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お
わ
り
に

初
期
近
代
ブ
リ
テ
ン
の
外
交
官
-
ウ
ォ
ツ
ト
ン
と
テ
ン
ブ
ル
ー

チ

ェ
ス
タ

ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の
外
交
論

｢外
交
の
作
法
｣
の
危
機
-
バ
ー
ク
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
批
判
-

外
交
と
共
和
国

外
交
と
革
命

外
交
と
文
明
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外交の作法 (木村)

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
､
政
治
思
想
史
の
観
点
か
ら
､
初
期
近
代
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る

｢外
交
｣
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
｡

ハ
ロ
ル
ド

･
ニ
コ
ル
ソ
ン
の
議
論
に
も
あ
る
よ
う
に
'
本
稿
で

｢外
交
｣
と
い
う
概
念
を
用
い
る
場
合
､
い
わ
ゆ
る

｢対
外
政
策
｣
の

意

(1
)

味
で
は
な
-
､
も
っ
ぱ
ら

｢交
渉
｣
negotiatio
n
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
本
稿
が
対
象
と
す
る
初
期
近
代
に
お
い
て
､

｢外
交
｣
を
指
し
示
す
言
葉
と
し
て

1
般
に
n
eg
otiation
が
用
い
ら
れ
て
き
た
事
実
と
も
符
合
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
d
ip
to
m
acy
の

用
法
は
比
較
的
新
し
い
｡
周
知
の
よ
う
に
､
こ
の
d
ip
lo
m
acy
は
'
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ャ
語

(｢折
り
畳
む
こ
と
｣
)
に
由
来
し
､
｢公
文

(2
)

書
｣
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
d
ip
-o
m
a
か
ら
派
生
し
た
用
語
で
あ
る
｡
O
E
D
に
よ
れ
ば
､
ブ
リ
テ
ン
に
お
い
て
､
政
治
的
言
語
と
し
て

の
d
ip
-o
m
acy
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

一
八
世
紀
後
半
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
最
終
章
で
も
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
､

こ
の
d
ip
lo
m
acy
が
登
場
し
た
時
代
は
､
同
時
に
ま
た
､
そ
れ
ま
で
の

｢外
交
の
作
法
｣
が
危
機
に
瀕
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
｡

｢外
交
｣
と
は

｢交
渉
に
よ
る
国
際
関
係
の
運
営
｣

(O
E
D
)
で
あ
り
､
ア
ー
ネ
ス
ト

･
サ
ト
ウ
の
古
典
的
な
定
義
に
よ
れ
ば
､
｢独
立

(3
)

国
家
の
政
府
間
に
お
け
る
公
的
関
係
の
処
理
に
知
性

inteE
gence
と
機
転

tactを
応
用
す
る
こ
と
｣
と
さ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､

こ

の
よ
う
な

｢知
性
と
機
転
｣
を
必
要
と
す
る

｢交
渉
の
技
術
｣

arto
f
n
eg
o
tiatio
n
と
し
て
の

｢外
交
｣
を
深
-
理
解
す
る
作
業
は
､
政

(4)(5)

治
思
想
史
研
究
の
分
野
で
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
｡

そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
は
､
第

一
に
､
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
-
が
､
二
〇
世
紀
的
な

｢国
民
国
家
｣
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
た

｢対

内
｣
的
な
諸
問
題
に
優
先
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
｢内
乱
｣
や

｢革
命
｣
な
ど

へ
の
高
い
関
心
と
は
対

照
的
に
､
た
と
え
ば

｢統
合
｣
｢帝
国
｣
｢征
服
｣
｢植
民
｣
｢同
盟
｣
｢連
邦
｣
と
い
っ
た
､
｢国
民
｣
や

｢国
家
｣
の
枠
組
み
を
越
え
た
主
題

(6
)
(7
)

は
必
ず
し
も
大
き
な
注
目
を
浴
び
て
こ
な
か
っ
た
｡
ま
た
､
第
二
に
､
以
上
の
よ
う
な
視
点
と
関
連
し
て
､
｢デ
モ
ク
ラ
シ
ー
｣
や

｢自
由
｣､

あ
る
い
は
'
社
会
契
約
論
に
代
表
さ
れ
る

｢政
府
の
起
源
｣
の
問
題
な
ど
'
国
内
秩
序
形
成
の

｢原
理
｣
問
題
に
議
論
が
集
中
し
が
ち
で
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(8)

あ
っ
た
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
で
き
よ
う
｡
以
上
の
こ
と
か
ら
､
｢外
交
｣
と
い
う

｢対
外
｣
的
な
行
為
､
あ
る
い
は

｢技
術
｣
的
な
主
題
に

対
す
る
関
心
は
二
重
に
希
薄
で
あ
っ
た
と
言
え
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
と
-
に
初
期
近
代
の
ブ
リ
テ
ン
に
お
い
て
､
外
交
は
､
軍
事
と
と
も
に
伝
統
的
に
国
王
大
権
の
専
管
事
項
に
属
し
､

｢法
｣
に
よ
る
規
制
や

｢民
主
｣
的
な
統
制
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
､
い
わ
ば

｢統
治
｣
行
為
の
根
幹
を
成
し
て
い
た
｡
た
と
え
ば
､
｢デ
モ
ク

ラ
シ

ー
｣
や

｢自
由
｣
の
思
想
的
源
流
と
さ
れ
る
ジ
ョ
ン
･
ロ
ッ
ク
で
さ
え
も
､
国
家
間
の
関
係
は

｢依
然
と
し
て
自
然
状
態
に
あ
る
｣
(S

(9
)

t
4
5
)

と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
.
彼
は

『統
治
論
』
に
お
い
て
立
法
権
や
執
行
権
の

｢原
理
｣
的
な
考
察
を
行
な

い
な
が
ら
､
そ
の
一
方
で
､
対
外
的
な
連
合
権
に
は
重
要
な
例
外
を
認
め
る
｡
す
な
わ
ち
､
連
合
権
は

｢法
｣
の
指
図
に
は
適
さ
な
い
た
め
､

(10
)

｢思
慮
と
知
恵
｣
p
r
udence
and
w
isdom
に

｢必
然
的
に
任
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｣
(S
L4
7
)
と
論
じ
た
の
で
あ
る
O

本
稿
は
､
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
か
ら
エ
ド
マ
ン
ド

･
バ
ー
ク
に
至
る
､
初
期
近
代
ブ
リ
テ
ン
を
中
心
と
し
た

｢外
交
｣

nego
tia
tio
n
論
を

検
討
す
る
作
業
を
通
じ
て
'
以
上
の
よ
う
な
､
｢統
治
｣
に
お
け
る

｢知
性
と
機
転
｣
'
あ
る
い
は

｢思
慮
と
知
恵
｣
を
明
ら
か
に
す
る
試
み

で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
こ
で
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
や
ヴ
ァ
ツ
テ
ル
に
代
表
さ
れ
る
国
際
法
の
議
論
を
含
め
た
､
外
交
理
論

一
般
の
包
括

的
な
説
明
は
断
念
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
本
稿
の
課
題
は
さ
ら
に
限
定
的
で
あ
り
､
以
下
で
示
す
よ
う
に
､
あ
-
ま
で
も

｢外
交
｣
と

｢作

法
｣
の
思
想
史
的
な
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
焦
点
が
絞
ら
れ
る
｡

(72-3-210)668

第

1
章

外
交

･
作
法

･
歴
史

｢外
交
｣
と
同
様
に
､
｢作
法
｣
も
ま
た
､
既
存
の
政
治
思
想
史
研
究
に
お
い
て
長
-
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
主
題
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
な
が

ら
､
N
･
ユ
リ
ア
ス
の
古
典
的
名
著

『文
明
化
の
過
程
』
や

『宮
廷
社
会
』
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
､
初
期
近
代
の
宮
廷
社
会
を
中

3仰
E

心
に
育
ま
れ
た

｢作
法
｣
は
'
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

｢文
明
化
｣
の
指
標
に
他
な
ら
な
か
っ
た
｡
｢文
明
の
作
法
｣

(-
civ
it･



外交の作法 (木村)

i
t
y

)

は
､
行
動
の
定
型
化
を
通
じ
て
暴
力
と
感
情
を
抑
制
し
､
日
常
的
な
他
者
と
の

｢交
際
｣

conv
er
sation
を
可
能
に
す
る
｡
別
稿
で

も
論
じ
た
よ
う
に
､
と
-
に
北
方
の
辺
境
国
で
あ
っ
た
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
標
準
の

｢文
明
の
作
法
｣
を
会
得
す
る

(12
)

た
め
に
､
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
の

｢作
法
書
｣
が
持
続
的
に
受
容
さ
れ
て
い
た
｡
ま
た
'
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
子
弟
に
よ
る

｢大
陸
旅

行
｣
は
､
文
明
の
発
信
源
で
あ
る
宮
廷
を
巡
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
異
質
な
他
者
と
交
際
す
る
た
め
の

｢思
慮
と
知
恵
｣
'
あ
る
い
は

｢実
践

(13
)

知
｣
や

｢
コ
モ
ン
セ
ン
ス
｣
を
身
体
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
｡

｢外
交
｣
n
e
g
o
tia
tio
n
は
､
こ
の
よ
う
な

｢作
法
｣
と
不
可
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
外
交
の
本
質
が
そ
の
文
明
性
に
あ
り
､
暴
力
の

行
使
や
感
情
の
噴
出
を
抑
え
､
他
者
と
の
共
存
を
自
覚
的
に
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
､
そ
の
遂
行
に
は
国
家
の
枠
を
超
え
た
作
法
の
共
有
が
必

要
と
な
る
｡
｢交
渉
の
技
術
｣
と
し
て
の

｢外
交
｣
は
ま
さ
に
､
｢作
法
書
｣
や

｢大
陸
旅
行
｣
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
､
統
治
エ
リ
ー
ト
に
よ

る

｢文
明
の
作
法
｣
の
実
践
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
本
論
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
､
初
期
近
代
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
外
交

論
の
特
質
や
そ
の
思
想
史
的
意
義
は
､
部
分
的
に
で
は
あ
れ
､
こ
の
よ
う
な

｢文
明
の
作
法
｣
の
伝
統
と
重
ね
合
わ
せ
た
う
え
で
初
め
て
理

解
で
き
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
逆
に
'
外
交
に
お
け
る

｢交
渉
｣
や

｢交
際
｣
の
側
面
を
強
調
す
れ
ば
､
そ
れ
は
､
国
家
間
の
レ
ベ
ル
だ

け
で
な
-
､
人
間
の
具
体
的
な
生
活
世
界
に
遍
在
す
る
営
為
と
し
て
も
理
解
さ
れ
よ
う
｡
た
と
え
ば
､
ル
イ

一
五
世
期
の
外
交
官
で
あ
っ
た

ア
ン
ト
ワ
-
ヌ
･プ
ケ
-
の

『交
渉
の
技
術
』
(1737
)

に
よ
れ
ば
､
｢人
類
は
､
言
う
な
れ
ば
､
社
会
の
慣
習
に
由
来
す
る
､
あ
る
種
の
交

渉
の
繰
り
返
し
を
続
け
て
き
た
｣
｡
こ
の
よ
う
な
交
渉
は
人
間
社
会
で
は

｢普
遍
的
｣
に
見
ら
れ
る
｡
と
い
う
の
も
､
｢あ
ら
ゆ
る
身
分
の
間

に
は
必
ず
何
ら
か
の
相
違
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
､
同
等
と
見
な
さ
れ
る
人
々
に
お
い
て
さ
え
も
､
物
や
意
見
､
願
い
事
に
つ
い
て
の
日
常

的
な
交
換

(com
m
erce
jo
u
rn
a
-ier)
が
な
さ
れ
る
｣
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢他
の
人
々
を
必
要
と
し
な
い
､
あ
る
い
は
他
者
の
必
要
を
信
じ

な
い
人
は
誰
も
い
な
い
｣
｡
た
と
え
ば
､
｢我
々
は
誰
か
を
喜
ば
そ
う
と
､
あ
る
い
は
他
の
者
を
脅
迫
し
よ
う
と
す
る
｣｡
こ
れ
ら
の
行
動
は

人
間
と
社
会
の
相
互
性
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
､
人
間
は

｢私
益
｣
に
の
み
従

っ
て
行
動
す
る
の
で
は
な
い
｡
プ

669(72-3-211)



論 説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

ケ
ー
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
「
人
生
に
お
い
て
す
べ
て
は
交
換
も
し
く
は
交
渉
な
の
で
あ
る
」
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
外
交
は
、
た
ん
に
「
国
家
理
性
」
や
「
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
に
導
か
れ
た
自
己
目
的
的
な
運
動
な
の

で
は
な
く
、
「
人
と
人
、
国
家
と
国
家
と
の
問
の
お
よ
そ
分
別
あ
る
関
係
」
に
「
不
可
欠
な
一
要
素
」
（
ニ
コ
ル
ソ
ン
）
と
し
て
も
理
解
可
能

　
　
　
の
　

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
歴
史
的
な
視
点
か
ら
改
め
て
考
察
を
加
え
れ
ば
、
国
家
間
に
お
け
る
文
明
的
な
「
外
交
の
作
法
」
が
成
立
す
る
に
は
、

一
定
の
政
治
的
・
思
想
的
な
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
本
論
の
対
象
は
主
に
ル
ネ
サ
ン
ス

期
以
降
、
と
く
に
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
至
る
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
と
く
に
ブ
リ
テ
ン
）
に
絞

ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
で
も
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
舞
台
に
お
い
て
も
な
お
、
同
時
代
の
外
交
論
に

は
、
と
く
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
パ
ー
ク
の
対
立
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
本
質
規
定
を
め
ぐ
る
思
想
的
な
緊
張
が
潜
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
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め
　

　
こ
こ
で
外
交
の
歴
史
を
古
典
古
代
に
ま
で
遡
っ
て
簡
単
に
振
り
返
れ
ば
、
外
交
慣
習
の
発
達
は
ま
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
国
家
間
に
お
い

て
特
徴
的
に
見
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
ロ
ー
マ
の
時
代
に
な
る
と
、
と
く
に
帝
政
期
に
は
対
等
な
国
際
関
係
が
存
在

し
な
か
っ
た
た
め
、
外
交
交
渉
よ
り
も
植
民
行
政
が
重
視
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
再
び
外
交
の
役
割
が
脚
光
を
浴
び
た
の
は
ビ
ザ
ン
ツ
の
時

代
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
、
軍
事
力
の
衰
え
を
使
節
が
も
た
ら
す
情
報
と
煩
項
な
儀
礼
に
よ
っ
て
補
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ビ
ザ
ン
ツ
の

外
交
技
術
は
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
タ
リ
ア
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
半
島
全
体
に
伝
播
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
一
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
常
駐
使
節
の
慣
習
が
定
着
し
始
め
、
外
交
の
制
度
化
・
常
態
化
が

進
む
。
い
わ
ゆ
る
「
近
代
外
交
」
の
幕
開
け
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
は
ま
た
、
普
遍
性
を
標
榜
す
る
教
皇
や
皇
帝
の
勢
力
が
衰
え
、
外
交

の
主
体
と
な
る
複
数
の
主
権
国
家
が
乱
立
し
、
同
時
に
ま
た
、
作
法
や
儀
礼
が
高
度
に
発
達
し
た
宮
廷
社
会
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
光
彩
を

放
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
登
場
す
る
。



　
次
章
以
下
で
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
思
想
を
外
交
の
視
点
か
ら
批
判
的
に
検
討
し
（
第
二
章
）
、
続
け
て
、
彼
と
は
対
照
的
な

ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
や
カ
リ
エ
ー
ル
ら
の
外
交
論
を
紹
介
す
る
（
第
三
章
）
。
そ
の
う
え
で
、
初
期
近
代
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
「
外
交
の
作
法
」

の
歴
史
的
意
義
を
、
外
交
論
の
受
容
や
パ
ー
ク
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
批
判
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
（
第
四
、
五
章
）
。

第
二
章
　
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
外
交
論

第
一
節
　
　
「
使
節
報
告
書
」

外交の作法（木村）

・
外
交
論
の
形
成
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
与
え
た
影
響
は
、
た
し
か
に
、
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
プ
ケ
ー
は
、
同
時

代
に
お
け
る
「
も
っ
と
も
評
価
の
高
い
政
治
的
作
品
」
の
著
者
と
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
や
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
と
も
に
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
次
章
で
紹
介
す
る
オ
ラ
ン
ダ
出
身
の
外
交
官
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
も
同
様
に
、
マ
キ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　

ヴ
ェ
ッ
リ
の
作
品
が
大
使
の
職
務
に
「
大
変
役
立
つ
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
君
主
は
何
を
す
べ
き
か
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

な
く
、
何
を
す
る
か
」
と
い
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
視
点
こ
そ
外
交
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
そ
の
生
涯
で
計
四
三
回
に
も
及
ぶ
使
節
の
経
験
を
有
し
た
。
彼
が
任
地
か
ら
送
り
届
け
た
膨
大
な
「
使
節
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

告
書
」
に
は
、
外
交
の
現
場
で
苦
闘
す
る
彼
の
肉
声
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぼ
一
五
〇
〇
年
、
ピ
サ
問
題
を
め
ぐ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
宮
廷

に
派
遣
さ
れ
た
彼
は
、
ル
イ
一
二
世
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
の
＝
存
」
で
「
個
人
的
見
解
」
を
披
露
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
責
任
問
題
」
を

追
及
す
る
（
㎝
』
。
。
－
ω
①
）
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
援
助
を
得
な
が
ら
ピ
サ
の
攻
略
に
失
敗
し
た
ル
イ
に
対
し
、
自
前
の

戦
費
で
戦
局
を
打
開
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ル
イ
は
「
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
る
も
の
か
」
と
憤
慨
し
、

以
後
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
を
相
手
に
し
な
く
な
る
（
G
。
H
）
。
「
道
理
」
や
「
理
性
」
を
主
張
し
た
こ
と
が
逆
に
災
い
と
な
り
「
完
全
な
手
詰
ま

671　（72－3－213）
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り
」
（
刈
P
。
。
O
）
に
陥
っ
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
政
庁
に
次
の
よ
う
な
報
告
を
送
る
。

　
う
ま
い
言
葉
を
使
っ
て
上
手
に
説
得
す
れ
ば
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
な
ど
と
、
決
し
て
思
わ
な
い
で
下
さ
い
、
ど
う
せ
聞
い
て
も
ら
え

な
い
の
で
す
か
ら
。
現
国
王
に
対
し
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
ど
れ
だ
け
忠
誠
を
尽
く
し
て
き
た
か
、
先
王
の
時
に
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ

た
か
、
ど
れ
だ
け
の
費
用
を
使
い
、
ど
れ
だ
け
の
危
険
に
見
舞
わ
れ
た
か
、
幾
た
び
空
し
い
希
望
に
欺
か
れ
た
か
…
…
こ
う
し
た
こ
と

を
思
い
出
さ
せ
て
も
ま
っ
た
く
無
駄
と
い
う
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
事
柄
を
フ
ラ
ン
ス
人
は
我
々
と
は
違
っ
た
仕
方
で
論

ず
る
か
ら
で
す
（
＄
）
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
思
考
様
式
の
異
な
る
「
他
者
」
に
遭
遇
し
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
方
針
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

彼
は
「
道
理
」
を
直
接
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
宮
廷
内
に
「
自
然
の
愛
以
外
の
動
機
」
で
行
動
す
る
「
味
方
」
を
作
り
、
「
情
報
」

を
収
集
す
る
こ
と
に
専
念
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
彼
は
大
使
を
「
常
駐
」
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
に
も
気
付
く
（
α
”
Φ
ド
㊤
メ
＝
。
。
）
。

彼
は
の
ち
の
一
五
二
二
年
、
こ
れ
ら
の
使
節
の
経
験
か
ら
得
た
教
訓
を
、
「
イ
タ
リ
ア
と
は
暮
ら
し
ぶ
り
も
習
慣
も
異
な
る
国
」
ス
ペ
イ
ン

に
派
遣
さ
れ
る
ジ
山
国
ラ
ミ
に
対
し
て
助
言
し
た
。
曰
く
、
「
使
節
と
し
て
一
国
の
外
交
を
委
ね
ら
れ
る
こ
と
」
は
「
市
民
の
名
誉
」
で
あ

る
。
重
要
な
の
は
情
報
の
収
集
で
あ
り
、
「
宴
会
」
や
「
賭
事
」
を
通
じ
て
宮
廷
内
に
「
友
人
」
を
作
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
情

報
を
入
手
す
る
最
善
の
方
法
は
、
情
報
を
与
え
る
こ
と
」
で
あ
る
。
ま
た
、
「
人
間
の
性
状
」
を
把
握
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
皇
帝
は
「
吝
薔
家
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
金
を
惜
し
ま
ぬ
人
で
あ
る
の
か
。
戦
争
を
愛
す
る
の
か
、
平
和
を
愛
す
る
の
か
。
彼
を
動

か
す
の
は
栄
光
か
、
そ
れ
と
も
情
熱
か
。
人
び
と
は
彼
を
愛
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
」
（
①
笛
①
ω
1
刈
）
。
『
君
主
論
』
や
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』

の
議
論
が
こ
の
よ
う
な
外
交
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。



外交の作法 (木村)

第
二
節

共
和
主
義
の
外
交
論
～

し
か
し
な
が
ら
'
意
外
な
こ
と
に
'
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
作
品
全
体
の
な
か
で
は
､
こ
の
ジ
ロ
ー
ラ
ミ
へ
の
助
言
を
除
け
ば

｢外
交
｣
に

関
す
る
考
察
は
少
な
い
｡
『戦
争
の
技
術
』
全
七
巻
に
お
け
る
詳
細
な
軍
事
論
と
比
べ
れ
ば
､
｢交
渉
の
技
術
｣
論
の
不
在
は

一
層
際
立
つ
で

あ
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
､
た
と
え
ば
バ
タ
フ
ィ
｣
ル
ド
に
よ
れ
ば
､
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
は

｢外
交
を
別
個
に
分
析
し
考
察
す
る

一
分
野
と
し
て

(21
)

は
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
｣
と
さ
れ
る

｡

以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
､
こ
の
こ
と
は
､
い
わ
ゆ
る

｢共
和
主
義
｣
や

｢国
家
理
性
｣

の
言
説
に
織
り
込
ま
れ
た
彼
の
対
外
認
識
の
特
質
を
示
す
と
と
も
に
､
他
方
で
ま
た
､
彼
の
議
論
に
は
解
消
で
き
な
い
別
個
の

｢外
交
｣
論

の
存
在
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
｡

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
て
､
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
は
対
照
的
な
認
識
を
示
し
た
の
が
同
時
代
人
の
グ
イ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
ー
二
で
あ
ろ
う
｡

彼
は

『イ
タ
リ
ア
史
』
の
冒
頭
で
'

1
五
世
紀
後
半
の
イ
タ
リ
ア
半
島
に
勢
力
均
衡
を
も
た
ら
し
た
ロ
レ
ン
ツ
ォ
･
デ

･
メ
デ
ィ
チ
の
外
交

手
腕
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
｡

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
よ
り
大
き
な
国
が
そ
の
権
力
を
増
大
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
､
彼
自
身
に
と
っ
て
も
､
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
に
と
っ

て
も
'
大
き
な
危
険
と
な
る
の
を
知
っ
て
い
た
の
で
､
ロ
レ
ン
ツ
ォ
は
注
意
深
-
､
イ
タ
リ
ア
の
状
況
が

1
万
の
側
に
の
み
有
利
に
な

ら
な
い
よ
う
'
均
衡
が
保
た
れ
る
よ
う
に
努
め
た
｡
こ
れ
は
平
和
が
維
持
さ
れ
な
い
限
り
､
ま
た
い
か
に
小
さ
な
も
の
で
も
､
騒
動
に

(22
)

対
し
て
は
極
め
て
注
意
深
-
監
視
し
て
い
か
な
い
限
り
可
能
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

(23
)

こ
れ
に
対
し
て
､
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の

『君
主
論
』
に
は
勢
力
均
衡
や
相
互
依
存
の
発
想
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
｡
む
し
ろ
逆
に
､
彼

の
認
識
で
は
､

1
四
九
四
年
の
シ
ャ
ル
ル
八
世
の
侵
攻
後
､
イ
タ
リ
ア
の

｢均
衡
｣
は
す
で
に
崩
壊
し
て
い
た

(c
h
.
2
0
)

｡
し
た
が
っ
て
､
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ロ
レ
ン
ツ
ォ
と
は
異
な
り
'
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
は
征
服
に
よ
る
領
土
の
拡
大
を
積
極
的
に
志
向
す
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
｢領
土
欲
と
い
う
の

は
､
き
わ
め
て
自
然
な
､
あ
た
り
ま
え
の
欲
望
で
あ
る
｣
(ch
.
3)｡
そ
れ
ゆ
え
'
彼
は

｢偉
大
さ
｣

gran
de
z
z
a

を
目
指
す
新
君
主
に
対

し
て
､
｢機
会
が
あ
れ
ば
貯
策
を
弄
し
て
で
も
､
わ
ざ
と
敵
対
関
係
を
こ
し
ら
え
､
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
で
勢
力
の
拡
大
を
は
か
る
｣
こ

と
さ
え
助
言
す
る
の
で
あ
る

(
c

h

.

2

0

)

0

こ
の
こ
と
は
､
彼
が

『リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
に
お
い
て
､
ス
パ
ル
タ

･
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
型
の
現
状
維
持
の
共
和
国
で
は
な
-
､
ロ
ー
マ
型
の

拡
大
共
和
国
を
支
持
し
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
流
動
的
な
国
際
情
勢
に
お
い
て
は

｢必
要
｣
n
ecessit抄
に
応

じ
て
国
家
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(1･6
)｡
こ
の

『リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
の
第
二
巻
は
こ
れ
ま
で
､
必
ず
し
も
十
分
な
注
目
を
集
め
て

こ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
の
議
論
全
体
は
､
共
和
政
ロ
ー
マ
に
よ
る
版
図
の
拡
大
の
分
析
に
集
中
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
第

二
巻
で
は
ま
さ
に
へ
｢自
由
｣
を
享
受
し
､
規
律
正
し
い

｢軍
隊
｣
を
備
え
た

｢共
和
国
｣
こ
そ
が
国
家
を
拡
大
し
､
｢偉
大
さ
｣
を
獲
得
で

(24)

き
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(25
)

(26
)

こ
の
よ
う
に
､
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
に
は

｢
カ
メ
レ
オ
ン
｣
な
ら
ぬ

｢
ヤ
ヌ
ス
｣
の
顔
が
あ
る
｡
外
の
世
界
に
向
い
た
彼
は
､
勢
力
の
均
衡

で
は
な
-
､
あ
-
ま
で
も
帝
国
主
義
的
な
拡
大
を
目
指
す
｡
仮
に
彼
を

｢共
和
主
義
者
｣
と
理
解
し
た
場
合
で
も
､
そ
の
一
方
で
､
彼
が
ピ

(27
)

サ
を
含
め
た
他
の

｢共
和
国
｣
に
対
す
る
征
服
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
｡
さ
ら
に
彼
は
､
ロ
ー
マ
の
実
例
に
言
及

(28
)

し
な
が
ら
､
｢自
由
｣
の
伝
統
が
あ
る
都
市
を

｢滅
亡
さ
せ
る
こ
と
｣
の
必
要
を
繰
り
返
し
主
張
し
た
｡
こ
こ
に
は

｢外
交
｣
や

｢交
渉
｣

の
余
地
は
な
い
｡
た
し
か
に
､
彼
の
理
想
は
古
代
ロ
ー
マ
の
再
生
に
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
外
交
と
い
う
側
面
か
ら
見
た
場
合
､
ロ
ー

マ
は
必
ず
し
も
充
分
な
歴
史
の
教
訓
を
提
供
し
な
い
の
で
あ
る
｡

(72-3 216)674
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第
三
章

｢外
交
の
作
法
｣
-

ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
と
カ
リ
エ
ー
ル

以
上
の
よ
う
な
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
け
る

｢外
交
｣
諭
の
相
対
的
不
在
は
､
ロ
ー
マ
を
モ
デ
ル
と
し
た

｢共
和
主
義
｣
の
帝
国
主
義
的

な
性
格
を
如
実
に
示
し
て
い
よ
う
｡
さ
ら
に
言
え
ば
､
こ
の
こ
と
は
ま
た
､
初
期
近
代
に
お
け
る

｢外
交
｣
論
の
展
開
が
､
い
わ
ゆ
る

｢リ

ア
リ
ズ
ム
｣
や

｢国
家
理
性
｣､
あ
る
い
は

｢
パ
ワ
ー
･ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
｣
等
の
議
論
に
の
み
還
元
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
｡
た
と
え
ば
､
前
述
の
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
は

l
六
八

一
年
に
出
版
し
た

『大
使
と
そ
の
職
務
』
の
な
か
で
､
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
と
は

別

個

に

､

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
宮
廷
人
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
-
ネ
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
｡
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
は
こ
こ
で
､
同
時
代
に
お
け
る
大
使

の
理
想
は
､
た
ん
に
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
こ
と
を
示
す
｡
彼
に
よ
れ
ば
'
｢大
使
は
有
能
で
あ
る
だ
け
で
な
-
､
育

ち
の
良
い
人
物
で
あ
る
べ
き
｣
で
あ
る
｡
も
し
-
は
､
｢少
な
-
と
も
育
ち
が
良
い
よ
う
に
振
舞
う
べ
き
｣
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う

(29
)

な
役
割
演
技
を
担
う
統
治
エ
リ
ー
ト
の
育
成
に
不
可
欠
と
さ
れ
た
の
が

｢文
明
の
作
法
｣
で
あ
っ
た
｡

本
稿
で
は
以
降
､
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
の
指
摘
を
手
が
か
り
と
し
て
､
外
交
と
作
法
と
の
内
在
的
な
連
関
を
強
調
す
る
｡
第

一

章
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
､
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
人
文
主
義
に
お
い
て
は
､
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
に
代
表
さ
れ
る

｢共
和
主
義
｣
あ
る
い
は

｢政

治
的
人
文
主
義
｣
の
言
説
と
は
別
個
に
､
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
-
ネ
や
グ
ア
ッ
ツ
ォ
､
デ
ッ
ラ
･カ
ー
サ
を
中
心
と
し
た
宮
廷
社
会
に
お
け
る

(30
)

｢作
法
書
｣
の
伝
統
が
育
ま
れ
て
い
た
｡
こ
の

｢作
法
書
｣
の
世
界
に
は
､
｢他
者
｣
と
交
際
し
'
交
渉
し
､
共
存
す
る
た
め
の
高
度
な
技
術

の
洗
練
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
､

courtesy､c
ivitity)
p
oliteness}m
an
n
er
s
と
い
っ
た
語
桑
群
か
ら
成
立
す
る

｢文
明
の
作
法
｣

が
宮
廷
社
会
の
内
側
だ
け
で
な
-
､
対
外
的
な
国
家
間
レ
ベ
ル
で
実
践
さ
れ
る
場
こ
そ
が
外
交
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
意
味
で
､

(31
)

カ
ス
テ
ィ
リ
オ
-
ネ
た
ち
が
と
も
に
外
交
使
節
の
経
験
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
お
そ
ら
-
偶
然
で
は
な
い
｡
以
下
で
は
ま
ず
､
ヴ
ィ
ク

フ
ォ
ー
ル
と
カ
リ
エ
ー
ル
の
外
交
論
を
紹
介
し
､
彼
ら
が
定
型
化
し
た

｢外
交
の
作
法
｣
が
初
期
近
代
ブ
リ
テ
ン
に
お
い
て
い
か
に
受
容
さ

れ
た
か
を
考
察
し
た
い
｡

675(723217)
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第

一
節

｢大
使
の
職
務
｣

ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
は
､
パ
リ
の
宮
廷
社
会
を
中
心
に
活
躍
し
'
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
や
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
複
数
の
主
君
や
国
家
に
仕
え
､

ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
会
議
の
経
過
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
た
下
級
外
交
官
で
あ
る
｡
彼
の

『大
使
と
そ
の
職
務
』
は
､
そ
れ
ま
で
の
グ
ロ
テ
ィ

ウ
ス
に
代
表
さ
れ
る
国
際
法
論
や

｢完
全
な
大
使
｣
の
描
写
を
目
的
と
し
た
道
徳
論
と
は
異
な
り
､
同
時
代
の
大
使
の
具
体
的
な
役
割
を
豊

(32
)

富
な
事
例
と
と
も
に
記
述
し
た
外
交
の
手
引
書
で
あ
っ
た
｡

ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
､
外
交
使
節
の
存
在
は
､
ま
さ
し
-
主
権
国
家
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
っ
た
｡
大
使
は
国
家
に
不
可
欠
な

｢高
官
｣
P
u
b
-ic

M
inister
で
あ
り
､
外
国
に
お
け
る
大
使
の
地
位
を
保
障
す
る

｢諸
権
利
や
諸
特
権
｣
は
､
｢主
権
を
も
っ
と
も
際
立
た

(33)

せ
る
指
標
｣
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
大
使
の
職
務
は
､
主
権
者
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
る

｢公
的
な
代
理
人
｣
P
u
b
】ic

R
e
presenta･

(34
)

tiveと
し
て
君
主
間
の

｢交
際
｣
を
成
立
さ
せ
､
安
定
的
な
国
際
関
係
の
運
営
を
推
進
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
と
り
わ
け
'
以
下
で
示
す
よ
う

に
､
他
国
に
常
駐
す
る
大
使
は

｢平
和
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
｣
で
あ
り
､
同
時
に
ま
た
､
他
国
の
情
報
を
得
る
た
め
の

｢名
誉
あ
る
ス
パ

(35
)

イ
｣
で
も
あ
っ
た
｡

(72-3-218)676

大
使
の
主
要
な
職
務
は
'
二
人
の
君
主
の
間
に
良
好
な
交
信
を
保
つ
こ
と
､
彼
の
主
君
が
記
し
た
書
簡
を
彼
が
駐
剤
す
る
国
の
君
主

に
届
け
る
こ
と
､
そ
れ
に
対
す
る
返
答
を
求
め
る
こ
と
､
彼
が
交
渉
を
行
な
う
宮
廷
で
進
行
し
て
い
る
す
べ
て
を
観
察
す
る
こ
と
､
臣

(36
)

民
を
守
り
､
主
君
の
利
益
を
保
持
す
る
こ
と
に
存
す
る
｡

ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
は
､
こ
の
よ
う
な
大
使
の
活
動
に
必
要
と
さ
れ
る

｢教
則
｣
を
詳
述
す
る
な
か
で
､
外
交
に
お
け
る

｢作
法
｣
の
重
要

(37
)

性
を
等
し
-
強
調
し
た
｡
当
時
の
外
交
の
舞
台
は
宮
廷
で
あ
り
､
そ
こ
で
活
躍
す
る
大
使
に
は
高
度
な
役
割
演
技
が
期
待
さ
れ
る
｡
彼
に
よ
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れ
ば
､
｢誠
実
な
人
物
｣
で
あ
る
こ
と
や

｢真
の
美
徳
｣
は
'
大
使
に
は

｢絶
対
に
必
要
な
も
の
で
は
な
い
｣｡
現
実
の
腐
敗
し
た
情
況
や
人

間
の
本
性
を
考
慮
す
れ
ば
､
｢高
貴
な
外
観
や
優
れ
た
見
せ
か
け
｣
が
あ
れ
ば

｢十
分
｣
で
あ
る
｡
大
使
は
ま
さ
に

｢偉
大
な
劇
場
の
登
場

人
物
｣
で
あ
り
､
｢少
し
ば
か
り
喜
劇
役
者
を
演
じ
る
べ
き
｣
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
､
大
使
は

｢常
に
交
渉
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｣
の
で

あ
り
､
｢幕
が
降
り
た
後
に
は
振
舞
い
の
マ
ナ
ー
を
変
え
る
｣
必
要
が
あ
る
｡
大
使
に
は
宮
廷
人
と
し
て
の
資
質
も
要
求
さ
れ
る
｡
し
た

が
っ
て
､
｢完
全
な
大
使
｣
は

｢紳
士
で
あ
る
こ
と
を
極
め
た
人
間
｣､
す
な
わ
ち
､
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
-
ネ
が
描
い
た
よ
う
な

｢宮
廷
の
モ
ー

(38
)

ド
に
合
わ
せ
て
成
型
さ
れ
た
人
間
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

｢作
法
｣
や

｢礼
儀
｣
は
､
こ
の
よ
う
な
演
劇
的
な
宮
廷
外
交
の
世
界
に
必
要
と
さ
れ
る
行
動
の

｢型
｣
で
あ
っ
た
｡
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル

に
よ
れ
ば
､
｢大
使
に
対
す
る
礼
儀

Civitities
と
儀
式

C
erem
onies
は
'
大
使
の
派
遣
や
交
換
に
お
け
る
'
も
っ
と
も
本
質
的
な
部
分
の

(39
)

(40
)

一
つ
で
あ
る
｣｡
大
使
の
訪
問
や
謁
見
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
礼
儀
作
法
は

｢今
で
は
ほ
と
ん
ど
の
宮
廷
で
定
め
ら
れ
て
｣
お
り
､
彼
は
そ
の

具
体
例
を
全
六
章

二

八
-

二
三
章
)
に
亘
っ
て
詳
述
す
る
｡
注
目
す
べ
き
は
､
こ
れ
ら
の
宮
廷
の
作
法
が
ま
た
､
国
際
秩
序
の
形
成
に
大

き
-
寄
与
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
と
-
に
一
六
四
四
年
か
ら
四
八
年
ま
で
続
い
た
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
講
和
会
議
に
お
い
て
は
､
｢多
数
の

(41
)

君
公
や
主
権
者
｣
や

｢多
数
の
困
難
｣'
｢多
数
の
対
立
的
な
異
な
る
利
害
｣
が

｢集
合
｣
し
て
い
た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
後
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
際
社
会
の
枠
組
み
を
決
定
し
た
こ
の
会
議
は
､
他
方
で
ま
た
､
｢礼
儀

Civititiesの
規
則
｣
が

｢最
大
限
正
確
に
守
ら
れ
た
｣

(42
)

代
表
的
な
事
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
こ
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
講
和
会
議
が
三
〇
年
戦
争
と
同
時
進
行
で
行
な
わ
れ
た
よ
う
に
､
外
交
の
作
法
は
戦
争
に
よ
っ
て
も
妨

げ
ら
れ
な
い
｡
た
と
え
ば
､
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
'
キ
プ
ロ
ス
領
有
を
主
張
し
て
宣
戦
布
告
し
た
ト
ル
コ
皇
帝
の
セ
リ
ム
二
世
の
使
節
に
対
し

て

｢も
っ
と
も
名
誉
あ
る
待
遇
｣
を
与
え
た
｡
逆
に
､
同
じ
ト
ル
コ
皇
帝
の
ス
レ
イ
マ
ン
一
世
も
､
交
戦
中
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
の
使

(43
)

節
を

｢見
事
な
ま
で
に
完
壁
に
｣
迎
え
入
れ
た
の
で
あ
る
｡
同
様
に
ま
た
､
交
戦
状
態
に
あ
る
各
国
の
大
使
同
士
の
間
に
も
作
法
の
規
則
は

適
用
さ
れ
る
｡
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
､
｢敵
対
関
係
に
あ
る
君
主
の
大
使
で
同
じ
宮
廷
に
駐
劉
し
て
い
る
者
は
､
開
戦
の
期
間
は
お

677(72-3-219)
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互
い
に
訪
問
す
る
こ
と
は
な
い
｣
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢彼
ら
が
偶
然
出
会

っ
た
場
合
に
は
お
互
い
に
礼
儀
正
し
-
c
ivitL
な
け
れ
ば
な
ら

(44
)

な
い
｣
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
､
作
法
の
政
治
的
な
意
義
は
む
し
ろ
､
戦
争
と
い
う
非
常
事
態
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
作

法
は
戦
争
に
秩
序
を
与
え
､
交
渉
の
余
地
を
残
し
､
宣
戦
と
講
和
を
型
通
り
に
行
う
た
め
に
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(72-3--220)678

第
二
節

｢交
渉
の
技
術
｣

ル
イ

一
四
世
期
の
外
交
官
カ
リ
エ
ー
ル
の

『外
交
談
判
法
』
(17
16
)
は
､
以
上
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
の
外
交
論
を
踏
襲
し
な
が

(45)

(46
)

ら
､
｢主
権
者
と
交
渉
す
る
技
術
｣
の
要
諦
を
簡
潔
に
記
し
た
作
品
で
あ
っ
た
｡
こ
の
著
作
が

｢政
治
的
知
恵
の
宝

庫
｣と
し
て
､
の
ち
の

時
代
の
サ
ト
ウ
や
ニ
コ
ル
ソ
ン
か
ら
高
い
評
価
を
得
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
｡

カ
リ
エ
ー
ル
に
お
い
て
も
ま
た
､
交
渉
が
国
際
関
係
の
運
営
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
交
渉
の
技
術
は

｢き
わ
め
て
重
要
な
事
柄
｣
で
あ
り
､
ど
ん
な
国
家
の
運
命
も
交
渉
家
の
行
状
と
手
腕
に
左
右
さ
れ
る
｡
主
権
者
に
と
っ
て
は

｢近
-
や
遠

-
の
国
々
と
､
公
然
と
､
ま
た
は
秘
密
裡
に
､
平
時
と
戦
時
と
を
問
わ
ず
'
絶
え
ず
交
渉
を
続
け
て
い
る
｣
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
｡

他
方
で
､
交
渉
の
要
諦
は

｢人
の
心
と
意
志
を
動
か
す
｣
こ
と
に
あ
り
､
｢理
性
と
説
得
に
よ
る
手
段
を
試
み
つ
-
し
た
の
ち
で
な
け
れ
ば
､

武
力
行
使
の
手
段
に
訴
え
な
い
｣
こ
と
を

｢大
原
則
｣
と
す
べ
き
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
交
渉
家
の
主
要
な
任
務
は
､
こ
の
よ
う
な
主
権
者

の
利
害
と
交
渉
の
原
則
に
従
っ
て

｢主
君
と
任
国
の
君
主
の
間
の
良
好
な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
｣
に
あ
る
が
､
｢
そ
の
務
め
を
立
派
に
果

(47
)

た
す
こ
と
が
こ
れ
ほ
ど
に
む
ず
か
し
い
職
業
は
､
お
そ
ら
-
他
に
な
い
｣
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
カ
リ
エ
ー
ル
の

｢交
渉
の
技
術
｣
論
の
背
景
と
し
て
､
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
が
す
で
に
観
察
し
て
い
た
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア

条
約
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
社
会
の
枠
組
み
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
｡
カ
リ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
､
｢あ
る
君
主
な
い

(48
)

し
国
家
が
'
す
べ
て
の
隣
国
に
命
令
で
き
る
ほ
ど
に
強
け
れ
ば
'
交
渉
技
術
は
不
必
要
と
な
る
｣
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
同
時
代
の

｢
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
を
構
成
し
て
い
る
す
べ
て
の
国
々
｣
に
は
､
｢相
互
の
間
に
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
さ
ま
ざ
ま
の
結
び
つ
き
や
関
係
｣
が
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
､
｢
そ
の
い
ず
れ
か
の
部
分
に
大
き
な
変
動
が
起
る
と
､
必
ず
他
の
す
べ
て
の
部
分
に
動
揺
が
及
ぶ
｣｡
そ
れ
ゆ
え
､
交
渉
の
効

果
は
絶
大
で
あ
り
､
そ
れ
に
携
わ
る
交
渉
家
は

｢し
ば
し
ば
軍
隊
を
維
持
す
る
に
も
劣
ら
ぬ
効
果
を
､
わ
ず
か
な
費
用
で
あ
げ
る
｣
の
で

(49)

あ

っ
た｡

ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
の
議
論
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
､
こ
の
よ
う
な
初
期
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
舞
台
装
置
と
し
た

｢交
渉
の
技
術
｣
は
ま
た
､

同
時
代
の
宮
廷
社
会
に
お
け
る

｢文
明
の
作
法
｣
と
不
可
分
の
も
の
で
あ

っ
た
｡
カ
リ
エ
ー
ル
は
､
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
と
同
様
に
演
技
の
比

(50
)

略
を
用
い
な
が
ら
､
大
使
に

｢気
品
と
か
高
雅
さ
｣
n
o
blessが
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
｡

大
使
は
､
い
わ
ば
､
大
切
な
役
割
を
演
ず
る
た
め
に
､
舞
台
の
上
で
公
衆
の
目
の
前
に
身
を
さ
ら
し
て
い
る
俳
優
で
あ
る
｡
彼
は
職

務
上
'
君
主
を
代
表
す
る
権
限
を
有
し
､
他
国
の
君
主
と
特
別
の
交
際
関
係
に
あ
る
の
で
､
こ
の
こ
と
が
彼
を
､
自
身
の
個
人
的
身
分

よ
り
高
-
持
ち
上
げ
て
､
地
上
の
支
配
者
た
ち
と
い
わ
ば
対
等
に
す
る
｡
従

っ
て
､
こ
の
職
務
に
ふ
さ
わ
し
い
威
厳
を
保
つ
こ
と
が
で

(51
)

き
な
け
れ
ば
､
大
根
役
者
扱
い
さ
れ
る
よ
り
他
は
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
カ
リ
エ
ー
ル
に
お
け
る

｢外
交
｣
と

｢作
法
｣
の
連
関
を
象
徴
的
に
示
す
作
品
と
し
て
､
彼
が
晩
年
の
一
七

l
七
年
に
出
版

(52
)

し
た

『世
界
の
知
識
』
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
こ
の
作
品
の
重
要
性
は
ほ
と
ん
ど
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
題
名
が
示
す
よ
う
に
､

こ
の

『世
界
の
知
識
』
は
明
ら
か
に
ル
ネ
サ
ン
ス
期
以
来
の

｢作
法
書
｣
の
系
譜
に
属
す
る
書
物
で
あ
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
｢世
界
の
知
識
｣

は

｢人
間
の
機
知
の
傑
作
｣
で
あ
り
､
そ
の
目
的
は
'
｢文
明
化
さ
れ
た
人
々
の
間
に
確
立
さ
れ
た
､
共
通
の
civi
tity
と
p
oliteness
の

(53
)

規
則
｣
に
従

っ
て
､
｢あ
ら
ゆ
る
人
間
と
と
も
に
善
-
生
活
し
､
彼
ら
の
好
意
を
つ
か
み
､
評
価
を
得
る
こ
と
｣
に
あ
っ
た
｡
ま
た
､
こ
こ

で
重
要
な
の
は
内
面
よ
り
も
外
観
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
｢大
部
分
の
人
間
は
他
者
を
外
面
の
み
で
判
断
す
る
｣
か
ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ

679(72-3-221)



説
　
て
、
「
上
品
な
振
舞
い
は
そ
れ
を
き
ち
ん
と
守
る
人
に
と
っ
て
、

論
　
便
宜
を
提
供
す
る
」
の
で
あ
煽
㌍

日
常
生
活
だ
け
で
な
く
、
き
わ
め
て
重
要
な
事
柄
に
お
い
て
も
限
り
な
い

（72－3－222）　680

第
四
章
　
初
期
近
代
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
「
外
交
」
と
「
作
法
」

第
一
節
　
「
外
交
の
作
法
」
の
受
容

　
以
上
の
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
と
カ
リ
エ
ー
ル
の
議
論
は
、
「
大
使
の
職
務
」
や
「
交
渉
の
技
術
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
と
も

に
、
「
外
交
」
と
「
作
法
」
の
内
在
的
な
連
関
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
陸
の
宮
廷
を
発
信
源
と
す
る
「
外
交
の
作
法
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

同
時
に
ま
た
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
辺
境
に
位
置
す
る
ブ
リ
テ
ン
に
も
次
第
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
同
時
代
に
お
け
る
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
と
カ
リ
エ
ー
ル
の
翻
訳
と
受
容
で
あ
ろ
う
。
『
大
使
と
そ
の
職
務
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
一
七
一
七
年
、
『
外
交
談
判
法
』
は
そ
の
前
年
の
一
六
年
に
英
訳
さ
れ
、
当
時
の
外
交
官
志
望
者
を
中
心
に
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
二
七
年
の
『
ク
ラ
フ
ツ
マ
ン
』
の
論
説
（
第
六
四
、
六
五
号
）
で
は
両
者
の
議
論
が
と
も
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
と
く
に
『
大
使

と
そ
の
職
務
』
に
つ
い
て
は
、
「
今
日
の
大
使
で
あ
れ
ば
、
誰
で
あ
れ
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
有
用
な
作
品
を
推
奨
し
な
い
者
は
な
い
」
と
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

い
評
価
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
同
じ
論
説
で
は
、
こ
れ
に
続
け
て
『
大
使
と
そ
の
職
務
』
の
要
旨
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
大

使
の
特
権
が
「
主
権
を
も
っ
と
も
際
立
た
せ
る
指
標
」
で
あ
る
こ
と
、
コ
下
穿
な
外
観
や
優
れ
た
見
せ
か
け
」
の
必
要
、
大
使
が
「
少
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
り
喜
劇
役
者
で
あ
る
べ
き
」
こ
と
な
ど
、
す
で
に
前
章
で
指
摘
し
た
点
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
論
説
で
は
独

自
に
、
次
の
よ
う
な
大
使
論
の
ま
と
め
が
な
さ
れ
た
。



外交の作法 (木村)

大
使
は
､
少
な
-
と
も
､
そ
れ
な
り
の
立
派
な
外
観
と
風
采
を
保
ち
､
卓
越
し
た
能
力
に
恵
ま
れ
な
-
と
も
健
全
な
判
断
力
を
備
え
､

上
品
な
教
育
と
充
分
な
世
界
の
知
識
が
あ
り
､
そ
し
て
と
り
わ
け
､
真
面
目
で
思
慮
深
-
､
分
別
の
あ
る
こ
と
で
評
判
な
人
物
で
あ
る

(59
)

べ
き
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
同
時
代
の
外
交
論
が
作
法
に
対
す
る
高
い
関
心
と
と
も
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
､
カ
リ
エ
ー
ル
の

『外
交
談
判
法
』

の
英
訳
者
序
文
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
な
か
で
英
訳
者
は
､
外
交
官
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
に
あ
た
っ
て
'
｢グ
レ
ー
ト

･
ブ

リ
テ
ン
｣
が
相
互
依
存
的
な
国
際
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
事
実
を
指
摘
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
こ
の
島
国
の
国
力
と
富
は
､
他
国
と
の
商
業

に
す
べ
て
依
存
し
て
い
る
｣
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
ブ
リ
テ
ン
の
対
外
政
策
は
'
そ
の

｢生
命
線
｣
で
あ
る
外
国
貿
易
を
円
滑
化
す
る

(60
)

こ
と
が
優
先
さ
れ
る
｡
英
訳
者
に
よ
れ
ば
'
『外
交
談
判
法
』
は
ま
さ
に
'
こ
れ
ら
の
政
策
の
実
現
を
課
題
と
す
る
外
交
官
に
対
し
て
､
｢異

な
る
身
分
や
地
位
に
あ
る
人
物
に
い
か
に
応
対
す
る
か
｣､
あ
る
い
は

｢自
身
の
主
権
者
や
派
遣
先
の
君
主
の
好
意
や
評
価
を
得
る
た
め
に
､

(61
)

彼
ら
の
物
腰
や
振
舞
い
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
｣
を
教
示
す
る
書
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

『外
交
談
判
法
』
の
英
訳
者
は
さ
ら
に
､
こ
れ
ら
の

｢思
慮
あ
る
原
則
｣
が
外
交
官
に
限
定
さ
れ
ず
､
｢人
と
人
と
の
問
の
交
際
｣

一
般
に

(62
)

も
充
分
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
､
カ
リ
エ
ー
ル
の
議
論
は
単
な
る
外
交
論
と
し
て
で
は
な
-
､
日
常
的
に
実
践
さ
れ

る

｢文
明
の
作
法
｣
論
と
し
て
も
読
ま
れ
て
い
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
『外
交
談
判
法
』
に
続
け
て
､
彼
の

『世
界
の
知
識
』
も
ま
た

l
七

1

(63
)

七
年
に
英
訳
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
｡
と
-
に
七
〇
年
版
の
英
訳
者
は
､
ル
ソ
ー
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
､
『世
界
の
知
識
』
の

な
か
に

｢多
-
の
確
実
な
真
理
｣
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
｡
す
な
わ
ち
'
カ
リ
エ
ー
ル
が
示
し
た

｢上
品
さ
p
o
-it
eness
の

規
則
｣
は
､
｢
ル
ソ
ー
氏
｣
の
よ
う
な

｢き
わ
め
て
天
才
的
な
パ
ズ
ル
屋
｣
に
よ
る
深
遠
な

｢
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
｣
や

｢手
の
込
ん
だ
議
論
｣

(64
)

と
は
趣
が
異
な
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
ら
の
規
則
は

｢思
慮
や
人
間
性
､
趣
味
や
便
宜
､
正
し
い
適
宜
性
p
rop
rie
tyの
感
覚
｣
に

｢固
-
基
礎
付
け
ら
れ
て
｣
お
り
'
｢我
々
の
関
心
を
喚
起
し
'
分
別
あ
る
行
動
の
手
段

へ
向
け
さ
せ
る
有
益
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
指
針
｣
と
し

681(72-3-223)



(65
)

説

て
抽
出
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

請

第
二
節

初
期
近
代
ブ
リ
テ
ン
の
外
交
官
-

ウ
ォ
ッ
ト
ン
と
テ
ン
プ
ル
I

(72-3-224)682

続
け
て
､
こ
れ
ら
の
外
交
論
の
名
宛
人
で
あ
っ
た
ブ
リ
テ
ン
の
外
交
官
た
ち

(ウ
ォ
ッ
ト
ン
､
テ
ン
プ
ル
､
チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
)

に
も
目
を
向
け
て
み
た
い
｡
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
常
駐
大
使
の
交
換
は
､
イ
タ
リ
ア
諸
国
家
に
続
い
て
一
五
世
紀
末
頃
か
ら
開
始
さ
れ

∴帥'

て
い
る
｡

一
八
世
紀
ま
で
に
は
パ
リ
や
マ
ド
リ
ッ
ド
､

ハ
ー
グ
､
ウ
ィ
ー
ン
を
は
じ
め
､
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
や
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ

(67
)(68
)

を
含
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
大
使
が
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
他
方
で
'
と
-
に
名
誉
革
命
以
降
の
ブ
リ
テ
ン
は
､
オ
ラ
ン
ダ
出
身

(69
)

の
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
の
登
位
に
よ
っ
て
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
政
治
に
も
積
極
的
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
｡
と
は
い
え
､
地
政
的
な
要
因
や

慢
性
的
な
財
政
不
足
､
議
会
制
に
内
在
す
る
政
治
的
安
定
性
の
欠
如
､
常
備
軍
の
不
在
､
王
位
継
承
の
問
題
な
ど
が
要
因
と
な
り
､
ブ
リ
テ

(70
)

ン
は
強
国
フ
ラ
ン
ス
を
前
に
､
常
に
他
国
と
対
仏
同
盟
を
組
ま
ざ
る
を
得
な
い
情
況
に
迫
ら
れ
た
｡
こ
の
こ
と
が
伝
統
的
な

｢勢
力
均
衡
｣

政
策
を
導
-
と
同
時
に
､
高
度
な

｢交
渉
の
技
術
｣
を
有
す
る
外
交
官
の
必
要
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
｡

(71
)

ブ
リ
テ
ン
の
外
交
官
は
こ
の
間
､
｢作
法
書
｣
の
受
容
や

｢大
陸
旅
行
｣
の
実
践
に
加
え
､
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
や
カ
リ
エ
ー
ル
ら
の
外
交

(72
)

論
を
通
じ
て
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
標
準
の

｢
コ
モ
ン
セ
ン
ス
｣
を
再
生
産
し
て
い
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
伝
統
を
端
的
に
示
す
外
交
官
の
1
人
が
､

(73
)

ジ
ェ
イ
ム
ズ

1
世
期
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
駐
在
大
使

へ
ン
リ
･ウ
ォ
ッ
ト
ン
で
あ
ろ
う
｡
彼
は

1
万
で
､
｢大
使
と
は
'
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
利

(74
)

益
の
た
め
､
外
国
に
嘘
を
つ
-
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
誠
実
な
人
間
を
い
う
｣
と
い
う

一
文
を
残
し
た
人
物
と
し
て
悪
名
が
高
い
｡
し
か
し
な

が
ら
､
他
方
で
ウ
ォ
ッ
ト
ン
は
､
長
期
に
亘
る
大
陸
旅
行

()5
8
8･
9
5
)
と
イ
タ
リ
ア
滞
在

()601･3)
の
経
験
を
通
じ
て

｢外
交
の
作
法
｣

を
修
得
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た
｡
ア
イ
ザ
ッ
ク

･
ウ
ォ
ル
ト
ン
の

『伝
記
集
』
に
よ
れ
ば
､
ウ
ォ
ッ
ト
ン
は
イ
タ
リ
ア
か
ら
帰
国
し
た
際
､

(75
)

｢甘
美
な
話
術
と
礼
儀
正
し
さ

Civilities｣
が
織
り
込
ま
れ
た

｢
と
て
も
人
を
感
心
さ
せ
る
振
舞
い
｣
を
身
に
つ
け
て
周
囲
を
魅
了
し
た
｡



外交の作法 (木村)

彼
は
と
-
に
､

一
五
九
三
年
に
シ
エ
ナ
に
滞
在
し
た
折
､
古
老
の
ロ
ー
マ
の
宮
廷
人
か
ら

｢す
べ
て
の
世
界
を
安
全
に
渡

っ
て
行
-
｣
た
め

の

｢デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
｣
を
授
か
っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
｢意
見
は
差
し
控
え
､
表
情
は
広
や
か
に
｣
Z
p
e
n
sie
r
i
s
t
rettie
ilvis
os
ciotto

と
い
う
原
則
で
あ
る
｡
ウ
ォ
ッ
ト
ン
は
晩
年
に
至
っ
て
か
ら
も
う
こ
の
経
験
を
フ
ラ
ン
ス
駐
在
大
使
の
子
息
の
家
庭
教
師
や
､
イ
タ
リ
ア
旅

(76
)

行
に
出
発
す
る
前
の
ミ
ル
ト
ン
に
対
し
て
繰
り
返
し
語
り
聞
か
せ
た
｡

(77)

ま
た
､
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
に
よ
っ
て

｢当
代
随

こ

の
外
交
官
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
た
の
が
ウ
ィ
リ
ア
ム

･
テ
ン
プ
ル
で
あ

っ
た
｡
の
ち

に
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
枢
密
顧
問
官
と
な
っ
た
テ
ン
プ
ル
は
､
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
や
ハ
ー
グ
に
幾
度
と
な
-
派
遣
さ
れ
､
フ
ラ
ン
ス
に
対
抗
す

(78
)

る
た
め
の
三
国
同
盟

(1668)
や
､
の
ち
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
と
メ
ア
リ
二
世
の
婚
姻

()6
7
7
)
を
成
立
さ
せ
た
｡
プ
ケ
I
の
指
摘
に
も
見

ら
れ
た
よ
う

に
'
『
エ
ッ
セ
イ
集
』
や

『
オ
ラ
ン
ダ
論
』
を
は
じ
め
と
す
る
テ
ン
プ
ル
の
著
作
も
ま
た
､
同
時
代
の
ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
必

(79
)

読
書
と
な
っ
た
｡

た
と
え
ば
､
｢交
際
論
の
覚
え
書
｣
で
は
､
｢社
交
性
は
人
類
に
付
与
さ
れ
た
資
質
で
あ
る
｣
と
さ
れ
､
交
際
の
諸
相
が

(80
)

｢
孤
独
な
生
活
｣
と
の
対
比
や
､
｢見
境
の
な
い
礼
儀
｣
に
対
す
る
批
判
､
ダ
ン
ス
の

｢優
美
さ
｣
の
比
橡
等
を
通
じ
て
記
さ
れ
て
い
る
｡

一

七
三
八
年
に
出
版
さ
れ
た
匿
名
作
者
に
よ
る
作
法
書

『ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
交
際
』
に
よ
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
テ
ン
プ
ル
の
作
品
は
､
｢
タ
キ

ト
ゥ
ス
｣
や

｢
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ツ
リ
｣
と
は
異
な
り
､
交
際
に
お
け
る

｢節
度
｣
を
教
え
る
｡
す
な
わ
ち
､
テ
ン
プ
ル
の
考
察
は

｢思
慮
深
-

気
持
ち
の
よ
い
会
話
｣
に
適
し
て
お
り
､
｢ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
に
相
応
し
い
方
法
で
学
問
を
活
用
す
る
た
め
｣
に
不
可
欠
と
さ
れ
た
の
で
あ

(81
)

る
｡

第
三
節

チ

ェ
ス
タ

ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の
外
交
論

以
上
の
よ
う
に
､
｢外
交
の
作
法
｣
は
書
物
の
翻
訳
だ
け
で
な
-
､
外
交
官
の
経
験
と
実
践
を
通
じ
て
洗
練
さ
れ
た
｡
こ
の
こ
と
は
､

『ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
交
際
』
の
な
か
に
､
先
に
挙
げ
た
ウ
ォ
ッ
ト
ン
の
格
言
I
p
ensieri
stre
tti
e
itvis
osc
io
lto
が

｢思
慮
の
指
標
｣

683(72-3-225)



論 説

(82)

と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ

う
｡
さ
ら
に
こ
の
格
言
は
､

一
八
世
紀
を
代
表
す
る
宮
廷
人
'
第
四
代
チ
ェ
ス
タ
ー

フ
ィ
ー
ル
ド
伯
に
よ
っ
て
も
繰
り
返
し
説
か
れ
た
｡
彼
に
よ
れ
ば
'
そ
れ
は
､
｢
イ
タ
リ
ア
政
治
に
お
け
る
唯

一
の
誠
実
な
基
本
原
則
｣
で

(83
)

あ
り
､
宮
廷
社
会
に
お
け
る

｢世
界
の
知
識
｣
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

(72-3-226)684

こ
の
世
界
の
知
識
は
さ
ら
に
､
と
-
に
二
つ
の
事
柄
を
我
々
に
教
え
る
｡
ど
ち
ら
も
限
り
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
が
､
ど
ち
ら
も
自

然
が
我
々
に
仕
向
け
た
も
の
で
は
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
我
々
の
気
分
を
抑
制
す
る
こ
と
'
そ
し
て
'
表
情
を
統
御
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

-
-

[世
界
に
通
じ
た
人
物
-
筆
者
註
]

は
意
志
が
固
-
､
態
度
は
穏
や
か
で
あ
る
｡
彼
は
卓
越
し
た
教
則
を
実
践
す
る
｡
す
な
わ

ち
､
｢優
雅
に
し
て
堅
固
で
あ
る
こ
と
｣
s
u
aviter
in
m
od

o,fortie
r
in
re
｡
そ
し
て
も
う

1
つ
は
､
｢意
見
は
差
し
控
え
､
表
情
は

広
や
か
に
｣
I
pensie
r
i
st
rettie
itviso
sc
io
lto
で
あ
る
｡
-
-
世
界
を
渡
る
な
か
で
は
､
人
は
き
わ
め
て
不
愉
快
な
場
面
に
お
い

て
も
'
穏
や
か
に
'
何
事
も
な
い
よ
う
な
顔
つ
き
を
頻
繁
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
彼
は
'
ま
っ
た
-
気
分
が
異
な
る
と
き
で
も
喜

ん
で
み
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
彼
は
､
内
心
剣
を
も
っ
て
対
面
し
た
い
相
手
に
も
､
微
笑
み
な
が
ら
近
寄
り
､
迎
え
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
宮
廷
に
お
い
て
は
､
彼
は
自
身
の
内
面
を
外
に
出
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
1
7
5

2
.
4
.
3
0
)
｡

チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の
経
歴
は
､
彼
が
こ
の
よ
う
な
宮
廷
の
政
治
学
を
実
践
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
彼
は
ウ
ォ

ル
ポ
ー
ル
批
判
に
よ
っ
て
下
野
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
､
そ
の
前
後
に
ジ
ョ
ー
ジ
二
世
の
国
王
寝
室
付
侍
従
､
宮
廷
行
事
の
監
督
者
で
あ
る

王
室
長
官
､
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
総
督
､
そ
し
て
外
交
事
務
を
統
括
す
る
北
部
局
秘
書
長
官
を
歴
任
し
た
｡
彼
は
ま
た
､
当
時
の

｢も
っ
と
も
印

(84
)

象
的
な
外
交
官
｣
の
1
人
で
も
あ

っ
た
｡

一
七
二
八
年
に
ハ
ー
グ
駐
在
大
使
を
務
め
た
際
'
彼
が
上
官
の
秘
書
長
官
タ
ウ
ン
シ
エ
ツ
ド
に
対

し
て
送

っ
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

･
レ
タ
ー
に
は
､
｢
こ
の
大
変
重
要
な
事
項
に
つ
き
､
私
が
思
い
つ
-
で
あ
ろ
う
す
べ
て
の
事
柄
を
殿
下
に
ご

(85
)

考
慮
い
た
だ
-
こ
と
が
私
の
義
務
と
考
え
ま
す
｣
と
の
記
述
が
あ
る
｡



外交の作法 (木村)

チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の

『息
子
へ
の
手
紙
』
は
､
こ
の
よ
う
な
彼
の
政
治
経
験
を
踏
ま
え
'
ド
イ
ツ
､
イ
タ
リ
ア
､
フ
ラ
ン
ス
へ
の

大
陸
旅
行
の
途
上
に
あ
る
庶
子
ス
タ
ン
ホ
ー
プ
に
向
け
て
､
｢外
交
の
作
法
｣
を
繰
り
返
し
説
い
た
作
品
で
あ
っ
た
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
外
交

官
の

｢職
業
｣
に
は
'
｢世
界
の
知
識
｣
や

｢上
品
な
マ
ナ
ー
｣
､
｢人
を
惹
き
つ
け
る
態
度
｣
が

｢絶
対
に
必
要
｣
で
あ
っ
た
(
)
7
5
1
.

3
.

2
5
)｡
外
交
官
は
常
に
交
渉
に
携
わ
る
訳
で
は
な
-
､
そ
の
技
術
を
発
揮
す
る
機
会
は
限
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
一
方
で

｢毎
日
そ
し
て

毎
時
間
､
ビ
ジ
ネ
ス
を
成
功
に
導
-
道
を
準
備
し
､
な
だ
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣｡
そ
の
た
め
に
も

｢
マ
ナ
ー
｣
を
駆
使
し
て

｢
そ
の
土
地
の
も
っ
と
も
重
要
な
人
物
の
信
頼
｣
を
獲
得
し
､
｢気
付
か
ぬ
う
ち
に
外
国
人
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
｣
が
必
要
で
あ

(86
)

る

(52
.
6)｡
ま
た
'
こ
の
よ
う
な
振
舞
い
に
は

｢優
雅
さ
｣
G
racesが
必
要
で
あ
り
'
そ
れ
を
会
得
し
実
践
す
る
に
は
､
た
と
え
ば

｢上

(87
)

手
に
座
り
､
立
ち
､
歩
-
た
め
｣
の
ダ
ン
ス
を

｢う
ま
-
踊
ら
な
-
て
は
な
ら
な
い
｣
(48
.
9
.
2
7
)
｡

言
う
ま
で
も
な
-
､
こ
の
よ
う
な

｢外
交
の
作
法
｣
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
､
ダ
ン
ス
は
も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
ま
で
の
作
法
書
や
外
交
書

の
伝
統
や
歴
史
の
教
訓
も
総
動
員
さ
れ
る
｡
の
ち
に
下
級
外
交
官
と
な
る
息
子
の
ス
タ
ン
ホ
ー
プ
は
､
大
陸
旅
行
の
途
中
で
カ
リ
エ
ー
ル
や

プ
ケ
I
の
書
物
を

｢注
意
し
て
｣
読
み

()7
4
8
.3
.2
5
)

'
父
で
あ
る
チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
は

｢優
雅
さ
｣
の
大
切
さ
を
教
え
る
教
科

書
と
し
て
ロ
ッ
ク
の

『教
育
に
つ
い
て
の
考
察
』
を
ド
イ
ツ
に
送
り
届
け
る

(4
8
.
l
l.
18)｡
チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
は
ま
た
､
こ
れ
ら

の

｢優
雅
さ
｣
が
外
交
交
渉
で
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
例
と
し
て
､
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
に
お
け
る
初
代
モ
ー
ル
バ
ラ
公
の
事
績
に
繰

り
返
し
言
及
す
る
｡
モ
ー
ル
バ
ラ
は
偉
大
な
軍
人
で
も
あ
っ
た
が
､

一
方
で

｢人
間
に
通
じ
た
｣
優
れ
た
交
渉
家
で
も
あ
り
､
｢人
を
惹
き

つ
け
る
優
雅
な
マ
ナ
ー
｣
に
よ
っ
て
対
フ
ラ
ン
ス
大
同
盟
を
成
功
に
導
い
た
｡
す
な
わ
ち
､
｢男
も
女
も
反
対
で
き
な
い
｣
彼
の
マ
ナ
ー
こ

そ
が
､
｢多
様
な
相
争
う
諸
国
家
を
結
び
つ
け
｣､
｢個
々
ば
ら
ば
ら
の
見
解
や
嫉
妬
や
固
随
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
戦
争
と
い
う
主
要
な
目

(88
)

的
に
彼
ら
を
結
集
さ
せ
る
こ
と
｣
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る

(
4

8

.

l
l.
)8
;
52
.
4

.

)3
;
52
.

6
)0

685(72-3-227)



払百冊 説

第
五
章
　
「
外
交
の
作
法
」
の
危
機
i
パ
ー
ク
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
批
判
1

第
一
節
　
外
交
と
共
和
国

　
と
こ
ろ
が
、
作
法
書
の
伝
統
や
大
陸
旅
行
の
経
験
に
加
え
、
以
上
の
よ
う
な
古
典
的
な
外
交
書
の
受
容
や
統
治
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
実
践
を

通
じ
て
繰
り
返
し
再
生
産
さ
れ
て
き
た
「
外
交
の
作
法
」
は
、
一
八
世
紀
の
後
半
に
大
き
な
危
機
に
直
面
す
る
。
そ
の
前
兆
は
す
で
に
、

ハ
ー
グ
滞
在
時
の
チ
ェ
ス
タ
ー
フ
イ
ー
ル
ド
の
経
験
に
も
窺
え
る
。
当
時
、
彼
の
任
務
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
の
友
好
条
約
に
オ
ラ
ン
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
加
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
過
程
で
彼
は
、
こ
の
「
共
和
国
」
と
い
う
「
多
頭
の
怪
物
」
に
は
こ
れ
ま
で
の
作
法
が

通
用
し
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
彼
の
上
官
や
ウ
ィ
ー
ン
駐
在
大
使
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、
「
忍
耐
も
ほ
と
ん
ど
尽
き
た
」
彼
の
困
思
し
た
様

子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
四
、
五
人
」
の
大
臣
と
交
際
す
れ
ぼ
よ
い
ウ
ィ
ー
ン
と
は
異
な
り
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
「
多
様
な
気

質
と
思
考
と
利
害
」
を
有
す
る
「
二
、
三
百
人
の
主
権
者
」
を
相
手
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
会
議
や
交
渉
は
ま
と
ま
ら
ず
、

「
民
衆
の
些
細
な
事
柄
へ
の
自
然
な
着
目
」
や
「
共
和
政
府
と
不
可
分
な
誰
弁
と
不
信
の
精
神
」
に
よ
っ
て
「
た
く
さ
ん
の
異
論
」
が
噴
出

す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
共
和
政
府
の
不
便
さ
と
愚
か
さ
」
を
「
充
分
に
経
験
し
た
」
彼
は
、
「
こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
政
府
が
、
い
や
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
も
ビ
ジ
ネ
ス
を
遂
行
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
な
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
に
至
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
カ
リ
エ
ー
ル
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
と
く
に
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

う
な
共
和
国
を
含
め
た
諸
国
家
に
よ
る
相
互
依
存
や
勢
力
均
衡
の
状
態
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ぼ
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
一
六
七

二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
自
然
法
と
諸
国
民
の
法
』
の
な
か
で
同
時
代
の
「
国
家
間
の
制
度
」
に
言
及
し
た
。
す
な
わ
ち
、
コ
つ
以
上
の
国

家
が
あ
る
特
殊
で
厳
格
な
絆
に
よ
っ
て
一
つ
に
結
ぼ
れ
、
一
つ
の
身
体
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
そ
の
各
構
成
員
は
、
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ず
か
ら
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
至
高
の
主
権
を
有
し
て
い
る
諸
国
家
の
制
度
」
で
あ
る
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
勢
力
均
衡
を
主
題
に
し
た

（72－3－228）　686



外交の作法 (木村)

エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
､
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
､
そ
れ
を
維
持
す
る
原
則
が

｢
コ
モ
ン
セ
ン
ス
｣
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を

(93
)

強
調
し
た
｡
さ
ら
に
､
ギ
ボ
ン
の

『
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
』
で
は
､
拡
大
の
の
ち
に
腐
敗
堕
落
し
た
ロ
ー
マ
帝
国
と
比
べ
､
当
時
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
国
際
秩
序
が
優
れ
て
い
る
点
が
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
た
｡

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
今
日
､
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
が
ら

二

一の
強
力
な
王
国
､
三
つ
の
立
派
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
､
さ
ら
に
小
さ
い
な
が
ら

独
立
し
た
多
様
な
国
々
に
分
か
れ
､
王
あ
る
い
は
高
官
と
し
て
才
能
を
揮
う
機
会
は
､
少
な
-
と
も
統
治
者
の
数
に
見
合

っ
て
増
大
し

た
｡
-
-
暴
政
の
濫
用
が
恐
怖
と
恥
辱
の
相
互
作
用
で
抑
制
さ
れ
る
結
果
と
し
て
､
共
和
国
は
秩
序
と
安
定
と
を
身
に
つ
け
､
王
政
は

自
由
､
少
な
-
と
も
節
度
の
原
理
を
体
得
し
て
､
時
代
の
1
般
的
な
マ
ナ
ー
ズ

generatm
annerso
f
tim
e
に
よ
っ
て
欠
陥
だ
ら
け

の
国
制
に
さ
え
も
名
誉
と
正
義
を
重
ん
ず
る
多
少
の
意
識
が
植
え
つ
け
ら
れ
る
｡
平
和
時
に
は
こ
れ
ら
多
数
の
精
力
的
な
ラ
イ
バ
ル
と

の
競
争
で
知
識
と
産
業
の
進
歩
が
加
速
さ
れ
､
戦
時
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
軍
隊
が
決
定
的
と
ま
で
は
い
か
ぬ
適
度
の
対
抗
意
識
で

(94
)

訓
練
さ
れ
る
｡

ギ
ボ
ン
に
よ
れ
ば
'
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
古
代
ロ
ー
マ
と
は
異
な
り
､
も
は
や

｢蛮
族
｣
の
侵
入
に
脅
か
さ
れ
な
い

｢
文
明
化
さ
れ

た
社
会
｣
で
あ
り
､
｢
一
つ
の
一
大
共
和
国
｣
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
'
こ
こ
で
改
め
て
指
摘
す
べ
き
は
､
こ
の
よ
う
な
彼
の
主
張
の
背
後
に
､

｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
住
民
が
上
品
さ
p
o
litenessと
文
化

cultivation
の
点
で
ほ
ぼ
同
じ
水
準
に
達
し
て
い
る
｣
と
の
判
断
が
あ
っ
た

(95
)

こ
と
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
初
期
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
秩
序
は
､
｢文
明
の
作
法
｣
の
浸
透
と
共
有
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

687(72-3-229)
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第
二
節

外
交
と
革
命

と
こ
ろ
が

一
八
世
紀
後
半
､
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う

｢
一
大
共
和
国
｣
/

｢文
明
社
会
｣
は
､
ギ
ボ
ン
の
啓
蒙
主
義
的
な
楽
観

に
反
し
､
そ
の
存
在
理
由
を

｢新
し
い
共
和
国
｣
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
'
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勃
発
で

あ
る
｡
言
う
ま
で
も
な
-
､
こ
の
革
命
の
進
行
を
激
し
-
批
判
し
た
の
が

エ
ド
マ
ン
ド
･
バ
ー
ク
で
あ
っ
た
｡
以
下
で
見
る
よ
う
に
'
バ

(96
)

ク
に
よ
れ
ば
､
革
命
は
ま
さ
に

｢上
品
さ
p
o
-iteness
の
観
念
の
大
幅
な
革
命
｣
で
あ
り
､
伝
統
的
な

｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
｣
を
暴
力

(97
)

的
に
破
壊
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
､
ブ
リ
テ
ン
の
政
治
的
言
語
の
な
か
に
d
ip
-o
m
acy
や
d
ip
-o
m
a
tic
が
新
た
に
登
場
し
た
の
も

ま
た
､
こ
の
よ
う
な
バ
ー
ク
に
よ
る
革
命
批
判
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ

っ
た
｡

O
E
D
は
形
容
詞

dip-o
m
atic
が

｢外
交
｣
に
関
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
､

一
七
八
九
年
に
発
行
さ
れ
た

『
ア
ニ
ュ
ア
ル
･

レ
ジ
ス
タ
ー
』
(八
七
年
度
版
)
を
最
初
に
挙
げ
て
い
る
｡
バ
ー
ク
は
五
九
年
の
創
刊
当
初
か
ら
こ
の
年
鑑
に
携
わ
り
､
革
命
前
年
に
至
る

ま
で
国
内
外
の
政
治
事
情
の
執
筆
も
し
-
は
校
閲
を
担
当
し
て
い
た
と
さ
れ
る
｡
も

っ
と
も
､
八
七
年
度
版
で
は
､
d
ip
-o
m
atic
は
単
に

(98
)

｢外
交
事
項
｣
を
指
す
の
み
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
年
度
の
記
録
で
注
目
す
べ
き
は
む
し
ろ
､
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
､
フ
ラ
ン
ス
で
の
事

態
が
ブ
リ
テ
ン
と
の

｢相
互
交
流
｣
の
観
点
か
ら
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､

『
ア
ニ
ュ
ア
ル
･
レ
ジ
ス

タ
ー

』

は
､
両
国
の

｢自
由
な
交
流
｣
や

｢相
互
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
｣
が
盛
ん
に
な

っ
た
結
果
へ
ブ
リ
テ
ン
の

｢自
由
の
精
神
｣
を
模

(99
)

範
と
し
た

｢世
論
の
革
命
｣
が
絶
対
主
義
の
フ
ラ
ン
ス
で
起
こ
り
つ
つ
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
の

『
ア
ニ
ュ
ア
ル
･
レ
ジ
ス
タ
ー
』
が
想
定
し
て
い
た
世
界
は
'
相
互
交
流
や
勢
力
均
衡
に
よ
っ
て
成
立
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
で

(1-0
)

あ

っ
た
｡
た
と
え
ば
､
六

〇
年
版
に
お
い
て
は
､
勢
力
均
衡
が

｢陰
謀
の
精
神
｣
に
よ
っ
て
充
分
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
な

が
ら
も
､
｢大
使
｣
の
存
在
や

｢交
渉
｣
が
各
国
の
相
互
関
係
を
強
め
た
結
果
､
戦
争
が
事
実
上
無
意
味
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

た
｡

(72-3-230)688
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あ
ら
ゆ
る
宮
廷
に
常
駐
し
て
い
る
外
国
の
大
使
の
存
在
や
､
絶
え
ず
行
な
わ
れ
て
い
る
交
渉
は
､
同
盟
や
対
立
の
範
囲
を
と
も
に
拡

大
し
た
｡
そ
の
結
果
､
対
立
関
係
が
生
じ
る
際
は
い
つ
で
も
､
戦
争
の
舞
台
は
常
に
巨
大
に
な
る
｡
す
べ
て
の
陣
営
は
､
こ
の
よ
う
に

指
揮
の
範
囲
が
拡
散
す
る
情
況
下
で
は
必
ず
､
強
い
側
面
と
弱
い
側
面
と
を
有
す
る
｡

1
万
で
得
た
成
果
を
他
方
で
は
失
う
｡
そ
の
結

果
'
彼
ら
の
取
り
分
は
均
衡
す
る
｡
そ
れ
に
関
与
し
た
諸
国
家
が
す
べ
て
､
多
-
を
失
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
幸
運
な
者

(1-1
)

も
ほ
と
ん
ど
得
る
も
の
は
な
い
｡
彼
ら
が
獲
得
し
た
も
の
は
決
し
て
負
担
と
損
失
に
合
理
的
に
見
合
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
七
二
年
版
で
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
と
い
う

｢我
々
の
偉
大
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
和
国
の
国
制
｣
を
覆
す

｢革
命
的
｣
な
事
態
を
前
に
､

】順
E

｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
｣
の
理
念
が
改
め
て
強
-
主
張
さ
れ
た
｡

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
巨
大
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
考
え
､
政
治
的
･商
業
的
に
は
統

一
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
個
別
に
分

離
し
て
お
り
､
国
力
は
等
し
-
な
い
が
独
立
を
保
ち
､
ど
の
国
も
他
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
決
し
て
強
力
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
考
え
は
､

偉
大
で
自
由
の
理
念
に
適

っ
て
お
り
､
た
と
え
野
蛮
の
結
果
で
あ
っ
て
も
､
も
っ
と
も
賢
明
な
政
策
の
も
っ
と
も
大
き
な
原
理
に
基
づ

い
て
い
る
｡
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
い
う
小
さ
な
部
分
が
､
残
り
の
世
界
に
対
し
て
驚
-
べ
き

(そ
う
で
な
-
て
は
説
明
が
つ
か
な

･州
)

い
)
優
越
性
を
得
て
き
た
の
も
､
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
負

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

第
三
節

外
交
と
文
明

以
上
の
よ
う
に

『ア
ニ
ュ
ア
ル
･
レ
ジ
ス
タ
ー
』
に
お
い
て
は
'
勢
力
均
衡
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
原
則
は
､
｢陰
謀
の
精
神
｣
や

(1-4
)

｢ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
｣
と
い
っ
た
逸
脱
の
事
例
を
通
じ
て
､
む
し
ろ
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
､
他
方
で
バ
ー
ク
は
､
フ
ラ

689(723-231)
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ン
ス
革
命
の
進
行
に
つ
れ
て
､
そ
れ
が

｢自
由
な
交
流
｣
を
否
定
す
る
だ
け
で
な
-
､
｢文
明
社
会
｣
そ
の
も
の
を
転
倒
さ
せ
る

｢
ヨ
ー

(1-5
)

ロ
ッ
パ
が
見
た
こ
と
も
想
像
し
た
こ
と
も
な
い
代
物
｣
で
あ
る
こ
と
に
気
付
-
｡
彼
は
九
〇
年
に

『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
を
公
刊
し
た

:rル'

の
ち
も
革
命
批
判
を
続
け
'
晩
年
の
九
六
年
に
は

『国
王
輯
逆
の
総
裁
政
府
と
の
講
和
』
を
出
版
す
る
｡
彼
は
そ
こ
で
'
ル
イ

1
六
世
の
処

刑
や
革
命
戦
争
の
拡
大
､
第

1
次
対
仏
同
盟
の
瓦
解
と
い
っ
た
事
態
を
前
に
､
フ
ラ
ン
ス
と
の
講
和
を
模
索
す
る
ピ
ッ
ト
内
閣
の
方
針
に
激

(1-7
)

し
-
反
対
し
た

o

彼
は
ま
ず
､
対
仏
戦
争
が
既
存
の
戦
争
と
は
ま
っ
た
-
異
質
で
あ
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
強
調
す
る
.

(72-3-232)690

わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
戦
争
は
特
別
な
本
性
の
も
の
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
の
敵
は
感
情
も
し
-
は
利
益
の
風
向
き
次
第
で
友
好
な
い
し

敵
対
の
態
度
を
示
す
あ
り
き
た
り
の
共
同
体
-

つ
ま
り
気
ま
ぐ
れ
に
応
じ
て
戦
争
を
始
め
そ
れ
に
厭
い
た
ら
さ
っ
さ
と
断
念
す
る
よ
う

な
国
家
と
は
全
-
違
う
O
わ
れ
わ
れ
の
戦
争
相
手
は
そ
の
本
性
上
他
の
す
べ
て
の
統
治
に
敵
対
す
る
ゆ
え
に
､
戦
争
と
平
和
が
こ
れ
ら

(1-8
)

の
転
覆
に
最
も
好
都
合
な
政
策
で
あ
る
か
ら
戦
争
と
平
和
を
選
択
す
る
体
制
な
の
で
あ
る
｡

バ
ー
ク
に
よ
れ
ば
､
革
命
フ
ラ
ン
ス
は

｢民
主
主
義
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
統
治
が
と
り
も
な
お
さ
ず
纂
奪
で
あ
る
｣
と
公
言
す
る

｢国
王
試

(州
)

(1-0
)

適
国
家
｣
で
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
､
本
質
的
に

｢あ
ら
ゆ
る
文
明
諸
国
民
へ
の
敵
対
情
況
｣
に
あ
り
､
こ
れ
ま
で
の
外
交
の
作
法
を
否
定

(1-1
)

(1-2
)

し
て

｢新
し
-
発
見
さ
れ
た
交
渉
の
シ
ス
テ
ム
｣
を
採
用
す
る
｡
バ
ー
ク
の
考
え
で
は
､
｢講
和
の
交
渉
｣
に
は

｢
た
と
え
当
事
者
の
腹
の

(;
)

中
が
ど
う
で
あ
れ
｣'
相
手
に
対
す
る

｢当
座
の
便
宜
的
な
信
用
｣
が
必
要
と
な
る
｡
と
こ
ろ
が
､
革
命
フ
ラ
ン
ス
は
､
｢相
手
方
の
背
信
と

裏
切
り
が
交
渉
自
体
の
基
礎
だ
と
公
言
し
て
は
ば
か
ら
｣
ず
､
｢最
低
限
の
儀
礼
も
愛
想
｣
も
な
い
ま
ま

｢隣
人
を
破
壊
｣
し
､
そ
の
周
辺

(1-4
)

地
域
を
次
々
に
併
合
し
た
｡
バ
ー
ク
は
続
け
て
､
革
命
政
治
家
の

｢主
要
な
原
理
｣
は

｢対
外
的
な
拡
大
｣
で
あ
っ
た
と
見
な
し
､
彼
ら
を

(1-5
)

d
ip
to
m
a
tic
p
o
lit
ic

ians
と
呼
ぶ
｡
さ
ら
に
､
バ
ー
ク
に
よ
れ
ば
､
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
勢
力
均
衡
の
原
則
に
反
す
る

｢国
民
的
強
大

化
の
計
画
｣
の
手
引
き
と
な
っ
た
人
物
こ
そ
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
で
あ
っ
た
｡
し
か
も
､
こ
の
場
合
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
通
俗
的
な
権
謀
術



外交の作法 (木村)

数
の
イ
メ
I
r,,L
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
d
ip
lo
m
a
tic
p
o
litic
ia
n
s
は

『リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
を

｢常
に
手
に
し
な

が
ら
｣
君
主
制
を
打
倒
し
､
同
時
に
ま
た
､
ロ
ー
マ
共
和
政
を
モ
デ
ル
に
し
た

｢拡
大
の
帝
国
｣
を
目
指
し
た
と
し
て
批
判
さ
れ
た
の
で
あ

(116
)

る

｡｢外
交
｣
d
ip
lo
m
acy
が
新
た
に
登
場
し
た
時
代
は
､
｢革
命
｣
に
よ
っ
て
古
典
的
な

｢交
渉
｣
n
eg
otiation
の
原
則
が
破
棄
さ
れ
た
時

(1-7
)

代
で
も
あ
っ
た
｡
バ
ー
ク
は
さ
ら
に
､
こ
の
よ
う
な

｢外
交
の
作
法
｣
の
喪
失
に
､
そ
の
原
因
と
な
る

｢文
明
の
作
法
｣
そ
の
も
の
の
崩
壊

を
見
た
｡
彼
が
着
日
し
た
の
は
､
革
命
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る

｢科
白
｣
や

｢身
振
り
｣
､
｢帽
子
や
靴
｣
ま
で
に
至
る
日
常
的
な
行
動
の

｢型
｣

(Z
)

に
対
す
る
統
制
で
あ
っ
た
｡
彼
は
､
こ
の
よ
う
な
生
活
の
様
式
に
関
わ
る

｢
マ
ナ
ー
ズ
｣

mannersが
｢法
｣
よ
り
も
重
要
で
あ
る
こ
と

(1-9)

を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
｡

マ
ナ
ー
ズ
は
法
よ
り
も

一
層
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
｡
-
-
マ
ナ
ー
ズ
は
ま
さ
し
-
わ
れ
わ
れ
が
呼
吸
す
る
空
気
の
よ
う
に
日
常
の

整

1
的
恒
常
的
で
無
意
識
的
な
働
き
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
を
苦
し
め
る
か
慰
め
､
腐
敗
も
し
-
は
純
化
さ
せ
､
向
上
も
し
-
は
堕
落
さ

(1-0
)

せ
､
野
蛮
も
し
-
は
優
雅
に
す
る
｡
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
形
式
と
色
彩
の
全
体
を
決
定
す
る
の
が
マ
ナ
ー
ズ
で
あ
る
｡

バ
ー
ク
に
よ
れ
ば
､
人
間
は

｢決
し
て
お
互
い
が
全
-
独
立
し
た
状
態
に
生
き
て
は
い
な
い
｣
の
で
あ
り
､
｢相
互
の
類
似
､
順
応
､
共

感
に
よ
っ
て
連
帯
に
誘
わ
れ
る
｣｡
こ
れ
は
国
家
間
も
同
様
で
あ
っ
て
､
｢同
質
性
と
類
似
｣
は

｢信
頼
｣
を
生
み
､
｢調
停
｣
を
容
易
に
し
､

｢怨
念
｣
を
忘
却
さ
せ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
｢平
和
は

一
段
と
平
和
に
な
り
､
戦
争
は
或
る
程
度
ま
で
戦
争
で
な
-
な
る
｣｡
こ
の
意
味
で
､

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ま
さ
に
､
｢同
質
性
と
類
似
｣
か
ら
成
る

1
つ
の

｢
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
｣
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
は
､
｢社
交
の
様
式
や
生
活
の(1-1

)

全
形
式
や
流
行
の
面
で
の
類
似
か
ら
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
は
誰
で
あ
れ
､
ど
の
場
所
で
も
完
全
な
余
所
者
で
あ
り
え
な
か
っ
た
｣
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

｢文
明
の
作
法
｣
を
拒
絶
し
､
｢最
も
粗
野
で
下
品
で
野
蛮
で
狂
暴
な
マ
ナ
ー
ズ
の
体
系
を
確
立

691(72-3-233)
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∵

説

し
た
｣
の
が
革
命
フ
ラ
ン

ス
で
あ

っ
た
｡
バ
ー
ク
に
よ
れ
ば
､
こ
の
よ
う
に
し
て

｢宇
宙
全
体
と
の
分
裂
｣
を
作
り
出
し
た

｢
フ
ラ
ン
ス
の

(1-3
)

論

国
王
獣
道
者
ど
も
｣
は
､
も
は
や

｢
フ
ラ
ン
ス
｣
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

お
わ
り
に

(72-3-234)692

以
上
の
よ
う
に
'
初
期
近
代
の
ブ
リ
テ
ン
で
は
､
ル
ネ
サ
ン
ス
期
か
ら

1
八
世
紀
の
バ
ー
ク
に
至
る
ま
で
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
標
準
の

｢外
交

の
作
法
｣
の
伝
統
が
持
続
的
に
再
生
産
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
間
､
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
の
共
和
主
義
的
な
拡
大
国
家
論
と
は
別
個
に
､
｢作
法

書
｣
の
受
容
や

｢大
陸
旅
行
｣
､
時
に
は

｢ダ
ン
ス
｣
の
修
得
を
通
じ
て
､
他
者
と
交
際
し
､
交
渉
し
､
共
存
す
る
た
め
の

｢知
性
や
機
転
｣
'

あ
る
い
は

｢思
慮
や
知
恵
｣
が
培
わ
れ
た
｡
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
や
カ
リ
エ
ー
ル
ら
の
外
交
書
や
､
ウ
ォ
ッ
ト
ン
､
テ
ン
プ
ル
､
チ
ェ
ス
タ
ー

フ
ィ
ー
ル
ド
と
い
っ
た
外
交
官
の
足
跡
は
､
こ
の
時
期
の
外
交
が

｢文
明
の
作
法
｣
と
は
不
可
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
我
々
に
伝
え
る
｡
バ

ク
に
は
当
然
の
所
与
で
あ
っ
た

｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
｣
の

｢同
質
性
｣
や

｢勢
力
均
衡
｣
の
原
則
は
､
こ
の
よ
う
な
作
法
の
自
覚
的
な
共

有
を
前
提
と
し
て
い
た
｡
外
交
は
戦
争
を
排
さ
な
い
が
､
作
法
に
よ
っ
て
暴
力
と
感
情
が
抑
制
さ
れ
る
｡
｢外
交
｣
n
eg
o
tia
tio
n
は
文
明
の

営
為
で
あ
っ
た
｡

も
っ
と
も
､
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
例
が
逆
に
示
す
よ
う
に
､
｢外
交
の
作
法
｣
の
舞
台
は
'
と
-
に
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ

ア
条
約
以
降
の
宮
廷
社
会
に
限
定
さ
れ
て
い
た
｡
そ
こ
で
の
文
明
的
な
､
洗
練
さ
れ
た
相
互
依
存
の
関
係
は
､
｢近
代
｣
の

｢デ
モ
ク
ラ

(1-4
)

(
1-5)

シ
ー
｣
と

｢
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
｣
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
｡
む
ろ
ん
､
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
も
ウ
ィ
ー
ン
の
会
議
で

｢踊
る
｣
こ
と
は
で
き
た

｡

し
か
し
な
が
ら
､
た
と
え
ば
､
海
を
隔
て
た
第
三
代
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は

｢外
交
｣
の
意
義
を
否
定
し
'
原
則
と
し
て

｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
に
関
わ
ら
な
い
こ
と
｣
を
望
む
｡
彼
に
よ
れ
ば
'
外
交
は

｢世
界
の
平
和
に
と
っ
て
の
ペ
ス
ト
｣
で
あ
り
､
｢
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
戦
争
が
製
造
さ
れ
た
作
業
場
｣
で
あ
っ
た
｡
他
方
で
ま
た
､
｢反
共
和
主
義
の
香
り
が
す
る
も
の
｣
を
改
変



外交の作法 (木村)

す
る
こ
と
を

｢義
務
｣
と
見
な
し
た
彼
は
､
伝
統
的
な

｢外
交
官
の
ジ

ェ
ン
ト
リ
｣
の
流
儀
を
無
視
す
る
に
至
る
｡
す
な
わ
ち
､

1
八
〇
三

年

一
二
月
､
イ
ギ
リ
ス
の
初
代
ア
メ
リ
カ
駐
在
大
使
夫
妻
を
夕
食
に
招
い
た
際
に
､
彼
は
席
順
に
関
す
る
異
国
の

｢公
的
な
代
理
人
｣
の
意

(1-6)

に
反
し
'
あ
え
て

一
般

｢市
民
｣
と
の

｢平
等
｣
の
原
則
を
適
用
し
た
の
で
あ
る

｡

も

っ
と
も
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

｢文
明
｣
も

｢
ヤ
ヌ
ス
の
顔
｣
を
有
す
る
｡
言
う
ま
で
も
な
-
､
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
植
民
地
化
が
そ
れ

(
1

)

(1
)

で
あ
り
'
た
と
え
ば

ロ
ッ
ク
の
議
論
に
も
内
在
す
る

｢文
明
に
お
け
る
野
蛮

｣

の
問
題
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
､

こ
こ
で
議
論
を
あ
え
て
西
洋
世
界
に
限
定
す
れ
ば
､
そ
の

｢文
明
｣
の
内
部
に
も
大
き
な
歴
史
的
断
層
が
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
ヴ
ィ
ク

フ
ォ
ー
ル
に

よ
れ

ば
'
｢国
王
や
君
主
た
ち
｣
の
間
で
は

｢友
好
関
係
が
あ
り
う
る
｣
が
､
｢
二
つ
の
国
民

N
ations
の
間
で
は
決
し
て
あ

(捕
)

り
得
な
い
｣
｡

と
こ

ろが
､
か
つ
て
の

｢文
明
の
作
法
｣
が

｢革
命
｣
や

｢共
和
主
義
｣
に
よ

っ
て
放
逐
さ
れ
る
と
と
も
に
､
そ
こ
で
登
場

I(=)
I

し
た
の
が
､

こ
の
よ
う
な

｢国
民
｣
が
主
体
と
な
る
新
時
代
の

｢外
交
｣
d
ip
-o
m
acy
で
あ

っ
た
の
で
あ

る

｡

※
本
稿
は
平
成
一
七
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金

(若
手
研
究
B
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡

※
ま
た
､
本
稿
は
九
州
大
学
政
治
研
究
会

(二
〇
〇
五
年
七
月
一
六
日
)
で
報
告
し
た
原
稿
に
加
筆

･
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
い
つ
も
の
よ
う
に
出

席
者
の
皆
様
か
ら
は
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
｡
と
-
に
遠
方
か
ら
お
越
し
い
た
だ
い
た
加
藤
節
先
生

(成
膜
大
学
)､
森
茂
樹
先
生

(久
留
米
大

学
)
に
は
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
｡

(1
)

H
･
ニ
コ
ル
ソ
ン

『外
交
』
斎
藤
県
､
深
谷
満
雄
訳
､
東
大
出
版
会
､
1
九
六
八
年
､
四
頁
｡
坂
野
正
高

『現
代
外
交
の
分
析
-
情
報
･政
策
決
定
･

外
交
交
渉
』
東
大
出
版
会
､
一
九
七
一
年
'
六
-

〓

頁
｡

(2
)

ニ
コ
ル
ソ
ン

『外
交
』､
一
八
-
二
〇
頁
.

(3
)

S
ir
E
r
nest
S
atow
,
A
G
u
id
e
to
D
iP
lom
a
tic
P
ylaCtice,v
o
t
.
)

(
L
o
n
d
on
,
2

n
d
e
d
.
1
9
2
2
)
〉

pL
.
r
e

p
rin
ted
in
C
ollec
te
d

W
o
yks
of

E
rnes
t

M
ason
S
a
to
w
,
p
a

rt
t
.
v
o
1.
8
(B
risto
l:
G
an
e
sha
P
ub
ti
sh
in
g
…T
ok
y
o
‥
E
di
tion
S
yn
a

ps
e,)
9
9

8).な
お
､
こ
の
作

品

は
現
在
､

第

693(72-3-235)



論 説

五
版

()9
79
)
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
る
が
､
三
版
以
降
は
そ
の
時
々
の
編
者
に
よ
っ
て
'
時
代
の
変
化
に
応
じ
た
大
幅
な
改
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の

た
め
､
S
a
to
w
's
G
u
ide
と
し
て
名
前
を
冠
し
続
け
る
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
､
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
o
G
.
R
.
B
errid
g
e
a
n
d
A
ta
n
l
a
m
es
e
d
s.

A
D
ictio
n
a
2y
Of
D
zi,Iom
a
cy
(2n
d
e
d
.
B
a
sin
g
sto
k
e
‥
P
a
tg
ra
v
e
M
a
c
m
itta
n
,
200
3
)
}
p
.
23
7
.

(4
)

同
様
の
問
題
は
､
日
本
に
お
け
る
外
交
研
究
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
よ
う
で
あ
る
｡
細
谷
雄

一
『大
英
帝
国
の
外
交
官
』
筑
摩
書
房
､

二
〇
〇
五
年
､
二
四
頁
｡

(5
)

も
っ
と
も
､
政
治
学
の
古
典
か
ら
外
交
理
論
の
発
展
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
は
､
近
年
､
レ
ス
タ
ー
大
学
の
B
.
R
.
B
errid
g
e
を
中
心
に
盛
ん

に
な
り
つ
つ
あ
る
｡
G
I
R
.
B
e
rr
id
g
e
,
M

aurice
K
ee
n
s･
S
o
p
e
r
a
n
d
T
I
G
.
O
tte
e
d
s.
D
li,Iom
a
tic
T
h
eo
py
f
ro
m

M
a
ch
ia
uelli
to
K
issin
g
er

(B
a
sin
g
sto
k
e
‥
P
a
tg
ra
v
e
M
a
cmi
tta
n
,
20
0
))
…
B
e
rrid
g
e
ed
.
D
ip
lo
m
a
tic

Cla
ssicsJ
S
elected

T
ex
ts
f
r10m

C
o
m
m
y
n
es
to

V
a
ttel

(B
a
sin
g
sto
k
e
‥
P
a
lg
ra
v
e
M
a
cm
illa
n
,
20
0
4
)
_
こ
の
よ
う
な
試
み
の
先
駆
け
と
し
て
､
S
tu
d
ies
in
H
isto
73J
a
n
d
P
o
litics
,
v
o
t1
2
,
n
o
･
2
‥

S
p
e
c
ia
l
tssu
e
‥
D
iplom
a
tic
T
h
o
u
gh
t
t64
8
･
)8
)5
()9
8
tJ
2
)
.

(6
)

と
-
に
初
期
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
､
国
家
は
い
わ
ゆ
る

｢国
民
国
家
｣
で
は
な
-
'
｢多
元
的
｣
m
u
ltip
le
も
し
-
は

｢複
合
的
｣
c
o
m
･

p
o
site
な
国
家
で
あ
る
こ
と
が
常
態
で
あ
っ
た
｡
｢イ
ギ
リ
ス
｣
も
ま
た
､
ウ
ェ
ー
ル
ズ
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
､
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
っ
た
歴
史
的
共
同

体
を
包
含
す
る

｢ブ
リ
テ
ン
｣
で
あ
る
と
同
時
に
､
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
植
民
地
を
経
営
す
る

｢帝
国
｣
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
｡
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
､
｢イ
ギ
リ
ス
｣
で
は
な
く

｢イ
ン
グ
ラ
ン
ド
｣
も
し
-
は
､
と
-
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
統
合
し
た
後
の
一
八
世

紀
以
降
に
つ
い
て
は

｢ブ
リ
テ
ン
｣
を
採
用
す
る
｡

(7
)

も
っ
と
も
'
こ
の
こ
と
は
､
と
く
に
l
九
世
紀
以
降
の
思
想
史
理
解
に
お
け
る
n
a
tio
n
a
t
c
o
n
te
x
t
の
重
要
性
を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
｡

C

f
.

D
a
rio
C
a
stigl
io
n
e
a
n
d
la
in

H
a
m
p
sh
e
r
M
o
n
k
e
d
s.

T
h
e
H
isto
7y

Of

P
o
litica
l
T
h
o
ug
h
t
in
N
a
tion
a
l
C
o
n
ted

(C
a
m

br
id
g
e
‥

C
a
m
b
rid
g
e
U
.
P
,
2
00
)
)
.

(8
)

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
､
政
治
思
想
史
と
国
際
関
係
論
を
架
橋
し
ょ
う
と
す
る
最
近
の
試
み
と
し
て
､
la
n
C
ta
rk
a
n
d
I.
B
.

N
etlm
an
n

ed
s.C
lassica
l
T
h
eo
ries
of
Zn
tem
a
tio
n
a
l
R
ela
tio
n
s
(L
o
n
d
o
n
:
M
a
cmi
tla
n
,
)9
96
)
(イ
ア
ン
･ク
ラ
ー
ク
､
ア
イ
ヴ
ァ
-
･
B
･
ノ
イ
マ
ン
編

『国
際
関
係
思
想
史
-
論
争
の
座
標
軸
』
､
訳
者
代
表

押
村
高
､
飯
島
昇
蕨
'
新
評
論
､
二
〇
〇
三
年
)
.
他
に
も
､
D
a
v
id

B
o
u
ch
e
r}
P
o
litica
l

T
h
oug
h
t
of
Zn
tem
a
tion
a
l
R
ela
tion
sJ
F
rom

T
h
u
cyd
id
es
to
th
e
P
resen
t
(O
x
fo
rd
‥
O
x
fo
rd
U
.
P
,
199
8
)
や
古
典
的
テ
ク
ス
ト
の
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
で
あ
る
C
h
ris
B
ro
w
n
,
T
erry
N
a
rd
in
a
n
d
N
ic
h
o
ta
s
R
e
n
g
g
er
ed
s.
Zn
tem
a
tion
a
l
R
ela
tio
n
s
in
P
o
litica
l
T
h
o
ug
h
t:
T
ex
ts
f
ro
m

th
e
A

n
cien
t
G
reeks
to
th
e
F
irst
W
o
rld
W
a
r
(C
a
m
b
rid
g
e
‥
C
a
m
b
rid
g
e
U
.
P
,
20
0
2)
な
ど
｡
ま
た
､
近
年
に
お
け
る
自
然
法
論
の
観
点
か

ら
の
研
究
例
と
し
て
'
R
ich
a
rd
T
u
c
k
,
T
h
e
R
ig
h
ts
of
W
a
r
a
n
d
P
ea
ce.･
P
o
litica
l
T
h
oug
h
t
a
n
d
th
e
Zn
tern
a
tio
n
a
1
0rd
er
f
rom

G
ro
ttu
s

to
K
a
n
t
(O
x
fo
rd
,
O
x
fo
rd
U
.P
,
)9
9
9).

(72-3-236)694
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(9
)

ロ
ッ
ク

『市
民
政
府
論
』
鵜
飼
信
成
訳
､
岩
波
文
庫
､

1
九
六
八
年
､

一
四
八
貢
｡

(10
)

同
､

一
四
九
頁
｡
な
お
､
こ
こ
で
付
言
す
れ
ば
､
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
､
と
-
に
彼
の

『統
治
論
』
に
つ
い
て
も
､
当
時
の
対
外
的
な
国
際
関
係
の

観
点
か
ら
再
考
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
｡
た
と
え
ば
､
『統
治
論
』
の
出
版
意
図
の
問
題
に
限
っ
て
も
､
た
ん
に
名
誉
革
命
の
正

当
化
と
い
う
旧
来
の
視
点
だ
け
で
な
-
､
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
い
う
外
国
人
君
主
を
新
た
に
主
権
者
と
し
て
招
き
入
れ
る
と
い
う
､
言
う
な
れ
ば
in
c
-u
sio
n

crisis
の
観
点
か
ら
新
た
に
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
｡

(11
)

ノ
ル
ベ
ル
ト
･
エ
リ
ア
ス

『文
明
化
の
過
程

(上

･
下
)
』
波
田
節
夫
､
中
村
元
保
､
吉
田
正
勝
他
訳
､
法
政
大
学
出
版
局
､

一
九
七
七
､
七
八
年
｡

同

『宮
廷
社
会
』
波
田
節
夫
､
中
埜
芳
之
'
吉
田
正
勝
訳
､
法
政
大
学
出
版
局
'

一
九
八

一
年
｡

(12
)

木
村
俊
道

｢宮
廷
か
ら
文
明
社
会

へ-

初
期
近
代
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る

『文
明
』
と

『作
法
』
-
｣
､
『政
治
研
究
』
(九
州
大
学
政
治
研
究
会
)
罪

五
〇
号

(二
〇
〇
三
年
)､

一
五
-
四
三
頁
｡

(13
)

同

｢文
明
･作
法
･大
陸
旅
行
-
ジ
ョ
ン
･
ロ
ッ
ク
と
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
の
対
話
1
｣
､
『政
治
研
究
』
(九
州
大
学
政
治
研
究
会
)
第
五
二
号

(二
〇
〇
五

年
)､
二
五
I
五
五
頁
o

(1
)

A
n
to
in
e
d
e
P
e
c
q
u
et〉
D
iscou
rse
o
n
th
e
A
rt
of
N
eg
o
tia
tion
.
tr.
A
le
k
sa
n
d
ra
G
ru
z
in
sk
a
a
n
d
M
.
D
.
S
irk
is
(N
ew
Y
o
rk
‥
P
e
ter

L
a
n
g
}
2
00
4
)
,
p
.
5
;
D
isco
u
rs
su
r
l'a
rt
d
e
n
eg
o
cier
(P
a
ris,
)73
7
),
p
p
.
vi
i･
x
.

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
､
B
e
rrid
g
e
ed
.
D
ip
lo
m
a
tic

C
la
ssics
に
簡
単
な
解
説

(p
p
.
)59
･6
))
と
抜
粋

(pp.
)6
2
･
7
3
)
が
あ
る
｡
な
お
､
本
稿
で
参
照
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
テ
ク
ス
ト
は
主
に
､
B
i
b
･

lio
th
e
q
u
e
n
a
tio
n
a
te
の
電
子
図
書
館
g
al
tic
a
を
利
用
し
た
o
h
ttp‥＼
＼g
a
llic
a
.b
n
f.frJ

(15
)

ニ
コ
ル
ソ
ン

『外
交
』
､
六
頁
｡

(16
)

ニ
コ
ル
ソ
ン

『外
交
』
､
第

一
章
｡
坂
野
正
高

『現
代
外
交
の
分
析
』
二
二
-
三
二
頁
｡

ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
つ
い
て
は
､
G
a
rrett

M
a
ttin
g
ly
,

R
en
a
issa
n
ce
D
ip
lo
m
a
cy
()95
5
;
N
ew
Y

o
rk
‥
D
o
v
e
r
P
u
b
tic
a
tio
n
s,
)9
8
8
)
.
と
-
に
､
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
シ
ス
テ
ム
と
外
交
と
の
連
関

に

つ
い
て
は
､
K
e
en
s･S
o
p
er㌦
T
h
e
P
ra
ctic
e
o
f
a
S
ta
tes･S
y
stem
',
in

M
ich
a
e
l
D
o
n
e
la
n
ed
.
T
h
e
R
ea
so
n

of

S
ta
tesJ
A

S
tu
dy

in

zn
tem
a
tion
a
l
P
o
litica
l
T
h
eo
ry
(L
o
n
d
o
n
‥
G
e
o
rg
e
A
tten
&
U
n
w
in
,
)9
78),
p
p
.
2
5
･44
.
ま
た
､
二
〇
世
紀
ま
で
を
射
程
に
入
れ
た

｢外
交
｣

史
の
概
説
と
し
て
､
M
.
S
.
A
n
d
erso
n
,
T
h
e
R
ise
of
M
o
d
em

D
li)Io
m
a
cy
]
4
5
0
･
]
9
]
9
(L
o
n
d
o
n
:
L
o
n
g
m
a
n
,
)99
3
)
;
K
e
ith
H
a
m
ilto
n
a
n
d

Ri

ch
a
rd
L
a
n
gh
o
rn
e
}
T
h
e
P
ra
ctice
of
D
ip
lo
m
acy
J
Zts
E
L,O
lu
tio
n
,
T
h
eo
蔓

a
n
d
A
d
m
in
ist77a
tio
n
(L
o
n
d
o
n
‥
R
o
u
tledg
e
,
)9
9
5
)
.

(17
)

p
e
c
q
u
et)
D
iscou
rse
o
n
th
e
A
rt
of
N
eg
o
tia
tio
n
,p
.
)6.･
D
isco
u
7TS
Su
r
l'a
rt
d
e
n
eg
ocier
,
p
p
.
x
lv
iii･x
tix
.

(
18
)

A
b
ra
h
a
m
d
e
W
ic
q
u
efo
rt)
T
h
e
E
m
bassa
d
o
r
a
n
d
H
is
F
u
n
ctio
n
s
,tr.
M
r.
D
ig
b
y
(L
o
n
d
o
n
,
17
)6
;
L
e
ice
ster‥
T
h
e
C
en
ter
fo
r
th
e

S
tu
d
y
o
f
D
ip
to
m
a
cy
,
19
9
7
)
,
p
.
53
.
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
､
A
b
rah
a
m
v
a
n
W
ic
q
u
efo
rt,
L
'a
m
ba
ssa
d
eu
r
et
ses
f
u
n
ctio
n
s
(C
o
to
g
n
e
,
)6
90)

,

p
.
∞
∽
.

695(72-3-237)



論 説

(19
)

も
っ
と
も
､
多
少
の
蹟
槽
は
あ
る
｡
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
と
プ
ケ
-
の
両
者
と
も
'
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
の
教
説
は

｢
と
て
も
正
統
的
で
は
な
い
｣
し
､

｢し
ば
し
ば
極
端
と
な
る
個
人
的
な
見
解
｣
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
は
い
る
｡
引
用
頁
は
そ
れ
ぞ
れ
右
の
註
と
同
じ
｡

(20
)

以
降
､
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
か
ら
の
引
用
は
､

『
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
全
集
』
全
六
巻
+
補
巻

(訳
者
代
表

藤
沢
道
郎
､
筑
摩
書
房
'

一
九
九
八
1
二

〇
〇
二
年
)
か
ら
行
い
､
巻
と
頁
を
本
文
中
に
括
弧
で
示
し
た
｡
た
だ
し
､
『君
主
論
』
と

『リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
に
関
し
て
は
テ
ク
ス
ト
の
巻
と
章
を
記

し
た
｡
両
著
作
の
イ
タ
リ
ア
語
版
は
そ
れ
ぞ
れ
t
N
ic
cot6
M
achiav
etti,
Zl
p
n'n
cip
e.
a
cura
d
i
U
g
o
D
o
tti
()979;
M
ita
n
o
:
F
eltrinetli,

)992);D
isco
rsi
sop
p7a
la
p
rim
a
d
e
ca
di
T
ito
L
iuio,in
tro
d
u
zio
ned
i
G
e
n
n
a
ro
S
asso
,
n
ote
di
G
io
rgi
o
Zng
tese
(M
ila
n
o
:
B
ib
lio
t
eca

U
nive
rsale
R
iz
zo
li,se
c
o
n
da
e
d
iz
ion
e,)9
96
)
を
参
照
し
た
｡
な
お

'
｢使
節
報
告
書
｣

に
つ
い
て
､
日
本
語
版
『全
集
』
に
は

｢
フ
ラ
ン
ス
王

宮

延
よ
り
の
報
告
｣
と

｢
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
公
宮
廷
よ
り
の
報
告
｣
以
外
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
｡
他
の
報
告
書
は
未
読
で
あ
る
｡

(21
)

S
ir
H
e
rb
ert
B
utterfield
,.D
ip
to
m
acy',in
R

agn
hitd
H
a
tto
n
an
d
M
.
S
I
A
n
d
e
rson
edsI
Stu
d
ies
in
D
iP
lom
atic
H
isto
7y
J
E
ssay
s

in
M
em
o
蔓

Of
D
avid
B
ayn
e
H
o
m

(A
rch
on
B
o
o
k
s,
)970),p
p
1
357
･
7
2.引
用
は
､
p
.
366
.
B
utterfie
td.
'T
h
e
B
a
lance
of
P
o
w
er',in

B
u
tte
rfie
ld
a
n
d
M
a
rtin
W
igh
t
ed
sID
ip
lom
a
tic
Z
n
vestti
a
tio
n
sJ
E
ssay
s
in
the
T
h
eo
蔓

Of
Zn
te
rn
a
tio
na
l
P
olitics
(L
o
n
d
o
n
:
G
e
orge

A
llen
&
U
n
w
in
,
)9
6
6
),p
p
.
)32･75,esp.
p
p
.
134･5.
同
様
に
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
の
外
交
論
を
包
括
的

に
検
討
し
っ
つ
も
､
そ
の
重
要
性
に
疑
問
を

呈
し
､
彼
の
外
交
政
策
は

｢国
力
を
増
大
さ
せ
る
た
め
の
闘
争
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｣
と
す
る
見
解
を
示
し
た
議
論
と
し
て
､
B
errid
g
e
㌦
M
achiav
eEi',

in
B
erridge〉K
e
en
s･S
o
p
er
a
n
d
O
tte
e
d
s.
D
iI,Iom
a
tic
T
heo8
√
p
p
.
7
･
32.と
-
に
､
p
.
24
.

(22
)

グ
イ

ッ
チ
ァ
ル
デ
ィ
ー
こ

『イ
タ
リ
ア
史

Ⅰ
』
末
吉
孝
州
訳
､
太
陽
出
版
､
二
〇
〇
一
年
､
三
九
頁
｡
自
身
も
在
ス
ペ
イ
ン
大
使
の
経
験
を
有
し
た

グ
イ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
ー
こ
の

『リ
コ
ル
デ
ィ
』
に
は
､
大
使
や
交
渉
に
関
す
る
考
察
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
な
か
で
も
､
次
の
よ
う
な
宮
廷
社
会
に
お
け
る

a
rt
の
重
要
性
に
関
す
る
一
節
は
､
お
そ
ら
-
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
に
は
書
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

｢若
か
っ
た
こ
ろ
に
は
'
私
は
､
楽
器
を
か
な
で
た
り
､
お
ど
っ
た
り
､
う
た
っ
た
り
､
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
浅
薄
な
こ
と
が
ら
に
長
ず
る
こ
と

を
噸
笑
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ば
か
り
で
な
く

美
し
い
字
を
か
い
た
り
､
乗
馬
に
長
じ
た
り
､
着
こ
な
し
が
う
ま
か
っ
た
り
､
ま
た
す
べ
て
こ

れ
に
似
た
よ
う
な
こ
と
が
ら
は
､
人
間
の
本
質
よ
り
は
外
見
を
飾
り
立
て
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
長
ず
る

に
お
よ
ん
で
､
こ
れ
と
は
反
対
の
意
見
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
｡
-
-
私
は
自
分
の
経
験
に
て
ら
し
て
､
こ
れ
ら
の
う
わ
べ
の
飾
り
た
て
や
､
な

ん
で
も
小
器
用
に
こ
な
す
こ
と
が
､
上
流
階
級
の
人
々
に
と
っ
て
さ
え
威
厳
と
風
格
と
名
声
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
｣

(C

t79
).
永
井
三
明
訳

『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
名
門
貴
族
の
処
世
術
-
リ
コ
ル
デ
ィ
ー
』
講
談
社
学
術
文
庫
､

1
九
九
八
年
'

1
五
〇
-
1
貢
｡

(23
こ

B
u
tte
rfie
ld
.
'T
h
e
B
a
ta
n
ce
o
f
P
o
w
er
',p
p
.
)3
3･7.
同
様
な
指
摘
と
し
て
､
E
.
V
.
G
u
tic
k
,E
u
roP
e
's
C
lassical
B
a
lan
ce
of
P
ow
erJ
A

(723238)696



外交の作法 (木村)

C

ase
H
isto
蔓

Of
th
e
T
h
eo
Py
a
n
d
P
ra
ctice
of
O
n
e
of
tb
e
G
rea
t
C
o
n
cep
ts
of
E
u
rop
ea
n
S
ta
tecp7af
t
(Zth
a
c
a
)
C
o
rn
e
ll
U
.
P
.
)9
5
5
),pp1

42ふ
…
A
n
d
erso
n
,
T
h
e
R
ise
of
M
o
d
em
D
iZ)Io
m
a
cy,

p
.
)52
.

(E
)

こ
の
よ
う
な
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
の
帝
国
論
の
分
析
に

初

め
て
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
研
究
と
し
て
､
M
ik
a
e
l
H
G
rn
q
v
ist〉
M
a
ch
ia
uelli

a
n
d

E
m
p
ire
(C
a
m
b
rid
g
e
‥
C
a
m
b
rid
g
e
U
.
P
,
2
00
4
)
.

C
f.T
u
c
k
〉
T
h
e
R
ig
h
ts
of

W
a
r
a
n
d
P
eace,p
,
2
7
.
も
っ
と
も
､
こ
の
よ
う
な
共
和
主

義
的
な
自
由
と
帝
国
の
議
論
は
内
在
的
な
矛
盾
を
抱
え
て
お
り
､

そ
の
両
立
可
能
性
は
常
に
論
争
の
的

に
な
っ
た
｡
ブ
リ
テ
ン
が
対
象
で
は
あ
る
が
､
共

和
政
と
帝
国
の
理
念
､
あ
る
い
は
自
由
と
偉
大
さ
の
理
念
と
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
指
摘
し
た
議
論
と
し
て
､
D
a
v
id
A
rmi
ta
g
e
V
T
h
e
Zd
eo
log
ica
1
0
ri･

g
in
s
of
th
e
B
n
.tish

E
m
p
iyle
(C
a
m
b
rid
g
e
‥
C
a
m
b
rid
g
e
U
.
P
,
2
0
00
),
c
h
.
5
(デ
イ
ヴ
ィ
ツ
ド

･
ア
-
～J
テ
ィ
ジ

『帝
国
の
誕
生
-
ブ
リ
テ
ン
帝

国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
起
源
-
』'
平
田
雅
博
他
訳
､
日
本
経
済
評
論
社
､
二
〇
〇
五
年
)｡
ま
た
､
と
-
に
ル
ネ
サ
ン
ス
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
帝

国
論
の
受
容
に
つ
い
て
は
､
拙
著

『顧
問
官
の
政
治
学
-

フ
ラ
ン
シ
ス
･
ベ
イ
コ
ン
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
ー
』
木
鐸
社
､
二
〇
〇
三
年
､
第

三
章
｡

1
七
世
紀
の

｢革
命
｣
期
に
つ
い
て
は
､
J
o
n
a
th
a
n
S
cott〉
Com
m
o
n
w
ea
lth
P
n
.n
cli,lesJ
R
ep
u
b
lica
n

W
ritin
g
s
of

th
e
E
n
g
lish

R
euo
lu
tio
n
(C
a
m
b
rid
g
e
‥
C
a
m
br
id
g
e
U
.
P
,
20
0
4),
ch
.
10.
な
お
､
福
田
有
広
氏
の
共
和
主
義
論
は
'
こ
の
よ
う
な
対
外
的
な
im
p
eriu
m
論
に

ょ
っ
て
補
完
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る

(福
田

｢共
和
主
義
｣
'
福
田
有
広
､
谷
口
将
紀
編

『デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
学
』､
東
京
大
学
出
版
会
､

二
〇
〇
二
年
所
収
､
三
七
-
五
三
貢
)｡

(2
)

塚
田
富
治

『カ
メ
レ
オ
ン
精
神
の
誕
生
-
徳
の
政
治
か
ら
マ
キ
ア
ヴ
エ
リ
ズ
ム
へ
ー
』
平
凡
社
､

1
九
九

一
年
｡

(2
)

H
O
rn
q
v
ist〉
M
a
ch
ia
velli
a
n
d
E
m
p
ire,
p
.
7
5

(27
)

マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
を
共
和
主
義
者
と
し
て
解
釈
す
る
最
近
の
研
究
例
と
し
て
､
康
子
生
浩
輝

｢
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
に
お
け
る
実
践
的
意
図
と
そ
の
一

貫
性
｣
『政
治
思
想
研
究
』
第
五
号
､
二
〇
〇
五
年
､

一
〇
三
-
二
一
頁
｡
こ
こ
で
は

『君
主
論
』
と

『リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
の
l
貰
性
が
主
張
さ
れ
る
と

と
も
に
､
『君
主
論
』
第
七
章
ま
で
の
議
論
が
､
ジ
ュ
リ
ア
-
ノ
･
デ
･
メ
デ
ィ
チ
を
念
頭
に
し
た
中
部
イ
タ
リ
ア
構
想
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る

(
二

〇
貢
)｡
た
だ
し
､
こ
の
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
に
限
ら
ず
､
い
わ
ゆ
る

｢共
和
主
義
｣
の
解
釈
は
､
と
-
に
ポ
ー

コ
ッ
ク
の
研
究
以
降
､
む
し
ろ

拡
散
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
､
近
年
に
お
け
る
共
和
主
義
研
究
の
展
開
と
拡
散
を
と
も
に
示
す
例
と
し
て
'

S
c
o
tt}
C
om
m
o
n
w
ea
lth
P
rin
cli)les.

(空

『君
主
論
』
第
五
章
､
『リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
第

一
巻
二
六
章
｡
『君
主
論
』
(五
章
､
二
〇
章
)
で
は
､
い
み
じ
-
も
ピ
サ
と
ピ
ス
ト
イ
ア
の
例
が
言
及

さ
れ
て
い
る
｡
C
f.
H
t)rn
qv
ist}
M
a
ch
ia
velli
a
n
d
E
m
p
ire,
ch
.
4
.
も
っ
と
も
'
『リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
で
は
､
都
市
の
破
壊
は

｢残
酷
き
わ
ま
る
や
り

方
で
あ
る
｣
と
の
言
及
も
あ
る
が
､
章
の
結
論
は
こ
の
よ
う
な
行
為
の
善
悪
よ
り
も
'
む
し
ろ
中
途
半
端
な
態
度
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
｡

(
29
)

W
ic
q
u
efo
rt)
T
h
e
E
m
bassa
d
o
r
.
p
.
53
;
L
'a
m
bass
a
d
eu
r
.
p
.
83
.

(30

)

拙
稿

｢宮
廷
か
ら
文
明
社
会

へ
｣｡
ま
た
'
宮
廷
の
思
想
的
重
要
性
に
着
目
し
つ
つ
､
人
文
主
義
を
中
心
と
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

697(72-3-239)
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外交の作法 (木村)

(『外
交
談
判
法
』
､

一
九
九
-
二
二
八
頁
)
｡

(46
)

s
a
to
w
)
A
G
w
.d
e
to
D
督
10
m
a
tic
P
ra
ctice,
p
.v
iii.

(47
)

カ
リ

エ
ー
ル

『外
交
談
判
法
』
､
九
-

二

一頁
｡

(48
)

同
､
五
九
頁
｡

(49
)

同
､

l
三
､

一
八
頁
｡
ま
た
､
次
の
一
文
は
交
渉
の
力
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
0

W
o
rld
a
n
d
th
e
A
tta
in
m
en
ts
U
sef
u
l
in
th
e
C
o
n
d
u
ct
of
L
tfe
(L
o
n
d
o
n
,
)7
70
?)
.
引
用
は
英
訳
版
を
用
い
た
｡

5554J53- 525150

｢交
渉
が
も
た
ら
す
眼
に
見
え
る
効
果
を
､
わ
れ
わ
れ
は
毎
日
の
よ
う
に
見
て
い
る
｡
交
渉
は
､
大
国
に
突
如
と
し
て
政
変
を
起
さ
せ
る
｡
交
渉
は
､

君
主
た
ち
や
諸
国
民
を
し
て
､
お
の
れ
の
利
益
に
反
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
国
全
体
を
こ
ぞ
っ
て
武
器
を
と
ら
せ
る
｡
交
渉
は
反
乱
を
け
し
か
け
る
｡

憎
悪
を
か
き
立
た
せ
る
｡
ま
た
'
嫉
妬
心
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
｡
交
渉
は
､
利
害
の
相
対
立
す
る
君
主
や
政
府
の
間
に
同
盟
条
約
ま
た
は
そ
の
他
の
種

類
の
条
約
を
結
ば
せ
る
｡
交
渉
は
､
そ
う
し
た
条
約
を
破
壊
し
､
最
も
緊
密
な
結
合
を
も
解
消
さ
せ
る
｡
交
渉
技
術
の
上
手
下
手
に
よ
っ
て
'
政
治
全

般
の
あ
り
方
も
､
無
数
の
個
々
の
問
題
の
様
子
も
､
そ
の
善
し
悪
し
が
左
右
さ
れ
る
と
い
え
る
｡
ま
た
､
交
渉
技
術
は
､
人
間
が
考
え
出
し
た
す
べ
て

の
法
律
よ
り
も
､

1
層
大
き
な
影
響
力
を
人
間
の
行
動
に
及
ぼ
す
と
い
え
る
｣

(
一
八
頁
)
0

同
､
二
二
頁
｡
c
a
llie
res
〉
D
e
la
m
a
n
ietre
d
e
n
eJg
ocier
,
p
.
79.

同
｡

C
a
E
ieres}
D
e
la
scien
ce
d
u
m
on
d
e,
et
d
es
co
n
n
o
issa
n
ces
u
tiles
aL
la
co
n
d
u
ite
d
e
la
uie
(P
a
ris,
1
7
)
7)
;
T
h
e
K
n
o
w
ledg
e
of
th
e

C
a
ltiere
s〉
T
h
e
K
n
o
w
ledg
e
of
th
e
W
o
rld
,
p
p
.
7
･8
,
冒
.

Zbid
.,
p
p
.
8
･
1)
.

両
者
の
関
連
を
示
す
テ
ク
ス
ト
の
例
と
し
て
､
s
ir
W
ittia
m
EK
e
it
h,
A
n
E
ssay
o
n
th
e
E
d
u
ca
tion
of
a
Y
o
u
n
g
B
ritish
N
o
b
lem
a
n
.
af
ter

H
e
L
ea
ues
th
e
S
ch
o
o
ls
(L
o
n
d
o
n
,
173
0
)が
挙
げ
ら
れ
る
｡
こ
の
作
品
に
は
､
S
o
m
e
O
b
serv
a
tio
n
s
o
n
th
e
O
ff
ic
e
of
a
n
A
m
b
a
ssa
d
o
r
と

題
し
た
小
論
が
付
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は

､本
論
に
お
い
て

｢人
生
の
舞
台
｣
(p
.
46
)
に
お
け
る
振
舞
い
の
作
法
が
論
じ
ら
れ
､

そ
れ
に
引
き
続
い

て
大
使
の
職
務
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
､
こ
の
著
作
に
は
､
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
平
等
で
あ
る
か
ら
こ
そ
､
逆
に
､
社
会
の
維
持
に
不
可
欠

な
身
分
や
地
位
を
保
つ
た
め
に

｢人
間
性
｣
や

｢優
雅
な
振
舞
い
｣
が
必
要
と
さ
れ
る
､
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る

(p
p
.
6
･9
)0

(56
)

D
.
B
.
H
o
rn
,
T
h
e
B
ritish
D
ip
lo
m
a
tic
S
erv
ice
]
6
8
9
･
]
78
9
(O
x
fo
rd
‥
C
ta
ren
d
o
n
P
ress.
1
9
6
)
),
p
.
12
5
.

(5
)

C
a
teb
D
'A
nv
ersu
T
h
e
C
raf
tsm
a
n
,
v
o
l.
2
(L
o
n
d
o
n
,
)
73
1),
p
.
)31
.
ち
な
み
に
､
カ
リ
エ
ー
ル
の

『外
交
談
判
法
』
は
､
ヴ
ィ
ク
フ
ォ
ー
ル
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論 説

の

｢簡
に
し
て
優
れ
た
要
約
書
で
あ
る
｣
と
評
価
さ
れ
た

(p.)45
)O

(58
)

C
a
)eb
D
'A
nv
ers.
T
h
e
C
yd
tsm
an
,v
o
t.
2.
pp
.
13)･8
(n
o
.
64).

(
5
)

Z
b
i
d
.,
p
.
)351

(60
)
す
な
わ
ち
､
Ⅲ

｢我
々
自
身
の
安
全
と

1
致
す
る
限
り
に
お
い
て
､
す
べ
て
の
隣
国
と
優
れ
た
協
調
関
係
を
築
き
上
げ
る
こ
と
｣
O

畑
｢他
国
の
君

主
や
国
民
の
利
害
を
正
し
-
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
優
位
な
条
約
や
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
｣｡

㈲
｢ど
の
隣
国
に
よ
っ
て
も
仕
組
ま
れ
う
る
､
我
々
の

貿
易
や
商
業
を
破
壊
し
､
み
ず
か
ら
の
利
益
を
は
か
ろ
う
と
す
る
危
険
な
共
謀
を
適
宜
発
見
す
る
こ
と
｣
で
あ
る
｡
C
a
ttieres〉
T
h
e

A
yl

of

N
eg
o
tia
tin
g
w
ith
S
oyeyleig
n
P
rin
ces
(L
o
n
d
o
n
,
17
16
),
P
reface
to
th
e
E
n
g
lish
R
ead
er,
p
p
.
V
･vi.

(6
)

Z

b
i

d"Pre
fa
ce
to
the
E
ng
lish
R
e
a
d
er,p
.
iv
.

(72-3-242)700

676665646362

Zbid
.,
P
refa
ce
to
th
e
E
n
glish
R
e
a
de
r.
p
.
x

iii.

こ
の
書
誌
情
報
は
､
C
a
llie
res〉
T
h
e
A

rt
o
f
D

ip
lom
acy
,p
.
229
.
に
依
拠
し
て
い
る
｡

C
a
ttieres,
T
h
e
K
n
o
u
)led
g
e
of
th
e
W
orld
,
p
p
.
iii,
ix
.

Zbid
..
p
p
.
iii･
iv
.

Cf.
H
am
itton
an
d
L
angh
orn
e)
T
h
e
P
yla
C
tice
of
D
zi,Iom
a
cy
,
p
.
3
8
.

H
o
rn
,
T
h
e
B
ritish
D
ip
lo
m
at
ic
Sen
,ice,
pp
.
)5
･6;
Jerem
y
B
la
c
k
,
B
ritish
D
ti,Iom
a
ts
a
n
d
D
ii,Iom
acy
]
688
･
]
8
0
0

(E
x
eter,

E
x
eter
U
.
P
,
200)),p
1
7
.

(
6

)

た
だ
し
'
国
内
的
な
制
度
面
で
の
整
備
は
遅
れ
る
｡
と
-
に
一
五
三

〇
年
代
の

｢行
政
革
命
｣
以
降
に
お
い
て
も
'
外
交
は
秘
書
長
官

(Secre･

tary
of
State)
の
管
轄
事
項
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡

一
六
六
〇
年
に
は
北
部
局

(プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
担
当
)
と
南
部
局

(カ
ト
リ
ッ
ク
担
当

)
に

分
割
さ
れ
た
が
､
こ
の
制
度
は
､

l
七
八
二
年
に
外
務
省
が
創
設
さ
れ
る
ま
で
読
-
｡

Cf.
H
orn
.
T
h
e
B
n'tish
D
ip
lo
m
a
tic
S
eru
ice,ch
.).
ま
た
'

大
使
や
使
節
の
キ
ャ
リ
ア
も
国
内
で
の
出
世
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
o
B
lack
.
B
n
.tish
D
lb
lom
a
ts
a
n
d
D
lb
lom
acy
,p
p
.
8･9,
22･6
.

(6
)
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で

｢
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
｣
で
は
な
-
､
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
｣
と
い
う
言
葉
が
政
治
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
六
八
〇

年
代
以
降
で
あ
り
'
そ
れ
に
は
､
カ
ト
リ
ッ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
と
の
対
抗
関
係
に
加
え
'
こ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
｡
H
.
D
.
S
ch
m
i声

'
T

h

eEst
ab
tish
m
en
t
o
f
'E
u
ro
p
e
}
A
s
a
P
o
titic
a
t
E
x
p
re
ssio
n
',
T
he
H
isto
rical
J
ou
m
a
l,
v
o
t1
9,
n
o1
2
()9
66

),pp
.
)7
2･8
.

(
7

0

)

B
lack
〉
B
n
.tish
D
iP
lom
ats
an
d
D
ip
lom
acy
.
p
p
.
)
･7
.

(7
)

外
交
官
教
育
に
お
け
る

｢旅
行
｣
の
必
要
は
フ
ラ
ン
ス
の
側
で
も
説
か
れ
て
い
た
｡
カ
リ
エ
ー
ル

『外
交
談
判
法
』
四
四
I
五
貢
｡
P
e
c
quet〉
D
is･

cou
rse
o
n
th
e
A
rt
of
N
eg
o
tiation
,p
.
)
7
.

(72
)

ル
ネ
サ
ン
ス
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
外
交
論
の
受
容
例
と
し
て
は
'

1
六

〇
三
年
に
英
訳
さ
れ
た
オ
ト
マ
ン
の

『大
使

(T
h
e

A
m
b
a
s
s
a
･



外交の作法 (木村)

d
o
r
)
』
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

『
フ
ラ
ン
コ
･
ガ
リ
ア
』
の
著
者
フ
ラ
ン
ソ
ワ
を
父
と
す
る
オ
ト
マ
ン
は
､
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
フ
ラ
ン
ス
駐
在
大
使
ポ
ー
レ
ッ

ト
の
家
庭
教
師
を
務
め
た
後
､
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
留
学
し
､
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
寵
臣
レ
ス
タ
ー
伯
の
秘
書
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
｡
オ
ト
マ
ン
は
ま
た
'

シ
ド
ニ
ー
や
エ
セ
ッ
ク
ス
と
も
交
際
し
､
他
方
で
リ
ブ
シ
ウ
ス
や
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
と
書
簡
を
交
換
し
て
い
る
｡
こ
の
オ
ト
マ
ン
の
外
交
論
の
同
時
代
的
な

特
徴
の
1
つ
は
､
宗
教
対
立
の
経
験
を
踏
ま
え
な
が
ら
､
｢異
教
｣
や

｢異
端
｣
と
の
大
使
の
交
換
を
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
｢我
々
は

他
の
国
や
土
地
の
産
物
な
し
に
暮
ら
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
､
ど
ん
な
宗
教
や
信
仰
を
有
し
て
き
た
と
し
て
も
'
隣
人
の
も
の
に
関
し
て
は
尚
更
そ
う

で
あ
る
｣
｡
し
た
が
っ
て
､
キ
リ
ス
ト
教
君
主
は

｢共
通
善
｣
や

｢公
共
の
福
祉
｣
の
観
点
か
ら
､
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
区
別
な
-
大
使

を
交
換
し
､
あ
る
い
は

｢異
教
｣
の
ト
ル
コ
に
も
使
節
を
派
遣
す
る
の
で
あ
る
.
J
e
a
n

d
e
V
illie
rs
H
o
tm
a
n
,
T
h
e
A

m
bassado
r

(L
o
n
d
o
n
,

)6
0
3
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(7rL
8
V.
こ
の
オ
ト
マ
ン
に
つ
い
て
は
､
B
e
rrid
g
e
e
d
.
D
zi)10m
a
tic
C
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,
p
p
.
75･
8
2
;
D
.
B
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S
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'l
e
a
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de
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o
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a
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S
co
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l
R
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iew

t4
(Lg
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,
p
p
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･6
6
.

(7
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こ
の
ウ
ォ
ッ
ト
ン
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
駐
在
大
使
()6
0
3
1
1
,
)5
･
9
,
20
1
)
の
他
に
､
ハ
ー
グ
派
遣
特
別
大
使

()6
)4
･
5
)
や
下
院
議
員

()6
)4
,

2
5
)
を
務
め
､
晩
年
は
イ
ー
ト
ン
の
学
長
に
就
任
し
た
｡
な
お
'
初
期
近
代
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
外
交
官
の
1
覧
と
し
て
､
G
.
M
.
B
e
tt,
A

H
a
n
d
list

of
B
ritish
D
li)10
m
a
tic
R
ep
yleSenta
ti
u
e
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]
5
0
9
･
]
6
8
8
(L
o
n
d
o
n
‥
O
ffice
s
o
f
th
e
R
o
y
a
t
H
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;
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.
B
I
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,
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.fish

D
iP
lo
m
a
tic
R
eP
resen
ta
tives,
]
6
8
9
J

78
9
(L
o
nd
o

n
,
O
ffic
e

s
o
f
th
e
S
o
c
iety
.
)9
32
)
.
ま
た
､
と
-
に
ウ
オ
ツ
ト
ン
を
含
め
た
当
時
の
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
お
よ
び
ト
リ
ノ
の
駐
在
大
使
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
は
､

J
o
h
n
S
to
y
e
V
E
n
g
lish
T
pla
L,elle
rsA
broa
d
]
6
0
4
･
]
6
6
7
()9
52
;
N
ew
H
a
v
en
:

Y
a
le
U
.
P
.
)989
),
c
h
.
4
.
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)

原
文
は
次
の
通
り
｡
L
eg
a
tu
s
est
v
ir
b
o
n
u
s〉
p
ereg
re
mi
ssu
s
a
d
m
e
n
tien
d
u
m
R
e
ip
u
b
.
c
a
u
sa
.
参
照
は
､
L
.
P
.
S
mi
th
e
d
.
T
h
e
L
lfe

a
n
d
L
etters
of
S
ir
H
en
7y
W
o
tton
,
2
v
o
ls
(O
x
fo
rd
‥
C
ta
re
n
d
o
n
P
ress,
)90
7
)
,
v
o
1.
)
,
p
.
4
9
,
n
.
2
.
し
か
し
､
こ
の
一
文
が
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル

グ
滞
在
の
折
に
､
友
人
の
ア
ル
バ
ム
に
不
用
意
に
書
き
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
が
流
布
し
た
の
は
､
カ
ト
リ
ッ
ク

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
者
G
a
sp
a
r
S
cio
p
p
iu
s
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
批
判
の
文
書
に
こ
の

一
文
を
掲
載
し
た
た
め
で
あ
っ
た
｡
ウ
ォ
ッ
ト
ン
は
こ
の

一
件
で

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
怒
り
を
か
っ
た
｡
Zbid
.,
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.
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･
7
.
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h
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.
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1
2
2
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o
1.
2
,
p
p
.
3
64,38
2
.
ウ
ォ
ッ
ト
ン
は
ま
た
､
六
部
構
成
に
よ
る
未
完
の
教
育
論
を
残
し
て

い
る
｡
彼
は
そ
の
計
画
の
な
か
に

｢振
舞
い
の
成
型
と
品
の
あ
る
動
作
｣
th
e
m
o
u
td
in
g
o
f
b
eh
avio
u
r,
a
n
d
d
ec
e
n
t
fo
rm
s
と

｢感
情
の
抑
制
｣

th
e
tem
p
erin
g
o
f
a
ffectio
n
s
の
部
門
を
組
み
入
れ
て
い
る
｡
sir
H
en
ry
W
o
tto
n
,
A

P
h
ilosop
h
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l
S
u
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of
E
d
u
ca
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,
e
d
.
H
.
S
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K
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o
d
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d
o
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:
L
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I
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.
P
.
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p
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r
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4
3
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4
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(
E
e

)

テ

ンプ
ル
の
研
究
と
し
て
は
､
た
と
え
ば

K
_
H
_
D
I
H
a
ley
,A
n
E
n
g
lish
D
ip
lo
m
a
t
in
th
e
L
ou
j
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o
u
n
tn
.esJ
S
ir
W
illia
m

T
em
P
le
a
n
d

John
D
e
W
z'tt.
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6
6
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･
]
6
72
(O
x
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:
C
ta
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d
o
n
P
ress,
)9
86)
;
H
.E
.
W
o
o
d
b
rid
g
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,
S
ir
W
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m

T
em
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h
e
M
a
n
a
n
d
h
is
W
o
71k

(L
o
n
d
o
n
:
O
x
fo
rd
U
.
P
,
19
40
)
.
と
-
に
､
テ
ン
プ
ル
の
宮
廷
人
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
､
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
や
作
法
書
の
伝
統
と
の
関
連
を
示

唆
す
る

作

品
と
し
て
､
R
ich
a
rd
F
ab
er
,
T
h
e
B
yla
V
e
C
ou
rtierZ
S
ir
W
illia
m

T
em
i)le
(L
o
n
d
o
n
‥
F
a
b
er
a
n
d
F
a
b
er,
19
83
)
.
ま
た
､
テ
ン
プ

ル
の
外
交
観
を

｢ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
｣
文
化
と
関
連
付
け
て
理
解
す
る
議
論
と
し
て
､
中
西
輝
政

｢
『ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
外
交
』
の
伝
統
形
成

-
ウ
ィ
リ

ア
ム
･
テ
ン
プ
ル
に
見
る
イ
ギ
リ
ス
近
代
外
交
の
精
神
-

(
一
)｣
『法
経
論
叢
』
(三
重
大
学
社
会
科
学
学
会
)､
第
五
巻
第

l
号

(
l
九
八
七
年

二

月
)､

1
～
二
九
頁
｡
同

『大
英
帝
国
衰
亡
史
』
P
H
P
研
究
所
､

一
九
九
七
年
､
第
三
章
｡
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c
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.
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.
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d
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h
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p
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C
h
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h
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e
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,
6
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.
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o
n
a
m
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o
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P
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o
t.
6
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.
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h
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d
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e
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;
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2
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.
Cf
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8
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;
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.2
);
5
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.
も
っ
と
も
､
彼
は
こ
の
格
言

の
作
者
と
し
て
ウ
ォ
ッ
ト
ン
で
は
な
-
マ
キ
ァ
ヴ
エ
ツ
リ
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
｡
な
お
､
チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
の
引
用
は
上
記
の
D
o
b
r

ee

版
を
用
い
る
が
､
｢息
子
へ
の
手
紙
｣
の
う
ち
日
付
が
明
ら
か
な
も
の
に
関
し
て
は
､
他
版
と
の
参
照
の
便
宜
の
た
め
本
文
中
に
書
簡
の
日
付
を
示
す
｡

(
8
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ta
c
k
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n
-tish
D
li)10
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a
n
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D
ip
lom
a
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p
.
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.
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Zbid
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.
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4
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も
っ
と
も
､
こ
の

『息
子
へ
の
手
紙
』
は
､
た
と
え
ば
モ
ン
タ
ギ
ユ
ー
夫
人
か
ら

｢イ
ギ
リ
ス
精
神
の
高
貴
さ
や
活
力
が
な
い
｣
と
し
て
強
-
批
判

さ
れ
た
｡
し
か
し
､
彼
の
外
交
教
育
論
に
限
っ
て
言
え
ば
､
そ
の
モ
ン
タ
ギ
ュ
-
夫
人
で
さ
え
も
､
｢外
交
官
に
な
ろ
う
と
す
る
す
べ
て
の
人
物
か
ら
最

大
限
の
注
目
を
浴
び
る
に
値
す
る
｣
と
認
め
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
｡
E
tiza
b
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M
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n
ta
g
u
,
M
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M

o
n
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u
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e
B
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L
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a
n
d
F
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d
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f
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]
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2
to
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e
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R
e
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n
d
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n
‥
C
o
n
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b
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a
n
d
C
o
m
p
a
n
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,
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.
2
8
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(
讐

C
h
e
sterfie
td
,
T
h
e
L
etters
,
v
o
1.
5,
p
p
.
(8
93
ふ
.
な
お
､
こ
れ
に
対
し
て
､
逆
に

｢き
わ
め
て
お
粗
末
な
｣
外
交

官
と
し
て
批
判
さ
れ
た
の
が

｢学
識
あ
る
｣
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
で
あ
っ
た
｡
い
わ
-
､
彼
は
学
問
の
使
い
方
を
間
違
え
､
｢
ス
パ
ル
タ
と
ロ
ー
マ
の
先
例
｣
を
誤
っ
て
現
在
に
適
用
し
た
｡
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外交の作法 (木村)

チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
れ
ば
､
外
交
は
実
践
知
の
領
域
で
あ
っ
て
､
｢
ど
ん
な
学
問
で
あ
っ
て
も
優
れ
た
外
交
官
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
ま
っ
た

く
な
い
｣
｡
こ
れ
と
は
逆
に
､
｢人
間
の
性
格
や
情
念
や
習
慣
｣
に
関
す
る

｢偉
大
な
世
界
の
知
識
｣
は

｢経
験
｣
に
よ
っ
て
こ
そ
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
､

｢優
れ
た
外
交
官
は
人
と
の
交
際
に
大
部
分
の
時
間
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
な
い
｣
の
で
あ
る
｡
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.
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e
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.
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尭
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典
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交
の
成
熟
と
崩
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『高
坂
正
尭
著
作
集
』
第
六
巻
､
都
市
出
版
'
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〇
〇
〇
年
所
収
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第

一
章
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p
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訳

『市
民
の
国
に
つ
い
て
』
(上
)､
岩
波
文
庫
､

一
九
五
二
年
､
二
七
頁
)
｡
な
お
､
ヒ
ユ
ー
ム
は
古
代
ロ

ー

マ
を
例
外
と
し
､
こ
の

ロ
ー

マ
の
歴
史
に
準
拠
し
て
い
た
こ
と
が
､
同
時
代
に
お
け
る
勢
力
均
衡
論

へ
の
誤
解
を
招
い
た
と
し
て
い
る
｡
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)

E
d
w
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G
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b
o
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,
T
h
e
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e
D
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a
n
d
F
a
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E
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p
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B
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n
d
o
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5
)
,

v
o
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4
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p
p
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6
5
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牟
田
夏
雄
訳

『
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
』
第
五
巻
､
ち
-
ま
学
芸
文
庫
'

一
九
九
六
年
､
五

二
二
-
四
頁
)
｡
引
用
は
朱
牟
田
訳
を

用
い
た
が

一
部
変
更
し
た
｡
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)
Zb1.d
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p
p
.
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･4
(邦
訳
五

一
〇
-
一
貫
)｡
も
っ
と
も
､
｢勢
力
均
衡
｣
は
同
時
代
の
国
際
情
況
の
流
動
的
な
現
実
を
必
ず
し
も
正
確
に
反
映
し
た

も
の
で
は
な
い
｡
｢勢
力
均
衡
｣
の
概
念
の
暖
昧
さ
と
ギ
ボ
ン
の
啓
蒙
主
義
的
な
楽
観
を
指
摘
し
た
論
文
と
し
て
､
B
la
c
k
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E
m
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tig
h
ten
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en
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h
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f
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a
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d
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p
p
.
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.
ま
た
､
｢勢
力
均
衡
｣
論
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
'
A
n
d
e
rso
n
㌦
E
igh
･

te
e
n
th
･C
en
tu
ry
T
h
e
o
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o
f
th
e
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フ
ラ
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ス
革
命
の
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察
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み
す
ず

書
房
､

一
九
七
八
年
､
九
〇
百
)｡
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f.
p
｣
〕
-
(
一
〇
一
-
二
頁
)
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バ
ー
ク
の

｢国
際
政
治
｣
思
想
に
つ
い
て
は
､
坂
本
義
和

｢国
際
政
治
に
お
け
る
反
革
命
思
想
I

エ
ド
マ
ン
ド
･
バ
ー
ク
ー
｣
､
同

『国
際
政
治
と
保
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守
思
想
』
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本
義
和
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一
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〇
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司
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擁
護
と
変
革
の
思
想
』
(中
央
大
学
社
会
科
学
研
究
所
研
究
草
書

一
〇
)､
中
央
大
学
出
版
部
､
二
〇
〇
一
年

所
収
､
六

一
1
九
四
貢
｡
ジ
ユ
ニ
フ
ァ
ー
･
M
･ウ
ェ
ル
シ
ュ

｢
エ
ド
マ
ン
ド
･
バ
ー
ク
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
ー
国
際
秩
序
の
文
化
的

基
盤
｣
(高
橋
和
則
訳
､
ク
ラ
ー
ク
､
ノ
イ
マ
ン
編

『国
際
関
係
思
想
史
』
所
収
)
二
一
九
-
四
三
貫
｡

(
98
)

T
h
e
A
n
n
u
a
l
R
eg
is
te
r,
o
r
a

V
1.e
W

Of
th
e
H
1.StO
7y,
P
oliticks,
a
n
d
L
ite77a
tu
re,
F
o
r
th
e
Y
ea
r
]

7
:

87

(

L
o
n
d
on
,
)
78
9)

.

p
.
1
7
5
.

(
99
)

Z

bid
.
な
お
､
以
下

『
ア
ニ

ュ
ア
ル
･
レ

ジ
ス
タ
ー
』
か

ら
の
引
用
は
､
書
名
の
後
に
年
度
を
付
し
､
括
弧
内
に
出
版
年
を
記
す
.

(1-
)

A
n
n
u
a
l
R
e

g
ister
.
)7
60
(5th
.

e
d
.)
7
75)

.

p
.
3
.

(S
)

Z
b
id
..
p
.
2
.

(1
)

A
n
n
u

al
R

eg
ister
,
)
7
72
(3
rd
.
e
d
.
)7
80)

,

pp
.
7
2
.

(
1-3
)

zbid
.,
p
I
2
.

(1-4
)

な
お
､

こ

の
よ
う
な
見
解
は
坂
本
義
和
氏
の
議
論
と
対
立
す
る
｡
坂
本
氏
は
､
と
-
に

『ア
ニ
ュ
ア
ル
･
レ
ジ
ス
タ
ー
』
六
〇
年
版
の
な
か
に
､

バ
ー
ク
の
現
実
主
義
的
な
国
際
政
治
認
識
を
見
出
し
'
勢
力
均
衡
が

｢権
力
政
治
以
外
の
な
に
も
の
で
な
い
｣
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
と
す
る
｡
し
た

が
っ
て
､
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
｣
の
価
値
を
打
ち
出
し
た
革
命
後
の
議
論
は
､
｢反
革
命
の
文
脈
で
打
ち
出
し
た
ポ
レ
ミ
カ
ル
な
理
念
｣
､
あ
る
い
は

｢革
命
へ
の
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
｣
に
す
ぎ
な
い
と
判
断
す
る

(坂
本

｢国
際
政
治
に
お
け
る
反
革
命
思
想
｣
､

7
七
五
-
八
六
頁
)
｡
な
お
､
バ
ー
ク
と

保
守
主
義
政
治
思
想
に
つ
い
て
は
'
半
揮
孝
麿

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
に
お
け
る

へ政
治
)
の
位
相
』
岩
波
書
店
､
二
〇
〇
三
年
､
第
四
章
｡

(E3
)

B
u
rk
e
)
F
irs
t
L
etter

on
a
R
eg
icid
e
P
eace,in
The
W
n
'tin
g
s
a
n
d
S
p
eec
hes
of
E
dm
u
n
d

B
u
yk
e,
v
o
l1
9,
ed
.
R
.
B
.
M
c
D
o
w
e
E

(

O
x
fo
rd
‥
C

larendon
Press,)99)

),

p

.

23
9

(中
野
好
之
訳

『国
王
戴
逆
の
総

裁
政
府

と
の
講
和
』'
同

編
訳

『
バ
ー
ク
政
治
経
済
論
集
-
保
守
主
義

の
精
神
』
法
政

大学
出版
局

､二
〇
〇〇

年
､

九
〇
六
頁
)
O
以
下
､
引
用
に
は
中
野
訳
を
用
い
た
が

一
部
変
更
し
た
｡

(1-
)

こ
の

『国
王
耕
運
の
総
裁
政
府
と
の
講
和
』
は
四
つ
の
書
簡
か
ら
構
成
さ
れ
､
九
六
年
の

『第

1
書
簡
』
『第
二
書
簡
』
､
死
後
に
出
版
さ
れ
た

『第

三
書
簡
』
と

『第
四
書
簡
』
(執
筆
は
九
五
年
)
が
あ
る
｡
上
記
の
中
野
訳
は

『第

一
書
簡
』
の
み
で
あ
る
｡

(1-7
)

岸
本
広
司

『バ
ー
ク
政
治
思
想
の
展
開
』
御
茶
の
水
書
房
'
二
〇
〇
〇
年
0
第
八
､
九
章
｡
岸
本
氏
は

『国
王
耕
逆
の
総
裁
政
府
と
の
講
和
』
を

｢最
も
熱
情
的
｣
な
作
品
と
評
価
し
っ
つ
､
最
晩
年
の
バ
ー
ク
を
研
究
す
る
う
え
で
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る

(七
二
五
頁
'
七
三
五
貢
註
六
三
)
｡
し

か
し
'
同
氏
は
他
方
で
､
こ
の
作
品
に

｢冷
静
な
革
命
理
解
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
｣
と
し
て

｢思
慮
の
政
治
の
後
退
｣
(七
三
〇
貢
)
を
指
摘
す

る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
高
潰
俊
幸

｢
バ
ー
ク
に
お
け
る

｢思
慮
の
政
治
｣

l序
本
広
司

『
バ
ー
ク
政
治
思
想
の
展
開
』
を
読
ん
で
ー
｣
『政
治
思
想

研
究
』
第

一
号
､
二
〇
〇
一
年
､
五

一
-
六
貢
も
参
照
｡

(
1-
)

B
u
r
k
e
,

F
irst
L
etter
o
n
a
R
eg
i
cid
e
P
eace,p.)99
(中
野
訳
'
八
六
四
頁
)
.

(72-3-246)704
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(1-9
)

Zbid
.,
p
.

240
(九

〇
七
貢
).

(110
)

Zbid
.,
p
.
23
9
(九

〇
五
貢
)
.

(1
)

Zbid
"
p
.
22)
(八
八
六
寅
)
.

(1
)

こ
の
よ
う
な
見
解
は
バ
ー
ク
だ
け
の
も
の
で
は
な
-
､
た
と
え
ば
､
外
務
大
臣
グ
レ
ン
ヴ
ィ
ル
の
書
簡

(
1
七
九
二
年

1
二
月
)
に
も
見
ら
れ
る
｡

彼
に
よ
れ
ば
､
革
命
フ
ラ
ン
ス
は

｢あ
ら
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
の
政
治
制
度
と
は
両
立
不
能
な
原
理
｣
に
基
づ
い
て
､
｢新
し
い
政
府
の
原
理
を
普

遍
的
に
拡
大
し
｣
､
｢あ
ら
ゆ
る
国
々
､
中
立
で
あ
る
国
家
に
さ
え
無
秩
序
と
反
乱
を
駆
り
立
て
る
｣
計
画
を
有
し
て
い
た
｡
H
a
ro
td
T
em
p
e
rley
a
n
°

L
.
M
.
P
en
son
e
d
s.
F
o
u
n
d
a
tio
n
s
of
B
ritish
F
o
reig
n
P
olicy
:
F
rom

P
itt
(1
792
)
to
Sa
lisbu
蔓

(190
2)

,

()9
38
;
L
o
n
d
o
n
:
F
ran
k
C
ass,

19
66
).

pp
.

4･5
.

115114113

B

u

rk
e

)
F
ly:st
L
etter
o
n
a
R
eg
icid
e
P
eace.
p
1
2
)6
(八
八

一
頁
)
.

Zbid
.,
p
p
.
216,
2)2
(八
八

1
､
八
七
六
-
七
頁
)｡

バ
ー
ク

は
こ
こ
で
の
議
論
に
誌
を
付
し
､
フ
ラ
ン
ス
の

｢
二
重
外
交
｣
d
o
u
bte
d
ip
to
m
acy
を
阻
止
し
よ
う
と
試
み
た
ル
イ

一
六
世
を
評
価
す
る
｡

B
urk
e〉
S
econ
d
L
etter
o
n
a
R
eg
icid
e
P
ea
ce,
p
.
28
21
0
E
D
は
'
こ
の
l
文
を
d
ip
lom
a
cy
の
最
初
の
用
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
｡

(116
)

B
u
rk
e)
S
eco
n
d
L
etter
,
p
p
.
2
80
,28
2
.
こ
こ
で
は
ま
た
､
d
ip
lom
atic
p
o
Jiticia
n
s
の

｢
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
と
し
て
'
『リ
ウ
ィ
ウ
ス
論
』
と
と
も

に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の

『
ロ
ー
マ
人
盛
衰
原
因
論
』
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡

(117
)

革
命
は
外
交
の
危
機
を
招
い
た
｡
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
論
稿
と
し
て
､
B
la
ck
,
B
n
'tish
D
iP
lom
a
ts
a
n
d

D
ip
lo
m
acy
,
p
p
.
)63･6
;
L
in
d
a

Frey
and
M
arsh
a
F
re
y
㌦
へT
h
e
R
ez'g
n
of
th
e
C
ha
rla
tan
s
is
O
L,e
r
"
:
T
h
e

F
re
n
ch
R

evo
lu
tio
n
ary
A
tta
ck
o
n
D
ip
to
m
a
tic
P
r
actic
e〉)

T
h
eJ
ou
rn
a
l
of
M
o
d
ern
H
isto77
,V
O1.
65,n
o
.
4
(D
ec
.,
)993)〉
pp
.
7
06･
4
4
.

(118
)

B
u
rk
e〉
F
irst
L
etter
o
n
a
Reg
icid
e
P
eace
,
p
.
242
(九
〇
八
頁
)0

(119
)

バ
ー
ク
を
含
め
た

一
八
世
紀
ブ
リ
テ
ン
政
治
思
想
に
お
け
る

｢
マ
ナ
ー
ズ
｣
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
ポ
ー
コ
ッ
ク
で
あ
る
｡
た
と
え

ば
､
J
.
G
.
A
.
P
ocock
,
V
i74u
e,
C
om
m
erce.
an
d
H
1.StO
7y
(C
a
m
b
rid
g
e)
C
am
b
rid
g
e
U
.
P
,
)98
5
),
chs.
2,
)0
(田
中
秀
夫
訳

『徳

･
商
業
･

歴
史
』
み

す
ず

書

房
'
一
九
九
三
年
)｡
日
本
に
お
け
る
研
究
例
と
し
て
､
犬
塚
元

｢
エ
ド
マ
ン
ド
･
バ
ー
ク
､
習
俗

(マ
ナ
ー
ズ
)
と
政
治
権
力
1
名

声
･社
会
的
関
係
･洗
練
の
政
治
学
-
｣､
『国
家
学
会
雑
誌
』
第

二

〇
巻

(
一
九
九
七
年
)
､
六
〇
七
-
六
四
頁
｡
ま
た
､
同

『デ
イ
ヴ
ィ
ツ
ド
･
ヒ

ユ
ー

ム
の
政
治
学
』
東
京
大
学
出
版
会

､二
〇
〇
四
年
､
第
六
章
も
参
照
｡

122121120

B
u
rk
eVF
irst
L
etter
o
n
a
R
eg
icid
e
P
eace,
p
.
24
2
(九
〇
八
貢
)0

Zbid
.,p
p.
24
7･9
(九
二
ニ
ー
四
頁
)
｡

Z

b
i
d.,
p
.2
42
(九
〇
八
頁
).
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126125 124123

Zbid
..
p
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2
4
9
,
2
5

3
(九

一
五
､
九
二
〇
頁
)0

C
f
.
B

t

ack
,B

n'tish
D
Zi,Io
m
a
ts
a
n

d
D
隻
om
a
cy
,
p
.
)7
.

高
坂

『古
典
外
交の
成
熟
と
崩

壊
』
第

三
章
｡

{J
e
ffe
rson
toW
iltiam

ShortonM
r.
a
n
d
M
rs.
M
err
y,
1804',
T
h
e
A

m
en'can
H
istorical
R
euiew
,v
o1.3
3
,
n
o
I
4
(lu
t
L
928
),
p
p
.

∞3
2
～
5
.

(1-7
)
加

藤
節

｢思
想
と
し
て
の
二
十
世
紀
～

『文
明
』
と

『野
蛮
』
と
の
間
｣､
同

『政
治
と
知
識
人
-

同
時
代
史
的
考
察
』
岩
波
書
店
､

1
九
九
九
年

所
収
､
八

一
-

一
〇
四
頁
｡

(1-8
)

も
ち
ろ
ん
､
日
本
の

｢開
国
経
験
｣
も
ま
た
､
こ
の
よ
う
な

｢文
明
｣
の
価
値
が
問
わ
れ
た

一
つ
の
歴
史
的
事
例
で
あ
ろ
う

(

宮
村
治
雄

『開
国
経

験
の
思
想
史
-
兆
民
と
時
代
精
神
』'
東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
九
六
年
)o
他
方
で
､
同
時
代
に
お
け
る
西
洋
人
の
証
言
と
し

て

､

c
ivility
の
観
点
か

ら
見
た
場
合
､
日
本
は
野
蛮
で
は
な
-
､
む
し
ろ
文
明
社
会
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
た
と
え
ば
'

一

八
六
六
年
に
日
本
を
訪
れ
た
イ
タ
リ
ア
使
節
ア
ル
ミ
ニ
ヨ
ン
は
､
｢礼
儀
作
法
の
定
め
の
な
い
文
明
社
会
は
あ
り
え
な
い
｣
と
の
立
場
か
ら
逆
に

｢西
洋

流
の
無
頓
着
｣
を
批
判
し
'
礼
儀
に
関
す
る

｢自
己
の
流
儀
を
ま
ず
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
さ
え
述
べ
て
い
る
｡

｢西
洋
人
が
東
洋
人
に
最
初
に
接
す
る
時
に
ま
ず
気
づ
い
て
驚
-
の
は
､
そ
の
相
手
が
ど
ん
な
階
級
に
属
す
る
人
で
あ
れ
､
そ
の
礼
儀
作
法
が
西
洋

人
の
そ
れ
と
は
全
-
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
-
-
日

本
人
に
出
会
い
､
相
手
が
頭
を
上
げ
る
の
を
待
っ
て
帽
子
を
と
り
､
答
礼
す
る
時
､
西
洋

人
は
笑
い
出
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
れ
は

一
見
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に
見
え
て
'
実
は
は
な
は
だ
重
要
な
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
な

ら
､
こ
う
い
う
挨
拶
に
よ
っ
て
､
目
上
と
目
下
の
区
別
が
な
さ
れ
､
同
輩
間
の
敬
意
と
友
情
が
保
た
れ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
礼
儀
作
法
の
定
め
の
な

い
文
明
社
会
は
あ
り
え
な
い
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
､
西
洋
流
の
無
頓
着
が
そ
の
土
地
の
人
に
侮
辱
と
受
け
取
ら
れ
､
復
讐
を
招
-
こ
と
さ
え
あ
る
と
し
て

も
驚
-
に
は
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
敬
意
の
表
明
や
礼
儀
に
関
し
て
自
己
の
流
儀
を
ま
ず
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
わ
れ
わ
れ
の
ほ
う
で

あ
っ
た
こ
と
を
､
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
こ
う
｣
(ア
ル
ミ
ニ
ヨ
ン

『イ
タ
リ
ア
使
節
の
幕
末
見
聞
記
』
大
久
保
昭
男
訳
'
講
談
社
学
術
文
庫
､
二
〇
〇

〇
年
､
六
六
頁
)
0

な
お
､
｢開
国
｣
期
に
お
け
る

｢文
明
｣
理
解
を
含
め
た
西
洋
人
と
日
本
人
双
方
の

｢道
理
｣
を
め
ぐ
る
思
想
的
な
模
索
を
活
写
し
た
論
稿
と
し
て
'

渡
辺
浩

｢思
想
問
題
と
し
て
の

『開
国
』
-
日
本
の
場
合
｣
(朴
忠
錫
､
渡
辺
浩
編

『国
家
理
念
と
対
外
認
識

一
七
二

九
世
紀

(日
韓
共
同
研
究
叢
書

3
)』
'
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
､
二
〇
〇
l
年
)､
二
八

一
-
三
二
九
頁
｡
ま
た
､
c
ivitity
の
観
点
か
ら
徳
川
期
の
文
化
を
分
析
し
た
作
品
と
し
て
､
池

上
英
子

『美
と
礼
節
の
起
源
1
日
本
に
お
け
る
交
際
文
化
の
政
治
的
起
源
』､
N
T
T
出
版
､
二
〇
〇
五
年
｡
英
語
版
は
､
B
on
d
s
of

Cim
f!ity
J

A

es･
(72-3-248)706
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th
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N
etw
o
7Tk
s
a
n
d
t
h
e

P

opliiical
o
u
.g
in
s
of

JaPanese
C
u
ltu
yle
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