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東
日
本
国
際
大
学

東
洋
思
想
研
究
所
所
長

　
　
　
　
　
　

松　

岡　

幹　

夫

「
明
日
、
な
に
を
す
べ
き
か
分
か
ら
な
い
人
は
不
幸
で
あ
る
」。
味
わ
う
べ
き
、
ロ
シ
ア
の
文
豪
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
言
葉
で
あ
る
。
人
間
、
目

的
な
く
生
き
る
の
は
い
か
に
も
空
し
い
。
出
世
と
金
の
た
め
に
生
き
て
い
る
人
も
多
い
が
、そ
れ
は
目
的
を
持
っ
た
生
き
方
で
は
な
か
ろ
う
。

出
世
や
金
は
、
人
生
の
目
的
で
は
な
く
手
段
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
実
際
、
そ
う
し
た
人
の
顔
を
み
る
と
、
目
的
を
忘
れ
た
人
に
特
有
の
空

虚
さ
が
に
じ
み
出
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
生
き
る
本
当
の
目
的
は
何
だ
ろ
う
か
。
神
や
仏
の
た
め
と
か
、
国
の
た
め
と
か
言
う
人
は
、
今
で
は
少
な
く
な
っ
た
。
人
類

の
平
和
の
た
め
、
弱
者
の
た
め
と
い
う
の
も
、
い
さ
さ
か
肩
肘
張
っ
た
感
が
あ
る
。
や
は
り
自
分
自
身
の
た
め
、
具
体
的
に
は
、
楽
し
く
幸

せ
な
人
生
を
送
り
た
い
と
い
う
の
が
大
方
の
本
音
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

楽
し
む
た
め
に
生
き
る
。
こ
う
し
た
人
生
観
は
、
決
し
て
利
己
的
な
も
の
で
は
な
い
。
誰
し
も
、
自
分
一
人
で
は
本
当
に
楽
し
め
な
い
と

思
う
。
周
囲
が
苦
し
ん
で
い
る
の
に
自
分
一
人
だ
け
楽
し
い
と
い
う
状
態
な
ど
、
し
ょ
せ
ん
長
続
き
は
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
然
的
に

他
人
と
一
緒
に
楽
し
も
う
と
す
る
。
人
間
が
社
会
的
動
物
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

ま
た
、
楽
し
む
た
め
に
生
き
る
の
が
浅
薄
な
考
え
方
だ
と
い
う
の
も
誤
解
で
あ
る
。
世
の
中
に
は
高
邁
な
理
念
が
多
々
あ
る
。
だ
が
、
例

え
ば
自
由
に
し
て
も
平
等
に
し
て
も
、
元
々
は
人
間
同
士
が
楽
し
く
生
き
る
た
め
に
唱
え
ら
れ
た
理
念
だ
ろ
う
。
一
頃
の
革
命
思
想
の
よ
う

に
、自
由
や
平
等
の
た
め
と
称
し
て
血
の
犠
牲
を
正
当
化
す
る
よ
う
で
は
本
末
転
倒
に
す
ぎ
る
。
宗
教
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。

此
岸
の
楽
し
み
を
否
定
し
、
彼
岸
の
理
想
ば
か
り
を
高
唱
す
る
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
を
本
物
と
は
呼
び
た
く
な
い
。
本
物
の
宗
教
な
ら
、
此

岸
／
彼
岸
の
対
立
を
超
え
た
絶
対
的
な
地
平
に
立
ち
、
此
岸
の
現
世
を
大
き
く
包
む
は
ず
だ
。
現
世
的
な
楽
し
み
も
与
え
ら
れ
な
い
宗
教
は

偏
頗
で
あ
り
、
真
の
絶
対
を
知
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。

　

要
す
る
に
、
思
想
で
あ
れ
、
宗
教
で
あ
れ
、
人
間
が
楽
し
く
生
き
る
た
め
に
あ
る
。
そ
し
て
、
善
き
思
想
や
宗
教
を
通
じ
て
こ
そ
、
よ
り

深
み
あ
る
人
生
の
楽
し
み
が
得
ら
れ
る
。
思
想
・
宗
教
と
言
う
と
、
押
し
つ
け
が
ま
し
い
説
教
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
人
も
い
よ
う
。
少
し
発

想
を
変
え
て
み
た
ら
ど
う
か
。
思
想
や
宗
教
は
、
あ
る
意
味
で
顕
微
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
肉
眼
で
捉
え
ら
れ
な
い
微
細

な
ウ
イ
ル
ス
が
、
顕
微
鏡
を
使
う
と
明
瞭
に
見
え
る
。
そ
れ
と
同
じ
で
、
普
通
に
生
き
て
い
る
と
な
か
な
か
気
づ
け
な
い
世
の
中
の
道
理
が
、

善
き
思
想
、
善
き
宗
教
を
通
せ
ば
見
え
て
く
る
。

　

人
生
を
楽
し
む
う
え
で
、
実
は
優
れ
た
思
想
ほ
ど
便
利
な
も
の
は
な
い
。『
論
語
』
な
ど
は
、
時
代
を
超
え
て
人
間
社
会
の
真
実
を
見
通

す
最
高
の
顕
微
鏡
で
あ
ろ
う
。
儒
学
を
基
本
理
念
と
す
る
東
日
本
国
際
大
学
に
東
洋
思
想
研
究
所
が
設
置
さ
れ
て
、は
や
六
年
が
経
過
し
た
。

人
の
世
に
「
楽
」
を
送
る
思
想
探
究
の
場
と
し
て
、
本
年
も
『
研
究
東
洋
』
を
発
刊
し
た
い
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
吉
日

発刊によせて

発
刊
に
よ
せ
て
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発
刊
の
辞松
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幹
夫
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発
刊
に
よ
せ
て
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■
総
力
特
集　

第
二
六
回
大
成
聖
先
師
孔
子
祭
記
念
講
演
・
ト
ー
ク
ラ
ウ
ン
ジ
■

「
い
わ
き
か
ら
世
界
へ
」
を
掲
げ
る
東
日
本
国
際
大
学
（
以
下
本
学
）

は
、
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）
六
月
二
〇
日
、
第
二
六
回
大
成

至
聖
先
師
孔
子
祭
を
学
内
で
執
り
行
い
、
祭
主
の
緑
川
浩
司
理
事
長

が
玉
串
を
捧
げ
た
。
式
典
に
続
い
て
、
二
名
の
講
師
に
よ
る
記
念
講

演
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
第
二
部
と
し
て
ト
ー
ク
ラ
ウ
ン
ジ
が
行
わ
れ

た
。

　

特
に
、
本
年
は
孔
子
第
七
九
代
末
裔
で
あ
る
孔
垂
長
先
生
を
お
招

き
し
、
本
学
東
洋
思
想
研
究
所
所
長
松
岡
幹
夫
司
会
の
も
と
「
儒
学

思
想
の
生
き
方
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ
れ
、
本
学
学
生
、
附
属
昌

平
中
学
・
高
校
を
あ
わ
せ
約
一
〇
〇
〇
名
が
熱
心
に
聴
講
し
メ
モ
を

取
る
姿
が
見
ら
れ
た
。
第
二
部
は
場
所
を
グ
ラ
ン
パ
ル
テ
ィ
い
わ
き

に
移
動
し
、
有
識
者
の
み
に
よ
る
ト
ー
ク
ラ
ウ
ン
ジ
、
お
よ
び
茶
話

会
が
催
さ
れ
た
。
ト
ー
ク
ラ
ウ
ン
ジ
で
は
、
台
湾
大
学
葉
國
良
先
生

の
「
儒
学
の
現
代
的
応
用
」
を
基
調
報
告
と
し
積
極
的
な
討
論
が
展

開
さ
れ
た
。
以
下
、
本
誌
特
集
で
は
記
念
講
演
二
本
な
ら
び
に
基
調

報
告
を
掲
載
し
、
当
日
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

第
二
六
回　

大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
二
〇
日
（
金
）

　
　
　
　
　

午
前
十
時
半
〜
午
前
十
一
時
四
〇
分　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
日
本
国
際
大
学
一
号
館　

大
成
殿

　
　
　
　
　
　

第
二
六
回
大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭

　
　
　
　
　

午
後
十
二
時
五
〇
分
〜
午
後
三
時　

本
学
体
育
館

　
　
　
　
　

記
念
講
演　

　
　

　
　
　
　
　

演　

題　

「
儒
学
思
想
の
生
き
方
」

　
　
　
　
　

講　

師　

第
七
九
代
孔
子
末
裔　

孔
垂
長　

先
生

　
　
　
　
　

演　

題　

「
伊
藤
仁
斎
の
〈
私
〉
さ
が
し
」

　
　
　
　
　

講　

師　

国
際
基
督
教
大
学
教
授　

小
島
康
敬　

先
生

　
　
　
　
　

午
後
四
時
〜
午
後
五
時
三
〇
分　
グ
ラ
ン
パ
ル
テ
ィ
い
わ
き

　
　
　
　
　

ト
ー
ク
ラ
ウ
ン
ジ

　
　
　
　
　

演　

題　
「
儒
学
の
現
代
的
応
用
」

　
　
　
　
　

講　

師　

台
湾
大
学　

葉
國
良　

先
生

　
　
　
　
　

茶
話
会
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■総力特集：第二六回大成至聖先師孔子祭

第
二
六
回　

大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭　

記
念
講
演
・
ト
ー
ク
ラ
ウ
ン
ジ

日
程
表

時　　間 場　　所 内　　容

10:30
〜
11:30

本　学
１号館大成殿

孔子祭 司会：遠藤総務部長

〈次第〉
開式の辞 田久昌次郎

東日本国際大学・いわき短期大学学長
神　事 神　官

（参列者）
本学法人役員
来賓
教職員（実行委員）
学生・生徒

（神事）
修祓の儀
齋主一拝
献饌の儀
齋主祝詞奏上
玉串を奉りて拝礼
（理事長、学長、来賓各代表、学生等）　
徹饌の儀
齋主一拝
直会の儀

祭主挨拶 緑川浩司学校法人昌平黌理事長
閉式の辞 比留間進東日本国際大学副学長

（神事供物）
米一升・紅白餅・酒・頭付鮮魚・四節の野菜
五～六種
果実一盛・塩・水・榊

11:30
〜
11:40

大成殿前 記念撮影

11:40
〜
12:40

本　学 昼　　食 本学役員、来賓、その他関係職員
※来賓・教職員へは弁当配布

12:50
〜
13:50

本　学
体育館 記念講演１

第 79 代孔子末裔孔垂長先生
「儒学思想の生き方」
司会：松岡東洋思想研究所所長
休　　憩

14:00
〜
15:00

本　学
体育館 記念講演２ 国際基督教大学　小島康敬先生「伊藤仁斎の〈私〉さがし」

15:00
〜
16:00

移　　動

16:00
〜
17:30

グランパルティ
いわき

トークラウンジ 台湾大学　葉　國良先生「儒学の現代的応用」
司　会：先崎東洋思想研究所主任研究員
列席者：学長、吉村作治、孔垂長、徐、片岡、
　　　　小島、山本修一、水田、倉田、先崎、
　　　　関沢
　　　　（通訳：田村、城山、郭、山田） 

茶話会 呉　碩茵夫人を囲んで
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中
国
の
儒
学
思
想
は
、
わ
ず
か
に
一
つ
の
学
説
・
理
念
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
一
個
の
文
化
で
も
あ
り
ま
す
。
儒
学
思
想
は
、
中
国
の

二
千
五
百
年
余
り
の
文
化
的
発
展
を
主
導
し
て
き
た
も
の
で
、
中
国

の
倫
理
思
想
の
核
心
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
共
に
、
個
人
の
日

常
生
活
の
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
実
際
に
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た

も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

祖
先
の
孔
子
の
儒
学
思
想
の
最
大
の
特
色
は
、
ま
さ
し
く
「
人
を

本
と
為
す
（
人
を
根
本
と
す
る
）」
と
い
う
人
文
精
神
に
基
づ
く
も

の
で
、
人
類
の
基
本
的
な
道
徳
的
要
求
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。
そ

れ
は
強
制
的
な
思
想
で
は
な
く
、
人
類
の
社
会
道
徳
的
な
生
活
か
ら

抽
出
さ
れ
た
も
の
で
、
自
身
の
内
在
的
な
欲
求
に
対
す
る
、
自
発
的

な
思
想
・
観
念
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
儒
学
の
思
想
は
、「
水
到
り

て
渠
成
る
（
時
期
が
来
れ
ば
自
然
に
物
事
が
成
就
す
る
）」
と
い
う

よ
う
に
、
直
接
的
に
日
常
生
活
の
内
で
応
用
・
実
践
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
調
和
の
と
れ
た
「
生
き
方
」
で
あ
る
の

で
す
。

　

儒
学
思
想
の
生
き
方
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
人
の
現
実
的
価
値
を

是
認
し
、
人
の
存
在
意
義
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
そ
の
思
想
で
は
、

人
生
が
現
実
世
界
に
存
在
す
る
意
義
を
肯
定
し
、
天
・
地
・
人
の
三

者
の
中
で
は
、
人
が
中
心
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
認

め
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
次
に
、
儒
学
思
想
の
生
き
方
で
は
、
さ
ら
に
現
在
の
人
権
思

想
の
観
念
も
表
明
し
、「
他
人
の
生
命
」
と
「
人
へ
の
ま
ご
こ
ろ
」

を
尊
重
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く

「
仁
者
が
人
を
愛
す
る
」
思
想
で
す
。
こ
の
「
仁
者
が
人
を
愛
す
る
」

こ
と
は
、
人
々
の
基
本
的
権
利
に
つ
い
て
、
承
認
と
肯
定
の
意
味
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
「
仁
」
と
は
、
儒
学
思
想
の
核
心
と
基
礎
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
仁

が
至
る
場
所
に
は
、
義
も
当
然
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
の
通
り

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
中
国
の
古
代
で
は
、「
仁
」
の
字
は
、「
人
が
二

本
の
足
で
道
を
歩
き
、
そ
の
そ
ば
に
二
を
加
え
る
」
よ
う
に
書
き
ま

し
た
。「
二
人
」
と
は
、
ふ
た
り
の
人
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
、
人
と

第
Ⅰ
部　

記
念
講
演
①　

儒
学
思
想
の
生
き
方

孔
子
第
七
九
代
末
裔　

孔　
　
　

垂　

長

翻　

訳　

城　

山　

陽　

宣
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人
の
間
、
社
会
を
表
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
自
身
が
仁
で
あ
る

こ
と
が
「
根
本
」
で
、人
の
間
に
あ
る
も
の
が
、「
相
互
」
に
「
作
用
」

し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
孔
子
が
述
べ
た
「
吾
が
道
は
一

以
て
之
を
貫
く
（
私
の
理
想
は
一
つ
の
道
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い

る
）」
と
は
、
別
の
言
い
方
を
使
っ
て
、
仁
の
本
体
と
そ
の
作
用
が

一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
な
の
で
す
。

　

孔
子
の
思
想
体
系
の
最
も
重
要
な
要
素
は
、「
仁
」
で
す
。
仁
者

が
人
を
愛
す
る
と
は
、「
自
分
自
身
が
し
て
欲
し
く
な
い
こ
と
を
、

人
に
し
て
は
い
け
な
い
」
こ
と
で
、「
敬
天
愛
人
（
天
を
敬
い
人
を

愛
す
る
こ
と
）」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

祖
先
の
孔
子
は
『
論
語
』
の
中
で
、
二
回
「
自
分
自
身
が
し
て
欲

し
く
な
い
こ
と
を
、
人
に
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
観
念
を
提
起

し
て
い
ま
す
。個
人
の
行
為
を
国
家
と
連
動
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

孔
子
は
「
他
人
に
損
害
を
与
え
て
自
身
に
利
益
を
与
え
」、「
他
人
の

危
機
に
乗
じ
」、「
他
人
を
騙
し
損
害
を
与
え
る
」
行
為
と
し
て
極
力

反
対
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
儒
学
思
想
で
は
、「
己
の
心
で

推
し
量
っ
て
人
に
及
ぼ
す
」
こ
と
を
非
常
に
強
調
し
、
た
だ
、
こ
う

す
る
だ
け
で
、
つ
い
に
は
、
調
和
の
と
れ
た
円
満
な
人
間
関
係
と
世

界
平
和
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
み
な
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、「
仁
者
が
人
を
愛
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
五
倫
」

と
「
十
義
」
を
必
要
な
方
法
と
み
な
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
小

か
ら
大
ま
で
、
家
庭
か
ら
社
会
や
国
家
に
ま
で
、
等
し
く
実
践
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

い
わ
ゆ
る
「
五
倫
」
と
は
、
つ
ま
り
「
父
子
、
親
あ
り
」、「
君
臣
、

義
あ
り
」、「
夫
妻
、
別
あ
り
」、「
長
幼
、
序
あ
り
」、「
朋
友
、
信
あ

り
」
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
「
十
義
」
と
は
、と
ま
さ
し
く
「
君
は
仁
」、「
臣
は
忠
」、「
父

は
慈
」、「
子
は
孝
」、「
兄
は
友
」、「
弟
は
恭
」、「
夫
は
義
」、「
婦
は

順
」、「
朋
は
実
」、「
友
は
信
」
を
指
し
て
い
る
の
で
す
。

　

例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
と
、
儒
学
の
文
化
で
は
、「
孝
」
の
観
念

を
非
常
に
重
視
し
て
い
ま
す
。孔
子
の
言
葉
に
、「
弟
子
の
み
な
さ
ん
、

家
で
は
孝
に
基
づ
い
て
父
母
に
尽
く
し
な
さ
い
。
外
で
は
、
年
長
者

に
よ
く
仕
え
る
よ
う
に
。
何
事
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
人
か
ら
信
用

さ
れ
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
区
別
な
く
、
す
べ
て
の
人
々
を
愛
し
、

人
格
者
と
親
し
く
付
き
合
う
よ
う
に
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
し
た
後

に
、
余
力
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
で
学
問
に
励
み
な
さ
い
」
と
あ

る
の
は
こ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で
す
。
中
国
の
家
庭
で
は
、

ず
っ
と
「
父
の
慈
」
と
「
子
の
孝
」
を
手
本
と
し
て
い
ま
す
が
、
今

日
ま
で
、「
百
の
善
行
の
第
一
は
孝
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
は
、
な

お
依
然
と
し
て
、
深
く
私
達
に
影
響
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
の

文
化
の
精
髄
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
中
国
か
ら
世

界
各
地
に
広
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
近
隣
の
国
家
に
対

す
る
影
響
は
、
さ
ら
に
深
遠
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
韓
国
と
日

本
の
社
会
は
、
ま
さ
し
く
儒
学
の
文
化
の
薫
陶
を
深
く
受
け
て
い
る
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の
で
す
。

　

儒
学
の
生
き
方
に
は
、
す
な
わ
ち
人
倫
関
係
の
規
範
を
、
家
庭
か

ら
社
会
と
国
家
に
ま
で
及
ぼ
す
と
い
う
別
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
全

て
の
人
が
、
良
好
な
人
間
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
基
本
的
な
道
徳
的
準
則
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
孔
子
は
、「
家
で
は
孝
に
基
づ
い
て
父
母
に
尽
く
し
な
さ
い
。

外
で
は
年
長
者
に
よ
く
仕
え
る
よ
う
に
。何
事
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、

人
か
ら
信
用
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。区
別
な
く
、す
べ
て
の
人
々

を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
強
調
し
て
い
る
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
す
べ
て
の
人
が
、
他
人
に
対
応
す
る
際
に
、
も
う
少
し

多
く
善
の
心
と
博
愛
精
神
を
持
ち
、
い
ま
少
し
、
多
く
誠
実
さ
と
信

用
す
る
心
を
持
ち
、
少
し
多
く
の
、
礼
儀
と
譲
り
あ
い
と
寛
容
さ
を

持
ち
合
わ
せ
、
さ
ら
に
少
し
多
く
、
自
身
を
顧
み
て
反
省
を
す
る
心

を
持
つ
な
ら
ば
、「
老
人
に
は
安
心
を
与
え
、
友
人
と
は
信
じ
合
い
、

子
供
に
は
慕
わ
れ
た
い
」
と
い
う
行
動
を
す
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ

う
。

　

ま
た
、「
自
分
自
身
が
し
て
欲
し
く
な
い
こ
と
を
、
人
に
し
て
は

い
け
な
い
」
こ
と
や
、「
自
分
が
立
場
を
持
ち
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、

人
に
も
立
場
を
与
え
、
自
分
が
目
的
を
達
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、

人
に
も
目
的
を
達
す
る
よ
う
に
す
る
」
よ
う
に
も
な
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

　

さ
ら
に
、「
自
分
の
家
の
老
人
を
大
切
に
し
て
、
そ
の
気
持
ち
を

よ
そ
の
老
人
ま
で
及
ぼ
し
、
自
分
の
子
を
か
わ
い
が
っ
て
、
そ
の
気

持
ち
を
よ
そ
の
子
ま
で
及
ぼ
す
」
な
ら
ば
、「
老
人
は
天
寿
を
全
う

す
る
場
所
が
あ
り
、
働
き
盛
り
の
も
の
は
働
い
て
役
に
立
つ
場
所
が

あ
り
、
子
供
た
ち
は
成
長
す
る
場
所
が
あ
り
、
妻
が
い
な
い
お
じ
い

さ
ん
・
夫
が
い
な
い
お
ば
あ
さ
ん
・
父
が
い
な
い
子
・
子
が
な
い
老

人
・
身
体
障
害
者
は
、
み
な
保
護
を
受
け
る
場
所
が
あ
る
」
と
い
う

よ
う
に
も
な
る
は
ず
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
ま
さ
し
く
儒
学
者
の
人
権
思
想
に
対
す
る
観
念
と
基

本
理
念
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
人
々
に
、
友
達
に

善
く
す
る
心
、
寛
容
な
心
、
人
を
助
け
る
心
を
持
た
せ
る
よ
う
に
な

り
、
相
手
の
身
に
な
っ
て
他
人
の
た
め
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
、
と

い
う
わ
け
で
す
。

　

儒
学
思
想
の
生
き
方
で
は
、
自
分
自
身
を
完
全
な
人
に
変
化
・
成

長
さ
せ
る
こ
と
も
提
唱
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
儒
学
思
想
で
表
明

し
て
い
る
「
修
身
（
君
子
が
身
を
修
め
る
）」
と
い
う
も
の
で
す
。

修
身
と
は
、
人
が
自
ら
を
す
ば
ら
し
く
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

人
と
し
て
の
素
養
を
向
上
さ
せ
、
自
身
を
理
性
・
道
徳
・
美
徳
・
教

養
を
備
え
た
人
に
成
長
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
個

人
が
自
身
を
修
め
る
も
の
で
、
す
べ
て
の
個
人
が
修
身
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
分
の
良
い
一
面
を
増
や
し
、
そ
の
良
さ
を
最
大
限
発
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揮
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
は
同
時
に
、
自
分
の
劣
る
一
面
の

低
下
を
最
小
限
に
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

つ
ま
り
儒
学
思
想
で
は
、
人
は
た
だ
、
修
身
を
通
じ
て
道
徳
的
で

高
尚
な
君
子
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、

は
じ
め
て
人
は
社
会
に
根
付
き
、
人
々
の
尊
敬
を
受
け
る
よ
う
に
な

る
と
強
調
し
て
い
る
の
で
す
。

　

儒
学
思
想
の
生
き
方
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
大
自
然
の
環
境
保

護
の
思
想
を
尊
重
し
、
人
が
自
然
と
調
和
し
て
共
存
で
き
る
こ
と
を

提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。
儒
学
思
想
で
は
、
人
が
自
然
を
認
識
し
、
尊

重
し
、
保
護
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
を
し
て
い
ま
す
。
ひ
た
す
ら

大
自
然
に
向
か
っ
て
搾
取
す
る
こ
と
、
一
方
的
に
自
然
を
利
用
し
、

征
服
し
、
改
造
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
、「
物
を
取
る
に
は
限
度
が

あ
る
し
、
取
っ
て
も
良
い
時
が
あ
る
」
と
い
う
、
生
態
の
倫
理
思
想

を
提
出
し
て
い
る
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
ま
さ
し
く
、
人
と
自
然
の
関
係
を
倫
理
的
思
考
の
枠
内

に
収
め
る
よ
う
に
求
め
、
倫
理
的
道
徳
と
義
務
を
、
動
植
物
と
私
た

ち
が
生
存
す
る
地
球
全
体
に
拡
大
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
儒
学

思
想
か
ら
見
る
と
、
人
と
宇
宙
・
万
物
と
は
、
一
体
で
統
一
さ
れ
た

生
命
体
で
あ
り
、
す
べ
て
が
天
地
の
理
・
陰
陽
の
気
を
受
け
て
生
成

さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
自
然
界
の

中
の
動
植
物
も
人
と
同
じ
く
、
み
な
地
球
生
命
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中

の
一
員
で
、
ひ
と
し
く
自
身
が
存
在
す
る
権
利
と
価
値
を
有
し
て
い

る
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
生
命
は
、
気
の
向
く
ま
ま
に
剥
奪
さ
れ
て
は

い
け
な
い
の
で
す
。

　

祖
先
の
孔
子
は
二
千
五
百
年
前
、
す
で
に
「
天
人
合
一
（
天
と
人

と
が
一
体
で
あ
る
）」
と
い
う
観
念
を
強
調
し
、
人
々
に
人
と
自
然

の
関
係
を
重
視
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
ま
し
た
。
孔
子
は
自
然

の
法
則
に
抵
抗
で
き
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、「
罪

を
最
高
神
の
天
か
ら
受
け
れ
ば
、
ど
の
神
に
祈
っ
て
も
無
駄
で
す
」

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
祖
先
の
孔
子
の
言
行
の
中
に
は
、
天
と
人
と

の
調
和
が
と
れ
、
共
存
し
て
い
く
生
態
保
護
の
観
念
が
豊
富
に
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
彼
は
人
類
が
自
然
の
法
則
を
認
識
し
、
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
ま
し
た
。『
論
語
』
述
而
篇
の

中
で
、
孔
子
は
、「
釣
り
を
し
た
が
、
網
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
狩
り
を
し
た
が
、
巣
の
中
の
鳥
を
射
る
事
は
な
か
っ
た
」
と
述

べ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
も
孔
子
が
非
常
に
生
態
の
均
衡
に
注
意

を
払
い
、
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
い
た
か
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。

　

今
日
、
天
然
災
害
が
頻
繁
に
世
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
国
家
や
社
会
が
近
代
化
を
追
求
す
る
中
で
、
繁
栄
の
た
め
に
自
然

を
破
壊
し
、
経
済
の
た
め
に
環
境
保
護
を
犠
牲
に
し
た
た
め
に
発
生

し
た
結
果
で
あ
り
、
よ
う
や
く
大
自
然
が
も
た
ら
し
た
反
撃
で
あ
る

と
も
い
え
る
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
反
省
し
、
進
歩
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を
は
か
っ
て
、
孔
子
の
「
天
人
合
一
」
の
思
想
に
つ
い
て
、
学
ん
で

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

儒
学
思
想
の
生
き
方
は
、
そ
の
う
え
、
民
主
的
な
思
想
も
含
ん
で

い
ま
し
た
。
こ
こ
で
の
民
主
的
な
思
想
は
、「
柔
政
」
と
「
王
政
」

の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

政
治
に
は
、か
ね
て
よ
り
「
剛
」
と
「
柔
」
の
二
つ
の
伝
統
が
あ
っ

て
、儒
学
が
、と
り
わ
け
重
視
し
た
も
の
が
「
柔
政
（
柔
軟
な
政
治
）」

で
し
た
。
よ
っ
て
祖
先
の
孔
子
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
を
「
儒
」
と

名
付
け
ま
し
た
。
祖
先
の
孔
子
は
、
先
に
、「
儒
と
は
、
柔
ら
か
い

こ
と
で
あ
る
。
柔
と
は
、
水
の
性
質
で
あ
る
。
水
は
、
目
に
見
え
る

が
形
が
な
い
が
、
舟
を
載
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
同
時
に
舟

を
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
柔
は
ま
た
剛
に
克
つ

こ
と
が
で
き
る
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
儒
学
思
想
の
中
で

は
、「
民
」
を
「
水
」
に
例
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、「
水
は
舟
を

載
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
同
時
に
舟
を
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と

も
で
き
る
」
と
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
柔
政
と
は
、
儒
学
思

想
の
中
の
民
主
的
な
思
想
な
の
で
す
。

　
「
王
政
」
と
は
覇
道
に
対
し
て
説
明
さ
れ
た
も
の
で
、「
王
・
覇
」

と
は
、
孟
子
の
政
治
理
想
の
中
で
の
二
つ
の
異
な
る
政
治
の
こ
と
で

す
。
王
者
の
行
為
は
、
す
べ
て
が
人
民
の
た
め
に
あ
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、民
は
み
な
喜
ん
で
こ
の
政
治
に
従
い
ま
し
た
。
覇
者
と
は
、

た
だ
武
力
に
よ
っ
て
人
民
を
征
服
し
、
強
制
的
に
己
れ
に
従
わ
せ
る

も
の
で
す
。
覇
者
の
行
為
は
、
人
民
の
た
め
で
あ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
た
だ
名
利
と
高
い
地
位
や
繁
栄

を
好
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
力
に
よ
っ
て
人
を
服
従
さ
せ

よ
う
と
す
る
者
は
、心
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、徳
に
よ
っ

て
人
を
心
服
さ
せ
る
者
は
、
心
か
ら
喜
ん
で
誠
実
に
従
っ
て
も
ら
え

る
の
で
す
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
有
名
な
七
十
人
の
弟
子
た
ち
が
孔
子

に
従
っ
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
よ
っ
て
、「
王
政
」
も
儒
学
思

想
の
中
の
民
主
的
な
思
想
で
あ
る
の
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
の
話
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
儒
学
の
思
想
は
、
今

か
ら
約
二
千
年
以
上
も
前
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
そ
の
思
想
の
本
質
と
精
神
は
、
古
今
に
通
用
す
る
学
説
と
理
論

で
あ
り
、
時
代
に
よ
る
制
限
も
、
地
域
に
よ
る
閉
鎖
性
も
無
関
係
な

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
人
類
史
上
、
極
め
て

高
い
価
値
を
備
え
た
思
想
体
系
で
あ
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
依
然

と
し
て
広
範
な
適
用
性
を
備
え
、
そ
の
た
め
に
、
悠
久
の
時
間
が
過

ぎ
去
っ
て
も
、
実
用
的
な
価
値
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

儒
学
思
想
の
生
き
方
は
、
う
ま
く
現
代
的
な
日
常
生
活
に
適
合
す

る
も
の
で
、
二
十
一
世
紀
の
社
会
の
中
で
も
、
依
然
と
し
て
不
可
欠

な
重
要
性
と
多
元
的
な
実
践
価
値
が
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ

れ
は
、
私
達
が
深
く
研
究
し
て
、
自
ら
体
験
し
、
実
行
す
る
に
値
す
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る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

当日の様子
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小　

島　

康　

敬

第
Ⅰ
部　

記
念
講
演
②　

伊
藤
仁
斎
の
〈
私
〉
さ
が
し

　

は
じ
め
に
、
私
た
ち
は
何
の
為
に
学
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い

う
問
い
を
立
て
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
代
は
「
情
報
」
の
時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
パ
ソ

コ
ン
な
ど
の
操
作
が
上
手
で
、
生
活
に
生
か
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
現
代
は
「
情
報
」
を
う
ま
く
処
理
す
る
こ
と
が
社
会
を
生
き
抜

く
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
傾
向
は
明
治
以
降
の

「
近
代
」
か
ら
の
特
徴
で
も
あ
り
ま
す
。
近
代
は
「
知
」
の
時
代
と

言
え
ま
す
。「
知
」
の
時
代
に
あ
っ
て
、
新
渡
戸
稲
造
と
い
う
人
は
、

江
戸
時
代
の
人
々
の
学
問
す
る
姿
を
ふ
り
返
っ
て
、「
知
」
を
偏
重

す
る
時
代
状
況
に
疑
問
を
呈
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
人
々
の
学
び

の
目
的
は
「
徳
」
の
形
成
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
学
び
と
は
単
に
知

を
追
い
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
格
の
養
成
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
の
で
す
。
学
問
を
通
し
て
人
格
の
完
成
を
は
か
る
こ

と
、
つ
ま
り
学
問
と
人
格
の
一
致
が
、
江
戸
時
代
の
学
び
の
姿
だ
っ

た
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
見
る
と
、

江
戸
時
代
は
「
徳
」
の
時
代
、
近
代
は
「
知
」
の
時
代
、
そ
し
て
現

代
は
「
情
報
」
の
時
代
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
は
大
学
に
何

を
求
め
ま
す
か
。「
徳
」
で
す
か
、「
知
」
で
す
か
、「
情
報
」
で
す
か
。

　

今
日
は
、伊
藤
仁
斎
と
い
う
江
戸
時
代
の
儒
学
者
を
通
じ
て
、「
徳
」

に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

若
い
頃
は
、「
私
と
は
何
だ
ろ
う
」
と
い
う
自
己
探
求
の
思
い
が

強
い
も
の
で
す
。
で
は
こ
の
〈
私
〉
と
は
ど
ん
な
存
在
な
の
で
し
ょ

う
か
。
例
え
ば
、〈
私
〉
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
そ
れ
を
考
え
て
い

る
も
う
一
人
の
〈
私
〉
が
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
す
る
と
、
さ

ら
に
そ
の
後
ろ
に
そ
れ
を
見
つ
め
る
〈
私
〉
が
出
て
来
て
、
私
Ａ
、

そ
の
私
Ａ
を
見
て
い
る
私
Ｂ
、
そ
の
私
Ｂ
を
見
て
い
る
私
Ｃ
…
と
い

う
よ
う
に
、私
↑
私
↑
私
と
合
わ
せ
鏡
で
自
分
の
像
を
映
し
出
す
と
、

無
限
に
像
が
で
き
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
感
覚
に
襲
わ
れ
ま
せ
ん
か
。

こ
の
よ
う
に
〈
私
〉
は
ど
ん
ど
ん
と
広
が
っ
て
遠
の
い
て
い
っ
て
し

ま
う
、
こ
れ
を
「
自
我
の
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
的
拡
散
」
と
私
は
勝
手

に
呼
ん
で
お
り
ま
す
。

　

バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
の
中
心
に
は
、
何
も
あ
り
ま
せ
ん
ね
。〈
私
〉

国
際
基
督
教
大
学　

教
養
学
部
教
授

東
日
本
国
際
大
学　

客
員
教
授
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を
つ
か
ま
え
る
行
為
も
ま
た
同
じ
こ
と
で
、自
我
の
中
核
は
空
っ
ぽ
、

見
つ
め
る
私
が
ど
ん
ど
ん
肥
大
化
し
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
人

生
と
は
何
か
、
自
分
と
は
何
だ
ろ
う
と
問
う
こ
と
は
、
実
は
こ
う
い

う
事
態
に
直
面
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
を
追
い

求
め
る
こ
と
は
、
追
い
求
め
て
い
る
の
が
自
分
自
身
で
す
か
ら
、
あ

た
か
も
犬
が
じ
ゃ
れ
て
自
分
の
尻
尾
に
噛
み
つ
こ
う
と
し
て
ぐ
る
ぐ

る
と
廻
っ
て
い
る
事
態
に
も
喩
え
ら
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
日
取
り
あ
げ
る
伊
藤
仁
斎
と
い
う
儒
学
者
も
、
実

は
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
思
春
期
の
苦
悩
に
取
り
組
ん
だ
人
だ
っ
た

の
で
す
。
で
は
伊
藤
仁
斎
と
は
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

簡
単
に
復
習
し
ま
す
。
伊
藤
仁
斎
の
こ
の
肖
像
は
非
常
に
穏
や
か

に
見
え
ま
す
ね
。
四
十
歳
を
過
ぎ
た
ら
自
分
の
顔
に
責
任
を
持
て
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
実
に
柔
和
な
表
情
で
す
ね
。
こ
の
肖
像
か
ら
は
想

像
し
に
く
の
で
す
が
、
若
い
時
の
仁
斎
は
随
分
と
圭
角
で
あ
っ
た
、

つ
ま
り
性
格
や
言
動
が
尖
っ
て
い
た
、
と
自
身
が
語
っ
て
い
ま
す
。

仁
斎
は
、
学
問
に
よ
っ
て
人
格
を
磨
き
上
げ
、
練
り
上
げ
て
い
っ
た

の
で
し
ょ
う
ね
。
江
戸
時
代
の
京
都
に
生
き
た
町
人
の
儒
者
で
あ
る

仁
斎
は
、若
い
と
き
に
は
朱
子
学
を
学
び
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

朱
子
学
を
批
判
し
て
古
義
学
を
打
ち
立
て
ま
し
た
。
古
義
学
と
は
、

朱
熹
や
王
陽
明
の
解
釈
を
退
け
て
、
直
接
、
孔
子
・
孟
子
の
学
問
を

学
ぶ
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で
す
。

　

伊
藤
仁
斎
の
最
大
の
特
徴
は
、
他
の
儒
学
者
―
新
井
白
石
や
荻
生

徂
徠
―
―
と
は
違
っ
て
、
直
接
政
治
家
と
関
わ
ら
な
か
っ
た
町
人
儒

者
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
彼
は
十
一
歳
の
時
『
大
学
』
を
学
び
激
し
く

感
動
す
る
こ
と
か
ら
、
学
問
を
始
め
ま
す
。
十
九
歳
に
な
る
と
朱
子

学
に
の
め
り
込
み
、
学
者
と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
と
願
い
ま
す
。

し
か
し
今
も
昔
も
学
者
と
し
て
飯
を
食
べ
て
行
く
の
は
難
し
く
、
ま

し
て
や
町
家
の
跡
取
り
が
職
業
と
す
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
当
然
、
周
囲
は
反
対
し
ま
し
た
。
親
が
老
い
、
家
が
貧
し
く

な
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
か
、
親
の
老
後
を
考
え
な
い
の
か
、
と
彼
を

責
め
立
て
ま
し
た
。
そ
の
辛
さ
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
し
か
し
仁
斎
は
自
分
の
意
志
を
貫
き
通
し
ま
す
。
自
分
の

こ
と
を
案
じ
て
く
れ
る
親
や
周
囲
の
人
達
の
、
愛
に
よ
る
束
縛
を
拒

ん
で
、
学
問
に
没
頭
し
て
ゆ
き
ま
す
。
誠
実
で
あ
る
が
故
に
、
苦
悩

す
る
の
で
す
。

　

二
〇
代
後
半
に
な
る
と
、
自
分
の
考
え
を
『
敬
斎
記
』『
性
善
論
』

『
心
学
原
論
』
な
ど
と
い
っ
た
文
章
に
し
て
、
纏
め
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
で
す
。
二
十
九
歳
か
ら
、
今
風
に
言
え
ば
仁
斎
は
「
引

き
こ
も
り
」
に
な
り
ま
す
。
よ
う
や
く
世
間
に
復
帰
し
た
の
は

三
十
七
歳
の
と
き
で
す
。
社
会
に
復
帰
し
て
か
ら
は
私
塾「
古
義
堂
」

を
京
都
の
堀
川
に
開
い
て
弟
子
を
と
り
一
生
涯
を
教
育
に
捧
げ
た
の

で
す
。
塾
で
は
「
同
志
会
」
と
呼
ば
れ
る
温
和
で
和
気
あ
い
あ
い
と

し
た
研
究
会
を
主
催
し
ま
し
た
。
彼
の
主
著
に
は
『
論
語
古
義
』
と
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い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。
当
時
、
普
通
は
『
論
語
』
を
朱
子
の
註
釈

に
し
た
が
っ
て
読
む
わ
け
で
す
が
、
仁
斎
は
そ
う
し
た
読
み
方
を
排

し
て
、
自
分
が
直
接
に
『
論
語
』
の
原
典
に
あ
た
っ
て
読
む
べ
き
だ

と
主
張
し
ま
し
た
。
い
わ
ば
、
朱
子
と
い
う
人
の
眼
鏡
を
通
さ
な
い

で
、自
分
の
眼
で
『
論
語
』
と
取
り
組
み
な
さ
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

彼
は
大
名
か
ら
の
招
き
も
あ
り
ま
し
た
が
、
七
十
九
歳
で
生
涯
を
閉

じ
る
ま
で
、
町
人
儒
者
と
し
て
生
涯
を
貫
き
通
し
ま
し
た
。

　

今
日
は
こ
う
し
た
仁
斎
の
人
生
の
な
か
で
、「
引
き
こ
も
り
の
七

年
」
に
特
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
彼
は
こ
の
時
期
、
何
を
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
自
分
を
見
つ
め
て
い
た
」、
こ
う
言
え
る

と
思
い
ま
す
。
彼
は
『
論
語
』
を
、
ま
さ
に
自
分
の
人
生
を
す
べ
て

ぶ
つ
け
て
読
み
込
ん
だ
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
仁
斎
の
態
度
は
、
現
代
の
大
学
教
育
の
在
り
方
を
考

え
直
す
に
あ
た
っ
て
示
唆
深
い
も
の
で
す
。
情
報
の
入
手
だ
け
を
目

的
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
頼
れ
ば
良
い
わ
け

で
、
わ
ざ
わ
ざ
時
間
を
か
け
て
大
学
に
来
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
学
の
役
割
、つ
ま
り
学
問
す
る
場
と
し
て
の
大
学
の
持
つ
意
味
は
、

情
報
の
単
な
る
入
手
で
は
な
く
、「
知
」
を
鍛
え
る
こ
と
、
考
え
る

力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
仁
斎
は
引
き
こ
も
り
の
間
、
手
当
り
次
第
に
様
々
な

思
想
と
取
っ
組
み
あ
っ
て
い
ま
す
。
朱
子
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

陽
明
学
、
更
に
は
仏
教
思
想
に
ま
で
手
を
出
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
納

得
が
行
か
ず
、
思
想
的
精
神
的
に
彷
徨
い
続
け
ま
す
。
朱
子
学
で
は

人
間
の
本
性
は
「
善
」
な
の
だ
と
主
張
し
ま
す
。
し
か
し
実
際
、
人

間
は
様
々
な
悪
を
犯
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
心
が
「
人
欲
」
に
よ
っ

て
曇
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
心
の
曇
り
を
取
り
除
け
ば
、

誰
で
も
「
善
」
の
人
、つ
ま
り
「
聖
人
」
に
な
れ
る
の
で
す
。「
人
欲
」

の
心
を
取
り
除
い
て
、「
天
理
」
を
体
現
し
た
本
当
の
自
分
に
立
ち

返
れ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

聖
人
に
な
る
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。「
格
物
窮
理
」
と

「
居
敬
」
で
す
。
仁
斎
が
と
っ
た
方
法
は
「
居
敬
」
で
す
。「
居
敬
」

と
い
う
の
は
簡
単
に
言
え
ば
、
自
分
の
心
を
深
く
見
つ
め
る
こ
と
で

す
。
坐
禅
を
す
る
よ
う
に
、精
神
修
養
を
す
る
。
黙
想
す
る
。「
人
欲
」

に
お
お
わ
れ
て
い
な
い
本
来
の
自
分
を
見
つ
め
る
、
そ
う
い
う
こ
と

に
仁
斎
は
励
み
ま
し
た
。

　

中
で
も
、「
白
骨
観
法
」
の
実
践
は
仁
斎
の
生
真
面
目
さ
と
、
そ

れ
故
の
苦
悩
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。「
白
骨
観
法
」
と
は
、
一
種

の
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
言
っ
て
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

生
身
の
人
間
を
白
骨
の
よ
う
に
見
る
の
で
す
。
綺
麗
な
女
性
を
目
の

前
に
し
て
も
、
一
皮
む
け
ば
骨
だ
、
骨
だ
と
白
骨
視
す
る
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
ど
う
な
る
の
か
。
彼
の
後
年
の
手
紙
に
は
、
こ
の
頃
の

こ
と
を
回
想
し
て
、
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。「
他
人
と
会
話
し
て
い

る
と
き
で
も
彼
ら
が
白
骨
に
み
え
、
天
地
の
生
死
す
ら
も
な
く
、
幻

の
よ
う
に
思
え
て
来
ま
し
た
。
世
間
日
常
の
道
徳
な
ど
ど
う
で
も
い
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い
も
の
に
思
え
て
し
ま
っ
た
」
と
。
思
う
に
、
世
界
全
体
が
墨
絵
の

よ
う
に
見
え
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。幽
玄
で
は
あ
る
が
、

何
か
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
な
い
、
そ
う
い
う
世
界
の
見
え
方
で
す
。

　

私
た
ち
人
間
に
は
「
欲
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
「
人
欲
」
に

覆
わ
れ
た
「
私
」
か
ら
、「
天
理
」
を
体
現
し
た
本
来
の
「
私
」
に

立
ち
帰
れ
、
朱
子
学
で
は
そ
う
説
き
ま
す
。
若
き
頃
の
仁
斎
は
朱
子

の
学
説
を
単
な
る
知
識
と
し
で
は
な
く
、
身
体
ご
と
受
け
と
め
て
忠

実
に
実
践
し
て
修
養
す
る
わ
け
で
す
が
、そ
の
結
果
が
、世
界
の
様
々

な
色
合
い
や
他
人
と
の
関
係
が
す
べ
て
脱
色
し
て
し
ま
う
事
態
に
立

ち
至
っ
た
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、

こ
の
頃
の
仁
斎
は
本
当
の
自
分
を
激
し
く
求
め
て
、
そ
の
あ
げ
く
に

「
世
間
超
脱
」
の
気
分
に
、
時
に
酔
い
し
れ
、
時
に
さ
い
な
ま
れ
て
、

も
が
い
て
い
た
の
だ
と
私
は
推
測
し
ま
す
。

　

私
は
、〈
私
〉
探
し
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
危
険
性
を
も
っ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
を
探
し
求
め
れ
ば
求
め
る
程
に
、

逆
に
自
分
を
見
失
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
自
分
は
ど
こ
ま
で
追
い
か

け
て
も
見
え
て
こ
な
い
。
自
分
の
自
分
自
身
に
よ
る
関
係
性
で
頭
が

一
杯
に
な
り
、
他
人
と
の
共
感
、
同
調
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
れ
が
跳
ね
返
っ
て
来
た
と
き
、
実
は
、
他
人
だ
け
で
は
な
い
、
自

分
自
身
の
存
在
ま
で
が
希
薄
化
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、

精
神
分
析
的
に
い
え
ば
、「
離
人
症
」
と
呼
ば
れ
る
症
状
に
当
た
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
離
人
症
」
と
は
、
自
分
の
外
の
世
界

や
自
分
自
身
に
対
す
る
実
感
が
薄
れ
て
し
ま
う
症
状
で
す
。
仁
斎
の

七
年
に
わ
た
る
苦
悩
と
そ
こ
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
過
程
、
そ
の

精
神
の
ド
ラ
マ
に
私
は
強
く
惹
か
れ
ま
す
。
儒
学
は
昔
の
古
く
さ
い

話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
社
会
に
も
結
び
つ
く
何
か
が
、
あ
る
の

で
す
。

　

以
上
の
仁
斎
の
苦
闘
か
ら
私
達
は
何
を
学
び
取
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
、
そ
れ
は
「
自
己
の
と
ら
え
返
し
」
で
す
。
た
と
え
ば
私
は
、
私

だ
け
で
〈
私
〉
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
私
の
考
え
だ
！
、

私
は
こ
の
色
が
好
き
だ
！
こ
う
言
う
こ
と
は
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
如

何
に
も
、
個
性
に
み
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
小
さ
い

頃
か
ら
の
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
環
境
や
、
教
育
の
蓄
積
の
結
果
に
由

来
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
個
性
に
み
え
る

意
見
や
価
値
観
も
、
他
人
か
ら
刷
り
込
ま
れ
て
き
た
も
の
だ
と
言
え

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
こ
れ
は
私
独
自
の
考
え
だ
と
、
誰
か
が
言
っ
た
と
し
ま
す
。

ウ
ソ
ー
、
本
当
に
そ
う
で
す
か
。
貴
方
は
何
で
考
え
て
い
ま
す
か
。

考
え
て
い
る
際
に
使
っ
て
い
る
の
は
、
言
葉
で
す
ね
。
日
本
語
と
い

う
言
葉
の
秩
序
、
つ
ま
り
先
人
の
言
葉
の
蓄
積
を
つ
か
っ
て
考
え
て

い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
ま
た
「
自
分
」
一
人
の
個
性
と
は
言
え
ま
せ

ん
。
言
い
換
え
れ
ば
、
貴
方
が
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
日
本
語

と
い
う
言
葉
の
構
造
・
秩
序
が
貴
方
を
考
え
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
う
考
え
て
み
る
と
、〈
私
〉
と
は
実
は
「
関
係
性
」
に
他
な
ら
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な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
自
身
、〈
私
〉
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
。

他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
、
父
親
で
あ
り
、
弟
子
で
あ
り
、
教
師
で

あ
り
…
と
様
々
な
役
割
を
演
じ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。「
関
係
性

の
中
に
あ
る
〈
私
〉」
と
い
う
、〈
私
〉
の
捉
え
方
の
発
見
が
仁
斎
を

し
て
〈
私
〉
探
し
の
落
と
し
穴
か
ら
脱
出
せ
し
め
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
に
『
夜
と
霧
』（
み
す
ず
書
房
）
と
い
う
一
冊
の
本
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
れ
は
ナ
チ
ス
の
収
容
所
で
の
出
来
事
を
書
い
た
本
で
す
。
希
望

の
な
い
世
界
で
生
き
残
っ
た
著
者
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
次
の
よ
う
に
言

い
ま
す
。「
希
望
を
見
失
っ
た
者
ほ
ど
、
早
く
死
ん
で
い
っ
た
」
と
。

希
望
を
見
失
う
な
と
言
わ
れ
て
も
、
ガ
ス
室
で
死
を
待
つ
ば
か
り
の

状
況
で
ど
ん
な
希
望
が
あ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
は
次
ぎ
の

よ
う
な
旨
を
言
っ
て
い
ま
す
。

　

私
が
人
生
か
ら
何
を
期
待
で
き
る
か
で
は
な
く
、
私
が
人
生
か
ら

何
を
ま
だ
期
待
さ
れ
て
い
る
か
。
他
者
の
眼
差
し
に
応
え
よ
う
と
す

る
所
に
生
き
る
力
の
根
源
が
あ
る
。
悲
惨
な
状
況
に
あ
っ
て
生
き
延

び
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
分
を
見
て
い
る
他
者
の
期
待
に
応
え

よ
う
と
す
る
こ
と
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
。
他
者
と
の
、
世
界
と

の
関
係
性
が
崩
壊
し
た
と
き
自
己
も
崩
壊
す
る
。
こ
の
場
合
の
他
者

と
は
、
親
で
あ
っ
た
り
、
子
で
あ
っ
た
り
、
恋
人
で
あ
っ
た
り
、
友

人
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
神
で
あ
っ
て
も
よ
い
、
と
。

　

こ
れ
は
一
体
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
言
い
た
い

こ
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
自
分
が
他
者
と
の
関
係
を

断
た
れ
た
時
に
、
早
く
崩
壊
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
こ
の
困
難

な
と
き
と
、
ま
た
近
づ
き
つ
つ
あ
る
最
後
の
と
き
」、
他
人
の
ま
な

ざ
し
が
あ
れ
ば
、
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
言
っ
て
い
る
と
思

う
の
で
す
。

　

彼
は
妻
と
と
も
に
収
容
所
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
奥
さ
ん
は
す
で

に
亡
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
彼
は
、
彼
女
の
視

線
、
彼
女
の
期
待
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
と
い
う
思
い
で
生
き
抜
く
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
は
他
者
か
ら
の
眼
差
し
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
が

で
き
た
、
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
ま
で
言
っ
て
来
た
「
関
係
性
」

と
は
こ
う
い
う
意
味
な
の
で
す
。
他
者
の
発
見
こ
そ
、
生
き
る
こ
と

を
意
義
づ
け
る
こ
と
な
の
で
す
。世
界
と
の
関
係
性
の
崩
壊
は
、〈
私
〉

自
身
の
崩
壊
を
意
味
し
て
し
ま
う
の
で
す
。「
人
生
を
視
る
目
の
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
は
そ
う
い
う
意
味
な
の
で
す
。

　

他
者
の
発
見
こ
そ
、
自
分
が
生
き
て
い
く
力
に
な
る
と
い
う
こ
と

を
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
教
え
て
く
れ
ま
す
。
純
粋
な
〈
私
〉
な
ど
と
い

う
無
色
透
明
な
存
在
は
な
い
の
だ
、
こ
れ
を
腹
の
底
か
ら
分
か
っ
た

時
、
伊
藤
仁
斎
は
引
き
こ
も
り
か
ら
脱
出
し
、
私
塾
を
開
く
こ
と
が

で
き
た
の
で
し
ょ
う
。「
古
義
堂
」と
名
づ
け
ら
れ
た
塾
で
の
授
業
は
、
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今
で
言
う
ゼ
ミ
方
式
で
、
つ
ま
り
教
師
が
上
か
ら
目
線
で
教
え
諭
す

の
で
は
な
く
、学
問
を
目
差
す「
同
志
」が
対
等
の
資
格
で
渡
り
合
う
、

そ
う
い
う
形
で
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
仁
斎
は
そ
れ
を
「
同
志
会
」
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
仁
斎
の
塾
が
醸
し
だ
す
和
や
か
な
雰
囲
気
は
、
す

ぐ
近
く
に
あ
っ
た
山
崎
闇
斎
の
塾
の
厳
格
な
雰
囲
気
と
は
ま
る
で
違

い
ま
す
。
当
時
、
闇
斎
の
塾
は
師
弟
関
係
も
厳
し
く
、
講
釈
中
心
の

徹
底
し
た
ス
パ
ル
タ
教
育
で
有
名
で
し
た
。
闇
斎
の
塾
か
ら
は
優
れ

た
弟
子
が
輩
出
し
、
こ
れ
は
こ
れ
で
ま
た
魅
力
が
あ
っ
た
と
言
え
ま

す
。

　

で
は
時
間
も
近
づ
い
て
き
た
の
で
結
論
に
入
り
ま
し
ょ
う
。

　

伊
藤
仁
斎
の
思
想
は
、大
き
く
分
け
て
二
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
朱
子
学
で
は
「
理
」
を
重
ん
じ
ま
す
。
道
理
の
探
究
で
す
。
し

か
し
仁
斎
は
こ
の
「
理
」
に
つ
い
て
否
定
的
で
す
。
な
ぜ
な
ら
「
理
」

で
考
え
を
突
き
つ
め
る
こ
と
は
、
人
に
対
し
て
攻
撃
的
な
人
間
を
生

み
出
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
道
理
」、
道
徳
的
正
し

さ
を
追
い
求
め
る
余
り
に
、
そ
れ
を
他
者
に
も
厳
し
く
要
求
す
る
の

は
「
残
忍
酷
薄
」
に
他
な
ら
な
い
と
仁
斎
は
言
い
ま
す
。
正
義
を
振

り
か
ざ
す
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
、仁
斎
は
知
悉
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
よ
り
は
、「
恕
」、
つ
ま
り
他
者
を
思
い
や
っ
て
ゆ
る
す
こ
と

が
大
事
な
の
だ
と
仁
斎
は
主
張
し
ま
す
。
ま
た
別
の
言
葉
で
そ
れ
を

「
仁
愛
」
と
言
い
ま
し
た
。
仁
斎
は
「
仁
」
の
徳
と
は
と
て
も
大
き

く
て
一
言
で
言
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、敢
え
て
一
言
す
れ
ば
「
愛
」

だ
と
、
言
い
切
り
ま
し
た
。「
愛
」
か
ら
出
て
こ
な
い
人
間
関
係
な

ど
は
す
べ
て
偽
り
で
あ
り
、
愛
こ
そ
総
て
の
人
間
関
係
の
根
幹
で
あ

る
。
さ
ら
に
心
と
愛
が
隙
間
な
く
い
っ
ぱ
い
に
な
る
こ
と
、
こ
れ
を

「
仁
」
だ
と
言
っ
た
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
を
仁
斎
は
主
張
し
て
い
ま
す
。そ
れ
は「
生

命
の
流
れ
の
中
に
あ
る
私
」
と
で
も
言
う
べ
き
見
方
を
提
示
し
て
い

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。『
易
経
』
の
一
節
に
「
天
地
の
大
徳
を
生

と
い
う
」と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
仁
斎
は
こ
の
一
節
を
受
け
て
、

天
地
の
働
き
に
は
、
生
だ
け
が
あ
っ
て
死
は
な
い
の
だ
、
と
こ
う
い

う
ス
ゴ
イ
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
え
！
、「
死
」
は
な
い
？　

だ
っ

て
、
人
間
を
含
め
て
生
物
に
は
必
ず
「
死
」
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
、

何
を
寝
ぼ
け
た
こ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
、
と
言
い
た
く
な
り
ま
す
よ

ね
。
仁
斎
は
、「
生
に
対
し
て
の
死
は
な
い
、
死
と
い
う
の
は
生
の

終
わ
り
に
過
ぎ
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
言
葉
遊
び
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
は
考
え
た
あ
げ
く
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。
私
の
体

は
無
数
の
細
胞
で
で
き
て
い
ま
す
。
こ
の
個
々
の
細
胞
は
死
ん
だ
と

し
て
も
、
私
は
依
然
と
し
て
生
き
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
と
同
じ
よ

う
に
、
宇
宙
と
い
う
広
い
視
野
か
ら
見
れ
ば
、
私
と
い
う
一
個
体
は

死
ん
だ
と
し
て
も
、
生
命
全
体
の
流
れ
は
な
ん
ら
変
化
せ
ず
、
生
命

活
動
を
続
け
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
宇
宙
の
生
命
へ
の
讃
歌
が

こ
こ
に
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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私
た
ち
は
、
個
人
の
生
命
を
尊
重
し
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
近
代

の
考
え
方
で
す
。
命
は
誰
の
物
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
分
か
り

き
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。私
の
物
に
決
ま
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。

私
の
命
、
貴
方
の
命
、
彼
の
命
、
彼
女
の
命
、
命
は
個
々
人
が
掛
け

替
え
の
な
い
も
の
と
し
て
所
有
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
風
に
私
達
近

代
人
は
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
仁
斎
を
含
め
て
江
戸
時
代
の
儒
者
の

多
く
は
、命
は
「
天
」
か
ら
の
授
か
り
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

く
ど
い
よ
う
で
す
が
、
命
は
私
の
所
有
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「
天
」
に
帰
す
る
も
の
で
す
。「
天
」、
つ
ま
り
宇
宙
は
永
遠
の
生
命

活
動
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
命
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
の
一

点
に
自
分
は
位
置
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
の
で
す
。
私
と

い
う
存
在
は
宇
宙
の
命
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
命
を
受
け
取

り
、次
ぎ
に
渡
し
て
ゆ
く
、い
わ
ば
命
の
リ
レ
ー
の
バ
ト
ン
ラ
ン
ナ
ー

で
あ
る
、
と
考
え
て
み
る
と
分
か
り
や
す
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
近
代
と
は
お
よ
そ
違
う
生
命
観
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
父
母
が
必
要
で
す
、
そ
の
父
母
が
存

在
す
る
に
は
、
祖
父
母
が
必
要
で
す
、
そ
の
祖
父
母
が
存
在
す
る
に

は
、
…
ず
っ
と
遡
っ
て
ゆ
く
と
ど
こ
ま
で
辿
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

宇
宙
に
お
け
る
生
命
の
始
原
ま
で
遡
り
ま
す
。
命
の
リ
レ
ー
の
な
か

の
一
つ
で
も
欠
け
て
い
た
ら
今
の
私
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
奇
蹟
の
よ

う
な
こ
の
命
の
繋
が
り
連
な
り
に
よ
っ
て
、
私
は
、
今
、
こ
こ
に
い

る
の
で
す
。
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
宇
宙
の
生
命
活
動
の
繋
が
り
連

な
り
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
私
は
い
る
。
こ
の
命
の
繋
が
り
連
な
り

を
痛
烈
に
認
識
し
、
後
世
に
伝
え
て
行
く
こ
と
、
こ
れ
が
儒
教
に
お

け
る
「
孝
」
と
い
う
思
想
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
と
め
ま
す
。
今
日
、
私
が
皆
さ
ん
に
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
は
、

１
〈
私
〉
を
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
捉
え
よ
う
、
２
〈
私
〉
を
命

の
繋
が
り
連
な
り
の
中
で
捉
え
よ
う
、
こ
の
二
点
で
す
。

　

最
後
の
最
後
に
、
皆
さ
ん
は
こ
ん
な
フ
レ
ー
ズ
を
ど
こ
か
で
見
聞

き
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

 

「
私
達
は
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。

人
は
人
の
間
に
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
『
人
間
』
な
の
で
す
。」

　

こ
れ
は
何
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
東
日
本
国
際
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
ビ
デ
オ
で
見
る
建
学
の
精
神
」
で
謳
わ
れ
て
い
る
一
節
で
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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１ 

．
自
由
・
平
等
・
民
主
・
法
治
以
外
の
も
の
を
民
衆
が
求
め
て
い

る

　

百
余
年
以
来
、民
衆
が
普
遍
的
に
求
め
て
き
て
い
る
価
値
は
自
由
・

平
等
・
民
主
・
法
治
で
す
。
こ
れ
は
専
制
帝
国
に
よ
る
統
治
下
の
生

活
に
相
対
し
て
唱
え
ら
れ
た
信
念
で
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
専

制
帝
国
が
相
次
い
で
崩
壊
し
て
い
く
中
で
、
民
衆
に
望
み
ら
し
き
も

の
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
選
挙
に
よ
っ
て
、政
府
と
国
会
が
成
立
し
、

合
わ
せ
て
社
会
福
祉
制
度
も
徐
々
に
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
で
民
衆
が
求
め
て
い
た
価
値
は
保
障
さ
れ
た
か
の
よ
う
に

見
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
十
数
年
来
、
政
府
と
国
会
に
対
す
る

民
衆
の
不
満
が
増
大
す
る
一
方
で
、
抗
議
行
動
や
デ
モ
も
わ
り
と
頻

繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
北
欧
の
福
祉
国
家
に
お
い

て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
と
時
々
報
じ
ら
れ
ま
す
。
一

部
の
地
域
で
は
さ
ら
に
激
し
い
抗
議
行
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
政
府

を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
民
衆
が
自
ら
選
ん
で
誕
生
さ
せ
た
政
府
及
び
国
会

国
立
台
湾
大
学　

中
国
文
学
部　

葉　
　
　

國　

良

第
Ⅱ
部　

基
調
講
演　

儒
学
の
現
代
的
応
用

翻
訳　

田　

村　

立　

波

に
対
し
反
対
に
転
じ
た
現
象
に
つ
い
て
、
多
く
の
学
者
が
そ
の
原
因

究
明
に
躍
起
に
な
っ
て
い
ま
す
。
政
府
に
よ
る
社
会
福
祉
の
削
減
、

政
党
に
よ
る
権
益
の
独
占
、
少
数
の
財
団
ま
た
は
特
定
の
派
閥
の
た

め
の
国
会
立
法
な
ど
が
そ
の
原
因
な
の
で
は
な
い
か
と
分
析
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、国
際
経
済
の
角
度
か
ら
、多
国
籍
企
業
及
び
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
進
展
が
深
刻
な
貧
富
の
格
差
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
よ
る

も
の
だ
と
考
え
る
学
者
も
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
者
で
あ
る

ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
（T

hom
as Piketty

）
が
そ
の
名
著
『
二
十
一

世
紀
の
資
本
論
』
で
、
現
在
の
富
の
集
中
は
十
九
世
紀
に
勝
る
と
も

劣
ら
な
い
状
況
に
あ
り
、
若
者
の
失
業
率
が
高
く
、
そ
れ
に
収
入
が

低
い
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
自
由
・
平
等
・
民
主
・
法

治
と
い
っ
た
信
念
は
資
本
主
義
の
悪
質
な
発
展
を
止
め
る
こ
と
も
で

き
な
け
れ
ば
、
民
衆
に
幸
福
感
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
自
由
・
平
等
・
民
主
・
法
治
を
も
と
に
設
立
さ
れ
た
政
府

も
信
頼
で
き
る
か
ど
う
か
疑
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
自
由
・
平
等
・
民

主
・
法
治
以
外
に
、
民
衆
が
更
に
何
か
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
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か
で
す
。
そ
こ
で
、
21
世
紀
の
今
日
に
お
い
て
、
従
来
の
信
念
を
見

直
し
、新
し
い
信
念
を
持
つ
べ
き
も
の
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
が
目
に
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
自
由
は
、
金
持
ち
が
資
産
を

海
外
に
移
し
脱
税
す
る
口
実
と
な
っ
て
い
ま
す
。
貧
困
層
の
民
衆
は

海
外
に
す
ら
移
動
す
る
能
力
が
な
く
、
何
を
以
て
移
動
の
自
由
が
あ

る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
一
般
民
衆
の
言
論
は
報
道
さ
れ
る
こ

と
が
な
く
、
何
を
以
て
言
論
の
自
由
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
す
か
。

い
わ
ゆ
る
平
等
と
い
う
も
の
は
、
法
律
に
よ
る
地
位
の
平
等
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
で
す
。
経
済
体
制
や
教
育
を
受
け
る
権
利
な
ど
の
面
に

お
い
て
は
平
等
な
の
で
す
か
。
い
わ
ゆ
る
民
主
と
い
う
も
の
は
、
極

少
数
の
エ
リ
ー
ト
に
握
ら
れ
て
い
る
存
在
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

代
議
制
度
に
か
け
た
ら
、
ど
の
程
度
の
民
意
が
反
映
さ
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
法
治
も
怪
し
い
で
す
。
い
っ
た
い
誰
の
た
め

に
法
律
を
制
定
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
悉
く
怪
し

い
で
す
。
無
論
、
自
由
・
平
等
・
民
主
・
法
治
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
部
分
的
に
改
善
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う

が
、
し
か
し
、
自
由
・
平
等
・
民
主
・
法
治
が
機
能
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
い
っ
た
幅
広
い
不
満
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
い

う
の
は
、
そ
れ
ら
の
中
に
、
大
多
数
の
民
衆
を
幸
せ
に
す
る
要
素
が

欠
け
て
い
る
か
ら
だ
と
筆
者
は
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。

　

自
由
・
平
等
・
民
主
・
法
治
と
い
う
信
念
は
西
洋
か
ら
来
て
い
ま

す
。各
々
の
文
化
圏
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
も
の
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

何
し
ろ
幸
せ
と
い
う
の
は
感
受
性
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
地
域
の
文

化
に
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
各
文
化
圏
に
お
い
て
幸

福
感
に
欠
け
る
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
で

は
、
自
由
・
平
等
・
民
主
・
法
治
を
補
完
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
と

り
わ
け
極
端
な
資
本
主
義
の
下
で
発
展
し
て
き
た
マ
ン
モ
ス
企
業
に

立
ち
向
か
う
こ
と
の
で
き
る
、
伝
統
的
な
信
念
を
確
立
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
マ
ン
モ
ス
企
業
は
い
ず
れ
も
自
由
・
平
等
・
民
主
・
法

治
を
標
榜
し
、
就
職
機
会
の
提
供
を
名
目
に
民
衆
の
生
活
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
、
民
衆
の
自
由
を
制
限
し
、
経
済
の
不
平
等
を
作
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
一
方
で
は
、
金
銭
を
用
い
て
民
主
体
制
に
影
響
を
及

ぼ
す
と
と
も
に
、
自
ら
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
法
令
を
制
定
す
る
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
マ
ン
モ
ス
企
業
は
実
質
的
に
自
由
・
平
等
・
民

主
・
法
治
の
破
壊
者
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

２
．
儒
学
に
お
け
る
三
つ
の
基
本
思
想

　

東
ア
ジ
ア
に
共
通
す
る
価
値
は
儒
学
で
す
。
儒
学
を
ま
と
め
て
み

る
と
三
つ
の
基
本
思
想
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
即
ち
人

文
思
想
、
民
本
思
想
と
仁
愛
思
想
で
す
。
こ
の
三
つ
の
伝
統
的
な
思

想
は
、
自
由
・
平
等
・
民
主
・
法
治
を
補
完
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
詳
述
し
ま
す
。
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（
１
）
人
文
思
想

　

人
文
思
想
は
も
と
も
と
神
権
思
想
に
相
対
し
て
言
い
出
さ
れ
た
も

の
で
す
。
神
権
思
想
に
お
い
て
は
、
人
間
の
吉
凶
禍
福
は
鬼
神
に
よ

り
操
ら
れ
て
い
る
と
い
う
発
想
か
ら
、運
命
を
信
じ
込
む
一
方
、個
々

人
の
知
力
の
開
発
を
蔑
ろ
に
し
て
し
ま
う
の
で
す
。そ
れ
に
対
し
て
、

儒
学
者
は
人
間
自
身
の
価
値
を
認
識
し
、
人
間
に
は
無
限
の
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
人
間
は
知
恵
を
活
か
し
て
新
し
い

も
の
や
文
化
を
作
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
自
然
災
害
や
人
為
的
な
困

難
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
運
命
を
支
配
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
現
在
で
は
、
人
文
思
想
か
ら
も
う
一
つ
の
意
義
が
押

し
広
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
科
学
技
術
と
い
う
モ
ン
ス
タ
ー
に
対

抗
す
る
も
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
の
価
値
は
科
学
技
術
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
り
犠
牲
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

捉
え
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
２
）
民
本
思
想

　

い
わ
ゆ
る
民
本
思
想
は
、
つ
ま
り
国
家
社
会
を
構
成
す
る
主
体
が

統
治
者
ま
た
は
極
少
数
の
貴
族
で
は
な
く
、
広
範
な
人
民
で
あ
る
と

い
う
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
が
政
治
を
行
う
目
標
は
、
支

配
階
層
の
利
益
に
目
を
配
る
の
で
は
な
く
、
最
終
的
に
人
民
の
幸
福

に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
思

想
に
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
の
は
、
聖
賢
に
よ
る
摂
政
や
禅
譲
政
治
、

革
命
、
税
率
軽
減
な
ど
の
主
張
で
す
。
要
す
る
に
、
民
本
思
想
の
求

め
る
と
こ
ろ
は
、
政
治
を
行
う
に
道
徳
を
持
つ
こ
と
、
人
民
の
幸
福

に
常
に
重
点
を
置
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
３
）
仁
愛
思
想

　

仁
愛
思
想
と
は
、
仁
愛
こ
そ
が
社
会
を
調
和
且
つ
幸
福
の
道
に
導

い
て
い
く
原
動
力
だ
と
考
え
る
も
の
で
す
。
様
々
な
人
間
関
係
に
お

い
て
も
仁
愛
を
抜
き
に
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
仁
愛
は
、
夫
婦
間
の

義
、
子
へ
の
愛
情
と
親
孝
行
、
兄
弟
間
の
思
い
や
り
、
友
だ
ち
同
士

の
信
義
な
ど
に
具
現
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
思
想
を
導
入

す
れ
ば
、
学
校
教
育
で
は
人
格
の
養
成
を
重
視
し
、
政
府
に
お
い
て

は
国
民
本
位
の
政
治
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

３
．
儒
学
の
果
す
役
割

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
人
文
思
想
に
基
づ
き
、
学
校
に
お
い
て
は
、

人
文
教
育
を
強
化
し
、
科
学
技
術
の
倫
理
を
重
ん
じ
、
学
生
に
対
し

て
、
た
だ
生
活
す
る
に
最
低
限
の
自
由
及
び
法
律
に
定
め
ら
れ
た
地

位
の
平
等
を
獲
得
す
る
た
め
の
教
育
を
行
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、

学
生
の
潜
在
能
力
と
智
恵
を
発
揮
し
、
マ
ン
モ
ス
企
業
の
独
占
状
態

を
打
破
で
き
る
よ
う
に
創
意
工
夫
に
富
ん
だ
事
業
を
起
こ
し
、知
識
・

経
済
に
お
け
る
真
の
自
由
と
平
等
を
勝
ち
取
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う

な
教
育
を
行
う
べ
き
で
す
。
ま
た
、
科
学
技
術
が
人
類
の
生
存
環
境
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を
破
壊
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
念
を
貫
く
べ
き
で
す
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
生
活
レ
ベ
ル
を
下
げ
て
で
も
、
科
学
技
術
を
犠
牲
に
す

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
民
本
思
想
に
基
づ
き
、
社
会
に
お
い
て
は
、

道
徳
を
す
べ
て
の
政
治
家
や
政
令
を
評
価
す
る
基
準
に
据
え
、
汚
職

行
為
を
根
絶
し
ま
す
。
政
府
に
お
い
て
は
政
府
及
び
国
会
の
財
団
と

の
癒
着
を
断
ち
切
り
、
政
治
献
金
の
か
わ
り
に
特
定
企
業
の
た
め
に

利
益
を
は
か
る
よ
う
な
政
治
を
行
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
政

府
と
し
て
は
、
民
主
的
手
続
き
で
大
多
数
の
国
民
に
不
利
な
法
律
を

制
定
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
国
民
の
福
利
厚
生
を
最
優
先
す
る
政
治

を
心
が
け
る
べ
き
で
す
。
仁
愛
思
想
に
基
づ
き
、政
府
に
お
い
て
は
、

未
来
に
目
を
据
え
正
義
を
貫
き
、
子
孫
に
残
す
債
務
を
削
減
す
る
と

と
も
に
、
高
所
得
税
を
設
け
、
最
低
賃
金
を
上
げ
、
社
会
救
済
制
度

を
完
備
し
、
多
国
籍
企
業
に
よ
る
搾
取
制
度
を
廃
止
す
る
よ
う
な
取

り
組
み
を
敢
行
す
べ
き
で
す
。

　

こ
の
三
つ
の
思
想
は
い
ず
れ
も
道
徳
性
を
備
え
持
つ
も
の
で
す
。

道
徳
は
自
由
・
平
等
・
民
主
・
法
治
と
い
っ
た
信
念
に
お
い
て
さ
ほ

ど
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
現
代
社
会
で
は
、
道
徳
は
蔑
ろ
に
さ

れ
が
ち
な
存
在
と
な
っ
て
、
や
や
も
す
れ
ば
法
律
に
訴
え
て
し
ま
う

傾
向
に
あ
り
ま
す
の
で
、
民
衆
の
幸
福
を
実
現
さ
せ
る
議
論
に
お
い

て
は
民
衆
が
常
に
弱
い
立
場
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
一
方
、
マ
ン
モ
ス
企
業
は
莫
大
な
資
源
を
有
し
て
い
ま
す
か
ら
、

政
府
役
員
を
買
収
し
た
り
、
ひ
い
て
は
世
論
を
も
意
の
ま
ま
に
操
っ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。
他
方
で
は
、
政
府
及
び
国
会
は
民

主
・
法
治
の
傘
に
隠
れ
、
完
全
な
合
法
政
府
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
の

顔
で
道
徳
問
題
を
避
け
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
民
衆
に
真

の
自
由
・
平
等
・
民
主
・
法
治
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に

は
、
知
識
人
は
こ
の
三
つ
の
伝
統
思
想
を
大
い
に
宣
伝
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
思
想
を
民
衆

に
浸
透
さ
せ
、
当
た
り
前
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
普
遍
的
価
値
に
し
ま

す
。
ゆ
く
ゆ
く
は
こ
れ
ら
の
思
想
に
よ
る
世
論
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ

で
政
府
と
国
会
を
監
督
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
の
よ
う
に
し
て
、

は
じ
め
て
民
主
・
法
治
を
実
現
さ
せ
、
真
の
自
由
・
平
等
を
つ
か
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
で
社
会
に
お
け
る
悲
惨
指
数
が
下
が
り
、

民
衆
の
幸
福
度
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

４
．
結
論

　

自
由
・
平
等
・
民
主
・
法
治
と
い
う
も
の
は
、
数
百
年
に
わ
た
る

欧
米
で
の
政
治
闘
争
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の
特
質
と
し
て
は
政
治
的

な
方
面
に
偏
り
、
道
徳
を
軽
視
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ウ
ォ
ー
ル

街
発
金
融
危
機
の
爪
痕
が
未
だ
に
消
え
な
い
中
、「
デ
ブ
猫
」
た
ち

が
既
に
憚
ら
ず
に
労
せ
ず
し
て
恩
恵
を
享
受
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
そ
の
証
し
で
す
。
東
ア
ジ
ア
儒
教
文
化
圏
の
国
々
は
、
振
り
回
さ

れ
な
い
よ
う
に
そ
の
教
訓
を
き
ち
ん
と
汲
み
取
っ
て
、
道
徳
思
想
を
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自
由
・
平
等
・
民
主
・
法
治
の
信
念
に
溶
け
込
ま
せ
、
自
ら
の
価
値

体
系
を
築
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

トークラウンジの様子
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茶
話
会
報
告

　
「
茶
話
会
点
描
―
―
呉
碩
茵
夫
人
を
囲
ん
で
」

　

孔
子
末
裔
第
七
九
代
孔
垂
長
の
御
令
閨
で
あ
る
呉
碩
茵
夫
人

を
囲
む
会
と
し
て
催
さ
れ
た
茶
話
会
は
、
女
性
の
み
に
よ
る
対

話
形
式
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
質
疑
応
答
に
呉
夫
人
が
応
答
す
る

形
式
で
始
ま
っ
た
茶
話
会
で
は
、
ま
ず
家
庭
で
行
わ
れ
る
日
々

の
生
活
は
、
営
利
主
義
に
巻
き
込
ま
れ
非
常
に
忙
し
い
も
の
と

な
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
中
で
、
会
話
も
滞
り
が
ち
に
な
る
家

族
が
多
い
中
、
孔
夫
妻
は
工
夫
を
し
て
会
話
の
時
間
を
設
け
て

い
る
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
女
性
と
男
性
の
間
の

違
い
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
、
水
の
流
れ
に
例
え
ら
れ
る
よ
う

な
し
な
や
か
さ
、
柔
ら
か
さ
こ
そ
女
性
ら
し
さ
な
の
だ
と
応
答

さ
れ
ま
し
た
。
会
場
の
女
性
陣
か
ら
は
大
き
く
う
な
ず
く
人
も

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

会場の全景
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ま
た
七
九
代
の
人
柄
・
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
話
が
及
ぶ
と
「
彼
の

特
徴
は
た
く
さ
ん
あ
る
」
と
笑
顔
で
話
さ
れ
、
見
知
ら
ぬ
土
地

へ
の
子
供
の
よ
う
な
興
味
を
示
す
こ
と
な
ど
秘
話
も
登
場
し
、

会
場
は
一
気
に
和
や
か
な
雰
囲
気
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
多
忙

な
生
活
の
な
か
で
も
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
気
持
ち
を
忘
れ

な
い
た
め
に
、
最
近
は
石
鹸
づ
く
り
を
し
て
い
る
こ
と
も
言
わ

れ
ま
し
た
。健
康
と
人
生
と
い
う
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
は「
自

然
に
任
せ
る
こ
と
」
の
重
要
性
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

『
論
語
』
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
文
章
の
中
か
ら
、
述
而
篇
の

一
節
に
特
に
感
銘
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ

こ
に
は
、
粗
食
の
生
活
の
中
か
ら
人
間
は
喜
び
を
見
い
だ
せ
る

の
だ
と
い
う
こ
と
、
不
正
な
私
利
私
欲
は
浮
雲
の
よ
う
に
つ
か

の
間
の
も
の
で
あ
り
、
喜
び
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ

と
を
学
ん
だ
、
そ
う
呉
夫
人
は
言
わ
れ
ま
し
た
。

呉碩茵夫人
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終
始
、
身
近
な
生
活
に
つ
い
て
話
さ
れ
、
ま
た
私
た
ち
に
も

親
近
感
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
生
活
を
な
さ
る
な
か
で
、『
論

語
』
を
生
か
し
て
い
ら
れ
る
姿
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
次
々

に
出
さ
れ
る
質
問
に
穏
や
か
に
答
え
ら
れ
る
姿
そ
の
も
の
が
、

『
論
語
』
を
実
践
に
生
か
し
て
い
る
何
よ
り
の
証
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
茶
話
会
と
な
り
ま
し
た
。
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日
本
の
高
等
教
育
は
儒
学
思
想
に
関
し
て
何
を
提
唱
し
実
践
し
て
い
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
― 

東
日
本
国
際
大
学
を
例
と
し
て 

―
―

■
論
文
Ⅰ
■

　

東
日
本
国
際
大
学
は
、
日
本
福
島
県
の
い
わ
き
市
に
一
九
九
五
年

（
平
成
七
年
）
に
設
立
さ
れ
た
。
大
学
が
設
立
さ
れ
た
時
点
か
ら
見

れ
ば
、
こ
の
大
学
の
歴
史
は
長
く
な
い
が
、
こ
の
大
学
を
設
立
し
た

学
校
法
人
昌
平
黌
は
、
一
九
〇
三
年
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
儒
学
思

想
を
根
本
と
す
る
教
育
活
動
を
推
進
し
て
お
り
、
い
ま
ま
で
既
に

百
十
年
の
歴
史
が
あ
る
。
学
校
法
人
昌
平
黌
が
長
期
に
わ
た
っ
て
日

本
教
育
界
で
行
っ
て
き
た
活
動
の
成
果
と
し
て
、
東
日
本
国
際
大
学

が
は
じ
め
て
新
入
生
を
募
集
す
る
際
に
、
初
年
度
の
応
募
者
は
定
員

の
六
倍
に
達
し
た
。
超
少
子
化
の
現
代
日
本
で
、
私
立
大
学
が
初
年

度
の
募
集
を
す
る
際
に
、
こ
れ
ほ
ど
卓
越
す
る
成
果
が
も
た
ら
さ
れ

た
こ
と
は
、
多
く
の
大
学
関
係
者
を
驚
か
せ

１
、
各
界
か
ら
注
目
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
大
学
の
色
々
な
活
動
と
努
力
が
実
る
こ
と
に

伴
い
、
応
募
者
は
次
第
に
増
加
し
て
き
た
。

　

学
校
法
人
昌
平
黌
が
長
期
に
わ
た
っ
て
儒
学
教
育
を
推
進
す
る
べ

く
力
を
尽
く
し
て
き
た
理
念
は
、
東
日
本
国
際
大
学
に
も
着
実
に
引

き
継
が
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
大
学
は
『
論
語　

季
氏
篇
』
の

中
の
「
行
義
以
達
其
道
」（
義
を
行
い
以
っ
て
そ
の
道
に
達
す
る
）

を
建
学
の
精
神
と
目
標
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
に
、
こ
の
大
学
は
大

学
教
育
の
課
程
の
中
に
儒
学
思
想
を
伝
習
す
る
課
目
を
組
み
込
み
、

さ
ら
に
孔
子
祭
及
び
儒
学
研
究
に
関
す
る
学
術
交
流
活
動
を
行
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
、
儒
学
思
想
は
若
い
生
徒
た
ち
の
心
に
根

を
張
る
に
至
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
に
お
い
て
こ
の
大
学
は
儒
学

思
想
を
広
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
世
界
的
に
知
ら
れ
る
国
際
的
な

大
学
と
な
る
。
儒
学
思
想
に
対
す
る
重
視
こ
そ
、
他
の
日
本
の
大
学

に
見
ら
れ
な
い
、こ
の
大
学
の
最
大
な
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

東
日
本
国
際
大
学
は
日
本
の
高
等
教
育
界
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
こ
の
大
学
の
ス
タ
ッ
フ
は
し
ば
し
ば
招
請
さ
れ
て
、
大

学
建
学
の
方
法
に
つ
い
て
他
の
大
学
に
講
演
を
行
っ
て
い
る

２
。
以

東
日
本
国
際
大
学
東
洋
思
想
研
究
所
研
究
員　

郭　
　
　

飛　

鴻
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上
の
事
か
ら
、
こ
の
大
学
が
ど
の
よ
う
な
点
で
一
般
の
大
学
と
は
異

な
っ
て
い
る
か
を
、
す
な
わ
ち
、
東
日
本
国
際
大
学
の
建
学
精
神
、

並
び
に
大
学
教
育
の
中
に
儒
学
思
想
に
関
し
て
提
唱
・
実
践
し
て
い

る
具
体
策
を
全
面
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

一
．
昌
平
黌
の
精
神
を
継
承
す
る
こ
と
を
以
っ
て
己
の
責
任
に
な
れ

　

東
日
本
国
際
大
学
を
設
立
し
た
学
校
法
人
昌
平
黌
は
、
一
九
〇
三

年
の
創
立
以
来
、
長
き
に
わ
た
り
、
江
戸
時
代
の
昌
平
黌
精
神
を
堅

持
す
る
こ
と
を
自
ら
の
責
務
と
し
て
き
た
。
昌
平
黌
の
歴
史
に
関
し

て
は
、
林
羅
山
（
一
五
八
三
―
一
六
五
七
）
の
時
代
に
遡
る
こ
と
が

出
来
る
。
林
羅
山
は
德
川
家
康
に
協
力
し
、
德
川
幕
府
の
文
化
と
教

育
事
業
の
基
礎
を
定
め
た
こ
と
で
、一
六
三
二
年
（

永
九
年
）
に
、

幕
府
第
三
代
将
軍
の
徳
川
家
光
（
一
六
〇
四
―
一
六
五
一
年
）
の
支

持
を
得
て
、
家
光
か
ら
上
野
忍
岡
に
お
け
る
土
地
（
ほ
ぼ
今
の
東
京

都
の
上
野
恩
賜
公
園
に
あ
た
る
）
を
下
賜
さ
れ
た
。
林
羅
山
が
こ
こ

に
孔
子
廟
を
建
立
し
、
林
家
の
私
塾
を
営
ん
だ
こ
と
が
昌
平
黌
の
起

源
と
な
る
。

　

林
羅
山
が
逝
去
し
た
後
、
林
家
の
私
塾
は
更
に
発
展
す
る
。

一
六
六
三
年
（

文
三
年
）
に
、
専
用
の
学
舎
が
建
立
さ
れ
た
。

第
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
（
一
六
四
六
―
一
七
〇
九
年
）
の
時
代
、

一
六
九
〇
年
（
元
禄
三
年
）
に
、国
の
名
義
に
よ
り
、神
田
湯
島
（
今

の
東
京
都
文
京
区
内
）
に
専
用
の
機
構
を
設
け
、
さ
ら
に
、
林
家
が

拝
す
る
孔
子
廟
が
神
田
湯
島
の
新
し
い
大
成
殿
に
移
さ
れ
た
だ
け
で

は
な
く
、
林
家
の
私
塾
も
こ
こ
に
移
さ
れ
、
正
式
に
「
昌
平
黌
」
と

名
づ
け
ら
れ
た
。
昌
平
と
名
づ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
二
つ
意
義
が

あ
る
。
一
つ
目
は
、
昌
平
は
孔
子
の
誕
生
の
地
で
あ
る
た
め
、
こ
の

学
校
は
孔
子
の
思
想
と
儒
学
思
想
を
教
え
る
場
所
を
象
徴
す
る
。
二

つ
目
は
、
昌
平
は
儒
学
思
想
の
提
唱
と
実
践
に
よ
り
、
国
家
の
繁
栄

と
平
和
を
促
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る

３
。

　

一
七
九
〇
年
（

政
二
年
）
に
な
っ
て
、「
昌
平
黌
」
は
「
昌
平

坂
学
問
所
」
に
改
名
さ
れ
、
林
家
か
ら
切
り
離
さ
れ
、「
聖
堂
学
規
」

や
職
制
の
制
定
な
ど
、一
七
九
七
年
ま
で
に
制
度
上
の
整
備
を
進
め
、

幕
府
の
直
轄
機
関
と
し
た
。
こ
の
時
点
の
「
昌
平
坂
学
問
所
」
の
有

り
方
は
今
の
国
立
大
学
と
似
て
い
る
。
幕
府
の
主
導
の
下
、「
昌
平

坂
学
問
所
」
は
十
九
世
紀
か
ら
、
德
川
幕
府
の
文
化
と
教
育
の
中
心

と
な
り
、皇
室
と
貴
族
の
学
校
―
学
習
院
と
同
じ
く
良
く
知
ら
れ
た
。

十
九
世
紀
後
期
か
ら
、
政
治
権
力
の
中
心
が
幕
府
将
軍
か
ら
天
皇
に

移
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
徳
川
幕
府
時
代
に
創
設
し
た
「
昌
平
坂
学
問

所
」
は
「
昌
平
学
校
」
に
改
名
さ
れ
た
。
さ
ら
に
数
年
を
経
て
、元
々

昌
平
学
校
で
主
に
儒
学
と
国
学
を
担
当
し
た
人
々
は
、
新
し
く
設
立

さ
れ
た
東
京
大
学
の
文
学
部
へ
と
転
職
し
、教
職
に
就
く
。
こ
れ
で
、

官
営
の
昌
平
黌
時
代
が
終
わ
っ
た
。

　

昔
の
江
戸
時
代
の
昌
平
黌
の
伝
統
が
、
二
十
世
紀
に
な
り
、
昌
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平
黌
の
精
神
を
敬
愛
す
る
民
間
人
に
よ
り
、継
承
さ
れ
た
。彼
ら

は
私
立
中
学
の
設
立
を
通
し
て
、昌
平
黌
の
精
神
を
引
き
継
ぐ

４
。

一
九
四
九
年
（
昭
和
二
十
四
年
）
国
会
で
私
立
学
校
法
が
成
立
し
た

後
、
昌
平
黌
の
精
神
を
敬
愛
す
る
民
間
人
は
さ
ら
に
学
校
法
人
を
設

立
し
て
、
昌
平
黌
の
理
念
を
広
め
て
い
る
。
そ
の
上
に
、
田
久
孝
翁

（
一
九
二
一
―
二
〇
〇
八
年
）
は
学
校
法
人
昌
平
黌
の
理
事
長
に
就

任
後
、
大
学
の
設
立
を
通
し
て
、
次
第
に
昌
平
黌
の
理
念
を
中
学
教

育
か
ら
高
等
教
育
へ
と
拡
げ
実
践
し
て
き
た
。

　

田
久
孝
翁
は
一
九
六
六
年
に
昌
平
黌
短
期
大
学

５
を
創
立
し
、
理

念
を
同
じ
く
す
る
山
岡
荘
八

６
（
一
九
〇
七
―
一
九
七
八
年
）
の
支

持
を
得
た
。
山
岡
荘
八
は
名
誉
学
長
に
就
任
す
る
。
山
岡
荘
八
の
提

案
に
よ
り
、
こ
の
大
学
は
「
一
、
昌
平
黌
精
神
の
樹
立　

一
、
名
誉

を
重
ん
じ
教
育
に
徹
す
る　

一
、
大
和
心
を
以
っ
て
行
義
と
す
る　

一
、
人
間
形
成
を
使
命
す
る　

一
、
教
職
員
の
団
結
を
旨
と
す
る
」

７
こ
と
を
指
針
と
し
て
建
学
さ
れ
た
。
昌
平
黌
短
期
大
学
は
こ
の
建

学
理
念
の
も
と
展
開
さ
れ
た
教
育
の
特
色
に
つ
い
て
評
価
を
集
め
、

学
生
と
教
職
員
の
人
数
が
次
第
に
増
加
し
て
い
る
。一
九
七
六
年（
昭

和
五
十
一
年
）、
短
期
大
学
創
立
十
周
年
に
際
し
て
、
山
岡
荘
八
は

も
う
一
度
田
久
孝
翁
に
託
さ
れ
、
記
念
碑
に
「
行
義
以
達
其
道
」
と

書
き
記
し
、
下
記
の
よ
う
に
皆
に
言
っ
た
。

　

 　

 　

い
ま
の
日
本
人
に
は
、
義
の
精
神
が
い
ち
ば
ん
欠
落
し
て
い

る
の
だ
。
そ
の
義
の
何
た
る
か
を
教
え
て
や
る
の
が
教
育
な
の

だ
。
そ
れ
は
昌
平
黌
の
精
神
で
も
あ
る
…
…
。

　

 　

 　

や
が
て
社
会
で
よ
り
重
い
責
任
を
も
た
さ
れ
た
と
き
に
、
必

ず
義
の
何
た
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。い
ま
の
と
こ
ろ
は
、

こ
の
言
葉
を
刻
ん
だ
碑
が
立
っ
て
い
る
だ
け
で
意
味
が
あ
る
。

そ
れ
が
教
育
と
い
う
も
の
だ

８

。 

　

そ
の
言
葉
に
、学
生
と
教
職
員
は
み
な
山
岡
荘
八
に
励
ま
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
山
岡
荘
八
が
書
き
記
し
た
記
念
碑
は
大
学
の
宝
物
と

な
る
。

「
義
を
行
い
以
っ
て
そ
の
道
に
達
す
る
」
と
の
精
神
は
短
大
の
教
育

理
念
と
な
り
、
一
九
九
五
年
に
東
日
本
国
際
大
学
が
創
立
さ
れ
て
か

ら
も
、「
義
の
精
神
」
を
重
視
す
る
伝
統
を
継
承
し
、「
行
義
以
達
其

道
」
は
建
学
精
神
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
時
代
の

変
化
に
対
応
す
る
為
に
、
ま
た
「
行
義
以
達
其
道
」
の
意
義
に
つ
い

て
学
生
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
る
為
に
、
当
大
学
で
は
簡
単
な
説
明

を
通
し
て
、
学
生
た
ち
に
次
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
。

『
義
』
の
こ
こ
ろ
に
は
、『
正
義
』『
道
理
』『
人
と
し
て
生
き

る
た
め
の
思
い
や
り
』『
礼
節
』『
信
頼
』『
正
直
』『
素
直
』
と

い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
本
学
で
は
、義
を
行
う
＝『
あ

な
た
が
い
る
か
ら
、
周
り
の
人
も
優
し
く
な
れ
る
』『
あ
な
た
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が
い
る
こ
と
で
、
勇
気
を
も
ら
っ
た
』
と
言
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
な
他
人
を
思
い
や
り
、
心
を
施
す
こ
と
で
き
る
人
間
性
豊
か

な
人
材
の
育
成
を
目
指
し
て
い
ま
す

９
。

　

こ
の
東
日
本
国
際
大
学
の
建
学
理
念
は
、
三
百
年
以
来
脈
々
と
伝

え
ら
れ
て
き
た
昌
平
黌
精
神
を
継
承
し
、
儒
学
思
想
の
中
の
「
和
」

と
「
義
」
と
い
っ
た
精
神
を
提
唱
し
実
践
す
る
こ
と
を
己
の
責
任
と

し
て
、
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
10

。

二
、
儒
学
思
想
を
推
進
す
る
こ
と
に
関
す
る
努
力

　

東
日
本
国
際
大
学
は
創
立
か
ら
、
過
去
以
来
の
伝
統
を
堅
持
し
、

大
学
教
育
と
学
術
研
究
を
通
し
、
ま
た
は
儒
学
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト

を
行
い
、
学
生
と
社
会
人
に
儒
学
思
想
と
理
念
を
提
唱
し
、
豊
か
な

成
果
を
得
る
。
総
合
的
に
観
察
す
る
と
、
こ
の
大
学
が
儒
学
を
推
進

す
る
こ
と
に
関
す
る
努
力
は
主
に
下
記
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。

（
ア
）
儒
学
思
想
が
こ
の
大
学
の
授
業
の
内
容
の
一
部
と
な
る

　

東
日
本
国
際
大
学
は
大
学
教
育
を
通
し
て
儒
学
思
想
を
伝
授
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
論
語
を
学
ぶ
と
い
う
科
目
は
大
学
の
全
学
生
の

必
修
科
目
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、「
教
養
科
目
」（
台
湾
の
大
学
課
程

で
は
通
識
教
育
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
）
の
中
に
、特
に
「
論

語
素
読
」
と
「
論
語
幸
福
論
」
の
二
つ
の
科
目
を
開
設
し
て
、
学
生

に
選
ば
せ
て
、
儒
学
教
養
を
促
進
す
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
大
学
の
経
済
情
報
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
、

展
開
科
目
の
中
に
「
平
和
経
済
」
の
科
目
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
科
目
を
開
設
し
た
根
本
思
想
は
孔
子
の「
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」

の
精
神
で
あ
る
。
山
岡
荘
八
は
「
昌
平
黌
精
神
と
は
、
真
理
に
基
づ

き
平
和
と
繁
栄
の
道
を
探
求
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
未
来
生
活
の
中

に
実
践
し
、
開
花
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
続
け
て
き
た
日
本
民
族
本
来

の
『
大
和
こ
こ
ろ
』
に
通
ず
る
精
神
で
あ
る
11

。」と
言
っ
た
こ
と
が

あ
り
、「
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」
の
精
神
も
昌
平
黌
精
神
の
不
可

欠
な
一
部
で
あ
る
。
田
久
孝
翁
は
山
岡
荘
八
の
見
解
を
認
め
る
こ
と

に
よ
り
、「
平
和
経
済
学
」
を
大
学
の
重
要
な
科
目
と
見
て
、
深
い

期
待
を
寄
せ
る
。

　

 　

私
は
こ
の
弱
肉
強
食
の
世
界
を
思
う
と
き
、
経
済
社
会
の
平

和
利
用
に
つ
い
て
新
し
い
『
経
済
哲
学
』
の
生
ま
れ
る
こ
と
を

願
い
な
が
ら
、
物
の
原
理
と
人
間
の
業
に
つ
い
て
、
学
問
の
探

求
に
よ
っ
て
文
化
と
心
理
の
世
界
を
究
明
し
、
宇
宙
の
原
則
に

従
っ
て
立
証
す
る
、
幅
広
い
意
味
の
『
平
和
経
済
学
』
の
必
要

性
を
痛
感
し
て
…
…
（
平
和
経
済
学
を
追
っ
て
）
万
物
の
生
命

に
平
等
の
保
障
を
与
え
、
不
公
平
の
原
則
を
改
め
、
戦
争
経
済

の
根
絶
を
は
か
り
、
金
と
物
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
解
決
す
る
現

代
社
会
の
経
済
運
営
の
あ
り
方
を
正
し
…
…
12
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こ
の
考
え
方
に
は
、
孔
子
の
「
富
と
貴
き
と
は
、
こ
れ
人
の
欲
す

る
所
な
り
。
そ
の
道
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
こ
れ
を
得
る
も
処
ら
ざ
る

な
り
。
貧
し
き
と
賤
し
き
と
は
、
こ
れ
人
の
悪
む
所
な
り
。
そ
の
道

を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
こ
れ
を
得
る
も
去
ら
ざ
る
な
り
13

」と
い
う
教

え
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
田
久
孝
翁
が
計
画
し
た
「
平
和

経
済
学
」（
即
ち
「
平
和
経
済
」
の
前
身
で
あ
る
）
は
「
儒
教
精
神

に
立
脚
し
た
経
済
哲
学
14

」と
見
ら
れ
る
。
こ
の
科
目
は
東
日
本
国

際
大
学
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。

（
イ
）
定
期
に
孔
子
祭
を
行
う

　

東
日
本
国
際
大
学
は
毎
年
六
月
に
孔
子
祭
を
開
催
。
孔
子
祭
は
こ

の
大
学
の
最
も
重
要
な
行
事
で
あ
り
、
最
も
独
自
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ

る
。
当
大
学
で
の
孔
子
祭
は
い
わ
き
短
期
大
学
の
時
代
に
遡
る
こ
と

が
で
き
る
。
当
時
、
大
学
は
順
調
に
発
展
を
続
け
、
学
生
の
数
は
増

え
た
も
の
の
、
田
久
孝
翁
は
学
生
が
次
第
に
世
俗
主
義
と
功
利
主
義

に
影
響
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。
一
方
、
学
校
の
名
称
は
昌
平
黌
短

期
大
学
か
ら
い
わ
き
短
期
大
学
へ
と
改
称
さ
れ
た
。
い
わ
き
短
期
大

学
に
改
称
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
地
域
と
の
関
係
を
密
接
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
学
生
は
昌
平
黌
の
歴
史
と
建
学
の
精
神
に
対
し
て

徐
々
に
無
関
心
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
改
善
す
る

た
め
に
、
田
久
孝
翁
は
学
生
た
ち
に
自
ら
昌
平
黌
の
精
神
を
伝
授
し

な
が
ら
、
平
成
元
年
か
ら
は
、「
黌
窓
」
と
題
す
る
季
刊
誌
を
発
行

し
た
。「
黌
窓
」
の
創
刊
号
に
田
久
孝
翁
は
、
特
に
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

　
　

 　

昌
平
黌
三
百
年
の
歴
史
と
伝
統
。
こ
の
門
を
巣
立
つ
幾
多
の

俊
才
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、
今
日
同
門
に
学
び
こ
れ
を
習
う
身

の
幸
せ
を
思
わ
ざ
る
は
な
い
。
昌
平
黌
建
学
以
来
の
精
神
は
、

こ
こ
に
脈
々
と
し
て
い
ま
に
受
け
続
が
れ
、
燦
然
と
光
輝
く
の

を
覚
え
る
15

。

　

こ
れ
に
加
え
、
田
久
孝
翁
は
江
戸
時
代
の
昌
平
黌
は
孔
子
廟
を
設

け
る
湯
島
聖
堂
と
共
に
存
在
し
て
い
た
点
に
思
い
当
た
っ
た
。
だ
か

ら
孔
子
を
祀
る
聖
堂
と
学
問
を
探
究
す
る
昌
平
黌
は
一
体
の
も
の
と

な
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
田
久
孝
翁
は
大
学
に
孔
子
廟
を
設
け
る

こ
と
を
決
心
し
た
。
田
久
孝
翁
の
目
的
は
、
学
生
が
孔
子
廟
に
接

す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
学
の
建
学
の
精
神
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
し
、
さ
ら
に
、
い
つ
も
見
聞
き
す
る
こ
と
に
自
然
に
影
響

さ
れ
る
教
育
方
式
を
通
し
て
、
学
生
に
片
時
も
こ
の
大
学
の
教
育
の

精
神
、
即
ち
昌
平
黌
の
精
神
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
て
田
久
孝
翁
は
大
学
の
中
に
大
成
殿
を
設
け
る
決

心
を
固
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
彼
は
「
黌
窓
」
に
「
建
学
の
精
神

と
大
成
殿
」
と
題
す
る
一
文
を
寄
せ
た
。
そ
こ
で
彼
は
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。



32

研究　東洋
　
　

 　

大
成
殿
は
孔
子
を
祀
る
精
神
の
殿
堂
で
あ
り
、
本
学
に
と
っ

て
は
、教
育
の
殿
堂
で
も
あ
る
。…
…『
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
』

の
た
と
え
の
通
り
、
大
成
殿
を
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
己
が

眼
で
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孔
子
の
教
え
を
自
覚
し
、
自
ら
の

心
の
中
を
理
解
さ
せ
る
教
育
を
行
う
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。（
中

略
）

　
　

 　

こ
れ
を
本
学
教
育
永
世
の
規
範
と
し
た
こ
と
も
、
孔
子
の
教

え
に
基
づ
く
理
想
的
真
理
で
あ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
昌
平
黌

精
神
の
基
本
で
あ
る
。

　
　

 　

大
成
殿
建
立
の
意
義
は
、
建
学
の
精
神
の
具
現
化
で
あ
り
、

人
間
形
成
、
人
づ
く
り
の
道
場
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
こ
れ
を
『
礼
の
道
場
』
と
し
て
そ
の
目
的
を
果
た
し
、

さ
ら
に
輝
く
使
命
の
達
成
に
向
か
っ
て
、
な
お
一
層
の
努
力
を

つ
く
し
16

。（
下
略
）

　

田
久
孝
翁
は
大
成
殿
を
建
設
す
る
こ
と
を
決
め
た
直
後
、

一
九
八
六
年
（
昭
和
六
十
一
年
）
と
一
九
八
七
年
（
昭
和
六
十
二
年
）

に
二
度
台
湾
に
行
っ
て
孔
徳
成
を
訪
れ
、
孔
徳
成
に
大
成
殿
を
建
設

す
る
計
画
を
報
告
し
た
。
ま
た
は
、
孔
徳
成
を
大
成
殿
の
落
成
式
に

際
し
て
、
い
わ
き
市
に
招
待
し
た
17

。
つ
い
に
一
九
八
九
年
（
平
成

元
年
）
に
大
学
の
大
成
殿
の
落
成
式
が
行
わ
れ
、孔
徳
成
が
出
席
し
、

孔
子
祭
に
参
加
し
た
。
式
を
終
え
て
「
孔
子
の
教
学
方
法
と
そ
の
教

育
目
的
」
と
題
し
て
、
大
学
の
先
生
と
学
生
た
ち
に
記
念
講
演
を
行

い
、「
絳
帳
春
風
」
の
記
念
揮
毫
を
残
さ
れ
た
。
孔
徳
成
が
い
わ
き

短
期
大
学
を
訪
れ
た
こ
と
は
大
学
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
意
義

が
あ
る
。
こ
の
故
に
、
東
日
本
国
際
大
学
は
孔
徳
成
に
現
在
に
至
っ

て
も
常
に
敬
意
と
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
年
か
ら
、

孔
子
祭
は
大
学
の
重
要
な
記
念
行
事
と
な
っ
た
18

。

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
大
成
殿
が
存
在
し
て
い
た
学
舎
は
東

日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
壊
れ
、
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
大

学
は
迅
速
に
対
応
し
二
年
間
で
新
し
い
建
物
が
再
建
さ
れ
た
。
こ
の

新
し
い
建
物
の
中
に
、
新
し
い
大
成
殿
と
共
に
「
明
倫
堂
」
も
設
け

ら
れ
た
。
そ
し
て
、二
〇
一
三
年
第
二
五
回
大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭
・

学
校
法
人
昌
平
黌
創
立
一
一
〇
周
年
の
記
念
式
典
の
席
上
で
、
現
任

の
学
校
法
人
理
事
長
緑
川
浩
司
は
こ
れ
を
「
昌
平
黌
聖
堂
」
と
名
付

け
た
。
東
日
本
国
際
大
学
の
「
昌
平
黌
聖
堂
」
は
日
本
で
五
つ
目
の

聖
堂
と
な
る
19

。

　

孔
子
祭
を
行
う
際
は
、
教
職
員
だ
け
で
な
く
、
学
生
も
参
加
し
、

学
生
の
代
表
は
、
教
職
員
と
共
に
孔
子
を
祀
る
。
学
生
が
自
ら
参
加

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
学
生
た
ち
に
よ
り
深
い
体
験
を
さ
せ
、
体
得

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
元
い
わ
き
短
期
大
学
学

長
佐
藤
次
郎
は
一
九
八
九
年
大
成
殿
を
落
成
す
る
時
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
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こ
の
た
び
の
大
成
殿
建
立
は
大
学
人
に
対
し
、
具
体
的
な
学

習
の
場
と
し
て
、
孔
子
を
中
心
に
四
聖
人
の
像
を
安
置
し
、
拝

礼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
実
像
に
ふ
れ
、
さ
ら
に
論
語
の
素

読
を
通
し
て
、
そ
の
奥
義
を
き
わ
め
よ
う
と
す
る
大
学
人
の
精

神
修
養
の
場
と
し
て
、
静
か
に
瞑
想
す
る
砦
な
の
で
あ
る
20

。

　　

要
す
る
に
、
毎
年
一
回
の
孔
子
祭
を
通
し
て
、
学
生
に
孔
子
の
偉

大
な
人
格
と
昌
平
黌
の
精
神
を
い
っ
そ
う
深
く
、
身
に
心
に
沁
み
る

形
で
体
感
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ウ
）
儒
学
に
関
す
る
研
究
と
普
及
と
交
流
を
重
視
す
る

　

東
日
本
国
際
大
学
で
は
大
学
教
育
の
な
か
に
儒
学
に
関
す
る
科
目

を
開
設
し
、
孔
子
祭
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
が
、
さ
ら
に

儒
学
文
化
研
究
所
と
東
洋
思
想
研
究
所
と
を
設
立
し
て
、
儒
学
と
東

洋
思
想
に
関
す
る
研
究
と
交
流
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
研

究
所
の
役
割
と
意
義
に
つ
い
て
、
緑
川
浩
司
は
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

　
　

 　

い
ま
、
中
国
で
は
儒
学
の
み
な
ら
ず
近
代
哲
学
や
道
教
、
仏

教
な
ど
を
研
究
す
る
学
者
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
我
々
も

学
問
的
な
儒
教
の
研
究
や
対
外
的
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
は
じ
め

近
代
哲
学
、
仏
教
の
研
究
な
ど
東
洋
思
想
全
般
に
つ
い
て
は
東

洋
思
想
研
究
所
で
取
り
組
み
、
儒
教
文
化
研
究
所
は
建
学
の
精

神
を
中
心
に
論
語
教
室
の
開
催
な
ど
を
通
し
て
論
語
、
儒
学
を

学
生
に
い
か
に
実
践
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
、
学
生
に
儒
学
の

教
え
を
根
付
か
せ
て
い
く
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
く
よ
う
に
し

た
い
と
考
え
て
い
る
21

。

　　

儒
学
文
化
研
究
所
の
主
要
な
目
的
は
、
儒
学
精
神
を
ど
の
よ
う
に

教
育
現
場
と
社
会
生
活
の
中
に
応
用
し
て
い
く
か
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
様
々
な
研
究
を
進
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
積
極
的
に
儒
学
に
関

す
る
学
術
交
流
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
二
〇
〇
〇
年
（
平
成
十
二

年
）
に
、
東
日
本
国
際
大
学
に
お
い
て
、日
本
、韓
国
、大
陸
と
台
湾

な
ど
の
儒
学
研
究
者
を
招
き
、盛
大
に
国
際
儒
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
22

を
開
催
し
、
そ
の
後
も
儒
学
思
想
の
応
用
に
関
す
る
課
題
を
主
旨
と

す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
続
々
と
開
催
し
て
い
る
23

。
同
時
に
、
こ
の

大
学
は
教
職
員
が
海
外
の
儒
学
国
際
会
議
に
参
加
す
る
こ
と
を
推
進

し
て
い
る
24

。

　

儒
学
文
化
研
究
所
は
儒
学
研
究
の
深
化
及
び
儒
学
の
現
代
に
お
け

る
価
値
な
ど
の
課
題
を
重
視
し
な
が
ら
、
儒
学
思
想
の
普
及
に
関
す

る
課
題
に
つ
い
て
も
探
求
し
て
い
る
。儒
学
思
想
の
普
及
の
た
め
に
、

彼
ら
は
一
九
八
九
年
（
平
成
元
年
）
か
ら
、大
成
殿
の
落
成
に
伴
い
、

市
民
を
主
要
な
参
加
対
象
と
す
る
「
論
語
素
読
教
室
」
を
開
設
し
て

き
る
。
大
学
の
先
生
が
論
語
を
中
心
に
す
る
儒
学
思
想
を
伝
授
す
る
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こ
と
を
通
し
て
、
市
民
に
向
け
儒
学
思
想
の
普
及
を
行
う
。
沢
山
の

参
加
者
は
「
論
語
素
読
教
室
」
参
加
を
き
っ
か
け
に
、
儒
学
の
精
神

を
学
ん
で
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
儒
学
思
想
の
普
及
及
び
地
域
の
文
化
教
養
を
広
げ
る

こ
と
に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
で
、
マ
ス
コ
ミ
を
は
じ
め
地
域
の
方
々

か
ら
高
い
評
価
と
理
解
を
得
て
い
る
25

。
そ
し
て
、
地
域
の
様
々
な

団
体
も
東
日
本
国
際
大
学
の
教
授
を
招
き
、
地
域
と
深
い
か
か
わ
り

を
持
ち
な
が
ら
論
語
を
中
心
と
し
た
講
座
や
講
演
を
開
催
し
て
い
る

26

。「
論
語
素
読
教
室
」
の
参
加
者
は
老
若
男
女
を
問
わ
な
い
が
、
こ

れ
は
明
ら
か
に
孔
子
の
「
教
え
あ
り
て
類
な
し
」
の
教
え
の
実
践
で

あ
り
、
兼
ね
て
社
会
教
育
と
生
涯
学
習
の
効
果
も
達
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
例
え
ば
、「
論
語
素
読
教
室
」
の
聴
講
生
の
一
人
は
あ
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
上
で
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

『
論
語
』
の
底
辺
が
拡
が
る
こ
と
を
考
え
る
中
で
、
も
う
一
度

家
庭
の
生
活
を
見
直
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
…
…
見
近

な
こ
と
と
し
て
一
番
大
事
な
こ
と
は
、命
を
頂
く
、先
祖
が
あ
っ

て
、
親
を
敬
い
、
先
生
を
敬
い
と
い
う
前
に
『
敬
う
こ
と
』
が

自
分
の
為
に
な
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
す
る
。
今
ま
で

『
論
語
』
の
中
で
教
わ
っ
た
、
社
会
の
中
で
、
学
校
の
中
で
教

わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
絆
に
つ
い
て
、
学
校
に
お
い
て
も
先
生

と
の
絆
、
絆
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
、
い
い
意
味
で
う
や
ま
う

こ
と
が
、
感
謝
す
る
こ
と
が
自
分
の
為
に
な
る
ん
だ
と
27

。

　　

以
上
の
よ
う
に
、
東
日
本
国
際
大
学
は
儒
学
文
化
研
究
所
を
通
し

て
、
地
域
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
儒
学
を
普
及
す
る
こ
と
を
目
標
と
し

た
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
努
力
に
よ
り
、
地
域
の
住
民
に
儒
学

思
想
と
孔
子
の
理
念
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
い
、
儒
学
思
想
が
人

生
指
針
の
一
つ
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　

儒
学
文
化
研
究
所
の
設
立
に
続
い
て
、
東
日
本
国
際
大
学
に
東
洋

思
想
研
究
所
が
設
立
さ
れ
た
目
的
に
つ
い
て
、
緑
川
浩
司
現
理
事
長

は
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　

 　

平
成
二
十
年
九
月
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
、
東
洋
思
想
が

特
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
う
い
う
世
界
の
流

れ
が
あ
り
、
東
洋
思
想
を
世
界
に
発
信
し
て
い
こ
う
と
い
う
の

が
東
洋
思
想
研
究
所
を
発
足
さ
せ
た
大
き
な
意
義
付
け
で
も
あ

り
ま
す
28

。

　

東
洋
思
想
研
究
所
の
研
究
は
建
学
精
神
の
儒
学
を
は
じ
め
、
仏
教

と
日
本
哲
学
な
ど
東
方
思
想
の
領
域
を
含
み
、
研
究
の
進
化
を
進
め

て
い
く
29

。
そ
の
上
に
、
東
洋
思
想
研
究
所
は
研
究
会
と
講
演
会
或

い
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
、
儒
学
と
仏
学
と
そ
の
他
の
重
要

な
東
洋
思
想
に
関
し
て
学
際
的
な
交
流
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
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二
〇
一
一
年
に
、
中
国
の
山
東
大
学
に
お
い
て
、
韓
国
の
成
均
館

大
学
と
山
東
大
学
と
共
に
、
中
日
韓
三
国
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
30

を

行
っ
た
。
学
術
交
流
に
よ
り
、
儒
学
の
基
礎
を
以
っ
て
、
さ
ら
に
他

の
思
想
や
哲
学
と
対
話
を
進
め
つ
つ
あ
る
。

　

最
後
に
、
東
日
本
大
震
災
以
降
、
東
洋
思
想
研
究
所
は
福
島
の
精

神
復
興
を
推
進
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
学
際
的
連
続
講
演
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
学
生
た
ち
と
地
域
の
住
民
た
ち
を
励
ま
し
続
け
、

彼
ら
を
元
気
づ
け
る
。
更
に
、
福
島
に
生
じ
た
こ
と
は
日
本
の
ど
こ

で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、そ
し
て
福
島
復
興
に
向
か
う
道
も
、

未
来
の
日
本
に
と
っ
て
も
参
考
の
価
値
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
東
洋

思
想
研
究
所
は
、
羅
針
盤
と
な
る
使
命
を
自
覚
し
、
被
災
地
の
視
点

か
ら
、
被
災
後
の
問
題
に
つ
い
て
、
積
極
に
様
々
な
解
決
方
案
を
提

供
し
て
い
る
31

。
そ
ん
な
や
り
方
こ
そ
、
東
日
本
大
学
の
「
行
義
以

達
其
道
」
の
建
学
精
神
の
具
体
的
な
表
現
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い

る
。

三
、
結
論
：
儒
学
思
想
を
推
進
す
る
こ
と
は
学
生
に
よ
い

　

東
日
本
国
際
大
学
は
長
年
に
わ
た
り
大
学
教
育
に
儒
学
思
想
に
提

唱
と
実
践
す
る
こ
と
に
力
を
尽
く
し
て
き
た
。
こ
の
努
力
の
結
果
、

こ
の
大
学
の
学
生
に
日
本
国
内
他
の
七
百
七
十
大
学
と
比
べ
て
違
う

人
文
的
特
質
が
み
ら
れ
、
各
界
の
好
評
と
肯
定
を
得
て
い
る
32

。
こ

れ
は
特
に
学
生
の
就
職
活
動
に
お
い
て
、
と
て
も
大
き
い
メ
リ
ッ
ト

だ
と
思
わ
れ
る
。
毎
年
、
こ
の
大
学
の
卒
業
生
の
就
職
率
は
九
割
を

超
え
て
い
る
33

。
就
職
氷
河
期
の
現
在
に
お
い
て
、
大
卒
の
就
職
率

が
低
迷
す
る
中
で
、
こ
の
よ
う
な
成
果
あ
る
こ
と
は
学
生
及
び
教
職

員
が
一
体
と
な
り
本
当
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
こ
れ

も
こ
の
大
学
の
卒
業
生
が
四
年
間
に
わ
た
り
儒
学
思
想
の
薫
陶
を
受

け
て
い
る
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
当
時
の
大

学
の
事
務
長
佐
藤
可
一
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　

 　

あ
い
さ
つ
が
出
来
る
と
か
聞
か
れ
た
こ
と
に
き
ち
ん
と
答
え

る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
常
日
頃
か
ら
出
来
て
い
な
け
れ
ば
一
夜

漬
け
で
は
出
来
ま
せ
ん
よ
。
う
ち
の
学
生
は
毎
日
の
生
活
の
中

で
、
そ
う
い
っ
た
基
本
的
な
こ
と
が
訓
練
さ
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。34 

　　

今
、
日
本
の
高
等
教
育
で
、「
礼
儀
」
と
「
礼
節
」
と
を
重
視
す

る
大
学
は
珍
し
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
東
日
本
国
際
大
学
は
学
生
に

「
論
語
」
の
「
己
を
修
め
て
以
て
敬
す
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
こ

と
に
よ
り
、
学
生
が
就
職
活
動
に
参
加
し
、
他
の
大
学
の
学
生
と
競

争
す
る
際
に
、企
業
か
ら
の
注
目
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
時
に
、

こ
の
大
学
は
そ
の
卒
業
生
の
高
就
職
率
を
新
入
生
募
集
す
る
際
の
宣

伝
と
す
る
こ
と
で
、
大
学
の
高
い
応
募
率
を
保
っ
て
い
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
儒
学
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
学
生
と
大
学
の
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双
方
に
と
っ
て
、
望
む
と
こ
ろ
を
達
成
で
き
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
上
に
、
当
大
学
は
儒
学
思
想
を
重
視
し
推
進
す
る
こ
と
に
よ

り
、
学
生
は
「
行
義
以
達
其
道
」
と
い
う
建
学
精
神
を
身
に
沁
み
わ

た
ら
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
具
体
的
な
貢
献
的
活
動
を
営
む

よ
う
に
な
る
。
該
大
学
の
統
計
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
全
て
の
学
生
の

内
、
八
割
の
学
生
は
授
業
の
余
暇
に
自
ら
進
ん
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
行
っ
て
い
る
35

。
こ
の
結
果
は
、大
学
側
に
と
っ
て
は
、「
論
語
」

の
中
の
「
人
能
く
道
を
弘
む
」36

と
い
う
精
神
が
実
践
さ
れ
て
い
る

証
明
で
あ
る
。
一
方
、
大
学
生
に
と
っ
て
は
、
昌
平
黌
精
神
と
儒
学

思
想
を
学
ぶ
上
で
、社
会
に
有
益
的
な
活
動
に
投
身
す
る
こ
と
こ
そ
、

孔
子
の
「
君
子
道
を
学
べ
ば
則
ち
人
を
愛
し
」37

と
い
う
教
え
の
実

践
と
な
る
。
当
大
学
の
学
生
の
積
極
的
な
姿
は
、
当
代
日
本
の
草
食

系
や
オ
タ
ク
系
の
学
生
と
反
す
る
性
格
を
表
し
、
就
職
活
動
を
す
る

と
き
、
も
う
一
つ
の
長
所
と
な
っ
て
い
る
。

   

最
後
に
、
当
大
学
に
は
日
本
人
学
生
を
除
く
、
約
二
百
名
ぐ
ら
い

の
外
国
留
学
生
が
い
る
。そ
の
中
で
特
に
、ネ
パ
ー
ル
と
ミ
ャ
ン
マ
ー

と
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
か
ら
の
留
学
生
に
は
東
日
本
国
際
大
学
に
留
学
に

来
る
前
に
、
孔
子
や
儒
学
思
想
に
対
す
る
認
識
が
深
く
な
い
人
、
或

い
は
全
く
知
ら
な
い
学
生
も
い
る
が
、
当
大
学
の
教
育
を
受
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
沢
山
の
留
学
生
も
当
大
学
の
ほ
か
の
日
本
学
生
と
同

じ
様
に
、
親
切
に
あ
い
さ
つ
を
交
わ
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
も

参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
東
日
本
国
際
大
学
は
儒
学
思

想
を
日
本
の
学
生
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
の
様
々
な
国
か
ら
集
っ
て

く
る
学
生
に
対
し
こ
の
思
想
を
浸
透
さ
せ
、
儒
学
思
想
の
国
際
化
を

促
進
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
東
日
本
国
際
大
学
は
儒
学
思
想

の
提
唱
と
推
進
を
通
し
て
、
よ
い
効
果
を
収
め
る
こ
と
に
よ
り
、
当

代
の
日
本
高
等
教
育
の
模
範
と
し
て
、
注
目
さ
れ
て
い
る
。

〈
参
考
文
献
〉

『 3.11

か
ら
の
挑
戦
―T

eam
 SH

O
U
H
EIK

O
U

』、
福
島
・
財
界
21
、

二
〇
一
三
年
。

山
岡
荘
八
『
徳
川
家
康
』、
東
京
都
・
講
談
社
、
一
九
七
三
―
一
九
七
四
。

衣 

笠
安
喜
『
思
想
史
と
文
化
史
の
間
―
東
ア
ジ
ア
・
日
本
・
京
都
』、
東
京
・

ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
。

玉
懸
博
之『
近
世
日
本
の
歴
史
思
想
』、東
京
・
ぺ
り
か
ん
社
、二
〇
〇
七
年
。

佐 

久
間
正
『
德
川
日
本
の
思
想
形
成
と
儒
教
』、
東
京
・
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
〇
七
年
。

東 

日
本
国
際
大
学
東
洋
思
想
研
究
所
『
い
わ
き
か
ら
問
う　

東
日
本
大
震

災
―
フ
ク
シ
マ
の
復
興
と
日
本
の
将
来
』、
福
島
・
昌
平
黌
出
版
会
、

二
〇
一
三
年
。

『
研
究
東
洋
』
第
三
号
、福
島
・
東
日
本
国
際
大
学
出
版
会
、二
〇
一
三
年
。

張 
寶
三
、 
徐
興
慶
合
編
『
德
川
時
代
日
本
儒
學
史
論
集
』、
上
海
市
・
華

東
師
範
大
學
、
二
〇
〇
八
年
。

張 

崑
將
『
德
川
日
本
儒
學
思
想
的
特
質
：
神
道
、
徂
徠
學
與
陽
明
學
』、
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臺
北
市
・
國
立
臺
灣
大
學
出
版
中
心
、
二
〇
〇
七
。

『 
儒
学
と
仏
教
の
智
慧
を
現
代
に
生
か
す
』、
福
島
・
東
日
本
国
際
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
。

鈴
木
健
一
『
林
羅
山
年
譜
稿
』、
東
京
・
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
年
。

藤 

沢
衛
彦
「
昌
平
黌
の
歴
史
と
目
的
」
〜
孔
子
の
教
え
を
礎
に
、
日
本

人
づ
く
り
・
国
づ
く
り
〜
、http://w

w
w
.shk-ac.jp/hiu/outline/

history.htm
l

参
照
。

鶴 

蒔
靖
夫
『
心
の
革
命
―
東
日
本
国
際
大
学
の
挑
戦
』、東
京
・IN

通
信
社
、

一
九
九
六
年
。

〈
注
〉

１ 

鶴
蒔
靖
夫
『
心
の
革
命
―
東
日
本
国
際
大
学
の
挑
戦
』（
東
京
・IN

通

信
社
、
一
九
九
六
年
）、
一
〜
二
頁
。

２ 

例
え
ば
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
東
日
本
大
震
災
の
際
、
当
大

学
も
地
震
と
放
射
能
漏
れ
の
二
重
の
危
機
に
直
面
し
た
が
、
大
学
の

教
職
員
は
「
行
義
以
達
其
道
」
を
以
っ
て
、
速
や
か
に
対
応
し
、
全

て
の
学
生
を
守
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
し
い
学
期
が
始
ま
っ
た
際

に
、
留
学
生
を
含
む
す
べ
て
の
学
生
が
大
学
に
戻
っ
た
。
東
日
本
国

際
大
学
は
学
生
数
が
減
少
し
な
か
っ
た
件
に
つ
い
て
、
関
東
、
東
北

の
大
学
の
模
範
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
私
立
大
学
協
会
に
も

認
め
ら
れ
、
二
〇
一
一
年
七
月
の
研
修
会
で
も
、「
昌
平
黌
の
大
震
災

時
の
留
学
生
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」と
高
く
賞
賛
、評
価
さ
れ
て
い
る
。

『3.11

か
ら
の
挑
戦
―T

eam
 SH

O
U
H
EIK

O
U

』（
福
島
・
財
界
21
、

二
〇
一
三
年
）、
二
九
〜
四
一
頁
を
参
照
。

３ 

鶴
蒔
靖
夫
『
心
の
革
命
―
東
日
本
国
際
大
学
の
挑
戦
』、
二
九
〜
三
〇

頁
、
及
び
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（http://ja.w

ikipedia.org/w
iki/

%
E6%

B9%
A
F%

E5%
B3%

B6%
E8%

81%
96%

E5%
A
0%

82

）

の
湯
島
聖
堂
に
対
す
る
解
釈
を
参
照
。

４ 

一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
年
）
に
「
昌
平
夜
学
中
学
校
」
を
創
立
し
た
。

さ
ら
に
、
一
九
三
六
年
（
昭
和
七
年
）
に
「
昌
平
中
学
」
へ
と
改
名

さ
れ
る
。
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
年
）
に
、
学
制
が
改
め
ら
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
再
び
「
昌
平
高
等
学
校
」
へ
と
改
名
さ
れ
る
。

５ 

昌
平
黌
短
期
大
学
は
一
九
七
二
年
以
降
、
い
わ
き
短
期
大
学
に
名
前

が
変
更
さ
れ
た
。

６ 

山
岡
荘
八
は
、
二
十
世
紀
の
日
本
で
有
名
な
国
民
文
学
家
。
多
く
の

伝
記
小
説
を
残
し
た
が
、
一
八
年
間
を
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
五
百
万

字
の
『
徳
川
家
康
』
が
最
も
有
名
で
あ
る
。
統
計
資
料
に
よ
る
と

三
千
万
冊
の
売
り
上
げ
を
記
録
し
た
。

７ 

鶴
蒔
靖
夫
『
心
の
革
命
―
東
日
本
国
際
大
学
の
挑
戦
』
一
〇
三
―

一
〇
四
頁
。

８
前
同
、
一
二
五
頁
。

９ http://w
w
w
.shk-ac.jp/hiu/education/founding.htm

l

10 

鶴
蒔
靖
夫
『
心
の
革
命
―
東
日
本
国
際
大
学
の
挑
戦
』
一
二
七
―

一
二
八
頁
。
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11
前
同
、
一
〇
七
頁
。

12
前
同
、
一
九
四
頁
。

13
『
論
語
・
里
仁
』、
4
・
5
。

14 

鶴
蒔
靖
夫
『
心
の
革
命
―
東
日
本
国
際
大
学
の
挑
戦
』
一
九
五
頁
。

15
前
同
、
一
五
一
―
一
五
二
頁
。

16
前
同
、
一
六
一
―
一
六
二
頁
。

17
前
同
、
一
五
三
頁
。

18 

孔
先
生
は
、
平
成
三
年
、
再
度
孔
子
祭
に
参
加
し
、「
儒
教
と
現
代
化
」

と
題
し
て
講
演
を
行
う
。

19 

『
第
二
五
回
大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭 
学
校
法
人
昌
平
黌
創
立
一
一
〇

周
年
記
念
式
典  

次
第
』（
福
島
・
東
日
本
国
際
大
学
、二
〇
一
三
）二
頁
。

20 

鶴
蒔
靖
夫
『
心
の
革
命
―
東
日
本
国
際
大
学
の
挑
戦
』
一
五
六
頁
。

21
『3.11

か
ら
の
挑
戦
―T

eam
 SH

O
U
H
EIK

O
U

』
一
三
二
頁
。

22 

平
成
一
二
年
「
21
世
紀
儒
学
文
化
に
関
す
る
国
際
会
議
」
を
開
催
し

て
い
る
。

23 

平
成
一
三
年
に
は
「
家
庭
と
学
校　

儒
学
の
果
た
す
役
割
」
と
題
し

て
学
術
検
討
会
の
開
催
、
平
成
一
四
年
に
は
「
儒
学
と
平
和
経
済
学

に
関
す
る
国
際
会
議
」
を
開
催
す
る
。

24 

平
成
一
六
年
大
学
の
代
表
が
マ
レ
ー
シ
ア
で
開
催
さ
れ
る
「
学
術
国

際
学
会
会
議
」
参
加
。

25 

例
え
ば
、
平
成
九
年
八
月
二
三
日
福
島
県
の
広
報
ラ
ジ
オ
番
組
明
朝

で
「
Ｊ
Ｕ
Ｓ
Ｔ 

Ｎ
Ｏ
Ｗ 

ふ
く
し
ま
」
に
お
け
る
「
ふ
る
さ
と
の
話
題
」

の
中
で
地
域
に
お
け
る
文
化
活
動
の
取
組
と
し
て
論
語
素
読
教
室
が
紹

介
さ
れ
る
。
放
送
の
中
で
論
語
に
対
す
る
魅
力
が
探
ら
れ
る
と
と
も
に

受
講
生
た
ち
の
学
ぶ
姿
勢
が
伝
え
ら
れ
る
。

26 

例
え
ば
、
平
成
20
年
か
ら
2
年
間
Ｎ
Ｈ
Ｋ
い
わ
き
文
化
講
座
「
論
語

を
学
ぶ
」
が
開
催
さ
れ
る
。

27 

『
儒
学
と
仏
教
の
智
慧
を
現
代
に
生
か
す
』（
福
島
・
東
日
本
国
際
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）、
六
三
頁
。

28
『3.11

か
ら
の
挑
戦
―T

eam
 SH

O
U
H
EIK

O
U

』
一
三
二
頁
。

29
前
同
、
一
二
四
頁
。

30 

二
〇
一
三
年
、
い
わ
き
市
東
日
本
国
際
大
学
に
お
い
て
、
再
度
に
中

日
韓
三
国
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
る
。

31 

『3.11

か
ら
の
挑
戦
―T

eam
 SH

O
U
H
EIK

O
U

』
一
四
五
、一
四
九
頁

東
日
本
国
際
大
学
東
洋
思
想
研
究
所
『
い
わ
き
か
ら
問
う　

東
日
本

大
震
災
―
フ
ク
シ
マ
の
復
興
と
日
本
の
将
来
』（
福
島
・
昌
平
黌
出
版

会
、
二
〇
一
三
）、
三
―
四
頁
。

32 

日
本
文
部
科
学
省
の
統
計
に
よ
る
と
二
〇
一
二
年
五
月
ま
で
の
国
立

大
学
、
公
立
大
学
と
私
立
大
学
の
合
計
七
七
一
大
学
。

　
 http://w

w
w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/koutou/kouritsu/index.

htm

。

33 
当
大
学
の
近
年
卒
業
生
の
卒
業
生
就
職
率
―
二
〇
〇
八
年
卒
業
生
就

職
率
は
100
％
、
二
〇
〇
九
年
卒
業
生
就
職
率
は
92
％
、
二
〇
一
〇
年

卒
業
生
就
職
率
は
95
・
８
％
、
二
〇
一
一
年
卒
業
生
就
職
率
は
92
・
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２
％
。

34 
『3.11

か
ら
の
挑
戦
―T

eam
 SH

O
U
H
EIK

O
U

』　

五
四
頁
。

35 
前
同
、
五
四
頁
。

36
『
論
語
・
衛
靈
公
』、
15
・
29
。

37
前
同
、〈
陽
貨
〉、
17
・
3
。

　
　

論
語
素
読
教
室
の
ご
案
内

東
日
本
国
際
大
学
で
は
、
長
年
、
本
学
教
員
と
市
民
の
皆
様
と

と
も
に
『
論
語
素
読
教
室
』
を
開
講
し
て
参
り
ま
し
た
。
平
成

元
年
か
ら
は
じ
ま
る
恒
例
の
勉
強
会
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
原

則
的
に
月
二
回
、
本
学
明
倫
堂
を
会
場
に
論
語
を
読
む
会
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
新
し
く
完
成
し
た
新
一
号
館
の
明
倫
堂
へ

ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
興
味
あ
る
皆
様
は
、
お
気
軽
に
左
記

研
究
所
事
務
担
当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

論
語
素
読
教
室

　

東
日
本
国
際
大
学　

東
洋
思
想
研
究
所

　

９
７
０

８
０
２
３　

 

福
島
県
い
わ
き
市
平
鎌
田
字
寿
金
沢

２
２

１

　

電
話　

０
２
４
６

２
１

１
６
６
２（
事
務
担
当　

鈴
木
）
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道
徳
教
育
と
「
物
の
あ
は
れ
」

は
じ
め
に

　

平
成
二
六
年
一
〇
月
二
一
日
、
中
央
教
育
審
議
会
は
、「
道
徳
に

係
る
教
育
課
程
の
改
善
に
つ
い
て
（
答
申
）」
を
出
し
た
。
昭
和

三
三
年
以
来
「
道
徳
の
時
間
」
を
要
と
し
教
育
活
動
全
体
で
進
め
て

き
た
体
制
を
維
持
し
つ
つ
も
、
道
徳
の
時
間
を
「
特
別
の
教
科　

道

徳
」（
仮
称
）
と
し
て
位
置
付
け
る
な
ど
、
道
徳
教
育
及
び
道
徳
の

時
間
の
充
実
を
図
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
、
い
わ
ゆ
る
道
徳
の
「
教
科
化
」
に
は
、
根
強
い
反
対
が
多

い
。
ひ
と
つ
、
特
定
の
価
値
観
の
押
し
付
け
に
な
る
、
ひ
と
つ
、
戦

争
を
引
き
起
こ
し
た
戦
前
教
育
へ
の
回
帰
と
な
る
等
で
あ
る
。
平
成

一
八
年
に
教
育
基
本
法
が
「
改
正
」
さ
れ
、
そ
こ
に
は
昭
和
一
八
年

版
に
は
な
か
っ
た
「
公
共
の
精
神
」
と
「
伝
統
と
文
化
の
尊
重
」「
我

が
国
と
郷
土
を
愛
す
る
」
と
い
う
文
面
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
そ
の

「
改
正
」
時
と
同
じ
安
倍
政
権
下
で
す
す
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
「
教

科
化
」
は
、
検
定
教
科
書
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、〝
国
定
の

価
値
〞
を
流
布
さ
せ
る
も
の
と
反
対
派
に
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
一

方
で
肯
定
派
の
ひ
と
つ
に
は
、
戦
前
の
修
身
、
そ
し
て
教
育
勅
語
ま

で
も
射
程
に
入
れ
、
伝
統
文
化
に
裏
打
ち
さ
れ
た
〝
日
本
の
心
〞
を

取
り
戻
す
と
息
巻
い
て
い
る
も
の
も
出
て
き
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
近
代
を
経
て
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
価
値
へ
の
懐

疑
と
相
対
化
、
そ
れ
が
生
み
出
す
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
対
処
と
し
て
の
価

値
の
復
権
。
そ
う
し
た
狭
間
で
揺
れ
動
い
て
き
た
と
い
え
る
。
今
回

に
つ
い
て
も
、
あ
ま
り
な
既
視
感
を
覚
え
つ
つ
、
い
ま
だ
に
確
か
な

解
決
が
な
く
翻
弄
さ
れ
る
姿
は
、
肯
定
で
あ
ろ
う
と
否
定
で
あ
ろ
う

と
、
悲
し
く
、
滑
稽
で
す
ら
あ
る
。

　

ど
こ
か
に
よ
す
が
は
な
い
の
か
。

　

藁
を
も
つ
か
む
思
い
で
歴
史
を
紐
解
く
と
、二
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
、

「
道
徳
教
育
」
に
強
固
に
反
対
し
た
と
も
言
え
る
人
物
が
い
た
こ
と

を
思
い
出
す
。
本
居
宣
長
（
一
七
三
〇
〜
一
八
〇
一
）
で
あ
る
。

　

彼
は
、
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
儒
学
的
価
値
観
や
思
考
を
、「
漢

■
論
文
Ⅱ
■

宇
都
宮
大
学　

非
常
勤
講
師　

水　

野　

雄　

司
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意
」
と
し
て
否
定
・
排
除
し
、日
本
古
来
の
心
で
あ
る
「
物
の
あ
は
れ
」

や
「
真
心
」
を
唱
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
宣
長
の
死
去
か
ら
、

約
九
〇
年
後
に
書
か
れ
た
坪
内
逍
遥
（
一
八
五
九
―
一
九
三
五
年
）

の
『
小
説
神
髄
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　

 　

小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
。
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
。
人
情

と
は
い
か
な
る
も
の
を
い
ふ
や
。
曰
く
、
人
情
と
は
人
間
の
情

欲
に
て
、
所
謂
百
八
煩
悩
是
れ
な
り
。
夫
れ
人
間
は
情
欲
の
動

物
な
れ
ば
、
い
か
な
る
賢
人
、
善
者
な
り
と
て
、
未
だ
情
欲
を

有
ぬ
は
稀
れ
な
り
。
…
…

　
　

 　

本
居
大
人
が
『
玉
小
櫛
』
に
て
『
源
氏
物
語
』
の
大
旨
を
論

じ
て
い
へ
ら
く
、「
此
物
語
の
大
旨
昔
よ
り
説
ど
も
あ
れ
ど
も
、

み
な
物
語
と
い
ふ
も
の
ゝ
本
旨
を
た
づ
ね
ず
し
て
、
只
よ
の
つ

ね
の
儒
教
な
ど
の
書
の
お
も
む
き
を
も
て
論
ぜ
ら
れ
た
る
は
、

作
者
の
本
意
に
あ
ら
ず
。
…
…
し
か
ら
ば
物
語
に
て
人
の
心
所

業
の
善
き
悪
き
は
い
か
な
る
ぞ
と
い
ふ
に
、
大
か
た
物
の
あ
は

れ
を
知
り
、
情
あ
り
て
世
の
中
の
人
の
情
に
か
な
へ
る
を
善
と

し
、
物
の
あ
は
れ
を
知
ら
ず
、
情
な
く
て
、
世
の
人
の
情
に
か

な
は
ざ
る
を
悪
し
と
せ
り
。
…
…
」

　
　

 　

右
に
引
用
せ
る
議
論
の
ご
と
き
は
、
す
こ
ぶ
る
小
説
の
主
旨

を
解
し
て
、
よ
く
物
語
の
性
質
を
ば
説
き
あ
き
ら
め
た
る
も
の

と
い
ふ
ベ
し
。
我
が
国
に
も
大
人
の
ご
と
き
活
眼
の
読
者
な
き

に
し
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ど
も
、
そ
は
絶
無
に
し
て
希
有
な
る
か

ら
、
他
の
曲な

ま
も
の
し
り学

に
あ
や
ま
ら
れ
て
、
彼
の
『
源
語
』
を
さ
へ
牽

強
し
て
勧
懲
主
意
な
る
も
の
な
り
な
ど
、
い
と
し
た
り
顔
に
講

釈
せ
る
和
学
者
流
も
多
し
と
聞
く
。
豈
に
甚
だ
し
く
あ
や
ま
ら

ず
や
。

１
※
傍
線
引
用
者
。「
…
…
」
は
中
略
。
以
下
同
。

　

近
代
文
学
理
論
の
端
緒
と
さ
れ
る
本
書
は
、
小
説
の
本
質
を
「
人

情
な
り
」
と
す
る
。「
人
情
」
と
は
、「
情
欲
」
で
あ
り
「
百
八
煩
悩
」

で
あ
る
。
滝
沢
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
儒
教
的
勧
善
懲
悪

主
義
を
〝
キ
レ
イ
事
〞
と
批
判
し
、
こ
の
「
百
八
煩
悩
」
を
描
き
切

る
こ
と
こ
そ
が
、
あ
る
べ
き
「
小
説
」
と
し
た
。
そ
こ
で
は
「
本
居

大
人
」、つ
ま
り
本
居
宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
」
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』

論
が
引
用
さ
れ
、
こ
れ
こ
そ
が
「
小
説
の
主
旨
」
に
沿
っ
た
本
来
の

解
釈
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
自
己
の
文
学
論
の
先
駆
と
し
て
、
宣

長
の
「
物
の
あ
は
れ
」
を
み
い
だ
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
儒

仏
の
教
へ
」（
宣
長
）
を
否
定
し
、
人
が
生
来
持
っ
て
い
る
あ
り
の

ま
ま
の
感
情
を
、「
物
の
あ
は
れ
」と
し
て
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
―
一
九
六
〇
）
は
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　

 　

彼
〔
引
用
者
注
：
本
居
宣
長
〕
が
典
型
と
認
め
る
中
古
の
物

語
は
、「
俗よ

の
人
の
情
と
は
は
る
か
に
ま
さ
り
て
」、「
こ
よ
な
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く
あ
は
れ
深
き
」、「
み
や
び
や
か
な
る
情
」
の
か
ぎ
り
を
写
し

て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
読
む
人
の
心
に
は
、
そ
の
日
常
の

情
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
、
浄
め
ら
れ
た
、「
物
の
あ
は
れ
」

が
う
つ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。２

　

宣
長
の
い
う「
物
の
あ
は
れ
」と
は
、「
日
常
の
情
」を
克
服
し
た「
高

い
、
浄
め
ら
れ
た
」
心
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
誰
も
が
本
来
自

然
に
持
っ
て
い
る
感
情
で
は
な
く
、
身
に
付
け
る
べ
き
理
想
的
心
情

と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
情
欲
」「
百
八
煩
悩
」
と
表
現
さ
れ
、
あ
ら

ゆ
る
〝
悪
し
き
〞
感
情
を
も
飲
み
込
ん
で
い
た
逍
遥
の
解
釈
と
は
正

反
対
と
言
っ
て
も
い
い
。

「
物
の
あ
は
れ
」
と
は
、
生
ま
れ
つ
い
て
も
っ
て
い
る
も
の
（
坪
内

逍
遥
「
情
欲
」）
な
の
か
。
そ
れ
と
も
後
天
的
に
獲
得
す
る
も
の
（
和

辻
哲
郎
「
高
い
、
浄
め
ら
れ
た
」
心
）
な
の
か
。
ま
た
後
者
で
あ
っ

た
場
合
、
そ
の
「
高
い
、
浄
め
ら
れ
た
」
心
は
、
儒
教
の
「
徳
目
」

と
は
ど
う
違
う
の
か
。こ
の
よ
う
な
疑
問
が
脳
裏
に
浮
か
ん
で
く
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
問
い
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
宣
長
は
〝
外
来
的
価
値
〞
を
「
漢
意
」
と
排
除
し
な
が

ら
、
同
時
に
、〝
古
来
的
価
値
〞
で
あ
る
「
物
の
あ
は
れ
」
も
否
定

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
宣
長
は
、
一
切
の
諸
価
値
の
受
け
入
れ
を

阻
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
も
、
近
代
人
の
病
魔

で
あ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
徴
候
に
も
陥
ら
な
か
っ
た
。

　

果
た
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
姿
勢
な
の
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め

に
、
宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
」
の
特
徴
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
そ
れ

こ
そ
が
、
道
徳
の
「
教
科
化
」
に
翻
弄
さ
れ
る
我
々
に
対
し
て
、
効

果
的
な
処
方
箋
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
章　
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
の
系
譜

　

も
ち
ろ
ん
「
物
の
あ
は
れ
」
は
宣
長
の
創
出
し
た
言
葉
で
は
な
い
。

「
物
の
あ
は
れ
」
の
文
献
上
の
初
出
は
紀
貫
之
『
土
佐
日
記
』
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

① 

か
ぢ
と
り
も
の
の
あ
は
れ
も
し
ら
で
、
お
の
れ
し
さ
け
を
く
ら

ひ
つ
れ
ば
、
は
や
く
い
な
む
と
し
お
み
ち
ぬ
。
か
ぜ
も
ふ
き
ぬ

べ
し
と
さ
わ
げ
ば
、
ふ
ね
に
の
り
な
む
と
す
。３ 

　

国
司
の
任
期
を
終
え
、
す
で
に
帰
京
の
船
途
に
つ
い
た
語
り
手
の

一
家
だ
っ
た
が
、
別
れ
が
た
く
思
う
土
地
の
人
び
と
が
追
い
す
が
っ

て
き
て
、惜
別
の
歌
を
交
わ
す
。
そ
れ
を
見
な
が
ら
待
っ
て
い
た「
か

ぢ
と
り
」（
楫
取
）
が
、〝
潮
も
満
ち
て
来
た
し
、風
も
吹
い
て
く
る
ぞ
〞

と
騒
い
だ
こ
と
か
ら
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
ら
な
い
者
と
批
判

的
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
知
ら
な
い
と
さ
れ
る
「
も
の

の
あ
は
れ
」
と
は
具
体
的
に
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
次
の

二
つ
の
見
か
た
が
考
え
ら
れ
る
。
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・ 

惜
別
の
情
を
知
ら
な
い
。
皆
が
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
さ
ま
を

み
て
、
自
分
の
身
に
引
き
当
て
て
、
さ
ぞ
悲
し
か
ろ
う
と
感
じ

る
共
感
能
力
が
欠
け
て
い
る
。

　

・ 

文
学
的
教
養
が
な
い
。
人
び
と
が
交
わ
し
た
歌
は
、
李
白
の

「
贈ぞ

う

汪お
う

倫り
ん

」
と
い
う
詩
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
楫
取
は
そ

の
技
巧
に
興
ず
る
だ
け
の
漢
詩
と
和
歌
の
教
養
が
な
か
っ
た
。

「
物
の
あ
は
れ
」
の
捉
え
方
と
し
て
、
前
者
の
場
合
は
、
先
天
的
性

格
と
し
て
の
側
面
が
、
後
者
を
重
視
し
た
場
合
、
後
天
的
に
獲
得
す

る
も
の
と
い
う
性
格
が
、
そ
れ
ぞ
れ
強
く
な
る
と
い
え
る
。
そ
れ
故

に
注
目
し
た
い
の
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
初
出
は
「
知
る
」
と

い
う
動
詞
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
野
晋
は
、『
土
佐

日
記
』
か
ら
『
栄
花
物
語
』
ま
で
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
用
例
は

三
〇
例
ほ
ど
あ
る
が
、
そ
の
約
半
分
が
「
知
る
」
と
い
う
言
葉
と
結

び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。４

「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
お
い
て
「
知
る
」
と
い
う
行
為
は
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
か
。「
徳
目
」
を
教
え
る
こ
と
、
学
ぶ
こ
と
に
翻

弄
さ
れ
る
私
た
ち
に
は
、「
物
の
あ
は
れ
」
を
目
的
語
に
と
る
動
詞

に
こ
そ
焦
点
を
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
、『
大

和
物
語
』
か
ら
『
徒
然
草
』
ま
で
、
管
見
で
確
認
で
き
た
「
も
の
の

あ
は
れ
を
知
る
」
の
事
例
（
一
四
例
）
を
み
て
み
た
い
。

　

② 

ま
た
こ
の
〔
引
用
者
註
：
と
し
こ
〕
む
す
め
、
姉
に
あ
た
る
あ

や
つ
こ
と
い
ひ
て
あ
り
け
り
。
母
に
似
て
、
心
も
を
か
し
か
り

け
り
。
ま
た
、
こ
の
お
と
ど
の
も
と
に
、
よ
ぶ
こ
と
い
ふ
人
あ

り
け
り
。
そ
れ
も
も
の
の
あ
は
れ
を
知
り
て
、
い
と
心
を
か
し

き
人
な
り
け
り
。５ 

『
大
和
物
語
』
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
と
し
こ
」・「
あ
や

つ
こ
」・「
よ
ぶ
こ
」
と
い
う
三
人
の
女
性
が
で
て
く
る
。
と
し
こ
と

は
、
藤
原
千ち

兼か
ね

の
妻
で
あ
り
、
千
兼
は
陽
成
天
皇
の
第
一
皇
子
で
あ

る
源
清き

よ

蔭か
げ

の
義
兄
弟
で
あ
る
。「
あ
や
つ
こ
」
と
「
よ
ぶ
こ
」
は
、「
と

し
こ
」
の
娘
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、「
母
に
似
て
」・「
そ
れ
も
」

と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
る
こ
と
で
、皆
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
り
て
、

い
と
心
を
か
し
か
り
け
り
人
」
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
ど
う
い
う

人
物
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
に
描
か
れ
る
。

　

 　

 　

こ
れ
四
人
つ
ど
ひ
て
、
よ
ろ
づ
の
物
語
し
、
世
の
中
の
は
か

な
き
こ
と
、
世
間
の
こ
と
あ
は
れ
な
る
い
ひ
い
ひ
て
、
か
の
お

と
ど
の
よ
み
た
ま
ひ
け
る
。

　
　

 　

い
ひ
つ
つ
も
世
は
は
か
な
き
を
か
た
み
に
は
あ
は
れ
と
い
か

で
君
に
見
え
ま
し　

と
よ
み
た
ま
ひ
け
れ
ば
、た
れ
も
た
れ
も
、

返
へ
し
は
せ
で
、
集
り
て
よ
よ
と
な
む
泣
き
け
る
。６ 
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三
人
の
母
娘
に
清
蔭
も
加
わ
り
、「
世
の
中
の
は
か
な
き
こ
と
」

に
つ
い
て
話
を
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
詠
っ
た
歌
に
皆
が
感
じ
入
り
、

四
人
と
も
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
と
い
う
。
こ
の
箇
所
は
、「
無
常
」

と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
世
は
は
か
な
き
」
も
の
、
無
常

な
も
の
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
こ
と
が
、「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
り
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
用
例
で
あ
る
。

　

③ 

な
ほ
、
此
度
ば
か
り
は
御
返
り
給
へ
。
物
の
哀
し
ら
ぬ
や
う
な

り
。
兵
衛
が
こ
と
、
君
に
聞
こ
し
召
す
に
と
お
ほ
せ
し

７ 

　

あ
て
宮
に
恋
焦
が
れ
る
男
た
ち
が
、
折
々
に
恋
の
歌
を
贈
っ
て
い

る
。
そ
の
一
人
で
あ
る
左
大
臣
源
実
忠
が
、
恋
焦
が
れ
る
歌
を
書
き

記
し
た
手
紙
を
、
兵
部
卿
宮
（
嵯
峨
院
の
皇
子
）
に
託
す
。
あ
て
宮

に
手
紙
を
渡
し
た
兵
部
卿
宮
は
、〝
命
が
け
の
手
紙
に
返
事
が
な
い

と
、仲
介
役
の
自
分
（
兵
部
卿
宮
）
が
あ
ま
り
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
知
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
き
ち
ん
と
返
事
を
書
い

て
ほ
し
い
〞
と
頼
ん
で
い
る
。『
大
和
物
語
』
と
は
異
な
り
、
一
般

的
な
人
情
や
心
の
機
微
と
い
っ
た
も
の
を
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
指

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
知
ら
な
い
こ
と
は
、
恥
ず
べ
き

こ
と
、
不
名
誉
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
な
用
例
が
み
ら
れ
る
。

　

④ 

な
の
め
な
る
ま
じ
き
人
の
後
見
の
方
は
、
も
の
の
あ
は
れ
知
り

す
ぐ
し
、
は
か
な
き
つ
い
で
の
情
あ
り
、
を
か
し
き
に
す
す
め

る
方
な
く
て
も
よ
か
る
べ
し
と
み
え
た
る
に
、８

　

⑤ 

も
の
の
た
よ
り
ば
か
り
の
な
ほ
ざ
り
言
に
、
口
疾
う
心
得
た
る

も
、
さ
ら
で
あ
り
ぬ
べ
か
り
け
る
、
後
に
難
と
あ
り
ぬ
べ
き
わ

ざ
な
り
。
す
べ
て
女
の
も
の
づ
つ
み
せ
ず
、
心
の
ま
ま
に
、
も

の
の
あ
は
れ
も
知
り
顔
つ
く
り
、
を
か
し
き
こ
と
を
も
見
知
ら

ん
な
ん
、
そ
の
積
も
り
あ
ぢ
き
あ
か
る
べ
き
を 

９

　　

五
月
雨
の
降
り
つ
づ
く
あ
る
夏
の
夜
、光
源
氏
、頭
中
将
、左
馬
頭
、

藤
式
部
丞
が
集
ま
っ
て
、
語
り
合
う
。
④
は
、
左
馬
頭
の
女
性
論
の

一
節
で
あ
る
。
理
想
の
妻
と
は
、
と
い
う
話
の
な
か
で
、
夫
を
世
話

を
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、「
も
の
の
あ
は
れ
知
り
」す
ぎ
て
、

何
か
に
つ
け
て
歌
を
詠
ん
だ
り
す
る
よ
う
な
の
は
困
り
モ
ノ
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

　

⑤
は
、
多
く
の
懸
想
文
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
玉
鬘
に
対

し
て
、光
源
氏
が
恋
文
の
扱
い
方
な
ど
を
教
え
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

男
か
ら
の
お
ざ
な
り
な
手
紙
に
、い
か
に
も
私
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
」

や
「
を
か
し
き
こ
と
」
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
返
事
を
決
し
て

し
て
は
な
ら
な
い
と
伝
え
る
。

　

こ
の
④
・
⑤
の
ふ
た
つ
の
例
は
、
③
と
は
異
な
り
、「
も
の
の
あ

は
れ
」
を
知
り
す
ぎ
て
い
る
こ
と
、
も
し
く
は
知
っ
て
い
る
と
振
る
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舞
う
こ
と
が
非
難
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
話
の
展
開
と
し
て
直
接

の
つ
な
が
り
は
な
い
が
、
女
性
と
い
う
存
在
と
「
も
の
の
あ
は
れ
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
紫
の
上
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

⑥ 

も
の
の
あ
は
れ
、を
り
を
か
し
き
こ
と
を
も
見
知
ら
ぬ
さ
ま
に

ひ
き
入
り
沈
み
な
ど
す
れ
ば
、何
に
つ
け
て
か
、世
に
経
る
は
え

ば
え
し
さ
も
、
常
な
き
世
の
つ
れ
づ
れ
を
も
慰
む
べ
き
ぞ
は
、10

　

光
源
氏
が
、
自
分
の
死
後
の
紫
の
上
に
身
の
上
つ
い
て
心
配
を
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、〝
女
ほ
ど
、
身
の
処
し
方
が
窮
屈
で
、
痛
ま

し
い
も
の
は
な
い
〞
と
し
て
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
も
「
を
か
し
き

こ
と
」
も
知
ら
な
い
か
の
よ
う
に
引
き
こ
も
る
こ
と
し
か
で
き
な
い

女
性
と
い
う
存
在
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
女
と
し
て
生
ま
れ
た

不
幸
を
背
負
い
な
が
ら
も
、
な
お
主
体
的
に
生
き
た
い
と
い
う
紫
の

上
の
念
願
は
、
晩
年
に
お
い
て
も
は
や
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
も
の

で
あ
っ
た
。

　

女
性
の
身
の
処
し
方
に
つ
い
て
は
、
女
三
の
宮
の
次
の
台
詞
も
あ

る
。

　

⑦ 

「
今
は
と
て
思
し
離
れ
ば
、
ま
こ
と
に
御
心
と
厭
ひ
棄
て
た
ま

ひ
け
る
と
、
恥
づ
か
し
う
心
憂
く
な
む
お
ぼ
ゆ
べ
き
。
な
ほ
あ

は
れ
と
思
せ
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、「
か
か
る
さ
ま
の
人
は
、

も
の
の
あ
は
れ
も
知
ら
ぬ
も
の
と
聞
き
し
を
、
ま
し
て
も
と
よ
り

し
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
い
か
が
は
聞
こ
ゆ
べ
か
ら
む
」
と
の
た
ま
へ

ば
、「
か
ひ
な
の
か
と
や
。
思
し
知
る
方
も
あ
ら
む
も
の
を
」
と

ば
か
り
の
た
ま
ひ
さ
し
て
、
若
君
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。11

　

出
家
し
て
し
ま
っ
た
女
三
の
宮
に
対
し
て
、
光
源
氏
が
懇
願
す
る

場
面
で
あ
る
。
源
氏
が
、〝
私
は
本
当
に
う
ち
棄
て
ら
れ
た
と
恥
ず

か
し
く
、
心
憂
く
感
じ
る
〞 

と
い
い
、「
あ
は
れ
」
と
思
っ
て
く
だ

さ
い
と
引
き
止
め
る
の
に
対
し
て
、
女
三
の
宮
は
、〝
も
と
も
と
尼

は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
ら
な
い
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
私
は
尼

に
な
る
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
〞 

と
返
す
。こ
こ
ま
で
の『
源

氏
物
語
』
の
四
つ
の
用
例
は
、
す
べ
て
「
知
る
」
の
主
語
は
女
性
で

あ
る
。
特
に
④
・
⑤
・
⑥
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
っ
て
い
る

こ
と
が
揶
揄
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
次
は
、『
源
氏
物
語
』
の
最

後
の
例
で
あ
る
。

　

⑧ 

も
し
心
を
得
た
ら
む
に
、
さ
言
ふ
ば
か
り
、
も
の
の
あ
は
れ
も

知
ら
ぬ
人
に
も
あ
ら
ず
、
世
の
中
の
常
な
き
こ
と
を
、
し
み
て

思
へ
る
人
し
も
つ
れ
な
き
、
と
う
ら
や
ま
い
く
も
心
憎
く
も
思

さ
る
も
の
か
ら
、12

　

浮
舟
の
死
に
直
面
し
、
悲
嘆
の
あ
ま
り
病
床
に
臥
し
て
い
る
匂
宮
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を
、
薫
が
見
舞
い
に
訪
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
薫
は
、
そ
の
憔
悴

し
き
っ
た
様
子
か
ら
匂
宮
と
浮
舟
と
の
関
係
を
確
信
し
、
悲
し
い
気

持
ち
が
醒
め
る
思
い
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
薫
の
姿
を
、
浮
舟
の

死
を
悲
し
ま
な
い
冷
静
な
姿
と
み
た
匂
宮
は
、〝
も
の
の
あ
は
れ
を

知
ら
な
い
人
〞
で
は
な
い
は
ず
な
の
に
と
不
信
に
思
い
、
世
の
無
常

を
悟
っ
た
人
は
、
か
え
っ
て
身
近
の
不
幸
に
冷
静
で
い
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
と
、
う
ら
や
ま
し
さ
さ
え
い
だ
い
て
い
る
。

　

⑨ 

中
宮
も
の
の
あ
は
れ
も
い
つ
か
は
知
ら
せ
た
ま
は
ん
。
こ
れ
こ

そ
は
じ
め
に
思
し
め
す
ら
め
13 

　

⑩ 

殿
の
内
親
し
き
は
こ
と
わ
り
な
り
、
も
の
の
あ
は
れ
を
も
知
る

ま
じ
き
者
ど
も
、
涙
を
拭
は
ぬ
な
し
14 

『
栄
花
物
語
』
か
ら
の
用
例
で
あ
る
。
⑨
は
、
一
条
院
の
崩
御
を
う

け
て
の
場
面
で
あ
る
。
中
宮
彰
子
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
は
、
一
二
歳

で
入
内
し
て
か
ら
、
立
后
、
皇
子
の
出
産
と
順
風
満
帆
の
体
で
あ
り
、

か
つ
身
内
の
不
幸
に
出
会
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
彰
子
は

二
四
歳
。
し
た
が
っ
て
、こ
こ
で
中
宮
が
い
つ
か
知
る
で
あ
ろ
う「
も

の
の
あ
は
れ
」
と
は
、
親
し
き
も
の
と
の
死
別
か
ら
来
る
悲
し
み
で

あ
る
。
⑩
は
、
藤
原
道
長
の
六
女
・
嬉
子
が
一
九
歳
で
亡
く
な
っ
た

と
き
の
描
写
で
あ
り
、「
親
し
き
」
者
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

あ
ら
ゆ
る
人
が
そ
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
。
こ
の
「
も
の
の
あ
は
れ

も
知
る
ま
じ
き
者
」
と
は
、
基
本
的
に
は
、
情
け
を
解
さ
な
い
と
さ

れ
る
身
分
の
低
い
人
達
の
こ
と
を
指
す
。

　

⑪ 

さ
こ
そ
あ
れ
、
御
心
の
ひ
が
ま
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
も
の
の
あ
は

れ
、
有
様
を
も
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
と
、
さ
か
し
う
聞
こ
え
さ
せ

け
る
。15 

　

道
長
に
よ
っ
て
、
参
入
後
の
日
も
浅
く
、
子
供
も
い
な
い
妍け

ん

子し

が

先
に
立
后
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る

じ
ょ
う

子し

の
女
房
た
ち
は
主
人
の
不
甲
斐
な
さ
を
非
難
す
る
。

子
は
、〝
後

世
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
だ
け
で
、
精
一
杯
〞
と
周
り
の
女
房
に
応

え
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
女
房
た
ち
の
反
論
が
引
用
箇
所
で
あ
る
。

〝
お
心
が
素
直
で
は
な
い
か
ら
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
や
世
間
の
事

情
も
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
の
で
す
〞
と
、
実
に
辛
辣
に
主
人
を
批

判
し
て
い
る
。

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
も
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
「
知
る
」
の

組
み
合
わ
せ
は
一
例
見
ら
れ
る
。

　

⑫ 
こ
の
世
近
き
方
は
な
く
、
唐
国
の
心
地
も
の
す
く
〳
〵
し
う
、

深
き
も
の
の
あ
は
れ
な
ど
は
知
ら
れ
給
は
ず
や
あ
ら
ん 

16 

　

先
帝
の
第
三
皇
子
は
、
若
く
し
て
学
問
を
求
め
て
唐
に
渡
り
、
当
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地
で
結
婚
し
て
二
人
の
姫
君
を
も
う
け
た
が
、
妻
に
先
立
た
れ
た
た

め
、
娘
を
連
れ
て
帰
国
し
、
そ
の
後
、
出
家
し
て
吉
野
に
隠
棲
す
る
。

こ
の
場
面
は
、
権
中
納
言
が
、
そ
の
宮
を
訪
ね
て
行
っ
た
と
こ
ろ
の

一
文
で
あ
る
。
宮
の
住
ま
い
の
様
子
を
み
て
、
唐
育
ち
で
は
、「
深

き
も
の
の
あ
は
れ
」
な
ど
は
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し

て
い
る
。
異
国
と
く
ら
べ
て
の
、
日
本
的
な
し
み
じ
み
と
し
た
情
緒

の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

吉
田
兼
好
『
徒
然
草
』
の
有
名
な
章
段
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

⑬ 

あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
辺
山
の
烟
立
ち
さ
ら
で
の

み
住
み
は
つ
る
習
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
も
の
の
あ
は
れ
も
な
か

ら
ん
。
世
は
さ
だ
め
な
き
こ
そ
、
い
み
じ
け
れ
。
…
…
ひ
た
す

ら
世
を
む
さ
ぼ
る
心
の
み
ふ
か
く
、
も
の
の
あ
は
れ
も
知
ら
ず

な
り
ゆ
く
な
ん
、
浅
ま
し
き
。17 

　

恒
久
的
な
も
の
に
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
存
在
し
な
い
。
必
ず

老
い
、
死
ぬ
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
人
間
と
は
ま
さ
に
「
さ
だ
め

な
き
」
存
在
で
あ
り
、
死
別
を
頂
点
と
し
た
、
別
れ
こ
そ
が
人
生
の

悲
し
み
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
火
葬
場
か
ら
立
ち
上
る

煙
か
ら
、
こ
の
世
の
運
命
の
哀
れ
さ
、
は
か
な
さ
を
冒
頭
の
「
も
の

の
あ
は
れ
」
は
あ
ら
わ
し
て
い
る
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
が
「
知
る
」

と
結
び
つ
い
て
出
て
く
る
の
は
、
こ
の
段
の
最
後
で
あ
る
。
無
駄
に

長
生
き
す
る
こ
と
で
、
た
だ
俗
世
間
の
あ
れ
こ
れ
を
む
さ
ぼ
る
心
ば

か
り
が
強
く
な
っ
て
い
き
、
徐
々
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
が
分
か
ら

な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
、「
あ
さ
ま
し
き
」と
表
現
し
て
い
る
。『
徒

然
草
』
に
は
、
も
う
一
例
み
ら
れ
る
。

　

⑭ 

あ
る
荒あ

ら

夷え
び
す

の
恐
ろ
し
げ
な
る
が
、
か
た
へ
に
あ
ひ
て
、「
御お

子こ

は
お
は
す
や
」
と
問
ひ
し
に
、「
一
人
も
持
ち
侍
ら
ず
」
と
答

へ
し
か
ば
、「
さ
て
は
、
も
の
の
哀
は
知
り
給
は
じ
。
情な

さ
けな

き

御
心
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
ら
ん
と
、い
と
恐
ろ
し
。
子
故
に
こ
そ
、

万
の
あ
は
れ
は
思
ひ
知
ら
る
れ
」
と
言
ひ
た
り
し
、
さ
も
有
り

ぬ
べ
き
事
な
り
。18 

　

お
そ
ろ
し
げ
な
東
国
の
武
士
が
、
子
供
が
い
な
い
と
い
う
傍
ら
の

人
に
向
か
っ
て
、〝
そ
れ
で
は「
も
の
の
あ
は
れ
」は
知
ら
な
い
で
し
ょ

う
〞
と
い
う
。
人
は
子
供
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
「
あ

は
れ
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
情

味
を
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
し
て
い
る
。

　

以
上
、
一
四
例
を
み
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知

る
」
の
主
語
（
も
し
く
は
そ
れ
が
指
示
し
て
い
る
者
）
と
、
そ
の
後

に
続
く
表
現
を
あ
ら
た
め
て
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（「
も
の

の
あ
は
れ
」
は
―
―
―
で
示
す
）。
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①
（
楫
取
）
―
―
―
も
知
ら
で

　

②
（
あ
や
つ
こ
・
よ
ぶ
こ
）
―
―
―
を
知
り
て

　

③
（
兵
部
卿
宮
）
―
―
―
知
ら
ぬ
や
う
な
り

　

④
（
仮
定
の
妻
）
―
―
―
知
り
す
ぐ
し

　

⑤
（
懸
想
文
を
も
ら
う
女
性
）
―
―
―
も
知
り
顔
つ
く
り

　

⑥ 

（
女
性
一
般
）
―
―
―
を
り
を
か
し
き
こ
と
を
も
見
知
ら
ぬ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
に

　

⑦
（
尼
）
―
―
―
も
知
ら
ぬ
も
の
と
聞
き
し
を

　

⑧
（
薫
）
―
―
―
も
知
ら
ぬ
人
に
も
あ
ら
ず

　

⑨
（
中
宮
彰
子
）
―
―
―
も
い
つ
か
は
知
ら
せ
給
は
ん

　

⑩
（
下
郎
の
者
）
―
―
―
を
も
知
る
ま
じ
き
者
ど
も

　

⑪
（

子
）
―
―
―
（
有
様
）
を
も
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
と

　

⑫
（
吉
野
の
宮
）
―
―
―
な
ど
は
し
ら
れ
た
ま
は
ず
や
あ
ら
ん

　

⑬ 

（
年
老
い
た
人
一
般
）
―
―
―
知
ら
ず
な
り
ゆ
く
な
ん
、
あ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
し
き

　

⑭
（
子
を
持
た
な
い
人
一
般
）
―
―
―
は
知
り
給
は
じ

　

ま
ず
一
四
例
中
、「
知
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
表
現
に
代
表
さ
れ
る
否

定
形
が
一
〇
例
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
④
と
⑤
は
、
知

り
す
ぎ
て
い
る
、
も
し
く
は
知
っ
て
い
る
と
振
る
ま
う
こ
と
を
批
判

す
る
文
章
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
い
う

事
例
の
約
九
割
は
、
否
定
形
で
使
わ
れ
て
い
る
。
純
粋
に
肯
定
的
に

「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
が
使
わ
れ
て
い
る
事
例
は
、
②
の
一
例

し
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
否
定
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
を

肯
定
し
て
い
る
前
提
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
こ
と
へ

の
批
判
的
な
文
脈
に
な
っ
て
い
る
。

　

主
語
に
注
目
す
る
と
、
一
四
名
中
、
半
分
の
七
名
が
女
性
で
あ
る

（
⑬
と
⑭
は
男
女
と
も
あ
て
は
ま
る
）。
ま
た
、
男
性
の
み
を
さ
し

て
い
る
の
は
五
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
①
楫
取
、
⑩
下
郎
の
者
は

身
分
の
低
い
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
上
流
階
級
の
人
の
な
か
で
、

⑧
の
「
薫
」
は
、
浮
舟
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
と
い
う
特
殊
な
状
況

で
あ
り
、
⑫
の
「
吉
野
の
宮
」
も
、
唐
土
帰
り
と
い
う
背
景
を
持
っ

て
い
る
。
ま
た
、
⑬
・
⑭
は
男
女
と
も
に
当
て
は
ま
る
が
、
前
者
は

年
老
い
て
い
る
状
態
、⑭
は
子
供
が
い
な
い
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
〝
普

通
と
は
異
な
る
人
達
〞
と
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
基
本
的
に
男
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
っ
て

い
る
存
在
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。逆
に
言
え
ば
、「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
知
る
こ
と
が
、
一
人
前
の
条
件
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

の
一
般
は
、
あ
る
程
度
以
上
の
身
分
に
恵
ま
れ
、
き
ち
ん
と
し
た
教

養
を
身
に
つ
け
て
い
る
男
で
あ
る
。
こ
う
し
た
前
提
か
ら
外
れ
た
人

物
（
女
性
・
身
分
が
低
い
）
や
、
特
定
の
状
況
に
い
る
と
き
（
外
国

ぐ
ら
し
・
老
い
）
に
、〝
普
通
〞
か
ら
い
か
に
外
れ
て
い
る
か
を
表

す
た
め
に
、「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
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い
る
た
め
に
、
文
脈
と
し
て
、
否
定
的
・
批
判
的
な
も
の
が
多
く
な

る
の
も
納
得
で
き
る
。身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
つ
つ
、

〝
立
派
な
大
人
〞
と
し
て
の
厳
然
た
る
評
価
軸
と
し
て
「
も
の
の
あ

は
れ
を
知
る
」
と
い
う
行
為
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
内
容
は
や
や
変
化
し
て
い
る
。『
大
和
物
語
』
や
、

『
徒
然
草
』
の
「
鳥
辺
山
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
は
必
ず
死

ぬ
と
い
う
悲
哀
を
中
心
と
し
た
世
の
中
の
無
常
感
こ
そ
が
、
基
本
の

「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
え
る
。
そ
の
な
か
で
、
特
に
「
男
女
の
別

れ
の
哀
し
さ
」
に
特
化
し
て
い
た
の
が
『
源
氏
物
語
』
と
い
え
る
。

そ
れ
が
、
徐
々
に
「
よ
ろ
づ
の
あ
は
れ
」（『
徒
然
草
』
の
荒
夷
の
台

詞
）の
よ
う
に
、あ
ら
ゆ
る
人
の
深
い
感
情
を
指
し
示
す
言
葉
と
な
っ

て
い
く
。
そ
し
て
近
世
へ
と
進
ん
で
い
く
に
つ
れ
て
「
も
の
の
あ
は

れ
」
は
、
人
が
知
る
べ
き
、
身
に
つ
け
る
べ
き
素
養
と
な
る
。

　

 　

 　

常
に
は
、
和
書
、
歌
書
な
ど
も
て
、
心
を
養
は
れ
よ
。
…
…

和
歌
を
玩
べ
ば
物
の
哀
を
知
る
事
も
深
く
、
月
花
に
対
し
て
も

感
興
深
く
、
自
然
と
、
心
ば
へ
卑
劣
に
な
ら
で
、
大
い
に
、
性

情
を
養
ふ
助
け
と
な
ら
ん
。19 

　

上
杉
鷹
山『
老
の
心
』（
子
女
の
婚
礼
に
際
し
て
書
き
送
っ
た
も
の
）

の
一
節
で
あ
る
。
鷹
山
は
、
妻
と
な
る
女
性
が
あ
る
べ
き
心
を
養
う

た
め
に
、
深
く
「
物
の
哀
を
知
る
」
こ
と
を
薦
め
て
い
る
。

第
二
章　

本
居
宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
」

　

以
上
の
用
例
を
踏
ま
え
て
、
本
居
宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
」
を
み

て
み
た
い
。
宣
長
が
理
論
的
に
「
物
の
あ
は
れ
」
を
展
開
し
て
い
る

の
は
、主
に
『
紫
文
要
領
』
と
、『
石
上
私
淑
言
』
の
二
書
で
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
周
知
の
一
文
が
あ
る
。

　

・
此
物
語
五
十
四
帖
は
、
物
の
あ
は
れ
を
し
る
と
い
ふ
一
言
に
て

　
　

つ
き
ぬ
へ
し
。20 （
紫
文
要
領
）

　

・
歌
は
物
の
あ
は
れ
を
し
る
よ
り
い
で
く
る
も
の
な
り
。21 （
石
上

　
　

私
淑
言
）

　

す
で
に
坪
生
逍
遥
の
言
葉
を
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
儒
教
的
善

悪
観
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
『
源
氏
物
語
』
を
、
宣
長
は
「
物
の
あ
は

れ
を
し
る
」
と
い
う
概
念
で
、
そ
の
意
義
と
価
値
を
捉
え
て
い
る
。

で
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。

　
 　

 　

物
の
哀
を
し
る
事
は
、
物
の
心
を
し
る
よ
り
い
で
、
物
の
心

を
し
る
は
、
世
の
有
り
さ
ま
、
人
の
情
の
や
う
を
よ
く
し
る
よ

り
い
づ
る
也
。22 
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宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
」
は
、「
物
の
心
」
と
、
後
述
す
る
「
事

の
心
」
を
使
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。「
世
の
有

り
さ
ま
、
人
の
情
」
を
知
る
こ
と
か
ら
、「
物
の
心
を
し
る
」
こ
と

が
で
き
、ま
た
そ
こ
か
ら
「
物
の
哀
を
し
る
」
と
い
う
三
段
階
に
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、「
物
の
心
」
が
、「
物
の
哀
」
と
ど
の
よ
う
に
異

な
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　

 　

 　

わ
き
ま
へ
し
る
所
は
、
物
の
心
事
の
心
を
し
る
と
い
ふ
も
の

也
。
わ
き
ま
へ
し
り
て
、
其
し
な
に
し
た
が
ひ
て
感
ず
る
所
が

物
の
あ
は
れ
也
。
た
と
へ
ば
い
み
じ
く
め
で
た
き
桜
の
盛
に
さ

き
た
る
を
見
て
、
め
で
た
き
花
と
見
る
は
物
の
心
を
し
る
也
。

め
で
た
き
花
と
い
ふ
事
を
わ
き
ま
へ
し
り
て
、
さ
て
さ
て
め
で

た
き
花
か
な
と
思
ふ
が
感
ず
る
也
。
是
即
物
の
哀
也
。
然
る
に

い
か
ほ
ど
め
で
た
き
花
を
見
て
も
、め
で
た
き
花
と
思
は
ぬ
は
、

物
の
心
を
し
ら
ぬ
也
。
さ
や
う
の
人
は
、
ま
し
て
め
で
た
き
花

か
な
と
感
ず
る
事
は
な
き
也
。23 

　

満
開
の
桜
を
見
た
と
き
に
「
め
て
た
き
花
」
と
感
じ
る
の
は
、
そ

の
よ
う
な
「
物
の
心
」
が
前
提
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
だ
と
す
る
。

現
代
の
人
は
、
た
と
え
満
開
の
桜
を
目
に
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を

ど
う
感
じ
る
か
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
宣
長
は
そ
う
は
考
え
な
い
。「
め
で
た
き
花
」
は
、「
め
で

た
き
花
」
と
い
う
正
し
い
捉
え
方
が
あ
る
と
す
る
。
物
に
は
、
当
然

の
す
じ
み
ち
や
正
し
い
論
理
が
あ
り
、そ
れ
を
「
物
の
心
」
と
し
て
、

人
は
ま
ず
知
識
と
し
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
も
の
ご
と
の
正
し
い
捉
え
方
、
つ
ま
り
「
物
の
心
」
を

き
ち
ん
と
把
握
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
感
情
と
し
て
実
感
す

る
こ
と
と
は
ま
た
別
の
こ
と
で
あ
る
。
き
れ
い
な
花
で
あ
る
、
美
し

い
風
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
知
識
と
、
そ
れ
に
感
じ
入
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
涙
を
な
が
す
ま
で
に
心
を
震
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か

は
違
う
段
階
に
あ
り
、
そ
れ
を
宣
長
は
、「
物
の
哀
れ
を
し
る
」
と

区
別
す
る
。「
事
の
心
」
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
を
し
て

い
る
。

　

 　

 　

人
の
お
も
き
う
れ
へ
に
あ
ひ
て
、
い
た
く
か
な
し
む
を
見
聞

て
、
さ
こ
そ
か
な
し
か
ら
め
と
を
し
は
か
る
は
、
か
な
し
か
る

べ
き
事
を
し
る
ゆ
へ
也
。
是
事
の
心
を
し
る
也
。
そ
の
か
な
し

か
る
べ
き
事
の
心
を
し
り
て
、
さ
こ
そ
か
な
し
か
ら
む
と
、
わ

が
心
に
も
を
し
は
か
り
て
感
ず
る
が
物
の
哀
也
。24 

　

た
と
え
ば
、
あ
る
人
が
大
変
つ
ら
い
状
況
（
肉
親
の
死
な
ど
）
を

経
験
し
、
悲
し
ん
で
い
る
姿
を
見
て
、
そ
れ
を
悲
し
ん
で
い
る
」
と

推
測
で
き
る
の
は
、「
か
な
し
か
る
べ
き
事
」
と
い
う
「
事
の
心
」

を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
知
識
と
し
て
「
事
の
心
」
を
知
ら



51

■論文

な
け
れ
ば
、
ま
ず
そ
の
出
来
事
が
悲
し
い
こ
と
か
ど
う
か
も
わ
か
ら

な
い
。「
物
の
心
」
の
対
象
を
、
衣
服
、
器
財
、
住
居
や
、
草
花
な

ど
の
自
然
の
風
景
と
す
れ
ば
、「
事
の
心
」
は
出
来
事
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
喜
怒
哀
楽
と
い
っ
た
感
情
が
発
露
す
る
出
来
事
に
人
が
遭

遇
し
て
い
る
と
き
に
、そ
の
感
情
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
の
「
事
の
心
」
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
宣
長
は
い
う
。
た
だ
し
、

「
物
の
心
」
と
同
様
に
、
悲
し
い
「
事
の
心
」
を
知
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
れ
を
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
共
感
し
、
感
情
と
し
て
悲
し

む
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、「
物
の
哀
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
宣
長
は
、
知
識
の
獲
得
（「
物
の
心
」）
と
、
感
受
性

の
発
露
（「
物
の
哀
」）
を
、
は
っ
き
り
と
別
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『
石
上
私
淑
言
』
で
展
開
し
た
歌
論
で
も
同
様
で
あ
る
。

　　
　

 　

う
れ
し
く
か
な
し
き
事
の
心
を
わ
き
ま
へ
し
る
を
、
物
の
あ

は
れ
を
し
る
と
い
ふ
也
。
そ
の
事
の
心
を
し
ら
ぬ
と
き
は
、
う

れ
し
き
事
も
な
く
か
な
し
き
事
も
な
け
れ
ば
、
心
に
思
ふ
事
な

し
。
思
ふ
事
な
く
て
は
、
歌
は
い
で
こ
ぬ
也
。25 

　
『
石
上
私
淑
言
』
で
は
、「
物
の
心
」
は
使
わ
れ
ず
、「
事
の
心
」

に
統
一
さ
れ
て
い
る
が
、基
本
的
に
『
紫
文
要
領
』
で
展
開
さ
れ
た
、

物
語
論
と
し
て
の
「
物
の
あ
は
れ
」
と
変
わ
り
が
な
い
。
知
識
と
し

て
「
事
の
心
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
ま
ず
そ
の
事
態
が
う
れ
し
い
こ

と
、
か
な
し
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は

何
も
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、歌
を
詠
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

前
章
で
確
認
し
た
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
比
較
す
る
と
、
宣
長

の
特
徴
は
ど
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
。

　

そ
れ
は
、「
物
の
あ
は
れ
」
を
「
知
る
」
対
象
か
ら
引
き
離
し
た

こ
と
で
あ
る
。
基
本
的
に
、「
物
の
あ
は
れ
」
は
知
る
も
の
で
あ
り
、

身
に
つ
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
感
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を

宣
長
は
「
物
の
心
」「
事
の
心
」
を
設
定
し
、「
物
の
心
」
を
知
る
こ

と
は
、「
物
の
あ
は
れ
」
に
到
る
ひ
と
つ
の
階
梯
と
し
た
。
ま
ず
「
物

の
心
」
の
取
得
が
あ
る
。
そ
れ
を
ク
リ
ア
し
た
人
が
無
条
件
で
「
物

の
あ
は
れ
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
あ

ら
た
め
て
「
物
の
あ
は
れ
」
を
知
る
と
い
う
段
階
が
ひ
か
え
て
い
る
。

宣
長
は
、
知
識
の
獲
得
（「
物
の
心
」）
と
、
感
受
性
の
発
露
（「
物

の
あ
は
れ
」）
を
、
明
確
に
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
か
た
ち
で
「
物
の
あ
は
れ
」
を
説
明
し
た
の
は
、
宣
長
が
は
じ
め

て
で
あ
り
、
唯
一
で
あ
る
。

第
三
章　

消
え
ゆ
く
「
物
の
あ
は
れ
」

　

な
ぜ
宣
長
は
、
こ
の
よ
う
な
定
義
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
。

　

そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
そ
も
そ
も
宣
長
の
全
体
的
な
研
究
活
動
か
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ら
、「
物
の
あ
は
れ
」
の
位
置
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
日
野
龍

夫
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

 　

宣
長
は
満
七
十
一
年
の
生
涯
の
う
ち
、
宝
暦
十
三
年

（
一
七
六
三
、
宣
長
三
十
四
歳
）
一
年
間
だ
け
し
か
「
物
の
あ

は
れ
を
知
る
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
な
か
っ
た
。
宝
暦
十
三

年
と
は
、『
紫
文
要
領
』が
書
か
れ
た
年
で
あ
り
、『
石
上
私
淑
言
』

が
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
年
で
あ
る
。
こ
の

両
書
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
引
用
が
示
す
よ
う
に
「
物
の
あ
は
れ

を
知
る
」の
説
が
詳
細
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
は
、

『
排
蘆
小
舟
』
と
『
阿
波
礼
弁
』、
お
よ
び
『
本
居
宣
長
随
筆
』

第
十
一
巻
第
七
三
〇
項
に
、「
物
の
あ
は
れ（
を
知
る
、感
ず
る
）」

と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
両
者
ほ
ど
の
綿
密
な
思
索
の
裏
付
け
な

し
に
、
い
わ
ば
言
葉
だ
け
の
形
で
見
え
て
い
る
。
…
…
そ
し
て

右
以
外
の
宣
長
の
著
述
に
は
、「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
い

う
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。26 

　

前
章
で
詳
細
に
検
討
し
た
「
物
の
あ
は
れ
」
論
で
あ
る
が
、
実
は

長
い
学
究
生
活
の
な
か
の
た
っ
た
一
年
の
み
の
も
の
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
言
え
ば
、『
紫
文
要
領
』は
宣
長
の
生
前
に
は
刊
行
を
許
さ
れ
ず
、

『
石
上
私
淑
言
』
は
未
完
の
書
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
物
の
あ
は
れ
」

と
は
、
少
な
く
と
も
客
観
的
事
実
と
し
て
は
、
宣
長
に
と
っ
て
と
て

も
重
要
な
概
念
と
は
言
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

日
野
は
、
他
の
著
作
で
「
見
当
た
ら
な
い
」
理
由
に
つ
い
て
、「
物

の
あ
は
れ
」
と
い
う
の
は
、
宣
長
が
創
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
同

時
代
の
文
学
世
界
で
は
か
な
り
流
布
し
て
い
た
文
学
的
な
心
情
概
念

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
結
局
、
そ
の
言
葉
自
体
は
宣
長
に
と
っ

て
重
要
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
日
常
の
何

で
も
な
い
言
葉
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
言
葉
自
体
は
、
忘
れ

る
と
い
う
意
識
も
な
く
使
用
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」27

と
結
論

付
け
る
。

　

日
野
の
宝
暦
一
三
年
を
中
心
と
す
る
「
物
の
あ
は
れ
」
の
使
用
に

関
し
て
、
基
本
的
に
事
実
的
齟
齬
は
な
い
。
た
だ
し
、「
忘
れ
る
と

い
う
意
識
も
な
く
使
用
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
指
摘
に

つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
宣
長
は
、
自
身
の
思

想
の
深
化
に
よ
っ
て
、「
物
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
を
否
定
し
て

い
っ
た
と
い
う
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。

　

実
は
、『
石
上
私
淑
言
』
に
お
け
る
宣
長
の
「
事
の
心
」
は
、
徐
々

に
そ
の
輪
郭
を
明
確
に
し
、
具
体
性
を
帯
び
て
い
る
。

　
 　

 　

と
か
く
問
る
ゝ
ま
ゝ
に
、
歌
の
道
に
や
う
な
き
事
共
を
長

〳
〵
し
う
い
ひ
つ
ゞ
け
た
る
。
う
る
さ
く
こ
ち
た
し
と
聞
む
人

も
あ
べ
か
め
れ
ど
、
是
は
た
大
か
た
の
事
の
こ
ゝ
ろ
を
わ
き
ま

へ
し
ら
ん
道
の
た
つ
き
と
も
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
す
ゞ
ろ
ご
と



53

■論文

い
は
む
や
う
に
も
あ
ら
じ
を
や
。28 

　

一
見
、
歌
の
道
に
関
係
が
な
い
よ
う
な
こ
と
を
長
々
と
書
い
て
き

た
が
、
こ
れ
ら
は
「
事
の
こ
ゝ
ろ
を
わ
き
ま
へ
し
ら
ん
道
」
の
「
た

つ
き
」（
手
が
か
り
）
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ま
で
に
記
述
し
て

き
た
こ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
事
の
心
」
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
と
宣
長
は
言
っ
て
い
る
。
で
は
そ
の
長
々
と
書
か
れ
た
、
表
面

的
に
は
歌
に
は
関
係
が
な
い
こ
と
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
巻
二
〔
五
三
〕
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
の
巻
冒
頭
の

〔
二
七
〕
か
ら
〔
五
三
〕
ま
で
は
、
一
貫
し
て
国
名
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。
該
当
箇
所
の
「
石
上
私
淑
言
内
容
細
目
」
を
挙
げ
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。29 

　
〔
二
七
〕
や
ま
と
う
た　

倭
歌

　
〔
二
八
〕
倭
歌

　
〔
二
九
〕
や
ま
と
う
た

　
〔
三
〇
〕
夜
麻
登

　
〔
三
一
〕
や
ま
と
の
名
の
始

　
〔
三
二
〕
〜
〔
三
七
〕
惣
名
の
や
ま
と

　
〔
三
八
〕
や
ま
と
と
い
ふ
名
の
意

　
〔
三
九
〕
私
記
の
や
ま
と
説

　
〔
四
〇
〕
山
外
山
戸
な
ど
の
説

　
〔
四
一
〕
八
洲
元
の
略
也
と
い
ふ
説

　
〔
四
二
〕
余
材
抄
の
や
ま
と
説

　
〔
四
三
〕
や
ま
と
に
倭
字
を
か
く
事

　
〔
四
四
〕
倭
字
を
夜
麻
登
と
よ
む
事

　
〔
四
五
〕
倭
を
和
と
も
か
く
事

　
〔
四
六
〕
和
字
に
あ
ら
た
め
ら
れ
し
御
世

　
〔
四
七
〕
和
字

　
〔
四
八
〕
〜
〔
四
九
〕
日
本

　
〔
五
〇
〕
ひ
の
も
と

　
〔
五
一
〕
や
ま
と
に
日
本
を
用
る
始

　
〔
五
二
〕
や
ま
と
を
日
本
と
か
く
事

　
〔
五
三
〕
大
日
本　

大
和

　

最
初
は
、「
や
ま
と
う
た
」
と
「
倭
歌
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
呼
び

名
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
先
ず
「
倭
歌
」
と
い
う
文
字
が
最
初
に

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
「
倭
歌
」
と
い
う
表
現
は
、「
古

事
記
日
本
紀
」
に
は
使
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、『
万
葉
集
』
に
二
例
あ
り
、

『
古
今
和
歌
集
』
で
「
題
号
」
と
な
り
、
そ
の
「
真
名
序
」
の
書
き

出
し
が
「
そ
れ
和
歌
は
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
そ
れ

か
ら
「
や
ま
と
」
と
い
う
呼
び
名
の
考
察
が
始
ま
る
。

　
　
　

問
云
、
や
ま
と
と
い
ふ
名
の
意
は
い
か
ゞ
。

　
　

 　

答
云
、
此
義
つ
ま
び
ら
か
な
ら
ず
。
古
来
其
説
お
ほ
く
あ
れ
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ど
み
な
わ
ろ
し
。
ち
か
き
世
に
も
い
ひ
出
た
る
説
あ
れ
ど
是
等

も
あ
た
ら
ぬ
こ
と
也
。
よ
り
て
つ
ら
〳
〵
お
も
ひ
求
る
に
、
山

処
の
意
な
る
べ
し
。
…
…
〔
古
事
記
万
葉
集
の
文
例
を
引
用
解

説
〕
大
か
た
ふ
る
言
に
、
此
国
を
ば
山
の
め
ぐ
れ
る
よ
し
を
も

て
い
へ
る
こ
と
の
み
見
え
た
る
事
右
の
ご
と
く
。30 

　
　
　

問
云
、
日
本
と
な
づ
け
ら
れ
た
る
ゆ
へ
は
い
か
に
。

　
　

 　

答
云
、
万
国
こ
と
〴
〵
く
光
を
仰
ぎ
て
、
め
ぐ
み
あ
ま
ね
き

大
御
神
の
御
国
な
る
故
に
、
日
の
本
つ
国
と
い
ふ
意
也
。
ま
た

西
蕃
国
よ
り
見
れ
ば
、
日
の
出
る
方
に
あ
る
も
、
を
の
づ
か
ら

其
こ
ゝ
ろ
に
か
な
へ
り
。31 

　

こ
の
よ
う
な
「
や
ま
と
」
を
中
心
と
し
た
国
名
の
探
求
と
い
っ
た

「
歌
の
道
に
や
う
な
き
事
共
」
が
、「
事
の
こ
ゝ
ろ
を
わ
き
ま
へ
し

ら
ん
道
の
た
つ
き
」
と
な
る
と
い
う
。
宣
長
は
、「
事
の
心
を
わ
き

ま
へ
し
る
故
に
、
う
れ
し
き
事
も
有
、
か
な
し
き
事
も
あ
る
故
に
歌

有
也
」
と
主
張
し
て
い
た
。
喜
怒
哀
楽
の
感
情
の
源
に
、「
事
の
心
」

が
あ
り
、
そ
の
手
が
か
り
に
「
や
ま
と
」
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

国
名
と
は
、
国
の
枠
組
み
の
根
本
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
が
私
た
ち

の
国
で
あ
る
か
の
空
間
を
定
め
て
い
る
も
の
と
も
言
え
る
。そ
れ
は
、

国
柄
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
こ
で
は
歴
史
的
に
考
察
し
て
い

る
。
人
が
詠
歌
す
る
た
め
の
心
の
源
流
に
は
、
自
分
た
ち
が
住
む
国

そ
の
も
の
が
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
「
事
の
心
」
と
し
て
暗
示
さ
れ

る
に
到
る
。

　

宣
長
は
「
物
の
あ
は
れ
」
に
お
い
て
、
外
部
か
ら
得
る
知
識
と
し

て
の
側
面
を
「
物
の
心
」
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
最

終
的
に
国
と
い
う
歴
史
や
文
化
と
い
う
「
事
の
心
」
に
つ
な
げ
て
い

く
た
め
の
過
程
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
石
上
私
淑
言
』

の
執
筆
前
に
、
賀
茂
真
淵
と
一
夜
の
み
の
邂
逅
を
し
て
い
る
。
そ
こ

で
古
道
論
へ
の
道
を
真
剣
に
開
化
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
、
国
号
考
察

の
記
述
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
石
上
私
淑
言
』
は
未
完

で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
事
の
心
」
の
「
た
つ
き
」
を
、
こ

こ
で
簡
単
に
記
述
し
た
も
の
だ
け
で
は
、あ
ま
り
に
不
完
全
で
あ
り
、

よ
り
深
く
探
求
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
一
見
「
歌
の
道
に
や
う
な
き
事
共
」
を
さ
ら

に
深
く
考
察
し
終
え
た
暁
に
は
、『
石
上
私
淑
言
』
の
執
筆
を
再
開

す
る
予
定
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
宣
長
の
古
事
記
研
究

が
す
す
ん
で
行
く
に
つ
れ
て
、
宣
長
が
確
信
し
て
い
く
の
は
、
結
局

人
は
「
理
」
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

　

 　

 　

そ
も
そ
も
天
地
の
理
り
は
し
も
、
凡
べ
て
神
の
御
所
爲
に
し

て
、
い
と
も
い
と
も
妙
に
奇
し
く
、
靈
し
き
も
の
に
し
あ
れ
ば
、

さ
ら
に
人
の
限
り
有
る
智
り
も
て
は
、
測
り
が
た
き
わ
ざ
な
る
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を
、
い
か
で
か
よ
く
究
め
つ
く
し
て
知
る
こ
と
の
あ
ら
む
。32 

『
石
上
私
淑
言
』の
筆
が
置
か
れ
て
か
ら
約
七
年
後
に
書
か
れ
た「
直

毘
霊
」
か
ら
の
一
節
で
あ
る
。
ま
た｢

直
毘
霊｣

と
ほ
ぼ
同
時
期
に

書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
古
事
記
伝
』
二
十
三
巻
の
中
で
も
、
大

物
主
大
神
の
不
可
解
な
行
動
の
理
由
を
尋
ね
ら
れ
た
際
の
回
答
と
し

て
、
宣
長
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　　

 　

 　

凡
て
神
の
御
心
御
所
為
は
、
彼
外
国
の
仏
聖
人
な
ど
云
ら
む

者
の
如
く
、
尋
常
の
理
を
以
て
、
此
方
よ
し
、
か
に
か
く
に
定

め
て
論
ふ
べ
き
物
に
は
非
ず
。
善
も
悪
も
、
凡
て
測
り
難
き
こ

と
ぞ
か
し
。33 

　

天
地
の
す
べ
て
の
こ
と
は
、
神
が
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
真
実
な
の
か
、
正
し
い
こ
と
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
限
り
あ

る
知
性
し
か
持
た
な
い
人
に
は
決
し
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
分
か
っ
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
え
ば
、「
仁
義

礼
智
孝
悌
忠
信
な
ど
い
ふ
、
こ
ち
た
き
名
ど
も
を
、
種
々
作
り
設
け

て
、
人
に
き
び
し
く
教
へ
お
も
む
け
む
と
ぞ
す
な
る
」「
儒
者
」34

の

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

宣
長
は
、
儒
教
的
価
値
観
を
否
定
し
た
が
、
そ
れ
は
外
来
の
思
想

だ
か
ら
で
は
な
く
、「
人
の
限
り
有
る
智
り
」
で
は
、「
神
の
御
所
爲
」

は
決
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ

た
。
何
が
正
し
く
何
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
、
何
が
美
し
く
何
が
醜

い
の
か
。
本
当
の
と
こ
ろ
は
人
に
は
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
代
替
と
し
て
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
が

入
る
こ
と
も
決
し
て
な
か
っ
た
。「
物
の
あ
は
れ
」
が
何
か
を
設
定

す
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
知
る
行
為
も
、「
人
」
に
は
決
し
て
不
可
能

だ
か
ら
で
あ
る
。「
物
の
心
」「
事
の
心
」
を
組
み
込
み
説
明
す
る
こ

と
で
、
何
と
か
自
身
の
思
想
構
造
内
に
「
物
の
あ
は
れ
」
を
位
置
づ

け
よ
う
と
模
索
し
た
が
、
結
局
そ
れ
は
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
三
四
歳
で
『
石
上
私
淑
言
』
を
未
完
で
筆
を
置
き
、
七
二
歳

で
没
す
る
ま
で
、
宣
長
の
な
か
で
本
質
的
に
「
物
の
あ
は
れ
」
が
浮

上
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
理
由
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

 　

 　

我
々
は
懐
疑
の
害
毒
に
つ
い
て
盲
目
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

…
…
懐
疑
の
引
き
起
こ
す
思
想
的
混
乱
、
道
徳
的
無
秩
序
、
仕

事
に
対
す
る
情
熱
の
冷
却
、
生
の
意
義
に
つ
い
て
の
絶
望
な
ど

が
、
い
か
に
人
間
の
活
動
を
弱
め
、
生
を
低
下
さ
せ
る
か
は
頽

廃
的
傾
向
を
有
す
る
人
々
の
生
活
に
よ
っ
て
生
々
し
い
ほ
ど
に

実
証
さ
れ
て
い
る
。35

　

宣
長
と
同
様
に
、
儒
教
的
倫
理
観
へ
の
「
懐
疑
」
か
ら
思
索
を
ス
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タ
ー
ト
さ
せ
た
和
辻
哲
郎
は
、
そ
の
後
そ
の
「
害
毒
」
を
警
告
す
る

こ
と
に
な
る
。
価
値
の
相
対
化
と
中
心
軸
の
喪
失
は
、
人
を
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
に
陥
ら
せ
、「
生
を
低
下
」
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
。
で
は
宣

長
の
こ
の
行
為
も
、
そ
う
し
た
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

そ
う
で
は
な
い
。

　

宣
長
は
、
古
事
記
注
釈
を
中
心
と
し
た
古
道
論
研
究
を
す
す
め
る

こ
と
で
、「
此
の
天
地
の
間
に
、
あ
り
と
あ
ら
あ
る
事
は
、
悉
皆
に

神
の
御
心
な
る
中
に
」36 

あ
る
と
い
う
確
信
を
得
て
い
っ
た
。
そ
の

絶
対
的
な
信
頼
故
に
、
こ
ざ
か
し
い
人
間
の
言
葉
に
よ
る
善
悪
や
正

邪
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

口
当
た
り
の
い
い
〝
徳
目
〞
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
一
方

で
、
安
易
な
〝
日
本
の
心
〞
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
〝
確
固

た
る
信
頼
〞
を
得
る
た
め
に
は
、
す
く
な
く
と
も
古
事
記
研
究
に
か

け
た
三
十
五
年
の
月
日
が
必
要
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
道
徳
教
育
」な
る
も
の
に
翻
弄
さ
れ
る
前
に
、ま
ず
私
た
ち
は
、『
古

事
記
伝
』
一
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

〈
注
〉

※
本
居
宣
長
の
著
作
は
、『
本
居
宣
長
全
集
』（
全
二
〇
巻
、
別
巻
三
、
筑

摩
書
房
、一
九
六
八
―
一
九
九
三
年
、以
下
『
全
集
』
と
表
記
）
に
拠
っ

て
い
る
。
表
記
に
あ
た
っ
て
、
書
名
、
全
集
巻
数
、
頁
数
の
順
で
記
載

す
る
。
た
だ
し
既
出
の
書
に
関
し
て
は
、
書
名
、
頁
数
の
み
を
記
す
。

１ 

坪
内
逍
遥
「
小
説
神
髄
」（『
坪
内
逍
遥
集
』
角
川
書
店
、昭
和
四
九
年
、

六
八
・
六
九
・
七
六
―
七
八
頁
）

２ 

和
辻
哲
郎
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
」（『
日
本
精
神
史
研
究
』

岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
二
二
四
頁
）

３ 

鈴
木
知
太
郎
・
河
口
久
雄
・
遠
藤
嘉
基
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

土
佐
日
記
・
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
・
和
泉
式
部
日
記
・
更
級
日
記
』
岩

波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
三
〇
頁

４ 

大
野
晋
『
源
氏
物
語
の
も
の
の
あ
は
れ
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、

一
七
九
頁　

５ 

片
桐
洋
一
、
高
橋
正
治
、
福
井
貞
助
、
清
水
好
子
校
注
・
訳
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集　

竹
取
物
語　

伊
勢
物
語 

大
和
物
語 

平
中
物

語
』
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
二
八
〇
頁

６
前
同

７ 
中
野
幸
一
校
注
・
訳 『
日
本
古
典
文
学
全
集　

う
つ
ほ
物
語
』
小
学
館
、

二
〇
〇
二
年
、
一
七
六
頁

８ 

阿
部
秋
生
・
今
井
源
衛
・
秋
山
虔
・
鈴
木
日
出
男
校
注
、
訳
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
（
1
）』
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、



57

■論文

21
「
石
上
私
淑
言
」、
第
二
巻
、
九
九
頁

22
「
紫
文
要
領
」、
一
八
頁

23
前
同
、
五
七
頁
。

24
前
同

25
「
石
上
私
淑
言
」、
一
〇
〇
頁

26 

日
野
龍
夫
「
宣
長
に
お
け
る
文
学
と
神
道
」『
日
野
龍
夫
著
作
集　

宣

長
・
秋
成
・
蕪
村
』
ぺ
り
か
ん
社
、二
〇
〇
五
年
、一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。

な
お
子
安
宣
邦
は
、
こ
の
日
野
の
発
言
を
引
い
て
、「
こ
の
日
野
の

推
定
は
、
宣
長
に
お
け
る
『
物
の
あ
は
れ
』
概
念
の
過
小
評
価
に
と

も
な
う
か
な
り
程
度
の
低
い
、
く
だ
ら
な
い
推
定
だ
と
い
わ
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
」（『
本
居
宣
長
と
は
誰
か
』
平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
五
年
、

八
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

27
前
同
、
一
一
〇
頁

28
「
石
上
私
淑
言
」、
一
四
四
頁

29
「
石
上
私
淑
言
内
容
細
目
」
第
二
巻
、
一
九
九
―
二
〇
〇
頁

30
「
石
上
私
淑
言
」、
一
三
三
頁

31
前
同
、
一
四
一
頁

32
「
直
毘
霊
」、
第
九
巻
、
五
五
頁

33
「
古
事
記
伝
二
十
三
之
巻
」、
第
十
一
巻
、
三
一
頁

34
前
同

35 
和
辻
哲
郎
「
懐
疑
と
信
仰
」（『
和
辻
哲
郎
全
集　

第
十
七
巻
』
岩
波

書
店
、
一
九
六
三
年
、
一
一
〇
頁
）

36
前
掲
「
直
毘
霊
」、
四
七
頁

六
三
頁

９ 
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
（
３
）』、
一
九
九
五
年
、

一
七
八
頁

10 

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
（
４
）』、
一
九
九
六
年
、

四
五
六
頁

11
前
同
、
三
二
二
頁

12 

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
（
６
）』、
一
九
九
八
年
、

二
一
九
頁 

13  

山
中
裕
・
池
田
尚
隆
・
秋
山
虔
・
福
長
進
校
注
、
訳
『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集 

栄
花
物
語 （
１
）』
小
学
館
、
一
九
九
五
年
、
四
七
三
頁

14 

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集  

栄
花
物
語 
（
２
）』、
一
九
九
六
年
、

五
〇
八
頁

15
前
掲
『
栄
花
物
語 （
１
）』、
五
〇
六
頁

16 

大
槻
修
、
森
下
純
昭
、
今
井
源
衛
、
辛
島
正
雄
校
注
『
新
日
本
古
典

文
学
大
系　

堤
中
納
言
物
語　

と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
二
年
、
一
六
二
頁

17 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
方
丈
記　

徒
然
草
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
、
九
四
―
九
五
頁

18
前
同
、
二
一
〇
頁

19 

上
杉
鷹
山
撰
、
大
林
徳
太
郎
標
註
『
桃
の
若
葉
・
老
の
心　

附
・
鷹

山
公
訓
言
抄
』
私
立
高
輪
淑
女
学
校
、
一
九
一
〇
年
、
二
九
―
三
〇

頁
20
「
紫
文
要
領
」
第
四
巻
、
五
二
頁
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フ
ク
シ
マ
に
お
け
る
「
臨
床
」
と
し
て
の
「
語
り
（
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
）」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
― 

子
ど
も
・「
教
育
」・
地
域 

―
―

■
論
文
Ⅲ
■

い
わ
き
短
期
大
学　

幼
児
教
育
科
准
教
授　

前　
　
　

正
七
生

０
．
は
じ
め
に　

―
問
題
の
所
在
―

　

本
稿
の
目
的
は
、「
子
ど
も
」「
教
育
」「
地
域
」
に
纏
わ
る
「
語
り
」

と
そ
の
言
説
編
成
の
過
程
に
つ
い
て
、
社
会
構
成
主
義
と
「
臨
床
」

と
い
う
視
点
か
ら
読
み
替
え
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
作
業
に
よ
っ
て

福
島
の
「
保
育
（
幼
児
教
育
）」
臨
床
に
関
す
る
「
語
り
」
の
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ヴ
（
の
地
平
と
空
間
）
を
少
し
で
も
見
出
す
こ
と
に
あ
る
。

い
わ
ば
、
震
災
後
、
被
災
地
の
「
外
」
で
展
開
さ
れ
て
き
た
「
子
ど

も
」
や
教
育
・
保
育
に
関
す
る
議
論
を
再
度
「
内
部
」
の
現
実
に
合

わ
せ
て
読
み
返
し
、
福
島
「
内
部
」
に
お
け
る
子
ど
も
を
取
り
巻
く

保
育
・
教
育
臨
床
に
お
け
る
未
来
へ
の
道
筋
を
模
索
・
整
理
す
る
試

み
で
あ
る
。

　

流
れ
者
で
変
わ
り
者
の
筆
者
が
い
わ
き
市
に
住
ん
で
か
ら
三
年
が

経
と
う
と
し
て
い
る
。齢
が
進
む
と
年
月
が
速
い
と
は
よ
く
言
う
が
、

そ
れ
を
差
し
引
い
て
も
震
災
一
年
後
か
ら
、
短
大
幼
児
教
育
科
の
教

員
と
し
て
過
ご
し
た
こ
の
二
年
と
十
箇
月
は
文
字
通
り
「
目
ま
ぐ
る

し
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
当
初
、
福
島
県
に
多
少
の
縁
は
あ
り
、
初

め
て
の
地
で
も
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
被
災
地
の
現
実
に
触
れ
そ
の

実
際
を
知
る
こ
と
で
「
自
分
が
少
し
で
も
何
か
で
き
る
の
で
あ
れ
ば

…
…
」
と
い
う
浅
薄
な
思
い
が
全
く
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、
生

身
の
「
ひ
と
」
を
「
教
育
」
研
究
の
射
程
に
収
め
て
き
た
筆
者
に
と
っ

て
は
、
地
域
の
親
、
子
ど
も
、
そ
し
て
ほ
ぼ
毎
日
顔
を
合
わ
せ
る
学

生
た
ち
の
内
面
と
地
域
性
・
文
化
、
風
土
を
併
せ
、
そ
の
「
リ
ア
ル

な
生
」
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
（
っ
て
い
い
の
か
…
…
）

と
い
う
不
安
（
畏
れ
）
は
常
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
よ
そ
者
」

と
し
て
せ
め
て
も
の
〝
贖
罪
〞
的
感
情
だ
っ
た
か
、
少
し
で
も
早
く

自
ら
の
存
在
意
義
を
形
に
し
た
か
っ
た
の
か
、
先
ず
は
就
任
一
年
で

文
科
省
科
研
費
を
申
請
・
獲
得
し
地
域
の
実
情
、
と
り
わ
け
子
ど
も

と
保
育
に
携
わ
る
者
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
少
し
で
も
明



59

■論文

ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
き
た
。１

　

先
日
、あ
る
場
で
そ
の
（
科
研
）
研
究
中
間
報
告
を
行
な
っ
た
が
、

そ
こ
で
の
出
来
事
が
本
稿
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
学
生
一
人

ひ
と
り
に
と
っ
て
の
震
災
時
の
体
験
や
、
短
大
入
学
後
の
保
育
園
や

幼
稚
園
で
の
「
実
習
」
経
験
等
、
今
の
自
分
を
構
築
す
る
震
災
後
の

自
己
語
り
（self-narrative

）
か
ら
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
状
況
を

照
射
し
た
そ
の
内
容
に
対
し
、
二
通
り
の
反
応
が
あ
っ
た
。２
そ
れ

は
他
県
、い
わ
ば
「
外
部
の
」
研
究
者
か
ら
の
好
意
的
な
反
応
と
「
内

部
」
即
ち
福
島
県
内
の
研
究
者
に
よ
る
対
照
的
で
否
定
的
な
反
応
で

あ
っ
た
。
も
と
も
と
福
島
に
縁
の
あ
る
、
若
し
く
は
「
今
は
東
京
や

九
州
に
い
る
が
出
身
が
福
島
で
…
…
」
と
い
う
研
究
者
か
ら
は
内
部

の
状
況
を
少
し
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
か
、
ま
た
は
「
内
部

の
」
学
生
の
心
情
や
経
験
を
語
る
言
葉
に
興
味
を
持
っ
た
か
ら
な
の

か
、
極
め
て
好
意
的
な
反
応
が
示
さ
れ
、
反
対
に
顔
見
知
り
や
福
島

県
内
の
研
究
者
、「
内
部
に
」
身
を
置
く
人
た
ち
か
ら
厳
し
い
コ
メ

ン
ト
を
頂
戴
し
た
の
で
あ
る
。「
い
わ
き
だ
か
ら
こ
そ
、
線
量
も
低

い
か
ら
…
…
（
＊
こ
ん
な
「
語
り
」「
研
究
」
が
で
き
る
の
だ
―
筆

者 

）。
他
エ
リ
ア
（
浜
通
り
以
外
）
で
、
こ
ん
な
研
究
行
っ
た
ら
そ

れ
こ
そ
「
非
国
民
」
扱
い
だ
よ
…
…
。」

　

こ
れ
ま
で
、こ
の
フ
ク
シ
マ
を
め
ぐ
る
語
り
と
そ
の「
内
部
」と「
外

部
」
の
線
引
き
に
つ
い
て
は
、
森
敦
が
『
意
味
の
変
容
』
の
中
で
示

す
捉
え
方
が
有
効
で
は
な
い
か
と
個
人
的
に
は
考
え
て
き
た
（
思
え

ば
、
安
易
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
）。

「
大
小
は
た
だ
外
部
か
ら
見
て
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
内
部

に
は
い
れ
ば
大
小
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
境
界
は
外
部
に
属
し
、

外
部
か
ら
見
た
内
部
の
大
小
は
、
こ
の
境
界
に
よ
っ
て
判
断
さ

れ
る
。
し
か
し
、
内
部
に
は
境
界
が
属
し
な
い
か
ら
、
い
わ
ば

無
限
で
あ
り
、
無
限
に
は
大
小
は
な
い
。」３

「
内
と
外
の
線
引
き
を
し
て
い
る
の
は
、
内
部
で
は
な
く
外
部
な
の

で
あ
る
」
と
い
う
、
こ
の
森
の
視
点
は
単
純
で
は
あ
る
が
、
不
確
か

な
情
報
が
横
溢
し
拡
散
す
る
現
代
社
会
―
風
評
は
そ
の
最
た
る
も
の

―
と
被
災
地
内
部
の
日
々
、「
現
実
」
に
対
す
る
認
識
的
な
隔
絶
と

質
の
違
い
を
言
い
当
て
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
き
た
が
、

ど
う
や
ら
そ
れ
だ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

東
北
学
の
赤
坂
憲
雄
も
記
す
よ
う
に
「
多
数
性
を
内
に
孕
ん
だ
地

域
と
し
て
」「
地
域
を
根
拠
と
し
て
出
立
す
る
も
う
一
つ
の
知
の
地

平
を
切
り
拓
く
」
視
点
、
内
な
る
内
、
更
に
内
な
る
内
を
射
程
に
収

め
た
多
様
性
か
ら
、
福
島
を
語
る
作
業
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。４ 

　

結
婚
式
場
の
数
日
本
一
、
出
産
率
№
１
、一
番
地
元
に
戻
り
た
い

県
、
黒
潮
と
親
潮
が
沖
合
で
ぶ
つ
か
る
稀
少
の
漁
場
…
…
、
従
来
の

福
島
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
震
災
後
、「
福
島
の
人
口
、
三
十
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年
後
に
は
半
減
」（
出
口
恭
子 

二
〇
一
二
年
）
と
い
う
言
説
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
る
危
険
性
が
あ
っ
た
。５ 

（
三
年
経
っ
た
現
在
、
そ
の

前
提
自
体
が
違
う
結
果
と
な
っ
た
た
め
、下
火
に
な
っ
て
は
い
る
が
）

と
は
い
え
、
社
会
学
の
開
沼
博
が
、
そ
の
よ
う
な
被
災
地
へ
の
「
ス

テ
ィ
グ
マ
強
化
に
加
担
す
る
」
誤
っ
た
数
字
の
一
人
歩
き
に
対
し
異

を
唱
え
た
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
や
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
展
開
さ

れ
る
数
字
や
そ
の
言
説
編
成
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
現
象
的
反
応
と
、

実
際
に
そ
こ
に
住
み
、
人
間
関
係
を
構
築
し
「
生
」
を
紡
ぐ
も
の
の

間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。６ 　

　

こ
こ
で
は
、
徹
底
し
て
「
内
な
る
も
の
」
を
見
る
こ
と
、
内
に
あ

る
「
生
」
を
み
つ
め
る
言
葉
と
そ
の
手
法
、
例
え
ば
「
臨
床
」
と
い

う
視
点
か
ら
の
子
ど
も
、
語
り
（
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
）
に
関
す
る
一
人
ひ

と
り
の
「
こ
と
ば
」
に
向
き
合
う
作
業
（
ア
プ
ロ
ー
チ
）
の
検
討
を

通
じ
、
こ
の
数
年
に
亘
る
「
保
育
」
や
「
教
育
」
と
い
う
営
み
の
動

態
か
ら
こ
の
「
内
部
と
外
部
」
に
つ
い
て
の
「
語
り
」
の
問
題
を
整

理
し
て
み
た
い
と
思
う
。

１
．
教
育
と
教
育
臨
床
に
お
け
る
「
語
り
」

（
１
）「
教
育
」
と
「
臨
床
」、
ト
ポ
ス
と
し
て
の
学
校

「
バ
ブ
ル
の
崩
壊
」
以
後
、「
右
肩
上
が
り
の
成
長
」
と
い
う
「
神
話
」

が
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
久
し
い
。
人
間
の
生
涯
に
つ
い
て
も
決
し

て
平
坦
で
は
な
く
、
持
続
的
な
成
長
・
発
達
な
ど
む
し
ろ
例
外
的
で

あ
る
こ
と
が
薄
々
判
っ
て
き
て
、
今
で
は
人
間
の
生
に
関
し
て
も
、

連
続
的
な
右
上
が
り
の
発
達
観
で
語
り
尽
く
せ
る
も
の
で
は
無
い
こ

と
は
ほ
ぼ
当
然
の
、
共
通
理
解
と
な
っ
て
き
て
い
る
。 

病
い
も
あ

れ
ば
躓
き
や
挫
折
も
あ
る
し
、
不
条
理
な
出
来
事
に
遭
遇
し
て
、
我

が
身
の
不
運
を
嘆
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。　

　

少
な
く
と
も
過
去
の
楽
観
的
で
右
上
が
り
の
発
達
を
称
揚
す
る

「
オ
メ
デ
タ
イ
」
視
点
で
の
み
教
育
や
人
間
の
成
長
を
み
る
過
ち
に

教
育
学
（
或
い
は
広
義
の
教
育
に
携
わ
る
人
々
）
が
気
づ
い
て
か
ら

二
十
年
以
上
が
経
つ
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
生
の
悲
劇
性
や

人
間
の
傷
つ
き
や
す
さ
に
目
を
向
け
、〈
他
者
〉
の
様
々
な
様
態
に

向
き
合
い
、
そ
の
出
来
事
を
事
実
に
即
し
て
物
語
る
こ
と
を
、
と
り

わ
け
教
育
思
想
史
や
教
育
臨
床
人
間
学
の
研
究
者
た
ち
は
そ
の
ス
タ

ン
ス
と
し
て
き
た
。７ 　

　

　

九
〇
年
代
以
降
、
教
育
思
想
史
の
分
野
か
ら
臨
床
教
育
人
間
学
を

立
ち
上
げ
て
き
た
田
中
智
志
は
「
臨
床
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、

統
一
的
な
語
義
は
今
後
と
も
求
め
な
い
と
留
保
し
な
が
ら
も
、
そ
の

核
心
を
「
か
け
が
え
の
な
い
個
体
存
在
と
し
て
の
私
が
同
じ
く
か
け

が
え
の
な
い
個
体
存
在
と
し
て
の
他
者
に
応
答
す
る
こ
と
」
と
し
て

い
る
。８ 

　

語
義
と
し
て
の
「
臨
床
（
的
）」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
人

ひ
と
り
の
「
生
」・
人
間
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
り
、
英
語
で
は

clinical

、
意
味
と
し
て
は
「
死
の
床
に
臨
む 

＝ 

看
取
る
こ
と
」
を
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そ
の
本
義
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
死
」
に
関
連
す
る
概
念
が

専
ら
「
明
る
い
未
来
」
を
謳
い
、
語
っ
て
き
た
教
育
の
世
界
に
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
〇
年
以
降
、
機
能
不
全
に
陥
っ

た
学
校
教
育
シ
ス
テ
ム
を
再
言
語
化
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中

で
「
有
用
性
」
や
「
機
能
性
」
に
絡
め
取
ら
れ
な
い
人
間
の
生
・
個

人
の
価
値
を
そ
の
対
象
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
情
報
化
と
効
率
性
の
も
と
で
、
人
間
を
語
り
、
評
価
す
る
言

語
そ
の
も
の
を
教
育
（
学
）
の
場
が
失
っ
た
こ
と
に
依
る
。
例
え
ば
、

教
師
が
「
教
え
」
れ
ば
生
徒
は
「
学
ぶ
」
も
の
だ
と
い
う
素
朴
な
思

い
込
み
、
教
師
の
ま
な
ざ
し
は
あ
ま
ね
く
子
ど
も
の
内
面
を
理
解
で

き
る
と
い
う
「
確
信
」、
あ
る
い
は
「
教
え
る
側
」
と
「
学
ぶ
側
」

に
か
つ
て
は
共
有
さ
れ
て
い
た
暗
黙
の
「
約
束
事
」
な
ど
、
す
べ
て

が
崩
壊
し
た
こ
と
、
同
時
に
、
教
員
養
成
や
教
師
の
質
を
高
め
る
議

論
に
、
そ
う
い
っ
た
教
育
の
現
実
（
人
間
の
内
面
に
起
き
て
い
る
規

範
や
価
値
の
ズ
レ
）
が
全
く
抜
け
落
ち
て
い
た
こ
と
も
、
一
部
の
心

あ
る
教
育
学
研
究
者
に
と
っ
て
は
危
機
感
を
よ
り
募
ら
せ
る
も
の
と

な
っ
た
。９ 

　

学
問
と
し
て
の
教
育
学
研
究
が
、
こ
の
国
で
一
〇
〇
年
以
上
続
い

て
き
た
近
代
教
育
を
批
判
し
、
戦
後
の
教
育
シ
ス
テ
ム
を
批
判
的
に

検
討
し
て
は
じ
め
て
み
え
て
き
た
も
の
は
、
そ
れ
ら
の
近
代
教
育
に

浸
食
さ
れ
て
き
た
「
子
ど
も
の
自
己
塑
成
、
自
己
生
成
の
営
み
」
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
営
み
を
個
々
人
の
具
体
的
な
生
活
・
成
育

史
の
プ
ロ
セ
ス
で
見
定
め
て
い
く
術
と
し
て
の「
語
り
」の
中
に
、「
臨

床
」
的
な
ま
な
ざ
し
の
必
然
性
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。10 　

　

佐
伯
胖
や
佐
藤
学
を
端
と
す
る
東
大
系
の
「
学
び
の
理
論
」
が
教

育
の
場
に
浸
透
す
る
過
程
（
今
で
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
や

主
体
的
学
習
、
協
同
的
な
学
び
、
学
び
の
共
同
体
と
し
て
当
た
り
前

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
）
で
、
特
に
、
幼
児
教
育
や
保
育
を
取
り
巻

く
状
況
で
は
、
八
〇
年
代
ま
で
の
大
学
を
中
心
に
据
え
た
教
育
改
革

の
失
敗
か
ら
シ
フ
ト
し
た
欧
米
型
の
「
幼
児
期
か
ら
の
教
育
改
革
」

推
進
の
方
向
性
と
、
い
ず
れ
や
っ
て
く
る
少
子
高
齢
化
に
向
け
て
の

子
育
て
支
援
策
拡
充
と
が
相
俟
っ
て
、
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
を
徹
底

的
に
み
る
「
臨
床
」、「
保
育
（
幼
児
教
育
）
臨
床
」
と
い
う
こ
と
ば

が
自
然
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。11　

　

　

そ
の
流
れ
は
現
在
で
は
授
業
改
革
、
学
力
世
界
一
の
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
に
代
表
さ
れ
る
「
教
師
の
質
」
や
Ｆ
Ｄ
の
蓋
然
と
し
て
意
識
さ
れ

る
一
方
で
、一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
〝
リ
ア
ル
な
〞
子
育
て
の
現
実
、

子
ど
も
の
育
ち
と
そ
れ
と
並
行
す
る
大
人
の
育
ち
（
親
ま
た
は
保
育

者
と
し
て
の
成
長
）
を
厳
密
に
語
る
一
つ
の
ス
タ
ン
ス
と
し
て
、「
臨

床
」
と
い
う
こ
と
ば
が
有
効
に
機
能
し
て
き
て
い
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
子
ど
も
が
家
庭
、
地
域
社
会
、
学
校
で
生

活
し
成
長
発
達
を
遂
げ
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
記
述
す
る
有
効
な
方
法

と
し
て
は
、
も
う
一
つ
、
現
象
学
の
方
法
が
作
用
し
て
き
た
。
従
来

の
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
見
方
12

―
「
人
間
の
行
動
や
思
考
は
、
個
人
を
超
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越
し
た
集
団
や
社
会
の
し
き
た
り
、
慣
習
な
ど
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

る
と
い
う
「
文
明
化
の
物
語
」
―
で
は
な
く
、
学
校
や
親
、
教
育
行

政
や
子
ど
も
自
身
な
ど
複
数
の
関
係
性
の
ま
な
ざ
し
が
錯
綜
す
る
中

で
子
ど
も
が
成
長
す
る
こ
と
、
集
団
自
体
の
流
動
性
や
可
変
性
、
個

人
の
集
団
形
成
の
関
与
を
含
む
「
個
人
の
物
語
」
そ
れ
自
体
を
動
的

に
記
述
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

学
校
共
同
体
が
消
え
、
教
室
の
秩
序
が
保
て
ず
、
教
師
の
威
信
が

低
下
し
、
不
登
校
や
引
き
こ
も
り
の
子
ど
も
が
一
向
に
減
少
し
な
い

の
は
一
九
七
〇
年
以
後
経
済
成
長
の
果
て
に
「
学
校
が
消
費
社
会
に

浮
か
ぶ
孤
島
に
近
い
状
態
」
と
な
り
、「
文
明
化
の
物
語
」
が
「
消

費
の
物
語
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。13

さ
ら
に
、
学

び
（
の
理
論
と
そ
の
語
り
）
や
自
己
学
習
が
浸
透
す
る
に
つ
れ
、「
自

己
実
現
」「
自
分
探
し
」「
自
分
ら
し
さ
」
と
い
う
個
人
の
追
求
こ
そ

が
子
ど
も
の
学
び
を
支
え
る
究
極
の
物
語
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。14

こ
う
し
た
学
校
空
間
や
子
ど
も
（
生
徒
）
の
教
育
＝
自
己
生
成
・
自

己
塑
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
教
育
人
間
学
的
に
と
ら
え
直
す
営
み
は
、
現

象
学
や
解
釈
学
の
手
法
、
そ
し
て
ポ
ス
ト
構
造
主
義
や
構
築
主
義
の

方
法
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
ら
は
学
校

空
間
や
教
室
を
出
来
上
が
っ
た
シ
ス
テ
ム
や
制
度
と
し
て
で
は
な

く
、
複
数
の
多
様
な
ま
な
ざ
し
が
交
差
す
る
な
か
で
意
味
が
生
成
さ

れ
る
「
対
話
空
間
―
ト
ポ
ス
」
と
し
て
、
学
校
や
教
育
そ
の
も
の
を

捉
え
る
見
方
へ
と
よ
り
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

今
や
学
校
や
教
育
の
場
は
、
教
師
の
一
元
的
モ
ノ
ロ
ー
グ

（m
onologue

）
に
子
ど
も
が
付
き
合
う
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
と

子
ど
も
、
子
ど
も
と
大
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
捉
え
直
し
を

め
ぐ
っ
て
対
話
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
が
構
築
さ
れ
る
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
（dialogue

）
の
空
間
（
ト
ポ
ス
）
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
の

意
味
で
も
「
一
人
ひ
と
り
」
に
向
き
合
う
「
臨
床
」
の
場
と
し
て
、

ま
た
個
々
の
物
語
を
紡
ぎ
、
生
成
す
る
場
と
し
て
、
学
校
は
そ
の
様

相
も
変
容
し
て
き
た
。15

そ
の
意
味
で
は
、
個
別
の
子
ど
も
、
学
生

を
取
り
巻
く
教
育
や
成
長
の
「
語
り
」
も
ま
た
然
り
、
今
の
現
実
―

福
島
を
構
築
す
る
―
に
必
要
な
も
の
は
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
し
て
の
語

り
を
紡
ぐ
こ
と
で
あ
り
続
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
２
）
社
会
構
成
主
義
と
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
」

　

社
会
構
成
主
義
（social constructionism

）
と
は
、
ご
く
簡
単

に
言
え
ば
「
現
実
と
い
う
の
は
、
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

間
で
（
言
語
を
媒
介
に
し
て
）
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
客

観
的
真
実
」
だ
と
か
「
本
質
」
な
ん
て
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う

立
場
の
こ
と
で
あ
る
。
分
か
り
易
く
言
え
ば
、
は
る
か
昔
に
芥
川

龍
之
介
が
『
藪
の
中
』
で
示
し
た
世
界
観
の
こ
と
で
あ
る
。
社
会
構

成
主
義
は
「
現
実
が
言
語
的
共
同
作
業
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
」
と

い
う
前
提
に
立
ち
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
現
実
が
ナ
ラ

テ
ィ
ヴ
（narrative

）
と
い
う
形
式
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
つ
と
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い
う
前
提
に
立
つ
。16

『
社
会
構
成
主
義
の
理
論
と
実
践
』
の
冒
頭

でK
.J.

ガ
ー
ゲ
ン
（K

enneth J.Gergen

）
は
社
会
構
成
主
義
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

 　

 　
「「
知
識
は
個
人
の
頭
の
中
に
あ
る
」
と
い
う
観
念
を
め
ぐ
っ

て
一
大
変
革
期
に
入
り
つ
つ
あ
る
。「
頭
の
中
の
知
識
」
と
い

う
個
人
主
義
的
な
知
識
概
念
も
も
は
や
説
得
力
を
失
い
つ
つ
あ

る
。
…
…
目
指
す
べ
き
は
「
頭
の
中
の
知
識
」
に
代
わ
る
、
新

し
い
知
識
概
念
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
新
し
い
研
究
の
営
み

で
あ
る
。
そ
れ
を
実
現
す
る
も
の
こ
そ
、
社
会
構
成
主
義
に
他

な
ら
な
い
。」 17

　

何
世
紀
に
も
亘
り
「
知
識
は
個
人
の
頭
の
中
に
あ
る
」
と
い
う
西

洋
文
化
の
中
心
に
あ
る
信
念
と
、
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
制
度
や
慣
行

が
西
洋
の
中
で
生
ま
れ
世
界
中
に
浸
透
し
て
い
っ
た
が
、
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
と
、
世
界
中
で
よ
り
複
雑
な
相
互
依
存
関
係

が
自
覚
さ
れ
る
に
つ
れ
、
そ
う
し
た
西
洋
文
化
は
「
他
の
文
化
へ
の

優
越
と
い
う
ス
タ
ン
ス
」
か
ら
「
多
文
化
の
声
に
よ
り
十
分
に
耳

を
傾
け
る
た
め
に
、
自
ら
の
伝
統
の
何
を
堅
持
し
、
自
文
化
へ
の
こ

だ
わ
り
を
如
何
に
緩
和
す
る
か
」
と
い
う
課
題
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
い
わ
ば
社
会
構
成
主
義
と
は
、
科
学
に
底
通
す
る
あ
ら
ゆ

る
主
義
や
政
治
・
経
済
・
家
庭
生
活
な
ど
の
領
域
に
お
け
る
個
人
の

意
思
決
定
そ
の
も
の
に
対
す
る
懐
疑
と
し
て
、
西
洋
文
化
の
中
心
に

あ
る
前
提
を
揺
る
が
す
も
の
で
も
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
社
会
構
成
主
義
と
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー

チ
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
構
成
主
義
は

も
と
も
と
、
バ
ー
ガ
ー
と
ル
ッ
ク
マ
ン
の
『
現
実
の
社
会
的
構
成
』

（Berger&
Luckm

ann,1966

）
を
出
発
点
と
す
る
も
の
で
、
多

領
域
で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
一
つ
の
理
論
的
立
場
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
何
ら
か
の
現
実
が
人
々
の
言
語
的
共
同
作
業
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
る
」
と
考
え
、
そ
の
言
語
的
共
同
作
業
の
ど
こ
に
注
目

す
る
か
に
よ
っ
て
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
て
く
る
。18

　

一
方
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
（
語
り
、

物
語
）
と
い
う
形
式
を
手
が
か
り
に
し
て
何
ら
か
の
現
実
に
接
近
し

て
い
く
方
法
を
指
す
。
あ
る
ひ
と
つ
の
現
実
を
そ
こ
で
発
生
す
る
ナ

ラ
テ
ィ
ヴ
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
他
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
手
が
か
り
に
し

て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。そ
の
意
味
で
、社
会
構
成
主
義
も
ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
も
共
に
何
ら
か
の
現
実
に
接
近
す
る
際
の
ひ
と
つ

の
方
法
で
あ
る
。
臨
床
社
会
学
の
野
口
裕
二
が
言
う
、「
自
分
を
取

り
巻
く
現
実
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
が
構
成
さ
れ
」、「
自
分

を
語
る
こ
と
が
自
分
を
構
成
す
る
」、「
自
分
自
身
を
経
験
す
る
こ
と
」

で
も
あ
る
と
い
う
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
基
本
的
前
提
に
立
つ
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
続
け
る
こ
と
が
現
時
点
、
と
り
わ
け
震
災
後
の
保
育
と
子

ど
も
の
臨
床
に
は
何
よ
り
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
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「
自
己
は
自
己
を
語
る
言
説
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
て
い
く
」
と
い
う

社
会
構
成
主
義
的
な
思
考
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

通
じ
、そ
の
実
践
と
し
て
の
記
述
や
対
話
を
い
か
に
重
ね
る
か
が「
内

部
の
語
り
」
を
構
築
す
る
た
め
の
鍵
概
念
に
な
り
得
る
が
、19

例
え

ば
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、「
言
葉
が
先
に
あ
っ

て
、そ
の
言
葉
が
指
し
示
す
よ
う
な
か
た
ち
で
世
界
が
経
験
さ
れ
る
」

と
主
張
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
導
き
出
さ
れ
る
考
え
方
に
は
次
の
五

つ
が
あ
る
。20

　

 

① 

自
己
も
物
語
で
あ
り
、「
自
己
語
り
」
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
て

い
く
。

　

② 

自
己
も
い
っ
た
ん
で
き
あ
が
っ
た
「
自
己
の
物
語
」
に
よ
っ
て

縛
ら
れ
て
い
る
。

　

③ 

社
会
に
は「
支
配
的
な
物
語（dom

inant story
）」が
存
在
し
、

個
人
か
ら
参
照
さ
れ
個
人
の
物
語
の
下
敷
き
と
な
る
。

　

④ 

「
支
配
的
な
物
語
」
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
自
己
の
物
語
は
そ

れ
に
収
ま
ら
な
い
「
経
験
」
を
無
視
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い

る
。

　

⑤ 

「
無
視
さ
れ
た
経
験
」
に
光
り
を
当
て
る
こ
と
で
、
今
ま
で
と

は
違
う
物
語（
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
ス
ト
ー
リ
ー
）が
生
ま
れ
る
。

　

今
日
、
人
間
が
内
面
的
に
抱
え
て
い
る
問
題
に
対
し
て
は
、
原
因

を
探
し
そ
れ
を
取
り
除
く
と
い
う
従
来
の
因
果
律
を
も
と
に
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
で
は
限
界
が
あ
り
、「
本
人
が
自
分
の
物
語
（
現
実
に
対

す
る
認
識
の
総
体
）
を
自
覚
し
、新
し
い
物
語
（
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・

ス
ト
ー
リ
ー
）
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
が
よ
り
有
効
な
方
法
」

と
な
る
の
で
あ
る
。21 

　

近
年
、
精
神
医
学
界
で
流
行
り
の
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
セ
ラ
ピ
ー
」

で
も
重
要
な
の
は
「
物
語
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
私
た
ち
は
経
験
を
「
物
語
」
と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
り
、「
物

語
」
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

精
神
医
学
だ
け
で
な
く
、
臨
床
の
場
は
「
語
り
」
に
満
ち
て
お
り
、

患
者
が
自
ら
の
病
に
つ
い
て
語
り
、
医
者
は
そ
れ
に
じ
っ
と
耳
を
傾

け
る
よ
う
に
、
病
者
と
医
療
者
の
か
か
わ
り
は
、
相
互
の
「
語
り
」

を
通
し
て
展
開
し
て
い
く
。
臨
床
の
場
で
「
告
知
」
に
よ
っ
て
病
者

の
そ
の
後
の
人
生
が
一
変
す
る
よ
う
に
、
臨
床
の
場
と
は
即
ち
「
語

り
」
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
場
で
あ
る
と
い
え
る
。22

　

一
人
ひ
と
り
の
人
生
、生
き
方
と
し
て
の「
物
語
」を
、教
育
、保
育
、

子
育
て
、
授
業
、
生
活
、
生
と
死
…
…
、
語
ら
れ
る
世
界
の
共
著
者

と
し
て
、
地
道
に
傍
ら
に
在
る
・
居
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
存
在
は

誰
な
の
か
（
専
門
家
な
の
か
、
同
じ
地
平
に
足
を
つ
け
た
ひ
と
り
の

人
間
な
の
か
）
明
言
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、少
な
く
と
も
、「
混
沌
」

に
お
い
て
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
地
平
を
切
り
開
く
の
は
真
摯
な
語
り

に
耳
を
傾
け
る
者
で
し
か
な
い
。社
会
構
成
主
義
と
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
、
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い
わ
ば
「
他
者
を
一
人
の
人
間
と
し
て
み
る
、」
目
の
前
の
一
人
と

真
摯
に
向
き
合
う
ひ
と
つ
の
枠
組
み
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
．
子
ど
も
と
保
育
に
関
す
る
「
語
り
」

　
（
１
）
子
ど
も
を
一
人
の
「
人
間
と
し
て
み
る
」

　

今
、
私
た
ち
の
周
り
に
は
奇
妙
な
発
達
観
（
＝
と
い
う
名
の
物
語

り
）
が
は
び
こ
っ
て
い
る
。
薄
々
感
づ
い
て
い
る
人
も
い
る
は
ず
な

の
だ
が
、
世
の
流
れ
は
一
向
に
代
わ
る
ど
こ
ろ
か
、
少
子
高
齢
化
の

中
で
待
機
児
童
ゼ
ロ
や
女
性
の
労
働
力
確
保
と
い
う
社
会
的
命
題

（
大
声
）
に
掻
き
消
さ
れ
て
む
し
ろ
そ
の
勢
い
を
増
し
て
い
る
。
我

が
国
が
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
を
批
准
し
て
丁
度
二
十
年
目
に
あ

た
る
今
年
（
二
〇
一
四
年
）、
心
理
学
の
浜
田
寿
美
男
は
こ
の
「
奇

妙
な
発
達
観
」
に
つ
い
て
こ
う
記
す
。

　

 　

 　
「
私
が
こ
こ
で
「
奇
妙
な
発
達
観
」
と
い
う
の
は
、
簡
単
に

言
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。「
子
ど
も
は
周
囲
の
お
と
な

た
ち
に
守
ら
れ
る
な
か
で
、
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
社
会
を
生
き

て
い
く
た
め
に
必
要
な
力
を
い
ろ
い
ろ
身
に
つ
け
て
、
そ
の

力
の
蓄
積
の
う
え
で
、
大
人
に
な
っ
て
社
会
に
出
て
い
く
。」

…
…　

こ
の
よ
う
に
言
え
ば
、
ど
こ
が
奇
妙
な
の
だ
、
む
し
ろ

当
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ

ら
に
は
、
こ
れ
は
今
や
子
ど
も
の
権
利
そ
の
も
の
だ
し
、
問
題

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
の
権
利
が
充
分
に
保
障
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
人
も
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。」23

　

浜
田
は
現
在
の
「
子
ど
も
を
安
全
な
保
護
下
に
お
い
て
、
そ
こ
で

学
力
を
つ
け
、
生
き
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
望
み
」、
そ
う
し

た
生
活
環
境
・
学
習
環
境
を
与
え
る
こ
と
が
子
育
て
の
形
だ
と
す
る
、

現
在
の
多
く
の
親
が
抱
く「
子
育
て
観（
子
育
て
に
つ
い
て
の
語
り
）」

に
問
い
を
投
げ
か
け
る
。

「
こ
う
し
た
発
達
観
が
全
く
の
間
違
い
だ
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な

い
」
と
前
置
き
し
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
子
育
て
観
は
歴
史
的
に

観
て
も
極
め
て
例
外
で
あ
る
こ
と
、
ほ
ん
の
数
十
年
遡
っ
た
だ
け
で

そ
の
見
方
は
大
勢
ど
こ
ろ
か
、
極
め
て
例
外
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
が
〈
大
人
か
ら
守
ら
れ
る
〉
に
と
ど
ま

ら
ず
、〈
も
っ
ぱ
ら
守
ら
れ
る
だ
け
の
存
在
〉、
或
い
は
〈
も
っ
ぱ
ら

力
を
つ
け
る
だ
け
の
存
在
〉
と
な
っ
た
時
、
そ
れ
が
示
す
本
来
の
意

味
（
語
り
）
は
ま
っ
た
く
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、「
子
ど
も
が
も
っ
ぱ
ら
守
ら
れ
る
」
時
期

と
い
う
の
が
小
さ
な
赤
ち
ゃ
ん
の
時
期
を
別
に
す
れ
ば
、
人
間
と
し

て
非
本
来
的
な
存
在
様
式
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。何
故
な
ら
か
つ
て
、

子
ど
も
た
ち
に
は
、
そ
の
年
齢
に
応
じ
、
家
族
か
ら
求
め
ら
れ
、
地

域
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
「
自
分
の
役
割
」
が
あ
り
、
家
族
や
地
域
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か
ら
期
待
さ
れ
る
仕
事
が
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
出
番
を
も
つ
こ
と

で
自
分
が
何
た
る
か
を
確
認
し
、
そ
の
こ
と
で
初
め
て
自
ら
の
生
活

世
界
の
中
に
〈
居
場
所
〉
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
今
日
、
我
々
が
子
ど
も
を
「
ほ
め
る
」
機
会
（
大
抵
の

場
合
、何
か
が
「
で
き
た
」
場
合
）
は
多
々
あ
っ
て
も
「
あ
あ
助
か
っ

た
」
と
頼
り
に
し
、（
子
ど
も
が
）
喜
ば
れ
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な

い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
、「
も
っ
ぱ
ら
力
を
身
に
つ
け
る
存
在
と
し
て
の
」
子
ど

も
が
求
め
ら
れ
る
の
は
学
校
で
の
知
識
・
生
き
て
い
く
力
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
の
現
実
に
直
に
繋

が
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
も
た
ら
さ
な
い
、
む
し
ろ
「
い
つ
ぞ
や

と
知
れ
ぬ
未
来
」「
遠
い
将
来
」
へ
の
階
段
に
繋
が
る
虚
し
い
手
段

と
し
て
の
意
味
し
か
も
た
ら
さ
な
い
現
状
に
あ
る
。

　

子
ど
も
は
本
来
、
今
あ
る
力
を
自
分
の
た
め
に
使
っ
て
、
い
ま
を

精
一
杯
生
き
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
誰
も
が
、
幼
児
期
の
よ
う
な

特
に
小
さ
い
こ
ろ
は
、
自
分
の
「
手
持
ち
の
力
」
で
生
き
る
以
外
に

な
い
。
昨
日
ま
で
は
乗
れ
な
か
っ
た
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
、
縄
跳
び
を
と
べ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
折
れ
な
か
っ
た
紙

飛
行
機
が
折
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
…
…
、
そ
れ
ら
全
て
が
子
ど
も

に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
で
は
味
わ
え
な
か
っ
た
「
新
し
い

世
界
を
味
わ
う
」
こ
と
に
直
結
す
る
（
見
え
て
い
た
世
界
は
、
ま
さ

に
昨
日
と
今
日
で
が
ら
り
と
変
わ
る
）。

　

社
会
構
成
主
義
を
含
む
、
多
く
の
関
係
論
的
な
理
論
を
主
流
と
す

る
心
理
学
者
が
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
人
間
は
本

来
、「
相
手
が
喜
ん
で
く
れ
る
体
験
を
喜
ぶ
生
き
物
」「Present

の

で
き
る
生
物
」
で
あ
る
が
、
今
の
子
ど
も
・
子
育
て
と
自
律
に
関
す

る
語
り
の
多
く
に
は
、
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
が
、
自
分
の
あ
り
の

ま
ま
で
自
尊
感
情
を
も
て
る
よ
う
な
現
実
が
伴
っ
て
い
な
い
。24

　

い
わ
ば
、
そ
れ
は
自
分
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
歓
迎
さ
れ
、「
生

き
て
い
い
ん
だ
」「
居
て
い
い
ん
だ
」
と
い
う
実
感
の
乏
し
さ
、
或

い
は
「
こ
の
世
は
生
き
る
に
値
す
る
」
と
い
う
、
お
ぼ
ろ
げ
な
「
生

に
対
す
る
信
頼
」
の
稀
薄
さ
と
言
い
換
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

現
実
的
に
は
、
裕
福
な
家
庭
の
中
で
ひ
た
す
ら
守
ら
れ
、
力
や
知

識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
邁
進
す
る
子
ど
も
が
い
る
一
方
で
、
子
ど

も
が
守
ら
れ
る
べ
き
だ
と
の
社
会
意
識
に
曝
さ
れ
な
が
ら
も
、
経
済

的
・
精
神
的
余
裕
を
失
っ
た
家
族
の
中
で
放
置
さ
れ
、
虐
げ
ら
れ
、

消
費
社
会
の
波
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い
る
。

「
子
ど
も
を
一
人
の
人
間
と
し
て
み
る
」
こ
の
当
た
り
前
の
「
語
り
」

が
、
今
の
こ
の
国
で
ど
れ
だ
け
難
し
い
こ
と
で
あ
る
か
、
教
育
と
子

ど
も
の
臨
床
に
立
ち
会
う
日
々
に
常
に
思
う
。25

（
２
）
他
者
を
気
遣
う
存
在
と
し
て
の
子
ど
も

　

我
が
国
で
認
知
科
学
を
構
築
し
た
第
一
人
者
（
本
人
は
否
定
し
て

い
る
が
）
で
あ
る
佐
伯
胖
（
ゆ
た
か
）
は
、「
人
間
は
道
徳
的
存
在
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で
あ
り
、
人
間
は
間
柄
的
存
在
で
あ
る
。」
と
い
う
。26

　

こ
れ
は
「
本
来
、そ
う
で
あ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

「
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
改
め
て
思
い
起
こ
し
、
人
間
の
原
点
を
取
り

戻
す
こ
と
が
急
務
で
あ
る
」
こ
と
を
訴
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

意
味
さ
れ
る
も
の
が
、
人
間
に
対
す
る
単
純
な
「
性
善
説
」
で
は
な

く
村
井
実
が
唱
え
て
き
た
「
向
善
説
」
で
あ
る
こ
と
は
保
育
・
幼
児

教
育
に
関
係
す
る
者
な
ら
す
ぐ
に
判
る
は
ず
で
あ
る
。27

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
研
究
の
大
家,
村
井
実
は
「
道
徳
は
教
え
ら
れ
る
か
」

と
い
う
論
考
の
中
で
、
人
間
は
生
物
学
的
動
物
で
あ
る
と
同
時
に
道

徳
的
存
在
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
人
間
は
善
い
悪
い
を
問
題
に
す

る
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、有
名
な
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー

ソ
ー
」
の
話
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば

こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
が
孤
島
で
一
人
で
生
活
し
て
い
た
時

は
彼
自
身
の
行
な
い
に
善
い
も
悪
い
も
な
く
、
自
分
が
欲
し
い
も
の

を
得
よ
う
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
フ
ラ
イ
デ
イ
が
現
れ
た

瞬
間
か
ら
「
欲
す
る
・
欲
し
な
い
」
は
二
人
に
と
っ
て
の
「
善
い
・

悪
い
」
に
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
そ
れ
ま
で
の
一
人

き
り
の
単
純
な
「
○
○
が
欲
し
い
」
は
他
者
が
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
自
分
は
〇
〇
を
欲
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
う
の
だ
が
」

と
い
う
「
訴
え
」
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
、
人
間
が
何
か
自
分
の
考
え
を
「
表
明
」
す
る
際
に
は
、

誰
か
聞
い
て
い
る
相
手
に
向
け
て
、「
お
互
い
に
と
っ
て
の
「
善
さ
」

に
向
け
て
、
自
分
自
身
か
ら
の
提
言
・「
訴
え
」
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
。28

佐
伯
は
こ
の
点
に
注
目
す
る
。

　

こ
の
二
十
数
年
の
幼
児
期
を
基
盤
と
す
る
教
育
改
革
の
中
で
、
保

育
の
場
、
幼
児
教
育
の
場
で
は
子
ど
も
た
ち
の
「
願
い
」
を
聞
い
て

あ
げ
る
こ
と
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
（
子
ど

も
の
「
思
い
」
に
寄
り
添
う
と
か
、受
け
止
め
る
な
ど
と
い
わ
れ
る
）

が
、
こ
の
「
願
い
」
と
い
う
言
葉
は
、「
本
人
が
望
ん
で
い
る
こ
と
」

と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
先
生
（
保
育
者
）
が
陥
り
や
す
い

の
が
、「
子
ど
も
が
望
ん
で
い
る
こ
と
」
を
「
保
育
者
が
望
ん
で
い

る
こ
と
」
と
同
一
視
し
て
、
勝
手
に
「
望
ま
し
い
こ
と
」
に
変
え
て

し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
望
ん
で
い
る
（desired

）」
こ

と
か
ら
「
望
ま
し
い
（desire

）」
を
導
き
出
す
と
い
う
「
自
然
主

義
的
誤
謬
」
が
生
じ
て
い
る
と
、
佐
伯
胖
は
ム
ー
ア
の
『
倫
理
学
原

理
』（M

oore,G.E.,Pricipia Ethica

）
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
す

る
。29

こ
こ
で
佐
伯
は
、
そ
の
子
（
ひ
と
）
が
望
ん
で
い
る
こ
と
＝

個
人
の
「
願
い
」
が
勝
手
に
、
他
者
の
（
多
く
は
先
生
の
）
望
ま
し

さ
と
混
同
し
、「
望
ま
し
い
＝
願
う
べ
き
」
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う

こ
と
の
陥
穽
（
お
そ
ろ
し
さ
）
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
落
と
し
穴
は
「
私
は
欲
す
る
」
を
「
私
は
訴
え
る
」
に
変
え
る
こ

と
で
回
避
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
「
訴
え
る
」
と
い
う
間
柄
的
な
概

念 

― 

人
と
人
と
の
関
係
（
関
係
論
的
視
点
）
が
前
提 

― 

が
必
要
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だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

村
井
実
は
「「
善
さ
」
に
つ
い
て
は
、
ど
う
い
う
こ
と
が
「
善
い
」

こ
と
か
を
予
め
定
義
し
、
何
ら
か
の
原
理
・
原
則
か
ら
導
く
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
し
、
そ
れ
は
お
互
い
が
訴
え
あ
い
、
訴
え
を
聞
き
合

う
関
係
か
ら
創
り
上
げ
る
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。30

そ
の
意
味
で
人

間
は
「
間
柄
的
存
在
」
で
あ
り
、
つ
ね
に
、
相
手
に
と
っ
て
、
お
互

い
に
と
っ
て
「
よ
い
こ
と
」
を
願
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
生
き
物
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
お
互
い
に
と
っ
て
よ
い
」
と
い
う
判
断

が
「
そ
う
す
べ
き
」
道
徳
的
判
断
の
も
と
に
な
る
訳
で
、
そ
れ
故
、

人
間
は
も
と
も
と
道
徳
的
な
存
在
で
、人
間
本
来
の「
道
徳
性
」は「
訴

え
」
を
「
訴
え
」
と
し
て
聞
き
合
う
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
が
そ
の

前
提
と
な
っ
て
く
る
。
子
ど
も
た
ち
は
自
然
に
相
手
を
気
遣
い
、
そ

こ
か
ら
「
お
互
い
に
と
っ
て
、よ
い
こ
と
」
を
願
い
、訴
え
合
う
（「
そ

こ
は
こ
う
し
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、こ
う
す
る
と
た
の
し
い
、

こ
っ
ち
の
方
が
も
っ
と
面
白
い
…
…
と
い
う
よ
う
に
）。
仕
事
に
ま

み
れ
、
機
能
シ
ス
テ
ム
と
効
率
性
に
ま
み
れ
た
大
人
た
ち
に
は
な
か

な
か
み
え
て
こ
な
い
も
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
当
た
り
前
の

よ
う
に
日
々
、
保
育
園
や
幼
稚
園
に
転
が
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
の
と
い
う
時
代
、
こ
の
「
他
人
を
気
遣
う
こ

と
」
が
と
て
も
難
し
く
、場
合
に
よ
っ
て
は
頑
張
っ
て
努
力
し
て
「
そ

う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
も
あ
る
。（
大
人
の
場
合
は
特
に
、

〝
致
命
的
に
〞
そ
う
な
っ
て
い
る
が
）
保
育
の
場
を
よ
く
観
て
い
る

と
、
二
、三
歳
の
子
ど
も
で
さ
え
も
自
分
よ
り
小
さ
い
人
、
赤
ち
ゃ

ん
を
気
遣
い
、「
面
倒
」
を
み
よ
う
と
す
る
。
何
か
い
い
こ
と
が
あ

る
と
伝
え
よ
う
と
す
る
し
、
伝
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
そ
れ

だ
け
で
も
、
子
ど
も
と
い
う
の
が
「
い
い
こ
と
が
あ
る
と
放
っ
て
お

け
な
い
」、
自
分
の
思
う
「
よ
り
よ
い
も
の
」
を
伝
え
よ
う
と
す
る
、

「
訴
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」存
在
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。

こ
の
「
相
手
を
気
遣
い
、
自
分
の
よ
さ
を
伝
え
、
相
手
の
よ
さ
に
も

耳
を
傾
け
る
」
関
係
性
を
、
我
々
大
人
は
も
う
一
度
、
子
ど
も
の
姿

（
佐
伯
流
に
言
え
ば
〝
み
ご
と
な
〞
子
ど
も
の
世
界
）
か
ら
味
わ
い

（appreciate

）、
真
摯
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。

３
．
地
域
と
子
ど
も
に
関
す
る
「
語
り
」

「
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ん
と
た
く
さ
ん
の
分
断
と
対
立
の
網
の

目
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
。
絵
に
か
い
た
よ
う
な
分

断
と
植
民
地
的
な
現
実
が
ど
こ
ま
で
も
荒
涼
と
し
て
広
が
っ
て

い
る
。
…
福
島
は
無
論
、
ど
こ
よ
り
も
残
酷
に
引
き
裂
か
れ
て

い
る
。」 31

　

赤
坂
憲
雄
は
三
・
一
一
以
後
の
福
島
の
状
況
に
つ
い
て
「
厳
し
い

分
断
と
対
立
」
が
続
く
中
で
、
避
難
か
留
ま
る
か
の
二
元
的
な
思
考

に
よ
る
呪
縛
に
対
し
て
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
厳
し
い
選
択
に
敬
意
を
表
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し
、
ひ
た
す
ら
寄
り
添
い
続
け
る
こ
と
」
し
か
で
き
な
い
と
し
な
が

ら
も
、見
え
な
い
対
立
と
分
断
を
超
え
た「
和
解
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
始
め
た
い
と
し
て
い
る
。

　

昨
年
の
夏
に
行
わ
れ
た
第
一
回
福
島
県
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の

議
事
録
が
あ
る
。「
子
ど
も
を
生
み
育
て
た
い
福
島
の
再
生
」「
子
ど

も
と
家
庭
に
や
さ
し
い
福
島
」「
子
ど
も
子
育
て
、
食
の
安
全
は
日

本
一
」
に
向
け
て
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。32

そ
こ
で
は
「
逆
に

言
う
と
、日
本
一
危
な
い
か
ら
日
本
一
に
な
る
っ
て
い
う
ん
で
す
か
」

と
い
う
不
安
と
、
原
発
な
ど
に
対
す
る
反
応
も
一
人
ひ
と
り
違
う
こ

と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
い
ず
れ
も
「
全
て
よ
し
と
い
う
社
会
づ

く
り
」
の
思
考
が
人
権
の
基
本
に
あ
る
べ
き
こ
と
等
が
大
き
い
枠
組

み
の
中
で
綴
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
こ
れ
ま
で
震
災
後
の
福
島
県
内
の
保
育
園
・
幼
稚
園
の
状

況
に
関
す
る
「
篤
志
の
」
研
究
と
し
て
、
日
本
保
育
学
会
、
災
害
時

に
お
け
る
保
育
問
題
検
討
委
員
会
の
取
り
組
み
（
二
〇
一
二
年
日
本

保
育
学
会
第
六
十
五
回
大
会
に
お
け
る
企
画
シ
ン
ポ
「
災
害
を
生
き

る
子
ど
も
と
保
育
―
災
害
時
の
保
育
施
設
の
在
り
方
を
問
う
―
」
太

田
光
洋
ほ
か
）、
二
〇
一
二
年
三
月
「
放
射
能
災
害
下
の
保
育
を
考

え
る
」（O
M

EP

）
が
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
日
本
保
育
学
会
に
よ
る

二
〇
一
一
年
の
調
査
、
二
〇
一
二
―
二
〇
一
三
年
度
、
太
田
光
洋
ら

日
本
保
育
学
会
『
震
災
を
生
き
る
子
ど
も
と
保
育　

報
告
書
』
を
は

じ
め
と
す
る
震
災
関
連
の
研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
多
く
が
大
枠
で
、

大
綱
的
な
感
は
拭
え
な
い
。
放
射
線
、「
安
全
」
に
対
す
る
専
門
家

レ
ヴ
ェ
ル
の
最
低
限
の
共
通
了
解
も
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
子
ど
も
の

「
臨
床
的
」
な
姿
は
宙
づ
り
に
さ
れ
て
い
る
現
状
に
あ
っ
て
、
二
元

的
な
思
考
に
よ
る
呪
縛
（
避
難
か
留
ま
る
か
と
い
う
大
人
の
意
志
に

委
ね
ら
れ
た
）
子
ど
も
自
身
の
意
志
で
は
な
い
と
い
う
厳
し
い
選
択

で
あ
る
が
故
の
、
止
む
を
得
な
い
判
断
停
止
（
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン

ト
的
に
言
え
ば
、
思
考
停
止
）
と
一
定
の
バ
イ
ア
ス
を
孕
む
も
の
と

な
っ
て
い
る
。33

　

赤
坂
の
指
摘
す
る
「
小
さ
な
正
義
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
自
分
と
は

違
う
も
う
一
つ
の
正
義
に
想
像
力
が
及
ば
な
い
人
た
ち
が
分
断
と
対

立
を
あ
お
り
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
、
誰
を
利
す
る
行
為

な
の
か
」34

と
い
う
「
内
―
外
」
の
実
情
に
つ
い
て
よ
り
メ
タ
的
に
、

福
島
の
内
部
か
ら
積
み
上
げ
て
い
く
作
業
、
そ
の
こ
と
が
「
和
解
へ

の
途
」
の
礎
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４
．
お
わ
り
に 

―
子
ど
も
と
「
冗
長
性
」
―

　

今
回
、
子
ど
も
、
教
育
、
臨
床
と
い
う
視
点
か
ら
「
語
り
」
を
整

理
す
る
こ
と
で
み
え
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
の
、
あ
る

い
は
こ
れ
ま
で
の
福
島
を
め
ぐ
る
「
語
り
」
に
欠
け
て
い
る
の
が
、

大
人
の
側
か
ら
や
行
政
サ
イ
ド
を
通
し
て
語
ら
れ
る
「
子
ど
も
」
の

言
説
で
は
な
い
、
一
人
ひ
と
り
の
「
目
の
前
に
い
る
」、「
一
人
の
人
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間
と
し
て
み
た
」
子
ど
も
、
か
け
が
え
の
な
い
（
機
能
的
な
闇
に
絡

め
取
ら
れ
る
以
前
の
、代
替
・
交
換
不
可
能
な
）
臨
床
に
お
け
る
「
子

ど
も
に
つ
い
て
の
語
り
」
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ

ば
、
子
ど
も
を
政
治
や
大
人
が
語
る
た
め
の
道
具
と
し
て
用
い
る
の

で
は
な
く
、「
あ
り
の
ま
ま
の
」「
一
人
の
存
在
と
し
て
み
る
」
語
り

の
欠
如
で
あ
る
。
臨
床
教
育
人
間
学
で
長
年
に
亘
り
、
教
育
に
お
け

る
「
冗
長
性
」
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
田
中
智
志
は
、
関
係

性
の
基
礎
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
合
意
を

目
指
す
「
討
議
」
と
応
答
的
な
「
対
話
」
が
あ
り
、
臨
床
や
教
育
に

い
て
は
特
に
後
者
、
応
答
的
な
「
対
話
」
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
緩
衝
材
と
し
て
の
「
冗
長
性
」
と
い
う
機
能
に

着
目
す
る
。
自
他
の
思
わ
ぬ
失
敗
、
軋
轢
を
吸
収
し
、
無
か
っ
た
こ

と
に
す
る
そ
の
機
能
、
例
え
ば
、
言
い
間
違
い
や
マ
ラ
プ
ロ
ピ
ズ
ム

（m
alapropisim

＝
誤
っ
た
言
葉
の
意
思
疎
通
：
あ
あ
、
こ
う
い
う

こ
と
が
言
い
た
い
の
だ
な
…
と
い
う
ハ
ン
ド
ル
の
「
あ
そ
び
」）
が

あ
っ
て
こ
そ
関
係
性
は
円
滑
と
な
り
、
そ
れ
が
人
の
長
所
を
認
め
、

短
所
を
補
う
緩
や
か
な
ス
タ
ン
ス
を
生
み
出
し
て
い
く
。35

子
ど
も

を
臨
床
的
に
（
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
）
み
て
、そ
れ
ら
の
「
語
り
」

に
目
を
向
け
る
と
き
、
子
ど
も
が
こ
う
し
た
「
冗
長
性
」
を
本
来
的

に
備
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
冗
長
性
」
や
目
の

前
あ
る
一
人
ひ
と
り
の
選
択
や
「
生
」
に
敬
意
を
表
し
寄
り
添
い
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
実
践
を
汲
み
上
げ
積
み
上
げ
て
い
く
も
の
が
「
子

ど
も
を
守
れ
…
…
」
等
、
行
政
の
声
に
比
し
相
対
的
に
少
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。

　

今
年
度
行
な
っ
た
小
調
査
で
は
、「
震
災
後
三
年
半
が
経
ち
、
思

春
期
の
真
只
中
を
生
き
、
そ
の
透
明
な
後
遺
症
と
向
き
合
い
な
が
ら

自
分
た
ち
を
自
ら
「
形
作
っ
て
き
た
」
現
実
、
今
現
在
、
保
育
士
養

成
課
程
で
学
ん
で
い
る
学
生
た
ち
の
飾
ら
な
い
思
い
に
つ
い
て
の

「
語
り
」
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
子
ど
も
を
ま
も

り
、
自
分
の
育
っ
て
き
た
地
域
、
そ
こ
に
住
む
親
も
丸
ご
と
支
え
て

い
き
た
い
と
い
う
、
小
さ
く
と
も
〝
確
か
な
〞
使
命
感
・
自
覚
の
表

出
を
可
視
化
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
「
語
り
」
が
、「
内
―
外
」
の

情
報
や
科
学
の
知
へ
の
懐
疑
（
諦
念
に
近
い
）
を
経
て
、
ま
た
、
多

く
の
価
値
観
に
曝
さ
れ
た
相
当
の
「
メ
タ
性
」
を
帯
び
た
も
の
で
も

あ
る
こ
と
が
多
少
な
り
と
も
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
っ
て
い
る
。36

　

本
稿
の
最
後
に
、
小
生
が
学
生
か
ら
聞
き
取
っ
た
な
か
か
ら
、「
三

つ
の
語
り
」
を
記
し
て
お
く
。
今
後
の
福
島
を
考
え
る
上
で
の
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
、学
生
が
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
文
字
通
り「
物
語
っ

て
」
い
く
と
思
っ
て
や
ま
な
い
。

　
 　

 　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
。
避
難
や
い
わ
き
市
の
人
口
流
入
で

雰
囲
気
が
以
前
と
違
う
な
っ
て
思
う
こ
と
も
あ
る
。
み
ん
な
が

お
互
い
を
も
う
少
し
信
頼
し
て
、
助
け
合
う
よ
う
な
雰
囲
気
が

街
全
体
に
必
要
か
も
。
な
ん
か
他
人
の
こ
と
ば
か
り
羨
ま
し
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が
っ
た
り
、自
分
は
ダ
メ
だ
っ
て
逆
に
卑
下
し
た
り
…
…
。も
っ

と
こ
う
自
然
に
、
他
人
に
や
さ
し
く
な
れ
れ
ば
い
い
と
思
う
ん

だ
け
ど
。
ギ
ス
ギ
ス
し
な
い
で
、
楽
し
い
こ
と
の
多
い
明
る
い

街
に
し
た
い
。
そ
れ
が
、「
楽
し
い
こ
と
が
大
好
き
」
な
、
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
一
番
だ
と
思
う
。（
子
ど
も
、
地
域
の
保

育
機
能
の
再
生
に
対
す
る
思
い
や
関
心
に
つ
い
て
。
と
い
う
問

い
に
対
し
）

　

 　

 　

震
災
も
あ
っ
た
け
ど
、
そ
れ
は
単
に
き
っ
か
け
と
い
う
か
、

人
間
の
神
経
が
む
き
出
し
に
な
っ
た
機
会
な
の
か
も
っ
て
…
。

ど
う
と
ら
え
る
か
は
個
人
の
勝
手
だ
し
、
親
が
育
て
て
る
ん
だ

け
ど
、
保
育
者
も
子
ど
も
み
て
る
ん
だ
か
ら
、
協
同
っ
て
い
う

か
一
緒
に
一
人
の
子
ど
も
育
て
て
る
「
仲
間
」
じ
ゃ
ん
。
そ
う

い
う
親
っ
て
、
気
持
ち
は
わ
か
る
け
ど
共
感
性
な
い
っ
て
い
う

か
「
背
負
い
込
む
」
タ
イ
プ
な
ん
だ
と
思
う
。
ホ
ン
ト
に
、
保

育
っ
て
「
協
働
」
だ
と
思
う
。（
自
分
の
親
、
親
戚
、
保
護
者

と
の
対
応
に
つ
い
て
等
で
生
じ
た
こ
と
・
思
い
が
あ
れ
ば
。
と

い
う
設
問
に
対
し
）

　

 　

 　

子
ど
も
に
と
っ
て
の
必
要
な
経
験
を
「
じ
っ
く
り
考
え
」、

準
備
で
き
る
発
想
・
想
像
力
と
創
造
性
。
保
護
者
の
不
安
を
受

け
止
め
ら
れ
る
よ
う
な
共
感
す
る
力
。
そ
の
意
味
で
は
心
理
学

や
相
談
支
援
的
な
勉
強
も
も
っ
と
必
要
だ
し
、
表
面
で
は
な
く

て
、
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
を
み
る
目
を
養
い
た
い
。
震
災
に

よ
っ
て
生
じ
た
複
雑
な
家
庭
の
事
情
、
保
護
者
の
思
い
や
悩
み

を
じ
っ
く
り
丁
寧
に
聴
い
て
向
き
合
え
る
気
持
ち
や
技
術
を
経

験
の
な
か
で
身
に
付
け
て
い
き
た
い
。（
こ
れ
か
ら
勉
強
し
た

い
こ
と
、
も
っ
と
知
り
た
い
こ
と
、
必
要
だ
と
思
う
こ
と
は
何

か
？
と
い
う
問
い
に
対
し
て
）

〈
注
〉

１ 

文
部
科
学
省
科
学
研
究
調
査
費
（
基
盤
研
究
Ｃ
）「
福
島
県
い
わ
き
市

に
お
け
る
震
災
後
の
保
育
の
現
状
と
課
題
」（
平
成
二
十
五
年
四
月
〜

平
成
二
十
八
年
三
月
）
の
こ
と
。
現
在
も
継
続
中
。

２ 

「
福
島
県
い
わ
き
市
に
お
け
る
震
災
後
の
保
育
士
養
成
の
現
状
と
課
題 

― 

学
生
の
「
語
り
」
と
「
主
体
」
に
関
す
る
考
察 

―
」

　

 

全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
第
五
十
三
回
研
究
大
会
（
於 

博
多 

二
〇
一
四
年
九
月
）

３
森 

敦
『
意
味
の
変
容
』
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
八
十
八
頁
。

４ 
赤
坂
憲
雄
『
東
北
学
／
も
う
ひ
と
つ
の
東
北
』　

講
談
社
学
術
文
庫　

二
〇
一
四
年
、
二
六
二
―
二
六
五
頁
、
二
一
二
頁
。

５ 

出
口
恭
子
「
震
災
の
影
響
を
織
り
込
ん
だ
都
道
府
県
別
将
来
人
口
の

推
計
―
震
災
後
広
域
に
わ
た
り
変
化
し
た
転
出
入
の
動
き
に
着
目
―
」
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日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
二
年
一
月
二
十
六
日
。

６ 
開
沼 

博
『
フ
ク
シ
マ
の
正
義
』
幻
冬
舎
、
二
〇
一
二
年
「
福
島
の
人

口
問
題
に
「
地
域
間
格
差
」
が
起
き
て
い
る
!?
」
に
は
被
災
三
県
の

人
口
減
少
予
測
に
「
福
島
だ
け
が
人
口
減
を
加
速
す
る
」
か
の
印
象

を
持
た
せ
る
〝
一
定
の
確
証
バ
イ
ア
ス
〞
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

７ 

臨
床
教
育
人
間
学
会
編 
『
臨
床
教
育
人
間
学
３　

生
き
る
こ
と 

』 

東

信
堂
、
二
〇
〇
八
年
、
一
―
六
頁
。
ま
た
、
田
中
智
志
は
『
教
育
学

が
わ
か
る
事
典
』
日
本
字
通
行
出
版
社 

二
〇
〇
二
年 

、
二
三
三
頁
や
、

『
教
育
学
の
基
礎
』
一

社
、
二
〇
一
一
年
、
六
頁
で
、
教
育
学
研
究

法
の
課
題
と
し
て
教
育
方
法
学
（
教
員
養
成
学
）
と
教
育
基
礎
学
（
臨

床
、人
間
学
。
歴
史
・
哲
学
な
ど
を
ベ
ー
ス
と
し
た
基
礎
研
究
）に
分
け
、

「
リ
ア
ル
な
事
実
認
識
の
上
に
果
敢
に
理
想
を
掲
げ
る
こ
と
」
を
教
育

学
は
そ
の
先
鋒
と
す
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

８ 

臨
床
教
育
人
間
学
会
『
教
育
臨
床
人
間
学
１　

他
者
に
臨
む
知
』
世

織
書
房
、
二
〇
〇
四
年
。

９ 「
臨
床
経
験
の
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
「
教
育
」
を
語
る
言
葉
」
山
口
恒

夫　

臨
床
教
育
人
間
学
会
編 

『
臨
床
教
育
人
間
学
２　

リ
フ
レ
ク
シ
ョ

ン
』 

東
信
堂
、
二
〇
〇
七
年
、
十
五
頁
。

10 
田
中
智
志
『
教
育
学
が
わ
か
る
事
典
』
日
本
実
業
出
版
社　

二
〇
〇
二

年 

、
二
三
一
頁
。

11 

佐
伯
胖
『
学
び
の
構
造
』
を
は
じ
め
と
す
る
認
知
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
が
教
育
学
、
特
に
幼
児
教
育
の
場
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
一
九
九
〇

年
代
以
降
、
上
か
ら
（
高
等
教
育
改
革
）
で
は
な
い
下
か
ら
（
就
学

前
）
の
教
育
の
立
て
直
し
を
教
育
研
究
の
本
流
に
据
え
、「
幼
児
（
教

育
）を
知
ら
ず
し
て
教
育
は
語
れ
な
い
」意
識
・
状
況
が
研
究
者
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
内
に
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
。

12 

デ
ュ
ル
ケ
ム
に
よ
る
と
「
社
会
的
事
実
」
と
は
、
個
人
の
外
に
あ
っ

て
個
人
の
行
動
や
考
え
方
を
拘
束
す
る
、
集
団
あ
る
い
は
全
体
社
会

に
共
有
さ
れ
た
行
動
・
思
考
の
様
式
の
こ
と
で
あ
り
、「
集
合
表
象
」（
直

訳
だ
と
集
合
意
識
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
理
論
は

長
い
間
、
近
代
教
育
を
支
え
、
学
校
教
育
で
の
中
で
展
開
さ
れ
る
「
教

育
的
事
象
」「
発
達
・
成
長
」
の
物
語
を
「
社
会
化
」
の
文
脈
で
、
社

会
科
学
的
に
分
析
す
る
有
効
な
手
段
と
な
り
得
た
。
原
聡
介
監
修　

田
中
智
志
編
『
教
育
学
の
基
礎
』
一

社
、
二
〇
一
一
年
、
二
四
頁
。

13 
諏
訪
哲
二
『
学
校
は
な
ぜ
壊
れ
た
か
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、　

四
九
頁
。

14 
原
聡
介
監
修　

田
中
智
志
編
『
教
育
学
の
基
礎
』
一

社
、
二
〇
一
一

年
、
二
六
―
三
〇
頁
。

15 
残
念
な
が
ら
、
こ
う
し
た
教
育
全
般
に
対
す
る
学
と
し
て
の
捉
え
直

し
が
な
さ
れ
て
き
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
部
の
教
員
養
成
系
大
学
、

教
育
学
部
で
は
相
変
わ
ら
ず
「
教
育
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」「
如
何
に
教
え

る
か
」
へ
の
期
待
が
相
変
わ
ら
ず
亡
霊
の
よ
う
に
燻
っ
て
い
る
。「
教

え
方
」
に
関
す
る
議
論
の
前
提
に
は
こ
う
し
た
「
教
育
臨
床
」、「
個

人
の
変
容
」、「
ま
な
ざ
し
」
と
「
物
語
」
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の

枠
組
み
の
上
で
学
び
の
ス
タ
イ
ル
に
寄
り
添
う
一
つ
の
在
り
方
と
し
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て
で
し
か
、
も
は
や
「
教
育
方
法
」
は
存
在
し
え
な
い
と
個
人
的
に

は
考
え
て
い
る
。

16 
野
口
裕
二
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
社
会
学
』
勁
草
書
房
、

二
〇
〇
五
年
、
九
頁
。

17 K
.J.

ガ
ー
ゲ
ン
（K

enneth J. Gergen

）『
社
会
構
成
主
義
の
理
論

と
実
践
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
三
頁
。

18 B
erger, P

. L
 &

 L
uckm

ann, T
.

（1966

）T
he social 

construction of reality.  A
 treatise in the sociology of 

know
ledge. D

oubleday.
（
山
口
節
夫
訳
『
日
常
世
界
の
構
成
』
新

曜
社
、
一
九
七
七
年
）

19 
拙
稿
「
保
育
者
養
成
に
お
け
る
思
考
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
言
語
化
に
関

す
る
省
察
」『
保
育
士
養
成
研
究
』第
30
号
、全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
、

二
〇
一
三
年
三
月
。

20
野
口
裕
二
『
物
語
と
し
て
の
ケ
ア
』　

医
学
書
院
、
二
〇
〇
二
年
。

21 
野
口
裕
二
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
臨
床
社
会
学
』　

頚
草
書
房
、
二
〇
〇
五

年
、
四
〇
―
四
二
頁
。

22 
野
口
裕
二
『
物
語
と
し
て
の
ケ
ア　

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の

世
界
へ
』
医
学
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
一
六
頁
。

23 
浜
田
寿
美
男
「
幼
い
子
ど
も
の
人
権
を
考
え
る
―
子
ど
も
の
「
最
善

の
利
益
」
と
は
何
か
―
」
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
、
東
北
ブ
ロ
ッ

ク
セ
ミ
ナ
ー
（
二
〇
一
四
年
十
一
月
八
日
：
秋
田
大
学
）
基
調
講

演
：
資
料
六
頁
。
浜
田
寿
美
男
『「
私
」
と
は
何
か
―
こ
と
ば
と
身
体

の
出
会
い
』 

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九
九
年
、
二
一
―
二
五
頁
、

二
〇
九
頁
。
障
碍
児
の
認
知
・
世
界
と
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
記
述

は
言
語
・
身
体
の
関
係
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
は
極
め
て
示
唆
に

富
ん
で
い
る
。

24 
子
ど
も
と
保
育
総
合
研
究
所
編
、
佐
伯 

胖
・
大
豆
生
田
啓
友
ほ
か
『
子

ど
も
を
「
人
間
と
し
て
み
る
」
と
い
う
こ
と
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
三
年
、
九
四
―
九
六
頁
。

25 
汐
見
稔
幸
「
子
ど
も
を
「
人
間
と
し
て
み
る
」
こ
と
の
「
人
間
学
」」

『
子
ど
も
「
人
間
と
し
て
み
る
」
と
い
う
こ
と
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
〇
一
三
年
、
二
五
一
頁
。

26
前
掲　

佐
伯 

胖
、
二
〇
一
三
年
、
九
三
頁
。

27
村
井
実
『
道
徳
は
教
え
ら
れ
る
か
（
村
井
実 

著
作
集
４
）』
小
学
館
、

　

一
九
八
七
年
。
原
典
は
村
井
実
『
道
徳
は
教
え
ら
れ
る
か
』
国
土
社
、

　

一
九
六
七
年
。

28 
こ
の
「
訴
え
」
は
、
大
阪
「
ア
ト
ム
保
育
所
」
で
の
実
践
を
佐
伯
先

生
が
分
析
し
た
例
で
知
ら
れ
る
。
子
ど
も
た
ち
が
徹
底
的
に
お
互
い

の
思
い
を
ぶ
つ
け
あ
い
訴
え
合
う
姿
か
ら
（
多
く
は
単
に
ケ
ン
カ
を

し
て
い
る
と
、
保
育
に
興
味
が
な
い
人
か
ら
は
み
ら
れ
が
ち
な
の
だ

が
）、
当
事
者
も
周
り
の
子
ど
も
も
「
お
互
い
の
よ
さ
」
に
気
付
き
認

め
合
う
関
係
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
。

　
 

前
掲　

佐
伯 

胖
、
二
〇
一
三
年
、
三
二
頁
に
も
、
佐
伯
胖
『
わ
か
る

と
い
う
こ
と
の
意
味
』
小
学
館
、
二
〇
〇
六
年
に
も
あ
る
。

29 M
oore,G.E. Pricipia Ethica　

ム
ー
ア
は
こ
の
『
倫
理
学
原
理
』

の
な
か
で
、「
望
ん
で
い
る
（desired

）」
こ
と
か
ら
「
望
ま
し
い
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（desire

）」
と
い
う
こ
と
を
論
理
的
に
は
導
出
で
き
な
い
の
だ
が
、
こ

の
よ
う
に
導
出
で
き
な
い
こ
と
を
で
き
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
を

「
自
然
主
義
的
誤
謬
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
自
然
主
義
的
誤
謬
」

に
倫
理
学
、
心
理
学
、
教
育
学
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
陥
っ
て

い
る
と
指
摘
す
る
。

30
前
掲　

村
井
実
『
道
徳
は
教
え
ら
れ
る
か
（
村
井
実　

著
作
集
４
）』

小
学
館
、
一
九
八
七
年
。

31
赤
坂
憲
雄
「
や
が
て
、
福
島
が
始
ま
り
の
土
地
と
な
る
」『
世
界
』

二
〇
一
三
年
一
月
号
、
一
六
三
頁
。

32
平
成
二
十
六
年
度
第
一
回
福
島
県
子
ど
も
子
育
て
会
議　

議
事
録
、

一
三
―
一
六
頁
。

33
矢
野
久
美
子
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
四
年
。

一
四
九
頁
、
一
七
九
頁
、
二
二
三
頁
。

34
赤
坂
憲
雄
「
や
が
て
、
福
島
が
始
ま
り
の
土
地
と
な
る
」『
世
界
』

二
〇
一
三
年
一
月
号
、
一
六
四
頁
。

35
前
掲　

原
聡
介
監
修　

田
中
智
志
編
『
教
育
学
の
基
礎
』
一

社
、

二
〇
一
一
年
、
一
六
九
頁
。

36
詳
細
は　

拙
稿
「
福
島
県
い
わ
き
市
に
お
け
る
震
災
後
の
保
育
士
養
成

の
現
状
と
課
題　

― 

学
生
の
「
語
り
」
と
「
主
体
」
形
成
に
関
す
る

考
察 

―
」
平
成
二
十
七
年
度
『
い
わ
き
短
期
大
学
紀
要
』
を
ご
覧
頂

き
た
い
。

〈
参
考
文
献
〉

・
森
田
伸
子
『
子
ど
も
と
哲
学
を　

問
い
か
ら
希
望
へ 

』　

勁
草
書
房
、

二
〇
一
一
年
、
二
九
〇
―
二
九
三
頁
、
九
―
一
〇
頁
。

・
広
田
照
幸
『
教
育
学　

hum
anities 

』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、

六
九
頁
、
一
〇
五
頁
、
一
三
九
頁
。

・
佐
藤 

学
『 

教
育
の
方
法 

』
放
送
大
学
選
書
、
二
〇
一
〇
年
。

・
臨
床
教
育
人
間
学
会
編 

『
臨
床
教
育
人
間
学
３　

生
き
る
こ
と
』 

東
信

堂
、
二
〇
〇
八
年
、
六
頁
。

・
臨
床
教
育
人
間
学
会
編
『
臨
床
教
育
人
間
学
４　

関
係
性
を
め
ぐ
っ

て
』 

東
信
堂
、
二
〇
一
一
年
。

・
ジ
ェ
ー
ム
・
ス
ワ
ト
ソ
ン
、
オ
リ
バ
ー
・
サ
ッ
ク
ス
ほ
か
（
吉
成
真
由

美
編
）『 

知
の
逆
転 

』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
新
書
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
二
頁
。

・
野
口
裕
二
『
物
語
と
し
て
の
ケ
ア
』　

医
学
書
院
、
二
〇
〇
二
年
。

・
野
口
裕
二
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
臨
床
社
会
学
』　

頚
草
書
房
、二
〇
〇
五
年
、

四
〇
―
四
二
頁
。

・
浜
矩
子
「
国
家
の
社
会
性
を
取
り
戻
す
た
め
に
『
21
世
紀
の
資
本
』
が

壊
す
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
の
幻
想
」『
現
代
思
想　

1
月
臨
時
増
刊　

ピ

ケ
テ
ィ
『
21
世
紀
の
資
本
』
を
読
む
』
二
〇
一
四
年
十
二
月
、青
土
社
、 

六
四
―
六
七
頁
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
漢
字
受
容
の
初
期
形
態
に
つ
い
て

■
論
文
Ⅳ
■

東
日
本
国
際
大
学
東
洋
思
想
研
究
所
准
教
授　

関　

沢　

和　

泉

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

フ
ラ
ン
ス
の
精
神
分
析
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
は
、
一
九
六
三
年

と
一
九
七
一
年
の
二
度
来
日
し
、
そ
れ
ぞ
れ
感
想
を
直
後
の
セ
ミ

ネ
ー
ル
（
参
加
者
に
よ
る
質
疑
応
答
や
発
表
も
含
ま
れ
る
が
、
基
本
的
に

は
日
本
の
制
度
で
言
う
講
義
に
近
い
）
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
（
以
下
、

基
本
的
な
情
報
は
佐
々
木
（
二
〇
〇
七
）、
第
二
部
に
よ
る
）。
と
り
わ
け

二
度
目
の
来
日
は
、
ラ
カ
ン
に
、
文
字
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
、
デ
ィ
ス

ク
ー
ル
と
無
意
識
の
関
係
と
い
う
彼
の
精
神
分
析
理
論
の
基
本
的
な

要
素
に
つ
い
て
再
考
の
機
会
を
与
え
た
様
で
あ
り
、
小
論
「
リ
チ
ュ

ラ
テ
ー
ル
」
と
し
て
、
そ
の
一
部
が
早
く
に
出
版
さ
れ
た
一
九
七
〇

年
か
ら
一
九
七
一
年
の
一
八
番
目
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
彼

の
主
著
で
あ
る
『
エ
ク
リ
』
が
邦
訳
さ
れ
る
際
に
寄
せ
ら
れ
た
日
本

の
読
者
へ
の
序
文
の
「
日
本
人
に
は
精
神
分
析
は
必
要
な
い
」
と
い

う
テ
ー
ゼ
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

　

し
か
し
私
達
が
こ
こ
で
ラ
カ
ン
の
来
日
か
ら
始
め
た
の
は
、
記
号

学
者
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
香
り
の
強
い
日
本

論
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
し
つ
つ
彼
が
展
開
し
て
い
る
日
本
文
化
論

の
全
体
を
取
り
上
げ
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
こ
で
ラ
カ
ン
が
「
日
本

人
に
は
精
神
分
析
は
必
要
な
い
」
と
結
論
す
る
際
に
、
彼
が
日
本
に

お
け
る
漢
字
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
が
重
要
な
鍵
と

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
分
か
り
に
く
い
文
章
で
も
あ
る
た
め
、

長
め
に
引
用
し
て
み
た
い
。
ラ
カ
ン
は
そ
の
序
文
を
次
の
様
に
始
め

て
い
る
。

　

私
〔
の
本
〕
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
、
私

は
戸
惑
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
私
に
可
能
な
範
囲
で
で

す
が
、
か
じ
っ
た
こ
と
の
あ
る
言
語
だ
か
ら
で
す
。

　

私
は
、こ
の
言
語
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
こ
の
言
語
は
、
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非
常
に
洗
練
さ
れ
た
社
会
的
な
絆
を
そ
の
談デ

ィ
ス
ク
ー
ル話

の
う
ち
に
保
持

し
ま
す
が
、
そ
の
完
璧
さ
を
、
私
は
知
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
ら
が
日
本
語
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
知
識
が
あ

る
こ
と
が
、
ま
ず
示
さ
れ
て
い
る
（
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
は
現
在Lacan

（
二
〇
〇
一
）
に
、
邦
訳
は
ラ
カ
ン
（
一
九
七
二
）
だ
が
、
以
下
文
脈
に

合
わ
せ
て
邦
訳
は
多
少
修
正
し
て
い
る
）。
そ
し
て
、
彼
の
談デ

ィ
ス
ク
ー
ル話

に
つ
い

て
の
理
論
を
少
し
ば
か
り
展
開
し
た
後
、
次
の
様
に
続
け
る
。

　

無
意
識
と
い
う
も
の
―
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

を
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
『
エ書

か
れ
た
も
の

ク
リ
』
に
「
ロ
ー
マ
講
演
」
と

し
て
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
談デ

ィ
ス
ク
ー
ル話

を
読
ん
で
く
だ
さ
い
―
は

言ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
（un langage

）
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
、
と

私
は
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

無
意
識
は
、
日
本
語
が
形
作
ら
れ
る
際
の
割
れ
目
を
完
璧
に

塞
ぐ
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
完
璧
で

あ
る
の
で
、
私
は
、
あ
る
日
本
女
性
が
機
知
〔
訳
注　

フ
ロ
イ

ト
と
ラ
カ
ン
に
お
い
て
は
、
意
図
せ
ず
し
て
、
無
意
識
の
真
理
を
明

ら
か
に
す
る
言
葉
の
戯
れ
、
あ
る
種
の
言
葉
遊
び
、
掛
詞
、
駄
洒
落
〕

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
〔
期
せ
ず
し
て
〕
顕
わ
に

す
る
場
面
（la découverte

）
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
大
人
の
日
本
女
性
で
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
の
は
、
日
本
に
お
い
て
、
機
知

は
、
普
段
あ
た
り
ま
え
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
談
話
と
拡
が
り
を

同
じ
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
日
本
語
と
い
う

言ラ
ン
グ語

に
住
ま
う
住
人
の
誰
一
人
と
し
て
精
神
分
析
さ
れ
る
こ
と

を
必
要
と
し
な
い
の
で
す
。
た
だ
し
、パ
チ
ン
コ
や
ス
ロ
ッ
ト
・

マ
シ
ー
ン
と
の
関
係
を
整
理
し
、
あ
る
い
は
よ
り
端
的
に
機
械

仕
掛
け
で
あ
る
か
の
よ
う
な
顧
客
達
と
の
関
係
を
調
整
す
る
と

い
っ
た
目
的
を
除
け
ば
。

　

真
に
話
す
存
在
に
と
っ
て
は
、「
訓
読
み
」〔
が
、
実
の
と
こ

ろ
何
〕
を
〔
言
わ
ん
と
し
て
い
る
か
〕
註
釈
す
る
の
に
、「
音
読
み
」

で
十
分
な
の
で
す
。
音
読
み
と
訓
読
み
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
ペ
ン

チ
〔
で
あ
る
漢
字
〕
は
、
真
に
話
す
存
在
の
幸
い
（bien-être

）

で
す
。
と
い
う
の
も
、
お
か
げ
で
音
読
み
・
訓
読
み
は
〔
圧
着

さ
れ
〕、
焼
き
た
て
の
ワ
ッ
フ
ル
菓
子
の
ご
と
く
作
り
た
て
で

出
て
く
る
か
ら
で
す
。

　

ど
の
よ
う
な
人
々
も
、
自
ら
の
言ラ

ン
グ語

の
な
か
で
中
国
語
を
話

す
―
―
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
言
語
を
、
中
国
語
を
通
し
て

話
さ
れ
る
言
語
（dialecte

）〔
訳
注　

dialecte 

を
、
語
源
を
意

識
し
た
表
現
と
見
て
訳
す
〕
と
す
る
―
―
な
ど
と
い
う
幸
運
は
も

ち
ま
せ
ん
し
、
何
よ
り
も
―
―
そ
し
て
よ
り
重
要
な
点
で
す
が

―
―
、
全
く
異
な
っ
た
言
語
か
ら
文

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

字
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ

り
、
思
考
な
い
し
無
意
識
か
ら
言パ

ロ
ー
ル葉

へ
の
距
離
を
、
ど
ん
な
瞬
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間
で
あ
っ
て
も
明
ら
か
（tangible

）
に
し
て
く
れ
る
よ
う
に

し
た
こ
と
な
ど
な
い
の
で
す
。
…
…

〔
傍
線
お
よ
び
〔　

〕
内
の
注
記
は
筆
者
に
よ
る
〕

　

ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
、（
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
限
り
で
）
日
本
語
以

外
で
は
、
稀
に
し
か
起
こ
ら
な
い
、
無
意
識
の
真
実
を
顕
わ
に
す
る

言
語
活
動
で
あ
る
機
知
が
、
日
本
語
で
は
極
め
て
日
常
的
な
発
話
の

ほ
ぼ
す
べ
て
を
覆
う
か
の
よ
う
に
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
の
も
、
精

神
分
析
が
そ
れ
ぞ
れ
の
発
話
を
分
析
す
る
ま
で
も
な
く
、
漢
字
が
ペ

ン
チ
と
し
て
「
訓
読
み
」
と
「
音
読
み
」
を
繋
ぎ
止
め
て
い
る
こ
と

で
「
音
読
み
」
が
「
訓
読
み
」
を
註
釈
し
て
く
れ
る
か
ら
だ
、
と
言

う
の
で
あ
る
。

　

何
故
「
音
読
み
」
が
「
訓
読
み
」
を
註
釈
す
る
の
で
あ
り
、
逆
で

は
な
い
か
、
と
い
う
点
は
確
か
に
分
か
り
に
く
い
。
と
い
う
の
も
、

お
そ
ら
く
直
観
的
に
日
本
語
話
者
が
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
会
話
の

中
で
耳
に
し
た
だ
け
で
は
分
か
り
に
く
い
漢
語
表
現
を
、
訓
読
み
で

言
い
換
え
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
註
釈
の
方

向
性
の
問
題
に
つ
い
て
、『
エ
ク
リ
』翻
訳
者
で
あ
る
佐
々
木
孝
次
は
、

翻
訳
か
ら
三
〇
年
以
上
を
経
て
こ
の
序
文
を
解
説
す
る
際
に
、
こ
こ

で
ラ
カ
ン
は
日
本
語
話
者
が
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
逆
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
音
読
み
」
と
「
訓
読
み
」
は
相
互
に

註
釈
す
る
と
い
う
意
味
だ
と
し
て
い
る（
佐
々
木（
二
〇
〇
七
）、二
六
六

頁
）。

　

し
か
し
、
よ
り
説
得
的
な
解
釈
は
、
評
論
家
山
城
む
つ
み
が
「
文

学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
山
城
（
一
九
九
五
＝
二
〇
〇
九
）、
一
七
七
―

二
二
八
頁
）
で
提
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
例
え

ば
「
よ
む
」
と
い
う
音
が
、「
読
む
」
で
あ
り
「
詠
む
」
で
あ
り
、

他
に
も
多
く
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
き
た
事
実
に
触
れ
、
た
と
え
そ

れ
ら
が
語
源
と
し
て
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、「
う
た
を
よ
む
」
と
聞

け
ば
「
歌
を
詠
む
」
と
理
解
さ
れ
、「
歌
を
読
む
」
と
は
通
常
理
解

さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
別
の
言
葉
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
こ
そ
ラ
カ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
問
題
で

は
な
い
か
、
と
し
て
、
次
の
様
に
ラ
カ
ン
の
主
旨
を
要
約
し
て
い
る
。

…
…
日
本
語
に
お
い
て
は
〈
訓
読
み
に
よ
る
音
読
み
の
註
釈
〉

と
〈
音
読
み
に
よ
る
訓
読
み
の
註
釈
〉
と
両
方
の
可
能
性
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
カ
ン
が
特
に
後
者
に
注
目
し
た
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
と
問
う
こ
と
で
気
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
音

読
み
に
よ
り
訓
読
み
を
註
釈
す
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
註
釈
に

お
い
て
隠
れ
た
核
と
な
っ
て
い
る
の
が
文
字
の
機
能
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
よ
む
」
と
い
う
音
声
の
下
に
は
外
来
の
文
字

（
読
、
詠
、
数
、
節
、
誦
、
訓
な
ど
の
漢
字
）
の
力
が
暗
に
働
い

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
音
読
み
は
訓
読
み
を
註
釈
す
る
の
に

十
分
」
た
り
う
る
。（
同
、
一
八
〇
頁
）
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す
な
わ
ち
、
ラ
カ
ン
が
こ
こ
で
音
読
み
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
漢

字
の
外
来
の
文
字
と
し
て
意
味
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
側
面
で

あ
り
、
訓
読
み
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
日
常
の
話
に
お
い
て
語
が

出
現
す
る
際
の
音
声
的
側
面
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
山
城
は
分
析
を
展
開
し
、
日
本
の
訓
読
と
い
う
シ
ス
テ
ム

は
、
日
本
語
の
音
声
を
外
来
の
文
字
と
構
文
で
書
く
こ
と
で
、
日
本

語
の
「
文
」
に
、あ
る
分
裂
を
導
入
す
る
だ
け
で
な
く
、外
来
の
「
文
」

化
を
、
そ
の
異
質
性
を
緩
和
し
つ
つ
同
化
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
な
の
で

は
な
い
か
、
と
結
論
し
て
い
る

１
。
こ
こ
に
は
、
確
か
に
な
る
ほ
ど

と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　

日
本
語
と
呼
ば
れ
る
言
語
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
日
本
語
と
今
日

呼
ば
れ
て
い
る
言
語
が
形
作
ら
れ
て
い
く
中
で
、
漢
字
が
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
、
思
想
的
観
点

か
ら
例
え
ば
子
安
（
二
〇
〇
三
）
と
い
っ
た
詳
細
な
分
析
が
存
在
し

て
い
る
。
漢
字
と
日
本
語
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
は
、
こ
う

し
た
内
在
的
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
今
回
漢
字
を
問
題
に
し
た
い
の
は
、
や
や
異
な
っ
た
観

点
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ラ
テ
ン
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
記
さ

れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
母
語
と
す
る
上
述
の
ラ
カ
ン
は
、
主
体
と
の
関

係
で
こ
と
ば
と
文
字
が
果
た
す
役
割
に
大
き
な
重
要
性
を
認
め
て
い

た
が
、
何
故
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
日
本
語
の
表
記
体
系
に
、
何
か
奇
妙

な
も
の
、
精
神
分
析
を
不
要
と
さ
せ
る
ほ
ど
特
異
な
も
の
を
感
じ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
背
景
が
ラ
カ
ン
に
、
日
本
に
お
け
る

漢
字
の
働
き
に
文
字
の
あ
り
方
と
し
て
特
殊
な
点
を
見
い
だ
さ
せ
た

の
だ
ろ
う
か
。
ラ
カ
ン
は
や
や
独
自
に
作
り
直
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
ー
コ

ブ
ソ
ン
に
由
来
す
る
現
代
の
言
語
学
的
・
記
号
学
的
な
知
識
を
背
景

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

こ
に
は
、
ど
こ
か
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
影
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
し

て
、
同
意
す
る
に
せ
よ
、
反
論
す
る
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
議
論
を
前

提
と
し
て
語
る
際
、
私
達
も
ま
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
視
線
に

／
を
同
化
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ラ
カ
ン
が
こ
う
し
た
分
析
を
記
し
て
い
た
の
と
同
じ
頃
、
フ
ラ
ン

ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
も
、
直
接
日
本
語
に
お
け
る
漢
字

の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・

表
音
文
字
を
用
い
る
文
化
圏
の
哲
学
者
達
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と

は
違
う
文
字
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
に
ど
の
よ
う
に
魅
了
さ
れ
つ
つ

も
否
定
し
て
き
た
か
を
様
々
な
機
会
に
分
析
し
て
い
る 

―
― 

例
え

ば
、
原
著
が
一
九
六
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ

い
て
』
や
一
九
七
二
年
の
『
哲
学
の
余
白
』
に
お
い
て
。
デ
リ
ダ
自

身
の
慎
重
な
分
析
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
の
は
別
の
機
会
と
し
た
い

が
、
こ
の
時
期
の
彼
が
し
ば
し
ば
肯
定
的
に
援
用
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
、
中
国
の
漢
字
に
あ
る
種
の
理
想
的
書
記
シ
ス
テ
ム
を
見
て
い
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る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
同
様
の
こ
と
は
、

そ
の
少
し
前
の
宣
教
師
達
が
書
い
た
も
の
に
見
出
す
こ
と
が
出
来

る
。
で
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
要
素
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
う

で
な
い
に
せ
よ
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
言
語
の
表
記
を
当
た
り

前
と
し
て
き
た
人
達
に
、
漢
字
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
た

の
か
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
以
前
の
最
初
の
接
触
に

ま
で
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
で
、
将
来
描
か
れ
る
べ
き
長
い
系
譜
へ

と
開
い
て
み
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　

だ
が
、
こ
の
問
題
は
、
単
に
哲
学
的
・
思
想
的
な
問
題
に
留
ま
る

も
の
で
は
な
い
。

　

現
在
、日
本
語
教
育
の
現
場
に
お
い
て
は
、い
わ
ゆ
る「
非
漢
字
圏
」

の
学
生
に
、
ど
の
よ
う
に
漢
字
を
教
え
る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
非
漢
字
圏
の
学
生
が
直
面
す
る
困
難
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
学
習
の
初
期
に
、
曜
日
を
漢
字
で
ど
の
よ

う
に
書
く
か
を
学
習
し
た
際
に
、「
き
」
と
い
う
音
は
全
て
「
木
」
と
、

「
か
」
は
「
火
」
と
書
く
の
だ
と
理
解
し
て
し
ま
い
、
文
中
の
す
べ

て
の
「
き
」
と
「
か
」
の
音
を
「
木
」
と
「
火
」
で
書
い
て
し
ま
う

と
い
っ
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る（
ヴ
ォ
ル
ビ
ヨ
ワ（
二
〇
一
四
ｂ
）、

一
〇
二
頁
）。
ま
た
、
例
え
ば
「
人
」
と
い
う
漢
字
を
「
ひ
と
」
と
し

て
学
習
し
た
後
、「
日
本
人
」や「
三
人
」を
学
習
し
て
い
く
際
に「
人
」

と
い
う
漢
字
の
読
み
方
の
違
い
に
学
生
が
混
乱
す
る
が
、
そ
こ
に
は

そ
も
そ
も
「
音
読
み
」「
訓
読
み
」
と
い
う
概
念
自
体
の
理
解
が
困

難
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
い
る
と
も
報
告
さ
れ
る
（
カ
イ

ザ
ー
（
二
〇
〇
二
）、
三
九
―
四
〇
頁
）。
実
際
に
、
日
本
語
非
母
語
話

者
、
と
り
わ
け
「
非
漢
字
圏
」
の
学
生
に
日
本
語
を
教
え
た
際
に
、

そ
う
し
た
問
題
に
直
面
し
た
こ
と
が
あ
る
教
師
は
少
な
く
な
い
だ
ろ

う
。
こ
こ
に
は
（
日
本
語
に
お
け
る
）
漢
字
の
、表
音
文
字
（
音
節
文
字
）

圏
出
身
者
に
と
っ
て
の
捉
え
が
た
い
姿
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
表
意
的
な
記
号
と
さ
れ
る
漢
字
自

体
が
潜
在
的
に
有
し
て
い
る
論
理
的
構
造
を
明
示
化
す
る
こ
と

で
、
学
習
者
の
習
得
を
容
易
に
す
る
と
言
う
研
究
も
進
ん
で
い
る

（
例
え
ば
ヴ
ォ
ル
ビ
ヨ
ワ
（
二
〇
一
四
ａ
）、
山
田
ボ
ヒ
ネ
ッ
ク
頼
子
が
中

心
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
し
て
実
装
さ
れ
た K

anjiK
reativ http://w

w
w
.

kanjikreativ.com
/ 

等
）。
こ
う
し
た
研
究
・
実
践
は
大
き
な
成
果
を

あ
げ
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
表
音
文
字
）
を
用

い
て
い
る
文
化
圏
の
哲
学
者
達
が
、
漢
字
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た

の
か
、
そ
の
最
初
の
接
触
の
場
面
を
追
う
こ
と
は
、
表
音
文
字
を
表

記
に
用
い
て
い
る
文
化
圏
の
出
身
者
が
、漢
字
を
前
に
し
た
場
合
に
、

そ
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
の
か
の
モ
デ
ル
を
示
し
て
く

れ
る
の
で
あ
り
、
西
洋
が
漢
字
に
最
初
に
接
触
し
た
際
の
記
録
を
追

う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
実
用
的
な
観
点
か
ら
も
無
駄
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。
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Ⅱ　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
書
字
記
号

　

以
下
で
見
て
い
く
漢
字
受
容
の
背
景
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
遡

る
書
字
記
号
観
が
あ
る
（
こ
こ
で
は
書
か
れ
た
記
号
に
つ
い
て
書
字
記

号
と
い
う
表
記
を
用
い
る
）。
そ
れ
は
長
い
間
、
西
洋
の
言
語
観
、
記

号
観
を
規
定
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
次
章
以
降
、
と
り
わ
け
Ⅳ
章

と
Ⅴ
章
の
前
提
と
な
る
議
論
で
あ
る
た
め
、
簡
単
に
確
認
し
た
い
。

　

問
題
と
な
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
命
題
論
』
冒
頭
部
で

あ
る
。
こ
の
著
作
は
、（
他
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
著
作
」
と
同
様
に
）

タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
り
、
実
際
に
西
洋
で
長
く
読
ま
れ

た
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
ラ
テ
ン
語
訳
に
お
け
る
翻
訳
表
現
の
問
題
も
あ

る
が

２
、
こ
こ
で
は
冒
頭
部
に
お
け
る
書
字
記
号
と
音
声
記
号
と
心

的
イ
メ
ー
ジ
、そ
し
て
外
的
事
物
の
関
係
を
簡
単
に
取
り
上
げ
た
い
。

『
命
題
論
』
は
探
究
す
る
主
題
に
つ
い
て
語
る
短
い
導
入
の
後
、
次

の
様
に
続
く
。

　

声
に
出
し
て
話
さ
れ
る
言
葉
は
、
魂
に
お
い
て
受
動
的
に
起

こ
っ
て
い
る
も
の
の
符
号
で
あ
り
、
書
か
れ
て
い
る
言
葉
は
、

声
に
出
し
て
話
さ
れ
る
言
葉
の
符
号
で
あ
る
。
そ
し
て
文
字
が

す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
じ
で
は
な
い
よ
う
に
、
音
声
も
す
べ

て
の
人
に
と
っ
て
同
じ
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
音
声
は

第
一
に
、
魂
が
も
つ
受
動
的
な
も
の
の
記
号
で
あ
る
が
、
こ
の

受
動
的
な
も
の
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
じ
も
の
で
あ
る
。

ま
た
魂
が
も
つ
受
動
的
な
も
の
は
事
物
・
事
態
の
類
似
物
で
あ

る
が
、
事
物
・
事
態
は
も
と
よ
り
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
じ

も
の
で
あ
る
（16a3 -8

、
早
瀬
邦
訳
（
二
〇
一
三
）、
一
一
二
頁
に

よ
る
）。

　

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
様
々
な
解
釈
が
あ
り
、
厳
密
に
は
個
々
の

説
の
検
討
が
必
要
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
最
も
一
般
的
と
考
え
ら
れ

て
い
る
解
釈
に
従
っ
て
ま
と
め
て
み
よ
う
（
早
瀬
邦
訳
（
二
〇
一
三
）、

補
注
Ａ
参
照
）。

①
事
物
・
事
態
は
万
人
に
と
っ
て
共
通
で
あ
る
。

② 

そ
う
し
た
事
物
・
事
態
の
印
象
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
事
物
・

事
態
と
形
相
を
同
じ
く
す
る
（
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
図
式

で
は
理
解
さ
れ
て
い
る
）
魂
に
お
け
る
受
動
的
に
起
こ
っ
て
い

る
も
の
（
概
念
、
心
的
イ
メ
ー
ジ
）
も
ま
た
万
人
に
共
通
で
あ

る
。

③ 

し
か
し
、
音
声
記
号
は
、
そ
う
し
た
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
記
号

で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
記
号
で
あ
る
の
は
言
語
共
同
体

に
お
け
る
規
約
に
よ
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
諸
言
語
が
異

な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
万
人
に
共
通
で
は
な
い
。

④ 
ま
た
書
字
記
号
は
、
音
声
記
号
の
記
号
で
あ
り
、
や
は
り
万

人
に
共
通
で
は
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
記
述
の
順
番
は
や
や
転

倒
し
て
い
る
が
、
事
物
が
認
識
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
音
声
記
号
が
、
次

い
で
書
字
記
号
が
と
い
う
順
序
で
二
種
の
言
語
記
号
が
導
出
さ
れ
て

く
る
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。こ
こ
で
今
回
の
議
論
に
重
要
な
の
は
、

書
字
記
号
は
あ
く
ま
で
も
音
声
記
号
の
記
号
な
の
で
あ
り
、
音
声
記

号
が
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
直
接
的
な
記
号
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
常

に
音
声
記
号
を
媒
介
し
て
機
能
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
一
般
に
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
的
と
言
わ
れ
る
事
物
の
本
性
を
自
然
に

（
直
接
的
に
）
表
わ
し
て
い
る
言
語
（
が
存
在
す
る
は
ず
だ
）
と
い
う

観
点
を
避
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は 

―
― 

す
な
わ
ち
、

や
や
単
純
化
し
て
現
代
的
な
用
語
を
用
い
れ
ば
、
言
語
記
号
は
恣
意

的
な
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は 

―
―
、こ
の
よ
う
に
し
て
書
字
記
号
は
、万
人
に
共
通
の
心
的
イ
メ
ー

ジ
か
ら
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
元
と
な
る
事
物
・
事
態
か
ら
、
二
重

に
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
書
字
記
号
は
あ
く
ま
で
も
音

声
記
号
の
記
号
で
し
か
な
く
、
書
字
記
号
が
記
号
と
し
て
機
能
す
る

に
は
、
必
ず
音
声
記
号
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
書
字
記
号
理
解
は
、
一
字
一
字
が
音
声
を
表

わ
す
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
的
な
書
字
記
号
に
特
有
の
も
の
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
句
読
点
が
発
達
し
て
お
ら
ず
、
黙
読
の
習

慣
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
古
代
に
お
け
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
姿

を
反
映
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
Ⅳ

章
、
Ⅴ
章
で
見
て
い
く
よ
う
に
、
漢
字
を
前
に
し
て
、
こ
う
し
た
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
図
式
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

同
時
に
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
図
式
は
堅
固
な
も
の
と
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
書
字
記
号
観
の
基
礎
に
残
り
続
け
る
こ
と
と
な
る
。

Ⅲ　

現
代
の
言
語
学
に
お
け
る
漢
字

　

思
想
史
的
な
観
点
か
ら
は
寄
り
道
と
な
る
が
、
こ
こ
で
、
現
代
の

言
語
学
に
お
い
て
、
漢
字
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
、
そ

の
一
端
を
確
認
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
前
節
で
見
た
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
お
け
る
書
字
記
号
の
問
題
と
よ
く
似
た
構
図
が
現
代
の
（
第

二
）
言
語
習
得
理
論
で
も
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

私
達
は
、
前
節
で
、
長
ら
く
西
洋
の
記
号
観
・
言
語
観
を
規
定
し

続
け
た
（
そ
し
て
規
定
し
続
け
て
い
る
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
観
点

に
お
い
て
、
書
か
れ
た
語
（
書
字
記
号
）
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
音
声

と
し
て
の
語
（
音
声
記
号
）
を
指
示
・
意
味
表
示
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
は
、
書
か
れ
た
語
は
、
心
的
な
意
味
表
象

へ
と
直
接
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
旦
音
声
表
象
を
介
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
、
現
代
の
言
語
学
的
な

研
究
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
書
か
れ
た
言
葉
、
と
り
わ
け
漢
字
は
ど
の

よ
う
な
経
路
で
、
意
味
す
る
言
語
記
号
と
し
て
私
達
に
よ
っ
て
処
理

さ
れ
、
機
能
す
る
に
至
る
の
だ
ろ
う
か
。
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は
じ
め
に
、
文
字
が
現
代
の
言
語
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
分
類

さ
れ
て
い
る
か
を
簡
単
に
確
認
し
た
い
。
実
は
異
な
っ
た
基
準
に
よ

り
幾
つ
か
の
分
類
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、瀬
田
（
二
〇
〇
九
、一
五
五

―
一
五
六
頁
）
に
拠
れ
ば
、
次
の
様
な
分
類
が
一
般
的
だ
と
言
う
。

絵
文
字　

　

事
物
を
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
書
い
た
絵
。

表
意
文
字　

 

事
物
（
あ
る
い
は
そ
）
の
概
念
を
表
す
文
字
で
、
絵

文
字
を
起
源
と
し
て
い
て
も
、
元
に
な
っ
た
事
物
を

表
わ
し
て
い
る
と
分
か
ら
な
い
ほ
ど
変
形
さ
れ
て
い

る
。
一
般
に
は
漢
字
が
代
表
例
と
さ
れ
る
が
そ
れ
が

適
切
か
は
議
論
も
あ
る
。

表
音
文
字　

 

音
声
の
み
を
表
わ
す
。
た
だ
し
一
文
字
が
一
音
素
を

表
わ
す
単
音
文
字
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
と
、
日
本
語

の
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
の
よ
う
に
一
文
字
が
一
音

節
を
表
わ
す
音
節
文
字
が
あ
る
。

表
語
文
字　

 

一
文
字
が
一
語
を
表
わ
す
も
の
を
言
う
。
た
と
え
ば

§
（
英
語
で
はsection

）
や
漢
字
が
そ
う
で
あ
る
と

言
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
だ
し
漢
字
の
場
合
は
一

文
字
が
一
語
を
表
わ
さ
な
い
場
合
も
あ
る
た
め
厳
密

に
は
適
切
で
な
い
場
合
も
あ
る
。

　

他
に
、
表
語
文
字
、
音
節
文
字
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
字
と
い
う

三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
分
類
を
提
案
す
る
者
、
思
考
文
字
（
言
語

を
越
え
て
観
念
を
伝
え
る
）
と
音
声
文
字
の
二
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
分
類
す

る
者
、
音
を
書
き
記
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
音

節
文
字
、
表
語
音
節
文
字
（
漢
字
は
こ
こ
に
入
る
）
に
分
類
す
る
提
案

な
ど
が
あ
る
（
同
、
一
五
六
頁
）。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
が
二
点
あ
る
。
第
一
に
、
漢
字
の
位
置
は

こ
う
し
た
現
代
の
言
語
学
に
お
け
る
文
字
の
分
類
の
中
で
も
、
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト（
単
音
文
字
）に
比
べ
不
安
定
で
あ
る
と
言
う
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
表
意
文
字
と
表
語
文
字
に
分
類
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
分
類

に
は
異
論
も
あ
る
。
こ
の
不
安
定
な
状
況
は
、
こ
の
後
の
章
で
の
揺

れ
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
分
類
が
基
本
的
に
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
的
な
音
声
を
表
わ
す
文
字
を
前
提
と
し
、
そ
こ
か
ら
他
の
種

類
の
文
字
を
記
述
す
る
と
い
う
歴
史
に
由
来
す
る
こ
と
に
よ
る
と
思

わ
れ
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
混
乱
が
あ
る
中
で
、
文
字
と
し
て
の

漢
字
の
理
解
に
は「
語
を
示
し
て
い
る
」と
い
う
理
解
と
、「
事
物
（
あ

る
い
は
そ
）
の
観
念
を
表
わ
し
て
い
る
」
と
い
う
、
少
な
く
と
も
二

つ
の
理
解
の
方
向
性
が
あ
る
と
言
う
点
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
理
解

は
、
Ⅳ
章
で
扱
う
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
漢
字
観
と
、
Ⅴ
章
で
扱

う
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
お
け
る
漢
字
観
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
お
り
、

後
に
見
る
よ
う
に
、
西
洋
世
界
に
お
け
る
漢
字
と
の
接
触
初
期
か
ら

存
在
す
る
揺
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
痕
跡
が
現
在
で
も
見
ら
れ
る
の
で
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あ
る
。

　

第
二
言
語
学
習
の
場
面
に
戻
ろ
う
。

　

主
に
英
語
の
第
二
言
語
習
得
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
門
田
修
平

は
、
日
本
語
の
漢
字
に
関
し
て
、
英
語
と
の
比
較
で
興
味
深
い
研
究

を
残
し
て
い
る
（
門
田
（
二
〇
〇
六
）、
第
六
章
）。
現
代
に
お
け
る
実

験
を
通
じ
た
言
語
学
的
研
究
で
は
あ
る
が
、
こ
の
研
究
は
、
以
下
で

検
討
す
る
過
去
の
思
想
が
何
を
問
題
に
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
の
一
つ
の
補
助
線
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
現
代
の
言
語
学
に
お
い
て
、
私
達
の
脳
内
に
は
自
ら
が

知
っ
て
い
る
語
彙
の
情
報
（
意
味
に
関
わ
る
情
報
や
構
文
に
関
わ
る
情

報
）
を
集
め
た
「
心
的
辞
書
（
メ
ン
タ
ル
レ
キ
シ
コ
ン
）」
と
呼
ば
れ

る
あ
る
種
の
辞
書
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
達
が

何
ら
か
の
発
話
を
聞
き
、あ
る
い
は
何
ら
か
の
文
章
を
読
ん
だ
際
に
、

こ
の
辞
書
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
語
の

意
味
等
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ

で
門
田
（
二
〇
〇
六
）
が
実
験
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
は
、（
耳
で
語
を
聞
く
の
で
は
な
く
）書
か
れ
た
英
語
の
語（
綴
り
）

を
見
た
際
に
、
私
達
は
、
一
度
そ
れ
を
（
実
際
に
発
話
し
な
く
て
も
脳

内
で
の
処
理
と
し
て
）
音
韻
表
象
（
あ
る
言
語
で
言
語
的
な
単
位
と
し
て

理
解
さ
れ
る
音
声
の
表
象
）
と
し
て
変
換
し
た
後
に
、
そ
う
し
た
音
韻

表
象
を
通
し
て
心
的
辞
書
に
ア
ク
セ
ス
し
意
味
へ
と
変
換
し
て
い
る

の
か
、
そ
れ
と
も
視
覚
的
な
情
報
を
音
声
的
な
情
報
に
変
換
す
る
こ

と
な
く
、
視
覚
的
な
デ
ー
タ
を
元
に
直
接
心
的
辞
書
に
ア
ク
セ
ス
し

意
味
へ
と
変
換
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
彼
は
、
音

声
情
報
を
通
じ
た
ル
ー
ト
を
「
音
韻
符
号
化
ル
ー
ト
」
と
呼
び
、
視

覚
的
ル
ー
ト
を
「
直
接
的
視
覚
ル
ー
ト
」
と
呼
び
、
こ
う
し
た
二
重

の
ル
ー
ト
が
、
書
か
れ
た
も
の
を
私
達
が
処
理
す
る
た
め
に
心
的
辞

書
に
ア
ク
セ
ス
す
る
際
に
存
在
し
て
い
る
と
仮
説
を
立
て
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
じ
問
題
が
漢
字
の
場
合
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
か
も
実
験
し
て
い
る
。

　

実
験
の
結
果
は
大
変
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。結
論
と
し
て
は
、

英
語
の
場
合
も
、漢
字
の
場
合
も
、ど
ち
ら
も「
音
韻
符
号
化
ル
ー
ト
」

「
直
接
的
視
覚
ル
ー
ト
」
の
両
者
が
機
能
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
の
場

合
も
「
音
韻
符
号
化
ル
ー
ト
」
が
基
本
的
な
ル
ー
ト
で
あ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
通
常
は
「
音
韻
符
号

化
ル
ー
ト
」
が
活
性
化
さ
れ
、
こ
ち
ら
が
主
に
機
能
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
特
に
英
語
の
場
合
は
、
音
韻
符
号
化
ル
ー
ト
の
方
が
処

理
の
速
度
が
速
い
。
し
か
し
英
語
の
場
合
も「
音
韻
符
号
化
ル
ー
ト
」

の
活
動
が
何
ら
か
の
理
由
で
阻
害
さ
れ
る
と
、「
直
接
的
視
覚
ル
ー

ト
」
が
活
性
化
す
る
こ
と
が
あ
る
（
同
、一
五
〇
―
一
五
一
頁
）。
で
は
、

漢
字
の
場
合
は
ど
う
か
。
漢
字
の
場
合
も
両
方
の
ル
ー
ト
が
機
能
し

て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
漢
字
の
場
合
は
、
音
韻
符

号
化
ル
ー
ト
の
方
に
処
理
の
速
度
が
極
め
て
速
い
と
い
う
事
実
は
確
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認
さ
れ
ず
、
や
や
速
い
と
い
う
程
度
に
留
ま
る
。
ま
た
、
英
語
の
場

合
と
は
違
っ
た
形
で
「
直
接
的
視
覚
ル
ー
ト
」
が
何
ら
か
の
機
能
を

果
た
し
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
（
同
、
一
六
三
―
一
六
五
頁
）。

　

前
者
の
英
語
の
場
合
の
結
果
は
、
確
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
示

し
、
西
洋
の
言
語
思
想
の
枠
組
み
の
中
で
長
い
間
支
配
的
で
あ
っ
た

「
書
字
記
号
は
音
声
（
表
象
）
を
意
味
表
示
す
る
」
と
い
う
構
図
が
、

実
験
的
に
も
あ
る
程
度
支
持
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。し
か
し
、

そ
こ
で
は
同
時
に
そ
う
で
は
な
い
ル
ー
ト
、
す
な
わ
ち
視
覚
的
表
象

が
直
接
意
味
（
心
的
辞
書
）
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
可
能
性
も
潜
在
的

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。ま
た
漢
字
の
場
合
は
、

視
覚
的
表
象
か
ら
直
接
意
味
（
心
的
辞
書
）
に
繋
が
っ
て
い
る
可
能

性
が
示
唆
さ
れ
つ
つ
も
、
や
は
り
音
韻
表
象
を
介
し
た
ル
ー
ト
が
重

要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
は
、

脳
内
の
過
程
に
お
い
て
、
確
か
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
る
表
記
と

漢
字
に
よ
る
表
記
の
間
に
何
ら
か
の
処
理
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
基
本
的
な
処
理
は
共
有
さ
れ
て

い
る 

―
― 

具
体
的
に
は
、
特
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
英
語
）
に
お

い
て
も
文
字
が
直
接
意
味
を
表
示
す
る
経
路
が
あ
り
、
そ
し
て
漢
字

に
お
い
て
も
音
韻
的
経
路
が
重
要
で
あ
る 

―
― 

と
い
う
実
験
結
果

は
、
両
者
が
質
的
に
全
く
異
な
っ
た
記
号
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
そ
れ
以
外
の
文
字
を
全
く

異
な
っ
た
原
理
に
よ
る
文
字
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
象
す
る
こ
と
に

潜
む
危
険
性
を
警
告
し
て
く
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
以
下
で
見
て

い
く
よ
う
な
西
洋
の
哲
学
者
に
よ
る
漢
字
に
対
す
る
理
解
の
仕
方
に

は
、
や
は
り
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
当
然
の
前
提
と
し
、
そ
こ
か
ら
漢

字
を
見
た
場
合
の
視
線
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
を

警
告
し
て
い
る
。

　

以
上
の
研
究
は
、
脳
内
で
の
処
理
を
実
験
を
通
し
て
再
構
築
す
る

も
の
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
実
験
と
検
証
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
る
が
、こ
れ
ら
に
よ
っ
て
改
め
て
確
保
さ
れ
た
「『
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
を
当
た
り
前
と
す
る
立
場
か
ら
の
視
線
』
を
相
対
化
す
る
立
場
」

か
ら
、
以
下
、
具
体
的
な
テ
キ
ス
ト
の
検
討
に
入
っ
て
い
き
た
い
。

Ⅳ　

最
初
の
出
会
い
―
―
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
時
代

　

は
じ
ま
り
は
十
三
世
紀
で
あ
る
。

　

こ
の
最
初
の
接
触
に
つ
い
て
は
、
実
存
主
義
の
時
代
に
至
る
ま
で

の
東
西
文
化
交
流
を
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
の
接
触
の

過
程
と
し
て
描
い
た
『
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
』
上
下

巻
の
著
者
堀
池
信
夫
が
、
や
は
り
出
発
点
と
し
て
描
い
て
い
る
（
堀

池（
一
九
九
六
）、同（
二
〇
〇
二
））。
何
故
こ
の
時
代
が
出
発
点
な
の
か
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
し
た
物
的
・
文
化
的
交
流
は
確
か
に
存
在
し
て

い
た
が
、
こ
の
時
代
に
元
、
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
の
帝
国
に
よ
る
人
的
交

流
が
深
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
中
で
、
十
一
世
紀
以
降
存

在
し
て
は
い
た
が
、
必
ず
し
も
客
観
的
と
は
言
え
な
か
っ
た
様
々
な
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東
方
の
情
報
が
、
プ
ラ
ノ
・
カ
ル
ピ
ニ
の
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
や
リ
ュ
ブ

リ
ュ
ク
・
ギ
ョ
ー
ム
ら
の
旅
行
記
に
よ
り
、
新
た
に
、
よ
り
正
確
な

形
で
書
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る（
堀
池（
一
九
九
六
）、一
四

―
一
九
頁
）。
そ
う
し
た
中
で
、中
世
に
お
け
る
記
号
学
の
分
野
で
も
、

ま
た
学
問
全
般
に
お
け
る
経
験
的
な
要
素
を
強
調
し
た
人
物
と
し
て

も
知
ら
れ
る
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
は
、
自
身
は
実
際
に
は
東
方
に

足
を
運
ば
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
よ
り
正
確
な
情
報
を
利
用

し
て
、
東
方
の
諸
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
比
較
し
、
あ
る
種
の
比
較

宗
教
学
の
よ
う
な
分
析
さ
え
行
っ
て
い
る（
同
、一
三
四
―
一
五
二
頁
）。

そ
れ
も
ま
た
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
点
に
つ

い
て
は
先
ほ
ど
か
ら
言
及
し
て
い
る
堀
池
（
一
九
九
六
）
に
詳
細
な

分
析
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
主
題
で
あ
る
中
国
の
漢
字
に

焦
点
を
絞
り
た
い
。

　

当
時
の
教
皇
に
求
め
ら
れ
て
送
っ
た
『
大
著
作
』
と
呼
ば
れ
る
代

表
作
の
中
で
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
は
、
情
報
源
と
し
て
リ
ュ
ブ

リ
ュ
ク
・
ギ
ョ
ー
ム
の
旅
行
記
『
イ
テ
ィ
ネ
ラ
リ
ウ
ム
』
に
大
部
分

依
拠
し
つ
つ
も
、
当
時
の
記
号
理
論
・
言
語
理
論
の
第
一
人
者
の
一

人
で
あ
る
彼
ら
し
く
、
資
料
の
少
な
い
中
で
は
、
そ
れ
な
り
に
正

当
な
漢
字
の
記
述
を
試
み
て
い
る
。
基
本
的
に
は
リ
ュ
ブ
リ
ュ
ク
・

ギ
ョ
ー
ム
の
成
果
で
も
あ
る
の
だ
が
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
記

述
に
即
し
て
見
て
み
よ
う
。
ベ
ー
コ
ン
は
、
ま
ず
タ
ル
タ
ル
（
モ
ン

ゴ
ル
）
の
文
字
に
つ
い
て
記
述
し
た
後
、
次
の
様
に
続
け
て
い
る
。

　

チ
ベ
ッ
ト
の
人
達
は
私
達
と
同
様
に
書
き
、
私
達
の
も
の
に
類

似
し
た
形
態
〔
の
文
字
〕（figura

）
を
有
し
て
い
る
。
タ
ン
グ
ー

ト
の
人
々
は
、
ア
ラ
ビ
ア
の
人
達
と
同
様
に
、
右
か
ら
左
へ
と

書
く
が
、
上
に
伸
び
る
線
が
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。
東
方
の

キ
タ
イ
〔
中
国
〕
の
人
々
は
、
画
家
が
絵
を
描
く
の
に
使
う
筆

（punctorium

）
を
使
っ
て
書
き
、
一
つ
の
文
字
（figura

）
の

内
に
複
数
の
構
成
要
素
（plures literae

）
を
書
き
込
み
、
こ

れ
ら
の
構
成
要
素
〔
の
総
体
〕
が
一
つ
の
語
を
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
多
く
の
構
成
要
素
を
〔
自
身
の
内
に
〕
同

時
に
含
み
持
っ
て
い
る
文
字
記
号
（characteres

）
が
生
じ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
は
真
の
文
字
記
号
（veri 

characteres

）
で
あ
り
、
構
成
要
素
か
ら
合
成
さ
れ
る
点
で
自

然
学
的
と
い
っ
て
も
良
い
も
の
で
あ
り
、〔
そ
の
一
つ
一
つ
が
〕

語
〔
と
し
て
〕
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

T
hebeth scribunt sicut nos, et habent figuras sim

iles 
nostris. T

angut scribunt a dextra in sinistram
, sicut 

A
rabes, sed m

ultiplicant lineas ascendendo. Cathai 
orientales scribunt cum

 punctorio quo pingunt 
pictores, et faciunt in una figura plures literas 
com

prehendentes unam
 dictionem

, et ex hoc veniunt 
characteres qui habent m

ultas literas sim
ul; unde 
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veri characteres, et physici sunt com
positi ex literis, 

et habent sensum
 dictionum

.
（
ラ
テ
ン
語
原
文　

三
七
四
頁
、
英
訳　

三
八
九
頁
、
邦
訳　

堀
池

（
一
九
九
六
）、
一
二
五
頁
。
た
だ
し
英
訳
と
邦
訳
は
、
ラ
テ
ン
語
の

dictio

を
英
語
のsentence

の
意
と
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、

ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
真
意
を
伝
え
損
ね
て
い
る
。）

　

当
時
の
言
語
理
論
で
用
い
ら
れ
る
用
語
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
近

代
語
へ
の
翻
訳
が
難
し
い
文
章
だ
が
、
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
筆
に

よ
っ
て
書
か
れ
る
と
い
う
以
外
に
、
漢
字
の
次
の
よ
う
な
特
徴
で
あ

る
。① 

こ
こ
で
構
成
要
素
と
訳
し
たlitera

は
、
確
か
に
ラ
テ
ン
語
に

お
け
る
文
字
の
意
味
で
は
あ
る
が
、
ラ
テ
ン
語
文
法
家
で
あ
る

プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
の
伝
統
で
は
「
そ
れ
以
上
分
割
で
き
な
い
一

つ
の
音
声
を
表
わ
す
最
小
単
位
」
の
意
で
あ
り
、
人
間
音
声
の

構
成
要
素
の
記
号
で
あ
り
、
分
節
化
さ
れ
た
音
声
の
像
で
あ
る

（
プ
リ
ス
キ
ア
ヌ
ス
『
文
法
教
程
』、
第
一
巻
、「litera

」
の
章
）。

② 

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
「
一
つ
の
形
態
（figura

）
＝
一
つ
の
構

成
要
素
」
と
い
う
構
造
を
持
つ
の
に
対
し
、
漢
字
は
、
一
つ
の

形
態
の
内
に
、
そ
う
し
た
構
成
要
素
を
複
数
、
し
か
も
同
時
に

含
ん
で
い
る
。

 

③ 

こ
う
し
て
一
つ
の
形
態
に
含
ま
れ
た
複
数
の
構
成
要
素
は
全
体

と
し
て
一
つ
の
語
（dictio

）
を
表
現
し
て
い
る
。

④ 

こ
の
よ
う
な
漢
字
の
こ
と
を
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
は

character

と
呼
ん
で
い
る
（
仮
に
区
別
の
た
め
文
字
記
号
と
訳

し
て
お
く
）。
こ
れ
は
、構
成
要
素
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
点
で
、

自
然
が
要
素
（
元
素
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ

り
、
自
然
学
的
（physici

）
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
（
プ
リ
ス

キ
ア
ヌ
ス
が
、litera

を
元
素
（elem

entum

）
の
し
る
し
（nota

）

と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）。

　

こ
う
し
た
記
述
を
総
合
す
る
と
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
が
次
の

様
に
理
解
し
て
い
る
可
能
性
は
存
在
す
る
。
一
つ
の
漢
字
は
、
複
数

の
構
成
要
素 

―
― 

そ
の
一
つ
一
つ
が
一
つ
の
音
声
を
示
す 

―
―
を

含
み
込
み
、
ラ
テ
ン
語
で
あ
れ
ばdictio

（
デ
ィ
ク
テ
ィ
オ
ー
）
と
六

つ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
書
か
れ
る
語
を
、「
詞
」
と
い
う
一
つ
の

形
で
表
わ
し
て
い
る
、言
い
換
え
れ
ば
、漢
字
は
そ
の
各
部
分
が「
ｄ
」

「
ｉ
」「
ｃ
」「
ｔ
」「
ｉ
」「
ｏ
」
と
い
っ
た
様
な
個
々
の
音
声
（
音
韻
）

を
表
わ
し
て
い
る
、
と
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
確
か
に
漢
字
の
構
造

の
理
解
と
し
て
は
誤
解
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
つ
の
漢

字
が
必
ず
一
つ
の
意
味
を
持
つ
語
に
対
応
す
る
と
読
ま
れ
る
記
述
も

問
題
を
含
ま
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ロ
ジ
ャ
ー
・

ベ
ー
コ
ン
は
、
漢
字
は
単
な
る
絵
文
字
で
は
な
く
、
構
成
す
る
部
分
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に
分
解
さ
れ
得
る
こ
と
を
理
解
し
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は
異
な
っ

て
は
い
る
が
、
あ
る
合
理
的
な
構
造
、
自
然
学
的
と
言
っ
て
も
良
い

組
み
立
て
を
有
す
る
が
故
に
、
真
の
文
字
記
号character

と
呼
ば

れ
る
に
値
す
る
と
記
述
し
て
い
る

３
。こ
れ
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
と
は
異
な
る
文
字
で
あ
る
漢
字
の
原
理
を
、
合
理
的
な
も
の

と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
の
異
文
化
に
対
す

る
関
心
の
あ
り
方
と
し
て
注
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ

で
示
さ
れ
て
い
る
定
義
が 
―
― 
構
成
要
素
が
音
声
的
な
も
の
で
あ

る
か
は
お
く
と
し
て 

―
― 

第
Ⅲ
章
で
確
認
し
た
現
代
言
語
学
に
お

け
る
漢
字
の
「
表
語
文
字
」
理
解
と
類
似
し
て
い
る
点
は
、ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
文
化
圏
に
お
け
る
漢
字
理
解
の
一
つ
の
類
型
の
端
緒
と
し
て

も
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
十
三
世
紀
の
、
恐
ら
く
ほ
ぼ
最
初
の
漢
字

と
の
出
会
い
の
記
録
に
お
い
て
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
形
で
、
た
と

え
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
視
点
か
ら
で
あ
る
に
せ
よ
、
か
な
り
踏
み
込

ん
だ
理
解
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
は
、
特
に
漢
字
に
言
及
し
て
で
は

な
く
、
音
声
的
言
語
記
号
一
般
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
Ⅱ
章
で
確

認
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
見
解
、す
な
わ
ち
音
声
的
言
語
記
号
は
、

第
一
に
私
達
の
中
の
心
的
イ
メ
ー
ジ
を
意
味
表
示
し
、
そ
れ
を
媒
介

と
し
て
外
的
事
物
を
意
味
す
る
と
い
う
三
項
図
式
に
対
し
て
、
記
号

は
直
接
事
物
を
表
示
す
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
点
で
、
新

た
な
道
を
踏
み
出
し
て
い
る
（Com

pendium
 studii theologiae, ed. 

1988, pars II, ch. 2, 

§59-60, pp. 68-70

）。
こ
う
し
た
記
号
観
の
変
化

が
漢
字
の
理
解
と
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、
今

後
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

Ⅴ　
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
お
け
る
転
換

　

時
代
は
下
り
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
入
る
。
宣
教
師

た
ち
が
多
く
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
行
き
来
す
る
時
代
に
、
東
方

の
文
化
に
つ
い
て
も
新
た
な
情
報
が
数
多
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら

さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
漢
字
に
つ
い
て
も
以
前
よ
り
も
詳
細
な
情
報

を
得
た
上
で
、
後
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
繋
が
る
漢
字
観
が
形
成
さ
れ

る
。
そ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
成
立
し
た
の
が『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』

で
あ
り
、西
洋
思
想
史
上
で
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
は
部
分
的
に
漢
文
訳
さ
れ
る
こ
と
で
、
東
西
文
化
交
流
史
の
上

で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
と
は
何
か
。

　

こ
の
註
解
書
は
、
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
の
自
由
学
芸
学
部
周
辺
に
集

ま
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
達
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
、
当
時
も
大
学
周

辺
で
学
問
の
基
礎
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
続
け
て
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
一
連
の
著
作
に
対
す
る
八
巻
に
及
ぶ
註
釈
書
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
五
五
五
年
に
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
で
哲
学
を
教
え
て
い
た
フ
ォ
ン
セ

カ
に
遡
る
内
容
を
持
ち
、
さ
ら
に
若
い
世
代
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
達
に
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よ
っ
て
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
周
辺
で
発
展
さ
せ
ら
れ
た
議
論
の
成
果
が

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
十
二
〜
十
三
世
紀
以
来
の
盛

期
ス
コ
ラ
学
の
伝
統
を
丁
寧
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
う

し
た
内
容
は
無
秩
序
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
の
方
針
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で

（D
oyle

（2001

）
の
序
文
を
参
照
）、
学
問
の
歴
史
に
と
っ
て
も
新
た

な
一
歩
を
開
く
も
の
で
あ
る

４
。ま
た
、
内
容
に
つ
い
て
も
、
そ
れ

以
前
の
大
学
に
お
け
る
書
物
で
は
、
一
般
的
に
他
の
（
古
い
）
書
物

を
通
し
て
の
言
及
が
中
心
で
あ
っ
た
異
文
化
の
出
来
事
に
対
し
て
、

中
国
や
日
本
の
文
化
や
、
イ
ン
ド
で
の
出
来
事
へ
の
言
及
等
、
イ
エ

ズ
ス
会
の
活
動
を
通
じ
て
集
め
ら
れ
た
同
時
代
的
な
新
し
い
情
報
が

盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の
学
問
の
開
か
れ
た
状
況
の
一
端
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
一
連
の
註
解
書
は
大
き
な
反
響
を
呼

び
、
様
々
に
版
が
重
ね
ら
れ
、
広
く
流
通
す
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
的
な

要
素
へ
の
親
近
感
を
示
す
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た

伝
統
へ
の
反
発
で
知
ら
れ
る
デ
カ
ル
ト
も
、
ま
た
こ
の
註
解
書
に
言

及
し
て
い
る
（
同
、
二
〇
頁
）。
ま
た
広
く
流
通
し
た
と
い
う
範
囲
に

は
宣
教
先
の
土
地
も
含
ま
れ
、
実
際
に
ど
の
程
度
読
ま
れ
た
か
に
つ

い
て
は
疑
問
が
あ
る
よ
う
だ
が
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の『
カ
テ
ゴ
リ
ー

論
』
に
当
た
る
範
囲
は
、
漢
文
訳
も
さ
れ
て
い
る
（
存
在
を
巡
る
語

法
の
翻
訳
を
詳
細
に
検
討
し
た
深
澤
（
一
九
八
六
）
を
参
照
。
ま
た
当
時

の
接
触
状
況
に
つ
い
て
はK

urtz

（2011

）
の
第
一
章
が
詳
し
い
）。

　

そ
う
し
た
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
漢
字
へ
の
言
及
が
登
場
す
る

の
は
、
一
六
〇
六
年
に
正
式
な
初
版
が
八
巻
の
シ
リ
ー
ズ
の
最
後
に

出
版
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
に
つ
い
て
註
解
す
る
巻
の

内
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
命
題
論
』
を
註
解
し
て
い
る
部
分
で
あ

る
。
先
に
Ⅱ
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
命
題
論
』
冒
頭
部
は
（
言
語
）

記
号
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
を
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
伝
統
的
に
、
そ
の
部
分
へ
の
註
解
で
記
号
の
あ
り
方
に
つ
い
て

様
々
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
。『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
お
い
て
も

そ
れ
は
同
様
で
あ
り
、
漢
字
へ
の
言
及
は
そ
の
内
、
第
三
問
題
「
音

声
記
号
と
書
字
記
号
（scriptura

）
の
意
味
表
示
作
用
に
つ
い
てD

e 
vocum

, scripturarum
 significatione

」
の
第
四
項
「 

書
か
れ
た

も
の
は
音
声
記
号
を
意
味
表
示
す
る
の
か
。
ま
た
そ
の
場
合
ど
の
よ

う
に
か A

n scripta significant voces, et quo m
odo?

」
に
現

わ
れ
る
。
第
三
問
題
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
音
声
が
記
号
と
し
て

意
味
表
示
を
行
う
と
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
に
付
随
し
て
、
書
か
れ
た
も
の
が
意
味
表
示
す
る

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
が
第
四
項
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

的
な
図
式
を
前
提
と
し
つ
つ
、
数
多
く
の
異
論
と
共
に
検
討
さ
れ
て

い
る
。
ス
コ
ラ
的
な
討
論
ス
タ
イ
ル
の
書
物
の
一
般
的
な
ス
タ
イ
ル

と
し
て
、
著
者
達
の
見
解
と
、
そ
れ
に
対
す
る
異
論
、
ま
た
そ
れ
に
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対
す
る
異
論
回
答
が
続
く
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
漢
字
に
つ
い
て

の
言
及
は
「
書
か
れ
た
も
の
は
、
音
声
記
号
が
事
物
を
意
味
表
示
す

る
の
と
同
様
の
意
味
表
示
作
用
に
よ
る
、
た
だ
し
音
声
記
号
は
内
在

的
に
、
書
字
記
号
は
外
在
的
に
」
と
い
う
著
者
達
の
見
解
に
対
す
る

二
つ
目
の
異
論
と
し
て
現
わ
れ
る
。

　

二
つ
目
に
次
の
様
な
異
論
が
提
示
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

象
形
文
字
（
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
）
は
、
フ
ィ
チ
ー
ノ
が
プ
ラ
ト
ン

の
『
ピ
レ
ボ
ス
註
解
』
二
九
章
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
を

発
明
し
た
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
の
後
を
受
け
た
カ
ル
デ
ア
人
達
に

よ
っ
て
、
ま
た
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
を
発
明
者
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
人

達
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
今
日
、
中
国
と
日

本
の
人
々
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
は
、
何

ら
音
声
を
指
し
示
す
こ
と
な
く
、
事
物
を
意
味
表
示
す
る
。
そ

れ
故
、
こ
れ
ら
の
文
字
は
固
有
の
意
味
表
示
を
有
し
、
ま
た
そ

れ
は
文
字
自
身
に
内
在
的
な
の
で
あ
る
、
と
。

　

O
ppones secundo. Scripturae hierogliphicae 

（quibus utebantur Chaldaei sequuti Zoroastrem
 

eorum
 inventorem

, et A
egyptii, inventore M

ercurio, 
ut author est M

arsilius Ficinus in Platonem
 de 

sum
m

o bono cap. 29. et utuntur hodie Sinarum
, 

et Iaponiorum
 populi

） im
m

ediate significant res 

nullas indicando voces;  ergo habent peculiarem
 

significationem
, et sibi intrinsecam

.

（D
oyle

（2001

）、

一
〇
八
頁
）

　

こ
の
異
論
は
、
著
者
達
の
見
解 

―
― 

先
に
確
認
さ
れ
た
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
図
式
に
従
い
、
書
か
れ
た
も
の
が
記
号
と
し
て
機
能
す

る
た
め
に
は
音
声
記
号
を
経
由
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
媒
介
と
す

る
必
要
が
あ
る 

―
― 

に
対
し
、
異
論
が
象
形
文
字
と
呼
ぶ
も
の
を

反
例
と
し
て
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
象
形
文
字
と
呼
ば
れ
る
の

は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、
極
一
部
の
著
作
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く

き
ち
ん
と
し
た
形
で
再
び
読
ま
れ
始
め
た
プ
ラ
ト
ン
へ
の
フ
ィ
チ
ー

ノ
の
註
解
を
引
用
し
つ
つ
、
カ
ル
デ
ア
人
、
エ
ジ
プ
ト
人
達
が
用
い

て
い
た
も
の
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
今
日
、
中
国
と
日
本
で
使
わ
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
書
字
記
号
で
あ
る
。
そ
し
て
異
論
は
、
そ
れ
ら
の

文
字
は
、
音
声
を
指
し
示
す
こ
と
な
く
、
事
物
を
意
味
表
示
す
る
の

だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
書
か
れ
た
も
の
に
固
有
の
意
味
表
示
作
用
が
あ

り
、
そ
れ
は
音
声
を
媒
介
し
な
い
点
で
、
自
ら
に
内
在
す
る
意
味
表

示
作
用
で
あ
る
の
だ
、
と
結
論
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
で
あ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
エ
ジ
プ
ト
的
な
神

秘
へ
の
言
及
に
、
中
国
と
日
本
の
同
時
代
的
知
見
が
加
わ
り
は
し
た

も
の
の
、
理
論
的
に
そ
れ
ほ
ど
興
味
深
い
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
印
象
を
持
つ
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
に
続
く
著
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者
達
の
反
論
は
、
象
形
文
字
の
意
味
表
示
作
用
を
次
の
様
に
解
釈
す

る
形
で
提
示
さ
れ
る
。

　

答
え
て
言
お
う
。
先
ほ
ど
言
及
さ
れ
た
す
べ
て
の
記
号
は
、

本
来
的
な
意
味
で
は
書
字
記
号
（scripturae

）
で
は
な
く
、
事

物
を
直
接
的
に
意
味
表
示
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
あ
る
種
の

図
形
（quaedam

 figurae

）
な
の
だ
。
同
じ
よ
う
に
算
術
に
お

け
る
数
は
事
物
の
確
固
と
し
た
総
数
を
意
味
表
示
す
る
の
で
あ

り
、
数
学
者
達
〔
当
時
は
天
文
学
も
そ
の
一
分
野
で
あ
る
〕
の
用

い
る
図
形
（im

agines

）
は
天
体
や
星
座
を
意
味
表
示
す
る
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
私
達
は
、後
に
引
用
す
る
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・

マ
グ
ヌ
ス
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
書
字
記

号
（scriptura

）
と
い
う
名
で
、
部
分
な
い
し
構
成
要
素
が
組

み
合
わ
さ
っ
て
生
じ
る
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
だ
。

　

Respondetur om
nia illa signa, quae afferuntur, 

non esse proprie scripturas;sed quasdam
 figuras 

inventas ad significandas res im
m

ediate. A
d eum

 
m
odum

 A
rithm

eticorum
 num

eri significant certam
 

rerum
 sum

m
am

, et M
athem

aticorum
 im

agines, 
planetas, constellationesque repraesentant. 

　

A
t nobis hoc loco, ut non est serm

o nisi de voce 

dearticulata, sicuti ait A
lbertus, et A

ugustinus infra 
citandi, ita nom

ine scripturae intelligim
us eam

, quae 
coalescit ex partibus, seu literis.

（
同
）

　

最
終
的
に 

―
― 

そ
し
て
や
や
先
を
急
ぐ
か
の
よ
う
に 

―
― 

先

の
異
論
が
持
ち
出
し
た
象
形
文
字
の
反
例
と
し
て
の
資
格
は
、
そ
れ

ら
は
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
書
字
記
号
で
は
な
い
と
い
う
形

で
否
認
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
否
認
の
身
振
り
も
含
め

て
、
漢
字
を
含
む
象
形
文
字
と
彼
ら
が
見
な
す
も
の
に
つ
い
て
の
興

味
深
い
見
解
が
現
わ
れ
て
い
る
。
要
約
し
て
み
よ
う
。

① 

異
論
が
「
象
形
文
字
」
と
し
て
提
示
し
た
も
の
は
、
書
字
記
号

（scriptura

）
で
は
な
く
、あ
る
種
の
図
形
（figurae

）
で
あ
る
。

② 

あ
る
種
の
図
形
で
あ
る
と
は
、
そ
の
意
味
表
示
作
用
が
算
術
に

お
け
る
数
、
天
文
学
に
お
け
る
図
形
（im

agines

）
と
同
様
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

③ 

そ
れ
ら
の
図
形
は
、
音
声
記
号
な
し
に
（
音
声
的
な
回
路
を
経
由

す
る
こ
と
な
く
）
直
接
事
物
を
意
味
表
示
す
る
も
の
と
し
て
案

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
形
で
直
接
的
な
意
味
表

示
作
用
を
持
つ
。

 

④ 
他
方
、こ
こ
で
書
字
記
号
と
い
う
名
で
検
討
し
て
い
る
も
の
は
、

部
分
な
い
し
構
成
要
素
（literae

）
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
構
成
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さ
れ
る
タ
イ
プ
の
も
の
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の
に

限
定
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、著
者
達
は
、自
分
達
が
論
じ
て
い
る
の
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
の
よ
う
な
各
部
分
が
音
声
を
表
現
し
、
そ
れ
ら
が
結
合
し
て
一
つ

の
語
と
な
る
と
い
う
構
成
を
持
つ
書
字
記
号
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、

象
形
文
字
は
そ
う
し
た
記
号
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
反
例
と
し
て

の
成
立
を
否
認
す
る
。
つ
ま
り
、
漢
字
を
含
む
象
形
文
字
に
、
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
同
等
の
地
位
を
認
め
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
先
に
見

た
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
よ
う
な
形
で
、
漢
字
を
表
語
文
字
と
理

解
す
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
漢
字
を
あ
る
種
の
絵
文
字

と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
方

で
天
文
学
に
お
け
る
図
形
に
も
言
及
し
つ
つ
も
、
算
術
に
お
け
る
数

の
よ
う
な
も
の
と
も
し
て
い
る
点
で
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
見
解
を
提

示
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
算
術
に
お
け
る

数
と
実
際
の
事
物
の
間
に
は
端
的
な
類
比
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
音
声
記
号
を
介
さ
な
い
記

号
と
し
て
、
直
接
事
物
を
意
味
表
示
し
て
い
る
と
い
う
点
が
重
要
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
著
者
等
は
こ
こ
で
そ
う
し
た
性
質
を
積
極
的

に
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
や
が
て

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
二
進
法
の
原
理
を
具
現
化
し
た
も
の
と
し
て

の
易
の
再
発
見
と
漢
字
の
礼
賛
と
、
漢
字
の
理
解
に
つ
い
て
は
基

本
的
な
見
解
を
一
に
し
て
い
る
。
現
代
的
な
分
類
と
の
関
係
を
あ
え

て
語
れ
ば
、
表
意
文
字
あ
る
い
は
思
考
文
字
と
い
う
分
類
が
近
い
も

の
だ
ろ
う
が

５
、
漢
字
（
象
形
文
字
）
に
厳
密
な
意
味
で
の
書
字
記
号

と
い
う
地
位
は
否
定
し
な
が
ら
も
、
数
学
的
な
記
号
に
近
い
も
の
だ

と
語
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
操
作
す
る
こ
と
で
あ
る
種
の
知
を
得
る

こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
記
号
と
し
て
の
地
位
を
認
め
て
い
る
の
で
あ

る
。

Ⅵ　

終
わ
り
に

　

Ⅴ
章
で
確
認
さ
れ
た
、
漢
字
を
数
学
的
記
号
に
類
似
し
た
も
の
と

考
え
る
視
点
は
、
や
が
て
易
に
二
進
法
の
一
つ
の
実
現
を
見
る
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
よ
う
な

起
源
か
ら
発
展
し
た
も
の
と
し
て
漢
字
を
礼
賛
す
る
。
だ
が
そ
う
し

た
文
字
観
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
こ
そ
精
神
に
ふ
さ
わ
し
い
文
字
で

あ
る
と
考
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、
激
し
く
非
難
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
漢
字
や
象
形
文
字
否
定
の
原
型
も
、

そ
れ
ら
の
文
字
性
を
否
定
し
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は
異
な
っ
て
こ

こ
で
本
来
言
及
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
排
除
す
る
形
で
『
コ
イ
ン

ブ
ラ
註
解
』
は
、
す
で
に
潜
在
的
に
含
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
そ
の

後
の
展
開
に
つ
い
て
は
機
会
が
あ
れ
ば
改
め
て
論
じ
た
い
が
、
基
本

的
な
ラ
イ
ン
は
第
Ⅰ
章
で
言
及
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
て
い
る
（『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』、『
哲
学
の
余
白
』）。
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私
達
が
本
稿
で
確
認
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
比
較
的
良
く
知
ら
れ

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
し
て
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
、
そ
う
し
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
形
作
る
こ
と
に
な
る
下
地
は
既
に
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
の
控
え
め
な
が
ら
驚
き
を

秘
め
た
分
析
、
あ
る
い
は
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
お
け
る
数
学
的

記
号
に
類
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
漢
字
（
象
形
文
字
）、
し
か
し
同

時
に
そ
の
議
論
か
ら
の
周
到
な
排
除
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
う
し
た
驚

き
に
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は
全
く
異
な
っ
た
原

理
に
よ
る
も
の
と
し
て
漢
字
を
把
握
す
る
、
あ
る
種
の
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
的
視
線
が
導
入
さ
れ
る
危
険
も
存
在
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
Ⅲ
章
で
は
、
現
代
の
言
語
学
に
お
け
る
実
験
が
示
唆

す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
文
字
と
し
て
の
漢
字
と
文
字
と
し
て
の
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
処
理
は
、
両
者
と
も
意
識
に
上
ら
な
い
レ
ベ
ル
に

お
い
て
は
、
必
ず
し
も
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
音
韻
表
象

を
経
由
す
る
ル
ー
ト
と
、
視
覚
表
象
か
ら
直
接
に
辞
書
に
ア
ク
セ
ス

す
る
二
つ
存
在
す
る
経
路
を
ど
ち
ら
も
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、た
だ
、

そ
れ
ら
の
内
ど
ち
ら
が
よ
り
活
性
化
さ
れ
る
か
と
い
う
タ
イ
プ
の
違

い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

他
方
、Ⅳ
章
、Ⅴ
章
で
確
認
し
て
き
た
中
世
、大
航
海
時
代
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
・
神
学
者
達
の
漢
字
観
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文

化
の
中
で
育
っ
た
人
間
の
意
識
に
対
し
て
、
漢
字
が
ど
の
よ
う
に
現

わ
れ
理
解
さ
れ
る
か
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ⅲ
章
で
確

認
し
た
現
代
の
言
語
学
に
お
け
る
文
字
の
分
類
に
お
け
る
漢
字
の
揺

れ
の
あ
る
二
重
の
位
置 

―
― 

一
方
で
、
表
語
文
字
で
あ
り
、
他
方

で
表
意
文
字
で
あ
る 

―
― 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ⅳ
章
と
Ⅴ
章
の
漢
字
観

に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
化
圏
の

視
線
に
対
し
て
漢
字
が
ど
の
よ
う
に
映
る
か
の
基
本
的
ラ
イ
ン
は
、

か
な
り
初
期
の
接
触
時
点
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
あ
ま
り
変
化
し
て

い
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
現
代
の
言
語
学
に
お
い
て
も
、
漢

字
を
理
解
す
る
視
線
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
漢
字
と
の
接
触
の

長
い
伝
統
に
規
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
上
の
短
い
探
究
か
ら
結
論
で
き
る
こ
と
は
、
私
達
が
理
論
的

に
、
あ
る
い
は
日
本
語
教
育
と
言
っ
た
実
践
的
な
観
点
か
ら
、
人
間

言
語
の
一
つ
の
表
記
の
様
式
と
し
て
の
漢
字
に
つ
い
て
考
察
す
る
際

に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
化
圏
の
視
線
に
映
ず

る
漢
字
像
が
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
も
、
そ

れ
ら
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
視
線
に
陥
る
危
険
に
留
意
し
て
、
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
中
心
と
し
た
文
字
観
が
打
ち
立
て
る
傾
向
が
あ
る

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
漢
字
と
の
過
度
の
対
立
と
は
異
な
っ
た
道
を
探

究
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
予
備

作
業
と
し
て
、
現
代
の
言
語
理
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
長
い
伝
統

に
注
意
深
く
踏
み
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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■論文

〈
注
〉

１ 
な
お
ラ
カ
ン
の
文
字
論
に
お
け
る
日
本
語
の
位
置
を
よ
り
正
確
に
把

握
す
る
た
め
に
は
、「
リ
チ
ュ
ラ
テ
ー
ル
」
と
し
て
出
版
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
講
義
（
セ
ミ
ネ
ー
ル
）
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
山
城

（
二
〇
〇
五
）
は
「
リ
チ
ュ
ラ
テ
ー
ル
」
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。

２ 

こ
れ
ま
で
の
論
争
を
総
括
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、周
藤
（
二
〇
〇
七
）

を
参
照
。

３ 

残
念
な
が
ら
彼
は
こ
の
論
点
を
こ
れ
以
上
展
開
し
て
は
い
な
い
が
、

次
の
章
で
見
る
よ
う
な
、
漢
字
を
数
学
的
記
号
と
類
似
し
た
も
の
と

見
る
視
線
と
同
様
に
、
自
然
界
の
構
造
を
写
し
取
る
よ
う
な
記
号
と

し
て
把
握
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。Character

と
い
う

語
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ま
で
繋
が
る
系
譜
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。

４ 

確
か
に
中
世
の
大
学
に
お
い
て
も
、
大
学
の
課
程
に
お
い
て
、
講
読

さ
れ
る
べ
き
書
物
は
指
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
教
科
書
と
呼
ぶ
の

で
あ
れ
ば
、
教
科
書
は
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
あ
る
分
野
で
講
読

さ
れ
る
べ
き
書
物
に
対
す
る
標
準
的
な
註
解
が
成
立
し
て
い
れ
ば
、

そ
れ
も
共
に
参
照
さ
れ
、
実
質
的
に
教
科
書
と
呼
べ
る
も
の
が
存
在

し
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
哲
学
的
諸
学

問
全
体
を
あ
る
理
念
に
基
づ
い
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
組
み
立
て

る
と
い
う
こ
と
は
、
一
連
の
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
註
解
』
に
お
い
て
始
ま
っ

た
出
来
事
だ
と
思
わ
れ
る
。

５ 

も
ち
ろ
ん
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
現
代
的
な
文
字
の
分
類
で
は
書
字

記
号
が
直
接
外
的
事
物
を
指
し
示
す
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
ス
コ

ラ
的
用
法
に
お
い
て
、
事
物
（res

）
は
、
外
的
事
物
と
概
念
的
な
心

の
中
の
事
物
の
両
方
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
く
、
大
き
く
乖
離
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

〈
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瀬
篤
訳
・
解
説
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

全
集
１
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
、
命
題
論
）　

二
〇
一
三
年
、
岩
波
書
店
、

一
〇
三
―
一
八
四
頁

ヴ
ォ
ル
ビ
ヨ
ワ
、
ガ
リ
ー
ナ 

（
二
〇
一
四
ａ
）　
『
構
造
分
解
と
コ
ー
ド
化

を
利
用
し
た
計
量
的
分
析
に
基
づ
く
漢
字
学
習
の
体
系
化
と
効
率
化
』、

政
策
研
究
大
学
院
大
学
博
士
論
文

ヴ
ォ
ル
ビ
ヨ
ワ
、
ガ
リ
ー
ナ （
二
〇
一
四
ｂ
）　
「
漢
字
を
習
得
す
る
こ
と
、

教
え
る
こ
と
の
難
し
さ 

―
― 

体
系
化
を
め
ざ
し
て
」、『H

U
M

A
N

』、

第
七
号
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）、
一
〇
二
―
一
〇
六
頁

カ
イ
ザ
ー
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン 

（
二
〇
〇
二
）　
「
留
学
生
（
非
漢
字
圏
）
の

日
本
語
力
は
な
ぜ
あ
が
ら
な
い
か
」、『
筑
波
フ
ォ
ー
ラ
ム
』、
第
六
一

号
（
二
〇
〇
二
年
三
月
）、
三
七
―
四
一
頁

門
田
修
平 
（
二
〇
〇
六
）　
『
第
二
言
語
理
解
の
認
知
メ
カ
ニ
ズ
ム 

―
― 

英
語
の
書
き
こ
と
ば
の
処
理
と
音
韻
の
役
割
』、
く
ろ
し
お
出
版

子
安
宣
邦 （
二
〇
〇
三
）　
『
漢
字
論 

―
― 

不
可
避
の
他
者
』、
岩
波
書
店



94

研究　東洋

佐
々
木
孝
次 

（
二
〇
〇
七
）　
『
文
字
と
見
か
け
の
国 

―
― 

バ
ル
ト
と
ラ

カ
ン
の
「
日
本
」
―
―
』、
太
陽
出
版

周
藤
多
紀 
（
二
〇
〇
七
）　
「〝
Σ
Υ
Μ
Β
Ο
Λ
Ο
Ν
〞、〝
Σ
Η
Μ
Ε
Ι
Ο

Ν
〞、〝
Ｎ
Ｏ
Ｔ
Ａ
〞 

│
│ 

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
『
命
題
論
』（16a3-8

）

の
ラ
テ
ン
訳
」、『
中
世
思
想
研
究
』
第
四
九
号
、
中
世
哲
学
会
、
三
七

―
五
四
頁

瀬
田
幸
人 

（
二
〇
〇
九
）　
「
文
字
論
」、『
言
語
学
の
領
域 

（II

）』、
今
井

邦
彦
編
、
朝
倉
書
店
、
一
四
九
―
一
七
九
頁

深
澤
助
雄 

（
一
九
八
六
）　
「「
名
理
探
」
の
訳
業
に
つ
い
て
」、『
中
国 

―

― 

社
会
と
文
化
』、
第
一
号
（
一
九
八
六
年
六
月
）、
東
大
中
国
学
会
、

二
〇
―
三
八
頁
。

堀
池
信
夫  （
一
九
九
六
）　
『
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者　

上
』、

明
示
書
院

堀
池
信
夫  （
二
〇
〇
二
）　
『
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者　

下
』、

明
示
書
院

山
城
む
つ
み 

（
一
九
九
五
＝
二
〇
〇
九
）　
『
文
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
』、
講

談
社
文
芸
文
庫
（
初
出　

太
田
出
版
）

山
城
む
つ
み 

（
二
〇
〇
〇
）　
「
坂
口
安
吾
と
リ
チ
ュ
ラ
テ
ー
ル
を
め
ぐ
る

四
つ
の
ノ
ー
ト
」、『
早
稲
田
文
学
』（
第
九
次
）、
第
二
五
巻
（
三
号
）

（
二
〇
〇
〇
年
五
月
）、
早
稲
田
文
学
会
、
四
〇
―
四
八
頁

ラ
カ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク （
一
九
七
二
）　
『
エ
ク
リ 

Ⅰ
』
宮
本
忠
雄
、
竹
内
迪

也
、
高
橋
徹
、
佐
々
木
孝
次
訳
、
弘
文
堂

Bacon, Roger　

O
pus m

aius, 3vols., edited by J. H
. Bridges, 

vols. 1&
2, O

xford 1897; vol. 3, Edinburgh, 1900.
- T

he O
pus M

ajus of Roger Bacon 

（English translation

）, 
2vols, translated by R. B. Burke, Russel &

 Russel  Inc., 
1962.

Bacon, Roger　

Com
pendium

 studii theologiae 

（Com
pendium

 
of the Study of T

heology

）, edited by T
. S. M

aloney, Brill, 
1988.

D
oyle, John P. 

（2001

）T
he Conim

bricenses: Som
e Q

uestions 
on Signs

（som
e parts of the Conim

bricenses, including 
English translation w

ith introduction and notes

）, M
arquette 

U
niversity Press.

K
urtz, Joachim

 （2011

）T
he D

iscovery of Chinese Logic, Brill.
Lacan, Jacques （2001

）A
utres écrits, Seuil.

※
本
研
究
の
一
部
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費

　

２
６
３
７
０
０
８
３
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。



95

■翻訳

付
記
：【　

】
の
部
分
は
訳
者
に
よ
る
注
で
あ
る
。

（
４
）
歯
髄
病
変
の
手
術
的
治
療

　

一
九
六
五
年
、
晋
毅
と
趙
培
林
は
炎
症
性
歯
髄
で
麻
酔
乾
死
法
に

よ
る
一
回
治
療
法
の
臨
床
的
観
察
と
初
歩
的
分
析
を
報
告
す
る
。
歯

髄
乾
死
法
は
臨
床
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
失
活
歯
髄
切
断
法
の
一
つ
で

あ
る
。
臨
床
上
、
歯
髄
切
断
時
に
は
麻
酔
除
痛
法
を
用
い
る
。
治
療

効
果
は
以
下
の
通
り
。
報
告
者
は
一
九
六
〇
年
初
め
か
ら
一
九
六
二

年
上
半
期
の
間
、
全
部
で
二
〇
〇
〇
余
例
を
集
計
し
た
。
八
ヶ
月
〜

二
年
以
上
の
期
間
で
追
跡
調
査
し
た
ケ
ー
ス
は
二
三
六
例
と
な
る
。

そ
の
う
ち
、
成
功
例
は
二
〇
七
例
（
87
・
7
％
）、
失
敗
例
は
二
九

例
（
12
・
3
％
）
で
あ
る
。

■
翻
訳
■中

国
口
腔
医
学
発
展
史　
【
Ⅻ
】

　
　

The H
istory and D

evelopm
ent of O

ral M
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失
敗
例
で
は
、
再
検
査
時
に
根
尖
歯
周
組
織
で
病
変
が
生
じ
て
い

た
。
そ
の
う
ち
で
急
性
漿
液
性
歯
髄
炎
と
臨
床
診
断
さ
れ
た
ケ
ー
ス

は
二
四
例
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
報
告
者
は
失
敗
の
原
因
が

歯
髄
炎
鑑
別
診
断
の
正
確
性
の
是
否
に
あ
り
、
本
法
適
用
に
際
し
て

は
症
例
選
択
は
非
常
に
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
と
の
認
識
を
示

し
て
い
る
。
同
時
に
貼
付
さ
れ
た
乾
死
剤
が
根
管
口
部
の
歯
髄
組
織

に
密
着
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
密
着
で
き
な
い
と
薬
効
は
期
待
で
き

ず
、
そ
の
後
に
根
部
歯
髄
組
織
に
継
発
す
る
病
変
を
も
た
ら
す
。

　

本
論
文
を
総
括
す
る
症
例
は
、
す
べ
て
除
痛
の
た
め
の
麻
酔
を
実

施
し
た
が
、
決
し
て
亜
ヒ
酸
の
応
用
価
値
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
。

　

麻
酔
に
は
、
局
所
浸
潤
麻
酔
と
伝
達
麻
酔
を
用
い
、
上
顎
臼
歯
の

麻
酔
効
果
は
100
％
、
下
顎
臼
歯
の
そ
れ
は
90
％
で
あ
っ
た
。
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趙
皿
ら
は
一
九
七
七
年
一
〜
六
月
の
期
間
、
ガ
マ
の
油
製
剤
を
用

い
た
一
回
法
の
乾
髄
法
に
よ
り
無
痛
断
髄
治
療
を
行
い
、
一
九
七
九

年
に
二
五
三
例
の
観
察
報
告
を
行
っ
た
。
結
果
は
、
ガ
マ
の
油
を
主

な
薬
剤
と
す
る
商
品
製
剤
使
用
群
一
二
四
例
中
、
有
効
一
一
五
例

（
92
・
7
％
）、
失
敗
九
例
（
7
・
3
％
）
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ガ

マ
の
油
を
精
錬
し
抽
出
し
た
も
の
を
主
剤
と
す
る
製
剤
群
一
二
九
例

で
は
、
有
効
一
二
六
例
（
97
・
7
％
）、
失
敗
例
三
例
（
2
・
3
％
）

で
あ
っ
た
。

　

報
告
者
は
、
ガ
マ
の
油
製
剤
・
ヒ
素
製
剤
・
コ
カ
イ
ン
を
用
い
て

動
物
実
験
（
ウ
サ
ギ
）
一
二
例
を
実
施
す
る
。
組
織
切
片
を
作
製
し

光
顕
観
察
の
結
果
、
七
例
に
軽
度
の
歯
髄
充
血
を
認
め
、
五
例
は
正

常
歯
髄
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
い
ず
れ
に
も
炎
症
性
細
胞
浸
潤
あ
る
い

は
壊
死
組
織
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
三
種
の
薬
剤
の
歯
髄
へ
の
影
響

は
、
病
理
組
織
学
的
に
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
５
）
根
髄
塑
化
療
法

　

根
管
内
が
感
染
ま
た
は
炎
症
を
起
こ
し
た
場
合
や
壊
死
し
た
場
合

の
残
余
歯
髄
は
、
歯
髄
塑
化
液
の
滲
入
に
よ
っ
て
、
根
管
内
歯
髄
組

織
を
凝
固
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
残
っ
た

歯
髄
は
固
定
さ
れ
感
染
腐
敗
を
再
度
引
き
起
こ
さ
な
い
塑
化
組
織
と

な
る
。

　

北
京
医
科
大
学
は
、
歯
髄
塑
化
療
法
の
積
極
的
提
唱
者
の
一
つ
で

あ
る
。
一
九
六
四
年
、
王
満
恩
は
『
北
京
医
学
院
学
報
』
に
お
い
て

「
歯
髄
塑
化
療
法
の
理
論
と
実
践
」と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
た（
北

京
医
学
院
学
報
、
3
（
2
）：146, 1964

）。

　

一
九
六
六
年
、
胡
官
寿
、
趙
文
恵
は
「
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
性
能
の

初
歩
的
実
験
観
察
」
の
研
究
報
告
を
発
表
し
た
。
彼
ら
は
フ
ェ
ノ
ー

ル
樹
脂
の
凝
固
時
間
、
凝
固
前
の
毛
細
管
現
象
お
よ
び
象
牙
質
内
の

滲
透
範
囲
、
体
積
変
化
、
溶
解
性
、
構
造
、
制
菌
能
力
、
刺
激
性
な

ど
の
系
統
的
研
究
を
行
っ
た
。

　

一
九
七
八
年
、
北
京
医
学
院
口
腔
内
科
学
研
究
室
は
「
歯
髄
塑
化

療
法
の
原
理
お
よ
び
特
色
」
を
発
表
し
、
提
案
し
た
。
一
九
五
八
年

か
ら
歯
髄
塑
化
療
法
の
研
究
を
開
始
し
、
こ
の
方
法
で
歯
髄
病
変
ま

た
は
根
尖
性
歯
周
病
変
を
治
療
す
る
場
合
は
歯
髄
を
全
部
除
去
せ

ず
、
器
具
等
の
準
備
も
必
要
な
く
、
感
染
物
質
の
全
部
除
去
も
行
う

必
要
が
な
く
、
な
お
か
つ
、
大
小
の
根
管
系
に
存
在
す
る
感
染
物
質

を
樹
脂
を
用
い
て
塑
化
し
、
無
害
物
質
に
し
て
体
内
に
残
留
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
。
本
剤
は
、
樹
脂
重
合
後
、
歯
髄
腔
に
充
満
し
、
消
毒

力
は
長
期
間
持
続
し
、
病
原
体
を
継
続
的
に
除
去
す
る
こ
と
が
可
能

で
、
そ
の
た
め
根
管
充
填
を
改
め
て
行
う
必
要
が
な
い
。
歯
髄
塑
化

治
療
は
操
作
技
術
が
容
易
で
、
マ
ス
タ
ー
す
る
の
に
都
合
が
よ
く
、

か
つ
ま
た
治
療
期
間
が
短
く
、
大
多
数
の
症
例
で
は
一
回
治
療
が
可

能
で
あ
り
、
適
応
症
は
根
管
治
療
に
較
べ
て
広
範
囲
で
、
さ
ら
に
多

く
の
患
歯
の
保
存
が
可
能
と
な
る
。
二
〇
年
の
臨
床
実
践
の
経
過
と



97

■翻訳

理
論
の
逐
次
充
実
に
よ
り
、
歯
髄
塑
化
治
療
は
す
で
に
歯
髄
疾
患
と

根
尖
性
歯
周
疾
患
の
一
治
療
法
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
一
九
七
九
年
、
北
京
医
学
院
口
腔
内
科
学
研
究
室
は
「
歯
髄

塑
化
治
療
の
臨
床
的
研
究
」
を
発
表
す
る
。
彼
ら
は
一
九
七
四
年
に

歯
髄
塑
化
症
例
の
無
作
為
抽
出
統
計
処
理
を
行
い
、
一
〇
五
例
全

一
二
六
歯
の
治
療
後
六
〜
一
三
ヶ
月
と
三
〜
四
年
の
観
察
期
間
で

各
々
一
回
の
再
検
査
を
実
施
す
る
連
続
的
観
察
を
行
っ
た
。
毎
回
の

再
検
査
は
、
全
症
例
で
自
覚
症
状
・
打
診
反
応
・
咀
嚼
機
能
お
よ
び

Ｘ
線
検
査
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
結
果
、
治
療
後
半
年
〜
一
年
の
成

功
率
は
よ
う
や
く
86
・
5
％
（109/126
）
と
な
り
、
時
間
の
経
過

に
従
い
三
〜
四
年
後
の
成
功
率
は
97
・
6
％
（123/126

）
ま
で
上

昇
し
た
。

　

筆
者
ら
は
各
種
歯
髄
炎
の
治
療
効
果
の
満
足
度
に
お
い
て
、
歯
髄

塑
化
治
療
は
、
根
尖
性
歯
周
炎
に
あ
っ
て
も
失
敗
例
は
極
め
て
少
数

で
あ
る
と
指
摘
す
る
。 

茶
褐
色
を
呈
す
る
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
を
用

い
た
塑
化
治
療
後
の
歯
牙
は
変
色
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
歯
髄

塑
化
治
療
は
主
に
後
方
歯
と
根
管
が
狭
窄
し
た
前
歯
に
用
い
ら
れ

る
。
根
未
完
成
の
幼
若
永
久
歯
（
塑
化
液
が
根
尖
よ
り
流
失
す
る
た

め
）、乳
歯（
塑
化
液
が
永
久
歯
胚
を
刺
激
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
）

に
は
使
用
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

一
九
八
三
年
、
呉
民
凱
、
王
満
恩
は
根
管
内
に
お
け
る
フ
ェ
ノ
ー

ル
樹
脂
の
体
積
変
化
を
動
物
実
験
で
観
察
し
た
。

　

実
証
し
た
観
察
結
果
、
実
験
動
物
の
根
管
内
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
に

は
九
ヶ
月
間
明
ら
か
な
体
積
収
縮
は
認
め
ら
れ
ず
、
依
然
と
し
て
根

管
内
で
完
全
填
塞
状
態
を
保
っ
て
い
た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、フ
ェ
ノ
ー

ル
樹
脂
を
用
い
る
歯
髄
治
療
の
実
施
は
、根
管
内
死
腔
の
除
去
を
し
、

再
感
染
防
止
の
目
的
を
達
成
で
き
る
こ
と
を
証
明
し
た
。

（
６
）
根
管
治
療
術

　

口
腔
科
に
お
け
る
根
管
治
療
の
歴
史
は
約
二
〇
〇
年
に
過
ぎ
ず
、

そ
の
当
初
は
前
歯
に
の
み
用
い
ら
れ
、
し
か
も
抜
髄
時
に
麻
酔
薬
物

を
用
い
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
た
め
患
者
に
は
大
き
な
苦
痛
を
伴
う

治
療
法
で
あ
っ
た
。
亜
ヒ
酸
と
麻
酔
薬
な
ら
び
に
Ｘ
線
検
査
、
細
菌

培
養
検
査
の
応
用
以
降
は
根
管
治
療
は
次
第
に
完
全
な
も
の
と
な

り
、
治
療
効
果
は
格
段
に
向
上
し
た
。

　

一
九
五
〇
年
代
初
期
、
根
管
治
療
に
お
け
る
ハ
ー
ド
ル
は
依
然
と

し
て
高
い
も
の
で
、
感
染
根
管
の
場
合
は
細
菌
培
養
検
査
で
連
続
三

回
の
陰
性
結
果
の
腕
前
が
求
め
ら
れ
、根
管
充
填
が
行
わ
れ
て
い
た
。

五
〇
年
代
後
、
国
民
経
済
の
回
復
と
発
展
に
つ
れ
て
各
種
建
設
事
業

が
立
ち
上
が
り
、
国
民
生
活
も
非
常
に
向
上
し
、
口
腔
科
担
当
従
事

者
も
日
増
し
に
増
加
し
患
歯
の
保
存
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
あ
る
分
野
で
は
、
根
管
治
療
適
応
症
の
拡
大
と
同
時
に
、

多
数
の
口
腔
医
療
従
事
者
の
拡
大
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
積
極
的

探
求
に
よ
り
根
管
治
療
の
治
療
期
間
短
縮
化
が
図
ら
れ
て
い
っ
た
。
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一
九
五
四
年
、
史
俊
南
は
、
ヨ
ウ
素
を
電
解
質
と
し
て
応
用
す

る
根
管
治
療
電
解
薬
療
法
【
イ
オ
ン
導
入
法
】
の
報
告
を
行
っ
た
。

四
〇
〇
余
例
の
観
察
を
経
て
、筆
者
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

電
解
薬
療
法
は
細
菌
を
殺
菌
・
滅
菌
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
抗
生
物

質
と
併
用
す
れ
ば
抗
生
物
質
の
欠
点
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者

が
用
い
た
方
法
は
、
一
回
目
の
根
管
治
療
は
電
解
薬
療
法
を
行
い
、

二
回
目
に
抗
生
物
質
を
封
入
す
る
方
法
、
あ
る
い
は
一
回
目
の
電
解

薬
療
法
後
、
抗
生
物
質
を
再
封
入
し
、
両
者
の
治
療
効
果
を
倍
加
さ

せ
て
治
療
回
数
の
短
縮
を
図
る
方
法
で
あ
る
。

　

一
九
五
八
年
、
李
励
夫
は
リ
ン
酸
亜
鉛
セ
メ
ン
ト
を
用
い
た
根
管

充
填
法
に
お
け
る
感
染
根
管
処
置
を
報
告
す
る
。
そ
の
全
例
は
一
回

処
置
が
施
さ
れ
、
九
五
例
中
、
瘻
孔
形
成
が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は

五
八
例
で
あ
っ
た
。
再
感
染
を
予
防
す
る
た
め
、
処
置
完
了
後
患
部

歯
肉
に
ペ
ニ
シ
リ
ン
一
〇
万
単
位
／
㎖
を
注
入
し
、
感
染
根
管
充
填

は
一
回
で
完
了
し
た
。セ
メ
ン
ト
を
用
い
た
充
填
後
の
感
染
根
管
は
、

歯
肉
瘻
孔
は
お
お
よ
そ
一
ヶ
月
前
後
で
完
全
に
治
癒
し
た
。
一
年
間

の
追
跡
調
査
の
結
果
、
瘻
孔
再
形
成
や
腫
脹
な
ど
の
症
状
は
認
め
ら

れ
て
い
な
い
。

　

一
九
五
三
年
、
黄
銘
楷
は
水
素
イ
オ
ン
を
用
い
た
電
解
治
療
に

よ
る
慢
性
根
尖
性
病
変
の
一
回
治
療
法
を
報
告
す
る
。
一
七
六
例

中
、
期
日
通
り
に
再
来
院
し
た
一
一
八
例
の
検
査
を
行
っ
た
。
治
療

後
六
ヶ
月
、
有
効
は
一
一
五
例
（
97
・
5
％
）
で
、
失
敗
は
三
例

（
2
・
5
％
）
で
あ
る
。
筆
者
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
水

酸
化
イ
オ
ン
は
ア
ル
カ
リ
性
イ
オ
ン
の
一
つ
で
あ
り
、
殺
菌
作
用
は

有
し
て
い
な
い
が
電
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
根
管
内
の
有
機
物
残
渣

と
微
生
物
を
溶
解
し
、
根
管
内
を
ア
ル
カ
リ
性
に
変
え
、
細
菌
は
抑

制
さ
れ
消
滅
す
る
に
至
る
。
水
酸
化
イ
オ
ン
、
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム

の
治
療
効
果
は
、
単
に
治
療
期
間
の
短
縮
を
も
た
ら
す
ば
か
り
で
な

く
、
さ
ら
に
根
尖
歯
周
病
変
の
速
や
か
な
回
復
を
も
た
ら
す
。

　

一
九
六
三
年
、
晋
毅
、
馬
茹

は
超
高
周
波
電
子
療
法
、
成
塑
療

法
を
作
り
上
げ
、
そ
し
て
急
性
と
慢
性
の
根
尖
性
歯
周
炎
に
お
け
る

テ
ラ
マ
イ
シ
ン
一
回
治
療
法
と
比
較
を
行
っ
た
。
五
二
八
例
の
治
療

を
行
い
、
追
跡
調
査
を
し
た
も
の
は
二
四
六
例
、
そ
の
う
ち
最
短
例

は
一
年
五
ヶ
月
、
最
長
例
は
六
年
に
及
ん
だ
。

　

二
四
六
例
中
、
超
高
周
波
電
子
療
法
群
一
四
二
例
、
う
ち
成
功
例

は
一
三
七
例
（
95
％
）
を
占
め
、失
敗
例
は
五
例
（
3
・
5
％
）
で
あ
っ

た
。
成
塑
療
法
群
五
〇
例
中
、
成
功
は
四
〇
例
（
80
％
）、
失
敗
は

一
〇
例
（
20
％
）
と
な
り
、
抗
生
物
質
療
法
群
五
四
例
で
は
、
成
功

四
七
例
（
87
％
）、
失
敗
七
例
（
13
％
）
で
あ
っ
た
。
合
計
の
成
功

例
は
二
二
四
例
を
数
え
、
平
均
治
癒
率
91
・
1
％
、
失
敗
例
は
二
二

例
で
8
・
9
％
で
あ
っ
た
。

　

報
告
者
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
①
歯
髄
壊
疽
お
よ
び

根
尖
性
歯
周
病
変
の
一
回
治
療
の
方
法
は
、
各
国
研
究
者
が
臨
床
に

お
い
て
、
こ
こ
一
〇
年
来
広
範
に
研
究
を
進
め
て
い
る
治
療
方
法
で
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あ
る
。
治
療
の
過
程
で
、
各
種
の
異
な
る
物
理
と
薬
理
の
特
性
が
応

用
さ
れ
、
根
管
消
毒
処
置
に
お
け
る
治
療
プ
ロ
セ
ス
を
強
化
し
、
根

管
内
の
一
時
的
あ
る
い
は
表
面
的
無
菌
状
態
を
も
た
ら
す
。
そ
の
後

直
ち
に
気
密
な
根
管
充
填
を
行
い
、
象
牙
細
管
、
根
管
側
枝
と
主
根

管
を
完
全
に
封
鎖
し
、
深
部
に
残
存
す
る
細
菌
が
適
応
・
増
殖
す
る

環
境
を
失
わ
せ
る
。
②
有
機
体
【
人
体
】
の
自
然
防
御
機
能
を
賦
活

化
し
、
根
尖
歯
周
組
織
の
健
康
を
回
復
さ
せ
る
、
歯
髄
壊
疽
お
よ
び

根
尖
歯
周
病
変
に
対
す
る
治
療
効
果
を
獲
得
し
、
治
療
期
間
の
短
縮

を
も
た
ら
す
。
高
周
波
電
子
療
法
は
ど
の
よ
う
な
歯
牙
で
も
応
用
可

能
で
、
成
塑
療
法
は
臼
歯
の
み
、
抗
生
物
質
療
法
は
前
歯
に
の
み
適

用
で
き
る
。

　

一
九
六
五
年
、
徐
玉
文
、
曽
云
霞
は
、
電
解
薬
物
と
し
て
ヨ
ウ
化

亜
鉛
溶
液
を
用
い
、
一
回
治
療
即
時
充
填
法
を
実
施
し
、
合
計
で

一
二
八
例
、
全
例
で
一
〜
二
年
の
経
過
観
察
の
の
ち
、
そ
の
治
療
効

果
は
す
べ
て
良
好
で
あ
っ
た
。
電
解
薬
応
用
後
、
一
二
八
例
全
部
で

臨
床
症
状
が
消
失
し
、
機
能
が
回
復
し
た
。
瘻
孔
形
成
を
伴
う
五
五

例
で
は
、
瘻
孔
閉
鎖
消
失
時
間
が
最
短
で
三
日
、
最
長
で
半
月
、
一

般
に
は
一
週
間
前
後
で
瘻
孔
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
根
尖
部
に
陰

影
を
伴
う
九
三
例
で
は
、
六
ヶ
月
の
観
察
期
間
を
経
て
、
六
七
例
で

陰
影
が
消
失
し
、
二
六
例
で
は
陰
影
が
縮
小
、
縮
小
し
な
い
も
の
は

一
例
も
な
か
っ
た
。
二
六
例
の
陰
影
縮
小
症
例
の
一
〜
二
年
後
の
観

察
で
は
、
す
べ
て
で
陰
影
は
完
全
に
消
失
し
て
い
た
。

　

一
九
五
六
年
、楊
惜
珍
は
、瘻
孔
通
過
剤
と
し
て
ヨ
ウ
化
フ
ェ
ノ
ー

ル
を
用
い
、
六
一
例
の
追
跡
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
神
経
衰

弱
を
患
い
不
眠
症
お
よ
び
貧
血
症
で
失
敗
し
た
一
例
を
除
き
、
そ
の

他
の
ケ
ー
ス
で
の
治
療
効
果
は
良
好
で
、
一
回
処
置
で
根
管
充
填
な

ら
び
に
瘻
孔
閉
鎖
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
年
の
観
察
期
間

を
経
て
、
臨
床
症
状
は
消
失
し
、
腫
脹
・
疼
痛
な
ら
び
に
瘻
孔
再
形

成
・
排
膿
は
見
ら
れ
な
い
。
元
々
歯
牙
に
動
揺
が
あ
っ
た
ケ
ー
ス
で

は
、
動
揺
は
次
第
に
お
さ
ま
る
。
Ｘ
線
的
な
根
周
囲
骨
質
の
吸
収
範

囲
は
す
べ
て
消
失
あ
る
い
は
縮
小
し
て
い
る
。

　

一
九
六
五
年
、
劉
正
ら
は
瘻
孔
形
成
を
伴
う
慢
性
根
尖
性
歯
周
炎

を
有
す
る
歯
牙
一
五
五
例
に
瘻
孔
通
過
術
治
療
を
応
用
す
る
。
再
検

査
を
行
っ
た
七
八
例
の
う
ち
、
経
過
時
間
の
最
短
症
例
は
術
後
五
ヶ

月
、
最
長
症
例
は
術
後
五
年
で
あ
る
。
治
癒
率
は
93
・
58
％
と
な
り
、

統
計
上
の
信
頼
限
度
は
88
・
18
〜
98
・
98
％
と
な
っ
た
。

　

一
九
八
三
年
、
王
暁
儀
ら
は
パ
ラ
塩
化
フ
ェ
ノ
ー
ル
カ
ン
フ
ル
を

用
い
六
〇
症
例
の
患
者
に
対
し
、
失
活
根
未
完
成
歯
お
よ
び
継
発
す

る
根
尖
性
歯
周
炎
六
二
歯
を
治
療
し
た
。
の
ち
に
リ
コ
ー
ル
に
応
じ

た
ケ
ー
ス
は
四
二
例
四
四
歯
で
あ
っ
た
。

　

治
療
結
果
は
以
下
の
通
り
。
①
成
功　

二
年
以
内
に
根
尖
の
修
復

が
完
成
し
、
以
前
か
ら
あ
っ
た
根
尖
部
の
骨
吸
収
病
変
が
消
失
し
た

も
の
、
三
九
歯
（
88
・
6
％
）。 

②
進
歩　

二
年
以
内
に
根
尖
の
部

分
修
復
が
認
め
ら
れ
、
以
前
か
ら
の
根
尖
部
骨
吸
収
病
変
が
消
失
あ
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る
い
は
縮
小
し
た
も
の
、四
歯
（
9
・
1
％
）。
③
失
敗　

二
年
以
上
、

根
尖
は
以
前
の
ま
ま
の
未
修
復
で
、
根
尖
部
の
骨
吸
収
病
変
の
範
囲

は
従
前
の
ま
ま
あ
る
い
は
拡
大
し
て
い
る
も
の
、
一
歯
（
２
・
３
％
）

で
あ
る
。

　

患
歯
の
根
尖
修
復
完
成
時
間
は
大
多
数
は
一
年
半
以
内
で
、
平
均

治
療
回
数
は
四
回
で
あ
っ
た
。

（
７
）
根
尖
切
除
術

　

根
尖
切
除
術
は
、
歯
根
端
の
一
部
分
を
切
断
除
去
す
る
治
療
で
、

根
尖
周
囲
の
感
染
を
除
去
す
る
手
術
で
あ
る
。

　

大
多
数
の
根
尖
性
歯
周
炎
は
根
管
治
療
後
に
治
癒
を
獲
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
少
数
の
ケ
ー
ス
で
は
根
管
治
療
の
施
術
で
は
治
癒

に
達
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
僅
か
な
症
例
で
は
根
尖
切
除
術
の
実
施

を
必
要
と
す
る
。

　

一
九
五
六
年
、
史
俊
南
ら
は
三
二
〇
例
の
根
尖
切
除
術
後
に
お
け

る
分
析
報
告
を
行
う
。
報
告
者
は
指
摘
す
る
。
根
尖
切
除
術
は
根
尖

歯
周
組
織
感
染
の
有
効
な
治
療
方
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
根
尖
歯
周

組
織
の
感
染
は
根
尖
切
除
術
の
実
施
を
必
ず
し
も
必
要
と
は
し
て
い

な
い
、
も
し
根
管
治
療
で
目
的
を
達
成
で
き
れ
ば
、
根
尖
切
除
術
の

施
行
は
当
然
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

　

報
告
者
は
、
三
二
〇
例
中
、
連
絡
が
取
れ
な
く
な
っ
た
一
六
一
例

を
除
く
一
五
九
例
で
、成
功
一
五
二
例
（
96
％
）、失
敗
七
例
（
4
％
）

と
な
り
、
し
か
も
失
敗
例
の
う
ち
の
四
例
は
根
管
充
填
不
良
に
起
因

し
た
も
の
で
失
敗
を
克
服
で
き
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　

根
尖
切
除
術
は
、
根
管
治
療
よ
り
治
療
期
間
を
短
縮
で
き
る
ほ
ど

の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
根
尖
歯
周
組
織
の
治
癒
期
間
は
根
管
治
療

ほ
ど
早
く
も
な
い
。

　

一
九
七
八
年
、
厳
一
佳
は
根
尖
切
除
術
六
五
例
、
七
二
歯
の
実
施

報
告
を
行
う
。
歯
根
の
切
除
部
位
は
各
々
異
な
り
合
計
で
七
八
根
で

あ
る
。
内
訳
は
根
尖
切
除
六
七
根
、
歯
根
の
一
部
切
除
九
根
、
多
根

切
除
二
根
で
あ
り
、
術
後
は
全
例
で
固
定
を
行
っ
た
。

　

再
来
院
患
者
は
三
ヶ
月
〜
三
年
の
期
間
で
五
〇
例
と
な
り
、
臨
床

症
状
は
全
例
で
消
失
し
、
Ｘ
線
的
修
復
の
時
間
と
前
歯
部
根
尖
切
除

術
後
の
経
過
は
大
体
一
致
す
る
。

２
．
歯
周
病

　

臨
床
に
お
け
る
歯
周
病
治
療
は
、
個
体
内
に
存
在
す
る
原
因
の
治

療
と
保
養
を
特
に
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
国
医
学
と
西
洋

医
学
を
合
わ
せ
た
総
合
的
治
療
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
単
純
に
用
い
ら
れ
支
持
さ
れ
て
き
た
治
療
法
の
偏
り
を
正

し
て
い
る
。
嫌
気
性
細
菌
に
よ
る
歯
周
病
病
因
学
上
の
働
き
は
日
増

し
に
明
ら
か
と
な
り
、
歯
周
病
治
療
に
と
っ
て
嫌
気
性
細
菌
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
は
新
た
な
認
識
を
も
た
ら
し
、
そ
の
た
め
の
あ
る
一
定
の

新
し
い
薬
物
応
用
の
考
え
方
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
局
部
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の
治
療
に
は
ク
ロ
ル
ヘ
キ
シ
ジ
ン
を
用
い
る
。
内
服
薬
に
ス
ピ
ラ
マ

イ
シ
ン
【
マ
ク
ロ
ラ
イ
ド
系
抗
生
物
質
】・
メ
ト
ロ
ニ
ダ
ゾ
ー
ル
【
ニ

ト
ロ
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
系
抗
菌
剤
】・Rice Bran Sterol

【
米
ぬ
か
ス

テ
ロ
ー
ル
】T

ablets

を
用
い
る
べ
き
で
、
臨
床
上
は
一
定
の
効
果

が
あ
る
。
治
療
の
過
程
で
は
、
咬
合
調
整
お
よ
び
歯
周
包
帯
に
よ
る

固
定
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
必
要
性
が
再
認
識
さ
れ
た
。
す

べ
て
の
治
療
に
お
い
て
、
歯
肉
縁
下
歯
石
の
徹
底
し
た
ス
ケ
ー
リ

ン
グ
を
ベ
ー
ス
に
行
う
必
要
性
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
比
較
的
理

想
的
な
治
療
効
果
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
一
致
し
た
見
解
が
あ
る
。

歯
周
外
科
手
術
の
方
法
は
弁
翻
転
術
【
歯
肉
剥
離
掻
爬
術
、Flap 

O
peration

】、
自
家
骨
・
異
家
骨
（
あ
る
い
は
軟
骨
）
移
植
術
、
歯

肉
歯
槽
粘
膜
形
成
術
、
歯
肉
再
生
術
、
根
管
内
固
定
術
、
根
切
断
術
、

歯
髄
歯
周
連
合
治
療
な
ど
の
よ
う
に
、
す
べ
て
積
極
的
に
展
開
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
歯
周
病
進
行
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
お
い
て
、
さ

ら
に
数
多
く
の
患
歯
保
存
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
つ
つ
あ
る
。
肖

卓
然
は「
臨
床
歯
周
病
学
」の
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
歯

周
病
の
発
病
率
は
年
齢
が
増
す
に
従
い
高
く
な
り
、
か
つ
次
第
に
重

く
な
る
、
…
…
そ
れ
に
よ
る
歯
牙
の
喪
失
は
、
う
蝕
歯
に
比
べ
て
は

る
か
に
多
い
。」

　

し
た
が
っ
て
、
歯
周
病
予
防
業
務
は
、
か
な
り
複
雑
重
大
で
、
か

つ
甚
だ
困
難
を
伴
う
任
務
の
一
つ
で
あ
る
。
肖
卓
然
は
、
上
記
の
書

籍
の
な
か
で
、
さ
ら
に
指
摘
し
て
い
る
。「
大
多
数
の
歯
周
病
は
予

防
可
能
で
、
そ
の
う
え
健
常
者
と
歯
周
病
患
者
に
と
っ
て
最
も
重
要

な
こ
と
は
、
歯
と
歯
周
組
織
の
健
康
を
守
る
す
べ
て
の
能
力
は
大
切

で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。」

（
１
）
歯
周
病
の
流
行
調
査

　

一
九
五
三
年
、王
順
清
は
、歯
周
病
発
病
率
48
・
56
％
と
報
告
す
る
。

　

一
九
六
〇
年
、
四
川
医
学
院
口
腔
医
学
部
は
、
成
都
市
和
楽
山
地

区
十
万
八
千
百
十
四
名
の
住
民
の
う
蝕
と
歯
周
病
の
発
病
率
を
調
査

す
る
。
歯
肉
炎
罹
患
率
は
漢
族
51
％
、
イ
族
56
・
83
％
で
あ
り
、
歯

周
病
罹
患
率
は
漢
族
10
・
40
％
、
イ
族
4
・
84
％
で
あ
る
。

　

一
九
六
四
年
、
李
宏
毅
は
、
北
京
市
地
安
門
地
区
六
一
三
三
名

の
歯
周
病
罹
患
率
調
査
を
行
っ
た
。
六
一
三
三
名
中
、
男
性
は

二
三
七
二
名
で
、
歯
周
病
罹
患
者
数
六
二
二
名
、
罹
患
率
27
・
91
％
。

女
性
は
三
七
六
一
名
で
、
歯
周
病
罹
患
者
数
一
四
八
六
名
、
罹
患
率

39
・
52
％
で
あ
っ
た
。
年
齢
に
応
じ
て
分
類
集
計
す
る
と
、
三
〇
歳

以
下
の
歯
周
病
罹
患
率
は
10
％
に
満
た
な
い
が
、
六
〇
歳
以
上
の
罹

患
率
は
80
％
前
後
に
達
す
る
。
炎
症
型
歯
周
病
罹
患
率
は
年
齢
を
増

す
に
従
い
次
第
に
低
下
す
る
が
、
萎
縮
型
歯
周
病
は
却
っ
て
少
し
ず

つ
増
加
し
、
両
者
が
交
差
す
る
年
齢
層
は
三
〇
歳
で
あ
っ
た
。
歯
周

病
と
う
蝕
を
比
較
す
る
と
、
五
〇
歳
以
前
は
う
蝕
罹
患
率
が
歯
周
病

よ
り
高
く
、
五
〇
歳
以
後
は
歯
周
病
が
う
蝕
よ
り
高
く
な
る
。

　

一
九
八
三
年
、
史
書
俊
ら
は
天
津
市
お
よ
び
県
郊
外
区
域
の
歯
周
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病
流
行
状
況
調
査
を
行
っ
た
。
対
象
者
は
合
計
三
一
九
六
名
で
、
歯

周
病
罹
患
率
は
92
・
98
％
で
あ
っ
た
。

　

一
九
五
六
年
、
劉
馥
庭
、
沈
方
杞
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

一
九
五
三
年
の
一
年
間
、
北
京
医
学
院
口
腔
医
学
部
口
腔
外
科
外
来

で
の
抜
歯
患
者
全
五
六
八
五
名
中
、
う
蝕
が
原
因
で
抜
歯
し
た
者
は

三
八
六
三
名
（
61
・
74
％
）
で
、
歯
周
病
が
原
因
で
抜
歯
し
た
者
は

一
三
九
六
名
（
22
・
31
％
）
を
数
え
抜
歯
原
因
の
第
二
位
を
占
め
て

い
る
、
と
。
ま
た
、
馮
殿
恩
が
一
九
八
一
年
に
報
告
し
た
五
五
七
六

名
の
抜
歯
例
で
は
、
歯
周
病
に
よ
り
抜
歯
さ
れ
た
患
者
は
40
・
06
％

で
、第
一
位
を
占
め
て
お
り
、す
で
に
う
蝕
に
よ
る
抜
歯
（
38
・
27
％
）

を
上
回
っ
て
い
る
。

（
２
）
歯
周
病
の
分
類

　

一
九
八
三
年
、
王
順
靖
は
「
概
説　

歯
周
病
の
命
名
と
分
類
の
問

題
」
を
発
表
し
た
。

　

筆
者
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
歯
周
病
の
命
名
と
分
類
は
、
過
去
国
外

で
は
し
ば
し
ば
足
並
み
が
そ
ろ
わ
ず
、
中
国
国
内
の
主
要
文
献
を
見

て
も
認
識
が
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
。

　

歯
周
病
の
命
名
と
分
類
の
根
拠
は
歯
周
病
発
生
あ
る
い
は
進
展
の

法
則
を
客
観
的
に
反
映
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
身
性

疾
患
に
罹
患
し
た
場
合
、
歯
周
組
織
に
病
変
の
兆
候
が
現
れ
る
。
新

陳
代
謝
病
（
糖
尿
病
）、
栄
養
失
調
症
（
壊
血
病
）、
内
分
泌
失
調
な

ど
は
歯
周
組
織
病
変
を
引
き
起
こ
す
。
こ
の
よ
う
な
全
身
疾
患
の
主

な
病
変
部
は
歯
周
組
織
に
は
存
在
せ
ず
全
身
に
わ
た
り
、
そ
れ
ら
の

臨
床
診
断
と
治
療
に
当
た
っ
て
は
全
身
の
病
変
部
に
対
す
る
針
治
療

が
主
と
な
る
。
ゆ
え
に
歯
周
病
分
類
の
範
囲
に
は
含
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

　

口
腔
お
よ
び
歯
周
組
織
に
係
わ
る
そ
の
他
の
疾
病
に
つ
い
て

　

歯
周
組
織
に
固
有
の
疾
病
分
類

　

 

１
．
歯
周
炎
症　

歯
肉
炎
お
よ
び
歯
周
炎
を
含
み
、
す
べ
て
が
慢

性
の
炎
症
で
あ
り
、
一
般
に
は
両
者
を
異
な
る
疾
病
と
し
て
論
じ

る
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
は
重
複
し
、
な
お
か
つ
両
者
の
鑑
別
は

と
て
も
困
難
で
あ
る
。
両
者
は
一
つ
の
連
続
し
た
進
展
過
程
で
あ

り
、
そ
の
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
な
お

か
つ
臨
床
上
の
歯
肉
炎
お
よ
び
歯
周
炎
の
病
因
、
病
理
、
予
防
措

置
な
ど
は
、
原
則
的
に
さ
ほ
ど
の
差
異
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
両

者
の
区
分
は
臨
床
上
確
か
に
困
難
な
場
合
が
あ
り
、
必
ず
し
も
無

理
に
一
定
の
区
分
の
た
め
の
ラ
イ
ン
を
必
要
と
し
な
い
。
両
者
の

本
質
は
炎
症
に
あ
る
の
で
、
歯
周
炎
症
と
総
称
す
る
。

　
 

２
．
歯
周
創
傷　

中
国
の
実
状
に
基
づ
き
、
歯
周
損
傷
は
単
独
に

一
つ
の
群
に
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
事
実
上
、
歯
周
損
傷
は
特
殊

な
発
病
原
因
を
有
し
て
お
り
、相
応
す
る
病
理
的
変
化
や
臨
床
像
、

診
断
と
治
療
方
法
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
他
の
歯
周
病

と
は
異
な
り
、
当
然
、
単
独
の
歯
周
疾
病
に
分
類
す
べ
き
で
あ
る
。
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３
．
歯
周
変
性　

一
九
二
〇
年
代
に
は
「
拡
散
性
歯
槽
骨
萎
縮
」

と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
。
一
九
四
二
年
に
は
「
変
性
非
炎
症
性
歯

周
組
織
破
壊
」
と
な
り
、
一
九
七
三
年
に
は
若
年
性
歯
周
炎
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
筆
者
は
「
歯
周
変
性
」
が
ふ
さ
わ
し
く
、
当
面
用

い
る
べ
き
名
称
と
考
え
て
い
る
。

　

 

４
．
歯
周
萎
縮　

国
内
外
研
究
者
の
大
多
数
は
、
本
病
変
を
歯
周

組
織
病
変
の
一
つ
で
あ
る
と
提
言
し
て
お
り
、
萎
縮
は
歯
肉
の
退

縮
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
病
変
の
本
態
は
歯
根

が
露
出
す
る
現
象
で
あ
り
、
病
変
の
本
質
を
反
映
し
た
も
の
と
は

な
っ
て
い
な
い
。初
老
性
萎
縮
は
検
討
に
値
す
る
名
称
で
あ
る
が
、

そ
の
病
因
は
未
だ
明
確
で
は
な
く
、
予
防
措
置
も
確
立
し
て
い
な

い
。
ま
た
文
献
に
お
い
て
も
報
告
が
少
な
い
。
今
後
の
探
究
の
た

め
に
、一
つ
の
類
型
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
。

　

 

５
．
歯
肉
増
殖　

真
正
の
歯
肉
増
殖
は
存
在
す
る
が
、
認
め
ら
れ

る
こ
と
は
比
較
的
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
研
究
者
は
歯
肉
分
類
の

一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ

れ
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
３
）
歯
周
病
の
治
療

　

歯
周
病
の
治
療
は
、
薬
物
応
用
と
歯
周
外
科
手
術
の
二
つ
が
主
な

も
の
で
あ
る
。
歯
周
病
に
お
け
る
矯
正
治
療
は
、
口
腔
修
復
学
の
章

に
お
い
て
論
述
す
る
。
一
九
五
〇
年
代
、
局
部
封
閉
【
密
閉
】
療
法

が
歯
周
病
治
療
に
用
い
ら
れ
た
。
当
時
、
肯
定
的
評
価
を
得
て
、
歴

史
的
に
積
極
的
に
応
用
す
る
気
運
が
高
ま
っ
た
。

　

一
九
五
四
年
、
周
宗
岐
ら
は
密
閉
治
療
を
行
っ
た
三
四
二
名
の
歯

周
病
患
者
に
つ
い
て
の
総
括
を
報
告
し
た
。
筆
者
ら
が
治
療
し
た

三
四
二
例
で
は
、
歯
周
炎
が
最
も
多
く
二
八
七
例
（
83
・
7
％
）
を

占
め
て
い
る
。
密
閉
治
療
後
、治
癒
は
七
九
例
（
27
・
2
％
）
と
な
り
、

改
善
例
は
四
五
例
（
15
・
7
％
）、
不
明
（
継
続
観
察
あ
る
い
は
継

続
治
療
が
出
来
な
か
っ
た
者
、
治
療
後
未
来
院
あ
る
い
は
治
療
中
断

者
）
一
六
〇
例
（
55
・
8
％
）、無
効
例
三
例
（
1
・
1
％
）
で
あ
っ
た
。

　

次
に
多
か
っ
た
の
は
、
歯
周
症
患
者
三
二
例
で
、
全
症
例
の
9
・

4
％
を
占
め
て
い
る
。
治
癒
し
た
者
は
一
三
例
（
40
・
6
％
）、
改

善
し
た
者
は
七
例
（
21
・
9
％
）、
不
明
（
前
記
歯
周
炎
の
不
明
原

因
と
同
様
）
一
一
例
（
43
・
4
％
）、
無
効
例
は
一
例
で
あ
っ
た
。

　

一
九
六
〇
年
、
北
京
市
口
腔
医
院
口
腔
内
科
は
、
チ
ョ
ウ
ジ
油
ア

ル
コ
ー
ル
、
麝
香
草
エ
キ
ス
、
フ
ェ
ノ
ー
ル
カ
ン
フ
ル
、
ペ
ニ
シ
リ

ン
を
含
ん
だ
薬
糸
を
歯
周
ポ
ケ
ッ
ト
内
に
押
し
込
む
歯
周
病
治
療
法

の
一
〇
年
以
上
経
過
例
を
報
告
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
〜
二
回

治
療
を
行
っ
た
症
例
で
は
、
自
覚
症
状
が
、
程
度
は
様
々
で
あ
る
が
、

軽
減
あ
る
い
は
消
失
す
る
。
再
継
続
し
て
治
療
を
行
う
と
、
歯
周
ポ

ケ
ッ
ト
は
浅
く
緊
密
と
な
り
、
Ｘ
線
上
で
は
歯
槽
頂
部
お
よ
び
固
有

歯
槽
骨
に
硬
板
が
出
現
し
、
歯
槽
骨
梁
は
次
第
に
明
瞭
と
な
り
、
歯

槽
骨
密
度
は
程
度
は
異
な
る
が
次
第
に
増
し
て
く
る
。
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一
九
八
二
年
、
徐
治
鴻
ら
は
牙
周
敗
毒
飲
（
生
石
膏
、
黄

、
紫

地
丁
、
地
黄
、
元
参
、
大
黄
な
ど
を
主
成
分
と
す
る
）
の
実
験
的
研

究
報
告
を
発
表
す
る
。
筆
者
ら
は
、
牙
周
敗
毒
飲
に
は
一
定
の
抗
炎

症
作
用
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

一
九
八
二
年
、
易
新
銓
ら
は
メ
ト
ロ
ニ
ダ
ゾ
ー
ル
を
用
い
た
歯
周

病
治
療
を
報
告
す
る
。
筆
者
ら
は
歯
周
病
患
者
六
〇
例
を
選
び
、
そ

の
内
訳
は
歯
周
炎
四
〇
例
、
歯
肉
炎
二
〇
例
で
、
臨
床
的
治
療
効
果

の
評
価
を
行
っ
た
。
治
療
結
果
と
し
て
、
服
薬
七
〜
一
五
日
後
、
歯

肉
出
血
、
口
臭
、
歯
痛
な
ど
の
自
覚
症
状
は
ほ
と
ん
ど
消
失
し
た
。

治
療
開
始
後
一
・
三
・
六
ヶ
月
後
の
再
検
査
で
は
、
大
部
分
の
患
者

（
73
％
）
で
歯
肉
出
血
は
停
止
し
、
歯
周
膿
瘍
は
再
発
す
る
こ
と
な

く
、
歯
牙
は
安
定
し
咀
嚼
機
能
も
改
善
に
向
か
う
。

（
４
）
歯
周
病
の
外
科
的
治
療

　

一
九
五
七
年
、
陳
維
系
は
歯
肉
剥
離
掻
爬
術
を
用
い
た
歯
槽
膿
漏

二
五
例
の
治
療
報
告
を
行
っ
た
。
術
後
一
ヶ
月
〜
三
年
の
臨
床
観
察

を
経
て
、
一
八
例
で
は
治
療
効
果
は
高
く
、
三
例
で
は
明
ら
か
な
効

果
が
認
め
ら
れ
、
四
例
は
再
発
し
て
い
る
。

　

一
九
六
三
年
、
洪
民
ら
は
慢
性
歯
周
炎
の
骨
移
植
治
験
例
を
報
告

す
る
。
筆
者
ら
は
、
大
部
分
の
症
例
で
手
術
領
域
に
近
接
し
た
部
分

の
骨
片
を
採
取
し
移
植
を
行
っ
た
。
経
過
観
察
期
間
は
一
ヶ
月
〜
三

年
で
あ
る
。
一
二
例
中
、
成
功
六
例
、
部
分
的
失
敗
二
例
、
完
全
な

失
敗
四
例
で
あ
る
。
筆
者
ら
は
失
敗
原
因
を
、
移
植
骨
片
の
填
塞
が

余
り
に
も
多
す
ぎ
た
こ
と
に
よ
り
歯
肉
縁
縫
合
部
の
裂
開
が
生
じ
た

た
め
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。

　

一
九
六
三
年
、
洪
民
、
曹
家
信
は
、
四
年
来
用
い
て
き
た
減
張
切

開
歯
肉
弁
手
術
方
法
を
紹
介
し
た
。
こ
の
手
術
法
を
用
い
る
と
歯
肉

弁
手
術
と
歯
肉
切
除
術
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
可
能
で
、
歯
周
病
巣

の
徹
底
的
除
去
と
歯
槽
骨
整
形
術
が
で
き
、
歯
牙
創
面
と
歯
牙
根
面

を
被
覆
す
る
た
め
の
健
常
歯
肉
弁
も
獲
得
し
や
す
く
、
創
面
の
治
癒

速
度
は
促
進
さ
れ
、
歯
周
組
織
再
付
着
の
た
め
の
有
利
な
条
件
が
付

与
で
き
る
な
ど
、
一
定
程
度
以
上
の
治
療
効
果
向
上
が
図
ら
れ
た
。

　

一
九
六
五
年
、
王
順
英
ら
は
歯
周
病
手
術
六
〇
例
（
全
八
七
手
術

部
位
）、
内
訳
は
歯
肉
切
除
術
三
九
例
、
歯
肉
剥
離
掻
爬
術
二
一
例

の
治
療
報
告
を
行
っ
た
。
歯
肉
切
除
術
は
六
一
手
術
部
位
に
施
し
、

歯
肉
剥
離
掻
爬
術
は
二
六
手
術
部
位
に
行
っ
た
。

　

術
後
の
経
過
観
察
は
、三
〜
六
ヶ
月
後
六
二
手
術
部
位
、七
〜
九
ヶ

月
後
二
六
手
術
部
位
で
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
歯
肉
切
除
術
の
予

後
が
、
大
変
良
い
お
よ
び
概
ね
良
い
は
五
〇
例
（
82
％
）
を
占
め
て

い
た
。
同
様
に
、
歯
肉
剥
離
掻
爬
術
で
は
二
一
例
（
80
・
8
％
）
で
、

予
後
は
良
好
・
概
ね
良
好
で
あ
っ
た
。

　

一
九
七
九
年
、
黄
群
華
は
歯
肉
再
生
術
治
療
七
四
〇
例
に
お
け

る
歯
周
病
治
療
経
過
・
結
果
を
報
告
す
る
。
筆
者
は
一
九
七
二
〜

一
九
七
八
年
五
月
ま
で
の
六
年
間
で
歯
肉
再
生
術
を
七
四
〇
例
実
施
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し
た
。
そ
の
内
訳
は
炎
症
型
三
八
三
例
、
混
合
型
三
一
七
例
、
歯
周

症
型
四
〇
例
で
あ
る
。
七
四
〇
手
術
例
の
大
半
は
、
術
後
一
ヶ
月

半
で
歯
肉
は
す
べ
て
再
生
し
、
歯
周
ポ
ケ
ッ
ト
は 

完
全
に
消
失
し
、

膿
漏
お
よ
び
出
血
は
完
全
に
停
止
し
、
歯
肉
の
光
沢
は
正
常
に
回

復
、
歯
牙
の
動
揺
も
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
、
咀
嚼
機
能
は
ほ
ぼ
回

復
す
る
。
臨
床
的
治
癒
率
は
95
％
に
達
し
、
し
か
も
明
ら
か
な
改
善

が
5
％
を
占
め
て
い
る
。

　

一
九
七
九
年
、
張
挙
之
は
歯
周
病
治
療
に
お
け
る
断
根
術
【
ヘ
ミ

セ
ク
シ
ョ
ン
、
歯
根
分
割
】
の
長
期
的
治
療
評
価
を
報
告
し
た
。
筆

者
は
一
九
六
三
〜
一
九
六
五
年
に
行
っ
た
断
根
術
三
〇
例
を
集
め
、

半
年
〜
一
四
年
間
で
再
来
院
し
た
症
例
は
二
二
例
で
あ
っ
た
。
長
期

の
治
療
評
価
か
ら
、
五
年
以
上
機
能
的
状
態
が
保
持
さ
れ
た
症
例

は
一
八
例
（
81
・
8
％
）
を
占
め
、
一
〇
年
以
上
保
存
さ
れ
て
い
た

ケ
ー
ス
は
一
三
例
（
59
・
1
％
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
機
能
保
持
期

間
一
〇
年
以
上
の
ケ
ー
ス
は
五
例
（
22
・
7
％
）
で
あ
っ
た
。

　

一
九
七
九
年
、
周
継
林
ら
は
、
一
九
六
一
年
よ
り
重
度
歯
周
病
の

歯
牙
の
一
部
を
切
断
・
採
取
し
、
矯
正
治
療
と
歯
周
病
治
療
を
施

し
再
結
合
さ
せ
た
二
〇
八
例
の
治
験
例
を
報
告
す
る
。
二
〇
八
例

（
四
六
〇
歯
）
の
患
者
年
齢
は
大
多
数
が
五
〇
歳
以
上
で
、
短
期
失

敗
例
の
八
歯
を
除
い
て
、
そ
の
他
の
短
期
的
治
療
評
価
は
比
較
的
良

好
で
あ
っ
た
。
治
療
後
三
年
以
上
経
過
し
た
も
の
は
九
〇
例
で
、
長

期
に
わ
た
り
経
過
観
察
を
行
っ
た
も
の
は
六
六
例
一
四
四
歯
と
な

り
、
最
長
経
過
観
察
例
は
一
六
年
に
お
よ
ぶ
。
そ
の
う
ち
の
術
後
比

較
的
長
期
間
保
存
さ
れ
た
八
歯
は
事
情
が
あ
っ
て
抜
歯
さ
れ
た
が
、

残
り
の
一
三
六
歯
は
な
お
存
在
し
て
い
る
。
一
三
六
歯
の
う
ち
の
九

歯
の
状
況
は
い
さ
さ
か
劣
る
が
、
そ
の
他
の
一
二
三
歯
の
状
況
は
一

貫
し
て
良
好
に
推
移
し
て
い
る
。
筆
者
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
歯
牙
の

保
存
は
、
歯
槽
の
保
存
に
有
効
で
、
義
歯
の
安
定
と
保
持
力
を
高
め
、

義
歯
の
効
果
を
高
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

一
九
八
二
年
、
中
国
人
民
解
放
軍
第
二
一
一
医
院
口
腔
科
は
歯
周

病
手
術
を
行
っ
た
二
二
〇
例
の
治
験
を
報
告
す
る
。
当
該
施
設
は
歯

肉
剥
離
掻
爬
術
お
よ
び
歯
槽
骨
整
形
術
一
五
七
例
を
実
施
し
、
そ
の

う
ち
の
半
年
〜
一
四
年
間
の
経
過
観
察
例
一
〇
四
例
で
は
、
治
療
評

価
優
良
お
よ
び
概
ね
良
好
が
一
〇
一
例
（
97
％
）
を
占
め
、
無
効
は

三
例
（
3
％
）
で
あ
っ
た
。
ポ
ケ
ッ
ト
下
部
骨
移
植
術
を
行
っ
た

三
〇
名
、
根
分
岐
部
直
下
骨
移
植
五
名
で
は
、
一
〜
一
二
年
の
経
過

観
察
期
間
を
経
て
、
ポ
ケ
ッ
ト
下
部
骨
移
植
一
七
名
全
三
二
歯
中
、

二
六
歯
の
骨
再
生
は
良
好
で
あ
り
、
そ
の
成
功
率
は
81
％
と
な
る
。

　

一
九
八
四
年
、
韓
錦
秋
、
苟
建
重
は
、
各
分
類
の
歯
周
病
患
歯
の

歯
周
ポ
ケ
ッ
ト
内
に
、
凍
結
保
存
同
種
異
体
軟
骨
を
移
植
し
た
三
〇

症
例
を
報
告
す
る
。
移
植
三
〇
症
例
中
、
歯
槽
骨
新
生
誘
導
に
よ
り

咀
嚼
機
能
を
回
復
し
、
患
歯
保
存
の
観
点
か
ら
一
層
の
効
果
が
得
ら

れ
た
。
再
来
院
症
例
二
六
例
で
は
、
術
後
一
ヶ
月
半
〜
八
ヶ
月
の

七
例
で
歯
槽
骨
の
2
㎜
以
上
の
増
生
が
認
め
ら
れ
、
骨
密
度
は
明
ら



106

研究　東洋

か
に
増
加
し
た
。
筆
者
ら
が
選
ん
だ
歯
周
変
性
患
者
五
例
に
お
い
て

は
、
骨
新
生
は
一
例
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
歯
周
炎
と
咬
合
性
外

傷
を
伴
う
患
者
に
お
い
て
は
、
骨
縁
下
ポ
ケ
ッ
ト
の
患
歯
は
骨
縁
上

ポ
ケ
ッ
ト
と
比
べ
た
場
合
、
は
る
か
に
予
後
は
良
い
。
手
術
適
応
症

の
厳
格
な
選
択
は
治
療
効
果
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。

３
．
口
腔
粘
膜
病

　

口
腔
粘
膜
病
は
人
に
よ
く
見
ら
れ
る
口
腔
内
の
疾
病
で
、
そ
の
発

病
率
は
う
蝕
や
歯
髄
炎
・
歯
周
病
に
は
お
よ
ば
な
い
が
、
し
か
し
、

病
変
の
種
類
が
多
く
、
病
因
は
複
雑
で
、
診
断
と
治
療
に
お
い
て
、

な
お
ま
だ
一
定
の
難
し
さ
が
存
在
し
て
い
る
。
特
に
、
口
腔
粘
膜
白

斑
【
自
板
症
】
と
口
腔
粘
膜
扁
平
苔
癬
は
潜
在
的
に
悪
性
変
化
の
可

能
性
を
備
え
、
そ
の
た
め
口
腔
粘
膜
病
の
予
防
的
研
究
は
、
日
増
し

に
中
国
口
腔
医
学
研
究
者
や
政
府
関
係
部
門
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ

て
い
る
。

　

一
九
七
八
年
、
中
国
人
民
共
和
国
衛
生
部
と
中
国
人
民
解
放
軍
総

兵
站
部
衛
生
部
の
指
導
の
下
、
全
国
的
な
口
腔
粘
膜
病
研
究
の
た
め

の
協
同
組
織
が
成
立
し
た
。
口
腔
白
斑
・
扁
平
苔
癬
お
よ
び
前
癌
病

変
予
防
研
究
協
同
組
織
（
略
称
、「
両
病
」
協
作
組
）
は
、北
京
医
院
、

北
京
医
科
大
学
、
解
放
軍
総
医
院
、
華
西
医
科
大
学
、
上
海
第
二
医

科
大
学
、第
四
軍
医
大
学
、湖
北
医
学
院
、広
州
軍
区
総
医
院
の
八
ヶ

所
に
作
ら
れ
る
。
口
腔
粘
膜
病
と
口
腔
病
理
学
に
関
す
る
国
内
の
著

名
な
研
究
者
・
専
門
家
お
よ
び
数
多
く
の
教
員
・
医
師
・
研
究
所
研

究
員
・
実
験
技
師
な
ど
が
こ
の
意
義
あ
る
重
要
な
研
究
活
動
に
参
画

し
た
。

　

一
九
八
四
年
、「
両
病
」
協
作
組
は
、
数
年
来
の
研
究
活
動
の
学

術
的
総
括
を
行
い
、
一
致
し
た
認
識
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、「
両
病
」
の
研
究
で
は
、
病
因
学
お
よ
び
病
理
学
と
予
防
治
療

の
い
ず
れ
の
分
野
で
も
す
で
に
世
界
の
先
進
国
の
レ
ベ
ル
に
到
達
し

た
。

　

一
九
八
六
年
、「
両
病
」
の
研
究
成
果
は
、
衛
生
部
第
二
級
成
果

賞
を
獲
得
し
た
。
こ
れ
は
中
国
口
腔
医
学
界
の
共
同
研
究
に
お
け
る

大
き
な
実
績
の
一
つ
で
あ
る
。

（
１
）
口
腔
粘
膜
扁
平
苔
癬

１
．
口
腔
扁
平
苔
癬
の
罹
患
率

　

西
安
、
成
都
、
上
海
、
山
西
、
北
京
な
ど
に
お
け
る
「
両
病
」
協

作
組
の
調
査
十
三
万
四
千
四
百
九
十
二
名
に
よ
る
と
、
口
腔
扁
平
苔

癬
の
罹
患
率
は
0
・
51
％
で
あ
る
。

２
．
臨
床
研
究

　

中
国
に
お
け
る
最
初
の
口
腔
扁
平
苔
癬
の
報
告
は
兪
家
振
に
よ
る

も
の
で
、
一
九
五
四
年
に
二
例
（
三
八
歳
男
性
一
例
、
二
五
歳
女
性

一
例
）
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
口
腔
扁
平
苔
癬
の
定
義
、
原
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因
、
症
状
、
病
理
変
化
、
診
断
、
予
後
お
よ
び
治
療
な
ど
を
論
述
し
、

併
せ
て
、
口
腔
科
医
師
は
口
腔
粘
膜
に
お
け
る
い
か
な
る
病
変
を
も

当
然
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
提
議
し
て
い
る
。

　

一
九
五
七
年
、
王
順
靖
は
口
腔
扁
平
苔
癬
の
臨
床
症
状
お
よ
び
治

療
効
果
を
観
察
し
た
四
例
を
報
告
し
た
。
筆
者
は
四
例
す
べ
て
で
皮

膚
の
損
傷
は
な
い
と
報
告
し
、
口
腔
扁
平
苔
癬
の
好
発
部
位
は
頬
粘

膜
で
あ
る
と
指
摘
し
、Cooke

（
一
九
五
四
）【Cooke, B.E.D
. 

口

腔
粘
膜
扁
平
苔
癬
五
〇
例
に
つ
い
て
、
初
め
て
臨
床
像
の
分
類
を

行
っ
た
。
出
典　

T
he oral m

anifestations of lichen planus: 

50 cases. Brit. D
. J., 96: 1, 1954

】
の
八
分
類
を
紹
介
し
た
。
こ

の
四
例
の
損
傷
程
度
はCooke

氏
分
類
の
タ
イ
プ
１
か
ら
６
に
相
似

し
、
次
サ
リ
チ
ル
酸
ビ
ス
マ
ス
製
剤
【
整
腸
剤
、
日
本
で
は
未
承
認

薬
】
を
応
用
し
た
治
療
効
果
は
比
較
的
高
い
。

　

一
九
五
八
年
、
張
楽
天
、
富
振
声
は
口
腔
粘
膜
扁
平
苔
癬
観
察
例

三
五
例
を
報
告
し
た
。
症
例
は
男
性
二
五
例
（
71
・
4
％
）、
女
性

一
〇
例
（
28
・
6
％
）
で
、
最
年
少
は
二
〇
歳
、
最
高
齢
は
六
五

歳
、
発
生
部
位
は
頬
粘
膜
部
二
五
例
（
71
・
4
％
）、
舌
背
部
一
〇

例
（
28
・
5
％
）、
歯
肉
部
一
〇
例
（
28
・
5
％
）、
軟
・
硬
口
蓋
部

六
例
（
17
・
1
％
）、
口
唇
部
五
例
（
14
・
3
％
）、
舌
下
部
二
例

（
5
・
7
％
）、
咽
喉
部
二
例
（
5
・
7
％
）
で
あ
る
。
臨
床
症
状

の
詳
細
な
分
析
を
行
い
、
併
せ
て
局
部
の
治
療
に
は
塩
酸
プ
ロ
カ
イ

ン
お
よ
び
オ
キ
シ
ド
ー
ル
シ
ッ
プ
お
よ
び
ビ
タ
ミ
ン
B1
筋
肉
注
射
の

治
療
方
法
を
紹
介
す
る
。

　

一
九
五
九
年
、
張
楽
天
は
テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
【
ス
テ
ロ
イ
ド
ホ
ル

モ
ン
剤
】
を
用
い
た
口
腔
扁
平
苔
癬
治
験
例
五
例
を
報
告
し
、
全
例

で
治
癒
を
認
め
て
い
る
。
筆
者
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
テ
ス
ト

ス
テ
ロ
ン
の
主
な
作
用
は
体
内
の
一
般
的
蛋
白
質
合
成
を
促
進
す
る

も
の
で
、
人
体
の
生
活
能
力
を
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
五
年
、
彭
式
韞
、
陸
先
韞
は
口
腔
扁
平
苔
癬
二
四
例
を

報
告
し
、
そ
の
う
ち
の
一
例
は
皮
膚
損
傷
を
伴
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

二
四
例
の
う
ち
一
五
例
は
連
絡
が
取
れ
な
く
な
り
、
残
り
の
九
例
の

観
察
を
行
っ
た
（
最
短
観
察
期
間
三
ヶ
月
、
最
長
は
二
年
七
ヶ
月
）。

二
例
は
い
ま
だ
治
療
を
受
け
入
れ
ず
治
癒
に
は
至
ら
な
い
。
そ
の
他

の
治
療
を
行
っ
た
七
例
は
、
す
べ
て
顕
著
な
治
療
効
果
が
得
ら
れ
て

い
る
。

　

一
九
七
九
年
、
鄭
際
烈
は
、
西
洋
医
学
と
中
国
漢
方
医
学
を
融
合

し
た
治
療
を
行
っ
た
口
腔
扁
平
苔
癬
二
〇
例
を
報
告
し
、
そ
の
す
べ

て
で
明
ら
か
な
治
療
効
果
を
得
て
い
る
。

　

一
九
八
〇
年
、
李
輝
菶
は
口
腔
扁
平
苔
癬
に
関
す
る
詳
細
な
論

文
を
発
表
す
る
。
筆
者
は
口
腔
粘
膜
上
に
単
発
す
る
扁
平
苔
癬
は
、

口
腔
粘
膜
疾
病
の
な
か
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
、
多
発
す
る

疾
患
の
一
つ
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
湖
北
医
学
院
に
よ
る
労
働
者

五
八
四
二
名
を
対
象
と
し
た
調
査
（
一
九
七
七
）
で
は
、
発
病
者
七

例
、発
病
率
1
・
2
％
【
0
・
12
％
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
】
で
あ
っ
た
。



108

研究　東洋
　

筆
者
は
粘
膜
病
の
カ
ル
テ
八
二
一
例
の
な
か
か
ら
、
口
腔
扁
平
苔

癬
一
五
九
例
（
19
・
3
％
）
の
臨
床
的
分
析
を
行
う
。
一
五
九
例

中
、
頬
部
は
七
九
例
（
49
・
7
％
）
で
、
そ
の
次
に
多
い
の
は
唇
部

三
五
例
（
22
・
0
％
）、
舌
部
一
五
例
（
9
・
4
％
）
の
順
で
あ
る
。

臨
床
的
特
徴　

最
も
多
い
の
は
ビ
ラ
ン
型
で
九
〇
例
（
56
・
6
％
）、

次
い
で
線
網
型
五
八
例
（
36
・
5
％
）、
斑
状
型
六
例
【
原
文
は
例

数
記
載
も
れ
の
た
め
％
よ
り
推
定
し
た
例
数
で
あ
る
】（
3
・
7
％
）、

潰
瘍
型
五
例
（
3
・
1
％
）
の
順
で
あ
る
。

病
理
組
織
所
見　

一
五
九
例
の
う
ち
六
六
例
の
光
顕
観
察
に
よ
り
、

表
皮
角
化
過
度
例
三
〇
例
（
45
・
5
％
）、
角
化
不
全
例
三
六
例

（
54
・
5
％
）、
粒
層
顕
著
例
一
一
例
（
16
・
6
％
）、
棘
層
増
大

あ
る
い
は
萎
縮
例
五
三
例
（
80
・
3
％
）、
基
底
層
液
化
・
破
壊
例

六
六
例
（
100
％
）、
境
界
が
明
瞭
な
粘
膜
固
有
層
に
帯
状
の
炎
症
を

呈
す
る
細
胞
浸
潤
例
（
主
に
リ
ン
パ
細
胞
）
六
五
例
（
98
・
5
％
）

が
認
め
ら
れ
た
。
一
五
九
例
中
、
外
来
で
経
過
観
察
を
行
っ
た
四
〇

例（
半
年
〜
一
六
年
）で
は
、全
例
で
悪
性
変
化
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。

一
五
九
例
の
う
ち
で
入
院
し
、
系
統
的
治
療
を
施
し
た
の
は
二
五
例

で
あ
る
―
―
プ
レ
ド
ニ
ゾ
ロ
ン
【
ス
テ
ロ
イ
ド
ホ
ル
モ
ン
剤
】
錠

を
内
服
し
、
酢
酸
プ
レ
ド
ニ
ゾ
ロ
ン
を
病
変
内
に
注
射
し
、
退
院
時

一
三
例
が
治
癒
、
一
一
例
が
好
転
し
、
一
例
が
治
癒
に
は
至
ら
な
い

（
事
情
に
よ
り
退
院
し
治
療
は
完
結
し
て
い
な
い
）。
一
時
的
効
果

は
比
較
的
理
想
に
近
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
外
来
で
継
続
的
に
治
療
を

行
っ
た
三
四
例
（
投
薬
は
入
院
例
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
）
で
は
、
治

癒
一
三
例
、
好
転
二
一
例
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
投
薬
を
停
止
し

た
後
に
ほ
ど
な
く
再
発
し
た
ケ
ー
ス
二
九
例
（
全
部
再
発
一
五
例
、

一
部
再
発
一
四
例
）
が
含
ま
れ
る
。
以
上
の
状
況
か
ら
、
ホ
ル
モ
ン

治
療
は
、
短
期
的
治
療
効
果
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
投
薬
中
止

後
の
再
発
率
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
九
八
一
年
、
徐
治
鴻
、
魏
克
立
は
中
国
漢
方
医
学
と
西
洋
医
学

を
融
合
し
た
治
療
を
施
し
た
口
腔
扁
平
苔
癬
一
〇
五
例
を
報
告
し
、

治
療
後
半
年
経
過
時
の
観
察
で
、そ
の
う
ち
の
漢
方
薬
（
苔
癬
飲
一
、

二
、三
号
）
を
主
と
し
た
場
合
の
有
効
率
は
90
・
3
％
と
な
り
、
デ

キ
サ
メ
タ
ゾ
ン
【
ス
テ
ロ
イ
ド
ホ
ル
モ
ン
剤
】
を
加
え
た
漢
方
薬
の

有
効
率
は
90
・
9
％
と
な
っ
た
。

　

一
九
八
一
年
、
許
国
祺
ら
は
上
海
地
区
一
万
八
千
七
百
六
十
九
名

の
口
腔
粘
膜
疾
病
調
査
を
行
い
、
そ
の
う
ち
の
口
腔
扁
平
苔
癬
罹
患

者
数
は
一
〇
九
例
、
罹
患
率
0
・
58
％
で
、
粘
膜
病
の
第
五
位
に
位

置
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
多
く
は
全
身
的
素
因
を
伴
い
、
特
に
消

化
器
系
の
病
歴
は
突
出
（
五
三
例
）
し
て
い
る
。
一
〇
九
例
の
扁
平

苔
癬
に
お
い
て
は
、
喫
煙
習
慣
が
な
い
者
が
九
四
例
で
、
か
つ
喫
煙

者
は
一
五
例
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
本
調
査
に
お
け
る
最
多
類
型
は
網

状
型
で
、
次
は
、
丘
疹
型
、
環
状
型
、
斑
状
型
、
萎
縮
型
、
充
血
型

の
順
で
、
ビ
ラ
ン
を
伴
う
タ
イ
プ
は
僅
か
六
例
で
あ
る
。
主
な
損
傷

部
位
は
頬
粘
膜
と
口
腔
前
庭
部
、
次
に
舌
部
、
口
唇
部
で
、
咽
頭
部
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は
最
も
少
な
い
。

　

一
九
八
二
年
、
陳
海
瓊
ら
は
口
腔
扁
平
苔
癬
と
系
統
的
疾
患
の
関

連
性
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
た
。
上
海
第
九
人
民
医
院
に
お
け
る

一
九
七
六
年
一
月
〜
一
九
八
〇
年
六
月
ま
で
の
一
六
三
九
例
の
口

腔
粘
膜
病
の
う
ち
、
扁
平
苔
癬
と
診
断
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
全
部
で

六
四
〇
例
（
39
・
05
％
）
で
あ
る
。
本
調
査
六
四
〇
例
中
、
資
料
不

完
全
で
統
計
処
理
を
行
わ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
が
三
一
例
含
ま
れ
て
い

る
。
統
計
処
理
に
供
し
た
六
〇
九
例
の
扁
平
苔
癬
の
う
ち
で
、
23
・

32
％
（
一
四
二
例
）
の
患
者
は
肝
炎
の
既
往
を
、
胃
疾
患
は
16
・

9
％
（
一
〇
二
例
）、
関
節
炎
が
11
・
99
％
（
七
三
例
）、
冠
状
動
脈

硬
化
症
は
8
・
21
％
（
五
〇
例
）、高
血
圧
症
は
6
・
57
％
（
四
〇
例
）、

糖
尿
病
が
1
・
15
％
（
七
例
）、
発
病
前
に
テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
等

の
服
用
あ
る
い
は
化
学
薬
品
と
の
接
触
経
験
を
有
す
る
者
は
七
例
で

あ
っ
た
。
40
・
91
％
（
二
四
九
例
）
は
、
発
病
前
か
ら
明
ら
か
な
精

神
的
素
因
（
大
多
数
は
一
〇
年
内
乱
【
文
化
大
革
命
の
一
九
六
六
〜

一
九
七
六
年
を
さ
す
】
に
重
大
な
精
神
的
ト
ラ
ウ
マ
に
遭
遇
し
困
惑

状
態
に
あ
る
者
）
を
有
し
て
い
る
。
扁
平
苔
癬
患
者
六
例
に
お
い
て

は
、
五
例
は
妊
娠
期
間
中
は
緩
解
す
る
も
産
後
に
ま
た
再
発
し
て
い

る
。
他
の
一
例
は
月
経
期
間
中
に
症
状
が
激
化
し
、
終
了
後
は
軽
減

す
る
と
訴
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
病
と
内
分
泌
に
一
定
の
関

係
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
筆
者
は
指
摘
す
る

―
―
系
統
的
疾
患
の
な
か
で
は
肝
炎
患
者
が
比
較
的
多
く
、
扁
平
苔

癬
と
自
己
免
疫
反
応
に
は
関
連
が
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

一
九
八
四
年
、
王
順
英
ら
は
四
川
医
学
院
附
属
口
腔
病
院
粘
膜
病

班
の
一
九
七
三
〜
一
九
八
三
年
の
一
一
年
間
に
診
療
し
た
口
腔
扁
平

苔
癬
五
〇
〇
例
の
分
析
検
討
を
行
っ
た
。

　

五
〇
〇
例
中
、
男
性
一
五
八
名
（
31
・
6
％
）、
女
性
は
三
四
二

名
（
68
・
4
％
）
で
、
女
性
は
約
二
倍
と
な
っ
て
い
る
。

　

患
者
の
最
年
少
は
一
七
歳
、
最
高
齢
は
七
二
歳
で
、
二
〇
歳
以
下

は
わ
ず
か
八
例
、
三
〇
〜
五
〇
歳
が
59
・
8
％
を
占
め
る
。

　

病
歴
最
長
者
は
二
七
年
、
二
年
に
満
た
な
い
者
は
二
四
五
例

（
49
・
0
％
）、
二
年
以
上
一
〇
年
未
満
二
一
六
例
（
43
・
02
％
）
で
、

典
型
的
な
慢
性
的
経
過
を
た
ど
る
。

　

同
時
あ
る
い
は
相
次
い
で
出
現
す
る
多
数
の
損
傷
部
位
を
有
す
る

患
者
が
四
四
二
例
（
88
・
4
％
）
で
あ
る
。

　

初
診
時
分
類　

非
ビ
ラ
ン
型
（
炎
症
充
血
型
を
含
む
）
二
九
九
例

（
59
・
8
％
）、ビ
ラ
ン
型
（
水
疱
型
を
含
む
）
二
〇
一
例
（
40
・
2
％
）

　

七
七
例
の
扁
平
苔
癬
患
者
は
過
去
に
生
検
を
行
い
〝
扁
平
苔
癬
〞

あ
る
い
は
〝
基
本
的
に
扁
平
苔
癬
の
特
徴
と
一
致
す
る
〞
患
者
は

五
八
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
三
例
は
軽
度
あ
る
い
は
中
等
度
の

典
型
的
で
は
な
い
上
皮
増
殖
が
病
理
学
的
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。〝
白

斑
〞
と
診
断
さ
れ
た
患
者
は
九
例
で
、
再
度
の
生
検
あ
る
い
は
長
期

臨
床
観
察
を
経
て
、す
べ
て
扁
平
苔
癬
と
合
致
す
る
と
診
断
さ
れ
た
。

　

五
〇
〇
例
中
、
皮
膚
扁
平
苔
癬
を
伴
う
患
者
は
わ
ず
か
八
例
で
、



110

研究　東洋

確
定
診
断
に
よ
る
神
経
衰
弱
患
者
は
二
〇
例
、
婦
人
科
疾
患
（
更
年

期
疾
患
を
主
と
す
る
）
は
一
〇
例
、
本
態
性
高
血
圧
症
五
例
、
肝
炎

（
慢
性
肝
炎
）
が
九
例
で
あ
っ
た
。

　

一
〇
例
の
扁
平
苔
癬
病
は
口
腔
内
残
根
、
残
冠
あ
る
い
は
不
適
合

修
復
物
の
刺
激
に
よ
る
関
連
性
は
明
ら
か
で
、
こ
れ
ら
の
病
因
を
除

去
後
、
病
変
部
は
基
本
的
に
治
癒
す
る
。
ア
マ
ル
ガ
ム
合
金
充
填
物

に
明
ら
か
に
関
係
す
る
症
例
が
四
例
認
め
ら
れ
た
。

　

五
〇
〇
例
の
患
者
す
べ
て
は
当
該
病
院
粘
膜
班
の
治
療
を
受
け
て

い
る
。
し
か
し
、
治
療
を
拒
み
、
あ
る
い
は
治
療
は
完
結
し
た
も
の

の
術
後
未
来
院
の
患
者
も
一
部
存
在
す
る
。

　

治
療
の
方
法
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
（
１
） 苔
癬
片
の
経
口
投
与
全
二
〇
〇
例
、
そ
の
う
ち
治
療
が
完

結
し
定
期
検
査
に
応
じ
た
症
例
は
六
〇
例
で
、
総
有
効
率

は
78
・
3
％
（47/60

）
で
あ
っ
た
。

　
（
２
） レ
バ
ミ
ゾ
ー
ル
【
免
疫
賦
活
剤
、
日
本
で
は
未
承
認
薬
】

経
口
投
与
群
、
治
療
終
了
後
三
ヶ
月
〜
一
年
観
察
例
全

五
五
例
の
う
ち
総
有
効
率
67
・
3
％
（37/55

）
で
あ
っ
た
。

　
（
３
） 昆
明
山
海
ど
う
【T

ripterygium
 hypoglancum

, 

雲
南
・

四
川
・
貴
州
地
域
に
広
く
分
布
す
る
中
国
生
薬
の
一
つ
】
群
、

服
薬
後
三
ヶ
月
〜
六
ヶ
月
観
察
全
四
〇
例
、
総
有
効
率
70
・

0
％
（28/40

）
で
あ
っ
た
。

　
（
４
） 副
腎
皮
質
ス
テ
ロ
イ
ド
ホ
ル
モ
ン
密
閉
群
、
治
療
行
程
を

手
順
通
り
行
い
定
期
検
査
に
応
じ
た
全
八
〇
例
、
す
べ
て

ビ
ラ
ン
型
あ
る
い
は
充
血
型
に
属
し
、
そ
の
う
ち
著
効
は

六
四
例
（
80
％
）、
好
転
一
一
例
（
13
・
8
％
）、
無
効
（
再

発
を
含
む
）
五
例
（
6
・
2
％
）
で
あ
っ
た
。

　
（
５
） 中
国
漢
方
辯
証
治
療
を
施
し
た
群
、
漢
方
方
剤
を
主
に
服

用
し
た
症
例
全
一
〇
七
例
、
そ
の
う
ち
一
療
程
（
平
均
一
ヶ

月
）
以
上
の
服
薬
を
続
け
た
者
は
六
二
例
で
あ
る
。
中
国

漢
方
辯
証
治
療
の
効
果
分
析
で
は
そ
の
他
の
素
因
の
影
響

を
受
け
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
正
確
に
分
析
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
、
総
有
効
率
は
50
〜
60
％
前
後
と
見
積
も

ら
れ
る
。

　

筆
者
は
、
独
自
に
開
発
し
た
う
っ
血
改
善
漢
方
薬
で
あ
る
「
苔
癬

片
」
に
は
、
人
参
、
川
芎
、
ト
ビ
カ
ズ
ラ
な
ど
の
薬
物
が
含
ま
れ
、

使
用
方
法
は
簡
便
で
安
全
で
あ
り
、
一
部
の
患
者
は
一
〜
二
年
服
用

し
、
明
ら
か
な
副
作
用
は
認
め
ら
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。

　

皮
質
ホ
ル
モ
ン
の
局
部
封
入
は
ビ
ラ
ン
期
の
扁
平
苔
癬
の
有
効
な

治
療
方
法
で
、
そ
の
治
療
効
果
機
序
は
局
部
の
抗
炎
症
作
用
が
主
要

な
も
の
で
あ
る
。

　

レ
バ
ミ
ゾ
ー
ル
、
昆
明
山
海
ど
う
と
リ
ン
酸
ク
ロ
ロ
キ
ン
【
抗
マ

ラ
リ
ア
剤
】
の
服
用
は
一
定
の
治
療
効
果
を
も
た
ら
す
。

　

報
告
に
よ
れ
ば
、
口
腔
扁
平
苔
癬
の
が
ん
化
率
は
1
％
ま
で
低
下

す
る
。
当
該
病
院
口
腔
外
科
外
来
に
お
い
て
、
最
近
一
〇
年
間
で
扁
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平
苔
癬
と
初
期
診
断
さ
れ
た
患
者
二
例
は
、
そ
の
後
の
診
断
で
は
扁

平
上
皮
が
ん
と
確
認
さ
れ
た
（
扁
平
苔
癬
症
例
に
含
ま
な
い
）。
扁

平
苔
癬
の
白
斑
の
誤
診
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
報
告
で

は
、
生
検
を
実
施
し
た
七
七
例
中
三
例
で
、
上
皮
の
不
典
型
な
増
生

が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
口
腔
扁
平
苔
癬
の
ビ
ラ
ン
が
長
い

間
治
ら
な
い
、
あ
る
い
は
再
発
を
繰
り
返
す
ケ
ー
ス
は
、
十
分
に
観

察
し
、
病
理
診
断
と
併
せ
て
、
適
宜
治
療
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

　

一
九
八
四
年
、
孫
志
英
ら
は
ト
レ
チ
ノ
イ
ン
【
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
誘
導

体
】
軟
膏
の
調
合
薬
を
用
い
、
口
腔
扁
平
苔
癬
四
〇
例
の
治
療
を
行

う
。
再
検
診
に
応
じ
た
三
七
例
中
、
一
応
の
治
癒
率
は
81
・
08
％
と

な
り
、
著
効
10
・
81
％
、
有
効
5
・
40
％
、
無
効
2
・
70
％
で
あ
っ
た
。

３
．
口
腔
扁
平
苔
癬
の
病
理
学
的
研
究

　

一
九
八
四
年
、
張
筱
林
ら
は
口
腔
粘
膜
扁
平
苔
癬
の
病
理
組
織
学

的
変
化
の
研
究
を
行
っ
た
。

　

臨
床
分
類　

臨
床
記
録
に
基
づ
き
、
病
変
を
四
つ
の
タ
イ
プ
に
分

類
し
た
。
潰
瘍
型
九
三
例（
42
・
3
％
）、線
網
型
七
七
例（
35
・
0
％
）、

斑
塊
状
三
五
例
（
19
・
5
％
）、
疱
瘡
型
三
例
（
1
・
4
％
）、
不
明

一
二
例
（
5
・
5
％
）
で
あ
る
。

　

次
に
病
理
学
的
変
化
を
顕
微
鏡
下
で
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
固
有
層

の
リ
ン
パ
細
胞
浸
潤
帯
（
100
％
）、基
底
層
の
液
化
変
性
（
95
・
5
％
）、

基
底
膜
増
厚
（
25
・
5
％
）、
上
皮
下
水
疱
形
成
（
50
・
0
％
）
が

認
め
ら
れ
た
。
標
本
表
面
の
不
完
全
な
角
化
が
70
・
5
％
に
認
め
ら

れ
、
棘
層
の
増
厚
32
・
3
％
、
棘
層
萎
縮
28
・
6
％
、
棘
層
の
増
厚

と
萎
縮
が
同
時
に
見
ら
れ
る
場
合
が
9
・
5
％
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、

表
皮
角
化
細
胞
形
成
は
41
・
8
％
に
見
ら
れ
、
特
殊
染
色
に
よ
っ
て
、

そ
の
成
分
は
角
質
蛋
白
と
異
な
っ
て
い
る
と
証
明
さ
れ
た
。
本
報
告

で
は
上
皮
の
異
常
増
殖
は
二
例
（
0
・
０
９
１
％
）
に
認
め
ら
れ
た

が
、
が
ん
化
し
た
ケ
ー
ス
は
一
例
も
な
い
。

　

一
九
八
四
年
、
于
世
鳳
ら
は
蛍
光
抗
体
法
を
用
い
た
口
腔
扁
平
苔

癬
患
者
八
〇
例
の
病
損
組
織
に
お
け
る
免
疫
病
理
学
分
析
と
血
清
抗

核
抗
体
【anti-nuclear antibody, A

N
A

】
検
査
を
行
っ
た
。

　

蛍
光
抗
体
間
接
染
色
法
を
用
い
た
扁
平
苔
癬
患
者
のA

N
A

検
査

結
果
は
、
八
〇
例
中
三
一
例
（
38
・
8
％
）
が
陽
性
と
な
っ
た
。
血

清
希
釈
度
は
最
高
で
1
：
40
を
超
え
な
い
。
抗
核
抗
体
陽
性
患
者
に

あ
っ
て
、
そ
の
病
歴
と
疾
病
の
重
さ
な
ど
に
明
ら
か
な
関
係
が
あ
る

と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
検
査
結
果
は
次
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い

る
。
扁
平
苔
癬
患
者
の
三
分
の
一
は
自
己
抗
体
が
存
在
す
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
り
、
本
疾
病
が
自
己
免
疫
疾
患
で
な
い
こ
と
を
完
全
に
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
血
清
中
のA

N
A

検
査
法
は
、
扁
平
苔

癬
の
補
助
的
診
断
の
参
考
と
な
り
得
る
が
、
診
断
指
標
と
は
な
ら
な

い
。

【
未
完
】
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■
書
評
Ⅰ
■

緑
川
浩
司
著

『
人
間
力
を
は
ぐ
く
む
―
―
東
日
本
国
際
大
学
・
い
わ
き
短
期
大
学
の
実
践
』（
生
活
文
化
出
版
）

１
．
人
間
力
と
昌
平
黌
精
神

　

本
書
は
、昌
平
黌
（
東
日
本
国
際
大
学
お
よ
び
い
わ
き
短
期
大
学
）

理
事
長
を
務
め
る
緑
川
浩
司
氏
が
、大
学
運
営
の
根
幹
と
み
な
す「
人

間
力
」
の
育
成
に
つ
い
て
、
熱
く
語
っ
た
著
作
で
あ
る
。
東
日
本
大

震
災
と
い
う
未
曽
有
の
危
機
に
直
面
し
て
、
理
事
長
以
下
大
学
の
教

職
員
た
ち
、
さ
ら
に
学
生
た
ち
は
、
大
学
の
理
念
で
あ
る
「
昌
平
黌

精
神
」
の
も
と
一
致
団
結
し
て
こ
と
に
当
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
危

機
の
な
か
で
こ
そ
、
著
者
が
求
め
る
「
人
間
力
」
が
い
た
る
と
こ
ろ

で
発
揮
さ
れ
た
。
本
書
は
人
間
力
に
つ
い
て
書
か
れ
た
著
作
で
あ
る

と
と
も
に
、
こ
の
震
災
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
に
も
触
れ
て
い
る
。

後
半
で
は
、
東
日
本
国
際
大
学
客
員
教
授
で
あ
る
吉
村
作
治
氏
、
森

田
実
氏
、
中
野
信
子
氏
と
の
対
談
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を

貫
く
コ
ン
セ
プ
ト
も
や
は
り
「
人
間
力
」
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
「
人
間
力
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
著

者
に
よ
れ
ば
、
人
間
力
と
は
、「
思
い
や
り
、
優
し
さ
、
人
間
の
役
割
、

使
命
感
」
で
あ
り
、「
自
分
の
た
め
で
は
な
く
、
人
の
た
め
に
行
動

す
る
力
、
人
の
た
め
だ
か
ら
こ
そ
発
揮
で
き
る
力
」
で
あ
る
。
大
震

災
に
際
し
て
、
著
者
で
あ
る
理
事
長
は
、「
地
震
の
揺
れ
を
感
じ
な

が
ら
、
学
生
た
ち
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
瞬
間
、
自

分
の
体
の
奥
か
ら
勇
気
が
湧
い
て
き
ま
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
震

災
に
直
面
し
て
、
救
援
に
向
か
っ
た
人
た
ち
も
、
や
は
り
、
言
葉
で

は
な
く
、
行
動
で
役
立
て
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た

は
ず
だ
ろ
う
、
そ
れ
が
人
間
力
な
の
だ
。
著
者
は
こ
う
考
え
る
。

　

人
に
対
す
る
思
い
や
り
や
愛
が
人
間
力
な
の
だ
。
ま
さ
に
儒
学
の

仁
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
力
を
引
き
出
す
の
が
「
智
恵
」
と

「
勇
気
」
で
あ
っ
た
。
単
な
る
知
識
で
は
な
く
、
状
況
に
応
じ
て
自

分
な
り
の
答
え
を
見
つ
け
だ
す
「
智
恵
」
と
、そ
れ
を
実
現
す
る
「
勇

気
」
が
人
間
力
を
支
え
て
い
る
。

本
学
経
済
情
報
学
部
教
授

　

東
洋
思
想
研
究
所
研
究
員　

水　

田　
　
　

健
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こ
の
人
間
力
の
背
後
に
あ
る
も
の
が
、
江
戸
時
代
か
ら
連
綿
と
伝

え
ら
れ
て
き
た
、
昌
平
黌
の
「
義
を
行
い
以
て
そ
の
道
に
達
す
」
と

い
う
建
学
の
精
神
で
あ
っ
た
。
義
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
人
物
、
そ

れ
は
、「
昌
平
黌
精
神
」
で
あ
る
「
大
義
」
と
「
大
和
」
の
実
現
を

目
指
す
人
物
で
あ
る
。「
義
」
と
は
「
正
義
」
で
あ
り
「
道
理
」
で

あ
り
、「
人
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
、
行
動
で
き
る
力
」
だ
と
著

者
は
考
え
る
。
そ
し
て
「
大
和
」
と
は
、
平
和
精
神
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
人
が
互
い
に
信
頼
し
合
い
、
む
つ
ま
し
く
と
も
に
生
き
て

い
く
こ
と
で
あ
る
。「
他
人
を
思
い
や
り
、
心
を
施
す
、
人
の
た
め

に
行
動
で
き
る
人
間
」
を
は
ぐ
く
む
こ
と
こ
そ
が
「
昌
平
黌
精
神
」

な
の
で
あ
る
。

　

他
人
に
対
す
る
思
い
や
り
で
あ
る
「
仁
」、
正
し
い
行
い
を
す
る

「
義
」、
生
き
て
い
く
う
え
で
の
約
束
ご
と
の
「
礼
」、
道
理
を
知
っ

て
判
断
を
下
す
「
智
」、
信
頼
を
守
る
「
信
」
の
儒
学
の
五
徳
の
実

践
、と
り
わ
け
仁
を
育
て
、義
を
貫
く
こ
と
こ
そ
が
、「
昌
平
黌
精
神
」

の
神
髄
で
あ
っ
た
。
東
日
本
国
際
大
学
の
標
語
で
あ
る
「
オ
ー
プ
ン

マ
イ
ン
ド
」
も
、「
義
」
の
精
神
を
基
礎
に
お
い
て
、
文
字
通
り
広

い
柔
軟
な
心
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
現
れ
る
様
々
な
課
題
に

挑
む
心
持
を
表
現
し
て
い
る
。

　

今
回
の
震
災
に
際
し
て
も
、著
者
は「
ピ
ン
チ
の
な
か
に
し
か
チ
ャ

ン
ス
は
な
い
」
と
言
っ
て
、
果
敢
に
こ
と
に
当
た
っ
た
。
そ
れ
こ
そ

が
人
間
力
の
発
揮
で
あ
っ
た
。
著
者
は
そ
う
考
え
る
。

２
．
人
間
力
の
深
度
と
東
洋
思
想

　

本
書
の
後
半
は
、
東
日
本
国
際
大
学
の
客
員
教
授
を
務
め
る
三
人

の
方
々
と
の
対
談
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
吉
村
作
治
氏

は
、
今
回
の
震
災
で
「
絆
」
と
い
う
言
葉
が
蔓
延
し
た
が
、
じ
つ
は

こ
の
言
葉
に
は
と
ん
で
も
な
い
落
と
し
穴
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。「
あ
の
言
葉
の
魔
力
は
非
常
に
大
き
い
。
絆
さ
え
持
っ
て
い
れ

ば
救
わ
れ
る
と
思
っ
た
瞬
間
に
救
わ
れ
て
し
ま
う
。
自
分
の
個
人
の

力
を
研
ぎ
澄
ま
す
能
力
を
も
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。」「
苦

し
い
と
き
は
自
分
で
も
っ
て
自
分
を
育
成
し
、
き
ち
ん
と
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
。

　

著
者
の
い
う
「
人
間
力
」
の
深
度
を
測
る
発
言
と
い
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
た
し
か
に
吉
村
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
絆
」
と
い
う

安
心
の
磁
場
に
入
り
込
む
と
「
人
間
力
」
は
磨
か
れ
な
い
。「
艱
難

汝
を
玉
に
す
る
」
と
い
う
状
況
を
大
学
は
ど
の
よ
う
に
提
供
す
る
の

か
。「
人
間
力
」
の
育
成
を
目
指
す
教
育
の
現
場
が
直
面
す
る
課
題

だ
ろ
う
。
い
く
つ
か
の
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る
。
実
際
に
経
験
し
た

人
か
ら
体
験
談
を
聞
く
こ
と
も
そ
う
だ
が
、
著
者
は
、「
教
育
と
は

引
っ
張
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
励
ま
し
て
後
ろ
か
ら
学
生
を
押

し
上
げ
て
あ
げ
る
」
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
。
教
育
に
携
わ
る
も
の

に
と
っ
て
は
重
い
発
言
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
実
現
で
き
る
場
所
を

大
学
が
ど
う
作
り
上
げ
る
か
、
実
際
の
教
育
力
が
試
さ
れ
て
い
る
と
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い
え
よ
う
。

　

吉
村
氏
は
さ
ら
に
、
今
回
の
震
災
に
関
連
し
て
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア

や
イ
ン
ダ
ス
、
黄
河
、
長
江
な
ど
、
文
明
が
起
こ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、

何
百
万
と
い
う
人
々
が
洪
水
で
死
ん
だ
が
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
一
人
も

死
ん
で
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
堤
防
を
造
っ
て
氾
濫
を

止
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
毎
年
の
氾
濫
の
記
録
を
作
っ
て
、
氾

濫
し
た
水
位
の
も
っ
と
も
高
い
所
よ
り
上
に
住
ん
だ
か
ら
だ
。
つ
ま

り
、
自
然
と
闘
う
こ
と
な
く
、
共
存
す
る
行
動
を
と
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
自
然
と
の
共
存
と
い
う
考
え
は
、
自
然
を
人
間
と
離
れ
た

外
部
の
対
象
と
見
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
然
と
の
共
生
を
は
か

る
東
洋
の
思
想
に
も
通
じ
る
。

　

こ
の
東
洋
思
想
に
つ
い
て
、
も
う
一
人
の
対
談
者
で
あ
る
森
田
実

氏
は
、「
徹
底
的
に
共
存
の
論
理
で
あ
る
東
洋
の
論
理
・
思
想
で
世

界
を
運
営
し
な
い
と
、
世
界
は
破
滅
し
ま
す
」
と
、
そ
の
意
義
を
強

調
す
る
。
非
寛
容
な
西
洋
の
論
理
に
対
し
て
、
す
べ
て
を
包
摂
す
る

東
洋
思
想
こ
そ
が
、か
け
が
え
の
な
い
地
球
を
救
う
論
理
だ
と
言
う
。

森
田
氏
は
、
論
語
の
「
過
ぎ
た
る
は
猶
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し
」
と
い

う
「
中
庸
」
の
思
想
を
強
調
し
、
極
端
か
ら
極
端
へ
で
は
な
く
、「
中

庸
の
道
」
を
歩
む
こ
と
こ
そ
が
大
切
だ
と
語
る
。

　

戦
後
の
極
端
な
ア
メ
リ
カ
化
と
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
う
ね
り
の

な
か
で
起
こ
っ
た
今
回
の
大
震
災
は
、「
目
を
覚
ま
せ
」
と
い
う
天

か
ら
の
啓
示
だ
と
森
田
氏
は
考
え
る
。
人
類
史
の
最
大
の
罪
悪
で
あ

る
核
兵
器
の
使
用
と
、
最
終
処
理
の
で
き
な
い
原
子
力
発
電
を
始
め

て
し
ま
っ
た
と
い
う
原
罪
が
、
こ
の
「
い
わ
き
」
の
地
に
放
射
能
汚

染
と
い
う
形
で
降
り
注
い
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
「
い
わ
き
」
が
、
新
し

い
日
本
を
つ
く
り
だ
す
出
発
点
に
な
る
の
だ
と
言
う
。
そ
の
新
し
い

思
想
こ
そ
が
、
東
洋
の
和
と
共
生
の
思
想
を
原
点
と
す
る
「
い
わ
き

学
」
だ
と
森
田
氏
は
提
唱
す
る
。

　

吉
村
氏
が
「
人
間
力
」
の
深
度
を
問
い
か
け
た
と
す
れ
ば
、
森
田

氏
は
同
じ
「
人
間
力
」
の
東
洋
思
想
と
し
て
の
意
義
を
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、「
人
間
力
」
の
原
点
に
、
東
洋
の
和
と
共
生
の
思
想
を
す

え
よ
う
と
す
る
著
者
の
思
想
に
通
じ
る
も
の
だ
。
か
つ
て
鈴
木
大
拙

は
、
分
割
的
知
性
で
あ
る
「
西
洋
」
思
想
が
、
対
立
の
世
界
、
争
い

の
世
界
、
力
の
世
界
を
生
む
の
に
対
し
て
、
東
洋
思
想
は
、「
敵
を

愛
せ
よ
」
と
い
う
考
え
方
を
越
え
て
、
む
し
ろ
は
じ
め
か
ら
敵
が
存

在
し
な
い
と
い
う
考
え
方
だ
と
言
っ
た
。
自
然
と
共
存
し
、
和
と
共

生
の
世
界
を
は
ぐ
く
む
東
洋
思
想
こ
そ
が
、「
人
間
力
」
の
原
点
と

な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
、
東
洋
思
想
に
し
て
も
西
洋
思
想
に
し
て
も
、
そ
の
思
想
が

持
つ
風
土
性
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
い
く
か
、
こ
れ
は
依
然
と
し

て
大
き
な
課
題
だ
ろ
う
。
地
球
を
救
い
、
人
類
を
目
覚
め
さ
せ
る
と

し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
は
、
そ
の
思
想
が
成
立
し
た
土
壌
に
そ

の
性
格
を
深
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
一
木
一
草
生
え
て
い
な
い
、
砂

漠
や
荒
野
の
中
か
ら
登
場
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
に
出
自
を
持
つ
キ
リ
ス
ト
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教
と
、
イ
ン
ダ
ス
川
や
ガ
ン
ジ
ス
川
の
水
資
源
豊
富
な
風
土
の
な
か

か
ら
生
ま
れ
た
仏
教
で
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
性
格
は
異
な
っ
て
く

る
。
排
他
性
と
包
摂
性
、
対
立
と
調
和
な
ど
、
そ
の
思
想
の
出
自
な

り
生
き
て
き
た
歴
史
が
影
響
す
る
部
分
は
大
き
い
。
こ
れ
を
越
え
て

い
く
思
想
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、森
田
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、ア
メ
リ
カ
で
カ
ト
リ
ー

ナ
台
風
が
襲
来
し
た
と
き
、
そ
の
直
後
に
現
地
で
は
略
奪
や
暴
動
が

発
生
し
た
の
に
対
し
て
、
東
日
本
大
震
災
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
地

域
の
結
束
力
は
強
ま
っ
た
。
こ
の
日
本
人
が
持
っ
て
い
る
「
和
の
精

神
」、
あ
る
い
は
人
と
人
と
の
信
頼
関
係
は
、
お
互
い
に
協
力
し
合

え
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
地
域
を
越
え
て
、
国

や
世
界
へ
と
、
広
く
和
と
共
生
の
思
想
を
広
め
よ
う
と
す
る
と
き
、

地
域
や
国
や
世
界
を
構
成
す
る
人
々
の
間
で
の
共
感
力
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う
に
形
成
し
て
い
く
の
か
、
こ
の
こ
と
は
乗

り
越
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
だ
ろ
う
。

　

第
三
の
対
談
者
で
あ
る
中
野
信
子
氏
は
、
進
化
ゲ
ー
ム
理
論
に
言

及
し
て
、「
人
間
力
」
の
利
他
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
ゲ
ー
ム

理
論
と
は
、
数
理
モ
デ
ル
を
立
て
て
、
ヒ
ト
の
行
動
は
ど
う
い
う
場

合
に
最
適
か
を
研
究
す
る
分
野
で
あ
る
。
そ
の
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、

全
員
が
自
分
勝
手
に
行
動
す
る
集
団
と
、
全
員
が
協
力
し
合
っ
て
い

る
集
団
と
を
比
べ
た
と
き
、
後
者
の
集
団
の
方
が
得
を
す
る
と
い
う

結
果
が
出
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
協
力
し
合
っ
て
利
他
的
行
動
を
と

る
方
が
、
結
局
は
自
分
の
た
め
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
成
立
す
る
。

　

社
会
形
成
の
力
と
は
、
結
局
、
個
々
人
の
間
で
の
共
感
性
や
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
だ
ろ
う
。
中
野
氏
の
取
り
上
げ
る
進

化
ゲ
ー
ム
の
場
合
は
、
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
ゲ
ー
ム
な
の
で
、
個
人

間
で
協
力
し
な
い
と
し
っ
ぺ
返
し
が
あ
る
の
で
協
力
す
る
ケ
ー
ス
で

あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
協
同
性
を
確
立
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
だ

が
、
人
間
が
も
と
も
と
も
つ
共
感
性
と
は
異
な
っ
た
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
人
間
が
本
来
持
つ
共
感
性
を
広
げ
て
い
く
道
を
、
む
し

ろ
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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■
書
評
Ⅱ
■

松
本
健
一
著

『「
孟
子
」
の
革
命
思
想
と
日
本　

天
皇
家
に
は
な
ぜ
姓
が
な
い
の
か
』（
昌
平
黌
出
版
会
）

　

過
日
、評
者
は
次
の
よ
う
な
書
評
を
あ
る
新
聞
に
掲
載
し
た
。
今
、

そ
の
全
文
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

た
し
か
高
校
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
思
想
や
文
学
を
生
涯
の
仕
事

に
し
た
い
と
言
っ
た
私
に
、「
学
者
に
な
る
な
ら
、
日
本
全
体
を
俯

瞰
す
る
思
想
家
に
な
れ
。
文
明
論
を
描
け
る
よ
う
な
人
間
に
な
れ
」

そ
う
言
っ
た
教
師
が
い
た
。
だ
が
私
は
長
ら
く
、
こ
の
事
実
を
誤
解

し
て
い
た
。
私
は
松
本
健
一
氏
か
ら
、
こ
の
激
励
の
言
葉
を
か
け
ら

れ
た
と
勘
ち
が
い
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

誤
解
の
理
由
は
、
そ
れ
な
り
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
高
校
時
代
、
愛

読
し
た
書
物
の
な
か
に
多
く
氏
の
著
作
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。『
石
川

啄
木
』『
革
命
的
ロ
マ
ン
主
義
の
位
相
』、
そ
し
て
『
若
き
北
一
輝
』

…
…
。
若
き
日
の
読
書
経
験
と
は
、
貪
り
、
う
な
さ
れ
、
時
に
眩
暈

を
感
じ
る
よ
う
に
の
め
り
込
む
も
の
だ
。
そ
の
熱
中
が
、
私
に
文
明

論
を
書
け
、
と
い
う
激
励
の
幻
想
を
生
ん
だ
。

　

松
本
氏
は
今
、
確
実
に
、
自
ら
の
「
日
本
文
明
論
」
を
築
き
あ
げ

つ
つ
あ
る
。
そ
の
作
業
工
程
を
垣
間
見
ら
れ
る
著
作
が
、
つ
い
に
登

場
し
た
。

　

こ
の
本
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
、「
天
皇
家
に
は
な
ぜ
姓
が
な
い
の

か
」
で
あ
る
。
読
者
は
不
思
議
に
思
う
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
『
孟
子
』

と
天
皇
家
の
姓
の
問
題
が
つ
な
が
る
の
か
、
と
。

　

松
本
氏
の
説
明
は
、
こ
う
だ
。『
孟
子
』
と
は
革
命
思
想
肯
定
の

書
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
孟
子
』
は
危
険
な
書
物
と
さ
れ
た
。
天
皇
家

の
存
在
を
、
革
命
に
よ
っ
て
脅
か
す
か
ら
だ
。
だ
か
ら
『
孟
子
』
は

日
本
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
―
―
上
田
秋
成
は
主
張
し

た
。

　

だ
が
そ
れ
は
伝
説
に
す
ぎ
な
い
。

　

天
武
天
皇
の
時
代
、
臣
下
に
「
姓
」
を
与
え
て
自
ら
の
地
位
の
安

本
学
東
洋
思
想
研
究
所
教
授　

先　

崎　

彰　

容
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定
を
堅
め
て
い
っ
た
天
皇
家
の
歴
史
と
、『
孟
子
』
＝
革
命
思
想
の

排
除
伝
説
は
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
革
命
で
天
子
の
姓
が
変
わ

る
よ
う
な
、
そ
の
姓
そ
れ
自
体
を
持
た
な
く
し
た
ら
、
皇
帝
が
『
殺

さ
れ
る
こ
と
も
な
い
し
、
革
命
が
起
き
る
こ
と
も
な
い
と
考
え
た
人

が
、
日
本
で
誰
か
い
る
…
と
私
は
考
え
て
い
る
の
で
す
』（
18
頁
）。

　

こ
の
仮
説
は
壮
大
な
も
の
だ
。
最
終
的
に
は
三
島
由
紀
夫
や
司
馬

遼
太
郎
に
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
の
書
は
、
新
た
な
「
日
本
文
明
論
」

へ
の
序
曲
な
の
で
あ
る
。

　

評
者
は
、
こ
の
書
評
の
文
末
を
「
新
た
な
「
日
本
文
明
論
」
へ
の

序
曲
」
と
書
い
た
。

　

し
か
し
こ
の
序
曲
は
、
つ
い
に
書
き
足
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
松
本
氏
は
二
〇
一
四
年
十
一
月
二
十
七
日
、
急
逝
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
評
者
は
、
松
本
氏
の
遺
著
を
作
っ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
高
校
時
代
の
思
い
出
か
ら
書
い
た
書
評
の
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
一
種
「
宿
命
」
と
も
呼
べ
る
何
か
に
導
か
れ
た
と
し

か
、
言
い
よ
う
が
な
い
。
高
校
時
代
か
ら
目
指
し
て
き
た
人
に
、
つ

い
に
足
元
に
も
及
ば
な
い
と
い
う
歯
痒
い
思
い
を
感
じ
な
が
ら
、
氏

は
勝
手
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
。
評
者
は
結
局
、
氏
を
驚
か
せ
る
こ
と

も
、
肉
薄
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

序
曲
は
序
曲
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。
松
本
氏
の
夥
し
い
学
問
の
総

復
習
を
す
る
こ
と
か
ら
、
氏
の
日
本
文
明
観
を
引
き
継
ぐ
作
業
が
始

ま
る
と
い
え
よ
う
。

松
本
健
一
先
生
出
版
書
籍

　

『
近
代
ア
ジ
ア
精
神
史
の
試
み
』

二
〇
〇
八
年
一
月
、
岩
波
現
代
文
庫
、
一
〇
五
〇
円
（
税
別
）

『
海
岸
線
の
歴
史
』

二
〇
〇
九
年
五
月
、
ミ
シ
マ
社
、
一
八
九
〇
円
（
税
別
）

『
日
本
の
失
敗
―
「
第
二
の
開
国
」
と
「
大
東
亜
戦
争
」』

二
〇
〇
六
年
六
月
、
岩
波
現
代
文
庫
、
一
二
八
一
円
（
税
別
）

『
畏
る
べ
き
昭
和
天
皇
』

二
〇
一
〇
年
一
二
月
、
新
潮
文
庫
、
六
六
〇
円
（
税
別
）

『
日
本
の
近
代
１　

開
国
・
維
新
』

二
〇
一
二
年
六
月
、
中
公
文
庫
、
一
四
〇
〇
円
（
税
別
）

『「
孟
子
」
の
革
命
思
想
と
日
本
』

二
〇
一
四
年
六
月
、
昌
平
黌
出
版
会
、
一
九
四
四
円
（
税
別
）

※ 
本
学
客
員
教
授
の
松
本
健
一
先
生
は
、
去
る
二
〇
一
四
年
十
一
月

二
七
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
謹
ん
で
ご
冥
福
を
祈
年
申

し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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平
成
二
六
年
の
東
洋
思
想
研
究
所
、
な
ら
び
に
儒
学
文
化
研
究
所

の
主
な
活
動
は
、
次
の
通
り
と
な
り
ま
す
。

一
月　

論
語
素
読
教
室
（
二
回
）

二
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

三
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

四
月　

湯
島
聖
堂
孔
子
祭
出
席

　
　
　

論
語
素
読
教
室
開
講
（
三
回
）

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

五
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

第
二
回
孔
子
祭
実
行
委
員
会

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

六
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

 

第
二
六
回
大
成
至
聖
先
師
孔
子
祭
開
催
（
孔
子
祭
挙
行
を
含

む
学
術
活
動
）

七
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
第
三
回
例
会

八
月　

夏
季
休
暇

【
活
動
報
告
】

　
　
　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

九
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

十
月　

論
語
素
読
教
室
（
二
回
）

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

　
　
　

第
一
回「
人
間
力
の
育
成
」公
開
授
業
開
講（
中
野
信
子
先
生
）

十
一
月　

論
語
素
読
教
室
（
三
回
）

　
　
　

東
洋
思
想
研
究
所
例
会

　
　
　

第
二
回
「
人
間
力
の
育
成
」
公
開
授
業
開
催
（
片
岡
龍
先
生
）

十
二
月　

論
語
素
読
教
室
（
二
回
）

　
　
　

第
三
回「
人
間
力
の
育
成
」公
開
授
業
開
催（
安
田
喜
憲
先
生
）
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■活動報告・投稿規定

　
　

研
究
紀
要
『
研
究　

東
洋
』
投
稿
規
定

１ 

．
投
稿
者
は
、
原
則
と
し
て
本
学
教
員
（
非
常
勤
講
師
を
含

む
）
に
限
る
。
た
だ
し
、
本
学
教
員
が
主
に
な
っ
て
い
る
共

同
執
筆
及
び
編
集
委
員
会
か
ら
依
頼
し
た
場
合
に
は
、
学
外

者
が
加
わ
っ
て
も
差
支
え
な
い
。

２ 

．
投
稿
は
、
原
則
未
発
表
の
も
の
に
限
り
、
原
稿
の
内
容
は

時
代
を
問
わ
ず
東
洋
思
想
全
般
（
特
に
儒
学
・
仏
教
・
日
本

思
想
関
連
を
歓
迎
す
る
）
に
関
連
し
た
幅
広
い
も
の
と
す

る
。

３ 

．
年
１
回
（
原
則
１
月
第
一
週
締
切
）
投
稿
の
申
込
み
を
受

け
る
。
申
込
み
者
が
多
い
場
合
に
は
、
次
号
廻
し
と
な
る
こ

と
が
あ
る
。

４ 

．
投
稿
原
稿
は
、
論
文
（
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
換
算50
枚

前
後
）
、
研
究
ノ
ー
ト
（
三
五
枚
前
後
）
、
資
・
史
料
紹
介

（
五
〇
枚
前
後
）
、
書
評
、
報
告
（
一
〇
枚
前
後
）
等
に
区

分
す
る
。
区
分
は
原
則
と
し
て
投
稿
者
の
申
出
に
よ
る
が
、

編
集
委
員
会
が
変
更
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
（
一
回
の
投
稿

原
稿
は
１
人
論
文
を
含
め
二
本
＋
共
同
執
筆
一
本
ま
で
と
す

る
）
。

５ 

．
投
稿
原
稿
は
『
研
究　

東
洋
』
編
集
委
員
会
あ
て
に
提
出

す
る
も
の
と
し
、
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
原
稿
に
つ
い
て

は
、
査
読
を
行
う
。
校
正
等
は
全
て
紀
要
編
集
委
員
会
を
経

由
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
違
反
し
た
者
は
引
き
と
り
を
求

め
る
こ
と
が
あ
る
。
査
読
の
結
果
、
原
稿
の
修
正
、
再
提
出

を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

６ 

．
論
文
以
外
の
原
稿
に
つ
い
て
も
、
編
集
委
員
会
の
判
断

で
、
修
正
、
再
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

７ 

．
投
稿
原
稿
は
、
別
に
定
め
る
執
筆
要
項
に
従
い
、
期
日
ま

で
に
完
成
原
稿
と
し
て
編
集
委
員
会
に
提
出
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
22
年
12
月
９
日
改
訂
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Moral education and "mono no aware"

MIZUNO Yuji

　This essay discusses Motoori Norinaga's concept of "mono no aware". 
Norinaga is generally perceived as rejecting Confucianism and emphasizing 
"mono no aware". However, Norinaga believed that humans are incapable 
of comprehending kami.  This means that humans are also incapable of 
comprehending "mono no aware", a set of values established by kami.  In 
other words, Norinaga not only rejected Confucian values, but also "mono no 
aware" as well. He criticized humans ‒ who possess only limited intellect ‒ for 
pretending to know the will of  kami.
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Looking for an alternative narrative for Fukushima 
‒ children, ‘education’ and local communities ‒

MAE Masanao

　The purpose of this article is to reinterpret certain narratives produced 
after the 2011 Tohoku Earthquake and to analyse the process of discursive 
formation of ‘children’, ‘education’ and ‘local communities’ in them, according to 
the social constructivist approach and from the ‘clinical’ in situ point of view. 
This reinterpretation, comparing the discourses which have been formed both 
inside and outside the damaged area to the inner reality, strives to draw the 
future of child’s ‘education’ in Fukushima.
　By examining different methods of analysing the process of verbalisation 
of our inner life, especially the ‘clinical’ in situ method, ‒ to find the way by 
which someone manages to obtain her/his own language and to face others’ 
narratives ‒, we studied the problems posed by the certain discourses which 
have been formed inside and outside the damaged area regarding children’s ‘care’ 
and ‘education’. This article includes three narratives from children at the end.
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The First Reception of Chinese Characters in 
Europe

SEKIZAWA Izumi

　According to the traditional Aristotelian schema on linguistic signs, 
presented at the very beginning of De interpretatione, the written language is 
a sign of the spoken language, but not （directly） a sign of what is in our mind, 
neither of reality. In other words, the written language does not ever function 
without the mediation of the spoken language and each written character can 
function as a sign only by the virtue of the fact that it represents a sound.
　Roger Bacon, one of the most brilliant semiologists of the thirteenth century, 
relying on the Itinerarium written by William of Rubruck, developed an 
interesting description of Chinese characters: a single Chinese character, 
composed by different parts （literae）, represents one word （dictio）. This 
interpretation of Chinese characters is somewhat similar to the modern one 
which considers Chinese characters as logogram.
　The Coimbra Commentaries ‒ published around the turn of the sixteenth 
century, and one of the philosophical fruits of “the age of discovery” ‒, however, 
categorised Chinese characters as hieroglyphic script, together with the 
Egyptian hieroglyphs. According to a counter argument which appeares in the 
Commentaries, this type of script directly represents a thing （res） without the 
virtue of sounds. The authors do not admit its validity as a counter argument, 
saying that such characters are not a script in the proper sense, but just a 
kind of figure. Interestingly, however, they emphasised the similarity between 
these characters and the mathematical symbols, which serve to improve our 
science. This view predicts Leibnizian admiration of Chinese characters. 

※ A part of this work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number 26370083.
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