
中
江
兆
民
は
な
ぜ
『
民
約
訳
解
』
を
漢
文
で
書
い
た
の
か
？

西
周
『
利
学
』
と
の
比
較
の
視
点
か
ら

田

中

豊

は

じ

め

に

中
国
思
想
研
究
者
の
中
江
丑
吉
は
、
生
前
の
父
に
つ
い
て
「
お
や
じ
は
漢
文
も
シ
ナ
人
が
見
て
お
か
し
く
な
い
の
が
書
け
た
」
と

回
顧
し
て
い

（
１
）

る
。
彼
の
「
お
や
じ
」
と
は
、
明
治
の
思
想
家
で
あ
り
ジ
ャ
ン＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
のD

u
C
ontratSocialou

Prin-

cipes
du
droit

politique

（
以
下
『
社
会
契
約
論
』
と
称
す
）
を
「
堂
々
た
る
本
格
的
漢
文
」
で
翻
訳

（
２
）

し
、『
民
約
訳
解
』（
以
下

『
訳
解
』
と
称
す
）
と
題
し
た
中
江
兆
民
（
一
八
四
七
│
一
九
〇
一
）
の
こ
と
で
あ
る
。
高
尚
な
漢
文
で
書
か
れ
た
『
訳
解
』
は
、

事
実
、
若
干
の
修
正
を
経
て
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
人
々
に
お
い
て
も
読
ま
れ
た
（「
東�

洋�

の�

ル
ソ
ー
」
と
い
う
名
辞
は
そ
の
こ
と
と

無
関
係
で
は
な

（
３
）

い
）。
し
か
し
、
な
ぜ
『
訳
解
』
が
漢
文
で
書
か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
訳
者
本
人
が
言
及
し
て
い
な
い
以
上
、

実
情
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
兆
民
の
思
想
に
基
づ
き
『
訳
解
』
が
漢
文
で
書
か
れ
た
意
義
を
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、

な
ぜ
『
社
会
契
約
論
』
の
み
が
漢
訳
の
対
象
と
さ
れ
た
の
か
を
本
稿
で
は
検
討
す
る
。
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多
か
れ
少
な
か
れ
東
西
思
想
の
対
比
・
対
決
の
な
か
で
成
立
し
た
日
本
近
代
思
想
に
お
い
て
、
漢
学
で
西
洋
思
想
を
摂
取
、
理
解

し
よ
う
と
し
た
兆
民
と
同
じ
く
、
西
周
（
一
八
二
九
│
一
八
九
七
）
も
こ
の
点
で
際
立
っ
て
い
る
人
物
で
あ
っ

（
４
）

た
。
と
い
う
の
も
西

は
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
のU

tilitarianism

（
以
下
『
功
利
主
義
』
と
称
す
）
を
一
八
七
七
年
に
『
利
学
』
と
題
し
、
ミ
ル
の
功
利
主

義
体
系
を
日
本
に
紹
介
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
兆
民
に
先
駆
け
て
西
洋
の
著
作
を
漢�

訳�

し
て
い
た
。『
利
学
』
に
関
す
る
先
行
研

究
に
よ
る
と
、
同
書
の
主
眼
が
「
君
子
の
哲
学
」
を
紹
介
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
た
め
、
西
は
敢
え
て
漢
文
で
書
く
こ
と
で
ミ
ル
の

政
治
思
想
を
「
君
子
」
に
向
け
て
紹
介
し
た
。
こ
の
際
に
西
は
、
徂
徠
学
に
お
け
る
「
君
子
」
を
念
頭
に
入
れ
て
い
た
た
め
、「
君

子
」
で
は
な
い
「
民
」
を
『
利
学
』
の
対
象
読
者
か
ら
外
し
た
の
で
あ
っ

（
５
）

た
。

本
稿
で
は
『
利
学
』
の
思
想
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、『
訳
解
』
も
ま
た
「
君
子
の
政
治
学
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
貫
か
れ
て
い
た

た
め
、「
君
子
」
の
言
語
で
あ
る
漢
文
で
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。「
君
子
」
や
「
士
君
子
」
と
称

さ
れ
る
当
時
の
知
識
人
は
、
当
然
に
し
て
漢
文
の
読
み
書
き
の
能
力
が
求
め
ら
れ
、
一
般
庶
民
と
は
異
な
る
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
『
訳
解
』
も
ま
た
、「
士
君
子
」
や
「
志
士
仁
人
」
と
自
負
す
る
自
由
民
権
運
動
を
担
う
人
々
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
あ
り
、

不
特
定
多
数
の
民
衆
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
今
日
ま
で
み
な
さ
れ
て
き

（
６
）

た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き

は
、
兆
民
が
考
え
る
「
君
子
」
の
具
体
的
な
意
味
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
兆
民
の
い
う
「
君
子
」

は
本
来
漢
文
が
読
め
な
い
は
ず
の
「
民
」
を
指
す
。
そ
れ
は
『
訳
解
』
に
お
け
る
、
「
民
」
が
一
様
に
「
君
子
」
と
な
る
朱
子
学
的

な
主
題
に
関
わ

（
７
）

る
。
こ
の
よ
う
な
戦
略
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
な
が
ら
兆
民
は
凡
そ
の
「
民
」
に
向
け
て
『
訳
解
』
を
漢
文
で
書
い
た
。

そ
れ
は
、
特
定
の
層
を
読
者
に
限
定
し
そ
の
他
大
勢
を
排
除
し
て
い
た
西
の
『
利
学
』
の
立
場
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
つ
ま
り

「
志
士
仁
人
」
は
、
あ
く
ま
で
も
『
訳
解
』
の
現�

実�

的�

な�

読�

者�

で
あ
っ
て
、
学
問
に
明
る
い
「
民
」
を
理�

想�

的�

な�

読�

者�

と
し
て
想
定
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し
て
い
た
。

西
周
の
漢
文
観
と
の
比
較
を
通
じ
て
『
訳
解
』
の
漢
訳
如
何
を
明
ら
か
に
す
る
本
稿
の
作
業
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
西
洋
思
想

摂
取
に
際
し
漢
文
や
儒
学
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
新
た
な
視
座
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
よ

（
８
）

う
。

一

漢
文
で
書
く
意
義

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
知
識
人
と
称
さ
れ
る
人
々
（
君
子
、
士
大
夫
、
両
班
、
等
々
）
は
、
中
国
の
古
典
や
漢
文
に
明
る
い
こ
と
が

無
条
件
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
日
本
、
琉
球
、
中
国
、
韓
国
（
朝
鮮
）、
ベ
ト
ナ
ム
（
越
南
）
な
ど
に
お
け
る
共
有
知
で
あ
り
、

各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
は
異
な
れ
ど
も
、
漢
文
を
介
し
て
意
思
の
疎
通
を
図
る
こ
と
は
容
易
に
で
き
た
。
例
え
ば
、
オ
ラ
ン

ダ
語
の
医
学
書
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
の
杉
田
玄
白
た
ち
に
よ
る
翻
訳
『
解
体
新
書
』
が
、
漢
文
で
書
か
れ
た
理
由
も
こ
の

よ
う
な
知
的
風
土
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
杉
田
玄
白
は
、「
日
本
・
唐
・
朝
鮮
・
琉
球
等
」
に
お
い
て
言
語
は
異
な
る
が
、「
漢

文
に
書
候
得
ば
、
此
等
の
国
々
」
に
は
通
用
す
る
た
め
、
「
唐
迄
も
渡
候
は
、
其
節
之
為
と
存
、
唐
音
書
に
仕
候
」
と
回
顧
し
て
い（

９
）

る
。

あ
る
い
は
、
明
治
日
本
に
亡
命
し
て
き
た
金
玉
均
の
支
援
者
で
あ
っ
た
樽
井
藤
吉
は
、「
日
本
と
朝
鮮
が
対
等
な
関
係
で
合
同
し
て

一
体
と
な
り
、＜

中
略＞

「
大
東
国
」
と
い
う
新
た
な
名
称
の
国
を
建
て
、
中
国
と
合
縦
し
て
西
洋
列
強
の
侵
略
を
防
」
ぐ
こ
と
を

主
張
し
た
『
大
東
合
邦
論
』（
一
八
九
二
年
）

（
１０
）

を
、
漢
文
で
書
い
た
。
こ
の
よ
う
な
主
義
を
有
す
る
同
書
は
、
東
ア
ジ
ア
の
知
識
人

も
読
者
と
な
っ
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
自
ず
と
漢
文
で
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
漢
文
で
書
物
を
執
筆
す
る

と
い
う
行
為
は
、
著
者
が
意
図
す
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
日
本
の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
圏
に
ま
で
読
者
を
獲
得
で
き
る
余
地
が
生

じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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ま
た
、
欧
文
を
あ
え
て
漢
文
で
翻
訳
す
る
行
為
に
お
い
て
は
書
き
手
の
便
宜
を
図
る
と
い
う
動
機
も
介
在
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

原
則
と
し
て
動
詞
の
あ
と
に
目
的
語
を
置
く
漢
文
法
が
、
し
ば
し
ば
西
洋
語
の
文
法
と
一
致
す
る
た
め
、
和
文
で
翻
訳
す
る
よ
り
も

都
合
が
よ
い
場
合
も
あ
っ
た
。
幼
少
の
頃
か
ら
漢
学
を
学
び
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
い
た
当
時
の
知
識
人
に
お
い
て
、
和
文
で

書
く
か
漢
文
で
書
く
か
は
そ
の
時
機
に
応
じ
て
使
い
分
け
れ
ば
よ
く
、
二
つ
の
文
体
に
大
き
な
隔
た
り
を
感
じ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
の
教
育
を
受
け
た

後
の
世
代
に
あ
た
る
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
生
ま
れ
の
森
林
太
郎
（
鴎
外
）
は
、

ド
イ
ツ
語
で
行
わ
れ
た
大
学
の
講
義
ノ
ー
ト
や
、
日
記
を
漢
文
で
書
い
て
い

（
１1
）

た
。
津
和
野
藩
の
御
典
医
の
家
に
生
ま
れ
た
林
太
郎
は
、

オ
ラ
ン
ダ
語
を
は
じ
め
他
の
外
国
語
に
も
触
れ
て
い
た
が
、
藩
校
（
養
老
館
）
で
四
書
五
経
な
ど
の
漢
籍
を
学
び
優
秀
な
成
績
を
収

め
て
い

（
１2
）

る
。
明
治
に
入
っ
て
も
な
お
、
固
よ
り
公
表
さ
れ
る
予
定
の
な
い
講
義
録
や
日
記
を
漢
文
で
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に

外
的
要
因
は
存
在
せ
ず
林
太
郎
本
人
の
都
合
で
し
か
な
か
っ

（
１3
）

た
。
林
太
郎
に
お
い
て
も
漢
文
は
国
語
の
一
部
で
あ
り
、
和
文
と
の
間

に
距
離
を
感
じ
る
こ
と
な
く
自
由
自
在
に
駆
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ら
の
観
点
を
兆
民
の
場
合
に
あ
て
は
め
る
と
、『
訳
解
』
が
漢
訳
さ
れ
た
の
は
、
東
ア
ジ
ア
圏
の
人
々
を
念
頭
に
入
れ
て

『
社
会
契
約
論
』
の
紹
介
を
試
み
た
た
め
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
『
訳
解
』
は
東
ア
ジ
ア
に
ま
で
伝
播
し
た
と
は
い
え
、

本
人
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
以
上
、
憶
測
の
域
を
出
な
い
。
ま
た
、
幼
少
の
頃
は
も
ち
ろ
ん
、
留
学
か
ら
の
帰
国

後
に
も
当
時
屈
指
の
漢
学
者
の
謦
咳
に
接
し
抜
群
の
漢
文
力
を
有
し
て
い
た
兆
民
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
『
社
会
契

約
論
』
を
漢
文
で
翻
訳
す
る
こ
と
は
、
互
い
の
文
法
の
類
似
性
か
ら
「
さ
ほ
ど
負
担
で
は
な
か
っ
た
」
か
も
し
れ
な

（
１4
）

い
。
し
か
し
、

文
法
の
利
便
性
と
い
う
点
に
基
づ
い
た
『
訳
解
』
の
漢
訳
如
何
に
対
す
る
説
明
は
、
兆
民
が
同
書
を
除
く
フ
ラ
ン
ス
語
の
諸
著
作
の

翻
訳
作
業
を
全
て
和
文
で
書
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
得
力
を
失

（
15
）

う
。
な
ぜ
『
訳
解
』
の
み
が
漢
文
で
書
か
れ
た
の
か
を
考
察
す
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る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
と
は
別
の
観
点
か
ら
眺
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
他
の
理
由
と
し
て
、
儒
学
の
文
脈
に
ル
ソ
ー
の
政
治
思

想
を
移
し
換
え
る
こ
と
を
企
図
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ

（
16
）

る
。
幸
徳
秋
水
に
よ
る
と
、
適
当
な
訳
語

が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
妄
り
に
「
疏
卒
の
文
字
を
製
し
て
紙
上
に
相
踵
」
ぐ
昨
今
の
翻
訳
書
に
対
し
て
兆
民
は
、
実
に
見
る
に
堪
え

な
い
し
、
読
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
嘆
い
て
い
た
。
そ
し
て
適
当
な
訳
語
は
必
ず
漢
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
よ
い
訳
書

を
拵
え
る
た
め
に
も
訳
者
自
身
が
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
漢
学
や
漢
文
で
あ
っ

（
17
）

た
。
確
か
に
、『
訳
解
』
に
お
い
て
は

『
社
会
契
約
論
』
の
用
語
が
儒
学
に
由
来
す
る
言
葉
に
置
き
換
わ
る
場
面
が
、
秋
水
の
証
言
と
お
り
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で

も
な
お
、
な
ぜ
唯
一
『
社
会
契
約
論
』
の
み
が
漢
訳
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
対
し
て
は
、
十
分
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
、
教
養
人
に
と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
儒
学
の
用
語
で
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
紹
介
す
る
な
ら
ば
、
別
段
漢
訳
で
な
く
と
も

構
わ
な
い
。
同
時
代
の
思
想
家
の
翻
訳
書
に
お
い
て
も
、
儒
学
の
言
葉
で
西
洋
の
概
念
を
説
明
し
て
い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、

彼
ら
は
漢
文
で
書
か
な
か
っ
た
（
む
し
ろ
明
治
思
想
空
間
に
お
い
て
漢
訳
と
い
う
訳
出
の
方
が
異
例
で
あ
る
）。
例
え
ば
、
明
治
初

年
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ルO

n
Liberty

の
中
村
敬
宇
に
よ
る
翻
訳
『
自
由
之
理
』
は
、
儒
学
の
文
脈
に
応
じ
て

ミ
ル
の
政
治
思
想
を
受
容
し
て
い
る
と
は
い

（
18
）

え
、
和
文
体
で
あ
っ
た
。
儒
学
者
で
あ
っ
た
敬
宇
も
ま
た
高
尚
な
漢
文
を
書
く
こ
と
が

で
き
た
と
は
い
え
、
大
久
保
一
翁
が
序
文
で
「
こ
た
ひ
を
む
り
ば
る
て
い
〔on

liberty

〕
と
い
ふ
書
を
た
れ
に
も
し
ら
る
る
詞
も

て
と
き
あ
か
さ
れ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、『
自
由
之
理
』
は
多
く
の
読
者
に
読
ま
れ
る
た
め
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い

（
19
）

た
。
つ
ま
り
敬

宇
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
ミ
ル
の
思
想
を
読
ん
で
も
ら
う
た
め
に
和
文
で
書
き
、
さ
ら
に
は
ル
ビ
を
も
付
す
と
い
う
工
夫
を

施
し
て
い

（
2０
）

た
。
一
方
『
訳
解
』
で
は
、『
自
由
之
理
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
配
慮
が
一
切
み
ら
れ
ず
、
一
般
人
の
み
な
ら
ず
教
養
人

に
お
い
て
す
ら
不
親
切
な
書
物
で
あ
っ
た
。
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先
述
の
よ
う
に
兆
民
は
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
か
ら
の
帰
国
後
、『
社
会
契
約
論
』
を
翻
訳
す
る
に
先
立
ち
高
谷
龍
洲
、
三
島
中
洲
、

岡
松
甕
谷
と
い
う
当
時
屈
指
の
漢
学
者
が
主
宰
し
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
塾
に
通
い
漢
文
の
稽
古
に
勤
し
ん
だ
。
徳
富
蘇
峰
に
よ
る
と
、

「
兆
民
故
岡
松
甕
谷
翁
に
親
炙
し
て
、
頗
る
得
る
所
あ
り
。
其
の
漢
文
を
作
る
、
高
渾
樸
実
、
其
の
傑
作
は
、
殆
ど
秦
漢
に
逼
る
」
ほ

ど
に
上
達
し

（
21
）

た
。
同
じ
く
蘇
峰
は
、「
予
は
か
ね
て
岡
松
先
生
か
ら
中
江
氏
が
仏
蘭
西
学
者
に
し
て
、
特
に
漢
文
の
達
者
な
る
事
を

聴
い
て
ゐ
た
」
と
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
甕
谷
自
身
も
兆
民
の
漢
文
を
高
く
評
価
し
て
い

（
22
）

た
。
ま
た
三
島
中
洲
は
、
自
身
が
主
宰

す
る
二
松
学
舎
の
塾
生
で
あ
っ
た
兆
民
の
作
品
（「
論
公
利
私
利
」）
に
、「
正
確
な
論
説
で
あ
り
、
漢
洋
二
つ
の
学
問
に
通
じ
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
主
張
が
で
き
る
」
と
惜
し
み
の
な
い
評
価
を
与
え
て
い

（
23
）

る
。
そ
し
て
兆
民
は
漢
学
塾
で
の
こ
う
し
た
修
業

を
糧
に
し
て
、
よ
り
一
層
の
自
信
を
も
っ
て
『
社
会
契
約
論
』
の
翻
訳
に
挑
む
の
で
あ
っ

（
24
）

た
。
そ
の
た
め
『
訳
解
』
は
、
漢
籍
が
自

由
自
在
に
使
わ
れ
る
た
め
「
一
般
人
に
は
わ
か
ら
な
く
、
し
た
が
っ
て
読
ま
れ
な
か
っ
た
」
。
つ
ま
り
『
左
伝
』、
『
易
』、
『
荘
子
』
な

ど
を
用
い
て
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
縦
横
無
尽
に
駆
使
す
る
た
め
肝
心
の
と
こ
ろ
が
分
か
ら
ず
ほ
と
ん
ど
売
れ
な
か
っ
た
、
と
小
島
祐

馬
は
述
べ

（
25
）

る
。
例
え
ば
、『
社
会
契
約
論
』
の
冒
頭
「
人
間
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
」
に
対
す
る
兆
民
訳

「
今
也
天
下
不
尽
免
徽

之
困
」
は
、『
易
経
』
の
「
係
用
徽

、
寘
于
叢
棘
、
三
歲
不
得
、
凶
」
を
踏
ま
え
て
い
な
い
と
理
解
で
き

な
い
。『
訳
解
』
の
漢
文
が
難
し
す
ぎ
る
た
め
ほ
と
ん
ど
の
人
に
読
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
れ
に
後
続
す
る
翻
訳
者
に

と
っ
て
も
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
例
え
ば
原
田
潜
に
よ
る
翻
訳
『
民
約
論
覆
義
』（
一
八
八
三
年
）

は
、
ル
ソ
ー
の
論
理
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
服
部
徳
（
訳
）『
民
約
論
』
（
一
八
七
七
年
）
に
依
拠
し
て
い
た
た

め
、
し
ば
し
ば
そ
れ
に
追
随
す
る
か
た
ち
で
論
理
破
綻
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
原
著
の
第
一
編
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
兆
民
訳
の

単
行
本
を
参
照
に
し
て
い
る
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、「
思
想
的
混
迷
を
比
較
的
ま
ぬ
が
れ
」
る
こ
と
が
で
き

（
26
）

た
。
し
か
し
第
二

六
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編
の
兆
民
訳
に
つ
い
て
は
、
掲
載
さ
れ
て
い
た
『
欧
米
政
理
叢
談
』
が
予
約
購
読
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
原
田
に
と
っ
て
事

実
上
第
一
編
の
み
し
か
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
そ
の
た
め
、
第
二
編
以
降
の
原
田
の
訳
出
は
、
益
々
混
迷
に
陥
る
こ
と

と
な

（
27
）

る
）。
狭
間
直
樹
は
、
時
間
的
に
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
の
第
二
編
の
兆
民
訳
を
参
照
し
な

か
っ
た
の
は
、
一
方
で
原
田
の
怠
惰
で
あ
る
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
他
方
で
「
参
照
の
効
果
を
あ
ま
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
、
つ
ま
り
兆
民
訳
を
十
分
に
読
み
こ
な
せ
な
か
っ
た
」
と
推
測
し
て
い

（
28
）

る
。
あ
る
い
は
、
民
権
論
を
圧
伏
す
る
こ
と
を
企
図
し

た
加
藤
弘
之
に
よ
る
転
向
の
書
と
し
て
名
高
い
『
人
権
新
説
』
に
対
す
る
多
く
の
反
駁
に
際
し
て
、
狭
間
は
『
訳
解
』
に
依
拠
し
た

も
の
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、『
訳
解
』
が
民
権
論
者
た
ち
に
十
分
に
読
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す

（
29
）

る
。
こ
の
よ
う
に

『
訳
解
』
を
と
り
ま
く
状
況
は
、
大
正
時
代
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
一
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
社
会
契
約
論
』
の

解
説
書
で
あ
る
『
民
約
論
』
の
序
文
は
、
同
書
が
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
社
会

契
約
論
』
と
い
う
「
世
界
的
名
著
が
今
か
ら
四
十
年
前
、
西
南
戦
争
の
起
っ
た
明
治
十
年
頃
か
ら
、
殆
ど
絶
版
と
な
り
、
原
書
は
云

ふ
に
及
ば
ず
、
訳
書
さ
へ
無
い
の
は
惜
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
居
た
」。
そ
し
て
、
当
時
の
図
書
館
に
あ
っ
た
の
は
「
故
中
江
兆
民

氏
の
漢
訳
の
一
部
分
が
、
雑
誌
太
陽
の
増
刊
に
掲
載
さ
れ
て
居
る
丈
」
で
あ
っ

（
3０
）

た
。
こ
の
一
節
か
ら
も
、
唯
一
手
に
す
る
こ
と
が
で

き
た
『
社
会
契
約
論
』
の
訳
書
が
漢
訳
で
あ
っ
た
た
め
、
敬
遠
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
当
代
の
知
識
人
に
と
っ

て
も
『
訳
解
』
の
漢
文
が
隘
路
で
あ
り
、
ま
し
て
や
一
般
人
に
お
い
て
同
書
は
ル
ソ
ー
理
解
に
資
す
る
も
の
で
は
到
底
な
か
っ
た
。

日
本
に
お
い
て
漢
文
が
特
別
な
地
位
を
占
め
て
い
た

後
の
世
に
問
わ
れ
た
『
訳
解
』
は
、
漢
訳
ゆ
え
に
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
同
時
に
漢
文
で
書
か
れ
た
た
め
に
高
い
評
価
を
得
た
と
い
う
矛
盾
し
た
書
物
で
あ
っ

（
31
）

た
。
そ
も

そ
も
『
訳
解
』
が
読
者
に
と
っ
て
不
親
切
で
あ
る
こ
と
は
、
高
名
な
漢
学
者
の
謦
咳
に
接
し
抜
群
の
漢
学
・
漢
文
力
を
有
し
て
い
た
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兆
民
自
身
が
誰
よ
り
も
自
覚
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
、
な
ぜ
兆
民
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
漢
文
体
に
拘
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

二

中
江
兆
民
に
お
け
る
「
君
子
」

『
社
会
契
約
論
』
に
対
し
て
、
訳
文
に
留
ま
ら
ず
適
宜
解
説
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ル
ソ
オ
思
想
と
し
て
把
握
し
た
も
の
を

能
う
か
ぎ
り
正
確
に
読
者
に
伝
達
」
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
『
訳
解
』

（
32
）

は
、
そ
の
精
度
の
高
さ
に
つ
い
て
当
時
か
ら
今
に
至
る
ま
で

高
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
『
社
会
契
約
論
』
に
忠
実
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
原
著
と
の
間
に
み
ら

れ
る
乖
離
は
往
々
、
単
な
る
意
訳
で
は
済
ま
さ
れ
そ
う
に
な
い
。
こ
の
点
は
、
以
下
に
掲
げ
る
冒
頭
部
分
か
ら
既
に
問
題
を
孕
ん
で

い
る
。

政
、
果
た
し
て
正
し
き
を
得
べ
か
ら
ざ
る
か
。
義
と
利
、
果
た
し
て
合
す
る
を
得
べ
か
ら
ざ
る
か
。
顧
う
に
人
こ
と
ご
と
く
は
君

子
な
る
こ
と
能
わ
ず
、
亦
た
こ
と
ご
と
く
は
小
人
な
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
官
を
置
き
制
を
設
く
る
、
亦
た
必
ず
道
あ

（
33
）

り
。

原
著
は
、「
人
間
を
あ
る
が
ま
ま
に
現
実
の
姿
で
と
ら
え
、
法
を
あ
り
う
る
可
能
の
姿
で
と
ら
え
た
場
合
に
、
社
会
の
秩
序
の
な

か
に
、
正
当
に
し
て
確
実
な
国
家
の
設
立
や
国
法
の
基
準
が
あ
る
か
ど
う
か
」
研
究
す
る
こ
と
が
主
題
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い（

34
）

た
。

こ
れ
に
対
し
て
『
訳
解
』
は
そ
の
主
題
を
「
政
」
が
「
正
」
で
あ
る
こ

（
35
）

と
、
お
よ
び
「
義
」
と
「
利
」
の
合
一
と
い
う
「
儒
教
的
政

治
理
念
の
根
本
命
題
」
に
置
き
換
え
、
議
論
の
再
構
築
を
試
み

（
36
）

る
。
特
に
「
義
」
と
「
利
」
の
合
一
如
何
を
『
社
会
契
約
論
』
の
主

八
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題
と
み
な
し
た
兆
民
は
、
こ
れ
に
対
し
て
終
始
「
合
す
る
」
こ
と
を
『
訳
解
』
で
主
張
し
た
。
「
義
」
と
「
利
」
の
相
克
は
、
儒
学

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
一
般
に
「
義
」
を
軽
視
す
る
飽
く
な
き
「
利
」
の
追
求
を
戒
め
る
。
「
利
」
を
求
め
る
行

為
は
「
小
人
」
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
、「
義
」
を
求
め
る
こ
と
が
「
君
子
」
と
し
て
の
振
る
舞
い
に
相
応
し

（
37
）

い
。『
訳
解
』
は
こ
う
し

た
儒
学
の
観
点
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
現
状
「
君
子
」
で
も
「
小
人
」
で
も
な
い
人
々
が
い
か
に
し
て
、
「
義
」
と
「
利
」
を
合
す

る
こ
と
が
で
き
る
「
君
子
」
に
な
り
得
る
の
か
を
論
じ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
社
会
契
約
」（
民
約
）
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
る
変
化
に
関
す
る
原
著
の
記
述
を
大
幅
に
加
筆
し
た
以
下
の
訳
文
か
ら
も
窺
え
る
。

民
約
す
で
に
立
ち
、
人
々
法
制
に
循
い
て
生
を
為
す
、
之
を
天
の
世
を
出
で
て
人
の
世
に
入
る
と
謂
う
。
夫
れ
人
ひ
と
た
び
天
世

を
出
で
て
人
世
に
入
る
、
其
の
身
に
於
い
て
変
更
す
る
と
こ
ろ
、
極
め
て
大
な
り
。
蓋
し
、
曩
に
は
直
情
径
行
、
絶
え
て
自
か
ら

検
飭
す
る
こ
と
無
く
、
血
気
の
駆
る
と
こ
ろ
、
唯
だ
嗜
慾
に
是
れ
徇
う
。
禽
獣
と
以
て
別
つ
無
き
な
り
。
今
や
事
ご
と
に
之
を
理

に
商
り
、
之
を
義
に
揆
る
。
合
す
れ
ば
則
ち
君
子
と
な
し
、
合
せ
ざ
れ
ば
則
ち
小
人
と
な
す
。
而
し
て
善
悪
の
名
、
始
め
て
指
す

可
し
。
曩
に
は
人
々
た
だ
己
を
利
せ
ん
こ
と
を
図
り
、
他
人
あ
る
を
知
ら
ず
。
今
や
利
害
禍
福
、
必
ず
衆
と
偕
に
し
、
自
か
ら
異

に
す
る
を
得
る
こ
と
無

（
38
）

し
。

ル
ソ
ー
は
、
社
会
契
約
を
結
び
自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態
へ
移
行
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
道
徳
性
や
理
性
を
人
々

が
獲
得
す
る
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
に
伴
い
、「
義
務
の
呼
び
声
は
肉
体
的
衝
動
に
、
権
利
は
欲
望
に
入
れ
替
わ
る

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
自
分
し
か
考
慮
し
な
か
っ
た
人
間
は
、
違
っ
た
原
則
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
自
分
の
好
み
に
従
う
前
に
理
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性
に
図
」
る
こ
と
が
必
要
と
な

（
39
）

る
。
兆
民
は
、
自
然
状
態
（l’étatde

nature

）
と
社
会
状
態
（l’étatcivil

）
を
そ
れ
ぞ
れ
「
天
世
」

と
「
人
世
」
と
訳
す
。
前
者
で
は
、「
直
情
径
行
、
絶
え
て
自
か
ら
検
飭
す
る
こ
と
無
く
、
血
気
の
駆
る
と
こ
ろ
、
唯
だ
嗜
慾
に
是

れ
徇
う
」
人
々
が
、「
禽
獣
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
後
者
で
は
、
み
な
が
「
事
ご
と
に
之
を
理
に
商
り
、
之
を
義
に
揆
る
」
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、「
民
約
」
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
義
」
や
「
理
」
に
物
事
（「
利
」）
を
は
か
る
能
力
を
獲
得
す
る
。
つ
ま
り

「
義
」
や
「
理
」
に
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
「
君
子
」
と
称
さ
れ
、
そ
う
で
は
な
く
「
利
」
の
み
を
追
求
す
る
者
は
「
小
人
」
と

称
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
が
「
利
」
の
み
を
追
求
す
る
「
直
情
径
行
」
な
「
禽
獣
」
の
域
か
ら
脱
却
し
、
「
義
」
を
求
め
る

「
君
子
」
と
な
る
た
め
に
は
、
互
い
に
「
民
約
」
を
結
ぶ
契
機
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な

（
4０
）

い
。
し
た
が
っ
て
「
民
約
」
を
結
び
「
官
」

や
「
制
」
な
ど
の
政
治
的
諸
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
、
兆
民
に
と
っ
て
「
君
子
」
と
な
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ

（
41
）

た
。
そ
の
証

左
と
し
て
、
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
目
的
と
さ
れ
た
法
（loi

）
の
設
立
は
、
兆
民
に
お
い
て
「
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
な
わ
る
る
を
得
」
と
し

（
42
）

て
、「
例
規
」（loi
）
が
「
義
」
と
「
利
」
を
合
一
さ
せ
て
「
道
徳
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
手

段
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。「
例
規
」（loi

）
よ
り
も
「
道
徳
」
を
重
視
す
る
兆
民
に
と
っ
て
の
「
民
約
」
は
、
し
た
が
っ
て
「
人
々

が
話
し
合
っ
て
取
り
決
め
た
規
則
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ

（
43
）

た
。
そ
も
そ
も
、『
社
会
契
約
論
』
に
お
け
る
法
（loi

）
と
は
一
般
意

志
（volonté
générale

）
の
表
象
で
あ
り
、
一
般
意
志
に
よ
る
支
配
形
態
で
あ
る
共
和
国
（R

épublique

）
の
実
現
が
、
自
由
（lib-

erté

）
を
保
障
す
る
と
ル
ソ
ー
は
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
意
志
は
、
個
々
人
が
有
し
て
い
る
利
害
と
し
て
特
殊
意
志
（volonté

particulière

）、
お
よ
び
そ
の
総
和
で
あ
る
全
体
意
志
（volonté

de
tous

）
と
の
関
係
で
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
た
。
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一
般
意
志
は
常
に
正
し
く
、
常
に
公
共
的
利
益
を
志
向
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。＜

中
略＞

全
体
意
志
と
一
般
意
志
に
は
し

ば
し
ば
多
く
の
差
異
が
あ
る
。
一
般
意
志
は
共
同
利
益
に
し
か
注
意
し
な
い
が
、
全
体
意
志
は
私
的
利
益
を
注
意
す
る
も
の
で
、

特
殊
意
志
の
総
和
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
特
殊
意
志
か
ら
、
相
殺
さ
れ
る
過
剰
の
面
と
不
足
の
面
を
除
去
す
れ
ば
、
一
般

意
志
が
そ
の
差
の
合
計
と
し
て
残
る
の
で
あ

（
44
）

る
。

一
般
意
志
は
、
常
に
正
し
く
、
ま
た
常
に
公
共
的
利
益
（utilité

publique

）
を
志
向
す
る
。
さ
ら
に
は
、
個
々
人
の
特
殊
意
志

を
合
わ
せ
た
全
体
意
志
は
、
私
的
利
益
（intérêt
privé

）
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
般
意
志
と
は
異
な
る
。
し
か
し
『
訳
解
』

は
、『
社
会
契
約
論
』
の
論
点
で
あ
る
こ
の
箇
所
を
全
面
的
に
継
承
し
な
か
っ
た
。

衆
志
の
物
た
る
、
常
に
正
に
趨
り
常
に
公
に
趨
る
こ
と
、
知
る
可
し
と
為
す
。＜

中
略＞

衆
志
と
衆
人
の
志
と
は
、
大
い
に
相
い

異
な
る
も
の
有
り
。
請
う
、
之
を
明
か
に
す
る
を
得
ん
。
衆
志
な
る
も
の
は
、
衆
人
の
共
に
然
り
と
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
衆
人
の

志
な
る
も
の
は
、
衆
人
の
自
か
ら
然
り
と
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
故
に
衆
志
な
る
も
の
は
常
に
公
に
趨
り
、
而
し
て
衆
人
の
志
な
る

も
の
は
常
に
私
に
趨
る
。
然
り
と
雖
も
、
所
謂
る
衆
志
な
る
も
の
は
、
必
ず
衆
人
の
志
の
中
に
於
い
て
之
を
得
。
何
を
以
て
之
を

言
う
や
。
蓋
し
衆
人
は
皆
な
其
の
私
を
挟
ん
で
以
て
議
に
臨
む
。
云
う
と
こ
ろ
の
衆
人
の
志
な
り
。
而
し
て
此
の
中
、
必
ず
両
端

在
る
有
り
。

も
急
な
る
も
の
と

も
緩
な
る
も
の
、

も
激
な
る
も
の
と

も
和
な
る
も
の
謂
な
り
。
此
の
二
者
は
、
勢
か
な

ら
ず
相
い
容
れ
ず
。
二
者
あ
い
容
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
中
な
る
も
の
の
必
ず
将
に
そ
の
間
に
出
で
ん
と
す
。
是
れ
乃
ち
衆
志
の
存
す

る
と
こ
ろ
な
り
。
吾
れ
故
に
曰
く
「
衆
志
な
る
も
の
は
、
必
ず
衆
人
の
志
の
中
に
於
い
て
之
を
得
」

（
45
）

と
。
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「
衆
志
」
と
訳
さ
れ
るvolonté

générale

（
一
般
意
志
）
は
常
に
「
正
」
で
あ
り
「
公
」
で
あ
る
。
一
方
の
「
衆
人
の
志
」
と

訳
さ
れ
るvolonté

de
tous

（
全
体
意
志
）
は
、
常
に
「
私
」
な
も
の
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
兆
民
に
と
っ
てvo-

lonté
générale

が
「
衆
人
の
共
に
然
り
と
す
る
と
こ
ろ
」、volonté
de
tous

が
「
衆
人
の
自
か
ら
然
り
と
す
る
と
こ
ろ
」
と
し
て

把
握
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
前
者
が
、「
心
に
至
り
て
、
独
り
同
じ
く
然
り
と
す
る
所
無
か
ら
ん
や
、
と
。
心
の
同

じ
く
然
り
と
す
る
所
の
者
は
何
ぞ
や
。
謂
く
、
理
な
り
、
義
な
り
」
と
い
う
『
孟
子
』
の
一
節
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

一
般
意
志
は
『
孟
子
』
の
「
理
義
」
に
ほ
ぼ
等
し
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

（
46
）

る
。
そ
し
て
「
衆
志
」（volonté

générale

）
は
「
公
」、

「
衆
人
の
志
」（volonté

de
tous

）
は
「
私
」
と
し
て
、
「
私
」
か
ら
い
か
に
し
て
「
公
」
に
到
達
す
る
か
が
議
論
さ
れ
る
の
で
あ
っ

た
。兆

民
が
こ
の
際
に
重
視
す
る
の
が
、「
中
」
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
中
」
と
は
、『
中
庸
』
に
由
来
し
儒
学
に
お
い
て
重
視
さ
れ

る
概
念
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
朱
熹
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
「
不
偏
不
倚
、
過
不
及
無
き
の
名
」
を
意
味
す

（
47
）

る
。
兆
民
は
、
各
人
が
保
有

し
て
い
る
「
私
」
た
る
特
殊
意
志
の
総
和
と
し
て
現
れ
る
全
体
意
志
（
私
利
）
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
中
」
た
る
一
般
意

志
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
訳
出
す
る
。
た
だ
し
本
来
の
『
中
庸
』
は
、「
中
を
執
」
る
こ
と
が
「
聖
人
」
の
務
め
で
あ
っ
て
、
凡
人
に

と
っ
て
甚
だ
困
難
な
作
業
で
あ
る
と
み
な

（
48
）

す
。「
聖
人
」
は
、
過
と
不
及
が
入
り
混
じ
る
諸
々
の
民
の
意
見
を
吟
味
考
察
し
、
そ
こ

か
ら
「
中
」
を
導
出
す
る
た
め
に
世
論
を
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
49
）

い
。
一
方
で
兆
民
は
「
中
」
を
、
人
々
の
叡
智
を
超
越
し
た

「
聖
人
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
「
民
」
自
身
が
主
体
と
な
り
「
其
の
私
を
挟
ん
で
以
て
議
に
臨
」
む
こ
と
で
獲
得
で
き
る
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
人
々
の
「
議
」
に
よ
っ
て
「

も
急
な
る
も
の
と

も
緩
な
る
も
の
、

も
激
な
る
も
の
と

も
和
な
る
も
の
」
の
間
か

ら
「
中
」
が
得
ら
れ
る
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
の
『
中
庸
』
の
文
脈
は
相
対
化
さ
れ

（
5０
）

る
。
兆
民
は
「
勢
か
な
ら
ず
相
い
容
れ
」
な
い

一
二

論

説

法と政治 73巻 2号 （2022年 8月） 379



「
両
端
」
に
あ
る
「
二
者
」
か
ら
「
中
」
を
見
出
す
具
体
的
な
方
策
と
し
て
「
討
議
」
を
挙
げ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

衆
あ
い
会
し
て
事
条
を
討
議
す
る
に
、
皆
な
予
め
時
務
の
需
む
る
と
こ
ろ
を
知
り
、
而
し
て
初
め
よ
り
私
に
相
い
約
す
る
と
こ
ろ

な
け
れ
ば
、
則
ち
其
の
議
を
発
す
る
、
必
ず
各
お
の
己
が
志
を
尽
す
。
各
お
の
己
が
志
を
尽
せ
ば
、
則
ち
其
の
見
る
と
こ
ろ
、
必

ず
小
異
異
同
な
き
こ
と
能
わ
ず
。
而
し
て
此
の
小
異
同
中
、
必
ず
協
賛
を
得
る
こ
と

も
多
き
も
の
有
り
て
、
以
て
公
志
の
存
す

る
と
こ
ろ
を
知
る
に
足
る
。
此
の
如
く
な
れ
ば
、
議
は
常
に
中
正
を
得
て
、
失
錯
或
る
こ
と
無
し
、
是
を
之
れ
議
事
の
正
法
と
謂

う
な

（
51
）

り
。

私
的
な
動
機
で
「
議
」
に
参
加
し
た
と
し
て
も
、「
討
議
」
を
通
じ
て
「
公
志
」（
一
般
意
志
）
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
討
議
」
が
行
わ
れ
る
場
所
と
し
て
『
訳
解
』
は
、「
国
会
」
や
「
議
院
」
を
挙
げ
る
。
例
え
ば
、
訳
者
ま
え

が
き
に
あ
た
る
「
叙
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
英
国
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
西
洋
列
強
が
各
々
政
体
を
異
に
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
文
物
の
豊
な
る
、
学
術
の
精
な
る
、
兵
馬
の
強
」
い
理
由
を
、「
広
く
民
志
を
通
じ
」
る
こ
と
が
で
き
る

も
合
理
的
な
手
段
で
あ

る
「
国
会
」
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
求
め
て
い

（
52
）

た
。
ま
た
訳
文
に
お
い
て
は
、
原
語Souverain

（
主
権
者
）
に
対
し
て
、
し
ば
し

ば
「
君
」
や
「
君
主
」
と
あ
て
、
こ
れ
が
「
議
院
」
の
謂
い
で
あ
る
と
解�

説�

し
て
い

（
53
）

た
。
つ
ま
り
兆
民
は
、
「
議
」
の
行
わ
れ
る
空

間
と
し
て
「
民
」
に
よ
る
「
誉
望
あ
る
者
を
票
選
し
て
之
を
薦
め
」
る
も
の
と
し
て
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
嫌
悪
さ
れ
て
い
た
議
会
を
想

定
し
て
い

（
54
）

る
。
そ
れ
は
兆
民
に
と
っ
て
、
来
る
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
国
会
が
開
設
さ
れ
た
際
に
選
出
さ
れ
る
べ
き
議
員

が
、「
理
義
」
や
「
中
」
を
獲
得
で
き
る
儒
教
の
聖
人
・
君
子
の
よ
う
な
人
間
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
要
す
る
に
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『
訳
解
』
の
「
民
」
は
、「
中
庸
」
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
「
君
子
」
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
か
た
ち
で
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ

（
55
）

た
。

三

西
周
に
お
け
る
「
君
子
」

以
上
で
み
て
き
た
よ
う
に
、『
訳
解
』
は
将
来
に
開
設
さ
れ
る
国
会
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
理
想
的
な
議
員
と
し
て
「
君
子
」
が

相
応
し
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
単
な
る
翻
訳
書
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
「
国
会
」
を
模
索
す
る
兆
民
に
よ
る
思
想
作
品
で
も
あ
っ

た
。
こ
れ
は
一
方
で
『
社
会
契
約
論
』
の
論
旨
か
ら
完
全
に
逸
脱
す
る
と
は
い
え
、
他
方
ル
ソ
ー
と
の
深
い
思
想
的
対
話
を
通
じ
る

こ
と
で
構
築
さ
れ
た
兆
民
の
儒
学
的
政
治
構
想
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
国
会
設
立
の
気
運
の
高
ま
り
と
、
そ
の
理
念
の
探
究
は
明
治
六
年
の
政
変
で
下
野
し
た
板
垣
退
助
ら
に
よ
っ
て
提
出

さ
れ
た
「
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
」
を
契
機
と
す
る
。
同
時
に
、
自
由
民
権
運
動
に
距
離
を
置
い
て
い
た
知
識
人
の
多
く
は
、
国
会

開
設
に
対
し
て
時
期
尚
早
で
あ
る
と
し
て
、
消
極
的
な
見
解
を
表
明
し
て
い

（
56
）

た
。
当
時
、
明
六
社
の
一
員
で
あ
っ
た
西
周
も
ま
た
そ

の
一
人
で
、
彼
は
「
駁
旧
相
公
議
一
題
」（
一
八
七
四
年
）
に
お
い
て
、
人
々
が
国
政
に
与
れ
る
ほ
ど
開
明
的
で
は
な
い
と
の
理
由

で
、
早
期
の
「
議
院
」
設
立
に
否
定
的
で
あ
っ

（
57
）

た
。
さ
ら
に
、
人
民
の
私
権
と
公
権
は
、
各
人
が
租
税
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
保
護

コ
ン
タ
ラ
ソ
シ
ャ
ー
ル

の
対
象
と
な
る
と
は
い
え
、
合
わ
せ
て
参
政
権
も
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
ル
ソ
ー
の
説
く
「
国
民
約
束
」
を
持
ち
出

し
て
も
不
可
で
あ
る
み
な
す
。
す
な
わ
ち
、
西
は
「
政
府
ヲ
以
テ
全
ク
約
束
ヨ
リ
成
ル
ト
ス
ル
モ
政
府
ノ
事
與
知
ス
ル
ノ
権
利
ハ
租

税
ヲ
出
ス
ト
相
対
ス
ル
ノ
権
利
」
で
は
な
い
も
の
と
し
て
把
握
す

（
58
）

る
。
確
か
に
西
は
、
こ
の
論
説
で
「
議
院
ヲ
起
ス
ノ
可
否
ニ
就
テ
」

を
主
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
断
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
現
状
の
人
々
に
お
い
て
「
開
化
」
が
進
ま
な
い
以
上
、「
議
院
」

の
設
立
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

（
59
）

い
。
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西
に
お
け
る
こ
う
し
た
「
民
」
に
対
す
る
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
方
は
、
そ
の
翌
年
に
『
明
六
雑
誌
』
に
投
稿
さ
れ
た
功
利
主

義
、
特
に
ミ
ル
のutlitarianism

を
肯
定
的
に
評
価
し
た
論
説
「
人
世
三
宝
説
」
で
さ
ら
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
人

パ
ブ
リ
ッ
ク
イ
ン
テ
レ
ス
ト

セ
ル
フ
イ
ン
テ
レ
ス

間
社
交
ノ
道
」
に
よ
っ
て
「

公

益

」
を
得
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
西
は
「
公
益
」
を
「
私

利
ヲ
合
ス
ル
者
」
、「
私

ア
グ
レ
ゲ
ー
ト

利
ノ
総
数
」
と
定
義
し
た
う
え

（
6０
）

で
、
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。

而
テ
私
利
ハ
個
々
人
ノ
身
体
健
剛
、
知
識
開
達
、
財
貨
充
実
ノ
三
ツ
ニ
出
ス
、
私
利
ト
云
フ
ハ
個
々
人
ニ
就
テ
言
ヒ
、
公
益
ト
云

フ
ハ
社
交
一
体
ニ
就
テ
言
フ
者
約
マ
ル
処
三
宝
ヲ
利
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ス
、
故
ニ
人
苟
モ
道
徳
ヲ
修
メ
ム
ト
欲
セ
ハ
己
レ
カ
三
宝
ヲ

貴
重
ス
ル
ニ
始
マ
ル
ナ

（
61
）

リ

マ

メ

チ

エ

ト

ミ

彼
が
と
り
わ
け
重
視
す
る
概
念
が
「
三
宝
」、
す
な
わ
ち
「
健
康
」、「
知
識
」、
「
富
有
」
と
い
う
「
修
己
治
人
」
に
際
し
て
貴
重

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
大
切
に
す
る
こ
と
自
体
が
道
徳
的
な
行
為
で
あ
り
、「

上
極
処
ノ
一
般
福
祉
」
す
な

わ
ち

大
多
数
の

大
幸
福
に
至
る
と
考
え
る
。
西
は
続
け
て
何
故
こ
れ
ら
三
つ
が
人
世
に
お
け
る
「
宝
」
で
あ
る
の
か
を
説
く
。

「
健
康
」
は
、
「
生
命
ヲ
保
全
ス
ル
」
た
め
。
「
知
識
」
は
、
人
間
の
性
質
が
「
凡
ソ
有
生
ノ
属
他
ニ
勝
ツ
」
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
個
々

人
々
力
ヲ
以
テ
相
勝
ラ
ン
ト
欲
」
す
る
な
ら
ば
「
進
達
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
。「
富
有
」
は
、
禽
獣
と
異
な
り
人
は
「
財

賄
百
貨
ヲ
要
シ
、
又
其
貯
蓄
流
通
分
合
ヲ
便
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
ニ
貨
幣
ヲ
要
」
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
日
夜

コ
ン
ダ
ク
ト

孜
々
汲
々
己
カ
労
ヲ
厭
ハ
ス
己
カ
力
ヲ
尽
シ
」
て
、
個
々
人
が
「
躬
行
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ

（
62
）

た
。
し
た
が
っ
て

人
々
は
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
「
天
」
よ
り
与
え
ら
れ
た
「
三
宝
」
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
怠
れ
ば
「
疾
病
」
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「
愚
痴
」「
貧
乏
」
と
い
う
禍
を
蒙
る
。
ミ
ル
のutlitarianism

に
基
づ
か
れ
て
展
開
さ
れ
る
西
の
主
張
は
、
近
世
日
本
に
お
い
て

「
利
」
が
し
ば
し
ば
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
た
た
め
（
た
だ
し
無
条
件
に
で
は
な
く
）、
こ
う
し
た
風
土
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い

（
63
）

る
。
そ
の
た
め
先
義
後
利
を
説
く
凡
そ
の
儒
学
は
、
西
の
議
論
に
警
戒
す
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
兆
民
は
「
利
の
汎
く
人
に
及

ぶ
」
こ
と
を
「
公
」
と
み
な
す
こ
と
を
非
と
し
て
、
儒
学
の
観
点
か
ら
批
判
し
て
い
た
（「
論
公
利
私
利
」）。
こ
こ
で
兆
民
は
、「
義

は
体
な
り
利
は
用
な
り
、
体
は
以
て
用
を
出
し
用
は
以
て
体
を
成

（
64
）

す
」
と
の
命
題
が
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
、
反
対
に
「
利
」
の
た

め
に
行
動
す
れ
ば
、「
尊
卑
交
々
相
賊
」
い
「
何
の
義
か
之
れ
あ
ら
ん
、
既
に
已
に
義
な
し
、
何
の
利
か
之
れ
生
ぜ
ん
」
と
主
張
す

る
。
こ
う
し
た
議
論
は
兆
民
の
独
創
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
朱
熹
『
大
学
或
問
』
に
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

利
を
以
て
利
と
為
せ
ば
、
則
ち
上
下
交
ご
も
征
り
て
、
奪
わ
ざ
れ
ば
厭
か
ず
。
義
を
以
て
利
を
為
せ
ば
、
則
ち
其
の
親
を
遺
て
ず
、

其
の
君
を
後
に
せ
ず
。
蓋
し
惟
だ
義
の
み
之
れ
安
じ
て
自
ず
と
利
せ
ざ
る
所
無
か
ら
ん
。
程
子
曰
く
、「
聖
人
は
義
を
以
て
利
と

為
す
。
義
の
安
ず
る
所
は
、
即
ち
利
の
所
在
な
り
」

（
65
）

と
。

朱
熹
に
お
い
て
も
、「
利
」
に
基
づ
く
結
果
と
し
て
生
じ
る
社
会
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
先
に
「
義
」
が
志
向
の
対
象

と
な
る
。
兆
民
は
、
朱
熹
が
引
く
程
子
の
言
と
同
様
に
、「
義
を
言
い
て
利
を
言
わ
ざ
る
も
利
亦
た
其
の
中
に
在
り
」
と
述
べ
る
よ

う
に
、「
利
」
で
は
な
く
「
義
」
を
優
先
的
に
考
慮
す

（
66
）

る
。
固
よ
り
儒
者
は
、
幸
福
に
な
る
こ
と
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
。
『
論

語
』
や
『
孟
子
』
は
、
生
き
る
こ
と
を
幸
福
の
前
提
と
み
な
す
が
、
生
存
よ
り
も
道
徳
の
実
現
を
優
先
す
る
。
つ
ま
り
凡
そ
の
儒
者

は
、
善
い
こ
と
を
す
れ
ば
幸
福
に
な
れ
る
と
い
う
因
果
を
否
定
し
、
善
い
こ
と
は
善
い
こ
と
だ
か
ら
す
る
と
い
う
勧
善
を
行
為
の
基
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準
と
し
て
考
え

（
67
）

る
。
さ
ら
に
朱
子
学
者
に
お
い
て
は
「
徳
の
あ
る
人
は
、
福
・
禄
・
寿
を
享
受
」
す
る
こ
と
が
当
然
と
み
な
さ
れ
る

た
め
、
道
徳
的
な
ら
ば
幸
福
は
自
ず
と
獲
得
さ
れ

（
68
）

る
。
し
た
が
っ
て
西
の
い
う
「

上
極
処
ノ
一
般
福
祉
」
を
得
る
た
め
の
「
三
宝
」

の
貴
重
と
い
う
発
想
そ
れ
自
体
が
、
そ
も
そ
も
儒
学
で
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。「
私
益
」
に
さ
え
注
目
す
れ
ば
「

上
極
処
ノ
一

般
福
祉
」
と
い
う
公
益
が
達
成
さ
れ
る
と
す
る
「
人
世
三
宝
説
」
の
議
論
は
、
儒
者
に
と
っ
て
は
納
得
で
き
る
内
容
で
は
な
く
、
そ

の
限
り
に
お
い
て
西
は
儒
学
か
ら
自
由
な
立
場
に
あ
っ

（
69
）

た
。

た
だ
し
、「
人
世
三
宝
説
」
の
み
を
以
て
西
のutlitarianism

体
系
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
従
来
「
あ
ま

り
に
も
無
視
さ
れ
す
ぎ
て
き
た
」
と
評
さ
れ
る
ミ
ル
『
功
利
主
義
』
の
翻
訳
『
利
学
』
も
合
わ
せ
て
考
慮
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

（
70
）

い
。
そ
し
て
本
稿
の
関
心
に
則
せ
ば
、『
利
学
』
も
ま
た
漢
文
で
書
か
れ
た
翻
訳
書
で
あ
っ
た
。
先
行
研
究
は
、『
利
学
』
を
原

著
の
『
功
利
主
義
』
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
君
子
の
哲
学
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い

（
71
）

る
。
ミ
ル
の
功
利
主
義
に
お
い
て
は
、

各
人
は
公
益
（public

utility

）
を
目
指
す
必
要
は
な
く
、
自
分
自
身
あ
る
い
は
ご
く
少
数
の
関
係
者
の
利
益
を
求
め
れ
ば
十
分
で

あ
っ
た
。
そ
し
て

も
有
徳
な
人
（the

m
ost
virtuous

m
an

）
で
す
ら
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
求
め
ら
れ
ず
、
個
々
人
は
私
的
な

効
用
あ
る
い
は
少
人
数
の
誰
か
の
幸
福
に
留
意
す
れ
ば
十
分
で
あ
っ
た
。
全
体
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が
生
じ
る
の
は
、

利
己
あ
る
い
は
自
分
の
関
係
者
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
誰
か
の
権
利
を
損
ね
る
場
合
に
限
ら
れ

（
72
）

る
。『
自
由
論
』
の

い
う
危
害
原
則
に
則
る
か
た
ち
で
、
個
々
人
は
利
益
・
幸
福
を
追
求
す
れ
ば
よ
く
、
他
人
ひ
い
て
は
社
会
全
体
の
公
共
の
利
益
が
考

慮
さ
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
『
功
利
主
義
』
の
主
旨
を
西
は
確
か
に
理
解
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
著
に
反

す
る
よ
う
な
奇
妙
な
一
節
を
敢
え
て
『
利
学
』
に
挿
入
さ
せ
た
。

374 法と政治 73巻 2号 （2022年 8月）

中
江
兆
民
は
な
ぜ
『
民
約
訳
解
』
を
漢
文
で
書
い
た
の
か
？

一
七



故
に
人
苟
も
機
会
を
得
て
［
蓋
し
千
人
中
一
人
］
博
く
施
し
済
ふ
の
権
を
有
す
る
者
、［
言
ふ
は
恵
民
の
官
に
居
る
者
］、
固
よ
り

非
常
に
属
す
。
唯
だ
此
の
如
き
時
に
当
り
て
則
ち
自
ら
公
益
を
謀
る
の
責
め
に
任
す
へ

（
73
）

し
。

本
来
例
外
的
な
存
在
と
し
て
ミ
ル
に
よ
っ
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
たpublic

benefactor

に
対
し
て
西
は
、「
博
く
施
し
済
ふ
の

権
を
有
す
る
者
」
や
「
恵
民
の
官
」
と
定
義
し
、
い
か
に
し
て
「
公
益
」
を
実
現
し
得
る
の
か
と
い
う
議
論
に
置
き
換
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
博
く
施
し
済
ふ
の
権
を
有
す
る
者
」
や
「
恵
民
の
官
」
は
、
一
般
人
の
よ
う
に
私
利
を
追
求
す
る
こ
と
な
く
（
其
の
嗜

慾
を
禁
す
る
こ
と
、
亦
た
当
に
一
層
厳
な
る
へ
し
）、
個
々
人
の
私
利
を
調
整
し
全
体
に
「
公
益
」
を
も
た
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事
業
を
担
い
得
る
の
は
、
一
般
の
「
民
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
君
子
」
や
「
聖
人
」
に
比
肩
さ
れ
る
よ
う
な

人
間
で
あ
っ

（
74
）

た
。
し
た
が
っ
て
、「
君
子
」
が
心
得
る
べ
き
議
論
を
展
開
す
る
『
利
学
』
は
、「
民
」
で
は
な
く
「
君
子
」
に
向
け
て

書
か
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
私
益
」
の
追
求
を
通
し
て
「
公
益
」
の
達
成
を
論
じ
る
「
人
世
三
宝
説
」
は
「
民
」

の
次
元
で
の
話
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
民
」
に
向
け
て
書
か
れ
て
い

（
75
）

た
。「
君
子
」
に
お
い
て
は
「
公
益
」
が
、「
民
」
に
お
い

て
は
「
私
益
」
が
追
求
対
象
と
な
る
よ
う
に
、
両
者
に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
君
子
」
と
「
民
」

と
の
峻
別
は
、
西
が
久
し
く
親
し
ん
で
き
た
荻
生
徂
徠
の
思
想
に
通
じ
る
。
そ
も
そ
も
西
に
お
い
て
、「
天
下
を
安
ん
ず
る
道
」
で

あ
り
、「
万
民
ノ
永
ク
安
穏
」
す
る
徂
徠
の
い
う
先
王
の
道
が
、「
ミ
ル
の
功
利
主
義
と
期
せ
ず
し
て
一
致
」
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
た
め
戦
略
的
に
徂
徠
学
を
素
地
と
し
てutlitarianism

へ
の
接
近
を
図
っ

（
76
）

た
。
徂
徠
に
と
っ
て
の
「
小
人
」
で
あ
る
「
民
」
は

「
生
を
営
む
」
こ
と
に
専
念
す
れ
ば
よ
く
、
一
方
で
「
そ
の
志
す
所
は
一
己
を
成
す
に
在
り
て
、
民
を
安
ん
ず
る
」
こ
と

（
77
）

は
、
「
君
子
」

の
務
め
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
固
よ
り
徂
徠
に
お
い
て
「
君
子
」
と
「
小
人
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
朱
子
学
の
よ
う
な
価
値
判
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断
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
利
学
』
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
観
点
が
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
に
お
い
て
「
小
人
」

は
「
小
人
」
の
ま
ま
で
構
わ
な
い
の
で
あ
り
、
万
人
の
聖
人
・
君
子
化
を
目
指
す
朱
子
学
は
、
志
向
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ

（
78
）

た
。

四

中
江
兆
民
と
西
周
に
お
け
る
漢
文
の
位
置

以
上
の
よ
う
に
西
は
、
徂
徠
学
に
基
づ
き
つ
つ
「
君
子
」
と
「
民
」
と
を
峻
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
然
る
べ
き
役
割
が
あ
る
こ
と

を
説
い
て
い
た
。
徂
徠
学
を
介
し
て
ミ
ル
の
功
利
主
義
思
想
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
君
子
」
と
「
民
」
と
の
区
別
、
お
よ

び
各
々
の
そ
こ
で
の
職
分
と
い
う
発
想
は
、
西
の
漢
文
に
対
す
る
考
え
方
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
『
百
学
連
環
』

に
お
い
て
「
若
し
和
文
を
以
て
な
す
と
き
は
広
く
万
民
に
通
し
て
、
其
益
大
」
と
述
べ
、
和
文
を
一
般
人
に
と
っ
て
有
益
な
文
体
で

あ
る
と
把
握
す
る
。
一
方
で
、「
漢
文
に
暗
き
も
の
は
更
に
何
等
の
も
の
た
る
を
知
る
こ
と
」
は
で
き
な
い
と
、
漢
文
を
学
ぶ
こ
と

の
意
義
も
強
調
す
る
。
た
だ
し
彼
に
と
っ
て
の
漢
文
は
、「
学
者
」
が
習
得
す
る
べ
き
固
よ
り
難
し
い
文
章
で
あ
る
た
め
「
諸
民
の

解
し
易
き
を
主
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
79
）

い
。
こ
こ
で
設
定
さ
れ
て
い
る
漢
文
読
解
能
力
の
有
無
の
基
準
は
、「
人
世
三
宝
説
」
が

和
文
で
、『
利
学
』
が
漢
文
で
書
か
れ
た
こ
と
と
も
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。
つ
ま
り
漢
文
が
分
か
ら
な
い
「
民
」（
小
人
）
を
主

体
的
に
扱
う
前
者
は
和
文
で
、
他
方
「
君
子
」
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
る
後
者
は
「
君
子
」
の
こ
と
ば
で
あ
る
漢
文
で
書
か
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ

（
80
）

た
。
言
い
換
え
る
と
、
漢
文
の
読
み
書
き
が
で
き
な
い
（
習
得
す
る
必
要
が
な
い
）
「
民
」
に
と
っ
て
、「
君
子
」

の
務
め
を
説
く
『
利
学
』
の
議
論
に
与
る
必
要
性
は
固
よ
り
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
西
のutlitarianism

体
系
で
は
、
人
々
全
員
の

聖
人
・
君
子
化
を
図
る
朱
子
学
的
な
思
想
的
戦
略
は
避
け
ら
れ

（
81
）

る
。「
君
子
」
と
「
民
」
を
峻
別
し
た
う
え
で
、
生
々
し
い
現
実
の

政
治
を
い
か
に
安
定
さ
せ
る
か
と
い
う
徂
徠
学
に
基
づ
か
れ
た
議
論
が
こ
こ
で
は
展
開
さ
れ
る
。
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同
じ
く
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
『
訳
解
』
に
お
い
て
は
、「
国
会
」「
議
院
」
で
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
議
員
像
を
展
開
す
る
に

あ
た
り
、
西
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
て
い
た
「
民
」
が
「
君
子
」
と
な
る
こ
と
を
執
拗
な
ま
で
に
説
い
て
い
た
。
つ
ま
り
兆
民
は
、
人

間
の
内
面
の
陶
冶
が
ひ
い
て
は
政
治
の
安
定
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
朱
子
学
に
基
づ
き
ル
ソ
ー
の
思
想
を
受
容
す
る
。
そ
し
て
そ
の

際
に
根
拠
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
が
「
学
術
」
の
修
得
で
あ
っ
た
。
仏
学
塾
の
機
関
雑
誌
『
政
理
叢
談
』
の
創
刊
号
「
叢
談
刊
行
之

旨
意
」
で
、
議
員
と
し
て
の
要
件
を
次
の
よ
う
に
兆
民
は
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、
議
員
は
「
学
術
淹
博
ニ
シ
テ
且
ツ
時
務
ニ
錬
習
」

し
、
「
矯
妄
詭
激
徒
ニ
口
ヲ
鼓
シ
舌
ヲ
振
ヒ
苟
モ
快
ヲ
一
時
ニ
取
」
ら
な
い
者
、
つ
ま
り
「
学
ヲ
講
ジ
術
ヲ
究
メ
深
ク
自
ラ
修
メ
」
た

者
が
理
想
と
さ
れ

（
82
）

る
。
そ
し
て
、
学
術
の
講
究
に
よ
っ
て
修
身
を
求
め
る
「
叢
談
刊
行
之
旨
意
」
の
次
号
以
降
に
連
載
さ
れ
た
の
が
、

万
人
の
「
君
子
」
化
を
図
る
『
訳
解
』
で
あ
っ
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
な
お
兆
民
は
、「
君
子
」
と
し
て
の
「
議
員
」

を
構
想
す
る
に
あ
た
り
、
女
性
の
存
在
も
忘
れ
な
か
っ
た
。「
婦
人
改
良
の
一
策
」（
一
八
八
九
年
）
で
は
、
女
性
は
自
身
の
価
値
を

上
げ
る
た
め
に
「
生
意
気
」
と
な
っ
て
、
は
じ
め
て
政
治
や
経
済
の
分
野
に
参
入
で
き
る
こ
と
が
説
か
れ

（
83
）

る
。
こ
こ
で
は
、
現
状
の

「
女
人
」
が
政
治
、
経
済
の
分
野
に
参
入
で
き
な
い
理
由
を
、
男
女
間
の
言
葉
遣
い
の
違
い
に
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
女
人
」
は

平
仮
名
の
言
葉
ば
か
り
で
男
性
が
用
い
る
漢
語
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
た
め
、
主
に
漢
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
学
術
や
政
治

の
議
論
に
参
入
す
る
こ
と
に
困
難
を
き
た
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
女
人
」
は
漢
文
や
漢
文
崩
し
の
文
法
を
習
得
し
「
生

意
気
」
と
な
り
、
は
じ
め
て
男
性
と
同
じ
土
俵
に
立
ち
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
兆
民
に
と
っ
て
の
漢
文
は
、「
女

人
」
で
も
な
お
習
得
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
西
の
よ
う
に
「
学
者
」
の
特
権
的
な
言
語
で
は
な
く
、
誰
し
も
が
会
得
で

き
る
言
語
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
学
術
に
明
る
く
な
る
た
め
に
も
漢
文
の
習
得
は
不
可
欠
で
あ
り
、
女
性
も
こ
う
し
た
技
術

を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
君
子
」
た
り
得
る
余
地
が
あ
る
、
と
兆
民
は
考
え

（
84
）

る
。
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以
上
の
よ
う
に
、「
学
ヲ
講
ジ
術
ヲ
究
メ
深
ク
自
ラ
修
メ
」
る
者
を
議
員
と
し
て
相
応
し
い
と
考
え
る
兆
民
が
、『
訳
解
』
を
漢
文

で
執
筆
し
た
動
機
は
西
と
同
じ
く
読
者
を
「
君
子
」
と
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
西
の
場
合
、
徂
徠
学
に
基
づ
く
こ
と
に

よ
っ
て
、「
君
子
」
は
「
民
」
を
支
配
す
る
ご
く
限
ら
れ
た
エ
リ
ー
ト
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
発
想
が
根
底
に
置
か
れ
て

い
る
『
利
学
』
は
、
ご
く
一
部
の
「
君
子
」
に
読
ま
れ
る
た
め
（
む
し
ろ
そ
れ
で
支
障
が
な
い
た
め
）、
漢
文
で
書
か
れ
た
。
一
方

で
兆
民
の
場
合
、
西
に
よ
っ
て
避
け
ら
れ
た
朱
子
学
に
基
づ
く
こ
と
で
「
民
」
は
一
様
に
「
君
子
」
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の

で
あ
っ
た
（
そ
こ
に
は
、
本
来
の
儒
学
が
否
定
す
る
女
性
も
含
ま
れ
る
）。
そ
し
て
こ
こ
で
の
漢
文
は
、
学
術
に
明
る
く
な
る
た
め

に
習
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
君
子
」
と
し
て
政
治
に
関
与
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え

『
訳
解
』
は
、『
利
学
』
の
よ
う
な
ご
く
一
部
の
知
識
人
の
た
め
の
書
物
で
は
な
く
、「
君
子
」
と
な
る
べ
き
「
民
」
全
員
に
読
ま
れ

る
た
め
に
漢
文
で
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

（
85
）

た
。
ル
ソ
ー
か
ら
着
想
を
得
た
兆
民
に
と
っ
て
の
人
民
主
権
で
は
、
人
々
は
漢
文

を
学
び
学
術
に
明
る
い
「
君
子
」
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
兆
民
と
西
が
と
も
に
儒
学
的
素
養
で
西
洋
思
想
を

受
け
容
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
と
ミ
ル
の
思
想
は
換
骨
奪
胎
さ
れ
、
あ
る
べ
き
「
君
子
」
を
論
じ
る
内
容
に
変
貌
し
た
。
し

か
も
そ
れ
は
、「
民
」
の
側
に
立
ち
思
索
し
た
兆
民
と
、
宮
内
省
や
陸
軍
省
な
ど
を
渡
り
歩
き
「
官
」
の
立
場
に
あ
っ
た
西
と
い
う

両
者
の
態
度
に
応
じ
る
よ
う

（
86
）

に
、
彼
ら
の
「
君
子
」
観
に
お
い
て
も
「
民
」
と
「
官
」
の
図
式
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
兆
民
は
、
一
た
び
現
実
の
政
治
に
目
を
移
し
た
時
、『
社
会
契
約
論
』
に
登
場
す
る
現
実
と
理
想
と
を
架
橋
す
る
「
立
法

者
」（Législateur

）
の
存
在
に
魅
力
を
感
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ル
ソ
ー
に
お
け
る
「
偉
大
な
立
法
者
」
は
、
私
的
利
益
し
か

持
た
な
い
民
衆
の
「
習
俗
、
慣
習
、
こ
と
に
世
論
」
を
踏
ま
え
、
一
般
意
志
に
適
合
す
る
法
を
つ
く
る
こ
と
が
そ
の
役
割
と
し
て
期

待
さ
れ
て
い
た
。
ル
ソ
ー
は
、
兆
民
が
訳
出
し
な
か
っ
た
第
七
章
「
立
法
者
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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あ
る
人
民
の
制
度
を
つ
く
ろ
う
と
企
て
る
も
の
は
、
次
の
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
信
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ

ば
人
間
性
を
変
え
う
る
こ
と
、
み
ず
か
ら
完
全
な
孤
立
し
た
一
つ
の
全
体
を
な
す
各
個
人
を
、
こ
の
個
人
に
な
ん
ら
か
の
意
味
で

生
命
と
存
在
を
与
え
る
一
つ
の
よ
り
大
き
な
全
体
の
一
部
に
変
え
る
こ
と
、
人
間
の
体
質
強
化
の
た
め
に
こ
れ
を
変
え
る
こ
と
、

わ
れ
わ
れ
が
自
然
か
ら
受
け
た
孤
立
の
肉
体
的
生
存
を
、
部
分
的
・
精
神
的
生
存
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
信
を

も
つ
べ
き
で
あ

（
87
）

る
。

ル
ソ
ー
は
さ
ら
に
、「
立
法
者
は
人
間
か
ら
固
有
の
力
を
奪
い
、
そ
れ
ま
で
人
間
に
無
縁
で
あ
っ
た
力
、
他
人
の
援
助
が
な
け
れ

ば
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
力
を
与
え
」
る
存
在
で
あ
る
と
敷
衍
す

（
88
）

る
。
つ
ま
り
、
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
「
立
法
者
」
は
、
共
同
体

の
一
般
意
志
を
見
出
し
提
示
す
る
指
導
者
で
あ
っ
て
、
人
間
の
本
質
を
回
復
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
決
し
て
欠
か
す
こ
と
が
で

き
な
い
超
人
的
な
存
在
で
あ
っ

（
89
）

た
。
こ
の
際
、
人
々
に
お
い
て
は
、
自
然
状
態
か
ら
脱
し
市
民
（citoyen

）
と
な
る
に
あ
た
り

「
結
果
を
原
因
に
変
え
る
」
こ
と
（ilfaudroitque

l’effetpûtdevenir
la
cause

）
、
言
い
換
え
る
と
人
々
に
お
い
て
「
制
度
に
よ
っ

て
創
り
だ
さ
れ
る
は
ず
の
精
神
が
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
逆
説
」
が
求
め
ら
れ

（
90
）

る
。
こ
の
よ
う
な
見
解

を
と
る
『
社
会
契
約
論
』（
特
に
第
二
篇
第
七
章
「
立
法
者
に
つ
い
て
」）
に
対
し
、
朱
子
学
に
依
拠
す
る
兆
民
は
全
面
的
な
賛
意
を

表
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想

大
の
ア
ポ
リ
ア
の
一
つ
で
も
あ
る
「
立
法
者
」
に
つ
い
て
、

兆
民
は
第
二
篇
第
六
章
の

後
に
「
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
」
が
で
き
な
い
「
民
」
と
は
峻
別
さ
れ
た
「
公
益
」
を
発
見
す
る
「
制
作
者
」
の

存
在
を
一
応
認
め
て
い
た
。
兆
民
の
思
想
活
動
を
顧
み
る
と
、「
策
論
」（
一
八
七
五
年
）
に
お
い
て
、「
国
ノ
草
創
ニ
在
テ
ハ
英
傑
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制
度
ヲ
造
リ
、
既
ニ
開
ク
ル
ニ
及
ン
デ
ハ
制
度
英
傑
ヲ
造
ク
ル
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
立
法
者
」
を
念
頭
に
い
れ
て
い
る
記
述
が
み

ら
れ

（
91
）

た
。
日
本
に
お
い
て
教
化
は
既
に
広
く
浸
透
し
誰
し
も
が
礼
節
を
知
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
「
一
定
ノ
憲
制
猶
未
立
タ
ザ
レ
バ
、

則
チ
之
ヲ
草
創
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
一
定
ノ
憲
制
」
を
建
立
す
る
た
め
に
は
、
「
一
人
ノ
理
勢
ニ
達
シ
テ
且
守
ル
所
有
ル
者

ヲ
得
」
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
「
憲
制
ヲ
立
ツ
ル
ハ
才
識
有
ル
者
ニ
非
ザ
レ
バ
不
可
」
で
あ
っ

（
92
）

た
。
ま
た
、『
訳
解
』
の
以
降
で

は
、
例
え
ば
普
通
選
挙
を
主
張
し
た
『
国
会
論
』（
一
八
八
八
年
）
に
お
い
て
、「
脳
髄
中
に
於
て
咀
嚼
醞
熟
し
茲
に
以
て
彼
の
炳
々

々
当
代
を
照
燭
し
後
世
に
軒
昴
す
る
一
大
典
章
を
制
作
」
す
る
者
の
存
在
意
義
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
モ
ー
セ
、
ヌ
マ
、

リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
、
ソ
ロ
ン
な
ど
『
社
会
契
約
論
』
が
モ
デ
ル
と
す
る
歴
代
の
「
立
法
者
」（
制
作
家
）
の
な
か
に
儒
教
の
聖
人
周
公

旦
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
兆
民
に
と
っ
て
の
「
立
法
者
」
は
、
礼
楽
刑
政
を
作
為
し
た
「
聖
人
」
に
ほ
ぼ
等
し
く
、「
公
益
」

の
存
す
る
所
を
人
々
に
示
す
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
観
念
は
、
西
が
『
利
学
』
で
提
起
し
て
い
た
「
君
子
」
の
観
念
に
近（

93
）

い
。

つ
ま
り
兆
民
と
西
は
と
も
に
現
実
の
政
治
に
鑑
み
た
と
き
、「
公
益
」
の
実
現
の
た
め
に
、
人
々
の
叡
智
を
超
越
し
た
存
在
に
惹
か

れ（
94
）

た
。
た
だ
し
兆
民
は
「
制
作
者
」
に
魅
力
を
感
じ
つ
つ
も
、
そ
れ
で
も
な
お
「
民
」
に
対
す
る
信
頼
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
兆
民
が
次
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
を
解�

説�

す
る
こ
と
で
筆
を
擱
い
た
こ
と
に
関
わ
る
。

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

（
95
）

を
。
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「
制
作
者
」
は
、
ま
ず
「
民
」
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
「
律
例
」
を
作
成
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
人
々
に
提
示
す
る
。
そ
し
て

「
民
」
が
こ
れ
を
採
用
す
る
か
否
か
の
権
利
を
有
す
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

終
的
に
「
民
」
に
「
律
例
」
の
採
用
の
可

否
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
権
利
こ
そ
が
、
兆
民
に
と
っ
て
譲
歩
で
き
な
い
「
民
権
」
で
あ
っ

（
96
）

た
。
「
制
作
者
」
の

有
無
に
関
わ
り
な
く
政
治
の

終
決
定
者
を
「
民
」
と
み
な
し
た
う
え
で
、
ル
ソ
ー
と
異
な
り
「
律
例
」
を
「
議
院
」
で
審
議
、
討

議
す
る
「
民
権
」
が
「
民
」
か
ら
奪
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
権
利
と
み
な
さ
れ
る
。『
訳
解
』
は
、
「
立
法
者
」
に
指
導
さ
れ
な

く
と
も
人
民
主
権
が
達
成
さ
れ
る
と
考
え
、
只
管
に
そ
の
こ
と
を
強
調
す
る
内
容
で
も
あ
っ

（
97
）

た
。

し
か
し
現
状
、
立
法
者
た
ろ
う
と
し
て
い
る
人
物
は
、
兆
民
に
お
い
て
は
「
立
法
者
」
と
し
て
相
応
し
く
な
い
者
と
し
て
映
っ
た
。

兆
民
が
『
訳
解
』
の
筆
を
擱
い
た
そ
の
時
、
欧
州
よ
り
憲
法
調
査
か
ら
帰
国
し
た
伊
藤
博
文
が
ま
さ
に
「
立
法
者
」
た
ら
ん
と
し
て

い
た
。
つ
ま
り
兆
民
に
と
っ
て
現
実
の
立�

法�

者�

伊
藤
博
文
は
、「
策
論
」
で
期
待
さ
れ
て
い
た
西
郷
隆
盛
や
「
非
凡
人
」
な
大
久
保

利
通
に
劣
る
「
制
作
者
」
に
値
し
な
い
人
物
で
あ
っ

（
98
）

た
。
結
局
、
立�

法�

者�

伊
藤
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
は
、
兆
民

が
譲
歩
で
き
な
か
っ
た
「
民
」
に
よ
る
採
用
と
い
う
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
欽
定
憲
法
と
し
て
成
立
し
た
。
こ
れ
は
、
兆
民
が
憲
法

発
布
の
直
前
に
発
表
さ
れ
た
「
衆
議
院
議
員
の
一
大
義
務
」
に
お
い
て
、
議
員
と
な
っ
た
か
ら
に
は
「
一
日
看
尽
長
安
花
」
の
よ
う

に
安
堵
す
る
の
で
は
な

（
99
）

く
、
「
憲
法
に
就
て
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「
点
閲
」
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

『
訳
解
』
で
志
向
し
た
「
律
例
」（loi

）
に
相
当
す
る
憲
法
は
、「
制
作
者
」
に
値
し
な
い
伊
藤
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
か
つ
「
点
閲
」

も
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
た
め
「
苦
笑
」
の
対
象
で
し
か
な
か
っ

（
100
）

た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
に
酔
い
し
れ
る
民
衆
も

ま
た
、「
君
子
」
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
存
在
と
し
て
兆
民
の
眼
に
は
映
っ
た
で
あ
ろ

（
101
）

う
。
兆
民
自
身
は
、
第
一
回
衆
議
院
選
挙
に
当
選

し
た
と
は
い
え
、
第
一
議
会
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
土
佐
派
の
裏
切
り
を
受
け
、
帝
国
議
会
を
「
無
血
虫
の
陳
列
場
」
と
罵
倒
し
辞
職
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し
（
102
）

た
。
か
つ
て
『
訳
解
』
で
描
い
た
「
君
子
」
が
集
ま
る
は
ず
の
「
議
院
」
は
、
い
ま
や
禽
獣
に
す
ら
満
た
な
い
虫
け
ら
の
集
会
所

に
堕
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
明
治
憲
法
体
制
の
成
立
を
も
っ
て
『
訳
解
』
で
説
か
れ
て
い
た
儒
学
的
政
治
構
想
の
敗
北

を
も
意
味
す
る
の
で
あ
っ
た
。

お

わ

り

に

兆
民
は
『
訳
解
』
に
お
い
て
、
朱
子
学
の
根
本
命
題
で
あ
る
「
聖
人
学
ん
で
至
る
べ
し
」
の
よ
う
に
、
「
民
」
が
「
君
子
」
と
な

り
「
議
院
」
に
参
与
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
国
ノ
大
事
」
に
与
る
「
議
員
」
は
、
少
な
く
と
も
学

問
に
明
る
く
漢
文
を
読
解
で
き
る
能
力
を
有
す
る
よ
う
な
者
が
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
男
女
問
わ
ず
漢
文
が
読
め
る
こ
と

を
「
君
子
」
の
要
件
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
逆
説
的
な
が
ら
『
訳
解
』
はcitoyen

（
兆
民
は
こ
れ
を
「
士
」
と
訳
す
）
と
な

る
べ
き
日
本
人
全
員
に
読
ま
れ
る
た
め
に
漢
文
で
書
か
れ
た
。
現
実
の
読
者
は
確
か
に
知
識
人
に
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
将
来
に
は
、
学
問
を
修
め
『
訳
解
』
の
内
容
を
理
解
で
き
る
「
君
子
」
と
称
す
る
に
値
す
るcitoyen

（
士
）
の
誕

生
を
兆
民
は
期
待
し
て
い
た
。
主
権
者
と
し
て
漢
文
や
学
術
に
明
る
いcitoyen

（
士
）
を
理
想
と
す
る
『
訳
解
』
は
、
そ
う
で
あ

る
が
ゆ
え
に
平
易
な
文
体
で
書
か
れ
る
べ
き
書
物
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
学
問
に
よ
っ
て
「
民
」
が
真
正
のcitoyen

（
士
）
に
な

れ
る
と
考
え
る
兆
民
に
お
い
て
、
平
易
な
文
体
で
思
想
活
動
を
行
う
福
沢
諭
吉
の
よ
う
な
態
度
は
許
容
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ（

103
）

た
。

加
え
て
そ
れ
は
、
ル
ソ
ー
が
『
学
問
芸
術
論
』
に
お
い
て
学
問
を
人
類
の
堕
落
の
要
因
と
み
な
し
た
態
度
と
も
異
な
る
こ
と
を
意
味

す
（
104
）

る
。
学
問
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
兆
民
に
と
っ
て
ル
ソ
ー
の
い
う
人
間
の
本
質
（nature

）
を
回
復
し
た
者ci-

toyen

は
、
儒
学
の
文
脈
に
則
る
よ
う
に
、
「
民
」
に
教
養
が
付
与
さ
れ
た
「
士
」
と
し
て
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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そ
れ
は
何
よ
り
、
屈
指
の
漢
学
者
か
ら
漢
文
を
学
び
高
尚
な
漢
文
の
読
み
書
き
が
で
き
た
『
訳
解
』
の
著
者
自
身
が
、
「
士
」
の
モ

デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
作
品
で
も
あ
っ

（
105
）

た
。

注
（
1
）

阪
谷
芳
直
・
鈴
木
正
（
編
）『
中
江
丑
吉
の
人
間
像
│
兆
民
を
継
ぐ
も
の
』
風
媒
社
、
一
九
七
〇
年
、
一
二
三
頁
。

（
2
）

島
田
虔
次
「
中
国
で
の
兆
民
受
容
」（『
中
江
兆
民
全
集

第
一
巻

月
報
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）、
五
頁
。

（
3
）
『
訳
解
』
の
漢
文
が
当
時
の
中
国
知
識
人
に
と
っ
て
も
高
度
で
あ
っ
た
た
め
、
中
国
で
受
容
さ
れ
る
に
際
し
て
文
体
が
変
更
さ
れ
た

（
同
前
）。
ま
た
狭
間
直
樹
「
中
江
兆
民
『
民
約
訳
解
』
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
」（『
近
代
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
の
啓
蒙
家
た
ち
』
京
都
大

学
学
術
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
）
は
、
清
末
の
知
識
人
へ
の
影
響
を
軸
に
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
当
時
の
朝
鮮
半
島
へ
の
受
容
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
』
七
〇
巻

四
号
、
二
〇
二
〇
年
）
の
（
注
四
）
で
少
し
触
れ
た
。

（
4
）

片
山
寿
昭
・
徐
水
生
「
西
周
と
中
江
兆
民
に
お
け
る
東
西
思
想
の
出
会
い
│
と
く
に
「
自
由
」
の
概
念
を
中
心
と
し
て
」（『
人
文
学
』

一
五
一
号
、
一
九
九
一
年
）、
二
頁
。

（
5
）

菅
原
光
『
西
周
の
政
治
思
想
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
九
年
の
第
三
章
「＜

君
子
の
哲
学＞

と
し
て
の
「
功
利
主
義
」」
を
参
照
。

（
6
）

こ
う
し
た
見
解
を
と
る

近
の
研
究
と
し
て
、
辻
本
雅
史
『
江
戸
の
学
び
と
思
想
家
た
ち
』
岩
波
新
書
、
二
〇
二
一
年
、
二
一
七
頁

を
参
照
。

（
7
）

兆
民
が
朱
子
学
に
依
拠
す
る
の
は
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
当
時
の
日
本
人
に
感
覚
的
に
理
解
で
き
る
た
め
の
戦
略
の
み
な
ら
ず
、

近
代
西
洋
思
想
と
の
思
想
的
類
似
性
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る

近
の
研
究
と
し
て
、
下
川
玲
子
「
朱
子
学
思
想
と
西
洋

思
想
と
の
邂
逅
―
キ
リ
シ
タ
ン
お
よ
び
中
江
兆
民
に
お
い
て
―
」（『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
〇
号
、
二
〇
二
一
年
）、
二
一
七

頁
。
本
稿
で
は
、
朱
子
学
と
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
と
の
類
似
点
の
み
な
ら
ず
、
反
対
に
兆
民
が
ル
ソ
ー
の
思
想
か
ら
乖
離
す
る
原
因
も
朱

子
学
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
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（
8
）

も
ち
ろ
ん
、
ル
ソ
ー
と
ミ
ル
は
生
き
た
時
代
も
国
も
異
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
が
抱
い
て
い
た
問
題
意
識
も
自
ず
と
異
な
る
。
そ
の

た
め
、
こ
う
し
た
背
景
を
無
視
し
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
か
ら
「
君
子
」
の
概
念
を
引
き
出
し
比
較
す
る
本
稿
の
試
み
は
些
か
乱
暴
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
稿
で
重
視
し
た
い
の
は
、
彼
ら
と
時
空
を
異
に
し
た
明
治
日
本
に
生
き
た
二
人
の
知
識
人
が
と
も
に
西
洋
思
想

家
の
著
作
か
ら
、
儒
学
に
お
け
る
「
君
子
」
を
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
9
）

杉
田
玄
白
「
和
蘭
医
事
問
答
」（
沼
田
次
郎
・
松
村
明
・
佐
藤
昌
介
（
校
注
）『
日
本
思
想
体
系
六
四

洋
学
上
』
岩
波
書
店
、
一
九

七
六
年
）、
二
〇
二
頁
お
よ
び
二
一
三
頁
。

（
10
）

嵯
峨
隆
『
ア
ジ
ア
主
義
全
史
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
五
六
頁
。

（
11
）

例
え
ば
、
東
京
か
ら
留
学
先
の
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
ま
で
の
途
上
を
綴
っ
た
『
航
西
日
記
』（
一
八
八
九
年
）。

（
12
）

林
太
郎
が
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
ぶ
契
機
は
蘭
医
で
あ
っ
た
父
の
静
男
の
意
向
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
森
家
と
親
戚
で
あ
り
幕
末
に
オ
ラ

ン
ダ
留
学
を
経
験
し
て
い
る
西
周
の
影
響
も
多
分
に
あ
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
岡
浩
二
『
明
治
の
津
和
野
人
た

ち：

幕
末
・
維
新
を
生
き
延
び
た
小
藩
の
物
語
』
堀
之
内
出
版
、
二
〇
一
八
年
、
二
四
六
頁
を
参
照
。

（
13
）

た
だ
し
、『
航
西
日
記
』
の
読
者
に
つ
い
て
は
、
弟
（
篤
次
郎
）
や
友
人
（
長
瀬
時
衡
）、
そ
し
て
同
書
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
『
衛
生

新
誌
』
の
購
読
者
で
あ
る
医
療
関
係
者
（
特
に
医
師
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
森
岡
ゆ
か
り
『
文
豪
の
漢
文
旅
日
記
│
鴎
外
の

渡
欧
、
漱
石
の
房
総
』
新
典
社
、
二
〇
一
五
年
、
三
七－

三
八
頁
を
参
照
。

（
14
）

堀
田
善
衛
「
知
識
人
と
大
衆
│
兆
民
の
文
体
│
」（
木
下
順
二
・
江
藤
文
夫
（
編
）『
中
江
兆
民
の
世
界
「
三
酔
人
経
綸
問
答
」
を
読

む
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
）、
一
四
五
頁
。

（
15
）

た
だ
し
、『（
欧
米
）
政
理
叢
談
』
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
たD

éclaration
m
ontagnarde

（
一
七
九
三
年
六
月
の
モ
ン
タ
ニ
ャ
ー

ル
宣
言
）
の
訳
出
「
千
七
百
九
十
三
年
仏
蘭
西
民
権
之
告
示
」
は
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
。

（
16
）

例
え
ば
、
柳
父
章
「
兆
民
は
な
ぜ
『
民
約
訳
解
』
を
漢
文
で
訳
し
た
か
」（『
國
文
學
』
第
四
九
巻
一
〇
号
、
二
〇
〇
四
年)

、
井
上

厚
史
「
中
江
兆
民
と
儒
教
思
想
―
「
自
由
権
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
北
東
ア
ジ
ア
研
究
』
第
一
四
・
一
五
合
併
号
、
二
〇
〇
八
年

三
月
）、
岡
田
清
鷹
「『
民
約
訳
解
』
再
考
│
中
江
兆
民
と
読
者
世
界
」（『C

ore
E
thics:

コ
ア
・
エ
シ
ッ
ク
ス
』
六
巻
、
二
〇
一
〇
年
）、
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下
川
玲
子
『
朱
子
学
か
ら
考
え
る
権
利
の
思
想
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
七
年
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
米
原
謙
は
、

「『
訳
解
』
の

大
の
特
色
は
、
儒
学
の
用
語
を
訳
語
と
し
て
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
教
倫
理
の
内
包
す
る
エ
ー
ト
ス
の
内
部
で

『
社
会
契
約
論
』
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
米
原
謙
『
日
本
近
代
思
想
と
中
江
兆
民
』
新
評
論
、
一
九
八
六

年
、
一
七
五
頁
）。

（
17
）

別
四
六
五－

四
六
六
。
な
お
凡
例
と
し
て
、
中
江
兆
民
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
全
て
『
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
）
に
拠
り
、
巻
数
頁
数
の
順
に
①
六
七
の
よ

う
に
略
記
す
る
（
別
巻
の
場
合
は
、
別
四
六
五
の
よ
う
に
し
た
）。
原
漢
文
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
全
集
に
併
せ
て
収
録
さ
れ
て
い

る
編
者
に
よ
る
書
き
下
し
文
の
方
を
引
用
す
る
。

（
18
）

敬
宇
が
、
儒
学
思
想
を
基
盤
に
ミ
ルO
n
Liberty

を
受
容
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
李
セ
ボ
ン
『「
自
由
」
を
求
め
た
儒
者
―
中
村
正

直
の
理
想
と
現
実
』
中
央
公
論
社
、
二
〇
二
〇
年
が
詳
し
い
。

（
19
）

ミ
ル
（
著
）
中
村
正
直
（
訳
）『
自
由
之
理

リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
二
三
六
』
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
、
九
頁
。〔
〕
は
引
用

者
。
大
久
保
に
よ
る
こ
の
序
文
も
、『
自
由
之
理
』
の
文
体
に
応
じ
る
よ
う
に
、
難
し
い
漢
語
を
極
力
排
除
し
基
本
的
に
仮
名
で
書
か
れ

て
い
る
。

（
20
）

高
柳
信
夫
「
中
村
正
直
と
厳
復
に
お
け
る
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
自
由
論
』
翻
訳
の
意
味
」（
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
）、
七
五
頁
を
参
照
。

（
21
）

別
二
〇
九
に
収
録
さ
れ
て
い
る
徳
富
蘇
峰
「
妄
言
妄
聴
」（『
国
民
新
聞
』、
一
八
九
五
年
一
二
月
）。
ま
た
兆
民
は
『
一
年
有
半
』
に

お
い
て
「
近
時
の
漢
文
は
一
も
観
る
に
足
る
者
無
し
」
と
は
い
え
、
「
独
り
岡
松
甕
谷
先
生
は
実
に
近
代
の
大
家
」
で
あ
る
と
晩
年
に
至
っ

て
も
甕
谷
の
こ
と
を
絶
賛
し
て
い
た
（
⑩
一
九
九
）。

（
22
）

別
五
二
二
。

（
23
）
「
正
論
確
説＜

中
略＞

自
非
学
兼
漢
洋
者
、
悪
能
至
于
此
」（
⑪
二
三
）

二
八

論
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（
24
）
『
社
会
契
約
論
』
に
対
す
る
「
予
蚤
歳
よ
り
嗜
み
て
此
の
書
を
読
み
、
久
々
に
し
て
得
る
と
こ
ろ
あ
る
を
覚
ゆ
」
は
、
兆
民
の
漢
学

学
習
の
結
果
と
し
て
の
自
信
の
現
れ
で
あ
り
、
漢
学
修
業
の
努
力
成
果
と
し
て
み
な
す
研
究
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
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
を
参
照
。

（
25
）

小
島
祐
馬
「
中
江
兆
民
の
学
問
と
文
章
」（
内
田
智
雄
（
編
）『
政
論
雑
筆
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
）、
一
六
一
頁
。

（
26
）

狭
間
、
前
掲
書
、
九
五
頁
。

（
27
）

同
前
。

（
28
）

同
前
。

（
29
）

同
前
、
九
五－

九
六
頁
。

（
30
）

藤
田
浪
人
『
民
約
論

日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
八
四
〇
』
信
山
社
、
二
〇
一
五
年
の
「
序
」。

（
31
）

狭
間
、
前
掲
書
、
九
六－

九
七
頁
。

（
32
）

井
田
進
也
『
中
江
兆
民
の
フ
ラ
ン
ス
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
三
八
二
頁
。

（
33
）

①
一
三
六
。

（
34
）

平
岡
昇
（
編
）『
世
界
の
名
著
ル
ソ
ー
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
、
二
三
一
頁
。

（
35
）
『
論
語
』
の
「
政
な
る
者
は
正
な
り
」（
顔
淵
）
が
出
典
。

（
36
）

米
原
謙
「
方
法
と
し
て
の
中
江
兆
民：

『
民
約
訳
解
』
を
読
む
」（『
下
関
市
立
大
学
論
集
』
二
七
巻
三
号
、
一
九
八
四
年
）、
一
八
頁
。

（
37
）

例
え
ば
『
論
語
』（
里
仁
）
に
は
「
君
子
は
義
に
喩
り
、
小
人
は
利
に
喩
る
」
と
あ
る
。

（
38
）

①
一
六
四
。

（
39
）

平
岡
編
、
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。la

voix
du
devoir

succédant
à
l’im
pulsion

physique
etle

droità
l’appétit,l’hom

m
e
qui

jusques-là
n’avoitregardé

que
luim
êm
e,se

voitforcé
d’agir

sur
d’autres

principes,etde
consulter

sa
raison

avantd’écou-

ter
ses
penchans.
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（
40
）
『
訳
解
』
の
「
義
」
と
「
利
」
の
合
一
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
前
掲
論
文
で
詳
細
に
論
じ
た
。

（
41
）

こ
う
し
た
論
点
は
、
兆
民
の
論
説
文
「
原
政
」（
一
八
七
八
年
）
に
お
い
て
既
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
冒
頭
で
、「
政
の
帰
趣
と
為
す
所

果
し
て
安
く
に
在
る
か
、
民
を
し
て
政
を
用
う
る
こ
と
な
か
ら
し
む
る
に
在
り
」
と
喝
破
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
兆
民
は
西
洋
由
来
の
政

治
的
諸
制
度
（「
技
芸
」）
で
は
な
く
、
儒
教
に
由
来
す
る
「
三
代
の
法
」
に
基
づ
い
た
治
世
を
理
想
と
す
る
。「
政
」
が
不
要
と
な
り

「
徳
義
に
饗
往
し
て
利
欲
の
為
に
侵
乱
」
さ
れ
な
い
世
界
を
志
向
す
る
兆
民
に
お
い
て
、
政
治
的
諸
制
度
の
設
置
は
目
的
と
は
な
ら
ず
、

そ
れ
ら
を
不
要
と
な
し
人
々
の
道
徳
に
基
づ
い
た
徳
治
主
義
の
治
世
が
「
政
」
の
極
致
で
あ
っ
た
（
⑪
一
六－

一
七
）。

（
42
）

①
一
九
三
。

（
43
）

松
田
宏
一
郎
「
中
江
兆
民
に
お
け
る
「
約
」
と
「
法
」」（『
自
由
の
不
安

近
代
日
本
政
治
思
想
論
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇

一
六
年
）、
三
〇
八
頁
。

（
44
）

平
岡
編
、
前
掲
書
、
二
五
二－

二
五
三
頁
。la

volonté
générale

est
toujours

droite
et
tend

toujours
à
l’utilité

publique:

m
ais
ilne

s’ensuit
pas
que
les
délibérations

du
peuple

aient
toujours

la
m
êm
e
rectitude...Il

y
a
souvent

bien
de
la
dif-

férence
entre

la
volonté

de
tous

etla
volonté

générale:celle-cine
regarde

qu’à
l’intérêtcom

m
un,l’autre

regarde
à
l’intérêt

privé,et
n’est

qu’une
som
m
e
de
volontés

particulières:m
ais
ôtez

de
ces
m
êm
es
volontés

les
plus

etles
m
oins

quis’en-

tredétruisent,reste
pour

som
m
e
des
différences

la
volonté

générale.

（
45
）

①
一
七
八－

一
七
九
。

（
46
）

山
田
、
前
掲
書
、
一
一
六
頁
。

（
47
）

同
前
、
一
八
頁
。
お
よ
び
島
田
虔
次
『
大
学
・
中
庸
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
、
一
六
三
頁
。

（
48
）
「
中
庸
は
其
れ
至
れ
る
か
な
。
民
能
く
す
る
こ
と
鮮
き
こ
と
久
し
」（
同
前
、
一
八
三
頁
）。

（
49
）
「
舜
は
其
れ
大
知
な
る
か
な
。
舜
は
問
う
と
こ
ろ
を
好
み
、
邇
言
を
察
す
る
こ
と
を
好
み
、
悪
を
隠
し
て
善
を
揚
げ
、
其
の
両
端
を

執
り
て
其
の
中
を
民
に
用
う
」（
同
前
、
一
八
七－

一
八
八
頁
）。

（
50
）

後
述
す
る
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
に
期
待
さ
れ
る
役
割
は
儒
学
の
「
聖
人
」
の
そ
れ
に
近
い
。『
訳
解
』
に
お
い
て
、「
立

三
〇

論
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法
者
」
の
内
容
を
深
く
展
開
し
な
か
っ
た
こ
と
と
、
本
来
「
聖
人
」
の
役
割
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
民
」
が
主
体
的
に
「
中
」
を

執
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
点
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

（
51
）

①
一
七
九
。

（
52
）

①
一
三
一－

一
三
二
。

（
53
）
「
茲
の
君
主
は
、
亦
た
議
院
を
謂
う
。
尋
常
用
う
る
と
こ
ろ
の
語
と
混
視
す
る
こ
と
勿
れ
」（
①
一
九
二
）。

（
54
）

①
一
三
二
。『
社
会
契
約
論
』（
第
三
編
第
一
五
章
「
代
議
士
ま
た
は
代
表
者
」）
は
、
次
の
よ
う
に
代
議
制
を
否
定
的
に
捉
え
て
い

る
。「
人
民
の
代
議
士
は
、
一
般
意
志
の
代
表
者
で
は
な
い
し
、
ま
た
代
表
者
た
り
え
な
い
。
彼
ら
は
、
人
民
の
使
用
人
で
し
か
な
い
。

＜

中
略＞

イ
ギ
リ
ス
の
人
民
は
自
由
だ
と
自
分
で
は
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
誤
解
で
あ
る
。
彼
ら
が
自
由
な
の
も
、
議

会
の
構
成
員
を
選
挙
す
る
期
間
中
だ
け
の
こ
と
で
、
議
員
が
選
ば
れ
る
や
い
な
や
、
イ
ギ
リ
ス
人
民
は
奴
隷
と
な
り
、
な
き
に
等
し
い
存

在
と
な
る
」（
平
岡
編
、
前
掲
書
、
三
一
二
頁
、
な
お
引
用
に
際
し
て
適
宜
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
）。

（
55
）
「
君
子
は
中
庸
す
、
小
人
は
中
庸
に
反
す
」（
島
田
、
前
掲
書
、
一
八
一
頁
）。

（
56
）

例
え
ば
、
後
に
取
り
上
げ
る
西
周
と
同
じ
く
、
明
六
社
員
の
中
村
敬
宇
が
挙
げ
ら
れ
る
。
敬
宇
は
、
明
治
維
新
（
御
一
新
）
が
結
局

「
政
体
」
の
変
化
で
し
か
な
く
「
民
」
の
「
一
新
」
に
は
及
ん
で
い
な
い
と
し
て
、
人
民
の
気
風
が
従
来
の
ま
ま
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
段

階
で
「
民
選
議
院
」
を
設
立
し
た
と
し
て
も
意
味
は
な
い
と
、「
人
民
ノ
性
質
ヲ
改
造
ス
ル
説
」（
一
八
七
五
年
）
で
説
い
て
い
た
（
大
久

保
利
謙
（
監
修
）『
明
六
雑
誌
』
第
三
〇
号
、
一
九
七
六
年
、
八
丁
）。

（
57
）

大
久
保
利
謙
（
編
）『
西
周
全
集

第
二
巻
』
宗
高
書
房
、
一
九
六
二
年
、
二
三
八－

二
四
一
頁
。

（
58
）

同
前
、
二
四
〇
頁
。

（
59
）

こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、
西
に
お
い
て
民
の
「
開
化
」
が
す
す
め
ば
民
選
議
院
は
否
定
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
菅
原
、
前

掲
書
、
一
二
六
頁
を
参
照
。

（
60
）

大
久
保
利
謙
（
編
）『
西
周
全
集

第
一
巻
』
宗
高
書
房
、
一
九
六
〇
年
、
五
三
二
頁
。

（
61
）

同
前
、
五
三
二－

五
三
三
頁
。

360 法と政治 73巻 2号 （2022年 8月）

中
江
兆
民
は
な
ぜ
『
民
約
訳
解
』
を
漢
文
で
書
い
た
の
か
？

三
一



（
62
）

同
前
、
五
一
七－

五
一
八
。
引
用
に
際
し
て
は
、
原
文
に
付
さ
れ
て
い
る
ル
ビ
を
適
宜
省
略
し
た
。

（
63
）

菅
原
光
「
理
と
利
」（
米
原
謙
（
編
）『「
ま
つ
り
ご
と
」
か
ら
「
市
民
」
ま
で
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
）、
九
七
頁
。

（
64
）

⑪
二
四－

二
五
。

（
65
）
「
以
利
為
利
、
則
上
下
交
征
、
不
奪
不
厭
。
以
義
為
利
、
則
不
遺
其
親
、
不
後
其
君
。
蓋
惟
義
之
安
、
而
自
無
所
不
利
矣
。
程
子
曰
、

「
聖
人
以
義
為
利
。
義
之
所
安
、
即
利
之
所
在
。」」（
朱
傑
人
・
厳
佐
之
・
劉
永
翔
（
主
編
）『
朱
子
全
書
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九

六
年
、
五
四
五
頁
）。

（
66
）

⑪
二
五
。

（
67
）

渡
辺
浩
「「
聖
人
」
は
幸
福
か
│
善
と
幸
福
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
明
治
革
命
・
性
・
文
明
│
政
治
思
想
史
の
冒
険
』
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
二
一
年
）、
五
五
七－

五
五
八
頁
。

（
68
）

同
前
、
五
六
八
頁
。

（
69
）

た
だ
し
、
井
上
厚
史
が
述
べ
る
「
近
代
儒
教
」
の
視
点
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
東
ア
ジ
ア
が
西
洋

思
想
の
影
響
を
受
け
て
近
代
化＝

西
洋
化
す
る
時
、
各
国
で
は
共
通
し
て
儒
教
を
近
代
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
過

程
で
儒
教
は
否
定
さ
れ
た
り
、
再
生
さ
れ
た
り
し
た
」
結
果
、
資
本
主
義
社
会
を
生
き
抜
く
よ
う
改
革
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
井
上
厚
史
「
西
周
と
儒
教
思
想
」
―
「
理
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
島
根
県
立
大
学
西
周
研
究
会
（
編
）『
西
周
と
日
本
の
近

代
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
一
七
三－

一
七
四
頁
を
参
照
。

（
70
）

菅
原
、
前
掲
『
西
周
の
政
治
思
想
』、
一
一
二
頁
。

（
71
）

同
前
、
一
一
六
頁
。
な
お
以
下
の
『
利
学
』
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
専
ら
同
書
を
参
照
し
た
。

（
72
）

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
（
著
）
関
口
正
司
（
訳
）『
功
利
主
義
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
二
一
年
、
五
二
頁
。

（
73
）

彌
留
（
著
）
西
周
（
訳
）『
利
学

上
巻
』
一
八
七
七
年
、
三
七
丁
裏
。［

］
は
割
注
。

（
74
）

菅
原
、
前
掲
『
西
周
の
政
治
思
想
』、
一
一
九－

一
二
〇
頁
。

（
75
）

同
前
、
一
二
〇
頁
。
た
だ
し
、
西
に
お
い
て
も
「
民
」
が
議
論
を
す
る
習
慣
を
身
に
着
け
る
こ
と
で
「
君
子
」
と
な
る
こ
と
を
「
網
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羅
議
院
」
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
両
者
は
必
ず
し
も
固
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
同
前
、
一
二
七－

一
二
八
頁
）。

（
76
）

小
泉
仰
『
西
周
と
欧
米
思
想
と
の
出
会
い
』
三
嶺
書
房
、
一
九
八
九
年
、
一
一
頁
、
お
よ
び
菅
原
、
前
掲
『
西
周
の
政
治
思
想
』、

一
〇
七
頁
。

（
77
）

荻
生
徂
徠
「
弁
名
」（
吉
川
幸
次
郎
・
丸
山
真
男
・
西
田
太
一
郎
・
辻
達
也
（
校
注
）『
日
本
思
想
体
系
三
六

荻
生
徂
徠
』
岩
波
書

店
、
一
九
七
三
年
）、
一
八
二
頁
。

（
78
）

菅
原
、
前
掲
『
西
周
の
政
治
思
想
』、
一
二
四－

一
二
五
頁
。

（
79
）

大
久
保
利
謙
（
編
）『
西
周
全
集

第
四
巻
』
宗
高
書
房
、
一
九
八
一
年
、
五
三－

五
四
頁
。

（
80
）

菅
原
、
前
掲
『
西
周
の
政
治
思
想
』、
一
二
三
頁
。

（
81
）

同
前
、
一
二
四－

一
二
五
頁
。

（
82
）

⑭
七
六
。

（
83
）

⑪
一
九
四－

一
九
五
。

（
84
）

ち
な
み
に
兆
民
は
そ
の
前
年
に
、『
三
酔
人
経
綸
問
答
』
で
洋
学
紳
士
に
男
女
の
普
通
選
挙
権
を
説
か
せ
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
も

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
兆
民
は
、
女
性
の
参
政
に
対
し
若
干
の
留
保
は
あ
る
と
は
い
え
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。

こ
れ
は
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
政
治
の
参
加
者
が
男
性
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
、
む
ろ
ん
異
に
す
る
見
解
で
あ
る
。

（
85
）

東
京
外
国
語
学
校
の
校
長
時
代
に
お
け
る
漢
学
教
育
へ
の
執
着
、
お
よ
び
自
身
が
主
宰
し
て
い
た
仏
学
塾
で
の
漢
学
の
授
業
は
、
将

来
の
「
君
子
」
育
成
に
あ
た
っ
て
の
漢
文
が
必
要
不
可
欠
な
素
養
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

（
86
）

片
山
寿
昭
・
徐
水
生
、
前
掲
論
文
、
一
五
頁
。

（
87
）

平
岡
編
、
前
掲
書
、
一
六
二
頁
。

（
88
）

同
前
。

（
89
）R

oger
D
.M
asters

T
he
politicalphilosophy

ofR
ousseau,Princeton

U
niversity

Press,1968,p.339.

（
90
）

米
原
謙
『
近
代
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
政
治
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
頁
。
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（
91
）

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
ロ
ー
マ
盛
衰
史
論
』（
第
一
章
）
を
由
来
と
す
る
が
、
ル
ソ
ー
自
身
が
実
際
に
「
立
法
者
に
つ
い
て
」（
第
二
篇

第
七
章
）
に
お
い
て
「
社
会
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
制
度
を
つ
く
る
の
は
国
家
の
首
長
（
立
法
者
）
で
あ
り
、
後
に
は
国
家
の
首
長
（
行

政
者
）
を
つ
く
る
の
は
制
度
で
あ
る
」（
平
岡
編
、
前
掲
書
、
二
六
二
頁
）
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
か
ら
引
用
し
て
い
た
。

（
92
）

①
三
二－

三
三
。

（
93
）

ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
と
徂
徠
の
「
聖
人
」
は
根
本
的
に
そ
の
構
造
を
異
に
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
渡
辺
浩
「
対
話

徂
徠
と
ル

ソ
ー
」（
前
掲
『
明
治
革
命
・
性
・
文
明
』）
を
参
照
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
は
兆
民
が
両
者
を
類
似
の
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
94
）

ル
ソ
ー
の
い
う
「
立
法
者
」
に
近
い
発
想
は
、
伝
統
中
国
の
共
同
体
に
お
け
る
「
公
論
」
を
実
現
し
、
民
衆
を
率
先
す
る
「
大
人
」

（
君
子
）
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
皆
の
心
（
良
心
）
の
中
に
既
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
意
見
を
体
現
し
、
自
分
か
ら

率
先
し
て
「
私
」
を
捨
て
、
皆
の
中
に
潜
在
し
て
い
る
「
公
」
的
な
心
を
言
葉
に
す
る
こ
と
が
役
目
と
し
て
求
め
ら
れ
る
。
目
指
す
こ
と

は
、
残
る
人
々
も
そ
の
言
葉
に
励
ま
さ
れ
て
「
私
」
を
捨
て
、
主
唱
に
唱
和
し
て
「
公
」
に
就
く
。
そ
し
て
こ
う
し
た
「
公
」
的
な
心
を

達
成
す
る
こ
と
を
「
約
」「
約
束
」
と
い
う
。
以
上
の
過
程
を
経
て
、「
大
人
」
は
「
至
公
無
私
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
寺
田
浩
明
『
中
国
法
制
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
三
一
〇－

三
一
五
頁
を
参
照
（
な
お
、

寺
田
浩
明
先
生
よ
り
直
接
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
箇
所
も
あ
る
）。
こ
れ
に
鑑
み
る
と
、
兆
民
が
原
題
のcontrat

に
「
約
」
を
当
て
た

の
は
意
味
深
長
で
示
唆
的
で
は
あ
る
が
、
本
稿
の
主
題
か
ら
逸
脱
す
る
た
め
こ
れ
以
上
は
論
じ
な
い
。
ま
た
、
兆
民
の
「
民
約
」
と
ル
ソ
ー

のcontrat
social

が
本
質
的
に
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
松
田
、
前
掲
書
を
参
照
。

（
95
）

①
二
〇
〇
。

（
96
）

山
田
、
前
掲
書
、
一
八
八
頁
。

（
97
）

松
田
、
前
掲
書
、
三
〇
八－

三
〇
九
頁
。

（
98
）
『
訳
解
』
は
、「
徹
頭
徹
尾
、
立
法
者
伊
藤
に
対
す
る
兆
民
の
異
議
申
立
て
の
意
図
を
も
っ
て
世
に
問
わ
れ
た
も
の
」
と
み
な
す
研
究

と
し
て
井
田
、
前
掲
書
、
一
九
二
頁
を
参
照
。
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（
99
）

⑫
七
五
。「
一
日
看
尽
長
安
花
」
は
、
孟
郊
が
科
挙
に
及
第
し
た
後
、
一
日
で
長
安
の
花
を
見
尽
く
し
て
し
ま
う
ほ
ど
気
分
が
晴
れ

て
い
る
と
し
て
そ
の
嬉
し
さ
を
表
現
し
た
漢
詩
「
登
科
後
」
が
由
来
。

（
100
）

別
四
五
五
。

（
101
）

当
時
、
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
医
師
で
お
雇
い
外
国
人
の
ベ
ル
ツ
は
自
身
の
日
記
に
、
憲
法
に
酔
う
社
会
情
勢
を
次
の
よ
う
に
描
写

し
て
い
る
。「
東
京
全
市
は
十
一
日
の
憲
法
発
布
を
ひ
か
え
て
そ
の
準
備
の
た
め
言
語
に
絶
し
た
騒
ぎ
を
演
じ
て
い
る
。
到
る
と
こ
ろ
奉

祝
門
・
照
明
・
行
列
の
計
画
、
だ
が
滑
稽
な
こ
と
に
は
誰
も
憲
法
の
内
容
を
ご
存
じ
な
い
の
だ
。
二
月
十
六
日

日
本
憲
法
が
発
表
さ
れ

た
。
も
と
も
と
国
民
に
委
ね
ら
れ
た
自
由
な
る
も
の
は
ほ
ん
の
僅
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
不
思
議
な
こ
と
に
、
以
前
は
『
奴
隷
化
さ

れ
た
』
ド
イ
ツ
の
国
民
以
上
の
自
由
を
与
え
よ
う
と
は
し
な
い
と
い
っ
て
悲
憤
慷
慨
し
た
あ
の
新
聞
が
す
べ
て
満
足
の
意
を
表
し
て
い
る

の
だ
」（
ト
ク
・
ベ
ル
ツ
（
編
）
菅
沼
竜
太
郎
（
訳
）『
ベ
ル
ツ
の
日
記
（
上
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
、
一
三
四
頁
）。
憲
法
を
評
価

す
る
民
権
家

植
木
枝
盛
の
場
合
は
、
憲
法
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
れ
、
父
が
子
を
育
て
る
よ
う
に
、「
親
た
る
天
皇
陛
下
と
日
本
人
民
」

が
「
子
」
た
る
憲
法
を
養
育
し
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
そ
し
て
、「
噫
憲
法
よ
、
汝
已
に
生
れ
た
り
、
吾
之
を
祝
す
。
已

に
汝
の
生
れ
た
る
を
祝
す
れ
ば
随
つ
て
又
汝
の
成
長
す
る
を
祈
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
汝
尚
く
は
建
食
せ
よ
」（『
植
木
枝
盛
集

第
五
巻
』
岩

波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
二
八
六－

二
八
七
頁
）。

（
102
）

兆
民
は
辞
職
願
に
「
小
生
事
、
近
日
亜
爾
格
児
中
毒
病
相
発
し
、
行
歩
艱
難
、
何
分
採
決
の
数
に
列
し
難
く
、
因
て
辞
職
仕
候
。
此

段
御
届
候
也
」
と
記
し
、
議
員
を
辞
す
る
に
あ
た
り
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
を
口
実
と
し
た
。
彼
の
早
々
の
議
員
辞
職
に
よ
っ
て
、
第
一
回
帝

国
議
会
で
議
長
と
副
議
長
を
決
め
る
選
挙
の
投
票
直
前
に
発
し
た
「
自
身
ハ
是
カ
ラ
帰
リ
マ
ス
カ
ラ
御
断
リ
申
シ
マ
ス
」
が
、
「
討
議
」
を

重
視
し
て
い
た
兆
民
に
お
け
る
在
職
中
唯
一
の
議
事
録
に
記
載
さ
れ
た
発
言
と
な
っ
た
。

（
103
）

小
島
祐
馬
が
、
兆
民
の
文
体
に
つ
い
て
「
彼
は
世
に
こ
び
な
か
っ
た
。
売
れ
る
よ
う
な
文
章
は
書
く
気
は
な
か
っ
た
」
と
喝
破
し
て

い
る
こ
と
は
（
小
島
、
前
掲
書
、
一
六
一
頁
）、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
も
説
明
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
晩
年
の
兆
民
は
『
一
年
有
半
』
に

お
い
て
福
沢
の
文
章
を
「
天
下
之
れ
よ
り
飾
ら
ざ
る
莫
く
、
之
れ
よ
り
自
在
な
る
莫
し
。
其
文
章
と
し
て
観
る
に
足
ら
ざ
る
処
、
正
に
一

種
の
文
章
也
」
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
（
⑩
一
八
五
）。『
一
年
有
半
』
に
お
け
る
兆
民
の
文
章
観
は
、
従
来
の
よ
う
に
漢
文
、
漢
文
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崩
し
体
に
必
ず
し
も
固
執
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
本
稿
注
（
105
）
も
参
照
）。

（
104
）

兆
民
は
『
非
開
化
論
』
と
題
し
て
『
学
問
芸
術
論
』
の
一
部
分
を
訳
出
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
が
、『
非
開
化
論
』
に
関

し
て
は
、『
訳
解
』
と
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
と
捉
え
た
研
究
と
し
て
、
山
田
、
前
掲
書
、
二
〇
一－

二
〇
二
頁
を
参
照
。

（
105
）

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
漢
文
に
固
執
し
て
い
た
兆
民
で
は
あ
っ
た
が
、
晩
年
の
『
一
年
有
半
』
に
至
っ
て
ロ
ー
マ
字
に
よ
る
言
文
一
致
体

が
今
後
の
日
本
語
と
し
て
相
応
し
い
と
主
張
し
て
い
た
。
晩
年
の
兆
民
に
お
い
て
ロ
ー
マ
字
記
述
に
よ
る
言
文
一
致
と
漢
文
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
具
体
的
な
考
察
は
、
本
稿
で
の
主
題
か
ら
逸
脱
す
る
た
め
こ
こ
で
は
指
摘
す
る
に
留
め
今
後
の
課
題
と
す
る
。

謝
辞本

稿
は
、
第
四
回
西
周
賞
（
主
催：

島
根
県
津
和
野
町
・
津
和
野
町
教
育
委
員
会

後
援：

島
根
県
立
大
学
）
の
受
賞
対
象
と
な
っ
た
懸

賞
論
文
「
中
江
兆
民
が
『
民
約
訳
解
』
を
漢
文
で
書
い
た
意
義
―
西
周
に
お
け
る
漢
文
観
と
の
比
較
を
通
じ
て
―
」
に
、
論
旨
を
変
更
せ
ず

大
幅
な
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
末
筆
な
が
ら
、
以
下
に
西
周
賞
関
係
者
の
方
々
へ
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

西
周
賞
審
査
委
員
長
で
あ
り
、
受
賞
式
に
お
い
て
拙
稿
に
対
す
る
ご
講
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
樺
山
紘
一
先
生
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

を
は
じ
め
、
選
考
の
任
を
担
っ
て
く
だ
さ
っ
た
、
井
上
厚
史
先
生
（
島
根
県
立
大
学
教
授
）、
上
原
麻
有
子
先
生
（
京
都
大
学
教
授
）、
川
崎

勝
先
生
（
武
蔵
野
大
学
客
員
教
授
）、
手
島
邦
夫
先
生
（
北
海
道
科
学
大
学
元
教
授
）、
服
部
隆
先
生
（
上
智
大
学
教
授
）
の
選
考
委
員
の
先

生
方
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

主
催
者
の
島
根
県
津
和
野
町
・
津
和
野
町
教
育
委
員
会
か
ら
は
下
森
博
之
町
長
と
山
岡
浩
二
氏
に
、
ま
た
後
援
の
島
根
県
立
大
学
の
関
係

者
の
皆
さ
ま
に
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
（
以
上
の
肩
書
は
二
〇
二
一
年
一
一
月
八
日
現
在
）。

後
に
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
五
日
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
の
た
め
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催
さ
れ
た
第
一
八
回
西
周
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
本
稿
の
基
に
も
な
っ
て
い
る
西
周
賞
受
賞
者
記
念
講
演
に
ご
参
加
く
だ
さ
っ
た
方
々
へ
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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本
稿
の
脱
稿
直
前
に
、
西
周
賞
審
査
委
員
の
お
一
人
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
労
い
の
お
言
葉
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
井
上
厚
史
先
生
の

訃
報
に
接
し
ま
し
た
。
井
上
厚
史
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
み
、
謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。
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Pourquoi a Chōmin Nakae écrit Min’yaku yakukai en
chinois classique ? :

À travers une comparaison avec le chinois classique
pour Amane Nishi

Yutaka TANAKA

Min’yaku yakukai（民約譯解）par Chōmin Nakae（中江兆民 1847�1901）,
la traduction de Du Contrat Social, est écrit en entier en chinois classique.

Le style de Min’yaku yakukai est si noble que ce livre a été très apprécié.

La raison pour laquelle Min’yaku yakukai a été écrit en chinois classique

a traditionnellement attiré l’attention en termes de technologie de traduc-

tion. En d’autres termes, les travaux antérieurs avaient considéré qu’il était

plus commode de remplacer les mots occidentaux par des mots orientaux

dans le contexte du chinois classique que dans celui du japonais. Donc Cet

article examine la signification du chinois classique pour Chōmin Nakae en

se basant sur ses réflexions.

Comme Chōmin, Amane Nishi（西周 1829�1897）est également une fig-
ure marquante à cet égard. Nishi a essayé d’ingérer et de comprendre la

pensée occidentale à travers les Kangaku（漢學）dans la pensée japonaise

moderne. Parce que c’est Nishi qui a introduit L’Utilitarisme（par John Stu-

art Mill）au Japon et nommé Rigaku（利學）. Et encore plus important,

Nishi a traduit L’Utilitarisme de l’anglais en chinois classique. L’objectif

principal de ce livre était de présenter “la philosophie du homme de bien”.

Pour cette raison, Nishi a osé écrire en chinois classique pour présenter les

idées politiques de Mill au homme de bien（君子 jūnzı̌）. A cette époque,

Nishi avait l’homme de bien à l’esprit dans l’école de Sorai（徂徠學）et ex-

cluait les “Peuple”（民 mín）qui n’étaient pas l’homme de bien des lecteurs

cibles de Rigaku.

Cet article a révélé que Min’yaku yakukai avait aussi le motif de “la poli-
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tique du homme de bien”. Donc il devait être écrit en chinois classique qui
est la langue du homme de bien. Et contrairement au cas des Nishi, le sens
du homme de bien en Chōmin fait référence au “Peuple” qui n’aurait pas
dû être capable de lire les textes chinois classiques. Parce que c’est lié au
fait que Min’yaku yakukai était basé sur l’école Cheng-Zhu（朱子學 Zhūz-
ı̌xué）, chomin pensait que “People” devait être uniformément l’homme de
bien. Paradoxalement, Chōmin pensait que Min’yaku yakukai devait être lu
par le “People” qui aurait dû être souverain. En d’autres termes, la raison
pour laquelle Min’yaku yakukai a été écrit en chinois classique est qu’il vou-
lait que les “Citoyens”（士 shì）soient familiarisés avec l’écriture et la lec-
ture du chinois classique en tant que souverains. C’est différent du cas de
Rigaku qui l’a limité à un groupe spécifique et a exclu un grand nombre
d’autres lecteurs. Par conséquent, Chōmin a dû écrire Min’yaku yakukai en
chinois classique. Ainsi,Min’yaku yakukai n’était pas un livre qui devait être
écrit dans un style simple. Au contraire, l’attitude de Yukichi Fukuzawa
（福澤諭吉 1835�1901）, qui menait des activités dans un style simple, était
inacceptable pour l’idée de Chōmin qui pensait que le “Peuple” devait deve-
nir un véritable “Citoyen”. Donc, on peut dire que Min’yaku yakukai était
un ouvrage qui laisse penser que l’auteur lui-même, qui savait lire et écrire
les nobles chinois classiques, était un modèle de “Citoyen”.
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