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宇↓

E
品
凶

資

法
律
の
文
化
的
人
格
の
役
割
に
つ
い
て

l
l
中
国
の
信
訪
制
度
の
歴
史
的
命
運
に
寄
せ
て
|
|

法
律
は
人
々
に
ル

l
ル
を
与
え
る
と
と
も
に
、
一
種
の
文
化
で
あ
り
、

独
自
の
文
化
的
人
格
を
有
し
て
い
る
。
如
何
な
る
国
の
法
律
で
あ
ろ
う
と

も
、
そ
れ
が
擁
す
る
ル

l
ル
は
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
直
接
的
な
形

で
人
の
社
会
生
活
を
表
す
と
と
も
に
、
そ
れ
を
確
証
し
、
存
在
形
式
を
具

現
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
法
律
は
こ
れ
ま
で
孤
立
的
に
発
展
し
た
こ

と
は
な
く
、
例
外
な
く
そ
の
国
の
法
律
が
身
を
置
く
文
化
と
相
互
に
つ
な

羽
制

Hnπ1

革
命
聞
ニ
=
同

坂李

瑞
口

成青

が
り
、
影
響
・
制
約
し
あ
い
な
が
ら
存
在
し
、
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

一
種
の
文
化
力
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
我
々
が
法
律
の
文
化
的
人

格
を
確
証
す
る
際
の
重
要
な
根
拠
で
あ
る
。
人
々
は
日
常
生
活
に
お
い
て

常
に
文
化
の
意
味
や
役
割
を
低
く
見
積
も
り
、
文
化
を
純
粋
な
社
会
生
活

に
飾
り
を
添
え
る
も
の
く
ら
い
に
し
か
考
え
て
お
ら
ず
、
気
軽
に
褒
め
称

え
た
り
、
論
評
し
て
い
る
。
他
方
、
法
制
度
構
築
の
ニ

l
ズ
を
強
調
す
る

と
き
に
は
、
こ
う
し
た
作
業
を
「
変
更
し
が
た
い
」
存
在
物
と
簡
単
に
み

な
し
、
こ
れ
も
事
実
上
は
文
化
力
で
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
て
い
な
い
。
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東アジア文化と近代法(15)

い
わ
ゆ
る
文
化
力
に
つ
い
て
は
、
文
化
が
社
会
生
活
に
お
い
て
こ
れ
ま
で

消
極
的
、
受
動
的
、
あ
る
い
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
存
在
で
あ
っ
た

こ
と
は
な
く
、
経
済
や
政
治
、
さ
ら
に
は
人
々
の
日
常
生
活
な
ど
を
見
え

な
い
形
で
設
計
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
化
的

伝
統
が
悠
久
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
こ
の
設
計
は
完
成
度
が
高
い
。
こ
の

設
計
に
お
い
て
、
人
々
は
独
特
の
精
神
世
界
を
築
き
上
げ
た
の
み
な
ら
ず
、

往
々
に
し
て
相
互
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
認
す
る
た
め
の
ル

l
ル

原
理
を
築
き
上
げ
て
き
た
。
文
化
力
の
こ
う
し
た
作
用
に
よ
り
、
文
化
力

は
特
殊
な
文
化
的
信
号
を
発
し
、
人
々
の
潜
在
力
を
引
き
出
し
、
人
の
態

度
や
情
緒
、
民
族
の
結
集
力
と
求
心
力
な
ど
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
文

化
力
の
作
用
は
、
我
々
が
歴
史
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
立
脚
し
て
一
国
の
[
法
制
]

(
[
]
内
は
原
語
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
一
不
す
。
以
下
、
同
様
。
)
を
構

築
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
[
法
制
]
構
築
の
プ
ロ
セ
ス
は
伝
統
お
よ
び
現

代
の
文
化
と
必
然
的
に
複
雑
に
絡
み
合
い
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
我
々

に
伝
え
て
い
る
〔
こ
こ
で
い
う
[
法
制
]
と
は
、
「
二
疋
の
階
級
に
よ
る

民
主
的
政
治
の
制
度
化
、
法
律
化
、
さ
ら
に
は
厳
格
に
法
律
に
基
づ
い
て

国
家
を
管
理
す
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
原
則
」
を
指
す
。
『
法
学
詞
典
(
増

訂
版
)
』
(
上
海
辞
書
出
版
社
、
一
九
八
四
年
)
六
O
二
頁
参
照
。
(
〔
〕

内
は
訳
者
注
。
以
下
、
同
様
。
)
〕
0

我
々
が
伝
統
お
よ
び
現
代
の
文
化
を

正
し
く
選
択
で
き
な
け
れ
ば
、
文
化
力
の
無
形
の
設
計
作
用
は
人
の
意
思

に
よ
り
変
化
せ
ず
、
常
に
客
観
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
既
定
の

パ
ワ
ー
を
形
成
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
自
国
の
現
実
の
発
展
の
客
観
的
要

求
か
ら
中
国
の
[
法
制
]
構
築
を
誰
離
さ
せ
、
時
代
の
発
展
の
ニ

l
ズ
を

満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

法
律
の
文
化
的
人
格
の
作
用
に
よ
り
、
我
々
は
現
代
的
[
法
制
]
構
築

を
進
め
る
に
際
し
て
、
正
し
く
伝
統
文
化
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
こ
こ
に
一
国
の
法
制
度
に
お
け
る
個
性
の
問
題
が
現
れ
る
。
哲
学
的

理
性
に
満
ち
た
格
言
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
民
族
が
存
在
し
て
こ
そ
世

界
で
あ
る
」
。
文
化
の
民
族
性
を
持
ち
出
す
所
以
は
、
文
化
が
一
種
の
社

会
現
象
と
し
て
、
そ
れ
を
構
成
す
る
人
類
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
人

類
の
社
会
変
遷
に
付
き
従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
文
化
は
一
定
の
人
類

お
よ
び
環
境
と
相
関
的
な
必
然
性
に
お
い
て
、
文
化
の
民
族
性
を
生
み
出

す
。
[
法
制
]
構
築
に
お
い
て
民
族
の
文
化
的
内
在
要
素
の
役
割
を
軽
視

し
、
簡
単
な
[
掌
来
主
義
]
〔
外
国
の
法
制
度
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
す
べ

し
と
す
る
考
え
方
の
こ
と
〕
式
の
継
受
を
採
用
す
れ
ば
、
そ
の
直
接
的
結

果
は
、
社
会
的
文
化
シ
ス
テ
ム
全
体
の
素
乱
を
招
き
、
社
会
シ
ス
テ
ム
に

お
け
る
各
文
化
力
の
作
用
の
つ
ぶ
し
合
い
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

二
O
年
以
上
に
わ
た
る
改
革
・
開
放
に
よ
り
、
中
国
は
閉
鎖
か
ら
開
放
へ

と
向
か
い
、
中
国
と
西
側
の
経
済
的
、
文
化
的
交
流
は
日
に
日
に
頻
繁
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
と
西
側
は
経
済
的
に
大
き
な
格
差
が
あ
る
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料

一
部
の
人
は
全
面
的
西
洋
化
[
全
盤
西
化
]
を
主
張
し
、
自
民
族

の
文
化
に
つ
い
て
最
低
限
の
自
信
を
喪
失
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
は

法
学
研
究
に
お
い
て
も
時
々
現
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
が
現
代
中
国

に
お
け
る
[
法
制
]
構
築
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
れ
ば
、
由
々
し
き
結

果
を
招
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
う
し
た
文
化
観
を
支
持
す

る
人
々
は
認
識
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
誤
解
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
代
性
と

民
族
性
と
い
う
こ
つ
の
要
素
を
混
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
洋
現
代
文

化
は
、
現
代
化
さ
れ
た
西
洋
伝
統
文
化
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
水
久
性
と

人
類
性
の
要
素
が
あ
り
、
他
の
民
族
が
発
掘
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
c

ま
た
、
時
代
性
に
合
致
す
る
要
素
に
つ
い
て
も
他
人
が
参
照
・
吸
収
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
無
条
件
で
他
の
現
代
化
さ
れ
た
民

族
や
固
に
適
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
は
独
特
の

民
族
性
の
一
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
著
名
な

歴
史
学
者
・
ト
イ
ン
ピ

l
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
あ
る
文
明
シ
ス

テ
ム
に
お
い
て
無
害
で
、
ひ
い
て
は
有
益
な
要
素
が
ひ
と
た
び
そ
の
文
明

の
枠
組
み
の
制
約
か
ら
離
脱
し
、
別
の
文
明
シ
ス
テ
ム
に
入
り
込
め
ば
、

そ
の
文
明
シ
ス
テ
ム
に
致
命
的
な
危
害
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
一

J

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
文
明
に
は
そ
れ
を
制
約
す
る
た
め
の
相
対
的
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
あ
る
人
の
好
物
は
、
完

全
に
他
人
の
毒
薬
に
も
な
り
う
る
」
。

た
め
、

資

し
か
し
、
伝
統
文
化
は
社
会
の
精
神
生
活
と
直
接
的
な
相
関
関
係
が
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
生
活
全
部
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
人
々
の
精
神

生
活
に
は
伝
統
的
内
容
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
現
代
的
生
活
の
内
容
も
あ

る
。
人
の
生
活
は
一
方
に
お
い
て
は
、
伝
統
文
化
を
継
承
・
維
持
し
な
が

ら
、
他
方
に
お
い
て
は
そ
れ
を
解
消
・
超
越
し
て
い
る
。
解
消
・
超
越
活

動
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
主
た
る
要
素
は
、
社
会
の
生
産
力
お
よ
び
生

活
方
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
産
力
は
最
も
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
一

定
の
生
産
力
お
よ
び
生
産
関
係
に
生
じ
る
現
実
的
条
件
は
生
活
方
式
に
基

礎
を
提
供
し
、
生
産
方
式
の
絶
え
間
な
い
進
歩
に
伴
い
、
生
活
方
式
も
進

歩
し
続
け
る
。
伝
統
文
化
の
解
消
ま
た
は
超
越
の
根
源
は
、
究
極
的
に
は

生
産
方
式
お
よ
び
他
の
表
現
形
式
|
|
シ
ス
テ
ム
に
あ
る
。
こ
の
意
味

か
ら
い
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
一
固
に
お
け
る
現
代
の
[
法
制
]
構
築
が

根
本
的
に
具
現
化
し
て
い
る
の
は
、
社
会
の
生
産
方
式
に
つ
い
て
の
客
観

的
要
請
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
時
代
に
お
け
る
文
化
の
進
歩
・

選
択
を
代
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
律
の
文
化
的
人
格
は
凝

固
し
た
も
の
で
は
な
く
、
不
断
に
超
越
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
[
法
制
]

は
民
族
の
個
性
を
維
持
す
る
こ
と
を
土
台
に
し
な
が
ら
不
断
に
超
越
し
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。
中
国
の
作
家
・
王
蒙
の
小
説
「
小
小
小

小
:
:
:
」
は
、
風
刺
を
交
え
な
が
ら
こ
の
道
理
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の

小
説
の
内
容
は
大
略
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

北法54(6・214)2226
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で
絶
妙
な
演
技
力
で
名
を
馳
せ
た
「
香
又
紅
」
と
い
う
芸
名
の
俳
優
が
い

た
。
彼
女
は
非
常
に
人
気
が
あ
っ
た
。
彼
女
が
引
退
し
た
後
、
彼
女
の
一

番
弟
子
の
「
小
香
又
紅
L

が
一
番
人
気
の
俳
優
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

「
小
香
又
紅
」
は
「
香
又
紅
」
と
演
技
の
み
な
ら
ず
、
容
貌
、
趣
味
、
習
慣
も

そ
っ
く
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
「
小
香
又
紅
」
が
引
退
し
た

後
、
舞
台
を
独
占
し
た
の
は
「
小
小
香
又
紅
」
だ
っ
た
。
現
在
、
「
小
小

香
又
紅
」
が
看
板
俳
優
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
、
こ
の
劇
は
衰

退
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
か
?
微
積
分
の
原
理
か
ら
い
う
と
、

こ
の
よ
う
に
小
小
小
小
:
:
:
と
続
い
て
い
け
ば
、
い
ず
れ
は
ゼ
ロ
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
文
化
の
生
存
に
対
す
る
社
会
発
展
の
意
義
、

お
よ
び
[
法
制
]
構
築
に
対
す
る
そ
の
意
義
を
鋭
く
っ
き
つ
け
て
い
る
。

東アジア文化と近代法(15)

上
述
し
た
法
律
の
文
化
的
人
格
お
よ
び
そ
の
役
割
の
理
解
に
照
ら
し
て
、

以
下
で
は
中
国
に
お
け
る
[
法
制
]
発
展
に
含
ま
れ
る
文
化
的
内
容
を
考

察
し
、
現
存
す
る
様
々
な
文
化
的
精
神
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。

一
般
的
に
い
う
と
伝
統
中
国
の
[
法
制
]
は
、
皇
権
を
中
心
と
し
、
「
刑

法
を
重
ん
じ
民
法
を
軽
ん
じ
る
」
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
そ
の
精
神
か
ら

い
う
と
、
こ
れ
は
伝
統
文
化
の
内
在
的
観
念
と
深
く
つ
な
が
っ
て
お
り
、

伝
統
文
化
は
そ
の
土
台
で
あ
る
。
立
ち
入
っ
て
考
察
す
れ
ば
、
自
然
経
済

構
造
の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
中
国
の
伝
統
文
化
は
、
観
念
形
態
に
お
い

て
東
洋
民
族
の
あ
る
種
の
意
識
的
特
徴
を
顕
著
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
を

看
取
で
き
る
。
そ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
代
表
さ
れ
る
西
洋
文
化
の
伝
統

的
特
徴
と
は
異
な
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
精
神
は
人
と
自
然
科
学
と

の
関
係
を
重
視
し
、
科
学
的
精
神
に
富
ん
で
い
た
。
中
国
の
伝
統
文
化
は

人
と
人
と
の
関
係
を
よ
り
重
視
し
、
[
求
善
]
を
目
標
と
す
る
倫
理
型
文

化
に
属
す
る
。
古
代
中
国
の
こ
う
し
た
倫
理
型
文
化
は
、
倫
理
と
政
治
を

同
列
に
論
じ
、
倫
理
は
国
家
の
政
治
生
活
全
体
の
基
盤
と
な
る
と
と
も
に
、

他
の
社
会
生
活
の
各
領
域
に
浸
透
し
た
。
政
治
原
則
は
一
般
的
に
倫
理
原

則
か
ら
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
倫
理
学
説
は
ま
た
翻
っ
て
政
治
の
た

め
に
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
伝
統
文
化
は
ま
さ
に
こ
う
し
た

倫
理
と
政
治
が
相
互
に
融
合
し
た
倫
理
的
政
治
の
中
に
独
特
の
観
念
構
造

を
構
築
し
、
か
っ
、
倫
理
観
念
の
形
態
で
表
れ
た
の
で
あ
る
。
私
見
に
よ

れ
ば
、
以
下
の
内
在
的
観
念
が
そ
の
中
で
も
最
も
際
立
っ
て
い
る
。

(
1
)
全
体
至
上
。
倫
理
上
、
中
国
古
代
の
[
天
人
合
ニ
の
哲
学
的
思

想
は
、
全
体
至
上
の
観
念
に
基
盤
な
い
し
は
根
拠
を
提
供
し
て
い
る
。
こ

の
哲
学
的
思
想
は
、
天
ー

l
地
|
|
人
を
統
一
さ
れ
た
全
体
と
み
な
し
、

「
人
と
天
地
の
万
物
を
一
体
と
す
る
」
こ
と
を
{
天
人
合
ニ
の
最
高
の
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料

境
地
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
全
体
と
の
関
係
に
お

い
て
全
体
を
至
上
の
も
の
と
し
、
全
体
を
土
台
と
し
て
個
体
を
埋
没
さ
せ

る
心
理
的
傾
向
を
形
成
し
た
。
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
中
国
の
伝

統
文
化
に
は
社
会
的
人
格
を
重
視
し
、
個
体
的
人
格
を
軽
視
す
る
と
い
う

特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。
人
々
は
関
係
の
中
か
ら
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
理
解

し
、
人
を
全
体
の
分
子
、
な
い
し
は
個
体
で
は
な
く
パ

l
ト
と
み
な
す
こ

と
に
慣
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
人
は
集
団
的
生
存
を
欲
し
、
倫
理
・
道

徳
を
備
え
た
主
体
的
か
つ
相
互
的
な
個
体
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
学
説
に
よ
り
そ
の
表
現
は
全
く
同
じ
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
儒
学
者
は
体
系
的
で
厳
格
な
道
徳
規
範
に
よ
り
個
人
の
行

為
を
束
縛
し
、
個
性
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
道
家
は
人
の
意
思
は
虚

無
の
中
で
こ
れ
と
融
合
し
、
無
己
、
無
功
、
無
名
を
唱
導
し
、
人
の
感
情

的
衝
動
や
理
性
の
追
求
を
放
棄
す
る
よ
う
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
中
国
仏

教
の
方
法
は
解
脱
、
す
な
わ
ち
苦
痛
を
取
り
除
く
体
系
的
な
修
行
方
法
を

採
用
し
、
世
俗
の
世
界
か
ら
抜
け
出
し
、
浬
般
市
の
境
地
に
入
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

資

(2)
貴
義
賎
利
。
「
義
」
と
は
道
義
、
す
な
わ
ち
、
封
建
的
身
分
制
度

の
倫
理
・
道
徳
規
範
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
利
」
と
は
人
々
の
切

実
な
利
益
や
実
際
の
功
利
を
指
す
。
中
国
の
伝
統
文
化
の
考
え
方
に
は
、

[
貴
義
賎
利
]
〔
義
を
尊
び
利
を
卑
し
む
〕
の
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
点
、

儒
学
の
学
説
は
最
も
典
型
的
で
あ
る
。
孔
子
は
「
君
子
ハ
義
ニ
喰
リ
、
小

人
ハ
利
ニ
険
ル
」
(
『
論
語
・
里
仁
』
)
と
い
い
、
孟
子
も
梁
恵
王
と
の
対

話
の
中
で
同
様
に
、
「
王
ナ
ン
ゾ
必
ズ
シ
モ
利
ヲ
日
ハ
ン
ヤ
、
亦
仁
義
ア

リ
テ
巳
ム
セ
ン
」
(
「
孟
子
・
梁
恵
王
上
』
)
と
述
べ
た
。
孔
子
と
孟
子
の

こ
う
し
た
人
生
観
お
よ
び
価
値
観
は
、
宋
・
明
代
の
理
学
に
発
展
し
、
再

び
強
烈
な
禁
欲
主
義
の
傾
向
が
現
れ
た
。
中
国
史
に
お
い
て
、
他
の
学
説

や
理
論
も
類
似
の
見
解
を
主
張
し
て
い
る
。
老
子
は
[
清
心
寡
欲
]
〔
心

を
清
ら
か
に
保
ち
欲
情
を
去
る
〕
を
提
唱
し
、
「
道
」
を
体
得
す
る
た
め

に
は
、
ま
ず
心
中
の
欲
望
を
排
除
し
、
で
き
る
限
り
「
少
私
寡
欲
〔
私
心

を
排
し
、
欲
情
を
去
る
〕
」
、
「
見
素
抱
朴
〔
素
朴
を
好
む
〕
」
を
実
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
「
日
損
」
、
〔
欲
望
を
〕
日
々

減
ら
し
て
、
「
無
為
」
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
中
国
仏
教
に
つ
い
て
い
え

ば
、
い
わ
ゆ
る
ご
切
皆
空
」
を
主
張
し
、
人
の
欲
は
諸
悪
の
根
元
で
あ

る
た
め
、
欲
を
捨
て
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
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(
3
)
孝
悌
為
本
。
孝
行
を
根
幹
と
す
る
こ
と
[
孝
悌
為
本
]
は
、
中
国

文
化
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
。
孝
経
は
、
「
夫
ノ
孝
、
道
ノ
本
ナ
リ
」

と
い
い
、
ま
た
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
「
身
体
、
髪
、

肌
は
父
母
か
ら
授
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と



東アジア文化と近代法(15)

は
、
孝
行
の
始
め
で
あ
る
。
身
を
立
て
、
道
を
修
め
、
後
世
に
名
を
残
し
、

父
母
の
名
を
顕
す
こ
と
は
、
孝
行
の
最
後
で
あ
る
。
男
子
の
孝
行
は
親
に

仕
え
る
こ
と
に
始
ま
り
、
君
主
に
仕
え
、
最
終
的
に
は
立
身
す
る
こ
と
で

あ
る
」
。
孝
道
は
立
徳
修
身
の
根
本
、
「
民
の
道
」
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
天

下
を
治
め
る
原
則
、
「
天
の
経
」
、
「
地
の
義
」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
孔
子
は
孝
行
を
「
仁
」
の
根
本
と
と
ら
え
、
「
孝
悌
ナ
ル
者

ハ
其
レ
仁
ノ
本
タ
ル
カ
」
(
『
論
語
・
学
而
』
)
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
「
仁
」

は
本
来
的
に
中
国
の
伝
統
倫
理
規
範
の
最
高
原
別
で
あ
り
、
孔
子
思
想
体

系
の
理
論
の
核
心
で
あ
る
。
孔
子
は
孝
行
を
仁
の
本
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
、
中
国
伝
統
文
化
に
お
け
る
そ
の
地
位
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
孝
行
の
考
え
方
は
、
そ
の
後
の
社
会
発
展
に
深
く
影
響
し
、
と
り

わ
け
次
の
よ
う
な
点
に
際
立
っ
て
反
映
さ
れ
て
い
る
。
中
国
社
会
の
人
情

重
視
、
情
感
要
素
の
社
会
生
活
の
各
シ
l
ン
へ
の
浸
透
、
人
間
関
係
[
人

際
関
係
]
の
樹
立
に
よ
る
安
心
感
、
人
々
の
価
値
指
向
や
心
理
メ
カ
ニ
ズ

ム
も
情
感
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
情
感
が
人
々
の
精
神
生
活
の
重
要

な
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
情
感
は
主
に
倫
理
的
な
情
感
で
あ
り
、

血
縁
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
4
)
崇
古
導
向
。
中
国
の
伝
統
文
化
に
は
ま
た
、
古
き
を
尊
び
導
き
と

す
る
[
崇
古
導
向
]
の
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
が
内
在
的
文
化
観
念
と
な
っ

て
い
る
。
歴
代
の
思
想
家
は
先
王
の
道
を
非
常
に
崇
拝
し
、
ま
た
「
莞
舜

の
治
世
」
、
コ
一
一
代
の
隆
盛
」
を
歴
代
の
帝
王
の
手
本
と
言
い
伝
え
て
き
た
。

孔
子
は
、
「
周
ハ
二
代
ニ
監
ミ
テ
郁
郁
ト
シ
テ
丈
ナ
ル
哉
。
吾
ハ
周
ニ
従

ワ
ン
」
(
『
論
語
・
八
情
』
)
と
述
べ
、
朱
子
も
夏
朝
、
商
朝
、
周
朝
三
代

の
帝
王
の
支
配
期
は
「
天
理
が
盛
ん
に
な
り
」
、
「
王
道
が
世
に
栄
え
た
」

と
考
え
た
。
し
か
し
て
、
三
代
以
降
は
王
道
が
失
わ
れ
、
道
統
が
断
絶
し
、

覇
道
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
道
家
に
も
こ
う
し
た
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
老

子
の
理
想
は
古
の
小
国
寡
民
社
会
で
あ
る
。
日
く
、
「
小
国
寡
民
、
甚
伯

ノ
器
有
リ
テ
用
ザ
ラ
シ
メ
、
民
ヲ
シ
テ
死
ヲ
重
ン
ジ
テ
遠
ク
徒
ラ
ザ
ル
シ

ム
。
舟
輿
有
リ
ト
難
モ
、
之
ニ
乗
ル
所
無
ク
、
甲
兵
有
リ
ト
難
モ
、
之
ヲ

陳
ヌ
ル
所
無
シ
」
(
『
老
子
』
八
O
章)。

(
5
)
等
級
有
序
。
社
会
に
お
い
て
強
制
的
服
従
を
特
徴
と
す
る
身
分
シ

ス
テ
ム
は
一
貫
し
て
中
国
の
伝
統
文
化
が
追
及
し
て
き
た
倫
理
的
政
治
的

目
標
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
も
伝
統
文
化
の
内
在
観
念
と
な
っ
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
君
王
は
至
上
で
あ
り
、
「
天
地
ハ
君
子
ヲ
生
ミ
、
君

子
ハ
天
地
ヲ
理
ム
。
君
子
タ
ル
者
、
天
地
ノ
参
ナ
リ
、
万
物
ノ
和
ナ
リ
、

民
ノ
父
母
ナ
リ
」
(
『
萄
子
・
王
制
』
)
。
伝
統
的
倫
理
観
念
は
忠
君
思
想
を

際
立
た
せ
る
と
と
も
に
、
五
輪
(
君
臣
の
義
、
父
子
の
親
、
夫
婦
の
別
、

長
幼
の
序
、
朋
友
の
信
)
を
筆
頭
と
し
た
。
君
王
は
賢
明
な
裁
決
者
と
み
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キヰ

な
さ
れ
、
庶
民
は
「
人
微
か
に
し
て
言
軽
し
」
で
あ
り
、
君
王
の
み
が
「
一

言
九
鼎
」
〔
[
九
鼎
]
と
は
重
要
な
宝
の
意
〕
と
さ
れ
た
。
認
識
や
道
徳
あ

ろ
う
と
も
、
あ
る
い
は
言
動
や
人
間
関
係
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
も
、
王

の
道
を
尊
ぶ
べ
き
と
さ
れ
、
最
高
の
基
準
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
最

高
の
基
準
を
自
の
前
に
す
れ
ば
、
人
は
服
従
す
る
し
か
な
っ
た
。
社
会
全

体
が
君
王
を
核
心
と
し
て
身
分
的
な
政
治
官
僚
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
。

こ
れ
は
、
家
族
関
係
に
お
い
て
血
縁
関
係
の
親
疎
に
依
拠
し
、
{
一
不
法
観
念

を
紐
帯
と
し
て
構
成
さ
れ
、
情
感
的
か
っ
、
主
体
的
に
服
従
し
、
か
っ
、
そ

れ
に
よ
り
孝
順
の
名
声
を
得
る
こ
と
を
心
理
的
満
足
感
と
す
る
宗
法
シ
ス

テ
ム
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
う
し
て
伝
統
的
な
倫
理
原
則
は
、
必
然

的
に
社
会
の
最
高
原
則
と
な
り
、
あ
ま
ね
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
国
家
全
体

で
身
分
制
の
家
族
支
配
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

資

も
と
よ
り
、
法
律
の
文
化
的
人
格
は
一
国
に
お
い
て
も
単
一
で
は
な
い
。

事
実
、
人
々
は
歴
史
層
に
よ
り
様
々
な
文
化
を
構
成
し
て
き
た
。
中
国
の

伝
統
文
化
に
つ
い
て
い
え
ば
、
上
述
の
よ
う
に
当
時
の
中
国
社
会
に
お
け

る
自
然
経
済
構
造
に
深
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
我
々
が
現
在
構
築
し
よ
う

と
し
て
い
る
社
会
主
義
市
場
経
済
は
自
然
経
済
と
根
本
的
に
対
立
す
る
も

の
で
あ
り
、
伝
統
文
化
の
批
判
的
継
承
を
土
台
と
し
て
、
真
新
し
い
文
化

的
人
格
を
自
然
と
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
市
場
経
済
の
[
法
制
]

精
神
は
現
代
中
国
文
化
の
ひ
と
つ
の
気
質
で
あ
る
。
市
場
経
済
は
市
場
化

さ
れ
た
商
品
経
済
で
あ
り
、
社
会
経
済
と
自
然
経
済
の
運
行
形
式
と
し
て
、

自
然
経
済
と
対
立
す
る
。
市
場
経
済
と
自
然
経
済
を
比
較
す
れ
ば
、
自
然

経
済
が
生
産
使
用
価
値
を
目
的
と
す
る
生
産
方
式
で
あ
る
こ
と
を
看
取
で

き
る
。
自
然
経
済
の
経
済
形
式
に
お
い
て
は
、
人
々
の
生
産
の
目
的
は
交

換
で
は
な
く
、
社
会
集
団
に
お
け
る
生
産
者
個
人
の
直
接
的
な
生
活
上
の

ニ
l
ズ
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
市
場
経
済
は
生
産
交
換
価

値
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
生
産
方
式
に
お
い
て
は
、
生
産
者
の
剰
余
生
産

品
は
商
品
で
あ
る
と
同
時
に
彼
の
生
活
必
需
品
で
も
あ
り
、
各
種
の
生
産

条
件
も
商
品
と
な
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
活
動
は
商
品
生
産
と
商

品
交
換
に
集
約
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
市
場
経
済
に
は
流
通
性
、

開
放
性
、
社
会
性
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
た
め
、

市
場
経
済
の
本
質
的
要
求
は
、
必
ず
法
理
型
経
済
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
法
律
を
社
会
的
経
済
的
生
活
を
支
配
す
る
形
式
、
お
よ
び
こ

れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
段
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
市
場
運
行
の
ル
|
ル

や
原
則
を
設
定
し
、
市
場
主
体
の
多
様
化
を
規
範
化
・
制
約
す
る
の
で
あ

る
。
人
々
は
非
人
格
的
な
法
律
秩
序
に
服
す
る
。
以
上
の
市
場
経
済
の
特

徴
の
成
因
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
市
場
経
済
と
い
う
環
境
に
お
い
て
、
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各
個
体
ま
た
は
企
業
は
市
場
に
よ
り
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
各
個
体
で

あ
ろ
う
と
企
業
で
あ
ろ
う
と
自
ら
の
利
益
お
よ
び
ニ
!
ズ
を
有
す
る
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
に
は
さ
ら
に
個
体
を
超
越
し
た
共
通
の
利
益
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
市
場
の
秩
序
、
規
範
性
お
よ
び
社
会
全
体
の
安
定
性
を
保
障
で

き
る
か
否
か
は
、
個
体
の
利
益
が
実
現
で
き
る
否
か
、
お
よ
び
ど
の
程
度

ま
で
実
現
で
き
る
か
を
決
定
す
る
カ
ギ
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
律
が

全
体
を
保
護
し
、
個
体
を
制
約
す
る
根
拠
お
よ
び
保
障
と
な
る
の
で
あ
る
。

市
場
経
済
が
要
求
す
る
文
化
は
、
必
然
的
に
伝
統
文
化
の
内
在
的
観
念
と

衝
突
な
い
し
は
闘
争
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
て
現
代
的
[
法
制
]
は
、

こ
う
し
た
文
化
の
衝
突
の
中
に
自
己
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で

は
こ
う
し
た
文
化
的
観
念
の
衝
突
お
よ
び
闘
争
に
つ
い
て
、
次
の
主
な
面

に
つ
い
て
分
析
し
た
い
。

東アジア文化と近代法(15)

(
1
)
人
格
独
立
の
意
識
と
消
極
的
な
依
存
意
識
の
衝
突

市
場
経
済
は
発
達
し
た
商
品
経
済
で
あ
る
。
商
品
経
済
は
交
換
経
済
で

あ
る
。
そ
し
て
、
交
換
経
済
を
法
律
的
に
い
う
と
権
利
の
譲
渡
で
あ
る
。

こ
こ
で
交
換
の
主
体
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
。
こ
の
主
体
に
国

家
や
政
府
な
ど
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
だ
け
で

は
な
い
。
市
場
経
済
の
主
体
は
市
場
経
済
活
動
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
自
然

人
お
よ
び
法
人
で
あ
る
。
市
場
経
済
主
体
の
特
徴
は
、
昔
日
の
人
対
人
の

依
存
関
係
か
ら
抜
け
出
し
、
物
(
現
物
と
貨
幣
を
含
む
)
の
依
存
関
係
を

通
じ
て
活
動
を
行
う
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
各
主
体
は
市
場
活
動
に
お
い

て
自
由
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
自
由
と
は
、
制
約
を
受
け
な
い
と
い
う
性

質
で
は
な
い
。
不
平
等
な
地
位
の
下
で
強
制
や
脅
迫
さ
れ
た
り
、
選
択
で

き
な
い
な
ど
の
状
況
に
お
け
る
自
由
で
は
な
い
意
思
や
、
主
体
的
意
識
に

違
背
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
中
国
の

[
法
制
]
精
神
は
人
の
主
体
的
独
立
お
よ
び
自
由
の
確
立
を
前
提
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
の
伝
統
文
化
の
内
在
的
観
念
は
こ
れ
と
は
反
対
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
全
体
至
上
」
を
唱
導
し
、
人
々
の
経
験
的
意
識
に
具
体
化
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
忠
孝
な
ど
の
倫
理
に
よ
り
個
人
の
存
在
お
よ
び
そ
の
家

族
、
国
家
と
の
関
係
を
認
知
、
体
験
、
評
価
し
、
人
々
の
行
為
を
規
範
化

す
る
よ
う
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
人
は
独
立
し
た
個
体
と
は
み
な
さ
れ
ず
、

全
体
の
分
子
ま
た
は
パ

l
卜
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
倫
理
至
上
や
全
体
至

上
の
文
化
的
ム

l
ド
に
お
い
て
、
個
体
の
独
立
性
お
よ
び
全
体
性
が
消
失

し
た
こ
と
に
よ
り
、
人
対
人
の
依
存
が
登
場
す
る
。
天
子
、
諸
侯
、
卿
大

夫
の
聞
は
政
治
上
の
君
臣
関
係
の
み
な
ら
ず
、
血
縁
上
の
大
宗
小
宗
の
関

係
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
社
会
組
織
、
経
済
構
造
、
政
治
機
構
な
ど
は
、

い
ず
れ
も
例
外
な
く
宗
法
血
縁
関
係
と
緊
密
に
つ
な
が
り
、
人
々
の
君
主

に
対
す
る
無
限
の
、
し
か
も
改
め
が
た
い
依
存
心
理
を
形
成
し
た
の
で
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叶干
中
古
々
。

あ
っ
た
。
君
王
は
「
全
体
」
の
身
分
で
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
号
令
を
下
し
、

他
の
者
は
パ

l
ト
や
分
子
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
職
責
は
服
従
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
服
従
は
実
際
に
は
人
身
的
依
存
と
人
格
的
依
存
で
あ
る
。
中
国

の
伝
統
文
化
が
内
包
す
る
こ
う
し
た
消
極
的
依
存
意
識
は
、
現
代
の
[
法

制
]
精
神
が
唱
導
す
る
人
格
独
立
の
意
識
と
は
明
ら
か
に
相
容
れ
な
い
も

の
で
あ
り
、
激
し
く
衝
突
し
て
い
る
。

資

(
2
)
平
等
意
識
と
身
分
意
識
の
衝
突

現
実
の
中
国
社
会
に
お
い
て
、
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
よ
り
、

人
の
個
体
化
は
社
会
に
お
け
る
経
済
活
動
を
通
じ
て
社
会
生
活
全
体
に
深

く
浸
透
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
の
特
徴
は
次
の
点
に
あ
る
。
人
々
が

自
ら
の
意
思
に
従
い
物
事
を
進
め
、
他
の
当
事
者
が
そ
の
意
思
を
強
要
す

る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
す
な
わ
ち
、
市
場
主
体
の
自
主
性
が
次
の
二
点
に

お
い
て
他
人
の
依
存
を
打
ち
破
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
活
動
自
体
か
ら
見

れ
ば
、
市
場
主
体
は
も
は
や
他
人
に
服
さ
ず
、
ま
た
た
だ
上
に
の
み
従
、
つ

の
で
は
な
く
、
自
分
で
全
て
を
決
定
す
る
。
活
動
の
結
果
か
ら
見
れ
ば
、

市
場
主
体
の
生
存
・
発
展
は
も
は
や
他
人
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、

利
益
は
自
己
に
帰
し
、
自
身
で
自
ら
の
運
命
を
握
る
。
こ
の
よ
う
な
市
場

経
済
の
発
展
に
よ
り
、
法
律
は
次
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
求
め
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
交
換
主
体
の
人
格
の
平
等
を
確
認
し
、
各
所
有
者
の
財
産
に

対
す
る
所
有
権
を
保
護
し
、
所
有
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
由
か
つ
平
等
な
交
換
を
保
障
せ
よ
、
と
。
こ
れ
ら
は
現
代
中
国
の
[
法

制
]
精
神
の
し
か
る
べ
き
内
容
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
の
伝
統
文
化
が
具
現
化
す
る
倫
理
原
則
に
含
ま
れ
る
内

在
的
観
念
は
、
こ
れ
と
は
反
対
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
君
ハ
臣
ノ
綱
タ
リ
」

な
ど
の
顕
著
な
身
分
観
念
を
唱
導
す
る
。
こ
う
し
た
伝
統
的
観
念
の
影
響

を
受
け
、
人
々
は
厳
し
い
身
分
制
の
人
倫
の
網
に
陥
り
、
人
と
い
う
の
は

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
不
平
等
で
あ
り
、
高
貴
な
人
が
い
れ
ば
、
卑
賎
な

人
も
お
り
、
し
か
も
こ
れ
は
変
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
意
識
さ
せ
ら
れ
た
。

各
個
人
は
身
分
相
応
の
倫
理
や
職
責
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
歩

た
り
と
も
を
矩
を
除
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
個
人
の
欲
望
、
本

能
、
個
性
、
自
由
は
す
べ
か
ら
く
制
約
さ
れ
た
。
個
人
に
は
い
わ
ゆ
る
語

る
べ
き
独
立
の
価
値
な
ど
な
く
、
個
人
の
価
値
は
普
遍
的
倫
理
原
則
に
埋

没
し
た
。
伝
統
文
化
の
内
在
的
観
念
で
あ
る
身
分
意
識
が
現
代
の
[
法
制
]

精
神
が
要
求
す
る
主
体
的
意
識
、
平
等
の
観
念
と
正
面
か
ら
衝
突
す
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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(3)
権
利
と
義
務
の
統
一
の
意
識
と
消
極
的
義
務
意
識
の
衝
突

自
主
、
自
立
、
自
強
の
み
な
ら
ず
、
責
任
、
権
利
、
利
益
の
結
合
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
市
場
経
済
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
客
観
的
要
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求
で
あ
り
、
ま
た
現
代
中
国
の
[
法
制
]
精
神
の
具
現
化
で
も
あ
る
。
市

場
経
済
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
一
環
は
、
市
場
主
体
を
養
成
し
、

一
人
前
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
人
は
独
立
し
た
自
主
権
、
す
な
わ
ち
自

主
経
営
、
損
益
自
己
負
担
、
自
律
的
発
展
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う

し
た
法
人
本
位
の
実
質
に
は
そ
の
価
値
や
権
利
の
確
認
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
般
的
な
個
体
に
つ
い
て
も
、
行
為
が
自
主
的
な
選
択
で
あ
り
、
ま
た
し

か
る
べ
き
社
会
的
利
益
を
享
受
す
る
た
め
、
そ
の
権
利
を
確
立
し
た
。
し

か
し
、
権
利
を
強
調
す
れ
ば
、
そ
の
一
方
で
ま
た
権
利
主
体
の
義
務
の
問

題
に
も
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
事
実
、
人
々
は
二
疋
の
社
会
構
成
員
と

し
て
社
会
で
生
活
を
営
ん
で
お
り
、
個
人
が
意
識
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、

客
観
的
に
は
社
会
や
他
人
に
対
し
て
一
定
の
使
命
、
職
責
な
い
し
は
任
務

を
当
然
に
負
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
人
は
社
会
や
他
人
に
対
し
て
義
務

を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
義
務
は
神
が
下
し
た
啓
示
で
は
な
く
、

人
々
の
善
良
な
意
思
や
自
然
的
本
能
の
ニ
!
ズ
で
も
な
い
。
権
利
と
義
務

は
対
等
な
の
で
あ
る
。
法
律
は
社
会
の
共
通
意
思
の
産
物
で
あ
り
、
法
に

よ
り
生
み
出
さ
れ
た
管
理
プ
ロ
セ
ス
が
人
々
の
共
同
の
合
意
を
土
台
と
し

て
樹
立
さ
れ
れ
ば
、
責
任
、
権
利
、
利
益
三
者
の
高
度
な
統
一
、
権
利
、
玉

体
と
義
務
主
体
の
合
一
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
中
国
の
伝
統
文
化
の
内
在
的
観
念
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
消

極
的
な
義
務
意
識
を
唱
え
る
。
い
わ
ゆ
る
消
極
的
義
務
意
識
と
は
、
義
務

本
位
の
考
え
方
で
あ
り
、
し
か
る
べ
き
権
利
の
存
在
を
根
本
的
に
否
定
す

る
。
伝
統
文
化
に
お
い
て
は
全
体
至
上
、
倫
理
至
上
が
崇
拝
さ
れ
、
関
係

の
中
に
お
い
て
人
の
存
在
を
確
立
す
る
だ
け
で
、
人
の
存
在
に
つ
い
て
の

独
立
し
た
価
値
や
意
義
を
否
定
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
表
し
て
い
る
の

は
、
人
に
は
消
極
的
義
務
し
か
な
い
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
伝
統
文
化
に

お
い
て
は
[
貴
義
賎
利
]
を
唱
え
、
支
配
階
級
の
利
益
や
要
求
を
保
護
し
、

人
々
が
自
ら
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
合
理
性
の
存
在
を
否

定
な
い
し
は
抹
殺
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
も
同
様
に
、
人
に
は
消
極
的
義

務
し
か
な
い
と
い
う
意
識
を
反
映
し
て
い
る
。
消
極
的
義
務
意
識
の
存
在

の
根
幹
は
、
当
然
に
自
然
経
済
シ
ス
テ
ム
と
内
在
的
に
関
連
し
て
い
る
。

自
然
経
済
の
条
件
下
で
は
、
生
産
は
簡
素
か
つ
直
接
的
で
、
上
下
垂
直
的

な
家
族
内
の
管
理
構
造
を
育
ん
だ
。
家
族
の
重
要
性
は
個
人
よ
り
も
高
く
、

個
人
は
家
族
の
た
め
に
義
務
を
負
い
、
家
族
を
正
常
に
運
営
で
き
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
宗
法
関
係
に
お
い
て
は
、
個
人
が

家
庭
の
中
で
義
務
は
あ
る
が
権
利
が
な
く
、
権
利
と
義
務
が
分
離
し
た
状

態
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
独
特
の
経
済
は
さ
ら
に
人
々
の
政
治
、

道
徳
な
ど
の
生
活
に
浸
透
し
、
長
期
に
わ
た
る
内
在
化
を
経
て
文
化
現
象

と
し
て
凝
固
し
た
。
そ
の
た
め
、
中
国
人
は
自
身
が
有
す
べ
き
権
利
に
つ

い
て
か
な
り
無
知
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
消
極
的
義
務
意
識
は
現
代
中
国

の
[
法
制
]
精
神
が
唱
導
す
る
権
利
と
義
務
の
統
一
の
意
識
と
激
し
く
衝
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l
r
 

恥平

突
す
る
。

資

(
4
)
法
治
意
識
と
人
治
意
識
の
衝
突

い
わ
ゆ
る
法
治
と
は
そ
の
名
の
と
お
り
、
法
に
よ
り
国
や
社
会
を
統
治

す
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
現
代
化
建
設
プ
ロ
セ
ス
は
、
経
済
大

国
を
目
指
す
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
安
定
し
た
法
治
環
境
を
構
築
す
る
よ
う

求
め
る
。
同
時
に
、
現
代
社
会
は
極
め
て
複
雑
で
あ
り
、
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
は
日
に
日
に
精
細
に
な
り
、
一
定
の
社
会
的
ム

l
ド
を
必
要
と
す
る
の

み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
個
人
の
独
断
が
社
会
に
も
た
ら
す
損
失
を
で
き
る

限
り
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
法
治
に
は
特
別
な
意
味

が
あ
る
。
理
論
的
に
い
う
と
、
法
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
法
は
個
体
や

団
体
を
超
越
し
た
客
観
的
必
然
性
お
よ
び
理
性
の
パ
ワ
ー
で
あ
り
、
人
々

を
結
び
つ
け
る
紐
帯
な
い
し
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
な
る
。
そ
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
人
々
に
的
確
か
つ
明
確
に
、
そ
し
て
普
遍
的
に
有
効
な
行
為
準
則
お

よ
び
評
価
の
尺
度
を
提
供
す
る
。
法
治
は
全
て
の
こ
と
に
つ
い
て
法
を
根

拠
と
し
、
行
為
準
則
の
暖
味
性
や
〔
客
観
的
な
〕
数
値
化
の
欠
如
に
よ
り

も
た
ら
さ
れ
る
様
々
な
社
会
の
病
理
を
排
除
し
、
社
会
の
高
効
率
的
運
行

に
プ
ラ
ス
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
人
々
は
同
一
の
原
則
に
基
づ
き
自
身

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
と
も
に
他
人
に
要
求
し
、
自
身
を
保
護
し
、
自

身
や
他
人
の
行
為
に
つ
い
て
的
確
に
評
価
・
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
中
に
は
効
率
、
公
正
、
自
由
お
よ
び
平
等

が
当
然
に
含
ま
れ
る
o

社
会
生
活
に
お
い
て
法
治
を
確
立
す
る
こ
と
は
、

現
代
中
国
の
[
法
制
]
精
神
の
必
然
的
要
請
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
の
伝
統
文
化
の
内
在
的
観
念
は
こ
の
逆
で
あ
る
。
中
国

の
伝
統
文
化
の
内
在
的
観
念
は
、
自
然
経
済
を
基
盤
と
し
た
家
国
一
体
の

独
裁
社
会
で
生
成
し
た
。
こ
の
家
国
一
体
秩
序
を
維
持
す
る
規
範
は
、
や

は
り
家
長
や
君
王
個
人
の
意
思
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
の
伝

統
文
化
の
内
在
的
観
念
が
人
治
精
神
を
唱
え
た
の
は
必
定
で
あ
る
。
中
国

の
伝
統
文
化
で
あ
る
[
崇
古
導
向
]
は
、
古
代
の
賢
人
の
見
解
を
至
高
の

観
念
と
み
な
す
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。
中
国
の
伝
統
文
化
で
あ
る
身
分
観

念
は
、
実
際
に
は
君
王
の
至
高
の
地
位
を
論
証
し
、
君
王
個
人
が
永
遠
に

法
律
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
り
う
る
、
あ
る
い
は
君
王
自
身
が
法
律
の
化

身
で
あ
り
、
個
人
の
権
力
で
随
意
に
法
律
を
支
配
で
き
る
人
治
の
伝
統
を

形
成
し
た
。
中
国
の
伝
統
文
化
で
あ
る
全
体
至
上
の
観
念
は
、
君
王
が
全

体
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
意
思
は
自
由
で
あ
り
う
る
こ
と
を
証
明
し
て
い

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
伝
統
文
化
の
内
在
的
観
念
が
、
君
王
個
人
は
人

心
に
お
け
る
輝
か
し
い
地
位
に
あ
り
、
法
律
は
社
会
に
お
け
る
侍
女
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
現
象
を
招
い
た
こ
と
を
看
取
で
き
る
。
こ
う
し
た
人
治
観

念
の
影
響
が
深
く
浸
透
し
た
た
め
、
人
々
は
生
活
の
改
善
お
よ
び
民
族
の

富
強
を
賢
明
な
君
主
の
登
場
に
依
存
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
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た
、
社
会
の
興
隆
と
危
機
も
完
全
に
ひ
と
り
の
具
体
的
個
人

i
l
'
君
王

が
賢
明
で
あ
る
か
凡
庸
で
あ
る
か
に
左
右
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
国
家
や
民

族
全
体
の
命
運
は
完
全
に
偶
然
性
に
委
ね
ら
れ
、
人
々
が
人
治
を
崇
拝
し

法
治
を
蔑
視
す
る
と
い
う
民
族
意
識
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
伝
統

文
化
の
内
在
的
観
念
が
具
現
化
す
る
人
治
意
識
は
、
現
代
中
国
の
[
法
制
]

精
神
が
提
起
す
る
法
治
の
要
求
と
鋭
く
衝
突
す
る
。

東アジア文化と近代法(15)

(
5
)
公
正
意
識
と
人
情
意
識
の
衝
突

現
代
中
国
の
[
法
制
]
精
神
の
発
展
は
、
さ
ら
に
公
正
意
識
と
も
つ
な

が
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
公
正
と
は
、
人
々
が
交
流
や
交
際
の
プ
ロ
セ
ス

に
お
い
て
、
自
由
、
平
等
お
よ
び
良
好
な
生
活
へ
の
渇
望
に
基
づ
き
な
が

ら
も
合
理
性
を
維
持
す
る
こ
と
を
指
し
、
人
々
を
事
務
処
理
に
お
い
て
私

利
や
情
感
の
要
素
の
制
約
か
ら
脱
却
さ
せ
る
。
公
正
な
態
度
で
社
会
の
各

分
野
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
法
律
の
伝
統
的
使
命
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
法
律
の
尊
厳
を
維
持
す
る
助
け
と
な
る
ば
か
り
か
、
社
会
生
活
の

各
分
野
が
正
常
な
軌
道
に
し
た
が
っ
て
運
行
さ
れ
、
生
産
を
促
進
し
、
人
々

が
社
会
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
財
を
創
造
す
る
よ
う
奨
励
し
、
社
会
の
文

明
度
を
向
上
さ
せ
る
。
社
会
主
義
市
場
経
済
を
建
設
す
る
に
際
し
て
は
、

ハ
イ
レ
ベ
ル
に
理
性
化
・
制
度
化
さ
れ
た
文
明
社
会
を
構
築
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
法
律
に
よ
り
社
会
の
公
正
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た

社
会
の
客
観
的
要
素
で
あ
る
。
現
代
中
国
の
[
法
制
]
精
神
が
唱
導
す
る

社
会
の
公
正
の
意
識
は
、
社
会
主
義
社
会
の
経
済
建
設
お
よ
び
発
展
の

ニ
l
ズ
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
中
国
の
伝
統
文
化
の
内
在
的
観
念
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。
中

国
の
伝
統
文
化
の
内
在
的
観
念
は
、
自
然
経
済
を
土
台
と
し
た
血
縁
宗
法

シ
ス
テ
ム
の
産
物
で
あ
り
、
一
貫
し
て
倫
理
至
上
の
精
神
が
貫
か
れ
て
い

る
。
そ
の
中
に
は
人
々
が
人
情
関
係
を
尊
び
法
律
を
軽
視
す
る
と
い
う
法

律
よ
り
も
人
情
の
考
え
方
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
。
[
孝
悌
為
本
]
の
考

え
方
は
、
元
来
道
徳
上
の
両
面
性
を
有
し
て
い
る
。
一
方
で
は
宗
法
的
人

倫
関
係
を
反
映
す
る
と
と
も
に
、
封
建
的
政
治
支
配
の
た
め
に
奉
仕
す
る

よ
う
用
い
ら
れ
る
。
他
方
に
お
い
て
は
、
中
国
の
伝
統
文
化
に
お
け
る
高

齢
者
を
敬
い
幼
い
者
を
慈
し
む
と
い
う
素
晴
ら
し
い
美
徳
を
反
映
し
て
い

る
。
こ
れ
は
人
性
の
中
で
も
伝
え
て
い
く
に
値
す
る
善
良
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
[
孝
悌
為
本
]
の
観
念
は
そ
の
後
の
変
遷
の
中
で
、
ま
た
伝
統

文
化
の
義
を
重
ん
じ
る
観
念
と
結
び
つ
き
、
人
情
を
人
性
よ
り
も
尊
び
、

人
情
観
の
色
彩
が
濃
厚
な
小
団
体
な
い
し
は
宗
派
意
識
を
植
え
付
け
た
。

今
日
に
お
い
て
も
、
我
々
は
依
然
と
し
て
こ
う
し
た
人
情
意
識
の
影
響
が

し
っ
か
り
と
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
看
取
で
き
る
。
例
え
ば
、
こ
こ
数
年
、

祖
廟
を
修
繕
し
た
り
、
家
系
図
を
補
正
し
た
り
し
、
「
祖
先
を
確
認
し
て

{
一
示
族
に
帰
す
」
こ
と
が
す
こ
ぶ
る
流
行
っ
て
い
る
地
方
が
あ
る
。
ま
た
、
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一
部
の
地
方
で
は
封
建
的
宗
法
勢
力
が
悪
質
に
拡
大
し
、
族
長
の
権
力
が

村
長
や
郷
長
を
超
越
し
、
党
の
規
律
や
国
の
法
律
が
家
族
法
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
、
宗
族
の
利
益
が
国
や
人
民
の
利
益
を
圧
迫
し
て
い
る
。
こ
れ
以

外
に
、
社
会
の
ヤ
ク
ザ
勢
力
も
台
頭
し
始
め
、
社
会
の
公
正
と
法
律
の
尊

厳
に
公
然
と
挑
戦
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
い
ず
れ
も
社
会
現
象

で
あ
る
。
伝
統
文
化
の
内
在
的
観
念
の
影
響
を
受
け
た
人
々
が
、
人
倫
・

道
徳
や
情
感
を
用
い
て
彼
ら
に
対
す
る
法
律
規
範
の
制
約
と
要
求
を
改
め

よ
う
と
尽
力
し
、
理
非
曲
直
を
封
建
的
倫
理
・
道
理
の
中
に
埋
没
さ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
が
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
環
境
に
よ

り
人
々
は
精
神
的
な
い
し
は
物
質
的
な
物
事
を
情
感
の
キ
ャ
リ
ア
に
変
え

て
、
個
人
の
意
思
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
最
終
的
に
は
規
範
本
来
の
内
容
を

改
め
る
の
で
あ
る
。
現
代
中
国
の
[
法
制
]
精
神
が
唱
え
る
公
正
意
識
は
、

こ
う
し
た
伝
統
的
な
人
情
意
識
と
正
面
か
ら
衝
突
す
る
。

資

四

法
律
の
文
化
的
人
格
の
歴
史
的
変
遷
と
い
う
視
点
か
ら
、
現
代
中
国
に

お
け
る
[
信
訪
]
制
度
の
歴
史
的
命
運
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
意

味
が
あ
る
〔
[
信
訪
]
と
は
、
「
行
政
機
関
に
人
民
大
衆
が
手
紙
[
来
信
]

や
窓
口
に
出
向
い
て
[
来
訪
]
、
行
政
上
の
紛
争
解
決
を
訴
え
る
と
い
う

一
種
の
行
政
苦
情
処
理
制
度
」
を
い
う
。
木
間
正
道
・
鈴
木
賢
・
高
見
淳

磨
『
現
代
中
国
法
入
門
(
第
三
版
)
』
(
有
斐
閣
、
二

O
O
三
年
)
二
三
七

頁
〕
。
[
信
訪
]
は
中
国
お
い
て
は
法
定
の
権
利
で
あ
る
。
現
行
憲
法
お
よ

び
関
連
す
る
法
律
に
は
[
信
訪
]
権
に
つ
い
て
の
明
確
な
規
定
は
な
い
が
、

憲
法
四
一
条
一
項
は
[
信
訪
]
権
の
主
た
る
法
源
で
あ
る
と
一
般
的
に
考

え
ら
れ
て
い
る
。
本
条
は
、
「
中
華
人
民
共
和
国
市
民
は
如
何
な
る
国
家

機
関
ま
た
は
国
家
勤
務
人
員
に
対
し
て
も
、
批
判
ま
た
は
意
見
を
提
出
す

る
権
利
を
有
す
る
。
国
家
機
関
ま
た
は
国
家
勤
務
人
員
に
よ
る
如
何
な
る

違
法
な
失
職
行
為
に
つ
い
て
も
、
関
連
す
る
国
家
機
関
に
不
服
を
申
し
立

て
、
報
告
し
、
ま
た
は
告
発
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
明
確
に
規
定
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
[
信
訪
]
権
に
は
批
判
、
提
案
お
よ
び
告
発
だ
け
で
は
な
く
、

市
民
の
要
求
権
も
含
ま
れ
る
。
[
信
訪
]
権
は
民
衆
の
基
本
的
権
利
と
し

て
、
憲
法
で
確
認
さ
れ
、
保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
国
は

憲
法
や
行
政
規
範
の
形
式
で
[
信
訪
]
の
活
動
お
よ
び
業
務
を
規
範
化
し

て
い
る
。
ま
た
こ
れ
以
外
に
も
、
専
門
的
な
[
信
訪
]
業
務
機
構
を
設
立

し
、
{
信
訪
]
の
専
門
官
を
配
置
し
て
民
衆
が
[
信
訪
]
に
よ
り
申
し
出

た
問
題
や
要
求
を
処
理
さ
せ
て
い
る
。
各
級
国
家
機
関
が
行
っ
て
い
る
[
信

訪
]
の
専
門
業
務
も
制
度
化
さ
れ
、
[
信
訪
]
制
度
の
一
翼
を
担
っ
て
い

る。
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制
度
の
役
割
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
現
段
階
の
中
国
に
お
い
て

は
民
主
主
義
・
法
治
建
設
が
ま
だ
完
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
政
府
の
権
力
は

規
律
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
膨
張
を
呈
し
て
い
る
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、

民
衆
に
つ
い
て
は
社
会
転
換
期
に
お
け
る
生
存
へ
の
圧
力
お
よ
び
貧
富
の

二
極
分
化
が
由
々
し
く
、
さ
ら
に
は
市
民
の
権
利
保
障
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
不

完
全
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
民
衆
が
え
ん
罪
の
疑
い
を
着
せ

ら
れ
た
り
、
不
公
平
に
遭
遇
し
た
と
き
に
、
[
信
訪
]
制
度
は
社
会
の
衝

突
や
紛
争
の
処
理
ま
た
は
解
決
を
通
じ
て
、
社
会
の
矛
盾
を
解
消
・
緩
和

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
同
時
に
、
客
観
的
に
見
れ
ば
、
民
衆
に
不
平

不
満
を
吐
き
出
す
ル

l
ト
を
与
え
て
い
る
と
も
い
え
る
。
[
信
訪
]
制
度

は
正
義
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
民
衆
の
信
念
を
強
化
し
て
い
る
。
ま
た
[
信

訪
]
制
度
は
、
現
在
我
々
が
進
め
て
い
る
反
腐
敗
闘
争
に
お
い
て
も
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
関
連
部
門
の
統
計
に
よ
る
と
、
反
腐
敗
闘
争

に
お
い
て
警
察
が
刑
事
事
件
と
し
て
捜
査
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
事
件
の

う
ち
、
八

O
%
が
大
衆
の
通
報
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
[
信
訪
]
制
度
は

国
家
監
督
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
不
可
欠
な
制
度
で
あ
る
。

し
か
し
、
[
信
訪
]
制
度
の
気
質
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
伝
統
法

の
文
化
的
人
格
に
対
す
る
強
力
な
支
持
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
看
取
で

き
る
。
[
信
訪
]
制
度
の
主
体
は
各
級
政
府
の
公
務
員
で
あ
り
、
申
し
立

て
ら
れ
た
問
題
を
解
決
す
る
カ
ギ
は
指
導
部
の
重
視
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
具
体
的
に
は
、
指
導
部
が
[
信
訪
]
案
件
の
受
理
、
処
理
の
程
度
お
よ

び
処
理
の
方
法
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。
[
信
訪
]
機

構
は
主
に
指
導
部
に
奉
仕
す
る
機
構
で
あ
り
、
指
導
部
の
授
権
に
基
づ
き
、

あ
る
い
は
指
導
部
の
意
向
を
受
け
た
事
務
方
が
実
際
に
運
営
し
て
い
る
。

[
信
訪
]
制
度
は
申
し
立
て
ら
れ
た
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
、
厳
格
な
手

続
や
規
定
を
欠
い
て
お
り
、
恋
意
を
挟
む
大
き
な
余
地
を
残
し
て
い
る
。

他
方
、
民
衆
が
熱
心
に
政
府
に
訴
え
で
る
所
以
は
、
文
化
的
淵
源
か
ら
見

れ
ば
、
伝
統
的
な
官
本
位
思
想
お
よ
び
家
長
型
管
理
方
式
が
と
り
わ
け
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
中
国
の
伝
統
文
化
の
内
在

的
観
念
は
「
全
体
至
上
」
を
唱
導
し
、
人
々
の
経
験
的
意
識
に
具
体
化
さ

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
忠
孝
の
倫
理
に
よ
り
個
人
の
存
在
お
よ
び
そ
の
家
族
、

国
家
と
の
関
係
を
認
知
、
体
験
、
評
価
す
る
よ
う
主
張
し
、
人
と
人
と
の

関
係
は
往
々
に
し
て
服
従
と
依
存
の
関
係
に
表
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

「
官
本
位
」
は
現
実
生
活
に
お
い
て
文
化
的
心
理
的
基
盤
を
得
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
主
義
時
代
に
入
っ
た
後
、
長
期
に
わ
た
り
計
画
経

済
を
実
施
し
て
き
た
。
こ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
は
社
会
生
活
の
各
レ
ベ
ル
に

反
映
さ
れ
、
現
実
に
お
け
る
官
本
位
の
影
響
を
強
化
し
て
き
た
。
他
方
、

現
在
の
社
会
転
換
期
に
お
い
て
政
府
の
役
割
も
転
換
し
て
い
る
が
、
そ
れ

自
体
は
ま
だ
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
の
真
っ
直
中
で
あ
る
。
政
府
の
行
い
が
依

然
と
し
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
中
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国
社
会
に
お
け
る
法
治
の
発
展
の
特
徴
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
分
析
に
基
づ
き
、
[
信
訪
]
制
度
の
歴
史
的
命
運
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
基
本
的
評
価
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
法
治
の
視
点
か
ら
次
の

よ
う
に
指
摘
す
る
学
者
が
い
る
。
す
な
わ
ち
、
[
信
訪
]
制
度
の
存
在
お

よ
び
発
展
は
法
治
秩
序
に
適
合
的
で
は
な
い
。
法
に
よ
る
国
家
統
治
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
宮
本
位
の
[
信
訪
]
制
度
は
許
さ
れ
ず
、
行
政
系

統
か
ら
独
立
し
た
司
法
制
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
代
的
[
法
制
]
秩

序
構
築
の
核
心
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
見
解
は
も
ち
ろ
ん
理
に

適
っ
て
い
る
。
現
代
的
[
法
制
]
構
築
は
市
場
経
済
と
現
代
化
の
発
展
の

客
観
的
要
求
で
あ
り
、
新
し
く
生
成
し
て
き
た
法
律
の
文
化
的
人
格
の
パ

ワ
ー
を
育
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
々
は
司
法
の
不
公
正
、
司
法

の
腐
敗
、
お
よ
び
司
法
に
対
す
る
行
政
の
干
渉
を
排
除
す
る
よ
う
強
く
求

め
、
司
法
部
門
も
裁
判
官
職
の
任
官
制
度
、
裁
判
官
の
誤
判
責
任
追
及
制

度
、
法
院
に
お
け
る
公
判
制
度
な
ど
の
改
革
を
積
極
的
に
推
し
進
め
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
国
に
お
け
る
[
法
制
]
の
発
展
と
進
歩
を
示

し
て
い
る
。
し
か
し
、
[
信
訪
]
制
度
は
現
代
的
[
法
制
]
秩
序
の
理
想

的
構
造
と
矛
盾
し
て
い
る
が
、
我
々
が
そ
れ
を
簡
単
に
廃
棄
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
社
会
転
換
期
に
お
い
て
こ
う
し
た
[
信
訪
]

制
度
を
支
持
す
る
社
会
的
客
観
的
条
件
が
ま
だ
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
み

な
ら
ず
、
ま
た
伝
統
的
な
法
律
の
文
化
的
人
格
が
依
然
と
し
て
固
有
の
生

資

命
力
を
保
持
し
、
現
代
的
[
法
制
]
精
神
と
衝
突
す
る
形
で
中
国
の
[
法

制
]
の
発
展
に
頑
強
に
抵
抗
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

我
々
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
業
は
、
[
信
訪
]
制
度
を
中
国
の
現

代
的
法
治
体
系
に
積
極
的
に
組
み
込
み
、
そ
れ
を
改
造
し
て
中
国
の
現
代

的
[
法
制
]
の
重
要
な
構
成
要
素
お
よ
び
特
色
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
我
々
が
法
律
の
文
化
的
人
格
の
役
割
を
尊
重
す
れ
ば
当
然
に

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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