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『
近
代
国
家
の
中
世
的
起
源
に
つ
い
て
』

　
ジ
ョ
セ
フ
・
ス
ト
ゥ
レ
イ
ヤ
ー
は
永
ら
く
プ
リ
ン
ス
ト
ソ
大
学
の
歴
史
学
教

授
で
あ
つ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
社
会
史
・
政
治
制
度
史
の
専
門
家
と
し
て
彼

は
英
語
文
化
圏
の
中
で
第
一
人
者
と
し
て
の
名
声
を
得
て
い
る
．
学
問
的
経
験

に
熟
達
し
、
知
識
を
広
範
に
獲
得
し
た
専
門
家
が
そ
の
専
門
分
野
に
関
し
て
全

体
的
な
省
察
を
な
し
た
本
は
、
読
者
に
展
望
と
知
的
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
本
書
は
そ
の
様
な
本
で
あ
る
．
こ
れ
は
そ
の
題
名
が
示
す
如
く

近
代
国
家
殊
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
国
家
に
関
す
る
中
世
的
起
源
を
究
明
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
著
者
は
、
近
代
ヨ
ー
・
ッ
パ
国
家
の
起
源
を
究
明
す
る
こ

と
は
今
日
の
国
家
の
諸
特
徴
、
諸
問
題
に
光
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
多

く
の
国
家
形
態
間
に
横
た
わ
る
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
確
信
す

る
（
四
頁
）
．
著
者
の
見
解
に
よ
る
と
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
は
国
家
で
あ
り
中
国
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の
元
帝
国
、
・
ー
マ
帝
国
も
ま
た
国
家
で
あ
つ
た
。
し
か
し
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

国
家
、
こ
れ
に
影
響
を
受
け
た
他
文
化
圏
の
近
代
国
家
も
、
前
記
の
初
期
的
国

家
の
い
ず
れ
か
ら
も
直
接
的
に
発
生
し
た
の
で
は
な
か
つ
た
．
西
ヨ
ー
官
ッ
パ

の
中
世
初
期
に
お
け
る
政
治
組
織
の
主
要
な
形
態
は
ゲ
ル
マ
ソ
王
国
で
あ
つ
た

が
、
し
か
し
こ
の
ゲ
ル
マ
ソ
王
国
は
い
く
つ
か
の
点
で
近
代
国
家
と
正
反
対
の

も
の
で
あ
る
．
そ
れ
は
個
人
に
対
す
る
忠
誠
心
に
基
礎
を
置
き
、
抽
象
的
概
念

や
非
個
人
的
制
度
に
立
脚
し
て
い
な
か
つ
た
（
十
三
頁
）
。

　
さ
て
著
老
は
近
代
国
家
形
成
に
必
要
な
諸
要
素
を
次
の
如
く
列
挙
す
る
。
ω

人
民
の
一
定
の
政
治
単
位
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
こ
れ
は
、
時

間
的
に
継
続
し
、
空
間
的
に
一
定
の
場
を
定
め
て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
（
五
頁
）
．

働
非
個
人
的
に
し
て
か
つ
相
対
的
に
永
続
的
な
政
治
制
度
の
形
成
が
必
要
で
あ

る
（
六
頁
）
．
つ
ま
り
，
指
導
者
の
変
更
・
交
代
に
お
い
て
も
存
続
し
、
下
位
団

体
の
関
連
性
の
次
元
に
お
け
る
動
揺
・
盛
衰
に
も
動
じ
な
い
制
度
．
政
治
問
題

に
お
け
る
一
定
の
専
門
化
・
特
殊
化
を
許
容
し
、
か
く
て
政
治
過
程
の
有
効
性

を
増
加
さ
せ
る
様
な
制
度
．
人
民
集
団
の
政
治
的
同
一
性
の
意
識
を
強
め
る
制

度
。
以
上
の
如
き
制
度
が
出
現
す
れ
ば
、
国
家
形
成
に
お
け
る
重
要
な
鍵
は
得

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
（
七
頁
）
。
も
つ
と
も
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ

と
は
、
永
続
的
な
制
度
の
存
在
は
、
被
治
者
が
そ
の
制
度
を
必
要
な
も
の
と
し

て
受
け
容
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
又
被
治
者
が
国
家
の
存
在
に
本
質
的
な
感
情
、
必
須
な
心
情
を
創
造
し
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
継
続
し
て
存
在
し
て
い
る
制
度
は
、
精
神

的
姿
勢
に
お
け
る
あ
る
種
の
変
化
を
徐
々
に
創
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
制

度
は
．
国
家
理
念
が
成
長
す
る
際
に
依
拠
す
る
一
定
の
枠
組
み
を
形
成
す
る
こ



と
が
で
き
る
（
八
頁
）
。
⑥
究
極
的
権
威
の
必
要
性
を
承
認
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
．
つ
ま
り
こ
れ
は
、
紛
争
の
種
を
宿
し
て
い
る
政
治
的
・
法
律
的
諸
問
題
に

関
し
て
最
終
決
定
を
下
す
こ
と
の
で
ぎ
る
権
威
を
人
民
が
必
要
で
あ
る
と
一
致

し
て
認
め
る
こ
と
で
あ
る
．
近
代
的
表
現
を
使
用
す
る
な
ら
ば
、
二
れ
は
主
権

理
念
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
主
権
は
理
論
に
お
い
て
規
定
さ
れ
得
る
よ
り

も
は
る
か
以
前
に
現
実
に
存
在
し
た
（
九
頁
）
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
他
の
研
究

者
・
研
究
書
が
同
頁
脚
註
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
注
意
に
値
す
る
、
ω
家
族
、

地
方
共
同
体
、
宗
教
団
体
へ
の
忠
誠
心
が
中
央
政
治
権
力
へ
昇
華
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
被
治
者
は
国
家
の
利
益
が
優
先
す
る
と
い
う
理
念
、

国
家
の
保
持
が
最
高
の
社
会
的
善
で
あ
る
と
い
う
理
念
を
受
容
す
る
の
で
あ

る
．
し
か
し
こ
の
変
化
は
常
に
徐
々
に
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
故
、
そ
の
過

程
を
記
録
文
書
等
で
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
．
換
言
す
れ
ぽ
、
あ
る

一
定
の
時
点
に
お
い
て
、
国
家
へ
の
忠
誠
心
が
主
要
な
忠
誠
心
と
な
つ
た
と
証

明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
．
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
国
家
へ
の

忠
誠
心
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
同
一
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
　
（
九
頁
ー
十
頁
）
．

　
さ
て
以
上
の
四
つ
の
要
素
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、
著
者
は
次
の
如
く
判
断
す

る
．
一
〇
〇
〇
年
か
ら
一
三
〇
〇
年
の
間
に
、
近
代
国
家
の
本
質
的
諸
要
素
の
い

く
つ
か
が
西
ヨ
ー
・
ッ
パ
に
現
わ
れ
始
め
た
．
つ
ま
り
、
人
民
と
領
域
の
固
有

の
核
を
伴
な
つ
た
政
治
的
実
体
が
長
期
間
の
継
続
的
存
在
に
よ
つ
て
合
法
性
を

獲
得
し
た
。
そ
し
て
財
政
業
務
と
裁
判
実
務
に
関
す
る
永
続
的
制
度
が
確
立
さ

れ
た
．
専
門
的
・
職
業
的
行
政
官
の
集
団
が
成
立
・
発
展
し
、
更
に
中
央
統
合

機
関
と
し
て
の
大
法
官
庁
（
9
き
8
蔓
）
が
高
度
に
訓
練
さ
れ
た
書
記
を
伴
な

つ
て
歴
史
に
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
三
四
頁
）
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程

　
　
　
紹
介
と
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評

の
中
で
次
の
如
き
歴
史
事
実
が
刺
激
剤
と
し
て
意
味
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　
第
一
に
キ
リ
ス
ト
教
の
世
俗
政
治
へ
の
影
響
で
あ
る
。
古
代
末
期
か
ら
西
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
キ
リ
ス
ト
教
が
布
教
さ
れ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
十
世
紀
以
前
の

西
ヨ
ー
・
ッ
パ
は
キ
リ
ス
ト
教
社
会
と
は
い
い
難
い
。
し
か
し
ロ
ー
マ
教
会
そ

の
も
の
は
既
に
、
国
家
の
属
性
を
い
く
つ
か
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

永
続
的
な
制
度
で
あ
り
、
・
i
マ
教
皇
に
附
与
さ
れ
た
主
権
の
理
論
で
あ
る
。

教
会
人
が
世
俗
政
治
に
深
く
包
含
さ
れ
た
と
い
う
事
実
－
如
何
な
る
支
配
者
も

教
会
人
の
助
言
と
協
力
な
く
し
て
は
政
治
活
動
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

と
い
う
事
実
、
こ
れ
ら
は
・
ー
マ
教
会
の
政
治
理
論
と
行
政
技
術
が
直
接
、
世

俗
政
治
へ
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
．
そ
し
て
又
キ
リ
ス
ト
教

は
、
世
俗
支
配
老
が
彼
等
の
臣
下
に
平
和
と
正
義
を
与
え
る
こ
と
を
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
説
い
た
。
こ
の
内
容
は
論
理
的
に
、
新
し
い
司
法
・
行
政
の
制

度
を
創
設
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
．
し
か
し
こ
の
様
な
動
き
は
極
め
て
ゆ
る
や

か
な
も
の
で
あ
り
、
・
ー
マ
教
会
の
影
響
も
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
国
家
を
創
設

す
る
程
、
強
力
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
（
十
六
頁
）
．
第
二
に
皇
帝
と
教
皇
が
正
面

か
ら
対
決
し
た
叙
任
権
闘
争
の
影
響
は
結
果
と
し
て
世
俗
政
治
権
威
の
本
質
を

明
確
化
し
、
世
俗
支
配
者
が
正
義
の
保
証
人
で
あ
り
分
配
者
で
あ
る
と
い
う
既

存
の
思
想
を
再
確
認
し
た
の
で
あ
る
．
第
三
に
、
西
ヨ
ー
ロ
ソ
バ
中
世
の
人
々
に

横
溢
し
た
、
平
和
・
正
義
・
法
律
・
合
理
的
裁
判
へ
の
渇
望
が
意
味
あ
る
も
の

と
さ
れ
る
．
混
乱
と
暴
力
の
時
代
に
、
人
々
の
大
部
分
は
何
よ
り
も
先
ず
平
和

と
安
全
を
求
め
た
．
彼
等
は
、
統
治
団
体
が
平
和
に
対
す
る
内
外
の
障
害
を
克

服
す
る
と
い
う
最
低
限
の
責
務
を
達
成
す
る
べ
く
、
弱
態
な
統
冶
団
体
を
強
化

し
よ
う
と
し
た
．
か
く
て
、
一
定
の
安
定
性
と
連
続
性
を
有
す
る
政
治
単
位
の
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中
で
は
、
内
部
的
安
全
を
改
善
・
促
進
す
る
裁
判
制
度
を
創
造
し
よ
う
と
す
る

努
力
が
い
ず
こ
に
も
み
ら
れ
た
し
、
外
敵
に
対
す
る
防
衛
に
必
要
な
財
源
を

供
給
す
る
、
財
政
制
度
を
創
造
す
る
努
力
が
い
ず
こ
に
お
い
て
も
払
わ
れ
た

（
十
八
頁
）
。
更
に
は
、
中
世
封
建
社
会
が
法
を
強
調
し
た
事
実
は
、
西
ヨ
ー
・
ッ

パ
の
政
治
発
展
に
極
め
て
独
特
な
特
徴
を
与
え
た
。
国
家
は
法
を
基
盤
と
し
て

成
立
し
、
法
を
執
行
す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
他
の
政
治

体
系
に
お
い
て
こ
の
様
に
法
が
主
要
な
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、
他
の

社
会
に
お
い
て
、
あ
の
様
に
法
律
家
が
重
要
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
も
な
い
。
ヨ

ー
・
ッ
パ
国
家
は
常
に
ヒ
の
法
治
国
家
と
い
う
理
想
を
達
成
し
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
支
配
者
が
被
支
配
者
の
忠
誠
心
と
支
持
を
と
り
つ
け
る
に
際
し
、
こ
の
理

想
は
実
に
重
要
な
要
素
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
（
一
…
頁
⊥
西
頁
）
。
第
四

に
、
い
わ
ゆ
る
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ソ
ス
と
し
て
包
括
さ
れ
る
諸
要
素
が
挙
げ
ら

れ
る
。
先
ず
、
大
学
が
創
設
さ
れ
教
育
を
受
け
た
人
間
が
多
量
に
出
現
し
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
書
か
れ
た
記
録
と
公
式
文
書
な
く
し
て
、
永
続
的
・
非
個

人
的
政
治
制
度
を
創
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
十
二
世
紀
初
期
に
は
、

こ
れ
ら
の
記
録
と
公
式
文
書
を
作
成
し
、
処
理
す
る
能
力
あ
る
人
間
は
限
定
さ

れ
て
お
り
、
従
が
つ
て
制
度
的
発
展
も
同
様
に
限
定
さ
れ
た
。
十
二
世
紀
末
に

は
書
記
．
会
計
官
等
の
不
足
は
克
服
さ
れ
、
十
三
世
紀
末
と
も
な
る
と
こ
れ
ら
の

職
務
を
遂
行
す
る
能
力
と
訓
練
あ
る
者
は
十
分
に
な
つ
た
（
二
四
頁
－
二
五
頁
）
．

更
に
大
学
に
お
け
る
・
ー
マ
法
学
教
育
・
研
究
の
開
始
、
発
展
が
挙
げ
ら
れ

る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
強
調
さ
れ
過
ぎ
て
は
な
ら
ず
、
法
学
校
が
活
動
し
始

め
た
以
前
に
、
最
初
の
国
家
形
成
的
な
制
度
は
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
・
ー
マ
法
は
既
に
定
着
し
て
い
た
慣
習
法
に
、
そ
れ
を
整
理
統
合
す
る
法
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概
念
を
提
供
し
た
の
で
あ
つ
た
（
二
五
頁
）
。
著
者
の
ロ
ー
マ
法
的
影
響
の
過
少

評
価
に
対
し
て
、
評
者
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
教
会
法
史
、
・
ー
マ
法

教
育
史
に
関
す
る
研
究
が
未
発
達
な
現
状
に
鑑
み
、
一
定
の
留
保
を
つ
け
て
お

き
た
い
と
考
え
る
．
し
か
し
ロ
ー
マ
法
復
興
が
国
家
形
成
の
過
程
を
促
進
さ
せ

た
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
が
国
家
形
成
の
第
一
原
因
で
も
な
く
必
要
条
件
で

も
な
か
つ
た
と
い
う
著
者
の
見
解
（
二
六
頁
）
は
同
意
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
十
二
世
紀
初
期
か
ら
発
生
し
た
裁
判
制
度
は
考
察
に
値
す
る
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
最
初
の
永
続
的
制
度
は
全
て
内
政
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
財
務
官
庁
と
高
等
裁
判
所
で
あ
る
。
裁
判
は
初
期
に
お
い
て
は
収
入
の
源

泉
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
（
二
八
頁
⊥
先
頁
）
、
し
か
し
支
配
老
達
は
徐
々
に
、

裁
判
が
収
入
の
源
泉
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
始
め
た
。
つ
ま
り
そ

れ
は
、
王
あ
る
い
は
大
諸
侯
の
権
威
を
主
張
す
る
手
段
で
あ
り
、
権
力
を
増
加

さ
せ
る
手
段
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
地
方
の
土
地
領
主
達
が
専
有
し
て
い
た
下

級
裁
判
所
に
よ
つ
て
は
解
決
の
下
せ
な
い
事
件
は
、
上
級
法
廷
（
つ
ま
り
国
王
管

轄
下
の
裁
判
所
）
が
介
入
し
、
解
決
し
た
。
理
論
的
に
は
下
級
法
廷
（
富
8
巳
巴

§
邑
が
裁
治
権
を
保
有
し
て
い
た
が
、
実
質
的
に
は
上
級
裁
判
所
の
判
決
が

常
に
事
件
を
解
決
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
陪
臣
達
は
そ
の
直
接
の
主
君
に
対

し
．
王
に
よ
つ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
つ
た
。
そ
し
て
彼
等
の
最
初

の
忠
誠
心
は
、
自
分
達
を
保
護
し
て
く
れ
る
人
問
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。

遂
に
は
、
王
の
支
配
領
域
内
で
正
義
が
く
ま
な
く
実
行
さ
れ
る
様
、
監
督
す
る

の
が
王
の
義
務
と
な
つ
た
。
こ
の
様
に
し
て
、
正
義
の
守
護
者
と
し
て
の
世
俗

支
配
者
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
理
念
は
、
そ
れ
と
は
関
わ
り
な
く
極
め
て
実
際

的
な
見
地
か
ら
一
般
的
に
受
容
さ
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
（
三
〇
頁
⊥
三



頁
）
。
　
イ
ソ
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
最
初
の
半
職
業
裁
判
官
が
出
現
し
た
の
は

一
二
二
〇
年
代
で
あ
り
、
一
二
五
〇
年
に
ブ
ラ
ク
ト
ソ
が
イ
ソ
グ
ラ
ン
ド
法
に

関
す
る
か
の
有
名
な
本
を
書
い
た
時
に
は
、
専
門
的
に
訓
練
さ
れ
た
裁
判
官
に

よ
つ
て
満
さ
れ
た
中
央
法
廷
が
十
二
分
に
発
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
　
（
一
〇

四
頁
）
。
更
に
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
治
下
の
イ
ソ
グ
ラ
ン
ド
の
中
央
法
廷
の
裁
判

官
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ヤ
大
学
の
法
学
教
授
が
・
ー
マ
法
に
お
い
て
訓
練
さ
れ
て
い

る
の
と
同
じ
位
高
度
に
、
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
の
普
通
法
に
お
い
て
訓
練
さ
れ
て
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
三
三
頁
）
。

　
さ
て
以
上
述
べ
て
き
た
如
く
、
国
家
の
基
礎
的
要
素
は
十
二
世
紀
及
び
十
三

世
紀
の
間
に
西
ヨ
ー
p
ッ
パ
の
各
所
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
発

展
の
度
合
は
不
均
衡
で
あ
つ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
王
国
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
、
ス

ペ
イ
ソ
王
国
に
お
い
て
発
展
が
最
も
急
速
で
あ
り
、
ド
イ
ッ
で
は
や
や
緩
捜
で

あ
り
、
イ
タ
リ
ァ
は
急
速
で
は
あ
つ
た
が
、
歪
曲
し
て
し
ま
つ
た
（
三
五
頁
）
。

こ
の
中
、
イ
ソ
グ
ラ
ン
ド
と
フ
ラ
ン
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
国
家
の
最
も
影
響
力

あ
る
モ
デ
ル
を
発
展
せ
し
め
た
．
こ
の
二
例
は
、
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀

初
期
に
か
け
て
の
決
定
的
時
期
に
殊
の
ほ
か
重
要
な
も
の
で
あ
つ
た
．
こ
の
時

期
は
、
主
権
概
念
が
、
た
と
え
言
葉
に
よ
る
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
現
わ
れ

た
時
期
で
あ
り
、
そ
し
て
基
本
的
な
忠
誠
心
が
教
会
、
共
同
体
、
家
族
か
ら
新

し
く
出
現
し
た
国
家
へ
と
決
定
的
に
昇
華
し
た
時
期
で
あ
つ
た
。

　
イ
ソ
グ
ラ
ン
ド
は
あ
る
意
味
で
幸
運
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
小
さ
な
島
国
で
あ

り
、
国
王
が
定
期
的
に
自
己
の
領
域
を
巡
廻
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
度
重
な

る
征
服
作
戦
で
島
内
に
国
王
に
対
抗
で
き
る
程
の
大
勢
力
は
存
在
し
な
か
つ

た
。
そ
れ
故
国
王
は
全
国
の
い
た
る
所
に
彼
の
所
有
地
と
諸
権
利
を
有
し
て
い

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

た
。
こ
れ
ら
を
管
理
・
遂
行
す
る
た
め
に
、
国
王
の
代
官
が
全
国
に
派
遣
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
王
の
存
在
を
国
民
に
知
ら
し
め
、

彼
の
権
力
と
権
威
を
示
威
し
た
．
あ
る
い
は
、
何
百
も
の
異
な
つ
た
財
源
か
ら

の
収
入
を
正
確
に
記
入
・
追
跡
す
る
た
め
に
、
中
央
財
政
業
務
の
必
要
性
は
明

白
で
あ
つ
た
。
十
二
世
紀
初
期
に
は
大
蔵
省
（
国
蓉
冨
β
＆
が
現
わ
れ
、
そ
の

伸
展
と
共
に
、
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
人
の
全
て
が
直
接
的
。
間
接
的
に
こ
の
大
蔵
省

の
業
務
に
接
触
し
て
い
た
（
三
六
頁
⊥
一
天
頁
）
。
十
二
世
紀
末
に
は
、
イ
ソ
グ
ラ

ソ
ド
政
府
の
全
て
の
部
局
は
記
録
文
書
を
細
心
の
注
意
を
払
つ
て
保
存
し
始
め

た
。
こ
こ
か
ら
、
公
文
書
の
一
定
の
書
式
が
創
り
出
さ
れ
、
行
政
事
務
が
簡
素

化
さ
れ
る
様
に
な
り
、
統
治
行
為
の
首
尾
一
貫
性
と
予
測
可
能
性
が
生
れ
た
の

で
あ
つ
た
．
我
々
は
こ
こ
に
統
治
に
お
け
る
合
理
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
．

イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
の
諸
制
度
は
良
く
整
備
さ
れ
た
の
で
政
府
は
国
王
か
ら
の
直
接

的
な
命
令
・
監
督
な
く
し
て
も
、
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
．
リ
チ
ャ
ー
ド
一
世

は
そ
の
治
政
期
間
中
（
一
一
八
九
－
一
一
九
九
）
、
自
己
の
領
内
に
居
た
の
は
わ
ず

か
に
数
ヵ
月
で
あ
つ
た
（
四
二
頁
）
．
勿
論
こ
の
背
景
に
は
、
中
央
政
府
の
統
治

に
お
け
る
精
力
消
耗
を
防
ぐ
た
め
に
地
方
行
政
は
無
給
で
地
方
名
望
家
達
に
委

任
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
存
在
し
た
（
四
八
頁
）
。
一
三
〇
〇
年
に
な
る
と
．
イ

ソ
グ
ラ
ン
ド
国
王
は
主
権
性
の
属
性
を
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
彼
は
、
王
国
内

の
全
人
民
を
拘
束
す
る
法
律
を
作
成
し
た
．
彼
は
世
俗
臣
下
か
ら
直
接
的
に
、

く
り
か
え
し
税
金
を
徴
収
し
た
。
彼
は
聖
職
者
に
対
し
て
す
ら
教
皇
の
同
意
な

く
し
て
課
税
す
る
権
利
が
あ
る
と
主
張
し
た
（
四
四
頁
）
．
前
に
も
少
し
言
及
し

た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
民
の
基
本
的
忠
誠
心
は
十
三
世
紀
の
間
に
、
家
族
、

共
同
体
．
教
会
か
ら
国
家
へ
と
上
昇
し
た
、
も
つ
と
も
．
古
き
忠
誠
心
は
消
滅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
　
　
　
（
三
九
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

し
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
下
位
の
忠
誠
心
は
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
王
国
の
枠
組

み
の
中
で
存
在
し
た
が
、
王
国
の
継
続
的
存
在
と
福
祉
に
従
属
し
て
い
つ
た
の

で
あ
る
（
四
五
頁
－
四
六
頁
）
。
か
く
て
全
て
の
臣
下
の
最
高
義
務
は
国
家
の
存
続

と
安
寧
で
あ
る
と
今
や
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
イ
ン
グ

ラ
ソ
ド
国
家
の
形
成
要
因
は
極
め
て
固
有
な
も
の
で
あ
り
、
固
有
で
あ
る
故

に
、
他
国
の
模
範
に
な
り
得
な
か
つ
た
。
模
範
に
な
つ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ

る
（
四
八
頁
－
四
九
頁
）
。

　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
同
様
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
つ
て
も
裁
判
と
財
政
の
二
領
域
が

中
心
と
な
つ
て
発
達
し
た
。
し
か
し
そ
の
制
度
は
イ
ソ
グ
ラ
ン
ド
に
比
較
し
て

単
純
で
あ
り
、
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
国
王
法
廷
は
一

一
〇
〇
年
代
よ
り
も
一
二
〇
〇
年
代
の
ほ
う
が
よ
り
活
澄
で
あ
り
、
権
威
も
高

く
な
つ
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
の
国
王
法
廷
が
有
し
て
い
た
広
範
な
裁
治
権
も

有
せ
ず
、
法
の
確
立
さ
れ
た
形
式
も
持
た
な
か
つ
た
。
そ
の
上
、
フ
ラ
ン
ス
に

は
国
王
に
匹
敵
す
る
勢
力
が
国
内
に
存
在
し
、
国
王
の
支
配
権
は
一
二
〇
〇
年

ま
で
は
、
彼
の
所
領
イ
ル
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ソ
ス
に
し
か
及
ば
ず
、
そ
こ
か
ら
の

み
収
入
を
得
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
（
四
九
頁
）
。
こ
こ
以
外
で
は
、
最
終
的
権
威

は
王
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
持
主
で
あ
る
公
爵
、
伯
爵
そ
の
他
の
君

侯
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
一
二
〇
〇
年
以
後
、
フ
ラ
ン
ス
王
家
は
代
々
、
有
能

な
政
治
力
に
恵
ぐ
ま
れ
た
国
王
が
出
現
し
、
権
謀
術
数
、
戦
争
等
に
よ
つ
て
領

土
を
拡
大
し
、
ブ
リ
ュ
タ
ー
ニ
ュ
、
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
、
ブ
ル
グ
ン
ド
、
フ
ラ
ン

ド
ル
以
外
の
全
て
の
地
域
を
手
中
に
収
め
た
。
こ
の
併
合
に
よ
つ
て
統
治
面
に

お
け
る
困
難
な
問
題
が
発
生
し
た
．
つ
ま
り
、
国
内
に
多
様
な
制
度
と
慣
習
法

が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
生
き
て
お
り
、
こ
れ
を
圧
殺
し
て
ひ
と
つ
の
制
度
、
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
　
　
　
（
三
九
八
）

律
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
反
乱
が
発
生
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
つ
た
。
こ

の
解
決
を
計
つ
た
国
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
は
全
国
各
地
に
国
王
の

役
人
を
派
遣
し
、
各
地
の
制
度
・
慣
習
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
重
要
な
役
職
の
み

に
役
人
を
つ
け
た
．
こ
の
方
法
は
卓
抜
な
も
の
で
あ
り
新
領
土
を
国
王
に
し
つ

か
り
と
結
び
つ
け
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
．
し
か
し
こ
の
利
点
の
反
面
、

こ
の
方
法
に
は
次
の
如
き
欠
点
が
生
じ
た
。
地
方
指
導
者
達
は
本
質
的
に
自
ら

の
地
方
的
利
益
、
慣
習
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
。
彼
等
は
、
中
央
政
府
が
彼
等

を
信
頼
し
な
か
つ
た
と
同
様
、
中
央
政
府
に
不
信
を
抱
き
続
け
た
．
彼
等
を
監
督

す
る
た
め
に
国
王
は
複
雑
多
様
な
官
僚
体
系
を
創
出
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の

で
あ
る
．
こ
こ
に
は
全
国
一
律
に
妥
当
力
を
有
す
る
行
政
命
令
と
か
法
律
は
存

在
せ
ず
、
権
限
の
不
明
確
な
ま
ま
に
多
層
、
多
様
に
発
展
し
た
中
世
フ
ラ
ン
ス
の

行
政
体
系
は
人
的
・
物
的
資
源
の
無
駄
使
い
を
結
果
と
し
て
も
た
ら
し
た
。
だ

が
こ
れ
が
執
り
得
る
唯
一
の
手
段
で
あ
つ
た
（
五
〇
頁
ー
五
三
頁
）
。
し
か
し
、
十
三

世
紀
中
に
は
フ
ラ
ソ
ス
国
王
の
主
権
性
は
明
白
に
確
立
さ
れ
た
．
外
部
に
お
い

て
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
を
含
め
た
全
て
の
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
は
如
何
な
る
現
世

的
優
越
者
を
も
持
た
ぬ
こ
と
を
認
め
た
．
内
部
に
お
い
て
は
、
国
王
は
全
て
の

事
件
に
お
け
る
究
極
の
裁
判
官
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
統
治
制
度
の
発
展
の
第
一
段
階
は
以
上
述
べ
て
き
た
如
く
、
十

二
、
十
三
世
紀
の
国
王
の
統
治
手
腕
の
優
秀
さ
に
よ
つ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
．

　
十
四
世
紀
、
十
五
世
紀
の
第
二
段
階
は
、
社
会
的
不
安
定
と
百
年
戦
争
等
に
よ

る
国
家
発
展
の
阻
害
が
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
．
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
に
お
い
て

は
、
地
方
行
政
を
委
任
さ
れ
た
地
方
名
望
家
は
十
四
世
紀
の
経
済
的
停
滞
期
に

際
し
、
自
己
の
経
済
的
・
社
会
的
地
盤
沈
下
を
防
ぐ
た
め
、
様
々
な
利
害
衝
突



を
起
こ
し
つ
つ
、
統
治
機
構
を
利
益
追
求
の
具
と
な
し
た
。
こ
こ
に
、
行
政
制

度
の
発
展
を
望
む
の
は
無
理
で
あ
つ
た
。
更
に
、
地
方
名
望
家
達
は
、
十
二
・

十
三
世
紀
の
中
央
政
府
が
法
の
権
威
の
確
立
の
た
め
に
た
ゆ
み
な
く
発
展
さ
せ

た
法
手
続
と
法
廷
制
度
を
、
逆
手
に
と
つ
て
そ
れ
を
忠
実
に
遂
行
し
て
自
己
の

利
益
獲
得
の
手
段
と
し
た
の
で
あ
つ
た
。
地
方
の
行
政
と
司
法
の
遅
滞
は
明
白

で
あ
り
、
制
度
発
展
の
速
度
も
減
少
し
た
（
五
八
頁
⊥
ハ
四
頁
）
．
あ
る
い
は
又
、

国
王
直
轄
地
の
運
営
に
お
い
て
も
内
在
的
矛
盾
が
顕
在
化
し
た
。
初
期
の
役
人

は
即
ち
荘
園
管
理
人
で
あ
り
、
彼
等
は
本
質
的
に
従
来
の
形
式
と
制
度
を
変
革

す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
社
会
状
況
が
変
化
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に

対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
彼
等
は
、
自
ら
の
慣
習
を
守
る
こ
と
に
忠

実
で
あ
り
、
統
治
制
度
の
発
展
に
必
須
な
各
分
野
の
協
力
と
い
う
も
の
に
無
関

心
で
あ
つ
た
の
で
、
制
度
は
半
ば
自
律
団
体
と
化
し
、
自
己
追
求
の
団
体
と
な

つ
た
（
六
九
頁
－
七
二
頁
）
。
こ
の
種
の
問
題
に
対
し
改
革
は
な
さ
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
官
僚
の
意
識
を
変
革
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
つ
た
。
フ
ラ
ソ
ス
の

場
合
、
改
革
の
た
め
に
官
僚
制
の
規
模
を
拡
大
さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
い
た
ず
ら

に
統
治
組
織
を
複
雑
化
し
た
だ
け
で
、
実
効
は
上
が
ら
ず
、
人
民
を
搾
取
す
る

こ
と
で
収
入
増
加
を
計
つ
た
（
七
三
頁
）
。
こ
の
第
二
段
階
の
最
大
の
問
題
は
、

政
策
決
定
者
と
官
僚
の
間
の
越
え
難
い
乖
離
で
あ
つ
た
。
王
と
そ
の
側
近
達
で

決
定
さ
れ
た
政
策
は
．
思
い
つ
き
的
な
も
の
で
あ
り
、
専
門
官
僚
の
意
見
は
反

映
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
国
家
制
度
の
近
代
化
と
い
う
視
点
で
究
明

し
た
著
者
の
営
み
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の
種
の
問
題
に
対
し
、

自
己
の
見
解
を
吟
味
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
つ
て
必
読
の
も
の
と
い
え
る
。
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