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中
国
研
究
集
刊 

称
号
（
総
六
十
号
記
念
号
）
平
成
二
十
七
年
六
月　

一
六
〇
︱
一
七
七
頁

中
井
履
軒
に
と
っ
て
の
「
命
」

︱『
論
語
逢
原
』
の
程
注
批
判
か
ら
︱

藤
居
岳
人

は
じ
め
に

江
戸
時
代
の
大
坂
の
漢
学
界
に
お
い
て
、
中
井
竹
山
・
履
軒
兄

弟
が
健
在
だ
っ
た
と
き
の
懐
徳
堂
は
大
き
な
存
在
感
を
有
し
て
い

た
。
特
に
『
七
経
逢
原
』
や
『
七
経
雕
題
』
な
ど
の
履
軒
の
経
書

研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
儒
学
の
経
学
方
面
に
お
け
る
懐
徳

堂
の
業
績
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
当
時
の
大
坂
の
漢
学
界
は
、
混
沌
社
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
漢
詩
文
の
方
面
で
も
大
い
に
活
況
を
呈
し
て
い
た
。
そ
の
混

沌
社
に
は
尾
藤
二
洲
や
頼
春
水
ら
が
参
加
し
て
い
た
。
彼
ら
は
詩

作
に
励
む
か
た
わ
ら
で
経
学
方
面
の
研
鑽
も
積
ん
で
お
り
、
反
徂

徠
学
の
立
場
か
ら
さ
ら
に
朱
子
学
の
顕
彰
へ
と
進
み
、
い
わ
ゆ
る

近
世
後
期
朱
子
学
派
を
形
成
し
た
。
こ
の
動
き
が
後
に
松
平
定
信

が
主
導
す
る
寛
政
改
革
、
特
に
寛
政
異
学
の
禁
に
お
け
る
彼
ら
の

活
躍
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

混
沌
社
に
参
加
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
儒
者
た
ち
と
懐
徳
堂
の
儒

者
た
ち
と
の
間
に
密
な
交
流
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
同
じ

大
坂
の
地
で
活
動
す
る
者
同
士
で
あ
り
、
い
わ
ば
当
然
の
流
れ

だ
っ
た
。
竹
山
や
履
軒
は
混
沌
社
社
友
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う

だ
け
れ
ど
も
、
詩
会
を
開
い
た
り
、
他
地
方
の
儒
者
が
上
坂
し
た

際
に
は
一
緒
に
宴
席
を
設
け
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
交
流
を
深

め
て
い
た
。
ま
た
、
春
水
が
飯
岡
義
斎
の
娘
（
梅ば
い

颸し

。
頼
山
陽
の

母
）
と
、
二
洲
が
梅
颸
の
妹
梅
月
と
結
婚
し
た
際
は
、
と
も
に
竹

山
が
媒
酌
人
を
務
め
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
双
方
の
密
接
な
交

流
の
様
相
が
う
か
が
え
る
。
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た
だ
、
懐
徳
堂
の
儒
学
は
、
二
洲
や
春
水
か
ら
見
て
、
彼
ら
近

世
後
期
朱
子
学
派
の
儒
者
た
ち
の
立
場
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の

と
は
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
春
水
の
『
師
友
志
』
に
、「〔
中

井
〕
兄
弟　

皆
な
山
斗
の
望
有
り
。
但
だ
其
の
学　

程
朱
を
信
じ

て
純
な
ら
ざ
る
を
恨
み
と
為
す
」（
原
漢
文
）
と
あ
る
こ
と
か
ら

も
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。
懐
徳
堂
は
初
代
学
主
三
宅
石
庵
の
学
問

が
「
鵺ぬ
え

学
問
」（『
先
哲
叢
談
』
巻
五
に
見
え
る
香
川
修
徳
の
語
）

と
揶
揄
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
朱
子
学
と
陽
明
学
と
の
折
衷
的
色
彩

が
強
い
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
五
井
蘭
洲
が
助
教
に
就
く
に

至
っ
て
、
懐
徳
堂
は
朱
子
学
一
尊
の
学
風
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
蘭
洲
に
師
事
し
た
竹
山
と
履
軒
と
が
基
本
的
に
朱

子
学
尊
重
の
立
場
だ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

し
か
し
、
弟
子
が
師
の
立
場
を
完
全
に
受
け
継
ぐ
場
合
ば
か
り

で
は
な
い
。
実
際
に
履
軒
の
注
解
を
見
れ
ば
、
朱
子
の
注
を
批
判

し
て
、
独
自
の
立
場
か
ら
注
解
を
施
す
内
容
の
も
の
も
数
多
く
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
履
軒
に
と
っ
て
、
朱
子
の
注
を
批
判

す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
、
履
軒
の
『
論
語
逢
原
』（
以
下
、『
逢
原
』
と
称
す
る
）

を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
『
論
語
集
注
』（
以
下
、『
集
注
』
と
称
す

る
）
批
判
の
様
相
か
ら
履
軒
の
基
本
的
立
場
の
一
端
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

一
、『
論
語
逢
原
』
の
程
注
批
判
一
―
玩
味
の
巵
言
―

履
軒
の
『
逢
原
』
は
、
も
と
も
と
『
集
注
』
の
刊
本
の
余
白
に

記
し
た
自
身
の
注
解
の
分
量
が
多
く
な
り
す
ぎ
た
た
め
に
改
め
て

別
に
ま
と
め
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
注
解
の
性
質
上
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
『
集
注
』
の
内
容
に
対
す
る
批
判
の
意
図
を
こ

め
た
注
解
が
多
い
。
な
か
で
も
最
も
履
軒
の
批
判
の
対
象
に
な
っ

て
い
る
の
は
、『
集
注
』
に
見
え
る
程
顥
・
程
頤
兄
弟
に
よ
る
注

解
（
以
下
、
程
注
と
称
す
る
）
で
あ
る
。
以
下
、
主
に
程
注
を
取

り
上
げ
て
履
軒
の
『
集
注
』
批
判
の
様
相
を
検
討
す
る
こ
と
に
す

る
。『

集
注
』
に
見
え
る
程
注
に
対
し
て
、
部
分
的
に
そ
の
注
解
内

容
を
認
め
る
よ
う
な
箇
所
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
ほ
ぼ
『
逢
原
』
全

般
に
わ
た
っ
て
履
軒
は
程
注
を
批
判
す
る
。

た
と
え
ば
、『
論
語
』
憲
問
篇
（
以
下
、
出
拠
が
『
論
語
』
の

場
合
、
篇
名
の
み
を
記
す
）
に
、「
子
貢
曰
く
、
管
仲
は
仁
者
に

非
ざ
る
か
。
桓
公
は
公
子
糾
を
殺
す
も
、
死
す
る
能
わ
ず
。
又
た

之
を
相た
す

く
」
で
始
ま
る
章
が
あ
る
。
春
秋
時
代
の
斉
の
覇
者
桓
公

に
仕
え
た
管
仲
に
関
す
る
内
容
で
、
桓
公
の
兄
弟
で
あ
る
公
子
糾

の
腹
心
だ
っ
た
管
仲
が
公
子
糾
と
斉
王
の
後
継
者
の
地
位
を
争
っ

て
い
た
桓
公
に
公
子
糾
を
殺
さ
れ
て
か
ら
も
主
君
に
殉
じ
る
わ
け

（ 161 ）



で
も
な
く
、
か
え
っ
て
桓
公
に
仕
え
た
の
は
仁
者
と
は
言
え
な
い

の
で
は
な
い
か
と
子
貢
が
孔
子
に
質
す
場
面
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
の
程
注
は
、
王
の
地
位
は
兄
が
継
ぐ
べ
き
だ
と
い
う

立
場
か
ら
注
を
施
す
。
程
注
は
、
桓
公
を
兄
、
公
子
糾
を
弟
と
し

て
お
り
、
本
来
、
桓
公
が
王
位
を
継
承
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
管
仲
が
公
子
糾
を
輔
佐
し
て
国
に
争
い
を
生
じ
さ
せ
た

の
は
「
義
に
非
ず
」
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
も
し
桓
公
が
弟
で

公
子
糾
が
兄
な
ら
ば
、
王
位
は
公
子
糾
が
継
ぐ
べ
き
で
、
そ
の
公

子
糾
を
殺
し
て
王
位
を
奪
っ
た
桓
公
に
、
管
仲
は
決
し
て
仕
え
る

べ
き
で
は
な
い
と
言
う
（
注
1
）
。

そ
の
箇
所
の
『
逢
原
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
（
注
2
）
。

程
子
は
小
白
（
斉
の
桓
公
）
を
以
て
兄
と
為
し
て
論
を
立

つ
。
其
の
意
は
美よ

し
。
然
れ
ど
も
荘
〔
子
〕・
荀
〔
子
〕・
管

〔
子
〕・
韓
〔
子
〕・
越
絶
書
・
左
氏
〔
伝
〕・
大
史
公
の
書

（
史
記
）、
皆
な
子
糾
を
以
て
兄
と
為
す
。
程
子
は
特
だ
薄
昭

の
書
に
拠
り
て
証
と
為
す
の
み
。
薄
昭
は
為た
め

有
り
て
言
う
。

是
れ
口
中
雌
黄
（
本
来
の
言
葉
を
変
改
し
て
言
う
こ
と
）
の

類
な
り
。
焉
ん
ぞ
拠
り
て
以
て
大
義
を
断
ず
る
を
得
ん
や
。

乃
ち
一
を
執
り
て
百
を
廃
す
。
通
論
と
謂
う
可
か
ら
ず
。

（
二
八
二
頁
）

『
漢
書
』
淮
南
衡
山
済
北
王
伝
に
、
薄
昭
が
諫
言
の
た
め
に
厲

王
に
奉
っ
た
書
の
中
に
、「
斉
の
桓
〔
公
〕
は
其
の
弟
を
殺
し
て
、

以
て
国
に
反
る
」
と
あ
る
。
程
注
が
根
拠
と
す
る
の
は
こ
の
『
漢

書
』
の
記
事
の
み
で
、
他
書
は
み
な
公
子
糾
の
方
を
兄
と
し
て
い

る
。
履
軒
は
諸
書
を
博
覧
し
た
う
え
で
、
程
注
の
論
説
の
根
拠
が

薄
弱
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
履
軒
の
主
張
は
、

『
逢
原
』
の
注
解
を
読
む
我
々
も
大
い
に
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

し
か
し
、『
逢
原
』
に
見
え
る
程
注
批
判
は
こ
の
よ
う
な
実
証

的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
『
論
語
』
本

文
の
内
容
と
程
注
と
の
関
連
が
明
確
で
な
く
、
そ
の
内
容
が
牽
強

付
会
に
過
ぎ
る
と
厳
し
く
批
判
す
る
も
の
が
多
い
。

た
と
え
ば
、
同
じ
く
憲
問
篇
に
、
子
路
が
成
人
、
す
な
わ
ち
、

完
成
さ
れ
た
人
と
は
ど
の
よ
う
な
人
か
と
孔
子
に
問
う
章
が
あ

る
。
そ
の
問
い
に
対
し
て
孔
子
は
、「
臧
武
仲
の
知
・
公
綽
の
不

欲
・
卞
荘
子
の
勇
・
冉
求
の
芸
の
若
き
、
之
を
文か
ざ

る
に
礼
楽
を
以

て
せ
ば
、
亦
た
以
て
成
人
と
為
す
可
し
」
と
答
え
る
。

そ
の
箇
所
の
程
注
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

程
子
曰
く
、
知
の
明
、
信
の
篤
、
行
の
果
、
天
下
の
達
徳
な

り
。
孔
子
の
い
わ
ゆ
る
成
人
の
若
き
も
、
亦
た
此
の
三
者
を

出い

で
ず
。
武
仲
は
知
な
り
、
公
綽
は
仁
な
り
、
卞
荘
子
は
勇

な
り
、
冉
求
は
芸
な
り
。
須
く
是
れ
此
の
四
人
の
能
を
合
わ

せ
て
、
之
を
文
る
に
礼
楽
を
以
て
す
べ
し
。
亦
た
以
て
成
人

と
為
す
可
し
。
…

（ 162 ）



そ
れ
に
対
し
て
同
箇
所
の
『
逢
原
』
で
は
次
の
よ
う
に
程
注
を

批
判
す
る
。

知
・
仁
・
勇
を
以
て
達
徳
と
為
す
は
、
吾　

之
を
聞
く
。

知
・
信
・
行
を
以
て
達
徳
と
為
す
は
、
吾
未
だ
之
を
聞
か
ざ

る
な
り
。
程
子
の
言
は
汰
な
る
か
な
。
且し
ば
らく

行
の
果
は
、
勇

と
近
似
有
り
。
信
の
篤
の
若
き
は
、
豈
に
以
て
仁
と
為
す
可

き
か
な
。
又
た
曰
く
、
公
綽
は
仁
な
り
と
。
夫
の
公
綽
は
不

欲
廉
静
な
る
の
み
。
豈
に
仁
を
以
て
之
を
許
す
可
け
ん
や
。

信
の
篤
も
亦
た
公
綽
に
貼つ

か
ず
。
既
に
三
徳
を
以
て
論
を
立

て
、
而
し
て
冉
求
の
芸
は
属
す
る
所
無
し
。
則
ち
是
れ
孔
子

の
語
は
固
よ
り
三
者
の
外
に
出
る
有
る
な
り
。
程
子
は
何
を

以
て
出い

で
ず
と
曰
う
や
。
牽
合
の
説
に
し
て
用
う
る
に
中あ
た

ら

ざ
る
こ
と
を
知
る
可
き
な
り
。（
二
七
八
頁
）

こ
の
箇
所
で
、
程
注
は
本
文
の
「
臧
武
仲
の
知
・
公
綽
の
不

欲
・
卞
荘
子
の
勇
」
を
『
中
庸
』
二
〇
章
の
「
知
・
仁
・
勇
の
三

者
は
、
天
下
の
達
徳
な
り
」
を
用
い
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、『
逢
原
』
は
『
中
庸
』
の
知
・
仁
・
勇
を
そ
れ
ぞ

れ
臧
武
仲
の
知
の
明
・
公
綽
の
信
の
篤
・
卞
荘
子
の
行
の
果
に
当

て
は
め
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、『
論
語
』
本
文
の

「
冉
求
の
芸
」
だ
け
が
程
注
の
解
釈
か
ら
浮
い
て
し
ま
う
と
言
う
。

し
た
が
っ
て
、
程
注
の
解
釈
を
「
牽
合
の
説
」
と
評
す
る
に
至

る
。
こ
の
箇
所
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、『
逢
原
』
で
は
程
注
の

解
釈
を
「
豈
に
牽
合
し
て
相
い
釈と

く
可
け
ん
や
」（
述
而
篇
、
一

四
四
頁
）、「
牽
合
の
尤
も
甚
し
き
者
な
り
」（
憲
問
篇
、
二
九
九

頁
）、「
当
に
牽
合
し
て
説
を
作な

す
可
か
ら
ず
」（
衛
霊
公
篇
、
三

一
三
頁
）
な
ど
と
述
べ
て
、
本
文
と
関
連
の
少
な
い
解
釈
を
展
開

す
る
程
注
の
牽
強
付
会
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

こ
の
よ
う
な
『
逢
原
』
の
程
注
批
判
を
象
徴
す
る
用
語
が
「
玩

味
の
巵
言
」
で
あ
る
。
こ
の
「
玩
味
の
巵
言
」
の
語
が
主
に
程
注

批
判
の
語
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
学
に
よ
っ

て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
3
）
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
雍
也
篇

「
子
曰
く
、
賢
な
る
か
な
回
や
、
一
簞
の
食
、
一
瓢
の
飲
、
陋
巷

に
在
り
。
人
は
其
の
憂
え
に
堪
え
ず
。
回
や
、
其
の
楽
し
み
を
改

め
ず
。
賢
な
る
か
な
回
や
」
の
箇
所
の
『
集
注
』
に
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

〔
程
子
〕
又
た
曰
く
、「
簞
瓢
陋
巷
は
楽
し
む
可
き
も
の
に
非

ず
。
蓋
し
自
ら
其
の
楽
し
む
こ
と
有
る
の
み
。「
其
」
字
は

当
に
玩
味
す
べ
し
。
自
ら
深
意
有
り
」
と
。
又
た
曰
く
、「
昔　

学
を
周
茂
叔
に
受
く
。
毎つ
ね

に
仲
尼
・
顔
子
の
楽
し
む
処
と
楽

し
む
所
と
は
何
事
な
る
か
を
尋
ね
令
む
」
と
。
愚
按
ず
る

に
、
程
子
の
言
は
、
引
き
て
発
せ
ず
。
蓋
し
学
者
の
深
く
思

い
て
自
ら
之
を
得
ん
こ
と
を
欲
す
。
今
も
亦
た
敢
え
て
妄
り

に
之こ
の

説
を
為
さ
ず
。

本
章
は
、
貧
窮
の
境
遇
に
も
か
か
わ
ら
ず
前
向
き
な
態
度
で
学
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問
に
励
む
顔
淵
に
言
及
す
る
有
名
な
章
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ

い
て
、
程
注
は
「
其
」
字
に
注
目
し
て
、
粗
食
や
狭
い
路
地
の
下

町
暮
ら
し
が
と
て
も
楽
し
め
る
も
の
で
は
な
く
、
顔
淵
が
楽
し
ん

で
い
る
「
其
の
楽
し
み
」
の
「
其
」
に
は
深
い
意
味
が
あ
る
か
ら

よ
く
玩
味
す
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
程
子
が
周
敦
頤
に
学

ん
で
い
た
際
に
も
、
顔
淵
の
楽
し
み
の
内
容
に
つ
い
て
、
師
か
ら

よ
く
問
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
こ
の
程
注
に
つ
い
て
、

朱
子
自
身
も
『
孟
子
』
尽
心
章
句
上
の
「
君
子
は
引
き
て
発
せ

ず
。
躍
如
た
り
」
の
語
を
引
き
つ
つ
、「
其
の
楽
し
み
」
の
内
容

は
学
者
自
身
が
み
ず
か
ら
深
く
考
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
み

だ
り
に
言
挙
げ
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
る
。

上
述
の
『
集
注
』、
特
に
程
注
の
内
容
に
つ
い
て
、『
逢
原
』
は

以
下
の
よ
う
に
言
う
（
こ
の
箇
所
の
『
逢
原
』
に
は
多
く
の
条
が

あ
り
、
便
宜
上
、
算
用
数
字
を
附
し
た
）。

① 

其
の
楽
し
み
の
其
は
、
其
の
憂
え
の
其
と
正
に
同
じ
。
何
ぞ

深
意
有
ら
ん
。

② 

朱
子
曰
く
、
伊
尹
は
有
莘
の
野
に
耕
し
て
、
是
れ
に
由
り
て

以
て
堯
舜
の
道
を
楽
し
む
。
未
だ
甞
て
道
を
楽
し
む
を
以
て

浅
と
為
さ
ざ
る
な
り
。
直
だ
顔
子　

道
を
楽
し
む
と
為
す
と

謂
う
は
、
何
ぞ
不
可
な
る
こ
と
有
ら
ん
。

③ 

仮た
と
い令

顔
子　

道
を
楽
し
む
と
曰
う
も
、
亦
た
周
程
以
後
の
道

体
・
道
学
の
道
と
異
な
り
。

④ 

程
説
は
並
び
に
機
鋒
有
り
て
、
鴻
儒
に
望
む
所
に
非
ず
。
然

し
て
亦
た
玩
味
の
巵
言
な
る
の
み
。（
以
上
、
一
一
一
頁
）

『
逢
原
』
の
基
本
的
立
場
は
、
①
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
其
」
字

に
は
程
注
が
解
す
る
よ
う
な
特
別
深
い
意
味
を
こ
め
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
の
が
第
一
点
で
あ
る
。
次
に
、『
朱
子
語
類
』

巻
三
一
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
引
く
②
に
お
い
て
、
朱
子
は
『
孟

子
』
万
章
章
句
上
の
内
容
に
基
づ
く
「
伊
尹
は
有
莘
の
野
に
耕
し

て
、
是
れ
に
由
り
て
以
て
堯
舜
の
道
を
楽
し
む
」
の
立
場
か
ら
、

顔
淵
が
楽
し
ん
で
い
た
の
は
道
だ
と
解
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

『
逢
原
』
は
、
③
で
『
論
語
』
で
は
顔
淵
が
楽
し
ん
だ
の
は
道
だ

と
明
確
に
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
い
顔
淵
が
道
を
楽

し
ん
だ
と
し
て
も
彼
が
楽
し
ん
だ
の
は
、
周
敦
頤
や
程
子
が
宋
学

の
理
論
で
概
念
化
し
た
よ
う
な
道
で
は
な
く
、
も
っ
と
素
朴
な
意

味
の
道
だ
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
④
で
述
べ
る
よ
う
に
、
程
注

は
「
玩
味
の
巵
言
」
す
な
わ
ち
、
深
読
み
し
す
ぎ
て
曲
解
に
至
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
第
二
点
で
あ
る
。
同
じ
く
④
で
、

元
来
、
禅
の
用
語
で
鋭
い
舌
鋒
を
意
味
す
る
「
機
鋒
」
の
語
を
使

用
す
る
の
も
、
反
仏
教
の
立
場
に
あ
る
履
軒
に
と
っ
て
は
程
注
批

判
に
な
る
。
つ
ま
り
、
履
軒
か
ら
見
れ
ば
、『
論
語
』
本
文
を
深

読
み
し
て
、
あ
り
も
し
な
い
深
意
を
見
出
そ
う
と
し
て
も
、
か

え
っ
て
『
論
語
』
本
来
の
趣
旨
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
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「
玩
味
の
巵
言
」
の
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
履
軒
が
『
論

語
』
本
文
を
深
読
み
す
る
傾
向
が
程
注
に
強
い
と
批
判
す
る
箇
所

は
『
逢
原
』
の
至
る
と
こ
ろ
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え

ば
、
顔
淵
篇
「
樊
遅　

仁
を
問
う
。
子
曰
く
、
人
を
愛
す
、
と
。

〔
樊
遅
〕
知
を
問
う
。
子
曰
く
、
人
を
知
る
、
と
」
の
箇
所
の

『
集
注
』
に
「
程
子
曰
く
、
聖
人
の
語
は
、
人
に
因
り
て
変
化
す
。

浅
近
な
る
者　

有
る
が
若
し
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
其
の
包
含
す
る

も
の　

尽
く
さ
ざ
る
所
無
き
は
、
此
の
章
を
観
れ
ば
見
る
可
し
」

と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
逢
原
』
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

聖
人
の
語
は
為た
め

有
り
て
発
す
る
者
と
雖
も
、
其
の
正
理
に
お

け
る
や
、
毫
髪
の
差
無
き
こ
と
斯
く
の
如
き
の
み
。
豈
に
必

ず
浅
近
に
し
て
一
一
深
遠
を
包
ま
ん
や
。
乃
ち
以
為
え
ら

く
、
包
含
す
る
も
の　

尽
く
さ
ざ
る
所
無
き
は
、
是
れ
牽
合

附
会
の
由
り
て
生
ず
る
所
の
み
。（
二
四
九
頁
）

ま
た
、
子
張
篇
「
子
夏
曰
く
、
博
く
学
び
て
篤
く
志
し
、
切
に

問
い
て
近
く
思
う
。
仁　

其
の
中
に
在
り
」
の
箇
所
の
『
集
注
』

は
程
注
を
多
く
引
く
が
、『
逢
原
』
で
は
、「
是
の
章
の
文
義
は
元

も
と
解
し
難
き
者
無
し
。
先
儒
は
深
く
理
解
を
求
め
て
、
而
れ
ど

も
遂
に
文
義
を
失
う
。
歎
く
可
き
か
な
」（
三
七
九
頁
）
と
述
べ

る
。
顔
淵
篇
や
子
張
篇
の
程
注
に
対
し
て
、「
豈
に
必
ず
浅
近
に

し
て
一
一
深
遠
を
包
ま
ん
や
」「
深
く
理
解
を
求
め
て
、
而
れ
ど

も
遂
に
文
義
を
失
う
」
と
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
履
軒
が

程
注
の
深
読
み
が
か
え
っ
て
『
論
語
』
本
文
の
意
味
を
正
し
く
と

ら
え
な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し

た
が
っ
て
、
程
注
に
対
す
る
履
軒
の
思
い
は
、「
凡
そ
程
張
以
下

の
諸
子
は
皆
な
其
の
理
を
玩
味
す
る
を
喜
び
て
、
而
し
て
本
章
の

語
気
文
勢
を
玩
味
せ
ず
。
故
に
憾う
ら

む
可
き
者
多
し
。
蓋
し
其
れ
平

日　

文
章
を
愛
さ
ざ
る
故
な
る
の
み
」（
季
氏
篇
「
孔
子
曰
く
、

君
子
に
九
思
有
り
」
の
箇
所
の
『
逢
原
』、
三
三
八
頁
）
と
い
う

よ
う
な
批
判
の
語
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
、『
論
語
逢
原
』
の
程
注
批
判
二
―
性
論
批
判
―

『
集
注
』
に
見
え
る
程
注
に
対
し
て
、
履
軒
は
厳
し
い
批
判
を

展
開
す
る
。
そ
の
批
判
の
矛
先
は
、
特
に
宋
学
の
基
本
的
立
場
の

一
つ
で
あ
る
性
論
に
向
か
う
。
そ
の
批
判
の
様
相
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
学
而
篇
「
有
子
曰
く
、
其
の
人
と
為
り
や
孝
弟
に
し

て
、
上
を
犯
す
を
好
む
者
は
、
鮮す
く

な
し
。
…
君
子
は
本
を
務
む
。

本
立
ち
て
道
生
ず
。
孝
弟
な
る
者
は
、
其
為
仁
之
本
与
」
の
箇
所

を
取
り
上
げ
る
。
最
後
の
「
其
為
仁
之
本
与
」
の
部
分
を
訓
読
し

な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
部
分
の
解
釈
に
二
つ
の
有
力
な
立
場
が
あ

る
か
ら
で
あ
り
、
一
つ
は
「
其
れ
仁
の
本
為
る
か
」
と
訓
む
『
論

語
集
解
』
以
来
の
伝
統
的
な
立
場
（
以
下
、「
古
注
の
立
場
」
と

称
す
る
）、
も
う
一
つ
は
「
其
れ
仁
を
為
す
の
本
か
」
と
訓
む
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『
集
注
』
の
立
場
で
あ
る
。『
集
注
』
の
解
釈
は
、
性
善
た
る
人
間

に
は
仁
義
礼
智
の
四
つ
の
徳
が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
孝

弟
は
性
で
は
な
い
と
い
う
宋
学
の
主
張
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

学
而
篇
の
同
箇
所
の
『
集
注
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
程
子
の
言
を

引
く
。程

子
曰
く
、
…
故
に
仁
を
為
す
に
は
孝
弟
を
以
て
本
と
為
し

て
、
性
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
仁
を
以
て
孝
弟
の
本
と
為
す
。

…
孝
弟
は
是
れ
仁
の
一
事
な
り
。
之
を
仁
を
行
な
う
の
本
と

謂
え
ば
則
ち
可
な
り
。
是
れ
仁
の
本
な
り
と
謂
え
ば
則
ち
不

可
な
り
。
蓋
し
仁
は
是
れ
性
な
り
。
孝
弟
は
是
れ
用
な
り
。

性
の
中
に
只
だ
箇こ

の
仁
義
礼
智
の
四
者
有
る
の
み
。
曷な
ん

ぞ
嘗

て
孝
弟
の
来
る
こ
と
有
ら
ん
や
。

「
仁
は
是
れ
性
な
り
。
孝
弟
は
是
れ
用
な
り
」
の
語
か
ら
、
孝

弟
が
性
の
範
疇
に
は
入
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
性
の
用
、
す
な
わ

ち
、
性
の
発
現
だ
と
す
る
程
子
の
立
場
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
箇
所
の
『
逢
原
』
は
、
非
常
に
詳
細

な
注
解
を
施
す
。
こ
の
箇
所
も
記
述
が
多
い
こ
と
か
ら
便
宜
的
に

条
ご
と
に
算
用
数
字
を
附
す
。
た
だ
し
、
以
下
に
取
り
上
げ
る
の

は
本
稿
の
論
旨
に
関
係
す
る
箇
所
の
み
で
あ
る
。

① 

〔「
其
為
仁
之
本
与
」
の
〕
此
の
句
、
試
み
に
一
の
「
為
」

字
を
削
り
て
、
惟
だ
其
れ
仁
の
本
た
る
か
と
言
う
も
義
は
同

じ
な
り
。
必
ず
し
も
葛
藤
を
生
ぜ
ず
。
可
な
り
。

② 

又
た
〔
程
注
に
〕
曰
く
、「
性
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
仁
を
以

て
孝
弟
の
本
と
為
す
」
と
。
夫
れ
有
子
は
未
だ
甞
て
性
を
論

ぜ
ず
。
此
れ
何
ぞ
労
擾
（
わ
ず
ら
わ
し
い
）
せ
ん
や
。
他
無

し
（
他
で
も
な
い
）、
元
来
玩
味
の
巵
言
に
し
て
、
不
可
な

る
者
無
く
ん
ば
、
援ひ

き
て
註
解
に
入
る
。
便
ち
其
の
病
見あ
ら

わ

る
。
凡
そ
程
子
の
言
、他
も
並
び
に
此
れ
に
放な
ら

う
。
謝
〔
氏
〕

楊
氏
の
若
き
は
、
則
ち
同
じ
か
ら
ず
。

③ 

性
は
善
な
り
。
仁
は
是
れ
徳
の
名
に
し
て
、
其
の
道
な
れ
ば

則
ち
善
中
の
大
綱
な
り
。
孝
弟
も
亦
た
善
中
の
一
事
な
り
。

性
を
論
じ
て
仁
を
挙
げ
れ
ば
、
則
ち
孝
弟
は
仁
中
に
囿
せ
ら

れ
て
、
別
に
頭
を
出い

だ
さ
ざ
る
な
り
。
仁　

既
に
性
中
に
存

す
れ
ば
、
孝
弟　

豈
に
独
り
逃
出
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。

④ 

〔『
論
語
』
本
文
の
〕「
其
の
人
と
為
り
や
孝
弟
」〔
の
章
〕

は
、
有
子　

豈
に
性
を
論
ぜ
ん
や
。
凡
そ
性
を
以
て
解
を
作

す
者
は
皆
な
非
な
り
。
孝
弟
は
行
な
り
、
仁
も
亦
た
行
な

り
。
…
若
し
性
を
論
ぜ
ば
、
孝
弟
と
仁
と
綱
目
の
差
有
る
の

み
。
本
末
の
指
す
可
き
こ
と
無
し
。

⑤ 

仁
義
礼
知
は
人
性
の
綱
な
り
。
綱
は
是
れ
統
目
の
称
な
り
。

孝
弟　

豈
に
仁
義
の
目
に
非
ざ
ら
ん
か
。
乃
ち
〔
程
注
が
〕

性
中
に
四
者
有
る
の
み
と
言
う
は
、
豈
に
理
あ
ら
ん
や
。

⑥ 
或
る
ひ
と
曰
く
、「
為
は
衍
文
な
り
。
当
に
削
る
べ
し
」
と
。

此
の
言
は
誠
に
理
有
り
。
…
読
者　

為
の
有
無
に
拘
ら
ざ
れ
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ば
可
な
り
。（
以
上
、
一
一
頁
～
一
三
頁
）

履
軒
が
程
注
を
「
玩
味
の
巵
言
」
と
批
判
す
る
の
は
、『
論
語
』

の
文
章
を
素
直
に
読
解
す
る
の
で
は
な
く
深
読
み
す
る
こ
と
で

『
論
語
』
本
文
の
論
旨
か
ら
乖
離
し
て
ゆ
く
の
を
恐
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
集
注
』
が
こ
だ
わ
る
「
其
れ
仁
を
為
す

の
本
か
」
の
訓
み
に
対
し
て
は
、
①
に
あ
る
よ
う
に
、
古
注
と

『
集
注
』
と
の
解
釈
の
最
大
の
相
違
点
と
な
っ
て
い
る
「
為
」
字

を
削
っ
て
「
其
れ
仁
の
本
た
る
か
」
と
素
直
に
訓
む
べ
き
だ
と
す

る
。「
為
」
字
が
不
要
だ
と
い
う
主
張
は
⑥
に
お
い
て
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
な
ぜ
不
要
な
の
か
。
そ
の
理
由
は
③
⑤
で
述
べ
ら

れ
る
。
③
で
は
善
た
る
性
の
大
綱
と
し
て
仁
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

な
ら
ば
「
善
中
の
一
事
」
た
る
孝
弟
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
仁
の

徳
に
含
ま
れ
る
か
ら
孝
弟
だ
け
が
性
の
範
疇
に
入
ら
な
い
な
ど
と

い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
履
軒
は
言
う
。
⑤
も
③
と
ほ
ぼ
同
趣

旨
で
あ
り
、
仁
義
礼
智
の
徳
が
性
の
大
綱
と
す
れ
ば
、
孝
弟
は
仁

義
の
徳
の
細
目
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
程
注
に
お
い
て
仁
義
礼
智

の
四
つ
の
徳
だ
け
が
性
の
範
疇
に
属
す
る
と
言
う
の
は
、
理
に

適
っ
て
い
な
い
と
す
る
。

そ
し
て
、
②
で
は
「
有
子
は
未
だ
甞
て
性
を
論
ぜ
ず
」
と
履
軒

は
述
べ
て
い
る
か
ら
、
性
論
で
程
子
が
『
論
語
』
を
解
す
る
の
は

誤
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
程
子
の
言
は
『
論

語
』
で
言
わ
れ
て
も
い
な
い
こ
と
を
深
読
み
す
る
「
玩
味
の
巵

言
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
集
注
』
に
見
え
る
程
注
は
ほ
と

ん
ど
そ
の
よ
う
な
「
玩
味
の
巵
言
」
の
集
ま
り
に
過
ぎ
な
い
と
履

軒
は
言
う
。
④
に
お
い
て
も
「
有
子　

豈
に
性
を
論
ぜ
ん
や
」
と

あ
る
か
ら
②
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宋
学
の
性
の
概

念
を
用
い
た
解
釈
は
す
べ
て
誤
っ
て
い
る
と
履
軒
は
厳
し
く
批
判

す
る
。

性
論
に
対
す
る
批
判
は
『
逢
原
』
の
随
処
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
け
れ
ど
も
、
顔
淵
篇
冒
頭
の
「
顔
淵　

仁
を
問
う
。
子
曰
く
、

克
己
復
礼
を
仁
と
為
す
」
の
章
も
取
り
上
げ
る
。
こ
の
箇
所
の

『
逢
原
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
（
こ
の
箇
所
も
条
ご
と
に
算
用

数
字
を
附
す
）。

① 

明
道
先
生
甞
て
自
ら
言
え
ら
く
、「
天
理
人
欲
の
説
は
是
れ

其
の
独
見
に
し
て
、
拠
本
と
す
る
所
無
し
」
と
。
其
の
説
之こ
れ

是ぜ

な
る
か
。
詩
・
書
・
易
・
論
語
を
籠
罩
（
ひ
と
ま
と
め
に

す
る
）
し
て
、
其
の
一
帰
を
証
す
る
は
可
な
り
。
集
註
は
乃

ち
孔
子
の
未
だ
甞
て
言
わ
ざ
る
所
に
し
て
、
後
人
の
肇は
じ

む
る

所
の
語
を
用
い
て
、
孔
子
の
言
を
分
析
解
釋
す
。
強
い
て
其

の
合
を
求
む
る
は
、
烏い
ず

く
ん
ぞ
可
な
ら
ん
や
。

② 
天
理
・
人
欲
・
復
初
の
説
熾さ
か

ん
に
し
て
、
而
し
て
孔
孟
の
言

は
其
の
純
粋
な
る
を
失
う
。
歎
ず
可
き
か
な
。（
以
上
、
二

二
六
頁
）

②
で
は
、
宋
学
用
語
で
あ
る
「
天
理
」「
人
欲
」「
復
初
」
等
の
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語
を
使
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
孔
子
や
孟
子
の
言
葉
の
純
粋
性
を
損

な
い
、『
論
語
』『
孟
子
』
の
論
旨
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
と
端
的

に
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
①
で
は
、
宋
学
の
「
天
理
」「
人

欲
」
等
の
用
語
を
用
い
た
説
が
程
顥
（
明
道
）
が
自
分
か
ら
言
い

始
め
た
説
だ
と
の
程
顥
の
言
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
②
と
同
じ

く
、『
集
注
』
で
は
、
孔
子
み
ず
か
ら
が
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
を

後
人
が
言
い
始
め
た
説
を
用
い
て
解
釈
す
る
の
は
、
結
局
、
牽
強

付
会
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
か
ら
良
く
な
い
と
批
判
す
る
（
注
4
）
。

以
上
の
例
か
ら
、
履
軒
が
宋
学
の
基
礎
理
論
で
あ
る
性
論
に
対

し
て
、
大
き
な
違
和
感
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ

の
よ
う
な
側
面
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
尾
藤
二
洲
や
頼
春
水
ら
の

近
世
後
期
朱
子
学
派
の
儒
者
ら
は
懐
徳
堂
の
朱
子
学
を
「
純
な
ら

ず
」
と
評
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
履
軒
は
性
論
を
用
い
た
解
釈
を
嫌
う
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
程
子
の
性
論
が
仏
教
の
影
響

を
受
け
て
い
る
と
履
軒
が
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
為
政
篇

「
子
曰
く
、
異
端
を
攻お
さ

む
る
は
、
斯
れ
害
あ
る
の
み
」
の
箇
所
の

『
集
注
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

程
子
曰
く
、
仏
氏
の
言
は
、
之
を
楊
墨
に
比
ぶ
れ
ば
、
尤
も

理
に
近
し
と
為
す
。
其
の
害　

尤
も
甚
だ
し
と
為
す
所
以
な

り
。
学
者
は
当
に
淫
声
美
色
の
如
く
以
て
之
を
遠
ざ
く
べ

し
。
爾し
か

ら
ず
ん
ば
則
ち
駸
駸
然
（
急
速
で
あ
る
こ
と
）
と
し

て
其
の
中
に
入
る
。

こ
の
『
論
語
』
本
文
は
異
端
を
学
ぶ
こ
と
を
戒
め
る
有
名
な
箇

所
で
あ
る
。
そ
の
「
異
端
」
に
つ
い
て
、
程
子
は
、
楊
子
や
墨
子

ら
の
諸
子
に
比
べ
て
、
理
に
近
い
か
ら
こ
そ
仏
教
は
異
端
と
し
て

そ
の
害
が
甚
だ
し
い
と
述
べ
る
。
仏
教
を
異
端
視
し
な
が
ら
理
に

近
い
と
評
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
逢
原
』
は
大
い

に
程
注
を
批
判
す
る
。
や
や
長
い
け
れ
ど
も
、
以
下
に
引
用
す

る
。

今
自
り
之
を
覩み

れ
ば
、
仏
氏
の
学
は
絶
え
て
理
に
近
き
者
無

し
。
或
い
は
更
に
楊
墨
よ
り
遠
し
。
程
子　

以
て
理
に
近
し

と
為
す
は
何
ぞ
や
。
蓋
し
宋
儒
の
い
わ
ゆ
る
仏
道
は
禅
法
を

指
し
て
、
而
し
て
禅
も
又
た
仏
中
の
異
端
な
り
。
仏
の
本
法

に
非
ず
。
宋
代
に
禅
法
盛
行
し
て
、
学
士
・
大
夫
は
皆
な
其

の
檻
阱
に
墜
つ
。
程
門
の
諸
子
と
雖
も
多
く
焉こ

れ
を
免
れ

ず
。
是
れ
一
世
の
風
習
な
り
。
二
程
子
は
力
を
極
め
て
焉
れ

を
排
斥
す
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
性
命
を
談
じ
て
、
心
法

を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
多
く
禅
者
の
言
語
を
用
う
。
此
れ
未
だ

世
習
を
脱
洒
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。
是
を
以
て
禅
者
の

言
は
二
程
子
の
言
に
お
い
て
近
似
す
る
こ
と
有
り
。
故
に
尤

も
理
に
近
し
と
曰
う
な
り
。
是
れ
一
人
の
私
言
の
み
。
若
し

取
り
て
諸こ
れ

を
孔
孟
の
言
に
比
ぶ
れ
ば
、
何
ぞ
曽
て
近
似
す
る

こ
と
之こ
れ

有
ら
ん
。
然
ら
ば
則
ち
世
習　

之
を
駆
る
に
因
る
と
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雖
も
、
脱
洒
す
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
二
程
子
の
過
な

る
の
み
。
故
に
二
程
子
の
言
を
読
む
者
は
、
務
め
て
二
程
子

の
為
に
其
の
世
習
を
芟
除
（
取
り
除
く
）
し
て
、
其
の
孔
孟

に
合
う
者
を
取
れ
ば
可
な
り
。（
三
七
頁
～
三
八
頁
）

履
軒
は
宋
学
が
仏
教
、
特
に
禅
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る

と
言
う
。
履
軒
の
立
場
は
、
禅
で
あ
ろ
う
と
仏
教
で
あ
る
な
ら
ば

「
理
に
近
き
者
」
な
ど
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
程
子
は
楊
墨

よ
り
も
仏
教
の
方
が
理
に
近
い
と
言
う
け
れ
ど
も
、
逆
に
履
軒
は

楊
墨
も
仏
教
も
異
端
で
あ
り
、
む
し
ろ
仏
教
の
方
が
よ
り
一
層
理

か
ら
は
遠
い
と
言
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
履
軒
は
程
子
の
性
論
を
批
判
す
る
。
た
だ
、

履
軒
の
考
え
で
特
徴
的
な
の
は
、
程
子
の
性
論
自
体
は
認
め
て
い

る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
雍
也
篇
「
子
曰
く
、
回
や
其
の
心
三

月
仁
に
違
わ
ず
」
の
箇
所
の
『
逢
原
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

商
賈
の
家
は
万
貨
紛
紛
に
し
て
、
必
ず
帳
籍
有
り
て
以
て
之

を
統す

ぶ
。
其
の
部
を
立
て
門
を
分
く
る
は
、
家
い
え
各
お
の

法
有
り
て
徽
号
（
は
た
じ
る
し
）
は
同
じ
か
ら
ず
。
同
業
者

と
雖
も
、
東
家
の
人
は
西
家
の
帳
を
理お
さ

む
能
わ
ず
、
西
家
も

亦
た
然
り
。
夫
れ
帳
籍
の
便
利
は
、
彼　

豈
に
自
ら
尽
く
さ

ん
や
。
然
り
而
し
て
猶
人
面
の
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。
天

理
・
人
欲
は
、
程
張
家
の
徽
号
な
り
。
此
れ
を
持
て
以
て
孔

孟
家
の
張マ
マ

（
帳
︱
筆
者
注
）
を
理
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず

合
わ
ざ
る
者
有
り
。
故
に
学
者
は
先
に
孔
孟
家
の
張マ

マ

（
帳
︱

筆
者
注
）
に
熟
し
て
其
の
徽
号
を
得
る
に
若
く
は
弗
し
。
程

張
家
の
徽
号
の
若
き
は
必
ず
し
も
理
あ
ら
ず
。（
一
〇
八
頁
）

こ
の
箇
所
の
『
集
注
』
に
、「
私
欲
」
の
語
を
用
い
た
程
子
の

解
釈
が
見
え
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
履
軒
の
見
解
が
上
述
の
引

用
で
あ
る
。
商
家
の
帳
簿
の
例
を
用
い
て
説
明
す
る
と
こ
ろ
は
、

如
何
に
も
「
商
人
の
町
」
大
坂
の
住
人
で
あ
る
履
軒
の
面
目
躍
如

た
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
商
家
で
用
い
て
い
る
帳
簿
の
作

法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
相
違
し
て
お
り
、
如
何
に
自
分
の
店
の
帳

簿
を
つ
け
る
作
法
に
習
熟
し
て
い
て
も
、
違
っ
た
家
の
帳
簿
を
見

れ
ば
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
く
、

孔
子
や
孟
子
の
論
理
と
程
子
や
張
子
の
論
理
と
は
相
違
し
て
い

る
。
各
々
の
論
理
が
一
貫
し
て
い
て
も
、
互
い
の
論
理
が
相
違
し

て
い
れ
ば
、
相
互
理
解
は
難
し
い
。
こ
の
よ
う
な
論
法
で
、
履
軒

は
程
子
の
論
理
で
『
論
語
』
を
解
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
説
く
。

ま
た
、
履
軒
は
、
学
而
篇
「
有
子
曰
く
、
礼
の
用
は
、
和
も
て
貴

し
と
為
す
」
の
箇
所
に
お
い
て
、
礼
と
楽
と
の
概
念
を
用
い
て
解

す
る
程
注
に
対
し
て
、「
程
子　

径た
だ

ち
に
礼
楽
を
取
り
て
之
を
対

説
す
る
は
、
主
張　

大
い
に
過
ぐ
る
に
似
て
、
然
し
て
亦
た
玩
味

の
巵
言
な
り
。
彼　

自
ら
病
無
し
、
而
れ
ど
も
伝
註
に
釆
入
す
る

は
非
な
り
」（
二
三
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
の
箇
所
で
も
程
注
自
体

に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
程
注
の
中
で
は
論
理
が
完
結
し
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て
い
て
よ
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
論
理
を
『
論
語
』
本
文
の
解

釈
に
も
ち
こ
む
こ
と
が
よ
く
な
い
の
だ
と
履
軒
は
主
張
す
る
。

履
軒
は
、
程
子
に
よ
る
禅
由
来
の
「
玩
味
の
巵
言
」
的
解
釈
を

批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
な
深
読
み
を
す
る
か
ら
こ
そ
『
論
語
』
を

読
み
誤
る
の
だ
と
履
軒
は
述
べ
て
お
り
、
こ
の
「
玩
味
の
巵
言
」

が
『
論
語
』
に
描
か
れ
た
聖
人
あ
る
い
は
孔
子
の
本
来
の
姿
を
覆

い
隠
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。「
程
説
の
称
賛
は
太
だ
過
ぐ
。
冲ふ
か

く

高
妙
に
入
り
て
、
却
っ
て
其
の
著
実
平
穏
の
気
を
失
う
」（
公
冶

長
篇
「
顔
淵
・
季
路
侍
す
」
の
箇
所
の
『
逢
原
』、
九
八
頁
）
と

あ
る
の
は
そ
の
こ
と
を
言
う
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
履
軒
は
程
子
の
性
論
を
厳
し

く
批
判
す
る
。
そ
の
批
判
は
、
程
子
の
論
説
が
如
何
に
論
説
と
し

て
の
論
理
が
整
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
『
論
語
』
の
注
解

に
用
い
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
一
点
に
尽
き
る
。
す

な
わ
ち
、
程
子
の
性
論
と
い
う
完
結
し
た
理
論
で
は
、
十
分
に
す

く
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
内
容
を
『
論
語
』
が
有
し
て
い
る

の
だ
と
い
う
履
軒
の
考
え
を
こ
れ
は
示
唆
し
て
い
る
。
で
は
、

『
論
語
』
の
、
そ
の
内
容
と
は
何
か
。
以
下
に
章
を
改
め
て
検
討

す
る
。

三
、『
論
語
』
に
お
け
る
「
命
」

前
章
ま
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、『
集
注
』
に
見
え
る
程
注
に

対
す
る
激
烈
な
批
判
を
『
逢
原
』
に
お
い
て
履
軒
は
展
開
す
る
。

そ
の
批
判
は
、
程
注
の
内
容
が
『
論
語
』
本
文
の
内
容
に
そ
ぐ
わ

な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
程
注
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
、
む
し
ろ

そ
の
論
理
は
そ
れ
な
り
に
完
結
性
を
有
す
る
と
履
軒
は
考
え
て
い

た
。「
程
張
家
の
徽
号
」
は
程
張
家
の
中
で
は
そ
れ
な
り
に
論
理

的
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
何
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
履
軒
を
程
注
批

判
に
駆
り
た
て
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
命
」
で
あ
る
。

憲
問
篇
「
子
曰
く
、
道
の
将
に
行
な
わ
れ
ん
と
す
る
や
、
命
な

り
。
道
の
将
に
廃
れ
ん
と
す
る
や
、
命
な
り
」
の
箇
所
の
『
逢

原
』
に
次
の
よ
う
に
履
軒
は
言
う
。

「
命
な
り
」
と
は
、
猶
天
な
り
と
言
う
。
命
に
聖
凡
の
別
無

し
。〔
朱
子
の
〕
註
の
「
聖
人　

命
に
決
せ
ら
る
る
を
待
た

ず
」、
及
び
〔『
四
書
大
全
』
の
〕
小
註
の
「〔
朱
子
曰
わ
く
、

…
〕
凡
そ
命
を
言
う
者
は
、
皆
な
衆
人
の
為
に
言
う
」
は
、

大
い
に
謬
る
。〔
堯
曰
篇
の
〕「
子
曰
く
、
命
を
知
ら
ざ
れ

ば
、
以
て
君
子
と
為
す
無
し
」
と
、〔
季
氏
篇
に
〕
曰
く

「
天
命
を
畏
る
」
と
、〔
為
政
篇
に
〕
曰
く
「
五
十
に
し
て
天
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命
を
知
る
」
と
、
皆
な
衆
人
の
為
に
言
う
者
に
非
ず
。
中
庸

〔
一
四
章
〕
の
「
易
に
居
り
て
以
て
命
を
俟
つ
」、
孟
子
〔
梁

恵
王
章
句
下
〕
の
「
魯
侯
に
遇
わ
ざ
る
は
天
な
り
」
も
、
亦

た
豈
に
衆
人
の
事
な
ら
ん
や
。
聖
人　

若
し
命
に
決
せ
ら
れ

ざ
れ
ば
、
其
れ
何
物
に
決
せ
ら
れ
ん
や
。
蓋
し
程
子
以
降
、

命
を
以
て
浅
末
と
為
し
て
、
別
に
高
妙
を
求
む
る
が
故
に
往

往
に
し
て
経
旨
を
失
う
。（
二
九
五
頁
）

履
軒
に
と
っ
て
、「
命
」
と
は
天
命
で
あ
る
。
運
命
で
あ
る
。

聖
人
だ
ろ
う
と
凡
人
だ
ろ
う
と
、
み
ず
か
ら
の
思
う
ま
ま
に
な
ら

な
い
そ
の
運
命
に
み
な
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

『
集
注
』
に
「
聖
人
の
利
害
の
際
に
お
け
る
や
、
則
ち
命
に
決
せ

ら
る
る
を
待
ち
て
而
る
後
に
泰
然
た
る
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
て
、

聖
人
が
み
ず
か
ら
の
運
命
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
泰
然
自
若
た
る

様
相
を
失
わ
な
い
と
し
た
り
、『
四
書
大
全
』
の
小
註
に
「
凡
そ

命
を
言
う
者
は
、
皆
な
衆
人
の
為
に
言
う
」
と
こ
と
さ
ら
に
運
命

の
語
を
言
挙
げ
す
る
の
は
庶
民
に
対
し
て
の
み
だ
と
述
べ
て
い
る

の
は
、
履
軒
の
立
場
と
相
違
す
る
（
注
5
）
。
あ
く
ま
で
も
聖
人
も
運

命
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
程
子
以
降
に
な
っ
て
、
運

命
の
存
在
を
軽
ん
じ
る
よ
う
に
な
り
、
運
命
論
と
は
別
の
性
論
あ

る
い
は
理
気
説
と
い
う
抽
象
的
理
論
を
用
い
て
『
論
語
』
や
『
孟

子
』
と
い
っ
た
経
書
を
解
釈
す
る
傾
き
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
履

軒
の
程
注
批
判
の
根
底
に
、
こ
の
よ
う
な
運
命
に
関
す
る
履
軒
の

考
え
が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
陽
貨
篇
「
公
山
弗
擾　

費
を
以
て
畔そ
む

く
。
召
す
。
子　

往
か
ん
と
欲
す
」
章
の
『
逢
原
』
に
お
い
て
も
履
軒
は
同
様
の
こ

と
を
述
べ
る
。
こ
の
箇
所
の
『
集
注
』
に
「
程
子
曰
く
、
聖
人　

天
下
に
為
す
有
る
可
か
ら
ざ
る
の
事
無
く
、
亦
た
過
ち
を
改
む
る

可
か
ら
ざ
る
の
人
無
き
を
以
て
が
故
に
往
か
ん
と
欲
す
」
と
あ

り
、
そ
れ
に
対
し
て
、『
逢
原
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

程
説
の
「
天
下
に
為
す
有
る
可
か
ら
ざ
る
の
時
無
し
」、
聖

人　

大
抵
是
の
理
有
り
。
然
れ
ど
も
邦
の
興
喪
も
亦
た
天
命

有
り
。
若
し
程
子
の
此
の
言
を
主
張
せ
ば
、
則
ち
殆
ど
天
命

無
し
。
孔
子
も
亦
た
嘗
て
言
え
ら
く
、「
道
の
行
な
わ
れ
ざ

る
、
已
に
之
を
知
る
」
と
。
其
れ
命
を
知
る
が
故
な
り
。

（
三
四
七
頁
）（
注
6
）

程
子
は
聖
人
を
い
わ
ば
完
璧
な
人
格
者
と
し
て
と
ら
え
て
お

り
、
そ
の
よ
う
な
聖
人
は
運
命
を
も
支
配
下
に
置
き
、
聖
人
の
意

図
が
通
ら
な
い
時
勢
な
ど
な
い
の
だ
と
言
う
。
し
か
し
、
履
軒

は
、
一
国
の
興
廃
で
さ
え
も
如
何
と
も
し
が
た
い
運
命
の
波
に
逆

ら
う
こ
と
は
で
き
ず
、
た
と
い
孔
子
の
よ
う
な
聖
人
だ
っ
た
と
し

て
も
運
命
の
流
れ
に
は
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
主
張
す

る
。
履
軒
に
と
っ
て
、
運
命
の
前
で
は
人
間
は
み
な
同
じ
く
無
力

な
の
で
あ
る
（
注
7
）
。

聖
人
だ
ろ
う
と
凡
人
だ
ろ
う
と
、
み
な
運
命
の
前
で
は
如
何
と
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も
し
が
た
い
。
こ
の
よ
う
に
理
不
尽
な
運
命
の
前
に
お
け
る
人
間

の
無
力
性
を
強
調
し
て
、
逆
に
、
程
注
の
頻
用
す
る
宋
学
の
性
論

な
い
し
は
理
気
説
と
い
う
、
い
わ
ば
完
成
さ
れ
た
理
論
を
『
論

語
』
に
適
用
す
る
こ
と
を
履
軒
は
強
烈
に
批
判
す
る
。
こ
れ
は
一

体
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
履
軒
自
身
の

境
遇
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
で
に
よ
く
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
懐

徳
堂
は
履
軒
の
兄
の
竹
山
が
第
四
代
学
主
と
し
て
学
校
経
営
の
中

心
に
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
懐
徳
堂
に
あ
っ
て
は
い
わ

ば
厄
介
者
扱
い
で
、
み
ず
か
ら
の
塾
で
あ
る
水
哉
館
も
懐
徳
堂
が

あ
っ
た
尼
ヶ
崎
町
で
は
な
く
、
長
堀
・
南
本
町
・
博
労
町
な
ど
懐

徳
堂
と
は
別
の
場
所
を
転
々
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
注
8
）
。
一

般
的
に
、
竹
山
は
経
世
面
に
お
い
て
活
躍
し
、
履
軒
は
経
学
研
究

に
沈
潜
し
て
、
そ
の
独
自
の
境
地
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。
経
学
方
面
に
お
い
て
高
い
水
準
の
学
識
が
履
軒
に
備

わ
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
た
だ
、
本
当
の
と
こ
ろ
履
軒
は

経
世
面
に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
能
力
を
発
揮
し
た
い
と
い
う
希
望

が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
注
9
）
。
経
世
面
に
お
い
て
も
十
分

に
対
応
で
き
る
能
力
を
有
し
な
が
ら
も
、
結
局
、
履
軒
は
そ
の
能

力
を
発
揮
す
る
境
遇
に
な
か
っ
た
。
そ
の
履
軒
の
内
心
に
お
け
る

葛
藤
が
、
如
何
と
も
し
が
た
い
運
命
に
対
す
る
意
識
に
反
映
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
履
軒
が
性
論
あ
る
い
は
理
気
説
と
い
う

完
結
的
理
論
を
批
判
す
る
の
は
、
運
命
と
い
う
如
何
と
も
し
が
た

い
概
念
の
方
が
、
経
世
面
の
能
力
も
十
分
に
有
す
る
と
い
う
自
負

を
も
ち
な
が
ら
そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
の
な
い
自
分
自
身
の

境
遇
も
含
ん
だ
理
不
尽
な
現
実
を
説
明
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考

え
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

聖
人
も
凡
人
も
、
み
な
運
命
に
服
す
る
ほ
か
は
な
い
と
履
軒
は

考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
聖
人
と
凡
人
と
の
区
別
な

ど
な
い
の
は
「
命
」
の
み
な
ら
ず
、
実
は
「
道
」
の
あ
り
方
も
同

様
だ
と
履
軒
は
考
え
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
里
仁
篇
「
子
曰
く
、
朝
に
道
を
聞
か
ば
、
夕
べ
に

死
す
と
も
可
な
り
」
の
箇
所
の
『
逢
原
』
を
取
り
上
げ
る
。
そ
こ

で
は
『
集
注
』
の
「
道
と
は
、
事
物
の
当
然
の
理
な
り
」
の
解
釈

に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
道
」　

君
子
の
道
、
聖
人
の
道
と
言
う
が
如
し
。
即
ち
人
の

共
に
由
る
所
の
大
道
な
り
。
亦
た
聖
賢
の
独
り
有
す
る
所
に

非
ず
。
…
聖
賢　

豈
に
別
に
一
道
を
築
か
ん
や
。〔
朱
子
の
〕

註
の
「
事
物
の
当
然
の
理
」、
道
字
に
貼つ

か
ず
。（
七
二
頁
）

『
論
語
』
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
「
道
」
を
説
く
。
そ
の
「
道
」

に
対
し
て
、『
集
注
』
は
多
く
の
場
合
、
宋
学
の
理
気
説
を
用
い
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て
解
釈
を
施
し
て
お
り
、
こ
の
箇
所
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
履
軒
は
「
道
」
を
「
人
の
共
に
由
る
所
の
大
道
」
と
解
し

て
、
聖
人
だ
ろ
う
と
凡
人
だ
ろ
う
と
区
別
な
く
す
べ
て
の
人
が
頼

る
べ
き
よ
り
ど
こ
ろ
だ
と
述
べ
る
。
ど
の
よ
う
な
人
に
も
共
通
す

る
点
に
お
い
て
「
道
」
も
「
命
」
と
同
様
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
履
軒
は
、「
道
」
を
宋
学
の
理
の
概
念
で
解
す

る
こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
。
泰
伯
篇
「
子
曰
く
、
民
は
之
に
由
ら

使
む
可
し
。
之
を
知
ら
使
む
可
か
ら
ず
」
の
箇
所
の
『
集
注
』
に

「
民
は
之
を
し
て
是
の
理
の
当
然
に
由
ら
使
む
可
し
。
而
れ
ど
も

之
を
し
て
其
の
然
る
所
以
を
知
ら
使
む
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
」

と
、
宋
学
用
語
で
あ
る
「
理
之
当
然
」「
所
以
然
」
を
用
い
た
解

釈
を
展
開
す
る
の
に
対
し
て
、
履
軒
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

「
之
」
字
は
道
を
指
す
な
り
。「
由
」
字
も
て
徴
す
可
し
。

〔
朱
子
の
〕
註
は
大
差
無
し
と
雖
も
、
道
を
舍す

て
理
を
論
ず

る
は
本
文
に
貼つ

か
ず
。「
当
然
」「
所
以
然
」
を
以
て
之
を
分

か
つ
も
亦
た
未
だ
円
な
ら
ず
。（
一
五
六
頁
）

こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
履
軒
は
宋
学
用
語
を
用
い
た
『
集

注
』
の
解
釈
を
批
判
す
る
。
述
而
篇
「
子
曰
く
、
道
に
志
し
、
徳

に
拠
り
、
仁
に
依
り
、
芸
に
游
ぶ
」
の
箇
所
で
も
『
集
注
』
に

「
道
と
は
則
ち
人
倫
日
用
の
間
に
当
に
行
な
う
べ
き
所
の
者
、
是

れ
な
り
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、『
逢
原
』
で
は
「
集
注
に
「
道
」

字
を
解
す
る
や
、
或
い
は
「
事
物
の
当
然
の
理
」
と
云
い
、
或
い

は
「
人
倫
日
用
の
間
に
当
に
行
な
う
べ
き
所
の
者
」
と
云
う
。
判

然
と
し
て
両
物
の
如
き
も
、
其
の
義　

果
た
し
て
精
な
る
か
を
知

ら
ず
。
竊ひ
そ

か
に
恐
る
、
一
意
を
用
い
て
之
を
解
す
る
に
若
か
ず

と
」（
一
二
七
頁
）
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、『
集
注
』
の
中
に

は
、
宋
学
用
語
を
用
い
た
抽
象
的
な
解
釈
と
履
軒
が
推
奨
す
る
具

体
的
な
解
釈
と
が
混
在
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
具
体
的
解
釈
に
統

一
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、前
章
に
述
べ
た
「
命
」

を
知
る
こ
と
が
ま
さ
し
く
履
軒
に
と
っ
て
の
め
ざ
す
べ
き
「
道
」

だ
っ
た
。

先
に
、
履
軒
が
性
論
や
理
気
説
と
い
う
完
結
的
理
論
を
批
判
す

る
の
は
、
運
命
と
い
う
如
何
と
も
し
が
た
い
概
念
の
方
が
理
不
尽

な
現
実
を
説
明
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
と
述

べ
た
。
こ
れ
は
、
一
見
、
履
軒
が
運
命
の
前
に
屈
服
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
現
実
を
よ

く
見
よ
う
と
い
う
履
軒
の
基
本
姿
勢
が
反
映
し
て
い
る
。
現
実
を

よ
く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
履
軒
は
先
の
わ
か
ら
な
い
運
命
に
対

し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
み
ず
か
ら
の
人
生
を
賭
け
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
か
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
に
お
い

て
、
倫
理
に
は
心
情
倫
理
と
責
任
倫
理
と
が
あ
り
、
政
治
家
は
ま

ず
責
任
倫
理
を
追
求
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
（
注
10
）
。
心
情
倫
理
と

は
動
機
の
良
さ
に
基
づ
く
倫
理
で
あ
り
、
責
任
倫
理
と
は
ま
さ
し
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く
結
果
責
任
を
重
視
す
る
倫
理
で
あ
る
。
政
治
家
は
心
情
倫
理
も

責
任
倫
理
も
と
も
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
備
え
て
い
る
べ
き
だ
け
れ
ど

も
、
政
治
家
が
よ
り
一
層
責
任
倫
理
を
追
求
す
べ
き
だ
と
い
う

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
は
、
す
な
わ
ち
、
動
機
は
と
も
あ
れ
、
現
実

の
政
治
は
結
果
責
任
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
同
じ
く
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
に

お
い
て
、
あ
る
主
観
的
な
価
値
判
断
が
本
当
に
正
し
い
か
ど
う

か
、
ま
た
、
も
ろ
も
ろ
の
価
値
を
比
較
し
て
、
そ
の
ど
ち
ら
が

勝
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
学
問
的
に
決
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
述
べ
る
（
注
11
）
。
現
実
に
展
開
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
正
確

な
結
果
は
誰
に
も
予
測
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
政
治
家
は
最
善
の
結
果
を
追
求
し
て
そ
の
結
果
責
任
を
負

う
べ
き
非
常
に
難
し
い
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
に
政
治
家
は
庶
民
か
ら
権
力
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。上

述
し
た
よ
う
な
政
治
家
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
は
、

現
実
を
よ
く
見
た
う
え
で
先
の
わ
か
ら
な
い
運
命
に
対
し
て
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
に
み
ず
か
ら
の
人
生
を
賭
け
よ
う
と
す
る
履
軒
の
基
本
的

態
度
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
履
軒
の

態
度
は
、
換
言
す
れ
ば
、
理
不
尽
で
先
の
見
え
な
い
現
実
に
対
し

て
前
向
き
に
立
ち
向
か
い
、
政
治
を
通
し
て
、
自
分
に
も
他
人
に

も
良
い
道
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
「
実
学
」
的
態
度
と
言
っ
て
も

よ
い
。
こ
こ
で
言
う
「
実
学
」
と
は
、「
修
己
」
を
基
底
と
し
つ

つ
社
会
全
体
に
対
す
る
責
任
感
を
も
と
に
し
た
現
実
の
政
治
実
践

に
資
す
る
「
治
人
」
の
た
め
の
学
問
の
こ
と
で
あ
り
、
履
軒
に

あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
「
実
学
」
志
向
を
看
取
で
き
る
こ
と
は
興

味
深
い
事
実
で
あ
る
（
注
12
）
。

懐
徳
堂
の
学
校
経
営
の
中
心
的
存
在
だ
っ
た
履
軒
の
兄
の
竹
山

は
「
実
学
」
と
い
う
経
世
方
面
の
学
問
の
志
向
が
強
か
っ
た
。
こ

れ
は
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
一
般
的
に

懐
徳
堂
学
派
の
中
で
経
学
方
面
の
業
績
に
優
れ
る
と
し
て
評
価
の

高
い
履
軒
に
あ
っ
て
も
、
実
は
そ
の
思
想
の
基
底
に
「
実
学
」
的

志
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は

日
本
近
世
思
想
史
上
に
お
い
て
、
懐
徳
堂
学
派
が
実
学
思
想
の
系

譜
に
連
な
る
こ
と
を
示
す
一
つ
の
有
力
な
証
左
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
竹
山
・
履
軒
兄
弟
は
、
近
世
後
期
朱
子
学
派
の
頼
春
水
か
ら

「
程
朱
を
信
じ
て
純
な
ら
ず
」
と
い
う
評
価
を
受
け
て
お
り
、
実

際
に
松
平
定
信
に
登
用
さ
れ
た
の
は
尾
藤
二
洲
ら
近
世
後
期
朱
子

学
派
の
儒
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
寛
政
改
革
で
推
進
し
た

政
策
は
、
い
わ
ば
「
修
己
」
の
道
徳
教
育
が
中
心
だ
っ
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
朱
子
自
身
は
経
学
研
究
の
み
な
ら
ず
官
僚

と
し
て
「
治
人
」
方
面
の
業
績
も
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、「
修

己
」
の
み
な
ら
ず
「
治
人
」
を
も
重
視
す
る
と
い
う
「
実
学
」
の

観
点
か
ら
見
れ
ば
、
む
し
ろ
竹
山
・
履
軒
兄
弟
が
活
躍
し
て
い
た
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頃
の
懐
徳
堂
学
派
が
本
来
の
朱
子
学
の
立
場
に
近
い
と
も
言
え

る
。
朱
子
学
者
と
し
て
の
立
場
の
相
違
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
に
し
て

も
、
み
ず
か
ら
が
「
治
人
」
の
主
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
識
は
朱

子
学
者
と
し
て
の
核
で
あ
ろ
う
。

竹
山
や
履
軒
が
活
躍
し
て
い
た
明
和
年
間
か
ら
寛
政
年
間
に
至

る
時
期
は
、
儒
者
が
実
際
に
「
治
人
」
に
携
わ
る
ま
で
に
は
機
が

熟
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
幕
末
に
至
っ
て
は
じ
め
て
儒
者
が
藩
主

の
信
頼
を
得
て
実
際
の
藩
政
に
参
画
す
る
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
新
見
藩
の
山
田
方
谷
や
平
戸
藩
の
楠
本
端
山
、
ま
た
、
熊

本
藩
出
身
で
福
井
藩
主
松
平
春
嶽
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
活
躍
し
た

横
井
小
楠
な
ど
が
著
名
な
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
後
の
幕
末

の
儒
者
ら
に
つ
な
が
る
「
治
人
」
の
当
事
者
意
識
の
萌
芽
が
懐
徳

堂
の
儒
者
の
「
実
学
」
志
向
に
う
か
が
え
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
か
。

懐
徳
堂
は
、
全
国
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
儒
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
大
坂
で
の
一
大
拠
点
と
さ
れ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
一
定
の

評
価
を
得
て
き
た
。
確
か
に
、
全
国
の
儒
者
が
来
坂
し
た
と
き
に

立
ち
寄
る
儒
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
点
と
し
て
の
懐
徳
堂
の
存
在

意
義
は
大
き
い
。
た
だ
、
従
来
、
日
本
近
世
思
想
史
上
に
お
け
る

懐
徳
堂
の
思
想
史
的
意
義
は
今
ひ
と
つ
明
確
で
は
な
か
っ
た
嫌
い

が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
懐
徳
堂
儒
者
の
思
想
の
特
徴
を
「
実
学
」

志
向
と
と
ら
え
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
日
本
近
世
思
想
史
に
お
け
る
「
実
学
」
の
系
譜
に
懐
徳
堂
学
派

を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
日
本
近
世
思
想
史
上
に
お
け
る
懐

徳
堂
学
派
の
思
想
史
的
意
義
を
よ
り
一
層
明
確
に
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。

今
後
は
、「
実
学
」
思
想
の
観
点
か
ら
懐
徳
堂
儒
者
の
思
想
を

よ
り
深
く
検
討
し
、
彼
ら
を
軸
と
し
て
、
そ
の
前
後
に
活
躍
し
た

儒
者
の
思
想
と
の
思
想
史
的
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
継
続

し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。

注

（
１
） 『
集
注
』
の
原
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

程
子
曰
、
桓
公
、
兄
也
。
子
糾
、
弟
也
。
仲
私
於
所
事
、
輔
之
以
争
国
、

非
義
也
。
桓
公
殺
之
雖
過
、
而
糾
之
死
実
当
。
仲
始
与
之
同
謀
、
遂
与

之
同
死
、
可
也
。
知
輔
之
争
為
不
義
、
将
自
免
以
図
後
功
亦
可
也
。
聖

人
不
責
其
死
而
称
其
功
。
若
使
桓
弟
而
糾
兄
、
管
仲
所
輔
者
正
、
桓
奪

其
国
而
殺
之
、
則
管
仲
之
与
桓
、
不
可
同
世
之
讐
也
。
若
計
其
後
功
而

与
其
事
桓
、
聖
人
之
言
、
無
乃
害
義
之
甚
、
啟
万
世
反
覆
不
忠
之
乱
乎
。

如
唐
之
王
珪
魏
徴
、
不
死
建
成
之
難
、
而
従
太
宗
、
可
謂
害
於
義
矣
。

後
雖
有
功
、
何
足
贖
哉
。

（
２
） 

原
漢
文
。
以
下
、『
逢
原
』
か
ら
の
引
用
は
、
関
儀
一
郎
編
『
日
本
名

家
四
書
註
釈
全
書
』
六
巻　

論
語
部
四
（
鳳
出
版
・
一
九
七
三
年
、
も
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と
東
洋
図
書
刊
行
会
・
一
九
二
二
～
一
九
三
〇
年
）
所
収
の
『
逢
原
』

に
拠
る
。『
逢
原
』か
ら
の
引
用
文
後
部
に
本
テ
キ
ス
ト
の
頁
数
を
附
す
。

な
お
、
中
井
履
軒
自
筆
本
（
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
）

に
よ
っ
て
誤
字
を
改
め
る
と
き
は
「
誤マ

字マ

（
正
し
い
文
字
︱
筆
者
注
）」

と
記
す
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
（　

）
は
、
そ
の
前
の
語
の
意
味
を
表

わ
し
、〔　

〕
は
、
文
意
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
筆
者
が
補
っ
た

語
で
あ
る
。

（
３
） 

た
と
え
ば
、
平
重
道
「
懐
徳
堂
学
の
発
展
（
Ⅱ
）」（『
宮
城
教
育
大
学

紀
要
』
五
号
、
一
九
七
一
年
）、
宇
野
田
尚
哉
「
中
井
履
軒
『
論
語
逢
原
』

の
位
置
」（『
懐
徳
』
六
二
号
、
一
九
九
四
年
）、
加
地
伸
行
『
論
語
逢
原
』

（
加
地
伸
行
『
中
国
思
想
か
ら
み
た
日
本
思
想
史
研
究
』
第
三
部
、
第
三

節
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
））
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
４
） 『
逢
原
』
に
引
か
れ
て
い
る
程
顥
の
言
そ
の
も
の
は
探
し
当
て
ら
れ
て

い
な
い
け
れ
ど
も
、『
二
程
外
書
』
巻
一
二
に
「
明
道
嚐か

つ

て
曰
く
、
吾
が

学
は
受
く
る
所
有
り
と
雖
も
、
天
理
の
二
字
は
卻か
え

っ
て
是
れ
自
家
体
貼

（
精
細
に
会
得
す
る
）
し
て
出い

で
来
る
」（
原
漢
文
。『
二
程
集
』
四
二
四

頁
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
と
あ
り
、
程
顥
に
そ
の
よ
う
な
発
言

の
あ
っ
た
こ
と
が
、
弟
子
た
ち
の
間
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
５
） 

拙
稿
「
履
軒
の
性
論
と
気
稟
論
と
」
三
、命
に
対
す
る
人
間
の
無
力
性
、

参
照
。
次
に
引
く
陽
貨
篇
の
『
逢
原
』
に
つ
い
て
も
す
で
に
同
じ
拙
稿

で
言
及
し
て
い
る
。

（
６
） 

履
軒
自
筆
首
書
本
『
論
語
雕
題
』
の
テ
キ
ス
ト
（
大
阪
大
学
附
属
図

書
館
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
）
で
は
、「
聖
人
以
天
下
無
不
可
有
為
之
事
、
亦

無
不
可
改
過
之
人
」
と
あ
る
。
そ
の
箇
所
の
『
論
語
雕
題
』
に
「
事
と

人
と
皆
な
未
だ
安
か
ら
ず
。
恐
ら
く
は
当
に
時
に
作
る
べ
し
」（
原
漢
文
）

と
テ
キ
ス
ト
の
文
言
を
変
え
る
べ
き
だ
と
履
軒
は
主
張
し
て
お
り
、
こ

の
箇
所
の
『
逢
原
』
の
主
張
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
７
） 

聖
人
も
凡
人
も
、
運
命
な
い
し
天
命
の
前
で
は
と
も
に
頭
を
垂
れ
る

の
み
だ
と
履
軒
は
述
べ
る
。
実
は
荻
生
徂
徠
は
『
政
談
』
巻
之
三
に
お

い
て
、「
総
ジ
テ
御
政
務
ノ
筋
ハ
上
ノ
私
事
ニ
非
ズ
。
天
ヨ
リ
被
仰
附
玉

ヘ
ル
御
職
分
也
。
増
テ
老
中
・
諸
番
頭
ハ
上
ヨ
リ
被
仰
附
タ
ル
職
分
也
。

下
タ
ル
人
ニ
テ
モ
、御
政
務
ノ
筋
ニ
カ
ヽ
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
申
ハ
、暫
ノ
内
、

上
ノ
御
同
役
也
」（『
荻
生
徂
徠
』
日
本
思
想
大
系
、三
六
巻
、岩
波
書
店
、

一
九
七
三
年
、
三
八
一
頁
）
と
述
べ
て
、
天
の
前
で
は
上
級
武
士
も
下

級
武
士
も
同
等
の
立
場
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、『
徂
来
先
生
答
問

書
』
下
に
は
「
其
人
智
人
力
の
と
ゞ
き
不
申
場
に
い
た
り
候
て
は
。
君

子
は
天
命
を
知
り
て
心
を
う
ご
か
さ
ず
。
我
な
す
べ
き
道
を
勤
候
故
。

を
の
づ
か
ら
天
地
鬼
神
の
た
す
け
を
得
候
に
。
を
ろ
か
な
る
人
は
わ
が

智
に
見
え
不
申
候
故
。
疑
ひ
生
じ
心
を
専
ら
に
し
て
は
げ
み
候
事
な
く
。

つ
と
む
る
力
よ
は
り
候
故
。
其
事
破
れ
候
て
成
就
い
た
し
不
申
候
」（『
荻

生
徂
徠
全
集
』
第
一
巻
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
、
四
六
三
頁
）

と
あ
り
、
君
子
と
小
人
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
対
処
方
法
は
相
違
す
る
も
の

の
、
両
者
と
も
に
天
命
の
前
で
は
如
何
と
も
し
が
た
い
存
在
で
あ
る
こ

と
が
共
通
し
て
い
る
と
徂
徠
は
言
っ
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
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よ
う
な
徂
徠
の
主
張
は
履
軒
の
立
場
に
近
い
。

小
島
康
敬
は
反
徂
徠
学
の
主
張
を
四
つ
の
立
場
に
分
類
し
て
お
り
、
そ

の
中
で
徂
徠
学
の
修
身
論
軽
視
を
批
判
す
る
立
場
と
し
て
尾
藤
二
洲
ら

寛
政
の
三
博
士
を
取
り
上
げ
、
次
に
、
徂
徠
学
の
文
献
学
的
な
実
証
性
・

客
観
性
の
不
備
を
批
判
す
る
立
場
と
し
て
中
井
竹
山
や
片
山
兼
山
ら
を

挙
げ
る
（
小
島
康
敬
『［
増
補
版
］
徂
徠
学
と
反
徂
徠
』（
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
九
四
年
）
二
〇
一
頁
～
二
〇
八
頁
）。
尾
藤
二
洲
ら
近
世
後
期
朱
子

学
派
の
儒
者
が
徂
徠
学
を
功
利
の
学
と
批
判
す
る
点
は
竹
山
も
立
場
を

同
じ
く
す
る
け
れ
ど
も
、
懐
徳
堂
儒
者
の
徂
徠
学
批
判
を
二
洲
ら
と
は

別
の
立
場
と
す
る
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
反
徂
徠
学
の

立
場
で
も
両
者
は
徂
徠
批
判
の
性
質
が
や
や
相
違
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
確
か
に
懐
徳
堂
の
儒
者
も
徂
徠
学
の
功
利
主
義
的
立
場
を
批
判

し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
献
学
的
な
実
証
性
に
抵
触
さ
え
し
な
け
れ
ば
、

懐
徳
堂
の
儒
者
が
徂
徠
学
の
主
張
と
立
場
を
共
有
す
る
可
能
性
も
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
従
来
、
懐
徳
堂
儒
者
は
反
徂
徠
的
立
場
だ
と
さ
れ
て

き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
今
一
度
、
両
者
の
立
場
の
相
違
点
と
共
通
点
と

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
８
） 『
懐
徳
堂
考
』
下
巻
「
水
哉
館
と
華
胥
国
」
の
項
を
参
照
。

（
９
） 

注
３
に
掲
げ
た
平
重
道
論
考
に
お
い
て
、「
も
し
地
を
換
へ
て
履
軒
を

竹
山
の
位
置
に
据
へ
た
な
ら
、
彼
が
竹
山
と
同
じ
よ
う
な
世
俗
的
活
動

を
演
じ
た
事
は
、
推
測
に
余
り
が
あ
る
」（
同
論
考
一
〇
一
頁
）
と
述
べ

て
い
る
。

（
10
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』（
脇
圭
平
訳
、
岩

波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
一
〇
二
頁
～
一
〇
六
頁
。

（
11
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』（
尾
高
邦
雄
改
訳
、

岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
五
一
頁
、
五
四
頁
～
五
五
頁
。

（
12
） 

拙
稿
「
中
井
竹
山
と
実
学
と
」（『
懐
徳
』
八
三
号
、
二
〇
一
五
年
）

に
お
い
て
、「
修
己
」
を
基
底
と
し
つ
つ
社
会
全
体
に
対
す
る
責
任
感
を

も
と
に
し
た
現
実
の
政
治
実
践
に
資
す
る
「
治
人
」
の
た
め
の
学
問
と

い
う
意
味
で
の
実
学
を
履
軒
の
兄
の
竹
山
が
志
向
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。

【
附
記
】
本
論
考
は
、
平
成
二
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
Ｃ

「
懐
徳
堂
学
派
に
お
け
る
儒
教
の
展
開
に
関
す
る
研
究
︱
朱
子
学
・
陽
明

学
の
折
衷
か
ら
融
和
へ
︱
」〔
研
究
代
表
者
・
藤
居
岳
人
、
課
題
番
号
二

六
三
七
〇
〇
四
九
〕
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（ 177 ）


