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書

評

尾
形
勇
・
著
『
中
国
古
代
の
「
家
」
と
国
家
』

近

藤

則

之

　
本
書
は
中
国
古
代
（
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
秦
漢
よ
り
唐
に
至
る
ま
で
）
の
皇
帝
支
配
に
お
け
る
秩
序
構
造
を
、
そ
の
中
に
お
け
る
「

家
」
の
意
義
を
精
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
家
」
を
以
て
中
国
古
代
の
支
配
構
造
を
論
ず
る
と

い
う
場
合
、
中
国
古
代
史
に
関
す
る
諸
論
考
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
「
家
父
長
制
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
中
国

の
国
家
そ
れ
自
体
を
「
家
」
と
す
る
所
謂
「
家
族
国
家
観
」
を
想
起
す
る
。
し
か
し
、
本
書
は
そ
の
「
家
族
国
家
観
」
を
批
判
、
克
服
す

べ
き
も
の
と
い
う
立
場
か
ら
、
改
め
て
「
家
」
を
秩
序
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
た
点
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。

翫絡

一

　
勲
章
の
題
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
尚
、
各
章
、
ニ
ー
四
節
か
ら
な
り
、

も
な
す
べ
き
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
都
合
で
割
愛
す
る
。

序
　
章

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

中
国
古
代
帝
国
の
支
配
体
制
と
家
族
主
義

古
代
姓
氏
制
の
展
開
と
「
家
」
の
成
立

自
称
形
式
よ
り
見
た
る
君
臣
関
係

「
臣
某
」
の
意
義
と
君
臣
関
係

「
家
」
と
君
臣
関
係

国
家
秩
序
と
家
族
制
的
秩
序

古
代
帝
国
の
秩
序
構
造
と
皇
帝
支
配

ま
た
各
節
二
i
四
項
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
の
題
目
の
紹
介



終
　
章
　
中
国
古
代
帝
国
の
秩
序
構
造

二

　
序
章
は
古
今
の
中
国
国
家
論
を
概
観
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
論
の
ほ
と
ん
ど
が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
「
家
族
国
家

観
」
の
上
に
成
立
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
か
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
個
別
に
検
証
し
つ

つ
、
そ
の
批
判
・
克
服
す
べ
き
所
以
が
示
さ
れ
る
。

　
そ
の
批
判
点
と
は
、
ま
ず
第
一
に
「
家
族
国
家
観
」
が
、
旧
中
国
全
体
の
歴
史
像
を
構
築
す
る
際
の
視
角
と
し
て
的
確
な
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
　
「
家
族
国
家
観
」
が
、
つ
と
に
批
判
・
克
服
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
西
洋
近
代
市
民
社
会
の
反
対
概
念
と

し
て
の
「
専
制
君
主
論
」
、
ま
た
そ
の
理
解
の
た
め
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
か
の
「
淳
滞
論
」
、
そ
の
「
淳
滞
視
」
を
前
提
と

し
た
「
遊
離
論
」
、
あ
る
い
は
日
本
に
お
け
る
「
国
体
論
」
な
ど
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
「
家
族
国
家
観
」
を
前

提
と
し
て
中
国
史
を
論
じ
て
も
、
中
国
の
歴
史
を
世
界
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
理
解
す
る
と
い
う
視
角
を
拡
散
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
　
　
ト

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

　
第
二
に
は
、
　
「
家
族
国
家
観
」
に
よ
っ
て
は
、
国
家
権
力
な
い
し
は
公
権
力
を
理
解
し
得
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
家
族
国
家
観
」
は
、
私
的
生
活
を
律
す
る
家
族
秩
序
を
以
て
国
家
総
体
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
つ
い
に
は
「
公
権
」
と
「
私
権
」

の
混
清
を
き
た
し
、
公
権
と
し
て
の
皇
帝
権
力
が
把
握
し
き
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
第
三
に
、
　
「
家
族
国
家
観
」
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
「
政
治
と
道
徳
の
｝
致
」
・
「
忠
孝
一
本
」
・
「
君
臣
父
子
の
一
体
」
・
「
公
私

の
未
分
」
な
ど
の
中
国
の
諸
特
質
が
実
証
的
検
証
を
経
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
か
ぐ
「
家
族
国
家
観
」
を
批
判
・
克
服
の
対
象
と
す
る
著
者
は
、
以
下
の
各
号
に
お
い
て
、
そ
れ
に
替
る
視
角
か
ら
の
申
国
古
代
国
家

の
秩
序
構
造
論
を
提
示
す
る
。
次
に
そ
の
梗
概
の
紹
介
に
移
ろ
う
。
尚
、
本
書
終
章
の
後
半
部
分
に
、
本
書
の
検
討
過
程
が
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
基
と
し
て
紹
介
す
る
。



　
第
一
章
は
秩
序
構
造
の
基
盤
の
確
定
が
、
そ
の
検
討
の
目
的
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
『
皇
帝
か
ら
一
般
民

庶
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
の
者
は
、
貴
賎
・
貧
富
・
大
小
の
差
等
は
あ
れ
、
　
「
家
」
と
し
て
は
等
質
の
、
そ
う
し
た
諸
「
家
」
に
編
成
さ

れ
て
い
た
』
と
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
「
家
」
が
秩
序
構
造
の
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
章
で
考
察
の
直
接
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
秦
漢
以
降
に
お
い
て
「
家
」
の
冠
称
と
な
っ
て
い
る
「
姓
」
で
あ
る
。
当
時
皇

帝
よ
り
民
庶
に
至
る
ま
で
各
人
各
様
の
「
姓
」
を
も
っ
て
い
た
。
一
方
、
そ
の
下
位
の
存
在
者
た
る
奴
脾
は
、
そ
の
属
性
と
し
て
「
家
」

を
構
成
し
得
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
原
則
と
し
て
「
姓
」
を
持
た
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
よ
り
無
「
姓
」

者
一
－
無
「
家
」
者
と
な
り
、
逆
に
有
「
姓
」
者
は
有
「
家
」
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
従
っ
て
「
姓
」
は
「
家
」
そ
の
も
の
を

表
象
す
る
も
の
で
あ
り
、
秦
漢
名
の
「
家
」
の
性
質
あ
る
い
は
成
立
の
検
討
の
指
標
と
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
検
討
の

結
果
、
　
「
姓
」
に
関
し
て
、
皇
帝
・
官
僚
・
庶
民
と
い
っ
た
階
層
に
関
す
る
差
等
を
示
す
要
素
は
見
当
ら
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て

表
象
さ
れ
る
皇
帝
か
ら
庶
人
に
至
る
ま
で
の
「
家
」
は
、
貴
賎
・
上
下
の
差
等
は
あ
っ
て
も
、
　
「
家
」
と
し
て
は
対
等
で
あ
っ
た
と
理
解

さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
秦
漢
期
の
「
姓
」
の
性
格
、
及
び
、
二
代
に
は
「
姓
」
を
も
た
な
か
っ
た
民
庶
が
、
秦
漢
帝
国
成
立
に
は

有
姓
化
す
る
に
至
っ
て
い
る
事
実
な
ど
を
合
わ
せ
考
え
る
と
き
、
秦
漢
的
「
姓
」
の
成
立
一
つ
ま
り
秦
量
的
「
家
」
の
成
立
は
、
皇
帝
支

配
の
出
現
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
秦
漢
帝
国
の
構
造
的
基
盤
が
、
『
「
家
」
と
し
て
等
質
で
あ
っ
て
、
し
か
も

無
数
の
「
家
々
」
が
併
存
し
て
い
た
』
と
い
う
『
歴
史
的
状
況
』
に
確
定
さ
れ
る
。

　
次
に
、
第
二
章
よ
り
第
四
章
ま
で
は
、
中
国
古
代
帝
国
の
「
君
臣
関
係
」
幽
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
第
二
章
i
三
章
で
は
、

旧
中
国
を
通
じ
て
普
遍
的
で
あ
っ
た
群
臣
の
皇
帝
に
対
す
る
、
　
「
臣
」
と
称
し
て
「
姓
」
を
言
わ
ず
「
名
」
の
み
癒
す
る
と
こ
ろ
の
自
称

形
式
（
例
え
ば
司
馬
光
で
あ
れ
ば
「
臣
光
」
と
な
る
）
を
直
接
の
考
察
対
象
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
「
臣
某
」
と
い
う
自
称
形
式
を
用
い
る
者
は
、
群
臣
の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
の
血
縁
者
た
る
皇
太
子
・
諸
侯
王
、
更
に
は
皇
后
（
こ

の
場
合
は
「
妾
＋
生
家
の
姓
氏
」
の
形
に
な
る
）
も
含
ま
れ
て
い
た
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
皇
帝
に
対
す
る
関
係
は
、
君
臣
の
そ
れ
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
皇
帝
自
身
も
天
帝
に
対
し
て
「
天
子
臣
某
」
、
祖
霊
に
対
し
て
「
皇
帝
臣
某
」
と
自
称
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
．

「
臣
」
従
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
「
臣
某
」
形
式
は
、
　
「
賓
客
之
礼
」
た
る
「
不
君
臣
不
唱
名
」
の
形
式
、
及
び
「
殊
礼
」
た
る
「
称
臣
不
唱
名
」
の
形
式
に
対
置

一7
0

一



き
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
の
二
者
が
皇
帝
が
特
別
の
礼
遇
を
施
す
た
め
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
帝
へ
の
隷
属
度
の
最
も
大
き
い
も
の
と
言

え
る
。
以
上
が
ほ
ぼ
第
二
章
の
論
旨
で
あ
る
。

　
第
三
章
は
、
こ
の
「
二
幅
」
形
式
の
意
義
の
考
察
で
あ
る
。
　
「
古
曲
」
の
う
ち
「
臣
」
は
、
膏
雨
者
（
奴
碑
）
の
意
昧
で
の
「
三
重
」

に
淵
源
し
て
お
り
、
更
に
そ
の
意
味
で
の
「
臣
」
の
捉
え
方
も
尚
後
世
に
存
し
て
い
る
。
ま
た
「
某
」
の
方
は
、
　
「
姓
」
を
言
わ
ず
「
名
」

の
み
を
言
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
七
輪
の
記
載
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
「
名
」
は
尊
重
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
至
尊
以
外
に
対
し
て
軽
々

し
く
「
名
」
を
匂
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
「
敬
命
」
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
古
代
帝
国
に
お
け

る
皇
帝
と
群
臣
の
関
係
が
、
　
「
家
族
国
家
観
」
が
前
提
と
す
る
よ
う
な
「
父
子
」
関
係
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
個
の
「
君
臣
」
の
関
係

で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
時
一
般
民
庶
は
皇
帝
に
対
す
る
上
書
が
許
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
上
書
の
際
に
民
庶
も
、
や
は
り
「
臣
某
」

形
式
を
用
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
皇
帝
と
民
庶
と
の
関
係
も
「
君
臣
」
関
係
と
し
て
く
く
ら
れ
る
。

　
第
四
章
で
は
、
先
述
し
た
「
家
族
国
家
観
」
の
前
提
と
す
る
「
忠
孝
一
本
」
・
「
君
臣
・
父
子
の
一
致
」
・
「
公
私
の
未
分
」
と
い
っ

た
中
国
の
「
諸
特
質
」
の
再
検
討
、
及
び
そ
れ
か
ら
導
か
れ
る
新
し
い
「
家
」
と
「
君
臣
」
の
関
係
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
個

別
的
具
体
的
例
証
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
所
で
は
、
　
「
忠
」
　
「
君
臣
」
皿
国
家
秩
序
と
「
孝
」
　
「
父
子
」
”
家
族
秩
序
と
は
一
致
す
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
機
能
す
る
場
の
明
快
な
相
異
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
君
臣
」
は
「
公
」
、
「
父
子
」
は
「
私
」
で
あ
る
と
い
う
了
解

が
当
時
に
存
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
君
臣
之
礼
」
・
「
家
人
言
意
」
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
て
い
た
。

　
一
方
、
官
吏
の
任
・
退
官
に
際
し
て
、
史
書
で
は
「
起
家
」
・
「
帰
家
」
・
「
還
家
」
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
は
群
臣
が
「
私
家
」
か

ら
「
出
身
」
し
て
「
君
臣
」
関
係
（
「
公
」
）
の
場
に
至
る
こ
ど
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
再
度
「
右
翼
」
形
式
に
お
い
て

「
姓
」
を
言
わ
な
い
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
は
「
公
」
な
る
「
君
臣
」
の
場
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
私
」
な
る
「
家
」
が
廃
棄
さ
れ
る

こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　
以
上
の
「
家
」
と
「
君
臣
」
と
の
関
係
の
考
察
よ
り
、
　
「
君
臣
」
関
係
構
築
の
一
般
的
過
程
が
、
『
「
君
」
と
「
臣
」
と
は
、
と
も
ど

も
各
自
の
「
家
」
よ
り
「
出
身
」
し
て
「
公
」
の
場
に
登
場
し
、
　
「
家
」
が
擬
制
的
に
廃
棄
さ
れ
る
そ
の
場
に
お
い
て
「
君
臣
」
の
関
係

を
と
り
結
ぶ
』
と
結
論
さ
れ
、
古
代
帝
国
の
基
礎
的
秩
序
構
造
が
、
『
「
家
人
蔵
置
」
と
称
さ
れ
る
家
族
秩
序
で
規
律
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、

レイ



「
私
」
の
場
と
し
て
の
”
　
「
家
」
の
世
界
娘
を
基
盤
と
し
て
、
そ
の
上
部
に
、
　
「
君
臣
之
礼
」
を
以
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
「
公
」
の
場
と

し
て
の
”
　
「
君
臣
」
の
世
界
賦
が
讐
え
立
つ
』
と
要
約
さ
れ
る
。

　
更
に
群
臣
に
お
い
て
、
皇
帝
に
仕
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
公
事
」
が
、
民
庶
の
租
賦
の
上
納
、
兵
役
・
揺
役
の
従
事
を
表
現
す
る
も

の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
民
庶
も
租
賦
・
諸
役
と
い
う
局
面
に
お
い
て
は
「
臣
」
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に

お
い
て
『
”
　
「
公
」
の
世
界
娘
で
成
立
す
る
「
君
臣
」
関
係
と
は
、
ま
さ
に
皇
帝
に
よ
る
人
民
支
配
が
具
現
さ
れ
る
場
一
で
も
あ
っ
た
と

み
な
さ
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
、
皇
帝
支
配
の
形
態
は
、
　
「
個
別
的
人
身
的
支
配
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
何
と
な
れ

ば
、
　
「
人
民
支
配
が
具
現
さ
れ
る
場
」
に
お
け
る
「
人
民
」
は
、
　
「
臣
」
と
し
て
「
家
」
よ
り
個
別
的
に
「
出
身
」
し
た
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。

　
お
お
よ
そ
以
上
が
第
四
章
の
要
旨
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
断
わ
る
ま
で
も
な
く
、
西
島
定
生
氏
の
「
個
別
人
身
支
配
下
」
と
、
そ
こ
に

お
い
て
は
論
理
的
に
捨
象
さ
れ
る
「
家
」
ど
の
両
立
が
計
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
五
章
は
「
家
族
国
家
観
」
、
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
「
国
家
」
　
「
漢
家
」
　
「
天
下
一
家
」
等
の
、
国
家
総
体
を
一
つ
の
「
家
」
と
す
る
　
　
ト

よ
う
な
文
言
の
再
検
討
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

　
ま
ず
「
天
下
一
家
」
の
用
例
で
は
、
そ
れ
が
家
族
制
的
秩
序
が
国
家
全
体
の
秩
序
と
し
て
拡
大
反
映
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
全
く
前

提
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
一
方
に
天
子
が
「
民
の
父
母
」
的
比
擬
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
も
矛
盾
し
な
い

「
天
下
一
家
」
の
理
解
を
求
め
る
と
、
　
「
王
者
天
下
を
臣
と
す
れ
ば
、
私
家
無
し
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
”
　
「
私
家
」
無
き
「
天
下
」
賦

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
第
四
章
で
示
し
た
よ
う
な
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
「
君
臣
」
関
係
を
媒
介
と
し
て
実
現
す
る
「
私

家
」
の
廃
棄
さ
れ
た
。
　
「
公
」
の
世
界
敗
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
　
「
天
下
一
家
」
な
る
「
家
」
の
「
姓
」
を
求
め
れ
ば
、
例
え
ば

「
漢
家
」
と
い
っ
た
王
朝
名
を
冠
す
る
「
何
家
」
が
そ
れ
に
当
た
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
　
「
国
家
」
を
初
め
そ
の
他
の
「
官
家
」
　
「
皇
家
」
　
「
天
家
」
等
の
種
々
の
「
家
」
字
を
伴
う
文
言
は
、
　
「
帝
室
」
の
如

き
皇
帝
自
身
の
「
私
家
」
の
意
義
の
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
検
証
に
よ
っ
て
「
家
族
国
家
観
」
の
大
き
な
論
拠
の
一
つ
が
失
わ
れ
た
。
し
か
し
、
以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
古
代
帝
国
が
「

君
臣
」
関
係
を
媒
介
し
て
成
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
家
族
匡
家
観
」
に
よ
る
理
解
と
同
様
に
、
や
は
り
一
つ
の
「
家
」
と
し



て
完
成
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。
で
は
何
故
に
か
か
る
「
天
下
一
家
」
な
る
「
家
」
が
、
　
「
君
臣
」
秩
序
を
媒
介
し
つ
つ
も
、
’
な
お
再

構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
考
察
が
第
六
章
で
行
わ
れ
る
。

　
第
二
章
で
紹
介
し
て
お
い
た
よ
う
に
（
皇
帝
は
天
帝
に
対
し
て
「
天
子
臣
某
」
、
祖
霊
に
対
し
て
「
皇
帝
臣
某
」
の
自
称
形
式
を
用
い

て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
皇
帝
は
天
帝
に
対
し
て
「
天
子
」
と
し
て
、
ま
た
祖
霊
に
対
し
て
「
皇
帝
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
臣
」
写

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
「
天
帝
」
と
の
「
君
臣
」
関
係
は
、
王
朝
交
替
時
の
即
位
儀
礼
の
形
式
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
，
「
皇
帝
」
　
（
「
君
」
）
と
群
「
臣
」
と
の
現
実
の
「
君
臣
」
関
係
が
、
　
「
天
子
」
　
（
「
臣
」
）
と
天

帝
と
の
間
に
「
君
臣
」
、
関
係
が
設
定
き
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
完
成
・
完
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
、

こ
の
場
合
、
そ
の
関
係
が
「
君
臣
」
の
そ
れ
で
あ
る
以
上
、
そ
の
「
臣
」
た
る
「
天
子
」
が
出
身
し
、
そ
の
代
表
と
な
る
「
家
」
が
、
群

臣
の
「
私
家
」
の
場
合
と
同
じ
形
式
に
お
い
て
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
そ
の
「
家
」
こ
そ
「
天
下
一
家
」
の
・
「
家
」
、
例
え

ば
「
漢
家
」
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
天
家
一
家
」
の
「
家
」
が
再
構
成
さ
れ
た
意
義
は
、
　
「
皇
帝
」
と
群
臣
の
「
君
臣
」
関
係
の
完
成
・

完
結
の
た
め
に
擬
制
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
今
一
つ
問
題
と
な
る
の
は
、
　
「
皇
帝
」
は
何
故
に
血
縁
的
範
疇
に
属
す
る
祖
霊
に
「
臣
」
従
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
　
「
君
臣
」
関
係
の
頂
点
に
あ
る
「
皇
帝
」
が
あ
く
ま
で
「
公
」
権
た
る
こ
と
を
標
榜
す
る

た
め
に
は
、
事
実
上
血
統
的
な
も
の
で
あ
る
「
皇
帝
」
位
の
継
承
を
、
現
（
前
）
　
「
皇
帝
」
と
次
代
「
皇
帝
」
と
の
間
に
擬
制
的
に
「
君

臣
」
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
公
」
的
性
格
の
も
の
と
し
て
正
当
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
。
以
上
第
六
章
。

　
終
章
は
以
上
ま
で
の
本
論
の
補
完
の
作
業
を
経
て
、
結
論
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
補
完
と
は
、
唐
墨
の
「
良
賎
制
」
の
検
討
を
通
じ
た

中
国
古
代
の
秩
序
構
造
に
お
け
る
「
賎
民
」
　
（
「
奴
脾
」
）
の
存
在
意
義
の
考
察
で
あ
る
。

　
こ
の
「
良
賎
制
」
に
お
け
る
「
賎
民
」
は
「
君
臣
秩
序
」
か
ら
も
「
家
族
秩
序
」
か
ら
も
除
外
さ
れ
、
更
に
「
般
的
「
礼
」
の
及
ぶ
範

囲
か
ら
も
除
外
さ
れ
た
。
ま
た
「
賎
民
」
の
従
属
す
る
「
主
人
」
の
権
利
も
国
家
権
力
が
保
証
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
前
提
の
上
で
部
分

的
限
定
的
に
「
家
族
秩
序
」
を
「
賎
民
」
に
延
即
し
て
、
　
「
家
族
秩
序
」
の
必
須
性
が
「
良
民
」
に
強
調
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
　
「
主
人
権
」

の
保
証
さ
れ
な
い
場
合
を
「
君
臣
秩
序
」
と
の
関
わ
り
で
設
定
し
、
君
主
支
配
の
理
念
の
強
化
が
計
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
唐
代

の
「
良
賎
制
」
と
は
『
”
国
家
秩
序
を
構
成
す
る
主
体
者
㎏
（
実
は
被
支
配
者
集
団
）
を
劃
定
し
維
持
す
る
た
め
』
に
設
定
さ
れ
た
も
の
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で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
良
賎
制
」
成
立
の
前
提
た
る
「
良
」
民
話
と
「
賎
」
民
営
と
は
秦
漢
期
す
で
に
顕
在
化

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
理
解
は
古
代
中
国
全
般
に
普
遍
化
で
き
る
。

　
か
く
て
、
公
的
な
場
に
お
け
る
「
君
臣
之
礼
」
と
私
的
な
場
に
お
け
る
「
家
人
之
礼
」
と
い
う
二
大
規
律
に
加
え
て
、
身
分
制
的
秩
序

が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
『
国
家
の
全
構
成
員
を
包
摂
し
た
と
こ
ろ
の
「
帝
国
の
秩
序
構
造
」
が
完
成
す
る
』
こ
と
と
な
る
。
そ
し

て
本
書
の
中
国
古
代
秩
序
構
造
の
考
察
も
完
結
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
が
本
書
の
梗
概
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
秩
序
構
造
論
に
お
い
て
は
、
皇
帝
1
群
臣
（
あ
る
い
は
士
族
層
一
庶
人
1
賎
民
と
い
う

階
級
関
係
が
設
定
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
書
に
お
い
て
は
「
公
」
的
世
界
一
そ
の
世
界
の
構
成
者
が
出
身
す
る
「

私
」
的
世
界
、
と
い
う
い
わ
ば
位
相
関
係
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
上
で
階
級
関
係
を
設
定
し
て
、
賎
民
の
役
割
が
把
握
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点

甚
だ
斬
新
か
つ
精
密
な
構
造
論
と
し
て
本
書
の
成
果
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
支
配
構
造
論
的
側
面
に
つ
い
て
も
、

本
書
の
「
公
」
的
世
界
に
お
い
て
、
　
「
君
臣
」
関
係
を
媒
介
と
し
て
収
奪
が
具
現
さ
れ
た
と
す
る
理
解
は
、
こ
れ
ま
で
の
公
権
と
し
て
の

皇
帝
権
に
よ
る
個
別
的
人
身
的
支
配
と
い
う
捉
え
方
、
あ
る
い
は
、
皇
帝
権
と
郷
里
共
同
体
の
接
合
関
係
に
視
点
を
据
え
る
理
解
の
仕
方

を
越
え
る
理
論
と
評
価
さ
れ
、
今
後
の
中
国
古
代
研
究
に
大
き
く
貢
献
す
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。

三

　
最
後
に
、
紹
介
者
に
疑
問
と
さ
れ
る
点
を
二
三
思
い
つ
く
ま
ま
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
　
「
自
称
形
式
」
に
つ
い
て
。
第
二
章
に
お
け
る
「
臣
某
」
形
式
の
検
討
の
中
で
、
そ
の
形
式
が
「
姓
」
を
省
い
て
「
名
」
の
み

を
言
う
形
式
の
、
特
に
「
姓
」
を
言
わ
な
い
と
い
う
点
か
ら
「
君
臣
」
の
場
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
私
家
」
は
廃
棄
さ
れ
、
　
「
公
」

の
，
世
界
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
皇
后
の
自
称
形
式
、
　
「
臣
十
生
家
の
姓
氏
」
に
お
い
て
は
、
　
「

姓
」
が
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
形
式
に
限
っ
て
は
、
矛
盾
す
る
は
ず
の
「
公
」
の
側
面
と
「
私
」
の
側
面
が
同
時
存
在
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
る
べ
き
か
。

　
同
じ
く
「
姓
」
に
関
す
る
こ
と
だ
が
、
皇
帝
が
臣
下
の
名
称
を
署
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
皇
帝
の
面
前
で
臣
下
が
他
の
距
下
の
名
称
を

唱
す
る
と
き
な
ど
の
他
称
に
お
い
て
は
、
敢
て
例
示
す
る
ま
で
も
な
く
「
姓
」
　
「
名
」
が
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
姓
」
官
職
名
が
結
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び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
本
書
の
指
摘
の
通
り
、
「
公
」
の
世
界
で
は
各
自
の
「
私
家
」
が
廃
棄
さ
れ
る
、
従
っ
て
そ
れ
を
表
象
す

る
「
姓
」
が
機
能
し
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
か
か
る
他
称
の
形
式
も
成
立
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
も
成
立
し
得
る

だ
ろ
う
。

　
次
に
西
島
定
生
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
皇
帝
は
諸
外
国
に
「
天
子
」
の
称
号
を
用
い
た
。
こ
の
「
天
子
」
は
上
帝
に
関
わ
る
際
の
称

号
で
も
あ
る
か
ら
、
対
外
的
な
状
況
で
、
本
書
で
導
き
出
さ
れ
た
、
例
え
ば
「
漢
」
を
姓
と
し
て
「
漢
家
」
と
唱
す
る
「
公
的
家
」
を
代

表
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
せ
る
が
、
そ
れ
は
群
臣
の
隷
属
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
「
家
」
の
内
部
の
者
に
対
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
諸
外
国
の
「
君
」
が
～
こ
の
「
天
子
」
に
対
し
て
「
臣
」
を
称
し
て
「
臣
」
帯
し
た
（
第
二
章
に
指
摘
が
あ
る
）

の
は
い
か
な
る
理
由
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
　
「
天
子
」
を
用
い
る
点
で
中
国
と
諸
外
国
と
の
関
係
は
「
主
客
」
と
み
な
さ

れ
る
。
こ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
る
べ
き
か
。

　
更
に
本
書
に
お
い
て
は
、
「
臣
某
」
形
式
の
特
に
称
「
臣
」
を
、
直
ち
に
「
臣
」
従
関
係
を
表
現
す
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
次
の
例
で

は
、
秦
政
下
の
南
陽
堂
守
の
舎
人
陳
恢
が
浦
公
隠
撮
に
「
臣
」
を
称
し
て
い
る
。
　
「
南
陽
守
自
駕
せ
ん
と
欲
す
。
そ
の
舎
人
陳
恢
・
：
・
城

を
餓
え
、
嵩
置
に
見
え
て
曰
く
、
臣
聞
く
、
足
下
約
す
ら
く
、
先
に
威
陽
に
入
る
者
、
之
に
王
た
ら
ん
と
。
云
々
」
　
（
漢
書
高
祖
紀
上
）
。

こ
の
場
合
、
劉
邦
と
陳
恢
の
間
は
君
臣
関
係
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
称
「
臣
」
が
な
さ
れ
て
い
る
と
み
な
せ
る
が
、
管
見
で
は
こ

の
よ
う
な
形
で
の
称
「
臣
」
の
例
が
秦
末
当
初
の
資
料
に
事
例
見
え
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
　
「
君
臣
」
関
係
で
な
い
場
合
も
称
「
臣
」
は

あ
り
得
た
と
み
な
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
点
を
強
調
す
れ
ば
、
　
「
臣
某
」
形
式
は
、
あ
ら
ゆ
る
従
属
者
の
被
従
属
者
へ
の
一
般
的
自
称
形
式

で
あ
り
、
そ
の
故
に
皇
帝
の
血
縁
者
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
　
「
臣
某
」
形
式
よ
り
導
か
れ
た
本
書
の
秩
序
構
造
論
は
若
干
の
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
も
の
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
次
に
、
本
書
の
秩
序
構
造
論
で
は
、
　
「
君
臣
」
関
係
に
媒
介
さ
れ
る
収
奪
の
具
現
を
目
的
と
す
る
「
公
」
の
世
界
と
、
そ
の
「
公
」

の
世
界
の
構
成
者
の
出
身
す
る
諸
「
家
」
か
ら
な
る
「
私
」
の
世
界
に
わ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
論
理
か
ら
す
る
と
「
家
」
あ

る
い
は
「
家
」
の
集
合
体
は
、
　
「
公
」
の
世
界
の
構
成
者
の
再
生
産
の
場
と
し
て
の
役
割
し
か
、
皇
帝
支
配
下
に
お
い
て
果
た
し
て
い
な

い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
、
好
並
隆
司
氏
の
指
摘
に
従
っ
て
論
ず
る
と
、
皇
帝
権
（
公
権
）
と
地
方
豪
族
は
、
前
者
が
収
奪
を
目

卜刃



的
と
し
て
、
後
者
が
在
地
権
力
（
私
権
）
の
安
定
、
維
持
を
目
的
と
し
て
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
被
支
配
者
を
「
公
事
」
’

に
就
か
し
め
る
た
め
に
は
、
家
族
主
義
的
秩
序
の
頂
点
に
成
立
し
て
い
る
在
地
権
力
が
必
要
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
目
す

る
と
、
収
奪
を
具
現
す
る
も
の
と
し
て
の
「
家
」
秩
序
の
役
割
が
看
取
さ
れ
、
今
述
べ
た
本
書
に
指
摘
さ
れ
る
「
家
」
の
役
割
以
上
の
も

の
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
や
看
点
を
換
え
て
述
べ
れ
ば
、
豪
族
は
公
権
に
よ
る
収
奪
に
参
与
す
る
点
に
お
い
て
「

公
」
権
の
保
持
者
で
あ
り
、
郷
里
共
同
体
を
統
率
し
得
る
点
で
「
私
」
権
の
保
持
者
で
あ
り
、
そ
の
「
公
」
　
「
私
」
合
わ
せ
も
つ
豪
族
に

よ
っ
．
で
収
奪
が
具
現
し
て
い
る
と
い
う
点
を
見
れ
ば
、
支
配
の
実
態
的
局
面
に
お
い
て
は
、
本
書
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
、
明
確

に
「
公
」
　
「
私
」
は
分
別
し
得
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
本
書
末
尾
に
共
同
体
の
考
察
は
、
今
後
の
課
題

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
乙
の
点
に
関
す
る
今
後
の
著
者
の
業
蹟
を
鶴
首
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
更
に
今
一
点
疑
問
点
を
述
べ
て
お
く
と
、
本
書
の
指
摘
で
は
、
天
子
と
天
帝
、
天
子
と
庶
人
の
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
「
君
臣
」
の
関
係
で

く
く
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
爵
、
天
子
を
称
す
る
所
以
は
何
ぞ
。
王
者
は
天
を
父
と
し
、
地
を
母
と
す
。

天
の
子
為
れ
ば
な
り
」
　
（
白
虎
通
）
、
あ
る
い
は
「
天
子
は
民
の
父
母
作
り
」
　
（
書
経
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
父
子
」
の
関
係
と
す
る
儒

教
思
想
が
皇
帝
支
配
の
指
導
原
理
た
り
え
た
秩
序
構
理
論
的
理
由
は
、
如
何
様
に
理
解
さ
る
べ
き
か
、
こ
の
点
も
、
　
「
家
族
国
家
観
」
の

克
服
と
い
う
本
書
の
観
点
よ
り
み
る
と
》
克
服
さ
る
べ
き
残
さ
れ
た
課
題
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
思
い
つ
く
ま
ま
疑
問
点
を
並
べ
て
み
た
。

　
紹
介
者
の
理
解
力
の
欠
如
の
た
め
、
本
書
の
的
確
な
紹
介
、
あ
る
い
は
十
分
な
学
説
的
位
置
づ
け
が
で
き
な
か
っ
た
点
、
ま
た
浅
学
な

ら
で
は
の
疑
問
を
並
べ
た
点
、
著
者
の
御
寛
容
を
請
う
次
第
で
あ
る
。
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