
は
じ
め
に

擬
夷
論
は
こ
れ
ま
で
の
幕
末
思
想
（
政
治
）
史
研
究
に
幾
度
と
な
く
と
り
あ

げ
ら
れ
て
き
た
対
象
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し

く
論
及
さ
れ
た
も
の
は
案
外
に
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
故
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
懐
夷
」
と
い
う
観
念
自
体
の
イ
メ
ー
ジ
ー
保
守
・

固
陥
・
排
外
等
々
Ｉ
‐
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に

懐
夷
論
に
そ
の
よ
う
な
側
面
を
認
め
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
遠
山
茂
樹
氏
は
撰
夷
思
想
を
「
道
徳
・
文
化
の
卓
越
し
た
中
華
Ｉ
自
国
の

尊
ぶ
べ
く
、
野
蛮
な
夷
狄
Ｉ
外
国
の
い
や
し
む
べ
く
排
す
べ
き
所
以
を
明
ら
か

（
８
几
）

に
す
る
思
想
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
、
そ
れ
は
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
特
質

で
あ
る
上
下
関
係
を
自
他
の
区
別
に
転
用
し
た
観
念
に
す
ぎ
な
い
と
結
論
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
市
井
三
郎
氏
は
水
戸
学
の
嬢
夷
論
が
「
西
洋
の
ア
ジ
ア
侵
攻

の
諸
事
実
だ
け
を
一
面
的
に
強
調
し
、
西
洋
人
そ
の
も
の
が
禽
獣
に
も
ひ
と
し

い
惇
徳
・
不
義
の
夷
狄
で
あ
る
」
と
す
る
「
狂
信
的
撰
夷
論
」
で
あ
っ
た
と
規

（
２
）

定
さ
れ
る
。
こ
の
両
氏
の
穰
夷
論
に
対
す
る
定
義
や
規
定
に
共
通
し
た
認
識

穰
夷
論
の
成
立
と
論
理

１
１
「
新
論
」
に
つ
い
て
Ｉ

は
、
撰
夷
論
が
き
わ
め
て
偏
向
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
実
、

そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
両
氏
の
見
解
は
正
し
い
。
し
か
し
問
題
は
そ

の
さ
き
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
懐
夷
論
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
ち
、
ま
た
、
そ

れ
が
現
実
化
し
た
と
き
ど
の
よ
う
な
具
体
相
を
も
ち
う
る
の
か
、
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
論
理
に
よ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い

の
は
そ
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。
す
こ
し
角
度
を
か
え
た
と
こ
ろ
か
ら
い
い
か
え

れ
ば
、
そ
れ
は
本
多
利
明
の
『
西
域
物
語
』
や
『
交
易
論
』
と
い
っ
た
よ
り
理

窟
に
か
な
っ
た
西
洋
観
を
前
史
に
も
ち
な
が
ら
、
何
故
、
穰
夷
論
な
の
か
と
い

う
問
い
方
に
な
る
。
こ
の
解
答
と
し
て
即
座
に
予
測
さ
れ
る
の
は
、
撰
夷
論
が

「
封
建
支
配
者
層
の
危
機
意
識
の
集
中
的
表
現
で
あ
っ
た
が
故
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
答
で
は
実
は
一
切
問
題
を
解
決
し
な
い
。
何
故
な

ら
、
利
明
流
の
構
想
か
ら
す
れ
ば
ま
だ
十
分
に
「
封
建
支
配
者
層
」
の
存
命
の

道
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
よ
し
ん
ぱ
利
明
流
の
構
想
を
否
認
す
る
に
せ
よ
結

果
と
し
て
「
封
建
支
配
者
層
」
を
否
定
し
て
い
っ
た
懐
夷
論
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
と
い
う
内
在
的
連
関
は
全
く
説
明
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
問
い
へ
の
解
答
は
ま
ず
援
夷
論
の
内
容
を
検
証
す
る
こ
と
か
ら

露
口
卓
也
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は
じ
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
懐
夷
論
と
い
う
と
き
つ
ね
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
な
が

ら
今
だ
に
概
略
的
に
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
会
沢
正
志
斎
の
『
新
論
』
を
素

材
と
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
何
よ
り
も
『
新
論
』
の
中
心
テ
ー
マ
が
嬢
夷
論

で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
幕
末
の
懐
夷
思
想
全
体
を
貫
ぬ
く
問
題
性
を
内
包

し
て
い
る
が
故
に
で
あ
る
。

一
、

『
新
論
』
の
脱
稿
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
三
月
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
が
、

同
年
二
月
に
公
布
さ
れ
た
異
国
船
打
払
い
令
を
受
け
て
論
述
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
「
今
、
幕
府
、
断
然
と
し
て
明
ら
か
に
天
下
に
令
し
、
虜
を
見
れ

（
ｑ
Ｊ
）

ば
必
ず
こ
れ
を
催
け
、
と
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と

同
時
に
、
そ
れ
は
『
新
論
』
の
中
心
的
課
題
が
ど
こ
に
お
か
れ
て
い
た
の
か
を

よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
会
沢
は
こ
の
一
著
作
を
通
じ
て
「
公
然
と
し
て
天
下
と

（
４
）

同
じ
く
こ
れ
（
注
Ｉ
西
洋
）
を
仇
と
す
」
と
い
う
状
態
、
つ
ま
り
援
夷
の
現
出

を
目
指
し
た
は
ず
で
あ
る
。
『
新
論
』
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
擢
夷
に
あ
っ
た
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
で
は
会
沢
の
い
う
懐
夷
が
ど
の
よ
う
な
内
実
を
も
ち
、
ど
の

よ
う
な
具
体
相
を
生
ゑ
出
し
て
い
っ
た
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ま
ず
何
故
に
穰
夷
な

の
か
と
い
う
問
題
か
ら
考
え
て
ゑ
る
。

会
沢
は
、
守
禦
篇
冒
頭
で
、
和
戦
を
決
断
す
る
こ
と
が
第
一
義
的
な
問
題
で

あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

お
よ
そ
国
家
を
守
り
、
兵
備
を
修
む
る
に
は
、
和
戦
の
策
、
ま
づ
定
め
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
二
者
未
だ
決
せ
ざ
れ
ぱ
、
す
な
は
ち
天
下
は
汎
汎
然
と
し

て
向
ふ
と
こ
ろ
を
知
る
な
く
、
紀
綱
廃
弛
し
、
上
下
愉
安
し
て
、
智
者
も

謀
を
な
す
能
は
ず
、
勇
者
も
怒
り
を
な
す
能
は
ず
、
日
ま
た
一
日
、
坐
し

て
虜
謀
を
し
て
稔
熟
し
、
手
を
拱
き
て
敗
を
待
た
し
む
る
も
の
は
、
こ
れ

皆
内
陰
か
に
朧
る
る
と
こ
ろ
あ
り
て
、
敢
へ
て
断
ぜ
ざ
る
に
坐
す
る
が
故

（
５
）

な
り
。

和
戦
を
決
断
す
る
こ
と
、
こ
の
命
題
の
必
要
性
は
、
会
沢
に
よ
れ
ば
、
外
に

は
「
虜
謀
を
稔
熟
」
さ
せ
る
状
況
に
至
り
、
内
に
は
「
紀
綱
廃
弛
」
し
事
勿
れ

主
義
を
胚
胎
せ
し
む
る
か
ら
だ
、
と
説
明
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
会
沢
の
念
頭
に

は
「
和
」
で
は
な
く
、
「
戦
」
Ｉ
懐
夷
こ
そ
が
こ
の
内
外
の
ゆ
き
詰
り
を
解
消
さ

せ
る
唯
一
絶
対
の
手
段
だ
と
認
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
か
ぎ
り
で
和
戦

の
決
断
と
は
結
局
懐
夷
の
決
断
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
客
観
的
に
み
て
何

故
「
和
」
で
は
な
く
て
「
戦
」
Ⅱ
擢
夷
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
十
分
に

「
和
」
の
可
能
性
は
在
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
右
の
文
脈
だ
け
で
撰
夷
を
決
断
す

る
必
然
性
は
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
会
沢
は
右
の
文
に
つ
づ
け
て

次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
西
欧
諸
国
が
我
が
国
に
要
求

し
て
い
る
の
は
「
通
商
」
で
あ
っ
て
戦
争
で
は
な
い
。
だ
か
ら
「
通
商
」
を
ひ

と
ま
ず
許
容
し
状
況
を
ゑ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
わ
け
で
、
必
ず
し
も
和
戦

と
い
う
二
者
択
一
で
な
く
と
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
世
の
通

市
の
害
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
そ
の
心
、
戦
を
畏
れ
、
そ
の
策
、
必
ず
和
に
出
づ

る
者
な
り
。
よ
く
痛
く
通
市
を
拒
絶
す
る
者
は
、
そ
の
勢
、
戦
に
至
る
と
い
へ

ど
も
、
畏
れ
ざ
る
者
な
り
」
、
し
か
も
「
今
や
撰
夷
の
令
、
天
下
に
布
か
れ
、

和
戦
す
で
に
決
し
、
天
下
向
ふ
と
こ
ろ
を
知
」
っ
た
の
だ
か
ら
、
戦
Ｉ
撰
夷
に

（
虞
Ｕ
）

決
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。
こ
こ
で
も
会
沢
は
撰
夷
の
根
拠
を
幕
府
の
打
払
い
令

に
求
め
て
い
る
。
会
沢
の
援
夷
宣
揚
に
打
払
い
令
が
占
め
て
い
る
ウ
エ
ー
ト
は

大
き
い
。
こ
の
点
だ
け
を
と
っ
て
ゑ
て
も
会
沢
に
反
幕
性
を
認
め
る
こ
と
は
と

三
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（
弓
Ｉ
）

う
て
い
無
理
な
こ
と
で
あ
る
。
が
、
懐
夷
論
に
お
い
て
佐
幕
か
反
幕
か
と
い
う

よ
う
な
評
価
軸
は
、
さ
し
て
重
要
性
を
も
た
な
い
。
重
要
性
を
も
た
な
い
ば
か

り
か
擬
夷
論
を
不
分
明
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
懐
夷
論
が
内
政
問
題
に
接
点
を
も
つ
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
か
か

わ
り
方
は
水
戸
学
の
幕
府
擁
護
云
々
と
い
う
視
角
か
ら
は
ゑ
え
て
こ
な
い
。
と

も
あ
れ
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
「
通
市
の
害
」
を
知
る
か
否
か
に
よ
っ

て
和
戦
が
分
れ
る
と
い
う
会
沢
の
説
明
で
あ
る
。
何
故
撰
夷
か
と
い
う
問
題

は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
で
は
「
通
市
の
害
」
と
は
具
体
的
に

何
を
ど
う
い
う
状
態
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た

と
え
ば
会
沢
の
師
で
あ
り
東
湖
の
父
で
あ
る
藤
田
幽
谷
が
す
で
に
高
唱
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
幽
谷
は
『
癸
未
封
事
稿
』
の
な
か
で
西
欧
諸
国
の
日
本
進
出

の
事
態
を
「
開
關
以
来
紳
州
安
危
の
機
、
實
に
今
日
に
在
候
」
と
と
ら
え
、
そ

の
本
質
を
「
我
土
地
人
民
を
專
に
し
て
、
我
風
俗
を
変
じ
て
彼
十
字
教
を
奉
ぜ

（
○
。
）

し
め
候
様
に
至
り
不
し
申
候
而
は
止
み
不
し
申
候
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
会
沢

の
い
う
「
通
市
の
害
」
も
こ
の
論
旨
を
継
承
し
て
い
る
。
曰
く
、
「
故
に
人
の

国
家
を
傾
け
ん
と
欲
せ
ぱ
、
す
な
わ
ち
必
ず
ま
づ
通
市
に
因
り
て
そ
の
虚
実
を

窺
ひ
、
乗
ず
べ
き
を
見
れ
ば
す
な
は
ち
兵
を
挙
げ
て
こ
れ
を
襲
ひ
、
不
可
な
れ

ぱ
す
な
は
ち
夷
教
を
唱
へ
て
、
以
て
民
心
を
煽
惑
す
。
民
心
一
た
び
移
れ
ば
、

（
ｎ
コ
）

雫
豊
壺
相
迎
へ
、
こ
れ
を
得
て
禁
ず
る
な
し
」
と
。

会
沢
の
い
う
「
通
市
の
害
」
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
侵
入
と

い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
会
沢
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
危
機
意
識

は
深
刻
で
あ
り
、
「
彼
そ
の
侍
み
て
以
て
伎
備
を
暹
し
く
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

（
Ⅲ
）

は
、
独
り
耶
蘇
教
あ
る
の
み
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。
幽
谷
や
会
沢
が
キ

リ
ス
ト
教
に
対
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
過
度
な
危
機
感
を
も
つ
の
は
、
た
ん
に
彼

ら
が
儒
者
と
い
う
立
場
で
の
発
想
に
も
と
づ
く
ば
か
り
で
は
な
く
、
十
分
に
自

覚
的
で
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
観
念
領
域
に
お
い
て
藩
や
幕
府
を
超
え
た
「
神

州
」
Ｉ
国
家
の
次
元
で
キ
リ
ス
ト
教
を
西
欧
諸
国
の
標
徴
と
見
立
て
た
が
故
で

あ
る
。
幽
谷
や
会
沢
に
西
欧
諸
国
の
東
ア
ジ
ア
進
出
が
資
本
主
義
法
則
の
世
界

的
貫
徹
の
一
環
と
し
て
あ
る
な
ど
と
い
う
認
識
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
こ
と

は
、
と
う
て
い
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
は
「
通
市
の
害
」
を
そ
う
い
う

意
味
で
高
唱
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
等
に
と
っ
て
問
題
的
で
あ
っ
た
の
は
、
「
神

州
の
安
危
」
で
あ
り
、
「
人
の
国
家
を
傾
け
る
」
事
態
の
現
出
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
表
徴
と
な
っ
た
の
が
「
我
風
俗
を
変
じ
て
彼
風
俗
」
に
転
位
さ
せ
る
「
耶

蘇
教
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
確
か
に
彼
等
の
判
断
の
前
提
に
は
天
草
の
乱
と
い

、
、

う
歴
史
的
教
訓
が
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
彼
等
の
危
機
感
の
よ
り
本
質
的
な
部

分
と
は
、
「
夫
れ
西
夷
は
並
び
立
ち
て
戦
国
と
な
り
、
同
じ
く
一
神
を
奉
ず
。

利
を
見
れ
ば
す
な
は
ち
相
連
和
し
て
以
て
そ
の
欲
を
済
し
、
そ
の
利
を
分
ち
、

き
よ
う
え
き
（
皿
）

害
あ
れ
ぱ
す
な
は
ち
お
の
お
の
彊
場
を
保
つ
は
、
固
よ
り
こ
れ
そ
の
常
な
り
」

、
、
、

と
い
う
八
利
Ｖ
と
八
一
神
Ｖ
に
よ
る
西
洋
の
一
体
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ

の
八
利
Ｖ
と
八
一
神
Ｖ
に
よ
る
西
洋
の
一
体
性
が
我
が
国
風
を
根
本
的
に
揺
る

が
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
圧
迫
感
、
こ
れ
こ
そ
が
彼
等
の
危
機
感
の
内
実
で

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
二
つ
の
意
味
を
付
与
し
う
る
。
一
つ
に
は
、
西
欧
諸
国

の
日
本
進
出
が
ど
の
よ
う
な
名
目
の
下
に
な
さ
れ
よ
う
と
結
局
の
と
こ
ろ
国
家

と
し
て
対
時
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
二
つ
に
は
、
会
沢
ら
の
キ

リ
ス
ト
教
の
位
置
づ
け
が
い
か
に
偏
見
や
誤
謬
に
象
ち
て
い
よ
う
と
も
、
西
欧

諸
国
の
日
本
進
出
を
国
家
危
機
と
し
て
受
け
と
っ
た
一
点
に
お
い
て
会
沢
ら
の

認
識
は
正
当
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

西
洋
が
八
文
明
Ｖ
や
八
民
主
主
義
Ｖ
等
々
と
い
う
看
板
を
か
か
げ
、
そ
の
着

一
一
一
一



’

、
、
、
、
、
、

板
が
総
体
的
に
ゑ
て
当
時
の
日
本
よ
り
も
合
理
的
で
進
歩
的
で
あ
ろ
う
と
も

（
事
実
そ
う
だ
が
）
、
西
洋
と
日
本
と
い
う
国
家
関
係
の
上
か
ら
す
れ
ば
、
西

、
、
、

洋
の
「
個
体
性
」
を
日
本
に
顕
現
し
よ
う
と
す
る
西
洋
の
独
善
性
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
。
少
く
と
も
西
欧
諸
国
の
要
請
す
る
通
商
が
日
本
を
内
在

、
、

的
に
考
慮
し
た
上
で
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

た
と
え
通
商
に
よ
っ
て
日
本
に
莫
大
な
八
利
Ｖ
を
も
た
ら
し
、
社
会
の
八
文
明

化
Ｖ
を
促
進
さ
せ
う
る
と
い
う
客
観
的
判
断
が
存
在
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
内

在
的
に
と
ら
え
な
お
す
契
機
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
、
国
家
と
国
家
の
「
個
体

性
」
の
顕
現
と
い
う
関
係
に
お
い
て
は
や
は
り
問
題
的
な
の
で
あ
る
。
で
は
、

そ
の
国
家
と
国
家
と
の
「
個
体
性
」
の
顕
現
と
い
う
関
係
と
は
一
体
い
か
な
る

意
味
か
。
た
と
え
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
の
国
民
生
活
に
た
い
し
て
貿
易
が
も
つ
関
係

は
、
肉
体
の
生
活
に
た
い
す
る
空
気
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
ｌ
死
活
の
要
素

で
あ
り
、
必
要
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ぜ
い
た
く
な
も
の
で
は
な
い
ｉ
そ
れ
は
、

な
し
で
す
ま
そ
う
と
思
っ
て
も
す
ま
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
た
え
ず
拡
大
す

る
わ
れ
わ
れ
の
肺
の
要
求
す
る
ほ
ど
十
分
な
量
が
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ

（
吃
）

れ
を
戦
い
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
も
の
だ
」
と
幕
末
の
一
外
交
官
が
述
べ
る

と
き
、
そ
れ
は
西
洋
の
好
戦
性
を
例
証
し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
貿

、
、

易
だ
け
を
要
請
し
て
い
る
も
の
と
し
て
受
け
取
る
必
要
も
な
い
。
そ
れ
は
西
洋

が
四
洋
た
ろ
う
と
し
た
と
き
何
が
必
要
か
を
、
西
洋
の
側
か
ら
切
実
に
訴
え
て

い
る
も
の
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
相
手
国
の
事
情
は
一

切
考
慮
さ
れ
な
い
。
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
一
国
家
が
他
の
一
国

家
に
自
国
の
死
活
に
か
か
わ
る
「
個
体
性
」
を
強
要
す
る
と
き
、
他
国
の
事
情

を
考
慮
す
れ
ば
結
局
自
国
の
目
的
を
放
棄
す
る
以
外
に
道
は
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
自
身
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
い
っ
さ
い
の
貿

（
旧
）

易
と
条
約
に
よ
る
権
利
が
そ
こ
な
わ
れ
る
」
以
外
に
な
い
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
国
家
の
「
個
体
性
」
の
顕
現
と
い
う
と
き
の
重
要
な
る
要
素
と
し
て、

考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
近
代
国
家
の
関
係
に
お
い
て
は
つ
ね
に
全

、
、
、
、

的
関
係
性
と
し
て
顕
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
経
験
的
表
白
を
例
に
と
れ
ば
、
西
洋
の
目
的
が
「
条
約
を
実

施
し
、
実
効
あ
る
条
約
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
」
に
お
か
れ
る
に

し
て
も
、
「
残
念
な
が
ら
、
こ
の
点
が
肝
心
要
の
点
な
の
で
あ
る
の
に
、
こ
う

い
う
結
果
ほ
ど
、
契
約
を
結
ん
だ
相
手
の
意
図
か
ら
遠
い
も
の
は
な
か
っ
た
」

（
Ｍ
）

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
白
の
意

味
す
る
こ
と
は
こ
う
で
あ
る
。
あ
る
国
家
が
他
の
一
国
家
と
の
関
係
に
入
る
と

、
、

き
、
た
と
え
「
貿
易
」
だ
け
を
目
的
に
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
「
実
効
」
に
は

自
国
の
目
的
と
は
程
遠
い
と
こ
ろ
で
し
か
成
り
立
た
な
い
、
つ
ま
り
国
家
の

、
、
、
、

「
個
体
性
」
は
た
と
え
局
部
的
な
事
象
を
通
じ
て
で
さ
え
全
体
的
な
浸
透
で
な

い
か
ぎ
り
顕
現
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
国

家
と
国
家
の
関
係
は
全
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
西
洋
が
西
洋
た
り
う
る
た

め
に
は
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
日
本
を
西
洋
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な

け
れ
ば
西
洋
の
「
個
体
性
」
は
顕
現
さ
れ
え
な
い
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て

、
、
、

「
條
約
を
守
ら
せ
る
こ
と
、
居
留
民
の
生
命
を
保
護
さ
せ
る
こ
と
」
に
し
か
す

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

ぎ
な
か
っ
た
「
イ
ギ
リ
ス
を
先
頭
と
す
る
列
國
の
控
え
目
の
慎
重
な
對
日
政
策

に
挑
戦
し
て
、
困
難
な
國
際
紛
争
を
惹
起
し
た
責
は
、
主
と
し
て
わ
が
武
士
階

（
脂
）

級
の
懐
夷
運
動
が
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
論
断
は
、
国
家
と
国

家
の
全
的
関
係
性
を
全
く
喪
失
さ
せ
、
た
ん
に
西
洋
的
視
角
に
の
っ
と
っ
た
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
決
定
的
に
誤
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
会

一
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沢
が
「
通
市
の
害
」
と
い
う
観
念
で
「
列
国
の
控
え
目
の
慎
重
な
対
日
政
策
」

に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
必
然
性
は
、
ま
ず
こ
の
点
に
求
め
る
こ
と
が
で

（
妬
）

き
る
。
し
か
し
会
沢
自
身
が
こ
の
よ
う
な
国
家
間
の
関
係
性
を
認
識
し
て
い
た

の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
こ
で
、
何
故
撰
夷
か
と
い
う
問
題
へ
の
解
答
に
も

う
一
点
つ
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
は
端
的
に
い
え
ば
武
士
意
識
で
あ
る
。
既
述
し
た
引
用
文
に
あ
っ
た
よ

う
に
、
和
Ｉ
畏
れ
、
戦
Ｉ
畏
れ
ざ
る
、
と
い
う
和
戦
の
選
択
が
心
的
境
位
の
問

●

題
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
武
士
が
武
者
で
あ
る
べ
し
と
い
う
意
識

が
そ
の
根
底
に
在
る
が
故
で
あ
る
。
さ
ら
に
武
士
は
為
政
者
で
あ
る
が
故
に
、

国
風
を
守
護
す
る
主
体
で
あ
る
。
武
士
は
つ
ね
に
畏
れ
ざ
る
者
の
側
に
立
っ
て

い
る
べ
き
だ
、
と
い
う
意
識
を
『
新
論
』
に
見
い
出
す
こ
と
は
た
や
す
い
。
そ

れ
は
何
も
会
沢
ば
か
り
で
は
な
い
、
た
と
え
ば
藤
田
東
湖
が
「
蓋
し
国
体
の
尊

厳
は
、
必
ず
天
地
正
大
の
気
に
資
る
あ
り
。
天
地
正
大
の
気
は
、
ま
た
必
ず
仁

厚
義
勇
の
風
に
参
す
る
あ
り
。
然
ら
ば
す
な
は
ち
風
俗
の
淳
渦
は
、
国
体
の
汚

（
Ⅳ
）

隆
、
こ
こ
に
繁
る
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
「
仁
厚
義
勇
の
風
」
の
主
体
た
る
武

士
が
西
洋
流
の
理
念
Ｉ
そ
の
標
徴
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
対
時
し
た
と
き
、

一
体
い
か
な
る
対
応
が
あ
り
え
た
か
。
そ
こ
に
は
や
は
り
穰
夷
し
か
あ
り
え
な

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
武
士
意
識
の
発
露
と
し
て
懐
夷
は
ま
た
必

然
的
で
あ
っ
た
。

一
一
、

国
家
と
国
家
の
関
係
が
「
個
体
性
」
の
全
的
関
係
と
し
て
し
か
存
立
し
え

ず
、
そ
れ
故
に
「
ど
う
い
う
手
段
を
と
ろ
う
と
、
双
方
に
苦
情
（
そ
れ
も
双
方

と
も
、
ま
っ
た
く
根
拠
が
な
い
で
も
な
い
苦
情
）
の
起
こ
る
問
題
は
数
多
く
、

（
岨
）

そ
し
て
た
え
ま
な
い
も
の
と
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
関
係
性
な
の
で
あ
っ

て
そ
の
意
味
か
ら
し
て
会
沢
ら
の
全
的
危
機
と
い
う
認
識
か
ら
導
び
き
出
さ
れ

る
擬
夷
論
は
、
政
治
的
リ
ァ
リ
テ
ィ
を
も
ち
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り

で
、
次
の
よ
う
な
会
沢
の
論
述
は
決
し
て
偏
見
と
は
い
え
な
い
。

彼
は
戎
狄
に
し
て
自
か
ら
そ
の
道
を
道
と
す
。
常
情
よ
り
こ
れ
を
視
れ

ば
、
こ
れ
を
度
外
に
措
く
と
い
へ
ど
も
可
な
り
。
し
か
る
に
彼
は
今
、
大

い
に
非
望
を
暹
し
く
し
、
必
ず
夷
を
以
て
夏
を
変
じ
、
正
道
を
漸
減
し
、

神
明
を
汚
辱
し
、
天
を
欺
き
人
を
岡
ひ
、
人
の
民
を
傾
け
、
人
の
国
を
奪

ひ
て
後
に
巳
ま
ん
と
欲
す
。
誰
術
と
正
道
と
は
、
相
反
す
る
こ
と
氷
炭
の

ご
と
し
。
荘
荘
た
る
宇
宙
、
戎
狄
の
道
息
ま
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
神
聖
の

道
明
ら
か
な
ら
ず
、
神
聖
の
道
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ぱ
、
す
な
は
ち
戎
狄
の

道
息
ま
ず
。
彼
を
変
ぜ
ざ
れ
ぱ
、
す
な
は
ち
彼
に
変
ぜ
ら
る
。
勢
、
相
容

（
四
）

る
る
能
は
ず
。

文
意
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
あ
え
て
大
意
を
と
れ
ば
、
西
洋
に
は
西
洋
の
道
が
あ

り
、
そ
れ
が
そ
れ
自
身
と
し
て
存
在
す
る
限
り
何
ら
反
駁
す
る
必
要
は
な
い
、

し
か
し
そ
の
西
洋
の
道
を
（
西
洋
の
事
情
か
ら
一
方
的
に
）
我
が
国
に
強
要
し

て
き
た
と
き
我
が
国
は
断
固
と
し
て
そ
れ
を
排
撃
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
正
論
と
い
っ
て
よ
い
。
会
沢
は
そ
れ
を
、
夷
と
夏
、
誰
術

と
正
道
、
戎
狄
の
道
と
神
聖
の
道
と
い
う
絶
対
的
対
立
と
し
て
図
式
化
し
て
象

せ
た
。
そ
の
図
式
の
な
か
に
国
家
と
国
家
の
排
他
的
な
関
係
性
を
糸
る
こ
と
が

で
き
る
。
と
同
時
に
、
西
洋
と
日
本
を
絶
対
的
対
立
と
し
て
見
立
て
た
と
き
に

「
氷
炭
の
ご
と
き
」
相
容
れ
ざ
る
何
物
か
を
西
洋
と
の
対
立
の
な
か
で
設
定
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
穰
夷
論
が
拒
絶
と
い
う
基
盤
に
お
い
て
己

れ
の
依
拠
す
べ
き
も
の
の
理
論
と
し
て
成
立
す
る
素
地
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。

一
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擬
夷
論
が
拒
否
の
論
で
あ
り
、
拒
否
論
で
あ
る
が
故
に
西
洋
と
の
関
係
に
お
い

て
一
つ
の
主
体
論
へ
と
む
か
う
可
能
性
を
得
る
。
つ
ま
り
、
彼
を
否
定
し
て
ゆ

く
た
め
に
我
の
主
体
を
明
確
に
し
て
ゆ
く
と
い
う
関
係
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
否

定
が
一
つ
の
関
係
で
あ
る
よ
う
に
援
夷
論
も
一
つ
の
関
係
論
で
あ
る
。
そ
し

て
、
幕
末
に
あ
っ
て
は
懐
夷
論
が
打
払
い
令
↓
和
親
条
約
と
い
う
幕
府
の
よ
う

な
便
宜
主
義
で
は
な
い
、
よ
り
明
確
な
主
体
論
を
も
っ
た
関
係
論
で
あ
り
え
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
会
沢
が
次
の
よ
う
に
『
新
論
』
の
構
成
を
要
約
し
た
と

、
、
、
、
、
、
、

き
、
そ
れ
は
拒
否
と
い
う
関
係
を
前
提
に
し
な
い
か
ぎ
り
提
出
さ
れ
な
い
問
題

で
あ
っ
た
。

臣
こ
こ
を
以
て
慨
慨
悲
憤
し
、
目
か
ら
已
む
能
は
ず
、
敢
へ
て
国
家
の
よ

ろ
し
く
侍
む
く
き
と
こ
ろ
の
も
の
を
陳
ぶ
。
一
に
曰
く
国
体
、
以
て
神

聖
、
忠
孝
を
以
て
国
を
建
て
た
ま
へ
る
を
論
じ
て
、
遂
に
武
を
尚
び
民
命

を
重
ん
ず
る
の
説
に
及
ぶ
。
二
に
曰
く
形
勢
、
以
て
四
海
万
国
の
大
勢
を

論
ず
。
三
に
曰
く
虜
情
、
以
て
戎
狄
凱
観
す
る
の
情
実
を
論
ず
。
四
に
日

く
守
禦
、
以
て
国
を
富
ま
し
兵
を
強
く
す
る
の
要
務
を
論
ず
。
五
に
曰
く

（
釦
）

長
計
、
以
て
民
を
化
し
俗
を
成
す
の
遠
図
を
論
ず
。

こ
の
国
体
・
形
勢
・
虜
情
・
守
禦
・
長
計
と
い
う
五
論
は
、
西
洋
の
道
の
拒
否

か
ら
神
聖
の
道
の
明
確
化
と
い
う
意
識
か
ら
で
な
け
れ
ば
生
ま
れ
え
な
い
も
の

で
あ
る
。
こ
の
五
論
は
決
し
て
内
政
の
視
角
か
ら
は
発
現
し
え
ず
、
援
夷
と
い

う
外
と
の
関
係
の
な
か
で
は
じ
め
て
捉
え
ら
れ
る
論
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
擢
夷
論
は
内
か
ら
外
へ
で
は
な
く
、
外
か
ら
逆
に
内
を
照
射
す
る
と
い
う

仕
方
で
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
擬
夷
論
は
、
ど
の
よ
う
な
国
内
像
を
描
く
の

か
、
具
体
的
に
ゑ
て
ゆ
こ
う
。

会
沢
が
「
神
聖
の
道
」
と
い
う
と
き
、
広
義
に
は
日
本
の
風
土
性
と
い
っ
た

ほ
ど
の
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
軸
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る

の
は
「
忠
孝
」
で
あ
る
。
何
故
「
忠
孝
」
か
。
さ
ら
に
「
忠
孝
」
の
価
値
の
源

泉
は
幕
府
で
な
く
何
故
「
神
聖
」
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
こ
の

問
題
が
会
沢
の
国
体
論
の
要
で
あ
る
。

西
欧
諸
国
が
八
利
Ｖ
と
八
一
神
Ｖ
に
よ
る
「
戎
狄
の
道
」
で
も
っ
て
、
つ
ま

り
国
家
と
し
て
日
本
に
対
時
し
て
き
た
と
き
、
会
沢
が
ま
ず
逢
着
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
問
題
は
、
対
応
と
し
て
の
国
家
的
価
値
の
抽
出
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
し
て
会
沢
が
見
い
出
し
た
国
家
的
価
値
と
は
神
代
史
に
お
け
る

「
天
祖
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
神
話
世
界
に
お
け
る
「
天
祖
」
と
い
う
価
値
は
、

二
重
の
意
味
で
国
家
的
価
値
た
る
条
件
を
備
え
て
い
た
。
一
つ
に
は
、
外
に
対

し
て
「
万
世
一
系
」
と
い
う
独
自
な
形
態
の
源
泉
で
あ
っ
た
こ
と
、
二
つ
に
は

内
に
対
し
て
一
定
の
普
遍
性
を
も
ち
う
る
価
値
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
点
、
幕
府
に
国
家
的
規
模
で
の
象
徴
性
を
見
い
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
会
沢
が
「
忠
孝
」
の
価
値
の
源
泉
と
し
て
幕
府
に
で
は
な
く
「
神
聖
」
に

求
め
た
の
は
、
そ
う
い
う
歴
史
的
幅
に
お
い
て
必
然
的
で
あ
っ
た
。
で
は
何
故

「
忠
孝
」
か
。
会
沢
の
主
観
的
意
図
は
二
点
あ
っ
た
ろ
う
。
第
一
に
は
、
忠
孝

が
徳
川
封
建
制
社
会
に
お
い
て
君
臣
主
従
関
係
や
身
分
制
度
を
保
証
す
る
べ
く

措
定
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
上
下
関
係
を
整
序
す
る
観
念
と
し
て
抽
出
さ

（
皿
）

れ
た
。
「
忠
は
以
て
貴
を
貴
び
、
孝
は
以
て
親
を
親
し
む
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ

に
そ
の
意
図
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
は
、
会
沢
が
「
忠

孝
」
と
い
う
と
ぎ
つ
ね
に
一
体
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
。

忠
孝
を
そ
れ
ぞ
れ
別
概
念
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
忠
は
孝
を
、
孝
は
忠

を
含
む
と
い
う
「
忠
孝
」
の
一
体
視
は
、
易
姓
革
命
の
否
定
、
別
言
す
れ
ば

「
万
世
一
系
」
を
保
証
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
。
忠
と
孝
が
お
の
お
の
独

三
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で
は
次
に
会
沢
の
防
禦
策
を
ゑ
る
。
そ
の
と
き
ど
の
よ
う
な
具
体
相
が
表
出

さ
れ
る
か
。
防
禦
策
は
お
お
ま
か
に
い
え
ば
二
方
面
に
分
れ
る
。
一
は
、
内
政

改
革
、
二
は
軍
事
力
の
問
題
で
あ
る
。

立
し
た
観
念
と
し
て
成
立
す
る
土
壌
で
は
、
た
ぶ
ん
に
そ
の
相
克
に
と
も
な
っ

て
上
下
関
係
を
相
対
化
せ
し
め
る
契
機
を
も
ち
、
易
姓
革
命
に
連
関
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
忠
孝
を
一
体
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
危
機
は
解
消
し
う
る

の
で
あ
る
。
「
側
然
棟
然
と
し
て
、
乃
祖
・
乃
父
の
、
皇
祖
・
天
神
に
敬
事
せ

し
所
以
の
も
の
を
念
は
ぱ
、
豈
に
そ
の
祖
を
忘
れ
、
そ
の
君
に
背
く
に
忍
び
ん

や
。
こ
こ
に
お
い
て
か
孝
敬
の
心
、
父
は
以
て
子
に
伝
へ
、
子
は
以
て
孫
に
伝

へ
て
、
志
を
継
ぎ
事
を
述
べ
、
千
百
世
と
い
へ
ど
も
な
お
一
日
の
ご
と
し
。
孝

は
以
て
忠
を
君
に
移
し
、
忠
は
以
て
そ
の
先
志
を
奉
じ
、
忠
孝
は
一
に
出
で
、

（
”
）

教
訓
正
俗
、
言
は
ず
し
て
化
す
」
と
会
沢
が
述
べ
た
と
き
、
忠
孝
は
血
脈
を
通

じ
て
一
層
一
体
化
し
、
永
続
的
な
観
念
と
し
て
見
立
て
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
会
沢
が
展
開
し
て
承
せ
た
「
天
祖
」
観
と
い
い
、
「
忠
孝
」
と
い
い

会
沢
の
主
観
的
意
図
と
は
異
な
る
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
「
天
祖
」

の
国
家
的
価
値
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
少
く
と
も
国
家
的
理
念
の
う
ち
で
幕

府
の
存
在
を
相
対
化
せ
し
め
る
結
果
と
な
る
し
、
「
忠
孝
」
に
し
て
も
そ
れ
を

西
洋
に
対
す
る
民
族
的
理
念
と
し
て
抽
出
し
た
が
故
に
一
種
の
情
誼
的
結
合
の

観
念
と
し
て
普
遍
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
「
忠
孝
」
は
志
士
の
自

己
格
律
と
い
う
意
味
を
担
い
、
ま
さ
に
会
沢
の
意
図
と
逆
転
し
て
し
ま
う
の
で

（
”
）

あ
る
。

三
、

ま
ず
内
政
改
革
に
つ
い
て
会
沢
は
、
士
風
の
復
興
・
箸
侈
の
禁
・
万
民
安
堵

・
賢
才
の
登
用
と
い
う
項
目
を
掲
げ
て
い
る
が
、
懐
夷
論
を
テ
コ
と
し
て
克
服

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
た
と
え
ば
箸
侈
の
禁
止
は
、
「
す
な
は
ち
ま
さ
に
人
を

し
て
虚
飾
を
去
り
て
至
誠
を
尚
ぱ
し
む
く
し
。
人
に
虚
飾
を
去
ら
し
め
ん
と
欲

せ
ぱ
、
す
な
は
ち
ま
さ
に
人
を
し
て
相
憂
伽
す
る
こ
と
、
舟
を
同
じ
く
し
て
風

に
遇
ふ
が
ご
と
く
な
ら
し
む
く
し
。
人
に
相
仙
へ
し
め
ん
と
欲
せ
ぱ
、
す
な
は

ち
ま
さ
に
示
す
に
天
下
の
大
患
を
以
て
し
、
励
す
に
胆
を
嘗
め
薪
に
坐
す
る
の

（
鯉
）

誠
を
以
て
す
べ
し
」
と
い
う
協
同
性
を
強
調
す
る
か
た
ち
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
現
実
に
施
行
し
よ
う
と
す
る
防
禦
策
に
な
れ
ば
な
る
程
事
態
は
明
瞭
と
な

る
。
た
と
え
ば
屯
兵
の
設
尚
、
斥
候
の
統
一
な
ど
そ
れ
を
具
体
化
す
る
た
め
に

は
統
治
機
構
の
統
一
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
く
と
も
封
建
割
拠
制
に
の
っ

と
っ
た
か
た
ち
で
そ
の
実
行
は
不
可
能
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
命
令
系
統
の
単

一
化
す
な
わ
ち
統
治
機
構
の
中
央
集
権
化
が
そ
こ
で
は
期
待
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
封
建
制
の
擁
護
者
会
沢
に
と
っ
て
そ
れ
は
矛
盾
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
主
観
と
現
実
と
の
矛
盾
を
内
政
面
で
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る

の
が
武
士
土
着
論
で
あ
る
。
会
沢
の
武
士
土
着
論
は
西
洋
の
侵
攻
に
対
す
る
兵

の
分
散
化
と
し
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
「
東
照
宮
の
興

（
溺
）

る
や
、
そ
の
務
も
ま
た
本
を
強
く
し
て
、
末
を
弱
く
す
る
に
在
り
」
と
い
う
幕

府
「
祖
法
」
の
批
判
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
し
、
「
前
賢
、
往
往
兵
の
よ
ろ
し

く
土
着
す
べ
き
を
論
ぜ
り
。
そ
の
見
、
卓
な
り
と
い
へ
ど
も
、
郡
県
の
制
を
以

て
、
封
建
の
勢
を
論
ず
れ
ば
、
未
だ
施
行
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
」
と
い
う

前
賢
の
批
判
の
な
か
に
会
沢
の
土
着
論
の
矛
盾
も
看
取
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

だ
か
ら
会
沢
は
「
臣
、
別
に
見
る
と
こ
ろ
あ
れ
ど
も
、
今
は
未
だ
具
に
は
論
ぜ

（
妬
）

ず
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

五



次
に
軍
事
力
の
問
題
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
西
欧
諸
国
を
排
撃
す
る
た
め
に
も

っ
と
も
緊
要
な
る
課
題
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
点
で
の
西
洋
と
の
格

差
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
た
と
え
ば
「
巨
艦
」
で
あ
る
。
こ
の
西
洋
の
「
巨

、
、
、
、
、
、
、

艦
」
に
ど
う
対
抗
す
る
の
か
。
会
沢
の
結
論
は
、
彼
の
ご
と
く
せ
よ
で
あ
る
。

（
”
）

「
今
、
よ
ろ
し
く
邦
国
に
賦
し
て
、
巨
艦
を
興
造
せ
し
む
く
し
」
、
こ
の
提
言

も
ま
た
幕
府
「
祖
法
」
に
反
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
も
し
そ
の
製
作
、

製
造
を
な
そ
う
と
す
る
と
き
ど
う
な
る
の
か
。
「
（
前
略
）
す
な
は
ち
船
制
の
ご

と
き
も
、
ま
た
善
く
彼
に
取
り
て
以
て
己
の
用
と
な
さ
ぱ
、
製
造
の
精
な
る
、

（
羽
）

何
ぞ
独
り
他
人
の
後
に
在
ら
ん
や
」
、
こ
の
よ
う
に
「
彼
の
ご
と
く
せ
よ
」
が

結
局
の
と
こ
ろ
「
彼
に
取
り
て
己
の
用
と
な
す
」
と
い
う
現
実
を
導
び
き
出
す

わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
は
「
巨
艦
」
ば
か
り
で
は
な
い
。
大
砲
、
銃

ま
た
し
か
り
で
あ
る
。
｜
‐
そ
の
制
作
と
架
法
ｄ
放
法
と
の
ご
と
き
は
、
よ
ろ
し

く
易
簡
便
擁
な
る
べ
く
し
て
、
よ
ろ
し
く
繁
巧
遅
重
な
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
奥

秘
妙
訣
の
、
煩
難
に
し
て
暁
り
易
か
ら
ざ
る
も
の
の
ご
と
き
は
、
侍
む
に
足
ら

（
”
）

ず
」
、
で
は
ど
う
す
る
か
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
彼
に
取
り
て
己
の
用
と
な
す
」

と
い
う
か
た
ち
で
し
か
仕
末
し
え
な
い
。
こ
こ
に
軍
事
技
術
と
い
う
側
面
に
お

い
て
は
、
ど
う
し
て
も
西
洋
と
の
関
係
で
し
か
解
決
の
つ
か
な
い
結
果
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
会
沢
に
と
っ
て
明
ら
か
に
自

己
矛
盾
で
あ
る
。
会
沢
の
援
夷
論
が
あ
く
ま
で
「
西
荒
の
蛮
夷
」
と
い
う
西
洋

観
か
ら
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
こ
う
で
あ
る
。
撰
夷
論
が
、
軍
事
技
術
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
撰

夷
論
た
り
う
る
た
め
に
は
、
逆
に
西
洋
と
の
関
係
に
入
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
。
〈
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
敷
術
す
れ
ば
、
も
は

や
佐
久
間
象
山
の
い
う
「
東
洋
道
徳
、
西
洋
芸
術
」
（
『
省
響
録
』
）
へ
の
途
は

む
す
び

以
上
、
会
沢
正
志
斎
の
『
新
論
」
を
通
じ
て
、
懐
夷
論
の
基
本
的
論
理
を
ゑ

た
が
、
幕
末
の
穰
夷
論
へ
の
視
角
設
定
の
上
で
留
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
次

の
二
点
に
要
約
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
点
は
、
凄
夷
論
と
し
て
成

、
、
、
、
、
、
、

り
立
つ
た
め
に
は
、
西
洋
と
の
拒
否
と
い
う
関
係
の
上
で
、
己
れ
の
拠
っ
て
立

つ
基
盤
に
つ
ね
に
目
が
む
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
言
す
れ

ば
、
西
洋
の
文
物
制
度
が
日
本
の
そ
れ
と
比
較
し
て
ゑ
て
、
よ
り
進
ん
だ
合
理

性
に
富
ん
で
い
た
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
拒
否
し
な
が
ら
主
体
的
に
と
ら
え
な

ふ
え
て
い
る
と
い
え
る
。
い
い
方
を
か
え
れ
ば
、
「
東
洋
道
徳
、
西
洋
芸
術
」

と
は
、
た
ん
な
る
折
衷
主
義
の
結
果
と
す
る
の
で
は
な
く
、
壌
夷
論
を
基
底
と

し
て
は
じ
め
て
捉
え
ら
れ
る
思
考
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に

懐
夷
論
は
倒
立
し
た
も
の
と
な
る
。
し
か
し
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の

倒
立
は
あ
く
ま
で
主
体
性
へ
の
希
求
と
い
う
契
機
な
く
し
て
は
起
こ
り
え
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
撰
夷
論
の
軸
は
、
主
体
性
へ

の
希
求
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
会
沢
の
防
禦
策
は
、
そ
れ
ら
を
現
実
に
施
行
し
よ
う
と
す
る
と

き
、
穰
夷
と
い
う
目
的
貫
徹
の
た
め
に
、
一
方
で
は
協
同
的
な
る
機
構
Ⅱ
国
家

を
創
出
す
る
途
と
な
り
、
他
方
で
は
軍
事
力
の
圧
倒
的
格
差
に
と
も
な
い
西
洋

と
の
関
係
の
素
地
を
つ
く
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
結
果
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
、
会
沢
が
「
臣
、
故
に
守
禦
の
策
を
論
ず
る
に
、
必
ず
士
風
を
興
す
を

（
”
）

首
と
す
。
そ
の
義
を
以
て
し
て
天
下
を
率
ゐ
ん
と
欲
せ
ぱ
な
り
」
と
い
う
精
神

論
で
し
か
己
れ
の
矛
盾
を
解
消
し
え
な
か
っ
た
と
き
、
懐
夷
論
は
会
沢
の
個
人

的
意
図
を
超
え
て
独
り
歩
き
を
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

一
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お
す
過
程
が
な
い
か
ぎ
り
そ
れ
ら
は
無
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
思
考
作
業
が
ど

の
程
度
ま
で
な
さ
れ
た
の
か
。
擬
夷
論
が
幕
末
を
通
じ
て
担
っ
て
い
た
課
題
が

そ
れ
で
あ
る
。
会
沢
が
日
本
の
民
族
的
理
念
と
し
て
八
忠
孝
Ｖ
を
抽
出
し
た
こ

と
の
客
観
的
意
義
は
、
一
定
の
普
遍
性
を
も
っ
た
理
念
を
西
洋
の
道
と
の
絶
対

的
対
立
物
と
し
て
設
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
会
沢
以
後
の
幕
末
の
撰
夷
論
が
果

し
て
八
忠
孝
Ｖ
か
ら
西
洋
の
道
と
の
関
係
の
上
で
ど
の
よ
う
に
変
容
さ
せ
て
い

っ
た
の
か
、
そ
れ
が
次
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
右
の
よ
う
な
幕
末
擢
夷
論
の

課
題
が
明
白
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
会
沢
の
軍
事
技
術
面
に
お
け
る
洋

学
必
要
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
拒
否
す
る
た
め
の
摂
取
、
別
言
す
れ
ば
、
穰
夷
の

た
め
の
開
国
と
い
う
地
平
を
切
り
拓
く
も
の
と
し
て
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

幕
末
穰
夷
論
へ
の
視
角
と
し
て
留
意
す
べ
き
第
二
点
は
、
撰
夷
論
の
基
底
と

も
い
う
べ
き
武
士
意
識
、
さ
ら
に
そ
の
思
想
化
の
契
機
と
し
て
の
儒
教
の
存
在

で
あ
る
。
会
沢
の
懐
夷
論
の
基
底
と
し
て
つ
ね
に
流
れ
て
い
る
武
と
儒
の
意
識

は
、
幕
末
の
撰
夷
論
を
考
え
る
際
に
も
や
は
り
重
要
な
要
素
と
な
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
は
会
沢
の
撰
夷
論
の
。
〈
ツ
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
八
忠
孝
Ｖ
と
て
も
武
と

儒
の
意
識
を
ぬ
き
に
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

十
分
に
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
穰
夷
論
を
考
え
る
際
無
視
し

え
な
い
要
素
と
し
て
存
在
す
る
。

さ
て
最
後
に
、
は
じ
め
の
本
多
利
明
の
西
洋
観
で
は
な
く
何
故
嬢
夷
論
か
、

と
い
う
問
い
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
幕
末
で
の
西
洋
と
の
関
係
が
国
家
と
国

家
の
関
係
、
つ
ま
り
全
的
関
係
と
し
て
あ
る
と
き
、
利
明
の
『
西
域
物
語
』
や

『
交
易
論
』
に
お
け
る
西
洋
と
の
関
係
論
が
経
済
と
い
う
部
分
で
し
か
な
い
こ

と
は
や
は
り
致
命
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
利
明
の
西
洋
観
は
経
済
と
い
う
部
分

を
通
じ
て
西
洋
を
理
想
化
す
る
こ
と
に
そ
の
特
徴
を
も
つ
が
、
そ
こ
か
ら
西
洋

を
模
倣
す
る
こ
と
が
至
上
目
的
と
さ
れ
、
主
体
性
を
把
捉
す
る
契
機
を
も
ち
得

な
い
こ
と
と
な
る
。
「
此
国
々
（
注
Ⅱ
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
諸
国
）
は
悉
皆
外
国
交
易

を
以
、
他
国
の
国
力
を
抜
取
て
、
自
国
へ
取
込
故
に
、
大
富
大
剛
の
国
々
な

（
皿
）

り
」
と
利
明
が
い
う
と
き
、
日
本
も
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
諸
国
と
同
じ
よ
う
に
交
易
す

れ
ば
「
大
富
大
剛
の
国
」
に
な
れ
る
、
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
諸
国
と
同
じ
よ
う
に
な
る
に
は
ま
さ
に
ど
れ
ほ
ど

の
変
革
が
必
要
で
あ
る
か
、
こ
の
利
明
の
短
絡
さ
は
驚
ろ
く
ほ
ど
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
利
明
の
い
う
よ
う
に
経
済
一
元
論
で
も
っ
て
関
係
性
を
考
え
よ
う
と

す
る
と
き
、
何
ら
実
効
性
を
も
ち
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
、
撰

夷
論
が
西
洋
と
の
関
係
を
政
治
的
関
係
と
見
立
て
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
か

ぎ
り
、
利
明
的
西
洋
観
よ
り
普
遍
性
を
も
ち
え
た
の
で
あ
る
。
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２
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句
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。
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ら
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あ
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。
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わ
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収
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五
一
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）
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い
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ｌ
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ル
の
文
脈
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ら
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ま

た
、
右
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よ
う
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ー
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ル
の
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の
概
念
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上
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収
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、
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昭
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十
一
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）
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前
の
尊
援
思
想
へ
の
反
発
が
十
分
に
認
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ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
解

釈
は
大
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い
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現
在
ま
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変
っ
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い
な
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の
で
あ
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、
そ
う
い
う

点
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と
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上
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た
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う
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多
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る
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収
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明
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収
）
一
六
八
頁
。

八


