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末
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十
爪
-

P

士
庁
，

武

清
末
社
会
の
西
欧
世
界
と
の
接
触
は
、
単
な
る
文
化
上
の
避
逗
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
西
欧
世
界
の
政
治
・
経
済
に
お
け
る
侵
攻
と
い

う
事
態
で
も
あ
っ
た
。
今
こ
の
こ
と
を
思
想
史
と
し
て
捉
え
直
せ
ば
、
従
来
単
一
的
で
あ
っ
た
儒
教
と
い
う
価
値
体
系
が
、
ま
っ
た
く
異

質
な
価
値
体
系
と
遭
遇
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
う
し
た
時
に
は
、

必
ず
既
存
の
価
値
体
系
が
素
乱
し
、
新
来
の
価
値
が
変

容
さ
れ
つ
つ
も
摂
取
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
私
た
ち
大
方
の
予
見
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
二
つ
の
価
値
体
系
は
、
牽
引
・
反
按
・
融
合

-
乳
繰
と
い
う
転
換
期
の
持
徴
的
様
相
を
展
開
し
つ
つ
、
あ
る
も
の
に
統
合
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
わ
け
だ
。
も
と
よ
り
私
た
ち
の
究
極
の

課
題
と
は
、
今
日
も
な
お
生
成
し
つ
つ
あ
る
こ
の
あ
る
も
の
の
形
成
と
構
造
を
討
究
す
る
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
本
稿
で
は
一
ま
ず
変
法

運
動
期
二
八
九
五
九
八
)
に
限
定
し
て
、
二
つ
の
価
値
体
系
の
反
撲
と
札
離
の
一
端
を
考
え
よ
う
と
思
う
。

周
知
の
よ
う
に
儒
教
と
い
う
独
特
の
価
値
と
表
象
の
体
系
は
、

そ
の
強
固
な
連
続
性
と
皇
帝
を
頂
上
的
価
値
と
す
る
円
錘
体
の
中
心
に

向
う
求
心
性
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
よ
う
が
、

そ
の
表
象
の
解
釈
体
系
は
、

こ
の
時
期
決
し
て
一
元
的
で
は
な
い
と
い
え
る
。
今
ま
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で
守
旧
派
・
洋
務
派
・
変
法
派
の
ト
リ
ア

l
デ
で
こ
の
時
期
が
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
儒
教
と
い
う
体
系
が
同
じ
支
配

層
で
あ
る
士
人
階
級
に
あ
っ
て
も
様
々
に
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
を
根
拠
に
行
動
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
多

元
的
な
解
釈
体
系
、
行
動
原
理
の
相
違
は
、
も
ち
ろ
ん
清
末
社
会
の
分
解
に
よ
る
土
人
階
級
の
分
化
に
根
ざ
し
、

こ
の
こ
と
は
社
会
階
級

個
人
の
性
格
や
体
験
の
質
な
ど
の
諸
レ
ベ
ル
で
了
解
で
き
よ
、
っ
。

つ
ま
り
、
あ
る
表
象
の
理
解
は
そ
の
者
の
体
験
の
質

1
沈
澱
し
た
過

去
に
左
右
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
社
会
階
級
や
性
格
と
い
う
諸
レ
ベ
ル
で
検
討
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
守
旧
・
洋
務
両
派
に
限
定
し
て
、
儒
教
や
伝
統
な
る
も
の
が
西
欧
世
界
に
直
面
し
て
ど
う
己
を
再
解
釈
じ
て
行
動
す

る
の
か
を
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
世
界
像
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
世
界
像
と
は
、

む
ろ
ん
多
様
な
世
界
に
己
を
位
置
づ
け
、

己
の
目
標
に
従
っ
て
諸
実
在
を
取
捨
選
択
し
よ
う
と
す
る
そ
の
仕
方
に
よ
っ
て
構
造
的
に
把
握
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
今
こ
の
世
界
を
整

序
す
る
仕
方
を
仮
に
先
験
的
枠
組
み
と
よ
べ
ば
、
こ
の
枠
組
み
が
そ
の
者
の
性
格
や
帰
属
す
る
階
級
の
限
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
い
う

つ
ま
り
、
あ
る
者
が
何
を
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
承
認
し
、
何
を
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
排
除
す
る
の
か
、
そ
こ

ま
で
も
な
い
。

に
は
当
然
そ
の
者
の
経
験
の
仕
方
が
反
映
し
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
先
験
的
枠
組
み
が
社
会
的
弁
別
基
準
と
し
て
作
用
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
伝
統
な
る
も
の
の
解
釈
や
西
欧
世
界
へ
の
対
応
に
は
、

こ
の
先
験
的
枠
組
み
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、

世
界
像
が
考
察
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
こ
の
検
討
で
、
儒
教
と
い
う
単
一
的
価
値
体
系
の
分
化
(
変
法
派
と
保
守
派
)
と

変
貌
の
一
端
が
、
保
守
派
に
お
け
る
両
価
値
体
系
の
反
援
と
札
鞭
の
考
察
を
通
じ
て
顕
在
化
し
、
変
法
運
動
期
に
お
け
る
分
化
し
つ
つ
あ

る
士
人
層
の
一
つ
の
存
在
行
動
原
理
が
照
射
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

も
と
よ
り
保
守
主
義
と
い
う
歴
史
学
的
範
曜
を
設
け
て
世
界
像
を
検
討
す
る
こ
と
は
仮
設
で
し
か
な
い
が
、
私
は
仮
設
の
も
つ
目
配
り

の
不
十
分
さ
を
承
知
し
つ
つ
、

次
の
よ
う
に
右
の
こ
と
を
展
開
さ
せ
よ
う
。
別
稿
で
私
は
、
洋
務
派
と
守
旧
派
と
が
変
法
派
を
前
に
、
封



す
こ
:
ヘ
『
勧
学
篇
』
と
『
翼
教
議
選
、
「
木
J

建
的
社
会
体
制
と
そ
の
位
階
的
秩
序
の
擁
護
と
い
う
一
点
に
収
束
し
て
ゆ
く
こ
と
を
検
ユ
ヨ
ロ
し

f
カ
戸
村
博
士
頚
寿
記
念
論
集
」
誕
収
」

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
次
節
で
守
旧
・
洋
務
両
派
(
以
下
似
に
こ
れ
ら
を
保
守
派
と
す
る
)

の
変
法
派
に
対
す
る
反
攻
を
追
っ
て
、

そ
の
先
験

的
枠
組
み
を
レ
リ
ー
フ
し
、
第
三
節
で
変
法
派
を
排
除
す
る
仕
方
を
手
懸
り
に
し
て
、
位
階
的
秩
序
の
維
持
を
至
上
命
令
と
し
た
世
界
像

が
ど
う
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
の
か
を
跡
づ
け
て
み
よ
う
と
思
う
。

けlf末の保守主義ーその世界像の解体

変
法
運
動
は
日
清
戦
争
の
敗
北
を
機
に
、
清
朝
と
い
う
体
制
の
再
編
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
変

法
派
は
明
治
維
新

ロ
シ
ア
の
ピ
ョ

i
ト
ル
帝
に
範
を
と
り
、
危
機
の
打
開
策
と
し
て
立
憲
君
主
政
体
へ
の
改
編
と
資
主
制
の
導
入
を
福

う
が
、
保
守
派
は
中
体
西
用
論
を
掲
げ
て
あ
く
ま
で
も
専
制
君
主
政
体
に
固
執
す
る
の
で
あ
る
。

両
派
の
攻
防
は
峨
烈
で
あ
っ
て
、

そ
グ〉

論
戦
は
末
端
で
あ
る
ほ
ど
清
朝
の
再
編
と
い
う
枠
を
逸
脱
す
る
。

問
題
論
的
に
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

こ
の
節
で
は
戊
成
維
新
の
前
哨
戦
と
な
っ
た
湖
南
新
政
の
敗
北
過
程
を

そ
の
場
合
、
留
意
す
べ
き
な
の
は
新
政
が
保
守
派
か
ら
反
攻
さ
れ
た
契
機
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
洋
務
論
者
に
も
理
解
で
き
、

陳
宝
簸
・
黄
遵
憲
・
徐
仁
鋳
ら
開
明
官
僚
が
推
進
し
た
私
営
企
業
や
鉱
務
局
の
設
置
と
い
う
経
済
・
軍
事
上
の
改
革
で
は
な
く
、
梁
啓
超

ら
に
よ
る
政
治
・
社
会
の
批
判
と
そ
の
改
革
で
あ
っ
た
。

現
に
張
之
洞
で
あ
れ
、
王
先
謙
で
あ
れ
、
変
法
論
を
鼓
吹
し
た
「
時
務
報
』
や

「
湘
学
報
』
は
風
気
を
聞
く
も
の
と
し
て
推
奨
し
、
時
務
学
堂
も
王
先
謙
ら
六
名
の
郷
紳
に
よ
っ
て
洋
務
論
的
主
旨
の
下
に
設
立
さ
れ
た

i
i
w
で
あ
る
。
時
務
学
堂
や
「
湘
学
報
』
が
保
守
派
に
よ
っ
て
問
題
視
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
封
建
的
社
会
体
制
と
そ
の
規
範
が
変
法
派
に
よ

れ
っ
て
批
判
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
。
張
之
洞
は
い
う
、
「
川
ザ
近
日

長
沙
よ
り
湘
学
報
を
寄
来
せ
ら
る
る
こ
と
両
次
。

其
の
中
奇
怪
な
る
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議
論
、
去
年
に
較
べ
て
更
に
甚
だ
し
。
或
ひ
は
摩
西
を
推
尊
し
、
或
ひ
は
民
権
を
主
張
し
、
或
ひ
は
公
法
を
以
て
春
秋
に
比
す
」
と

(
時
唯
一
崎
明
言
一
時
一
明
性
話
相
十
一
U

一
「
閉
山
)
。
ま
た
い
う
、
「
湘
学
報
中
議
す
可
き
処
、
巴
に
時
に
之
れ
有
り
o

近
日
新
た
に
出
で
し
湘

報
に
至
り
て
は
、
其
の
偏
り
尤
も
甚
だ

L
o
-
-
:
:
此
等
の
文
字
遠
近
煽
播
せ
ら
る
れ
ば
、
必
ず
匪
人
邪
士
侶
へ
て
乱
階
を
為
す
を
致

さ
ん
」
と
(
闘
城
郡
一
諸
駐
日
j
d
i
)
。
な
ら
ば
、
そ
の
〈
奇
怪
な
る
議
論
〉
と
は
何
か
。
も
ち
ろ
ん
変
法
論
、
中
で
も
そ
の
政
治
改

革
の
論
拠
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
時
務
学
堂
で
は
次
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

川
今
日
欲
求
嬰
法
、
必
目
天
子
降
尊
(
耕
輔
併
堂
開
時
一
料
)
倒
屠
城
屠
邑
、
皆
後
世
民
賊
之
所
矯
o

譲
揚
州
十
日
記
、
尤
令
人
髪

指
枇
裂
。
ゆ
故
能
輿
民
権
者
断
無
可
亡
之
理
。
川
州
議
院
雄
創
於
泰
西
、
賓
吾
五
経
諸
子
博
記
、
随
率
一
義
、
多
有
其
意
者
。
惜

君
統
太
長
、
無
人
敢
言
耳
(
町
立
引
劃
一
利
)
。
伺
臣
也
者
、
輿
君
同
難
民
事
者
也
o

如
開
一
鋪
子
、
君
則
其
鋪
之
線
管
、
臣
則
鋪

之
掌
橿
等
也
(
賠
紘
一
)
。

こ
の
よ
う
に
時
務
学
堂
で
は
学
生
の
制
記
や
日
記
に
対
す
る
批
答
お
よ
び
問
答
を
も
通
し
て
議
会
制
・
民
権
・
平
等
・
専
制
君
主
制
・

民
賊
な
ど
の
問
題
が
議
さ
れ
た
わ
け
だ
。
凶
を
み
れ
ば
、
議
会
制
の
古
典
へ
の
附
会
が
専
制
批
判
の
横
粁
と
な
っ
て
お
り
、
聞
で
は
君
主

制
が
制
度
論
で
は
な
く
、
機
能
的
な
分
業
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
凶
で
は
清
朝
が
暗
に
民
賊
と
さ
れ
て
い
る
の
が
知
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
れ
ら
は
次
の
よ
う
な
論
理
連
関

!
l今
日
の
危
機
は
十
分
機
能
す
る
こ
と
の
な
い
専
制
君
主
制
と
そ
れ
に
寄
生
す
る
無

能
な
臣
下
に
よ
り
招
来
せ
ら
れ
た
。

だ
か
ら
そ
の
打
開
策
は
、

こ
の
専
制
君
主
制
を
立
憲
君
主
制
に
再
編
し
て
、
経
済
・
軍
事
上
の
改
革

を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
西
学
・
西
政
に
通
暁
し
た
人
材
の
育
成
と
登
用
、

そ
の
基
盤
と
な
る
国
民
教
育
、
議
会
制
の
導
入
が
必

至
だ
と
い
う
連
関
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば

こ
の
立
論
は
必
然
的
に
専
制
下
の
君
臣
関
係
、
愚
民
政
策
の
批
判
を
結
果

し
、
そ
の
論
拠
に
民
権
・
平
等
・
智
民
な
ど
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
湖
南
部
陽
か
ら
そ
の
過
激
さ
故
に
原
籍
を
追
放
さ
れ
た
焚
錐
は
、



「
開
誠
篇
」
で
い
う
(
沼
町
刷
、
『
は
ほ
.4制
一
説
一
時
」
桟
一
時
伊
)
。

自
民
之
愚
也
久
長
。
不
復
見
天
日
也
抑
己
甚
奏
。
其
上
以
是
愚
之
、
其
下
復
以
是
受
之
。
二
千
年
治
肌
浸
晴
、
結
夢
桂
魂
、
酎
嬉
恰

悦
於
苦
海
地
獄
之
中
、
縦
横
馳
逐
於
酔
生
魔
死
之
地
、
束
之
縛
之
、
践
之
踏
之
。
若
牛
馬
然
、
若
葎
苔
然
。

こ
れ
は
専
制
と
愚
民
策
と
を
連
関
づ
け
て
捉
え
て
い
る
が
、
後
段
で
「
四
海

心
を
一
に
す
。
心
を
一
に
す
と
は
、
人
人

自
主
す
る

所
の
権
な
り
。

亡
を
救
ふ
を
以
て
是
を
為
さ
ば
、
窮
極

智
を
生
ず
」
と
論
ず
る
よ
う
な
智
民
策
!
自
主
の

変
を
生
じ
、
欝
極

人
人

清末の保守主義ーその世界像の解体

権
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
愚
民
策
批
判
↓
智
民
策
提
起
と
な
り
、

さ
ら
に
自
主
の
権
、
民
権
の
原
理
的
承
認
を
帰
結
す
る
わ

け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
右
の
よ
う
な
諸
批
判
と
そ
の
論
拠
は
、
位
階
的
秩
序
の
解
体
と
い
う
畏
れ
と
動
揺
を
保
守
派
に
ひ
き
起
し
た
。
変

法
派
に
は
思
わ
ざ
る
反
攻
と
い
、
え
よ
う
が
、
事
実
そ
こ
に
は
変
法
派
す
ら
意
図
し
な
か
っ
た
社
会
原
理
の
選
択
と
い
う
問
題
が
伏
在
し
て

い
た
か
ら
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
今
、
保
守
派
が
変
法
派
を
ど
う
捉
え
、
変
法
論
の
何
が
ど
う
い
う
わ
け
で
承
認
で
き
な
か
っ
た
の
か
を
検
討
し
よ
う
。

『
量
一
教

叢
編
」
序
で
編
者
蘇
輿
は
こ
う
い
う
。

其
言
(
同
一
岬
湘
)
以
康
之
新
豊
岡
一
組
孜
・
孔
子
改
制
致
事
玉
、

乱
成
憲
也
。
信
平
等
聾
綱
常
也
。
伸
民
権
無

而
平
等
民
権
孔
子
紀
年
詩
謬
説
輔
之
。
偽
六
経
滅
聖
経
也
。
託
改
制

君
上
也
。
孔
子
紀
年
欲
人
不
知
有

本
朝
也
。

蘇
輿
は
、
貫
遵
憲
が
梁
啓
超
を
時
務
学
堂
中
文
総
教
習
に
招
き
、
し
か
も
そ
の
梁
が
師
康
有
為
の
〈
邪
説
〉
を
主
張
し
た
こ
と
を
非
難

す
る
わ
け
だ
が

こ
こ
で
留
目
す
べ
き
な
の
は
〈
邪
説
〉
と
す
る
基
準
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

〈
邪
説
〉
の
世
界
と
は
蘇
輿
が
前
提
す
る

世
界
の
陰
画
で
あ
り

〈
邪
説
〉

だ
と
弁
別
す
る
基
準
は
彼
の
向
き
あ
っ
た
世
界
を
整
序
す
る
仕
方
に
他
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
〈
邪
説
〉
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が
そ
の
先
験
的
枠
組
み
の
所
在
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
蘇
輿
は
康
・
梁
の
説
を
次
の
対
項
で
意
味
づ
け
て
い
る
。
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偽
六
経
l
滅
聖
経
、
託
改
制
!
乱
成
憲
、
侶
平
等
|
堕
綱
常
、
伸
民
権
|
無
君
上
、
孔
子
紀
年
|
本
朝
の
否
定

明
ら
か
に
こ
の
対
項
に
よ
っ
て
康
有
為
の
偽
経
説
、
孔
子
改
制
説
、
民
権
・
平
等
説
の
反
価
値
性
が
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
よ
り

蘇
輿
の
前
提
す
る
価
値
的
世
界
と
は
聖
経
・
成
憲
・
綱
常
・
君
上
・
清
朝
の
徴
表
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
既
存
の
体
制
だ
と
い
え
よ
う
。
す

な
わ
ち
、

変
法
論
は
既
存
の
体
制
を
否
定
す
る
が
故
に
反
価
値
的
と
さ
れ
る
わ
け
だ
。

そ
の
も
の
自
体
が
反
省
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
先
験

的
枠
組
と
は
、
蘇
輿
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
封
建
的
社
会
体
制
と
そ
の
位
階
的
秩
序
だ
け
れ
ど
も
、

な
ら
ば
こ
れ
は
保
守
派
に
通
有
の
準

拠
枠
な
の
か
ど
う
か
。

例
え
ば
、
朱
一
新
は
「
答
康
有
為
第
四
書
」
で
こ
う
い
う
。

義
理
殊
、
斯
風
俗
殊
。
風
俗
殊
、
斯
制
度
殊
。
今
不
端
其
本
而
漫
云
改
制
。
制
則
改
突
。
終
場
義
理
亦
真
之
倶
改
乎
。
百
工
制
器
、
是

義
也
、
非
理
也
。

人
心
日
備
、
機
巧
日
出
。
風
気
蹴
開
、
有
莫
之
矯
而
矯
者
。
夫
何
憂
其
義
之
不
精
。
今
以
萎
之
未
極
其
精
而
欲
餐

吾
制
度
以
行
之
、
且
嬰
吾
義
理
以
殉
之
。
何
異
救
別
而
牽
其
足
、
極
溺
而
入
於
淵
。
:
:
:
人
心
陥
溺
於
功
利
。
行
法
者
借
吾
法
以
逗

其
私
。

而
立
一
法
適
培
一
弊
。
故
治
圏
之
道
、
必
以
正
人
心
厚
風
俗
峰
崎
先
。

こ
こ
で
は
義
理
!
風
俗
|
制
度
が
三
位
一
体
的
に
捉
え
ら
れ
、
し
か
も
西
欧
世
界
は
、
義
理
よ
り
一
段
低
い
〈
芸
〉
で
人
心
を
日
々
偽
に
す

る
も
の
と
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
変
法
派
の
制
度
改
革
は
即
〈
義
理
之
変
〉
と
な
り
、
危
機
と
は
中
国
が
瓜
分
き
れ
る
事
態
で

は
な
く
、

人
心
が
功
利
に
陥
溺
し
て
い
る
こ
と
と
み
ら
れ
た
故
に
、
朱
一
新
に
は
人
心
風
俗
を
正
す
こ
と
が
状
況
の
方
向
づ
け
と
な
る
。

政
治
改
革
は
む
ろ
ん
、
経
済
・
軍
事
上
の
改
革
自
体
が
〈
機
巧
〉
で
あ
っ
て
、
人
心
を
功
利
に
惑
溺
せ
し
め
る
故
に
、
そ
れ

す
な
わ
ち
、

は
救
時
策
と
し
て
は
考
慮
外
と
な
る
わ
け
だ
。
こ
う
し
た
硬
化
し
た
状
況
認
識
は
、
確
か
に
現
実
へ
の
対
応
の
点
で
は
無
効
だ
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
決
し
て
朱
一
新
の
漢
宋
兼
学
と
い
う
学
的
立
場
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
む
し
ろ
、
朱
に
も
社
会
の
規
範
が
揺
ぎ
な
き
も
のす

く

正
し
き
人
心
風
俗
が
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
自
明
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
朱
が
「
夫
れ
学
は
時
を
匡

と
し
て
前
提
さ
れ
、
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ふ
を
以
て
急
と
な
し
、
士
は
志
を
立
つ
る
を
以
て
先
と
為
す
。
四
郊
塁
多
き
に
臥
新
嘗
胆
し
て
以
て
国
恥
を
雪
が
ん
こ
と
を
思
は
ざ
る
者

は
卿
太
夫
の
辱
な
り
。
邪
説
民
を
一
挫
ふ
る
に
誼
を
正
し
道
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
額
流
を
挽
か
ん
こ
と
を
思
は
ざ
る
者
は
士
君
子
の
辱
な

の

1v-

り
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
伊
古
以
来
未
だ
諸
れ
を
準
縄
規
矩
の
中
に
範
ら
ず
し
て
能
く
人
オ
を
陶
冶
し
風
気
を
転
移
す
る
者
有
ら
ず
」

(
賂
球
軒
為
)
と
言
明
す
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
〈
準
縄
規
矩
〉
も
〈
誼
〉
も
何
ら
段
、
7
べ
か
ら
ざ
る
前
提
で
あ
り
、
彼
に
は
こ
の
前
提

で
は
な
く
、
〈
邪
説
〉
の
横
行
自
体
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
こ
の
〈
道
〉
の
内
容
と
は
何
か
。

清末の保守主義ーその世界像の解体

乾
嘉
諸
儒
以
義
理
属
大
禁
。
今
欲
挽
其
流
失
、
乃
不
求
復
義
理
之
常
而
徒
備
言
義
理
之
勢
。
彼
戎
翠
者
、
無
君
臣
、
無
父
子
、
無
兄

弟
、
無
夫
婦
。
是
乃
義
理
之
饗
也
(
純
一
鍔
為
)
。

こ
の
よ
う
に
〈
道
〉
と
は
、
君
臣
・
父
子
・
兄
弟
・
夫
婦
と
い
う
社
会
関
係
の
規
範
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
関
係
が

日
常
的
営
為
と
し
て
時
間
の
中
に
結
晶
化
し

〈
聖
教
〉
が
そ
れ
を
理
由
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
す
る
疑
義
と
再
編
は
断
固
と
し

「
夫
れ
一
時
変
ず
可
き
者
は
法
な
り
。

万
世
変
ず
可
か
ら
ざ
る
者
は
綱
な

て
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
王
仁
俊
は
端
的
に
い
う
。

り
」
と
(
理
府
)
。
王
仁
俊
は
、
君
が
臣
の
綱
、
父
が
子
の
綱
で
あ
る
故
に
、
民
主
・
民
権
・
議
会
制
・
西
律
は
承
認
で
き
な
い
と
す
る

が
、
や
は
り
彼
に
お
い
て
も
位
階
的
秩
序
が
自
然
で
不
可
侵
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
綱
常
は
万
世
不
変
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
わ
け
だ
。

こ
の
点
で
は
張
之
洞
も
何
ら
変
ら
な
い
。

君
矯
臣
綱
、

父
馬
子
綱
、
夫
馬
妻
綱
。
:
:
:
五
倫
之
要
、
百
行
之
原
、
相
侍
数
千
年
、
更
無
異
義
。
聖
人
所
以
矯
聖
人
、
中
国
所
以
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同
府
中
園
、
賓
在
於
此
。
故
知
君
臣
之
綱
、
則
民
権
之
説
不
可
行
也
。
知
父
子
之
綱
、
則
父
子
同
罪
、
免
喪
駿
紀
之
説
不
可
行
也
。
知

夫
婦
之
綱
、
則
男
女
平
権
之
説
不
可
行
也
。
(

N

戸
市
梓
哨
十
一
時
)

右
の
よ
う
に
張
之
洞
は
、
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ィ
ッ
シ
ュ
な
関
係
の
規
範
を
聖
人
を
聖
人
た
ら
し
め
、
中
国
を
中
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固
た
ら
し
め
る
も
の
と
ま
で
極
論
す
る
。
ま
こ
と
に
張
に
は
「
夫
れ
変
ず
可
か
ら
ざ
る
者
は
倫
紀
な
り
、
法
制
に
は
非
ざ
る
な
り
。
聖
道

な
り
、
器
械
に
は
非
ざ
る
な
り
。
心
術
な
り
、

工
芸
に
は
非
ざ
」
(
変
法
)
れ
ば
こ
そ
、
民
権
・
平
等
と
い
っ
た
変
法
の
論
拠
が
展
開
さ
れ

る
時
、
彼
は
変
法
派
と
訣
別
し
て
右
旋
回
を
始
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
節
初
め
に
例
し
た
「
湘
学
報
』
な
ど
の
批
判
は
そ
の
転
回
点
を
示

し
て
い
ト
号
、
っ
。

そ
の
経
済
・
軍
事
・
教
育
上
の
政
策
も
本
質
的
に
は
決
し
て
変
法
論
の
論
理
連
関
と
重
な
る
も
の
で
は
な
い
と

い
え
る
。
確
か
に
張
は
「
勧
学
篇
』
序
で
西
芸
で
は
な
く
、
西
政
こ
そ
が
重
要
だ
と
し
、
智
↓
力
↓
富
強
の
論
理
で
〈
求
智
求
勇
〉
の
策

だ
か
〉
わ
、

を
外
篇
で
提
起
す
る
。
し
か
し
そ
れ
が
〈
通
〉
を
知
ら
ぬ
旧
学
と
〈
本
〉
を
知
ら
ぬ
新
学
と
の
折
衷
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
(
序
)
、
換
言
す
る
と
、

中
体
西
用
論
の
論
理
連
関
に
あ
る
の
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
「
勧
学
篇
」
で
〈
本
〉
と
〈
通
〉
の
定
位
、
つ
け
を
企
て
、
名
教
や
綱
常

と
い
う
伝
統
的
教
学
や
位
階
的
秩
序
を
維
持
し
た
上
で
の
改
良
を
施
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
張
は
益
知
日
篇
で
「
智
は
以
て
亡
を
救
ひ
、

学
は
以
て
智
を
益
す
」
と
断
言
し
て
、

士
農
工
商
兵
の
求
知
日
の
内
容
を
一
不
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
士
・
民
が
そ
の
分
に
応
じ
て

分
を
尽
く
す
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。

同
心
篇
の
言
は

こ
の
謂
で
あ
ろ
う
。

是
故
人
人
親
其
親
長
其
長
、

而
天
下
平
。

人
人
智
其
智
一
勇
其
勇
而
天
下
強
。
:
:
:
恕
危
之
世
、

士
属
其
節
、
民
激
其
気
、
直
言
以
悟

、
玉
、
博
撃
以
済
時
、
同
心
以
救
弊
、
斉
力
以
拝
患
、
人
才
奮
於
下
、
則
朝
廷
安
於
上
。

こ
の
よ
う
に
張
之
洞
に
お
い
て
も
、
位
階
的
秩
序
の
擁
護
は
立
論
の
大
前
提
で
あ
り
、
そ
の
限
り
『
翼
教
叢
編
」

の
立
場
と
異
な
る
も

の
で
は
な
い
。
守
旧
・
洋
務
両
派
の
一
体
化
は
、
上
の
よ
う
な
世
界
把
握
の
前
提
を
共
有
し
て
い
た
が
故
に
可
能
で
あ
っ
た
。
逆
に
い
え

ば
、
政
策
論
・
出
身
階
級
論
よ
り
す
る
守
旧
派
・
洋
務
派
と
い
う
弁
別
は
無
内
容
で
は
な
い
に
せ
よ
、
両
派
の
世
界
の
中
に
己
を
定
位
づ

け
る
枠
組
み
に
至
っ
て
は
同
型
的
な
の
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
一
体
化
し
え
た
わ
け
で
あ
る
。

政
策
論
的
弁
別
と
は
、
未
来
へ
の
方
向
づ

け
に
実
際
的
な
政
治
思
考
が
ど
の
程
度
作
用
し
て
い
る
か
を
目
安
に
し
て
い
る
。
し
か
し
政
治
の
成
否
が
目
標
設
定
と
そ
こ
に
至
る
手
段



の
選
択

い
い
か
え
る
と
、
戦
略
・
戦
術
と
い
う
目
標
に
至
る
チ
ャ
ー
ト
を
合
目
的
的
に
作
成
す
る
点
に
か
か
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
{
寸

旧
派
西
太
后
が
一
九

O
O年
変
法
上
諭
を
発
し
、

翌
年
張
之
洞
・
劉
坤
了
り
洋
務
官
僚
が
こ
れ
に
答
え
、

そ
の
〈
新
政
〉
が
こ
の
方
向
で

推
進
き
れ
た
こ
と
は
、
守
旧
派
が
も
は
や
附
庸
的
な
政
治
集
団
で
し
か
な
く
、
洋
務
派
と
一
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
保
守
派
は
、
民
権
・
平
等
と
い
う
変
法
論
の
論
拠
が
既
存
の
位
階
的
秩
序
を
破
壊
す
る
と
見
倣
し
た
が
故
に
、

そ
れ
を
否

認
す
る
。

そ
こ
で
次
に
単
一
的
価
値
体
系
た
る
儒
教
が
ど
う
分
化
し
、
保
守
派
の
世
界
像
が
ど
う
変
貌
し
て
い
る
か
検
討
し
よ
う
。

j青末の保守主義 その世界像の解体

あ
ら
ゆ
る
行
為
は
、
決
断
と
選
択
を
伴
っ
て
お
り
、
目
的
の
達
成
と
そ
の
行
為
の
意
味
内
容
を
他
者
に
伝
達
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
。

そ

の
場
合
、
行
為
者
は
己
の
意
味
が
他
者
に
そ
の
ま
ま
伝
わ
る
こ
と
を
期
待
す
る
故
に
、
言
語
・
身
振
り
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
記
号
が
動
員

さ
れ
る
。

そ
う
し
た
時
、
伝
達
内
容
の
選
択
と
構
成
に
は
行
為
者
の
先
験
的
枠
組
み
が
暗
黙
に
作
用
し
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
意
味
伝

こ
の
言
語
を
手
懸
り
に
表
象
体
系
を
追
え
ば

達
が
成
立
す
る
の
は
あ
る
表
象
体
系
に
貫
か
れ
た
言
語
を
媒
体
に
し
て
だ
け
れ
で
も
、

そ

の
行
為
者
の
前
反
省
的
な
体
験
の
沈
澱
に
よ
る
先
験
的
枠
組
み
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
先
験
的
枠
組
み
を
顕
在
化
せ

し
め
れ
ば
、
世
界
は
ど
う
あ
る
の
か
と
い
う
世
界
像
が
浮
か
び
あ
が
る
。
前
節
で
先
験
的
枠
組
み
の
所
在
を
示
し
た
が
、

こ
こ
で
は
保
守

派
に
よ
る
変
法
派
の
排
除
の
仕
方
を
通
し
て
、
儒
教
が
ど
う
西
欧
な
る
も
の
に
対
応
し
、
分
化
す
る
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

西
欧
へ
の

傾
斜
(
変
法
派
)
と
反
援

の
様
相
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(
保
守
派

『
翼
教
叢
編
」
は
奏
摺
や
論
者
、
そ
し
て
書
簡
な
ど
多
様
な
形
式
の
文
献
が
輯
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
形
式
の
相
違
に
も
か
か

27 

そ
れ
は
伝
統
的
な
否
定
辞
で
変
法
論

わ
ら
ず
、
あ
る
文
体
の
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。
皮
錫
瑞
は
そ
れ
を
〈
連
語
醜
誌
〉
と
評
し
た
が
、
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の
反
価
値
的
イ
メ
ー
ジ
を
織
り
な
し
、

反
援
嫌
悪
の
感
情
を
喚
起
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
時
務
学
堂
学
約
」
に
対
抗
し
て
草
さ
れ
た
「

湘
省
学
約
」
は
、
こ
う
変
法
派
を
捉
え
て
い
る
。

廼
自
新
舎
梁
啓
超
来
湘
矯
撃
堂
縛
教
習
、
大
張
其
師
康
有
馬
之
邪
説
、
血
盟
惑
湘
入
、
無
識
之
徒
、
翁
然
従
之
。
:
:
:
考
其
矯
説
、
或

モ
i
ゼ

キ

リ

え

J
T

推
尊
摩
西
、
主
張
民
様
、
或
殻
耶
鮪
紀
年
、
言
素
王
改
制
。
甚
謂
合
種
以
保
種
、
中
園
非
中
園
。
旦
有
君
民
平
等
、
君
統
太
長
等
語
。

・
:
似
此
背
叛
君
父
、
誕
及
経
得
。
化
日
光
天
之
下
、
魁
魅
横
行
、
非
吾
撃
中
之
大
患
哉
。

時
務
学
堂
に
お
け
る
議
論
は
前
節
で
例
示
し
た
が
、
こ
れ
は
そ
う
し
た
君
民
共
治
、
民
権
、
軽
賦
、
議
会
制
な
ど
の
主
張
を
〈
邪
説
〉

ふ
品
川
忌
4
C

と
み
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
心
術
を
正
す
。
名
実
を
麗
ら
か
に
す
。
聖
教
を
尊
ぶ
。
異
端
を
聞
く
。
実
学
に
務
む
。
文
体
を
排
ず
。

士
習
を
端
す
」
の
七
項
を
学
の
方
向
と
し
て
掲
げ
る
が
、
本
稿
の
関
心
よ
り
し
て
、
否
定
辞
の
頻
用
に
留
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
既
述
し
た
よ
う
に
、
否
定
辞
の
織
り
な
す
負
価
の
世
界
が
逆
に
正
価
の
世
界
を
照
射
し
、
儒
教
の
西
欧
な
る
も
の
に
対
す

る
一
つ
の
対
応
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
れ
は
邪
説
l
議
惑
i
無
識
之
徒
l
背
叛
君
父
!
謹
及
経
伝
l
魁
魅
横
行
と
い
っ

た
反
価
値
的
な
否
定
辞
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
が
康
有
為
・
梁
啓
超
l
摩
西
l
耶
鯨
i
民
権
l
素
王
改
制
と
い
う
指
示
の
系
列
と
有
縁
化

し
て
い
る
の
に
気
づ
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
邪
説
、
盛
惑
、
無
識
な
ど
反
価
値
的
で
喚
情
的
な
意
味
表
象
が
、
摩
西
、
民
権
、
改
制
と
い
う
そ

れ
自
体
で
は
無
記
中
性
的
な
意
味
表
象
と
意
味
の
場
を
形
成
し
て
、
民
権
、
改
制
な
ど
の
語
が
負
価
の
象
徴
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
再
例
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

撃
子

胸
無
主
宰

不
知
其
陰
行
邪
説

反
以
矯
時
務
賓
然

喪
其
本
真

争
相
趨
附
。
言まi
ロ口

言
惇・
乱・

有
如
中
狂
。

始
自
曾
城
浸
及

芳
郡
。

難
以
謹
厚
如
皮
錫
瑞

亦
被
煽
惑
形
之
論
説

重
遭
話
病
。

而
住
堂
年
幼
生
徒

親
承
提
命

朝
夕
濡
染

受
害
更
不
待
言
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
湘
紳
公
呈
」
は
変
法
派
や
時
務
学
堂
生
に
陰
行
邪
説
|
喪
其
本
真
|
争
相
趨
附
|
惇
乱
i
中
狂
!
被
煽
惑



形
之
論
説
|
受
害
と
い
う
否
定
的
徴
表
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
否
定
辞
の
反
復
は
『
申
報
』
と
い
っ
た
報
紙
に
な
る
ほ
ど

甚
だ
し
く

そ
れ
こ
そ
煽
情
的
と
い
え
る
が

こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
ニ
と
か
。

ま
ず
次
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ωこ
の
否
定
辞
で
し
か
保
守
派
は
変
法
派
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
。
倒
こ
の
否
定
辞
は
あ
る
べ

き
も
の
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
を
弁
別
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
。
矧
否
定
辞
の
頻
用
は
、
経
学
と
い
う
伝
統
的
教
養
の
脈
絡
で
、
士
人

層
に
心
理
的
異
和
感
を
喚
起
せ
し
め
て
い
る
こ
と
。
制
こ
の
否
定
辞
は
、

そ
の
先
験
的
枠
組
み
に
従
っ
て
伝
統
的
教
養
の
中
か
ら
選
択
さ

清末の保守主義一一ーその世界像の解体

れ
て
い
る
が

そ
れ
は
純
一
な
精
神
世
界
に
異
分
子
が
介
入
し
て
き
た
こ
と
の
拒
絶
反
応
で
あ
り
、
伝
統
的
世
界
が
解
体
す
る
事
態
に
直

だ
か
ら
、

こ
の
否
定
辞
は
変
法
派
に
向
け
ら
れ

面
し
て
伝
統
の
核
と
み
ら
れ
る
も
の
に
結
日
開
化
し
て
ゆ
く
知
的
状
況
の
反
映
で
も
あ
る
。

た
と
は
い
え
、
変
法
派
を
通
し
て
西
欧
世
界
へ
の
対
応
を
も
黙
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
う
だ
と
し
て
、
変
法
派
像
は
次
の
よ
う
に
定
着
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
陰
行
邪
説
、
惇
乱
、
中
狂
、

反
価
値
性
を
指
示
し
て
い
る
と
。

邪
説
謹
民
と
い
っ
た
否
定
辞
は
、
康
・
梁
や
民
権
・
改
制
説
と
連
繋
し
て
、
変
法
論
の
反
社
会
性
、

そ

れ
は
、
こ
れ
ら
の
語
葉
が
日
常
的
営
為
の
中
で
蓄
積
し
体
験
し
て
き
た
伝
統
的
教
養
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
負
価
的
世
界
を
喚
起
し
、
牧

民
の
任
に
あ
る
べ
き
士
人
の
行
動
規
範
に
抵
触
す
る
こ
と
を
示
す
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
前
節
の
例
文
『
翼
教
叢
編
』
序
の
「
伸
民

権
無

君
上
也
。
孔
子
紀
年
欲
人
不
知
有

本
朝
也
己
の
よ
う
な
欠
格
の
表
現
が
用
い
ら
れ
れ
ば
、

そ
の
反
価
値
性
は
象
徴
化
さ
れ
る
。

確
か
に
欠
格
表
現
は
士
人
の
文
体
と
し
て
普
通
で
あ
り
、

そ
の
恭
順
さ
を
示
す
も
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
ポ
レ
ミ
カ
ル
な
文
章
に
あ
っ
て

は
、
論
者
の
恭
順
さ
の
み
な
ら
ず
、
対
抗
者
の
異
端
性
が
視
覚
的
に
も
暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
盛
惑
、
蝿
魅
、
禽
獣
と
い
っ

た
漢
字
の
も
つ
視
覚
の
シ
ン
ボ
リ
ス
ム
が
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
不
透
明
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
情
緒
的
な
嫌
悪
感
を
喚
起
す
る
と
す
れ

29 

ば
、
変
法
派
の
士
人
と

L
て
あ
る
ま
じ
き
そ
の
逸
脱
ぶ
り
は
、
読
み
手
に
有
効
に
定
着
す
る
は
ず
で
あ
る
。
宇
宙
論
も
社
会
論
も
人
性
論
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も
体
系
化
し
て
き
た
経
学
的
世
界
が
士
人
の
血
肉
と
ま
で
化
し
て
い
る
時
、

こ
れ
ら
が
経
に
よ
っ
て
つ
ね
に
常
軌
の
逸
脱
、
反
自
然
と
し

て
意
味
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
す
れ
ば
、
変
法
派
の
士
人
・
郷
紳
社
会
に
お
け
る
排
除
は
成
功
す
る
と
み
て
よ
い
。
実
際
一
湖
南
新
政
は
数

月
に
し
て
流
産
じ
た
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
位
階
的
秩
序
を
前
提
す
る
先
験
的
枠
組
み
は
、
変
法
論
も
西
欧
と
い
う
一
つ
の
価
値
の
世
界
を
も
ま
っ
た
く
否
定
的
に
し

か
捉
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
そ
の
世
界
像
は
ど
う
な
の
か
。
変
法
論
と
の
対
比
か
ら
試
み
よ
う
。
変
法
論
の
世
界
像
を
真
向

か
ら
と
り
組
ん
だ
研
究
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
従
来
の
研
究
史
の
蓄
積
か
ら
次
の
よ
う
に
そ
れ
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
ち

よ
か
ろ
う
。

ω時
間
範
盛
時
の
転
換
。

従
来
の
時
聞
の
円
環
的
把
握
が
崩
れ
始
め
て
、
直
進
的
段
階
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
康
有
為
が
〈
一
統
の
世
〉

ー
農
本
社
会
↓
〈
弁
争
の
世
〉

1
重
商
社
会
と
段
階
づ
け
て
現
状
を
把
握
し
て
い
る
の
が
そ
う
で
あ
る
。
変
法
論
者
は
公
羊
学
の
拠
乱
世

↓
升
平
世
↓
太
平
世
と
い
う
歴
史
観
を
援
用
し
て
そ
の
言
葉
で
語
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
農
業
社
会
↓
工
業
社
会
と
い
う
認
識
、
今
や
自

然
の
支
配
l
処
理
の
仕
方
は
異
質
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
段
階
的
な
思
考
、

い
い
か
え
れ
ば
、
歴
史
の
直
進
的
進
行
と
各
段
階
の
異

質
き
と
い
う
把
握
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
資
本
制
の
導
入
と
政
治
改
革
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

ω伝
統
的
空
間
範
曜
の
復
活
。

康
有
為
に
せ
よ
、
謂
嗣
同
に
せ
よ

〈
大
同
〉

〈
以
太
〉
の
概
念
を
主
軸
的
に
展
開
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
空
間
は
均
質
で
〈
以
太
〉
が
充
満
し
、
何
ら
の
差
異
も
断
絶
も
な
い
と
捉
え
ら
れ
た
。

だ
か
ら
人
l
人、

人
ー
も
の
、
国
家
!
国
家
は
本
性
的
に
同
一
で
、
弁
別
や
差
異
は
仮
象
だ
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
西
欧
世
界
の
侵
略
と
い
う
事
態
が
弊
わ

れ
る
と
と
も
に
、
彼

l
己
一
体
の
根
拠
と
な
っ
て
特
有
の
行
動
原
理
を
も
た
ら
す
。
民
権
、
自
主
な
ど
も
〈
以
太
〉
の
個
物
へ
の
遍
在

l

個
物
の
同
一
性
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
康
有
為
が
〈
天
与
人
権
〉
と
い
う
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
空
間
把
握
は



伝
統
的
な
天
人
合
一
説
や
仏
学
(
唯
識
華
厳
教
学
)
の
言
葉
で
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
清
末
的
復
活
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

矧
世
界
の
〈
苦
・
楽
〉
的
把
握
。
今
や
世
界
は
〈
苦
〉
の
充
溢
す
る
も
の
(
州
一
鮎
世
、
)
と
捉
え
ら
れ
、
資
本
制
の
導
入
と
そ
の

社
会
組
織
の
模
倣
に
よ
っ
て
定
向
句
こ
〈
楽
〉
の
世
界
(
太
平
世
、
プ
」
発
展
で
き
る
と
み
る
。
世
界
が
〈
苦
・
楽
〉
と
い
う
存
在
論
で
考

自

l

r

大

同

」

l

こ
れ
も
仏
学
に
関
係
が
あ
る
。

え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

凶
西
欧
へ
の
傾
斜
。

康
有
為
『
大
同
書
』
は
、
白
色
人
種
|
黄
色
人
種
|
褐
色
人
種
|
黒
色
人
種
と
い
う
価
値
序
列
を
示
し
、

/¥  

清末の保守主義 その世界像の解体

合
種
〉
に
よ
る
差
異
の
廃
絶
を
の
べ
る
が
、

そ
れ
は
同
の
世
界
を
苦
・
楽
的
に
把
え
た
結
果
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
黒
色
・
褐
色
人
種
が

も
っ
と
も
苦
に
陥
っ
て
い
る
と
み
た
わ
け
だ
が

彼
ら
に
は
苦
|
楽
は
経
済
・
社
会
生
活
の
様
式
に
密
接
し
た
存
在
の
様
態
と
考
え
ら
れ

た
故
に
、
経
済
・
社
会
の
目
的
合
理
性
に
貫
か
れ
た
西
欧
が
〈
楽
〉
に
近
い
も
の
と
見
倣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、

こ
の
意
味
で
は

西
欧
へ
の
傾
斜
と
い
え
よ
う
。

同
行
動
原
理
。

ωに
の
べ
た
彼
i
己
一
体
観
に
も
と
づ
き
、
行
動
的
な
対
他
関
係
性
が
展
開
さ
れ
る
。

そ
れ
は
伝
統
的
な
〈
侠
〉
、

〈
仁
義
〉
、

〈
慈
悲
〉
な
ど
の
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。

変
法
派
の
世
界
像
は

こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、

そ
れ
が
今
ま
で
殆
ん
ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
と

い
う
消
極
的
理
由
で
は
な
く
、
世
界
像
と
は
存
在
の
定
位
づ
け
で
あ
り
、
社
会
の
存
立
様
式
の
理
解
の
仕
方
で
も
あ
る
故
に
あ
ら
た
め
て

再
検
討
さ
紅
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
ま
れ

こ
う
だ
と
し
た
ら
保
守
派
の
世
界
像
は
ど
う
な
の
か
。

す
で
に
例
し
た
よ
う
に
、
保
守
派
の
論
弁
に
は
〈
綱
常
〉
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
9

張
之
洞
が
「
五
倫
の
要

百
行
の
原
に
し

て
、
相
伝
は
る
こ
と
数
千
年
、
更
に
異
義
な
し
」
と
い
い
、
王
仁
俊
が
「
万
世
変
ず
可
か
ら
ざ
る
者
は
綱
な
り
」
と
論
じ
た
の
が
そ
う
で
、

31 

こ
こ
で
は
こ
の
〈
綱
常
〉
の
千
古
不
変
と
い
う
言
明
が
手
懸
り
と
な
る
。
綱
常
の
千
古
不
変
と
い
う
独
断
的
な
命
題
は
、
社
会
組
織
と
そ
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の
関
係
性
の
時
間
的
変
容
を
峻
拒
し
、

〈
永
遠
の
昨
日
〉
を
願
う
精
神
態
度
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
歴
史
の
段
階

的
把
握
は
な
い
。
時
聞
が
円
環
的
に
捉
え
ら
れ
た
故
に
、
過
去
も
現
在
も
未
来
も
同
質
で
、
何
の
差
異
も
な
い
と
な
る
わ
け
だ
。

確
か
に
張
之
洞
は
西
学
の
受
容
を
い
い
、
段
階
的
に
状
況
を
把
握
し
て
る
か
の
よ
う
だ
。

し
か
し
、
別
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
そ
れ
は

ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
張
は
今
日
は
未
曽
有
の
状
況
で
あ
り
、

そ
れ
故
変
法
せ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
位
階
的
秩
序
だ
け
は
破
壊
を
許
き
ぬ
と
い
う
。

こ
の
封
建
的
社
会
組
織
に
だ
け
段
階
も
認
め
ず
、
変
容
も
肯
じ
な
い
そ
の
態
度

は
、
現
実
の
要
請
と
信
条
体
系
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
示
し
て
い
よ
う
。
儒
教
文
化
と
い
う
知
の
体
系
と
生
活
態
度
の
不
断
の
学
習
を

通
し
て
、

下
意
識
に
ま
で
浸
潤
し
た
儒
教
的
世
界
の
自
明
き
と
確
か
さ
、
こ
れ
が
変
法
を
〈
器
〉
の
領
域
に
限
定
し
、
社
会
関
係
の
変
容

を
拒
否
す
る
精
神
の
あ
り
か
な
の
で
あ
る
。

時
間
が
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
円
環
的
把
握
だ
と
す
れ
ば
、
空
間
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

〈
綱
常
〉
と
い
う
位
階
的
秩
序
の
規
範
を
国

守
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
社
会
は
〈
分
〉
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
〈
分
〉
と
い
う
差
異
弁
別
は
社
会
だ

け
で
な
い
。

人
と
動
植
物
の
聞
に
も
厳
然
と
し
て
あ
る
。
例
え
ば
康
有
為
は
「
長
輿
学
記
』
で
性
論
を
こ
う
展
開
す
る
。

夫
性
者
、
受
天
命
之
自
然
至
順
者
也
。
不
濁
人
有
之
、
禽
獣
有
之
、
草
木
亦
有
之
O
i
-
-
-
若
名
之
日
人
性
必
不
遠
。
故
孔
子
日
性
相

近
也
。
夫
相
近
則
平
等
之
謂
。
故
有
性
無
撃
。
:
:
:
有
性
無
撃
、
則
人
奥
禽
獣
相
等
向
。

康
は
仏
学
の
無
差
別
観
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
、
性
を
天
与
の
も
の
故
に
人
・
動
植
物
す
べ
て
に
そ
な
わ
り
等
差
な
し
と
み
る
。
平
等
な

の
で
ふ
め
る
。

と
こ
ろ
が
葉
徳
輝
は
こ
れ
を
駁
し
て
「
未
だ
平
等
を
以
て
相
近
し
と
為
し
、
人
と
禽
獣
と
を
以
て
別
な
し
と
為
す
者
有
ら
ざ

ヲ
@
か
d

n

J

。

四
十
二
章
の
仏
教
、
西
人
の
旧
約
の
諸
書
に
出
で
、
乃
ち
演
じ
て
万
物
平
等
の
義
を
為
す
。
作
者
空
桑
の
子

に
非
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
首
を
怖
し
耳
を
帖
れ
て
、
甘
ん
じ
て
異
氏
の
前
駆
と
為
ら
ん
や
」
と
い
う
(
諒
酬
を
。
葉
徳
輝
に
は
、
人
動

夫
の
平
等
の
説



植
物
の
質
的
差
異
が
自
明
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

こ
れ
が
伝
統
的
な
明
分
論
で
あ
り
、
空
間
把
握
で
あ
る
こ
と

い
う
ま
で
も
な
い
。

き
て
、
人
|
人
、
人
ー
も
の
の
関
係
に
厳
然
た
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
秩
序
の
頂
上
を
正
価
と
み
な
し

そ
れ
と
の
距
離
に
比
例
し
て
価
値
が
分
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

で
は
家
長
で
あ
る
。

こ
の
頂
上
と
は
国
家
で
は
君
主
、
郷
村
で
は
郷
紳
、
各
家

〈
以
太
〉
の
空
間
に
お
け
る
遍
在
を
措
定
し
て
、
彼
己
一
体
(
通
)
の
根
拠
と
し
、
そ
こ
か
ら
各
人
の

だ
か
ら

自
主
の
権
を
演
鐸
す
る
変
法
派
の
議
論
は

こ
れ
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
。
変
法
論
が
禽
獣
、
蝿
魅
と
い
っ
た
最
大
の
否
定
辞
で
拒
絶
さ

清末の保守主義一ーその世界像の解体

れ
、
反
社
会
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
は
、

両
者
が
社
会
の
存
立
構
造
を
ど
う
把
捉
す
る
か
と
い
う
そ
の
相
違
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、

変
法
論
の
い
う
民
権
も
共
和
制
で
は
な
く
、
立
憲
君
主
制
と
い
う
依
然
君
主
を
頂
上
に
据
え
た
う
え
で
構
想
さ
れ
た
の

こ
の
保
守
派
と
司
は
異
な
る
社
会
原
理
の
把
握
も
過
渡
的
に
違
い
な
い
。

に
よ
っ
て
変
法
派
を
保
皇
派
へ
と
転
身
せ
し
め
、
保
守
主
義
に
転
化
さ
せ
る
点
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ス
ロ
ー
ガ
J

と
ま
れ
、
こ
う
し
た
保
守
派
の
立
場
は
、
中
体
西
用
の
号
召
に
も
知
れ
る
と
お
り
、
中
国
を
中
心
的
価
値
と
み
る
見
方
で
あ
っ
た
。
〈
分
〉

で
あ
っ
て
、

こ
の
過
渡
的
な
矛
盾
し
た
性
格
こ
そ
革
命
派
の
拾
頭

の
峻
別
は
華
夷
の
弁
別
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
変
法
派
の
〈
合
種
〉
の
、
王
張
は
、
彼
ら
に
は
〈
奇
怪
な
議
論
〉
に
違
い

な
か
っ
た
。
朱
一
新
は
、
華
夷
を
次
の
よ
う
に
弁
別
し
て
い
た
。

。
ヘ
前
掲
J

彼
戎
翠
者
、
無
君
臣
、
無
父
子
、
無
兄
弟
、
無
夫
婦
。
是
乃
義
理
之
鐙
也
/
引
用
」

華
夷
は
五
倫
の
有
無
に
よ
っ
て
別
た
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
想
え
ば
華
夷
観
は
強
固
な
己
の
文
化
的
自
負
に
裏
づ
け
ら
れ
、
札
と
い

乃
不
求
復
義
理
之
常
、
而
徒
備
言
義
理
之
襲
。

う
体
得
可
能
な
文
化
を
華
夷
の
弁
別
基
準
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
華
刊
夷
の
相
互
転
位
す
ら
原
理
的
に
は
あ
り
え
た
。

と

こ
ろ
が
ど
、
つ
だ
ろ
、
7

こ
こ
で
は
文
化
の
優
劣
で
は
な
く
、
社
会
組
織
と
い
う
固
定
的
歴
史
的
な
も
の
だ
け
に
よ
っ
て
有
無
を
い
わ
き
ず

33 

華
夷
が
弁
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
華
の
内
実
は
、
西
欧
す
ら
学
ん
で
至
れ
る
礼

1
文
化
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
札
の
実
体
化
さ
れ
た
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社
会
組
織
に
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
確
か
に
五
倫
も
礼
に
相
違
な
い
。
し
か
し
彼
ら
に
問
題
で
あ
っ
た
の
は
実
体
的
な
位
階
的
秩
序
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
秩
序
こ
そ
が
中
国
を
中
国
た
ら
し
め
、
西
欧
と
別
つ
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
も
は
や
華
夷
の
差
は
絶
対
で
あ
り

不
動
で
あ
る
。
守
旧
派
は
む
ろ
ん
、
洋
務
派
も
ア
へ
ン
戦
争
以
後
、
中
体
西
用
論
や
付
会
説
に
よ
っ
て
己
の
文
化
の
優
秀
性
と
い
う
自
負

文
化
の
優
秀
性
と
い
う
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
西
欧
を
華
に
ま
で
上
昇
せ
し
め
て
き
た
の
が
変

を
巧
み
に
糊
塗
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、

法
論
の
系
譜
で
あ
る
。

こ
の
時
華
夷
は
ど
こ
で
峻
別
さ
れ
る
か
。

彼
ら
に
と
っ
て
は
固
定
的
な
社
会
組
織
、

そ
の
弁
別
基
準
が
固
定
し
た
こ
と
は
、
保
守
派
の
防
御
へ
の
腐
心
を
暗
示
し
よ
う
。

こ
れ
で
あ
る
。

む
ろ
ん
こ
れ

が
保
守
派
の
ド
グ
マ
で
し
か
な
い
に
せ
よ
、

そ
の
世

界
像
は
、
上
で
検
討
し
た
よ
う
に
伝
統
的
だ
と
は
い
っ
て
も
、

か
つ
て
の
柔
軟
で
自
信
に
満
ち
た
包
容
力
を
喪
失
し
て
、
硬
化
し
収
縮
し

始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

事
実
『
翼
教
叢
編
』
は
、
危
機
を
中
国
の
植
民
地
化
で
は
な
く
、
内
乱
と
変
法
論
の
減
漫
と
把
え
た
が
故
に
、

商
務
鉱
務
置
船
置
械
と
い
う
従
来
の
洋
務
論
の
復
唱
に
と
ど
ま
り
、
張
之
洞
に
し
て
も
、

『
翼
教
叢
編
』
と
は
や
や
位
相
を
異
に
す
る
も

す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
倫
紀
、
位
階
制
に
抵
触
し
な
い
限
り
で
の
変
法
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
円
環
的
な
時
間
把
握
、
〈
分
v
の
明
ら
か
な
措
梯
的
秩
序
の
世
界
、
そ
し
て
中
国
を
価
値
の
中
心
と
す
る
伝
統
的

な
先
験
的
枠
組
み
が
浮
ん
で
く
る
。

そ
し
て
そ
の
世
界
像
の
変
貌
は
、
変
法
論
が
過
剰
な
ま
で
に
世
界
の
包
容
と
時
間
の
直
進
を
信
仰
す

る
の
に
対
し
て

〈
永
遠
の
昨
B
〉
を
思
慕
し
、

そ
の
結
果
己
の
優
位
を
社
会
組
織
の
特
異
き
に
求
め
る
と
い
う
独
善
的
で
排
他
的
、

カミ

つ
防
御
の
た
め
に
収
縮
硬
化
し
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
と
り
も
直
さ
ず
、
西
欧
世
界
に
直
面
し
た
清
末
の
士
人
階
級

の
分
化
を
反
映
し
て
お
り
、
異
質
な
価
値
体
系
に
対
す
る
そ
の
対
応
を
示
し
て
い
る
が
、

や
が
て
そ
れ
ら
は
革
命
派
と
い
う
ま
っ
た
く
異

質
な
集
団
の
拾
頭
に
よ
っ
て
世
界
像
の
解
体
を
迫
ら
れ
る
ヒ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
注
)
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新
政
の
政
治
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程
は

に
詳
し
い

j青末の保守主義一ーその世界像の解体35 

小
野
川
秀
美
「
戊
成
変
法
と
湖
南
省
」
ヘ
『
清
末
政
治
思

J

戸
想
研
究
』
所
収
」

林
能
土

「
清
末
湖
南
的
新
政
運
動
三
宮
立
台
湾
大

J

/
尚
子
文
史
叢
刊
」

(
文
学
部
助
手
)


