
中
国
法
は
公
平
か 

―
古
典
学
者
章
炳
麟
の
中
国
法
批
判
―

小
林　

武

は
じ
め
に

　

こ
ん
に
ち
は
。
私
は
京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授
の
小
林
武
で
す
。
今
日
は
、「
中
国
法
は
公
平
か
─
古
典
学
者
章
炳
麟
の
中
国
法
批
判
─
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

始
め
る
前
に
、
こ
う
い
う
話
す
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
愛
知
大
学
人
文
社
会
学
研
究
所
所
長
宇
佐
美
一
博
先
生
、
そ
し
て
、
上
田

謙
太
郎
先
生
、
研
究
所
の
先
生
方
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
始
め
ま
す
。

　

今
日
、
こ
の
テ
ー
マ
を
選
び
ま
し
た
の
は
、
公
開
講
座
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
異
文
化
理
解
と
受
容
の
諸
相
」
に
か

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
中
国
に
お
い
て
、
法
律
の
近
代
化
は
、
今
か
ら
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
、
二
〇
世
紀
の
初

め
に
始
ま
り
ま
す
。
一
九
世
紀
に
中
国
は
西
洋
に
出
会
い
ま
す
が
、中
国
の
法
の
考
え
方
は
西
洋
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、

中
国
法
の
近
代
化
に
は
、
日
本
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
多
文
化
の
出
会
い
を
、
古
典
学
者
章
炳
麟
の
中
国
法
批
判
を
例

に
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
章
炳
麟
と
い
い
ま
し
て
も
、
ご
存
じ
な
い
方
が
多
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
紹
介
し
ま
す
。
章
炳
麟
は
古
典
学
者
で
、

一
九
一
一
年
に
起
こ
り
ま
し
た
辛
亥
革
命
の
思
想
的
リ
ー
ダ
ー
で
す
。
そ
の
彼
が
「
中
国
法
は
公
平
で
は
な
い
」
と
批
判
を
し
ま
し
た
。

－81－



も
ち
ろ
ん
、
彼
は
西
洋
の
法
律
が
そ
の
ま
ま
で
い
い
と
言
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
中
国
法
を
全
て
い
い
と
言
っ
た
の
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
生
命
の
重
視
と
か
、
官
僚
と
民
衆
と
の
平
等
と
い
っ
た
近
代
的
な
考
え
方
に
似
た
も
の
が
中
国
法
に
あ
り
は
し
な
い
か
。

彼
は
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
が
今
日
お
話
し
す
る
テ
ー
マ
で
す
。

　

こ
の
章
炳
麟
の
例
は
、「
異
文
化
の
理
解
と
受
容
」
と
い
う
点
で
公
開
講
座
の
テ
ー
マ
に
か
な
っ
て
い
ま
す
し
、
昨
今
の
香
港
の
問
題
、

す
な
わ
ち
、
中
国
と
法
の
問
題
や
中
国
の
法
治
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
た
次
第
で
す
。

　

そ
こ
で
、「
中
国
法
は
公
平
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
、三
つ
の
部
分
に
分
け
て
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
一
つ
は
「
章
炳
麟
は
ど
ん
な
人
か
」

で
す
。
二
つ
は
「
清
末
と
い
う
時
代
」。
清
朝
末
期
は
、
富
国
強
兵
が
国
家
目
標
に
な
っ
た
時
代
で
、
現
代
中
国
の
原
点
で
す
。
そ
し
て
、

三
つ
目
は「
章
炳
麟
の
中
国
法
批
判
」。
章
炳
麟
は
い
か
に
中
国
法
を
批
判
し
た
の
か
。
こ
の
三
点
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一　

章
炳
麟
は
ど
ん
な
人
か

章
炳
麟
は
ど
ん
な
人
か

　

ま
ず
一
つ
目
の
「
章
炳
麟
は
ど
ん
な
人
か
」
で
す
。
章
炳
麟
と
い
い
ま
し
て
も
、
初
め
て
こ
の
名
前
を
聞
か
れ
る
方
が
多
い
か
と
思
い

ま
す
。
中
国
で
は
、
章
炳
麟
は
有
名
で
す
が
、
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

彼
は
一
八
六
九
年
に
生
ま
れ
て
、
一
九
三
六
年
に
死
に
ま
し
た
。
日
本
で
い
い
ま
す
と
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
初
め
ぐ
ら
い
に
か
け

て
活
躍
し
た
人
で
す
。
彼
は
浙
江
省
余
杭
の
出
身
で
、
そ
の
近
く
に
は
紹
興
酒
で
有
名
な
紹
興
の
町
が
あ
り
ま
す
。
南
方
の
人
な
の
で
す

ね
。

　

章
炳
麟
は
古
典
学
者
で
す
。
研
究
に
つ
い
て
言
え
ば
、
考
証
学
と
呼
ば
れ
る
実
証
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
研
究
を
し
ま
し
た
。
そ
し
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て
、
満
洲
族
の
王
朝
で
あ
る
清
朝
を
打
倒
し
よ
う
と
い
う
革
命
の
思
想
を
唱
え
ま
し
た
。
彼
は
辛
亥
革
命
の
思
想
家
で
す
。

　

学
者
で
あ
り
な
が
ら
革
命
思
想
を
唱
え
た
の
で
、
指
名
手
配
さ
れ
、
ま
た
筆
禍
事
件
を
お
こ
し
て
牢
屋
に
も
入
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

民
国
に
な
っ
て
か
ら
は
、
袁
世
凱
を
批
判
し
て
幽
閉
さ
れ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
学
者
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
、

静
か
に
書
斎
に
こ
も
っ
て
本
を
読
む
タ
イ
プ
の
人
と
は
違
っ
て
、
非
常
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
苦
し
い
目
に
も
遭
っ
て
い

る
人
な
の
で
す
。

　

彼
は
日
本
と
も
関
係
が
あ
り
、
日
本
に
三
回
ほ
ど
来
て
い
ま
す
。
時
期
と
し
て
は
明
治
の
終
わ
り
く
ら
い
で
、
日
本
の
書
籍
か
ら
、
西

洋
近
代
に
つ
い
て
知
的
刺
激
を
受
け
て
い
ま
す
。

（図1）

（図2）
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こ
れ
は
章
炳
麟
の
和
服
姿
の
写
真
で
す
（
図
１
）。
頭
部
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
清
朝
と
い
う
王
朝
は
、
満
州
族
の
政
権
で
、
臣
民
に
弁

髪
を
強
制
し
ま
し
た
が
、
彼
は
弁
髪
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
断
髪
を
し
て
、
清
朝
に
抵
抗
す
る
意
志
表
示
を
し
た
の
で
す
（
弁
髪
は
後
頁
に

あ
る
図
10
参
照
）。

　

図
２
は
、
章
炳
麟
（
前
列
右
か
ら
二
人
目
）
と
日
本
留
学
生
が
映
っ
て
い
ま
す
。
当
時
、
日
本
に
は
、
八
千
人
か
ら
一
万
人
ぐ
ら
い
の

留
学
生
が
来
て
い
ま
し
た
。
留
学
生
が
非
常
に
多
い
の
は
、
日
清
戦
争
や
日
露
戦
争
の
勝
利
が
日
本
に
注
目
さ
せ
た
か
ら
で
す
。
章
炳
麟

は
留
学
生
に
中
国
文
化
に
つ
い
て
講
義
を
し
た
り
し
て
い
る
の
で
す
が
、そ
の
留
学
生
た
ち
と
一
緒
に
写
真
を
撮
っ
た
も
の
が
こ
れ
で
す
。

　

図
２
で
は
、
前
列
の
人
た
ち
は
和
服
を
着
て
い
ま
す
が
、
後
列
は
学
生
服
で
す
。
共
通
し
て
い
る
の
は
、
弁
髪
を
し
て
い
な
い
点
で
す
。

　

こ
の
和
服
の
着
用
に
つ
い
て
で
す
が
、
当
時
、
一
九
世
紀
後
半
期
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
頃
、
和
服
は
中
国
の
古
代
の
礼
服
に
似
て
い
る

と
い
う
理
解
が
あ
り
、
着
る
の
に
そ
れ
ほ
ど
の
抵
抗
感
が
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
章
炳
麟
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
す
が
、
や
は

り
抵
抗
感
が
な
く
、
和
服
の
写
真
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

章
炳
麟
の
著
作

　

図
３
は
、
章
炳
麟
の
著
作
の
一
部
で
す
。
そ
の
中
に
『
訄
書
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
が
、
彼
の
主
著
の
一
つ
で
、
思
想
的
な
書
物

で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
お
話
を
し
ま
す
。
古
典
研
究
の
分
野
で
は
、『
春
秋
左
伝
読
叙
録
』
が
あ
り
、儒
教
経
典
の
『
春
秋
左
伝
』

に
対
す
る
彼
の
考
え
方
を
述
べ
た
も
の
で
す
。
ま
た
、『
新
方
言
』
と
い
う
書
物
は
、
伝
統
的
言
語
学
の
研
究
書
で
す
。
章
炳
麟
は
伝
統

的
言
語
学
（
小
学
と
よ
ぶ
）
の
大
家
で
し
た
。
さ
ら
に
諸
子
学
方
面
に
は
、
例
え
ば
『
荘
子
解
詁
』
が
あ
り
、
諸
子
百
家
の
中
の
道
家
に

属
す
る
荘
子
を
実
証
主
義
的
に
研
究
し
た
本
で
す
。
そ
れ
か
ら
総
論
的
な
『
國
故
論
衡
』
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
後
で
お
話
を
し
ま
す
。

そ
し
て
、『
斉
物
論
釈
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、『
荘
子
』
斉
物
論
篇
を
仏
教
や
西
洋
近
代
哲
学
に
借
り
て
解
釈
し
た
思
想
的
な
書
物
で
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す
。
こ
の
よ
う
に
彼
に
は
非
常
に
幅
広
い
業
績
が
あ
り
ま
す
。

【
著
作
】

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

       　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

そ
こ
で
、『
訄
書
』（
図
４
）
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
説
明
し
ま
す
。
本
書
は
彼
の
思
想
的
な
書
物
の
中
で
は
大
著
と
呼
べ
る
も
の
で
、

何
度
も
本
書
を
書
き
換
え
て
い
て
、
彼
の
思
想
展
開
を
反
映
し
て
い
ま
す
。「
訄
」
字
は
難
し
い
漢
字
で
す
が
、
急
迫
と
い
う
意
味
で
す
。

危
機
感
を
表
し
た
書
と
し
て
、
彼
は
清
末
と
い
う
時
代
や
学
術
、
あ
る
い
は
思
想
的
な
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
書
い
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
文
体
が
非
常
に
難
し
い
上
に
、
使
っ
て
い
る
言
葉
も
難
し
い
。
そ
れ
で
、
弟
子
で
あ
る
作
家
の
魯
迅
は
、『
訄
書
』
が
「
読

み
づ
ら
か
っ
た
」
と
師
を
回
想
し
た
中
で
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
内
容
の
充
実
度
か
ら
、
本
書
は
こ
の
二
千
年
間
に
お
け
る
七
～
八

『
訄
書
』（
一
八
九
九
、一
九
〇
四
）

『
春
秋
左
伝
読
叙
録
』（
一
九
〇
七
）

『
新
方
言
』（
一
九
〇
九
）

『
荘
子
解
詁
』（
一
九
〇
九
）

『
国
故
論
衡
』（
一
九
一
〇
）

『
斉
物
論
釈
』（
一
九
一
〇
）

『
検
論
』（
一
九
一
四
、『
訄
書
』
の
増
訂
）

『
章
氏
叢
書
』（
一
九
一
五
）
な
ど  

（図3）

（図4）
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部
ほ
ど
あ
る
優
れ
た
書
物
の
一
つ
だ
と
絶
賛
さ
れ
て
い
ま
す
。

戦
う
学
者

　

章
炳
麟
評
価
に
つ
い
て
は
、
魯
迅
の
も
の
が
有
名
で
す
。
魯
迅
は
『
阿
Ｑ
正
伝
』
や
『
狂
人
日
記
』
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す

ね
。
魯
迅
は
東
京
で
章
炳
麟
に
学
ん
だ
弟
子
で
す
が
、
章
炳
麟
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

 「
私
が
太
炎
先
生
あ
り
と
知
っ
た
の
は
、
…
…
、
彼
が
康
有
為
を
排
撃
し
た
こ
と
と
、
鄒
容
の
『
革
命
軍
』
の
序
文
を
書
い
て
、

つ
い
に
上
海
の
租
界
の
監
獄
に
監
禁
さ
れ
た
こ
と
の
た
め
で
あ
っ
た
」（「
太
炎
先
生
に
関
す
る
二
、三
の
こ
と
」、『
且
介
亭
雑
文

末
編
』
所
収
、
一
九
三
六
年
。　

松
枝
茂
夫
訳
『
魯
迅
選
集
』
第
一
二
巻
、
岩
波
書
店
）

　

太
炎
と
い
う
の
は
章
炳
麟
の
号
で
す
が
、
魯
迅
は
章
炳
麟
の
革
命
性
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
康
有
為
と
い
う
の
は
、
満
洲
族
と
漢

族
と
の
融
和
を
説
い
て
清
朝
の
改
良
を
唱
え
た
人
で
す
。
章
炳
麟
は
、
康
有
為
が
融
和
を
説
く
の
で
批
判
を
し
た
わ
け
で
す
。
ま
た
、
上

海
の
租
界
の
監
獄
に
監
禁
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
後
に
触
れ
ま
す
が
、
筆
禍
事
件
を
起
こ
し
て
牢
屋
に
入
っ
た
こ
と
で
す
。
魯
迅
は
章
炳

麟
の
学
者
性
よ
り
も
戦
闘
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
ま
す
。
続
い
て
、
こ
う
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

 「
太
炎
先
生
は
大
勲
章
を
根
付
け
に
し
て
、
総
統
府
の
門
に
臨
み
、
袁
世
凱
が
野
心
を
包
蔵
し
て
い
る
の
を
く
そ
み
そ
に
罵
倒
さ

れ
た
こ
と
は
、
世
に
並
ん
で
第
二
人
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
は
先
哲
の
精
神
で
あ
り
、
後
生
の
模
範
で
あ
る
」（
同
上
）
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袁
世
凱
と
い
う
の
は
、
中
華
民
国
の
初
代
大
総
統
で
す
が
（
図
５
）、
彼
が
再
び
皇
帝
に
な
ろ
う
と
し
た
の
で
、
章
炳
麟
は
反
対
し
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
章
の
影
響
力
の
大
き
さ
か
ら
彼
を
幽
閉
し
ま
し
た
。
章
炳
麟
は
辛
亥
革
命
の
功
労
者
と
し
て
大
勲
章
を
も
ら
う
の
で

す
が
、
そ
れ
を
扇
子
の
根
付
け
に
し
て
罵
る
わ
け
で
、
反
抗
精
神
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
情
景
で
す
。

　

魯
迅
が
わ
ざ
わ
ざ
戦
闘
性
を
評
価
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
当
時
あ
っ
た
「
章
炳
麟
先
生
は
古
典
学
者
だ
」
と
い
う
評
価
に
対
し
て
、
違

う
、
そ
う
で
は
な
い
、
と
言
い
た
い
か
ら
で
す
。
古
典
学
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
戦
う
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
魯
迅
は
思
い
起
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。
当
時
、
中
国
は
西
洋
近
代
文
明
の
洗
礼
を
う
け
、
章
炳
麟
が
唱
え
た
国
学
や
古
典
研
究
は
、
古
め
か
し
さ
の

埃
を
か
ぶ
り
始
め
て
い
ま
し
た
。
魯
迅
は
、
埃
を
は
ら
い
別
の
顔
を
洗
い
出
そ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

（図5）

（図6）
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上
海
会
審
公
堂
―
租
界
の
裁
判
所

　

章
炳
麟
は
上
海
租
界
の
監
獄
に
入
り
ま
し
た
が
、
今
、
こ
の
裁
き
を
し
た
上
海
租
界
の
裁
判
所
に
つ
い
て
、
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
中
国

法
制
の
様
子
が
少
し
分
か
り
ま
す
。

　

さ
て
、
図
６
は
上
海
租
界
の
裁
判
所
の
図
で
す
。
租
界
と
い
う
の
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
、
西
洋
列
強
に
よ
っ
て
租
借
さ
れ
た
区
域
で

す
。
旅
順
・
大
連
や
威
海
衛
な
ど
各
地
に
あ
り
ま
し
た
が
、
上
海
に
も
英
米
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
租
借
地
が
あ
っ
て
、
そ
こ
は
治
外
法
権

な
の
で
、
中
国
の
役
人
以
外
に
、
租
借
地
の
領
事
が
同
席
し
て
裁
判
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
上
海
租
界
の
裁
判
所
で
、
会
審
公
堂
と

言
い
ま
す
。
章
炳
麟
の
裁
判
で
は
、
英
国
の
領
事
が
立
ち
会
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
章
炳
麟
は
こ
こ
で
裁
判
を
受
け
て
、
三
年
間
、
牢
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
ま
し
た
。
一
日
八
時
間
の
裁
縫
作
業
を
課
せ
ら
れ
ま
し

た
が
、
彼
は
時
に
差
し
入
れ
ら
れ
た
仏
典
を
読
ん
で
、
仏
教
関
係
の
知
識
か
ら
哲
学
的
な
思
索
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
牢
屋

に
入
っ
た
と
は
い
え
、
思
想
展
開
の
上
か
ら
み
る
と
、
こ
の
時
期
は
章
炳
麟
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

国
学
と
い
う
形
で
伝
統
学
術
を
総
合

　

図
７
は
、『
国
故
論
衡
』
と
い
う
章
炳
麟
の
主
著
の
一
つ
で
す
。「
国
故
」
と
い
い
ま
す
の
は
、中
国
の
伝
統
的
な
学
術
の
こ
と
で
す
。「
国

学
」
と
呼
ん
だ
り
も
し
ま
す
が
、
西
洋
近
代
文
化
を
極
め
て
意
識
し
て
い
ま
す
。
章
炳
麟
は
自
分
た
ち
の
伝
統
学
術
を
「
国
故
」
と
称
し

て
、
小
学
（
伝
統
的
言
語
学
）・
文
学
・
諸
子
学
の
三
分
野
に
わ
た
っ
て
総
合
的
に
検
討
し
た
も
の
が
本
書
で
す
。

　

章
炳
麟
は
、
個
々
の
古
典
研
究
の
分
野
で
業
績
を
上
げ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
特
徴
を
窺
え
る
の
が
「
国
故
」、
中
国
の
伝
統
学
術
を
西

洋
を
意
識
し
た
上
で
総
合
的
に
研
究
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
中
国
の
学
術
を
西
洋
に
対
抗
さ
せ
た
い
と
い
う
思
い
が
非
常
に
強
い

と
言
え
ま
す
。
彼
は
、
全
然
西
洋
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、「
中
国
は
素
晴
ら
し
い
」
と
言
っ
た
わ
け
で
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
主
と
し
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て
日
本
の
書
籍
を
通
し
て
、
西
洋
に
関
す
る
知
識
を
得
て
い
ま
す
。
知
的
に
触
発
さ

れ
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
そ
う
し
た
上
で
、
中
国
は
西
洋
と
ど
こ
が
違
う
の
か
に
つ
い

て
考
え
た
わ
け
で
す
。
中
国
文
化
の
独
自
性
と
い
う
も
の
を
探
ろ
う
と
し
た
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
、
本
書
は
、
近
代
的
な
目
で
中
国
の
伝
統
学
術
を
捉
え
直
そ
う
と
し

た
試
み
と
言
え
ま
す
。

章
炳
麟
の
考
え
方
―
懐
疑
精
神

　

章
炳
麟
の
考
え
方
の
特
徴
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
懐
疑
す
る
、
疑
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
懐
疑
す
る
眼
と
い
う
表
現
も
で
き
ま
す
。

そ
れ
は
「
こ
う
い
う
も
の
は
絶
対
的
な
ん
だ
」
と
い
う
考
え
方
を
し
な
い
こ
と
で
、「
そ
れ
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
続
け

る
こ
と
で
す
。

　

例
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
今
か
ら
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
、「
社
会
扶
助
は
公
理
だ
」
と
い
う
考
え
方
が
流
行
し
て
い
ま
し
た
。
社
会
扶
助
、

助
け
合
い
を
公
理
と
し
て
人
に
要
求
す
る
の
で
す
。
こ
の
風
潮
に
対
し
て
、
章
炳
麟
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
答
え
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
ま

ず
「
公
理
っ
て
何
だ
」
と
問
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
公
っ
て
何
だ
」
と
続
け
ま
す
。
さ
ら
に
「
理
っ
て
何
だ
」
と
考
え
て
ゆ
き
ま
す
。
つ

ま
り
、
基
本
的
概
念
を
一
々
問
う
こ
と
に
よ
り
、
公
理
だ
か
ら
、
そ
の
通
り
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
と
問
い
か
け
る
の
で
す
。
そ

こ
で
、
彼
は
「
公
」
を
皆
が
当
た
り
前
と
し
て
認
め
て
い
る
物
事
の
意
味
だ
と
答
え
、「
理
」
と
は
筋
道
だ
か
ら
、「
公
理
」
と
い
う
の
は
、

皆
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
認
め
て
い
る
物
事
の
境
界
線
の
こ
と
だ
と
指
摘
し
ま
す
。
つ
ま
り
、「
公
理
」
は
共
同
認
識
の
範
囲
の
こ
と

だ
と
言
う
の
で
す
。
公
理
と
い
う
の
は
、
皆
が
当
然
だ
と
思
っ
て
認
識
し
て
い
る
範
囲
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
章
炳
麟
か
ら
す
る
と
、

そ
れ
は
、
皆
が
当
た
り
前
だ
と
思
う
分
、
一
々
考
え
ま
せ
ん
か
ら
、
考
え
方
を
既
成
の
枠
に
は
め
て
縛
り
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら

（図7）
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こ
そ
、
疑
っ
て
見
な
い
と
い
け
な
い
と
議
論
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
す
。
懐
疑
は
、
章
炳
麟
の
考
え
方
の
強
い
特
徴
で
す
。
章
炳
麟
は

古
典
学
者
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
を
哲
学
的
と
呼
べ
る
の
は
、
こ
う
い
う
懐
疑
主
義
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

以
上
、
章
炳
麟
の
紹
介
は
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
章
炳
麟
の
中
国
法
批
判
に
入
る
前
に
、
そ
の
背
景
を
知
る
た
め
に
、
清
末
と
い
う
時

代
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
。

二　

清
末
と
い
う
時
代
―
富
国
強
兵
が
国
家
目
標
に
な
る

清
末
と
い
う
時
代

　

さ
て
、
二
つ
目
は
清
末
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
で
す
。
こ
の
清
朝
末
期
は
、
中
国
が
西
洋
に
出
会
っ
た
時
代
で
、
非
常
に
大
き
く
変
化

を
遂
げ
る
時
期
で
す
。
法
制
の
み
な
ら
ず
、
体
制
そ
の
も
の
が
変
化
を
迫
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
背
景
を
抜
き
に
章
炳
麟
の
中
国
法
批
判
と

い
う
の
は
語
れ
な
い
の
で
す
。

　

清
朝
と
い
う
王
朝
は
、
だ
い
た
い
日
本
で
い
い
ま
す
と
、
江
戸
時
代
と
明
治
時
代
に
相
当
す
る
王
朝
で
す
。
清
末
と
い
う
の
は
、
一
九

世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
あ
た
り
を
指
し
ま
す
。
日
本
で
あ
れ
ば
、
明
治
時
代
に
だ
い
た
い
並
行
し
て
い
ま
す
。

　

清
末
に
中
国
は
、
二
つ
の
大
き
な
経
験
を
し
ま
す
。
一
つ
は
、
一
九
世
紀
に
中
国
が
植
民
地
に
転
落
す
る
こ
と
で
す
。
西
洋
に
敗
戦
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
植
民
地
に
な
る
と
い
う
屈
辱
的
な
経
験
を
初
め
て
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
中
国
が
伝
統
的
に
当

然
と
考
え
て
き
た
「
天
下
」
と
い
う
考
え
方
が
動
揺
す
る
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
自
分
は
天
下
の
中
心
に
あ
っ
て
一
番
偉
い
と
い
う
中

華
意
識
が
ぶ
ち
の
め
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

の
で
す
。
植
民
地
に
な
れ
ば
、
自
分
で
思
う
よ
う
な
統
治
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
文
化
的
に
も
自
信
を
喪
失
し
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ま
す
。
こ
の
事
態
か
ら
中
国
が
何
を
学
ん
だ
か
と
い
う
と
、
国
民
国
家
と
か
主
権
と
い
う
西
洋
的
な
考
え
方
で
す
。
植
民
地
に
な
っ
て
中

華
意
識
も
動
揺
し
、
そ
の
反
面
と
し
て
国
民
国
家
と
領
土
・
主
権
と
い
っ
た
考
え
方
に
触
れ
て
、
そ
れ
を
学
ん
で
い
く
時
期
で
も
あ
っ
た

わ
け
で
す
。
植
民
地
状
態
か
ら
脱
す
る
に
は
、
主
権
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

　

中
国
が
植
民
地
に
な
っ
た
の
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
敗
れ
た
か
ら
で
す
。
ア
ヘ
ン
戦
争
は
、
一
八
四
〇
年
か
ら
四
二
年
あ
た
り
に
行
わ
れ

た
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
の
戦
争
で
す
。
中
国
は
、
歴
史
的
に
見
て
、
周
辺
部
の
異
民
族
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
、
た
び
た
び
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
支
配
さ
れ
て
も
、
周
辺
部
の
異
民
族
は
レ
ベ
ル
が
低
く
て
、
中
国
文
化
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
経
験
を
し
て
き
た
の
で
す
が
、

西
洋
の
場
合
は
、
そ
う
は
ゆ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
植
民
地
に
な
る
と
い
う
意
味
を
、
中
国
は
五
回
の
戦
争
を
通
し
て
学
ん
で
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
一
つ
目
は
ア
ヘ
ン
戦
争
。
二
つ
目
は
ア
ロ
ー
号
事
件
で
、
三
つ
目
は
フ
ラ
ン
ス
と
戦
争
を
し
た
清
仏
戦
争
で
す
。
そ
し
て
、

四
つ
目
は
日
清
戦
争
。
そ
し
て
、
義
和
団
事
件
が
起
こ
っ
て
、
や
は
り
敗
北
を
し
て
、
植
民
地
状
態
が
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
っ
て
い
き
ま

す
。
失
っ
た
も
の
は
領
土
や
主
権
で
あ
り
、
傷
つ
い
た
も
の
は
自
ら
が
天
下
の
中
心
に
あ
る
と
い
う
中
華
意
識
で
す
。

　

そ
の
結
果
、
中
国
は
、
国
家
目
標
と
し
て
植
民
地
状
態
を
脱
出
し
た
い
、
そ
の
た
め
に
は
富
強
国
家
に
な
ら
な
く
て
は
…
…
と
い
う
こ

と
を
目
標
に
し
ま
す
。
こ
の
目
標
に
つ
い
て
、
日
本
と
の
関
係
を
例
に
お
話
を
し
ま
す
と
、
日
本
と
で
は
、
ま
ず
琉
球
（
沖
縄
）
が
問
題

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
台
湾
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
朝
鮮
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
帰
属
が
問
題
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。
つ
ま
り
、
琉
球
（
沖
縄
）
は
日
本
に
編
入
さ
れ
、
台
湾
は
日
本
の
植
民
地
に
な
り
、
そ
し
て
、
朝
鮮
が
日
本
に
併
合
さ
れ
ま
し
た

（
琉
球
と
朝
鮮
は
、
冊
封
体
制
と
よ
ぶ
中
国
中
心
の
伝
統
的
な
国
際
秩
序
に
関
係
し
ま
す
）。
中
国
は
、
こ
の
現
実
の
中
か
ら
、
否
応
な
く

領
土
と
い
う
考
え
方
、
及
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
国
家
主
権
と
い
う
考
え
方
を
学
ん
で
ゆ
く
わ
け
で
す
。

　

今
日
、
南
シ
ナ
海
や
東
シ
ナ
海
で
中
国
と
関
係
諸
国
と
の
間
で
緊
張
関
係
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
事
態
は
、
中
国
が
主
権
国
家

や
国
民
国
家
と
い
う
考
え
方
を
学
ん
だ
結
果
で
す
。
今
日
の
動
き
は
、
傷
つ
い
た
中
華
意
識
と
崩
さ
れ
た
国
際
秩
序
（
冊
封
体
制
）
を
回
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復
し
て
、
近
代
の
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
立
ち
直
り
た
い
と
い
う
情
念
が
根
底
に
あ
り
ま
す
。

中
国
の
国
家
目
標
と
近
代
化
─
富
国
強
兵
を
め
ざ
し
て

　

中
国
は
植
民
地
に
転
落
を
し
て
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
と
、
富
強
国
家
に
な
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
清
末

で
は
、
三
つ
の
近
代
化
の
試
み
を
し
ま
し
た
。

　

一
つ
目
の
近
代
化
の
試
み
は
、
洋
務
運
動
で
す
。
ア
ヘ
ン
戦
争
に
敗
れ
て
二
〇
年
程
も
し
て
か
ら
、
よ
う
や
く
軍
事
力
中
心
の
近
代
化

を
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
洋
務
運
動
は
日
清
戦
争
に
敗
れ
て
、
失
敗
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
二
つ
目
は
変
法
自
強
運
動
で
、
明
治
維
新
に
な
ら
っ
て
制
度
を
大
き
く
変
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
日
本
と
戦
っ
て
敗
れ
、
大

切
な
の
は
軍
事
力
で
は
な
く
、
政
治
の
仕
組
み
や
人
材
育
成
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
い
た
の
で
す
。
た
だ
、
こ
の
変
法
自
強
運
動
は
変

法
維
新
と
し
て
結
実
し
た
か
に
見
え
ま
し
た
が
、
百
日
ほ
ど
で
挫
折
し
、
実
行
さ
れ
た
も
の
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

三
つ
目
は
新
政
で
す
。
一
九
〇
一
年
に
義
和
団
事
件
が
終
わ
っ
て
、
よ
う
や
く
変
法
自
強
運
動
の
提
案
し
た
内
容
に
着
手
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
材
育
成
や
法
制
と
か
官
制
の
改
革
な
ど
で
す
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
近
代
化
の
試
み
に
共
通
す
る
の
は
、
国
家
主
権
を
強
く
し
た
い
、
富
強
国
家
に
な
り
た
い
と
い
う
思
い
で
す
。
こ
の
考

え
方
は
、
今
日
で
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

「
中
国
の
夢
・
中
華
民
族
の
偉
大
な
復
興
」

　

富
国
強
兵
と
い
う
目
標
と
近
代
の
ト
ラ
ウ
マ
に
つ
い
て
、
少
し
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
今
日
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

二
〇
一
三
年
、
習
近
平
国
家
主
席
が
全
国
人
民
代
表
大
会
で
演
説
を
し
た
文
章
に
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
り
ま
す
。
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「
中
華
民
族
の
偉
大
な
復
興
と
い
う
夢
は
、
国
家
の
富
強
、
民
族
の
振
興
、
人
民
の
幸
せ
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
」

　
「
中
華
民
族
の
偉
大
な
復
興
」
が
中
国
の
夢
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
二
〇
一
三
年
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
高
く
掲
げ
ら
れ
た
わ

け
で
す
。
ア
ヘ
ン
戦
争
に
敗
北
し
て
か
ら
一
五
〇
年
あ
ま
り
た
っ
て
、
こ
れ
が
唱
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
「
国
家
の
富
強
」
と
か
「
民
族
の
振
興
」
と
い
う
の
が
「
中
華
民
族
の
復
興
」
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
植
民
地
状
態

か
ら
脱
出
し
た
上
に
、
世
界
に
お
い
て
中
国
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
こ
と
を
謳
い
上
げ
た
も
の
で
す
。「
一
帯
一
路
」
政
策
が
そ
の

証
で
す
。
中
国
が
国
際
戦
略
と
し
て
「
一
帯
一
路
」
を
掲
げ
て
ア
メ
リ
カ
に
対
峙
し
、
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
に
な
る
と
い
う
わ
け
で

す
。
よ
う
や
く
清
末
以
来
の
屈
辱
的
な
植
民
地
状
態
が
終
わ
り
、
中
国
が
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
て
偉
大
な
復
興
を
し
た
と
宣
言
し
て
い
る
わ

け
で
す
。
富
強
国
家
と
い
う
目
標
が
一
九
世
紀
以
来
の
悲
願
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
演
説
に
は
、「
国
家
の
富
強
」
に
は
言
及
さ
れ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
民
主
化
、
民
衆
の
意
見
を
聞
い
て
そ
れ
を
ど
う
吸
収

す
る
か
と
い
う
点
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
国
家
の
富
強
」
と
並
ん
で
「
人
民
の
幸
せ
」
と
い
う
抽
象
的
な
言
葉
が
説
か
れ
て
い

る
だ
け
で
す
。

立
憲
化
と
法
制
改
革

　

近
代
化
の
試
み
の
三
つ
目
と
し
て
、
一
九
〇
一
年
か
ら
始
ま
る
新
政
が
あ
り
ま
す
。
章
炳
麟
の
中
国
法
批
判
に
関
係
が
あ
る
の
は
こ
の

新
政
で
す
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
三
つ
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
一
つ
目
は
、
人
材
育
成
で
す
。
具
体
的
に
は
学
校
設
立
と
留
学
生
派
遣
に
よ
っ
て
人
材
を
育
成
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
で
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学
校
と
い
う
の
は
、
西
洋
式
の
新
し
い
学
校
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
中
国
は
従
来
、
優
秀
な
人
材
を
科
挙
と
い
う
仕
組
み
で
選
ん
で
き
ま

し
た
。
新
政
は
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
新
し
く
小
学
堂
、
中
学
堂
、
高
等
学
堂
、
大
学
堂
と
い
う
学
堂
制
度
を
設
け
、
国
民
教
育
を
し
て
、

そ
こ
か
ら
人
材
を
選
ぼ
う
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
留
学
生
を
派
遣
す
る
こ
と
で
す
。
留
学
生
を
日
本
に
派
遣
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
も
実
は
大
変
な
変
革
で
あ
り
ま
し

た
。
中
国
は
従
来
、
勉
強
と
い
う
の
は
自
国
の
中
で
や
る
だ
け
で
十
分
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
駄
目
で
、
新
し
い
知

識
を
西
洋
か
ら
、
日
本
を
媒
介
に
し
て
吸
収
す
る
方
向
に
変
え
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
学
堂
制
度
で
あ
れ
、
留
学
生
派
遣
で
あ
れ
、
従
来

の
方
式
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
す
か
ら
、
非
常
に
大
き
な
教
育
改
革
に
な
り
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
立
憲
化
と
法
制
改
革
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
近
代
的
法
制
を
導
入
し
、
体
制
を
立
憲
君
主
制
に
改
革
す
る
と
い
う
の
で
す
。

近
代
法
制
を
導
入
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
中
国
の
旧
刑
律
は
残
酷
だ
と
批
判
さ
れ
て
、
領
事
裁
判
権
を
中
国
に
返
還
す
る
条
件
に
な
っ
た

か
ら
で
す
。
英
米
や
日
本
な
ど
か
ら
領
事
裁
判
権
を
返
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
中
国
は
近
代
的
法
制
の
改
革
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
立
憲
化
は
、
日
本
な
ど
を
参
考
に
富
国
強
兵
策
と
し
て
試
み
ら
れ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
大
き
な
歴
史
的
な
変
動
を
引
き

起
こ
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
専
制
君
主
制
か
ら
立
憲
君
主
制
へ
の
改
革
は
、
憲
法
を
つ
く
り
主
権
の
あ
り
方
を
大
き
く

変
え
る
こ
と
で
す
か
ら
、
体
制
の
問
題
は
清
朝
が
も
っ
と
も
望
ま
な
い
結
果
（
辛
亥
革
命
）
を
生
み
ま
し
た
。

　

三
つ
目
は
強
兵
政
策
で
す
が
、
洋
務
運
動
以
来
、
こ
れ
は
ず
っ
と
続
け
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

近
代
法
の
導
入
と
日
本
の
専
門
家
の
招
聘

　

さ
て
、
近
代
法
の
導
入
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は
な
か
な
か
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
中
国
の

法
律
を
西
洋
近
代
の
法
律
に
置
き
換
え
た
ら
済
む
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
中
国
は
こ
れ
ま
で
独
自
の
法
制
を
体
系
的
に
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構
築
し
て
き
た
の
で
す
。

　

裁
判
の
仕
組
み
を
例
に
取
っ
て
見
ま
し
ょ
う
。
中
国
で
は
、
従
来
、
行
政
官
が
裁
判
を
行
い
ま
し
た
。
西
洋
の
よ
う
に
、
裁
判
官
が
行

政
官
と
は
別
に
い
て
、
検
事
が
い
て
、
弁
護
士
が
い
る
と
い
う
仕
組
み
を
取
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
中
国
に
と
っ
て
、
た

ん
に
法
律
を
変
え
れ
ば
済
む
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
裁
判
制
度
も
変
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
法
制
の
意
識
も
変
え
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
お
お
ご
と

0

0

0

0

で
す
。

　

そ
の
上
、
中
国
の
法
律
に
は
、
民
事
と
刑
事
の
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
私
た
ち
の
法
律
に
は
、
刑
法
と
民
法
、
刑
事
と
民
事
と
い

う
区
別
が
存
在
し
ま
す
（
国
家
と
個
人
の
権
利
の
範
囲
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
）。
し
か
し
、
中
国
に
は
こ
の
区
別
が

な
い
の
で
、
こ
の
考
え
方
も
醸
成
し
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
法
制
改
革
は
、
大
変
な

事
業
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
と
は
い
え
、
こ
う
い
う
法
制
改
革
が
始
ま
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
立
憲
君
主
制
の
採
用
で
す
。
立
憲
政
体
に
変
え
よ
う
と
い
う
の

で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
主
権
の
あ
り
方
に
関
わ
る
大
変
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で

主
権
者
は
君
主
（
皇
帝
）
ひ
と
り
だ
っ
た
の
に
、
憲
法
を
つ
く
っ
て
民
意
も
反
映
さ
せ
よ
う

と
い
う
の
で
す
か
ら
。
憲
法
を
作
る
際
、
明
治
憲
法
は
じ
め
、
外
国
の
諸
憲
法
が
参
考
に
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
時
に
日
本
か
ら
法
律
の
専
門
家
が
招
か
れ
た
の
で
す
。
岡
田
朝
太
郎
（
刑
法
）、
松

岡
義
正
（
民
法
、裁
判
制
度
）、志
田
鉀
太
郎
（
商
法
）、小
河
滋
次
郎
（
監
獄
制
度
）
と
い
っ

た
人
た
ち
で
す
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
と
日
本
か
ら
帰
国
し
た
留
学
生
が
中
心
に
な
っ
て
、
近

代
法
の
導
入
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
き
ま
す
。

（図8）
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こ
う
見
る
と
、
日
本
は
清
末
の
法
制
改
革
や
立
憲
化
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

海
外
憲
政
視
察

　

図
８
は
、
海
外
に
立
憲
政
治
を
調
べ
に
行
っ
た
と
き
の
も
の
で
す
。
中
国
は
、
二
回
海
外
視
察
に
出
か
け
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
イ
ギ

リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
日
本
に
行
っ
た
と
き
の
写
真
で
す
。

　

な
ぜ
立
憲
君
主
制
に
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
の
契
機
は
日
露
戦
争
で
す
。
日
本
が
ロ
シ
ア
に
勝
っ
た
こ
と
は
、
た
ん
に
ア
ジ
ア
が
西

洋
に
勝
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
清
朝
の
眼
に
は
立
憲
君
主
制
の
国
家
が
専
制
君
主
制
の
国
家
を
破
っ
た
、
と
映
じ
ま
し
た
。
中
国

が
富
強
国
家
に
な
る
に
は
、
立
憲
君
主
制
が
よ
い
と
考
え
た
の
で
す
。

　

す
る
と
、
立
憲
制
だ
と
、
国
会
を
設
立
し
て
、
民
衆
の
意
見
を
吸
収
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
清
朝
は
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
あ
く

ま
で
も
富
強
国
家
の
手
段
と
し
て
立
憲
制
を
考
え
た
の
で
す
。

漫
画
に
見
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
冷
笑

　

図
９
は
、
清
朝
の
立
憲
化
の
試
み
に
対
し
て
、
民
間
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
冷
や
か
に
見
て
い
た
漫
画
で
す
。
こ
れ
は
『
申
報
』
と
い
う

ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
載
り
ま
し
た
（
一
九
〇
八
年
）。『
申
報
』
は
一
八
七
二
年
に
上
海
で
創
刊
さ
れ
た
日
刊
紙
で
、
一
八
八
〇
年
代
末
に
は
最

大
部
数
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。
工
商
業
者
や
市
民
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

　

図
９
を
見
ま
す
と
、「
専
制
」
の
ラ
ン
タ
ン
と
「
立
憲
」
の
ラ
ン
タ
ン
が
最
前
列
、中
景
あ
た
り
に
「
集
会
禁
止
」
や
「
新
聞
条
例
」、「
学

生
取
り
締
ま
り
規
則
」
の
ラ
ン
タ
ン
が
下
が
っ
て
い
ま
す
。
肝
心
の
「
議
会
」
や
「
国
会
」、「
地
方
自
治
」
の
ラ
ン
タ
ン
は
明
か
り
が
と

も
ら
ず
暗
い
ま
ま
、
後
景
に
あ
り
ま
す
。
清
朝
が
民
意
に
関
し
て
は
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
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立
憲
化
に
し
て
も
、
立
憲
の
ラ
ン
タ
ン
は
、

「
立
憲
」
の
文
字
が
裏
返
し
に
な
っ
て
い
ま
す

ね
。
し
か
も
「
専
制
」
の
ラ
ン
タ
ン
と
並
ん
で

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
い
い
加
減
さ
や
全
然

理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
中

景
を
見
る
と
、
立
憲
制
下
で
は
集
会
の
自
由
が

あ
る
は
ず
で
す
が
、
禁
止
さ
れ
て
い
た
り
、
新

聞
条
例
で
取
り
締
ま
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
立
憲
化
の
試
み
と
は
い
え
、
こ

れ
が
実
態
で
し
た
の
で
、『
申
報
』
は
こ
う
い

う
分
か
り
や
す
い
視
覚
的
な
批
判
を
や
っ
た
わ
け
で
す
。

　

図
10
も
、同
じ
く
『
申
報
』
か
ら
と
り
ま
し
た
（
一
九
〇
八
年
）。
こ
れ
は
実
に
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
で
す
。
下
に
専
制
の
台
木
が
あ
っ

て
、
そ
こ
に
立
憲
の
接
ぎ
木
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
専
制
の
実
質
に
立
憲
を
ち
ょ
こ
っ
と
付
け
よ
う
と
す
る
が
、
ど
だ
い

無
理
だ
と
い
う
漫
画
で
す
。

　

最
初
の
と
こ
ろ
で
、
章
炳
麟
や
留
学
生
は
弁
髪
を
し
て
い
な
い
と
言
い
ま
し
た
が
、
弁
髪
は
こ
の
図
10
に
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
彼

ら
は
こ
れ
を
切
っ
て
断
髪
に
し
、
抵
抗
の
意
思
を
示
し
た
の
で
す
。

（図9）

（図10）
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三　

章
炳
麟
の
中
国
法
批
判　

章
炳
麟
の
法
に
対
す
る
関
心

　

さ
て
、
清
末
に
大
き
な
歴
史
的
変
動
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
章
炳
麟
の
中
国
法
批
判
に
つ
い
て

お
話
を
し
ま
す
。
総
じ
て
中
国
の
知
識
人
の
法
に
対
す
る
関
心
は
低
く
、
清
末
で
も
関
心
を
も
っ
た
人
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
章

炳
麟
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
彼
の
批
判
か
ら
中
国
法
が
公
平
か
ど
う
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
章
炳
麟
は
法
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
は
若
い
時
期
か
ら
、
だ
い
た
い
三
つ
の
方
面
で
関
心
を

持
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
法
は
公
平
に
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
つ
は
、
法
に
お
い
て
犯
罪
動
機
を
重
視
す
る
考
え
方
や
そ
う

し
た
裁
判
の
仕
方
に
つ
い
て
で
す
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
極
め
て
批
判
的
で
あ
り
ま
し
た
。
三
つ
目
は
、
法
に
よ
っ
て
権
力
を
抑
制
す
る
こ

と
で
す
。
中
国
で
は
、
君
主
（
皇
帝
）
は
、
法
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
法
を
作
る
の
は
君
主
で
す
か
ら
、
除
外
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
章
炳
麟
か
ら
す
る
と
そ
れ
は
も
っ
て
の
外
で
、
彼
は
ト
ッ
プ
の
権
力
者
に
も
法
を
適
用
せ
よ
と
主
張
し
た
の
で
す
。
法
の
普
遍

的
支
配
と
言
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
こ
の
三
つ
の
方
面
で
、
彼
は
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

少
し
補
足
を
し
ま
す
。
ま
ず
法
律
を
公
平
に
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
中
国
の
法
律
は
、
身
分
関
係
か
ら
、
同
じ
罪
を
犯
し
て

も
、
刑
罰
が
全
然
違
い
ま
す
。
罪
と
刑
が
一
致
し
な
い
の
で
す
。
章
炳
麟
は
、
そ
れ
に
対
し
て
中
国
法
は
不
公
平
だ
と
批
判
を
し
ま
し
た
。

　

次
に
、
動
機
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。
な
ぜ
そ
の
罪
を
犯
し
た
の
か
。
動
機
で
す
ね
。
動
機
が
善
け
れ
ば
、
同
じ
罪

を
犯
し
て
も
、
そ
れ
は
軽
い
が
、
悪
い
動
機
な
ら
罪
は
重
い
と
見
る
考
え
方
が
中
国
に
は
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
考
え
方
や
そ
の
種
の
裁
判

に
対
し
て
、
彼
は
批
判
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

要
す
る
に
、
中
国
法
は
、
家
族
や
社
会
の
上
位
者
を
法
的
に
優
遇
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
公
平
な
の
か
と
い
う
ふ
う
に
問
題
提
起
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を
し
た
わ
け
で
す
。

公
平
と
は

　

そ
こ
で
「
公
平
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
、
な
ぜ
章
炳
麟
は
「
中
国
法
は

公
平
か
」
と
問
題
提
起
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
か
ら
彼
に
問
題
提
起
さ
せ
る
時
代
精
神
が
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、「
唐
律
」
と
い
う
唐
の
時
代
の
法
律
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
儒
教
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
中
国
法
の
標
準
で
す
。

私
た
ち
は
中
国
の
法
と
い
い
ま
す
と
、
戦
国
時
代
の
『
韓
非
子
』
な
ど
法
家
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
二
千
年
間
は
、
法
家
の

み
な
ら
ず
、
儒
教
の
影
響
が
極
め
て
強
か
っ
た
の
で
す
。

　

儒
教
は
君
臣
関
係
を
重
視
し
ま
す
。
皇
帝
と
臣
下
の
関
係
で
す
。
そ
れ
か
ら
親
子
関
係
や
夫
婦
関
係
を
重
視
し
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
関

係
が
社
会
の
基
本
で
あ
る
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
法
は
こ
の
関
係
の
上
位
者
に
有
利
に
は
た
ら
く
の
で
、
不
公
平
だ
。
逆
に

言
う
と
、
儒
教
の
影
響
の
弱
い
法
は
ま
だ
公
平
だ
。
し
か
し
、
果
た
し
て
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
が
章
炳
麟
の
問
い
で
す
。
公
平
・

不
公
平
と
は
、
こ
の
場
合
、
処
罰
が
平
等
か
ど
う
か
で
あ
っ
て
、
権
利
の
平
等
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
等
と
い
う
近
代
的
な
考
え
が
彼

に
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
五
朝
の
法
が
よ
い
の
か

　

章
炳
麟
は
、
中
国
法
に
つ
い
て
、『
五
朝
法
律
索
隠
』（
中
国
同
盟
会
機
関
誌
『
民
報
』
第
二
三
号
掲
載
）
と
い
う
論
文
で
批
判
的
に
書

い
て
い
ま
す
。
図
11
は
、
そ
の
一
ペ
ー
ジ
目
の
写
真
で
す
。
彼
は
五
朝
の
法
が
よ
い
の
だ
と
言
う
わ
け
で
す
。
で
は
、
な
ぜ
よ
い
か
で
す

ね
。
章
炳
麟
の
言
う
五
朝
と
は
、「
魏
」「
晋
」「
宋
」「
斉
」「
梁
」
と
い
う
五
つ
の
王
朝
の
こ
と
で
す
（
別
の
論
文
で
は
、
魏
に
代
え
て
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陳
を
入
れ
て
い
ま
す
）。
三
世
紀
か
ら
六
世
紀
あ
た
り
の
王
朝
で
し
て
、
だ
い
た
い
南
の
方
の
王
朝
で
す
ね
（
図
12
参
照
）。
中
国
の
南
方

の
王
朝
が
よ
い
と
言
う
わ
け
は
、
中
国
の
黄
河
流
域
の
あ
た
り
は
、
北
方
か
ら
下
り
て
き
た
異
民
族
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、

章
炳
麟
は
そ
れ
を
認
め
な
い
か
ら
で
す
。

　

章
炳
麟
は
こ
の
五
つ
の
王
朝
の
法
律
が
よ
い
の
は
、「
寛
大
だ
し
、
公
平
で
民
衆
に
害
が
少
な
い
」
か
ら
だ
と
言
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、

儒
教
の
影
響
が
弱
い
の
で
よ
い
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
漢
代
の
法
や
唐
代
の
法
は
非
常
に
厳
し
い
け
れ
ど
も
、
五
朝
の
法
は
そ
れ
ら
と
は

違
う
と
い
う
の
で
す
。

　

と
い
う
の
は
、
五
朝
の
法
は
法
が
公
平
で
、
同
じ
よ
う
に
罪
を
犯
し
た
ら
同
じ
よ
う
に
罰
を
与
え
る
か
ら
、
民
衆
に
害
が
少
な
い
と
い

う
わ
け
で
す
。
官
民
が
平
等
（
た
だ
し
、処
罰
の
平
等
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
官
僚
制
国
家
で
官
民
が
同
等
に
処
罰
さ
れ
る
の
で
、

（図11）

（図12）
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近
代
的
な
平
等
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
章
炳
麟
の
考
え
方
で
す
。

五
朝
の
法
に
対
す
る
視
点

　

さ
て
、
章
炳
麟
の
『
五
朝
法
律
索
隠
』
が
書
か
れ
た
時
期
は
、
清
朝
政
府
が
新
し
い
近
代
的
な
刑
律
を
作
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
草
案
を

審
議
し
て
い
た
頃
で
す
。
政
府
で
刑
律
草
案
の
審
議
を
し
て
い
る
の
を
章
炳
麟
は
知
っ
て
い
て
、
自
分
は
五
朝
の
法
が
い
い
ん
だ
と
論
じ

た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
議
論
に
は
、
四
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
「
生
命
を
重
ん
じ
る
」
こ
と
。
次
に
「
寄
る
辺
な
き
民
を
憐
れ
む
」
こ
と
。

そ
し
て
「
官
吏
と
平
民
を
公
平
に
扱
う
」
こ
と
。
官
と
民
を
平
等
に
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
最
後
に
「
富
人
を
抑
制
す
る
」
こ
と
で
す
。

こ
の
四
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
議
論
し
て
、
五
朝
の
法
が
そ
れ
ら
の
基
準
に
か
な
っ
て
い
る
と
論
じ
る
の
で
す
。

　

今
日
、
お
話
し
す
る
の
は
、「
生
命
を
重
ん
じ
る
」
こ
と
及
び
「
官
民
を
公
平
に
扱
う
」
こ
と
の
二
点
に
つ
い
て
で
す
。
中
国
法
の
性

格
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。中

国
の
法

　

ま
ず
、
中
国
に
お
け
る
法
の
理
解
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
漢
字
の
「
法
」
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
が
、
法

と
い
う
の
は
、ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、刑
罰
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
っ
直
ぐ
で
は
な
い
も
の
を
取
り
除
く
、

水
の
よ
う
に
公
平
に
罰
す
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
「
法
」
字
の
も
と
の
字
形
を
見
る
と
分
か
り
ま
す
。「
法
」
字
は
も
と
も
と
「
灋
」
と
い
う
難

し
い
字
で
書
き
ま
し
た
。「
廌
」
と
い
う
構
成
部
分
は
、
神
妙
で
不
可
思
議
な
獣
（
神
羊
）
を
表
し
、
古
え
、

儒教「礼は庶人に下らず、刑
は大夫に上らず」（『礼記』曲
礼上）
礼 大夫の世界

刑 庶人の世界

（図13）
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裁
判
の
時
に
悪
や
真
っ
直
ぐ
で
な
い
も
の
に
触
れ
て
、
そ
れ
を
な
く
す
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
こ
の
字
形
に
反
映
し
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
す
。
今
、
わ
れ
わ
れ
が
使
っ
て
い
る
「
法
」
字
は
、
こ
の
「
廌
」
と
い
う
構
成
部
分
を
除
い
た
簡
略
字
な
の
で
す
ね
。

　

中
国
で
は
、
法
を
刑
罰
と
理
解
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
西
洋
の
理
解
と
比
べ
て
み
ま
す
と
、
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
中

国
で
は
、
法
と
い
う
の
は
君
主
（
皇
帝
）
の
支
配
の
道
具
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
支
配
秩
序
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
大
き
な
目
標
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
で
法
は
刑
罰
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
秩
序
を
不
安
定
に
す
る
悪
を
罰
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
裁
判
は
、
中
国
で
は
い
つ

も
行
政
の
一
環
と
し
て
で
あ
っ
て
、
今
日
の
私
た
ち
の
場
合
と
は
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
西
洋
の
法
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
の
法
の
場
合
も
そ
う
で
す
が
、
正
義
の
実
現
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
を
守
る
こ
と
が
正
義
な

わ
け
で
す
。
正
義
や
法
の
考
え
方
は
、
権
利
と
裏
表
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
公
法
と
私
法
、
刑
事
と
民
事
と
い
っ
た
区
別
が

あ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
は
そ
う
い
う
権
利
と
い
っ
た
考
え
方
を
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
刑
事
と
民
事
、
刑
法
と
民
法
を
区

別
し
な
い
こ
と
が
特
徴
に
な
り
ま
す
。
日
本
の
場
合
は
、
裁
判
は
正
と
不
正
、
正
義
か
正
義
で
な
い
か
。
こ
れ
を
判
定
す
る
と
い
う
こ
と

を
証
拠
を
集
め
て
や
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
中
国
は
証
拠
を
集
め
る
と
い
う
よ
り
は
、
自
白
を
さ
せ
て
行
う
の
が
基
本
で
あ
っ

た
わ
け
で
す
。

　

中
国
に
は
、
規
範
と
し
て
礼
と
刑
と
い
う
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
礼
と
い
う
の
は
大
夫
（
支
配
階
層
）
が
ま
ず
習
得
す
べ
き

規
範
で
す
。
一
方
、
刑
と
い
う
の
は
庶
民
が
対
象
に
な
り
ま
す
。
法
の
対
象
に
な
る
の
は
庶
民
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
刑
は
礼
を
助
け
る

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
儒
教
経
典
の
『
礼
記
』
は
、「
礼
は
庶
人
に
下
ら
ず
、
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
ま
す
（
図

13
）。
つ
ま
り
、
支
配
階
層
は
刑
罰
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
強
く
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
世
紀
の
初
頭

に
な
っ
て
、
こ
の
長
く
続
い
て
き
た
基
本
的
な
考
え
方
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
近
代
法
の
導
入
と
い

う
事
態
で
し
た
。
し
か
し
、
い
く
ら
大
夫
は
礼
を
身
に
付
け
る
べ
き
だ
と
言
わ
れ
て
も
、
現
実
に
は
罪
を
犯
さ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
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ん
。 
で
す
か
ら
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
法
的
な
優
遇
措
置
を
講
じ
ま
し
た
。
庶
民
に
法
を
適
用
す
る
の
は
当
然
で
す
が
、
大
夫
に

法
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
優
遇
措
置
を
適
用
し
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。
今
か
ら
見
れ
ば
、
非
常
に
不
公
平
で
す
ね
。

　

中
国
法
は
、
家
族
関
係
と
か
社
会
関
係
の
下
位
者
、
例
え
ば
親
子
関
係
で
あ
れ
ば
子
や
孫
で
す
し
、
夫
婦
関
係
で
あ
れ
ば
夫
人
や
お
妾
、

君
臣
関
係
で
あ
れ
ば
臣
下
で
す
が
、
そ
う
い
う
者
に
対
し
て
刑
罰
は
厳
し
い
の
で
す
。
例
え
ば
子
ど
も
が
父
親
を
傷
つ
け
た
り
殴
っ
た
り

し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
斬
刑
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
父
親
が
子
ど
も
を
殴
っ
て
も
、
こ
れ
は
教
育
の
為
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
杖
刑

（
棒
た
た
き
）
で
す
。
父
親
の
場
合
は
棒
た
た
き
一
〇
〇
回
で
済
む
の
に
、子
ど
も
の
場
合
は
斬
刑
で
す
。
ま
た
、殺
人
の
場
合
を
見
る
と
、

子
ど
も
が
父
親
を
殺
し
た
場
合
、
凌
遅
と
呼
ば
れ
る
非
常
に
厳
し
い
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
体
が
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
い
く
わ
け

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
父
親
が
子
ど
も
を
殺
し
て
も
相
変
わ
ら
ず
棒
た
た
き
の
刑
一
〇
〇
で
済
み
ま
す
。
身
分
の
差
に
よ
っ
て
、
こ
う
い
う

大
き
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
た
新
し
い
新
刑
律
草
案
は
、
西
洋
法
を
踏
ま
え
て
家
族
関
係
や
社
会
関
係
の
上
下
に
関
係
な
く
、
同

じ
よ
う
に
平
等
に
扱
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
旧
刑
律
と
刑
律
草
案
に
は
、
こ
う
い
う
違
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。

中
国
法
は
公
平
か
（
1
）
―
家
族
関
係
の
上
位
者
を
優
遇
し
て
よ
い
の
か

　

そ
こ
で
章
炳
麟
は
旧
刑
律
に
つ
い
て
、
不
公
平
で
は
な
い
の
か
と
問
う
た
わ
け
で
す
。
平
等
に
、
公
平
に
扱
わ
な
い
と
い
け
な
い
と
考

え
た
か
ら
で
す
。

　

そ
こ
で
具
体
的
に
章
炳
麟
が
論
文
の
な
か
で
挙
げ
た
例
を
見
ま
し
ょ
う
。「
生
命
を
重
ん
じ
る
」
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

章
炳
麟
は
、『
南
史
』
と
呼
ば
れ
る
五
朝
の
歴
史
を
書
い
た
書
籍
の
記
事
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

　

軍
人
の
朱
興
の
奥
さ
ん
で
あ
る
周
氏
は
、
自
分
の
子
ど
も
で
あ
る
道
扶
が
三
歳
の
と
き
、
病
気
に
な
っ
た
の
で
生
き
埋
め
に
し
ま
し
た
。
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そ
れ
で
道
扶
の
お
ば
さ
ん
が
「
こ
ん
な
む
ご
い
こ
と
を
」
と
言
っ
て
、
お
上
に
訴
え
出
ま
し
た
。
お
上
は
道
扶
の
母
を
公
開
処
刑
に
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
域
を
治
め
て
い
た
長
官
の
徐
羨
之
が
異
議
を
申
し
立
て
ま
し
た
。
母
親
の
処
刑
は
、
や
は
り
忍
び
な
い
だ
ろ
う
。

生
き
埋
め
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
子
ど
も
と
し
て
の
立
場
も
あ
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
公
開
処
刑
は
や
め
て
、
罪
を
減
ら
し
て
辺
境
送
り

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
の
で
す
。『
南
史
』
に
は
、
そ
の
よ
う
に
し
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
記
事
に
対
し
て
章
炳
麟
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。
当
時
の
法
（
晋
律
）
で
は
、
両
親
が
子
ど
も
を
殺
し
た
場
合
、

一
般
の
殺
人
罪
と
同
じ
よ
う
に
扱
っ
た
か
ら
、
公
開
処
刑
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
減
刑
し
よ
う
と
す
る
徐
羨
之
の
考
え
方
は
お
か
し
い

と
。
つ
ま
り
、
儒
教
の
考
え
方
だ
と
、
親
は
子
ど
も
を
殺
し
て
も
刑
が
緩
く
な
る
が
、
子
ど
も
が
親
を
殺
す
と
厳
し
く
な
る
。
徐
羨
之
の

見
方
は
儒
教
的
で
、（
家
族
の
上
位
者
を
特
別
に
見
て
い
る
の
で
、）
お
か
し
い
と
章
炳
麟
は
考
え
た
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
章
炳
麟
は
、
父
母
で
も
子
孫
で
も
、
殺
傷
害
を
し
た
場
合
、
一
般
人
と
同
じ
に
処
罰
す
る
の
が
よ
い
と
言
う
の
で
す
。
身

分
に
よ
る
処
罰
の
違
い
は
認
め
な
い
。
こ
れ
が
彼
の
主
張
で
す
。
つ
ま
り
、
ま
だ
五
朝
の
法
の
ほ
う
が
「
寛
大
だ
し
、
公
平
で
民
衆
に
害

が
少
な
い
」
と
言
う
わ
け
で
す
。

中
国
法
は
公
平
か
（
2
）
―
役
人
を
優
遇
し
て
よ
い
の
か

　

次
は
、
役
人
の
法
的
優
遇
を
め
ぐ
る
問
題
で
す
。
中
国
は
官
僚
制
国
家
で
あ
り
、
官
僚
は
儒
教
を
修
得
す
る
こ
と
で
徳
性
を
身
に
つ
け

た
教
養
人
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
も
ち
ょ
っ
と
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
現
実
に
は
官
僚
で
も
、
支
配
階
層
の
人
で
も
罪

を
犯
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
、
罰
を
う
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
優
遇
措
置
が
設
け
て
あ
り
ま
す
。
図
14

は
そ
の
法
的
優
遇
措
置
の
一
覧
で
す
。
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上
図
に
「
八
議
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
八
つ
の
グ
ル
ー
プ
、
例
え
ば
、
皇

帝
の
親
族
、
あ
る
い
は
皇
后
の
親
族
、
皇
帝
の
友
達
、
あ
る
い
は
高
官
と
い
っ
た
人
た
ち
で
す
が
、
彼
ら
に

死
罪
の
判
決
が
で
た
場
合
、
役
人
が
集
ま
っ
て
審
議
を
し
て
、
結
論
が
出
た
ら
、
そ
れ
を
皇
帝
に
上
奏
す
る

と
い
う
措
置
で
す
。 

最
終
的
に
は
、
皇
帝
が
ど
う
す
る
か
を
決
め
ま
す
。
こ
れ
が
「
議
」
と
い
う
優
遇
措
置

で
す
。

　
「
請
」
と
は
、
五
品
以
上
の
役
人
が
対
象
に
な
る
の
で
す
が
、
死
罪
と
い
う
判
決
が
出
た
場
合
、
そ
れ
も
や

は
り
皇
帝
に
上
奏
し
て
、「
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す
か
」
と
決
め
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
減
」
は
刑
罰
を
減
ら
す
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
中
国
法
に
は
、
五
つ
の
刑
罰
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
番
重

い
も
の
は
死
罪
で
す
。
そ
の
下
が
流
刑
で
、
遠
隔
地
に
流
し
ま
す
。
流
刑
以
下
の
罪
が
出
た
場
合
は
、
七
品

以
上
な
ら
役
人
本
人
、
五
品
以
上
な
ら
、
本
人
と
そ
の
家
族
も
す
べ
て
、
軽
減
の
対
象
に
な
っ
て
、
罪
を
一

ラ
ン
ク
減
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
流
刑
以
下
だ
と
、
こ
う
い
う
優
遇
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
最
後
に
「
贖
」
で
す
。「
贖
」
と
は
、
罪
を
あ
が
な
う
こ
と
で
す
。
お
金
を
出
し
て
あ
が
な
う
以
外
に
、
あ
が
な
い
方
に
は
い

ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
役
人
の
場
合
は
官
職
で
あ
が
な
い
ま
す
。
自
分
が
今
、
仕
事
を
し
て
い
る
官
職
を
辞
め
て
あ
が
な
う
わ

け
で
す
か
ら
、
実
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
官
職
で
あ
が
な
う
と
は
、
給
料
を
下
げ
る
罰
俸
と
か
ラ
ン
ク
を
下
げ
る
こ
と

で
す
。
今
日
で
も
減
給
三
カ
月
と
か
一
年
と
か
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
ま
す
け
れ
ど
、
あ
あ
い
う
類
の
こ
と
は
、
中
国
で
始
ま
っ
て
い
た
わ
け

で
す
ね
。
要
す
る
に
、
官
僚
は
法
的
な
優
遇
措
置
を
い
ろ
い
ろ
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
役
人
は
罪
を
犯
し
て
も
庶
民
の
よ
う
に

拘
束
さ
れ
た
り
尋
問
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
判
決
が
出
て
も
、
こ
う
し
た
優
遇
措
置
が
あ
る
の
で
す
。

　

役
人
が
そ
う
い
う
特
例
の
措
置
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
役
人
を
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
り
し
た
ら
、
大
変
な
こ
と
に

【役人に対する法的優遇措置】
議 「八議」や三品以上の役人
請 五品以上の役人

減 七品以上の役人本人。五品以上の
者だと、本人とその家族

贖 官職で罪をあがなう

（図14）
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な
る
わ
け
で
す
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
中
国
で
は
古
い
時
代
か
ら
、
役
人
と
い
う
も
の
は
、
あ
た
か
も
父
母
の
よ
う
な
も
の
だ
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
儒
教
経
典
の
『
詩
経
』
に
あ
る
「
民
の
父
母
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
で
す
。
役
人
を
民
衆
の
父
母
と
見
て
、
行
政
の
み
な
ら
ず
教

化
の
役
目
も
期
待
し
た
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
役
人
を
殺
す
こ
と
は
親
を
殺
す
に
等
し
く
、
非
常
に
重
い
罪
に
な
り
ま
し
た
。

　

役
人
と
民
衆
の
法
的
な
扱
い
に
つ
い
て
、
章
炳
麟
は
『
宋
書
』
の
記
事
を
も
と
に
、
当
時
の
法
運
用
を
推
定
し
問
題
提
起
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
や
は
り
南
方
の
宋
と
い
う
王
朝
の
事
例
で
す
。
統
属
下
に
あ
っ
た
民
衆
が
、
そ
こ
を
支
配
し
て
い
る
役
人
を
殺
し
ま
し
た
。
当
時

の
法
律
（
魏
晋
律
）
で
は
、
そ
ん
な
場
合
、
一
般
人
の
殺
害
と
同
じ
よ
う
に
扱
い
、
も
し
も
赦
免
さ
れ
た
ら
、
遠
隔
地
に
流
す
こ
と
に
し

て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
尚
書
右
僕
射
（
右
大
臣
）
の
劉
秀
之
は
、
制
令
を
改
め
て
罪
を
重
く
な
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
一
般
人
の
殺

害
と
同
じ
に
し
て
は
、
民
衆
が
や
す
や
す
と
役
人
を
殺
す
こ
と
に
な
る
か
ら
と
い
う
の
で
す
。
治
安
維
持
の
た
め
に
、
も
っ
と
厳
罰
化
を

す
る
の
が
よ
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

章
炳
麟
の
反
論
は
、
こ
う
で
す
。
一
つ
は
、
役
人
の
法
的
な
優
遇
措
置
は
や
め
よ
う
。
殺
人
が
起
こ
っ
た
ら
、
五
朝
の
よ
う
に
、
一
般

人
の
間
で
の
殺
人
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
の
が
よ
い
、
と
言
う
の
で
す
。
法
は
公
平
に
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
役
人
が
罪
を
犯
し
て
も
、
重
罪
で
は
な
く
て
、
杖
刑
（
棒
た
た
き
の
刑
）
に
な
っ
た
場
合
、
刑
律
に
書
い
て
あ

る
と
お
り
処
罰
せ
よ
、
と
言
う
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
役
人
は
実
際
に
は
杖
刑
に
あ
ま
り
な
ら
な
い
（
唐
代
以
降
、
賄
賂
の
罪
以
外
、

杖
刑
は
あ
ま
り
科
さ
な
い
）。
杖
刑
に
な
る
場
合
も
、
服
を
着
た
上
か
ら
軽
く
た
た
か
れ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
章
炳
麟
は
、
そ
れ
は

い
け
な
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
、「
贖
」（
罪
を
金
品
で
あ
が
な
う
）
も
認
め
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
梁
と
い
う
王
朝
（
五
朝
の
一

つ
）
は
、
実
際
に
役
人
に
杖
刑
を
科
し
て
「
贖
」
は
さ
せ
な
か
っ
た
か
ら
、
よ
い
の
だ
と
言
う
の
で
す
。

　

唐
代
以
降
、
役
人
に
賄
賂
の
罪
以
外
、
杖
刑
は
あ
ま
り
科
さ
な
い
し
、
科
す
に
し
て
も
甘
か
っ
た
。「
贖
」
ま
で
認
め
る
か
ら
、
中
国
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法
は
不
公
平
だ
と
考
え
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
五
朝
の
法
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
よ
い
、
公
平
だ
と
い
う
の
で
す
。

四　

ま
と
め

　

章
炳
麟
は
、
中
国
の
法
が
家
族
関
係
や
社
会
関
係
の
上
位
者
に
有
利
で
あ
り
、
役
人
に
対
し
て
法
的
な
優
遇
措
置
が
あ
る
の
で
、
批
判

を
し
ま
し
た
。
法
は
公
平
に
、平
等
に
適
用
す
る
の
が
よ
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
彼
が
「
五
朝
法
律
索
隠
」
で
こ
の
こ
と
を
書
い
た
頃
、

清
朝
は
法
制
改
革
に
着
手
し
、
近
代
法
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
章
炳
麟
は
中
国
の
法
を
検
討
し
て
、
生
命
を
重
視
し
官
民
を
平
等
に
扱
う
法
が
中
国
に
も
あ
っ
た
と
論
じ
た
わ
け
で

す
。
生
命
の
重
視
や
法
適
用
の
公
平
さ
の
視
点
は
、
西
洋
の
近
代
的
な
見
方
が
彼
の
法
に
対
す
る
関
心
を
触
発
し
た
も
の
と
言
え
ま
す
。

た
だ
し
、
近
代
法
を
ソ
ノ
マ
マ
模
倣
す
る
の
を
拒
み
、
中
国
法
の
可
能
性
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
た
の
が
彼
の
試
み
で
す
。
中
国
法
の
可
能
性

と
は
、
旧
律
の
問
題
点
を
批
判
し
た
上
で
、
法
適
用
の
公
平
さ
と
い
う
近
代
的
な
芽
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

章
炳
麟
は
、
中
国
と
は
何
か
、
中
国
文
化
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。
中
国
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
さ
ぐ
っ
た
わ
け

で
す
が
、
彼
は
、
中
国
を
た
だ
た
だ
素
晴
ら
し
い
と
い
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
西
洋
や
日
本
を
意
識
し
な
が
ら
、
そ
れ

ら
と
比
較
す
る
中
で
、
中
国
に
近
代
性
の
芽
を
さ
ぐ
っ
て
、
中
国
文
化
を
評
価
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
二
〇
世
紀
の
初
め
に

お
け
る
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
表
れ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
法
の
平
等
と
い
っ
て
も
、
処
罰
の
平
等
で
あ
っ
て
、
権
利
上

の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
を
処
罰
と
見
る
点
は
中
国
的
な
発
想
と
い
う
他
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
等
や
公
平
の
視
点
が
異
文
化
接
触
に

よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

　

文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
と
、
何
と
な
く
他
の
国
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
章
炳
麟
に
話
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を
限
れ
ば
、
彼
は
、
西
洋
を
勉
強
し
た
上
で
、
中
国
法
の
問
題
点
を
洗
い
出
し
た
わ
け
で
す
。
問
題
点
と
は
、
家
族
関
係
や
社
会
関
係
の

上
位
者
に
有
利
で
あ
り
、
役
人
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
も
っ
と
も
、
今
か
ら
一
〇
〇
年
程
前
は
、
中
国
の
法
制
史
研

究
が
ま
だ
初
期
の
段
階
で
す
か
ら
、
五
朝
の
法
が
果
た
し
て
章
炳
麟
の
言
う
通
り
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
彼
の
意
図
は
非
常
に
明
確
で
す
。
中
国
法
の
問
題
点
を
洗
い
出
す
。
そ
し
て
、
中
国
法
の
な
か
に
あ
る
可
能
性
、
近
代

的
な
も
の
は
何
か
を
探
っ
て
み
る
。
そ
れ
で
す
。

　

そ
う
し
た
試
み
を
通
し
て
中
国
法
の
基
本
的
な
性
格
を
指
摘
し
た
の
は
、
章
炳
麟
が
初
め
て
で
す
。
数
十
年
後
に
、
中
国
法
の
社
会
学

的
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、「
五
朝
法
律
索
隠
」が
書
か
れ
た
当
時
は
辛
亥
革
命
の
前
で
、ま
だ
研
究
が
そ
こ
ま
で
行
っ

て
な
い
時
期
で
す
。
西
洋
や
日
本
と
接
触
し
た
時
期
、
章
炳
麟
は
中
国
法
を
批
判
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
中
国
と
西
洋
、
日
本
と
い
う

文
化
接
触
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

ど
う
も
ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
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献
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令ほ

ま
れ聞

も
や
ま

ず
」、
目
加
田
誠
訳
『
詩
経
・
楚
辞
』、
平
凡
社
、
中
国
古
典
文
学
大
系
一
五
、
昭
和
四
四
年
）。
唐
代
の
注
釈
は
、「
君
子
」
を
有
徳
の
賢
臣
と
し
、
人
君
が
有
徳

の
賢
臣
を
任
用
す
る
と
い
う
文
脈
で
解
し
て
い
る
。
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＊
清
、
沈
之
奇
撰
『
大
清
律
輯
註
』、
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年

＊
滋
賀
秀
三
著
「
中
国
法
の
基
本
的
性
格
」、『
中
国
法
制
史
論
集
―
法
典
と
刑
罰
』
所
収
、
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年

＊
滋
賀
秀
三
訳
注
『
唐
律
疏
議
訳
注
編　
　

訳
注
日
本
律
令　

五
』、
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
四
年

＊
小
林
武
著
『
中
国
近
代
思
想
研
究
』、
朋
友
書
店
、
二
〇
一
九
年
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