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清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
こ
省
制
論

石
一

川

忠

雄

　
　
　
一
　
序
　
　
言
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清
朝
末
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の
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邦
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三
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亥
革
命
時
期
に
お
け
る
聯
邦
論

　
　
四
　
民
國
成
立
當
初
の
省
制
論

　
　
　
五
　
天
壇
憲
法
草
案
の
起
草
と
國
民
蕪
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
國
が
憲
法
を
制
定
す
る
に
あ
た
つ
て
、
聯
邦
主
義
と
箪
一
國
主
義
の
い
す
れ
を
と
る
か
、
ま
た
地
方
制
度
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
は
、

多
く
の
場
合
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
激
し
い
論
雫
を
ぴ
き
器
こ
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
國
の
場
合
に
も
例
外
で
は
な
か
つ

た
。
そ
こ
で
ま
す
中
國
に
お
け
る
こ
の
間
題
の
襲
展
の
あ
と
を
た
ど
つ
て
み
よ
う
。

　
い
わ
ゆ
る
西
臥
的
意
味
の
聯
邦
論
な
い
し
地
方
分
罐
論
が
中
國
に
語
い
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な

く
、
近
代
的
立
憲
運
動
の
嚢
生
と
ぼ
ぼ
時
を
同
じ
く
す
る
と
い
つ
て
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
國
に
お
け
る
立
憲
運
動
は
、
阿
片
戦
箏
後
、
西
激

　
　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



　
　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
禰
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
Q

資
本
主
義
の
侵
入
に
よ
つ
て
中
國
の
近
代
的
覧
醒
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
端
を
獲
し
、
日
露
戦
孚
を
機
會
に
清
廷
を
中
心
と
す
る
憲
政
準
備
が
實
施

さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
漸
く
本
格
的
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
地
方
自
治
へ
の
關
心
も
、
聯
邦
論
も
、
い
す
れ
も
こ
の
時
代
に
そ
の
繭
芽
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
憲
政
準
備
の
中
心
勢
力
が
中
央
集
椹
的
專
制
王
朝
た
る
清
廷
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
推
察

で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
は
十
分
な
穫
展
を
み
る
に
至
ら
な
か
つ
た
。

　
一
九
二
年
十
月
、
辛
亥
革
命
が
起
り
中
華
民
國
が
成
立
す
る
に
及
ん
で
、
再
び
聯
邦
論
が
と
な
え
ら
れ
た
が
、
當
時
は
そ
れ
に
も
ま
し
て
省

制
間
題
お
よ
び
憲
法
に
よ
つ
て
省
に
高
度
の
自
治
性
を
保
謹
し
よ
う
と
す
る
見
方
が
、
廣
く
論
議
の
封
象
と
な
つ
喪
。
こ
れ
は
主
と
し
て
一
部
の

國
民
蕪
員
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
喪
。
彼
等
は
、
既
存
の
封
建
的
肚
會
髄
制
の
う
え
に
專
制
的
統
一
を
實
現
し
よ
う
と
す
る
震
世
凱
を
そ
れ
に
よ
つ

て
控
制
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
一
九
コ
ニ
年
民
國
最
初
の
正
式
國
會
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
天
壇
憲
法
草
案
が
起
草
さ
れ
た

際
、
起
草
委
員
會
の
討
議
の
封
象
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
年
の
十
↓
月
、
震
世
凱
が
國
民
黛
を
解
散
し
、
同
黛
議
員
の
議
員

資
格
を
剥
奪
し
て
國
會
を
沿
滅
さ
せ
、
新
約
法
に
も
と
づ
く
猫
裁
的
政
治
膿
制
を
確
立
し
て
以
來
、
國
民
黛
系
の
團
盟
結
肚
は
す
べ
て
彊
烈
な
弾

墜
を
蒙
つ
た
た
め
、
聯
邦
論
な
い
し
地
方
分
椹
論
は
一
時
ま
つ
た
く
そ
の
姿
を
沿
し
た
か
に
み
え
た
が
、
一
九
一
五
年
に
至
つ
て
、
第
二
革
命
後

日
本
に
亡
命
し
て
い
た
章
士
釧
は
、
甲
寅
雑
誌
上
に
「
學
理
上
之
聯
邦
論
」
な
る
一
丈
を
襲
表
し
、
敢
然
と
し
て
聯
邦
論
を
提
唱
し
た
。
彼
の
聯

邦
論
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
政
略
的
あ
る
い
は
漸
片
的
な
主
張
で
は
な
く
、
科
學
的
な
立
場
か
ら
髄
系
的
に
聯
邦
制
度
の
探
用
を
論
じ
た
も
の
で

あ
つ
て
、
こ
の
當
時
の
聯
邦
論
と
し
て
は
劃
期
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
こ
の
論
文
の
獲
表
を
機
會
に
張
東
藻
・
藩
力
山
・
張

君
勘
・
梁
啓
超
等
著
名
な
論
客
が
そ
の
見
解
を
公
表
し
、
活
濃
な
論
箏
を
展
開
す
る
に
至
つ
た
。
聯
邦
制
度
に
封
す
る
一
般
の
關
心
が
こ
れ
に
よ

つ
て
伽
か
め
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
一
九
一
六
年
六
月
、
衰
世
凱
は
帝
制
運
動
に
失
敗
し
て
病
死
し
、
さ
き
に
解
散
さ
れ
た
奮
國
會
が
再
開
さ
れ
た
。
國
會
は
た
だ
ち
に
天
壇
憲
法

草
案
を
基
礎
と
し
て
憲
法
制
定
事
業
に
着
手
し
た
が
、
こ
こ
に
至
つ
て
薔
國
會
當
時
の
地
方
分
槽
論
が
復
活
し
、
國
民
黛
系
議
員
の
多
く
は
、
地



方
制
度
に
關
す
る
一
章
を
憲
法
に
挿
入
し
省
長
を
民
選
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
治
制
度
の
確
立
を
期
そ
う
と
し
た
。
彼
等
は
、
こ
れ
に
よ
つ

て
蓑
世
凱
の
後
糧
者
た
る
段
旗
瑞
の
軍
閥
的
統
一
を
抑
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
頃
す
で
に
民
黛
系
議
員
の

背
後
に
は
、
北
洋
軍
閥
の
支
配
か
ら
そ
の
勢
力
地
盤
を
ま
も
ろ
う
と
す
る
西
南
軍
閥
の
動
き
が
あ
つ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
い
す
れ
に
せ
よ
地
方

制
度
問
題
は
制
憲
論
議
の
中
心
と
な
つ
た
が
、
封
猫
宣
戦
問
題
を
原
因
に
國
會
が
不
法
に
解
散
さ
れ
た
た
め
、
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
し
ま
つ

た
。

　
か
く
て
孫
文
は
、
西
南
軍
閥
の
支
持
の
も
と
に
、
北
洋
派
に
封
す
る
護
法
運
動
を
展
開
し
、
南
北
封
立
の
時
代
が
開
始
さ
れ
た
。
南
北
爾
派
は

そ
れ
ぞ
れ
國
會
を
開
い
て
憲
法
制
定
に
從
事
し
た
が
、
北
方
新
國
會
に
お
け
る
憲
法
草
案
で
は
地
方
制
度
の
規
定
は
す
べ
て
創
除
さ
れ
、
南
方
護

法
國
會
で
は
地
方
制
度
案
に
つ
い
て
激
し
い
論
孚
が
繰
返
さ
れ
た
結
果
、
未
決
定
の
う
ち
に
國
會
そ
の
も
の
が
沿
滅
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
一

方
、
軍
閥
相
互
の
封
立
抗
孚
は
、
輩
に
南
北
軍
閥
の
間
ば
か
り
で
は
な
く
、
南
北
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
お
い
て
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
軍
閥

飢
戦
時
代
が
招
來
さ
れ
た
。
軍
閥
の
政
槽
孚
奪
・
政
治
干
渉
・
苛
敷
謙
求
は
、
中
央
よ
り
す
る
中
國
統
一
へ
の
希
望
を
失
わ
さ
せ
た
ば
か
り
で
な

く
、
軍
閥
に
封
す
る
反
感
を
塘
大
さ
せ
、
「
塵
督
裁
兵
論
」
は
廣
く
國
民
の
輿
論
と
な
つ
た
。
か
く
て
彼
等
は
、
一
省
の
統
一
と
自
治
と
に
全
國

的
統
一
へ
の
可
能
性
を
見
出
し
、
各
省
が
自
ら
省
憲
法
を
制
定
し
て
省
自
治
を
行
い
、
つ
い
で
自
治
各
省
よ
り
代
表
を
派
遣
し
て
聯
省
議
會
を
組

織
し
、
聯
省
憲
法
を
制
定
し
て
統
一
あ
る
聯
邦
國
家
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
所
謂
る
聯
省
自
治
論
の
震
生
を
み
た
。
こ
の
主
張
は
、
第
一
次
世
界

大
戦
後
彊
く
國
民
の
間
に
も
り
あ
が
つ
て
き
た
民
族
主
義
的
傾
向
に
裏
づ
け
ら
れ
て
、
一
般
の
賛
同
す
る
と
こ
ろ
と
な
つ
た
。
學
界
で
は
、
陳
茄

玄
・
高
一
渦
・
李
剣
農
・
張
君
勘
・
胡
適
之
・
唐
徳
昌
・
楊
瑞
六
等
の
、
ま
た
政
界
で
は
趙
恒
暢
・
盧
永
祥
・
陳
燗
明
・
唐
糧
尭
・
熊
希
齢
等
實

力
派
の
支
持
を
え
て
、
こ
の
運
動
は
と
く
に
中
南
支
一
帯
に
普
及
し
た
。
し
か
し
西
南
實
力
派
の
支
持
は
、
督
軍
に
封
す
る
輿
論
の
反
封
を
緩
和

し
、
北
京
政
府
か
ら
そ
の
地
盤
を
ま
も
ろ
う
と
す
る
た
め
の
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
こ
の
限
り
に
お
い

て
、
聯
省
自
治
運
動
は
成
功
の
客
観
的
條
件
を
歓
い
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
國
の
内
蹴
不
統
一
は
封
建
的
割
接
的
軍
閥
の
存
在
に
よ
る
も
の

　
　
　
溝
末
及
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民
國
初
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け
る
聯
邦
論
と
省
剃
論
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涛
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二

で
あ
り
、
か
か
る
軍
閥
の
支
持
の
も
と
に
展
開
さ
れ
る
聯
省
自
治
蓮
動
に
眞
の
統
一
と
自
治
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の

運
動
の
襲
展
に
ょ
つ
て
、
一
九
二
六
年
頃
ま
で
の
制
憲
論
議
は
ほ
ぼ
聯
邦
論
も
し
く
は
聯
省
自
治
論
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
、
民
國
憲
政
史
上
聯
邦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

論
は
ま
さ
に
黄
金
時
代
を
現
出
す
る
に
至
つ
た
。
そ
し
て
そ
の
具
髄
的
成
果
と
し
て
、
一
九
ニ
ニ
年
に
甲
乙
二
種
の
上
海
國
是
會
議
草
案
が
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

九
二
三
年
に
民
國
最
初
の
正
式
憲
法
で
聯
邦
的
性
格
の
つ
よ
い
と
い
わ
れ
る
中
華
民
國
憲
法
（
曹
鋸
憲
法
）
が
、
ま
た
一
九
二
五
年
に
は
段
棋
瑞

臨
時
執
政
府
の
も
と
に
い
わ
ゆ
る
段
旗
瑞
草
案
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。

　
國
民
政
府
時
代
に
は
い
る
と
、
地
方
分
椹
主
義
へ
の
傾
向
は
か
な
り
弱
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
代
の
中
心
的
政
治
勢
力
で
あ
る
中

國
國
民
黛
が
、
中
國
の
猫
立
と
近
代
化
は
帝
國
主
義
と
國
内
の
封
建
的
諸
要
素
の
排
除
に
よ
つ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
全

民
衆
の
集
中
的
一
元
的
組
織
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
を
も
つ
て
い
た
こ
と
、
並
に
國
民
政
府
時
代
が
概
ね
國
民
黛
獅
裁
の
も
と
に
潜
か
れ
た
軍

政
時
期
と
訓
政
時
期
で
あ
つ
た
こ
と
、
な
ど
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
國
民
政
府
時
代
に
地
方
分
樺
主
義
へ
の
闘
心
が
存
在
し

な
か
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
國
民
黛
の
建
國
程
序
を
し
め
す
國
民
政
府
建
國
大
綱
の
序
丈
に
は
、
「
先
す
縣
を
も
つ
て
自
治
の
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

位
と
し
、
一
縣
の
内
に
お
い
て
除
奮
布
新
に
努
力
し
、
も
つ
て
深
く
人
民
権
力
の
基
本
を
植
え
、
そ
の
後
に
之
を
援
充
し
て
省
に
及
ぼ
す
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

り
、
さ
ら
に
本
文
に
は
、
訓
政
時
期
に
は
縣
自
治
の
訓
練
を
行
い
、
一
省
全
縣
が
自
治
を
完
成
し
た
憲
政
開
始
時
期
に
は
國
民
代
表
會
が
省
長
を

選
學
し
、
中
央
と
省
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
中
央
集
穰
と
地
方
分
椹
の
い
す
れ
に
も
属
さ
な
い
均
樺
主
義
を
と
り
、
全
國
共
通
の
性
質
を
有
す
る

事
項
は
中
央
に
、
地
方
的
な
性
質
を
有
す
る
事
項
は
地
方
の
槽
限
に
齢
属
さ
せ
、
省
長
は
中
央
政
府
の
指
揮
を
う
け
て
國
家
行
政
を
執
行
す
る
と

と
も
に
省
自
治
の
監
督
塞
砦
、
と
詫
て
碧
（
購
蒲
獣
裁
攣
。
読
鰭
歪
蓼
て
、
い
い
か
え
猿
憲
政
翠
時
蟹
後

に
お
い
て
、
省
に
あ
る
程
度
の
自
治
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
面
、
あ
い
ま
い
な
鮎
も
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、

實
際
に
こ
れ
を
基
本
法
と
し
て
成
文
化
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
歴
史
情
勢
の
要
請
に
鷹
じ
て
、
あ
る
い
は
中
央
集
椹
的
性
格
が
、
あ

る
い
は
地
方
分
樺
的
性
格
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
一
九
三
一
年
國
民
會
議
制
定
の
訓
政
時
期
約
法
》
一
九
三
三
年
に
は
じ
ま
る
國
民
政



府
の
憲
法
制
定
事
業
の
動
向
並
に
そ
の
確
定
草
案
た
る
五
五
草
案
な
ど
は
前
者
の
例
で
あ
り
、
一
九
三
〇
年
太
原
擾
大
會
議
議
定
の
中
華
民
國
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毒
）

法
草
案
、
一
九
四
六
年
制
憲
國
民
大
會
制
定
の
中
華
民
國
憲
法
は
後
者
の
例
で
あ
る
。
と
く
に
中
華
民
國
約
法
草
案
は
、
聯
邦
主
義
の
た
て
ま
え

を
探
つ
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
じ
を
す
ら
い
だ
か
さ
れ
る
ぼ
ど
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
明
か
な
よ
う
に
、
中
國
に
お
け
る
聯
邦
論
な
い
し
地
方
分
椹
論
は
、
憲
政
更
上
か
な
り
有
力
な
地
位
を
し
め
て
い
る
。
ご
れ
は
決
し
て

偶
然
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
理
由
を
次
の
事
實
に
求
め
る
ご
と
が
で
き
よ
う
。

　
清
朝
は
中
央
集
椹
的
專
制
國
家
の
形
態
を
と
つ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
近
世
初
頭
の
專
制
國
家
の
よ
う
に
封
建
肚
會
の
解
膿

過
程
に
生
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
高
度
の
自
治
性
を
も
つ
多
元
的
分
裂
的
封
建
肚
會
ー
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
は
封
鎖
的
農
村
肚
會
で
あ
る
が

ー
ー
を
基
礎
と
し
て
域
り
立
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
大
清
皇
帝
は
形
式
的
に
は
絶
封
專
制
樺
力
を
有
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

政
の
椹
は
一
に
総
督
・
巡
撫
及
び
そ
の
他
の
地
方
官
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
地
方
官
は
概
ね
三
年
毎
の
任
地
交
替
と
生
地
同
避
の
原
則
に
よ
つ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

實
際
に
は
主
と
し
て
徴
税
と
治
安
の
維
持
と
に
任
す
る
に
す
ぎ
す
、
大
部
分
の
政
務
は
各
地
方
團
髄
の
自
治
に
ま
か
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
つ

て
そ
れ
は
、
矛
盾
し
た
表
現
で
は
あ
る
が
、
地
方
自
治
を
基
礎
と
す
る
地
方
分
椹
的
政
治
の
う
え
に
た
て
ら
れ
た
中
央
集
樺
的
專
制
政
治
と
も
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
加
う
る
に
中
國
は
、
地
理
的
構
造
の
當
然
の
結
果
と
し
て
、
地
方
に
よ
つ
て
言
語
・
風
俗
・
習
慣
を
異
に
し
、
交
通
機
關
も

極
め
て
原
始
的
な
朕
態
に
あ
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
地
域
的
孤
立
性
が
つ
よ
い
。
こ
れ
が
さ
き
の
地
方
分
模
主
義
的
傾
向
を
さ
ら
に
助
長
し
て

い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
清
朝
末
期
以
後
に
お
け
る
外
國
資
本
主
義
の
侵
入
も
、
そ
れ
に
と
も
な
う
民
族
贅
本
主
義
の
勃
興
も
、
こ
の
性
質
を
根

本
的
に
攣
革
す
る
に
は
至
ら
な
か
つ
た
。

　
と
れ
ら
の
事
實
は
す
べ
て
ー
自
然
條
件
は
別
と
し
て
ー
i
中
國
肚
會
の
後
進
性
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
地
方
自
治
の
如
き
も
近

代
肚
會
の
そ
れ
と
同
一
覗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
見
方
に
よ
つ
て
は
、
近
代
的
聯
邦
主
義
な
い
し

地
方
分
椹
思
想
の
獲
展
に
有
力
な
基
盤
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
中
國
の
識
者
が
、
西
欧
政
治
思
想
の
到
來
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
諸
事
實

　
　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヨ
ニ



　
　
　
溝
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
麟
鄭
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

に
着
、
眼
し
、
中
國
の
寳
構
に
愛
當
す
る
も
の
と
し
て
近
代
的
聯
邦
制
度
あ
る
い
は
地
方
分
椹
主
義
の
探
用
を
主
張
し
た
の
は
、
十
分
理
解
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。
内
藤
湖
南
博
士
が
、
中
國
の
將
來
に
つ
い
て
、
條
件
附
で
は
あ
る
が
一
種
の
聯
邦
制
度
の
採
用
を
唱
え
ら
れ
た
の
も
、
つ
ま
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

こ
ろ
こ
こ
に
そ
の
根
本
的
理
由
が
あ
る
と
い
つ
て
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
る
に
、
中
國
に
お
い
て
、
聯
邦
制
度
な
い
し
分
樺
主
義
に
も
と
づ
く
地
方
制
度
が
、
實
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
ぼ
と
ん
ど
な
い
と
い
つ
て

　
（
9
）

い
い
。
前
蓮
し
た
よ
う
に
、
中
國
肚
會
そ
の
も
の
の
う
ち
に
聯
邦
主
義
・
地
方
分
穰
主
義
恩
想
へ
の
嫁
り
所
を
も
ち
、
し
か
も
憲
政
史
上
各
方
面
で

有
力
に
主
張
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
す
、
な
ぜ
そ
れ
は
制
度
上
實
現
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
聯
邦
主
義
．
地
方
分
椹
主
義
に

中
國
現
代
史
の
方
向
と
一
致
し
え
な
い
も
の
が
、
い
い
換
え
れ
ぱ
現
代
史
の
流
れ
に
そ
れ
ら
の
實
現
を
否
定
す
る
な
ん
ら
か
の
要
素
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
我
女
は
、
こ
の
間
題
に
答
え
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
中
國
現
代
史
の
、
し
た
が
つ
て
中
國
革
命
の
基
本

的
性
格
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
聯
邦
主
義
．
地
方
分
槽
主
義
思
想
も
こ
の
角
度
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
つ
て
清
末
及
び
民
國
憲
政
史
上
の
諸
間
題
、
な
ら
び
に
立
憲
思
想
の
一
面
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
本
稿
は
、
主
と
し
て
こ
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
た
清
末
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
の
聯
邦
論
・
地
方
分
樺
論
に
關
す
る
研
究
の
一
部
を
な
す
も
の

で
あ
り
、
順
序
と
し
て
清
末
及
ぴ
民
國
二
年
（
一
九
二
一
犀
）
天
壇
憲
法
草
案
起
草
當
時
ま
で
の
聯
邦
論
と
省
制
論
を
と
り
扱
つ
た
も
の
で
あ
る
。

ω
　
上
海
國
是
會
議
草
案
に
つ
い
て
は
、
從
來
一
篇
の
草
案
が
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
誤
η
で
あ
P
、
甲
乙
は
種
の
草
案
が
存
在
し
て
い
た
の
で

　
あ
る
。
甲
種
草
案
は
張
君
渤
が
、
乙
種
草
案
は
章
太
炎
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
關
し
て
は
張
君
勘
著
「
國
憲
議
レ
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
な
お
、

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
誌
第
二
＋
三
巷
第
七
號
所
載
揺
稿
「
上
海
國
是
會
議
乙
種
窟
法
草
案
」
滲
照

⑧
　
曹
銀
憲
法
が
嚴
密
な
聯
邦
主
義
を
と
つ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
わ
が
國
の
諸
學
者
の
間
で
も
必
ず
し
も
意
見
は
一
致
し
て
い
な
い
。
及
川
恒
忠
「
支
那

　
政
治
組
織
の
硯
究
」
二
〇
九
頁
以
下
、
宮
澤
俊
義
「
聯
邦
捌
度
概
説
」
ニ
ハ
○
頁
以
下
は
前
者
の
立
場
を
と
り
、
稻
田
斑
次
「
中
國
の
憲
法
」
三
四
頁
、
高
橋
勇
治
「
中

　
華
民
國
憲
法
」
九
三
頁
以
下
は
後
者
に
罵
す
る
。
し
か
し
そ
れ
が
聯
省
肖
治
蓮
動
の
影
響
を
う
け
て
い
る
と
い
う
黙
で
は
意
見
が
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑧
糖
理
全
集
（
上
海
民
智
書
局
）
第
二
集
六
一
頁
。



㈲
　
建
國
大
綱
第
＋
四
條
に
は
「
毎
縣
地
方
自
治
政
府
成
立
の
後
國
民
代
表
一
人
を
選
學
し
て
代
表
會
を
組
織
し
：
・
．
・
・
」
と
あ
る
。

⑤
　
一
九
四
山
ハ
年
の
中
華
民
國
憲
法
の
地
方
分
樺
主
義
的
性
絡
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
省
自
治
の
根
底
を
な
す
自
治
法
が
中
央
の

妾
に
頚
濤
縣
皇
叢
援
巷
書
農
な
ら
漢
毫
（
讐
．
享
二
）
、
及
び
中
央
の
機
能
が
地
方
の
そ
澹
比
し
美
募
量
（
贈
轄
駆
．
）
、

　
な
ど
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
本
憲
法
は
「
孫
丈
の
い
わ
ゆ
る
均
穫
主
義
に
基
づ
き
あ
る
程
慶
地
方
分
穫
主
義
を
と
P
、
省
縣
な
ど
に
か
な
η

　
廣
い
趨
治
椹
を
輿
え
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
稻
国
、
前
掲
書
一
六
九
頁
）
と
思
う
。

⑥
　
服
部
宇
之
吉
博
士
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
從
來
支
那
の
政
治
は
中
央
に
集
灌
の
力
無
く
し
て
地
方
に
分
権
の
實
あ
P
、
中
央
政
府
は
法
を
制
し
章
を
定
め
て

　
襲
布
す
る
も
其
の
實
施
は
一
に
地
方
長
官
及
び
地
方
官
の
手
に
露
す
。
…
…
故
に
中
央
政
府
は
立
法
の
権
よ
り
云
え
ぱ
、
穫
力
天
下
に
及
ぶ
も
、
實
行
の
穫
よ

　
り
云
え
ば
穫
力
僅
か
に
京
師
に
限
ら
る
…
…
」
と
蓮
べ
て
を
夢
（
「
支
那
硯
究
レ
一
コ
ニ
頁
」
）
、
ま
た
ヴ
ァ
イ
ナ
ッ
グ
氏
も
「
省
官
吏
は
す
べ
て
皇
帝
に
よ
つ
て

　
任
命
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
彼
等
は
朝
廷
の
命
令
を
執
行
す
る
に
當
つ
て
非
常
に
多
く
の
任
意
裁
量
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
事
實
上
牛
濁
立
的
支
配
者
で
あ

　
つ
た
」
と
の
べ
て
い
る
（
川
。
目
●
＜
抽
昌
帥
O
騨
O
｝
湊
国
溶
酔
O
円
唄
O
臨
日
び
Φ
周
帥
甥
国
帥
辞
画
β
竃
O
働
O
噌
謬
日
甘
B
①
紹
一
ψ
Q
⑫
9
｝
●
一
δ
。

ω
　
ピ
ヴ
ァ
ン
氏
は
、
中
國
の
當
時
の
統
治
形
態
に
つ
い
て
「
村
落
杣
會
の
集
合
の
う
え
に
樹
て
ら
れ
、
租
税
が
、
そ
れ
に
依
存
す
る
政
府
に
、
人
民
に
よ
つ
て

　
支
梯
わ
れ
る
と
い
う
黙
で
だ
け
接
鰯
す
る
に
す
ぎ
な
い
君
主
政
」
と
蓮
べ
て
い
る
（
ピ
●
図
・
9
切
o
く
餌
詳
O
o
冨
遭駐
d
詳
9
氏
o
冒
困
急
冨
ざ
㎎
ぎ
O
鼠
β
2
一
⑩
一
9

　
ダ
曽
）
。
こ
紅
は
、
正
確
で
は
な
い
に
し
て
も
一
慮
肯
づ
け
る
見
方
で
あ
ろ
う
Q

⑧
　
内
藤
虎
次
郎
「
支
那
論
」
U
七
三
頁
。
博
士
は
、
一
四
三
頁
以
下
に
お
い
て
、
中
國
の
地
方
政
治
の
特
色
を
の
菱
、
聯
邦
制
度
採
用
を
主
張
す
る
根
擦
を
明

　
か
に
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
地
方
政
治
に
つ
い
て
「
詰
る
所
近
來
の
支
那
は
大
砦
な
一
つ
の
國
と
は
云
ふ
け
れ
ど
も
、
小
さ
い
地
方
自
治
團
騰
が
一
つ
一
つ
の

　
塵
甕
を
成
し
て
居
つ
て
、
そ
れ
丈
が
生
命
あ
η
、
髄
統
あ
る
團
騰
で
あ
る
が
、
其
の
上
に
之
に
向
つ
て
何
等
の
利
害
の
翻
念
を
も
有
た
な
い
所
の
知
縣
以
上
の

　
幾
階
級
か
の
官
吏
が
、
税
を
取
る
爲
に
入
代
η
立
代
り
來
て
居
る
と
云
ふ
に
過
ぎ
な
い
」
（
一
四
八
頁
）
と
蓮
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
　
こ
の
間
題
と
關
蓮
し
て

　
注
目
に
値
し
よ
う
o

⑨
　
こ
こ
で
も
つ
と
も
問
題
に
な
る
の
は
、
曹
鋸
憲
法
と
省
憲
蓮
動
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
曹
鏡
憲
法
は
戌
立
後
問
も
な
く
直
隷
派
が
奉
直
職
璽
に
敗
れ
て
崩
壌

　
し
た
た
め
、
趣
め
て
短
期
問
施
行
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
地
方
制
魔
に
は
殆
ん
ど
手
が
つ
け
ら
れ
な
か
つ
た
と
い
ρ
て
よ
い
。
省
憲
蓮
動
の
揚
合
も
、
激
省
で
省

　
憲
法
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
こ
れ
と
て
も
忠
實
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
又
假
η
に
行
わ
れ
た
と
し
て
も
全
國
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
聯

　
邦
主
義
・
地
方
分
灌
主
義
の
實
現
と
は
い
え
な
い
。

二

清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
棚
論

コ
ニ
五
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溝
朝
末
期
に
密
け
る
聯
邦
論
と
し
て
は
、
わ
す
か
に
梁
啓
超
の
そ
れ
が
撃
げ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
中
國
に
お
い
て
西
欧
丈
明
が
意
識
的
に
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
概
ね
一
八
六
〇
年
代
以
後
の
こ
と
に
暴
す
る
が
、
そ
の
初
期
に
お

い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
洋
務
運
動
派
の
「
中
學
爲
罷
西
學
爲
用
」
の
た
て
ま
え
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
兵
器
及
ぴ
近
代
技
術
の
輸
入

に
と
ど
ま
り
、
西
歓
諸
國
の
政
治
・
経
濟
・
法
律
な
ど
に
封
す
る
關
心
は
十
分
な
も
の
で
は
な
か
つ
弛
。
西
歓
政
治
制
度
へ
の
研
究
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
「
攣
法
自
彊
論
」
が
と
な
え
ら
れ
た
日
清
戦
幹
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
當
時
の
主
要
課

題
は
、
清
廷
を
中
心
と
す
る
、
い
い
換
え
れ
ば
從
來
の
國
家
髄
制
を
基
礎
と
す
る
政
治
制
度
の
改
革
に
あ
つ
た
た
め
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
中
央

集
椹
主
義
へ
の
志
向
が
つ
よ
く
、
改
革
原
理
と
し
て
の
聯
邦
主
義
な
い
し
地
方
分
灌
主
義
に
封
し
て
は
あ
ま
り
注
意
が
彿
わ
れ
な
か
つ
弛
。
聯
邦

論
が
梁
啓
超
の
そ
れ
に
限
ら
れ
る
の
も
、
こ
こ
に
そ
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
彼
の
聯
邦
論
は
、
一
九
〇
一
年
の
著
述
に
な
る
「
盧
稜
學
案
」
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
は
、
ル
ソ
ー
の
民
約
論
の
紹
介
を
主
な
目

的
と
し
て
書
究
砦
の
で
あ
健
め
、
聯
邦
制
度
の
探
用
藷
じ
毒
盆
奪
か
薮
行
写
窪
い
（
鰍
琳
蕨
膵
嘱
智
童
．
局
）
．
し
か

し
そ
れ
は
、
中
國
と
の
關
聯
に
お
い
て
、
こ
の
論
文
の
結
論
を
述
べ
た
と
も
み
ら
る
べ
ぎ
で
あ
つ
て
、
そ
の
重
要
性
は
看
過
し
が
弛
い
も
の
が
あ
る
。

　
彼
は
ま
す
ル
ソ
ー
の
生
い
立
ち
か
ら
筆
を
起
し
、
肚
會
契
約
読
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
た
う
え
、
一
般
意
思
と
全
艦
意
思
の
相
遠
に
論
き
す

す
み
、
更
に
そ
の
問
題
の
當
然
の
結
論
と
し
て
、
代
議
政
治
は
探
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
直
接
民
主
政
治
が
探
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
明
か
に
し
た
。
し
か
し
、
か
か
る
直
接
民
主
政
治
の
實
行
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
り
、
と
く
に
廣
大
な
領
土
を
も
つ
國
家
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
頗
る
困
難
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て
大
國
が
「
眞
の
民
主
政
治
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
多
く
の
小
邦
を
聯
結
し
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

れ
ば
な
ら
な
い
…
…
多
く
の
小
邦
を
聯
結
し
て
一
と
す
れ
ば
、
そ
の
勢
力
は
外
は
暴
侮
を
禦
ぐ
に
足
り
、
内
は
國
民
の
自
由
を
護
る
に
足
り
る
」

の
で
あ
つ
て
、
「
聯
邦
民
主
之
制
」
こ
そ
大
國
の
場
合
に
は
最
も
望
ま
し
い
制
度
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
ル
ソ
ー
の
「
聯
邦
民
主
之
制
」
に
つ
い

て
は
、
そ
の
詳
細
は
明
か
で
な
い
が
、
そ
れ
が
ス
イ
ス
の
聯
邦
制
に
範
を
と
つ
伽
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誤
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
ス
イ



ス
聯
邦
そ
の
も
の
は
甚
だ
弱
小
で
あ
る
が
、
大
國
が
ス
イ
ス
の
例
に
な
ら
つ
て
数
箇
の
小
邦
に
分
れ
、
聯
邦
制
に
よ
つ
て
民
主
政
治
を
實
行
す
れ

ば
、
國
力
は
彊
大
に
な
り
、
人
民
の
自
由
は
保
詮
さ
れ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
が
、
彼
の
こ
の
見
解
は
「
精
義
入
紳
盛
水
不
漏
」
の
議
論
で
あ
り
、

中
國
の
場
合
に
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
わ
が
中
國
は
数
干
年
來
專
制
政
膿
の
も
と
に
生
活
し
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
す
民
間
自
治
の
風
は
最
も
盛
ん
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
博
く
丈
明
各
國
の
地
方
制
優
を
採
用
し
、
省
は
省
、
府
は
府
、
州
は
州
、

縣
は
縣
、
郷
は
郷
、
市
は
市
と
し
て
各
六
團
髄
と
し
、
そ
の
地
方
の
宜
し
き
に
よ
つ
て
法
律
を
制
定
し
、
そ
の
人
民
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
從
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

政
令
を
施
す
な
ら
ば
、
ル
ソ
ー
が
心
中
で
望
ん
で
い
た
國
家
を
成
就
す
る
」
こ
と
が
で
き
、
中
國
の
政
髄
は
萬
國
の
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
梁
啓
超
の
聯
邦
論
の
概
要
で
あ
る
が
、
一
見
し
て
明
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
ル
ソ
ー
の
聯
邦
主
義
へ
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
中
國
に
適
用

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
中
國
に
聯
邦
制
度
の
探
用
を
可
能
な
ら
し
め
る
歴
史
的
條
件
が
存
在
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
な

ん
の
検
討
も
加
え
て
い
な
い
。
彊
い
て
そ
れ
を
求
め
れ
ば
、
中
國
は
專
制
的
國
家
形
態
を
と
り
な
が
ら
實
際
に
は
地
方
自
治
が
普
及
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
地
方
自
治
の
獲
達
は
、
一
般
的
に
は
聯
邦
制
度
の
樹
立
に
封
す
る
重
要
な
根
擦
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
中
國
に
お
け
る
地
方
自
治
は
、
近
代
的
意
昧
に
お
け
る
そ
れ
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
中
央
集
構
的
專
制
國
家
髄
制
を
さ
さ
え
る
機
能
を
螢

ん
で
き
た
。
し
弛
が
つ
て
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
が
既
存
の
國
家
髄
制
を
攣
革
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
内
容
を
も
ち
え
な
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
一
般
的
に
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
奮
肚
會
髄
制
の
根
強
い
存
在
こ
そ
、
そ
の
植
民
地
化
の
過
程
と
相
侯
つ
て
、
中
國
に
聯
邦
制
度

の
實
現
を
不
可
能
な
ら
し
め
た
最
大
の
原
因
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
清
朝
末
期
に
お
け
る
歴
史
悔
勢
の
獲
展
も
、
こ
の
事
情
を
覆
す

も
の
で
は
な
か
つ
た
。

　
外
國
資
本
主
義
の
侵
入
に
と
も
な
う
中
國
の
近
代
的
覧
醒
は
、
孫
文
を
指
導
者
と
す
る
革
命
蓮
動
と
清
廷
を
中
心
と
す
る
改
革
蓮
動
と
を
生
み

出
し
た
。
革
命
運
動
は
、
一
九
〇
一
年
中
國
革
命
同
盟
會
の
議
定
に
な
る
革
命
方
略
中
の
軍
政
府
宣
言
に
明
か
な
よ
う
に
、
清
朝
の
韓
覆
と
共
和
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民
國
の
建
立
と
を
主
な
目
的
と
し
、
共
和
民
國
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
極
く
概
略
で
は
あ
る
が
一
磨
の
構
想
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

要
す
る
に
革
命
成
功
後
の
間
題
で
あ
り
、
革
命
の
襲
展
遍
程
に
お
い
て
は
、
革
命
運
動
の
接
大
と
革
命
勢
力
の
結
集
と
が
そ
の
最
大
の
課
題
で
あ

つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
清
末
革
命
運
動
に
と
つ
て
聯
邦
問
題
の
如
き
は
ぼ
と
ん
ど
問
題
と
な
る
飴
地
が
な
く
、
こ
の
立
場
か
ら
す
る
聯
邦
制
度
實

現
へ
の
可
能
性
は
存
在
し
な
か
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
。

　
一
方
、
改
革
蓮
動
は
、
ま
す
張
之
洞
・
李
鴻
章
等
進
歩
的
官
僚
に
よ
る
洋
務
蓮
動
と
し
て
出
震
し
、
光
緒
帝
を
は
じ
め
康
有
爲
・
梁
啓
超
等
に

よ
る
戊
戌
の
攣
法
を
経
て
、
清
廷
を
中
心
と
す
る
君
主
立
憲
蓮
動
に
ま
で
嚢
展
し
た
。
こ
の
蓮
動
を
一
貫
す
る
特
徴
は
、
そ
れ
が
富
國
彊
兵
と
翫
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存
の
政
治
膿
制
の
維
持
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
つ
丸
。
當
時
中
國
に
お
い
て
は
、
太
手
天
國
の
鰍
以
來
の
軍
除
私
有
化
の
傾
向
に
と
も
な

つ
て
、
中
央
の
構
威
が
よ
う
や
く
衰
え
を
み
せ
は
じ
め
て
い
た
ぱ
か
り
で
な
く
、
資
本
主
義
列
彊
に
よ
る
植
民
地
化
の
促
進
、
勢
力
範
園
の
設
定

な
ど
は
、
國
内
の
分
裂
的
傾
向
を
一
段
と
助
長
し
て
い
た
。
清
廷
は
、
こ
れ
に
封
し
て
、
西
臥
丈
明
の
播
取
に
よ
り
、
薔
來
の
中
央
集
椹
的
專
制
國
家

髄
制
の
崩
壊
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
富
國
彊
兵
の
目
的
を
果
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
そ
の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
は
、
實
質
的
に
は
地
方
自

治
に
も
と
づ
く
分
樺
政
治
を
認
め
な
が
ら
、
制
度
的
に
は
中
央
集
権
的
專
制
政
治
を
で
き
る
だ
け
維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
以
上
に
で
る
も
の
で

は
な
か
つ
た
。
立
憲
蓮
動
の
如
き
も
、
封
建
肚
會
の
解
髄
と
近
代
市
民
肚
會
形
成
の
う
え
に
、
立
憲
政
治
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
直

接
の
肩
的
は
、
清
廷
の
進
歩
性
と
國
民
の
要
望
に
慮
え
る
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
と
を
示
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
革
命
蓮
動
の
襲
展
を
妨
げ
、
清
朝
の
保
全
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

圖
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
清
廷
は
、
「
立
憲
政
治
は
皇
帝
の
椹
力
の
創
減
を
意
昧
し
な
い
と
い
う
原
則
に
も
と
づ
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8
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い
て
そ
の
全
計
劃
を
立
て
た
」
と
も
い
え
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
事
實
は
「
皇
帝
の
椹
力
を
改
め
て
主
張
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
わ
れ
る
憲
法

大
綱
の
規
定
か
ら
も
十
分
に
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
営
時
は
進
歩
主
義
者
で
す
ら
、
概
ね
漸
進
的
立
憲
論
者
と
し
て
、
革
命
蓮
動
へ
移
行

す
る
傾
向
を
み
せ
な
が
ら
も
、
辛
亥
革
命
の
襲
生
に
至
る
ま
で
は
清
廷
を
中
心
と
す
る
君
主
立
憲
政
治
の
實
現
に
一
縷
の
希
望
を
つ
な
い
で
い
た

の
で
あ
つ
て
、
そ
の
限
り
に
語
い
て
、
立
憲
蓮
動
の
中
央
集
樺
的
性
格
は
，
1
實
態
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も
ー
動
か
し
え
な
い
も
の
が
あ
つ
牝
。



　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
溝
末
に
踏
い
て
は
聯
邦
主
義
な
い
し
地
方
分
灌
主
義
を
、
制
度
上
、
實
現
す
る
條
件
は
存
在
し
な
か
つ
た
と
い
つ
て
差
支

な
い
。
が
ん
ら
い
梁
啓
超
は
、
康
有
爲
と
と
も
に
戊
戌
の
攣
法
に
お
け
る
中
心
的
人
物
外
、
あ
り
、
日
本
に
亡
命
後
は
君
主
立
憲
論
者
と
し
て
著
名

で
あ
つ
た
。
君
主
立
憲
論
と
聯
邦
論
と
は
、
理
論
的
に
必
歩
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
も
し
彼
が
眞
に
中
國
に
お
け
る
聯
邦
制
度
の
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

能
性
を
清
廷
を
中
心
と
す
る
立
憲
政
治
と
の
關
係
に
お
い
て
考
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
か
に
溝
末
君
主
立
憲
運
動
の
本
質
に
封
す

る
洞
察
を
嵌
い
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
こ
の
時
代
に
、
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
各
省
諮
議
局
の
設
置
が
學
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、
一
九
〇
八
年
六
月
に
公
布
さ
れ
た
諮
議
局

章
程
及
ぴ
諮
議
局
議
員
選
墾
章
程
に
も
と
づ
い
て
一
九
〇
九
年
九
月
に
召
集
さ
れ
た
も
の
で
、
各
省
議
會
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
清
廷
の
憲
政
準
備
の
一
つ
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
分
椹
主
義
に
も
と
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
の
で
は
な

か
つ
た
。
諮
議
局
章
程
の
要
義
一
に
、
諮
議
局
の
設
置
は
「
下
は
】
省
の
輿
論
を
集
め
る
に
足
り
、
上
は
國
家
統
一
の
大
灌
に
妨
げ
の
な
い
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
昧
に
お
い
て
、
諮
議
局
そ
の
も
の
は
、

本
稿
の
課
題
と
な
ん
の
關
係
も
も
弛
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
、
清
末
君
主
立
憲
運
動
の
一
環
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
な
が
ら
、
か
え
つ

て
地
方
自
治
え
の
國
民
の
關
心
を
檜
大
し
、
地
方
分
権
論
へ
の
道
を
ぴ
ら
い
た
と
い
う
意
昧
で
、
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

①
　
溜
樹
藩
「
中
華
民
國
憲
法
吏
」
は
、
孫
中
山
の
革
命
派
も
「
將
來
聯
邦
制
度
に
な
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
槻
念
を
有
し
て
い
た
」
（
一
〇
三
頁
）
と

　
述
べ
て
い
る
。
そ
の
根
擦
は
、
中
國
革
命
同
盟
曾
嚢
行
の
民
報
第
四
號
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
確
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。

③
　
歓
氷
室
丈
集
下
（
廣
管
書
局
訂
正
三
版
）
學
説
叫
七
頁
。

⑧
　
飲
氷
室
丈
集
下
學
説
一
七
ー
八
頁
。

㈲
　
軍
政
府
宣
言
に
は
「
國
民
は
す
べ
て
牢
等
と
し
滲
敷
襟
を
菟
つ
。
大
総
統
は
國
民
が
共
摯
し
、
議
會
は
園
民
公
學
の
議
員
を
も
つ
て
之
を
梅
成
し
、
中
華
民

　
國
憲
法
を
制
定
し
て
…
…
」
（
前
掲
総
理
杢
集
第
一
集
二
八
九
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
一
九
〇
六
年
の
演
説
コ
ニ
民
主
義
與
中
國
民
族
之
前
途
」
に
お
い
て
は
、
既

　
に
五
穫
憲
法
の
構
想
を
明
か
に
し
て
い
る
（
前
揚
総
理
全
集
第
二
集
七
九
頁
以
下
）
。

　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九



　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
剃
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
四
〇

㈲
　
陳
柏
心
氏
は
、
東
方
難
誌
第
四
＋
四
巷
第
四
號
所
載
の
論
丈
「
民
國
以
來
的
政
治
演
愛
」
に
お
い
て
、
軍
隊
の
私
有
化
が
曾
國
藩
の
湘
軍
、
李
鴻
章
の
准
軍

　
に
端
を
護
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
湘
軍
及
び
潅
軍
は
「
私
人
の
招
募
に
よ
る
も
の
で
あ
り
兵
士
は
た
だ
直
接
の
上
級
長
官
を
知
る
だ
け
で
最
高
統
帥
の
あ
る
こ

　
と
も
國
家
の
あ
る
こ
と
も
知
ら
ず
、
軍
隊
は
私
人
の
勢
力
に
攣
わ
つ
て
し
ま
つ
た
。
か
く
て
軍
隊
が
私
有
と
な
η
…
…
國
家
の
依
擦
す
る
統
治
の
基
本
力
量
に

　
分
化
を
生
じ
、
大
局
は
お
の
づ
か
ら
動
揺
を
開
始
す
る
に
至
つ
た
」
（
一
ー
コ
頁
）
と
蓮
べ
て
い
る
。

⑧
　
た
と
え
ば
松
井
等
「
支
那
現
代
史
」
七
ー
八
頁
、
李
川
清
風
「
支
那
共
和
史
」
五
二
頁
滲
照
。
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ド
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少
℃
●
oo
“
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⑨
　
梁
啓
超
は
日
本
に
亡
命
中
、
東
京
に
お
い
て
政
聞
吐
な
る
團
盤
を
設
立
し
、
中
國
内
部
の
民
問
立
虫
思
團
騰
と
蓮
絡
し
て
積
極
的
な
活
動
を
行
つ
た
が
、
こ
の

　
團
盤
の
綱
領
は
、
e
國
會
制
魔
を
實
行
し
國
曾
政
府
を
建
設
す
る
⇔
法
律
を
整
理
改
正
し
司
法
椹
の
濁
立
を
輩
固
に
す
る
㊧
地
方
自
治
を
確
立
し
中
央
地
方
の

　
灌
限
を
規
定
す
る
㈲
外
交
を
愼
重
に
し
封
等
の
権
利
を
保
持
す
る
、
の
四
項
目
で
あ
つ
た
（
亭
心
「
中
國
民
主
無
政
蓮
動
史
」
五
三
頁
）
。
こ
の
第
這
項
に
つ
い

　
て
は
、
彼
が
こ
の
際
に
も
聯
邦
主
義
を
主
張
し
て
い
た
と
直
ち
に
闘
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
く
と
も
そ
れ
に
近
い
考
え
を
も
つ
て
い
た
こ
と
は
否
定

　
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
o

⑯
　
大
溝
光
緒
新
法
令
第
二
冊
三
－
四
頁
。

三

　
一
九
一
一
年
十
月
、
辛
亥
革
命
が
起
つ
た
と
き
、
山
東
省
民
に
よ
つ
て
聯
邦
制
度
の
探
用
が
主
張
さ
れ
た
。

　
が
ん
ら
い
、
辛
亥
革
命
の
直
前
に
お
い
て
は
、
「
興
漢
倒
満
」
を
標
榜
す
る
民
族
革
命
の
思
想
は
、
外
國
資
本
主
義
の
侵
入
と
清
廷
の
苛
敷
謙

求
と
に
よ
る
肚
會
不
安
の
増
大
と
相
侯
つ
て
、
廣
く
各
省
民
衆
の
間
に
普
及
し
、
清
朝
新
軍
の
な
か
に
も
革
命
蓮
動
に
協
力
す
る
も
の
が
少
く
な

か
つ
た
。
そ
れ
ぱ
か
り
で
は
な
く
、
清
廷
の
憲
政
準
備
に
封
す
る
保
守
性
は
、
君
主
立
憲
論
の
立
場
を
と
る
地
方
有
力
者
を
し
て
、
革
命
主
義
に

共
鳴
さ
せ
る
結
果
を
招
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
武
昌
に
革
命
の
峰
火
が
あ
が
る
と
、
そ
の
影
響
は
た
ち
ま
ち
全
國
に
波
及
し
猫
立
運
動
が
各

地
で
展
開
さ
れ
る
に
至
つ
た
。



　
山
東
省
に
お
い
て
も
、
在
野
の
人
々
の
凋
立
へ
の
要
求
は
頗
る
彊
か
つ
た
が
、
た
ま
た
ま
溝
廷
が
、
革
命
運
動
鎭
墜
の
軍
事
費
を
調
達
す
る
た
め
、

山
東
全
省
の
土
地
を
播
保
と
し
て
ド
イ
ッ
か
ら
三
百
萬
（
爾
？
）
を
借
款
す
る
と
の
風
聞
が
あ
つ
た
の
で
、
彼
等
は
十
一
月
六
日
、
諮
議
局
に
お

い
て
省
城
各
界
代
表
大
會
を
開
き
、
清
廷
へ
の
要
求
事
項
を
決
定
し
た
う
え
、
注
懸
現
・
丁
佛
言
等
を
代
表
と
し
て
、
山
東
巡
撫
孫
寳
碕
に
封

し
、
三
日
の
期
限
附
で
こ
れ
を
政
府
に
傳
達
す
る
よ
う
要
講
し
た
。
そ
の
要
求
は
八
力
條
よ
り
な
る
が
、
こ
こ
に
關
係
あ
る
部
分
は
後
孚
の
四
力

條
で
あ
り
、
次
の
如
き
も
の
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
憲
法
に
は
中
國
は
聯
邦
政
膿
と
す
る
と
註
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
㈹
官
制
・
地
方

税
は
み
な
本
省
が
自
ら
定
め
政
府
は
干
渉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
㈹
諮
議
局
章
程
は
本
省
の
憲
法
で
あ
り
、
自
由
に
之
を
改
定
す
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

き
る
、
㈲
本
省
は
兵
隊
を
練
兵
し
地
方
を
保
衛
す
る
の
自
由
を
有
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
、
明
か
に
、
山
東
省
を
も
つ
て
支
分
國

の
一
と
す
る
聯
邦
制
度
の
採
用
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
朝
廷
は
、
十
一
月
十
日
、
こ
れ
に
封
し
て
同
答
を
嚢
し
、
そ
の
要
求
に
考
慮
を
沸
う

意
思
の
あ
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
と
と
も
に
、
第
五
條
に
つ
い
て
は
聯
邦
制
度
を
憲
法
に
規
定
す
べ
き
こ
と
、
第
六
．
七
條
に
つ
い
て
は
資
政
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
す
で
に
諮
議
局
章
程
の
修
正
を
協
議
し
て
冷
り
、
諮
議
局
を
各
省
長
官
と
封
等
の
機
關
と
し
將
來
憲
法
・
局
章
．
官
制
．
税
法
を
編
纂
す
る
こ

と
を
認
め
る
旨
を
傳
達
し
て
き
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
頃
に
な
る
と
、
北
方
で
は
二
、
三
の
省
を
除
い
て
他
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
凋
立
の
朕
態

に
あ
つ
た
た
め
、
山
東
省
民
の
凋
立
へ
の
要
求
は
一
段
と
彊
く
な
り
、
こ
の
同
答
に
は
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
十
一
月
十
二

日
、
省
城
紳
商
學
界
は
聯
合
保
安
會
を
組
織
し
、
十
四
日
に
は
猫
立
を
宣
言
し
、
孫
寳
碕
を
都
督
に
推
し
た
。
孫
は
そ
の
席
上
で
、
e
山
東
全
省

民
は
今
よ
り
清
朝
に
封
し
て
一
切
の
關
係
を
断
絶
す
る
、
◎
山
東
全
省
を
も
つ
て
中
華
民
國
軍
政
府
に
加
入
す
る
、
日
本
省
内
部
の
組
織
に
關
し

て
は
議
決
し
て
行
政
軍
政
の
各
部
に
分
ち
、
和
衷
共
濟
し
、
大
局
の
安
定
後
共
和
政
膿
の
完
全
成
立
を
侯
つ
て
再
び
攣
更
す
る
、
と
の
宣
誓
を
行

い
、
猫
立
の
意
義
を
明
か
に
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
彼
の
本
心
で
は
な
か
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
衰
世
凱
の
實
力
に
よ
る
墜
迫
が
加
え
ら
れ
、
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
3
）

命
的
傾
向
を
も
つ
紳
商
學
界
の
有
力
者
が
遙
亡
す
る
に
及
ん
で
、
彼
は
十
一
月
二
十
六
日
、
途
に
山
東
省
の
濁
立
を
取
沿
す
に
至
つ
た
。

　
以
上
が
山
東
省
に
お
け
る
濁
立
運
動
の
大
腱
の
経
過
で
あ
る
が
、
由
東
省
民
が
な
ぜ
清
廷
に
封
し
て
聯
邦
制
度
の
探
用
を
要
求
し
た
か
に
つ
い

　
　
　
溝
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一



　
　
　
溝
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
明
か
で
な
い
。
勿
論
、
革
命
に
際
し
て
山
東
省
自
身
の
利
釜
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
願
望
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
否
定
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
汝
は
、
そ
れ
以
上
に
、
聯
邦
制
度
へ
の
要
求
が
、
濁
立
運
動
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
つ
た
こ
と
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
清
廷
に
封
す
る
革
命
運
動
の
手
段
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
當
時
の
革
命
運
動
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ま
す
各
省
の
濁
立
運
動
と
し
て
穫
展
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

東
省
民
に
よ
る
聯
邦
論
は
、
革
命
惰
勢
の
穫
展
に
封
庭
す
る
政
略
的
な
主
張
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
そ
れ
は
、

辛
亥
革
命
の
穫
展
維
過
か
ら
み
て
、
所
詮
實
現
さ
れ
る
見
込
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
ま
た
、
革
命
臨
時
政
府
の
成
立
は
、
聯
邦
思
想
の
現
れ
で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
革
命
稜
生
後
、
相
つ
い
で
濁
立
し
た
各
省
の
間
に
は
、
相
互
に
蓮
絡
協
議
す
る
機
關
す
ら
存
在
せ
す
、
革
命
の
遙
行
に
不
便
を
來

す
こ
と
が
多
か
つ
た
。
そ
こ
で
猫
立
諸
省
を
聯
合
し
て
革
命
運
動
の
統
一
化
を
圖
ろ
う
と
す
る
鍵
蓮
が
檜
大
し
、
ま
す
十
一
月
十
一
日
、
湖
北
都

督
府
は
各
省
に
通
電
し
て
全
樺
委
員
を
武
昌
に
派
遣
し
、
臨
時
政
府
を
組
織
す
る
よ
う
要
請
し
た
が
、
そ
の
直
後
の
十
一
月
十
三
日
、
江
蘇
都
督

程
徳
全
・
漸
江
都
督
湯
壽
潜
は
上
海
都
督
陳
其
美
に
封
し
て
電
報
を
獲
し
、
各
省
の
代
表
を
上
海
に
集
合
せ
し
め
て
聯
合
機
關
を
設
置
す
べ
き
こ

と
を
提
唱
し
た
。
こ
の
提
案
は
、
翌
十
四
日
、
江
蘇
都
督
府
代
表
雷
奮
・
沈
恩
孚
・
漸
江
都
督
府
代
表
銚
桐
豫
・
高
爾
登
の
名
を
以
て
通
電
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
、
十
省
代
表
の
参
加
を
え
て
、
十
七
日
に
は
早
く
も
「
各
省
都
督
府
代
表
聯
合
會
」
の
成
立
を
み
た
。
彼
等
は
そ
の
後
、
湖
北
都

督
黎
元
洪
の
要
講
に
慮
じ
て
武
昌
を
革
命
軍
政
府
の
所
在
地
と
定
め
、
代
表
聯
合
會
も
同
地
に
移
韓
す
る
こ
と
と
し
、
十
一
月
三
十
肩
、
漢
口
英

國
租
界
に
「
各
省
代
表
會
議
」
第
一
次
會
議
を
開
い
て
、
十
二
月
三
日
、
「
中
華
民
國
臨
時
政
府
組
織
大
綱
」
を
制
定
公
布
し
た
。
こ
の
規
定
に

も
と
づ
き
、
十
二
月
二
十
九
日
、
臨
時
総
統
選
暴
會
を
開
會
し
て
孫
文
を
臨
時
大
絡
統
に
選
出
し
、
そ
の
就
職
を
ま
つ
て
こ
こ
に
革
命
臨
時
政
府

は
成
立
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。
ご
の
よ
う
な
革
命
政
府
成
立
の
過
程
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
建
國
の
先
例
に
依
つ
た
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
的

聯
邦
思
想
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



　
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
の
程
徳
全
の
電
丈
に
、
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
制
は
吾
が
國
他

日
の
模
範
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
建
國
は
そ
の
は
じ
め
各
部
に
孚
が
頻
嚢
し
、
外
は
合
衆
國
の
幟
を
か
か
げ
な
が
ら
、
内
は
漢

散
の
機
會
を
は
ら
ん
で
い
た
。
苦
駿
八
年
、
最
後
の
成
功
を
牧
め
た
所
以
の
も
の
は
、
十
三
州
會
議
総
機
關
が
進
行
を
統
一
し
、
秩
序
を
維
持
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
カ
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
よ
ろ
し
く
ア
メ
リ
カ
の
第
一
次
會
議
の
方
法
に
依
つ
て
上
海
に
臨
時
會
議
を
設
立
し
…
…
」
と
あ
り
、

谷
鐘
秀
も
、
「
各
省
聯
合
の
は
じ
め
、
實
に
ア
メ
リ
カ
十
三
州
の
聯
合
に
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
自
然
の
勢
に
よ
り
聯
邦
國
家
を
建
て

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
を
宜
し
と
し
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
臨
時
政
府
組
織
大
綱
は
各
省
代
表
會
議
に
よ
つ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
臨
時
大
総
統

の
選
學
も
各
省
代
表
に
よ
つ
て
行
わ
れ
、
投
票
灌
が
毎
省
一
票
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
る
。

　
革
命
臨
時
政
府
の
成
立
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
建
國
の
順
序
に
な
ら
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
事
實
は
、
必
す
し
も
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
的
聯
邦
思
想
の
實
現
で
あ
り
、
政
府
の
内
部
に
お
い
て
聯
邦
思
想
が
有
力
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
を
示

す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
前
述
の
理
由
も
、
決
し
て
十
分
な
論
蝶
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
い
つ
た
い
辛
亥
革
命
は
、
は
じ
め
か
ら
統
一
的
な
計
蜜
の
も
と
に
起
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
革
命
思
想
は
全
國
に
普
及
し
、
民
心
は
溝
朝
を
は

な
れ
、
肚
會
不
安
は
塘
大
し
、
襲
す
れ
ぱ
直
ち
に
全
國
に
波
及
す
る
形
勢
に
あ
つ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
武
昌
の
起
義
そ
の
も
の

が
、
同
地
の
革
命
主
義
者
と
く
に
新
軍
の
偶
穫
的
な
駅
起
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
全
國
的
に
十
分
な
蓮
絡
と
計
叢
と
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は

　
　
　
（
8
）

な
か
つ
た
。
そ
こ
で
革
命
の
襲
生
後
、
各
省
が
そ
れ
ぞ
れ
事
態
の
獲
展
に
慮
じ
て
、
猫
立
に
革
命
運
動
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
猫
立
各
省
を
聯
合
統
一
す
る
場
合
に
、
そ
の
形
式
と
し
て
ア
メ
リ
カ
凋
立
當
時
の
そ
れ
が
考
え
ら
れ
た
の
は
、
ま
こ
と
に

自
然
で
あ
り
、
革
命
政
府
が
形
の
う
え
で
聯
邦
的
色
彩
を
も
つ
た
の
も
な
ん
ら
怪
し
む
に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
猫

立
各
省
を
聯
合
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
革
命
政
府
樹
立
の
過
程
が
そ
の
ま
ま
聯
邦
思
想
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

つ
た
と
は
い
い
か
ね
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鍵
端
升
氏
は
「
尤
も
組
織
大
綱
の
起
草
者
に
は
そ
の
起
草
の
時
か
ら
議
決
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
、

　
　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
綱
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



　
　
　
　
涛
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四

聯
邦
國
家
を
建
設
す
る
と
い
ふ
考
へ
は
無
か
つ
た
。
し
か
も
街
ぼ
慧
う
し
た
規
定
に
し
た
の
は
、
則
ち
革
命
穫
生
後
、
政
府
の
組
織
が
純
粋
に
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

省
起
義
者
の
聯
合
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
正
鵠
を
え
た
見
方
で
あ
ろ
う
。
一
九
＝
扁
年
三
月
八
日
、
南
京
参

議
院
が
、
嚢
世
凱
の
臨
時
大
総
統
就
任
を
み
と
語
し
て
、
軍
一
國
主
義
の
立
場
に
立
つ
「
中
華
民
國
臨
時
約
法
」
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

も
、
彼
等
の
間
に
聯
邦
思
想
が
有
力
で
な
か
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ω
　
郭
孝
成
編
「
中
國
革
命
紀
事
本
末
」
第
二
編
一
ご
一
九
ー
二
三
〇
頁
。

⑧
　
諮
議
局
は
ω
省
の
興
革
す
べ
き
事
項
③
豫
算
⑧
決
算
㈲
税
法
及
び
公
債
⑤
省
の
負
婚
す
る
義
務
の
檜
加
に
關
す
る
事
項
⑧
省
の
軍
行
章
程
規
則
の
檜
捌
改
正

　
ω
省
椹
利
の
存
唆
、
を
議
決
し
、
㈲
喪
政
院
議
員
を
選
學
し
、
⑨
資
政
院
の
諮
詞
⑬
督
撫
の
諮
詞
、
に
覆
答
し
、
α
η
省
自
治
會
の
雫
議
事
項
を
公
断
和
解
さ
せ
、

　
吻
省
自
治
會
或
は
人
民
の
陳
情
建
議
事
項
を
牧
受
す
る
椹
限
を
有
し
て
い
る
が
（
諮
議
局
章
程
第
二
＋
一
條
）
、
各
省
督
撫
は
諮
議
局
の
選
畢
及
び
會
議
を
監

　
督
す
る
椹
限
を
有
す
る
ば
か
η
で
な
く
、
議
決
事
項
の
施
行
を
裁
奪
す
る
権
限
す
ら
所
有
し
て
を
り
、
諮
議
局
の
會
議
は
、
常
曾
、
臨
時
會
を
と
わ
ず
督
撫
に

　
よ
つ
て
召
集
さ
れ
る
こ
と
K
な
つ
て
い
た
（
第
四
＋
六
・
三
＋
一
條
）
。
し
た
が
つ
て
督
撫
は
、
諮
議
局
に
封
し
て
頗
る
優
位
に
立
つ
て
い
る
わ
け
で
あ
η
、
爾

　
者
を
封
等
の
地
位
に
置
く
よ
う
に
す
る
と
し
た
の
は
、
清
廷
に
と
つ
て
大
蓉
な
譲
歩
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

⑧
　
山
東
省
濁
立
蓮
動
に
關
す
る
記
述
は
・
主
と
し
て
前
掲
「
中
國
革
命
紀
事
本
末
」
及
び
吉
野
作
造
・
加
藤
繁
「
支
那
革
命
史
」
に
よ
つ
た
。

㈲
　
丁
佛
言
（
世
曝
）
の
よ
う
に
、
後
年
ま
で
地
方
分
擢
主
義
の
立
揚
を
す
て
な
か
つ
た
も
の
も
存
在
す
る
が
、
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
革
命
蓮
動
と
密
接

　
な
關
係
を
も
つ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
ら
。

⑤
　
た
と
え
ば
謝
振
民
「
中
華
民
國
立
法
史
」
に
は
、
「
す
で
に
吾
が
國
に
聯
邦
制
の
思
想
が
爽
生
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
よ
う
や
く
實
施
に
赴
い
た
も
の
で
あ

　
る
」
（
一
七
三
頁
）
と
あ
り
・
ま
た
溝
樹
藩
前
掲
書
に
は
・
革
命
政
府
組
織
の
特
徴
を
明
か
に
し
た
後
、
「
聯
邦
思
想
の
革
命
時
に
お
け
る
勢
力
を
み
る
こ
と
が

　
で
き
る
」
（
一
〇
三
頁
）
と
蓮
べ
て
い
る
。

㈲
　
臭
宗
慈
「
中
華
民
國
憲
法
史
」
前
編
三
頁
。

ω
　
谷
鐘
秀
「
中
華
民
國
開
國
史
」
八
三
ー
八
四
頁
。

⑧
　
高
橋
勇
治
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
武
漢
革
命
の
勝
利
は
全
く
遇
然
的
に
み
え
る
。
然
し
、
遇
然
的
で
あ
る
の
は
、
何
時
、
何
塵
で
武
漢
革
命
が
起
る
か
と

　
い
う
黙
の
み
で
あ
る
。
前
蓮
の
如
く
排
満
革
命
に
關
す
る
限
り
蓮
動
の
勝
利
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
つ
た
」
（
「
中
華
民
國
憲
法
」
五
〇
頁
）
と
述
べ
て
を
ら
れ

　
る
が
、
こ
れ
は
武
漢
革
命
に
始
ま
る
革
命
蓮
動
が
本
來
非
統
一
的
で
あ
つ
た
と
い
う
事
實
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



⑨
　
も
ち
ろ
ん
當
時
ア
メ
リ
ヵ
的
聯
邦
制
度
の
探
用
を
主
張
し
た
意
見
が
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
滴
末
に
く
ら
べ
れ
ば
、
新
共
和
國
戌
立
の
時
期
で
あ
る
だ

　
け
に
・
聯
邦
論
が
唱
え
ら
れ
る
客
翻
的
條
件
は
よ
り
多
く
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
蓉
る
の
で
あ
つ
て
、
ア
メ
リ
カ
的
聯
邦
制
慶
に
關
す
る
議
論
は
・

　
こ
の
頃
の
薪
聞
∵
難
誌
な
ど
に
し
ば
し
ぼ
護
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
東
方
難
誌
第
八
巻
滲
照
。

⑯
〕
鏡
端
升
等
「
民
國
政
制
史
」
上
班
三
頁
、
及
川
恒
忠
課
「
最
近
支
那
政
治
制
度
史
」
上
瓢
六
頁
。

四

　
辛
亥
革
命
は
、
裳
世
凱
と
革
命
派
と
の
妥
協
に
よ
り
、
清
室
の
退
位
を
も
つ
て
結
末
を
つ
げ
た
。
震
は
そ
の
委
協
條
件
に
し
た
が
つ
て
臨
時
大

総
統
に
就
任
し
、
一
九
一
二
年
三
月
十
一
日
、
臨
時
政
府
組
織
大
綱
に
か
わ
る
根
本
法
と
し
て
、
南
京
参
議
院
の
制
定
し
た
「
中
華
民
國
臨
時
約

法
」
を
公
布
し
た
。
か
く
て
四
月
に
は
、
立
法
部
た
る
参
議
院
も
北
京
に
移
韓
し
、
新
共
和
國
の
政
治
態
勢
は
ぼ
ぼ
整
え
ら
れ
た
。

　
中
華
民
國
の
出
嚢
に
あ
た
つ
て
、
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
少
く
な
か
つ
た
が
、
地
方
制
度
と
く
に
省
制
問
題
も
、
そ
の
重
要
な

も
の
の
一
つ
で
あ
つ
た
。
「
當
時
は
共
和
建
立
の
は
じ
め
で
あ
る
た
め
、
中
央
は
軍
事
・
財
政
・
外
交
な
ど
の
重
大
事
項
に
注
意
し
、
地
方
官
廉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
組
織
を
か
え
り
み
る
暇
が
な
く
、
途
に
各
省
の
組
織
は
紛
飢
を
き
た
し
て
い
㍗
」
か
ら
で
あ
り
、
過
渡
的
根
本
法
た
る
臨
時
約
法
に
も
省
制
に

關
す
る
な
ん
の
規
定
も
も
う
け
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
共
和
成
立
の
前
後
か
ら
天
壇
憲
法
草
案
の
起
草
時
期
に
か
け
て
、
省
制
問
題

が
識
者
に
よ
つ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
討
議
の
封
象
と
な
つ
た
の
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
つ
た
。

　
こ
の
頃
、
ま
と
ま
つ
た
省
制
論
と
し
て
著
名
な
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
慶
省
論
、
愴
父
及
ぴ
高
螢
に
よ
る
プ
質
シ
ャ
州
制
論
及
び
國
民
共
進
會
に

ょ
る
「
共
和
聯
邦
折
中
制
」
論
な
ど
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
塵
省
論
は
、
主
と
し
て
康
有
爲
及
び
熊
希
齢
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
た
。
政
黛
と
し
て
は
民
主
黛
が
こ
の
立
場
に
立
つ
て
い
た
。
い
つ
た
い
、
こ

の
議
論
は
、
清
朝
末
年
に
稜
表
さ
れ
た
康
有
爲
の
「
官
制
考
」
及
び
國
風
報
に
端
を
穫
す
る
も
の
で
、
そ
の
要
旨
は
、
現
在
の
最
大
行
政
逼
劃
で

あ
る
省
を
塵
止
し
、
全
國
を
よ
り
小
さ
な
行
政
匠
劃
に
再
塵
分
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
中
央
集
構
的
統
一
の
彊
化
を
圖
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ

　
　
　
清
末
及
び
畏
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



　
　
　
溝
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六

た
。
も
つ
と
も
康
有
爲
は
、
當
時
一
般
に
唱
え
ら
れ
た
昔
年
の
「
道
」
を
も
つ
て
省
に
か
え
よ
う
と
す
る
意
見
に
封
し
、
溝
朝
時
代
の
「
府
」
は

地
理
天
然
の
旺
域
で
あ
り
、
面
積
か
ら
み
て
も
、
ま
た
経
濟
・
交
通
・
丈
化
の
黙
か
ら
み
て
も
、
最
も
適
當
な
行
政
軍
位
で
あ
る
と
し
て
、
府
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

新
行
政
優
劃
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
あ
る
も
の
は
新
た
に
州
を
設
け
て
全
國
を
八
十
三
州
に
匠
分
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
な
ど
、
慶
省

後
の
措
置
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
つ
て
必
す
し
も
一
様
で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
そ
の
根
族
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
ぼ
と
ん
ど
い
す
れ
の
場
合
に
も

一
致
し
て
い
た
。

　
彼
等
は
ま
す
、
革
命
以
來
、
各
省
の
割
擦
的
性
格
が
著
る
し
く
強
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
中
央
の
統
一
を
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

壌
し
、
國
家
を
分
裂
滅
亡
に
導
く
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
中
國
に
と
つ
て
「
自
殺
自
絞
自
総
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
中
國
に
か

か
る
欣
態
を
生
ぜ
し
め
た
重
要
な
原
因
は
、
省
制
度
の
存
在
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
換
え
れ
ば
、
省
が
軍
事
．
財
政
・
行

政
・
人
事
の
各
方
面
に
わ
た
つ
て
彊
大
な
槽
限
を
も
ち
、
し
か
も
そ
の
割
擦
性
を
支
え
る
に
た
る
廣
大
な
自
然
的
基
礎
を
も
つ
て
い
る
こ
と
に
よ

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
省
制
度
を
慶
止
し
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
よ
り
適
切
な
小
行
政
匠
劃
を
設
け
れ
ば
、
中
央
に
よ
る
全
中
國
の
統
一
も
同

復
さ
れ
、
地
方
行
政
の
運
用
も
敏
活
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
地
方
自
治
に
つ
い
て
も
十
分
な
効
果
を
牧
め
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
五
月
、
北
京
に
召
集
さ
れ
た
民
主
黛
代
表
大
會
は
、
國
會
及
び
憲
法
に
封
す
る
主
張
と
し
て
、
「
民
國
が
成

立
し
て
よ
り
一
年
有
牛
、
地
方
と
中
央
の
關
係
は
表
面
よ
り
み
れ
ぱ
相
互
に
蓮
繋
無
事
の
よ
う
で
あ
る
が
、
實
際
に
は
分
裂
の
跡
は
掩
い
え
な
い

も
の
が
あ
る
。
財
政
に
つ
い
て
い
え
ば
、
國
庫
一
年
の
牧
入
額
は
わ
す
か
に
数
百
萬
で
あ
り
、
軍
政
に
つ
い
て
い
え
ば
、
全
國
歎
十
師
は
す
べ
て

中
央
軍
橿
の
節
制
を
う
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
地
方
長
官
は
簡
任
で
あ
る
が
、
實
は
都
督
の
推
薦
に
よ
つ
て
い
る
…
…
反
抗
の
跡
は
す
で
に
顯

著
で
あ
り
、
割
族
の
形
勢
は
漸
く
で
き
あ
が
り
、
唐
末
藩
鎭
の
扇
を
再
び
今
日
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
吾
が
黛
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
行
省
制
度

こ
そ
最
も
斐
が
國
の
統
一
を
妨
げ
る
に
足
る
も
の
で
あ
り
、
民
國
の
た
め
に
長
治
久
安
の
計
を
立
て
よ
う
と
欲
す
れ
ば
行
省
を
腰
す
る
に
し
く
は

　
（
6
）

な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
塵
省
論
の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
を
簡
潔
に
表
現
し
伽
も
の
と
い
え
よ
う
。



　
い
す
れ
に
し
て
も
こ
の
立
場
は
、
徹
底
し
た
中
央
集
構
主
義
に
よ
つ
て
中
國
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
從
來
の
分
構
主
義
的
傾
向

は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
こ
れ
を
實
行
に
移
し
う
る
た
め
に
は
、
各
省
實
力
者
の
協
力
が
あ
た
え
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ

の
反
劃
を
押
切
つ
て
之
を
彊
行
す
る
に
足
る
實
力
が
中
央
政
府
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
い
す
れ
に
し
て
も
困
難
で
あ

ろ
う
。
と
く
に
後
者
の
場
合
に
は
、
次
節
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
震
世
凱
自
身
が
分
構
主
義
的
性
椿
の
う
え
に
立
つ
北
洋
軍
閥
を
そ
の
實
力
的
基

礎
と
し
て
い
る
だ
け
に
、
塵
省
論
を
實
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
つ
た
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
震
世
凱
の
國
會
解
散
後
、
熊
希
齢
が
屡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

省
論
を
主
張
し
、
中
央
政
治
會
議
の
反
封
に
遭
つ
て
國
務
総
理
を
騨
職
し
た
の
も
、
こ
こ
に
主
な
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
プ
・
シ
ャ
州
制
論
は
、
東
方
維
誌
上
で
、
同
誌
の
記
者
愴
父
及
ぴ
高
勢
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
議
論
は
、
そ
の
頃
北
京
政
府
に
よ
つ
て

進
め
ら
れ
て
い
た
省
制
及
ぴ
省
官
制
の
起
草
と
關
聯
し
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
草
案
に
與
え
た
影
響
は
決
し
て
少
く
な
か
つ
大
と
い
わ
れ

る
。
主
な
論
丈
と
し
て
は
、
愴
父
の
も
の
に
、
「
中
華
民
國
之
前
途
」
（
第
八
巷
第
＋
號
）
・
「
論
省
制
及
省
官
制
」
（
第
九
巻
第
三
號
）
な
ど
が
、
ま
た

高
勢
の
も
の
に
「
省
制
彷
普
魯
士
制
之
商
権
」
（
第
九
巻
第
五
號
）
が
あ
る
が
、
高
螢
の
そ
れ
は
、
面
積
・
歴
史
及
ぴ
制
度
の
面
よ
り
す
る
反
封
論

に
封
し
て
、
プ
官
シ
ャ
州
制
論
の
立
場
を
擁
護
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
愴
父
に
よ
つ
て
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し

よ
う
○

　
彼
は
、
順
序
と
し
て
ジ
メ
リ
カ
及
ぴ
メ
キ
シ
コ
の
先
例
を
ひ
き
、
中
華
民
國
成
立
後
の
聞
題
と
し
て
地
方
制
度
い
い
換
え
れ
ぼ
中
央
集
灌
主
義

と
地
方
分
櫨
主
義
の
問
題
が
い
か
に
重
大
で
あ
る
か
を
指
摘
し
、
お
の
お
の
に
つ
い
て
そ
の
長
短
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
集
樺
制
は
、
國

家
の
統
｝
に
は
有
利
で
あ
る
が
、
專
制
に
お
ち
い
り
や
す
く
、
地
方
の
風
俗
習
慣
に
野
す
る
適
鷹
性
を
欲
き
、
中
央
と
地
方
と
の
間
に
摩
擦
を
生

す
る
灌
れ
が
あ
り
、
分
櫓
制
も
ま
た
、
地
方
政
治
の
進
歩
震
達
を
來
す
と
い
う
長
所
を
有
す
る
反
面
、
極
端
な
場
合
に
は
、
政
令
は
不
統
一
と
な

り
、
地
方
の
分
裂
的
傾
向
を
譲
成
し
、
内
外
と
も
に
強
固
な
國
力
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
訣
陥
が
あ
る
。
中
國
の
歴
史
に
お
い
て

も
、
集
穫
制
と
分
櫨
制
は
こ
も
ご
も
探
用
さ
れ
た
が
、
い
す
れ
の
場
合
に
も
、
歴
史
の
嚢
展
と
乏
も
に
弊
害
を
生
じ
、
王
朝
の
崩
壌
を
招
い
て
い

　
　
　
清
末
及
び
艮
國
初
年
に
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る
聯
邦
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と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榊
四
七



　
　
　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吋
四
八

る
。
こ
の
よ
う
に
集
棲
制
か
分
穰
制
か
の
間
題
は
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
つ
き
り
し
た
断
定
を
下
し
え
な
い
状
態
に
あ
る
が
、
理
論
的
あ
る
い
は
歴

史
的
に
み
て
、
「
大
髄
、
内
外
と
も
に
偏
重
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
そ
の
蘭
は
國
を
亡
ぼ
す
に
足
り
る
の
で
あ
つ
て
、
今
後
國
家
を
主
催
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
は
、
二
者
の
間
を
折
衷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
彼
は
、
国
影
昌
片
』
0
8
量
O
ヨ
O
o
冨
b
鷺
騨
煎
奉
卜
島
琶
薮
の
黛
暮
貯
①
b
暫
項
に
し
た
が
つ
て
、
地
方
行
政
純
織
を
「
英
國
式
」
（
自
ぎ
国
β
覧
δ
げ

唐
①
昏
a
）
と
「
大
陸
式
」
（
目
冨
O
o
暮
ぼ
①
暮
巴
筥
①
爵
＆
）
と
に
分
類
し
、
大
陸
式
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
式
と
プ
質
シ
ャ
式
と
が
逼
別
さ
れ
る
こ

と
を
明
か
に
し
た
後
、
英
國
式
は
地
方
制
度
と
し
て
は
大
陸
式
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
が
、
慣
習
的
に
自
然
に
後
達
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら

「
紛
糾
錯
雑
し
、
劃
一
の
秩
序
が
な
く
、
そ
の
精
紳
は
と
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
形
式
は
と
る
べ
き
で
な
く
、
運
用
の
妙
は
學
ぶ
べ
き
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
そ
の
組
織
の
法
は
な
ら
う
に
足
り
な
い
」
と
結
論
し
、
大
陸
式
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
大
陸
式
の
特
徴
は
、
地
方
に
配
分
さ
れ

る
中
央
行
政
事
項
と
地
方
團
膣
固
有
の
事
項
と
が
明
確
に
癌
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
が
、
こ
れ
を
執
行
す
る
機
關
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン

ス
式
と
プ
ロ
シ
ャ
式
と
で
同
一
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
縣
制
（
∪
魯
塑
詳
①
目
0
9
）
の
場
合
に
は
「
地
方
長
官
（
胃
驚
9
を
指
す
…
－
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

者
）
は
一
面
に
お
い
て
地
方
に
分
配
さ
れ
た
中
央
行
政
を
執
行
し
、
　
一
面
に
お
い
て
は
地
方
行
政
を
執
行
す
る
」
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
行
政

冨
劃
が
狡
小
で
政
務
の
比
較
的
簡
略
な
も
の
に
適
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
中
國
の
省
の
よ
う
に
優
域
が
廣
く
政
務
も
煩
雑
に
な
ろ
う
と
す
る
と
こ

ろ
で
一
機
關
に
二
種
類
の
灌
限
を
執
行
せ
し
め
る
と
、
「
そ
の
機
關
は
必
す
彪
大
な
組
織
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
政
罐
は
過
重
と
な
る
を

　
　
　
（
1
1
）

冤
れ
な
い
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
フ
ラ
ン
ス
式
は
中
國
の
場
合
に
は
、
安
當
な
方
法
で
は
な
い
。
こ
れ
に
比
し
て
、
プ
4
シ
ャ
式

は
と
る
べ
き
多
く
の
も
の
を
有
し
て
い
る
。

　
が
ん
ら
い
プ
ロ
シ
ャ
の
州
制
に
お
い
て
は
、
國
家
行
政
を
執
行
す
る
機
闘
と
そ
れ
固
有
の
地
方
行
政
を
執
行
す
る
機
關
と
が
塵
別
さ
れ
て
い

る
。
前
者
は
國
家
官
吏
た
る
「
州
知
事
」
（
O
竃
唇
困
蜜
建
①
暮
）
で
あ
つ
て
、
皇
帝
に
よ
つ
て
任
冤
さ
れ
、
州
知
事
を
議
長
と
し
五
名
の
名
碁
職
滲

事
會
員
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
「
州
参
事
會
」
の
監
督
を
う
け
る
。
後
者
は
、
州
の
自
治
議
決
機
關
た
る
「
州
會
」
（
零
o
£
欝
噌
箋
程
舞
轟
）
に



よ
つ
て
逡
奉
さ
れ
る
「
州
委
員
會
」
（
浮
薯
国
臥
巴
貰
霧
9
塁
の
）
で
あ
る
が
、
こ
の
委
員
會
の
議
決
を
準
備
し
、
そ
の
執
行
に
當
り
、
州
自
治
膿
を
外

部
に
封
し
て
代
表
す
る
も
の
は
「
州
長
」
（
ピ
聾
q
窃
象
お
蓉
霞
）
で
あ
つ
て
、
彼
は
州
會
に
よ
つ
て
選
學
さ
れ
、
皇
帝
の
承
認
を
得
て
就
任
す
る
こ
と

に
な
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
質
シ
ャ
の
州
に
は
、
二
つ
の
執
行
機
關
が
存
在
し
、
自
治
制
度
も
極
め
て
明
確
な
も
の
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
式
の
中
國
に
お
け
る
歓
黙
は
、
一
鷹
取
り
除
か
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
中
國
に
お
け
る
行

省
制
度
は
、
歴
史
的
に
み
て
プ
・
シ
ャ
の
州
制
と
類
似
し
た
黙
を
も
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
清
朝
時
代
の
総
督
、
巡
撫
は
、
本
來
元
代
の
行
中
書

省
の
遺
制
で
あ
つ
て
、
「
総
督
は
行
中
書
省
の
丞
相
で
あ
り
、
巡
撫
は
行
中
書
省
の
左
右
丞
で
あ
る
。
清
代
の
督
撫
は
、
兵
部
及
び
都
察
院
を
餓
ね
、

文
武
を
統
轄
し
、
地
方
官
吏
を
監
察
す
る
任
務
を
有
し
、
中
央
官
吏
の
性
質
を
有
し
て
い
た
の
に
封
し
、
布
政
司
は
一
省
の
政
治
を
掌
り
、
古
代

の
方
伯
、
そ
の
後
の
州
牧
と
同
一
で
あ
り
、
地
方
官
吏
の
性
質
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
爾
者
の
職
務
は
混
同
し
て
上
下
級
官
磨
と
な

　
（
1
2
）

つ
た
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
プ
・
シ
ャ
州
制
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
新
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
奮
制
度
を
復
活
修
正
す
る
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

あ
る
。
そ
れ
は
、
理
論
的
に
も
歴
史
的
に
も
中
國
に
安
當
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
國
の
省
制
度
は
、
こ
の
プ
質
シ
ャ
州
制
を
基
礎

と
し
て
、
各
省
固
有
の
事
項
を
認
め
る
と
と
も
に
、
行
政
上
、
中
央
官
吏
と
地
方
官
吏
と
を
画
別
し
、
「
一
省
ま
た
は
薮
省
毎
に
中
央
政
府
を
代

表
す
る
一
つ
の
官
臆
を
設
け
、
そ
の
官
吏
は
中
央
政
府
が
任
命
し
、
中
央
の
命
令
を
承
け
て
國
家
行
政
を
庭
理
し
、
且
つ
地
方
行
政
を
監
督
す

る
。
各
省
地
方
行
政
に
至
つ
て
は
別
に
一
官
臆
を
設
け
て
こ
れ
を
庭
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
す
…
…
そ
の
長
官
は
入
民
が
公
學
す
る
。
そ
の
官
吏
は

長
官
が
地
方
議
會
の
同
意
を
維
て
委
任
す
る
。
こ
の
爾
種
の
官
臆
は
性
質
は
同
じ
で
な
く
、
椹
限
は
別
女
で
あ
る
。
し
か
し
前
者
は
後
者
に
封
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

て
監
督
の
責
任
が
あ
り
、
後
者
は
前
者
に
封
し
て
そ
の
委
託
事
務
を
盧
理
す
る
責
任
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
プ
・
シ
ャ
州
制
論
の
概
要
で
あ
る
。
そ
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
要
す
る
に
、
プ
・
シ
ャ
の
州
制
は
、
一
方
に
お
い
て
地
方
團
髄

固
有
の
事
項
に
關
す
る
自
治
を
認
め
、
他
方
に
お
い
て
中
央
に
よ
る
國
家
行
政
の
統
一
的
運
用
を
可
能
な
ら
し
め
、
州
自
治
に
封
す
る
或
程
度
の

監
督
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
上
の
事
實
か
ら
み
て
も
、
ま
た
中
國
の
實
情
に
照
し
て
も
、
省
制
度
と
し
て
最
も
適
切
で
あ
り
、
中

　
　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九



　
　
　
　
溝
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇

央
集
灌
主
義
並
に
地
方
分
灌
主
義
の
い
す
れ
の
弊
害
を
も
冤
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
解
は
、
聯
邦
論
と
磯
省
論
の

よ
う
に
極
端
な
封
立
を
み
せ
て
い
た
こ
の
時
代
に
は
、
安
協
的
立
場
を
と
る
も
の
と
し
て
、
一
慮
の
關
心
を
ぴ
い
た
こ
と
は
孚
わ
れ
な
い
。
當
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茄
）

北
京
政
府
の
起
草
し
て
い
た
省
制
及
び
省
官
制
草
案
に
、
相
當
程
度
ま
で
こ
の
主
張
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
事
實
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
、
安
協
的
主
張
で
あ
る
だ
け
に
、
蓑
世
凱
に
と
つ
て
も
、
各
省
實
力
者
に
と
つ
て
も
、
満
足
し
え
な
い
も
の
で
あ
つ
た
に
相
遠
な
い
。
は

た
し
て
、
こ
の
内
容
を
盛
つ
た
と
い
わ
れ
る
省
制
及
ぴ
省
官
制
豊
案
に
は
、
各
省
實
力
者
の
激
し
い
非
難
が
加
え
ら
れ
、
う
や
む
や
の
う
ち
に
葬

り
去
ら
鮭
萎
建
．
そ
し
て
結
局
は
、
劃
現
行
各
省
勢
行
政
熱
令
塩
行
都
欝
組
織
令
（
鳶
驚
篇
コ
、
3
・
省
馨
議
員
選

嚢
（
㍍
監
飾
布
）
省
議
薯
塞
（
降
聖
舞
布
）
の
公
藷
行
に
ト
ら
て
、
緊
急
の
要
権
じ
え
た
蓄
奈
庭
の
君
る
．

　
な
お
、
國
民
共
進
會
に
よ
る
「
共
和
聯
邦
折
中
制
」
論
は
、
そ
の
名
構
の
示
す
如
く
、
彼
等
の
い
う
聯
邦
制
と
郡
縣
制
の
折
衷
論
で
あ
つ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

省
制
の
内
容
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
相
達
が
あ
る
に
し
て
も
、
プ
・
シ
ャ
州
制
論
と
は
そ
の
根
本
的
志
向
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
國
民

共
進
會
は
、
伍
廷
芳
を
會
長
と
し
王
寵
恵
を
副
會
長
と
す
る
當
時
の
小
政
裳
で
あ
る
が
、
後
に
國
民
黛
結
成
の
際
に
は
そ
の
一
構
成
要
素
と
な
つ

　
　
　
　
　
（
1
7
）

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
實
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
主
張
が
、
後
の
王
寵
恵
草
案
の
基
礎
と
な
つ
て
い
る
こ
と
は
、
と
く
に
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
一
銭
端
升
等
「
民
國
政
測
史
」
下
冊
三
七
七
頁
。

働
　
艮
主
鐵
は
、
當
時
の
二
大
政
難
で
あ
る
國
民
難
と
共
和
黛
と
の
中
問
に
あ
つ
て
、
第
三
窯
と
し
て
政
局
の
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
、
ヴ
ォ
ー
ト
を
握
る
ぺ
く
、
孫
洪

　
伊
等
の
共
和
統
一
糞
、
北
方
を
地
盤
と
す
る
共
和
倶
進
會
・
共
利
促
進
會
・
國
民
新
政
吐
の
四
政
團
を
合
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、
湯
化
龍
．
林
長
民
・
孫

　
浜
伊
等
を
嶺
袖
と
す
る
が
、
そ
の
背
後
の
指
導
者
と
も
目
さ
資
へ
き
も
の
は
梁
啓
超
で
あ
つ
た
（
謝
彬
「
民
國
政
黛
史
」
四
八
頁
）
。
も
つ
と
も
梁
啓
超
の
意

　
見
が
、
駿
省
論
ま
で
ゆ
く
も
の
で
あ
つ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
確
言
し
う
る
だ
け
の
費
料
を
も
た
な
い
が
、
こ
の
頃
に
は
中
央
集
穫
主
義
の
立
場
を
と
つ
て

　
い
た
こ
と
は
誤
り
な
く
ー
嘗
て
の
聯
邦
論
は
す
で
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
ー
、
ホ
ー
ζ
ヘ
ヅ
ク
は
彼
に
よ
つ
て
起
草
さ
れ
た
黛
綱
領
は
與
論
の
形
成
に
廣
汎

　
な
影
響
を
與
え
た
こ
と
を
主
張
し
た
う
え
、
次
の
如
く
蓮
べ
て
い
る
。
「
そ
れ
は
…
…
中
國
の
弱
盟
は
長
期
に
わ
た
る
自
由
放
任
政
策
の
縫
綾
に
よ
る
も
の
で



　
あ
る
か
ら
、
政
府
の
干
渉
及
び
干
渉
的
行
政
が
探
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
．
・
・
：
・
を
彊
調
し
た
。
」
（
ψ
凶
●
国
o
導
ぴ
8
ぎ
　
　
O
馨
Φ
目
b
o
鋸
曙

　
男
o
一
凶
試
8
甘
跨
①
周
鶏
国
餌
獣
お
一
ρ
や
謡
）
。
な
お
、
民
主
黛
は
、
一
九
一
三
年
五
月
の
黛
代
表
大
會
で
駿
省
論
を
は
つ
き
砂
表
明
し
て
い
る
。

⑧
　
康
南
海
　
不
怨
雑
誌
彙
編
二
集
「
存
府
議
」
＋
三
頁
。

㈲
　
内
藤
虎
次
郎
「
支
那
論
」
一
〇
四
頁
以
下
、
及
川
恒
忠
「
支
那
政
治
組
織
の
碍
究
」
四
二
五
頁
。

㈲
　
康
南
海
前
掲
二
集
「
摩
省
論
序
言
」
｝
頁
。

㈲
　
憲
法
新
聞
第
＋
冊
　
政
海
憲
潮
一
頁
。

ω
　
曾
友
豪
「
中
華
民
國
政
府
大
綱
」
二
四
頁
。

⑧
　
東
方
雑
誌
第
八
巻
第
＋
號
愴
父
「
中
華
民
國
之
前
途
」
三
頁
。

⑨
　
東
方
難
誌
第
九
巻
第
三
號
愴
父
「
論
省
制
及
省
官
制
」
一
頁
。

⑬
　
槍
父
「
論
省
制
及
省
官
制
」
三
頁
。

⑳
　
槍
父
「
論
省
制
及
省
官
剃
」
三
頁
。

α勾

　
倫
父
「
論
省
制
及
省
官
制
」
三
頁
。

　
な
お
、
清
朝
及
び
そ
れ
以
前
の
地
方
行
政
組
織
に
つ
い
て
は
、
宇
高
寧
「
現
行
支
那
行
政
」
ご
三
三
頁
以
下
、
及
川
前
掲
四
二
〇
頁
以
下
滲
照
。

⑬
　
彼
は
、
そ
の
ほ
か
に
、
プ
・
シ
ヤ
州
制
を
探
用
す
る
利
盆
と
し
て
次
の
五
黙
を
塞
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
e
共
和
草
創
の
時
に
當
つ
て
、
一
機
關
を
以
て

　
二
種
の
職
樫
を
執
行
せ
し
め
れ
ば
、
必
ず
慣
例
に
し
た
が
つ
て
職
権
の
混
合
を
來
し
、
從
來
の
弊
害
を
再
び
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
プ
・
シ
ャ
州
制
は
こ

　
の
弊
害
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
。
⇔
中
央
地
方
の
行
政
が
一
機
關
に
よ
つ
て
執
行
さ
れ
る
と
、
官
吏
の
任
免
が
中
央
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
に
し
て
も
、
地
方
長

　
官
は
督
撫
の
よ
う
に
、
民
力
が
つ
よ
い
時
は
之
に
よ
つ
て
中
央
に
反
抗
し
、
中
央
が
つ
よ
い
時
は
之
に
よ
つ
て
地
方
人
属
を
塵
迫
す
る
に
至
る
。
プ
・
シ
ャ
州

　
制
は
別
個
の
二
機
關
を
設
け
て
い
る
か
ら
こ
の
弊
害
を
さ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
㊧
中
央
地
方
の
行
政
が
一
機
關
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
揚
合
に
は
、
地
方
行
政

　
の
執
行
機
關
を
し
て
國
家
行
政
に
容
喚
す
る
機
會
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
鋪
軍
民
分
治
が
實
行
さ
れ
た
場
合
、
軍
民
間
の
衝
突
は
歴
史
に
徴
し
て
も
起
り
う

　
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
際
に
も
中
央
を
專
一
に
代
表
す
る
執
行
機
關
が
存
在
す
れ
ば
、
中
央
に
代
つ
て
臨
機
の
措
置
が
と
れ
る
。
飼
地
方
政
治
の
震
展
は

　
つ
ね
に
こ
れ
に
留
意
す
る
人
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
。
中
央
に
よ
つ
て
任
命
さ
れ
る
官
吏
が
之
を
行
う
場
合
に
は
、
不
＋
分
な
る
を
免
れ
な
い
（
槍
父
「
論
省
制

　
及
省
官
制
」
三
ー
四
頁
）
Q

⑬
　
愴
父
「
中
華
民
國
之
前
途
」
三
頁
。

㈲
　
東
方
雑
誌
第
九
巻
第
五
號
高
勢
「
省
制
彷
普
魯
士
制
之
商
権
」
四
頁
に
は
、
「
省
制
省
官
制
案
は
政
府
よ
P
滲
議
院
に
第
二
同
目
の
提
出
を
行
つ
た
後
、
現
在

　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
剃
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一



　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
K
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二

　
ま
た
撤
同
修
正
を
行
つ
て
い
る
。
そ
の
修
正
の
内
容
を
聞
く
に
、
大
髄
プ
・
シ
ャ
制
に
な
ら
つ
て
規
定
し
て
い
る
…
…
」
と
蓮
べ
て
い
る
。

鮒
　
國
民
共
進
會
「
共
和
聯
邦
折
中
制
商
権
書
」
に
は
、
「
極
端
な
郡
縣
制
と
極
端
な
聯
邦
制
と
は
、
そ
の
害
は
菟
と
よ
り
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
輕
重
は
ほ
ぼ

　
同
一
で
あ
る
。
…
…
故
に
吾
人
は
二
者
の
間
で
轡
酌
し
て
善
を
墨
し
・
聯
邦
折
中
制
の
説
を
生
じ
て
そ
の
弊
を
救
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
い
わ
ゆ
る
折

　
中
制
と
は
、
聯
邦
の
形
式
を
と
η
、
郡
縣
の
精
紳
を
行
う
も
の
で
あ
つ
て
…
…
三
穫
に
照
し
て
い
え
ば
立
法
・
司
法
は
郡
縣
制
を
と
り
、
行
政
は
聯
邦
制
を

　
と
る
」
、
と
蓮
べ
ら
れ
て
い
る
（
東
方
難
誌
第
八
巷
第
＋
一
號
内
外
時
報
二
七
頁
）
。

働
　
謝
彬
前
掲
書
四
二
頁
及
四
六
頁
以
下
、
波
多
野
乾
一
「
支
那
の
政
黙
」
｝
二
九
頁
及
び
二
三
二
頁
以
下
参
照
。

五

　
一
九
一
二
年
八
月
、
参
議
院
は
臨
時
約
法
第
五
十
三
條
に
も
と
づ
き
、
國
會
組
織
法
・
参
議
院
議
員
選
奉
法
・
衆
議
院
議
員
選
學
法
を
可
決
通

過
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
一
九
コ
ニ
年
二
月
、
絡
選
墨
が
施
行
さ
れ
、
四
月
八
日
に
正
式
國
會
が
北
京
に
召
集
さ
れ
た
。
國
會
は
、
七
月
十
二
日
か

ら
、
爾
院
各
女
三
十
名
よ
り
な
る
憲
法
起
草
委
員
會
を
し
て
憲
法
の
制
定
に
着
手
せ
し
め
、
十
一
月
四
日
、
衰
世
凱
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
つ
て
國
會

の
機
能
が
停
止
さ
れ
る
ま
で
、
制
憲
事
業
を
欄
綾
し
た
。
こ
の
闇
、
國
會
の
憲
法
起
草
を
め
ぐ
つ
て
、
各
方
面
に
制
憲
論
議
が
沸
騰
し
、
聯
邦
論

な
い
し
集
構
主
義
え
の
反
封
論
も
、
こ
の
よ
う
な
欣
態
の
も
と
で
、
そ
の
討
議
の
封
象
と
さ
れ
る
に
至
つ
た
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
辛
亥
革
命
は
革
命
派
と
衰
世
凱
と
の
安
協
に
よ
つ
て
終
結
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
愛
協
的
結
果
を
招
い
た
主
な
原
因
は
、

一
つ
に
は
革
命
派
の
軍
事
財
政
に
お
け
る
脆
弱
性
に
あ
つ
た
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
革
命
陣
螢
の
内
部
的
不
統
一
が
與
つ
て
カ
あ
つ
た
と
い
う
べ

　
　
　
　
（
1
）

き
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
辛
亥
革
命
は
、
純
粋
な
革
命
主
義
者
の
み
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
清
末
立
憲
論
者
も
含
め
て
「
清
朝
輻
覆
」

の
一
黙
で
各
勢
力
が
協
力
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
中
に
は
、
北
方
派
と
同
一
の
肚
會
的
基
盤
に
立
つ
人
々
も
少
く

な
か
つ
た
。
彼
等
は
革
命
成
功
後
、
革
命
派
を
は
な
れ
て
衰
世
凱
に
接
近
し
、
一
方
革
命
派
も
ま
た
臨
時
約
法
及
び
立
法
部
に
よ
る
震
制
肘
の
態

度
を
朋
か
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
衰
派
・
反
衷
派
を
中
心
と
す
る
政
治
分
野
の
再
編
成
が
行
わ
れ
、
國
會
開
會
直
後
の
政
局
は
、
國
民
黛
謝
北
洋



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

軍
閥
を
背
景
と
す
る
震
世
凱
・
進
歩
黛
の
聯
合
勢
力
と
の
封
立
を
も
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
蓑
世
凱
の
目
的
は
、
全
中
國
の
中
央
集

槽
的
武
力
統
一
で
あ
つ
た
。
國
民
黛
の
劃
策
が
こ
れ
に
向
け
ら
れ
た
の
は
當
然
で
あ
り
、
聯
邦
論
も
、
集
椹
主
義
え
の
反
蜀
論
も
、
主
と
し
て
こ

の
立
場
か
ら
國
民
黛
系
の
人
女
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
當
時
の
國
民
黛
の
關
心
は
、
主
と
し
て
中
央
政
治
制
度
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
大
紹
統
の
樺
限
を
極
端
に
制
限
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
制
定
さ
れ
た
臨
時
約
法
の
内
容
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
行
政
部
に
劃
す
る
立
法
部
の
地
位
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
大
総
統
を

事
實
上
、
無
力
な
地
位
に
置
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
憲
法
問
題
の
中
心
は
行
政
部
と
立
法
部
と
の
關
係
、
と
く
に
e
大
総
統
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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議
會
解
散
樺
を
與
え
る
の
可
否
、
⇔
大
総
統
が
議
會
の
同
意
を
経
す
し
て
國
務
員
を
任
命
す
る
の
可
否
、
に
あ
り
、
彼
等
は
こ
れ
を
有
利
に
解
決

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
震
世
凱
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
地
方
制
度
の
問
題
は
、
彼
等
に
と
つ
て
、
そ
れ
以
上
の
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
じ

要
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
こ
の
黙
は
正
し
く
評
贋
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
國
民
黛
内
部
の
見
解
は
、
必
す
し
も
｝
致
し
て
い
な
か
つ
た
。
聯
邦
主
義
の
探
用
を
主
張
す
る
も
の
、
省
制
度
を
憲
法

に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
相
當
程
度
の
高
い
地
方
自
治
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
省
制
度
は
法
律
の
規
定
に
譲
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る

も
の
、
な
ど
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
つ
た
。
も
つ
と
も
國
民
黛
自
身
と
し
て
は
、
そ
の
「
國
民
蕪
憲
法
主
張
全
案
」
に
お
い
て
、
軍
一
國
主
義
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

探
用
を
明
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
か
に
、
聯
邦
論
が
同
黛
内
に
為
い
て
支
配
的
な
意
見
で
は
な
か
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
少
く

と
も
私
の
知
る
限
り
で
は
、
た
と
え
ば
「
民
國
二
年
正
式
國
會
の
生
ん
だ
憲
法
會
議
が
憲
法
を
起
草
し
た
と
き
、
中
央
と
各
省
画
間
の
關
係
に
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
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、
　
、
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し
て
論
孚
を
生
じ
、
聯
邦
の
論
は
時
運
に
慮
じ
て
獲
生
し
た
。
そ
の
と
き
國
民
蕪
人
は
盛
ん
に
聯
邦
の
読
を
侶
え
…
…
」
（
傍
黙
筆
者
）
と
い
う
よ

う
な
事
實
は
な
か
つ
た
と
い
つ
て
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
國
民
黛
に
お
け
る
聯
邦
論
は
、
大
膿
に
お
い
て
、
李
烈
鈎
・
張
纏
等
同
盟
會
系
の
叫
部
急
進
派
の
人
六
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
間
の
事
情
及
び
そ
の
聯
邦
論
の
論
嫉
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
事
實
が
學
げ
ら
れ
よ
う
。
一
つ
は
、
一
九
ご
二
年
十
一
月
十
五
日
の

　
　
　
溝
朱
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三



　
　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四

政
府
公
報
に
獲
表
さ
れ
た
衰
世
凱
の
ク
ー
デ
タ
理
由
の
布
告
に
お
い
て
、
李
烈
鈎
の
徐
秀
鈎
に
封
す
る
電
報
を
基
げ
、
「
総
統
に
し
て
如
し
之
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

衰
世
凱
に
属
さ
ば
則
ち
鄙
見
以
爲
ふ
に
須
く
聯
邦
制
牝
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
一
は
、
】
九
一
四
年
八
月
四
日
の
人
椹
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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進
肚
査
禁
令
に
、
こ
の
團
髄
が
聯
邦
制
度
の
採
用
を
綱
領
と
し
、
そ
の
獲
起
人
が
張
縫
、
肚
長
が
李
烈
鈎
で
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
以
外
に
は
、
ぼ
と
ん
ど
聯
邦
論
に
闘
す
る
費
料
は
獲
見
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
論
嫁
に
つ
い
て
も
詳
細
を
確

め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
同
盟
會
系
急
進
派
の
】
般
的
傾
向
か
ら
み
て
も
、
ま
た
前
記
の
電
丈
内
容
か
ら
み
て
も
、
裳
世
凱
の
集
構
的
統
一

政
策
に
封
抗
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
ご
ろ
で
あ
蟄
、
彼
等
が
中
國
の
將
來
に
劃
し
て
聯
邦
制
度
が
も
つ
と
も

適
當
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
否
か
は
、
頗
る
疑
問
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
す
れ
に
し
て
も
、
聯
邦
論
は
國
民
黛
内
の
少

数
意
見
で
あ
り
、
第
二
革
命
の
失
敗
に
よ
つ
て
急
進
派
が
没
落
し
て
か
ら
は
、
殆
ど
問
題
に
な
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
弛
と
い
つ
て
よ
い
。
し

か
し
第
二
革
命
に
参
加
し
た
黛
員
の
な
か
か
ら
、
後
年
章
士
釧
が
聯
邦
論
を
唱
え
て
震
世
凱
に
封
抗
す
る
態
度
を
示
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ

う
o

　
省
制
度
を
憲
法
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
地
方
自
治
を
保
鐙
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
王
寵
恵
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
憲
法
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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は
、
「
中
華
民
國
憲
法
舞
議
」
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
つ
て
地
方
制
度
に
封
す
る
そ
の
見
解
を
明
か
に
し
よ
う
。

　
彼
は
、
「
絶
封
に
集
椹
を
主
張
し
て
分
槽
を
排
斥
す
る
こ
と
も
、
絶
劃
に
分
権
を
主
張
し
て
集
灌
を
排
斥
す
る
こ
と
も
、
均
し
く
政
治
の
原
理

　
　
　
　
　
（
10
）

に
明
か
で
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
「
宇
宙
之
大
機
絨
之
妙
」
が
遠
心
力
と
求
心
力
の
併
存
と
作
用
に
よ
つ
て
そ
の
効
果
を
牧
め
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
國
家
も
ま
た
集
椹
と
分
樺
が
適
當
に
按
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
運
用
の
妙
を
穫
揮
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
、
集
槽
分
灌
の
い
す
れ
か
一
方
に
偏
す
る
こ
と
は
安
當
で
は
な
く
、
歴
史
上
の
事
實
に
徴
し
て
も
、
ド
イ
ッ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
例
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
偏
向
は
必
す
午
衡
欣
態
へ
の
運
動
を
起
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
間
題
は
、
中
央
集
櫻
か
地
方
分
穰
か
、
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
集
罐
と
分
椹
の
中
闇
を
と
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
方
法
を
如
何
に
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
も
ち
ろ
ん
、
中
央
と
地
方
の
灌
限
の
分
配
に
つ
い
て
は
理
論
的
に
】
定
の
準
則
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
概
ね
、
一
國
の

歴
皮
と
必
要
と
に
鷹
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
ご
の
鮎
は
中
國
の
場
合
に
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
國
の

省
制
度
は
、
長
い
歴
更
を
も
つ
た
極
め
て
特
殊
な
制
度
で
あ
り
、
各
國
と
同
一
の
行
政
歴
劃
と
も
、
ま
弛
近
代
的
な
地
方
自
治
團
騰
と
も
み
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
、
領
土
は
極
め
て
廣
く
、
交
通
は
不
便
で
あ
り
、
一
省
の
大
き
さ
は
ヨ
ー
・
ッ
パ
の
一
國
に
も
比
べ
ら
れ
、
各
省
聞

の
事
清
も
相
違
し
て
い
る
た
め
、
中
央
は
十
分
に
之
を
統
治
し
え
な
い
憾
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
集
礎
分
椹
の
關
係
が
當
を
え
す
全
國
の
統
一
を

實
現
し
え
な
い
場
合
に
は
、
地
方
の
議
達
も
期
し
難
い
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
事
清
を
綜
合
し
て
考
え
て
み
る
と
、
カ
ナ
ダ
聯
邦
制
の
形
式
を
滲
考
と
し
、
こ
れ
を
攣
通
し
て
用
い
る
の
が
適
當
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
省
の
灌
限
に
つ
い
て
は
列
學
主
義
を
と
る
一
方
、
集
灌
主
義
的
志
向
を
加
味
し
て
中
央
と
省
と
の
間
に
「
聯
絡
及
溝
通
之
關
係
」
を

保
持
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
具
膣
的
方
法
と
し
て
は
、
省
の
灌
限
を
次
の
三
種
類
に
分
つ
て
列
墾
す
る
こ
と
が
適
當
で
あ
る
。

　
第
一
種
は
、
完
全
に
地
方
自
治
に
属
す
る
事
項
か
、
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
各
省
が
そ
の
欣
態
に
鷹
じ
て
自
ら
辮
理
す
る
こ
と
が
必
要
な
も
の

で
あ
つ
て
、
寅
政
窪
蕊
隼
学
髪
嘉
婁
蛮
．
地
方
税
（
調
盤
響
昌
講
鰍
灘
）
省
塞
債
の
輩
、
市
政
・
衛
生
（
朧

鍵
戯
鰯
筆
・
公
蕎
毒
及
蓬
物
呉
幣
そ
諺
騨
（
簾
暉
の
5
岳
霧
髪
錘
蘇
餐
地
方
璽
・
勢
覆
・

慈
善
及
び
公
釜
事
業
、
な
ど
が
之
に
属
す
る
。
第
二
種
は
、
各
省
が
中
央
政
府
の
劃
一
法
令
に
從
つ
て
辮
理
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
項

は
、
本
來
省
内
部
の
こ
と
に
属
す
る
が
、
各
省
共
通
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
た
め
に
、
中
央
の
劃
一
法
令
に
よ
る
べ
き
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

各
級
學
校
（
艸
幣
大
學
Y
釜
銀
舞
糠
行
Y
簑
（
繍
肇
・
地
毒
萎
房
藷
、
肇
奪
黎
奮
．
第
三
控
各
省
毒
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

す
る
に
あ
た
つ
て
、
中
央
政
府
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
外
債
の
募
集
・
省
界
の
測
定
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。
こ
れ

以
外
の
事
項
は
、
す
べ
て
中
央
政
府
の
権
限
と
し
、
中
央
政
府
は
便
宜
上
各
省
に
封
し
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
項
の
執
行
を
委
託
し
う
る
も
の
と

し
、
各
省
長
官
は
中
央
政
府
の
代
表
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
「
全
國
の
統
一
を
妨
げ
な
い
で
、
各
省
は
列
墨
範
園
内
の
事
項
に
つ
い
て
措

　
　
　
清
末
及
び
艮
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
翰
醐
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五



清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論

嚇
五
六

　
　
（
12
）

置
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
が
ん
ら
い
省
は
、
政
治
上
中
國
に
と
つ
て
極
め
て
重
要
な
存
在
で
あ
つ
て
、
そ
の
政
治
組
織
に
お
け
る
位
置
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
中
國
の
將

來
に
重
大
な
關
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
今
日
の
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
關
す
る
意
見
が
岐
れ
て
い
る
場
合
に
、
之
を
軍
行
法
に
譲
る

こ
と
は
要
當
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
す
、
も
し
絶
え
す
省
制
度
に
關
す
る
規
定
が
改
正
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
地
方
政
治
の
震
達
を
妨
げ
、
國
家
の

獲
展
を
妨
げ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
省
制
度
は
必
す
憲
法
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。

　
地
方
制
度
に
關
す
る
王
寵
恵
の
立
場
は
、
以
上
の
厳
述
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
一
種
の
折
衷
論
で
あ
り
、
さ
き
に
述
べ
た
國
民
共
進
會
の
「
共

和
聯
邦
折
中
制
商
権
書
」
の
流
れ
を
ぴ
く
も
の
で
あ
る
。
國
民
蕪
内
の
一
勢
力
を
代
表
し
て
い
た
こ
と
は
雫
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
す
、
彼
の
こ
の
意
見
は
、
結
局
、
天
壇
憲
法
草
案
に
お
い
て
探
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
は
、
起
草
委
員
會
に
お
け

る
國
民
黛
以
外
の
勢
力
が
つ
よ
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
皮
肉
に
も
省
制
度
を
憲
法
の
規
定
に
挿
入
し
よ
う
と
す
る
提
案
は
、
進
歩
窯
の
丁
世
峰

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
す
、
國
民
黛
起
草
委
員
の
な
か
に
反
封
論
な
い
し
審
議
延
期
論
を
保
持
す
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

に
、
こ
の
結
果
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
張
耀
曾
・
谷
鐘
秀
な
ど
、
急
進
派
渡
落
後
の
黛
内
有
力
者
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
る
が
、
い
す
れ
に
し
て

も
こ
の
事
實
は
、
王
寵
恵
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
立
場
が
、
必
す
し
も
國
民
黛
の
支
配
的
意
見
で
な
か
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
國

民
黛
自
身
と
し
て
は
、
軍
一
國
主
義
の
採
用
を
決
定
し
な
が
ら
、
現
實
に
は
、
少
く
と
も
こ
の
間
題
に
關
す
る
限
ψ
、
意
見
の
一
致
を
み
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
4

が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
國
民
黛
の
主
張
す
る
聯
邦
論
な
い
し
折
衷
論
が
、
當
時
の
客
観
的
條
件
の
も
と
に
お
い
て
、
實
現
の
可
能
性
を
も
た
な
か
つ
た
こ
と
は
、
改
め

て
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
革
命
に
お
け
る
國
民
黛
急
進
派
の
失
敗
、
衰
世
凱
に
よ
る
國
會
解
散
と
い
う
二
つ
の
歴
史
的
事
實
が
、
明

か
に
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
衰
世
凱
の
目
的
が
中
國
の
專
制
的
統
一
に
置
か
れ
、
聯
邦
論
な
い
し
折
衷
論
が
北
洋
軍
閥
以
外
の
諸
勢
力
を
彊
化
す

る
可
能
性
を
も
ち
、
し
か
も
國
民
黛
の
實
力
が
蓑
に
封
抗
し
う
る
ぼ
ど
彊
力
で
な
い
以
上
、
そ
の
よ
う
な
結
果
に
維
る
ご
と
は
當
然
で
あ
る
が
、



し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
當
時
徹
底
し
た
中
央
集
灌
主
義
に
立
つ
膿
省
論
も
實
現
さ
れ
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
．
、
そ
れ
は
衰
世
凱
の
實
現
し
よ
う
と
す
る
專
制
的
統
一
の
ー
ー
彼
の
主
観
的
意
思
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も
ー
1
實
髄
を
暗

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
辛
亥
革
命
は
、
民
族
主
義
革
命
と
し
て
は
一
鷹
の
成
功
を
牧
め
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
民
主
主
義
革
命
と
し
て
み
る
と
き
は
極
め
て
不
徹
底
な

も
の
で
あ
ρ
、
清
末
の
薔
肚
會
艦
制
は
そ
の
ま
ま
共
和
民
國
に
ひ
き
つ
が
れ
て
し
ま
つ
た
。
い
い
換
え
れ
ば
、
形
式
的
に
は
共
和
政
治
の
形
態
を

と
と
の
え
た
に
も
拘
ら
す
、
そ
の
基
盤
と
な
る
べ
き
近
代
的
市
民
肚
會
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
多
元
的
封
建
壮

會
に
お
け
る
自
治
を
基
礎
と
し
た
各
省
の
分
槽
主
義
的
傾
向
も
、
依
然
と
し
て
懸
績
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
か
え
つ
て
そ
れ
は
、
革
命
の
混
飢

期
を
経
て
一
段
と
彊
め
ら
れ
、
割
嫁
的
軍
閥
政
治
へ
の
基
礎
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
。
震
世
凱
の
專
制
的
統
一
は
、
こ
の
よ
う
な
厭
態
の
も
と
に

行
わ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
裳
世
凱
は
奮
肚
會
勢
力
を
代
表
す
る
北
洋
軍
閥
の
指
導
的
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
朗
存
の
政
治
騰
制
の
う
え
に
そ
の

支
配
椹
力
を
維
持
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
つ
た
に
し
て
も
、
既
存
膿
制
の
破
壌
の
う
え
に
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
つ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
彼
が
み
す
か
ら
そ
の
實
力
的
基
礎
を
崩
壌
せ
し
め
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
客
観
的
に
み
て
各
省
實
力
者
の
存
在
は
、
衰

世
凱
を
し
て
既
存
政
治
膣
制
の
破
壊
を
行
わ
し
め
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
彊
力
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
彼
の
專
制
的
集
灌
的
統
｝
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聡
）

各
省
の
割
嫁
的
朕
態
の
う
え
に
樹
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
實
．
質
的
に
は
省
の
割
嫉
的
性
格
を
み
と
め
な
が
ら
、

制
度
的
は
中
央
集
灌
的
專
制
的
統
一
の
形
を
實
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
聯
邦
論
は
い
う
ま
で
も

な
く
折
衷
論
も
塵
省
論
も
、
こ
の
時
代
に
は
、
制
度
上
之
を
實
現
す
べ
き
條
件
を
歓
い
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
①
　
李
川
前
掲
書
一
五
八
頁
以
下
。

　
⑧
　
國
民
窯
及
び
進
歩
黛
に
つ
い
て
は
、
謝
彬
前
掲
書
四
六
頁
以
下
及
び
五
三
頁
以
下
滲
照
。

　
　
⑧
　
柏
田
天
山
・
竹
内
克
巳
「
支
那
政
黛
結
鮭
史
」
上
一
四
七
頁
、
雫
川
前
掲
書
二
一
六
頁
。

　
　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



　
　
清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛
五
八

㈲
　
王
世
茶
は
「
草
案
の
起
草
及
び
討
論
の
時
期
に
お
い
て
、
國
會
内
で
最
も
重
麗
し
た
憲
法
問
題
は
次
の
三
項
目
に
外
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
は
地

　
方
機
髄
の
穫
限
と
組
織
問
題
で
あ
る
」
（
「
比
較
憲
法
」
五
五
八
頁
）
、
と
蓮
ぺ
て
い
る
が
、
こ
の
揚
合
三
つ
の
問
題
（
他
の
二
つ
の
問
題
と
し
て
は
孔
教
問
題

　
と
行
玖
機
關
の
権
力
問
題
と
が
塞
げ
ら
れ
て
い
る
）
が
同
じ
比
重
で
問
題
に
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
な
ら
ば
そ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
私
の
調
べ
た

　
範
園
で
は
地
方
制
度
問
題
に
關
す
る
論
議
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
い
亀
の
で
は
な
か
つ
た
。

⑤
　
憲
法
新
聞
第
＋
三
冊
政
海
憲
潮
一
頁
。
な
お
、
國
民
黛
内
に
設
け
ら
わ
た
欧
務
硯
究
會
の
「
髭
國
憲
法
綱
領
」
に
お
い
て
も
輩
一
國
主
義
を
と
る
旨
が
閉
記

　
さ
れ
て
お
り
（
憲
法
新
聞
第
一
冊
政
海
憲
潮
二
六
頁
）
、
國
民
難
憲
法
討
論
曾
に
お
い
て
も
こ
の
主
張
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

⑤
　
楊
幼
嫡
「
近
代
中
國
立
法
史
」
二
八
五
頁
。

ω
　
難
誌
「
支
那
」
第
四
雀
第
二
三
號
四
三
頁
。

⑧
　
束
方
難
誌
第
＋
一
巷
第
三
號
大
事
記
欄
二
〇
頁
。

⑨
　
「
中
華
民
國
憲
法
鍵
議
」
の
下
篇
・
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
王
寵
悪
草
案
は
、
普
通
・
國
民
糞
憲
法
草
案
と
ま
で
よ
ば
れ
て
い
る
（
村
上
貞
吉
「
支
那
二
於
ケ
ル

　
立
憲
工
作
ト
憲
法
草
案
初
稿
」
二
六
七
頁
、
柏
田
・
竹
内
前
掲
書
一
四
八
頁
）
。
し
か
し
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
憲
法
新
聞

　
第
二
冊
憲
吏
二
三
頁
に
は
次
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
國
民
蕪
有
憲
法
草
案
三
扮
、
一
爲
王
寵
恵
己
印
成
冊
一
爲
注
精
衛
一
爲
宋
教
仁
難

　
中
主
張
以
王
案
爲
滲
考
採
用
絹
少
以
注
宋
二
案
合
併
編
成
一
扮
付
議
員
會
蓬
條
討
論
得
多
数
賛
同
者
議
決
成
案
以
備
提
交
國
會
」
。
槍
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
o

⑳
憲
法
要
覧
下
編
「
中
華
昆
國
憲
法
鶴
議
」
上
編
三
五
頁
。

㈲
門
憲
法
要
覧
下
編
葡
鶴
「
慧
法
紹
議
」
下
編
、
草
案
第
九
十
・
九
十
一
・
九
＋
二
條
。

働
　
憲
法
要
覧
下
編
前
鶴
「
憲
法
銘
議
」
上
編
三
八
頁
。

③
　
丁
世
嘩
は
、
さ
き
に
述
べ
た
山
東
濁
立
蓮
動
の
際
の
中
心
的
人
物
で
あ
つ
た
丁
佛
言
の
こ
と
で
あ
診
、
政
治
的
に
は
進
歩
蕪
に
騰
し
て
い
た
が
、
地
方
制
度

　
に
關
す
る
限
P
、
王
寵
恵
の
そ
れ
に
近
い
立
揚
を
と
つ
て
い
た
。

働
　
異
宗
慈
に
よ
わ
ば
、
張
耀
曾
も
審
議
延
期
論
の
立
揚
に
立
つ
て
い
る
如
く
で
あ
る
が
（
中
華
民
國
憲
法
史
繭
編
五
八
頁
）
、
實
際
は
反
封
論
の
立
揚
に
立
つ

　
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
國
民
黛
・
統
一
簸
丑
ハ
和
窯
・
民
主
糞
の
四
黛
有
志
よ
P
な
る
憲
法
討
論
會
に
お
い
て
、
地
方
制
魔
を
憲

　
法
に
規
定
す
る
こ
と
に
反
封
し
（
憲
法
新
聞
第
一
冊
政
海
憲
潮
四
頁
）
、
ま
た
九
月
二
＋
三
日
の
起
草
委
員
曾
第
ご
＋
一
次
會
議
に
お
い
て
も
、
呉
宗
慈
の
鮫

　
蓮
と
は
異
り
、
丁
世
鰹
の
提
案
に
封
し
て
反
封
の
憲
度
を
明
か
に
し
て
い
る
（
憲
法
新
聞
第
二
＋
剛
珊
國
會
紀
聞
一
〇
ー
一
一
頁
）
。

㈲
　
一
般
に
・
こ
の
時
代
の
國
民
黙
は
、
一
致
し
て
地
方
分
穫
論
ま
た
は
聯
邦
論
を
唱
え
た
か
の
如
く
主
張
さ
れ
て
い
る
が
（
例
え
ば
曾
友
豪
葡
揚
書
二
七
二
頁
、



　
楊
幼
燗
前
掲
書
二
八
五
頁
滲
照
）
、
こ
の
黙
は
訂
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
Q

⑱
　
も
ち
ろ
ん
彼
の
實
力
的
支
柱
は
北
洋
軍
閥
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
北
洋
軍
閥
の
實
力
が
強
大
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
南
方
軍
閥
乃
至

　
革
命
派
を
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
北
洋
軍
閥
そ
の
も
の
が
、
蓑
の
統
制
に
服
し
な
が
ら
も
、
他
方
そ
れ
自
身
割
嫁
的
性
格
を
も
つ
て
い

　
た
の
で
あ
つ
て
、
重
と
し
て
は
そ
の
基
盤
を
破
竣
す
る
と
こ
ろ
ま
で
專
渕
的
支
配
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
つ
た
。

清
末
及
び
民
國
初
年
に
お
け
る
聯
邦
論
と
省
制
論

五
九


