����������du “�������Mencious” 	�
����, j’ai ��������

que cette question est importante dans l’examen de la ����������	

Minyaku-yaku-kai (cela sera ������dans un autre article). Comme ���

������ci-dessus, Minyaku-yaku-kai������que les gens sont��������sur la

base de la division ���������(“Kun”, “Shin” et “Min”), les trois sont

�������comme l’homme nobel, et que la����������est�������En d’autres

termes, �
����accepte Du Contrat Social en tant que confucianiste.
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