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『幸福を与える智慧』における国家論

序
カ
ラ
ハ
ン
国
（840

－1212

）
の
国
家
師
と
し
て
活
躍
し
た
ユ
ス
プ
・
ハ
ス
・
ハ
ジ
プ
（1019

－1085

）
は
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
い

て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

「34   

見
よ
、
こ
の
本
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
有
用
で
あ
る
、
特
に
君
主
達
と
治
国
者
達
に  35   

治
国
者
の
具
備
条
件
は
何
で
あ
る
の
か
、
哲
人
が
こ

の
本
の
中
で
そ
れ
を
語
る  36   

何
が
君
主
に
保
障
で
き
る
の
か
、
国
王
が
必
要
な
法
と
全
て
の
具
備
条
件
を  37   

国
家
の
存
亡
の
原
因
は
何
処
に

あ
る
か
、
国
家
の
盛
衰
の
原
因
は
何
で
あ
る
か（

１
）」。

こ
の
よ
う
に
、
著
者
は
、「
特
に
君
主
達
と
治
国
者
達
に
」
対
し
て
A
「
治
国
者
の
具
備
条
件
」
と
B
「
国
家
が
必
要
な
法
と
全
て
の
具
備
条

件
」
と
C
「
国
家
の
盛
衰
の
原
因
」
を
教
え
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
当
時
の
国
王
は
著
者
に
「
特
別
法
務
大
臣
」（
ハ
ジ

プ
の
名
は
こ
れ
を
意
味
す
る
）
と
い
う
職
位
を
与
え
た
。

『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
け
る
国
家
論

―
ウ
イ
グ
ル
哲
学
の
頂
点
に
お
け
る
理
想
的
国
家
像
―

ム
フ
タ
ル
・
ア
ブ
ド
ゥ
ラ
フ
マ
ン
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こ
の
著
作
は
十
一
世
紀
ま
で
の
ウ
イ
グ
ル
民
族
の
国
家
思
想
を
総
括
し
た
も
の
で
あ
り
、
四
人
の
対
話
に
よ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
一
人

目
は
国
王
で
、「
ク
ン
ト
ゥ
グ
デ
ィ
」（
太
陽
が
生
ま
れ
た
）
と
呼
ば
れ
、
二
人
目
は
総
務
大
臣
の
「
ア
イ
ト
ル
デ
ィ
」（
月
が
円
満
に
な
っ
た
）、

そ
れ
か
ら
三
人
目
が
「
オ
グ
ド
ゥ
ル
ミ
シ
」（
褒
め
ら
れ
る
者
）、
四
人
目
が
「
オ
ド
ゥ
グ
ル
ミ
シ
」（
目
覚
め
た
者
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
四
人
の

登
場
人
物
は
以
下
の
よ
う
な
象
徴
的
意
味
を
持
つ
。（
１
）
正
義
と
法
（
２
）
幸
福
と
幸
運
（
３
）
知
識
と
智
慧
（
４
）
満
足
と
結
末
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
対
話
に
よ
っ
て
治
国
の
方
法
、
法
と
道
徳
に
よ
る
治
国
を
中
心
に
し
た
政
治
、
経
済
、
教
育
、
軍
事
、
人
間
関
係
、
天
文
学
な
ど
様
々
な

問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
く
。

本
稿
は
、『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
治
国
思
想
の
核
心
が
君
主
制
に
よ
る
法
治
国
家
で
あ
る
こ
と
を
主
題
と
し
、
国
王
の
名
前
と
象
徴
的
意
味

と
し
て
の
法
こ
そ
が
国
家
の
基
盤
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
法
に
よ
っ
て
幸
福
と
幸
運
が
可
能
に
な
る
。
知
識
と
智
慧
が
国
家
に
幸
福
と
幸
運
を
与

え
る
。
ハ
ジ
プ
の
理
想
的
国
家
像
は
君
主
制
に
よ
る
法
治
国
家
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
語
る
。「821   

国
家
の
基
盤
は
正
義
に
お
い
て
あ
る
、

こ
の
国
家
の
基
盤
は
正
義
の
道
で
あ
る  822   
国
王
が
正
義
に
よ
っ
て
国
家
を
統
治
す
れ
ば
、
願
望
を
実
現
で
き
る
」。
こ
こ
で
の
「
法T

R
Ü

」

の
意
味
は
以
下
の
引
用
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。「800   

見
よ
、
正
義
と
法
が
私
自
身
で
あ
る
、
法
の
特
性
を
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
理
解
し
な
さ
い  

801   

私
が
座
っ
て
い
る
こ
の
椅
子
を
見
よ
、
あ
あ
、
私
の
心
の
補
助
者
よ
、
そ
れ
は
三
本
の
足
を
持
っ
て
い
る
」。
こ
こ
で
の
「
正
義
と
法
が
私
自

身
で
あ
る
」
の
う
ち
に
、
正
義
と
法
の
体
現
者
と
し
て
の
国
王
像
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
節
に
お
い
て
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
先
行
研
究
を
紹
介
し
た
上
で
、
現
在
の
先
行
研
究
の
状

況
を
押
さ
え
、
第
二
節
に
お
い
て
国
家
論
の
内
実
と
り
わ
け
そ
の
国
王
像
を
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ハ
ジ
プ
の
説
く
理
想
的
国
家
像
が
君
主

制
に
よ
る
法
治
国
家
（
法
と
道
徳
に
よ
る
人
民
の
幸
福
と
国
家
の
繁
栄
の
一
体
化
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ウ

イ
グ
ル
民
族
の
独
自
的
伝
統
文
化
と
哲
学
思
想（

２
）の

結
晶
と
し
て
歴
史
的
に
、
あ
る
い
は
現
代
に
お
い
て
も
世
界
的
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
た
い
。
最
後
は
、
ウ
イ
グ
ル
民
族
の
独
自
的
伝
統
文
化
と
哲
学
思
想
の
結
晶
と
し
て
の
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
政
治
哲
学
を

自
然
哲
学
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
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一　
翻
訳
と
出
版
、
先
行
研
究
の
状
況

（
１

－

１
）
書
名
の
翻
訳

本
節
で
は
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
と
い
う
書
名
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
こ
の
書
は
、
ウ
イ
グ
ル
語
に
よ
る
一
〇
六
九
年
の
著
作
と
さ
れ
、

八
五
章
、
六
六
五
四
首
、
一
三
二
九
〇
行
詩
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
原
題
は
「K

U
TA

D
G

H
U

B
IL

IK

」
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に

理
解
す
る
の
か
が
問
題
で
あ
り
、
実
際
に
様
々
に
翻
訳
さ
れ
て
き
た
。「K

U
TA

D
G

H
U

B
IL

IK

」
―
幸
福
を
与
え
る
智
慧
と
い
う
名
詞
が
「K

U
T

」

幸
福
、「A

D
G

H
U

」
与
え
る
、「B

IL
IK

」
智
慧
と
い
う
三
つ
の
言
葉
か
ら
形
成
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、「K

U
T

」
は
幸
福
、
幸
運
、
祝
賀
、
神

聖
と
い
う
意
味
を
持
つ
。「A

D
G

H
U

」
は
与
え
る
、
差
し
上
げ
る
、
上
げ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
。「B

IL
IK

」
は
智
慧
、
知
識
、
科
学
、
学
問
と

い
う
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
言
葉
を
合
わ
せ
る
と
「K

U
TA

D
G

H
U

B
IL

IK

」
―
幸
福
を
与
え
る
智
慧
に
な
る（

３
）。

「K
U

TA
D

G
H

U
B

IL
IK

」
と
い
う
原
題
に
つ
い
て
、「
幸
福
」「
与
え
る
」「
智
慧
」
と
い
う
言
語
上
の
意
味
以
上
に
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
「
皇
帝

へ
捧
げ
る
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
バ
ル
ト
リ
ド
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「K

U
TA

D
G

H
U

B
IL

IK

」
を
『
皇
帝

へ
の
適
切
な
助
言
』
と
翻
訳
し
て
も
良
い
と
見
な
さ
れ
る
。

著
作
の
名
前
に
つ
い
て
、
ラ
ド
ロ
フ
と
そ
の
弟
子
マ
ロ
フ
の
理
解
は
一
致
し
な
い
。
マ
ロ
フ
は
、
最
初
こ
の
長
篇
詩
の
名
前
は
『
幸
福
の
書
』

あ
る
い
は
『
幸
福
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
』
と
い
う
二
種
の
翻
訳
が
可
能
だ
と
見
な
し
た
が
、
後
に
は
、
他
の
人
達
の
翻
訳
を
受
け
入
れ
て
『
幸

福
な
人
間
の
知
識
』
と
翻
訳
す
る
。
ワ
リ
ト
ワ
の
翻
訳
は
マ
ロ
フ
の
最
初
の
翻
訳
と
同
様
で
あ
る
が
、
彼
は
副
題
を
加
え
て
『
幸
福
を
与
え
る
知

識
―
支
配
の
知
識
』
と
翻
訳
し
た（

４
）。

コ
ノ
ノ
フ
、
バ
ル
ト
リ
ド
、
ワ
リ
ト
ワ
な
ど
の
見
方
は
マ
ロ
フ
の
最
初
の
翻
訳
に
一
致
す
る
。
彼
ら
は
、

そ
う
し
た
翻
訳
が
修
辞
学
的
に
正
解
で
あ
る
上
に
、
い
か
に
し
て
完
全
な
正
義
を
体
現
す
る
皇
帝
（
国
王
）
に
な
れ
る
か
を
教
え
る
と
い
う

「K
U

TA
D

G
H

U
B

IL
IK

」
の
基
本
的
思
想
に
も
か
な
う
と
見
な
し
、
イ
ワ
ノ
フ
の
『
幸
福
の
知
識
』
と
い
う
翻
訳
を
、
簡
潔
的
で
説
得
力
を
持
つ
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名
前
で
あ
る
と
と
も
に
、
著
作
の
基
本
的
な
思
想
を
完
全
に
反
映
し
、
正
確
で
あ
り
、
詩
的
翻
訳
の
リ
ズ
ム
も
適
切
で
あ
る
と
見
な
す
。

（
１

－

２
）
書
式
と
出
版

世
界
各
国
々
に
お
い
て
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
は
三
つ
の
書
式
が
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
書
式
、
カ
イ
ロ
書
式
、
パ
ル
ガ
ナ
書
式
で
あ
る
。

ウ
ィ
ー
ン
書
式
は
古
典
ウ
イ
グ
ル
文
字
で
書
か
れ
、
カ
イ
ロ
書
式
と
パ
ル
ガ
ナ
書
式
は
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
。
一
八
二
三
年
に
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
学
院
近
東
諸
言
語
教
授
ジ
ョ
ベ
ル
が
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
ウ
ィ
ー
ン
書
式
を
学
術
著
作
と
し
て
初
め
て
世
界
に

紹
介
し
、『
ア
ジ
ア
雑
誌
』
に
お
い
て
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
関
す
る
報
告
と
著
作
の
部
分
訳
を
発
表
し
、
こ
れ
が
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る

研
究
の
起
こ
り
と
な
っ
た
。
ジ
ョ
ベ
ル
以
後
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ロ
シ
ア
、
ト
ル
コ
、
ア
メ
リ
カ
等
の
学
者
達
が
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
翻

訳
、
出
版
ま
た
は
紹
介
等
の
仕
事
を
し
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
ラ
ド
ロ
フ
に
代
表
さ
れ
る
ロ
シ
ア
な
い
し
ソ
連
の
学
者
達（

５
） 

、
ア
ラ
テ
ィ
に
代
表
さ
れ

る
ト
ル
コ
の
学
者
達
の
努
力
が
最
も
注
目
に
値
す
る
。

ト
ル
コ
の
学
者
達
は
一
九
四
二
年
な
い
し
四
三
年
に
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
三
種
の
抄
写
の
写
真
書
式
を
出
版
す
る
。
そ
の
う
ち
ア
ラ

テ
ィ
が
一
九
四
七
年
に
出
版
し
た
ラ
テ
ン
文
字
の
抄
写
に
よ
る
書
式
が
最
も
中
心
的
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
長
い
年
月
を
か
け
て
三
種
の
書
式
を

比
較
し
て
作
っ
た
、
ラ
テ
ン
文
字
に
よ
る
国
際
音
標
（
音
声
記
号
）
を
用
い
て
書
か
れ
た
書
式
が
、
以
後
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
研
究
を
行
う

際
の
標
準
版
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
一
九
八
三
年
ダ
ン
コ
フ
が
英
語
で
翻
訳
し
た
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧W

isdom
 of R

oyal 

G
lory

』
が
ア
メ
リ
カ
の
シ
カ
ゴ
で
出
版
さ
れ
た
。

（
１

－
３
）
先
行
研
究

『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
研
究
に
お
い
て
、
翻
訳
と
出
版
と
同
様
に
、
ロ
シ
ア
（
ソ
連
）
と
ト
ル
コ
の
学
者
達
が
貴
重
な
貢
献
を
し
た
。
一
八
九

〇
年
か
ら
一
九
八
五
年
ま
で
の
お
よ
そ
一
世
紀
の
間
、
ロ
シ
ア
で
は
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
け
る
研
究
が
続
け
ら
れ
て
き
た（

６
）。

彼
ら
は
『
幸



─ 41 ─

『幸福を与える智慧』における国家論

福
を
与
え
る
智
慧
』
の
歴
史
的
価
値
と
科
学
的
価
値
を
非
常
に
高
く
評
価
す
る（

７
）。

コ
ノ
ノ
フ
は
一
九
八
三
年
に
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
、
次
の

よ
う
に
書
く
。「『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
は
道
徳
を
解
釈
す
る
箴
言
集
で
あ
る
…
東
方
地
域
と
西
方
地
域
で
は
ず
っ
と
昔
か
ら
道
徳
―
品
格
に

つ
い
て
の
著
作
が
あ
っ
た
。
…
し
か
し
、『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
は
も
っ
と
も
古
典
的
で
唯
一
の
、
突
厥
語
で
書
か
れ
た
著
作
で
あ
る
。
こ
の
長

篇
詩
は
人
類
の
結
晶
を
纏
め
た
宝
典
で
あ
る
」。
こ
れ
は
道
徳
を
教
え
る
文
学
的
著
作
と
し
て
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
を
解
釈
す
る
典
型
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
ル
コ
の
学
者
達
は
そ
の
哲
学
的
側
面
を
強
調
す
る（

８
）。

『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
は
ど
の
よ
う
な
著
作
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
各
国
々
の
学
者
達
が
研
究
過
程
で
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
主
張

を
語
る
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
に
お
い
て
、
本
稿
は
、
本
質
的
に
政
治
哲
学
を
語
る
国
家
論
で
あ
る
と
し
て
こ
の
書
を
解
釈
し
た
い
。
さ
ら
に
、

そ
れ
に
加
え
て
、『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
政
治
哲
学
思
想
の
基
盤
と
し
て
独
自
の
自
然
哲
学
思
想
を
紹
介
し
た
い
。

二　
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
け
る
国
家
論

（
２

－

１
）
唯
一
の
立
法
者
と
し
て
の
国
王
：「
正
義
と
法
は
私
自
身
で
あ
る
」

『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
第
十
八
章
「
国
王
ク
ン
ト
ゥ
グ
デ
ィ
（
太
陽
が
生
ま
れ
た
）
が
大
臣
ア
イ
ト
ル
デ
ィ
（
月
が
円
満
に
な
っ
た
）
に
正
義

の
実
質
を
語
る
」
に
お
い
て
、
国
王
ク
ン
ト
ゥ
グ
デ
ィ
は
自
身
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

「800   

見
よ
、
正
義
と
法
が
私
自
身
で
あ
る
、
法
の
特
性
を
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
理
解
し
な
さ
い  801   

私
が
座
っ
て
い
る
こ
の
椅
子
を
見
よ
、
あ

あ
、
私
の
心
の
補
助
者
よ
、
そ
れ
に
三
本
の
足
が
付
い
て
い
る  802   

三
本
足
が
付
い
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
物
は
傾
斜
し
な
い
、
三
本
足
は
直
立
し
曲

が
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る  803   

も
し
そ
の
三
本
足
の
う
ち
で
一
本
が
斜
め
に
な
る
と
、
他
の
二
本
が
斜
め
に
な
っ
て
、
座
る
者
は
倒
れ
る  

804   

三
本
足
が
付
い
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
物
は
正
確
に
、
直
立
す
る
、
も
し
四
本
が
付
い
た
ら
、
見
よ
、
一
本
は
斜
め
に
な
る  805   

も
し
何
か
が

ま
っ
す
ぐ
に
な
れ
ば
、
そ
の
全
て
が
美
し
く
な
る
、
何
か
が
美
し
く
な
れ
ば
、
要
す
る
に
、
ま
っ
す
ぐ
に
な
る  806   

ど
れ
か
が
曲
が
る
と
す
れ
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ば
、
そ
の
物
は
歪
み
、
あ
ら
ゆ
る
歪
み
は
悪
し
き
根
源
と
な
る  807   

ま
っ
す
ぐ
な
ど
れ
か
が
歪
ん
だ
ら
直
立
で
き
な
く
な
り
、
倒
れ
る
、
ど
れ
か

が
ま
っ
す
ぐ
に
な
れ
ば
倒
れ
な
く
な
る  808   

見
よ
、
私
の
品
格
も
曲
が
ら
な
い
、
も
し
正
義
が
歪
ん
だ
ら
終
わ
り
の
日
と
な
る
」。

こ
こ
で
国
王
自
身
に
よ
っ
て
「
正
義
と
法
が
私
自
身
で
あ
る
」
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
命
題
が
語
ら
れ
、
正
義
と
法
の
本
質
的
な
体
現
者
と

し
て
国
王
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
法T

R
Ü

」
の
実
質
と
し
て
の
国
王
が
座
っ
て
い
る
椅
子
の
象
徴
的
意
味
が
語
ら
れ

て
い
る（

９
）。

こ
こ
で
の
「
ま
っ
す
ぐ
」
と
い
う
語
は
「
誠
実
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
三
本
の
誠
実
な
足
が
国
王
の
椅
子
を
支
え
て
い
る
。

「
正
義
」
は
そ
う
し
た
椅
子
の
特
性
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
椅
子
の
足
の
数
は
三
本
で
か
つ
「
ま
っ
す
ぐ
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
う
し
た
三
本
の

足
を
も
っ
た
銀
の
椅
子
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
三
本
の
足
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
が
銀
で
あ
る
こ
と
の
意
味
も

論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
三
本
の
足
の
構
造
と
い
う
図
形
的
意
味
を
問
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
五
十
五
章
「
天

文
学
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

「4378   

認
識
を
願
っ
た
ら
幾
何
学
を
呼
べ
、
そ
れ
か
ら
計
算
の
大
門
が
開
け
る
…
…  4382   

こ
の
ほ
か
、
代
数
方
程
式
を
学
習
す
べ
き
で
あ

り
、
ま
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
べ
き
で
あ
る
」。

こ
の
引
用
に
よ
っ
て
、
ハ
ジ
プ
は
代
数
方
程
式
と
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
重
要
性
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
、
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
視
点
と
、
国
王
の
銀
の
椅
子
に
付
い
て
い
る
三
本
足
と
が
関
連
す
る
と
読
み
た
い
。
三
点
が
決
ま
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
平
面

が
形
成
さ
れ
る
。
二
点
で
は
平
面
と
な
ら
ず
、
任
意
の
四
点
が
同
一
平
面
上
に
あ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
例
外
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
三
点

の
う
え
で
最
善
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
た
め
に
は
、
そ
の
足
の
特
徴
と
し
て
「
ま
っ
す
ぐ
」
で
あ
る
こ
と
と
「
平
等
」
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

国
家
の
安
定
は
物
理
的
あ
る
い
は
幾
何
学
的
基
盤
に
よ
っ
て
確
立
し
、
そ
の
全
体
に
よ
っ
て
理
想
的
国
家
像
が
立
体
的
に
達
成
さ
れ
る
。

こ
れ
は
ハ
ジ
プ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
で
あ
り
、
当
時
に
お
け
る
最
善
国
家
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
べ
き
国
王
の
姿
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
を
さ
ら
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
け
る
立
法
は
国
会
立
法
で
あ
る
の
か
国
王
立
法
で
あ
る
の
か
と
い
う

問
題
は
、
ハ
ジ
プ
国
家
論
の
方
向
性
を
定
め
る
。
し
か
し
、『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
国
会
立
法
を
読
む
こ
と
は
著
作
全
体
に
お
い
て
も
部
分
的
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に
も
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
。
国
王
立
法
の
視
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
散
文
序
B
に
お
い
て
、
国
王
の
具
備
す
る
条

件
は
「65   

な
に
よ
り
公
正
に
お
け
る
正
義
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
国
王
が
体
現
し
て
い
る
の
は
「
正
義
と
法
」
で
あ
っ
た
。「
正
義
と
法
」
は
「
公

正
に
お
い
て
」
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
王
立
法
は
「
公
正
に
お
け
る
正
義
」
を
唯
一
の
根
拠
と
し
て
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、『
幸
福

を
与
え
る
智
慧
』
に
お
け
る
立
法
者
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

（
２

－

２
）『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
け
る
立
法
者

第
二
十
八
章
「
大
臣
オ
グ
ド
ゥ
ル
ミ
シ
は
国
王
の
具
備
す
る
条
件
を
語
る
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「1931   

こ
の
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
国
王
が
決
め
る
の
で
あ
り
、
法
、
秩
序
、
習
慣
は
彼
に
由
来
す
る
」。

こ
こ
で
、「
法
」
が
国
王
か
ら
由
来
す
る
、「
法
」
の
根
拠
は
立
法
者
と
し
て
の
国
王
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
る
。「
唯
一
の
立
法
者
が
国

王
で
あ
る
」
こ
と
は
二
重
の
次
元
を
も
つ
。
一
つ
は
、
施
政
者
と
し
て
国
王
が
国
家
統
治
の
実
践
的
首
領
で
あ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
立
法
者

と
し
て
「
正
義
と
法
」
が
統
治
の
最
高
の
基
準
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
国
家
の
統
治
構
造
は
普
遍
的
意
味
と
象
徴
的
意
味
に
よ
っ
て
立
体
的
に
形

成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
立
法
者
は
国
王
を
お
い
て
ほ
か
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
の
問
題
は
、
唯
一
の
立
法
者
国
王
が
そ
の
権
利
を
勝
手
に
使
っ
て
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
い
う
基
準
に
よ
っ
て
立
法
権
を
発
揮

す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「545   

国
家
に
お
い
て
誰
か
が
高
位
を
占
め
た
な
ら
、
人
民
の
た
め
に
一
つ
の
良
い
法
を
作
る
べ
き
」
と
述

べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
民
の
た
め
の
法
が
良
い
法
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
国
王
が
人
民
の
た
め
に
良
い
法
を
作
る
こ
と
が
立
法
の

基
準
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「1456   

法
を
悪
く
作
ら
ず
、
き
わ
め
て
良
く
作
る
、
日
常
生
活
が
良
く
な
り
、
幸
福
は
最
も
美
し
く
な
る
…
…1459   

悪
い
秩
序
を
作
ら
ず
、
あ

あ
、
哲
人
国
王
よ
、
法
が
悪
く
な
っ
た
ら
、
国
王
に
は
な
れ
な
い  1460   

そ
の
人
が
そ
の
時
代
に
法
を
悪
く
作
る
と
、
自
分
の
後
に
悪
い
名
前
を

残
さ
れ
る  1461   

そ
の
人
が
良
い
法
を
制
定
す
る
と
、
彼
の
名
誉
は
永
遠
に
生
き
る
」。
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立
法
者
は
国
王
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
国
王
が
「
哲
人
国
王
よ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
理
想
的
国
家
に
お
け
る
理
想
的
国
王
の
あ
り
方
を
描
い
て

い
る
。
唯
一
の
立
法
者
と
し
て
の
「
哲
人
国
王
」
の
性
質
は
何
で
あ
る
の
か
。
国
王
は
「
正
義
と
法
」
を
体
現
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
不
正
な

法
」
と
は
そ
も
そ
も
矛
盾
で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
る
。「
不
正
な
法
」
は
存
在
せ
ず
、
存
在
す
る
の
は
た
だ
「
良
い
法
」
あ
る
い
は

「
悪
い
法
」
で
あ
る
。
唯
一
の
立
法
者
の
立
法
す
る
法
の
み
が
唯
一
の
法
で
あ
り
、
国
王
は
そ
う
し
た
意
味
で
人
民
の
指
導
者
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
指
導
者
の
特
性
が
国
家
と
人
民
の
盛
衰
を
左
右
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
王
は
国
家
の
死
活
と
繋
が
る
。
国
王
の
人
間
と
し
て
の
性
格
が
問

題
に
な
っ
て
く
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
唯
一
の
立
法
者
と
し
て
の
国
王
は
哲
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
章
「
オ
グ
ド
ゥ
ル
ミ
シ
は
国
王
の
具
備
す
る
条
件
を
語
る
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。「2047   

見
よ
、
も
し
獅
子
が

犬
の
首
領
に
な
っ
た
ら
、
あ
ら
ゆ
る
犬
は
獅
子
の
よ
う
に
な
る  2048   

も
し
犬
が
獅
子
の
首
領
に
な
っ
た
ら
、
あ
ら
ゆ
る
獅
子
は
犬
の
よ
う
に
な

る
」。立

法
と
い
う
視
点
か
ら
す
る
と
、
国
王
の
権
威
は
「
法
と
正
義
」
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
「
法
と
正
義
」
の
体
現
者
と

し
て
の
国
王
が
「
獅
子
」
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
犬
」
で
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
古
典
ウ
イ
グ
ル
語
で
は
「
獅
子
」
は
英
雄
、「
犬
」

は
悪
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
一
人
の
人
間
と
し
て
国
王
の
性
格
は
「
獅
子
」
と
「
犬
」
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
国
王
は
英
雄
と
し
て

国
家
と
人
民
を
指
導
す
る
べ
き
で
あ
り
、
勇
気
を
も
つ
英
雄
の
意
味
は
獅
子
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
国
王
立
法
は
獅
子
の
性
格
の
象
徴
的
意
味
を
前

提
と
し
て
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
語
る
国
家
論
に
お
い
て
、
国
王
は
単
な
る
行
政
の
実
践
的
首
領
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
唯
一
の
立
法
者
と
し
て
そ
の
国
家
の
象
徴
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
２

－
３
）
司
法
国
家
：
司
法
者
と
し
て
の
国
王

以
上
の
通
り
、『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
国
家
論
に
お
け
る
国
王
は
立
法
者
と
し
て
の
役
割
を
そ
の
本
質
と
す
る
。
し
か
し
、
国
王
は
ま
た
司
法

者
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
司
法
国
家
、
司
法
者
と
し
て
の
国
王
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。
ハ
ジ
プ
は
第
三
十
一
章
「
オ
グ
ド
ゥ
ル
ミ
シ
が
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偉
大
な
法
務
大
臣
の
具
備
す
る
べ
き
条
件
に
つ
い
て
国
王
に
語
る
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。「2493   

大
小
の
訴
訟
者
が
訴
え
て
き
た
と

き
、
招
待
す
る
こ
と
は
ハ
ジ
プ
あ
る
い
は
国
王
の
任
務
に
す
る
べ
き
」。
こ
こ
で
、
す
べ
て
の
訴
訟
者
を
受
け
取
っ
て
司
法
の
場
を
開
く
こ
と
は
ハ

ジ
プ
（
ハ
ジ
プ
と
い
う
名
は
法
務
大
臣
を
意
味
す
る
）
の
任
務
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、「
国
王
の
任
務
で
も
あ
る
べ
き
」

こ
と
は
最
終
的
な
司
法
の
権
威
者
が
国
王
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
国
王
の
司
法
者
と
し
て
の
役
割
と
は
何
か
。
国
王
の
司
法
権
は
法
（
正

義
）
の
執
行
が
究
極
的
に
国
王
を
中
心
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
訴
訟
者
が
国
王
と
付
き
合
え
る
は
ず
は
な
い
た
め
に
、

司
法
に
お
け
る
執
行
権
の
国
家
的
構
造
に
お
い
て
、
法
務
大
臣
と
法
務
次
官
た
ち
が
必
要
と
な
る
。
偉
大
な
法
務
大
臣
（
＝
ハ
ジ
プ
）
の
任
務
は

国
王
と
法
務
次
官
た
ち
の
間
で
主
な
役
割
を
果
た
す
。「2499   

彼
は
被
圧
迫
者
を
受
け
取
っ
て
、
状
況
を
確
認
し
て
い
か
に
し
て
そ
れ
を
解
決
す

る
の
か
の
道
を
教
え
る
べ
き
で
あ
る
」。
こ
の
引
用
に
よ
っ
て
、
訴
訟
者
に
関
す
る
仕
事
は
法
務
大
臣
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か

し
彼
は
そ
の
権
威
を
国
王
に
依
っ
て
い
る
。
国
王
は
立
法
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
司
法
者
で
も
あ
る
。
本
稿
は
国
王
自
身
の
言
明
「
正
義
と
法

は
私
自
身
で
あ
る
」
の
う
ち
に
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
け
る
国
家
論
の
核
心
を
読
み
取
っ
た
が
、
国
王
が
正
義
と
法
の
体
現
者
で
あ
る
こ

と
の
意
味
は
立
法
の
領
域
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
司
法
の
領
域
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

三　
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
け
る
政
治
哲
学
の
基
盤
と
し
て
の
自
然
哲
学

（
３

－

１
）
四
元
素
論

『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
は
人
間
の
価
値
と
社
会
的
幸
福
に
関
す
る
政
治
哲
学
の
問
題
を
中
心
的
な
主
題
と
す
る
。
本
節
は
自
然
哲
学
と
政
治
哲

学
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
書
は
自
然
哲
学
に
よ
っ
て
政
治
哲
学
を
解
釈
し
、
自
然
と
社
会
の
根
源
的
法
則
の
統
一
性
に

よ
っ
て
理
想
的
国
家
像
を
構
想
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
六
〇
の
二
行
詩
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。「
こ
れ
ら
の
四
人
の
同
伴
が
私

に
と
っ
て
四
つ
の
要
素
の
よ
う
で
あ
る
。
四
つ
の
要
素
が
確
実
に
対
応
す
れ
ば
、
生
命
が
構
成
さ
れ
る
」。
こ
こ
で
の
四
人
と
は
イ
ス
ラ
ム
の
歴
史
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的
な
四
人
の
カ
リ
フ
の
こ
と
で
あ
り
、
四
つ
の
要
素
と
は
、
土
、
水
、
気
、
火
で
あ
る
。
ユ
ス
プ
・
ハ
ス
・
ハ
ジ
プ
の
考
え
に
よ
る
と
、
人
間
精

神
と
こ
れ
ら
の
四
要
素
と
の
「
確
実
的
対
応
」
が
生
命
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
彼
の
思
想
に
お
け
る
自
然
哲
学
と
政
治
哲
学

と
の
あ
る
種
の
類
比
関
係
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
は
自
然
と
精
神
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
ジ
プ
は
、
四

元
素
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

「143   

三
つ
は
水
、
三
つ
は
気
、
三
つ
は
火
に
な
っ
た
、
三
つ
は
土
に
な
っ
て
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
世
界
が
構
成
さ
れ
た  144   

こ
れ
ら
は
互
い

に
敵
対
し
て
い
る
、
敵
を
敵
に
よ
っ
て
抑
え
て
、
闘
争
か
ら
避
け
た  145   

敵
対
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
双
方
が
調
和
し
、
憎
し
み
を
解
消
し
た
の
で

闘
争
は
し
な
い
」

こ
の
引
用
に
よ
る
と
、
世
界
構
成
の
物
質
的
基
盤
は
四
元
素
で
あ
り
、
四
元
素
は
自
然
世
界
の
矛
盾
と
統
一
の
基
本
要
素
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
は
、
四
元
素
を
、
人
間
の
構
成
、
四
つ
の
季
節
、
四
つ
の
性
格
、
健
康
と
病
気
、
そ
し
て
社
会
現
象
な
ど
の
自
然
的
基
盤

と
し
て
見
な
し
、「
四
つ
の
要
素
」
の
相
互
矛
盾
と
統
一
に
よ
っ
て
、
人
間
の
精
神
状
態
を
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
古
典
的
見
解
を
論
述
し

て
い
る
。
ハ
ジ
プ
は
、
四
元
素
論
に
よ
っ
て
哲
学
、
天
文
学
、
医
学
、
人
間
の
生
理
学
的
諸
問
題
な
ど
を
も
解
釈
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
的
諸

問
題
の
解
決
を
試
み
る
の
で
あ
る）

（1
（

。
こ
う
し
た
四
元
素
論
に
自
然
と
人
間
精
神
に
つ
い
て
の
彼
の
生
成
発
展
観
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。「5866   

人
間
の
自
然
は
四
つ
の
対
立
す
る
要
素
か
ら
形
成
さ
れ
る
、
あ
る
一
つ
が
笑
わ
せ
、
も
う
一
つ
が
面
倒
を
引
き
起
こ
す  5867   

見
よ
、

あ
る
一
つ
が
荒
っ
ぽ
い
の
で
あ
れ
ば
、
も
う
一
つ
は
穏
や
か
さ
を
求
め
る
、
あ
る
一
つ
が
笑
わ
せ
れ
ば
、
も
う
一
つ
は
絶
え
ず
涙
を
出
さ
せ
る

5868   

快
楽
の
時
は
苦
痛
を
も
た
ら
す
、
悔
し
い
時
は
快
楽
を
持
っ
て
く
る
」。

ハ
ジ
プ
が
人
間
を
自
然
の
一
部
と
し
て
解
釈
す
る
と
き
、
四
元
素
の
関
係
の
変
化
に
よ
っ
て
発
生
す
る
の
は
、
自
然
の
四
つ
の
季
節
だ
け
で
な

く
、
少
年
、
青
年
、
成
人
、
老
人
と
い
う
人
間
の
四
つ
の
発
展
時
期
で
も
あ
る
こ
と
が
、
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（4620

、4629

）。『
幸
福
を

与
え
る
智
慧
』
に
お
い
て
、
四
元
素
論
は
自
然
と
人
間
精
神
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
生
成
発
展
観
で
あ
る
。
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（
３

－

２
）
運
動
、
矛
盾
と
生
成
発
展
観

『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
哲
学
的
観
点
は
現
象
に
お
け
る
矛
盾
と
闘
争
で
あ
る
。「1053   

調
和
的

な
四
つ
の
要
素
の
間
で
闘
争
が
発
生
し
、
一
つ
の
要
素
が
勝
っ
て
、
他
の
三
つ
の
要
素
を
克
服
し
た
」。

ユ
ス
プ
・
ハ
ス
・
ハ
ジ
プ
は
、
矛
盾
と
闘
争
を
世
界
発
展
の
根
本
起
源
と
は
し
な
い
が
、
四
元
素
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
世
界
の
陰
陽
二
元
論

的
な
生
成
発
展
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
と
闘
争
は
、
天
体
か
ら
人
体
ま
で
、
さ
ら
に
自
然
世
界

か
ら
さ
ら
に
人
間
の
社
会
構
成
に
い
た
る
ま
で
、
最
も
普
遍
的
な
現
象
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

ハ
ジ
プ
の
矛
盾
と
闘
争
観
に
対
し
て
は
、
古
典
ウ
イ
グ
ル
及
び
中
央
ア
ジ
ア
の
伝
統
哲
学
思
想
が
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
『
幸

福
を
与
え
る
智
慧
』
の2249

－

と2250

－

に
お
い
て
、
矛
盾
（YA

G
H

I

敵
、Q

A
R

SH
IM

A

敵
対
、O

C
H

E
SH

憎
し
み
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
語
る
。「2249   

善
と
悪
が
互
い
に
合
わ
な
く
な
る
、
直
と
歪
み
が
合
わ
な
く
な
る  2250   

夜
は
昼
を
好
ま
な
い
、
清
水
は
烈
火
を
仲
間
と
し
な

い
」。
し
か
し
彼
は
矛
盾
の
本
来
的
な
統
一
性
を
主
張
し
て
も
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
互
い
に
矛
盾
及
び
闘
争
す
る
宇
宙
と
自
然
は
神B

A
YAT

の

秩
序
の
も
と
で
協
力
し
あ
っ
て
存
在
し
運
動
す
る）

（（
（

。「146   

万
能
の
神
が
そ
れ
ら
を
軌
道
に
入
れ
て
、
ま
た
そ
れ
ら
を
創
造
し
て
、
秩
序
正
し
く
協

力
し
あ
わ
せ
た
」。

宇
宙
の
秩
序
に
つ
い
て
、
第
五
章
『
七
つ
の
惑
星
と
十
二
星
座
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
特
に
自
然
の
運
動
と
変
化
を
主
題
と
し
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「126   

見
よ
、
青
空
は
い
つ
で
も
回
転
す
る
よ
う
に
創
造
さ
れ
た
、
生
命
も
そ
れ
に
従
っ
て
絶
え
ず
回
転
す
る
」。

こ
れ
は
現
代
で
は
も
は
や
通
用
し
て
い
な
い
古
い
天
動
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
恒
星
を
除
い
て
あ
ら
ゆ
る
星
は
月
を
含
め
て
位
置
を

変
化
し
続
け
る
。
星
座
の
変
化
に
よ
っ
て
季
節
が
形
成
さ
れ
る
。
上
昇
と
堕
落
、
夜
と
昼
、
生
成
と
消
滅
な
ど
が
互
い
に
変
化
す
る
と
い
う
不
断

の
回
転
性
が
宇
宙
の
秩
序
で
あ
る
。
物
質
だ
け
で
な
く
生
命
（
特
に
人
間
の
生
命
）
も
こ
の
よ
う
な
回
転
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1
（

。
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「1086   

誰
か
が
生
ま
れ
た
ら
、
死
亡
す
る
は
ず
で
あ
る
、
何
か
が
上
昇
す
れ
ば
堕
落
す
る
べ
き
で
あ
る  1087   

上
が
る
も
の
に
は
下
が
り
が
あ

る
、
上
が
る
も
の
の
下
が
り
が
あ
る
、
賞
与
に
は
苦
痛
が
付
く
、
辛
い
に
は
甘
い
が
付
い
て
行
く
」。

ハ
ジ
プ
は
、
陰
と
陽
が
生
ま
れ
る
こ
と
（
生
成
）
と
死
ぬ
こ
と
（
消
滅
）
の
相
互
変
化
を
普
遍
的
変
化
の
実
例
と
し
て
あ
げ
る
。

「1049   
輝
い
た
も
の
の
消
え
去
れ
る
時
が
あ
る
、
歩
行
者
の
止
ま
る
時
が
あ
る
、
上
昇
し
た
も
の
の
落
下
す
る
時
が
あ
る
。1050   

万
物
す
べ
て

が
円
満
を
求
め
る
、
円
満
に
達
成
す
る
と
き
消
滅
に
転
換
す
る
」。

先
に
序
に
お
い
て
紹
介
し
た
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
四
人
の
主
要
登
場
人
物
の
う
ち
、
大
臣
ア
イ
ト
ル
デ
ィ
（
月
が
円
満
に
な
っ
た
）
は

「
幸
福
、
幸
運
」
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
月
に
は
満
ち
欠
け
が
あ
る
。
は
じ
め
は
小
さ
く
、
段
々
と
満
ち
て
い
き
、
円
満
に
な
っ
て
か
ら
ま
た
逆
転
し

て
小
さ
く
な
る
。『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
け
る
「
幸
福
」（
＝
善
き
国
家
体
制
の
実
現
）
も
同
様
で
あ
る
と
の
解
釈
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
い
て
、
運
動
、
変
化
と
発
展
観
は
、
古
い
も
の
に
代
わ
っ
て
新
し
い
も
の
が
入
れ
替
わ
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

ハ
ジ
プ
は
自
身
の
思
想
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
語
る
。「686   

絶
え
ず
に
変
化
し
続
け
る
の
は
私
の
欠
点
で
は
な
い
、
た
だ
自
分
に
新
し
い
も

の
を
選
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る  687   

あ
ら
ゆ
る
古
い
物
は
好
ま
し
く
な
い
、
見
よ
、
好
ま
し
く
な
い
も
の
が
負
担
に
な
っ
て
人
生
を
嫌
悪
さ
せ

る 688   

新
し
い
物
が
あ
っ
た
ら
、
古
い
物
が
ど
う
し
て
必
要
と
さ
れ
る
の
か
、
精
選
品
が
あ
っ
た
ら
、
悪
い
物
は
ど
う
さ
れ
る
の
か  689   

見
よ
、

あ
ら
ゆ
る
美
味
し
さ
は
新
し
い
物
の
な
か
に
あ
る
、
人
間
は
そ
の
美
味
し
さ
を
求
め
て
非
常
に
苦
し
む
こ
と
が
で
き
る
」。

『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
「
新
し
い
物
」
と
し
て
の
創
造
性
の
優
先
と
そ
の
「
新
し
い
物
」
の
発
展
に
お
け
る
先
駆
的
な

役
割
に
つ
い
て
の
優
れ
た
観
念
は
、
ハ
ジ
プ
が
社
会
変
革
及
び
民
衆
の
意
識
改
革
の
主
張
者
で
あ
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
我
々
は
彼
の
こ
の

よ
う
な
主
張
に
真
の
美
は
新
し
い
創
造
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
見
て
と
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
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結
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
は
ウ
イ
グ
ル
民
族
の
哲
学
倫
理
思
想
に
お
い
て
代
表
的
な
古
典
著
作
で
あ
り
、
理
想
的
国
家
像
を
主
題
と
す
る
ユ
ー
ト

ピ
ア
論
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
A
国
王
の
象
徴
的
意
味
で
あ
る
「
正
義
と
法
」、
B
大
臣
の
象
徴
的
意
味
で
あ
る
「
幸
福
と
幸
運
」、
C
大
臣
の

息
子
の
象
徴
的
意
味
で
あ
る
「
知
識
と
智
慧
」、
D
大
臣
の
友
人
（
宗
教
的
兄
弟
）
の
象
徴
的
意
味
で
あ
る
「
満
足
と
結
末
」
等
の
相
互
関
係
に

お
い
て
、
君
主
制
に
よ
る
法
治
国
家
が
ハ
ジ
プ
の
理
想
的
国
家
で
あ
る
こ
と
を
論
究
し
た
。
正
義
に
よ
る
法
が
国
家
の
基
盤
で
あ
る
。
人
民
の
「
幸

福
と
国
家
の
繁
栄
」
と
の
一
体
化
が
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。「
幸
福
と
幸
運
」
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
永
遠
的
な
も
の
で
な
い
。
本
当

の
意
味
で
の
「
幸
福
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
「
智
慧
」
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
は
、
そ
う
し
た
「
智
慧
」
の

本
質
を
法
思
想
の
う
ち
に
捉
え
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
平
に
お
い
て
本
稿
で
は
、『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
い
て
「
智
慧
」
が
与
え
る
「
幸
福
＝
国
家
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。『
幸

福
を
与
え
る
智
慧
』
は
本
質
的
に
幸
福
国
家
論
で
あ
り
、
政
治
哲
学
を
語
る
叡
智
の
書
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ユ
ス

プ
・
ハ
ス
・
ハ
ジ
プ
は
三
権
分
立
な
ど
を
ま
っ
た
く
構
想
し
て
い
な
い
。
彼
が
理
想
と
し
た
君
主
制
に
よ
る
国
家
像
は
確
か
に
現
代
に
お
い
て
ひ

ど
く
古
め
か
し
く
も
の
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
が
示
し
た
「
幸
福
＝
国
家
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
現
代
世
界
に
お
い
て

も
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ユ
ス
プ
・
ハ
ス
・
ハ
ジ
プ
は
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
い
て
、
宇
宙
の
起
源
と
そ
れ
の
社
会
的
人
間
と
の
関
係
、
物
質
的
世
界
と
精
神
の

諸
現
象
な
ど
哲
学
の
根
本
問
題
と
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
彼
の
思
想
は
、
当
時
の
宗
教
的
封
建
的
特
徴
の
色
濃
い
現
実
を
継
承
し
な
が
ら
、
イ
ス

ラ
ム
思
想
に
伝
統
的
な
汎
神
論
的
思
想
を
受
容
し
つ
つ
も
、
中
央
ア
ジ
ア
哲
学
思
想
に
お
い
て
新
し
く
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

智
慧
は
単
な
る
宗
教
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
の
思
想
に
お
い
て
、
哲
学
は
単
な
る
「
神
の
教
え
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
神
の
言
葉
」
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で
は
な
く
、
運
命
は
単
な
る
神
の
意
志
で
は
な
く
、
本
当
の
世
界
と
い
う
の
は
単
な
る
永
遠
世
界
と
し
て
の
「
あ
の
世
」
で
は
な
く
、
幸
福
と
い

う
の
は
い
わ
ゆ
る
天
国
の
こ
と
で
は
な
く
、
結
末
と
い
う
の
は
終
末
の
日
の
問
答
で
は
な
い
。『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
「
二
つ
の
世
界）

（1
（

」「
両
足
で
歩
ん
で
、
両
手
で
掴
む）

（1
（

」
な
ど
の
見
解
は
、
現
実
的
生
活
（
こ
の
世
に
お
け
る
幸
福
）
を
強
調
し
、
こ
の
点
で
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
神
学
と
対
立
す
る
。
彼
は
「
現
実
世
界
に
お
け
る
生
命
問
題
で
、
生
命
の
た
め
の
闘
争
な
ど
の
諸
問
題
に
お
い
て
、
宗
教
の
迷
信
者
に

な
ら
な
い
よ
う
に
警
戒
し
、
現
実
世
界
の
措
置
を
宗
教
的
信
仰
の
た
め
に
犠
牲
に
し
な
い
よ
う
に
呼
び
か
け
る
」（
イ
ワ
ノ
フ
）
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
永
遠
世
界
と
し
て
の
「
あ
の
世
」
に
関
す
る
神
話
も
拒
否
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
調
和
さ
れ
る
。『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
は
、
現
実
的
幸
福
と
天

国
（
こ
の
世
と
あ
の
世
）
を
調
和
す
る
様
相
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
背
景
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
受
容
し
た
ば
か
り
の
当
時
の
精
神

分
野
に
お
け
る
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
思
想
（
こ
れ
は
中
近
東
で
台
頭
し
は
じ
め
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
封
建
上
級
階
級
の
宗
教
的
過
激
派
に
よ
っ

て
支
持
さ
れ
る
こ
と
で
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
）
の
重
い
圧
力
が
あ
っ
た
。
ユ
ス
プ
・
ハ
ス
・
ハ
ジ
プ
は
、
現
実
世
界
に
お
い
て
幸
福
（
＝
善

き
国
家
）
を
実
現
す
る
と
い
う
政
治
哲
学
の
問
題
と
し
て
そ
れ
を
受
け
取
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
イ
グ
ル
民
族
の
思
想
伝
統
の
礎
を
新
た
に

築
い
た
の
で
あ
る
。

註

（
1
）
ユ
ス
プ
・
ハ
ス
・
ハ
ジ
プ
著
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
社
会
科
学
院
民
族
文
学
研
究
所
編
、『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』、
北
京
民
族
出
版
社
出
版
、
一
九

八
四
年
（
現
代
ウ
イ
グ
ル
語
）。
ア
カ
デ
ミ
ー
版
と
し
て
の
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
よ
る
引
用
は
、P

rof. D
r. R

eshid R
ahm

eti A
rat

の
原
文
を
用

い
た
。
各
首
詩
の
番
号
は
そ
の
原
文
に
基
づ
く
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
、K

A
B

A
L

C
I YA

Y
I N

E
V

I

出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
七
月
（
ト
ル
コ
語
）。

（
2
）
オ
マ
ル
、
イ
ミ
ン
ら
は
、
東
洋
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
主
要
な
一
部
と
し
て
の
ウ
イ
グ
ル
哲
学
を
語
る
。「
東
洋
で
の
ル
ネ
サ
ン
スPeH

eC
C

aH
uc

と
り

わ
け
中
央
ア
ジ
ア
で
の
文
明
の
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
は
歴
史
的
文
献
に
よ
れ
ば
、
西
洋
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
よ
り
早
速
始
め
て
、
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
研

究
結
果
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
」（『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
研
究
Ⅲ
、
シ
ャ
リ
ピ
デ
ィ
ン
・
オ
マ
ル
、「
東
洋
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
文
学
の
指
導
者
ユ
ス
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プ
・
ハ
ス
・
ハ
ジ
プ
」、
カ
シ
ュ
ガ
ル
ウ
イ
グ
ル
出
版
社
、
一
九
八
八
年
六
月
、
二
二
〇
頁
参
照
）。「
ウ
イ
グ
ル
哲
学
史
研
究
の
根
本
的
任
務
は
東
西
洋

交
流
史
で
結
合
さ
れ
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
文
明
機
構
か
ら
の
ウ
イ
グ
ル
民
族
の
世
界
観
と
そ
の
内
実
と
外
的
な
影
響
力
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
ア

ブ
ド
ゥ
シ
ュ
ク
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ミ
ン
、『
ウ
イ
グ
ル
哲
学
史
』、
新
疆
人
民
出
版
社
、
ウ
ル
ム
チ
、
一
九
九
七
年
八
月
、
一

－

二
頁
）。「
バ
グ
ダ
ッ

ド
か
ら
始
ま
っ
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
自
然
科
学
を
学
習
す
る
運
動
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ル
ネ
サ
ン
ス
よ
り
七
世
紀
前
に
始
ま
っ
た
最
初
の
ル
ネ
サ
ン
ス
に

な
っ
て
い
た
。
東
洋
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
フ
ァ
ー
ラ
ヴ
ィ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
大
抵
の
著
作
に
解
説
を
書
い
た
。
特
に
、
ピ
ト
ロ
ミ
、
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
、
ポ
ル
フ
ィ
リ
、
ア
フ
ロ
ッ
ド
テ
ィ
キ
ス
等
の
著
作
に
解
説
を
書
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
と
ガ
リ
ン
の
著
作
に
つ
い
て
論
究
し
た
。
フ
ァ
ー
ラ
ヴ
ィ

の
仕
事
に
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
が
続
い
て
い
た
」（
同
書
、
六
六
頁
）。

（
3
）
ロ
シ
ア
（
ソ
連
）
の
学
者
ラ
ド
ロ
フ
、
ト
ム
ソ
ン
、
キ
レ
ミ
ス
キ
な
ど
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
てK

U
TA

D
G

H
U

B
IL

IK

を
『
幸
福
の
知
識
』、『
幸
福
を

与
え
る
知
識
』、『
幸
福
を
も
た
ら
す
知
識
』、『
人
間
を
幸
せ
に
す
る
知
識
』、『
智
慧
者
が
幸
せ
に
な
る
』
な
ど
と
翻
訳
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ワ
ン
ベ
リ

に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
、
ト
ル
コ
の
コ
プ
ル
ル
に
よ
る
ト
ル
コ
語
訳
な
ど
は
、
こ
れ
を
よ
り
シ
ン
プ
ル
に
『
幸
福
の
知
識
』
と
理
解
す
る
。

（
4
）
ト
ル
コ
の
学
者
カ
プ
ソ
グ
ル
は
「
我
々
の
文
化
史
に
お
け
るK

U
TA

D
G

H
U

B
IL

IK

の
価
値
」
と
い
う
論
文
に
お
い
てK

U
TA

D
G

H
U

B
IL

IK

を
『
統
治

の
知
識
』、『
統
治
支
配
の
知
識
』、『
国
家
教
説
』、『
国
家
統
治
を
獲
得
す
る
知
識
』
と
、
マ
フ
ス
ト
は
『
法
律
宝
典
』
と
翻
案
し
て
い
る
。

（
5
）
ラ
ド
ロ
フ
は
一
八
九
〇
か
ら
一
九
一
〇
年
の
二
〇
年
間
に
、
ウ
ィ
ー
ン
書
式
、
ウ
ィ
ー
ン
書
式
の
抄
写
、
カ
イ
ロ
書
式
、『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
ス

ラ
ビ
ア
ン
文
字
で
の
書
式
と
ド
イ
ツ
語
翻
訳
と
を
出
版
す
る
。
ア
ラ
テ
ィ
の
比
較
し
た
書
式
を
基
盤
と
す
る
イ
ワ
ノ
フ
の
翻
訳
は
今
ま
で
の
も
っ
と
も

完
全
な
ロ
シ
ア
語
翻
訳
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九
八
三
年
ま
で
ソ
連
の
学
者
達
は
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
ア
ザ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
語

と
カ
ザ
フ
語
の
翻
訳
の
一
部
分
を
発
表
し
た
。

（
6
）
バ
ル
ト
リ
ド
、
マ
ロ
フ
、
ト
ゥ
グ
シ
ェ
ワ
、
コ
ノ
ノ
フ
、
イ
ワ
ノ
フ
、
ワ
リ
ト
ワ
、
ピ
ラ
ゴ
ワ
、
ス
テ
プ
レ
ワ
、
ナ
ス
ロ
フ
、
ベ
リ
テ
リ
ス
、
キ
ル
ク

リ
イ
、
ワ
リ
ド
ウ
、
テ
ニ
シ
ェ
ウ
、
マ
フ
ロ
ノ
ウ
、
ソ
ル
タ
ノ
ウ
、
マ
フ
モ
ト
ウ
、
ケ
リ
モ
フ
、
ム
タ
リ
ポ
ウ
、
ム
サ
バ
イ
ェ
ウ
、
ク
リ
シ
ノ
ウ
、
ム

ル
タ
ザ
イ
エ
フ
等
の
学
者
達
が
登
場
す
る
。

（
7
）
ラ
ド
ロ
フ
は
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
出
版
の
前
置
き
で
書
い
た
「
古
代
ウ
イ
グ
ル
問
題
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
カ
ラ
ハ
ン
帝
国
が
イ
ス
ラ
ム
教

を
信
仰
し
て
か
ら
の
文
化
史
と
思
想
史
研
究
に
お
け
る
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
重
要
な
意
義
を
指
摘
し
て
い
る
。
ラ
ド
ロ
フ
の
弟
子
で
あ
る
と
同

時
に
学
術
継
承
者
で
あ
る
マ
ロ
フ
は
、『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
の
二
つ
の
序
は
ハ
ジ
プ
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
な
い
、
そ
れ
は
他
人
の
作
品
で
あ
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る
、
あ
る
い
は
著
者
が
他
の
著
作
の
た
め
に
書
い
て
い
た
と
い
う
あ
る
人
達
の
見
方
に
反
対
し
て
、「
古
代
突
厥
語
で
の
文
献
」
と
い
う
論
文
に
お
い

て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。「
文
法
的
な
形
式
の
方
面
で
、
あ
る
い
は
文
の
構
造
の
方
面
で
、
あ
る
い
は
語
彙
の
方
面
に
お
い
て
、
全
て
は
私
の
見
方
に
反

し
て
い
な
い
、
私
は
全
て
の
著
作
を
完
成
し
た
ユ
ス
プ
・
ハ
ス
・
ハ
ジ
プ
自
身
が
こ
の
序
を
書
い
た
と
思
う
」。

（
8
）
ア
ラ
テ
ィ
は
自
身
の
翻
訳
し
た
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
第
一
巻
の
前
置
き
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。「『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
は
事
件
を
記

述
す
る
歴
史
著
作
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
地
域
、
都
市
を
描
写
す
る
地
理
著
作
で
は
な
い
、
そ
れ
と
も
宗
教
人
士
達
の
行
動
を
纏
め
た
専
門
論
集
で
も

な
い
、
あ
る
哲
学
者
の
観
点
を
基
本
と
す
る
哲
学
著
作
及
び
賢
明
人
の
箴
言
に
よ
っ
て
人
々
に
忠
告
す
る
著
作
で
も
な
い
。
…
…
。
ユ
ス
プ
・
ハ
ス
・

ハ
ジ
プ
は
人
生
の
意
義
を
分
析
す
る
、
人
間
の
社
会
と
国
家
に
お
い
て
の
義
務
と
任
務
を
提
示
す
る
広
義
で
の
哲
学
著
作
を
書
い
た
哲
学
者
ま
た
は
科

学
者
で
あ
る
」。
ト
ル
コ
の
も
う
一
人
の
学
者
マ
フ
ス
テ
ィ
は
『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
は
突
厥
語
で
話
す
諸
民
族
人
民
の
「
長
い
世
紀
か
ら
の
道
徳
、

思
想
と
法
律
観
の
結
論
で
あ
る
」、「
国
家
機
関
、
政
治
法
、
社
会
的
道
徳
に
つ
い
て
の
探
求
」
と
見
な
す
。
ド
イ
ツ
の
学
者
オ
ル
ビ
リ
ッ
ジ
は
「『
幸
福

を
与
え
る
智
慧
』
は
ア
ラ
ビ
ア
哲
学
者
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
思
想
の
影
響
で
書
か
れ
た
著
作
で
あ
る
」

と
捉
え
、
ト
ル
コ
の
学
者
コ
プ
ル
ル
は
こ
の
見
方
に
賛
成
し
「
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
の
影
響
が
も
っ
と
も
深
い
」
と
語
る
。

（
9
）  『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
い
てT

R
Ü

と
い
う
語
は
二
三
二
箇
所
使
わ
れ
て
い
る
。
ウ
イ
グ
ル
民
族
の
歴
史
文
献
に
よ
る
と
、T

R
Ü

は
オ
ル
フ

ン
川
の
建
国
さ
れ
た
突
厥
と
ウ
イ
グ
ル
統
治
法
律
制
度
の
普
遍
的
な
呼
び
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
律
、
権
力
、
法
則
、
習
慣
な
ど
の
意
味
を
も
つ
。

『
幸
福
を
与
え
る
智
慧
』
に
お
い
て
記
述
さ
れ
るT

R
Ü

は
抽
象
的
な
概
念
で
な
く
、
そ
れ
は
当
時
代
に
お
い
て
独
自
の
具
体
的
な
意
味
を
も
っ
て
い

た
。
ハ
ジ
プ
は
「
法
律
」
をT

R
Ü

、「
法
則
」（
習
慣
法
則
）
をT

O
K

U

と
名
づ
け
る
。T

R
Ü

は
治
国
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
強
制
的
対
策
を
示
し
、

T
O

K
U

は
生
活
に
関
す
る
習
慣
法
則
を
示
す
。T

R
Ü

とT
O

K
U

に
つ
い
て
の
記
述
は
第47

章
に
お
い
て
中
心
的
に
述
べ
ら
れ
る
。

（
10
）  

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「3725   

下
方
は
褐
色
の
土
地
と
碧
色
の
水
、
上
方
は
透
明
な
気
体
と
火
で
あ
る  3526   

彼
は
冷
た
さ
と
熱

さ
、
乾
燥
と
潤
い
を
相
互
に
合
わ
せ
て
―
互
い
に
許
し
て
、
人
民
に
給
養
を
与
え
た
」。「4632   

私
は
君
に
姿
態
に
つ
い
て
明
確
に
語
る
、
そ
れ
は
黄

色
、
白
、
黒
あ
る
い
は
紅
で
あ
る
。4633   

こ
れ
ら
の
一
つ
は
も
う
一
つ
の
敵
で
あ
る
、
こ
れ
ら
の
色
に
よ
っ
て
、
敵
を
分
別
し
て
下
さ
い
」。

（
11
）
ハ
ジ
プ
は
、
た
と
え
ば
土
と
水
の
矛
盾
か
ら
統
一
す
る
こ
と
を
「3212   

褐
色
の
土
地
と
碧
色
の
水
が
協
力
し
あ
い
、
無
数
の
花
が
咲
け
て
笑
っ
て
い

る
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
12
）
人
間
の
幸
福
と
不
幸
の
回
転
性
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
語
る
。「3550   

見
よ
、
賞
与SO

Y
U

N
C

H

の
終
点
は
苦
痛SA

Q
IN

C
H

で
あ
る
、
苦
痛
の
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終
点
に
お
い
て
賞
与
が
来
る
。3551   

頂
点
が
賞
与
で
あ
れ
ば
根
底
は
苦
労
で
あ
る
、
頂
点
が
苦
労
で
あ
れ
ば
、
後
で
来
る
の
は
幸
運
で
あ
る
」。

（
13
）「1147   

も
し
誰
か
が
あ
の
世
で
善
の
場
所
を
狙
っ
た
ら
、
二
つ
の
世
界
を
破
壊
し
な
い
よ
う
に
」「1294   

も
し
人
間
の
品
格
が
お
と
な
し
く
な
っ
た
ら
、

二
つ
の
世
界
で
、
輝
い
た
暮
ら
し
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
」「1432  

君
が
も
し
二
つ
の
世
の
国
王
に
な
り
た
か
っ
た
な
ら
、
最
高
の
基
準
は
こ
れ
ら

の
五
つ
の
こ
と
に
絶
対
抵
触
し
な
い
で
下
さ
い
」「1659   

最
善
の
国
王
よ
、
二
つ
の
世
界
で
も
人
間
に
と
っ
て
有
利
な
の
は

－

優
良
な
性
格
で
あ
る
」

1663  
人
間
の
品
格
が
お
と
な
し
く
、
性
格
が
誠
実
で
あ
れ
ば
、
二
つ
の
世
界
で
も
幸
福
に
生
き
ら
れ
る
」「1973   

二
つ
の
世
界
の
も
の
を
獲
得
す
る
人

は
、
と
て
も
幸
せ
に
な
り
、
幸
福
の
星
が
彼
を
照
明
す
る
」。

（
14
）「3658   

握
手
す
る
た
め
に
両
手
が
与
え
ら
れ
た
、
一
つ
は
こ
の
世
に
、
も
う
一
つ
は
あ
の
世
の
た
め
で
あ
っ
た  3659   

歩
行
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
足

が
与
え
ら
れ
た
、
一
つ
で
は
こ
の
世
を
踏
む
、
も
う
一
つ
で
は
あ
の
世
を
向
か
っ
て
行
く
」。
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