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桶
章
　
毛
沢
東
共
産
主
義
の
形
成

m
　
中
国
の
伝
統
と
精
神
性

中
国
は
徹
頭
徹
尾
、
肉
体
と
現
実
の
国
で
あ
る
。
魯
迅
が
、
道
士
が
憎
ま
れ
な
い
理
由
が
わ
か
れ
ば
、
中
国

の
大
半
が
わ
か
っ
た
こ
と
に
な
る
、
と
い
っ
た
の
も
そ
の
こ
と
と
関
係
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
中
国
的
世
界
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
の
滞
神
性
を
挙
げ
ね
は
な
る
ま

い
。
た
だ
し
、
滞
神
性
を
狭
義
に
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
、
多
義
的
に
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。
精

神
と
は
即
ち
精
神
の
変
容
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
字
義
通
り
の
精
神
性
の
他
、
①
自
然
性
②
総
合
性
③
政
治
性

を
も
包
括
す
る
の
で
あ
る
。

③
自
然
性
と
は
放
任
怪
で
も
あ
る
。
ア
ナ
キ
ス
ト
劉
光
漠
は
　
「
中
国
数
千
年
来
の
政
治
は
儒
家
道
家
の
学
説

か
ら
出
発
し
て
お
り
、
儒
・
道
二
家
の
学
説
は
放
任
を
重
ん
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
の
政
治
は
放
任
を

重
ん
じ
て
干
渉
を
重
ん
じ
な
い
」
（
「
社
会
主
義
講
習
会
第
一
次
開
会
記
事
」
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
づ
け
て
劉
は

「
上
は
下
に
対
し
て
、
あ
た
か
も
草
木
鳥
獣
の
ご
と
く
に
見
傲
し
て
そ
の
日
生
自
滅
に
ま
か
せ
、
下
は
上
に
対

し
て
、
あ
た
か
も
悪
鬼
邪
神
の
ご
と
く
に
見
傲
し
て
、
近
づ
く
こ
と
は
し
て
も
親
し
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
思

っ
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
普
通
に
は
孔
若
は
対
立
せ
し
め
ら
れ
、
一
方
は
〝
人
為
〟
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
他
方
は
〝
無
為
〟
と
さ
れ
て
い
る
が
、
根
源
的
に
は
両
者
と
も
〝
精
神
性
〟
を
尊
ぶ
こ
と
で
、
さ
ほ
ど
差

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
中
国
二
千
年
の
歴
史
を
覆
っ
て
い
る
も
の
は
、
自
然
性
、
放
任
性
な
の

で
あ
る
。

②
精
神
性
は
総
合
性
で
も
あ
る
。
毛
は
文
革
の
際
楊
献
珍
の
「
合
二
両
一
」
　
（
二
つ
を
一
つ
に
す
る
）
に
反

対
し
て
「
一
分
為
二
」
　
（
一
つ
を
二
つ
に
す
る
）
を
主
張
し
た
が
、
こ
れ
は
如
何
に
も
毛
ら
し
い
分
析
と
闘
争

の
強
調
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
毛
自
身
の
総
合
的
性
格
は
否
む
ペ
く
も
な
く
、
「
合
二
面
一
」
の
思
想
は
英

に
中
国
民
族
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
古
く
は
諸
子
百
家
の
百
科
全
書
的
ト
ー
タ
リ
ズ
ム
も
、

単
に
学
問
の
未
発
達
、
未
分
化
状
態
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
『
毛
沢
東
語
録
』
の
総
合
性
の
源
は

『
論
語
』
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
欧
人
が
個
人
中
心
の
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
発
想
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
全

体
的
な
「
ト
ー
タ
ル
な
発
想
」
が
中
国
人
の
も
の
と
い
え
る
。
中
国
人
の
家
族
と
子
孫
の
繁
栄
を
願
う
気
特
の
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強
さ
は
、
他
と
比
較
に
な
ら
な
い
が
、
こ
の
共
同
体
膨
殻
の
観
念
の
源
も
、
こ
の
総
合
性
と
関
係
が
あ
る
。

⑧
精
神
性
の
延
長
す
る
と
こ
ろ
で
、
政
治
性
と
な
る
。
政
治
性
と
い
う
と
、
日
本
で
は
す
ぐ
に
具
体
的
現
実

と
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
が
、
中
国
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
西
欧
が
客
観
政
治
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
中
国
政

治
に
お
い
て
は
主
観
政
治
的
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
徳
治
主
義
と
も
い
わ
れ
る
の
が
そ
れ
で
、
中
国
で
は
客
観
的

現
実
の
処
理
の
た
め
の
具
体
的
提
案
で
あ
る
代
り
に
、
絶
え
ず
君
主
の
具
体
的
現
実
へ
の
処
し
方
と
し
て
現
わ

れ
る
。
中
国
政
治
の
意
識
は
、
政
治
に
対
す
る
階
級
自
体
の
法
的
及
び
道
徳
的
規
定
の
形
を
と
る
。
政
治
さ
れ

る
階
級
を
対
象
と
す
る
場
合
に
も
、
政
治
の
主
体
が
政
治
の
客
体
に
向
か
っ
て
い
か
な
る
態
度
・
方
法
を
と
る

べ
き
か
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
孔
子
は
（
徳
を
も
っ
て
治
め
る
）
と
い
い
、
老
子
は
（
裳
に
報
い
る
に
徳
を

も
っ
て
す
る
）
を
す
す
め
た
の
で
あ
る
。
現
今
の
「
政
治
優
先
」
も
こ
こ
に
端
を
発
す
る
。
こ
の
場
合
の
政
治

と
は
、
具
体
的
有
効
性
で
あ
る
と
同
時
に
思
想
性
↓
主
観
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
直
ち
に
中
国

古
来
の
政
治
的
意
味
あ
い
に
つ
な
が
る
。

中
国
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
構
神
的
地
盤
は
こ
こ
に
あ
る
。
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
概
括
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
西
洋
的
で

あ
る
よ
り
は
東
洋
的
で
あ
る
。
東
洋
的
世
界
に
お
い
て
ア
ナ
キ
ズ
ム
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
に
中
国
に
お
け
る

ア
ナ
キ
ズ
ム
の
根
は
深
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
中
国
の
伝
統
牲

か
ら
し
て
、
李
犬
釘
－
彰
済
－
毛
沢
東
の
主
観
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
流
れ
こ
そ
、
本
道
で
あ
る
と
い
え
る
の
で

あ
る
。
中
国
人
の
一
番
納
得
し
や
す
い
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
。
し
か
も
劉
少
奇
そ
の
他
の
対
立
者
と
い
え
ど

も
そ
れ
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
劉
少
奇
「
共
産
党
貝
の
修
養
」
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
よ
り
濃
厚
に
伝
統
的
政
治
世
界
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
国
全
土
を
覆
う
こ
の
滞
神
性
に
お
い
て
、
現
代
中
国
も
ま
た
そ
の
対
応
策
を
編
み
だ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

中
国
歴
代
の
官
の
思
想
と
し
て
儒
教
が
と
ら
れ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
ろ
う
。
中
国
に
お
い
で
は
真
の
思
想
が
道

家
で
表
の
思
想
が
儒
家
で
あ
り
、
両
家
で
成
り
た
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
両
家
は
対
立
し
て
い
る
よ
う
で
、

互
い
に
補
完
的
な
関
係
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
大
同
理
想
と
い
う
点
で
は
互
い
の
共
通
項
を
持
っ
て

いる。こ
の
よ
う
な
二
つ
の
互
い
に
併
存
的
な
関
係
は
、
社
会
機
構
に
も
現
わ
れ
る
。
君
主
と
民
衆
、
強
権
と
放
任

と
い
う
関
係
で
あ
る
。
下
が
自
由
放
任
だ
か
ら
、
自
然
上
は
絶
対
強
権
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
逆
に
絶
対
強

権
は
、
自
由
放
任
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
。
民
衆
が
太
古
自
然
の
如
く
お
だ
や
か
に
暮
し
て
い
れ
ば
、
君
主

は
そ
れ
に
干
渉
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
憲
味
で
は
ア
ジ
ア
的
専
制
主
義
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
半
面
に
お
い

て
甚
だ
平
和
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
徳
治
主
義
が
生
れ
る
。
具
体
政
治
の
必
要
が
な
い
か
ら
、

君
主
は
身
を
修
め
て
い
さ
え
ず
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
か
っ
だ
の
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
絶
対
権
と
い
あ
れ
る
も

の
は
、
む
し
ろ
下
部
に
あ
り
、
そ
れ
は
宗
族
長
（
家
父
長
）
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
宗
族
長
に
お
い
で
も
、
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宗
族
長
で
あ
る
が
故
に
絶
対
権
と
同
時
に
、
宗
族
の
保
護
者
と
し
て
の
役
割
が
非
常
に
濃
い
の
で
あ
る
。

こ
の
目
由
放
任
と
絶
対
強
権
の
関
係
は
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
に
お
い
で

は
自
由
と
い
え
ば
常
に
無
政
府
、
放
縦
を
意
味
す
る
こ
と
か
多
く
、
他
方
権
威
は
常
に
専
制
主
義
た
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
ロ
シ
ア
語
で
自
由
を
意
味
す
る
語
「
ウ
オ
ー
リ
ヤ
」
は
単
に
鉄
鎖
の
み
な
ら
ず
い
か
な
る
社
会

的
束
縛
に
も
拘
束
さ
れ
ず
に
、
自
己
の
思
い
通
り
に
生
き
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
（
勝

田
喜
太
郎
）
。
そ
れ
故
に
十
八
世
紀
に
至
る
ま
で
ロ
シ
ア
で
は
終
始
ツ
ァ
ー
リ
ズ
ム
の
む
き
出
し
の
強
権
と
、
他

方
で
は
強
圧
に
対
す
る
無
秩
序
な
叛
逆
（
ス
テ
ン
カ
・
ラ
ー
ジ
ン
や
プ
ガ
チ
ョ
フ
の
叛
乱
）
や
逃
走
（
コ
サ
ッ

ク
）
に
終
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
広
大
地
域
を
支
配
す
る
も
の
の
共
通
性
と
い
え
よ
う
か
。
（
た
だ

し
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
い
え
は
ラ
テ
ン
民
族
に
代
表
さ
れ
る
が
、
小
国
と
い
え
ど
も
民
族
性
に
よ
っ
て
放
縦
と
強
権

軍
事
政
権
の
関
係
が
生
れ
る
。
中
国
民
族
自
体
の
ラ
テ
ン
的
共
通
性
も
あ
る
。
）

実
際
中
国
に
お
け
る
こ
う
し
た
自
由
放
任
と
絶
対
強
権
の
相
矛
盾
す
る
も
の
の
両
立
は
、
中
国
を
訪
れ
た
も

の
の
誰
し
も
が
感
じ
る
箸
で
あ
る
。
そ
の
あ
ま
り
の
特
異
さ
、
奇
妙
さ
に
、
説
明
の
こ
と
ば
に
窮
し
て
多
く
の

人
が
、
そ
の
一
面
だ
け
を
強
調
す
る
か
、
さ
も
な
く
ば
こ
と
ば
を
失
っ
て
何
も
語
ら
な
い
。
私
自
身
も
そ
の
こ

と
を
捕
切
に
感
じ
た
。
香
港
か
ら
広
東
へ
入
っ
て
、
最
初
の
印
象
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
初

め
て
中
国
を
み
た
思
い
が
し
た
こ
と
で
あ
る
。
中
国
で
は
引
潮
の
よ
う
な
、
巨
大
な
遠
心
力
が
働
い
て
い
る
。

そ
れ
を
広
東
の
、
ど
こ
へ
行
く
と
も
な
く
互
い
に
無
関
係
に
、
し
か
も
黙
々
と
し
て
歩
い
て
い
く
民
衆
の
中
に

み
る
こ
と
が
で
き
た
。
日
本
の
街
頭
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
に
不
思
議
と
も
奇
妙
と
も
思
え
る
雰
囲
気
で
、

通
行
人
の
流
れ
の
一
定
し
た
方
向
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
駅
の
す
ぐ
近
く
に
ス
ラ
ム
街
の
通
り
も
あ

っ
た
り
し
て
、
あ
れ
わ
れ
訪
中
団
は
息
を
の
む
思
い
で
、
バ
ス
の
中
か
ら
中
国
の
顔
を
ま
じ
ま
じ
と
眺
め
て
い

た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ホ
テ
ル
の
室
へ
着
く
と
、
十
数
分
間
の
甚
だ
し
い
緊
張
の
反
射
と
し
て
か
、
中
国
現
措
導
部
が
躍
起

に
な
っ
て
努
め
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
や
っ
と
読
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
通
行
途
中
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
は
「
団

結
緊
張
　
厳
粛
活
発
」
　
「
勤
倹
節
約
」
等
が
あ
る
が
、
こ
の
国
で
は
、
な
か
ん
ず
く
こ
の
酷
熱
の
広
東
で
は
、

そ
う
し
た
人
間
の
緊
殻
を
促
す
呼
び
か
け
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
「
団
結
」
な
ど
と
い
う
と
、
マ
ル

ク
ス
主
義
に
お
け
る
常
套
語
の
よ
う
に
え
え
て
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
新
生
中
国
と
し
て
は
切
実
な

ス
ロ
ー
ガ
ン
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
再
び
中
国
は
元
へ
戻
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
態
の
深
刻
な
テ
ー

マ
で
あ
る
。
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
一
つ
一
つ
が
、
動
か
し
よ
う
の
な
い
現
実
的
な
も
の
と
し
て
実
感
さ
せ
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
、
再
び
満
ち
潮
の
よ
う
な
求
心
力
を
も
ま
た
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
引
潮
が
巨
大
な
だ
け
に
、
満
ち
潮
も
ま
た
巨
大
な
力
を
持
っ
て
い
る
。
中
国
の
幹
部
が
時
々
、
外
人
の
耳

に
は
必
要
以
上
に
聞
え
る
ほ
ど
の
大
声
を
は
り
あ
げ
る
理
由
も
得
心
さ
せ
ら
れ
た
。
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中
国
に
は
「
一
盤
散
砂
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
：
」
九
は
中
国
人
が
皿
の
上
の
砂
み
た
い
な
存
在
で
あ

る
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
：
」
の
砂
の
よ
う
な
中
国
民
衆
を
粘
土
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
、
そ
れ
が
中

国
歴
代
の
王
朝
の
願
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
王
は
巨
大
な
権
力
機
構
↓
官
僚
制
を
必
要
と

し
た
の
で
あ
る
。

中
国
近
代
化
の
父
、
孫
文
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
o
孫
文
は
そ
の
苦
言
民
主
義
』
に
い
う
。

「
中
国
に
は
自
由
が
多
す
ぎ
る
か
ら
、
中
国
に
は
革
命
が
必
要
な
の
だ
。
…
直
接
明
快
に
割
り
切
っ
て
い
え

ば
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
革
命
の
目
的
と
正
反
対
な
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
以
前
あ
ま
り
に
自
由
が
な
さ
す
ぎ
た

た
め
に
、
革
命
に
よ
っ
て
自
由
を
争
う
必
要
が
あ
っ
た
。
…
…
中
国
人
は
今
自
由
が
多
す
ぎ
る
か
ら
、
自
由
の

欠
点
が
で
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
「
将
来
外
国
の
列
強
の
圧
迫
に
抵
抗
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
各
人
の

自
由
を
打
ち
破
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
セ
メ
ン
ト
を
パ
ラ
パ
ラ
の
砂
の
中
に
加
え
て
、
強
固
な
石
を
つ
く
り
あ
げ
る

よ
う
に
、
強
固
な
団
体
を
結
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

そ
の
後
で
は
「
こ
の
自
由
と
い
う
言
葉
は
結
局
ど
う
い
う
ふ
う
に
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
。
も
し
個
人
に
便

ぅ
な
ら
は
、
一
遍
り
の
パ
ラ
．
ハ
ラ
な
砂
と
な
っ
て
し
ま
う
。
い
か
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
も
は
や
個
人
の
上

に
使
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
国
家
の
上
に
使
う
べ
き
も
の
で
あ
る
o
…
国
家
が
自
由
に
行
動
で
き
る
よ
う
に
な
れ

は
、
中
国
は
強
大
な
国
家
と
な
れ
る
の
た
。
そ
し
て
：
」
の
よ
う
に
す
る
ほ
は
、
み
ん
な
が
自
由
を
犠
牲
に
す

る
心
要
が
あ
る
」
と
も
い
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
さ
す
が
に
中
国
を
描
い
て
、
的
を
射
て
い
る
と
思
あ
れ
る
。
そ
し
て
毛
は
こ
の
孫
文
の
土
法
的
思
考

を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
毛
は
「
自
由
主
義
に
反
対
す
」
と
い
う
が
、
こ
れ
ま
た
中
国
以
外
の

共
産
主
義
者
が
い
う
色
あ
い
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
中
国
独
自
の
ー
ニ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
同

じ
こ
と
を
『
人
民
内
部
の
矛
盾
を
正
し
く
処
理
す
る
問
題
に
つ
い
て
』
（
一
九
五
七
・
二
）
　
で
も
い
っ
て
い
る
。

「
人
民
の
内
部
に
は
、
自
由
が
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
し
、
規
律
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
民
主
が
な
く
で

は
な
ら
な
い
し
、
集
中
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
民
主
と
集
中
の
統
一
、
自
由
と
規
律
の
統
一
こ

そ
、
わ
れ
わ
れ
の
民
主
集
中
性
な
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
は
一
見
自
由
と
規
律
が
同
一
平
面
上
に
置
か
れ
て
い

る
よ
う
で
い
て
、
実
際
は
親
律
と
統
一
と
集
中
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
「
人
民
は
広

範
な
民
主
と
自
由
を
享
受
す
る
が
、
同
時
に
ま
た
社
会
主
義
の
規
律
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
拘
束
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
毛
沢
東
共
産
主
義
が
こ
と
さ
ら
に
権
力
主
義
を
標
横
す
る
原
因
は
、
こ
こ
に
あ

る
の
で
あ
る
。

毛
共
産
主
義
が
世
界
の
共
産
主
義
に
此
し
て
、
著
し
く
倫
理
的
で
あ
る
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
。
中
共
の
モ
ラ

リ
ズ
ム
は
先
に
ア
ナ
キ
ス
ト
に
お
い
て
先
例
を
み
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
じ
モ
ラ
リ
ズ
ム
で
も
そ
の
方
向
に
お

い
て
決
定
的
に
異
な
る
。
ア
ナ
キ
ス
ト
に
お
い
で
は
、
あ
く
ま
で
自
己
自
身
の
個
人
性
を
強
め
る
た
め
の
外
延
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性
と
し
て
働
い
て
い
る
が
、
中
共
に
お
い
て
は
反
対
に
自
己
自
身
の
個
人
性
を
抹
殺
す
る
た
め
の
内
延
性
と
し

て
働
い
て
い
る
。
孫
文
の
い
う
セ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
中
共
の
モ
ラ
リ
ズ
ム
は
日
本
人
が
考
え
る
よ
う
に
必
ず
し

も
高
遠
な
も
の
で
は
な
く
て
、
極
め
て
現
実
的
な
有
効
性
を
発
揮
す
る
道
具
と
し
て
の
モ
ラ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ

る
。
（
例
え
ば
兵
士
を
な
ぐ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
い
ち
ゆ
る
モ
ラ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
、

内
部
を
固
め
る
た
め
の
、
極
め
て
効
果
的
な
方
法
論
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
）

中
国
歴
代
王
朝
が
し
ば
し
は
治
山
治
水
の
大
工
事
を
行
な
う
の
も
同
じ
趣
旨
に
よ
る
。
治
山
治
水
は
中
国
土

壌
の
特
質
性
か
ら
如
何
に
し
て
も
避
け
得
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
王
の
権
威
と
治
政
の
要
諦
を

現
お
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
漢
文
化
は
大
賞
河
水
系
に
発
達
し
た
が
、
工
事
は
中
央
の
統
一
的
計
画
の
下
に
、

集
権
的
な
力
を
も
っ
て
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
人
員
の
大
蔵
模
動
員
に
よ
っ
て
、
事

実
上
共
同
体
秩
序
の
安
定
に
役
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
を
今
日
の
毛
共
産
主
義
は
行
な
っ
て
い

る
。
一
九
五
七
年
の
冬
か
ら
五
八
年
の
春
に
か
け
て
、
中
国
が
水
利
事
業
は
技
下
し
た
労
働
力
は
、
人
口
一
億

人
分
以
上
に
達
す
る
と
い
わ
れ
る
。
人
民
公
社
化
に
よ
る
余
剰
労
働
力
は
、
大
半
治
山
治
水
の
土
木
工
尊
に
振

り
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
性
と
共
に
、
中
央
政
府
の
統
一
性
と
共
同

性
が
同
時
に
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈲
　
毛
沢
東
共
産
主
義
の
前
近
代
性

毛
共
産
主
義
の
権
力
的
性
格
を
い
う
場
合
に
は
、
毛
自
身
の
出
身
・
環
境
・
教
養
・
性
格
等
の
個
人
的
特
性

を
も
併
せ
て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
毛
は
少
年
時
代
し
ば
し
は
父
親
と
衝
突
し
て
い
る
が
、
父
親
は
湖
南

の
典
型
的
家
父
長
的
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
息
子
で
あ
る
毛
沢
東
も
ま
た
、
父
親
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
る

に
し
ろ
、
自
身
家
父
長
型
人
物
の
血
筋
を
引
い
て
い
る
。
そ
う
で
な
く
と
も
湖
南
と
い
う
土
地
は
封
鎖
的
で
、

中
国
人
の
間
で
も
頑
固
者
を
多
く
産
み
出
す
の
で
有
名
で
あ
る
。
中
国
人
は
湖
南
人
の
こ
と
を
「
逆
毛
」
　
（
つ

む
じ
曲
り
）
と
い
っ
て
い
る
が
、
毛
は
い
わ
ば
湖
南
の
代
表
的
な
「
逆
毛
」
で
あ
る
。

毛
に
お
い
て
特
に
注
意
せ
ね
は
な
ら
ぬ
の
は
、
そ
の
古
典
的
教
養
で
あ
る
。
毛
の
や
り
方
の
中
に
、
マ
ル
ク

ス
主
義
の
側
か
ら
で
は
ど
う
に
も
判
り
に
く
い
部
分
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
毛
の
接
し
た
古
典
に
照
し
て
み
る
と

理
解
で
き
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
点
で
は
か
え
っ
て
毛
は
先
人
の
祖
述
者
の
模
倣
的
一
面
が
濃
い
人
で
、
調
べ

さ
え
す
れ
ば
判
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
日
本
で
も
、
毛
に
お
け
る
古
典
の
研
究
が
大
い
に
な
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
中
で
も
湖
南
の
学
者
、
王
船
山
（
〓
（
一
九
－
九
二
）
の
学
問
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
毛
は
学
生
時
代
、
長
沙
の
船
山
学
社
の
積
極
的
な
一
員
と
し
て
、
親
し
く
王
の
思
想
に
按
し
て
い
た
。
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こ
の
王
は
普
通
民
族
主
義
の
先
駆
者
と
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
例
え
意
識
的
で
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
新
し
く
生

れ
た
中
産
階
級
の
利
益
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
中
産
階
級
の
利
益
は
儒
教
的
な
文
人
官
僚
に
よ
っ
て
よ

り
も
、
む
し
ろ
絶
対
専
制
主
義
に
よ
っ
て
庇
護
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
本
能
的
に
直
感
し
て
い
た
の
で
あ

る。

大
本
主
義
者
で
あ
る
王
は
人
間
を
蟻
に
例
え
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
蟻
で
さ
え
そ
の
蟻
塚
を
支

配
す
る
指
導
者
を
持
つ
。
…
・
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
国
に
は
君
が
あ
っ
て
将
来
を
憂
え
、
そ
の
国
境
を
保

衛
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
思
わ
な
け
れ
ば
、
天
下
に
尊
ば
れ
、
秩
序
を
守
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
貴

書
）
。
集
団
の
保
衛
者
と
し
て
の
専
制
君
主
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
毛
は
漠
の
武
帝
を
尊
敬
し
て
い
る
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
背
景
に
も
王
が
あ
る
。
武
帝
の
征
戦
は
当
時
に
お
い
て
は
有
害
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
民
族
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
高
度
に
福
祉
的
な
行
動
た
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
王
の

専
制
主
義
的
発
想
を
典
型
的
に
示
す
も
の
が
、
軍
制
の
必
然
的
発
展
の
肯
定
で
、
彼
は
い
わ
ゆ
る
「
兵
を
農
に

寓
す
」
る
の
民
兵
（
農
民
軍
）
の
編
成
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
毛
と
長
征
の
途
上
、
襖
を
分
か
っ
た
設
国
憲
は
、
毛
の
こ
と
を
あ
っ
さ
り
皇
帝
思
想
だ
と
い
っ
て
い

た
そ
う
で
あ
る
。
毛
の
皇
帝
思
想
を
表
お
す
例
証
と
し
て
よ
く
引
か
れ
る
詩
に
、
「
雪
」
（
一
九
三
六
二
二
）
が
あ

る
。
彼
は
こ
の
中
で
秦
の
始
皇
帝
、
漠
の
武
帝
、
唐
の
太
宗
、
宗
の
太
祖
、
ジ
ン
ギ
ス
汗
を
詠
み
込
ん
で
、
今

朝
と
比
較
し
て
い
る
o
こ
れ
を
弦
大
解
釈
し
て
、
自
己
自
身
を
皇
帝
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
と
す
る
者
が
あ
る
。

確
か
に
毛
の
中
枢
部
に
は
そ
の
よ
う
な
皇
帝
思
想
が
潜
ん
で
い
る
と
思
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
極
め
て
土
法
的
な

思
索
か
ら
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
政
治
方
法
論
と
し
て
の
皇
帝
思
想
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
毛
自
身
は
ス
ノ

ー
に
、
中
国
に
お
け
る
個
人
崇
拝
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
際
の
毛
の
こ
と
ば
に
は
多
分
に
必

要
悪
的
な
、
自
己
的
で
あ
る
よ
り
は
他
者
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
濃
い
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
そ
れ
は
毛
自
身
の
性
格
と
も
関
係
す
る
o
毛
の
帝
王
学
の
土
台
は
彼
自
身
の
禁
欲
主
義
的
、
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
的
性
格
か
ら
発
す
る
も
の
で
、
そ
の
限
り
で
は
毛
は
道
家
と
い
う
よ
り
多
分
に
儒
家
の
徒
で
あ
る
と
い

え
る
o
孔
子
は
い
う
。
「
士
道
に
志
し
て
悪
衣
悪
食
を
恥
ず
る
も
の
は
未
だ
と
も
に
譲
る
に
足
ち
ぎ
る
な
り
」

と
。
毛
の
青
年
時
代
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
そ
の
苦
行
僧
的
生
活
態
度
に
誰
し
も
感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
毛
は
最
初
第
四
師
範
に
入
学
し
た
時
学
校
か
ら
ラ
シ
ャ
の
制
服
を
支
給
さ
れ
だ
が
、
彼
は
そ
れ
を
卒
業
ま

で
着
つ
づ
げ
で
い
る
o
白
い
安
木
綿
の
ズ
ボ
ン
は
、
ほ
と
ん
ど
四
季
を
通
じ
て
は
い
て
い
た
。
「
一
文
な
し
で

天
下
を
憂
え
る
」
の
士
太
夫
憲
誠
が
生
活
態
度
の
基
を
な
し
て
い
る
。
士
太
夫
意
識
か
ら
皇
帝
思
想
ま
で
は
さ

ほ
ど
遠
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

毛
共
産
主
義
に
お
け
る
前
近
代
的
性
格
を
語
る
に
際
し
、
現
代
中
国
の
基
底
を
な
す
人
民
公
社
の
前
近
代
性

に
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
o
人
民
公
社
は
一
見
世
界
の
最
も
尖
端
的
集
団
の
よ
う
に
み
え
で
、
そ
の
反
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面
、
前
近
代
的
な
性
格
が
如
実
に
窺
え
る
。
林
道
義
は
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
的
根
源
を
求
め
、
社
会
主
義

集
団
と
し
て
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
を
問
題
と
し
て
い
る
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
、
ツ
ア
ー
時
代
の
、
、
、
抑

－
ル
共
同
体
を
引
継
い
で
い
る
も
の
で
、
ス
タ
ー
リ
ー
一
ズ
ム
は
そ
う
し
た
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
け
る
前
近
代
的
特

性
に
よ
り
か
か
っ
て
、
計
画
経
済
と
個
人
崇
拝
を
強
行
し
た
と
い
う
。
人
民
公
社
と
コ
ル
ホ
ー
ズ
と
で
は
内
容

が
か
な
り
異
な
る
が
、
前
近
代
的
共
同
体
の
利
用
と
い
う
点
で
は
、
似
て
い
る
。

ま
た
、
中
国
は
、
村
落
を
基
礎
と
す
る
家
と
家
父
長
の
破
壊
に
は
力
を
つ
く
し
た
。
革
命
後
間
も
な
く
、
一

九
五
〇
年
十
二
月
「
郷
人
民
政
府
組
織
通
則
」
に
よ
っ
て
、
行
政
区
分
上
の
村
は
消
滅
し
て
い
る
。
そ
の
代
り

に
局
員
小
組
が
直
接
国
家
の
指
令
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
、
従
来
の
村
は
す
っ
か
り
変
貌
を
遂
げ
て
し
ま
っ

た
。
（
現
在
「
村
」
と
い
う
の
は
単
に
慣
習
上
の
呼
び
方
に
す
ぎ
な
い
。
）
そ
の
中
で
、
家
と
家
父
長
の
存
在
意

義
も
大
き
く
失
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
現
代
中
国
で
は
例
え
親
で
も
、
反
革
命
分
子
な
ら

ば
告
発
す
る
こ
と
が
大
き
な
名
誉
と
さ
れ
て
い
る
が
、
伝
統
中
国
の
中
で
の
親
の
地
位
を
考
え
れ
ば
、
ま
さ
に

革
命
的
な
モ
ラ
ル
の
推
奨
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
中
国
の
村
落
は
地
域
村
落
で
は
な
く
、
同
族
の
血
縁
村
落
で
あ
る
。
こ
れ
は
訪
中
の
際
聞
い
た
話
で

あ
る
が
、
今
で
も
新
村
を
つ
く
る
時
に
は
ほ
と
ん
ど
同
族
の
も
の
で
構
成
す
る
と
い
う
。
血
縁
ぬ
き
に
し
て
は

中
国
社
会
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
血
縁
共
同
体
と
し
て
の
前
近
代
的
特
性
を
濃
厚
に
残
存

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
（
文
章
中
、
劉
少
奇
の
よ
う
な
人
で
す
ら
縁
戚
の
も
の
を
か
ば
っ
て
批
判
さ
れ
た
。
）
ま

た
人
民
公
社
と
い
う
組
織
は
権
力
と
生
産
の
上
層
組
織
で
あ
っ
て
、
村
を
単
位
と
す
る
住
居
等
の
下
層
条
件
を

変
え
た
お
け
で
は
な
い
。
人
民
公
社
を
構
成
す
る
公
社
員
は
従
来
通
り
の
生
え
ぬ
き
の
農
民
で
あ
っ
て
、
他
か

ら
移
植
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
む
し
ろ
人
民
公
社
が
存
続
す
る
理
由
が
あ
り
、
ソ
連
側
が
例
証
と
し

て
批
判
す
る
ラ
ン
ム
ー
ナ
と
は
決
定
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

家
に
お
い
て
も
新
婚
姻
法
の
下
に
婦
人
の
地
位
が
男
子
と
平
等
と
な
り
、
家
の
内
容
は
決
定
的
に
変
っ
た
。

し
か
し
従
来
の
家
の
構
成
は
変
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

中
国
で
は
依
然
と
し
て
同
堂
（
一
緒
に
住
む
）
が
奨
め
ら
れ
て
お
り
、
核
家
族
化
が
許
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

れ
を
彼
ら
は
「
親
が
子
に
学
び
、
子
は
親
に
学
ぶ
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
か
ら
…
‥
」
と
説
明
す
る
が
、
実
際
は

政
府
が
、
核
家
族
化
に
よ
る
農
村
の
共
同
体
制
の
失
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
も
の
と
推
さ
れ
る
。
農
村
の

核
家
族
化
は
分
業
の
発
達
と
共
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
が
、
農
村
の
い
っ
そ
う
の
総
合
化
を
目
指
す
中
国
と
し

て
は
、
核
家
族
化
を
押
し
進
め
る
こ
と
は
禁
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
断
じ
て
個
人
主
義
化
－
自
由
化
は
許
さ

れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
核
家
族
化
は
個
人
主
義
を
促
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
前
近
代
的
家
族
制
度
に
あ
っ
て

は
、
そ
こ
に
お
け
る
モ
ラ
ル
も
前
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
。
性
の
自
由
化
も
き
つ
い
御
法
度
と
な
っ
て
い
る
。

尾
崎
秀
瀞
に
よ
る
と
、
現
中
国
に
は
姦
通
罪
に
匹
敵
す
る
も
の
が
あ
り
、
罪
刑
は
十
年
位
と
い
う
。
W
・
ラ
イ
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ヒ
は
性
の
自
由
化
と
中
央
集
権
体
制
を
併
立
し
て
論
じ
だ
が
、
中
国
で
は
ラ
イ
ヒ
の
理
論
が
そ
っ
く
り
当
て
は
　
2

ま
る
こ
と
に
な
る
。
（
中
ソ
論
争
で
も
、
中
国
側
の
批
判
と
し
て
、
蛙
の
問
題
が
か
ら
ん
で
い
る
。
そ
の
ソ
連
　
幻

を
ラ
イ
ヒ
は
統
制
的
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
－
）

こ
の
よ
う
に
中
国
の
人
民
公
社
は
、
史
上
は
じ
め
て
の
地
縁
共
同
体
と
し
て
、
伝
統
的
血
縁
共
同
体
と
は
全

く
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
（
そ
の
意
味
で
コ
ン
ム
ー
ナ
的
で
あ
る
）
、
非
常
に
前
近
代
的
共
同
体
制
を

内
包
し
て
い
る
。
そ
れ
は
容
易
に
消
滅
で
き
ぬ
現
実
と
し
て
あ
り
、
同
時
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
体
制
が
保
た

れ
て
い
る
。
あ
る
五
世
同
堂
（
五
世
代
同
居
）
の
長
に
そ
の
秘
訣
を
問
う
だ
と
こ
ろ
、
忍
の
字
を
百
書
い
て
み

せ
た
と
い
う
が
、
現
代
中
国
も
ま
た
新
し
い
忍
の
字
を
百
要
求
し
て
い
る
。
共
同
体
を
維
持
す
る
た
め
に
は
仕

方
が
な
い
の
で
あ
る
。
人
民
公
社
か
ら
は
、
近
代
的
な
個
我
が
生
れ
る
余
地
は
ま
ず
な
い
。
劉
少
奇
の
「
三
自

一
包
」
　
（
三
つ
の
自
由
、
一
つ
の
受
け
お
い
）
政
策
が
否
定
さ
れ
た
理
由
の
根
は
深
い
の
で
あ
る
。
農
村
の

単
封
建
体
制
の
地
盤
が
、
一
方
で
は
社
会
主
義
化
を
防
げ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
社
会
主
義
計
画
経
済
を
支

え
、
個
人
崇
拝
を
産
ん
で
い
る
点
で
、
ソ
連
と
中
国
は
似
か
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
中
国
が
ス
タ
ー

リ
ン
を
擁
護
す
る
理
由
が
あ
る
。

㈲
　
半
封
建
制
と
共
産
主
義
の
中
の
民
衆

で
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
の
爛
熟
の
結
果
、
必
然
的
結
果
と
し
て
の
社
会
主
義
を
予
測
し
た
。
し
か
し
今
の
と

こ
ろ
社
会
主
義
は
後
進
国
革
命
と
し
て
し
か
実
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
い
ず
こ
も
似
た
よ
う
な
共
通
の
現
象

を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
よ
っ
て
社
会
主
義
は
異
な
り
、
こ
と
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
と
中
国
の
在
り

方
は
特
殊
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
似
か
ま
っ
て
い
る
。
共
産
主
義
批
判
と
し

て
は
、
自
由
が
な
い
、
官
僚
的
で
あ
る
、
何
も
か
も
画
一
で
あ
る
等
々
が
拾
摘
さ
れ
る
が
、
中
国
に
お
い
て
も

同
じ
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
ほ
、
伝
統
的
に
ア
ナ
キ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
を
内
包
し
て
い
る
た
め
に
、
共
産

主
義
の
欠
陥
と
さ
れ
る
特
徴
が
い
っ
そ
う
露
わ
に
な
る
面
す
ら
あ
る
。

い
わ
ば
共
産
主
義
は
現
代
の
儒
教
で
あ
る
。
歴
代
皇
帝
が
国
教
と
し
て
必
要
と
し
た
も
の
は
、
道
教
で
は
な

く
て
儒
教
で
あ
る
。
中
国
民
衆
支
配
の
た
め
に
と
る
べ
き
は
中
核
・
固
定
・
原
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
反
対
の
も

の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
結
果
、
画
一
、
形
式
、
模
倣
の
何
が
し
か
の
副
次
的
欠
陥
が
現
わ
れ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
を
と
ら
な
い
よ
り
は
い
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
は
い
い
つ
つ
も
欠
陥
は
日
増
し
に
増
殖
し
、
や

が
て
体
制
そ
の
も
の
の
命
取
り
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
再
び
革
命
が
起
き
る
。
し
か
し
あ
れ
わ
れ
が
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訪
中
し
た
文
革
後
の
時
点
に
お
い
て
も
、
革
命
の
行
な
わ
れ
方
そ
の
こ
と
に
お
い
て
や
は
り
画
一
・
形
式
・
模

倣
の
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

青
年
に
い
つ
繕
婚
す
る
か
と
聞
く
と
、
南
か
ら
北
ま
で
み
な
女
は
二
十
五
、
男
は
三
十
と
答
え
る
。
（
実
際

は
二
十
五
歳
以
上
、
三
十
歳
以
上
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
下
部
へ
来
る
と
そ
の
よ
う
に
固
定
化
さ
れ
て
表
現

さ
れ
る
。
）
し
か
し
現
実
に
は
全
部
が
全
部
五
歳
差
で
結
婚
で
き
る
筈
も
な
く
、
上
海
の
江
湾
人
民
公
社
の
一

新
婚
家
庭
で
は
、
婿
殿
が
「
私
た
ち
は
政
府
の
晩
婚
奨
励
に
基
づ
き
妻
は
二
十
六
歳
、
私
は
二
十
八
歳
で
結
婚

し
ま
し
た
。
」
と
答
え
だ
の
に
は
苦
笑
さ
せ
ら
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
各
界
の
連
合
が
成
功
し
た
時
期
だ
っ
た
の
で
、

い
か
に
成
功
し
た
か
を
聞
く
と
、
い
ず
こ
に
お
い
て
も
「
己
れ
一
人
が
革
命
家
だ
と
思
っ
て
い
た
」
と
い
う
反

省
を
聞
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
己
れ
一
人
が
革
命
家
で
、
他
は
反
革
命
家
だ
と
思
う
か
ら
、
な
か
な
か
連
合

が
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
と
は
は
か
り
で
な
く
、
質
問
に
答
え
る
際
の
方
法
や
顔
の
衷

情
、
仕
草
ま
で
似
て
い
る
。
こ
と
に
そ
う
し
た
社
会
主
義
の
副
次
的
欠
陥
が
現
あ
れ
る
の
は
、
小
学
校
教
育
の

場
に
お
い
て
で
あ
る
。

も
と
も
と
学
校
と
い
う
も
の
は
社
会
的
に
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
が
、
手
続
き
と
し
て
ほ
甚
だ
プ
ラ

イ
ウ
ェ
イ
ト
な
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
授
業
参
観
な
ど
と
い
う
と
、
教
室
全
体
が
硬
化
反
応
を
起
し
易

い
。
中
国
の
小
学
校
で
は
こ
と
に
そ
の
感
を
深
く
し
た
こ
と
で
あ
る
。
教
室
へ
入
っ
た
途
端
に
、
ピ
ン
と
張
り

つ
め
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
コ
ツ
コ
ツ
隣
同
志
で
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
よ
う
な
生
徒
は
ま
ず
い
な
い
。
先

生
は
緊
張
し
切
っ
た
顔
で
一
心
に
生
徒
を
教
え
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
教
え
方
は
、
数
学
な
ら
は
地
主
の
利
息

取
立
の
計
算
で
あ
り
、
音
楽
な
ら
は
毛
主
席
礼
賛
歌
で
あ
り
、
体
育
な
ら
ば
手
棺
弾
投
げ
の
訓
練
で
あ
る
。
一

緒
に
い
っ
た
某
氏
は
驚
い
て
：
」
れ
は
小
学
校
と
い
う
よ
り
小
革
命
家
の
誌
成
所
だ
な
、
と
い
っ
て
い
た
。
し

か
し
こ
こ
ま
で
は
ま
だ
い
い
。
と
い
う
の
は
例
え
革
命
家
養
成
で
あ
ろ
う
と
、
本
来
の
教
化
目
的
と
合
致
す
る

の
で
あ
る
か
ら
。
問
題
は
美
術
教
育
で
あ
る
。
絵
の
時
間
に
は
、
生
徒
は
、
先
生
か
里
鼓
に
描
い
た
日
本
人
労

働
者
が
鉢
巻
き
を
し
め
て
こ
ぶ
し
を
撮
り
あ
げ
て
い
る
絵
を
、
そ
の
ま
ま
全
貝
が
同
じ
よ
う
に
写
し
と
っ
て
描

い
て
い
る
。
書
で
は
、
驚
い
た
こ
と
に
、
日
本
に
も
以
前
あ
っ
た
縦
横
斜
め
に
黒
縁
の
入
っ
た
敷
紙
の
上
を
、

な
ぞ
っ
て
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
何
ら
、
教
育
上
の
疑
念
を
抱
い
て
い
る
よ
う
す
が
み
え
な
い
の
に

は
、
が
く
然
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
画
一
性
、
非
創
造
性
、
形
式
性
は
全
中
国
を
覆
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
こ
に
文
革
が
生
れ

る
地
盤
が
あ
る
。
文
革
の
あ
の
毛
す
ら
も
驚
い
た
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
実
は
自
由
へ
の
渇
望
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
で
あ
っ
た
。
民
衆
は
右
左
に
拘
ら
ず
、
抑
圧
社
会
そ
の
も
の
に
対
し
て
反
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

最
も
鋭
敏
に
受
け
と
っ
た
の
か
多
感
な
青
少
年
た
ち
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
毛
は
自
分
自
身
に
も
向

か
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
劉
少
奇
批
判
と
い
う
形
で
す
り
変
え
て
し
ま
っ
た
と
も
い
え
る
。
同
じ
パ
タ
ー
ン
は
、
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「
百
家
争
鳴
」
と
「
反
右
派
闘
争
」
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
一
見
両
者
は
方
向
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
で
い

て
、
期
す
る
と
こ
ろ
は
同
一
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
自
己
の
人
間
的
欲
求
が
満
た
さ
れ
な
い
が
た
め
の
、
破
壊

の
情
熱
と
そ
の
調
整
（
弾
圧
）
で
あ
る
。

半
封
建
色
と
共
産
主
義
と
い
う
名
の
（
忠
誠
）
の
間
で
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
に
な
っ
た
民
衆
は
、
次
第
に
活
力

が
な
え
、
無
気
力
の
海
に
沈
ん
で
ゆ
く
の
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
中
国
民
衆
は
伝
統
的
に
他
人
事
に

対
し
、
無
表
情
、
無
関
心
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
（
そ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
心
情
が
怒
溝
の
よ
う
な
革
命
性

で
あ
る
）
今
日
の
中
国
に
お
い
て
は
そ
れ
が
増
幅
強
化
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
。
中
国
措
導
部
は
確
か
に
民
衆

の
自
発
自
生
を
頼
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
指
導
ぬ
き
に
し
て
は
あ
り
得
な
い
。
自
由
は
必
要
だ
が
、
「
こ

の
自
由
は
指
導
の
あ
る
自
由
」
（
「
人
民
内
部
の
矛
盾
」
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
西
欧
人
な
ら
は
、

指
導
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
す
で
に
自
由
と
は
感
じ
な
い
筈
で
あ
る
。
（
西
欧
人
の
み
な
ら
ず
中
国
人
に
お
い

で
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
ろ
う
。
）

む
ろ
ん
民
衆
の
中
に
は
活
気
に
満
ち
た
面
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
し
ば
し
ば
指
導
さ
れ
た
（
つ
く
ら
れ
た
）

活
気
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
を
、
お
れ
わ
れ
は
車
中
で
畿
度
も
体
験
し
た
。
中
国
の
夜
汽
車
は
い
ず
こ
で

も
満
席
で
あ
る
が
、
そ
の
間
を
わ
れ
わ
れ
は
数
橋
も
ぬ
け
て
食
堂
車
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
彼
ら
の

黙
々
と
し
た
注
視
の
圧
力
は
大
変
な
も
の
で
あ
る
。
私
は
『
阿
Q
正
伝
』
の
中
の
、
処
刑
を
見
物
し
て
い
る
民

衆
の
眼
を
そ
の
時
感
じ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
中
国
伝
統
的
民
衆
の
虚
ろ
に
し
て
、
恐
ろ
し
い
眼
で
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
民
衆
が
、
今
度
は
帰
り
が
け
に
、
一
勢
に
拍
手
を
送
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
の
車
話
で
も
一
人
残

ら
ず
手
を
叩
い
て
い
る
。
気
の
い
い
日
本
人
は
た
ち
ま
ち
顔
の
筋
肉
を
ゆ
る
め
て
、
初
め
の
緊
張
感
を
忘
れ

て
、
途
中
で
乗
客
に
捏
手
を
求
め
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
指
導
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
民
衆
が
あ
る

こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。

た
だ
し
そ
の
こ
と
を
毛
は
知
っ
て
い
て
、
ス
ノ
ー
に
三
種
類
の
民
衆
が
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
「
そ
の

第
一
は
誠
実
な
人
々
、
第
二
は
ご
時
世
に
身
を
任
せ
て
、
他
人
が
（
万
歳
）
を
叫
べ
ば
そ
れ
に
従
う
人
々
、
そ

し
て
第
三
は
偽
善
者
だ
」
と
い
う
。
第
一
、
第
三
は
少
数
で
あ
っ
て
、
大
学
は
第
二
の
人
で
あ
ろ
う
。
一
部
に

熱
狂
的
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
周
辺
は
し
ば
し
は
反
比
例
的
に
無
気
力
・
同
調
化
す
る
こ
と
は
、
人
間
集
団

の
行
動
法
則
で
あ
る
。
学
校
の
ク
ラ
ス
は
全
体
の
一
割
の
生
徒
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
も
い
う
。
要
す
る
に

指
導
者
如
何
に
よ
っ
て
ひ
ど
く
左
右
さ
れ
る
の
が
民
衆
の
半
面
の
真
実
で
あ
る
。
ま
し
て
中
国
の
よ
う
な
歴
史

的
に
新
星
待
望
の
メ
シ
ア
思
想
の
濃
い
土
地
は
、
絶
え
ず
現
朝
の
動
向
に
影
響
さ
れ
る
。
そ
れ
を
知
っ
て
い

て
、
ま
た
毛
は
指
導
性
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
党
は
　
「
専
制
主
義
者
は
人
民
が
愚
か
だ
っ
た
方
が

都
合
い
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
人
民
が
聡
明
だ
っ
た
方
が
都
合
い
い
」
（
「
紅
旗
」
）
と
い
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
毛
共

産
主
義
を
は
ず
れ
て
は
成
り
た
た
な
い
の
で
あ
る
。
中
国
で
は
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
論
文
を
読
む
こ
と
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す
ら
、
政
治
状
勢
に
よ
っ
て
し
か
可
能
で
な
い
。

煎
じ
っ
め
て
い
う
と
、
毛
共
産
主
義
の
や
り
方
は
、
歴
代
王
朝
の
絶
対
権
力
性
と
愚
民
と
い
う
形
を
い
く
ら

も
抜
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
抜
け
て
い
な
い
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
伝
統
的
統
治
技
術
を
利
用
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
許
さ
れ
る
の
は
た
だ
一
点
に
お
い
て
、
つ
ま
り
「
人
民
の
た
め
」
に
他
な

ら
な
い
。
「
人
民
」
は
神
様
的
存
在
で
あ
り
、
神
様
の
た
め
に
は
そ
の
要
求
を
も
退
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

の
が
共
産
主
義
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
奇
妙
な
逆
転
が
生
れ
て
い
る
。
老
子
は
　
「
絶
学
無
憂
」
　
（
学
を
絶
て
ば
憂

な
し
）
と
い
っ
た
が
、
毛
は
「
余
り
本
を
読
む
な
」
と
い
う
。
両
者
と
も
農
村
を
背
景
と
し
て
い
る
た
め
に
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
農
村
で
は
な
く
都
市
を
背
景
に
す
る
と
、
そ
の
よ
う
に
は
い
え
な

い
。
あ
る
い
は
現
在
孔
子
が
極
端
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の
も
、
老
子
が
農
村
的
自
然
を
政
治
の
根
本
と
し
た
の

に
対
し
、
孔
子
は
都
市
的
文
化
を
基
底
と
し
た
こ
と
と
関
連
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
毛
に
と
っ
て
既
存
都
市

は
敵
で
あ
る
。㈲

　
「
政
治
優
先
」
　
の
矛
盾

結
局
の
と
こ
ろ
中
国
は
そ
の
必
然
性
か
ら
す
る
強
権
に
よ
っ
て
、
多
く
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
。
し
か
し
そ

の
強
権
に
よ
っ
て
、
一
方
で
ま
た
、
次
第
に
沈
澱
し
っ
つ
あ
る
多
く
の
矛
盾
も
産
み
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
訪
中
し
た
際
に
は
、
こ
と
ご
と
に
「
政
治
優
先
」
が
叫
ば
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
大
い
に

意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
中
国
の
よ
う
に
機
械
生
産
の
遅
れ
た
国
で
は
、
農
村
の
生
産
性
を

上
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、
あ
と
に
残
る
も
の
は
人
力
で
し
か
な
い
。
自
分
の
直
接
利
益
に
な
る
で
も
な
い
人
民
公

社
の
収
穫
率
を
高
め
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
破
私
立
公
」
を
叫
ん
で
、
そ
の
政
治
性
に
訴
え
か
け
ざ
る

を
得
な
い
。
事
実
政
治
性
の
高
い
地
域
ほ
ど
収
穫
高
は
多
い
の
で
あ
る
。
毛
は
自
信
を
も
っ
て
、
唯
武
器
論
批

判
の
延
長
戦
を
行
な
っ
た
。

し
か
し
そ
の
こ
と
の
も
た
ら
す
悪
も
あ
る
。
私
の
体
験
し
た
例
で
は
湖
南
の
　
「
毛
沢
東
記
念
館
」
で
、
毛
に

は
賓
士
貝
と
い
う
か
つ
て
の
妻
が
い
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
。
江
青
の
前
妻
で
あ
る
賀
士
貝
に
つ
い
て
は
、
ス

ノ
ー
が
そ
の
著
『
中
国
の
赤
い
星
』
　
の
中
で
肖
像
入
り
で
紹
介
し
て
い
る
し
、
ス
メ
ド
レ
ー
も
誼
し
て
い
る
。

（
ス
メ
ド
レ
ー
は
一
度
黄
土
貝
と
つ
か
み
あ
い
の
ケ
ン
カ
を
し
た
と
い
わ
れ
る
。
）
し
か
し
記
念
館
の
説
明
員

は
ガ
ン
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
資
料
は
国
内
的
に
も
、
国
際
的
に
も
な
い
と
い
い
は
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
恐
ら

く
は
現
在
の
毛
を
傷
つ
け
な
い
か
た
め
の
政
治
的
処
置
で
あ
ろ
う
。
（
毛
と
長
征
を
共
に
し
た
賓
は
、
そ
の
後

ソ
連
へ
送
ら
れ
た
。
一
時
自
殺
説
が
流
れ
だ
が
、
現
在
は
変
名
で
江
西
省
の
革
命
委
員
会
副
主
任
と
し
て
活
躍

し
て
い
る
。
）
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も
う
一
つ
。
こ
れ
は
武
漢
の
医
科
大
学
を
訪
問
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
わ
れ
あ
れ
は
例
の
針
麻
　
0

酔
手
術
な
る
も
の
の
実
際
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
針
麻
酔
に
よ
っ
て
眼
の
角
膜
を
と
っ
た
り
・
腹
中
の
大
き
な
　
撮

睡
蕩
を
と
り
出
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
極
め
て
む
ず
か
し
い
と
さ
れ
て
い
る
、
喉
頭
部
の
腫
瘍
を
摘
出
す
る

手
術
も
あ
っ
た
。
こ
の
第
三
例
に
つ
い
て
、
同
行
し
た
外
科
医
が
こ
れ
は
診
断
が
違
っ
て
い
る
と
し
た
。
逆
に

極
め
て
容
易
な
手
術
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
直
ち
に
医
科
大
側
の
教
授
に
、
図
解
入
り
で
説
明
す

る
と
、
当
の
教
授
は
恥
ず
か
し
そ
う
に
肯
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
多
分
こ
こ
に
お
い
て
も
訪
中
団
に
対
す
る

「
政
治
優
先
」
　
の
立
場
か
ら
、
誇
大
に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
こ
と
で
知
識
の
歪

曲
、
科
学
を
も
ひ
ん
曲
げ
て
し
ま
う
非
学
問
性
に
彼
ら
が
、
あ
ま
り
気
づ
い
て
い
な
い
ふ
う
な
の
に
は
恐
い
気

が
し
た
。

毛
は
ど
う
せ
中
国
を
批
判
す
る
も
の
は
、
遅
れ
た
部
分
を
誇
接
し
て
言
う
の
だ
か
ら
言
う
に
任
せ
て
お
け
、

と
さ
し
て
意
に
介
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
事
が
万
事
と
い
う
よ
う
に
、
部
分
は
絶
え
ず
全
体
を

現
わ
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
部
分
に
現
わ
れ
て
い
る
本
質
性
を
み
る
こ
と
な
く
し
て
、
社
会
改
革
も
ま
た

な
い
。
一
般
論
と
し
て
過
剰
な
も
の
は
、
つ
ね
に
誤
謬
を
含
ん
で
い
る
と
思
え
ば
い
い
。
例
え
ば
毛
は
「
六
億

の
神
州
」
と
い
う
い
い
方
を
す
る
。
し
か
し
人
は
神
で
も
な
け
れ
ば
動
物
で
も
な
い
。
そ
れ
を
む
り
や
り
神
と

す
る
と
こ
ろ
に
過
剰
が
あ
り
、
無
理
が
生
れ
る
。
訪
中
者
は
忘
れ
た
も
の
が
必
ず
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
感
嘆
す

る
が
（
中
に
は
日
本
ま
で
追
い
か
け
て
く
る
も
の
も
あ
る
）
、
し
か
し
実
際
問
題
と
し
て
旅
行
者
と
し
て
迷
惑

な
こ
と
も
あ
る
。
何
し
ろ
詮
て
た
も
の
三
二
、
二
戻
さ
れ
た
り
す
る
の
で
　
～
－
。
列
車
内
の
ヂ
“
二
つ
落
ち
て
い
な

い
清
潔
さ
と
い
う
・
も
の
も
、
あ
る
意
味
で
浪
異
常
で
あ
る
。
そ
こ
こ
こ
の
国
の
後
塵
し
た
権
力
状
況
と
い
っ
た

も
の
を
垣
間
見
な
い
あ
げ
に
註
ゆ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
殺
底
緯
力
に
お
い
て
、
中
国
註
存
立
し

て
い
ら
れ
る
。

中
国
と
い
う
と
今
で
も
私
か
ふ
っ
と
想
い
起
す
の
は
、
あ
の
広
東
や
長
沙
の
復
原
さ
れ
た
農
民
講
習
所
や
第

一
師
範
校
の
建
物
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
夜
ま
ざ
れ
込
ん
だ
上
海
の
弄
堂
（
横
町
）
　
の
群
衆
の
熱
気
で
あ
る
。
前

者
は
如
何
に
も
生
気
の
な
い
乾
い
た
記
念
碑
的
建
物
で
あ
り
、
即
ち
中
国
の
そ
こ
ユ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
象
徴
し

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
縁
台
将
棋
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
人
々
の
、
黙
々
と
し
て
程
に
は
ら
ん
だ

活
力
の
発
散
で
あ
る
。
静
と
劫
の
こ
れ
ら
両
者
が
激
し
く
ぶ
つ
か
り
あ
い
、
時
に
は
血
祭
り
騒
ぎ
を
起
し
な
が

ら
、
均
衡
状
況
を
皇
し
て
い
る
の
が
、
今
の
中
国
社
会
の
実
態
で
は
な
か
ろ
う
か
。


