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康
有
為
の
国
家
思
想

一

、

序

論

清
末
か
ら
民
国
初
に
わ
た
る
多
難
な
時
代
に
、
康
有
為
は
多
方
面
に
影

響
を
お
よ
ぽ
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
学
術
政
治
思
想
等
広
い
分
野
に
わ

た
っ
て
深
い
波
動
を
起
し
た
。
彼
の
思
想
は
大
約
一
―
一
方
面
に
区
分
で
き
る
。

①
戊
戌
改
革
当
時
と
其
の
後
期
の
奏
稿
論
説
等
に
見
え
る
政
治
思
想
、
②

『
新
学
偽
経
考
』
『
孔
子
改
制
考
』
等
多
く
の
著
述
に
あ
ら
わ
れ
た
学
術

思
想
、
そ
し
て
③
『
大
同
書
』
に
主
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
大
同
思
想
が
そ

れ
で
あ
る
。
本
稿
で
取
扱
う
の
は
主
と
し
て
彼
の
政
治
思
想
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
自
然
に
学
術
思
想
、
大
同
思
想
と
も
関
連
を
有
す
る
。

康
有
為
の
思
想
を
考
察
す
る
上
で
、
筆
者
は
そ
の
生
涯
を
大
き
く
一
―
一
時

期
に
区
分
し
て
考
え
る
の
が
便
利
だ
と
思
う
。
第
一
期
は
一
八
五
八
ー
一

八
八
七
年
彼
の
学
習
期
間
で
、
思
想
的
土
台
が
構
成
さ
れ
た
時
期
で
あ
る

が
、
本
稿
と
は
腹
接
的
関
係
が
少
な
い
時
期
で
あ
る
。
第
二
期
は
一
八
八

八
ー
一
九

0
二
年
で
政
治
学
術
思
想
等
各
方
面
に
活
動
と
完
成
を
見
せ
る

時
期
で
あ
る
。
第
三
期
は
一
九

0
三
ー
一
九
二
七
年
で
保
守
的
な
老
年
期
、

或
い
は
晩
年
期
と
見
る
。
彼
は
三
十
オ
に
な
る
一
八
八
八
年
（
光
緒
―
四

年
）
頃
か
ら
活
発
な
政
治
活
動
を
始
め
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
主
と
し
て

右
の
第
二
期
と
第
三
期
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。

彼
の
青
年
期
の
中
国
は
外
部
か
ら
間
断
な
き
列
強
の
帝
国
主
義
的
圧
力

を
受
け
た
し
、
内
部
か
ら
は
満
洲
族
に
よ
る
専
制
政
治
の
矛
盾
が
鋸
呈
さ

れ
、
こ
れ
に
対
す
る
反
抗
と
是
正
が
交
互
に
試
み
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ

た
。
康
有
為
の
思
想
が
か
か
る
時
代
の
反
映
を
も
つ
の
は
当
然
で
あ
る
。

内
外
の
複
雑
な
状
況
下
で
お
こ
っ
た
こ
の
時
期
の
変
動
は
、
中
国
の
立
場

で
は
実
に
歴
史
上
未
曽
有
の
大
事
件
で
あ
る
し
、
そ
の
変
転
の
速
度
も
歴

史
上
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
急
激
さ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
時
期
に

生
存
し
た
人
物
も
生
涯
の
前
後
に
わ
た
っ
て
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
要
素
を
も

つ
よ
う
に
な
っ
た
。
康
有
為
に
関
し
て
も
彼
の
思
想
内
容
に
前
後
の
矛
盾

性
或
い
は
両
面
性
を
指
摘
す
る
人
が
あ
る
（
①
）
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

黄咸

鐘洪
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本
稿
で
は
彼
の
政
治
思
想
に
見
え
る
か
か
る
矛
盾
、
或
い
は
両
面
性
を
指

摘
し
、
又
か
か
る
矛
盾
、
両
面
性
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
解
釈
を
さ
が
そ
う

と
い
う
試
み
で
も
あ
る
。

中
国
で
は
過
去
数
千
年
間
「
天
下
」
の
概
念
（
②
）
は
あ
っ
た
が
、

「
国
家
」
の
概
念
は
な
か
っ
た
。
又
「
忠
君
」
の
概
念
は
あ
っ
た
が
、

「
愛
国
」
の
観
念
は
な
か
っ
た
。
「
国
家
」
の
概
念
が
近
代
の
歴
史
的
所

産
で
あ
る
と
同
様
、
「
愛
国
」
の
観
念
も
そ
の
所
産
で
あ
る
。
中
国
で
か

か
る
近
代
的
観
念
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
清
末
か
ら
民
国
初
期
の
こ
と
だ
と

見
ら
れ
る
。

康
有
為
の
種
々
の
著
述
と
論
説
を
読
ん
で
、
現
実
的
政
治
問
題
に
関
す

る
限
り
、
愛
国
の
至
誠
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
を
看
過
す
る
人
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
梁
啓
超
が
「
（
康
有
為
）
先
生
の
経
世
の
理
想
は
大
同
に
あ
り
、

現
実
的
判
断
の
基
点
は
愛
国
に
あ
り
、
政
治
を
論
ず
る
目
的
は
民
族
（
原

文
は
民
権
）
に
あ
る
」
（
③
）
と
言
う
と
お
り
、
現
実
的
判
断
の
基
点
が

「
愛
国
」
に
あ
る
と
い
う
指
摘
は
少
く
と
も
彼
（
康
有
為
）
の
思
想
を
考

察
す
る
上
で
含
菩
性
あ
る
関
鍵
を
提
示
す
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
と
し
た
ら

康
有
為
の
国
家
観
念
は
い
か
な
る
特
性
を
も
っ
て
い
た
の
か
？
具
体
的
に

彼
の
愛
国
の
対
象
と
し
て
の
中
国
と
い
う
国
家
を
如
何
に
解
釈
す
べ
き
か
？

時
期
が
異
な
る
た
び
に
矛
盾
す
る
彼
の
い
ろ
い
ろ
な
思
想
を
い
か
に
解
釈

す
べ
き
か
？
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
察
し
て
彼
の
思
想
が
持
つ
歴
史
的
位

置
を
正
確
に
判
断
す
る
為
に
は
、
も
っ
と
広
範
囲
な
比
較
研
究
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
か
か
る
意
味
で
は
視
野
が
狭
く
基
礎
的
な
ひ

と
つ
の
試
論
で
あ
る
。

康
有
為
が
考
え
た
国
家
の
概
念
に
は
必
ず
強
力
な
統
治
機
関
と
な
る
政

府
機
構
が
想
定
さ
れ
る
。
完
全
な
る
統
一
と
平
等
が
達
成
さ
れ
る
大
同
の

世
界
に
も
公
政
府
と
い
う
統
一
政
府
を
予
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
康
有
為

が
想
定
し
た
政
府
は
そ
の
責
任
範
囲
が
広
範
囲
で
あ
っ
た
。
一
般
行
政
司

法
は
、
勿
論
民
間
の
教
旋
風
習
に
関
す
る
事
務
ま
で
も
干
渉
し
指
導
す
る

責
任
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
た
（
④
）
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
政
治
概
念
も
か

か
る
広
範
囲
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
前
提
す
べ
き
で
あ
る
。

彼
の
理
想
的
国
家
論
は
大
同
思
想
で
見
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
現
実
的

な
国
家
思
想
は
青
年
期
で
は
主
と
し
て
戊
戌
改
革
期
（
の
著
作
）
か
ら
、

晩
年
で
は
主
と
し
て
辛
亥
革
命
期
（
の
著
作
）
か
ら
お
の
お
の
探
し
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
三
方
面
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の
国
家
観
念
は
互
い
に

共
通
す
る
点
を
も
っ
て
い
る
反
面
、
ま
た
互
い
に
相
違
す
る
点
も
多
く
も
っ

て
い
る
。
以
下
本
論
を
に
区
分
し
て
考
察
し
よ
う
。

二
、
「
大
同
書
」
に
あ
ら
わ
れ
た
康
有
為
の
国
家
思
想

『
大
同
書
』
が
完
成
し
た
の
は
光
緒
二
八
年
（
一
九
〇
二
）
の
こ
と
で

あ
る
（
⑤
）
。
そ
の
完
成
は
戊
戌
政
変
の
後
に
属
す
る
。
し
か
し
、
そ
の

思
想
内
容
自
体
と
、
そ
の
成
立
過
程
か
ら
見
て
、
『
大
同
書
』
は
康
有
為

の
国
家
思
想
を
考
察
す
る
ひ
と
つ
の
基
点
と
な
っ
て
い
る
（
⑥
)
。
そ
こ

で
、
先
ず
『
大
同
書
』
に
あ
ら
わ
れ
た
国
家
思
想
を
考
察
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。全

篇
十
部
に
構
成
さ
れ
た
『
大
同
書
』
は
第
一
部
で
は
人
間
世
界
の
苦

悩
相
を
細
か
に
分
析
し
た
の
ち
、
第
二
部
「
国
界
を
去
っ
て
大
地
を
合
す
」

(21) 
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で
は
国
家
が
あ
る
た
め
起
る
弊
害
を
論
じ
て
い
る
。
即
ち
国
家
別
の
割
披

状
態
は
戦
争
の
惨
禍
を
も
た
ら
し
戦
争
に
よ
っ
て
民
衆
は
塗
炭
に
お
ち
る
。

だ
か
ら
民
衆
に
安
定
を
与
え
る
為
に
戦
争
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
、
戦
争

を
な
く
す
為
に
は
国
境
を
除
去
す
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。
彼
は
中
国
を

は
じ
め
と
し
て
英
独
佛
露
等
世
界
各
国
の
戦
争
の
歴
史
を
例
に
と
っ
て
そ

の
惨
禍
を
詳
述
し
て
そ
の
原
因
が
国
家
的
対
立
に
あ
る
と
強
調
し
た
。

中
国
の
伝
統
的
な
大
同
思
想
と
そ
れ
を
継
承
し
て
敷
術
し
た
康
有
為
の

思
想
は
、
そ
の
基
本
的
理
想
を
「
天
下
為
公
」
（
⑦
）
に
お
い
て
い
る
。

そ
れ
で
諸
国
を
連
合
し
て
世
界
統
一
政
府
と
し
て
の
公
政
府
を
樹
立
し
、

こ
れ
に
依
っ
て
統
治
し
た
ら
戦
争
の
災
禍
は
除
去
さ
れ
る
し
、
戦
争
に
疲

れ
た
人
類
は
救
済
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
康
有
為
が
当
時

の
社
会
を
見
て
至
極
急
進
的
な
無
国
家
思
想
を
理
想
と
し
て
い
る
の
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
。
か
か
る
急
進
的
理
想
は
『
大
同
書
』
に
見
え
る
国
家

思
想
の
も
っ
と
も
明
確
な
る
第
一
の
特
性
で
あ
る
。

大
同
に
及
ぶ
道
は
先
ず
「
張
兵
会
」
を
組
織
し
て
戦
争
を
な
く
す
こ
と

を
先
唱
し
、
そ
の
次
に
諸
国
を
連
盟
し
、
つ
づ
い
て
合
議
会
が
指
尊
し
て

大
同
に
及
ぶ
よ
う
に
す
る
と
し
た
。
彼
は
諸
国
を
連
盟
す
る
三
段
階
の
漸

進
的
な
過
程
を
提
示
し
た
。
即
ち
乱
世
の
制
と
し
て
は
各
国
が
平
等
に
連

盟
す
る
段
階
、
升
平
世
の
制
と
し
て
は
各
連
盟
が
自
治
し
て
大
統
一
政
府

を
形
成
す
る
段
階
、
そ
し
て
太
平
世
の
制
と
し
て
は
諸
連
邦
の
称
号
領
域

を
削
除
し
て
自
主
州
と
し
て
公
政
府
を
樹
立
す
る
段
階
と
し
た
。
そ
し
て

か
か
る
こ
と
が
決
し
て
一
時
に
急
速
に
成
り
立
つ
こ
と
は
出
来
な
い
と
明

示
し
て
い
る
（
⑧
）
。
こ
こ
で
は
我
々
は
彼
の
急
進
的
な
理
想
に
比
べ
、

漸
進
的
な
稼
健
な
る
態
度
を
窺
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
萬
木

草
堂
で
門
人
だ
っ
た
梁
啓
超
等
に
『
大
同
書
』
の
前
身
で
あ
る
「
人
類
公

理
」
を
披
雅
し
た
の
に
、
こ
れ
を
秘
蔵
し
て
発
表
し
な
か
っ
た
事
実
（
⑨
）

を
思
い
合
わ
せ
て
、
彼
の
慎
重
な
性
格
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
穏
健

な
る
漸
進
主
義
は
『
大
同
書
』
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の
第
二
の
特
性
で
あ
る

と
い
え
る
。

大
同
世
で
は
国
家
が
な
い
し
同
時
に
帝
王
が
い
な
い
（
す
べ
て
の
個
人

が
乎
等
で
あ
る
。
公
政
府
の
す
べ
て
の
官
吏
と
議
員
は
公
民
の
選
挙
に
よ
っ

て
選
出
さ
れ
る
し
、
そ
の
政
府
は
憲
法
に
基
づ
い
て
運
用
さ
れ
る
。
人
類

は
天
の
所
生
で
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
平
等
で
あ
る
し
何
人
か
ら
も
拘
束
さ

れ
な
い
独
立
し
た
自
由
権
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
論
は
『
大
同
書
』
の
各

部
か
ら
も
捜
し
出
さ
れ
る
（
⑩
）
。
こ
れ
は
西
洋
近
代
の
民
権
思
想
を
そ

の
ま
ま
漠
文
で
表
現
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
が
『
大
同
書
』
に
あ
ら

わ
れ
た
第
三
の
特
徴
で
、
西
洋
近
代
の
民
権
思
想
だ
と
み
る
こ
と
が
出
来

る。
康
有
為
が
『
大
同
書
』
を
著
述
し
た
意
図
を
考
え
て
み
る
と
、
人
生
の

苦
悩
を
普
遍
的
に
救
済
し
よ
う
と
い
う
所
に
あ
る
が
、
「
大
同
書
自
序
」

に
も
見
え
る
如
く
、
危
機
に
直
面
し
た
中
国
の
難
関
を
打
開
し
よ
う
と
い

う
念
願
も
着
過
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
勿
論
大
同
世
で
は
一
切
の
差
別

と
対
立
I
例
え
ば
国
家
、
階
級
、
人
種
、
性
別
、
家
族
に
よ
る
差
別
と
対

立
ー
が
除
去
さ
れ
る
。
同
時
に
統
一
さ
れ
た
世
界
に
共
通
の
紀
年
、
言
語
、

文
字
、
宗
教
、
度
批
衡
、
そ
し
て
甚
し
く
統
一
さ
れ
た
衣
服
を
着
る
こ
と

ま
で
主
張
さ
れ
な
が
ら
、
康
有
為
は
隠
然
た
る
う
ち
に
、
中
国
人
と
し
て

(22) 
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の
自
負
心
を
か
く
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
即
ち
中
国
の
言
語
、
文
字

が
印
度
と
か
欧
米
よ
り
優
秀
な
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
（
⑪
）
し
、
基
督

教
と
孔
教
を
比
較
し
て
孔
教
の
優
位
を
示
唆
し
て
い
る
（
⑫
)
。
こ
の
外
、

い
ろ
い
ろ
な
著
述
の
中
で
も
彼
は
大
同
思
想
を
中
国
の
民
衆
を
救
済
す
る

為
の
主
張
だ
と
い
っ
て
い
る
（
⑬
)
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
彼
は
大
同

思
想
が
思
想
的
濶
源
を
孔
子
に
置
い
て
い
る
こ
と
も
膜
艇
と
説
い
て
い
る
。

そ
れ
で
彼
の
『
大
同
書
』
の
主
張
が
中
国
の
現
実
と
結
び
つ
い
て
い
る
国

粋
主
義
的
国
家
観
念
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

国
粋
主
義
的
傾
向
が
『
大
同
書
』
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
彼
の
国
家
思
想
の

第
四
の
特
性
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
は
『
大
同
書
』
に
あ
ら
わ
れ
た
国
家
思
想
と
関
連
し
た
四
つ
の
性

格
を
探
し
出
し
て
見
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
す
こ
し
進
ん
で
こ
れ
ら
と
関

連
し
て
よ
り
重
要
な
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
を
見
よ
う
。
簡
単
に
言
え
ば
、

思
想
的
な
矛
盾
性
と
対
立
し
た
両
種
の
傾
向
が
そ
の
中
に
折
衷
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
世
界
の
統
一
の
為
に
国
家
の
対
立
を
撤
廃
す
べ
し
と
主
張
し

た
の
は
『
大
同
書
』
が
成
立
し
た
時
期
で
は
至
極
危
険
な
思
想
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
彼
は
他
面
で
漸
進
的
な
穏
健
な
改
革
の
態
度
を
見
せ
た
。
も
う

一
方
で
、
「
天
下
為
公
」
の
普
遍
的
統
一
世
界
の
形
成
を
理
想
と
し
な
が

ら
も
中
国
中
心
の
国
粋
主
義
的
愛
国
観
念
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
し
て
康

有
為
が
首
唱
し
た
民
権
思
想
は
、
中
国
近
代
化
過
程
か
ら
見
た
ら
、
比
較

に
な
ら
ぬ
貴
重
な
る
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
西
洋
本
来
の
も
の

と
し
て
取
扱
わ
ず
、
中
国
の
古
典
に
依
拠
し
て
折
衷
を
謀
っ
た
こ
と
は
、

梁
啓
超
が
指
摘
す
る
如
く
「
中
国
思
想
之
瓶
疾
」
（
⑭
）
と
す
べ
き
で
あ

る
。
か
か
る
矛
盾
と
不
合
理
な
折
衷
は
完
全
な
る
平
等
が
実
現
さ
る
べ
き

大
同
太
平
世
に
お
い
て
も
階
級
的
な
差
別
等
級
を
認
定
す
る
矛
盾
ま
で
露

呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
⑮
)
。
か
か
る
矛
盾
性
な
い
し
両
面
性
は
彼
の

思
想
全
般
で
も
う
か
が
わ
れ
る
特
性
で
あ
ろ
う
。

三
、
戊
戌
新
政
期
の
康
有
為
の
国
家
思
想

光
緒
二
四
年
一
二
月
康
有
為
が
保
国
会
の
第
一
次
集
会
で
行
っ
た
演
説
の

は
じ
め
は
次
の
よ
う
な
話
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

「
我
中
国
四
万
人
、
質
と
無
く
賤
と
無
く
、
今
日
に
当
り
て
覆
屋
の
下
、

漏
舟
の
中
、
薪
火
の
上
に
在
り
、
籠
中
の
鳥
、
釜
底
の
魚
、
牢
中
の
因
の

如
く
、
奴
隷
た
り
、
牛
馬
た
り
、
犬
羊
た
り
、
人
の
駆
使
を
聴
し
、
人
の

割
宰
を
聴
す
。
此
れ
四
千
年
中
二
十
朝
未
だ
有
ら
ざ
る
の
奇
変
な
り
。
加

ふ
る
に
、
聖
教
式
微
に
、
種
族
涌
亡
せ
ん
と
す
る
を
以
て
す
。
奇
惨
大
痛
、

真
に
言
ふ
能
は
ざ
る
者
有
る
な
り
」
（
⑯
）

こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
康
有
為
の
憂
国
の
念
は
決
し
て
誇
張
さ
れ
た

表
現
で
は
な
い
と
思
う
。
清
日
戦
争
後
、
中
国
は
所
謂
瓜
分
の
危
機
に
直

面
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
康
有
為
の
典
型
的
表
現
を
奏
稿
か
ら
見
る

と
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
近
日
日
本
に
敗
れ
て
後
す
で
に
遼
東
と
台
湾
が
割
誰
さ
れ
、
つ
づ
い

て
膠
州
湾
と
旅
順
が
割
譲
さ
れ
、
常
に
国
家
の
危
機
が
憂
慮
さ
れ
る
の
で
、

天
下
を
仰
い
で
痛
歎
せ
ざ
る
は
な
し
」
（
⑰
）

康
有
為
が
一
八
九
八
年
三
月
保
国
会
を
創
建
し
た
目
的
は
自
明
で
あ
る
。

列
強
の
侵
入
下
、
衰
弱
の
一
路
を
た
ど
り
、
遂
に
は
植
民
地
と
し
て
分
割
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さ
れ
る
や
も
知
れ
ぬ
中
国
の
危
機
を
憂
慮
し
て
、
国
民
各
自
の
奮
発
を
、

特
に
知
識
層
の
自
覚
を
促
し
て
い
る
。
三
十
条
に
達
す
る
保
国
章
程
は
要

す
る
に
「
国
権
」
と
「
国
土
」
と
「
国
民
」
と
「
国
教
」
を
保
全
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
保
国
会
の
発
足
は
そ
の
後
盾
と
し
て
の
知
識

層
を
中
心
に
全
国
的
な
愛
国
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
る
契
機
に
な
っ
た
。

そ
の
の
ち
康
有
為
は
至
誠
に
み
ち
た
数
次
の
上
奏
で
光
緒
皇
帝
を
感
動
さ

せ
、
そ
の
年
五
月
か
ら
約
百
日
間
の
改
革
政
治
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
新
政
下
の
上
奏
論
文
の
数
は
無
慮
六
〇
余
種
で
、
政
治
・
教
育
・

兵
制
・
風
俗
・
宗
教
・
産
業
等
社
会
全
般
に
わ
た
る
広
範
囲
な
改
革
が
実

施
さ
れ
た
。

「
戊
戌
維
新
が
貴
重
な
点
は
そ
の
精
神
に
あ
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
実
施

方
法
に
つ
い
て
は
殊
に
多
く
の
欠
陥
を
も
っ
て
い
た
」
と
指
摘
し
た
梁
啓

超
は
、
つ
づ
い
て
そ
の
精
神
を
「
国
民
の
公
利
公
益
を
以
て
主
と
為
し
、

務
め
て
一
国
の
オ
を
養
い
、
一
国
の
政
を
更
め
、
一
国
の
意
を
採
り
、
一

国
の
事
を
弁
ず
る
に
在
り
。
蓋
し
立
国
の
大
原
な
り
」
（
⑱
）
と
い
っ
て

い
る
の
は
、
簡
潔
に
し
て
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
。
戊
戌
新
政
は
決
し

て
康
有
為
一
人
の
功
で
は
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
を
主
動
し
た
の
が
康
有

為
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
梁
啓
超
の
い
う
戊
戌
新
政
の
精
神
は
康
有

為
の
精
神
を
説
明
し
た
も
の
だ
と
見
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
同
時
に
戊
戌
新
政
の
精
神
は
保
国
会
の
精
神
と
通
ず
る
。
国
民

の
公
利
、
公
益
を
主
と
為
し
、
国
家
の
根
本
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
の
は

国
権
と
国
土
と
国
民
と
国
教
を
保
全
し
よ
う
と
い
う
精
神
と
同
一
な
性
質

の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
精
神
の
根
底
に
な
る
も
の
は
決
し
て
従
来
の
王
朝

の
観
念
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
脱
皮
し
た
新
し
い
国
家
観
念
で
あ
る
。
そ

れ
だ
か
ら
康
有
為
の
愛
国
が
目
的
と
す
る
の
は
実
に
「
大
清
王
朝
の
保
全

で
は
な
く
、
中
国
を
保
全
す
る
も
の
」
（
⑲
）
だ
と
い
う
非
難
ま
で
受
け

た
。
守
旧
派
の
目
的
と
す
る
の
は
、
目
前
の
清
王
朝
の
勢
力
維
持
に
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
康
有
為
は
近
代
的
な
国
家
観
念
に
立
脚
し
て
中
国
を
危

機
か
ら
救
済
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
点
が
彼
の
こ
の
時
期
に
お
け
る
も
っ

と
も
重
要
な
国
家
思
想
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
康
有
為
が
変
法
で
達
成
し
よ
う
と
意
図
し
た
新
し
い
中
国
に
関

す
る
（
国
家
）
構
想
は
、
近
代
的
で
西
欧
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
憲
法

を
制
定
し
て
国
会
を
開
く
事
、
知
識
を
ひ
ろ
く
世
界
か
ら
も
と
め
る
事
、

兵
制
を
改
革
す
る
事
、
産
業
を
開
発
す
る
事
、
孔
教
を
国
教
に
定
め
る
事
、

旧
来
の
旧
習
を
打
破
す
る
事
、
新
教
育
制
度
を
採
択
す
る
事
（
⑳
）
、
等
々

皆
中
国
の
国
家
体
制
を
近
代
的
な
も
の
に
改
編
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

こ°t
 戊

戌
新
政
期
の
康
有
為
は
、
西
洋
近
代
の
政
治
体
制
に
関
し
て
相
当
に

深
い
理
解
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
点
は
「
進
呈
日
本
明
治
変
政
考
序
」
．

「
進
呈
俄
羅
斯
大
彼
得
変
政
考
序
」
・
「
進
呈
法
国
革
命
記
序
」
・
「
進

呈
突
廠
削
弱
記
」
そ
し
て
「
進
呈
波
蘭
分
減
記
序
」
（
⑳
）
等
か
ら
推
見

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
留
意
す
る
点
は
、
梁
啓
超
が
注
目

し
た
如
く
、
康
有
為
は
民
権
の
首
唱
者
（
⑳
）
で
あ
り
「
三
権
鼎
立
」
の

説
を
か
り
て
憲
法
を
制
定
し
よ
う
と
し
国
会
を
開
く
事
を
主
張
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
（
⑬
)
。
し
か
し
康
有
為
は
、
常
に
「
君
民
合
致
」
を
主
張

し
た
し
、
終
り
ま
で
君
主
政
治
に
対
す
る
未
練
を
捨
て
る
こ
と
が
出
来
な

(24) 
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か
っ
た
。
（
こ
れ
は
）
末
年
の
彼
の
見
解
に
よ
る
と
、
中
国
数
千
年
来
の

習
慣
が
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
民
智
が
い
ま
だ
啓
蒙
さ
れ
な
か
っ
た
せ

い
だ
と
見
ら
れ
た
（
⑳
）
。
民
治
即
ち
共
和
政
治
に
つ
き
、
康
有
為
は
終

始
一
貫
不
可
能
だ
と
力
説
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
彼
の
改
革
思

想
が
革
命
と
同
じ
急
激
な
変
動
を
嫌
い
、
漸
進
的
な
改
革
を
願
っ
た
点
を

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
関
し
て
、
そ
の
歴
史
的
意

義
は
充
分
に
理
解
し
て
い
た
け
れ
ど
も
革
命
に
よ
る
惨
腑
た
る
状
態
を
意

外
に
強
調
し
て
い
る
し
、
か
か
る
悲
劇
を
事
前
に
回
避
す
る
為
の
方
法
と

し
て
政
治
改
革
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
⑳
)
。
悲
劇
と
流
血
を
嫌

悪
す
る
康
有
為
の
性
格
は
、
『
大
同
書
』
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
如
く
、

こ
こ
で
も
穏
健
な
る
漸
進
的
な
改
革
の
態
度
を
見
せ
て
い
る
。
漸
進
的
改

革
主
義
は
こ
の
時
期
の
康
有
為
の
国
家
思
想
の
重
要
な
特
徴
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。そ

し
て
康
有
為
が
西
洋
近
代
の
体
制
を
採
用
す
る
場
合
に
も
う
一
っ
注

意
す
べ
き
は
、
摸
倣
し
よ
う
と
い
う
代
表
的
な
模
範
国
家
が
ロ
シ
ア
と
日

本
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
両
国
は
皆
後
進
性
を
も
つ
国
家
で
、
遅
れ

て
政
治
改
革
を
実
施
し
て
近
代
国
家
の
隊
伍
に
絹
入
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
点
を
考
慮
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
ピ
ー
ク
ー

(
P
e
t
e
r
)

大
帝
の

時
の
ロ
シ
ア
•
明
治
維
新
期
の
日
本
は
、
皆
絶
対
主
義
的
体
制
に
改
革
し

た
。
そ
の
政
治
機
構
に
お
い
て
、
そ
の
軍
隊
制
度
に
お
い
て
、
そ
し
て
産

業
体
制
と
教
育
制
度
に
お
い
て
、
中
国
の
模
範
と
さ
れ
た
の
は
、
近
代
初

期
の
絶
対
主
義
的
な
国
々
の
体
制
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
康
有
為
の
政
治
思

想
が
も
つ
時
代
錯
誤
的
性
格
が
あ
る
し
、
そ
の
中
に
又
思
想
的
矛
盾
の
要

因
が
内
在
し
て
い
る
と
思
う
。

次
に
こ
の
時
期
の
彼
の
国
家
思
想
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
満
漠

不
分
説
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
東
西
各
国
の
富
強
の
原
因
は
、
そ

の
政
治
が
優
秀
で
そ
の
砲
機
が
精
巧
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
を
あ
げ

て
君
民
が
一
体
に
な
っ
て
合
心
で
き
る
た
め
」
（
⑳
）
で
あ
る
点
を
強
調

し
「
君
民
合
治
」
と
「
満
漠
不
分
」
を
主
張
し
て
い
る
。
近
三
百
年
に
達

す
る
満
洲
族
の
中
国
支
配
に
対
し
て
漠
族
と
し
て
反
抗
心
を
も
つ
の
は
、

特
に
清
末
の
如
き
社
会
混
乱
期
で
は
当
然
な
こ
と
で
、
康
有
為
の
幼
年
期

に
全
国
的
に
拡
大
さ
れ
た
太
平
天
国
の
乱
れ
が
排
満
を
そ
の
重
要
な
口
号

と
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
し
、
そ
の
外
に
も
清
末
を
通
じ

て
ひ
き
つ
づ
き
「
聯
漠
撲
満
」
の
議
論
が
盛
行
し
、
遂
に
は
三
民
主
義
の

民
族
主
義
す
ら
当
初
は
反
満
運
動
を
標
榜
し
て
い
た
事
も
容
易
に
想
起
す

る
事
が
出
来
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
康
有
為
は
民
族
的
に
は
反
満
を
主

張
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
満
漠
不
分
を
力
説
す
る
の
が
生
涯
を
通
じ
て

一
貫
し
た
姿
勢
で
あ
っ
た
。
辛
亥
革
命
が
進
行
中
の
一
九
―
一
年
冬
に
書

い
た
「
救
亡
論
」
中
の
一
論
説
に
「
民
族
は
定
め
難
し
、
漠
族
中
に
も
亦

異
族
多
く
、
満
洲
も
亦
黄
帝
を
祖
と
す
る
の
考
」
（
⑰
）
が
あ
る
し
、
そ

の
論
理
展
開
に
は
多
く
の
無
理
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
図
す
る
所
に

は
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
論
考
の
中
で
「
民
族
主
義
と
は
た

だ
弱
少
な
力
を
合
わ
せ
て
強
大
な
力
と
な
す
こ
と
」
で
あ
る
べ
き
で
、

「
我
国
の
民
族
主
義
の
よ
う
に
自
ら
力
を
弱
め
て
大
き
な
も
の
を
小
さ
く

し
よ
う
と
す
る
の
と
は
正
反
対
」
だ
と
い
っ
て
、
万
一
か
か
る
民
族
主
義

を
そ
の
ま
ま
主
張
し
て
互
い
に
争
う
だ
け
な
ら
外
国
に
漁
夫
之
利
を
与
え
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る
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
と
警
告
し
て
い
る
。
戊
戌
新
政
期
の
「
請
君
民
合
治
、

満
漠
不
分
摺
」
の
精
神
は
ま
さ
に
か
か
る
立
場
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
彼
が
満
漠
不
分
の
主
張
を
し
た
の
は
、
単
に
中
国

の
国
力
を
有
利
に
し
よ
う
と
図
っ
た
だ
け
で
、
決
し
て
清
王
朝
の
存
続
だ

け
を
問
題
と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
上
述
の
文
に
照
し

て
す
ぐ
納
得
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
漠
民
族
と
い
う
狭
義

の
概
念
に
代
え
て
、
中
国
国
民
の
自
覚
を
高
唱
し
、
旧
来
の
「
忠
君
」
の

観
念
に
代
え
て
「
愛
国
」
の
観
念
を
鼓
吹
す
る
一
人
の
先
覚
者
の
お
も
か

げ
を
（
康
有
為
に
）
窺
知
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

終
り
に
こ
の
時
期
の
彼
の
国
家
思
想
に
異
彩
を
お
び
さ
せ
た
も
う
一
っ

の
特
質
を
あ
げ
ょ
う
。
そ
れ
は
彼
の
『
孔
子
改
制
考
』
『
新
学
偽
経
考
』

等
中
国
学
術
上
、
重
大
な
影
響
を
及
ぽ
し
た
著
述
と
関
連
を
も
っ
て
い
る

し
、
彼
の
巨
大
な
理
想
を
盛
っ
た
『
大
同
書
』
と
も
関
係
を
も
つ
も
の
で

あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
孔
子
を
「
中
国
之
救
主
」
（
⑳
）
と
し
て
尊
敬

し
よ
う
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
『
孔
子
改
制
考
』
を
著
述
し
た
意
図
は
孔

子
を
中
国
民
族
救
済
の
教
主
と
し
て
崇
敬
す
る
た
め
で
あ
っ
た
し
（
⑳
）
、

『
新
学
偽
経
考
』
も
公
羊
学
的
立
場
か
ら
孔
子
の
位
置
を
確
固
不
動
な
も

の
に
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
（
⑳
）
。
そ
し
て
大
同
の
理
想
も
勿
論
孔

子
の
理
想
に
根
源
を
お
い
て
い
た
。
そ
の
う
え
康
有
為
は
全
生
涯
を
通
じ

て
終
始
一
貫
孔
子
を
無
上
の
聖
人
、
中
国
の
宗
教
的
教
主
に
奉
じ
て
彼
の

思
想
の
原
動
力
と
し
て
き
た
。
彼
は
「
夫
れ
所
謂
中
国
の
国
魂
と
は
何
ぞ
、

日
＜
孔
子
之
教
の
み
」
(
R
)
と
い
っ
た
し
、
又
「
中
国
一
切
の
文
明
は
、

皆
孔
教
と
相
繋
相
因
す
、
若
し
孔
教
棄
つ
べ
く
ん
ば
、
即
ち
一
切
の
文
明

こ
れ
に
随
っ
て
尽
く
る
な
り
。
即
ち
一
切
の
種
族
こ
れ
に
随
っ
て
減
ぶ
な

り
」
（
⑫
)
と
も
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
戊
戌
新
政
の
時
、
奏
請
し
て
孔

教
を
国
教
と
し
教
部
教
会
を
建
て
孔
子
紀
年
を
定
め
る
事
を
建
談
し
た
。

そ
の
時
彼
は
孔
子
を
し
ば
し
ば
「
中
国
之
救
主
」
と
謂
っ
た
し
、
西
洋
文

化
の
基
盤
に
な
っ
た
基
督
教
の
役
割
を
中
国
で
は
孔
教
で
代
用
す
る
こ
と

を
企
図
し
た
。
彼
は
独
立
的
国
民
精
神
の
統
一
の
為
に
は
孔
教
が
絶
対
不

可
欠
だ
と
思
っ
た
。
こ
こ
で
戊
戌
新
政
期
の
康
有
為
の
国
家
思
想
が
、
孔

子
を
通
じ
て
中
国
の
伝
統
の
上
に
竪
固
に
立
脚
し
て
い
た
と
い
う
性
格
が

判
明
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
康
有
為
の
国
家
思
想
を
『
大
同
書
』

に
あ
ら
わ
れ
る
国
家
思
想
と
比
較
し
て
み
る
と
、
表
面
上
第
一
に
大
き
な

相
異
点
は
、
『
大
同
書
』
に
見
ら
れ
る
世
界
統
一
の
普
遍
的
思
想
が
こ
の

時
期
で
は
国
家
的
独
立
性
だ
け
を
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
併
し
こ
の

時
期
に
お
い
て
も
、
大
同
の
理
想
の
作
用
を
す
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

腺
乱
世
か
ら
升
平
世
、
太
平
世
に
進
化
し
て
い
く
と
見
た
「
三
世
説
」

（
羹
）
を
応
用
し
て
、
民
族
的
国
家
建
設
は
同
時
に
統
一
世
界
に
至
る
一

段
階
と
看
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
時
期
の
国
家
思

想
と
大
同
思
想
と
は
表
面
上
は
対
立
す
る
点
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
伸
縮
性

あ
る
孔
子
の
思
想
を
媒
介
と
し
て
中
国
に
対
す
る
愛
国
思
想
と
い
う
点
で

相
互
連
絡
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
戊
戌
新
政
期
に
お
け
る
康
有
為
の
国
家
思
想
に
関
し
て
そ
の
特

性
を
い
く
つ
か
指
摘
し
た
。
第
一
に
国
家
改
造
の
態
度
が
漸
進
的
な
改
革

主
義
を
と
っ
た
と
い
う
点
、
第
二
に
近
代
初
期
の
絶
対
主
義
的
国
家
体
制

(2 6) 
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を
模
範
と
し
た
点
、
第
三
に
漠
民
族
中
心
の
偏
狭
な
民
族
主
義
で
は
な
く

広
義
の
中
国
国
民
的
自
覚
を
高
唱
し
た
点
、
第
四
に
孔
子
を
尊
崇
す
る
こ

と
か
ら
中
国
の
伝
統
的
思
想
基
盤
に
立
脚
し
て
い
た
点
等
で
あ
る
。
か
か

る
い
く
つ
か
の
特
性
等
と
関
連
し
て
康
有
為
の
こ
の
時
期
の
国
家
思
想
を

再
度
評
価
し
て
み
る
と
、
そ
の
中
に
は
『
大
同
書
』
に
も
窺
知
す
る
こ
と

が
出
来
た
思
想
的
矛
盾
な
い
し
対
立
す
る
両
種
の
傾
向
が
、
折
衷
し
て
あ

ら
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

戊
戌
新
政
の
企
図
は
当
時
と
し
て
は
す
ご
く
急
進
的
で
あ
っ
た
し
、
ま

た
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
進
取
的
な
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
一
方
で

は
急
進
と
進
取
と
の
中
に
漸
進
と
保
守
と
を
共
に
兼
備
し
て
い
た
。
又
、

め
ざ
す
と
こ
ろ
の
国
家
は
西
洋
の
近
代
的
体
制
の
摸
倣
だ
っ
た
が
、
同
時

に
又
中
国
の
強
力
な
伝
統
的
思
想
の
基
盤
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
。

急
転
す
る
時
代
の
変
化
は
、
そ
の
時
代
の
思
想
に
い
ろ
い
ろ
の
矛
盾
を

内
包
さ
せ
た
し
、
そ
の
混
沌
の
中
か
ら
新
し
い
発
展
の
指
向
と
古
い
思
想

的
基
盤
と
を
共
存
さ
せ
た
。
そ
の
新
し
い
発
展
の
指
向
は
、
こ
の
時
期
に

お
い
て
は
民
権
説
と
愛
国
思
想
の
宣
揚
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
つ
い
に
は
立

憲
運
動
と
国
権
回
収
運
動
と
し
て
進
展
す
る
道
を
開
い
た
し
、
そ
の
古
い

思
想
的
基
盤
は
康
有
為
老
年
期
の
保
守
性
と
復
古
性
と
し
て
残
り
、
つ
い

に
は
復
辟
運
動
の
失
敗
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

四
、
康
有
為
晩
年
の
国
家
思
想

中
国
を
改
造
し
よ
う
と
す
る
康
有
為
の
努
力
は
一
八
九
八
年
九
月
戊
戌

政
変
に
よ
っ
て
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
直
後
の
中
国
に
は
、
義
和
拳

匪
の
乱
に
よ
る
外
国
勢
力
排
斥
の
運
動
で
混
乱
が
起
き
出
し
、
こ
の
混
乱

は
列
強
に
中
国
を
半
植
民
地
化
す
る
決
定
的
な
機
会
を
与
え
た
。
清
王
朝

の
衰
弱
は
極
度
に
達
し
た
し
、
国
内
外
で
は
排
満
を
口
号
に
す
る
民
族
運

動
が
間
断
な
く
起
っ
て
き
た
。
か
か
る
変
転
の
中
で
康
有
為
は
『
大
同
書
』

の
著
述
を
完
成
し
、
七
年
間
の
欧
米
旅
行
の
結
果
そ
の
信
念
は
ま
す
ま
す

堅
固
に
な
っ
た
。
戊
戌
新
政
期
に
見
え
た
彼
の
国
家
思
想
は
若
干
の
変
貌

は
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
主
張
の
根
幹
に
は
変
化
は
な
か
っ
た
。

中
国
の
事
態
が
悪
化
し
列
強
の
圧
迫
が
度
重
な
る
中
で
、
孫
文
に
代
表

さ
れ
る
革
命
勢
力
の
拡
大
は
つ
い
に
は
辛
亥
革
命
と
し
て
勃
発
し
、
中
華

民
国
が
誕
生
し
た
。
新
中
国
が
発
足
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
康
有
為
は

清
王
朝
の
減
亡
と
前
後
し
て
多
数
の
論
説
を
写
成
し
た
。
「
中
華
救
国
論
」

「
救
亡
論
」
「
理
財
救
国
論
」
（
⑳
）
等
を
書
き
、
こ
れ
ら
は
皆
憂
国
の

念
を
吐
露
す
る
文
章
で
あ
っ
た
。
か
か
る
論
説
に
あ
ら
わ
れ
た
康
有
為
の

国
家
思
想
は
、
戊
戌
新
政
期
に
あ
ら
わ
れ
た
諸
特
性
を
そ
の
ま
ま
継
承
し

て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
だ
け
を
あ
げ
よ
う
。

彼
は
国
家
を
君
主
の
私
有
物
で
は
な
い
と
し
、
中
国
の
土
地
、
人
民
、

物
産
は
四
億
国
民
の
共
有
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
中
国
人
の
習
慣
上
国

家
を
「
君
国
」
と
よ
ぶ
誤
謬
を
指
摘
し
て
い
る
（
⑮
)
。
こ
れ
を
是
正
す

る
為
に
は
、
中
国
の
現
実
か
ら
見
て
立
憲
君
主
政
治
を
え
ら
ば
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
っ
た
（
⑯
）
。
こ
れ
が
君
主
の
権
限
を
最
少
限
度
に
制
限

す
る
立
憲
政
治
の
主
張
と
し
て
の
所
謂
「
虚
君
共
和
」
の
説
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
、
戊
戌
新
政
期
の
近
代
的
国
家
観
念
に
立
脚
し
た
立
憲
君
主
制
の

(27) 
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主
張
の
継
続
だ
と
み
る
事
が
出
来
る
。
そ
し
て
彼
は
中
国
の
急
変
す
る
中

で
、
自
己
を
変
身
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
つ
い
に
は
保
守
化
し
た
。
中
華
民

国
が
成
立
し
て
共
和
政
治
に
改
編
さ
れ
た
以
後
で
も
、
彼
は
常
に
共
和
政

治
に
対
す
る
反
感
と
不
安
を
表
明
し
た
。
共
和
政
治
が
い
か
に
有
用
で
も
、

又
民
治
が
い
か
に
正
当
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
中
国
で
は
数
千
年
来
一
度

も
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
く
国
民
も
ま
だ
熟
知
し
て
い
な
い
た
め
国
家
と
国

民
の
福
利
を
増
進
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
断
言
し
た

(
R
)
。
彼
は
「
号
し
て
共
和
と
為
す
も
実
は
共
争
共
乱
た
り
、
号
し
て

自
由
と
為
す
も
実
は
自
死
自
亡
た
り
、
号
し
て
愛
国
と
為
す
も
実
は
売
国

滅
国
た
り
」
と
ま
で
い
っ
た
。
彼
は
新
し
い
中
国
の
主
人
公
に
な
る
当
時

の
国
民
大
衆
を
政
治
的
に
信
任
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
に
は
革
命
と
い
う
言
葉
と
行
動
が
い
や
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
。

彼
が
望
ん
だ
の
は
穏
健
な
改
革
だ
っ
た
。
そ
し
て
漸
進
的
な
発
展
を
願
っ

た
。
急
激
な
変
動
に
よ
っ
て
お
き
る
混
乱
を
防
止
し
て
一
日
も
速
く
平
安

を
回
復
す
る
こ
と
を
願
っ
た
。
共
和
政
治
に
反
対
し
た
の
も
共
和
政
治
に

よ
っ
て
起
る
混
乱
を
い
や
が
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
知
識
層
を
中
心

と
す
る
穏
健
な
彼
の
漸
進
主
義
的
思
想
は
、
彼
の
青
年
期
か
ら
変
る
こ
と

が
な
か
っ
た
し
、
彼
は
時
代
の
変
転
の
中
で
も
ひ
と
り
保
守
性
を
守
る
よ

う
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
我
々
は
康
有
為
晩
年
の
国
家
思
想
が
も
っ
し
ご
く
基
本
的
な
特

性
の
ひ
と
つ
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
新
し
く
誕
生
し
た
中
国
の

為
に
憲
法
を
起
草
し
自
分
が
意
図
し
た
国
家
を
構
想
し
た
時
「
主
権
在
国
」

（
⑱
）
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
。
こ
れ
は
「
主
権
在
君
」
と
か
「
主
権

在
民
」
と
か
と
区
別
し
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
は
列
強
勢
力
に

包
ま
れ
て
い
る
の
で
国
家
の
権
力
を
最
大
限
伸
長
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で

あ
る
。
彼
は
「
中
華
救
国
論
」
に
お
い
て
、
共
和
政
治
は
「
民
を
以
て
主

と
為
す
」
も
の
で
国
家
を
保
全
す
る
こ
と
よ
り
国
民
を
保
全
す
る
こ
と
を

急
務
と
し
な
い
の
か
？
と
い
っ
て
反
問
し
て
い
る
。
康
有
為
は
民
権
よ
り

も
そ
し
て
君
権
よ
り
も
、
国
権
を
重
視
し
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
立
場
を

「
国
権
至
上
」
（
主
義
）
と
称
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
か
る
主
張
は
、

君
主
政
治
と
共
和
政
治
と
の
区
別
な
く
、
中
国
と
い
う
国
家
を
富
強
に
す

る
こ
と
の
方
が
も
っ
と
も
の
急
務
だ
と
す
る
盲
目
的
超
論
理
的
愛
国
思
想

で
あ
る
。
国
民
大
衆
に
対
す
る
一
種
の
不
信
任
も
こ
の
国
家
至
上
の
理
念

か
ら
出
た
も
の
だ
し
、
復
辟
運
動
を
起
し
た
時
代
錯
誤
的
行
動
も
こ
の
た

め
だ
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
の
民
族
に
関
す
る
論
も
青
年
期
の
満
漠
不
分
説
を
そ
の
ま
ま
も
っ
て
、

共
和
主
義
者
た
ち
が
初
期
に
お
い
て
排
満
を
口
号
に
し
た
こ
と
に
反
対
し

て
い
る
。
彼
は
漠
満
回
蒙
蔵
の
五
族
が
合
一
し
て
中
国
を
構
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
（
⑳
)
。
国
権
を
強
大
に
す
る
為
に
は
内
部
か
ら

民
族
的
分
裂
が
起
る
の
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
。
そ
し

て
「
満
漠
同
祖
論
」
（
⑩
）
を
主
唱
し
た
し
、
極
端
に
西
洋
の
稀
少
な
る

例
で
君
主
は
必
ず
本
国
人
で
な
く
て
も
他
族
出
身
で
も
か
ま
わ
な
い
と
ま

で
強
調
し
た
（
⑪
）
。
こ
の
点
は
康
有
為
が
光
緒
皇
帝
の
恩
寵
に
対
し
て

感
じ
た
深
い
感
謝
の
念
に
縁
由
す
る
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
理
由

だ
け
で
は
な
い
。
狭
義
の
民
族
で
は
な
く
広
義
の
国
民
の
結
合
を
果
し
た

上
で
国
権
の
強
化
を
図
ろ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(28) 
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か
か
る
国
権
至
上
の
観
念
は
、
一
方
で
は
彼
に
保
守
的
国
粋
主
義
的
傾

向
を
お
ぴ
せ
た
。
康
有
為
の
国
家
思
想
は
晩
年
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
堅
固

に
中
国
の
伝
統
的
基
盤
の
上
に
立
脚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
に
は
国
家

自
立
の
重
要
な
る
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
国
魂
の
主
張
が
あ
る
。
国
魂
と

は
彼
の
解
釈
に
よ
る
と
「
政
治
教
化
風
俗
が
一
人
民
の
心
の
中
に
深
く
入
っ

て
彼
ら
の
精
神
と
化
し
、
皮
膚
の
中
に
融
解
し
風
俗
に
鐙
冶
し
て
長
い
歴

史
の
中
で
し
ら
ず
し
ら
ず
の
間
に
固
結
し
て
区
別
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た

も
の
」
（
⑫
）
と
さ
れ
た
。
か
か
る
国
魂
な
く
し
て
は
国
家
の
自
立
は
不

可
能
だ
と
さ
れ
た
。
中
国
の
国
魂
は
彼
に
よ
る
と
言
う
ま
で
も
な
く
中
国

の
伝
統
を
代
表
す
る
「
孔
子
之
教
」
（
⑬
）
だ
っ
た
。
こ
れ
が
戊
戌
新
政

期
と
『
大
同
書
』
と
に
お
け
る
変
化
な
き
彼
の
思
想
的
立
脚
点
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
中
国
の
根
深
い
伝
統
か
ら
出
発
し
た
彼
は
、
欧
米
列
強
の
政
治
教

化
風
俗
等
を
採
取
す
る
場
合
に
、
是
非
得
失
を
考
え
る
事
な
く
取
る
こ
と

を
妄
行
で
あ
る
と
称
し
、
中
国
の
数
千
年
の
美
し
い
伝
統
を
抹
殺
す
る
も

の
で
あ
る
と
警
告
し
て
い
る
（
⑭
)
。
か
か
る
傾
向
は
、
彼
が
中
国
の
過

去
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
深
い
讃
美
の
念
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
も
か
い

ま
見
せ
て
く
れ
る
。
中
国
の
過
去
の
社
会
は
礼
義
忠
信
で
治
ま
っ
た
秩
序

あ
る
泰
平
な
社
会
で
あ
る
と
さ
れ
て
（
⑮
）
、
非
歴
史
的
に
し
て
彼
の
大

同
へ
の
発
展
思
想
と
も
矛
盾
し
た
主
張
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
又
近
代

の
共
和
政
治
の
理
念
も
中
国
で
久
し
い
過
去
か
ら
み
ら
れ
る
も
の
だ
と
し

て
、
中
国
の
古
典
と
付
会
し
て
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
⑯
)
。
甚
し

く
は
、
新
生
の
中
華
民
国
の
共
和
政
治
と
清
代
の
専
制
政
治
の
業
績
を
比

較
し
て
、
清
代
の
業
績
の
方
が
燥
爛
と
輝
い
て
い
た
と
讃
揚
し
て
い
る

(
＠
）
。
こ
れ
は
勿
論
専
制
政
治
自
体
を
讃
美
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中

国
の
国
権
が
強
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
決
し

て
中
国
の
新
し
い
発
展
を
促
が
す
力
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
頃
彼
は
、
国
権
の
教
化
の
為
に
は
帝
国
主
義
的
な
国
家
体

制
を
採
る
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
、
日
本
等
新
進
国
家
の
体
制

が
国
家
権
力
の
強
化
に
重
さ
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
、
又
米
国
が

モ
ン
ロ
ー

(
M
o
n
r
o
e
)
政
策
を
捨
て
て
海
外
に
進
出
し
た
事
を
「
覇
国

主
義
」
と
呼
び
、
時
勢
の
変
転
に
よ
る
不
可
避
な
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る

し
（
⑱
）
、
中
国
も
海
外
に
進
出
し
て
領
土
を
拡
大
し
世
界
の
覇
国
に
な

る
事
を
願
っ
た
。
こ
れ
は
中
国
の
膨
脹
を
夢
見
る
富
国
主
義
へ
の
憧
憬
で

あ
っ
た
。

康
有
為
が
民
権
思
想
を
理
解
し
な
が
ら
共
和
政
策
を
排
撃
し
た
事
も
、

時
勢
の
変
遷
を
さ
と
り
な
が
ら
、
国
粋
主
義
的
立
場
を
と
っ
た
事
も
、
結

局
は
中
国
の
国
権
強
化
を
念
願
す
る
為
だ
と
い
っ
て
い
る
。
国
権
至
上
の

観
念
は
時
代
が
急
激
に
変
転
し
た
彼
の
晩
年
に
至
り
、
彼
の
保
守
的
傾
向

が
あ
ら
わ
れ
る
と
同
時
に
大
い
に
露
顕
し
た
。
こ
れ
が
新
旧
文
化
の
混
在

し
た
社
会
を
背
景
と
し
て
康
有
為
自
身
の
思
想
的
諸
矛
盾
と
両
面
性
と
の

上
に
え
が
か
れ
た
超
理
論
的
な
信
念
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
、
現
実
的
に
結

実
さ
れ
る
具
体
的
な
成
果
を
お
さ
め
る
事
は
何
も
な
か
っ
た
が
、
彼
の
国

家
思
想
の
核
心
的
特
徴
と
し
て
彼
の
す
べ
て
の
時
期
の
思
想
を
説
明
し
う

る
関
鍵
に
な
る
の
で
あ
る
。

(29) 
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五

、

結

論

青
年
期
か
ら
晩
年
ま
で
の
康
有
為
の
国
家
思
想
に
対
し
て
以
上
で
そ
の

大
網
を
考
察
し
た
。
各
々
の
時
期
的
差
異
は
あ
る
が
愛
国
の
至
誠
に
変
わ

り
は
な
か
っ
た
。
彼
の
政
治
的
活
動
は
愛
国
の
信
念
に
基
づ
い
て
遂
行
し

て
い
た
し
、
彼
が
目
的
と
し
た
の
は
国
権
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
梁
啓
超
が
「
彼
の
理
想
は
大
同
に
あ
り
、
彼
の
起

点
は
愛
国
に
あ
り
、
彼
の
目
的
は
民
権
に
あ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
を
「
彼

の
理
想
は
大
同
に
あ
っ
た
け
れ
ど
彼
の
起
点
は
愛
国
に
あ
り
彼
の
目
的
も

愛
国
に
あ
っ
た
」
と
言
い
換
え
る
事
が
出
来
る
と
思
う
。
彼
の
愛
国
の
念

は
時
に
は
血
を
吐
く
様
な
情
熱
を
帯
び
て
い
た
し
、
時
に
は
敬
虔
な
信
仰

の
様
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
国
家
思
想
も
単
純
な
論
理
で
は
な
く
、

特
定
の
類
型
に
固
定
化
す
る
事
が
出
来
な
い
精
神
状
態
の
よ
う
で
あ
る
。

併
し
、
我
々
は
彼
の
国
家
思
想
が
も
つ
各
時
期
の
特
性
に
関
し
て
、
そ

の
共
通
点
を
挙
げ
る
事
が
出
来
る
。
第
一
に
康
有
為
の
国
家
思
想
の
立
脚

点
は
二
つ
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
近
代
的
民
権
思
想
と
国
家
観
念
で
、
従
来

の
中
国
の
天
朝
観
念
を
完
全
に
脱
皮
し
、
中
国
を
新
し
い
方
向
に
志
向
さ

せ
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
中
国
の
伝
統
を
代
表
す
る
孔
子
の
思
想
で
、
康

有
為
が
生
涯
脱
皮
出
来
な
か
っ
た
宿
命
的
（
思
想
）
基
盤
で
あ
っ
た
。

次
に
彼
の
国
家
思
想
は
、
現
実
的
に
満
漠
不
分
説
に
表
現
せ
ら
れ
る
、

狭
義
の
民
族
主
義
で
な
い
広
範
な
国
民
的
自
覚
に
よ
る
国
家
形
成
を
考
え

た
。
そ
し
て
彼
が
常
に
漸
進
的
な
改
革
の
態
度
を
取
っ
て
急
激
な
変
動
を

嫌
悪
し
た
の
も
、
そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
か
か
る
特
徴
は
『
大

同
書
』
で
は
大
同
太
平
世
の
天
下
ヲ
公
ト
ナ
ス
の
理
想
の
下
で
表
示
で
き

た
し
、
戊
戌
新
政
期
で
は
中
国
の
立
憲
君
主
体
制
確
立
を
目
標
と
し
て
あ

ら
わ
れ
た
。
そ
し
て
後
期
で
は
虚
君
共
和
の
主
張
を
中
心
と
し
て
表
現
さ

れ
た
。も

う
一
方
、
以
上
の
よ
う
な
康
有
為
の
国
家
思
想
は
、
い
く
つ
か
の
矛

盾
な
い
し
両
面
性
を
内
包
し
て
い
た
。
即
ち
急
進
と
漸
進
、
進
取
と
保
守

が
そ
の
中
に
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
大
同
書
』
に
お
い
て

は
、
普
遍
的
統
一
世
界
思
想
と
中
国
中
心
思
想
の
折
衷
と
し
て
あ
ら
わ
れ

た
し
、
戊
戌
新
政
期
に
は
近
代
的
な
思
想
と
中
国
の
伝
統
的
な
観
念
と
を

折
衷
し
て
い
た
。
晩
年
に
は
か
か
る
折
衷
の
上
に
も
っ
と
国
粋
主
義

せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
う
一
方
で
は
専
制
体
制
の

っ
て
い
た
。

(30) 



原

注

n
①
小
野
川
秀
美
『
清
末
政
治
思
想
研
究
』

（
一
九
六
〇
）
、

王
朝
の
復
典
だ
け
の
為
で
は
な
く
国
家
の
混
乱
を
収
捨
し
て
秩
序
を
回
復

す
る
目
的
か
ら
取
ら
れ
た
手
段
で
あ
っ
た
。
『
大
同
書
』
に
は
遠
大
な
理

想
を
の
せ
て
い
る
が
、
実
は
彼
の
愛
国
至
誠
の
発
露
で
な
っ
た
も
の
で
、

結
局
は
中
国
の
国
威
を
宣
揚
し
よ
う
と
い
う
中
国
中
心
の
立
場
を
脱
す
る

こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
国
権
至
上
の
親
念
は
、
彼
の
国
家
思

想
の
核
心
的
な
特
性
で
、
た
だ
後
期
の
思
想
を
特
徴
づ
け
る
も
の
だ
け
で

は
な
く
て
、
青
年
期
か
ら
の
思
想
的
底
流
を
な
し
て
来
た
特
性
で
も
あ
っ

こ°f
 彼

の
愛
国
の
至
誠
は
強
烈
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
熱
情
で

あ
り
信
念
で
あ
っ
て
、
現
実
的
具
体
的
結
実
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
生
存
し
た
時
代
は
あ
ま
り
に
急
激
な
変
転
の
時
代

だ
っ
た
し
、
処
し
た
所
が
新
旧
両
文
化
の
混
在
す
る
渦
中
で
あ
っ
た
の
で
、

彼
の
思
想
自
体
も
多
く
の
両
面
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
併
し
こ
の
両

面
性
が
折
衷
さ
れ
調
和
さ
れ
る
基
点
が
ま
ず
彼
の
国
権
至
上
の
論
だ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

康
有
為
は
思
想
的
に
誰
よ
り
も
彼
の
時
代
を
よ
く
代
表
す
る
人
物
で
あ
っ

た
し
、
そ
の
時
代
の
誰
よ
り
も
真
情
か
ら
中
国
を
愛
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
彼
の
生
涯
を
一
貫
し
て
み
た
場
合
、
「
愛
国
」
と
い
う
観
念
よ

り
以
上
に
彼
の
真
実
を
よ
く
説
明
す
る
他
の
概
念
は
探
す
こ
と
が
出
来
な

い
と
思
う
の
で
あ
る
。

―――
-O頁、

「
新
文
化
運
動
に
よ
っ
て
…
…
、
康
有
為
は
時
代
の
遠
く
後
方
に
押
し
や

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
急
進
か
ら
潮
進
へ
、
そ
し
て
反
動
へ
の

経
路
が
、
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
検
討
の
余
地
は
な
お

多
く
残
さ
れ
て
い
る
」
ー
と
暗
示
し
た
だ
け
で
氏
は
主
と
し
て
変
法
論
を

中
心
と
し
て
論
題
を
展
開
し
て
い
る
。

郭
罷
波
『
近
三
十
年
中
国
思
想
史
』
（
一
九
三
六
）
一
七
頁
、
「
其
思

想
是
反
映
中
国
農
業
社
会
与
西
洋
工
業
社
会
的
矛
盾
時
代
」
と
至
極
概
括

的
な
論
断
を
し
て
い
る
。

銭
穆
氏
「
康
有
為
思
想
的
雨
極
端
」
（
中
国
近
代
史
論
叢
、
第
一
輯
第

七
冊
所
収
）
で
も
ま
だ
か
か
る
こ
の
点
（
矛
盾
と
両
面
性
）
を
指
摘
し
て

い
る
。

②
「
天
下
」
概
念
に
関
し
て
は
西
順
蔵
「
天
下
•
国
・
家
の
思
想
」
（
大

倉
山
論
集
、
第
二
輯
）
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
未
だ
み
て
い

な
い
。

③
梁
啓
超
『
康
南
茄
先
生
伝
』
（
飲
氷
室
文
集
、
下
巻
、
一
九
〇
九
、
上

海
版
所
収
）

④
同
右
「
理
想
の
国
家
」
の
条

⑤
「
大
同
書
自
序
」
で
は
光
緒
十
年
（
一
八
八
四
）
の
著
述
だ
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
人
類
公
理
」
の
構
想
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

趙
豊
田
「
康
長
素
先
生
年
譜
稿
」
（
史
学
年
報
第
二
巻
、
第
一
期
）
ニ

一
七
頁
、
で
は
「
大
同
書
成
題
詞
案
語
」
に
依
っ
て
『
大
同
書
』
を
光
緒

二
七
、
二
八
両
年
間
に
著
述
さ
れ
た
と
、
み
て
い
る
。

⑥
拙
稿
「
稿
有
為
の
思
想
に
対
し
て
ー
そ
の
大
同
思
想
を
中
心
と
し
て
ー
」

(3 I) 
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（
歴
史
学
報
、
第
八
輯
）
参
照
。

⑦
『
礼
記
』
礼
運
篇
に
か
か
れ
た
孔
子
の
語

⑧
『
大
同
書
』
（
一
九
三
六
年
、
上
海
共
和
編
繹
局
版
）
、
一

0
五
頁
。

⑨
梁
啓
超
『
清
代
学
術
概
論
』
（
一
九
ニ
―
)
、
一
三
六
頁
。

⑩
『
大
同
書
』
、
一
七
〇
頁
、
一
七
一
頁
、
一
七
三
頁
、
一
七
四
頁
、
一

九
九
頁
、
二

O
六
頁
、
ニ
ニ

0
頁
、
二
九

0
頁。

⑪
同
右
‘
―
二
四
頁
。

⑫
同
右
、
二
七
一
頁
。

⑬
例
え
ば
、
「
孔
子
改
制
考
序
文
」
「
南
海
先
生
戊
戌
論
舟
中
、
与
徐
君

勉
書
、
及
丁
巳
跛
後
」
な
ど
後
期
の
諸
論
説
な
ど
。

⑭
『
清
代
学
術
概
論
』
、
一
四
五
頁
。

⑮
『
大
同
書
』
、
三
―
四
頁
。

⑯
康
有
為
「
保
国
会
演
説
辞
」
（
左
舜
生
、
中
国
近
百
年
史
資
料
初
編
所

収）⑰
請
定
立
憲
開
国
会
摺
」
『
康
南
海
文
集
』

I
以
下
文
集
と
称
す
ー
一
九

―
四
、
上
海
共
和
絹
局
版
、
第
五
冊
所
収
。
〔
現
行
文
集
に
み
え
ず
。
戊

戌
奏
稲
か
ー
竹
内
〕

⑱
『
康
南
海
先
生
伝
』

⑲
許
応
験
・
文
悌
ら
は
当
時
の
保
国
会
を
誹
謗
し
て
「
保
国
会
之
宗
旨
、

在
保
中
国
、
不
保
大
清
」
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
（
趙
豊
田
『
康
長
素
先

生
年
譜
稿
』
一
九
六
頁
）
こ
の
話
は
誹
謗
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
真
実
を

把
握
し
た
表
現
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

⑳
出
石
誠
彦
「
戊
戌
奏
稿
に
見
え
た
る
康
有
為
の
思
想
に
つ
い
て
」

東

（
文
集
第
四
冊
）
等
。

洋
近
世
史
研
究
、
九
四
四
）
参
照
。

⑳
『
文
集
』
第
五
冊
所
収
。

⑳
『
康
南
海
先
生
伝
』
中
国
政
策
の
条
。

⑬
「
請
定
立
憲
開
国
会
摺
」
（
戊
戌
奏
稿
）

⑳
「
中
華
救
国
論
」
（
文
集
第
一
冊
）
「
救
亡
論
」

⑳
「
進
呈
法
国
革
命
記
序
」
（
文
集
第
五
冊
）

⑳
「
諸
君
民
合
治
、
満
漠
不
分
摺
」
（
戊
戌
奏
稿
）

⑰
文
集
第
四
冊

⑳
「
奏
請
尊
孔
聖
為
国
教
、
立
教
部
教
会
以
孔
子
紀
年
而
限
淫
祀
摺
」

（
文
集
第
五
冊
）
〔
戊
戌
奏
稿
か
ー
竹
内
〕

⑳
「
孔
子
改
制
考
序
文
」

⑳
「
重
印
新
学
偽
経
考
後
序
」

⑪
「
中
国
学
報
題
詞
」
（
文
集
第
五
冊
）

⑳
「
孔
教
会
序
⇔
」
（
文
集
第
五
冊
）

⑬
『
大
同
書
』
の
人
類
進
化
表
(
-
八
九
ー
一
九
一
頁
）
、
小
島
祐
馬

「
公
羊
家
の
三
科
九
旨
に
つ
い
て
」
（
支
那
学
、
第
一
巻
第
一
号
）
、

「
儒
家
と
革
命
思
想
」
（
支
那
学
、
第
二
巻
第
三
号
）
、
梁
啓
超
『
清
代

学
術
概
論
』
、
一
三

0
頁
参
照
。

⑭
文
集
、
第
一
冊
、
第
二
冊
、
第
三
冊
に
各
々
収
む
。

⑮
「
救
亡
論
」
第
五
論
「
君
与
国
不
相
関
、
不
足
為
軽
重
存
亡
論
」

⑯
「
救
亡
論
」
第
四
論
「
新
世
界
只
争
国
為
公
有
、
而
種
族
君
民
主
皆
為

旧
義
不
足
計
説
」

⑰
「
中
華
救
国
論
」

(32) 
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（
文
集
第
三
冊
）

⑱
「
擬
中
華
民
国
憲
法
草
案
」
第
二
章
第
二
条
。

⑳
同
右
、
第
一
章
第
一
条
。

⑩
「
救
亡
論
」
第
十
論
「
民
族
難
定
、
漢
族
中
亦
多
異
族
、
而
満
族
亦
祖

黄
帝
考
」

＠
同
右
、
第
四
論
「
新
世
界
只
争
国
為
公
有
、
而
種
族
君
民
主
皆
為
旧
義

不
足
計
説
」

＠
「
中
国
顕
危
誤
在
法
欧
米
、
而
尽
棄
国
粋
説
」

⑬
「
中
国
学
会
報
題
詞
」

⑭
注
＠
参
照
。

⑮
「
孔
教
会
序
⇔
」

⑯
注
⑪
参
照
。

＠
「
中
華
救
国
論
」

⑱
同
右
。

補

記

竹

内

弘

行

本
論
文
は
、
韓
国
の
歴
史
学
者
咸
洪
根
（
ハ
ム
ホ
ン
キ
ン
）
氏
が

一
九
六
二
年
六
月
に
『
歴
史
学
報
』
（
大
韓
民
国
歴
史
学
会
機
関
誌
•
第

一
七
•
一
八
合
輯
号
）
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
咸
氏
は
、
一
九
二
八

年
生
れ
、
梨
花
女
子
大
学
校
史
学
科
教
授
で
、
人
文
大
学
長
を
併
任
し
て

お
ら
れ
る
。
東
洋
近
代
史
を
専
攻
さ
れ
、
本
論
に
さ
き
だ
ち
「
康
有
為
の

思
想
に
対
し
て
ー
大
同
思
想
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
一
九
五
五
『
歴
史
学

報
』
第
八
輯
）
が
あ
る
。
の
ち
「
中
国
近
代
の
政
治
改
革
思
想
小
考
」
（
一

九
六
八
『
亜
細
亜
学
報
』
第
五
輯
）
「
中
国
史
上
の
伝
統
思
想
」
（
一
九

X 

X 

x
 

七
三
、
『
梨
花
史
学
研
究
』
第
六
•
七
輯
）
「
中
国
近
代
の
政
治
的
改
革

思
想
研
究
」
（
一
九
七
三
『
梨
花
女
子
大
大
学
院
』
未
刊
）
等
の
論
文
、

ま
た
胡
適
著
『
中
国
古
代
哲
学
史
』
の
共
訳
書
（
一
九
六
二
、
大
韓
教
科

書
株
式
会
社
）
、
康
有
為
著
『
大
同
書
』
抄
訳
（
一
九
七
四
、
徽
文
出
版

社
、
世
界
の
大
思
想

31)
が
あ
る
。

本
論
文
の
内
容
は
、
康
有
為
の
国
家
思
想
を
①
主
著
『
大
同
書
』
②
戊

戌
前
の
変
法
運
動
時
期
、
③
民
初
の
後
期
の
三
者
に
分
け
て
考
察
し
た
も

の
で
、
従
来
康
有
為
思
想
は
進
歩
か
ら
保
守
へ
転
じ
た
と
か
ま
た
は
そ
れ

ぞ
れ
の
両
面
が
矛
盾
し
た
ま
ま
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し

て
、
実
は
底
流
に
愛
国
思
想
と
い
う
一
貫
し
た
流
れ
の
あ
っ
た
こ
と
を
論

証
し
た
も
の
で
あ
る
（
康
有
為
思
想
研
究
史
に
お
け
る
本
論
文
の
客
観
的

位
闘
づ
け
の
一
端
は
、
拙
稿
「
康
有
為
思
想
研
究
の
回
顕
と
展
開
」
一
九

八
一
、
『
荒
木
先
生
退
休
記
念
中
国
哲
学
研
究
論
集
』
参
照
。
）
。

洪
氏
の
康
有
為
を
中
心
と
し
た
中
国
近
代
思
想
史
の
一
連
の
研
究
は
、

日
本
の
小
野
川
秀
美
氏
、
ア
メ
リ
カ
の
爾
公
権
氏
、
ソ
連
の
チ
フ
ビ
ン
ス

キ
ー
氏
、
イ
ギ
リ
ス
の
ト
ン
プ
ソ
ン
氏
等
と
軌
を
一
に
す
る
世
界
的
な
中

国
近
代
思
想
研
究
の
た
か
ま
り
の
中
の
成
果
で
あ
り
、
そ
の
後
の
研
究
が

資
料
面
で
の
再
検
討
や
問
題
別
に
細
分
化
さ
れ
た
り
し
た
の
と
ち
が
い
、

康
有
為
思
想
全
体
へ
の
目
く
ば
り
が
生
き
て
い
る
。
従
っ
て
部
分
的
に
は

資
料
的
限
界
に
よ
る
欠
点
は
あ
る
が
日
本
の
中
国
思
想
史
研
究
に
十
分
に

稗
益
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
論
文
の
日
本
語
訳
は
、
韓
国
大
邸
市
に
あ
る
暁
星
女
子
大
学

(33) 
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校
師
範
大
学
歴
史
教
育
科
教
授
黄
鍾
東
（
フ
ァ
ン
ト
ン
）
氏

の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
黄
氏
は
、
東
洋
近
世
史
を
専
攻
さ
れ
、
主
に

梁
啓
超
思
想
の
研
究
を
さ
れ
て
お
り
「
梁
啓
超
の
公
私
徳
論
」
（
一
九
七

八
、
『
大
丘
史
学
』
第

15.16
号
）
、
「
梁
啓
超
の
毅
力
論
」
（
一
九
七

九
、
『
全
海
崇
博
士
華
紀
念
史
学
論
叢
』
）
「
梁
啓
超
研
究
」
（
一
九
八

三
、
『
社
会
文
化
研
究
』
〈
大
邸
大
学
〉
）
等
の
成
果
が
あ
る
。
こ
の
梁

啓
超
思
想
の
研
究
面
で
小
生
と
の
研
究
交
流
が
あ
り
、
本
論
文
の
日
本
語

シ
ョ
ン

訳
も
そ
の
恩
恵
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。

小
論
は
も
と
も
と
公
表
す
る
為
に
訳
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
咸
黄

両
氏
の
諒
解
を
え
た
。
な
お
、
黄
鍾
東
氏
の
訳
文
に
つ
い
て
、
主
に
言
い

回
し
の
面
で
竹
内
が
補
正
を
行
な
っ
た
が
、
全
体
の
論
旨
に
は
変
更
は
な

い
。
た
だ
原
文
や
注
の
一
部
に
誤
解
と
思
わ
れ
る
面
が
あ
り
、
そ
れ
は
訂

正
し
た
。

(34) 


